
　最終号の編集を終えて今、感謝でいっぱいです。表
紙を飾って下さった美術協会の皆さん、毎号の企画
の取材に心よく応じて下さった市民の皆さん、連載企
画でお世話になりました橋上猛雄氏、中山潔氏。パズ
ルで読者の楽しみを繋いで下さった森洋さん。ページ
に若さの色付けをしてくれた未来プランナーや帝塚山
学院大学漫画部の諸兄姉。皆さん方の力で出来上
がったAGUAでした。そしてそれを美しいフォルムに纏
めてくれたシンカ・コミュニケーションズのスタッフ。良
きパートナーとして敬意を表します。
　ご協力いただきました全ての皆さまに心よりお礼申
し上げます。

AGUA編集室一同
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AGUAとはスペイン語で「水」を意味します。
狭山池をシンボルにいただく
大阪狭山市をイメージしています。

編集後記

わが街・再発見！  大阪狭山市地域情報誌 19vol2021.3

［連載］このまちにこんな話が… 
西国三十三カ所を、三十三回も巡る行者がいた
～市内に残る満願供養塔～ 橋上 猛雄

ひと

雅楽って
おもしろい！楽しい！ 山口 創一郎山口 創一郎

ゆめ

特 

集

特 

集

ぶらり狭山のため池散歩④

岩室のため池群

ふるふる ゆらゆら
愛しい自分と遊ぼう

まち 中山  　潔中山  　潔

自転車de GO! GO! ／ 大阪狭山市グルメリポート 「一品料理・すし はりまや」

アグアラウンジ ／ AGUA vol.18の感想 ／ CROSS WORD PUZZLE

AGUA廃刊のごあいさつ ／ SAYAKAホール EVENT PICKUP

水
面
に
射
し
込
む
光
。水
面
を
走
る
風
。

水
紋
が
幾
重
に
も
重
な
り
透
き
と
お
っ
た
水

が
、生
き
も
の
の
よ
う
に
動
き
ま
す
。

抽
象
的
な
光
と
風
の
映
り
込
み
を
撮
っ
て
み

ま
し
た
。瞬
時
に
変
容
し
続
け
る
水
庭
は
大

変
興
味
深
い
被
写
体
で
す
。

撮
影
地：大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館 

水
庭

「光と風の妙」表紙のことば
（公財）日本広告写真家協会正会員

小川  幸三

加藤 正子

EVENT PICKUP

さやか寄席 桂米朝一門会

開演／14：00  開場/13：15
前売／一般 3,700円 

大ホール
（日）5.92021

（当日500円増）全席指定・税込

主　催 （公財）大阪狭山市文化振興事業団
制作協力（株）米朝事務所 

発売中

発売中

※未就学児童の入場はご遠慮願います。

出演／桂ざこば ・ 桂南光
　　　桂塩鯛 ・ 桂吉弥 ・ 桂吉の丞 ・ 桂二豆

福田こうへいコンサートツアー2021

主　催 （有）共栄プロダクション、（公財）大阪狭山市文化振興事業団

開演／14：00  開場/13：15
前売／一般 7,000円 

大ホール
（日）5.162021

（当日500円増）全席指定・税込
※未就学児童の入場はご遠慮願います。

お問い合せ TEL.072-365-8700 http://www.sayaka-hall.jp ※いずれの公演も座席の間隔を空けない配席で販売致します。予めご了承ください。



加
藤
さ
ん
が
手
が
け
る
催
し
は
ど
れ
も

優
し
く
幻
想
的
な
世
界
が
広
が
り
ま

す
。
自
ら
も
い
ち
表
現
者
と
し
て
天
河

弁
財
天
の
能
舞
台
で
即
興
の
舞
を
披

露
、〝
宇
豆
た
ま
ア
ー
ト
〞と
い
う
絵
の

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
を
開
催
す
る
な
ど
、
精

力
的
な
活
動
を
行
う
加
藤
さ
ん
。
最
近

は
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
読
み
解
く
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
を
行
い
、一
人
ひ
と
り
の〝
取

扱
説
明
書
〞を
伝
え
る
活
動
に
も
力
を

入
れ
て
い
ま
す
。

 

土
地
に
秘
め
ら
れ
た
力

　

加
藤
さ
ん
が
多
岐
に
渡
る
活
動
を
す

る
中
で
大
事
に
し
て
い
る
の
は〝
ご
縁
〞。

人
と
の
つ
な
が
り
、
そ
の
ご
縁
が
拡
が
っ

て
自
身
の
人
生
が
紡
が
れ
て
き
た
と
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。
小
学
校
３
年
生
の

頃
に
大
阪
狭
山
市
の
地
に
越
し
て
、ずっ

と
大
阪
狭
山
市
に
居
を
構
え
、
こ
の
土

地
が
発
す
る
力
と
人
々
の
魅
力
に
生
か

さ
れ
て
き
た
と
加
藤
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

「
当
時
の
最
先
端
技
術
の
結
集
で
あ
る

日
本
最
古
の
た
め
池〝
狭
山
池
〞が
あ

り
、
古
く
か
ら
人
々
の
交
流
が
あ
っ
た

狭
山
は
文
化
的
な
要
と
な
る
地
で
あ

り
、
歴
史
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
秘
め
ら
れ

た
地
と
感
じ
ま
す
。
そ
れ
故
か
狭
山
に

は
表
に
は
出
な
く
と
も
知
的
文
化
人
も

多
い
気
が
し
ま
す
。
狭
山
は
人
が
大
事

な
資
源
。
狭
山
池
の
龍
神
伝
説
や
北

条
氏
を
題
材
に
表
現
活
動
を
行
う〝
表

現
倶
楽
部
う
ど
ぃ
〞の
存
在
も
誇
ら
し
く

思
い
ま
す
。
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち

が
表
現
活
動
を
通
じ
、
心
の
居
場
所
を

築
き
、
自
分
ら
し
さ
を
培
っ
て
い
く
…
。

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
芽
吹
く
こ
と

が
で
き
る
土
壌
づ
く
り
は
、
新
し
い
時

代
に
根
ざ
し
た
素
晴
ら
し
い
取
り
組
み

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。一
人
ひ
と
り
が
の

び
の
び
と
育
つ
土
壌
が
あ
る
と
、
そ
の

人
の
人
生
の
質
が
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
し

て
、
そ
の
輪
が
渦
を
巻
い
て
広
が
っ
て
い

く
。
そ
の
連
鎖
反
応
が
地
域
の
彩
り
を

創
り
、
深
い
部
分
で
の
活
性
化
、
誰
も

が
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が
る

の
で
は
…
。」
と
。
そ
の
一
翼
を
担
え
れ

ば
と
２
０
０
３
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
の

が
、〝
そ
ば
屋 

藍
〞。
た
だ
の
食
堂
で
は

な
く
、
非
日
常
の
空
間
で
吟
味
さ
れ
た

食
材
を
頂
く
こ
と
で
、
言
葉
で
は
言
い

表
せ
な
い
何
か
を
感
じ
て
も
ら
え
る
空

間
を
プ
ロ
デュ
ー
ス
し
て
い
ま
す
。

 

人
が
輝
く
と
ま
ち
が
輝
く

　

加
藤
さ
ん
が
い
ま
最
も
伝
え
た
い
こ
と

は〝
尊
重
し
合
う
こ
と
〞。「
こ
れ
ま
で
は

他
者
と
比
較
し
て
競
争
の
世
界
で
生
き

て
き
た
よ
う
な
時
代
。
こ
れ
か
ら
は
個
性

を
尊
重
し
合
い
、
手
を
繋
い
で
生
き
て
い

く
時
代
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
自
分
自
身

を
お
も
し
ろ
が
り
、
受
け
入
れ
る
こ
と
。〝

自
分
の
コッ
プ
は
自
分
で
満
た
す
〞そ
の
力

が
自
立
に
つ
な
が
り
、
自
ず
と
他
者
と
も

向
き
合
え
る
と
思
い
ま
す
。
内
側
か
ら
溢

れ
出
て
く
る
個
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
地
域
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
増
幅
さ
れ
、
ま
ち
全
体
が

輝
き
は
じ
め
る
。
そ
の
人
に
し
か
な
い
魅

力
を
尊
重
す
る
こ
と
で
新
し
い
響
き
合
い

が
生
ま
れ
る
は
ず
…
」
と
。

　

童
謡
詩
人
金
子
み
す
ゞ
の
詩
『
わ
た

し
と
小
鳥
と
鈴
と
』
に
「
み
ん
な
ち
が
っ

て
、
み
ん
な
い
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
容
認
で
は

な
く
、
自
己
を
肯
定
す
る
大
切
さ
を
教

え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
変
容
す
る
社
会

の
中
、
多
様
性
を
認
め
合
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
と
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
中
、
終
始
に
こ
や
か
に

話
す
加
藤
さ
ん
、
そ
の
お
姿
は
ま
る
で

観
音
様
の
よ
う
で
し
た
。

と
言
わ
れ
る
イ
ン
ド
の
キ
ー
ル
タ
ン
の
歌

姫D
aphne

の
コ
ン
サ
ー
ト
、
淡
路
島

の
音
楽
ユニ
ッ
ト
Y
U
R
A
I
の
ラ
イ
ブ

は
、
レ
イ
ン
ボ
ー
ヴ
ォ
イ
ス
と
称
さ
れ
る

歌
声
と
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
空
気
感
に
魅
了

さ
れ
定
期
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
時
に
は

お
店
を
飛
び
出
し
た
催
し
も
。
２
０
０

８
年
に
は
観
心
寺
（
河
内
長
野
市
）
の

ご
本
尊
如
意
輪
観
音
像
（
国
宝
）
の

御
開
帳
を
祝
し
、
重
要
文
化
財
の
恩

賜
講
堂
で
歌
と
舞
、
楽
器
演
奏
、
即

興
ア
ー
ト
が
織
り
成
す
『
如
意
宝
珠
の

響
き
が
木
霊
す
る
』を
開
催
し
ま
し
た
。

 

彼
女
の
横
顔

　

大
野
台
の
住
宅
地
に
あ
る
一
軒
家
、

そ
こ
で
ご
主
人
と
と
も
に
自
家
製
手
打

ち
の
十
割
そ
ば
の
お
店
を
営
む
の
が
今

回
ご
紹
介
す
る
加
藤
正
子
さ
ん
で
す
。

趣
の
あ
る
和
風
邸
宅
を
改
装
し
た
隠
れ

家
の
様
な
お
店
。
門
に
か
け
ら
れ
た
暖

簾
を
く
ぐ
り
玄
関
を
あ
が
る
と
広
々
と

し
た
座
敷
、
黄
土
の
土
壁
、
立
派
な
梁
、

南
側
の
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
庭
に
面

し
た
広
縁
か
ら
は
や
わ
ら
か
な
日
が
差

し
込
み
ま
す
。
座
敷
に
は
加
藤
さ
ん
が

自
ら
描
い
た
生
命
を
題
材
と
し
た
抽
象

画
や
、一つ一つ
表
情
の
異
な
る
大
小
さ

ま
ざ
ま
な
お
多
福
の
置
物
な
ど
が
飾
ら

れ
て
、
和
の
空
間
の
中
に
独
創
的
な
雰

囲
気
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
加

藤
さ
ん
は
こ
こ
を
切
り
盛
り
す
る
傍

ら
、
お
店
を
会
場
に
様
々
な
催
し
を
企

画
し
て
い
ま
す
。
お
店
の
土
壁
を
ス
ク

リ
ー
ン
に
絵
本
の
世
界
を
映
し
出
す
宮

沢
賢
治
作
品
の
朗
読
劇
、 〝
歌
う
瞑
想
〞

ひと
﹇
特
集
﹈

た

大阪狭山市大野台２丁目１３-１１
TEL：０７２-３６８-１９８２
［営］ 昼の部 11：30～14：30
　　 夜の部 17：30～２１：00
　　（ラストオーダー20:00）
［休］水曜日 

自家製手打ち十割そば

そば屋 藍

加
藤 

正
子

Masako
KATO

ふ
る
ふ
る 

ゆ
ら
ゆ
ら

愛
し
い
自
分
と
遊
ぼ
う

　

こ
の
一
年
間
、コ
ロ
ナ
で
リ
モ
ー
ト
化
が
進
み
、社
会
全
体
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
よ
り
希
薄
し
、中
に
は
孤
独
を
抱
え
る
人
も
…
。今
こ
そ

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
、そ
し
て
自
己
を
見
つ
め
な
お
す
べ
き
時
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。今
回
ご
紹
介
す
る
の
は「
食
」と「
空
間
」を
通
じ
て
そ
の

時
々
の
世
に
求
め
ら
れ
て
い
る
催
し
を
企
画
、人
間
の
内
な
る
深
い
と
こ

ろ
に
響
く〝
何
か
〞を
発
信
し
、ま
ち
全
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
性
化
に
取

り
組
む
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
に
満
ち
溢
れ
る
女
性
で
す
。

　

こ
の
一
年
間
、コ
ロ
ナ
で
リ
モ
ー
ト
化
が
進
み
、社
会
全
体
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
よ
り
希
薄
し
、中
に
は
孤
独
を
抱
え
る
人
も
…
。今
こ
そ

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
、そ
し
て
自
己
を
見
つ
め
な
お
す
べ
き
時
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。今
回
ご
紹
介
す
る
の
は「
食
」と「
空
間
」を
通
じ
て
そ
の

時
々
の
世
に
求
め
ら
れ
て
い
る
催
し
を
企
画
、人
間
の
内
な
る
深
い
と
こ

ろ
に
響
く〝
何
か
〞を
発
信
し
、ま
ち
全
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
性
化
に
取

り
組
む
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
に
満
ち
溢
れ
る
女
性
で
す
。

●
コノミヤ
●

コノミヤ

●
関西みらい
銀行

●
関西みらい
銀行

●
三井住友
銀行

●
三井住友
銀行

松源●松源●

い
ち
ょ
う
通
り

い
ち
ょ
う
通
り

陶器山通り陶器山通り
ダ
フ
ネ

う 

ず
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群
池
め
た
の
室
岩

ぶらり狭山の
ため池散歩④

中
山
　
潔
（
大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館 

学
芸
員
）

まち
﹇
特
集
﹈

岩
室
村
年
代
記
の
記
録

　

岩
室
村
に
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て

長
く
書
き
継
が
れ
た
村
の
二
冊
の
年

代
記
（
中
林
家
本
・
北
井
家
本
）
が

残
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
長
期
の
記

録
が
2
0
0
年
以
上
に
わ
た
っ
て
書

き
継
が
れ
て
残
る
こ
と
自
体
が
大
変

珍
し
い
の
だ
が
、
こ
の
二
冊
は
お
互
い

足
り
な
い
部
分
を
何
度
も
補
い
な
が

ら
江
戸
時
代
を
通
じ
て
書
き
継
が
れ

て
い
る
と
い
う
点
で
も
貴
重
な
も
の
で

あ
る
の
で
、
市
指
定
の
文
化
財
と
な
っ

て
い
る
。

　

現
在
の
池
之
原
１
〜
３
丁
目
、
岩

室
１
〜
３
丁
目
は
、
江
戸
時
代
に
は

「
岩
室
村
」
あ
る
い
は
「
池
之
原
村
」

と
よ
ば
れ
て
い
た
。
本
来
は
、
隣
接

す
る
泉
州
（
和
泉
国
）
岩
室
村
と
一

村
で
、
西
高
野
街
道
沿
い
に
観
音
院

門
前
の
集
落
と
し
て
発
達
し
た
と
伝

え
ら
れ
、
豊
臣
秀
吉
の
太
閤
検
地
で
、

国
境
が
再
確
認
さ
れ
た
た
め
、
河
州

岩
室
村
と
泉
州
岩
室
村
に
村
切
り
さ

れ
た
と
い
う
。
違
う
国
に
所
属
す
る

と
い
っ
て
も
、
隣
接
し
て
同
じ
村
名
で

あ
る
の
は
紛
ら
わ
し
か
っ
た
ら
し
く
、

万
治
元
年（
1
6
5
8
）に「
池
原
村
」

に
改
め
ら
れ
た
が
、
寛
文
11
年

（
1
6
7
1
）
に
は
再
び
岩
室
村
に

戻
っ
た
と
年
代
記
は
記
録
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
は
狭
山
藩
北
条
家
領
で

あ
っ
た
の
で
、
村
名
の
改
称
も
藩
の

内
部
的
に
処
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。「
岩
室
」「
池
之
原
」
の
地
名
が

重
複
し
て
い
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
正

規
の
村
名
と
し
て
使
わ
れ
た
歴
史
が

あ
る
た
め
だ
。

明治仮製地図

池え原集落中心・池え原神社前

乙女池（見取谷池）乙女池（見取谷池）

芦池芦池

上池（新池）上池（新池）

永谷池永谷池尻屋池尻屋池

北池北池

濁り池濁り池

観音院観音院

狭

山

池

狭

山

池

狭
山
池
と
岩
室
村
の
開
発

　

河
州
岩
室
村
の
人
々
は
、
た
め

池
を
築
き
な
が
ら
西
高
野
街
道
沿

い
か
ら
下
の
平
地
、
池
え
原
に
居
を

定
め
た
と
伝
え
て
い
る
。
通
常
、村
々

の
た
め
池
が
い
つ
築
造
さ
れ
た
か
、

特
に
中
世
の
場
合
は
記
録
に
残
っ
て

い
る
こ
と
は
稀
有
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

こ
の
村
の
た
め
池
に
限
っ
て
は
、
伝

説
の
域
は
出
な
い
に
し
て
も
、
記
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
貴
重
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

　

江
戸
時
代
以
前
と
伝
わ
る
池
は
四

か
所
、
最
古
の
佃
池
は
不
明
と
し
て

も
、特
に
最
大
の
た
め
池
「
濁
り
池
」

の
築
造
が
古
く
、
そ
れ
以
後
、
谷

ご
と
に
た
め
池
が
築
か
れ
て
い
る
こ

と
で
、
丘
陵
の
下
部
、
狭
山
池
に

接
す
る
地
域
に
広
が
る
「
池
之
原
」

の
開
発
が
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら

も
進
行
し
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が

え
る
。
こ
れ
に
は
、実
は
「
池
之
原
」

部
分
の
特
殊
な
開
発
過
程
が
絡
ん

で
い
る
。
こ
の
地
域
は
、
既
に
中
世

に
は
開
墾
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
片
桐
且
元
が
狭
山
池
の

「
慶
長
の
改
修
」
を
行
っ
た
際
に
堤

防
な
ど
で
使
う
「
土
取
場
」
と
し

て
石
高
50
石
余
の
田
畑
が
荒
廃
し
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
岩
室
村
領

主
の
北
条
氏
は
錦
部
郡
彼
方
村
（
富

田
林
市
彼
方
）
で
代
替
地
を
も
ら
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
荒
れ
果
て
た

岩
室
村
は
、
順
次
再
開
発
を
進
め

る
と
い
う
歴
史
的
経
過
を
た
ど
り
、

17
世
紀
後
半
に
は
概
ね
再
開
発
が

終
了
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
再
開
発
が
進
行
す
る

と
用
水
不
足
が
顕
著
に
な
っ
た
よ
う

で
、
17
世
紀
後
半
に
た
め
池
の
築

造
が
一
気
に
進
め
ら
れ
た
。
村
の
中

の
た
め
池
だ
け
で
は
足
り
ず
、
上
流

の
今
熊
村
の
谷
を
利
用
し
て
「
新

池
（
上
池
）」
と
い
う
た
め
池
が
築

造
さ
れ
た
。「
新
池
」
の
場
所
は
今

熊
村
の
水
田
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

両
村
と
も
狭
山
藩
領
で
あ
っ
た
の
で

比
較
的
簡
単
に
た
め
池
に
転
用
で

き
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
池
の
灌
漑

範
囲
が
概
ね
「
土
取
場
」
と
一
致
し

て
い
る
。

大
野
新
開
の
開
発
と

「
新
池
」の
拡
大

　

17
世
紀
末
の
元
禄
年
間
に
入
る

と
広
大
な
大
野
新
開
の
開
発
が
始

ま
る
。
北
は
関
茶
屋
（
堺
市
東
区
）

か
ら
南
は
大
野
新
田
（
大
阪
狭
山

市
）
に
及
ぶ
数
十
町
歩
の
開
発
計

画
が
持
ち
上
が
っ
た
。
新
田
開
発
を

願
い
出
た
の
は
江
戸
の
太
田
新
蔵
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
柳
沢
吉

保
や
江
戸
の
材
木
商
富
倉
弥
吉
な

ど
の
意
思
も
働
い
て
い
た
。
や
が
て

富
倉
弥
吉
は
東
大
寺
大
仏
殿
の
材

木
を
請
け
負
っ
て
大
野
新
聞
を
手
放

す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
新
田
開
発
地
は
、
岩
室
村
の

丘
陵
も
含
め
て
、「
た
ば
こ
畑
」
と
し

て
既
に
開
発
さ
れ
た
部
分
を
多
く
含

ん
で
い
た
た
め
、
今
熊
村
・
岩
室
村

は
狭
山
藩
領
か
ら
い
き
な
り
幕
府
直

轄
の
天
領
に
編
入
さ
れ
、
元
禄
11
年

（
1
6
9
8
）
再
検
地
を
受
け
た
。

た
ば
こ
畑
を
開
発
し
て
い
た
農
民
の

権
利
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
を
買
い

取
る
か
、
小
作
人
に
な
る
か
の
選
択

を
迫
ら
れ
た
。
岩
室
村
は
銀
10
貫

3
0
0
匁
余
（
金
換
算
で
約
2
0
6

両
く
ら
い
）
を
工
面
し
て
買
い
戻
し
、

岩
室
新
田
と
し
た
。
村
の
領
域
の
分

裂
を
さ
け
る
た
め
に
、
岩
室
村
の
人

た
ち
は
多
大
な
犠
牲
を
払
っ
た
の
だ
。

こ
の
こ
と
と
直
接
関
係
す
る
か
ど
う

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
元
禄
15

年
（
1
7
0
2
）
に
岩
室
村
は
上
池

の
拡
張
を
大
野
新
田
の
検
地
に
来
て

い
た
幕
府
代
官
万
年
長
十
郎
ら
に
願

出
て
許
さ
れ
、
こ
の
年
閏
八
月
か
ら

約
１
か
月
の
工
期
で
、
同
じ
く
幕
府

領
の
半
田
村
、
茱
萸
木
村
、
今
熊
村
、

田
中
新
田
村
の
人
足
延
べ
5
3
9
7

人
の
加
勢
を
得
て
工
事
を
達
成
し
て

い
る
。
樋
に
使
っ
た
松
材
四
寸
四
方
、

長
さ
四
間
分
は
「
と
う
き
明
神
山
」

で
切
り
出
し
、
池
尻
村
大
工
七
兵
衛

が
加
工
し
た
。
残
る
十
間
分
や
取
水

部
「
鳥
居
立
」
は
大
坂
で
支
給
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
万
年
長
十
郎
は
、

若
い
頃
に
は
千
葉
県
椿
海
新
田
の
開

発
に
も
携
わ
り
、
岩
室
上
池
の
普
請

三
年
後
に
は
大
和
川
の
付
替
え
の
普

請
奉
行
も
務
め
た
「
土
木
巧
者
」
で

あ
っ
た
の
だ
。
岩
室
村
の
た
め
池
群

の
歴
史
は
そ
の
村
の
発
展
の
歴
史
で

も
あ
り
、
同
時
に
大
き
な
日
本
史
の

流
れ
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

乙女池乙女池

尻屋池尻屋池

池の名称
佃池（現在不詳）
濁り池
北池
尻屋池
長谷池（永谷池）
新池（上池）
芦池
乙女池（見取谷池）

　 和暦
文明２年
明応７年
天正 11年
慶長６年
正保２年
承応元年
寛文元年
貞享３年

西暦
1470
1498
1583
1601
1645
1652
1661
1686

濁り池濁り池

新池（上池）新池（上池）

北池北池 芦池芦池

長谷池（永谷池）長谷池（永谷池）

中山　潔
大阪府立狭山池博物館 学芸員

プロフィール

大阪府立高校（富田林高校・生野
高校・三国丘高校）で勤務、定年
退職後現職に。府立高校勤務中に、
弥生文化博物館、狭山池博物館設
立準備室にも勤務。専門は文献史
学。『大阪狭山市史』『藤井寺市史』
『平野区史』などを執筆。
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さ
て
、
今
号
の
Ａ
Ｇ
Ｕ
Ａ
の
夢
人

と
し
て
ご
紹
介
す
る
の
は
、
こ
の
雅
楽

を〝
お
も
し
ろ
い
！
楽
し
い
！
〞音
楽
と

し
て
狭
山
の
地
で
日
本
全
国
に
普
及

さ
せ
る
こ
と
を
夢
み
て
い
る
青
年
雅
楽

演
奏
家
・
山
口
創
一
郎
さ
ん
で
す
。

　

そ
れ
は
一
昨
年
（
２
０
１
９
）
の

Ｓ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｋ
Ａ
ホ
ー
ル
で
の
市
民
芸
術

祭
、
日
本
舞
踊
や
洋
楽
の
コ
ン
サ
ー

ト
が
数
々
上
演
さ
れ
て
い
る
中
に
、

平
安
時
代
の
宮
廷
人
の
よ
う
な
コ
ス

チ
ュ
ー
ム
を
ま
と
い
雅
楽
を
演
奏
す
る

舞
台
を
見
た
の
で
す
。〝
こ
の
町
で
雅

楽
を
奏
で
る
団
体
が
あ
る
〞と
驚
い
た

の
で
す
が
、
同
時
に
こ
れ
は
貴
重
な

町
の
文
化
財
だ
と
感
じ
演
奏
後
の
楽

屋
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ
こ
で
会
っ
た

の
が
先
ほ
ど
舞
台
の
中
央
で
龍
笛
を

吹
き
、
美
声
で
歌
っ
て
い
た
雅
楽
師
・

山
口
創
一
郎
さ
ん
で
こ
の
雅
楽
団
体

「
狭
山
雅
（
み
や
び
）
会
」　

の
創
設

者
山
口
渡
さ
ん
の
ご
子
息
で
し
た
。

　

創
一
郎
さ
ん
は
平
成
３
年
生
ま
れ

の
30
歳
。
父
の
渡
さ
ん
が
天
理
大
学

雅
楽
部
出
身
の
演
奏
家
だ
っ
た
の
で

９
歳
の
頃
か
ら
雅
楽
の
楽
器
の
演
奏

法
を
習
い
ま
し
た
。
姉
弟
は
姉
３
人

妹
１
人
、
そ
し
て
男
は
創
一
郎
さ
ん

１
人
の
５
人
、
全
員
が
渡
さ
ん
の
影

響
を
受
け
一
家
揃
っ
て
の
雅
楽
フ
ァ
ミ

リ
ー
、
何
の
抵
抗
も
な
く
雅
楽
の
道

に
進
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
母
の

ゆ
か
り
さ
ん
も
音
楽
学
校
出
身
で
音

楽
環
境
は
十
分
で
し
た
。
家
で
は
渡

さ
ん
か
ら
学
び
、
土
曜
日
に
は
一
家
で

天
理
に
赴
き
、
天
理
大
学
の
雅
楽
部

の
メ
ン
バ
ー
な
ど
か
ら
指
導
を
受
け
一

家
の
雅
楽
の
技
術
は
向
上
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
で
父
の
渡
さ
ん
が
創
設

し
た
「
狭
山
雅
（
み
や
び
）
会
」
が

演
奏
活
動
を
開
始
。
２
０
０
０
年
６

月
大
阪
狭
山
市
立
西
小
学
校
の
体
育

館
で
６
年
生
全
員
を
集
め
雅
楽
に
よ

る
音
楽
の
授
業
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ

を
き
っ
か
け
に「
狭
山
雅（
み
や
び
）会
」

の
演
奏
活
動
は
市
内
の
小
学
校
を
中

心
に
広
が
り
富
田
林
市
・
堺
市
に
ま

で
及
び
ま
し
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
雅
楽

の
ほ
か
に
童
謡
や
唱
歌
な
ど
現
代
の

曲
も
加
え
、
ゆ
か
り
さ
ん
が
ピ
アノ
伴

奏
も
付
け
ま
し
た
。
こ
の
間
に
創
一
郎

さ
ん
は
市
内
の
西
小
学
校
、
第
三
中

学
校
と
進
み
、
そ
し
て
天
理
高
校
に
入

学
、
３
類
（
実
技
コ
ー
ス
）
を
選
択
し

本
格
的
に
雅
楽
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま

す
。
高
校
で
は
主
に
「
篳
篥
」
を
習
い
、

や
が
て
高
校
を
卒
業
し
て
天
理
大
学

に
進
学
す
る
と
雅
楽
部
に
属
し
、
こ
こ

で
は
「
龍
笛
」
の
技
術
を
学
び
、
大

学
を
卒
業
す
る
と
更
に
宮
内
庁
式
部

職
楽
部
の
著
名
な
楽
師
に
年
に
数
回

レ
ッ
ス
ン
を
受
け
、
遂
に
雅
楽
の
分
野

で
は
珍
し
い「
篳
篥
」・「
龍
笛
」・「
鳳
笙
」

の
三
管
を
演
奏
す
る
マ
ル
チ
プ
レ
イ
ヤ
ー

に
な
っ
た
の
で
す
。

　

現
在
は
各
管
の
演
奏
家
と
し
て
活

躍
、
２
０
１
９
年
に
は
奈
良
・
大
阪
・

京
都
・
兵
庫
・
和
歌
山
な
ど
各
地
の

雅
楽
団
体
で
個
人
演
奏
、
２
０
２
０

年
に
動
画
サ
イ
トYouTube

で
「
山

口
創
一
郎
のYouTube

雅
楽
教
室
」

を
開
始
、
ま
た
演
奏
活
動
で
は
若
手

演
奏
家
を
集
め
て
雅
楽
ユ
ニ
ッ
ト
「
陽

雅
会
」を
結
成
、主
宰
し
、「
狭
山
雅（
み

や
び
）
会
」
の
演
奏
会
の
統
括
者
と

し
て
年
２
回
の
自
主
公
演
を
企
画
す

る
他
に
各
種
雅
楽
会
、
イ
ベ
ン
ト
の
講

師
・
奏
者
を
務
め
る
な
ど
広
い
範
囲

で
活
動
の
幅
を
拡
げ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
創
一
郎
さ
ん
に
聞
き
ま
し

た
。「
雅
楽
の
魅
力
と
は
」
と
。
創
一

郎
さ
ん
「
ま
ず
自
由
で
あ
る
こ
と
。

五
線
紙
な
ど
に
縛
ら
れ
る
こ
と
が
無
い

か
ら
西
洋
音
楽
に
な
い
音
作
り
が
で
き

る
。
ま
た
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
な
ん
て
使
わ

な
い
か
ら
テ
ン
ポ
・
速
度
も
自
由
で
あ

る
。
音
の
長
さ
も
一
定
で
は
な
い
。
例

え
ば
４
拍
子
で
音
楽
が
進
ん
で
い
て

も
、
４
拍
目
が
少
し
伸
び
た
り
す
る

こ
と
も
あ
り
、
強
弱
の
決
ま
り
も
曖

昧
な
と
こ
ろ
な
ど
、
同
じ
曲
を
演
奏

す
る
に
も
毎
回
毎
回
テ
ン
ポ
や
表
現
の

違
い
が
あ
る
と
こ
ろ
に
無
限
の
お
も
し

ろ
さ
が
あ
る
。」
と
返
っ
て
き
ま
し
た
。

創
一
郎
さ
ん
は
そ
の
自
由
さ
を
駆
使
し

て
日
本
古
来
の
音
楽
で
あ
る
雅
楽
と

い
う
音
楽
の
お
も
し
ろ
み
、
楽
し
み
を

今
の
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
を
目
的
に

日
々
新
た
な
企
画
を
試
み
て
い
ま
す
。

　

雅
楽
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
今
ま
で
の
古

典
的
な
祭
礼
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭

し
て〝
お
も
し
ろ
い
！
楽
し
い
！
〞。
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の

を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

山口 創一郎山口 創一郎

雅楽って
おもしろい！楽しい！

と

雅楽演奏家
り
ゅ
う
て
き

り
ゅ
う
て
き

ひ
ち
り
き

ひ
ち
り
き

ほ
う
し
ょ
う

山口一家の初めての演奏山口一家の初めての演奏

SAYAKA ホールでの公演SAYAKA ホールでの公演

雅楽で使う
管楽器

龍笛（りゅうてき） 篳篥（ひちりき） 鳳笙（ほうしょう）

山口創一郎の雅楽体験・稽古教室

Gagaku Experience
場所：大阪狭山市今熊１丁目１１３３
　　　（※出張も可能です）
お稽古時間：完全予約制
URL： https://sougagaku.com
※グループレッスンや演奏依頼など、
　お気軽にお問い合わせください。

り
ゅ
う
て
き

　

皆
さ
ん
は「
雅
楽
」を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

お
聴
き
に
な
っ
た
こ
と
は
お
あ
り
で
し
ょ
う

か
。雅
楽
と
い
え
ば
す
ぐ
思
い
浮
か
べ
る
の
は

東
儀
秀
樹
さ
ん
、し
か
し
曲
は
あ
ま
り
聴
き

ま
せ
ん
。そ
も
そ
も
雅
楽
は
今
か
ら
１
４
０
０

年
ほ
ど
前
、と
言
い
ま
す
と
狭
山
池
が
築
造

さ
れ
た
の
と
同
じ
頃
で
す
が
、中
国
や
朝
鮮

半
島
な
ど
を
経
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
数
々

の
ア
ジ
ア
の
音
楽
が
日
本
古
来
の
も
の
と
融

合
し
て
日
本
の
雅
楽
と
し
て
確
立
さ
れ
、宮

廷
音
楽
と
し
て
宮
中
や
大
社
・
大
寺
の
儀
式

で
演
奏
さ
れ
今
に
残
っ
て
い
ま
す
。現
在
日
本

で
は
雅
楽
の
正
式
な
演
奏
を
伝
承
す
る
の
は

宮
内
庁
式
部
職
楽
部
で
す
。

　

皆
さ
ん
は「
雅
楽
」を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

お
聴
き
に
な
っ
た
こ
と
は
お
あ
り
で
し
ょ
う

か
。雅
楽
と
い
え
ば
す
ぐ
思
い
浮
か
べ
る
の
は

東
儀
秀
樹
さ
ん
、し
か
し
曲
は
あ
ま
り
聴
き

ま
せ
ん
。そ
も
そ
も
雅
楽
は
今
か
ら
１
４
０
０

年
ほ
ど
前
、と
言
い
ま
す
と
狭
山
池
が
築
造

さ
れ
た
の
と
同
じ
頃
で
す
が
、中
国
や
朝
鮮

半
島
な
ど
を
経
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
数
々

の
ア
ジ
ア
の
音
楽
が
日
本
古
来
の
も
の
と
融

合
し
て
日
本
の
雅
楽
と
し
て
確
立
さ
れ
、宮

廷
音
楽
と
し
て
宮
中
や
大
社
・
大
寺
の
儀
式

で
演
奏
さ
れ
今
に
残
っ
て
い
ま
す
。現
在
日
本

で
は
雅
楽
の
正
式
な
演
奏
を
伝
承
す
る
の
は

宮
内
庁
式
部
職
楽
部
で
す
。

背景 Photo：小川幸三
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大阪狭山市半田1-224-178 1F
※駐車場あり（店前4台）
TEL：072-365-3247　
［営］11:30～14:00・17:00～22:00
(ラストオーダー各30分前)
［休］木曜日
※お盆と年末年始は変更になる場合がございます。

金
剛
駅

狭山神社
●

狭山神社
●

サンドラッグ
  ●
サンドラッグ
  ●

た

一品料理・すし はりまや リポート
グルメ
大阪狭山市

目
利
き
と
技
が
光
る
魚
料
理

　

今
回
の
グ
ル
メ
紹
介
は
、元
は
魚
屋
の
店
主

が
営
む〝
は
り
ま
や
〞で
す
。開
店
す
る
や
い
な

や
美
味
し
い
魚
を
求
め
て
客
が
舞
い
込
む
お

店
で
す
。目
の
肥
え
た
店
主
が
自
信
を
持
っ
て

仕
入
れ
る
旬
の
魚
は
ど
れ
も
絶
品
。「
新
鮮
な

魚
の
美
味
し
さ
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
。」

と
、一
切
の
妥
協
な
く
提
供
さ
れ
る
定
食
は
お

値
打
ち
そ
の
も
の
。夜
は
素
材
そ
れ
ぞ
れ
の
旨

味
を
活
か
し
た
一
品
料
理
を
肴
に
地
酒
で
一

杯
い
か
が
で
し
ょ
う
。カ
ウ
ン
タ
ー
で
気
軽
に
呑

む
も
良
し
、個
室
や
座
敷
席
で
家
族
や
友
人

と
団
欒
す
る
も
良
し
…
ど
ん
な
シ
ー
ン
で
も

心
地
よ
く
過
ご
せ
ま
す
。お
店
は
金
剛
駅
西

ロ
ー
タ
リ
ー
す
ぐ
に
あ
り
ま
す
。

　
〝
は
り
ま
や
〞に
来
た
な
ら
名
物〝
鯖
棒
寿

司
〞を
お
忘
れ
な
く
。店
主
の
故
郷
、高
知
県

の
ハ
レ
の
日
の
料
理
、鯖
の
姿
寿
司
を
ア
レ
ン

ジ
。肉
厚
で
脂
の
の
っ
た
鯖
、も
っ
ち
り
粒
が

際
だ
つ
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
、大
葉
・
み
ょ
う
が
・
し
ょ

う
が
の
爽
や
か
な
薬
味
、三
位
一
体
な
ら
ぬ

三
味
一
体
⁉
が
織
り
成
す
ハ
ー
モ
ニ
ー
。パ

ク
っ
と
頬
張
れ
ば
、胡
麻
の
香
ば
し
さ
も
相

ま
っ
て
口
の
中
に
幸
せ
が
広
が
り
ま
す
。と
ろ

け
る
美
味
し
さ
の〝
鯖
棒
寿
司
〞は
手
土
産
に

喜
ば
れ
る
こ
と
間
違
い
な
し
で
す
よ
！

ん
と
三
十
三
回
も
巡
る
人
の
こ
と
を

言
い
ま
す
。車
や
電
車
の
無
い
時
代
に
、

歩
い
て
、近
畿
地
方
の
各
地
を
巡
り
ま

し
た
。一
年
に
二
度
な
い
し
三
度
、西
国

三
十
三
カ
所
巡
礼
を
行
い
、十
年
か
ら

十
数
年
か
け
て
彼
ら
は
三
十
三
度
巡

り
ま
し
た
。

　
こ
の
人
た
ち
は
、特
に
信
仰
心
の

篤
い
個
人
的
な
営
み
で
は
な
く
、あ
る

組
織
に
属
す
る
専
門
的
・
職
業
的
な

巡
礼
行
者
で
す
。今
は「
三
十
三
度
行

者
」を
見
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

彼
ら
の
活
動
は
戦
後
ま
で
続
い
て
い
ま

し
た
。一
方
で
系
譜
的
に
は
、少
な
く
と

も
室
町
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
三
十
三
の
寺
は
、い
ず
れ
も
奈
良

時
代
あ
る
い
は
平
安
時
代
以
来
の
有

名
な
観
音
寺
院
で
、そ
の
う
ち
槇
尾

山
施
福
寺（
第
四
番
・
和
泉
市
）、葛
井

広
げ
組
み
立
て
て
観
音
像
を
開
帳
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、行
者
が
三
十
三
回
の
巡
礼

を
達
成
す
る
と
満
願
供
養
が
営
ま
れ

ま
し
た
。こ
れ
は
行
者
自
ら
が
願
主
と

な
っ
て
、盛
大
な
供
養
の
法
要
を
営
ん

だ
も
の
で
、現
在
に
残
る
史
料
か
ら
知

れ
る
満
願
供
養
の
様
子
は
、数
年
が

か
り
で
準
備
し
、供
養
の
場
に
は
仮
堂

を
建
立
し
て
、数
日
間
に
数
千
人
の

人
々
を
集
め
る
と
い
う
、極
め
て
大
掛

か
り
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
時
に
三
十
三
度
供
養
塔（
満

願
供
養
塔
）を
建
立
し
ま
し
た
。三
十

三
度
供
養
塔
は
、全
体
で
百
五
十
基

ほ
ど
確
認
さ
れ
て
い
て
、市
内
に
は
三

基
が
存
在
し
ま
す
。風
輪
寺（
半
田
）に

あ
る
天
和
三
年（
一
六
八
三
）の
供
養

塔
、西
池
尻
墓
地
の
享
保
十
五
年（
一

七
三
〇
）の
供
養
塔
、西
迎
寺（
東
野
）

に
あ
る
寛
延
二
年（
一
七
四
九
）の
供

養
塔
で
す
。供
養
塔
の
形
は
、風
輪
寺

寺（
第
五
番
・
藤
井
寺
市
）、総
持
寺

（
第
二
十
二
番
・
茨
木
市
）、勝
尾
寺

（
第
二
十
三
番
・
箕
面
市
）の
四
カ
寺

が
、現
在
の
大
阪
府
に
属
し
て
い
ま
す
。

本
市
は
、こ
の
巡
礼
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト

に
は
あ
た
り
ま
せ
ん
が
、市
域
を
通
る

天
野
街
道
と
中
高
野
街
道
が
、施
福

寺
か
ら
葛
井
寺
に
向
か
う
巡
礼
者
の

一
部
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な「
三
十
三
度
行
者
」が
、

現
在
の
大
阪
狭
山
市
内
を
定
期
的
に

訪
れ
て
い
ま
し
た
。市
内
に
は
、彼
ら

の
宿
と
な
っ
た
家
も
あ
り
ま
し
た
。と

い
う
の
は
、「
三
十
三
度
行
者
」の
巡
礼

は
、多
く
の
結
縁
者
の
も
と
に
立
ち

寄
り
な
が
ら
の
旅
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
彼
ら
が
所
持
し
て
い
た「
宿
帳
」と

呼
ば
れ
る
帳
面
は
、結
縁
す
る
家
々
の

名
前
を
旅
程
に
し
た
が
っ
て
書
き
連

ね
た
も
の
で
、一つ
の
帳
面
に
数
百
件

の
家
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。明
治
か

ら
大
正
に
か
け
て
の「
宿
帳
」の
記
録

で
は
、半
田
、池
之
原
、東
野
、茱
萸
木

な
ど
の
地
区
を
中
心
に
延
べ
百
三
十
一

軒
も
の
宿
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

中
で
も
半
田
が
最
も
多
く
四
十
四

軒
、次
が
池
之
原
で
三
十
二
軒
で
し

た
。宿
に
は
、行
者
が
立
ち
寄
る
だ
け

の
家
と
宿
泊
す
る
家
が
あ
り
ま
し
た
。

宿
泊
す
る
家
で
は
、行
者
が
到
着
す

る
と
そ
の
家
の
仏
壇
を
拝
み
、セ
タ
を

が
板
碑
に
近
い
山
型
角
柱
で
、あ
と
の

二
基
は
宝
篋
印
塔
で
す
。こ
の
他
、茱

萸
木
の
正
法
寺
墓
地
に
も
、完
全
な

形
を
保
っ
て
い
ま
せ
ん
が
満
願
供
養
塔

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
市
に
隣
接
す
る
堺
市
の
岩
室
山

観
音
院
に
も
、一
基
の
三
十
三
度
供
養

塔
が
あ
り
、そ
の
建
立
に
本
市
の
多
く

の
人
々
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。こ
の
供

養
塔
は
、天
明
三
年（
一
七
八
三
）の
も

の
で
、形
は
宝
篋
印
塔
で
す
。供
養
塔

の
基
礎
や
基
壇
に
、岩
室
村
や
今
熊

村
、そ
れ
に
池
尻
村
の
多
く
の
人
々
の

名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な

人
々
が
資
金
を
出
し
て
供
養
塔
が
建

て
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。岩
室
村
の
庄

屋
の
家
に
伝
わ
る『
岩
室
村
年
代
記
』

に
も
、天
明
三
年
三
月
十
六
日
に
始

ま
る
三
日
間
の
供
養
の
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。き
っ
と
盛
大
な
満
願
供

養
の
法
要
が
行
わ
れ
、多
く
の
人
が
集

ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
皆
さ
ん
は
、「
三
十
三
度
行
者
」と

い
う
名
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ

う
か
。「
三
十
三
度
行
者
」と
い
う
名
は

知
ら
な
く
て
も
、西
国
三
十
三
カ
所

巡
礼
は
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。紀

伊
半
島
南
端
に
近
い
熊
野
の
那
智
山

青
岸
渡
寺
を
第
一
番
と
し
、概
ね
近
畿

地
方
全
体
を
右
回
り
に
回
る
よ
う
に

し
て
、最
後
は
美
濃
の
谷
汲
山
華
厳

寺
で
打
ち
止
め
と
な
る
よ
う
配
置
さ

れ
た
三
十
三
カ
所
の
観
音
霊
場
を
巡

る
も
の
で
、数
あ
る
日
本
の
巡
礼
の
中

で
も
、四
国
遍
路
と
と
も
に
代
表
的

な
存
在
で
す
。最
近
で
は
御
朱
印
を
求

め
て
、観
音
霊
場
を
め
ぐ
る
人
も
多
い

よ
う
で
す
。

　「
三
十
三
度
行
者
」と
い
う
の
は
、西

国
三
十
三
カ
所
の
本
尊
の
模
刻
を
収

納
し
た「
セ
タ
」と
呼
ば
れ
る
笈
を
背

負
い
、西
国
三
十
三
カ
所
巡
礼
を
、な

西
国
三
十
三
カ
所
を
、

三
十
三
回
も
巡
る
行
者
が
い
た

〜
市
内
に
残
る
満
願
供
養
塔
〜

﹇
連
載
﹈こ
の
ま
ち
に
こ
ん
な
話
が
…

橋
上
猛
雄

「奥の池公園」

クルマで走ってちゃ見逃してしまう、そんな大阪狭山市の魅力スポットをナビゲート！

de

さやま未来プランナー
瀬尾 駿也

　土筆が顔を出しはじめました。少しずつ穏やかな春の気配を感じます。自
転車でお気に入りの場所へ。今熊7丁目、おわり坂の中腹にある小さな公
園。ここは藤和さやまハイタウンの敷地内にある公園です。ハイタウンの入
口のゲートを入ると公園が2つ。上の公園には数年前に整備され新しく設
置されたすべり台や遊具が、少し下に降りたもう一つの公園にはジャング
ルジムにシーソー。子どもたちの笑い声が聞こえてきます。木々に囲まれた
公園のベンチに腰を掛け、自然や季節の流れを肌に感じリラックス。ここは

僕にとってゆったりと時間を過
ごせる隠れ家のような空間で
す。もうすぐ桜の季節、ひとり花
見も悪くない⁉

ファミリー
マート●
ファミリー
マート●

逢喜の郷●逢喜の郷●

公民館●公民館●
図書館●図書館●

老人福祉
センター●
老人福祉
センター●

い
ち
ょ
う
通
り

い
ち
ょ
う
通
り

おわり坂おわり坂

作：谷奥 詩織

桜姉妹のティータイム
よんこままんが

妹 

： 

桜 

吉
野
　
物
静
か
で
大
人
し
い
妹
、姉
の
ブ
レ
ー
キ
役
で
も
あ
る
。

姉 

： 

桜 

八
重
　
元
気
いっ
ぱ
い
だ
け
ど
、そ
そ
っ
か
し
い
お
姉
ち
ゃ
ん
。

岩室山観音院の三十三度供養塔

名物
鯖棒寿司
名物
鯖棒寿司

はりまや定食 1,050円(税込) 
ごはん・汁物・刺身・天ぷら・小鉢・香物・果物
他に日替わり定食・焼き魚定食・すし定食など
鯖棒寿司 一本2,000円(税込)※地方発送できます

はりまや定食 1,050円(税込) 
ごはん・汁物・刺身・天ぷら・小鉢・香物・果物
他に日替わり定食・焼き魚定食・すし定食など
鯖棒寿司 一本2,000円(税込)※地方発送できます
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AGUA廃刊のごあいさつ

A

6

B

3

さやか名画座

2021年

145 金
場所／小ホール（全席自由）
開演／１回目 10：30～
　　　2回目 13：30～
※開場は開演の30分前
前売一般／1,000円
（当日200円増）
※プレゼントは2回目
　13時30分の回です。

PRESENT QUIZPRESENT QUIZ

問題制作

※「さやま検定」にヒントがあります。
ウッディ・プラン

ハガキにクロスワードパズルの答え、希望の商品名・郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号「AGUA」についてのご感想を明記のうえ、次の宛先まで
ご応募ください。応募者（正解者）多数の場合は抽選になります。なお、当選者の発表は、商品の発送を持ってかえさせていただきます。締切は2021
年4月26日（月）（当日消印有効）。〒589-0005大阪狭山市狭山1-875-1 公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団「AGUAプレゼント」係へ

応募
方法

賞

3組6名様
ペアチケット

プレゼント

A 賞B 賞C

2021年

チケットケースチケットケース
SAYAKAホールオリジナルSAYAKAホールオリジナル

3組6名様
ペアチケット

プレゼント
5名様

チケットケース

プレゼント

《タテのカギ》
❶大阪狭山市にも生息する絶滅危惧種
❷最後の頼み
❸百済から日本に来て、千字文と論語を伝えたとされる
❺溶かした金属を流し込んで作る
❼釣り糸に付ける

《ヨコのカギ》
❶大阪狭山市の友好都市
❹地震や台風に備える
❻擦り減ること
❽友を呼ぶ
❾経営不振で傾く

さやか寄席
桂米朝一門会

前号の答えは、「なふだ」でした。

95 日
場所／大ホール
　　　（全席指定）
開演／14：00
※開場は開演の45分前
前売一般／3,700円
（当日500円増）

8 9

2

7

1

C

4 5

木綿ではなく
繭（まゆ）から作ります

A～Cを並び替えて
できる言葉は？

ヒント

　四コマ漫画の谷奥です。帝塚山学院大学漫画
部に所属していた頃から桜姉妹の日常を描かせ
ていただき、今号で最終回
になるのは非常にさみしい
事ではありますが、長い間ご
愛読下さりありがとうござい
ました。また何処かでお会い
出来ることを願っております。

さやま未来プランナーです。“自転
車 de Go! Go!”を担当させて頂き、
AGUAの編集に携われた事を誇
りに思います。これからも様々な形
でSAYAKAホールの皆さんと協力
し、大阪狭山市の文化を盛り上げて
いける様に努めて参ります。ありがと
うございました。

さやま未来プランナー 一同
四コマ漫画 作者

谷奥 詩織

ラウンジ風景 AGUA  v o l .18の感想

大阪狭山市 宮井瀧夫様水の造形美

滝の流れを逆光にて煌めきを表現しました。意外にも
水に不思議な造形美があることが分かりました。ブレ
を撮る為、シャッター速度に苦労しました。敢えて、モ
ノクロではなく、茶色のフィルター加工を施しました。 初めて読みましたが、地元密着の記事

で良かったです。
富田林市 A様（59歳）

「Cocoあんしゃんて」のお店に一度行っ
てみたいと思っていました。良かったです。
大阪狭山市池尻 I様(70代)

「まるなりぽんず」を今回初めて知りまし
た。幻のぽん酢を是非購入してみたい
と思います。
堺市南区 N様(55歳)

フォトの表紙も楽しみです。私も感動の
写真が撮れますように。
大阪狭山市東池尻 S様(76歳)

“このまちにこんな話が”大阪狭山にオオ
カミがいた⁉おもしろかった！
貝塚市 K様（65歳）

毎回楽しみに愛読しています。クロスワー
ドパズル、悩みましたよ！ナイスクイズ！
大阪狭山市茱萸木 M様(64歳)

“自転車de GO!GO!”毎号楽しみにしてい
ます。今回の辨財天の紹介も我が街大
阪狭山市の魅力再発見につながり嬉し
いです。
大阪狭山市池尻中 K様（24歳）

土手から雨水が滲みだす何もない処が
狭山にもあり、ほっとしています。コロナ
禍で鑑賞会は中止でしたが、ヒメボタル
はひっそりと光を放ち飛び交っていたこ
とでしょう。今度は是非見たいものです。
大阪狭山市大野台 N様(69歳)

松原市 K・M様（76歳）堤を歩く

島育ちの私が南河内に移り住み半世紀になる。
『海遠き町に住み古り鵙の贄』
最近、誘い誘われ日本最古の狭山池を度々訪れ、
堤を歩いては折々の一瞬を
写真や俳句に切り取り楽しむ。
『龍天に最古の池面光らせて』
コロナに負けず堤の桜を詠みたいと願ってやまない。

LOUNGE アグアラウンジ

　大阪狭山市の地域情報誌として発行して参りました
AGUAは今号をもって廃刊することとなりました。2014
年の9月にVol.1を発行して今号（Vol.19）まで市の広報
誌とは別のアングルで「わがまち再発見」をコンセプトに
市民情報をお届けして参りましたが、この度のコロナ禍
による取材活動の不自由さや費用の縮小等により継続
が難しくなり廃刊を決めた次第です。ここに発刊以来の
ご愛読に心よりお礼申し上げます。有難うございました。
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