
わが街・再発見！  大阪狭山市地域情報誌

大阪狭山市の地車「だんじり」大阪狭山市の地車「だんじり」特集特集

エッセイ 「SPレコードと蓄音機」 荒川泰藏

自転車de GO! GO!

大阪狭山市グルメリポート 「アーセンウェア」

狭山博士が作ったCROSS WORD PUZZLE

SAYAKAホール EVENT PICKUP

舞踊家山村幸勝大阪狭山に生きる人大阪狭山に生きる人

02vol2014.12



地
車「
だ
ん
じ
り
」

り
」
は
曳
行
の
時
に
だ
ん
じ
り
本
体

を
揺
ら
し
た
り
、
回
転
さ
せ
た
り
し

て
進
み
ま
す
が
「
下
だ
ん
じ
り
」
は

た
だ
た
だ
突
っ
走
る
こ
と
を
身
上
と

し
ま
す
。
大
阪
狭
山
で
は
今
熊
の
だ

ん
じ
り
だ
け
が「
下
だ
ん
じ
り
」で
す
。

　
今
回
こ
の
特
集
を
組
む
に
あ
た

り
、
各
地
区
の
だ
ん
じ
り
祭
代
表
の

方
々
か
ら
「
だ
ん
じ
り
」
に
対
す
る

思
い
等
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
番
わ
く
わ
く
す
る
時
は
？

○
祭
が
始
ま
り
曳
き
出
し
の
太
鼓
の

音
が
響
く
と
勇
気
が
湧
い
て
く

る
。
子
ど
も
の
頃
太
鼓
の
音
に
つ

ら
れ
て
親
に
抱
か
れ
見
に
行
っ
た

思
い
が
続
い
て
い
る
。

○
年
齢
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
ゆ
く
が
、

小
学
生
に
な
り
初
め
て
曳
き
綱
を

握
っ
た
時
、
ま
た
青
年
団
に
入
り

ハッ
ピ
を
着
た
時
、
言
葉
に
出
来

な
い
喜
び
を
感
じ
た
。

最
も
充
実
感
を
覚
え
る
時
は
？

○
祭
が
終
わ
り
、
無
事
「
だ
ん
じ
り

小
屋
」
に
帰
り
着
き
、※
落
索
の

時
の
乾
杯
の
一
飲
に
無
事
故
で
終

わ
っ
た
安
堵
と
連
体
感
の
尊
さ
を

思
う
。

　
※
落
索
＝
後
宴
す
な
わ
ち
祭
の
後
の
慰
労
会

　
こ
れ
は
全
員
の
一
致
し
た
返
答
で

し
た
。

現
状
で
感
じ
る
問
題
点
は
？

○
全
体
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
各
地

区
住
民
だ
け
で
は
曳
き
手
が
足
り

な
く
、
他
所
か
ら
応
援
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
。

○
だ
ん
じ
り
祭
を
単
な
る
騒
ぎ
の
場

と
考
え
、
年
代
相
互
間
の
礼
儀

が
疎
か
に
なっ
て
い
る
。

○
昔
か
ら
の
地
区
と
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

地
区
で
の
だ
ん
じ
り
祭
に
対
す
る

受
け
止
め
方
の
違
い
。

　
等
に
つ
い
て
の
発
言
が
あ
り
、
共

同
社
会
の
中
で
の
「
個
」
と
「
連
帯
」

に
つ
い
て
様
々
な
考
え
方
が
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
「
皆
さ
ん
に
とっ
て

　《
だ
ん
じ
り
》
と
は
…
」

○
地
域
が
持
つ
歴
史
の
再
確
認
を

し
、
そ
こ
に
集
う
人
を
新
し
く
変

化
さ
せ
る
媒
体
。

○
親
子
、
友
達
、
異
世
代
間
の
大

切
な
交
流
の
場
。

○
自
分
の
心
の
中
の
「
よ
り
ど
こ

ろ
」。「
S
O
U
L
」
と
も
云
う
べ

き
も
の
。

○
昔
か
ら
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
物
体

で
あ
り
物
心
共
の
財
産
。

○
だ
ん
じ
り
は
同
窓
会
。

○一つ
の
目
的
に
向
か
っ
て
上
か
ら
下

ま
で
の
年
代
が
話
し
合
い
、
共
に

働
く
こ
と
の
出
来
る「
繋
ぎ
」の
場
。

○
宝
物

○
人
と
の
交
き
合
い
の
根
本
と
な
る

も
の
。

　
皆
さ
ん
等
し
く
「
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
」
と
い
う
内
容
の
言
葉
が
返
っ
て

き
ま
し
た
。

　
最
後
に
は
𠮷
田
友
好
市
長
の
「
私

か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
11
月
）」
か
ら

の
市
長
の
言
葉
を
お
か
り
し
て
こ
の

稿
を
終
え
ま
す
。

　「
い
ざ
と
い
う
時
に
力
を
合
わ
せ
ら

れ
る
よ
う
、
各
地
域
で
の
防
災
訓
練

は
も
と
よ
り
、
地
車
ま
つ
り
や
盆
踊

り
、
文
化
祭
や
運
動
会
な
ど
、
地

区
会
や
自
治
会
な
ど
の
様
々
な
活
動

を
通
じ
て
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

を
強
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。」

ま
と
め

　
も
と
も
と
「
だ
ん
じ
り
」
の
起
り

と
は
そ
の
年
の
五
穀
豊
穣
を
神
に
感

謝
す
る
秋
祭
り
で
神
社
に
奉
納
す
る

行
事
で
、
今
の
言
葉
で
云
え
ば
村
人

こ
ぞ
っ
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
し
た
。

特集

松
谷 

湖
塔

2
0
1
4
年
秋
。

今
年
も
大
阪
の
南
部
、摂・河・泉
の
都
市
、

町
々
に「
だ
ん
じ
り
」祭
の
笛・太
鼓・鉦
の
音
と

若
人
た
ち
の
元
気
な
掛
声
が
充
ち
み
ち
ま
し
た
。

ん
じ
り
」
を
特
集
し
ま
す
。

　
大
阪
狭
山
市
に
は
連
合
会
に
所

属
し
て
い
る
だ
ん
じ
り
が
、
池
之
原
、

今
熊
、
大
野
、
隠
、
川
向
、
茱
萸

木
（
北
・
南
）、
狭
山
、
山
伏
、
山

本
の
9
地
区
で
10
台
あ
り
ま
す
。（
茱

萸
木
は
北
・
南
そ
れ
ぞ
れ
1
台
持

つ
）。
毎
年
10
月
初
旬
の
だ
ん
じ
り

祭
に
は
こ
の
10
台
が
町
中
を
練
る
の

で
す
が
、こ
こ
で
簡
単
に「
だ
ん
じ
り
」

を
解
説
し
ま
す
と
、
地
車
（
だ
ん
じ

り
）
は
、
神
社
の
祭
礼
で
用
い
ら
れ

る
屋
台
・「
山
車
」
の
一
種
。
主
に

関
西
地
方
で
多
く
見
ら
れ
、
大
小
2

つ
に
分
か
れ
た
独
特
の
破
風
屋
根
を

持
つ
曳
き
山
で
、
多
く
の
彫
刻
が
組

み
込
ま
れ
、
刺
繍
幕
や
金
の
綱
、
提

灯
や
ぼ
ん
ぼ
り
、
旗
・
幟
な
ど
の
装

飾
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
主
に
欅（
ケ

ヤ
キ
）
を
用
い
て
造
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
コ
マ
に
は
松
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

金
具
の
装
飾
な
ど
以
外
に
は
釘
は
使

用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
宮
大
工
の
技
術

が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
地
車

を
「
だ
ん
じ
り
」
と
読
む
の
は
あ
く

ま
で
俗
な
呼
び
名
・
当
て
字
で
あ
り
、

地
車
の
本
来
の
読
み
方
は
「
じ
ぐ
る

ま
（
ぢ
ぐ
る
ま
）」
で
す
。
又
「
だ

ん
じ
り
」
に
は
「
上
だ
ん
じ
り
」「
下

だ
ん
じ
り
」の
2
つ
の
形
が
あ
り
、「
上

だ
ん
じ
り
」
に
は
住
吉
型
・
神
戸
型
・

堺
型
と
あ
り
、「
下
だ
ん
じ
り
」
は

岸
和
田
型
の
1
つ
だ
け
で
す
。

　
次
に
曳
き
方
で
す
が
「
上
だ
ん
じ

時
代
が
移
る
に
従
い
そ
の
精
神
は
残

る
も
実
体
は
変
っ
て
地
区
会
や
自
治

会
の
行
事
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し

秋
祭
り
の
日
に
、
老
若
男
女
子
ど

も
も
共
に
自
分
達
の
住
む
地
域
の

「
だ
ん
じ
り
」
を
曳
く
と
い
う
共
通

の
目
的
に
向
か
っ
て
行
動
し
て
ゆ
く

姿
は
、
昔
も
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

技
術
革
新
を
中
心
と
し
た
現
代
文

明
の
進
む
中
で
失
わ
れ
て
い
く
異
世

代
間
の
人
と
人
と
の
交
流
が
、
こ
こ

で
は
保
た
れ
て
い
る
の
で
す
。

　「
だ
ん
じ
り
」
は
今
は
稀
薄
と
な
っ

た
家
族
や
隣
人
と
の
交
わ
り
を
、

又
世
代
間
遊
離
を
繋
ぎ
戻
す
媒
体

と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
の
で
す
。

　
大
阪
狭
山
市
も
10
月
11
日
、
12

日
の
2
日
間
に
亘
り
、
だ
ん
じ
り

が
町
中
を
勇
壮
に
又
華
や
か
に
曳

行
し
、
沿
道
の
歓
声
を
受
け
ま
し

た
。
そ
の
中
で
ひ
と
き
わ
誇
ら
し

気
に
胸
を
張
り
曳
き
廻
る
ピ
カ
ピ

カ
の
一
台
が
目
に
つ
き
ま
し
た
。
曳

き
手
の
背
に
は
麗
々
し
く
「
池
之

原
」
の
文
字
…
。
そ
れ
は
、
池
之

原
地
区
が
今
秋
新
調
し
た
念
願
の

だ
ん
じ
り
で
し
た
。
大
正
15
年

（
1
9
2
6
年
）
奈
良
県
大
和
高
田

村
か
ら
当
時
の
金
額
「
70
円
」
で

中
古
で
買
い
取
り
、
昨
年
ま
で
88
年

間
、
池
之
原
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
曳

き
続
け
て
き
た
以
前
の
だ
ん
じ
り

は
、
年
と
と
も
に
劣
化
し
随
時
に

部
分
改
修
を
行
い
ど
う
に
か
安
全

性
を
保
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
最
近

は
特
に
全
体
の
老
朽
化
が
著
し
く

進
ん
で
き
て
い
ま
し
た
。
平
成
24
年

9
月
、
池
之
原
地
区
会
は
臨
時
総

会
で
意
を
決
し
、
だ
ん
じ
り
新
調

を
決
定
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
2

年
、
財
源
調
達
も
克
服
し
新
調
に

向
か
っ
て
地
区
住
民
は
総
力
を
あ
げ

て
努
力
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

平
成
26
年
9
月
21
日
、
念
願
待
望

の
新
調
だ
ん
じ
り
が
完
成
。
入
魂

式
、
お
披
露
目
曳
行
を
終
え
て
の

初
登
場
で
し
た
。

　
そ
こ
で
A
G
U
A
今
季
号
は
、

こ
の
池
之
原
地
区
の
だ
ん
じ
り
新

調
を
祝
っ
て
大
阪
狭
山
市
の
「
だ

だ
ん
じ
り
が 
屋
根
を
こ
す
っ
て 

秋
祭
り

池之原地区 狭山地区

茱萸木地区（北）茱萸木地区（南）

隠地区川向地区

大野地区 今熊地区

山本地区 山伏地区

父
が
曳
き

今
年
は
二
人
の
兄
が
曳
く

小
さ
な
町
の
秋
の
お
祭
り

　
　
　
　
　
　
杉
本
ま
ゆ
み

大屋根小屋根池之原地区の新調地車（だんじり）

大
阪
狭
山
市
の

・
・
・
・
・

・
・

・

・
・
・

・
・
・

大阪狭山市
地車連合会
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　　「
こ
れ
か
ら
は
指
導
者
を
育
て
る
こ

と
に
力
を
注
ぎ
ま
す
。そ
し
て
夢
は
こ

の
大
阪
狭
山
で
歌
舞
伎
風
の
舞
踊
芝

居
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。」と

ま
だ
ま
だ
踊
り
に
情
熱
を
燃
や
し
続

け
る
素
敵
な
大
阪
狭
山
人
で
す
。

子どもたちが、放課後に安全で安心して過ご
せる新しいカタチの居場所づくりとして、子
どもの活動拠点をめざして、「こども広場」
「学習チューター事業」「放課後児童会」との
連携を図り、遊び・体験・交流・学習支援など
様々な分野の場を提供するものです。

　「
大
阪
狭
山
に
生
き
る
人
」今
回
は

長
年
に
わ
た
り
こ
の
町
で
日
本
舞
踊

の
継
承
と
指
導
に
力
を
注
い
で
こ
ら

れ
た
舞
踊
家
、山
村
幸
勝
さ
ん（
本

名
：
西
村
勝
子
）の
ご
紹
介
で
す
。

　
毅
然
と
し
た
清
潔
感
の
中
に
艶
冶

な
色
気
が
漂
い
観
る
者
を
楽
し
ま
せ

て
き
た
そ
の
舞
姿
で
す
が
、先
ず
は
そ

の
仕
事
場
と
も
い
う
べ
き
稽
古
場
を

訪
れ
ま
し
た
。

　「
○
○
さ
ん
、腰
が
浮
い
て
い
る
。

も
っ
と
お
腹
に
力
を
入
れ
て
！
顔
は
正

面
。」弟
子
達
の
振
り
を
じ
っ
と
見
て
い

た
幸
勝
さ
ん
か
ら
叱
声
が
飛
ぶ
。途

端
、場
に
緊
張
感
が
走
る
。す
ぅ
ー
っ

と
立
ち
上
が
っ
て
踊
っ
て
い
た
弟
子
達

の
前
に
近
づ
く
と
、自
ら
そ
の
振
り
を

し
て
見
せ
る
。そ
の
姿
に
は
来
年
古
稀

を
迎
え
よ
う
と
す
る
老
い
の
気
配
は

微
塵
も
あ
り
ま
せ
ん
。美
し
く
舞
う
舞

台
の
姿
と
共
に
、次
世
代
へ
の
文
化
の

継
承
に
取
り
組
む
ま
っ
す
ぐ
な
姿
勢

が
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　
現
在
大
阪
狭
山
市
東
茱
萸
木
在
住

の
幸
勝
さ
ん
は
、鉄
工
所
を
営
む
踊

り
好
き
の
堤
市
松
さ
ん
を
父
に
、山

村
流
の
舞
踊
師
範
山
村
雅
勇
幸
さ
ん

を
母
と
し
て
堺
市
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

踊
り
は
何
歳
か
ら
始
め
た
の
か
を
問

う
と「
母
が
踊
っ
て
い
た
の
で
い
つ
と
も

な
く
気
が
つ
い
た
ら
踊
っ
て
い
ま
し

た
。正
式
に
母
に
習
い
始
め
た
の
は
4

歳
位
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。」と
返
っ
て

き
ま
し
た
。
10
歳
に
な
っ
た
頃
、三
味

線
琴
な
ど
音
曲
の
稽
古
も
始
め
、高

校
に
上
が
る
頃
に
は
山
村
流
を
学
ぶ

も
の
に
と
っ
て
習
得
が
難
し
い
と
さ
れ

て
い
る
地
唄
の「
間
合
い
」も
身
に
付
い

て
い
た
そ
う
で
す
。因
に
山
村
流
は
上

方
に
発
祥
す
る
流
派
で
地
唄
舞
を
基

と
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
多
感
な
高
校
時
代
に
は

バ
レ
エ
に
憧
れ
日
本
舞
踊
を
や
っ
て
い

る
こ
と
で
古
風
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、そ
っ
と
近
く

の
バ
レ
エ
教
室
に
通
っ
た
り
、学
校
で

は
ダ
ン
ス
ク
ラ
ブ
に
入
り
、又
乗
馬
に

も
挑
戦
し
た
り
し
て
出
来
る
だ
け
踊

り
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
た
そ
う
で
す
。

そ
の
頃
、幸
勝
さ
ん
の
心
の
中
に
踊
り

は
母
が
師
匠
な
の
で
、母
の
た
め
に
仕

方
な
く
や
っ
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
が

生
じ
て
い
て
、「
も
う
や
め
る
わ
」と
口

に
出
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
。踊
り
を
続

け
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
た
こ
と
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　　
高
校
時
代
の
半
ば
に
母
の
体
調
に

変
化
が
起
こ
り
、苦
痛
に
耐
え
て
稽

古
を
つ
け
る
母
の
姿
を
目
の
当
た
り

に
し
て
、「
母
を
助
け
る
に
は
自
分
が

一
刻
も
早
く
一
人
前
の
お
師
匠
は
ん
に

な
ら
ね
ば
…
」と
踊
り
を
続
け
る
覚

悟
が
出
来
た
と
い
い
ま
す
。そ
し
て
お

母
さ
ん
の
代
稽
古
や
出
稽
古
を
務
め

る
よ
う
に
な
り
、懸
命
な
努
力
の
結

果
、20
歳
の
時
、山
村
流
よ
り
山
村
雅

勇
幸
勝
の
名
取
り
と
な
り
西
村
正
雄

さ
ん
と
結
婚
、23
歳
で
師
範
の
資
格

を
得
て
一
人
前
の
踊
り
手
と
し
て
、又

師
範
と
し
て
一
本
立
ち
を
致
し
ま
す
。

高
校
を
卒
業
し
た
時
に
一
時
社
会
を

知
る
た
め
に
と
証
券
会
社
に
就
職
、オ

フ
ィ
ス
レ
デ
ィ
ー
を
経
験
し
ま
す
が
、人

見
知
り
を
す
る
恥
ず
か
し
が
り
屋
で
、

人
と
話
す
の
が
大
変
苦
手
だ
っ
た
の

で
一
年
余
で
退
職
。し
か
し
そ
の
苦
手

だ
っ
た
部
分
も
懸
命
に
稽
古
を
つ
け

て
い
る
間
に
克
服
で
き
た
よ
う
で
す
。

　
幸
勝
さ
ん
の
舞
い
は
山
村
流
で
も

男
舞（
お
と
こ
ま
い
）を
得
意
と
し
て

い
ま
す
が
、お
母
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ

た
あ
と
位
か
ら
女
舞（
お
ん
な
ま
い
）

も
踊
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。ご

本
人「
優
し
く
な
っ
た
の
か
な
」。こ
う

し
て
多
く
の
舞
台
を
踏
み
、弟
子
を
指

導
す
る
う
ち
に
、自
ら
が
踊
り
手
と
し

て
踊
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
、踊
り
を

創
り
出
す「
振
り
付
」と
い
う
仕
事
に

新
た
な
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま

す
。こ
れ
ま
で
の
実
践
で
身
に
つ
け
た

所
作（
し
ょ
さ
）に
自
ら
が
生
み
出
し

た
振
り
を
施
こ
す
こ
と
で
創
り
上
げ

る
創
作
舞
踊
の
分
野
の
面
白
さ
に
魅

せ
ら
れ
、精
力
的
に
振
り
付
者
と
し
て

活
動
を
始
め
実
力
を
発
揮
し
ま
す
。

　
幸
勝
さ
ん
の
作
品
は
山
村
流
の
持

つ
品
格
の
中
に
ふ
と
垣
間
見
え
る
愛

ら
し
さ
、滑
稽
さ
が
エ
ッ
セ
ン
ス
と
な
り

幸
勝
流
の
特
徴
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　「
教
え
る
喜
び
と
、完
成
さ
せ
て
ゆ

く
過
程
が
楽
し
く
て
が
む
し
ゃ
ら
に

踊
り
、創
作
し
指
導
を
続
け
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。」と
舞
踊
家
と
し
て

歩
ん
で
き
た
50
年
を
振
り
返
り
ま
す
。

　
今
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
20

年
以
上
に
も
及
ぶ
子
ど
も
達
へ
の
指

導
で
す
。公
民
館
で
の「
伝
統
文
化
こ

ど
も
教
室
」を
は
じ
め
市
内
小
学
校
で

の
ク
ラ
ブ
活
動
や
放
課
後
教
室
な
ど
。

「
文
化
を
伝
え
て
ゆ
く
に
は
、先
ず
体

験
さ
せ
な
い
と
何
も
始
ま
り
ま
せ
ん
。

経
験
は
い
つ
か
何
か
に
つ
な
が
っ
て
ゆ

く
筈
。踊
り
を
習
っ
て
い
る
内
に
着
物

を
着
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。

又
更
に
大
切
な
礼
儀
も
身
に
付
く
こ

と
に
な
る
…
。」幸
勝
さ
ん
の
願
い
で

す
。そ
の
活
動
を
支
え
る
人
々
は
云
い

ま
す
。「
こ
ど
も
た
ち
の
指
導
に
あ
た

る
情
熱
は
と
に
か
く
純
粋
で
、そ
の
姿

は
ま
ぶ
し
い
。」

大阪狭山に生きる人
interview with people

4
歳
か
ら
始
ま
っ
た

舞
踊
家への
道

反
抗
期
、日
本
舞
踊
を

や
る
こ
と
に
疑
問

元気っこクラブとは
大阪狭山市立南第三小学校区

母
の
体
調
に

不
安
が
生
じ
決
心

最
後
に
聞
き
ま
し
た
、

今
後
の
活
動
と
夢
を

舞
踊
家山村   

幸
勝
舞踊家、日本舞踊山村流師範。あやめ会、こどもあゆみ会主宰。
1996年、大阪狭山市舞踊協会を設立、会長。
大阪狭山市芸術祭に流派を超えた舞踊会「さやまおどり」の会を企画。
伝統文化としての日本舞踊の発展に力をそそぐ。
特にこども達への教育としてもその必要性を強く説き、
伝統文化こども教室を開設する。
平成18年度大阪狭山市教育文化功労者表彰を受ける。

K
osh

o
Y
A
M
A
M
U
R
A
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荒
川
泰
藏

う
な
コ
ニ
カ
ル
（
円
錐
）
型
ホ
ーン、な
いし
は
エ
ク
ス
ポ
ー

ネン
シャ
ル
（
幾
何
級
数
）
型
ホ
ーン
を
利
用
し
て
拡
声
し

てい
る
だ
け
な
の
で
音
量
に
は
限
り
が
あ
って
、
1
人
も
し

く
は
少
人
数
で
蓄
音
機
と
対
峙
し
て
鑑
賞
す
る
も
の
で
は

な
い
か
と
思
え
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
蓄
音
機
が
発
明
さ
れ
た
の
は
僅
か

1
3
7
年
前
の
1
8
7
7
年
、
発
明
者
エ
ジ
ソ
ン
が

1
8
8
8
年
に
自
分
の
声
を
録
音
し
た
レ
コ
ー
ド
が
見
つ

か
っ
た
と
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以

前
の
人
の
声
は
勿
論
、
声
楽
家
の
歌
声
や
楽
団
の
演
奏
な

ど
は
聞
き
た
く
て
も
聞
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
作
曲
家
が

残
し
た
楽
譜
を
音
楽
家
た
ち
が
再
現
し
て
い
る
こ
と
を
思

え
ば
、
蓄
音
機
の
発
明
は
な
ん
と
画
期
的
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
米
国
ニュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
ウ
エ
ス
ト
オ
レ
ン
ジ
に
あ

る
エ
ジ
ソ
ン
の
博
物
館
は
、
当
時
の
エ
ジ
ソ
ン
の
研
究
所
や

工
場
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
てい
た
が
、
こ
こ
で
作
ら
れ
た
エ

ジソンの
シ
リ
ン
ダ
ー
型
蓄
音
機
が
1
0
0
年
以
上
の
時
を

経
て
、
今
な
お
S
A
Y
A
K
A
ホ
ー
ル
で
当
時
の
音
楽
を

演
奏
し
てい
る
の
に
は
ロ
マン
を
感
じ
る
。

　
某
月
某
日
、
米
国
や
英
国
で
集
め
た
ビ
ン
テ
ー
ジ
・
ラ

ジ
オ
に
混
じ
って
持
ち
帰
った
数
台
の
蓄
音
機
で
、
子
ど
も

達
に
S
P
レ
コ
ー
ド
の
演
奏
を
聴
か
せ
る
と
、
不
思
議
そ

う
に
眺
め
て
「
こ
れ
って
電
気
の
線
は
ど
こ
に
あ
る
の
」
と

覗
き
込
む
。「
そ
ん
な
の
な
い
よ
」
と
返
事
す
る
と
、「
あ
ぁ
、

電
池
で
動
い
て
い
る
の
か
」
と
自
分
で
納
得
し
て
し
ま
う
。

「
そ
れ
も
違
う
な
」
と
言
う
と
、「
ほ
な
、な
ん
で
動
く
の
？
」、

「
ゼ
ン
マ
イ
」「
そ
れ
っ
て
何
？
」
で
あ
る
。
も
う
「
お
じ
い

さ
ん
の
古
時
計
」
も
家
に
な
い
時
代
で
は
無
理
も
な
い
。

　
毎
月
定
期
的
に
開
催
し
てい
る「
S
A
Y
A
K
A
レ
コ
ー

ド
サ
ロ
ン
」
を
吹
聴
し
て
い
る
と
、
東
京
の
ア
マ
チ
ュ
ア
無

線
家
か
ら
、
友
人
が
横
浜
で
蓄
音
機
を
集
め
て
い
る
と
知

ら
せ
て
く
れ
た
。
早
速
、
東
京
に
出
か
け
案
内
し
て
も
ら
っ

た
が
横
浜
市
内
の
マンションに
そ
の「
横
浜
蓄
音
機
ミュ
ー

ジ
ア
ム
」
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
と
言
って
も
個
人
の
コ
レ

ク
ションで
あ
る
。

　
米
国
ビ
ク
タ
ー
社
の
ビ
ク
ト
ロ
ー
ラ
・
ク
レ
デン
ザ
、
英

国
H
M
V
社
の
H
M
V
2
0
3
型
、
英
国
E
M
G
社
の

E
M
G
マ
ー
ク
V
I
I
型（
アッ
プ
ライ
ト・グ
ラン
ド
型
）、

米
国
ブ
ラン
ズ
ウイ
ッ
ク
社
の
ブ
ラン
ズ
ウイ
ッ
ク
・
パナ
ト

ロ
ー
プ
・
コ
ル
デ
ス
な
ど
、
1
9
2
5
年
か
ら
1
9
3
0

年
ご
ろ
に
製
造
さ
れ
た
世
界
の
最
高
級
機
種
が
並
ん
で
い

る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
だ
け
で
も
凄
い
こ
と
だ
が
、
な
ん
と

そ
れ
が
試
聴
で
き
る
動
態
保
存
と
の
こ
と
で
、
時
間
の
許

す
範
囲
で
そ
の一部
を
試
聴
さ
せ
て
も
ら
った
。S
P
レ
コ
ー

ド
と
い
う
1
0
0
年
近
い
昔
の
音
源
か
ら
、
既
に
こ
の
世
に

い
な
い
音
楽
家
た
ち
の
演
奏
や
歌
声
が
、
す
ぐ
目
の
前
に
蘇

る
の
は
不
思
議
で
さ
え
あ
る
。

　
大
ホ
ー
ル
や
ス
タ
ジ
ア
ム
で
、
こ
れ
で
も
か
と
増
幅
し
た

音
を
鼓
膜
が
破
れ
る
か
と
思
う
ほ
ど
の
大
音
量
で
聞
か
せ

る
音
楽
と
は
全
く
次
元
の
違
う
も
の
で
あ
り
、
S
P
レ
コ
ー

ド
の
溝
に
刻
ま
れ
た
小
さ
な
振
幅
を
、
針
を
通
し
て
サ
ウン

ド
ボ
ッ
ク
ス
の
振
動
板
を
震
わ
せ
、
そ
れ
を
メ
ガ
ホン
の
よ

エッセイEssay

S
P
レコ
ー
ド
と

蓄
音
機



屋上庭園 ウッドデッキ
大阪府立狭山池博物館

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

　大阪狭山市駅から西へ自転車を走らせること5分足らずで
さやか公園に到着！子どもたちの遊んでいる姿に和みつつス
ロープをあがり博物館をめざして漕いでいく！博物館を過ぎた
辺りにある右側の階段を降り、スロープを下ると草木にかこま
れた広場があります。緑の草木を見ながらまっすぐ歩いていく
と、不自然な切れ目が!？ここで一歩踏み出し、進んでみましょ
う！そして草木の通路を抜けると、そこに見えるのが、屋上庭
園ウッドデッキ♪ウッドデッキは、お花と緑の中にあります。狭
山池での散歩やランニングで疲れたときにひと休み。休みの日
には、家族でお弁当を持ち寄りピクニック。子どもたちが自由
に遊べる場、寝転がると広がる青空！近くには喫茶店もありま
す。夕方になると夕日が見えほっこりします。これからの季節、
冬にはたくさんの雪を独り占め。隅にはきれいな花壇があり、
季節により植えかえられているお花に注目！そして、狭山池ま
つりのときにはここで「博・楽・人」。博・楽・人では、たくさんの
団体がお店を出したり、ウッドデッキを使い踊りや演奏をした
りして、わいわいしています。これからも色んな催しものをお楽
しみに。狭山池博物館の隠れた魅力に、皆さんもふれてみては
いかが？

大阪狭山市池尻中2丁目
Tel：072-367-8891
開館時間：am10:00～pm5:00
休館日：毎週月曜日
　　　 (月曜日が祝休日の場合は翌日)
　　    12月28日～1月4日

さやま未来プランナー　渡邊ほのか

狭山池狭山池 ●市役所●市役所

●SAYAKA
   ホール
●SAYAKA
   ホール

狭山池博物館

NN
南
海
高
野
線

南
海
高
野
線

大
阪
狭
山
市
駅

亀の甲亀の甲
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こ
だ
わ
り
の
食
材
、

こ
だ
わ
り
の
食
器
、

こ
だ
わ
り
の
空
間
！

〒589-0023
大阪府大阪狭山市大野台3-4-4
ランチ　 11:00～14:00（Last Order）
ディナー 17:00～20:00（Last Order）
TEL：072-366-9271
定休日　毎週火曜日、月曜日の夜

　
こ
だ
わ
り
の
和
食
器
に
盛
り
つ
け
ら
れ
た
和
風
ロ
ー

ス
ト
ビ
ー
フ
。オ
ー
ブ
ン
や
フ
ラ
イ
パ
ン
で
焼
く
の
が一

般
的
で
す
が
、こ
こ
で
は
表
面
に
焼
き
色
を
つ
け
た
後
、

酒
や
醤
油
を
使
っ
て
作
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
た
れ
に
つ

け
込
ん
で
か
ら
煮
込
む
そ
う
で
す
。き
れ
い
な
桜
色
を
し

た
柔
ら
か
い
肉（
A
5
ー
10
番
）に
こ
だ
わ
り
の
生
野
菜

（
人
参
、胡
瓜
、玉
葱
）を
巻
い
て
食
べ
る
と
こ
れ
が
絶

品
。あ
ま
り
の
美
味
し
さ
に
野
菜
嫌
い
の
子
ど
も
た
ち

も
ペ
ロ
リ
と
た
い
ら
げ
て
し
ま
う
そ
う
で
す
。食
後
の
手

作
り
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
も
サ
ワ
ー
ク
リ
ー
ム
と
2
層
に

な
っ
て
い
て
ト
ロ
け
ま
し
た
。素
敵
な
空
間
で
味
わ
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
。

当店のこだわり

アーセンウェア

　ローストビーフに使う肉は
山形牛、野菜は季節によっ
て産地を変えています。食器
もすべて料理にあわせて焼
いてもらっています。「家には
ない、食材、食器、空間をお
楽しみ下さい！」

リポート
グルメ
大阪狭山市

●消防署●消防署

アーセンウェア

N
N

大阪狭山市立
南中学校
大阪狭山市立
南中学校大阪狭山市立

南第二小学校
大阪狭山市立
南第二小学校

近畿大学
附属病院
近畿大学
附属病院



PRESENT QUIZPRESENT QUIZ
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3

A

問題制作

※「さやま検定」にヒントがあります。
さやま未来プランナー

狭山博士が
作った

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12月31日（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

《タテのカギ》
❶ 今年、だんじりを新調した地区
❸ 古くから狭山池に生息した魚で
　 銘菓にもなっています
❹ 市内3ルートで運行している、
　 市民の足です
❻ 旧暦10月に行われる
　 子孫繁栄を祈る行事です

《ヨコのカギ》
❶ 今熊から天野街道へ続く坂で
　 地元の方は○○坂と呼ぶそう
❷ 市内を走る高野街道3つのうち、
　 もっとも東にあるのは？
❺ わが国初の女帝
❼ 須恵器と同時に作られていた○○器
❽ 狭山神社の御祭神の一柱、スサノオノ○○○

1

7

Q A
賞

レストラン
SAYAKA
レストラン
SAYAKA
（SAYAKAホール・4F）（SAYAKAホール・4F）

3組6名様
ペアチケット

プレゼント

たこ焼き（2人前）
お食事券

3名様プレゼント

A

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

63 金

3組6名様
ペアチケット

プレゼント

賞B 賞C

A~Cを並び替えて
できる言葉は？

2015181 日

2015 さやか名画座

場所／大ホール
（全席指定）
開演 14：00
※開場は開演の30分前
前 売／一般 3,000円
（当日 500円UP）

舞太鼓あすか組
和太鼓コンサート

ま い だ い こ

SAYAKAホール映画SAYAKAホール映画SAYAKAホール公演SAYAKAホール公演

7 AG UA  v o l . 2



開演/14：00  開場/13：30
開演/18：00  開場/17：30

2014.12 vol.02 

発行日 ／ 2014年12月1日　　編集・発行 ／ 公益財団法人 大阪狭山市文化振興事業団　
〒 589-0005 大阪府大阪狭山市狭山1-875-1　☎ 072（365）8700
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狭
山
池
ウ
ォ
ー
キン
グ
を
楽
し
ん
で
い
る
と
、

思
い
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。今
か
ら
三
十

三・四
年
前
の
こ
と
で
、狭
山
町
立
公
民
館
の

水
彩
画
入
門
講
座
が
あ
り
、受
講
し
て
い
ま

し
た
。講
座
の
後
半
に
待
望
の
野
外
ス
ケ
ッ

チ
を
狭
山
池
で
し
ま
し
た
。今
の
取
水
塔
か

ら
1
0
0
m
程
西
側
の
堤
防
か
ら
、今
は
な

い
さ
や
ま
遊
園
方
面
を
描
い
た
事
を
な
つ
か

し
く
思
い
出
し
ま
す
。

浜
田
　
正
勝 （
大
阪
狭
山
市
西
山
台
在
住
）

（
水
彩
画
）

「
狭
山
池
の
取
水
塔
」

表
紙
は
こ
こ
で

編集後記

　だんじり特集、お楽しみいただけましたで
しょうか。わたしが生まれ育ったまちでも、夏の
終わりになると、体力作りのためにランニング
をする若い人たちの声や、祭礼に向けて練習
する笛の音が聞こえていました。家族や近所
の人たちが、揃いのハッピに身を包み、掛け
声を合わせてだんじりを曳く光景は、秋の風
物詩として慣れ親しんだものですが、今回の
取材を通して、だんじり祭りが地域の絆を育ん
でいることを再確認できました。

（月・祝）1.12

EVENT PICKUP

前売／一般 2,500円 （当日500円増）全席指定・税込
小ホール 昼の部

夜の部

TEL.072-365-8700 http://www.sayaka-hall.jpお問い合せ

も

大阪狭山市くみの木　M様（58才）

食通の私にはグルメリポートが楽しみ！
もちろんジューダバレリーノさんの
ポイントカード持っています^^

富田林市藤沢台　T様（51才）

いつも利用しているお店屋さんにあり読みました。
図書館のことがすごくよくわかり、うれしくなりました。
また、本などもおすすめを読みたいです。

大阪狭山市大野台　T様（55才）

初めて「AGUA」を拝見しました。
文化芸術は国境を越える平和への近道。
応援協力して参ります！！

vol.01
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さやか寄席 吉弥 よね吉 二人会
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