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企画展 「開館10周年記念展示」
前期 2019年5月17日（金）ー7月1日（月） 
後期 2019年7月  4日（木）ー9月1日（日）

前・後期にわたって開館10周年を記念した特別な展示を行ないます。

※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

旧植田家住宅・神舎（お稲荷さんと40 匹の狐）

今年 5 月 6 日で安中新田会所跡旧植田家住宅
は開館 10 周年を迎える。開 館 当 初 よ り 施 設
を 見 守 る 神 舎 の お 稲 荷 さ ん と40 匹 の 狐。

「旧植田家だより」も今回で40 号となる。
これまでのあゆみは8.9 頁を参照。
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冬
季
企
画
展「
昔
の
く
ら
し
シ
リ
ー
ズ
」

　

食
の
道
具
～
酒
器
、大
集
合
～

　

新
年
最
初
の
企
画
展
は
、「
昔
の
く
ら
し
シ
リ
ー
ズ
」

か
ら「
食
」
の
道
具
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
今
も
昔
も

私
た
ち
の
く
ら
し
に
と
っ
て
必
要
な「
衣
食
住
」の
中

で
も
食
は
も
っ
と
も
身
近
で
多
様
的
で
あ
り
、旧
植
田
家

住
宅
に
の
こ
る
民
具
の
中
で
も
、大
半
を
占
め
る
の
は

こ
の
食
の
道
具
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
す
。

　

一
口
に
「
食
の
道
具
」
と
い
っ
て
も
、食
料
の
調
達

か
ら
調
理
、盛
付
け
、飲
食
、運
び
出
し
、保
存
に
至
る

ま
で
様
々
な
も
の
が
含
ま
れ
、ま
た
同
じ
用
途
の
道
具

で
あ
っ
て
も
季
節
や
場
所
、人
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
種
類

は
無
数
に
あ
り
ま
す
。今
回
は
身
近
で
あ
り
な
が
ら
も

徐
々
に
形
を
変
え
つ
つ
あ
る「
お
酒
」
を
テ
ー
マ
に
、

あ
ら
ゆ
る
酒
器
の
展
示
を
行
な
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、酒
器
と
い
え
ば
盃

さ
か
ず
き（
杯
）、徳と
っ
く
り利
、銚ち
ょ
う
し子
、猪ち
ょ
こ口

な
ど
が
現
在
で
も
使
わ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
す

が
、盃は

い
せ
ん洗
や
蘭ら
ん
び
き引
、提
さ
げ
じ
ゅ
う重
と
い
え
ば
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ

な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。ま
た
年
中
行
事
や
特
定
の
場
面

の
み
で
使
わ
れ
る
も
の
や
、
い
わ
ゆ
る
書
画
や
意
匠

（
デ
ザ
イ
ン
）の
世
界
に
も
お
酒
は
登
場
し
ま
す
。今
回

の
企
画
展
で
は
、お
酒
を「
見
る
・
買
う
・
温
め
る
・
入
れ

る
・
飲
む
・
運
ぶ
・
祝
う
・
洗
う
」の
８
つ
の
テ
ー
マ
に
分
類

し
、さ
ら
に
デ
ザ
イ
ン
と
用
途
に
つ
い
て
解
説
を
行
な

記念盃・酒注

七ツ重ね朱盃（七福神）

大津絵「酒呑み猿」（部分）

徳利・銚子

酒瓶各種

蘭引

各種盃・猪口

記念の盃いろいろ 酒器、酒器…
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い
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
見
る
お
酒
と
し
て
展
示
し
た
の
は「
養
老
」と

書
か
れ
た
朱
盃
と
「
養
老
伝
説
」を
描
い
た
浮
世
絵
。

新
元
号
の
祝
い
の
意
味
も
込
め
ま
し
た
。ま
た
、お
酒

の
飲
み
過
ぎ
を
戒
め
た
大
津
絵（
四
種
）と
、そ
こ
に

み
ら
れ
る
瓢
箪（
酒
器
）を
、オ
リ
ジ
ナ
ル
の「
ひ
ょ
う

た
ん
バ
ラ
ン
ス
げ
～
む
」と
一
緒
に
展
示
し
ま
し
た
。

　

次
に
買
う
で
は
、貧
乏
徳
利
ほ
か
常
設
の
各
種
酒
瓶

に
加
え
て
、デ
ザ
イ
ン
の
異
な
る
保
命
酒
の
角
瓶
を
複
数

展
示
。温
め
る
は
、野
外
で
も
燗
し
た
お
酒
が
楽
し
め

る
酒
燗
器
を
２
種
類
。入
れ
る
・
飲
む
で
は
趣
向
の
凝

ら
し
た
徳
利
と
銚
子
や
、
盃
は
実
用
の
数
物
と
記
念

品
、鑑
賞
用
に
近
い
一
点
も
の
な
ど
に
分
け
、猪
口
と

ま
と
め
て
展
示
し
ま
し
た
。

　

運
ぶ
・
祝
う
酒
器
は
ち
ょ
っ
と
贅
沢
に
蒔
絵
を

施
し
た
漆
器
と
初
公
開
の
資
料
を
含
め
て
展
示
し
、

異
質
な
テ
ー
マ
の
洗
う
で
は
、今
や
見
る
こ
と
も
使
う

こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
盃
洗
を
展
示
し
、
な
ん
と
も

に
ぎ
や
か
な「
酒
器
、大
集
合
！
」
の
企
画
展
と
な
り

ま
し
た
。

　
「
お
酒
」だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
、こ
れ
ほ
ど
豊
富
な

食
の
道
具
に
つ
い
て
は
、今
後
も
し
ば
ら
く
ネ
タ
に

困
り
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。来
年
予
定
の「
住
」の
道
具

展
も
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤
亮
）

盃洗各種 酒燗器 酒燗器・タンポ（チロリ）

盃台・七ツ重ね朱盃

大津絵・瓢箪

浮世絵（養老）

あしもとゆらゆら、ぐらぐら
「ひょうたんバランスげ～む」

金蒔絵提げ重

洗う～酌み交わす～

絵にみるお酒 ハレの日のお酒

温める～燗する～

大津絵「酒呑み奴」（部分）

飲
み
過
ぎ
に
注
意
!!
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◎
こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会

　

２
０
１
９
年
最
初
の
イ
ベ
ン
ト
は「
こ
ど
も
の

た
め
の
お
茶
会
」を
実
施
し
ま
し
た
。対
象
年
齢
は

４
歳
以
上
中
学
生
以
下
の
た
め
、保
護
者
同
伴
の

場
合
が
あ
り
、親
子
で
参
加
で
き
る
お
茶
会
と
し

て
も
毎
年
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
昨
年
よ
り
も
参
加
者
が
多
く
、
最
年
少

の
４
歳
の
子
ど
も
は
お
母
さ
ん
と
一
緒
に
お
点
前

を
体
験
し
ま
し
た
。
ま
た
着
物
を
来
て
参
加
を
し

て
く
れ
た
子
ど
も
も
あ
り
、
座
敷
で
行
う
お
茶
会

の
雰
囲
気
と
と
て
も
マ
ッ
チ
し
て
い
ま
し
た
。

　

旧
植
田
家
住
宅
の
常
連
に
な
っ
て
い
る
こ
ど
も

た
ち
も
何
人
か
参
加
し
、
い
つ
も
と
は
少
し
違
っ

た
様
子
の
中
で
、
緊
張
感
た
っ
ぷ
り
に
お
茶
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
普
段
な
か
な
か
経
験

で
き
な
い
貴
重
な
時
間
を
過
ご
し
て
く
れ
た
こ
と

と
思
い
ま
す
。

◎
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
２
０
１
８

　

展
示
室
に
隣
接
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
、今
回

応
募
の
あ
っ
た
８
名
の
方
々
の
作
品
を
、１
月
の

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
２
０
１
８
」
期
間
中
に
展
示

し
ま
し
た
。開
館
当
初
か
ら
形
を
変
え
な
が
ら
毎
年

実
施
し
て
い
る
本
企
画
で
は
、「
新
旧
大
和
川
と
新
田

会
所
の
風
景
」
を
テ
ー
マ
に
様
々
な
作
品
を
募
集

し
、
今
で
は
常
連
と
な
っ
て
毎
年
出
展
し
て
く
だ

さ
る
方
も
い
ま
す
。

　

展
示
期
間
中
は
、普
段
来
館
者
の
休
憩
ス
ペ
ー
ス

に
な
っ
て
い
る
場
所
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
多
く

の
人
の
目
を
ひ
き
つ
け
、
時
に
は
出
展
者
に
よ
る

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
が
始
ま
っ
た
り
と
い
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
参
加
者
同
士
の
交
流
を
深
め

る
場
に
も
な
り
、
旧
大
和
川
と
新
田
会
所
が
持
つ

役
割
が
い
ま
も
な
お
大
き
い
事
が
伺
え
ま
す
。

（
ス
タ
ッ
フ
）

最年少のお客さん !? 親子で一緒に。

上手くお茶を点てられるかな？

けっこうなお点前で。

こどものための

お茶会

ギャラリー展示

2018

＆
2019.1.20（日）

2019.1.5(土）-31（木）
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旧
家
で
芸
能
・
伝
統
文
化

　
　
～
落
語
の
会
～

　

寒
い
冬
を
温
か
な
笑
い
で
包
む「
旧
家
で
芸
能
・

伝
統
文
化
～
落
語
の
会
～
」
を
２
月
９
日（
土
）
に

開
催
し
ま
し
た
。
初
出
演
の
方
を
含
め
今
年
も

天
満
天
神
の
会
よ
り
四
人
の
演
者
さ
ん
に
お
越
し

い
た
だ
き
、そ
れ
ぞ
れ
熱
の
こ
も
っ
た
演
技
を
披
露

さ
れ
ま
し
た
。

　

い
つ
も
と
違
う
の
は
、
演
者
さ
ん
だ
け
に
あ
ら

ず
、今
年
は
高
座
と
金
屏
風
も
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、

よ
り
豪
華
な
装
い
に
。
演
目
は
子
ど
も
か
ら
大
人

ま
で
楽
し
め
る
内
容
で
、
八
軒
家
裕
次
郎
さ
ん
の

そ
そ
っ
か
し
い「
胴
乱
の
幸
助
」に
、紅
梅
亭
玉
美

さ
ん
の
愛
く
る
し
い「
狸
の
鯉
」、歌
の
講
釈
が
笑
い
を

誘
う
八
軒
家
一
蔵
さ
ん
の「
千
早
振
る
」、
そ
し
て

ト
リ
を
務
め
る
天
神
亭
酔
千
さ
ん
の
迫
真
の「
高
津
の

富
」と
、そ
れ
ぞ
れ
が
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
、

見
事
に
演
じ
ら
れ
ま
し
た
。個
人
的
に
は
酔
千
さ
ん

の〝
含
み
笑
い
の
よ
う
な
高
笑
い
〟が
何
と
も
心
地

よ
く
ツ
ボ
で
し
た
。

　

運
営
ス
タ
ッ
フ
な
が
ら
も
、
座
敷
の
雰
囲
気
と

相
ま
っ
て
、心
も
体
も
ぽ
か
ぽ
か
し
た
想
い
で
観
る

こ
と
の
で
き
た
落
語
の
会
で
し
た
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

ス
タ
ッ
フ
）

旧
家
で
芸
能
・
伝
統
文
化

落
語
の
会出演：素人寄席 天満天神の会

平成31年（2019）2月9日（土）

屏
風
を
新
調
！
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特
集「
開
館
10
周
年
＆
だ
よ
り
40
号
記
念
」

　

安
中
新
田
会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
は
、今
年
５
月

６
日
で
開
館
10
周
年
を
迎
え
ま
す
。
い
つ
の
間
に

や
ら
10
周
年
で
、さ
ら
に
開
館
以
来
発
行
を
続
け

て
い
る「
旧
植
田
家
だ
よ
り
」
も
今
回
で
、
キ
リ

良
く
40
号
と
な
り
ま
し
た
。

　

２
０
１
４
年
20
号
で
は「
だ
よ
り
の
あ
ゆ
み
」と

題
し
て
特
集
記
事
を
組
み
ま
し
た
が
、
あ
れ
か
ら

５
年
、
同
じ
だ
け
号
数
が
進
み
、
同
じ
ペ
ー
ス
を

保
ち
続
け
て
い
ま
す
。
今
回
は
こ
の
５
年
間
の

変
遷
を
、「
植
田
家
田
だ
よ
り
40
号
ま
で
の
あ
ゆ

み
」（
左
頁
）と
と
も
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
会
所
だ
よ
り
ス
タ
ー
ト 

第
21
号
～
】

　

２
０
１
４
年
21
号
よ
り
、鴻
池
新
田
、加
賀
屋
新
田

の
三
会
所
の
情
報
を
発
信
す
る「
三
会
所
だ
よ
り
」

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
29
号
の
第
９
回
か
ら
は

平
野
屋
新
田
も
加
わ
り
、こ
ち
ら
も
い
つ
の
間
に

や
ら「
四
会
所
だ
よ
り
」と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
21
号
で
は
、「
な
に
わ
の
伝
統
野
菜
栽
培

日
記
」
の
レ
シ
ピ
が
４
年
ぶ
り
に
復
活
し
、
そ
の

後
23
号
に
も
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
畑

担
当
こ
と
筆
者
の「
釜
バ
ァ
」は
こ
の
回
よ
り「
レ

デ
ィ
ー
Ｋ
ａ
Ｍ
ａ
」に
改
名
し
て
い
ま
す
。

【
第
26
号
～
現
在
】

　

と
く
に
大
き
な
進
化
も
変
化
も
な
く
現
在
ま
で

続
く「
旧
植
田
家
だ
よ
り
」で
す
が
、毎
回
印
刷
を

お
願
い
し
て
い
る
株
式
会
社
シ
ー
ズ
ク
リ
エ
イ
ト

の
連
載
コ
ラ
ム（
裏
表
紙
）が
２
０
１
６
年
の
27
号
で

終
了
し
、現
在
ま
で
固
定
の
記
事（
広
告
）と
な
っ

て
い
ま
す
。
今
後
ま
た
復
活
を
期
待
し
て
い
ま
す

が「
本
当
の
幸
せ
っ
て
？
本
当
の
豊
か
さ
と
は
？
」

と
い
う
問
い
掛
け
は
、こ
の
文
化
財
施
設
や
冊
子

の
意
義
と
も
合
致
し
、
変
わ
ら
ず
に
そ
の
答
え
を

探
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　【
旧
植
田
家
住
宅
の
こ
と
～
今
後
】

　

５
年
間
の
重
大
ニ
ュ
ー
ス
と
い
え
ば
、２
０
１
７
年

に
旧
植
田
家
住
宅
の
３
期
目
の
指
定
管
理
者
と
な
り

（
32
号
参
照
）、２
０
１
８
年
９
月
に
は
入
館
者
数
が

６
万
人
を
突
破（
Ｈ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｐ
で
公
表
）し
ま
し
た
。ま
た
同
年

9
月
の
台
風
21
号
の
被
害
に
遭
っ
た
南
門（
裏
門
）

が
造
り
直
さ
れ
、
今
年
は
元
号
も
新
た
に
開
館

10
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　

本
施
設
で
は
10
周
年
記
念
と
在
庫
整
理
を
兼
ね
て

「
旧
植
田
家
だ
よ
り
」の
Ｂ

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
Ｎ
を
展
示
期
間
中
に
配
架

す
る
予
定
で
す
。ぜ
ひ
、こ
の
機
会
に
ご
来
館
、ご

一
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
編
集
者
）

いつの間にやら、10周年 !

開館 1 0周年＆だより 4 0号記念特 集

開館前（2009）整備中 台風後、造り直された南門（2018） 第37号（2018）「マンジーくん」より

いつの間にやら…

2014年（第21号）から
４年後、 マンジーくんに

一体何が !?…
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第1号（2009.7） 第2号（2009.10） 第3号（2010.1）
第4号（2010.4） 第5号（2010.7） 第6号（2010.10）

第7号（2011.1）

第13号（2012.7） 第16号（2013.4）第14号（2012.10） 第17号（2013.7）第15号（2013.1） 第18号（2013.10） 第19号（2014.1）

第21号（2014.7） 第22号（2014.10） 第23号（2015.1） 第24号（2015.4） 第25号（2015.7）

第26号（2015.10） 第27号（2016.1） 第28号（2016.4） 第29号（2016.7） 第30号（2016.10） 第31号（2017.1） 第32号（2017.4）

第33号（2017.7） 第34号（2017.10） 第35号（2018.1） 第36号（2018.4） 第37号（2018.7） 第38号（2018.10） 第39号（2019.1）

第8号（2011.4） 第9号（2011.7） 第10号（2011.10） 第11号（2012.1） 第12号（2012.4）

第20号（2014.4）

カラー冊子版スタート→

表紙リニューアル→

←20号記念特集

※BNはHPからもDLできます。
バックナンバー ホームページ ダウンロード

植田家だより ４０号までのあゆみ
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講 

座
「
八
尾
の
生
活
文
化
に
つ
い
て
」

　

本
年
度「
八
尾
の
文
化
」を
学
ぶ
講
座
の
第
三
回
目

は「
八
尾
の
生
活
文
化
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
滋
賀

県
立
大
学
教
授
で
八
尾
市
史
編
集
委
員
の
市
川
秀
之

氏
に
お
話
を
い
た
だ
い
た
。
今
回
は
民
俗
学
の
ア
プ

ロ
ー
チ
か
ら
、「
町
場
と
農
村
」「
多
彩
な
祭
礼
文
化
」

「
交
流
空
間
と
し
て
の
八
尾
」「
変
化
す
る
民
俗
」
と

い
う
四
つ
の
特
色
に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
詳
し
い
解
説

と
他
地
域
と
の
比
較
な
ど
か
ら
八
尾
の
民
俗
を
具
体
的

に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
。八
尾
に
限
ら
ず
、そ
の
土
地
に

固
有
の
文
化
と
い
う
の
は
、
環
境
や
周
辺
地
域
と
の

交
流
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、八
尾

に
お
い
て
は
大
和
川
や
生
駒
山
な
ど
の
自
然
環
境
が
大

き
く
影
響
す
る
と
い
う
。ま
た
独
自
の
文
化
に
は
そ
の

地
域
と
人
々
を
結
び
つ
け
る
要
素
が
あ
り
、そ
れ
は
時

代
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、あ
る
い
は
変
化
し
て
い
く

も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
話
さ
れ
た
。

　

講
座
終
了
後
に
は
、今
回
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
八
尾

市
史
編
纂
室
の
上
原
室
長
か
ら
こ
れ
ま
で
刊
行
し
た

「
市
史
」の
紹
介
が
あ
り
、今
後
に
向
け
た
取
り
組
み

や
資
料
提
供
の
呼
び
か
け
も
行
な
っ
た
。５
月
以
降
に

刊
行
予
定
の
新
た
な

「
市
史
」
に
も
期
待
が

寄
せ
ら
れ
る
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

安
藤 

亮
）

八尾市制施行 70 周年を記念して、 八尾の文化について広く学ぶための講座。

協力：八尾市教育委員会 文化財課 市史編纂室

2019年 3月17日（日）
講師：市川秀之氏
滋賀県立大学人間文化学部教授

八尾市史編集委員・民俗部会長

講
座
の
様
子

新しい市史を紹介
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四
会
所
だ
よ
り

ツ
シ
二
題

　

使
用
人
が
逃
げ
な
い
よ
う
に
閉
じ
込
め
て

お
く
と
こ
ろ
、
と
い
う
冗
談
ま
じ
り
の
風
説

を
あ
ち
こ
ち
で
聴
き
ま
す
が
、
今
回
は
そ
の

物
騒
な
屋
根
裏
部
屋
の
お
話
で
す
。い
ず
れ
も

立
ち
入
り
禁
止
場
所
で
す
の
で
悪
し
か
ら
ず
。 

　

屋
根
裏
部
屋
は
伝
統
的
に
は「
ツ
シ
」と
呼
ば

れ
ま
す
が
、
鴻
池
新
田
会
所
で
は
、
本
屋
土
間

の
屋
根
裏
、高
さ
約
５
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
、

梯
子
を
か
け
て
取
り
付
く
ツ
シ
の
出
入
り
口
を

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。ツ
シ
の
床
は
屋
根
の
構
造

（
小
屋
組
）
に
覆
わ
れ
て
い
て
い
わ
ゆ
る「
厨つ

し子

二
階
」
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
米
俵
な
ど
の

材
料
と
な
る
稲
ワ
ラ
を
蓄
え
て
い
た
よ
う
で
す
。 

　

ツ
シ
の
構
造
は
、土
間
と
そ
れ
に
続
く
畳
部
屋

４
つ
分
、約
60
畳
に
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、そ
の

う
ち
本
屋
の
裏
表
を
通
し
た
少
し
細
長
い
24
畳

は
、ワ
ラ
置
き
場
と
は
壁
で
仕
切
ら
れ
、一
つ
の

屋
根
裏
部
屋
に
な
っ
て
い
ま
す
。以
前
の「
た
よ

り
」で
お
話
し
た
ゲ
ン
カ
ン
と
、そ
の
奥
の
チ
ャ

（20）

ノ
マ
の
天
井
裏
に
あ
た
り
ま
す
。こ
の
ツ
シ
に
上

が
る
階
段
は
、チ
ャ
ノ
マ
の
押
入
れ
と
見
せ
か
け

た
そ
の
引
き
戸
を
開
け
る
と
現
れ
る
、と
い
う
意
外

な
趣
向
で
取
り
付
け
て
あ
り
ま
す
。部
屋
の
空
間

に
は
小
屋
組
み
の
部
材
は
な
く
、広
び
ろ
し
た

印
象
的
で
す（
写
真
１
）。北
面
の
窓
か
ら
の
低
い

明
か
り
で
床
板
の
凹
凸
を
よ
く
観
察
す
る
と
、大

鋸
や
手
斧
の
跡
が
わ
か
り
、簡
素
な
道
具
で
板
を

作
っ
て
い
た
時
代
が
し
の
ば
れ
ま
す（
写
真
２
）。 

　

裏
長
屋
門
の
茅
葺
き
屋
根
の
中
は
、骨
組
み

（
扠さ

す首
）
を
梁
と
天
井
板
の
上
に
載
せ
た
構
造

な
の
で
、
三
角
テ
ン
ト
の
よ
う
な
空
間
で
す
。

丸
太
、
縄
、
茅
の
組
み
合
わ
せ
が
よ
く
わ
か
り

ま
す（
写
真
３
）。
こ
こ
に
は
会
所
の
解
体
修
理

で
発
見
さ
れ
た
三
百
年
あ
ま
り
前
の
会
所
創
設

写真1   ゲンカン、チャノマの上のツシ

写真2   ツシの床板にみられる道具の痕

写真3   当初材を並べた裏長屋門の屋根裏

当
時
に
使
わ
れ
て
い
た
部
材（
当
初
材
）が
保
存

さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
記
事
の
た
め
、屋
根
裏
に

も
ぐ
り
こ
ん
で
写
真
を
撮
影
し
ま
し
た
が
、晴
れ

た
日
の
正
午
頃
、他
の
屋
根
裏
に
比
べ
て
格
段

に
暑
く
、汗
が
流
れ
出
る
ほ
ど
で
し
た
。茅
葺
き

は
涼
し
い
、と
い
う
の
は
嘘
か
と
一
時
疑
い
ま

し
た
が
、暑
い
の
は
防
火
の
た
め
茅
の
上
に
銅

板
を
葺
い
て
い
る
た
め
と
も
思
え
て
き
ま
し
た
。

当
初
材
保
存
に
一
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
す
。 

　

こ
れ
か
ら
２
０
１
９
年
度
春
・
夏
の
催
し
が

続
き
ま
す
。詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
ご
覧

い
た
だ
き
、当
会
所
に
お
越
し
く
だ
さ
る
よ
う

お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

（
鴻
池
新
田
会
所　

松
田
順
一
郎
）

http://w
w

w
.bunkazaishisetsu.or.jp
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No.40
【
10
周
年
!!
】

　

思
い
お
こ
せ
ば
、サ
ボ
テ
ン

を
枯
ら
す
こ
と
さ
え
で
き
る

私
が
、前
任
ス
タ
ッ
フ
の
退
職

を
機
に
担
当
を
引
き
継
い
だ

の
が
６
年
前
。
そ
れ
ま
で
は

助
手
Ａ
と
し
て
お
手
伝
い
程
度

だ
っ
た
の
が
、
自
ら
野
菜
を

育
て
、ま
し
て
や
そ
れ
を
子
供

た
ち
に
教
え
る
よ
う
に
な
ろ

う
と
は
…
。

　

こ
の
10
年
間
、た
く
さ
ん
の
子
供
た
ち
と
保
護

者
の
方
々
が
体
験
農
園（
畑
企
画
）に
参
加
し
て
下

さ
い
ま
し
た
。何
度
タ
ネ
を
ま
い
て
も
芽
が
出
な

か
っ
た
り
、や
っ
と
出
た
か
と
思
え
ば
一
夜
に
し
て

虫
に
喰
わ
れ
て
軸
だ
け
に
な
っ
た
り
、と
色
々
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
、収
穫
し
て
す
ぐ
に
カ
マ
ド
で
炊
く
豆

ご
飯
や
大
根
飯
の
美
味
し
さ
、真
夏
の
ス
イ
カ
割
り

等
々
、学
年
が
上
が
っ
て〝
卒
園
〟す
る
ま
で
数
年

楽
し
ん
で
く
れ
た
子
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

　

あ
り
が
た
い
こ
と
に
今
で
は
希
望
者
が
多
く
、

抽
選
で
の
登
録
と
な
っ
て
お
り
、毎
回
ド
タ
バ
タ

て
ん
て
こ
舞
い
で
と
て
も
に
ぎ
や
か
で
す
。

　

今
回
は
、
10
周
年
と
い
う
こ
と
で
、
畑
の
水
や
り

に
来
て
く
れ
た
メ
ン
バ
ー
と
保
護
者
の
方
が
感
想
文

を
書
い
て
く
れ
た
の
を
、了
承
を
得
て
掲
載
し
て
い

ま
す
。

よ
し
、今
年
は
カ
ナ
ブ
ン
素
手
で

ポ
イ
！
し
て
み
っ
か（
笑
）

　

わ
た
し
は
、
は
た
け
を

４
年
間
や
っ
て
、
う
れ
し
か
っ

た
こ
と
、た
の
し
か
っ
た
こ
と

は
、
み
ん
な
で
や
っ
て
き
た

一
つ
一
つ
で
す
。
ど
う
し
て

か
と
い
う
と
、
一
つ
一
つ
の

こ
と
だ
け
で
、
友
じ
ょ
う
も

高
ま
っ
た
し
、
や
さ
い
も

す
き
に
な
れ
た
か
ら
で
す
。

　

わ
た
し
は
そ
の
一
つ
一
つ

で
今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と

が
た
い
せ
つ
に
思
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
よ
ろ
し
く
お
ね
が
い
し

ま
す
。

わ
た
し
は
、は
た
け
の
み
ず
や
り
を
が
ん
ば
っ

て
い
ま
す
。
ス
タ
ン
プ
を
あ
つ
め
て
、２
い
に

な
っ
た
の
が
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
じ
ぶ
ん
で

つ
く
っ
た
や
さ
い
、お
い
し
か
っ
た
で
す
。

い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

一瀬 奏ちゃん

池田 ゆいちゃん

バーバ

収
穫
し
た
人
参
を
手
に

畑
メ
ン
バ
ー
集
合
！
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【
植
田
家
住
宅
の
・
ち
ょ
っ
と
し
た
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
】

　

◆
２
・
３
月 

イ
ベ
ン
ト

 

・「
旧
家
で
記
念
撮
影
～
ひ
な
ま
つ
り
～
」

　  

　    

＝
２
０
１
９
年
２
月
18
日（
月
）～
３
月
17
日（
日
） 

　

３
月
３
日
の「
雛
祭
り
」を
中
心
に
旧
植
田
家
住
宅
の

座
敷
で
は
、七
段
飾
り
の
豪
華
な
お
雛
様
を
展
示
し
た
。

例
年
こ
れ
を
楽
し
み
に
多
く
の
来
館
者
が
撮
影
に
訪
れ

る
が
、今
年
は
特
に
お
ひ
と
り
様
か
ら
家
族
連
れ
ま
で

様
々
な
来
館
者
の
姿
が
あ
っ
た
。
そ
の
様
子
を
伺
う

と
、自
宅
で
は
飾
れ
な
い
こ
と
や
、雛
祭
り
の
日
に
何
か

記
念
に
な
れ
ば
と〝
検
索
〟し
た
と
こ
ろ
植
田
家
住
宅

が
ヒ
ッ
ト
し
た
な
ど
、今
時
な
事
情
が
色
々
と
あ
る
。

　

お
雛
さ
ん
の
飾
り
方
に
は
い
わ
ゆ
る
関
西
式
と
関
東

式
の
違
い
が
あ
る
が
、今
年
は
現
代
式
で
も
あ
る
関
東

式
で
展
示
を
行
な
い
、来
館
者
は
思
い
思
い
に
雛
祭
り

を
楽
し
ん
だ
。

 

・
連
続
体
験
講
座「
手
習
い
所
～
壱
・
弐
～
」

　  

　
　  

＝
２
０
１
９
年
２
月
23
日（
土
）、３
月
23
日（
土
）

話
　
題

終
了

　

２
月
23
日（
土
）と
３
月
23
日（
土
）は
、連
続
体
験

講
座
「
手
習
い
所
」
を
実
施
。
小
学
３
年
生
以
上
を

対
象
に
、江
戸
時
代
の
か
ら
く
り
玩
具
や
昭
和
の
遊
び

に
つ
い
て
、
見
て
聞
い
て
書
い
て
作
っ
て
学
ん
で
も

ら
っ
た
。〝
壱
〟で
は
江
戸
時
代
の
か
ら
く
り
玩
具「
ず

ぼ
ん
ぼ
」を
、〝
弐
〟で
は
ハ
ガ
キ
紙
飛
行
機
と
数
字
合

わ
せ
パ
ズ
ル
を
作
り
、紙
と
書
く
も
の
が
あ
れ
ば
工
夫

次
第
で
十
分
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、体
感

し
た
。本
講
座
で
は
テ
ー
マ
を「
遊
」と
し
て
、次
年
度

も
様
々
な
遊
び
を
発
掘
し
て
い
く
予
定
。

お雛様に金の座布団が映える

手習所（寺子屋）風の連続講座「手習い所～壱～」（ ひらがな遊び）の様子
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平
成
か
ら
新
元
号
の
令
和
へ
改
元
さ
れ
る
こ
と

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。大
正
か
ら
昭
和
へ
と
元
号
が

改
ま
っ
た
時
に
、今
東
光
は
ど
ん
な
人
生
を
歩
ん

で
い
た
の
だ
ろ
う
と
、気
に
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
元
年
と
い
う
の
は
、大
正
十
五
年
十
二
月

二
十
六
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
の
た
っ
た
六
日
間

し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、昭
和
二
年
の
東
光
の
動
き

を
見
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

す
で
に
菊
池
寛
と
の
喧
嘩
に
よ
り
文
藝
春
秋
を

去
り
、次
い
で
新
感
覚
派
の
川
端
や
横
光
と
も
袂
を

分
か
ち
、新
た
な
ス
テ
ー
ジ
で
東
光
は
執
筆
活
動
に

励
ん
で
い
ま
し
た
。二
月
に「
痩
せ
た
花
嫁
」以
来
、

二
度
目
の
単
行
本
に
な
る「
愛
染
物
語
」を
刊
行
し

ま
す
し
、五
月
に
は
長
編
小
説「
愛
経
」を
単
行
本

化
し
ま
す
。二
十
九
歳
を
迎
え
る
東
光
は
、女
優
の

妻
と
新
居
を
構
え
て
四
年
が
経
過
し
よ
う
か
と
い

う
時
期
で
も
あ
り
、一
見
、充
実
し
て
い
た
よ
う
に

も
見
え
ま
す
。

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（三
十
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
・
伊
東  

健

　

作
品
や
文
章
の
発
表
も
文
芸
誌
の
枠
に
留
ま
ら

ず
、婦
人
雑
誌
や
映
画
雑
誌
に
ま
で
広
が
っ
て
い

ま
し
た
。ま
さ
に
流
行
作
家
と
し
て
忙
し
い
毎
日

を
過
ご
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
ま
す
。

　

そ
の
年
の
七
月
二
十
四
日
に
芥
川
龍
之
介
が
自
殺

を
し
ま
す
。

　

芥
川
の
自
殺
は
、東
光
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え

ま
し
た
。後
に
、東
光
は
そ
の
当
時
の
心
境
を
以
下

の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
　
芥
川
さ
ん
の
お
通
夜
の
晩
に
、と
に
か
く
こ
れ

　
は
菊
池
寛
が
大
将
で
や
る
ん
だ
か
ら
ね
、お
れ
が

　
行
っ
て
も
、菊
池
寛
は
横
向
く
ん
だ
よ
。ほ
か
の
人

　
に
は「
あ
、ご
苦
労
さ
ま
」っ
て
言
う
の
に
な
。菊
池

　
寛
に
に
ら
ま
れ
る
か
ら
、だ
あ
れ
も
お
れ
と
話
す

　
人
も
い
な
い
し
ね
、い
づ
ら
い
や
な
。焼
香
し
て

　
す
ぐ
に
帰
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
か
ら
、お
れ
、

　
ち
ょ
っ
と
す
わ
っ
て
い
た
ん
だ
。（
中
略
）

　
　
そ
う
し
た
ら
、そ
こ
へ
関
西
か
ら
谷
崎
潤
一
郎

　
が
来
た
ん
だ
な
。そ
う
な
る
と
菊
池
寛
は
、谷
崎
は

　
先
輩
だ
し
芥
川
も
尊
敬
し
て
い
た
ひ
と
だ
か
ら
、

　
自
分
で
出
迎
え
て
、ご
霊
前
ま
で
案
内
し
て
ね
。

　
谷
崎
潤
一
郎
が
拝
ん
で
、帰
り
に
ヒ
ョ
イ
と
見
た
ら

コ
ラ
ム

　
お
れ
が
い
た
。「
帰
ろ
う
」と
言
っ
た
よ
。そ
れ
で
、

　
お
れ
、谷
崎
の
後
ろ
か
ら
ゆ
う
ゆ
う
と
、お
の
れ
ら

　
と
格
が
違
う
よ
っ
て
顔
し
て
帰
っ
て
き
た
け
ど
な

　（
笑
い
）。そ
の
と
き
に
、お
れ
、あ
あ
文
壇
て
こ
ん

　
な
も
の
か
、え
ら
い
親
し
く
し
て
い
っ
し
ょ
に
飯

　
食
っ
た
仲
な
の
に「
久
し
ぶ
り
だ
」で
も
な
い
し
、

　
菊
池
寛
に
遠
慮
し
て
こ
ん
な
に
ま
で
な
る
か
と

　
思
っ
て
、あ
き
れ
か
え
っ
た
ん
で
す
が
ね
。と
こ
ろ
が
、

　
そ
れ
と
同
時
に
、こ
い
つ
は
死
ん
じ
ゃ
だ
め
だ
、

　
こ
ん
な
こ
っ
ち
ゃ
だ
め
だ
っ
て
、ま
た
勇
気
が
わ
い

　
て
き
た
な
。（
後
略
）

　
　
　
　
　
　   （「
毒
舌
文
壇
史
」昭
和
四
十
八（
一
九
七
三
）年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

　
　
六
月
十
日
徳
間
書
店
発
行
よ
り
）

　

通
夜
や
葬
儀
の
時
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
自
ら
の

孤
独
。そ
ん
な
東
光
に
声
を
か
け
る
師
・
谷
崎
潤
一
郎

の
労
わ
り
。さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
絡
む
人
生
の
一

局
面
で
し
た
。

　

東
光
に
と
っ
て
人
生
の
転
機
と
な
る
昭
和
が

は
じ
ま
り
ま
し
た
。こ
の
わ
ず
か
三
年
後
の
昭
和

五
年
に
、東
光
は
突
然
出
家
し
ま
す
。再
び
東
光
が

表
舞
台
に
現
れ
る
の
は
、八
尾
市
に
転
居
し
て
か
ら

の
話
に
な
り
ま
す
。
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