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冬季企画展 「昔のくらしシリーズ：食の道具」
2019年1月5日（土）～3月11日（月）

植田家にのこる「食」の道具から、「酒器」を集めて展示しています。

※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

旧家でコンサート ( リュートとニッケルハルパ )

第 10 回目を迎えた「旧家でコンサート」。
今回はスウェーデンの伝統楽器ニッケル
ハルパとリュートによるコンサートを、旧
植田家住宅の建物を舞台に開催した。詳細
は 8・9 頁に掲載。
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秋
季
企
画
展「
新
田
会
所
、時
々
鉄
道
」

　

２
０
１
８
年
10
月
か
ら
の
企
画
展
で
は
新
田
会
所

と
鉄
道
を
テ
ー
マ
に「
新
田
会
所
、時
々
鉄
道
」を
開
催

し
ま
し
た
。約
５
年
ぶ
り
の
鉄
道
関
連
展
示
と
な
り
、

今
回
は
現
在
交
流
の
あ
る
三
会
所（
鴻
池
・
加
賀
屋
・
平
野

屋
）の
協
力
を
得
て
、
新
田
会
所
の
紹
介
を
中
心
に
行

な
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め「
時
々
鉄
道
」
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

新
田
開
発
の
歴
史
を
見
て
い
く
と
、現
在
の
鉄
道
に

通
じ
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
ま
す
。八
尾
市
内
に
は
、

Ｊ
Ｒ
・
近
鉄
・
地
下
鉄
な
ど
各
社
の
路
線
と
駅
が
存
在

し
ま
す
が
、そ
の
線
路
が
旧
大
和
川
床
の
新
田
跡（
あ

る
い
は
近
く
）を
走
っ
て
い
る
こ
と
は
意
外
と
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。も
ち
ろ
ん
全
て
の
路
線
が
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、と
り
わ
け
安
中
新
田
の
土
地
の
一
部
に
は

現
在
の
Ｊ
Ｒ
大
和
路
線
が
通
り
、明
治
四
〇
年
の
関
西

鉄
道
の
複
線
化
に
と
も
な
い
、ふ
た
た
び
新
田
の
土
地

が
買
収
さ
れ
た
こ
と
が
旧
植
田
家
住
宅
に
の
こ
る
古

文
書
等
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、前
回
の
鉄
道

展
で
も
紹
介
し
た「
河
内
鉄
道
」関
連
資
料
も
今
回
再

び
展
示
し
、旧
大
和
川
の
新
田
跡
を
鉄
道
に
利
用
し
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
や
、当
時
の
く
ら
し
の
様
子
に

つ
い
て
も
改
め
て
注
目
し
ま
し
た
。

　

同
展
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、今
回
、三
会
所
よ
り
特
別
に

平成 30 年度 秋季企画展

まぼろしの河内鉄道をもう一度…

「河内鉄道路線図」（明治28年）の展示

関西鉄道複線化用地買収関係資料（明治40年）

河内鉄道会社請願書類一式と「鉄道会社創立盟約書」（明治28 年）

新田開発当初の様子がわかる「摂津・河内国新田・古新田絵図」（宝永5年～）

2018年10月27日（土）→12月24日（月）
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お
借
り
し
た「
ゆ
か
り
の
一
品
」
の
展
示
で
す
。
前
号

の「
植
田
家
だ
よ
り
」で
も
お
伝
え
し
て
い
た
よ
う
に
、

今
回
は
展
示
内
容
を
あ
え
て
伏
せ
、シ
ー
ク
レ
ッ
ト
で

広
報
を
行
な
い
ま
し
た
が
、そ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
だ
け
で

何
が
展
示
さ
れ
る
の
か
分
か
っ
た
方
も
お
ら
れ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。建
物
や
遺
構
が
今
も
の
こ
る

こ
れ
ら
の
会
所
跡
を
こ
れ
か
ら
見
学
さ
れ
る
方
や
既

に
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
方
に
も
、
意
外
な「
一
品
」
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。な
お
展
示
の
解
説
の
一
部
に
は

各
会
所
の
最
寄
り
駅
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、鉄
道
展
で
あ
り
な
が
ら
鉄
道
の
要
素
が
薄
め

の
本
展
で
は
、
古
文
書
の
中
に
時
々
み
ら
れ
る
鉄
道

関
連
資
料
も
一
部
紹
介
し
ま
し
た
。開
業
当
初
の
八
尾

駅
の
時
刻
表
を
は
じ
め
、大
坂（
阪
）・
西
京（
京
都
）駅
間

の
開
通
当
時
の
路
線
図
、さ
ら
に
は
明
治
三
七
年
発
行

の
全
国
鉄
道
地
図（
明
治
４
５
年
改
正
版
）
な
ど
、当
時
の

生
活
文
化
が
垣
間
見
え
ま
す
。
鉄
道
や
新
田
関
連
の

資
料
は
未
調
査
の
も
の
も
含
め
て
ま
だ
あ
り
ま
す
。

ま
た
時
々
に
公
開
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤
亮
）

大
阪
府
下
の
四
会
所
を
紹
介
！

「（加賀屋新田）新田開発仕様帳」（文政12年）

時々鉄道

鴻池新田会所ゆかりの鬼瓦 加賀屋新田会所ゆかりの扁額 平野屋新田会所ゆかりの石柱

「築留堤敷之内建物絵図」（宝暦10年） 「大坂西京間鉄道線平面概略図」
（明治10年） 「改正鉄道地図」（明治45年）

関連講演会の様子

11
月
25
日（
日
）
は
、企
画
展
関
連
講

演
会「
新
田
会
所
の
建
築
」を
開
催
。

講
師
は
植
松
清
志
先
生
。四
会
所
の

歴
史
や
建
築
的
特
徴
の
比
較
な
ど

を
通
し
て
、会
所
建
築
の
魅
力
を
伝
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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講
座〝
八
尾
の
文
化
〟

　

今
年
度
第
２
回
目
の
講
座
は
、

通
年
の
テ
ー
マ
で
あ
る「
八
尾
の

文
化
」
に
ち
な
み
、
伊
東
健つ

よ
し

氏（
今

東
光
を
語
る
会
）
を
講
師
に
迎
え
て

「
今
東
光
作
品
で
読
む
八
尾
市
史
＆
八
尾
の

文
化
」を
開
催
し
た
。講
座
で
は
、お
な
じ
み

伊
東
氏
の
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
た
っ
ぷ
り
の
資
料

も
配
布
さ
れ
、そ
れ
ら
を
基
に
話
が
進
め
ら

れ
た
。

　

今
年
度
は
八
尾
市
の
市
制
70
周
年
の
年
で

あ
り
、こ
れ
を
記
念
し
た
本
講
座
で
は
、ま
ず

始
め
に
昭
和
33
年（
一
九
五
八
）の
市
制
10
周
年

の
記
念
行
事
に
参
加
し
た
今
東
光
の
回
想
か

ら
始
ま
っ
た
。こ
の
中
に
は
、当
時
の
八
尾
市

の
様
子
や
東
光
の
想
い
が
語
ら
れ
て
い
る
。

現
在
八
尾
市
で
は
、新
た
な『
市
史
』を
刊
行

す
る
市
史
編
纂
事

業
が
進
め
ら
れ
て

い
る
が（
現
在
ま
で

に
ミ
ニ
版
を
含
め

３
冊
を
刊
行
）、
今

東
光
の
作
品
は
、

ま
さ
に
こ
の
市

史
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

と
伊
東
氏
は
言
う
。
著
名
な
『
小
説

河
内
風
土
記
』全
六
巻
を
例
に
挙
げ
、

「
闘
鶏
」を
は
じ
め
63
の
短
編
小
説
を

全
て
分
析
し
、
そ
の
中
で
描
か
れ
た

市
史
に
つ
い
て
紹
介
を
さ
れ
た
。小
説

と
は
い
え
、
今
東
光
の
八
尾
で
の
実
生
活
や

歴
史
研
究（
趣
味
!?
）の
成
果
、あ
る
い
は
小
説

家
な
ら
で
は
観
察
眼
を
も
っ
て
描
写
さ
れ
た

作
品
に
は
、ま
さ
に
リ
ア
ル
な
市
史
が
あ
る

と
い
え
る
。こ
れ
以
外
に
も
数
あ
る
他
の
作
品

を
、実
際
の「
市
史
」と
重
ね
合
わ
せ
て
読
む

こ
と
で
古
墳
時
代
か
ら
近
代
ま
で
各
時
代
毎

の
市
史
を
東
光
は
描
い
て（
網
羅
し
て
）い
る

こ
と
が
わ
か
り
、実
に
面
白
い
事
実
で
あ
る
。

　

最
後
に
は
、
映
像
化
さ
れ
た
東
光
作
品

（「
悪
名
」シ
リ
ー
ズ
）
に
も
言
及
し
、
興
味
の

尽
き
な
い
一
時
間
半
の
講
座
と
な
っ
た
。

（
学
芸
員　

安
藤 

亮
）

「
六
月
七
日
の
朝
、

  

眠
い
の
を
起
さ
れ
て
八
尾
市
の

  

新
し
い
円
形
公
会
堂
に
行
っ
た
。

  

そ
こ
で
市
政
十
周
年
の
祝
典
に

  

列
し
た
。」

　
　

 （「
八
尾
市
」
昭
和
33（
一
九
五
三
）年
８
月
10
日
、 

　
　
　
　
　

 　
　

角
川
書
店
発
行『
百
日
説
法
』所
収
）

今東光作品で読む八尾市史＆八尾の文化

講座“八尾の文化”

天台院移住直後の頃
（天台院門前）

講演中の伊東健氏

熱心に聞き入る大勢の参加者

2018年10月13日（土）



― 7 ―7

二
〇
一
八
年
十
一
月
一
七
日
（
土
）　　
　
　

   

感
想
：
旧
植
田
家
住
宅
ス
タ
ッ
フ

市
内
鉄
道
ま
ち
あ
る
き

　

   　

  

～
竜
華
操
車
場
の
い
ま
む
か
し
～

　

八
尾
市
内
の
鉄
道
と
旧
大
和
川
の
歴
史
を
結
ぶ

こ
の
企
画
で
は
、昨
年
は
亀
の
瀬
ト
ン
ネ
ル
の
見
学

会
を
行
な
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
秋
季
企
画
展
と

一
部
連
動
し
、「
竜
華
操
車
場
」（
久
宝
寺
）
の
ま
ち

あ
る
き
と
講
座
を
行
な
い
ま
し
た
。
講
師
は
知
る

人
ぞ
知
る
鉄
道
フ
ァ
ン
の
植
田
素
行
さ
ん
で
す
。

　

ま
ず
一
時
間
の
講
座
で
は
、基
礎
知
識
と
し
て
関
西

本
線
と
久
宝
寺
駅
に
つ
い
て
写
真
や
資
料
を
通
し

て
学
び
ま
し
た
。ま
た
今
回
は
八
尾
市
が
制
作
し

た
と
い
う
竜
華
操
車
場
の
最
期
を
記
録
し
た
貴
重

な
映
像
も
見
せ
て
い
た
だ
き
、
ま
ち
あ
る
き
へ
の

期
待
が
高
ま
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、二
時
間
の
ま
ち
あ
る
き
で
は
、竜
華
操

車
場
跡
を
辿
り
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
や
ま
ち
の

移
り
変
わ
り
の
様
子
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
参
加
者
の
中
に
は
か
つ
て
竜
華
操
車
場
に

居
ら
れ
た
方
も
あ
り
、
当
時
の
様
子
が
に
わ
か
に

よ
み
が
え
る
想
い
で
し
た
。
二
〇
一
九
年
は
Ｊ
Ｒ

（
旧
国
鉄
）八
尾
駅
開
業
一
三
〇
周
年
の
記
念
年
で
す
。

次
回
「
市
内
鉄
道
ま
ち
あ
る
き
」
は
現
在
、
企
画

準
備
中
で
す
。

2018年
11月17日（土）

9：00～12：00

関西本線と久宝寺駅の
魅力再発見

鉄道遺産その 1
跨線橋の鉄柱（JR八尾駅）

旧大和川堤跡の段差（JR八尾駅付近）
高層ビルが建ち並ぶ風景（竜華操車場跡）

せせらぎの道
（久宝寺駅付近）

煉瓦造の壁（JR八尾駅前）

現在の八尾駅（南駅前広場）

講座の様子（旧植田家住宅）

鉄道遺産その 2
車輪（JR久宝寺駅）
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旧家でコンサート

‐ 伝統民家と伝統楽器の響き ‐

古民家に美しく響く

多弦楽器の調べ

フィドル奏者・大森ヒデノリ／ニッケルハルパ 古楽器奏者・小出智子／リュート

伝統楽器
「ニッケルハルパ」

楽器解説などトークも多彩なコンサート
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スウェーデンの伝統音楽やオリジナル曲を演奏オリジナル楽器「 河 内五弦琴」

八尾の伝承歌（機織の歌）を披露

旧
家
で
コ
ン
サ
ー
ト

‐
伝
統
民
家
と
伝
統
楽
器
の
響
き
‐

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
伝
承
曲
か
ら
軽
や
か
に
コ
ン

サ
ー
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
江
戸
時
代
の
伝
統

民
家
で
今
回
演
奏
さ
れ
た
の
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

伝
統
楽
器
ニ
ッ
ケ
ル
ハ
ル
パ（
鍵
盤
ハ
ー
プ
の
意
）と

リ
ュ
ー
ト
。ど
ち
ら
も
五
百
年
以
上
の
歴
史
と
伝
統

が
あ
り
、
ま
た
多
弦
楽
器
で
も
あ
る
。
演
奏
者
は
、

八
尾
市
出
身
で
今
年
11
月
3
日
に
八
尾
市
文
化
新
人

賞
を
受
賞
し
た
フ
ィ
ド
ル
奏
者
の
大
森
ヒ
デ
ノ
リ

と
、
守
口
市
出
身
で
古
楽
器
奏
者
の
小
出
智
子
の

両
氏
。地
域
、時
代
、特
徴
が
非
常
に
近
い
楽
器
と

あ
り
、ぴ
っ
た
り
息
の
あ
っ
た
演
奏
で
、美
し
い
古

楽
器
の
音
色
が
建
物
全
体
に
響
き
渡
っ
た
。

　

今
回
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
伝
承
曲
の
他
、大
森
氏

作
曲
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
が
多
数
演
奏
さ
れ
、い
ず
れ

も
楽
器
の
個
性
と
伝
統
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

次
の《
エ
ド
ヴ
ァ
ル
ド
の
ラ
イ
ン
レ
ン
デ
ル
》は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
を
モ
チ
ー
フ
に

し
た
大
森
氏
が
作
曲
し
た
２
拍
子
の
軽
快
な
曲
。

続
く《
姉
妹
の
ポ
ル
ス
カ
》（
現
地
で
有
名
な
伝
承
曲
の

一
部
。ゆ
っ
た
り
と
し
た
３
拍
子
の
曲
）は
、切
な
気
な

旋
律
に
リ
ュ
ー
ト
の
柔
軟
な
響
き（
コ
ー
ド
）が
織
成

す
、ど
こ
か
懐
か
し
い
響
き
を
想
起
す
る
。と
て
も

優
雅
に
演
奏
す
る
小
出
氏
だ
が
、リ
ュ
ー
ト
に
と
っ
て

は
か
な
り
の
難
曲
だ
と
い
う
。

　

両
氏
の
出
身
地
ト
ー
ク
も
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、

次
の《
白
樺
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
》（
大
切
な
人
へ
の
贈
り
物

に
使
う
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
民
芸
品
に
着
想
を
得
た
ワ
ル

ツ
）
と《Spinning Keys

》（
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
の
町

の
イ
メ
ー
ジ
。ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
で
演
奏
さ
れ
る
ミ
ュ

ゼ
ッ
ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ワ
ル
ツ
）が
演
奏
さ
れ
た
。

ス
ウ
ィ
ン
グ
す
る
リ
ュ
ー
ト
は
な
か
な
か
貴
重
だ
。

　

後
半
は
、《
過
ぎ
去
り
し
日
々
を
超
え
て
変
わ
ら

ぬ
君
へ
》の
演
奏
に
続
き
、八
尾
の
伝
承
歌《
機は

た
お
り織

ひ
め
》を
オ
リ
ジ
ナ
ル
楽
器「
河か

わ
ち
ご
げ
ん
き
ん

内
五
弦
琴
」（
高
安

山
の
木
を
使
用
）で
演
奏
。素
朴
な
弦
の
音
色
と
会
場

全
員
の
歌
声
が
何
と
も
言
え
な
い
心
地
良
さ
を
作
り

上
げ
た
。続
い
て《
五
月
の
ア
ン
ジ
ェ
リ
カ
》（
北
欧
の

花
の
名
前
）
と《
双
蛇
の
道
》の
２
曲
が
演
奏
さ
れ
、

再
び
ス
ウ
ィ
ン
グ
す
る
リ
ュ
ー
ト
に
ス
タ
イ
リ
ッ

シ
ュ
な
ニ
ッ
ケ
ル
ハ
ル
パ
が
交
ざ
り
合
っ
た
。

　

ラ
ス
ト
は
大
森
氏
の
八
尾
の
フ
ィ
ド
ル
教
室
10

周
年
の
記
念
に
作
ら
れ
た
と
い
う《
風
の
祝
祭
日
》

を
も
っ
て
、ゆ
っ
た
り
と
し
た
空
気
に
包
ま
れ
な
が

ら
コ
ン
サ
ー
ト
は
終
わ
り
を
迎
え
た
。ま
さ
に
伝
統

を
今
に
伝
え
、文
化
の
重
要
性
と
素
晴
ら
し
さ
を
改

め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
る
コ
ン
サ
ー
ト
と
な
っ
た
。

（
学
芸
員　

安
藤 

亮
）
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12
／
22「
お
も
ち
つ
き
大
会
」

　

さ
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
年
末
を
迎
え
、
恒
例
の

「
お
も
ち
つ
き
大
会
」
を
今
年
も
開
催
し
ま
し
た
。毎
年

同
じ
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、
毎
回
違
っ
た
状
況
の
中

で
行
な
う
た
め
、年
々
準
備
が
忙
し
く
な
っ
て
い
ま
す

（
本
来
で
あ
れ
ば
楽
に
な
っ
て
い
く
は
ず
が
…
）。と
こ
ろ
が

そ
の
分
、参
加
者
や
協
力
者
が
増
え
て
い
き
、喜
び
が

何
倍
に
も
な
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

今
の
く
ら
し
を
考
え
る
と
、お
も
ち
は
お
店
で
買
え

ば
そ
れ
で
食
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、大
勢
の
人
と

作
っ
て
食
べ
る
こ
と
は
こ
の
時
に
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
一
人
が
好
い
と
い
う
人
も
い
る
か
と
思
い

ま
す
が
、め
っ
た
に
な
い
機
会
を
ぜ
ひ
来
年
も
植
田
家

住
宅
で
体
験
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
お
も
ち
の

つ
き
手
、返
し
手
、丸
め
手
、食
べ
手
、と
い
ろ
い
ろ
な

人
の
手
が
必
要
な
行
事
で
す
。

11
／
30「
旧
家
で
食
事
会
」

　

年
に
一
度
の
旧
植
田
家
住
宅
の
目
玉
企
画
の
ひ
と

つ「
旧
家
で
食
事
会
」を
今
年
も
年
末
に
近
い
11
月
末

に
開
催
し
ま
し
た
。当
初
は
夏
に
開
催
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、現
在
で
は
秋
か
ら
冬
の
な
に
わ
の
伝
統

野
菜
が
愉
し
め
る
季
節
の
実
施
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

い
つ
も
の
田
辺
大
根
や
天
王
寺
蕪
、そ
し
て
難
波
葱

な
ど
の
伝
統
野
菜
が
、今
回
は「
懐
石
料
理 

佑
和
」さ
ん

（
八
尾
市
山
城
町
）の
ご
協
力
に
よ
っ
て
、見
事
な
松
花
堂

弁
当
と
な
り
、か
ま
ど
で
炊
い
た
ご
飯
と
と
も
に
参
加
者

の
お
腹
も
心
も
ま
ん
ぷ
く
に
し
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
食
器

は
旧
植
田
家
住
宅
所
蔵
の
も
の
を
一
部
使
用
し
て
い

ま
す
が
、
今
回
は
特
別
に
佑
和
さ
ん
所
有
の
特
別
な

食
器
も
使
用
し
て
い
た
だ
き
、豪
華
な
饗
宴
と
な
り
ま

し
た
。来
年
も
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
の
声
も
あ
り
、

早
く
も
気
分
は
来
年
の
年
末
モ
ー
ド
に
。

12
／
8「
こ
ど
も
ガ
イ
ド

　
　
　  

体
験
講
座（
冬
）」

　

今
年
度
の
夏
に
予
定
を
し
て
い
た「
こ
ど
も
ガ
イ
ド

体
験
講
座（
夏
）」は
、連
日
の
猛
暑
の
影
響
か
ら
か
参
加

者
が
な
く
不
開
講
と
な
り
ま
し
た
が
、今
度
は
冬
の
寒

さ
を
心
配
し
つ
つ
、３
名
の
参
加
者
が
あ
り
、無
事
に

開
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

植
田
家
住
宅
の
ガ
イ
ド
体
験
と
季
節
に
応
じ
た
昔

の
く
ら
し
体
験
を
行
な
う
本
講
座
で
は
、こ
ど
も
た
ち

に
冬
の
建
物
の
見
学
と
年
末
の「
障
子
の
貼
り
替
え
」

を
体
験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。障
子
が
身
近
な
も
の
で

は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
現
代
で
す
が
、き
れ
い
に
仕

上
げ
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
出
来
上
が
っ
た
時
の
喜

び
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず
、こ
ど
も
た
ち
は「
も
っ
と

や
り
た
い
」と
ま
だ
ま
だ
物
足
り
な
い
様
子
で
し
た
。

こ
れ
で
気
持
ち
よ
く
新
年
が
迎
え
ら
れ
ま
す
。

２

０

１

８ 

年

末

行

事

い

ろ

い

ろ
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四
会
所
だ
よ
り

「
平
野
屋
新
田
会
所
跡
の
周
辺
遺
産
」

　

平
野
屋
新
田
会
所
跡
か
ら
南
に
行
っ
た
恩
智

川
沿
い
の
窪
地
に
、
石
組
み
が
あ
り
ま
す
。
側

を
通
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
の
人
は
気
づ
か
な
い
で

し
ょ
う
。本
当
の
名
前
も
過
去
も
忘
れ
か
け
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、近
年
こ
の
石
組
み
の
過
去
が
分

か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

大
東
市
の
教
育
委
員
会
が
最
近
刊
行
し
た

「
平
野
屋
会
所
文
書
」か
ら
、江
戸
時
代
の
呼
び

名
は「
満み

つ
し
ま
ひ

島
樋
」で
、大
変
重
要
な
働
き
を
し
て

い
た
樋
門
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

三
百
年
前
の
新
田
開
発
当
初
は
、
深
野
池
跡
に

で
き
た
深
野
北
と
深
野（
中
）、深
野
南
の
三
新
田

に
水
を
送
る
大
切
な
役
目
を
持
つ「
三
新
田

立
会
用
水
樋
」
で
し
た
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら

も
、こ
の
樋
か
ら
深
野
南
新
田
が
使
う
水
の
半
分

を
取
り
入
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、戦
後
の
高
度
成
長
の
波
が
押
し
寄
せ

る
と
、恩
智
川
の
水
質
悪
化
で
昭
和
三
十
年
代

（19）

は
じ
め
に
、こ
の
樋
か
ら
の
用
水
の
取
り
入
れ

が
中
止
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
「
満
島
樋
」

は
、二
百
五
十
年
に
お
よ
ぶ
米
作
り
の
大
役
を

終
え
る
と「
弘こ

う
か
ご
さ
る
の
と
し

化
五
申
年
」の
銘
を
持
つ「
南
新

田
公
民
館
前
の
樋
門
」
と
名
前
を
変
え
、
ひ
っ

そ
り
と
石
組
み
だ
け
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。そ
の
後
も
撤
去
の
話
が
持
ち
あ
が
り

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
と
き
、
地
区
の
人
々

が「
元
々
の
所
に
樋
門
の
石
組
み
そ
の
も
の
が

あ
っ
て
こ
そ
新
田
の
歴
史
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る
」と
、そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

平野屋新田会所周辺に残る水路と樋門

平野屋新田会所市民サポーター会議マーク

満島樋（みつしまひ）

　

現
在
私
た
ち
サ
ポ
ー
タ
ー
会
議
は
新
田
周
辺

の
水
路
や
樋
門
な
ど
を
調
べ
る
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
調
査
活
動
を
通
し
て
「
会
所

文
書
」が
市
民
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
の
大
切
さ
と
樋
門
に
対
す
る
地
域
の
人
々

の
思
い
の
も
つ
大
切
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。こ
れ

ら
の
努
力
に
よ
っ
て
樋
門
の
過
去
が
よ
み
が
え

り
、新
田
の
歴
史
が
よ
り
具
体
的
に
な
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。

　

現
在
、私
た
ち
は
水
路
や
樋
門
の
資
料
作
り

を
進
め
て
い
ま
す
。大
東
に
来
ら
れ
た
と
き
手
に

取
っ
て
い
た
だ
き
「
水
路
や
樋
門
た
ち
の
人
生
」

を
知
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

（
平
野
屋
新
田
会
所
市
民
サ
ポ
ー
タ
ー
会
議　

水
永
八
十
生
）

現在の樋門は、弘化五年に改修され
石造りになったとされています。



― 12 ― 12

No.39

【
再
び
の
…
】

　

近
そ
う
で
遠
い「
こ
れ
ぞ
田
辺
大
根
de
賞
」

（
最
高
賞
）。
こ
の
年
末
、
い
つ
も
の
田
辺
大
根

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
ま
た
ま
た
頂
い
て
し
ま
っ

た「
で
っ
か
い
de
賞
」。前
年
と
同
じ
…
そ
し
て

５
枚
目
の〝
で
っ
か
い
〟表
彰
状
。そ
の
美
貌
か

ら
今
回
こ
そ
は「
と
っ
た
ど
ー
」と
思
っ
た（
と

い
う
か
毎
年
言
っ
て
い
る
）私
。あ
え
な
く
撃
沈
。

　

以
前
２
度
勝
ち
取
っ
た〝
こ
れ
ぞ
〟
か
ら
、

す
～
っ
か
り
ご
ぶ
さ
た
。た
く
さ
ん
の
出
品
の

中
か
ら
選
ん
で
も
ら
っ
て
頂
い
た
賞
な
の
で
、

お
な
じ
み
の〝
で
か
い
〟
も
も
ち
ろ
ん
充
分
に

有
り
難
い
。
有
り
難
い
の
だ
が
、
で
も
サ
ラ
ッ

と
本
音
を
言
わ
せ
て
も
ら
え
れ
ば
、こ
こ
ら
で

一
発
、
ギ

g
i

v
eヴ

・
ミm

eー
、

「
ド
ッ
カ
～
ン
!!
」（植
田
家
だ
よ
り
27
号
参
照
）

　

は
ぁ
～
、
先
は
長
し
。

【
こ
ち
ら
も
再
び
の
…
】

　

畑
メ
ン
バ
ー
も
や
り
ま
し
た
!!
何
と
こ
ち
ら
も

同
じ
子
が
前
年
と
同
じ
く「
か
わ
い
い
de
賞
」

を
受
賞
。
本
人
は
も
と
よ
り
バ
ー
バ（
祖
母
）、

大
喜
び
♪ 

ま
た
ま
た
よ
か
っ
た
ね
、Ｋ
ち
ゃ
ん
、

そ
し
て
バ
ー
バ
（
笑
）

ふたたびの…

でっかい de 賞でっかい de 賞でっかい de 賞

２度目の「かわいいde賞」を受賞!

メイクもバッチリ、準備万端。

し
っ
か
り
と
洗
顔

審
査
中

収
穫（
イ
メ
ー
ジ
）
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【
植
田
家
住
宅
の
・
ち
ょ
っ
と
し
た
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
】

　

◆
関
西
文
化
の
日 

関
連
イ
ベ
ン
ト

 

・「
河
内
の
古
民
家
め
ぐ
り
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」

　  

　   

＝
２
０
１
８
年
10
月
13
日（
土
）～
11
月
30
日（
金
） 

　

前
号
で
も
紹
介
し
た
、河
内
に
の
こ
る
16
の
古
民
家
を

巡
る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
が
、今
年
も
無
事
に
終
了
し
た
。

同
イ
ベ
ン
ト
は
11
月
の「
関
西
文
化
の
日（
関
西
広
域

連
合
ほ
か
主
催
）」を
記
念
し
て
毎
年
行
な
っ
て
い
る
も

の
で
、
初
の
試
み
と
な
っ
た
古
民
家
ツ
ア
ー
の
参
加
者

も
含
め
て
、多
く
の
人
が
各
地
の
古
民
家
を
訪
れ
た
。

な
お
、期
間
中
は
他
に
も
イ
ベ
ン
ト
が
目
白
押
し
だ
っ
た
。

  

・「
旧
家
で
記
念
撮
影
～
七
五
三
～
」

　  

　    

＝
２
０
１
８
年
11
月
3
日（
祝
）～
11
月
25
日（
日
） 

　

三
・
五
・
七
才
を
対
象
に
、旧
植
田
家
住
宅
の
建
物

や
庭
で
、着
物
を
着
た
ま
ま
自
由
に
記
念
撮
影
が
で
き

る
企
画
を
実
施
。近
隣
の
渋
川
神
社
へ
の
お
参
り
の
帰
り

に
立
ち
寄
る
参
加
者
が
多
く
訪
れ
、ス
タ
ッ
フ
に
撮
影

を
希
望
す
る
家
族
連
れ
も
数
組
あ
っ
た
。

　
「
旧
家
で
記
念
撮
影
」は
、七
五
三
以
外
の
記
念
日
に

話
　
題

終
了

「関西文化の日」関連イベント告知

も
、様
々
な
撮
影
の
機
会
を
今
後
も
提
供
す
る
。

 

・「
植
松
灯
籠
の
日（
夜
間
開
館
）」

　  

　
　
　
　
　
　
　
　    

＝
２
０
１
８
年
11
月
17
日（
土
）

　

11
月
17
日
・
18
日
に
実
施
し
た「
関
西
文
化
の
日
」

（
無
料
入
館
日
）
の
初
日
、
い
つ
も
の「
植
松
灯
籠
の
日

（
夜
間
開
館
）」を
開
催
し
、植
松
縁ゆ

か
りの

常
夜
燈
の
Ｐ
Ｒ
を

兼
ね
て
全
10
基
の
燈
籠
に
灯
り
を
灯
し
た
。建
物
の
窓
で

の「
影
絵
」の
投
影
の
ほ
か
、事
前
に
ス
タ
ッ
フ
や
子

ど
も
た
ち
と
作
っ
た「
簡
単
ミ
ニ
燈
籠
」の
展
示
も
今
回

は
行
な
い
、会
場
は
幻
想
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
。

主屋玄関口にて記念撮影灯りの灯る燈籠と窓の影絵

簡単ミニ燈籠の展示 庭を背景に記念撮影
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昨
年
末
に
ノ
ー
ベ
ル
医
学
生
理
学
賞
を
受
賞
し

た
本
庶
佑
・
京
都
大
学
特
別
教
授
が
、羽
織
袴
姿

の
和
装
で
授
賞
式
に
臨
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

一
九
六
八
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た

川
端
康
成
以
来
の
こ
と
だ
と
話
題
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　

川
端
康
成
は
こ
の
時
の
授
賞
式
に
際
し
て
、先

に
受
賞
し
て
い
た
文
化
勲
章
を
胸
に
か
け
て
臨
む

な
ど
、日
本
人
初
の
文
学
賞
と
い
う
こ
と
を
強
く

意
識
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

そ
ん
な
川
端
が
、
約
半
年
前
に
は
今
東
光
の

参
議
院
議
員
選
挙
事
務
局
長
を
務
め
て
い
た
と

い
う
の
は
、ぐ
っ
と
身
近
に
感
じ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

東
光
は
川
端
の
受
賞
後
に
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ

た
川
端
康
成
展
の
図
録
に
、
川
端
作
品
の
芸
術
性
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（三
十
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
・
伊
東  

健

　  （
前
略
）
川
端
の
描
い
た
幻
影
は
世
に
も
妙

　
な
る
人
間
像
と
な
っ
て
人
々
を
魅
了
せ
ず
に
は

　
措
か
な
い
。そ
の
点
で
は
ダ
ン
テ
に
お
け
る
ベ
ア

　
ト
リ
イ
チ
エ
と
一
般
、
芸
術
家
の
写
象
だ
け
が

　
実
は
本
当
の
現
実
な
の
だ
。川
端
は
シ
ャ
ガ
ー
ル

　
が
好
き
だ
。そ
の
他
に
も
彼
は
諸
多
の
画
家
を
好
き

　
だ
が
、シ
ャ
ガ
ー
ル
の
先
駆
者
と
し
て
の
川
端
の

　
作
品
は
文
学
に
お
け
る
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム

　
を
既
に
完
成
し
て
い
た
と
言
っ
て
好
い
。後
年
、

　
彼
の
傑
作
に
数
え
ら
れ
る
「
眠
れ
る
美
女
」
と

　
い
う
作
品
を
見
れ
ば
僕
の
言
わ
ん
と
欲
す
る
こ
と

　
が
解
る
だ
ろ
う
。

　
　
そ
う
い
う
川
端
の
並
な
ら
ぬ
情
熱
は
若
き
大
学
生

　
時
代
に
既
に
発
揮
さ
れ
て
い
た
。僕
は
彼
に
競
争

　
を
強
い
ら
れ
て
「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
」
や

　「
戦
争
と
平
和
」な
ど
を
読
ま
さ
れ
た
が
、こ
れ
ら

　
の
十
九
世
紀
の
尨ぼ

う
だ
い大
な
作
品
は
容
易
に
一
気
呵
成

　
に
読
破
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
そ
れ
を

　
何
日
で
読
み
通
せ
る
か
と
挑
ん
で
来
、こ
の
よ
う

　
に
し
て
バ
ル
ザ
ッ
ク
も
紫
式
部
も
怠
け
者
の
僕
等

　
に
読
ま
せ
て
鞭
撻
し
た
の
で
あ
る
。こ
の
良
友
が

コ
ラ
ム

　
な
か
っ
た
ら
僕
な
ど
書
斎
で
お
と
な
し
く
本
を

　
読
ん
だ
り
し
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
。（
後
略
）

　   （「
川
端
康
成
展
」所
収〝
川
端
康
成
の
青
年
像
〟よ
り

　
　 

昭
和
四
十
四（
一
九
六
九
）年
四
月
二
十
七
日
毎
日
新
聞
社
発
行
）

　

ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
と
い
う
永
遠
の
女
性
に
シ
ャ

ガ
ー
ル
の
前
衛
性
を
川
端
の
作
品
表
現
に
重
ね
る

東
光
な
ら
で
は
の
川
端
評
で
す
が
、
二
〇
一
九
年

は
川
端
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
か
ら
五
十
年
が

経
過
す
る
と
い
う
こ
と
で
、そ
の
受
賞
理
由
や
選
考

過
程
等
が
公
開
さ
れ
る
そ
う
で
す
。日
本
の
長
く

豊
か
な
文
学
的
土
壌
が
世
界
に
認
め
ら
れ
た
象
徴

と
し
て
、川
端
康
成
は
こ
れ
か
ら
も
輝
き
続
け
る

で
し
ょ
う
し
、そ
う
い
う
川
端
を
生
涯
の
友
と
し

て
敬
し
て
接
し
続
け
た
今
東
光
の
眼
力
も
尋
常

な
ら
ざ
る
も
の
を
感
じ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

イラスト：安富士
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