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平成28年度 秋季企画展

「植田家にのこる浮世絵っ!?」 
　2016年10月22日（土）～12月23日（祝・金）
役者絵、芝居絵、相撲絵、肉筆美人絵など、植田家にのこる浮世絵を展示します。
※休館日は P15 をご覧ください

展示のご案内
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表紙写真

《俵
たわらねずみもんちゃわん

鼠文茶碗》

俵型の茶碗に米俵と鼠が描かれています。正面から

見ると鼠は一匹ですが、周りを見てみると俵をじっ

と見つめる後ろ向きの鼠や俵に頭を突っ込む鼠も

います。この茶碗を展示した秋季企画展「 植 田 家

の お 茶 道 具」の記事は、本誌 4・5頁に掲載。
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夏
季
企
画
展「
植
田
家
の
お
茶
道
具
」

　

前
号
の『
植
田
家
だ
よ
り
』で
も
お
伝
え
し
ま
し
た

夏
季
企
画
展「
植
田
家
の
お
茶
道
具
」が
、７
月
２
日（
土
）

～
９
月
11
日（
日
）の
期
間
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。夏
の

期
間
は
納
涼
企
画「
冷
や
し
旧
家
は
じ
め
ま
し
た
」

も
同
時
開
催
さ
れ
、涼
を
求
め
て
や
っ
て
来
る
来
館
者

に
と
っ
て
も
、涼
や
か
な
展
示
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
企
画
展
で
は
、植
田
家
が
所
蔵
し
代
々
使
用

し
て
き
た
お
茶
道
具
お
よ
そ
６
０
点
を
前
・
後
期
に
分

け
て
展
示
し
ま
し
た
。お
茶
道
具
と
い
え
ば
、実
際
の

席
で
使
用
す
る
も
の
は
実
に
４
０
種
類
以
上
も
あ
り
、

そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
道
具
に
も
趣
味
や
場
に
応
じ

た
も
の
が
あ
り
、そ
こ
か
ら
選
ん
で
用
い
ら
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
膨
大
な
数
の
道
具
が
必
要
と
な
り
、所
有
者

の
特
徴（
趣
味
）も
ま
た
そ
こ
に
表
れ
る
と
い
え
ま
す
。

　

お
茶
の
愉
し
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
道
具
の
鑑
賞
は
、

お
茶
に
通
じ
て
い
な
い
人
で
も
分
か
る
ほ
ど
に
奥
が

深
く
、
ま
た
単
純
に
面
白
い
と
思
え
る
も
の
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。例
え
ば
今
回
の
表
紙
に
あ
る《
俵
鼠

文
茶
碗
》は
、格
式
と
い
う
よ
り
も
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ

り
な
俵
型
の
茶
碗
が
そ
の
ま
ま
米
俵
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
正
面
に
は
鼠
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。し
か
も
周
囲

を
ぐ
る
り
と
見
回
す
と
、一
方
で
は
米
俵
を
見
つ
め
る

鼠
の
後
ろ
姿
と
、横
に
は
な
ん
と
俵
に
頭
を
突
っ
込
む

植田家の

　  お茶道具

- 夏季企画展 - 2016.
7/2～9/11

背 面 側 面

蓋置いろいろ茶碗各種

側 面
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鼠
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
釜
の
蓋
を
置
く
た
め
の「
蓋ふ

た
お
き置

」
も
、
基
本
形

が
７
種
類
あ
り
、そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る「
蟹か

に

型
」の
蓋
置

は
た
だ
で
さ
え
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
ま
す
が
、植
田
家

所
蔵
の
も
の
は
大
き
さ
も
形
も
リ
ア
ル
な
も
の
が
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
。自
分
の
好
み
だ
け
で
は
な
く
相
手

に
喜
ん
で
も
ら
お
う
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
精
神
の
よ
う

な
も
の
が
個
々
の
も
の
か
ら
感
じ
ら
れ
、こ
れ
こ
そ
が

お
も
て
な
し
の
精
神
だ
と
い
う
こ
と
が
道
具
を
通
し

て
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

た
だ「
面
白
い
」
だ
け
で
な
く「
す
ご
い
」
も
の
も

も
ち
ろ
ん
あ
り
、《
樂
茶
碗
》
を
は
じ
め
、
千せ

ん
け
じ
っ
そ
く

家
十
職

に
よ
る
茶
道
具
の
数
々
は
、
知
識
が
な
く
て
も
技
術

や
見
た
目
の
美
し
さ
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

釜
や
建
水
な
ど
の
大
き
な
道
具
か
ら
茶
杓
や
香
合
な

ど
の
小
さ
な
道
具
に
至
る
ま
で
、作
り
手
の
想
い
が
形

と
な
っ
て
表
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
何
よ
り
も
、お
茶

道
具
は
使
っ
て
始
め
て
そ
の
真
価
が
問
わ
れ
る
も
の

で
、使
う
人
の
心
が
そ
の
価
値
を
決
め
る
と
い
う
こ
と

は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

当
時
の
植
田
家
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
想
い
で
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
と
共
に
こ
れ
ら
の
道
具
を

使
用
し
て
き
た
の
か
を
考
え
る
と
、お
茶
道
具
の
ま
た

違
っ
た
一
面
が
見
え
て
き
ま
す
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
）

企
画
展
関
連
企
画「
夏
の
お
茶
会
」

　

企
画
展
開
催
中
の
８
月
21
日
（
日
）
に
は
、
関
連

企
画
と
し
て
、大
阪
府
立
八
尾
高
校
茶
道
部
の
協
力
の

も
と
「
夏
の
お
茶
会
」
を
主
屋
で
開
催
し
ま
し
た
。

緊
急
企
画
の
た
め
事
前
の
告
知
が
十
分
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
当
日
は
計
５
席
で
33
名
の
参
加
が

あ
り
ま
し
た
。

　

お
茶
会
で
は
、色
と
り
ど
り
の
着
物
に
身
を
包
ん
だ

茶
道
部
の
み
な
さ
ん
が
お
点
前
を
披
露
し
、初
々
し
く

も
し
っ
か
り
と
し
た
所
作
で
お
客
さ
ん
を
お
も
て
な
し

し
ま
し
た
。
普
段
の
高
校
の
お
茶
室
と
は
勝
手
が
違

う
た
め
、戸
惑
い
も
あ
る
か
と
思
い
ま
し
た
が
、す
ぐ

に
順
応
し
、植
田
家
を
実
践
の
場
と
し
て
活
用
し
て
も
ら

え
た
こ
と
が
大
変
よ
か
っ
た
で
す
。ま
た
来
年
も
開
催

で
き
る
よ
う
に
期
待
を
し
て
い
ま
す
。

水指（算盤玉形、釣瓶形、陶製）

天目茶碗と天目台

建水・風炉先屏風・柄杓立

菓子器

丸釜・釜鐶・風炉

茶杓・茶入各種
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連
続
講
座「
水
（
み
ず
）
」（
全
３
回
）

　

ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
に
ち
な
ん
だ
全
３
回
の
講
座
を

行
な
う
連
続
講
座
・
前
期（
６
月
～
８
月
）
の
テ
ー
マ

は「
水
」。
第
一
回
目
で
は
大
和
川
の
付
け
替
え
を

学
ぶ
講
座
を
行
な
い
ま
し
た
。参
加
者
は
二
人
と

少
し
さ
び
し
く
も
、資
料
を
広
げ
な
が
ら
の
ゆ
っ

た
り
と
し
た
講
座
と
な
り
ま
し
た
。
大
和
川
付
け

替
え
関
連
の
講
座
は
、年
間
を
通
し
て
何
度
も
行

な
っ
て
い
ま
す
が
、そ
の
都
度
発
見
す
る
こ
と
も

多
く
、参
加
者
の
方
々
か
ら
も
、よ
り
専
門
的
な
意

見
や
感
想
を
頂
き
ま
し
た
。
大
阪
府
で
は
小
学
校

４
年
の
単
元
に
も
登
場
し
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の

場
合
、大
人
に
な
る
と
学
習
し
た
こ
と
も
覚
え
て

い
な
い
た
め
、そ
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
使
命
が

旧
植
田
家
住
宅
に
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、そ
ん
な
連
続
講
座
・
前
期
で
す
が
、第
二
回

（
７
月
）と
第
三
回（
８
月
）は
、

猛
暑
も
助
け
、
参
加
者
な
し

で
不
開
講
と
な
り
ま
し
た
。

予
定
し
て
い
た「
水
鉄
砲
作

り
」と「
お
茶
道
具
の
鑑
賞
」

は
次
回
の
講
座
に
持
ち
越
し

で
す
。

こ
ど
も
ガ
イ
ド
体
験
講
座（
夏
）　

　

さ
て
、「
こ
ど
も
ガ
イ
ド
体
験
講
座（
夏
）」で

は
、親
子
一
組
の
参
加
が
あ
り
、夏
な
ら
で
は
の

体
験
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。ま
ず
は
ガ
イ
ド

体
験
と
し
て
、夏
の
暑
さ
を
感
じ
な
が
ら
旧
植

田
家
住
宅
の
く
ら
し
の
様
子
を
学
び
ま
し
た
。

す
で
に
昔
の
道
具
と
な
っ
た
黒
電
話
を
さ
わ
っ

て
み
た
り
、蚊
帳
に
入
り
、建
物
の
見
学
で
は

今
の
く
ら
し
と
の
違
い
を
感
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、お
ま
け
の「
昔
の
く
ら
し
体
験
」で
は
、

竹
で
水
鉄
砲
を
作
っ
て
も
ら
い
、庭
で
飛
ば
し

ま
し
た
が
、会
心
の
作
に
驚
き
の
表
情
と
最
高

の
飛
距
離
を
記
録
し
ま
し
た
。暑
い
中
に
も
喜

び
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
体
験
講
座
で
し
た
。

（
学
芸
員　

安
藤 

亮
）

７/28（木）
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７
月
16
日（
土
）
は
、「
講こ

う
ザ座

！
八
尾
市
の
文
化
財
」

と
題
し
た
夏
期
講
座
を
旧
植
田
家
住
宅
で
行
な
い

ま
し
た
。
今
回
は
い
つ
も
の
講
座
と
少
し
趣
向
を

変
え
、
二
人
の
講
師
を
迎
え
て
の
二
本
立
て
で
す
。 

　

一
つ
目
の
テ
ー
マ
は
、八
尾
市
文
化
財
課
課
長
の　

氏
に
よ
る「
古
文
書
・
発
掘
調
査
か
ら
み
る
八
尾
の

地
震
痕
跡
」の
お
話
で
す
。地
震
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
過

去
の
地
震
の
特
徴
に
つ
い
て
ま
ず
は
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。い
つ
の
時
代
も
日
本
の
歴
史
に
は
地
震
と
の
関
わ

り
が
み
ら
れ
、そ
の
こ
と
を『
日
本
書
記
』を
は
じ
め
、

八
尾
市
に
伝
わ
る
諸
々
の
文
書
が
伝
え
て
い
ま
す
。地

震
の
記
録
と
し
て
だ
け
で
な
く
、そ
の
地
震
に
よ
っ
て

過
去
に
ど
の
よ
う
な
物
が
在
り
、
ど
の
よ
う
に
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
文
字
の
記
録
か
ら

明
ら
か
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。ま
た
、遺
跡
の
発
掘
調

査
に
見
ら
れ
る
地
震
の
痕
跡
の
特
徴
に
つ
い
て
も
詳

し
く
述
べ
ら
れ
、普
段
あ
ま
り
知
り
得
な
い「
地
理
と

歴
史
」の
関
係
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
記
録
を
残
し
て
後
世
に
伝

え
て
い
く
こ
と
」
の
大
切
さ

を
最
後
に
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

二
本
目
は
、
昨
年
、
旧
植

田
家
住
宅
で
開
催
し
た
研
究

会
で
も
講
演
を
し
て
い
た
だ

い
た
八
尾
市
文
化
財
保
護
審

議
会
委
員
の
山
中
浩
之
氏

（
大
阪
府
立
大
学
名
誉
教
授
）に
、

「
豪
農
層
の
文
化
受
容
」
を

テ
ー
マ
に
、
江
戸
時
代
の
豪

農
層
の
書
画
収
集
に
つ
い
て

再
び
お
話
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。ま
ず
は
旧
植
田
家

住
宅
の
所
蔵
す
る
書
画
・
書
籍
の
特
徴
を
述
べ
ら
れ
、

「
こ
う
し
た
収
集
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
の
か
」

を
周
辺
地
域
の
同
じ
よ
う
な
家
を
手
が
か
り
に
紐
解

い
て
い
き
ま
す
。
今
回
例
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
河
内

国
分
の
豪
農
や
富
田
林
の
酒
造
家
、泉
州
佐
野
湊
浦
の

豪
農
な
ど
、植
田
家
と
は
異
な
っ
た
家
々
で
す
が
、書

画
の
入
手
ル
ー
ト
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
り
、植

田
家
に
も
該
当
す
る
条
件
が
具
体
例
の
中
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。昨
年
の
研
究
会
に
お
い
て
は
、

広
い
視
点
で
の
豪
農
層
の
書
画
収
集
に
焦
点
を
当
て

ら
れ
ま
し
た
が
、今
回
は
八
尾
市
の
文
化
財
と
し
て
旧

植
田
家
住
宅
の
内
状
に
も
迫
り
、理
解
を
よ
り
深
め
る

も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

終
了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、今
回

は「
八
尾
市
の
文
化
財
」に
つ
い
て
興
味
と
関
心
が
高

め
ら
れ
た
講
座
で
し
た
。
ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ

企
画
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
）

講座！

八尾市の文化財

こうザ

文化財と地震について語る　（みなもと）氏

書画収集について語る山中浩之氏
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長
い
夏
と
と
も
に
納
涼
企
画「
冷
や
し
旧
家
、

は
じ
め
ま
し
た
。」
が
終
了
し
ま
し
た
。
７
月

か
ら
９
月
初
旬
ま
で
の
期
間
中
、
連
日
た
く

さ
ん
の
方
が
来
館
し
、
井
戸
水
に
足
を
つ
け
、

蚊
帳
に
入
り
、ラ
ム
ネ
を
飲
み
、主
屋
で
涼
み
、

そ
し
て
ま
た
足
水
を
し
な
が
ら
ラ
ム
ネ
を
飲
ん

だ
り
と
、思
い
思
い
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
た
様
子

で
し
た
。

　

さ
て
、
期
間
中
は
企
画
展「
植
田
家
に
伝
わ

る
お
茶
道
具
」
の
開
催
も
あ
り
、
利
用
者
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。ご
協
力
い
た
だ
い
た

皆
様
に
御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
の
一
部
を
こ
の
場
に
て
掲
載
し

ま
す
。

　

ま
た
、８
月
19
日（
金
）に
は
、蚊
帳
を
利
用
し

た
取
り
組
み
と
し
て
、「
蚊
帳
の
中
で
読
み
聞
か

せ
」
も
地
域
の
読
み
聞
か
せ
の
会（
子
ど
も
の

育
ち
を
見
守
る
親
の
会
）の
協
力
の
も
と
行
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
こ
の
日
は
あ
い
に
く

の
猛
暑
日
で
、さ
さ
や
か
な
イ
ベ
ン
ト
実
施
と

な
り
ま
し
た
。
現
代
で
は
殆
ど
使
う
機
会
の

な
い
蚊
帳
で
す
が
、
初
め
て
の
人
も
使
っ
た

こ
と
が
あ
る
人
も
み
な「
と
て
も
懐
か
し
い
気

分
」に
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

今
年
は
特
に
暑
さ
が
長
引
き
、10
月
に
入
っ

て
も
ま
だ
夏
の
よ
う
な
日
が
続
い
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
日
に
は
、冷
や
し
旧
家
が
終
わ
っ
て
い

て
も
、ま
だ
ま
だ
子
ど
も
た
ち
が
、「
足
水
さ
せ

て
く
だ
さ
い
」と
旧
植
田
家
住
宅
を
訪
れ
ま
す
。

秋
は
も
う
す
ぐ
目
の
前
で
す
。

　
（
旧
植
田
家
住
宅  

ス
タ
ッ
フ
）

主
屋
は
簾
戸
に
入
れ
替
え
て
夏
の
装
い
に

「蚊帳の中で読み聞かせ」も実施

冷
や
し

冷
や
し

冷
や
し

と
て
も
懐
か
し
い
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
蚊
帳
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その他 
19人
その他 
19人

Q1. 性別？

Q7. 展示について？Q6. 来館した目的は？Q5. 何回目の来館？

Q3. お住まいの地域は？ Q4. 旧植田家住宅を
　　　何で知りましたか？

Q2. 年齢？

男性 37人
(32％)

(68％)

八尾市内
 45人

初めて 82人
　　　（72％）

2回目 6人
　　　（5％）

3回目 4人
　　　（4％）

無回答 3人
　　　（2％）

4回以上 19人
　　　　（17％）

八尾市以外の
大阪府内 50人

女性 77人

安中新田会所跡 旧植田家住宅 利用者アンケート 結果
今年の7月から9月までの期間、旧植田家住宅で実施した利用者
アンケートの結果です。ご協力ありがとうございました。

2016.7.9 ～ 9.11

合計枚数114枚

70代 11人
80代 1人

60代 22人
50代 16人
40代 17人
30代 9人
20代 33人
16歳～19歳 2人
15歳以下 3人

偶然 12人
その他 32人

知人から 32人
テレビ 0人
ラジオ 0人
Twitter 0人
インターネット 5人
ホームページ 9人
新聞 0人
チラシ 10人
ポスター 5人
市政だより 12人

歴史 20人歴史 20人

その他 24人

イベント 22人イベント 22人

企画展 
 26人

常設展 23人

建物 45人

満足 79人
　　（69％）

不満 2人
やや不満 1人

やや満足
24人（21％）

普通
7人（6％）
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９
月
１
日
の「
防
災
の
日
」に
ち
な
み
、旧
植
田
家

住
宅
で
は
３
日（
土
）午
前
に「
か
ま
ど
で
ご
飯
炊

き
体
験
」を
実
施
し
ま
し
た
。か
ま
ど
で
炊
く
ご
飯

が
食
べ
ら
れ
る
と
あ
っ
て
、毎
回
人
気
の
企
画
で

す
が
、防
災
に
役
立
つ
知
識
や
知
恵
も
身
に
付
け

ら
れ
一
挙
両
得
で
あ
り
ま
す
。

　

災
害
時
、も
し
電
気
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が

ス
ト
ッ
プ
し
た
場
合
、か
ま
ど
が
あ
れ
ば
お
湯
を

沸
か
す
こ
と
が
で
き
、暖
を
と
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。し
か
し
使
い
方
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
意
味
が

あ
り
ま
せ
ん
。最
近
で
は「
か
ま
ど
ベ
ン
チ
」な
る

も
の
が
公
園
な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
、ま
す
ま
す
需
要
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　

イ
ベ
ン
ト
に
は
、若
い
親
子
連
れ
を
中
心
に
、お

年
寄
り
の
方
々
も
参
加
し
、ま
ず
は
基
本
的
な
薪

の
組
み
方
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。「
ど
ん
な
置

き
方
を
し
た
ら
火
が
点
き
や
す
い
か
、一
度
や
っ

て
み
て
く
だ
さ
い
」と
ス
タ
ッ
フ
の
難
題
に
試
行

錯
誤
す
る
子
ど
も
た
ち
。ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
組
み
、

防
災
!
か
ま
ど
で
ご
飯
炊
き
体
験

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、

昔
と
今
の
く
ら
し
の
知
恵
を

ご
飯
を
炊
き
な
が
ら
学
ぶ

新
聞
紙
を
上
手
く
使
う
こ
と
で
、火
が
点
き
や
す

く
な
る
こ
と
を
学
ぶ
と
、い
よ
い
よ
ご
飯
を
炊
き

ま
す
。「
災
害
時
で
も
お
い
し
い
ご
飯
が
食
べ
た

い
」と
い
う
想
い
で
、し
っ
か
り
と
そ
の
手
順
を
覚

え
、工
程
を
ク
リ
ア
し
て
い
く
と
、お
釜
か
ら
の
湯

気
が
だ
ん
だ
ん
と
ご
飯
の
匂
い
に
変
わ
っ
て
い
き

ま
し
た
。
見
事
お
い
し
い
ご
飯
が
炊
け
ま
し
た
。

　
「
ご
飯
は
や
っ
ぱ
り
か
ま
ど
が
い
い
」と
い
う
感

想
も
聞
く
こ
と
が
で
き
、昔
の
く
ら
し
の
知
恵
に

感
動
し
た
参
加
者
で
し
た
。ま
た
現
代
の
知
恵
と

し
て
、新
聞
紙
で
作
る
ス
リ
ッ
パ
作
り
や
最
新
の

防
災
グ
ッ
ズ
の
紹
介
の
ほ
か
、食
品
の
密
封
保
存

用
袋（
ジ
ッ
プ
○
ッ
ク
）で
簡
単
に
ご
飯
を
炊
く
方
法

な
ど
も
実
験
し
、さ
ら
に
防
災
意
識
を
高
め
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

  

（
旧
植
田
家
住
宅
ス
タ
ッ
フ
）

薪の組み方を考え中

新聞紙で防災スリッパ作り
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四
会
所
だ
よ
り

  

特
別
展「
よ
み
が
え
る
平
野
屋
新
田
会
所
」

　

現
在
の
大
東
市
域
の
平
野
部
一
帯
に
は
、江
戸

時
代
ま
で
深ふ

こ
の野

池
と
い
う
池
が
広
が
っ
て
い
ま

し
た
。
今
か
ら
約
３
０
０
年
前
、
上
流
の
大
和
川

が
付
け
替
え
ら
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、深
野
池

を
干
拓
し
た
大
規
模
な
新
田
開
発
が
東
本
願
寺

の
大
坂
難
波
御
堂（
現
在
の
真
宗
大
谷
派
難
波
別
院
）

に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
開
発
さ
れ
た
新
田
は

ほ
ど
な
く
難
波
御
堂
の
手
を
離
れ
て
五
つ
の
新

田
に
区
分
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
う
ち
、
大
坂
の

両
替
商
・
平
野
屋
又
右
衛
門
が
所
有
し
た
深
野
南

新
田
と
河
内
屋
南
新
田
を
管
理
運
営
す
る
た
め
に

つ
く
ら
れ
た
の
が
、平
野
屋
新
田
会
所
で
し
た
。

　

周
濠
に
囲
ま
れ
た
平
野
屋
新
田
会
所
の
か
つ
て

の
屋
敷
地
は
東
西
約
１
２
０
ｍ
、南
北
約
８
０
ｍ

で
、約
３
０
０
０
坪
の
面
積
を
有
し
て
お
り
、邸
内

に
は
主
屋
棟
、座
敷
棟
、米
蔵
、道
具
蔵
、屋
敷
蔵
の

ほ
か
、生
駒
山
を
借
景
と
す
る
庭
園
な
ど
が
あ
り
ま

し
た
。こ
れ
ら
の
建
物
は
残
念
な
が
ら
２
０
０
８
年

に
取
り
壊
さ
れ
ま
し
た
が
、大
東
市
が
公
有
地
化
し

た
会
所
跡
地
の
北
西
部
に
は
、
米
蔵
、
道
具
蔵
の

礎
石
と
船
着
場
の
石
段
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
秋
、
大
東
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、

大
東
市
市
制
施
行
60
周
年
特
別
展「
よ
み
が
え
る

平
野
屋
新
田
会
所
」を
開
催
し
ま
す
。特
別
展
で
は
、

考
古
・
建
築
・
文
献
・
民
俗
・
宗
教
の
五
つ
の
視
点

か
ら
、
過
去
に
実
施
し
た
発
掘
調
査
・
建
物
調
査

の
成
果
や
、
会
所
に
伝
わ
っ
て
い
た
古
文
書
、

新
田
で
使
用
さ
れ
て
い
た
大
型
の
踏
車
、か
つ
て

会
所
の
屋
敷
神
だ
っ
た
坐
摩
神
社
の
絵
馬
な
ど
、

平
野
屋
新
田
会
所
の
歴
史
を
物
語
る
貴
重
な
資
料

を
展
示
し
ま
す
。
ま
た
、
特
別
展
開
催
を
機
に
、

以
前
か
ら
大
阪
府
下
の
三
つ
の
新
田
会
所（
鴻
池

新
田
会
所
、安
中
新
田
会
所
、加
賀
屋
新
田
会
所
）
で

実
施
さ
れ
て
い
た
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
に
、
新
た
に

平
野
屋
新
田
会
所
が
参
加
し
ま
す
。

　

今
回
の
特
別
展
を
通
じ
て
、大
東
市
の
発
展
の

礎
を
築
い
た
新
田
開
発
と
平
野
屋
新
田
会
所
の

歴
史
を
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。
皆
さ
ま
の
ご
来
場
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
大
東
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

佐
々
木 
拓
哉
）

（10）

平野屋新田会所の踏車（大東市立歴史民俗資料館所蔵）

ありし日の平野屋新田会所表長屋門（2004年頃）

●大東市立歴史民俗資料館（来ぶらり四条 ２階）

場　所：大東市野崎 3-6-1
交　通：JR 学研都市線「野崎」駅下車徒歩約10分
休館日：第1・3火曜日、12月29日（木）～1月3日（火）
お問合せ：072-876-7011（電話） / 072-876-7702（FAX）

特別展「よみがえる平野屋新田会所」
◇11月12日（土）～来年1月15日（日） 10:00~20:00

※
会
場
に
は
、平
野
屋
新
田
会
所
の

　
ス
タ
ン
プ
も
設
置
し
て
い
ま
す
。



― 12 ― 12

No.30
　

八
尾
を
代
表
す
る
も
の
の

ひ
と
つ
河
内
木
綿
。毎
年
、夏

野
菜
と
同
じ
５
月
頃
に
種
を

ま
き
、大
切
に
育
て
て
い
る
。

…
が
、つ
い
伝
統
野
菜
ば
か
り

に
お
い
し
い
と
こ
ろ
を
持
っ
て

い
か
れ
、影
の
う
す
～
い
存
在

に
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
奥

ゆ
か
し
い
河
内
木
綿
の
栽
培

記
録
を
今
回
は
夏
休
み
の
宿
題

状
態
で
絵
日
記
風
に
紹
介

し
よ
う
と
思
う
。

①
綿
か
ら
種
を
と
る

⑤
２
日
後

⑱
木
を
切
り
サ
ク
を
と
る

⑬
次
々
と
花
が
咲
く

⑥
二
葉
が
開
い
た

⑲
陰
干
し
て
お
く
と
…

⑦
本
葉
が
出
て
、
茎
も

　

し
っ
か
り
し
て
き
た

⑳
数
日
後
、
乾
燥
し
て

　

サ
ク
が
開
く

⑯
次
々
と
綿
が
吹
く

⑧
本
葉
が
３
～
４
葉
に

　

な
っ
た（
一
本
立
ち
）

○
た
く
さ
ん
の
綿
が　

　
　
　
　

収
穫
で
き
た

ち
な
み
に
…

●
切
っ
た
木
も
乾
燥
さ
せ

　

カ
マ
ド
の
火
付
用
に

③まく前日に種を水につけ
　発芽しやすくする

⑨支柱を立てる
※間隔は茎から指２本分

⑩ 同じ環境でも差が
　これだけ出る

⑭「 サク」とよばれる
　実ができる

⑪60～80cm で先端
　をつむ（芯どめ）

⑮サクがはじけて綿が
　顔を出す

⑰9 月下旬、そろそろ
　終盤を迎える

←よ～く見ると、綿は
　3つ～５つのものまで！

⑫一番に花が咲いた

④ 種まきから４日後
　に発芽

②
同
じ
実
で
も
、な
る
べ
く

　

し
っ
か
り
し
た
大
き
な

　

種
を
使
う

…っと最後の最後まで活躍してくれます。（アンタはエライ！）

4/23

4/244/28

4/305/105/306/3 5/3

6/66/25

7/30

10/310/910/15

8/209/15

7/37/14
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今
年
も
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
主
催
の「
河
内

木
綿
ま
つ
り
」が
二
日
間
で
開
催
さ
れ
、八
尾
市
で
の

河
内
木
綿
の
啓
発
を
目
的
に
、歴
史
民
俗
資
料
館
を

は
じ
め
、市
内
七
ヵ
所
の
会
場
で
各
団
体
に
よ
る
河
内

木
綿
に
関
す
る
様
々
な
催
し
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
旧
植
田
家
住
宅
で
も
、
昨
年
に
引
き
続
い
て
、

八
尾
の
地
に
お
い
て
木
綿
栽
培
か
ら
機
織
り
ま
で

を
独
学
で
習
得
し
、
河
内
木
綿
の
伝
統
と
技
を
伝
え

ら
れ
た
故
・
寺
尾
和
一
郎
氏
の「
寄
贈
河
内
木
綿
資

料
と
道
具
の
展
示
」
を
行
な
い
ま
し
た
。
ま
た
木
綿

の
綿
繰
り
か
ら
糸
つ
む
ぎ
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
の
機
織

り
の
体
験
に
加
え
て
、植
田
家
で
実
際
に
使
用
し
て

い
た
木
綿
の
着
物
や
布
団
に
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き
る

コ
ー
ナ
ー
も
設
け
、参
加
者
に
楽
し
ん
で
も
ら
い
ま

し
た
。

　

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
産
業
と
し
て

盛
り
上
が
っ
た
河
内
木
綿
は
、明
治
時
代
よ
り
衰
退

の
一
途
を
た
ど
り
、現
在
で
は
趣
味（
娯
楽
）や
復
元

な
ど
で
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。そ
の
意
味

に
お
い
て
本
来
の
河
内
木
綿
は
殆
ど
の
こ
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、今
な
お
そ
の
歴
史
や
文
化
は
継
承
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、
一
人
で

も
多
く
の
人
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な

れ
ば
と
願
い
ま
す
。　

   　
（
旧
植
田
家
住
宅　

学
芸
員
）

河
内
木
綿
ま
つ
り

第
八
回

九
月
十
七
日（
土
）

　
　

十
八
日（
日
）
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谷
崎
潤
一
郎
メ
モ
リ
ア
ル
イ
ヤ
ー
の
皮
切
り
と
し

て
注
目
さ
れ
た
の
が「
細
雪
」の
モ
デ
ル
と
言
わ
れ
て

い
た
松
子
夫
人
宛
を
含
め
た
書
簡
二
八
八
通
の
初
公

表
で
し
た
。「
細
雪
」は
昭
和
十
八
年
一
月
に「
中
央
公

論
」誌
上
に
連
載
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
が
、三
月
に
は

掲
載
中
止
。そ
れ
で
も
翌
年
に
は
私
家
版
と
し
て
上
巻

を
刊
行
し
、
谷
崎
が
執
念
を
見
せ
ま
す
が
、
こ
れ
も

ま
た
軍
部
に
よ
り
印
刷
・
配
布
の
禁
止
を
命
ぜ
ら
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
間
の
書
簡
に
は
、果
た
し
て
出
版
で
き
る
日
が

来
る
の
か
と
い
う
切
実
な
危
機
感
が
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
十
九
年
九
月
十
五
日
　
松
子
よ
り
潤
一
郎

　（
前
略
）「
細
雪
」日
夜
念
じ
て
居
り
ま
し
た
の
に
届

　
か
ず
と
は
か
へ
す
か
へ
す
も
う
ら
み
に
存
じ
ま
す
　

　
国
家
存
亡
の
際
と
は
い
ひ
な
が
ら
御
心
中
お
も
ひ
私

　
も
亦ま

た

や
る
方
も
無
い
思
ひ
に
泣
い
て
居
り
ま
す

　
　
此
の
上
は
私
の
手
に
て
出
来
る
限
り
写
し
た
く
心

　
を
定
め
ま
し
た
　
一
二
年
全
力
を
注
い
で
み
よ
う
と

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（二
十
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
・
伊
東  

健

　
存
じ
ま
す
　
読
ミ
書
き
の
事
な
ら
根
気
が
つ
づ
き
ま
す

　
ゆ
え
　
源
氏
も
さ
う
し
て
今
日
に
残
っ
た
の
で
ご
ざ

　
い
ま
す
か
ら
（
後
略
）

　（「
谷
崎
潤
一
郎
の
恋
文
―
松
子
・
重
子
姉
妹
と
の
書
簡
集
」

　
編
者
・
千
葉
俊
二
、平
成
二
十
七（
二
〇
一
五
）年
一
月
十
日
、

　
中
央
公
論
新
社
発
行
よ
り
」）

　

東
光
も
こ
の
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
承
知
し
て

い
た
よ
う
で
、出
版
差
止
め
事
件
か
ら
約
十
五
年
が
経

過
し
て
も
怒
り
が
収
ま
ら
な
い
調
子
で
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
ま
す
。

　
　
先
生
が「
細
雪
」を
書
い
た
と
い
う
の
で
、軍
の
報
道

　
部
に
い
た
何
と
か
少
佐
と
か
大
尉
と
か
い
う
奴
は
、

　
断だ

ん
こ乎

と
し
て
谷
崎
を
消
し
て
仕
舞
う
と
言
っ
た

　
そ
う
だ
。そ
れ
を
直
接
聞
い
た
文
学
報
国
会
の
仕
事

　
を
し
て
い
た
舎
弟
の
日
出
海
か
ら
注
意
を
受
け
た

　
僕
は
、そ
れ
な
ら
ば
僕
も
ま
た
そ
の
少
佐
野
郎
と
い
う

　
奴
を
消
し
て
や
ろ
う
と
密
か
に
計
画
し
た
こ
と
が

　
あ
っ
た
。（
中
略
）

　
　
敗
戦
後
、此
奴
等
は
仲
間
と
銀
座
裏
あ
た
り
で
料
理

　
屋
を
開
店
し
、
闇
米
の
銀
飯
を
く
わ
せ
な
が
ら
、

　
百
八
十
度
の
転
向
だ
と
額
を
叩
い
て
客
席
を
泳
ぎ

　
廻
っ
て
い
た
と
聞
い
て
、何
と
い
う
下
司
野
郎
だ
ろ
う

コ
ラ
ム

　
と
思
っ
た
。（
中
略
）

　
　
そ
れ
に
命
な
が
ら
え
て
恥
多
い
所
業
を
し
て
恬て

ん

と

　
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、こ
れ
で
は
負
け
る
の
は
当
り

　
前
だ
。軍
人
の
腐
敗
堕
落
の
極
っ
た
頂
点
で
大
戦
争

　
を
演
じ
た
の
だ
。し
て
み
る
と
戦
争
と
い
う
も
の
は

　
概
し
て
人
間
の
精
神
が
弛
緩
し
て
い
る
時
に
起
る

　
作
用
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
て

　
先
生
は
軍
の
圧
迫
の
下
で
悠
々
と
書
き
つ
づ
け
、

　
遂
に
名
作
を
残
さ
れ
た
の
は
真
に
偉
大
と
い
う
の

　
ほ
か
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　（「
東
光
金
蘭
帖
」昭
和
三
十
四（
一
九
五
九
）年

　
　
　
　
　
　
　   

十
一
月
十
日
、
中
央
公
論
社
発
行
よ
り
）

　

日
本
文
学
史
上
に
燦
然
と
輝
く「
細
雪
」
誕
生
の

背
景
に
あ
る
物
語
を
知
る
こ
と
は
、
作
品
を
味
わ
う

魅
力
と
は
ま
た
別
の
感
慨
が
あ
り
ま
す
。
実
は
、
今

東
光
会
心
の
傑
作
「
闘
鶏
」に
も
、雑
誌
掲
載
に
至
る

ま
で
の
、
谷
崎
と
の
物
語
が
あ
り
ま
す
が
、
紙
数
が

尽
き
ま
し
た
。次
回
を
お
楽
し
み
に
。

イラスト：安富士
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