
ＶＧ槻輪だより 会報第１７６号                                   ２  

   「
造
幣
局
の
通
り
抜
け
」 

に
行
き
ま
し
た 

 

今
年
の
施
設
の
お
花
見
は
、

「
造
幣
局
の
通
り
抜
け
」
で
し

た
。
最
初
行
事
が
発
表
さ
れ
た

と
き
、
た
く
さ
ん
申
し
込
み
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
み
ん
な
の

話
の
中
で
、
あ
の
人
出
の
中
で

果
た
し
て
み
ん
な
が
無
事
に
見

物
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
車
椅

子
で
大
丈
夫
か
、
ト
イ
レ
は
行

け
る
の
か
な
ど
の
心
配
が
さ
さ

や
か
れ
、
こ
の
計
画
が
無
謀
な

の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
ま
で

出
て
、
取
り
消
し
す
る
人
が
続

出
し
ま
し
た
。
私
は
最
初
か
ら

参
加
す
る
つ
も
り
で
し
た
が
。

結
局
当
日
に
な
っ
て
、
参
加
者

は
私
を
入
れ
て
３
名
で
し
た
。

３
人
と
も
自
立
の
人
で
し
た
。 

         

介
護
タ
ク
シ
ー
で
造
幣
局
の
前

ま
で
送
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
想

像
し
て
い
た
よ
う
に
た
く
さ
ん

の
人
出
で
す
。
造
幣
局
の
前
で

は
今
人
気
の
コ
イ
ン
セ
ッ
ト
を

買
う
人
の
長
蛇
の
列
が
出
来
て

い
ま
し
た
。
私
た
ち
参
加
者

3
名
に
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
が

3
名
付
い
て
く
れ
ま
し
た
。 

          

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
人
込

み
で
と
て
も
見
物
は
出
来
な
い

で
し
ょ
う
。
桜
の
花
は
満
開
で

す
。
「
長
く
立
ち
止
ま
ら
な
い

で
、
譲
り
合
っ
て
」
と
ア
ナ
ウ

ン
ス
が
流
れ
ま
す
。
私
は
ヘ
ル

パ
ー
さ
ん
と
は
ぐ
れ
な
い
よ
う

気
を
付
け
な
が
ら
、
カ
メ
ラ
を

構
え
て
写
真
を
撮
り
ま
く
り
ま

し
た
。
人
人
人
で
な
か
な
か
思

う
よ
う
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
切
れ

ま
せ
ん
。
花
に
は
そ
れ
ぞ
れ
名

前
が
付
い
て
い
て
「
関
山
」

「
祇
王
寺
妓
女
桜
」
な
ど
あ

り
、
今
年
の
花
に
選
ば
れ
た
の

は
「
紅
手
毬
」
と
言
う
濃
い
ピ

ン
ク
色
の
花
で
し
た
。
枝
垂
桜

も
美
し
く
満
開
で
し
た
。
み
ん

な
で
花
の
前
で
写
真
を
撮
り
ま

し
た
。
や
は
り
途
中
、
3
回

ほ
ど
は
ぐ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
し
か
し
心
配
は
い
り
ま
せ

ん
。
今
は
携
帯
電
話
と
い
う
便

利
な
も
の
が
あ
っ
て
、
つ
く
づ

く
い
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。 

あ
っ
と
い
う
間
に
出
口
に
着
き

ま
し
た
。
出
口
の
駐
車
場
に
車

が
待
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
だ
か

心
配
し
た
の
が
無
駄
だ
っ
た
よ

う
な
、
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
楽
な

楽
し
い
お
花
見
で
し
た
。
そ
の

ま
ま
施
設
に
直
行
、
現
地
で
は

無
理
な
の
で
、
食
堂
で
待
っ
て

い
て
く
れ
た
、
お
花
見
弁
当
を

美
味
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

早
速
写
真
を
印
刷
し
、
レ
イ
ア

ウ
ト
の
巧
み
な
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん

の
手
を
お
借
り
し
て
、
見
事
な

写
真
パ
ネ
ル
が
完
成
し
ま
し

た
。 記

・
写
真
：
牧
戸
富
美
子 

  新
し
い
街
に
甦
る 

丹
波
篠
山
市 

〝
た
ん
～
ば
山
に
は 

狸
が
お
っ
て
さ
．
．
．
♪
〟 

あ
れ
！
ど
こ
か
違
っ
て
る
っ

て
？
そ
う
、
小
さ
い
頃
に
こ
の

よ
う
に
憶
え
て
し
ま
っ
た
の

で
、
丹
波
篠
山
と
聞
け
ば
口
ず

さ
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
ネ
ッ
ト

に
も
同
調
者
が
い
た
の
で
ほ
っ

と
し
ま
し
た
。 

こ
の
街
は
今
年
５
月
１
日
か

ら
篠
山
市
か
ら
丹
波
篠
山
市
に

変
わ
り
ま
す
。
市
民
の
気
持
ち

も
新
た
な
も
の
か
、
爽
や
か
な

気
持
ち
の
良
い
印
象
を
受
け

て
、
観
光
し
て
き
ま
し
た
。 

周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地

の
中
に
、
城
の
風
情
を
残
す
大

書
院
と
城
下
町
の
歴
史
的
な
建

物
や
商
家
等
が
残
っ
て
い
ま

す
。
ま
ず
は
市
内
中
心
部
に
あ

る
平
地
の
広
い
駐
車
場
か
ら
大

書
院
に
通
じ
る
大
手
門
を
入
り

ま
す
。
お
堀
に
は
見
た
こ
と
の

な
い
美
し
い
声
と
姿
を
し
た
小

鳥
が
い
ま
し
た
。
徳
川
家
康
が

大
阪
攻
略
の
為
に
命
じ
た
重
要

な
篠
山
城
（
藩
主
青
山
家
）
で

し
た
が
天
守
閣
は
造
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
も
と
の
大
書
院
は

二
条
城
に
次
ぐ
規
模
壮
大
な
木

造
建
築
で
し
た
が
、
明
治
の
廃

城
令
に
も
耐
え
た
の
に
、
昭
和

１９
年
の
火
災
で
３
３
５
年
の

歴
史
が
一
瞬
の
う
ち
に
焼
失
し

て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。 

          

そ
の
後
、
篠
山
市
民
の
熱
い

願
い
で
平
成
１２
年
（
２
０
０

０
）
に
大
書
院
が
記
録
に
基
づ

い
て
復
元
さ
れ
ま
し
た
。
古
式

の
建
築
様
式
や
荘
厳
な
装
飾
も

す
べ
て
往
時
の
雰
囲
気
を
再
現

さ
れ
て
お
り
、
特
に
金
銀
絵
に

囲
ま
れ
た
大
広
間
は
最
近
の
い

く
つ
も
の
時
代
劇
の
撮
影
に
使

わ
れ
る
程
豪
華
で
す
。
中
庭
に

は
基
石
で
江
戸
時
代
の
建
物
跡

が
明
記
し
て
あ
り
ま
す
。
敷
地

の
端
に
藩
主
青
山
家
を
祀
る
青

山
神
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
青

山
家
の
江
戸
藩
邸
の
あ
っ
た
所

が
か
の
有
名
な
東
京
青
山
通
り

の
発
祥
の
地
に
な
っ
て
い
ま

す
。 

 
 

           

市
中
の
見
所
は
、
他
に
江
戸

時
代
の
歴
史
と
文
化
の
史
料
展

示
の
青
山
歴
史
村
、
下
級
武
士

た
ち
の
御
徒
士
町
（
お
か
ち
ま

ち
）
武
家
屋
敷
、
明
治
24
年

に
建
て
ら
れ
た
日
本
最
古
の
木

造
裁
判
所
を
改
修
さ
れ
た
歴
史

美
術
館
、
大
正
12
年
に
建
て

ら
れ
た
町
役
場
を
レ
ス
ト
ラ
ン

と
土
産
店
に
利
用
し
た
大
正
ロ

マ
ン
館
、
９
０
０
年
の
歴
史
を

持
つ
陶
器
を
展
示
し
た
古
陶
器

館
、
昔
懐
か
し
い
雰
囲
気
の
商

店
街
．
．
． 

 

            

街
角
で
焼
き
立
て
の
丹
波
栗

と
猪
肉
丼
を
味
わ
い
、
雑
穀
店

で
本
場
の
丹
波
黒
豆
を
買
い
ま

し
た
。
昨
秋
収
穫
し
た
自
家
畑

の
丹
波
黒
豆
よ
り
３
倍
く
ら
い

大
き
い
の
で
、
今
秋
の
収
穫
が

楽
し
み
で
す
。 

余
談
で
す
が
心
理
学
者
の
神

様
、
文
化
勲
章
授
章
の
河
合
隼

雄
氏
の
当
身
地
と
い
う
知
的
財

産
も
自
慢
の
一
つ
に
出
来
る

筈
。
お
節
介
で
す
が
。 

          

 

記
・
写
真
：
上
村
サ
ト
子 

会
員
だ
よ
り 

写真パネルが完成した 

桜に囲まれた筆者 

大書院への入り口 

大書院 屋根は入母屋造木造住宅 

武家屋敷安間家資料館 
大書院の最も格式高い 

部屋「上段之間」 


