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

開館10周年を記念し、有名な人物の書画類を中心に展示しています。
[書（藤澤南岳・西郷隆盛・勝海舟ほか）、浮世絵、大坂画壇、陶磁器、茶道具 他]

※休館日は P15 をご覧ください

展示のご案内
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きゅうちゃん（旧植田家住宅マスコットキャラ）

旧植田家住宅を見守るお稲荷さんの狐を モ
チ ー フ に し た キ ャ ラ ク タ ー（キタキツネ似）。
名前は植田家に遊びに来る子どもたちに付け
てもらった。子どもの安全を守る「Kyuca」（だ

より４号参照）のマスコットを務める。
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９
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企
画
展 

開
館
10
周
年
記
念
展
示

　

平
成
21
年（
２
０
０
９
）
年
５
月
６
日
の
開
館
か
ら

ち
ょ
う
ど
10
周
年
を
迎
え
た
安
中
新
田
会
所
跡
旧
植

田
家
住
宅
で
は
、
こ
れ
を
記
念
し
、
５
月
17
日（
金
）

か
ら
９
月
１
日（
日
）
ま
で
の
約
４
ヵ
月
に
渡
っ
て「
開

館
10
周
年
記
念
展
示
」を
行
な
っ
て
い
る
。過
去
10
年

分
の
企
画
展
を
振
り
返
る
節
目
の
周
年
展
示
と
し
て
も

こ
れ
ま
で
に
展
示
し
た
収
蔵
品
の
中
か
ら
選
り
す
ぐ

り
の
も
の
を
一
堂
に
公
開
す
る
。

・
前
期 

展（
展
示
室
）

　

本
企
画
展
の「
前
期（5/17

～7/1

）」で
は
、六
曲

一
双
の
屏
風
に
江
戸
～
明
治
期
の
書
画
類
一
四
七
点

が
豪
快
に
貼
ら
れ
た《
貼
り
交
ぜ
屏
風
》
を
は
じ
め
、

豪
華
な
金
蒔
絵
の
五
段
重
箱
及
び
行ほ

か
い器
な
ど
漆
器
類
、

植
田
家
が
代
々
愛
用
し
た
金
工
家
・
金
屋
五
郎
三
郎
作

の
金
属
器
類
、座
敷
を
華
や
か
に
飾
っ
た
伊
万
里
焼
の

大
皿
な
ど
陶
磁
器
類
の
ほ
か
、平
成
26
年
度
に
市
指
定

文
化
財
と
な
っ
た「
安
中
新
田
検
地
帳
」な
ど
、い
ず

れ
も
植
田
家
の
お
宝
と
い
え
る「
優
品
」ば
か
り
を
展

示
し
た
。ま
た
、実
際
の
質
感
や
大
き
さ
な
ど
が
間
近

で
感
じ
ら
れ
る
試
み
と
し
て
、全
長
約
９
メ
ー
ト
ル
の

河
内
木
綿
で
作
ら
れ
た「
節
句
幟（
絵
幟
）」を
、ガ
ラ

ス
ケ
ー
ス
の
中
で
は
な
く
、展
示
室
の
天
井
ぎ
り
ぎ
り

5月17日（金）～7月1日（月）

《貼り交ぜ屏風（六曲一双）》

金屋五郎三郎作の金属器

伊万里焼の大皿など

豪華な金蒔絵の漆器類

市指定「安中新田検地帳」

「
優
品
」を
展
示
。
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の
位
置
か
ら
吊
る
し
て
展
示
す
る
な
ど
、特
別
な
要
素

も
所
々
に
交
え
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、江
戸
時
代
の
佐
久
間
象
山
が
考
案
し
た

「
電
気
治
療
器
」や
大
正
時
代
の「
ゼ
ン
マ
イ
式
ハ
エ
捕

り
器
（
ハ
イ
ト
リ
ッ
ク
）」、
昭
和
時
代
の
「
ア
ン
プ
ー

ル
式 

消
火
弾
」な
ど
、植
田
家
で
は
お
な
じ
み
の「
珍

品
」も
展
示
し
、見
応
え
十
分
の
前
期
展
と
な
っ
た
。

・
主
屋（
常
設
）特
別
展
示「
往
時
の
植
田
家
」

　

今
回
の
企
画
展
で
は
、展
示
室
を
飛
び
出
し
、普
段

常
設
と
な
っ
て
い
る
主
屋
で
も
特
別
に
展
示
を
行
な
っ

て
い
る
。「
往
時
の
植
田
家
」を
テ
ー
マ
に
、残
さ
れ
た

写
真
と
聞
き
取
り
を
も
と
に
、実
際
に
生
活
を
さ
れ
て

い
た
30
年
前
の
設
え
に
近
付
け
、解
説
と
写
真
パ
ネ
ル

と
と
も
に
、有
名
な
書
画
家
や
政
治
家
な
ど
の
貴
重
な

扁
額
７
点
と
、
そ
の
他
収
蔵
資
料
の
一
部
を
当
時
の

ま
ま
各
部
屋
に
配
し
て
い
る
。展
示
期
間
は
、企
画
展
の

終
了
日
ま
で
の
予
定
と
な
っ
て
い
る
が
、保
存
ま
た
は

安
全
上
の
都
合
に
よ
り
早
期
終
了
と
な
る
場
合
も
あ
る
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
特
別
な
展
示
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
お
、後
期
展
は
７
月
４
日（
木
）か
ら
９
月
１
日（
日
）

ま
で
開
催
。有
名
な
人
物
の
書
画
類
等
を
中
心
に
展
示

し
て
い
る
。ま
た
、展
示
と
関
連
し
た
開
館
10
周
年

記
念
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
手
ぬ
ぐ
い
」も
限
定
販
売
中
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤
亮
）

全長９メートルの《節句幟》（展示は折り返して半分を展示）

佐久間象山 電気治療器 ハイトリック（蝿捕り器）

消火弾

特別展示「往時の植田家」

「
珍
品
」も
色
々
。

河
内
木
綿

過去 10 年間の企画展のポスターを特別展示
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約
30
年
前
の
平
成
元
年
頃
ま
で
実
際
に
住
居
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
た「
旧
植
田
家
住
宅
」が
八
尾

市
に
寄
贈
さ
れ
、一
般
公
開
さ
れ
て
か
ら
10
周
年
を

迎
え
た
。
元
住
人
を
講
師
に
招
い
て
の
講
演
会
の

開
催
は
当
初
よ
り
切
望
し
て
い
た
が
、
こ
の
日
、

開
館
10
周
年
記
念
と
し
て
念
願
が
か
な
っ
た
。

　

今
回
講
師
を
務
め
て
い
た
だ
い
た
の
は
、植
田
家
の

三
男
で
元
住
人
の
植
田
光
彦
氏
。写
真
家
で
地
域
の

歴
史
資
料
の
調
査
等
も
さ
れ
て
い
る
植
田
氏
に
、

か
つ
て
の「
植
田
家
」と「
旧
植
田
家
住
宅
」に
な
る

ま
で
の
経
緯
や
想
い
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

　

ま
ず
は
じ
め
に「
我
が
家
を
公
開
し
よ
う
」と
決

め
ら
れ
た
の
は
、「
植
田
家
」
と
い
う
代
々
継
承
さ

れ
る
特
殊
な
環
境
で
生
ま
れ
育
っ
た
中
で
感
じ
背

負
っ
て
こ
ら
れ
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス（
世
間
の
目
）

や
重
圧
に
対
す
る
使
命
と
反
発
か
ら
で
あ
る
こ
と

を
語
ら
れ
た
。他
人
に
は
想
像
で
き
な
い
内
な
る
想

い
を
抱
え
、孤
独
で
地
道
に
行
動
を
続
け
て
こ
ら
れ

た
と
い
う
。
そ
の
１
人
で
あ
る
こ
と
に
限
界
が
来

た
時
、
あ
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
想
い
を
共
に

す
る
様
々
な
仲
間
と
の
出
会
い
に
よ
り「
我
が
家

を
玩
具
に
し
よ
う
」と
い
う
次
の
構
想
に
進
ん
だ
。

　

生
涯
を
か
け
て
、早
く
か
ら
行
動
し
、時
に
は
立
ち

止
ま
っ
て
考
え
な
が
ら
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
植
田
氏
。

筆
舌
に
尽
く
し
難
い
想
い
が
、今
日
の「
旧
植
田
家

住
宅
」
に
結
実
し
た
と
も
言
え
る
が
、
八
尾
市
が

継
承
し
た
こ
の
文
化
財
を

こ
れ
か
ら「
ど
の
よ
う
に

す
る
の
か
」を
決
め
る
こ

と
が
、今
の
私
た
ち
に
与

え
ら
れ
た
役
割
だ
と
い

う
こ
と
を
改
め
て
感
じ

さ
せ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　

     （
学
芸
員
）

開  館  1 0  周  年  記  念  講  演  会

2019年5月25日（土）  　於：旧植田家住宅・座敷

かつての住まいで講演する植田光彦氏（上）
指定管理者 NPO 法人理事長の挨拶（下）

“植田家” から

　  “旧植田家住宅” へ

「
ど
う
す
る
の
か
」を
決
め
る
事
が
肝
心
だ
と
語
る
植
田
氏

元
住
人
に
よ
る
こ
の
日
限
り
の
特
別
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
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６
・
８ 

市
内
鉄
道
ま
ち
あ
る
き

　

 

～
八
尾
・
志
紀
駅
間
を
ぶ
ら
り
～

　

旧
植
田
家
住
宅
の
最
寄
り
駅「
JR
八
尾
駅
」
は
、

今
年
２
０
１
９
年
５
月
で
開
業
１
３
０
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。
そ
し
て
旧
植
田
家
住
宅
は
開
館
10
周

年
と
い
う
こ
と
で
、そ
の
両
方
を
記
念
し
、安
中
新

田
の
範
囲
で
も
あ
る
八
尾
駅
か
ら
志
紀
駅
ま
で
の

「
市
内
鉄
道
ま
ち
あ
る
き
」を
行
な
い
ま
し
た
。

　

タ
イ
ト
ル
に
あ
る「
鉄
道
」の
要
素
を
入
れ
て
の

今
回
の
ま
ち
あ
る
き
で
は
、い
つ
も
の「
ぶ
ら
り
ま

ち
あ
る
き
」で
お
な
じ
み
の
ま
っ
ぷ
師
・
北
村
茂
章

さ
ん
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
マ
ッ
プ
を
持
っ
て
、
旧
大
和

川
の
新
田
と
堤
跡
を
た
ど
り
、
寺
社
や
公
共
建
築

な
ど
の
様
々
な
特
徴
の
あ
る
建
物
に
も
注
目
し
ま

し
た
。終
始
線
路
を
意
識
し
な
が
ら
、途
中
４
ヵ
所

以
上
あ
る
踏
み
切
り
を
渡
り
、
今
と
昔
の
風
景
の

移
り
変
わ
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
今
回
ガ
イ
ド
を
務
め
る
予
定
だ
っ
た

北
村
さ
ん
で
す
が
、
数
日
前
に
初
め
て
ぎ
っ
く
り

腰
に
な
り
、
当
日
は
急
き
ょ
植
田
家
ス
タ
ッ
フ
と

メ
ン
バ
ー
が
ド
タ
バ
タ
な
緊
張
感
あ
る
ガ
イ
ド
を

繰
り
広
げ
ま
し
た
。
次
回
は
北
村
さ
ん
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

   （
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ  

メ
ン
バ
ー
）

長瀬川（旧大和川）と
線路に沿って東へ

旧堤跡の一部とみられる稲生神社

遠方に見える八尾変電所

改修後の式内弓削神社（東弓削）建物 志紀駅前の万葉歌碑

踏切発見！（天王寺屋第一踏切）

古いレンガ積みの柱脚
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は
３
楽
章
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
本
来
ブ
ロ
ッ
ク
・

フ
レ
ー
テ（
リ
コ
ー
ダ
ー
）で
演
奏
す
る
曲
を
チ
ェ
ロ

と
チ
ェ
ン
バ
ロ
が
奏
で
た
。

　
〝
あ
ん
ぱ
ぱ
〟
こ
と
安
藤
信
行
さ
ん
の
軽
快
な
お

し
ゃ
べ
り
も
健
在
で
、各
曲
や
楽
器
の
解
説
に
は
ユ
ー

モ
ア
を
交
え
、し
ば
し
ば
会
場
を
盛
り
上
げ
る
。一
方
、

解
説
に
登
場
し
た
晴
子
さ
ん
の
《
愉
快
な
鍛
冶
屋
》（
ヘ

ン
デ
ル
）の
独
奏
は
、
観
客
の
関
心
を
惹
き
付
け
た
。

今
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
バ
ッ
ハ
の《
無
伴
奏
チ
ェ

ロ
組
曲
》第
１
番
～
第
３
番
の
各〝
前
奏
曲
〟が
「
栞

し
お
り

」

と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
込
ま
れ
、第
２
番
の
演
奏
と

続
く
マ
ラ
ン
・
マ
レ
の
曲
で
は
、今
日
の
た
め
に
カ
ス
タ

マ
イ
ズ
し
た
と
い
う
特
製
の
バ
ロ
ッ
ク
・
チ
ェ
ロ
を

使
用
。よ
り
一
層
趣
の
深
い
そ
の
音
色
か
ら
は
、歴
史

の
音
が
さ
ら
に
感
じ
ら
れ
た
。

　

第
３
番
を
演
奏
し
、
最
後
に
マ
ル
チ
ェ
ッ
ロ
の

《
チ
ェ
ロ
と
通
奏
低
音
の
た
め
の
ソ
ナ
タ 

ハ
長
調
》
を

弾
き
終
え
る
と
、会
場
か
ら
は
大
き
な
拍
手
が
沸
き
起

こ
っ
た
。
そ
の
声
に
応
え
る
よ
う
に
用
意
し
て
い
た

ア
ン
コ
ー
ル
で
は
、
安
藤
信
行
さ
ん
が
幼
少
期
に
初

め
て
人
前
で
演
奏
し
た
と
い
う「
メ
ヌ
エ
ッ
ト
」（
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
）に
ち
な
み
、バ
ッ
ハ
の「
ト
長
調
の
メ
ヌ

エ
ッ
ト
」を
ハ
長
調
で
演
奏
す
る
と
い
う
趣
向
に
よ
っ

て
、
最
後
の
最
後
ま
で
会
場
は
穏
や
か
で
和
や
か
な

空
気
に
満
た
さ
れ
た
。

開
館
10
周
年
記
念
・
旧
家
で
コ
ン
サ
ー
ト

  　

～
帰
っ
て
き
た
エ
ド
・
バ
ッ
ハ
～

　

安
中
新
田
会
所
跡
旧
植
田
家
住
宅
の
開
館
か
ら

10
周
年（
11
年
目
）と
な
っ
た
今
年
、７
年
の
時
を
経
て

〝
あ
の
〟
エ
ド
・
バ
ッ
ハ
が
帰
っ
て
き
た
。
旧
植
田
家

住
宅
で
は
こ
れ
ま
で「
旧
家
で
コ
ン
サ
ー
ト
」と
し
て
、

八
尾
に
縁
の
あ
る
音
楽
家
に
よ
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
や

ジ
ャ
ズ
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
毎
年
開
催
し
て
き
た
が
、元

大
阪
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
チ
ェ
リ
ス
ト
の

安
藤
信
行
さ
ん
と
奥
さ
ん
の
晴
子
さ
ん
に
よ
る
チ
ェ
ロ

と
チ
ェ
ン
バ
ロ
の
コ
ン
サ
ー
ト
は
７
年
ぶ
り
で
４
回
目

と
な
る
。例
年
10
～
11
月
ご
ろ
に
開
催
す
る
「
旧
家
で

コ
ン
サ
ー
ト
」
だ
が
、
今
回
は
10
周
年
記
念
と
し
て
、

第
１
回
目
と
同
じ「
エ
ド
・
バ
ッ
ハ
」を
同
じ
時
期
に

開
催
し
た
。

　

約
一
時
間
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、ま
ず
始
め
に
バ
ッ
ハ

の《
無
伴
奏
チ
ェ
ロ
組
曲 

第
１
番
ト
長
調
》よ
り〝
前

奏
曲
〟
を
演
奏
。
緊
張
と
期
待
に
包
ま
れ
た
会
場
に

チ
ェ
ロ
の
優
し
い
音
色
が
響
い
た
。い
つ
も
の
土
間
と

は
違
う
板
の
間
の
舞
台
上
で
は
、木
の
よ
り
好
い
響
き

が
与
え
ら
れ
、楽
器
の
も
つ
力
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
る
。

続
い
て
バ
ロ
ッ
ク
時
代
と
呼
ば
れ
る
17
世
紀
か
ら
18

世
紀
を
代
表
す
る
作
曲
家
ヘ
ン
デ
ル
の《
ブ
ロ
ッ
ク
・

フ
レ
ー
テ
と
通
奏
低
音
の
た
め
の
ソ
ナ
タ 

変
ロ
長
調
》

座敷に設けられた客席 弓について解説する安藤さん

晴子さんのチェンバロ独奏 息の合った演奏を披露
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旧
家
で
記
念
撮
影
「
令
和
＆
こ
ど
も
の
日
」

　

今
年
度
、最
初
の
イ
ベ
ン
ト
は
、４
月
27
日（
土
）～

５
月
12
日（
日
）
の「
旧
家
で
記
念
撮
影
～
こ
ど
も
の

日
～
」
で
し
た
。
今
年
は
平
成
か
ら
新
し
い
年
号
に

変
わ
る
年
で
も
あ
り
、実
施
期
間
中
の
５
月
か
ら
時
代

は「
令
和
」に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
二
つ
の
記
念
に
加
え
て
、５
月
６
日

は
旧
植
田
家
住
宅
の
開
館
10
周
年
の
日
で
あ
っ
た
り
、

世
間
で
は
10
日
間
の
大
型
連
休
の
真
っ
最
中
な
ど
、

何
か
と
記
念
す
る
こ
と
の
多
い「
旧
家
で
記
念
撮
影
」

で
し
た
が
、
例
年
に
は
な
い
新
た
な
試
み
も
あ
り
ま

し
た
。そ
れ
は
、昨
年
地
域
の
旧
家
か
ら
い
た
だ
い
た

も
う
ひ
と
つ
の
五
月
人
形
（
甲
冑
）
の
登
場
で
す
。

　

毎
年
、旧
植
田
家
住
宅
所
蔵
の
五
月
飾
り
を
展
示

し
て
い
ま
す
が
、
今
回
か
ら
は
座
敷
二
部
屋
に
そ
れ

ぞ
れ
五
月
人
形
を
設
え
、い
つ
も
以
上
に
豪
華
な
祝
い

と
な
り
ま
し
た
。ま
た
い
た
だ
い
た
甲
冑
は
小
さ
な
子

ど
も
で
あ
れ
ば
実
際
に
着
用
で
き
る
も
の
で
、こ
れ
ま

た
例
年
の
紙
製
甲
冑
と
併
用
し
て
、記
念
撮
影
を
楽
し

ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。ち
な
み
に
、「
こ
ど
も
の
日
」の

お
祝
い
と
い
い
な
が
ら
も
、お
ま
け
で
用
意
し
た「
令

和
」
の
額
縁
の
ほ
う
が
人
気
と
な
り
、「
令
和
＆
こ
ど

も
の
日
」の
記
念
撮
影
会
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

来
年
は
、赤
ち
ゃ
ん
用
の
兜
も
用
意
し
、参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。  　
　
　
　

  

（
旧
植
田
家
住
宅 

ス
タ
ッ
フ
）

旧家で記念撮影令和＆こどもの日
いつもの五月人形は座敷 1 に

紙製甲冑を着て、

記念撮影！

「令和」を持って、

記念撮影！

2019.4.27 ～ 5.12

今年初の五月飾りと令和（座敷2）
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四
会
所
だ
よ
り

新
田
開
発
の
困
苦
を
語
る

　
　
　
「
加
賀
屋
甚
兵
衛
物
語
」

　

大
阪
湾
岸
の
新
田
開
発
は
、大
雨
・
高
潮
な
ど

に
よ
る
洪
水
と
の
闘
い
で
し
た
。
ま
た
、
大
変

な
資
金
を
要
し
ま
し
た
。

　

一
枚
の
肖
像
画
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。加
賀

屋
新
田
の
初
代
開
発
人
、加
賀
屋
甚
兵
衛
で
す
。

甚
兵
衛
が
新
田
開
発
に
着
手
し
た
の
は
四
十
九

歳
の
時
で
し
た
。甚
兵
衛
は
新
田
開
発
の
資
金

繰
り
に
大
変
な
苦
労
を
し
ま
し
た
が
、そ
の
こ
と

は「
加
賀
屋
新
田
文
書
」の「
桜
井
家
濫ら

ん
し
ょ
う
觴
」に

詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
大
坂
・

淡
路
町
で
両
替
商
を
営
ん
で
い
ま
し
た
が
、そ
れ

を
畳
み
新
田
開
発
に
専
念
し
た
こ
と
、最
初
に

開
発
し
た
北
島
新
田
を
売
り
、そ
の
資
金
で
加
賀

屋
新
田
の
開
発
に
乗
り
出
し
た
こ
と
等
、そ
れ

ら
が
喜
怒
哀
楽
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち「
住
之
江
の
ま
ち
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
会
」
で
は
、
そ
う
し
た
加
賀
屋
甚
兵
衛
の

（21）

人
と
な
り
と
苦
闘
を
、
紙
芝
居「
加
賀
屋
甚
兵

衛
物
語
」
に
表
し
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
で
上
演

し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
嬉
し
い
こ
と
に
、
甚
兵
衛
の
生
ま
れ

故
郷
で
あ
る
富
田
林
喜
志
地
区
の
方
々
が
、一

昨
年
来
訪
さ
れ
、故
郷
の
偉
人
の
業
績
を
偲
び

に
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昨
年
、
に
わ
か

芝
居「
加
賀
屋
甚
兵
衛
物
語
」に
取
り
組
ま
れ
、

教
育
委
員
会
後
援
の
も
と
、地
元
の
大
ホ
ー
ル

で
公
演
を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。

初代 加賀屋甚兵衛肖像画
  （提供：大阪市教育委員会）

ビデオ「加賀屋甚兵衛物語」を見る児童

紙芝居「加賀屋甚兵衛物語」

偲ぶ会の人たちを加賀屋
墓地に案内

にわか芝居
「加賀屋甚兵衛物語」

ポスター

　

こ
の
よ
う
に
加
賀
屋
甚
兵
衛
の
足
跡
は
、

徐
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
私
た
ち
も
、
今
で
は
、
紙
芝
居「
加
賀
屋

甚
兵
衛
物
語
」を
Ｖ
Ｔ
Ｒ
に
納
め
、各
所
に
配
布

し
、上
映
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。

（
住
之
江
の
ま
ち
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会　

渡
邊
義
通
）

●加賀屋緑地 / 加賀屋新田会所跡
・ 大阪市住之江区南加賀屋4-8
・ 地下鉄「住之江公園」駅下車、南東に徒歩15分
   市バス「南加賀屋四丁目」下車、徒歩5分

・ 10時～16時30分 開園（月曜日、年末年始は休園）
・ 無料　・お問い合わせ 06-6683-8151
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No.41
【
と
ぐ
ろ
仕
立
て
】

　

南
瓜
は
行
儀
が
悪
い
。そ
し

て
あ
つ
か
ま
し
い
。と
い
う
の

も
、放
っ
て
お
い
た
ら
思
う
が

ま
ま
に
グ
ン
グ
ン
の
び
て
好

き
放
題
。あ
っ
と
い
う
間
に
足

の
踏
み
場
が
な
く
な
る
。

　

毎
年
、
夏
の
時
期
、
こ
の

お
か
げ
で
畑
か
ら
主
屋
の
渡

り
廊
下
ま
で
は
通
行
止
め
に

な
っ
て
し
ま
う
。畑
は
小
さ
な

ス
ペ
ー
ス
。い
つ
も
は
３
株
し
か
植
え
な
い
と
こ

ろ
、
今
回
子
ど
も
の
数
の
都
合
で
強
引
に
４
株
。

な
ん
ば
ネ
ギ
も
横
に
あ
り
超
激
狭
な
の
で
、苦
肉

の
作（
策
）『
と
ぐ
ろ
仕
立
て 

真
夏
の
ク
リ
ス
マ
ス

ツ
リ
ー
風
』で
か
な
り
の
ス
ト
レ
ス
を
。

　

読
ん
で
字
の
如
く
、鉄
柱
に
つ
る
を
グ
ル
グ
ル

巻
き
付
け
て
い
く
の
だ
が
、
こ
れ
が
ま
た
大
変
。

子
づ
る
や
孫
づ
る
が
ど
ん
ど
ん
増
え
る
わ
の
び

る
は
…
。
反
抗
す
る
つ
る
を
折
れ
な
い
よ
う
に

誘
導
す
る
の
に
も
イ
ヤ
な
汗
を
か
く
。
２
株
は

深
～
く
打
ち
込
ん
だ
鉄
パ
イ
プ
１
本
ず
つ
に
、

残
り
の
２
株
は
パ
イ
プ
不
足
で
地
べ
た
に
、そ
れ

ぞ
れ
と
ぐ
ら
し

4

4

4

4

中
。パ
イ
プ
の
ほ
う
は
見
た
目
も

暑
苦
し
い
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
に
。

　

し
か
し
中
は
雌
花
が
た
く
さ
ん
！
ど
ん
ど
ん
上

に
巻
か
れ
て
い
く
葉
っ
ぱ
に
守
ら
れ
て
雨
に
当
た

ら
ず
受
粉
し
や
す
い
の
か
赤
ち
ゃ
ん
カ
ボ
チ
ャ
が

コ
ロ
コ
ロ
と
♪
お
ま
け
に
強
引
に
吊
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
土
も
つ
か
ず
、皆
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
。

不
作
が
続
い
た
夏
野
菜
。さ
て
Ｋ
Ａ
Ｍ
Ａ
考
案「
と

ぐ
ろ
仕
立
て
」は
吉
と
出
る
か
凶
と
出
る
か
。

　

※
２
本
の
ツ
リ
ー
は
、
そ
の
後
、
休
館
日
中
に

補
強
用
の
棒
を
伝
っ
て
し
ま
い
、引
き
帰
せ
ず
今

で
は
ア
ー
チ
と
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た（
涙
）

【
ヤ
ツ
ら
※

が
来
た
!!
】（
※
だ
よ
り
29
号
ほ
か
参
照
）

　
〔（
ハ
ウ
ス
育
苗
）２
月
初
め 

種
ま
き
→
梅
雨
前 

収
穫
＝
ヤ
ツ
ら
の
惨
敗
〕と
勝
ち
星
を
あ
げ
続
け

て
い
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
対
決
。な
の
に
、な
ぜ
だ
か

今
回
何
度
ま
い
て
も
芽
が
出
ず
ア
セ
リ
ま
く
る
。

　

結
局
４
～
５
回
ま
き
直
し
、や
っ
と
の
こ
と
４
月

頭
に
こ
ん
に
ち
は
。必
然
的
に〔（
一
般
タ
ネ
ま
き

適
期
）４
月
後
半 

植
え
か
え
→
梅
雨
→
ヤ
ツ
ら
襲

来
→
地
獄
絵
図
＝
Ｋ
Ａ
Ｍ
Ａ
撃
沈
〕
…
と
な
る
。

文
字
数
の
関
係
で
ち
ょ

こ
っ
と
、
こ
の
続
き
は

次
号
と
い
う
こ
と
で
。

とぐらし
4 4 4 4

中真夏のクリスマスツリー

収穫した野菜

葉っぱに守られ、
赤ちゃんカボチャがコロコロ♪

地をはうカボチャのつる
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【
植
田
家
住
宅
の
・
ち
ょ
っ
と
し
た
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
】

　

◆
８
・
９
月 

イ
ベ
ン
ト

 

・「
冷
や
し
旧
家
、は
じ
め
ま
し
た
。」

　

  　

    

＝
２
０
１
９
年
７
月
13
日（
土
）～
９
月
８
日（
日
） 

　

７
月
よ
り
絶
賛
開
催
中
の
納
涼
企
画「
冷
や
し
旧
家
、

は
じ
め
ま
し
た
。」
は
、
暑
い
夏
を
昔
な
が
ら
の
方
法

で
涼
し
く
過
ご
そ
う
と
い
う
お
な
じ
み
の
企
画
で
、

今
回
も
た
ら
い
に
井
戸
水
を
は
っ
て
足
を
つ
け
る「
足

水
体
験
」や
室
内
を
見
た
目
に
も
涼
し
く
す
る
簾す

ど戸
と

蚊か

や帳
の
体
験
展
示
、期
間
限
定
で「
昔
な
が
ら
の
瓶
ラ

ム
ネ
」と「
冷
や
し
甘
酒
」の
販
売
を
行
な
っ
て
い
る
。

夏
休
み
直
前
の
開
始
早
々
に
は
、
ラ
ム
ネ
を
片
手
に

さ
っ
そ
く
足
水
を
楽
し
む
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
見
ら

れ
た
。
夏
休
み
の
後
半
も
、
ぜ
ひ
旧
植
田
家
住
宅
の

「
冷
や
し
旧
家
」へ
。

＊
他
の
イ
ベ
ン
ト
と
の
都
合
に
よ
り
、蚊
帳
の
体
験
展
示

　

を
実
施
し
な
い
日
や
時
間
も
あ
り
ま
す
。

 
・
夏
休
み
工
作
体
験「
土
蔵
で
ク
ラ
フ
ト
」

　

  　
　

 　
　
　
　
　

 

＝
8
月
10
日（
土
）・
8
月
24
日（
土
）

　

子
供
か
ら
大
人
ま
で「
夏
休
み
の
宿
題
に
」も
使
え

る
「
土
蔵
で
ク
ラ
フ
ト
」で
は
、身
近
に
あ
る
材
料
で

話
　
題

告
知

小
物
や
玩
具
を
作
る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
毎
年
行
な
っ

て
い
る
。今
年
は
全
２
回
の
実
施
で
、10
日（
土
）は
開

館
10
周
年
を
記
念
し
て
、
卵
形
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル

を
用
い
た「
き
ゅ
う
ち
ゃ
ん
人
形（
た
ま
ご
型
）」
と
、

24
日（
土
）は
お
な
じ
み
廃
材
パ
ネ
ル
を
使
っ
た
江
戸

の
か
ら
く
り
玩
具「
回
り
ネ
ズ
ミ
」
を
作
る
予
定
に

な
っ
て
い
る
。い
ず
れ
も
参
加
は
８
月
か
ら
事
前
申
し

込
み
で
受
付
中
。

 

・
夏
の
お
茶
会
（
協
力
：
八
尾
高
校
茶
道
部
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

＝
8
月
25
日（
日
）

　

毎
年「
夏
の
お
茶
会
」は
、地
元
八
尾
高
校
茶
道
部
の

協
力
を
得
て
実
施
。午
後
１
時
30
分
か
ら
３
時
30
分
ま

で
開
催
。参
加
無
料（
入
館
料
が
必
要
）、当
日
会
場
ま
で
。

・
９
／
８（
日
） 

防
災
！
か
ま
ど
で
ご
飯
炊
き
体
験

・
９
／
14（
土
） 

旧
家
で
観
月
会（
夜
間
開
館
）

・
９
／
15（
日
） 

か
ま
ど
で
月
見
団
子
作
り

・
９
／
23（
祝
） 

蓄
音
機
で
回
想
法　

※
無
料

今年も「冷やし旧家」準備中

旧植田家住宅のマスコットキャラ
「きゅうちゃん」の人形（左 ）と

からくり玩具「回りネズミ」（右）
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新
元
号「
令
和
」の
出
典
が
万
葉
集
で
あ
る
こ
と
を

聞
い
て
、思
わ
ず
奈
良
県
桜
井
市
に
あ
る
万
葉
歌
碑
を

巡
る
散
歩
に
で
か
け
ま
し
た
。

　

桜
井
市
に
あ
る
万
葉
歌
碑
は
、
同
市
在
住
だ
っ
た

保
田
與
重
郎
を
通
じ
て
、川
端
康
成
が
呼
び
か
け
人
と

な
り
、昭
和
四
十
六
年
頃
よ
り
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、

武
者
小
路
実
篤
等
の
文
学
者
の
み
な
ら
ず
、棟
方
志
功

や
東
山
魁
夷
等
の
芸
術
家
に
犬
養
孝
等
の
学
者
も
加

わ
り
、六
十
二
基
が
市
内
の
万
葉
ゆ
か
り
の
地
に
建
て

ら
れ
て
い
ま
す
。今
東
光
も
そ
の
中
で
揮
毫
し
た
一
人

で
し
た
。

　
「
紫
は
ほ
の

4

4

さ
す
も
の
ぞ　

海つ

ば

い

ち

石
榴
市
の

　
　

八
十
の
ち
ま
た
に
逢
へ
る
子
や
誰
」

　

こ
の
歌
は
万
葉
集
巻
十
二
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作

者
未
詳
の
問
答
歌
で
す
が
、こ
の
歌
の
揮
毫
に
あ
た
り

東
光
は
、あ
る
思
い
を
込
め
た
こ
と
を
歌
碑
の
お
披
露

目
直
後
に
行
わ
れ
た
座
談
会
で
告
白
し
て
い
ま
す
。

出
席
者
は
林
房
雄
、
保
田
與
重
郎
、
堀
口
大
學
、中
河

与
一
、前
川
佐
美
雄
に
当
時
の
桜
井
市
長
池
田
栄
三
郎
。

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（三
十
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　

保
田　

今
先
生
の
歌
碑
に
つ
い
て
の
話
を
や
っ
て
も
ら

　

い
ま
し
ょ
う
。金つ

ば
い
ち屋

の
碑
の
歌
の
こ
と
を
。

　

今       

こ
れ
は
ね
、紫
は
、紫
草
だ
な
。佐
佐
木
信
綱

　

さ
ん
の
定
本
に
あ
る
、紫
草
の「
紫
は
、灰
指
す
も
の
ぞ

　

海
柘
榴
市
の
八
十
の
ち
ま
た
に
逢
へ
る
子
や
誰
」と
い
う

　

歌
な
ん
だ
。と
こ
ろ
が
ね
、僕
は「
灰
指
す
も
の
ぞ
」と
は
、

　

読
め
な
い
と
思
う
の
だ
。と
い
う
の
は
、理
屈
を
つ
け
る

　

と
、紫
の
色
を
出
す
た
め
に
、灰
を
使
う
と
い
う
の
だ
、

　

ア
ク
抜
き
に
。だ
か
ら「
紫
は
灰
指
す
も
の
ぞ
」…
。

　

保
田　

そ
の
灰
が
ね
、つ
ば
き
の
灰
を
使
う
と
い
う
の
で
す
。

　

今          

そ
れ
だ
っ
た
ら
、こ
じ
つ
け
み
た
い
に
な
る
。僕
は
、

　
「
仄
指
す
」を
、書
い
て
い
る
う
ち
に
、チ
ョ
ン
チ
ョ
ン

　

と
、後
か
ら
点
を
入
れ
て
、「
灰
」に
し
て
し
も
た
ん
だ
と

　

い
う
の
だ
。転
写
し
て
い
る
う
ち
に「
仄
」を（
笑
）。八
十
の

　

ち
ま
た
に
あ
う
子
は
誰
だ
、そ
れ
は
紫
の
よ
う
に
ほ
の
ぼ
の

　

と
美
し
い
、と
い
う
意
味
だ
。そ
れ
を
灰
指
す
な
ん
て
、

　

そ
ん
な
灰
指
す
よ
う
な
女
だ
っ
た
ら
、俺
、惚
れ
な
い
よ（
笑
）。

　

堀
口　

こ
れ
は
、僕
は
賛
成
す
る
。さ
す
が
は
大
僧
正

　

だ
。 （
中
略
）

　

保
田　

僕
ら
、子
供
の
こ
ろ
か
ら
、あ
れ
を
何
気
な
く「
仄

　

指
す
」と
読
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
。気
分
的
に
も

　

感
覚
的
に
も
、そ
う
い
う
感
じ
だ
っ
た
。書
く
時
は「
灰
指

　

す
」と
書
き
ま
す
が
。

　

今　
「
仄
指
す
」だ
ろ
う
。俺
は
ね
、仏
書
を
転
写
し
た
も
の

　

を
、叡
山
な
ん
か
で
見
て
い
る
と
、い
ろ
い
ろ
と
違
う

　

わ
け
だ
。年
代
も
違
う
。転
写
し
て
い
る
う
ち
に
、「
仄
」

コ
ラ
ム

　

と
い
う
字
に
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
と
点
を
入
れ
よ
っ
た
ん

　

や
な
、次
の
や
つ
が（
笑
）。よ
う
歌
も
わ
か
ら
ず
に
、「
仄

　

指
す
」
っ
て
、こ
ん
な
字
か
い
な
と
思
っ
て
、二
つ
点
を

　

入
れ
た
ら
、「
灰
」に
な
っ
て
し
も
て
、そ
う
す
る
と
、こ
れ

　

は
、ど
う
し
て
も
、海
柘
榴
市
に
関
係
が
あ
る
か
ら
、紫
の

　

色
を
出
す
た
め
に
、ツ
バ
キ
の
灰
を
入
れ
た
、そ
れ
だ
っ

　

た
ら
、な
ん
で
、「
八
十
の
ち
ま
た
に
お
う
た
子
が
な
つ

　

か
し
い
」な
ん
て
、言
わ
ん
な
ら
ん
ね
ん
。

　

林　

な
る
ほ
ど
。

　

今　

 

俺
は
恋
愛
の
ほ
う
は
専
門
や
か
ら（
笑
）。こ
れ
は
、

　
「
仄
指
す
」や
な
い
と
通
ら
ん
と
い
う
て
、が
ん
ば
っ
た

　

ん
だ
な
。

　

中
河　

お
も
し
ろ
い
な
。

　

今　

俺
が
違
っ
て
て
も
、後
世
に
あ
の
石
が
、五
十
年
か
、

　

百
年
残
れ
ば
お
も
ろ
い
や
な
い
か
、違
う
た
と
し
て
も
。

　

前
川　

い
ま
の
万
葉
の
学
者
は
ど
う
い
う
か
。そ
の
新
説

　

は
、な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
。（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（「
浪
曼
」
所
収〝
座
談
会
大
和
路
の
万
葉
歌
碑
〟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
十
八
（
一
九
七
三
）
年
一
月
号
よ
り
）

　

東
光
が
投
げ
か
け
た
問
い
か
け
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。古
典
解
釈
の
奥
深
さ

や
文
化
継
承
の
難
し
さ
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、定
説
の

重
み
な
ど
。
再
び
脚
光
を
浴
び
た
万
葉
集
を
片
手
に
、

古
代
と
現
代
を
つ
な
げ
よ
う
と
歌
碑
に
込
め
た
東
光

を
思
い
な
が
ら
、桜
井
市
ま
で
足
を
延
ば
す
の
は
河
内

人
な
ら
で
は
の
楽
し
み
で
す
。

写真：万葉歌碑（p3 目次に掲載）
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