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◎ 2024年 4/27（土） ー 7/28（日）
　企画展①「開館15周年記念展示・前編」
　過去15年間の企画展の中から美術・工芸品の優品を展示します

◎ 2024年 6月～11月　旧家で芸能・伝統文化 ～錦影絵プロジェクト2～
　幻燈師になって錦影絵演目の上演を目指します。

展示・イベントのご案内

※休館日は P15 をご覧ください

展 示 ・ イ ベ ン ト 案 内
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表紙写真

かまどの火（おもちつきの準備風景）

おもちつき、ご飯炊き体験、学校園見学など現在
も活躍する旧植田家住宅のかまど。文化財施設
でありながら実際に火が使え、昔のくらしを
体験できる。12 月～ 3 月は企画展「昔のくら
し～火ひと日～」を開催。詳細は 4・5 頁を参照。
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令
和
５
年
度 

冬
季
企
画
展
③

 

昔
の
く
ら
し
～
火
ひ
と
日
～ 

　

現
代
で
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が「
電
気
」に
よ
っ
て
動
き
、

日
々
私
た
ち
の
生
活
を
便
利
に
し
て
い
ま
す
。一
方
で

そ
の
進
化
の
過
程
で
失
わ
れ
て
い
っ
た
も
の
も
多
く

あ
り
ま
す
。
旧
植
田
家
が
生
活
し
て
い
た
江
戸
時
代

か
ら
昭
和
の
終
わ
り
ご
ろ（
２
５
０
年
～
40
年
前
）ま
で

の
く
ら
し
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

一
日
の
く
ら
し
を
見
る
と
今
よ
り
た
く
さ
ん「
火
」を

使
う
場
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
昔
の
道
具
か
ら
想
像
で
き

ま
す
。実
際
に
電
気
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
明
治

か
ら
昭
和
で
も「
火
」は
使
わ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
旧
植
田
家
住
宅
の
収
蔵
品
の
中
か
ら「
火
を

お
こ
す（
着
火
）、
火
を
灯
す（
明
か
り
）、
火
を
使
う

（
炊
事
）、火
を
消
す（
消
火
）、火
で
温
め
る
・
暖
ま
る

（
暖
房
）」な
ど
火
に
関
す
る
道
具
を
展
示
し
、日
々
変
化

す
る「
日ひ

ひ
と
ひ

一
日
」
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
企
画
展

を
開
催
し
ま
し
た
。

【
火
を
お
こ
す
・
と
も
す
】

　

現
代
の
着
火
道
具
と
い
え
ば
チ
ャ
ッ
カ
〇
ン(

ガ
ス

マ
ッ
チ
、着
火
ラ
イ
タ
ー
、点
火
棒
と
も
）で
す
が
、古
く

は
火
打
石（
火
打
金
）が
使
わ
れ
、燐
寸（
マ
ッ
チ
）や

ラ
イ
タ
ー
の
基
礎
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。火
が
着
く
と

展示室の風景

ざっくりくらし年表



― 5 ―5

木
や
油
、
炭
な
ど
を
燃
料
と
し
て
明
か
り
や
調
理
、

暖
房
な
ど
に
用
い
ま
し
た
。と
く
に
夜
は
最
も
火
を
使
う

時
間
で
、そ
の
火
を
で
き
る
だ
け
絶
や
さ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
人
々
の
く
ら
し
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
明
か
り
の
道
具
か
ら
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

【
火
を
使
う
・
消
す
】

　

火
は
様
々
な
用
途
に
使
わ
れ
、現
代
で
も
料
理（
調
理
）

に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
い
え
ま
す
。ま
た「
火
消
し
壺
」

の
よ
う
に
火
を
消
す
道
具
が
使
わ
れ
た
り
、火
災
時
の

消
火
方
法
に
も
違
い
が
あ
り
、同
じ
火
を
問
題
に
し
て
い

て
も
認
識
の
違
い
や
技
術
の
進
歩
が
こ
れ
ら
の
道
具
に

表
れ
て
い
ま
す
。

【
火
で
温
め
る
・
暖
ま
る
】

　

暖
房
と
し
て
の
火
は
季
節
限
定
で
す
が
、日
常
で
温
め

る
も
の
と
し
て「
火
の
し
」ア
イ
ロ
ン
や「
酒
燗
器
」に

炭
火
を
用
い
ま
す
。ま
た
お
風
呂
の
お
湯
な
ど
を
温
め
る

の
も
火
。そ
し
て
昔
の
冬
の
暖
房
と
い
え
ば
火
鉢
。今
の

住
環
境
で
は
殆
ど
使
え
ま
せ
ん
が
、お
湯
を
温
め
た
り

お
餅
を
焼
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。火
鉢
か
ら
ス
ト
ー
ブ

へ
と
時
代
が
変
わ
り
、燃
料
も
炭
か
ら
ガ
ス
、電
気
へ
と

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。日
一
日
を
追
い
か
け
て
み
る
と

大
き
な
時
代
の
流
れ
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
学
芸
員　

安
藤 

亮
）

調理に使う角型七輪と渋うちわ

屋内外の灯り

和ろうそくと燭台

油の入った皿の灯芯に火を点ける炭を入れる炭斗と炭を運ぶ十能火打石・金と燐寸（マッチ）

火
を
お
こ
す
・
灯
す

火
で
温
め
る
・
暖
ま
る

ちょっと
   ひといき

火
を
使
う
・
消
す

ガスかまど火を消す消火弾消防法被と鳶口

煙草盆と煙管入れ

ユニークな喫煙具

手焙り～懐炉（灰）～白金カイロ

昭和のガスストーブいろいろガス火鉢

多数で多種多様な火鉢

火のしアイロン
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企
画
展
関
連 

体
験
講
座

い
ろ
ん
な
火
お
こ
し
に
挑
戦
！

　

昨
年
の
企
画
展
関
連
講
座「
昔
の
あ
か
り
、明
る
さ

比
べ
」に
続
き
、
２
月
11
日（
日
・
祝
）は
体
験
講
座

「
い
ろ
ん
な
火
お
こ
し
に
挑
戦
！
」を
開
催
。小
学

３
年
生
以
上
を
対
象
に「
昔
の
く
ら
し
と
火
」
に

つ
い
て
、様
々
な
火
お
こ
し
を
体
験
し
て
も
ら
う

こ
と
で
学
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
講
座
室
で「
火
の
あ
る
昔
の
く
ら
し
」に

つ
い
て
話
を
し
た
後
、火
お
こ
し
に
必
要
な「
火ほ

く
ち口

」

を
麻
ひ
も
か
ら
作
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。作
っ
た

火
口
は
一
旦
置
い
て
お
き
、最
初
の
火
お
こ
し
に

挑
戦
。レ
ベ
ル
１
は「
ラ
イ
タ
ー
」。現
代
で
も
使
う

機
会
が
減
り
、子
ど
も
に
は
使
い
に
く
い
構
造
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、何
と
か
ロ
ウ
ソ
ク
や
灯

と
う
み
ょ
う明

に
も

明
か
り
が
灯
り
ま
し
た
。

　

続
く
レ
ベ
ル
２
は「
マ
ッ
チ（
燐
寸
）」。場
所
を

カ
マ
ヤ
に
移
動
し
、か
ま
ど
の
前
で
火
を
つ
け
て

も
ら
い
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
が
講
座
の
本
番
!?

レ
ベ
ル
３
へ
行
く
前
に
、虫
眼
鏡
で
日
光
を
集
め
て

点
火
す
る「
収
斂れ

ん

発
火
」の
実
験
を
行
な
い
、お
待
ち

兼
ね
の「
火
打
石
」と「
舞
ぎ
り
式
」の
火
お
こ
し
に

挑
戦
し
ま
し
た
。

　

作
っ
た
火
口
を
用
意
し
、後
は
ひ
た
す
ら
カ
チ

カ
チ（
火
打
石
の
音
）、シ
ュ
ッ
シ
ュ
ッ（
火
お
こ
し
の

音
）…
…
。よ
う
や
く
最
後
に
火
打
石
だ
け
成
功
し
、

火
の
尊
さ
を
み
ん
な
で
実
感
し
ま
し
た
。 （
学
芸
員
）炭化させた綿（火口）に火種が移った様子

火打石で火花を散らす 舞ぎり式の火おこし

火打ち箱 虫眼鏡と日光で点火

※講座は防火管理者のもと、安全に配慮し、火災など細心の注意を払って実施しています。
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落
語
の
会
で
心
も
体
も
あ
た
た
か
く

　

旧
家
で
芸
能
・
伝
統
文
化「
落
語
の
会
」
は
、

「
素
人
寄
席 

天
満
天
神
の
会
」に
出
演
い
た
だ
く

よ
う
に
な
っ
て
今
年
で
丸
10
年
が
経
ち
ま
し
た
。

開
催
時
期
も
冬
の
肌
寒
い
２
月
で
い
つ
の
間
に
か

定
着
し
、古
民
家
で
す
る
に
は
ち
ょ
っ
と
厳
し
い

と
思
わ
れ
ま
す
が
、毎
年
心
待
ち
に
さ
れ
て
い
る

お
客
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

出
演
者
は
毎
回
替
わ
り
、過
去
に
も
出
演
し
た

１
名
を
含
め
て
４
名
の
方
々
が
座
敷
の
高
座
に

上
が
り
ま
し
た
。
こ
の
落
語
会
の
魅
力
は
何
と

い
っ
て
も
無
料
…
で
は
な
く
、演
者
と
お
客
さ
ん

と
の
距
離
感
や
建
物
の
雰
囲
気
で
す
。
時
に
は

台
詞
を
忘
れ
て
お
客
さ
ん
と
会
話
を
し
た
り

（
今
回
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
）、部
屋
は
暖
房
が

効
い
て
意
外
に
暖
か
く（
暑
い
こ
と
も
）、落
語

の
世
界
と
和
室
が
と
て
も
よ
く
合
い
ま
す
。ま
た

老
若
男
女
だ
れ
で
も
気
楽
に
日
本
の
伝
統
芸
能
や

文
化
に
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
の
も
大
き
な
魅
力

で
す
。

　

こ
の
日
も
た
く
さ
ん
の〝
笑
い
〟と
い
う
お
土
産

を
持
っ
て
、
心
も
体
も
あ
た
た
く
な
っ
て
帰
っ

て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

（
ス
タ
ッ
フ
）

出演：素人寄席 天満天神の会

紅梅亭 玉美 / 動物園

天満家 賢之輔 / 餅屋問答

大川亭 飄々 / 二人癖

天神亭 つき日 / 子ほめ
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で 　 暖 　 家 　 支 　 援 　 旧 　 家 　 で 　 暖 　 家 　 支 　 援 　 旧 　 家 　 で 　 暖

４年ぶりの再開！

ほっと一息、「あったか支援」。
　　　　　   冬の旧家を楽しく過ごそう！

令 和 6 年（ 2 0 2 4 ）

１ 月 2 1 日（ 日 ）

◆企画「こたつで “暖
だん

らん”」

実施期間：
令和6年（2024）

1/7（日）～3/11（月）

◆
こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会

　
「
旧
家
で
暖
家
支
援
」期
間
中
の
１
月
21
日（
日
）

は
４
年
ぶ
り
と
な
る「
こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会
」

を
開
催
し
ま
し
た
。お
茶
会
は
毎
年
夏
と
冬
の

年
２
回
実
施
し
て
い
ま
す
が
、コ
ロ
ナ
の
影
響
で

し
ば
ら
く
ど
ち
ら
も
中
止
が
続
き
ま
し
た
。昨
年

度「
夏
の
お
茶
会
」（
八
尾
高
校
茶
道
部
協
力
）
が

再
開
さ
れ
る
と
、冬
も
よ
う
や
く
復
活
と
な
り

ま
し
た
が
、〝
新
し
い
生
活
様
式
〟以
前
の
よ
う

な
活
気
は
ま
だ
戻
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

と
は
い
え
再
開
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
参
加
者

も
あ
り
、お
茶
会
は
小
さ
な
子
ど
も
か
ら
大
人

ま
で
が
参
加
し
、
先
生（
地
元
女
性
会
協
力
）
に

お
点
前
を
教
わ
り
ま
し
た
。ま
た
久
し
ぶ
り
の

お
抹
茶
は
い
つ
も
通
り
ち
ょ
っ
と
大
人
の
味
で
、

甘
い
お
菓
子
が
よ
り
甘
く
感
じ
ら
れ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
の
様
子
を
対
面
の
席
で

見
守
る（
撮
影
す
る
）保
護
者
の
表
情
も
と
て
も

楽
し
そ
う
で
し
た
。お
茶
会
は「
暖
家
支
援
」の

企
画
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、心
温
ま
る

ひ
と
時
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

みんな温かく見守ります

２席目もこどもたちが参加ちょっと苦いかな？

お茶を点ててみる体験
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冬
限
定
企
画「
旧
家
で
暖あ
っ
た
か家
支
援
」

◆
コ
タ
ツ
で〝
暖だ
ん

ら
ん
〟

　

通
気
性
が
良
く
夏
場
は
快
適
に
過
ご
せ
る

旧
家（
古
民
家
）の
冬
は
ま
さ
に
逆
サ
ウ
ナ
状
態
。

た
だ
で
さ
え
外
は
寒
い
の
に
家
の
中
に
入
っ
て

も
同
じ
で
は
い
か
ん
、と
い
う
こ
と
で
始
め
た

冬
限
定
企
画「
旧
家
で
暖
家
支
援
」。期
間
中
、

主
屋
に
設
置
し
た
電
気
コ
タ
ツ
に
入
り
な
が
ら

様
々
な
昔
の
遊
び
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
企
画
は
、寒
い
冬
の
旧
家
を
い
か
に
楽
し

む
か
と
い
う
考
え
の
も
と
、
あ
え
て「
寒
い
も

ん
は
寒
い
」
ま
ま
で
、
心
や
体
が
暖
か
く
な
る

方
法
を
提
案（
支
援
）し
て
い
ま
す
。コ
タ
ツ
の

ほ
か
に
も
、火
鉢
体
験
や
飲
料
販
売（
休
止
中
）、

半
纏（
綿
入
れ
）な
ど
も
用
意
し
て
い
ま
す
。来
年

の
冬
も
ま
た
、ぜ
ひ
家
族
友
人
お
一
人
で「
暖
」

を
求
め
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

旧 　 家 　 で 　 暖 　 家 　 支 　 援 　 旧 　 家 　 で 　 暖 　 家 　 支 　 援 　 旧 　 家
遊び道具の貸出メニュー

2時間かけて1杯の珈琲!?

大人のための

　　　　ホットなイベント！

令 和 6 年（ 2 0 2 4 ）

3 月 3 日（ 日 ）

◆
大
人
の
石
臼
珈
琲
体
験

　
「
旧
家
で
暖
家
支
援
」の
企
画
の
一
つ
と
し
て

ス
タ
ー
ト
し
た「
石
臼
珈
琲
体
験
」は
、高
校
生

以
上
を
対
象
に
、毎
年
10
名
の
定
員
で
実
施
す
る

人
気
企
画
で
す
。
珈
琲
豆
の
選
定（
ダ
メ
豆
の

除
去
）作
業
か
ら
七
輪
を
使
っ
た
焙
煎
、石
臼
で

珈
琲
豆
を
挽
く
ま
で
の
体
験
が
で
き
、あ
と
は

プ
ロ
に
珈
琲
を
淹
れ
て
も
ら
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
珈
琲
の
歴
史
や
種
類
、淹
れ
方
な
ど
に

つ
い
て
講
師
か
ら
説
明
を
受
け
た
後
、
明
る
い

場
所
に
移
動
し
、ダ
メ
豆
探
し
を
み
ん
な
で
行

な
い
ま
し
た
。そ
の
間
、カ
マ
ヤ
で
は
ス
タ
ッ
フ

が
必
死
に
炭
火
を
熾
し
て
い
ま
す
。研
修
の
成
果

も
あ
っ
て
流
れ
る
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
焙
煎
に

進
む
と
、参
加
者
は
交
代
で
黙
々
と
作
業
を
続
け

ま
す
。焙
煎
し
た
豆
は
す
ぐ
に
団う

ち
わ扇

の
風
で
冷
ま

し
、
石
臼
で
挽
く
と
、
香
ば
し
い
香
り
が
漂
っ

て
き
ま
し
た
。い
よ
い
よ
試
飲
で
す
。

　

今
回
は
２
種
類
の
淹
れ
方
で
珈
琲
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。た
っ
ぷ
り
２
時
間
を
か
け

て
味
わ
う
ホ
ッ
ト
な
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。

講師の話を聴く参加者

石臼で珈琲豆を挽くドリップ中

七輪と炭火で豆を焙煎
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10

日日植田家住宅
-日常から日用まで -

雑記帳

 第13日：御財印、はじめました。

Go-zai-in !

「御
ご ざ い い ん

財印めぐり」って？

　「御財印めぐり」は「各地で継承される文化財

等のデザインを表象した『御財印』（御朱印の

建物版）を集め、その地域の文化・歴史や建物

を知り、地域の人たちとのふれあいを楽しむ

旅」として令和 2 年よりスタートした、大阪府

登録文化財所有者の会が主催・企画支援する

事業です。令和 6 年 3 月時点で 30 の自治体・

106 ヵ所に御財印が設置されています。（「御

財印めぐり」2024 年しおり（パンフレット）参照）

【
デ
ザ
イ
ン
決
定
】

　

御
財
印
は
プ
ロ
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
さ
ん
に
よ
っ
て

各
文
化
財
等
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
た
文
字
や

イ
ラ
ス
ト
な
ど
全
て
異
な
る
デ
ザ
イ
ン
が
さ
れ

て
い
ま
す
。こ
の
度「
御
財
印
め
ぐ
り
」に
参
加
さ

せ
て
も
ら
う
こ
と
と
な
っ
た
旧
植
田
家
住
宅
は

江
戸
時
代
の
新
田
会
所
跡
で
旧
植
田
家
の
住
居

（
古
民
家
）と
い
う
文
化
財
施
設
。デ
ザ
イ
ン
化

に
あ
た
り
、要
望
も
取
り
入
れ
て
も
ら
い
な
が
ら

完
成
し
た
御
財
印
が
こ
ち
ら
で
す
。

　

名
称
の
篆
刻
文
字
と
施
設
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
き
ゅ
う
ち
ゃ
ん
」の
基
に
な
っ
た
神
舎
の
狐
、

「
め
っ
ち
ゃ
え
え
や
ん
」。
旧
家
の
イ
メ
ー
ジ
に

合
っ
た
書
体
の
文
字
も
「
め
っ
ち
ゃ
え
え
や
ん
」。

こ
の
後
、御
財
印
は
神
舎
に
奉
納
し
ま
し
た
。

【
ス
タ
ッ
フ
練
習
】

　

朱
色
の
デ
ザ
イ
ン
部
分
と
黒
色
の
文
字
は
２
種
類

の
ス
タ
ン
プ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、日
付
は
手
書
き

の
た
め
、日
々
ス
タ
ッ
フ
が
筆
ペ
ン
片
手
に
練
習

し
て
い
ま
す
。ま
た
ス
タ
ン
プ
と
い
え
ど
、押
す
位
置

や
押
し
方
に
も
コ
ツ
が
要
る
た
め
、こ
ち
ら
も
練
習

が
必
要
。ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
ク
セ
も
違
う
た
め
、

仕
上
が
り
が
と
て
も
楽
し
み
な
御
財
印
で
す
。

【
グ
ッ
ズ
販
売
】

　

旧
植
田
家
住
宅
で
は
公
式
の「
御

財
印
帳
」と「
サ
コ
ッ
シ
ュ
」（
御
財
印

帳
袋
）の
ほ
か
、古
布
を
使
っ
た
植
田

家
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
サ
コ
ッ
シ
ュ
や

巾
着
袋（
図
右
）も
販
売
予
定
で
す
。

　

な
お
八
尾
市
内
で
は
、萩
原
家
住
宅（
茶
吉
庵
）、

恩
智
神
社
に
も
御
財
印
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

旧植田家住宅の御財印
イメージ

神舎に奉納 ! ?
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四
会
所
だ
よ
り

平
野
屋
新
田
会
所
最
後
の
所
有
者

  

「
銭
屋
髙
松
家
」か
ら
の
資
料
寄
贈

　

令
和
五
年
九
月
、平
野
屋
新
田
会
所
の
最
後

の
所
有
者
で
あ
っ
た
銭
屋
髙
松
家
か
ら
数
千
点

に
及
ぶ
資
料
が
大
東
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　

銭
屋
髙
松
家
は
、大
坂
・
船
場
で
白
粉
の
製
造

販
売
、
金
融
や
貸
家
業
な
ど
を
主
な
生
業
と

し
た
商
家
で
す
。
文
政
七
年（
一
八
二
四
）
に
、

七
代
目
髙
松
長
左
衛
門
清
房
が
平
野
屋
新
田

会
所
と
深
野
南
新
田（
大
東
市
平
野
屋
・
谷
川
・

南
新
田
）及
び
河
内
屋
南
新
田
（
東
大
阪
市

元
町
）の
所
有
権
を
取
得
し
、以
後
、平
成
十
九
年

（
二
〇
〇
七
）ま
で
髙
松
家
が
会
所
屋
敷
を
所
有

し
て
い
ま
し
た
。

　

寄
贈
さ
れ
た
資
料
に
は
、北
久
太
郎
町（
大
阪

市
中
央
区
）
の
店
舗
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た「
天

下
一
御
白
粉
所
」
と
彫
ら
れ
た
看
板
や
、
文
化

年
間（
一
九
世
紀
前
半
）
か
ら
明
治
二
十
年
代

（36）
（
一
九
世
紀
後
半
）ま
で
の
収
支
決
算
書
で
あ
る

「
勘
定
帳
」、延
宝
四
年（
一
六
七
六
）か
ら
明
治

十
六
年（
一
八
八
三
）
ま
で
の
土
地
・
建
物
等

の
取
得
の
経
過
を
記
し
た「
家
記
録
」
な
ど
、

髙
松
家
の
経
営
に
関
す
る
史
資
料
の
ほ
か
、髙
松

家
が
所
有
し
た
平
野
屋
新
田
会
所
や
深
野
南

新
田
・
河
内
屋
南
新
田
、
八
尾
市
の
柏
村
新
田

（
八
尾
市
柏
村
町
）
に
関
す
る
記
録
類
な
ど
も

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
大
坂
商
人
に
関
す
る
資
料
は
、

三
井
家
や
住
友
家
な
ど
後
の
財
閥
に
つ
な
が
る

家
の
も
の
を
の
ぞ
い
て
ほ
と
ん
ど
存
在
が
知
ら

れ
て
お
ら
ず
、
大
東
市
に
寄
贈
さ
れ
た「
銭
屋

髙
松
家
文
書
」は
、大
坂
の
商
業
史
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
う
え
で
も
重
要
な
資
料
で
す
。

　

大
東
市
は
、「
銭
屋
髙
松
家
文
書
」の
調
査
を

進
め
、大
坂
商
人
と
新
田
と
の
関
わ
り
な
ど
に

つ
い
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
今
後
の
調
査
成
果
に
是
非

ご
期
待
く
だ
さ
い
。

  （
大
東
市
産
業
・
文
化
部
生
涯
学
習
課　

佐
々
木 

拓
哉
）

「天下一御白粉所」看板

文政 8 年の「勘定帳」

「家記録」

「御宮拝殿修繕並ニ
  大会所普請人足帳」
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   【
植
田
家
住
宅
の
・
ち
ょ
っ
と
し
た
・
ト
ピ
ッ
ク
ス
】

　

①
年
末
恒
例
の「
お
も
ち
つ
き
＆
ミ
ニ
鏡
餅
」

＝
２
０
２
３
年
12
月
23
日（
土
）

　

コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
、年
末
の
雰
囲
気
を
取
り
戻
し

つ
つ
あ
る
恒
例
の「
お
も
ち
つ
き
の
会
」。お
も
ち
の
試
食
は

中
止
し
、未
だ「
お
も
ち
つ
き
大
会
」と
は
い
か
な
い
が
、

昨
年
好
評
だ
っ
た「
ミ
ニ
鏡
餅
づ
く
り
」も
新
た
な
利
用
者

の
開
拓
に
つ
な
が
っ
た
。

　

今
回
は
特
に
八
尾
市
の
現
役
の

消
防
職
員
の
方
々
が「
搗つ

き
手
」

と
し
て
協
力
し
て
下
さ
り
、防
災

面
で
も
非
常
に
心
強
か
っ
た
。来
年

も〝
出
動
〟を
お
願
い
し
ま
す
。

②
新
年
初
め
の「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
’23
」

＝
２
０
２
４
年
１
月
５
日（
金
）～
31
日（
水
）

　

今
年
最
初
の
イ
ベ
ン
ト
は
、昨
年
11
月
か
ら
公
募
を
行

な
っ
て
い
た「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
'23
」を
開
催
。展
示
期
間

は
新
年
で
あ
る
が
、タ
イ
ト
ル
は
年
度
で
表
記
す
る
。

　
「
新
旧
大
和
川
お
よ
び
新
田
会
所
周
辺
の
風
景
」
を

テ
ー
マ
に
今
回
は
６
名
の
応
募
が

あ
っ
た
。ど
の
作
品
も
個
性
的
で
、

八
尾
市
内
の
玉
串
川
の
風
景
を
は

じ
め
、旧
植
田
家
住
宅
内
の
井
戸
舎

や
河
内
木
綿
の
綿
と
花
を
描
い
た

作
品
も
み
ら
れ
た
。

③
旧
家
で
記
念
撮
影「
成
人
の
日
」＆「
ひ
な
祭
り
」

成
人
の
日
＝
２
０
２
４
年
１
月
５
日（
金
）～
21
日（
日
）

ひ
な
祭
り
＝  

２
月
23
日（
祝
）～
３
月
24
日（
日
）

　
「
成
人
の
日
」の
記
念
撮
影
は
例
年
参
加
者
が
変
わ
り
、

今
年
は
一
組
の
新
成
人
が
着
物
を
着
て
撮
影
に
訪
れ
た
。

一
方
で「
ひ
な
祭
り
」は
リ
ピ
ー
タ
ー
も
多
く
、親
子
連
れ

な
ど
４
０
０
名
近
く
の
来
場
者
が
期
間
中
に
あ
っ
た
。ま
た

３
月
２
日（
土
）と
３
日（
日
）に
設
置
し
た「
お
ひ
な
さ
ま

変
身
ス
ポ
ッ
ト
」を
楽
し
む
利
用
者
の
姿
も
み
ら
れ
た
。

④
10
年
ぶ
り
の「
ぶ
ら
り
玉
串
川
・
北
部
編
」

＝
２
０
２
４
年
３
月
16
日（
土
）

　

旧
大
和
川
を
歩
く「
ぶ
ら
り
玉
串
川
」の
北
部
コ
ー
ス
は

ち
ょ
う
ど
10
年
前
に
も
実
施
し
、そ
の
様
変
わ
り
し
た
風
景

を
楽
し
む
と
と
も
に
、古
写
真
と
同
じ
場
所
に
立
っ
て
み
る

試
み
も
行
な
っ
た
。公
園
や
寺
社

仏
閣
、墓
地
な
ど
普
段
見
慣
れ
た

場
所
の
意
外
な
歴
史
な
ど
を
発
見

し
な
が
ら
、新
旧
の
川
跡
周
辺
を

散
策
し
、あ
っ
と
い
う
間
に
予
定
の

３
時
間
が
経
過
し
た
。

⑤
今
年
度
最
後
の「
い
ま
む
か
し
遊
び
」

＝
２
０
２
４
年
３
月
17
日（
日
）

　

今
年
度
最
後
の
イ
ベ
ン
ト
は
、

い
つ
も
の「
昔
遊
び
の
日
」と
連
動

し
て「
い
ま
む
か
し
遊
び
体
験
」を

開
催
。子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
一
緒

に
な
っ
て
コ
マ
回
し
に
夢
中
に

な
っ
た
。む
か
し
遊
び
に
軍
配
。

庭で待機する消防車

ギャラリー展示の様子

幼稚園跡の公園の古写真古今の遊び道具を用意
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今
東
光
の
長
編
小
説「
裸
の
恋
人
」で
天
才
ピ
ア

ニ
ス
ト
と
し
て
登
場
す
る
松
田
四
郎
に
は
、モ
デ
ル

が
い
ま
す
。

　

松
竹
少
女
歌
劇
団（
略
称
Ｏ
Ｓ
Ｋ
）を
象
徴
す
る

「
桜
咲
く
国
」
を
作
曲
し
た
松
本
四
郎
が
そ
の
人

で
す
。（
発
表
当
時
は
四
良
）

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
ブ
ギ
ウ
ギ
」

で
趣
里
さ
ん
演
じ
る
笠
置
シ
ヅ
子
が
宝
塚
に
落
ち
て

Ｏ
Ｓ
Ｋ
を
訪
れ
た
際
、入
団
を
後
押
し
し
た
林
部
長

こ
そ
が
、ま
さ
に
松
本
四
郎
だ
っ
た
の
で
す
。朝
ド
ラ

で
は
梅
丸
少
女
歌
劇
団
で
し
た
が
。

　

松
本
四
郎
は
、Ｏ
Ｓ
Ｋ
の
前
に
は
宝
塚
少
女
歌
劇
団

に
在
籍
し
て
お
り
、東
光
が
こ
の
時
期
に
つ
い
て

回
想
し
た
文
章
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

宝
塚
歌
劇
５
０
年
史
を
拾
い
読
み
し
て
い
る
と

　

大
正
１
０
年（
１
９
２
１
）３
月
１
日
、松
本
四
郎
、

　

客
員
と
し
て
入
団
と
い
う
記
事
に
ぶ
つ
か
っ
た
。

　
　

僕
は
こ
の
松
本
四
郎
君
を
若
干
モ
デ
ル
に
し
て
、

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（五
十
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　

後
は
多
く
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
織
り
交
ぜ
て「
裸
の

　

恋
人
」と
い
う
小
説
を
書
い
た
。こ
の
作
に
は
小
林
一
三

　

さ
ん
の
面
影
を
も
少
し
ば
か
り
描
い
た
つ
も
り
だ
。

　

僕
と
彼
と
は
上
野
音
楽
学
校
の
予
科
生
の
と
き

　

か
ら
の
交
わ
り
で
、そ
れ
は
今
日
と
い
え
ど
も
細
く

　

長
く
続
い
て
い
る
友
情
な
の
だ
。当
時
、彼
は
家
庭

　

の
事
業
か
ら
研
究
科
に
残
る
こ
と
が
で
き
ず
、半
ば

　

自
暴
自
棄
に
な
っ
て
家
出
し
た
直
後
で
、い
う
な
れ

　

ば
小
林
一
三
さ
ん
に
拾
わ
れ
た
よ
う
な
も
の
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
ピ
ア
ノ
の
独
奏
家
と
し
て
立
っ
て

　

い
た
彼
が
、突
如
と
し
て
宝
塚
歌
劇
の
教
師
と
し
て

　

入
団
し
た
こ
と
は
僕
に
衝
撃
を
与
え
た
。（
中
略
）

　
　

た
し
か
翌
る
大
正
１
１
年（
１
９
２
２
）の
夏
だ
っ
た

　

と
思
う
が
、川
端
康
成
も
大
阪
に
帰
省
し
た
の
で

　

僕
は
い
っ
し
ょ
に
行
き
、松
本
四
郎
の
寓
居
に
旅
装

　

を
解
い
た
。当
時
、彼
は
逆
瀬
川
に
近
い
真
ん
中
に

　

あ
る
温
泉
の
あ
る
小
さ
な
別
荘
風
の
家
に
、独
り
身
を

　

わ
び
し
く
暮
ら
し
て
い
た
。そ
の
中
洲
の
住
宅
は

　

何
軒
か
が
建
ち
並
ん
で
い
た
が
隣
り
近
所
は
な
く
、

　

僕
ら
は
１
２
時
ご
ろ
に
な
る
と
素
っ
裸
で
逆
瀬
川

　

に
泳
ぎ
に
行
き
、真
夜
中
を
す
ぎ
る
こ
ろ
に
す
こ

　

ぶ
る
爽
快
に
な
っ
て
帰
る
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）

　
　

松
本
四
郎
が
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
を
し
て
い
た

　

の
で
、い
つ
と
な
く
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
も
仲
好
し
に

　

な
っ
た
が
、第
一
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
い
て
い
た

コ
ラ
ム

　

吉
田
君
が
辻
家
へ
養
子
に
行
き
、
そ
の
令
嬢
が

　

辻
久
子
さ
ん
だ
。久
子
さ
ん
の
デ
ビ
ュ
ー
は
松
本

　

四
郎
が
一
生
懸
命
に
な
り
、た
し
か
五
つ
六
つ
で

　

大
阪
で
初
舞
台
に
立
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
（
後
略
）

　
　

  （「
宝
塚  

宝
塚
市
編
」所
収〝
宝
塚
の
思
い
出
〟」昭
和
三
十
九

　
　
　
　
　
　

    

（
一
九
六
四
）年
十
二
月
一
日
淡
交
新
社
発
行
）

　

二
〇
二
一
年
に
九
十
五
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
辻

久
子
さ
ん
は
戦
前
か
ら
長
く
国
際
的
に
活
躍
さ
れ
た

バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
で
す
。「
裸
の
恋
人
」で
の
松
田
四
郎

も
河
内
出
身
の
ボ
ー
イ
の
音
楽
的
才
能
を
見
抜
き

抜
擢
し
た
り
す
る
所
に
四
郎
の
目
利
き
ぶ
り
が
反
映

さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。Ｏ
Ｓ
Ｋ
や
宝
塚
と

東
光
が
結
び
つ
く
と
は
意
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

才
能
あ
る
友
人
に
恵
ま
れ
、そ
れ
を
大
切
に
育
み
、

一
緒
に
な
っ
て
楽
し
ん
だ
今
東
光
ら
し
い
挿
話
だ

と
感
心
し
て
し
ま
い
ま
す
。

落 穂 拾 い
－ 今 東 光 の 薫 風 －
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