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uヽ
久
宝
寺
寺
内
町
は
、
古
い

ま
ち
な
み
と
新
し
い
建
物

が
ほ
ど
よ
く
調
和
し
て
い

る
街
で
す
。
（表
紙）

近
年
、
ま
ち
歩
き
に
訪
れ

る
方
が
増
え
る
中

(11
ペ
ー

ジ
）
、
ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー

の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
向
上

(
8
ペ
ー
ジ
）
、

案
内
看
板
の

設
置
な
ど
を
進
め
て
い
ま

す
。ま

た
、
歴
史
ロ
マ
ン
あ
ふ

れ
る
久
宝
寺
寺
内
町
の
情

報
を
発
信
し

(
4
¥
5
ペ
ー

ジ
）
、
安
全
•

安
心
、
住
み

た
い
と
思
う
ま
ち
づ
く
り

(
2
¥
3
ペ
ー
ジ
）
を
久
宝

寺
寺
内
町
ま
ち
づ
く
り
推

進
協
議
会
•
N
P
O

法
人

寺
内
町
久
宝
寺
が
中
心
と

な
っ
て
、

関
係
団
体
の
協
力

を
得
な
が
ら
地
域
主
導
で

進
め
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

；
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“ようこそ”の語源を調べてみると 「よう＝良い こそ＝強調」

の意味であるようです。言葉の意味から勝手な解釈ではあるかもし

れませんが、ようこそ＝とても良いという意味で、良い出会いがで

きる。そんな意味あいの言葉なのかなと感じました。

～ようこそ久宝寺へ～ 今回、インタビューをさせていただいた

のは、 形埜和仁さん・まリ江ざんご夫妻。形埜さんこ夫妻と久宝

寺とのとても良い出会いをこ紹介させていただけたらと思います。

まずはいくつかの質問をさせていただきました。

なぜこちらに引っ越しを？

退職を機に生まれ育った久宝寺に、 陶芸教室を開きた

いという気持ちから、久宝寺寺内町のメインストリート

にある築 100年の主人の実家を活かし、 まちなみに合わ

せたデザインのお家に全面改装しました。

主人は 29年振りに、 私は初めて久宝寺に引っ越しし

てきま した。

＾ 
.、ジ '.,.,

久宝寺のお気に入リの場所は？

久宝寺のまちなみを散策するのがとても好きで、しよっちゅ

う町を散策しています。それぞれの家がたくさんの緑やお花を

育てていて、 1つ1つのお家の庭や軒先のお花や木々を眺める

のも楽しみの 1つです。

古い旧家のお家なんかも点在しており、とても風情のある町

だと思いま した。

結婚当時の 29年前とはまちなみも随分と素敵な町に変身し

ていま した。

お気に入りの場所？

久宝寺全体がお気に入リの場所です ！

実際に住んでみてどうですか？

町全体が素敵だと感じま した。大人の方々は子どもたちを

しっかリ見守っている町だなと。そしてこ年配の方は、町を

盛リ上げて引っ張って下さっていると感じま した。

私自身もこの久宝寺という町に今までのノ ウハウを活かし、

何かお手伝いできたらと思っています。

今回のお二人にインタビューをさせていただき、久宝

寺に熱い思いを持ってくださっている素敵なこ夫婦が久

宝寺に来てくださったことをとても嬉しく思います。
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--
飾り窓には牛徒さんの作品がならぶ 「通りすがり に見てい

く人、立ち止まって品をする人がいるとうれしい」と形埜さ

ん

夕
暮
れ
。

「
な
ん
か
京
都
み
た
い
な
町
や
な
ぁ
」

中
学
生
た
ち
が
、
自
転
車
で
走
っ
て
い

＜
 久

宝
寺
寺
内
町
の
メ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ト

と
も
い
え
る
中
之
町
通
り
は
、
古
く
か
ら

の
ま
ち
な
み
が
残
り
、
家
々
は
改
築
に
際

し
て
も
そ
の
趣
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

今
回
、
こ
紹
介
す
る

【
「
和
ら
ぎ
」
陶
芸

工
房
】
も
そ
の
一

っ
。
落
ち
着
い
た
雰
囲

気
の
な
か
に
も
、
「
陶
芸
教
室
」
の
看
板
と

飾
り
窓
に
並
ふ
作
品
が
、
寺
内
町
に
彩
り

を
添
え
て
い
ま
す
。

ま
ち
な
み
の
温
か
さ
を
大
切
に
し
た
い

一
人
ひ
と
り
に
寄
り
添
い
な
が
ら

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
お
も
に
久
宝
寺
で
活
躍
す
る
人
を
中
心
に
、
地
域

を
元
気
に
し
て
く
れ
る
お
店
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
題
し
て

「
久
宝
人

S

守
る
・

創
る

・
育
て
る

S
」
。
第

5
回
は
、

寺
内
町
の
ま
ち
な
み
に
調
和
し
た

た
た
ず
ま

い
で
、

温
か
さ
と
癒
し
を
与
え
て
く
れ
る
陶
芸
教
室
【
「
lOtら
ぎ
」

か
た
の
か
ず
ひ
と

陶
芸
工

房
】
の
形
埜

和
仁
さ
ん
・
ま
リ
江
さ
ん
夫
妻
の
ご
紹
介
で
す
。

今
回
は

「
よ
う
こ
そ
久
宝
寺
へ
」
の
コ
—
ナ
ー
に
続
い
て
の
登
場
で
す

。

少
年
時
代
か
ら
昆
虫
採
出
が
人
好
き
だ
っ
た
と
い
う
和

（
さ
ん
，
蝶
々
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
は
和
ら
ぎ
」

の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
に
な
っ
て
い
る

こ
主
人
の
形
埜
和
仁
さ
ん
は
、
久
宝
寺

生
ま
れ
の
久
宝
寺
育
ち
。
結
婚
を
機
に
住

ま
い
を
大
阪
市
内
に
移
し
ま
し
た
が
、
平

成
26
年
、
陶
芸
教
室
を
開
く
た
め
、
実
家

を
改
築
し
て
久
宝
寺
へ
戻
っ
て
来
ま
し
た
。

「古
く
か
ら
あ
る
ま
ち
な
み
の
温
か
さ
を

大
切
に
し
た
い
」

と
の
思
い
を
も
つ
妻
の

ま
り
江
さ
ん
。
そ
の
心
を
知
る
お
友
達
が

久
宝
寺
を
訪
れ
る
と、

み
な

一
様
に
「
い

い
と
こ
ろ
や
ね
。
ぴ
っ
た
り
や
ね
」
と
言
っ

て
く
れ
る
そ
う
で
す
。

陶
芸
教
室
で
は
、

”
使
え
る
物
を
作

る“

と
い
う
技
術
面
を
重
視
し、

最
初
は

生
徒
さ
ん
が
作
る
物
と
同
じ
物
を
作
り
な

が
ら
指
導
し
て
い
ま
す
。

生
徒
さ
ん
か
ら
は
「
今
ま
で
い
く
つ
か

の
教
室
で
習
っ
て
き
た
け
ど
、
こ
こ
は
先

生
の
技
術
も
教
え
方
も
素
晴
ら
し
い
し、

優
し
く
見
守
っ

て
く
れ
て
と
て
も
居
心
地

が
い
い
」
と
の
声
。

そ
れ
も
そ
の
は
す
。
実
は
和
仁
さ
ん
は
、

八
尾
市
の
小
学
校
教
員
を
33
年
、
妻
の
ま

り
江
さ
ん
は
大
阪
市
平
野
区
で
支
援
学
校

の
教
員
を
34
年
間
勤
め
て
こ
ら
れ
た
教
育

の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
。
陶
芸
教
室
の
生
徒

さ
ん
一

人
ひ
と
り
の
要
望
に
応
じ
た
工
夫

を
考
え
て
い
ま
す
。

和
仁
さ
ん
が
陶
芸
を
始
め
た
の
は
30
歳

の
頃
。
同
僚
の
先
生
が
作
っ
た
葉
っ
ぱ
の

形
の
お
皿
を
見
て

「自
分
も
や
っ

て
み
た

い
」
と
心
を
動
か
さ
れ
た
の
が
き
っ
か
け

で
し
た
。
3
年
間
、
基
本
を
習
っ
た
後
、

独
学
で
陶
芸
の
世
界
を
深
め
、
授
業
や
ク

ラ
ブ
•

P
T

A
活
動
な
ど
に
も
陶
芸
を
取

り
入
れ
、
指
導
し
て
き
ま
し
た
。

通
っ
て
来
る
生
徒
さ
ん
は
、
幼
稚
園
児

1
7
0代
と
幅
広
く
、
癒
や
し
を
求
め
る
人
、

技
術
の
向
上
を
望
む
人
と
そ
の
目
的
も
さ

ま
ざ
ま
。

支
援
学
校
へ
通
う
生
徒
さ
ん
も
い
て
、

作
品
つ
く
り
を
楽
し
み
な
が
ら
、
集
中
力

が
増
し
た
り
、
両
手
の
協
応
動
作

（複
数

共
に
学
び
合
い
、
豊
か
な
人
生
を

「和らぎ」陶芸工房

1お問い合わせ

〒581-0072

八尾市久宝寺4丁目 1-29

TEL0 9 0-4 5 6 3-5 9 6 8 

講師形埜和仁

※花器 ・食器 ・酒器など

注文制作も承ります。

ラ

ー
フ

レ
）

ホ。ラ
ーさ

コ

L

るょ

り

卜

ま

ン

と器

メ
ジ

↑ヒー

ン

品

）
 。

ん

レ

竹

さ

ア

ン

ョ

和

ワ

シ

の
器
官
や
機
能
が
互
い
に
か
み
合
っ
て
は

た
ら
か
せ
る
動
作
）
に
成
長
の
兆
し
が
み

ら
れ
る
な
ど
、
陶
芸
の
奥
深
さ
の

一
端
が

垣
間
見
え
る
話
も
う
か
が
い
ま
し
た
。

寡
黙
な
が
ら
も
高
い
技
術
を
も
つ
和
仁

さ
ん
の
陶
芸
指
導
と、

支
援
学
校
で
の
豊

か
な
経
験
を
持
つ
ま
り
江
さ
ん
と
の
語
ら

い
は
、
「
和
ら
き
」
の
大
き
な
魅
力
に
な
っ

て
い
ま
す
。

教
室
を
開
い
て
2
年
半
に
な
り
、
生
徒

さ
ん
も
腕
を
上
け
、
素
晴
ら
し
い
作
品
が

た
く
さ
ん
で
き
あ
が
っ

て
い
ま
す
。
生
徒

さ
ん
の
熱
心
な
姿
や
こ
ん
な
物
を
作
り
た

い
と
い
う
情
熱
に
和
仁
さ
ん
も
刺
激
を
受

け
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
い
、
「
陶
芸
を
通

し
て
生
徒
さ
ん
と
共
に
学
び
合
い
、
そ
れ

ぞ
れ
の
人
生
が
豊
か
に
な
っ

て
い
く
教
室

に
な
っ
て
い
け
れ
ば
」
と
語
り
ま
す
。

『夏休み小学生陶芸教室』開講．，

開講時間 I月
9 :30~12:00 

14:00~16:30 
18:30~21 :00 

◎ l日体験またはフリーコースの開講時間

火

◎
＿◎
 

◎
 ◎

 

旦
◎
＿
◎

0カリキュラムコースもあります。

（曜日 ・時間帯は相談してください）

（詳細はお間い合わせください）
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ん
で
い
た
所
は

「
ち
ょ
う
」
。
例
え
ば

鍛
冶
町
と
。
し
か
し
神
田
神
保
町
は
武

家
屋
敷
だ
け
ど

「ち
ょ
う
」
と
よ
ん
で

い
る
。
こ
の
時
点
で
答
え
て
い
る
私
自

先
日
、
前
々
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た

身
も
ま
た
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。

事
が
起
き
て
し
ま
っ
た
。

仕
方
が
な
い
。
思
い
つ
い
た
矢
先
、
少

「
お
じ
さ
ん
！
久
宝
寺
寺
内
町
っ
て

年
た
ち
に
、

「
こ
れ
君
た
ち
何
て
読
む
？

読
み
方
は
、
じ
な
い
ま
ち
、
そ
れ
と
も

城
下
町
、

陣
屋
町
、
武
家
町、

宿
場
町、

じ
な
い
ち
ょ
う
？
」
私
は
と
っ
さ
に

港
町
、
門
前
町
、
花
街
（
町
）
」
え
え
い
！

「
ど

っ
ち
も
使
わ
れ
て
い
る
よ
」
と
無

しようか

と
思
い

「
小
柳
ル
ミ

子
の
私
の
城
下

町
、
ひ
ば
り
の
港
町
十
三
番
地
」
ま
で

責
任
な
答
え
方
を
し
て
し
ま
っ
た
。
時

間
が
過
ぎ
て
も
ま
だ
少
年
た
ち
が
い
た

出
し
て
し
ま
っ
た
。
少
年
た
ち
は

「ぽ

の
で
、
私
は
以
下
の

[t
c

o口
言
い
ぶ
牙
れ
〗
喜〗[
〗[口
〗
〗

□〗

」と口;/二
]
[
h
:

ド
ッ
チ
や
ね
ん
！

副
理
事
長

冨
山
喬
三

平
成
28
年
11
月
20
日
（
日
）
、
八
尾
市

ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
に
参
加
者

22
名
が

集
合
し
、
ま
ず
念
佛
寺

へ
向
か
い
ま
し

た
。
本
堂
に
上
が
り
、
ガ
イ
ド
の
方
に

お
寺
の
歴
史
な
ど
を
学
ん
だ
後
、
十

一

面
観
音
菩
薩
像
を
拝
観
し
ま
し
た
。

参
加
者
は

「ガ
イ
ド
の
補
佐
の
方
が
、

お
堂
の
中
の
菩
薩
像
を
ラ
イ
ト
で
照
ら

ガイ ドの話に真剣に耳を傾ける参加者

辿い昔の久宝、『に思いをはせて

＼
歴
史
浪
漫
あ
ふ
れ
る

久
宝
寺
を
堪
能
＼

久
宝
寺
三
か
寺
・
神
社
め
ぐ
り

（顕
証
寺

・

念
佛
寺
•

発
願
寺

・

許
麻
神
社
）

久
宝
寺
寺k
町
ま
ち
つく
リ
準
進
協鰈
会
•
N
P
O
芸
人

寺

空

安
〈
｛圭寺
主
潅
8
イ
ペ
ン
ト
を
閏
潅
し
ま
し
た

大
好
評
＇
．
嘩
員
御
礼

し
て
く
れ
た
の
で
、

普
段
は
な
か
な
か

見
る
こ
と
の
で
き
な
い
お
顔
が
見
ら
れ

た
」
と
喜
ん
で
い
ま
し
た
。

顕

証

寺

で

は

、

住

職

か

ら

お

寺

の

歴

史

な

ど

を

聞

い

た

後

、

しんらんし
ょうにん
．こえでん

【
親
壼
聖
人
御
絵
伝

=
]
】
を
拝
観
し

ま
し
た
。
写
真
撮
影
の
許
可
を
い
た
だ

い
て
い
た
の
で
、

参
加
者
は

「
本
当
に

良
い
も
の
を
カ
メ
ラ
に
収
め
る
こ
と
が

で
き
た
」
と
興
帽
気
味
に
話
し
て
い
ま

し
た
。

発
願
寺
は
ち
ょ
う
ど
法
事
が
あ
り
、

本
堂
は
見
学
で
き
ず
、
門
前
で
歴
史
の

話
を
聞
き
ま
し
た
。

そ
し
て
最
後
の
許
麻
神
社
で
は
、
ガ

イ
ド
の
方
が

「
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り

ま
す
が
、
地
元
の
も
の
と
し
て
は
、

聖

徳
太
子
の
ゆ
か
り
の
お
寺
が
こ
の
地
に

あ
っ
た
と
信
じ
て
い
ま
す
」
と
話
さ
れ
、

参
加
者
の
方
は
皆
さ
ん
う
な
ず
か
れ
て

い
ま
し
た
。

竺
し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん
ご
え
で
ん

親

鸞

聖

人

御

絵

伝

宝
暦
六
丙
子
年

(1
7
5
5
)
2
月
15
日
、
本
願
寺
第

十
七
代
法
如
上
人
よ
り
い
た
だ
い
た
掛
け
軸
。
親
鸞
聖
人
の

こ
生
涯
と、

そ
の
教
え
を
描
か
れ
た
絵
巻
物
で、

四
幅
す
べ

て
合
わ
せ
る
と
縦
2
m
2
0
cm
横

5
m
7
0
c
m
と
な
る
巨
大
な
も

の
。
顕
証
寺
で
は
、
年
に
一
度
、
11
月
26
日
＼

28
日
の
報
恩

講
の
法
要
時
に
奉
懸
し
て
い
ま
す
。

（顕
証
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）
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去
る

2
月
12
日
、
北
川

央
先
生
の
「
大
坂
夏
の
陣

八
尾
合
戦
」
の
表
題
で

講
演
会
が
ま
ち
な
み
セ
ン

タ
ー
で
開
か
れ
ま
し
た
。

北
川
央
先
生
と
い
え
ば

大
阪
城
や
大
阪
の
歴
史
や

文
化
の
書
物
の
著
述
、
新

聞
、
雑
誌
へ
の
寄
稿
、
市

民
む
け
の
講
演
活
動
、
そ

れ
に
テ
レ
ビ
出
演
な
ど
多

方
面
に
活
躍
な
さ
っ
て
い

る
事
は
皆
さ
ん
ご
承
知
の

こ
と
と
思
い
ま
す
。

当
日
は
予
想
通
り
お
客

さ
ま
が
多
く
、
慌
て
て
机

な
し
の
椅
子
席
、
ま
た
立
ち
見
席

ま
で
用
意
す
る
ほ
ど
の
盛
況
ぶ
り

で
し
た
。
ま
た
講
演
内
容
も
史
書

寺内町新聞 vol.6 

大
阪
城
天
守
閣
館
長

北

川

央

氏

「
大
坂
夏
の
陣
八
尾
合
戦
」

講
演
会

や
古
文
書
な
ど
か
ら
資
料
と
し
て

出
さ
れ
て
、
そ
れ
を
解
り
や
す
く

解
説
さ
れ
、
折
々
に
大
河
ド
ラ
マ

の

「真
田
丸
」
を
連
想
し
な
が
ら

ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
お
話
さ
れ
る

姿
は
感
動
し
ま
し
た
。

先
生
は
講
演
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
「
今
日
は
大
坂
方
か
ら
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
八
尾
方
面

は
敵
、
徳
川
で

．．． 
」
ま
さ
し

く
「
阪
神
巨
人
戦
」
を
連
想
さ
せ

る
み
た
い
で
場
内
は
爆
笑
の
渦
に

な
り
ま
し
た
。

；

ら

こ
と
大
阪

がな

城
に
話
題
を

ぜ交

変
え
ま
す
と
、

り

t

麟

今
、
私
た
ち

,

5

が
目
に
し
て

p
 

ン

い
る
大
阪
城

ー

9

.

5

は
徳
川
秀
忠

芯・

JLJ

の
築
城
で
今

か
ら

4
0

0

 

田
一

マ
氏

年
前
「
紅
蓮

の
炎
」
に
消

tl 

l
L
V̀

．

ラ
~
 

＼

j」
[二
〗
〗
〗
／

ヽ

壮
華
麗
で
そ

の
姿
は
「
三
国
無
双
」

と
称
さ
れ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

大
阪
市
で
は
豊
臣
秀
吉
が
築
い

八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
館
長

こ

た

に

と

し

あ

き

小
谷
利
明
氏

「
久
宝
寺
安
井
一
族
に
つ
い
て
」

た
こ
の
初
代
の
石
垣
を
掘
り
起
こ

し
て
常
時
見
ら
れ
る
公
開
施
設
を

作
る
計
画
が
あ
る
ら
し
い
。
歴
史

ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
一
刻
も
早
く
実
現
し
て
ほ

し
い
も
の
で
す
。

今
回
の
講
派
会

(
3
月
12
日

八

尾
市
ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
に
て
開

催
）
に
参
加
さ
れ
た
方
々
の
多
く

は
久
宝
寺
地
区
の
方
で
、
用
意
さ

れ
た
席
の
ほ
と
ん
ど
が
埋
ま
る
ほ

ど
の
盛
況
で
し
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
こ
の
地
区
の
方
々
の
安
井

一・

族
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
関

心
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

先
生
に
は
、
用
意
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
冊
子
や
資
料
、
安
井
家

の
系
譜
な
ど
に
そ
っ
て
詳
し
く
ご

講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の

内
容
は
、
久
宝
寺
寺
内
町
の
戦
前

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
研
究
史

か
ら
始
ま
り
、
占
女
井

一
族
は
い
つ

か
ら
久
宝
寺
に
い
た
の
か
へ
ぷ
女

さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を
も
と
に
歴
史
の
真
相

に
迫
る
小
谷
氏
の
講
演
。
参
加
者
も
真
剣

に
間
き
入
る

5
 

井
氏
と
顕
証
寺
と
の
関
係
は
“
な

ど
で
、
参
加
者
は
、
「
久
宝
寺
と
安

井
氏
と
の
か
か
わ
り
の
深
さ

・
複

雑
さ
を
改
め
て
う
か
が
い
知
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
」
と
大
変
喜
ん

で
お
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
今
後
、
安
井
道
頓
や
道
ト

に
つ
い
て
の
講
演
も
開
催
し
て
欲

し
い
と
の
要
望
が
出
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
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ひらのごう

平野郷まち歩き

平
野
は
平
安
時
代
の
初
め

(
8
0
0
年
頃
）、

さ

か

の

う

え

の

た

む

ら

ま

ろ

ひ

ろ

の

ま

ろ

坂
上
田
村
麿
の
次
男
廣
野
磨
の
領
有
地
と
な

り

「
廣
野

（ひ
ろ
の）
」
が

「平
野

（ひ
ら
の）
」

に
な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の

「平
野
郷
ま
ち
歩
き
」
の
目
的
は
、

平
野
の
古
い
ま
ち
な
み
が

「久
宝
寺
寺
内
町
」

と
ど
こ
が
違
う
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ガ

イ
ド
さ
ん
の
案
内
の
も
と
、

「杭
全
神
社
」
周

辺
の
環
濠
跡
を
見
学
し
な
が
ら
中
心
部
に
向

か
う
と
、
狭
い
ま
ち
な
み
に
沿
っ

て
多
く
の

お
寺
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
平
野
郷
周
辺

の
建
物
は
戦
後
の
も
の
で
、
改
修
さ
れ
た
建

物
は
、
大
阪
市
の
助
成
金
を
活
用
し
て
修
復

工
事
が
な
さ
れ
、
旧
来
の
建
物
を
残
し
な
が

ら
、
新
築
さ
れ
た
建
物
と
混
在
し
て
い
る
ま

ち
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
よ
く
わ
か
り
ま
し

こ
。

f
 「久

宝
寺
寺
内
町
」
も
古
い
ま
ち
な
み
を
保

存
し
な
が
ら
、
地
域
の
皆
様
と
と
も
に
、
既

存
の
形
成
さ
れ
た
ま
ち
と
歴
史
的
遺
産
を
保

存
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小学校6年生

フィールドワーク

平
成

28
年

11
月
26
日

（
火
）
授
業
の

一
環
と

し
て
行
わ
れ
て
い
る
地
域
学
習
で
、
久
宝
寺
寺

内
町
を
当
法
人
の

「ま
ち
な
み
ガ
イ
ド
」
の
ス

タ
ッ
フ
が
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

後
日
、
児
童
の
感
想
文
を
校
長
先
生
よ
り
い
た

だ
き
ま
し
た
の
で
、
ご
紹
介
し
ま
す
（
紙
面
の

関
係
で
す
べ
て
紹
介
で
き
ま
せ
ん
。
ご
了
承
く

だ
さ
い
。
）「船

着
き
場
」

「私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
（
船

つ
き
場
）
に
つ
い
て
、

話
を
聞

き
ま
し
た
。
約

4
0
0
年
前
、

当
時
は
鉄
道
が
で
き
る
前
だ
っ

た
の
で
、
川
を
船
で
渡

っ
て
物

を
運
ぶ
の
が
主
流
で
し
た
。
そ

の
頃
の
大
和
川
は

「久
宝
寺
川
」

t
＇ 
b
-

．
 

と
呼
ば
れ
て
、
川
は
ば
約
2
0
0
メ
|
小
ル
も

か澤

あ
る
大
き
な
川
で
し
た
。
そ
の
川
の
お

久
宝
寺
の
町
は
と
て
も
発
展
し
ま
し
た
。

一／宵
j

は
ん
ら
ん
や
こ
う
水
が
数
多
く
起
こ
っ
た
こ
困
～

d

．．
 

.
b
.
^
 

．
 

．．
 

ぶ

も
あ
り
2

つ
の
顔
を
持
つ
川
と

言
わ
れ
て
い
ま

•
,
．
．
e

『9
・
『5

.
智

..-.1.r-．．．
-1,p．ヽ・

．．
 

ふ
れ
あ
い
館

m記

＼
ま
ち
い
い
口
れ
や
っ
て
ま
す
＼

し
た
。
さ
て
こ
こ
で
問
題
で
す
。

2
つ
の
顔
を

持

つ
川
と
言
わ
れ
た
久
宝
寺
川
で
し
た
が
、
そ

の
2
つ
の
顔
は
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
で
し
ょ
う

か
？
①
光
と
か
げ

②
仏
と
鬼

③
天
使
と
悪

魔

．
．
．
 
答
え
は
③
で
し
た
。
天
使
の
顔

を
も
つ
川
で
し
た
が
、
久
宝
寺
川
の
は
ん
ら
ん

に
よ
っ
て
た
く
さ
ん
の
死
者
が
毎
年
で
ま
し
た
。

次
第
に
久
宝
寺
川
を
付
け
替
え
る
声
が
高
ま
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
中
甚
平
（
な
か
じ
ん

べ
い
）
を
中
心
に
久
宝
寺
川
の
付
け

替
え
を
幕
府
に
求
め
ま
し

た
。
中
氏
が

19
オ
の
時
に
幕

府
に
う

っ
た
え
た
時
か
ら
実

に
約

50
年
後
。
つ
け
替
え
工

事
が
完
了
し、

大
和
川
は
現

在
の
位
置
に
つ
け
替
わ
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、

元
々
川
が

あ
り
、

余

っ
た
土
地
に
は
新

田
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
さ

まちなみガイ ドスタッフの説明をllll<6年生のみなさん

て
こ
こ
で
再
び
間
題
で
す
。
久
宝
寺
の
中
で
つ

な
ら
れ
た
新
田
は
い
く
つ
あ
る
で
し

ょ
う
か
？

②
15

③
24 

6
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久宝寺情殺

当
法
人
で
河
内
木

綿
の
栽
培
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
募
集
し
た

と
こ
ろ
、
数
名
の
応

募
が
あ
り
、
そ
の
方
々

で

「
わ
た
の
会
」
を

結
成
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
代
表
の

荒
木
さ
ん
に
抱
負
を

語

っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

「河
内
木
綿
の
栽
培
か
ら
綿
く
り
、
糸
紡
ぎ
を
、
そ
し

て
機
織
り
と
、

夢
を
大
き
く
膨
ら
ま
せ
た
人
た
ち
で
活
動

し
て
い
ま
す
。
当
法
人
の
理
事
さ
ん
よ
り
、

『手
紡
ぎ
木

綿
を
楽
し
む
会
』
の
萩
原
星
子
様
を
紹
介
い
た
だ
き
、
先

生
主
催
の

『河
内
木
綿
雑
談
会
』
に
参
加
、
先
生
自
作
の

糸
紡
ぎ
機
で
楽
し
く
糸
を
紡
ぐ
事
が
で
き
ま
し
た
。

ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
で
糸
紡
ぎ
を
行
っ
て
い
る
と
、
小

学
生
の
児
童
た
ち
も
興
味
を
持
ち
、

一
緒
に
糸
紡
ぎ
を
し

ま
し
た
。
『わ
た
」
で
い
ろ
ん
な
人
と
出
会
い
、
楽
し
い

交
流
が
で
き
、

素
敵
な
作
品
が
で
き
る
よ
う
に
頑
張
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
小
学
校
へ
の
出
前
授
業
も

勉
強
し
な
が
ら
伝
承
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
『久

宝
寺
木
綿
わ
た
の
会
』
メ
ン
バ
ー
募
集
し
て
い
ま
す
月
」

「
久
宝
寺
木
綿
わ
た
の
会
」
結
成
”
~

着
々
と
積
み
重
ね
ら
れ
た
成
果
は
、
組
織
の

構
成
員
の
連
帯
感
が
つ
な
が
っ
て
、
常
に
い
る

人
々
を
通
し
て
、
人
・
モ
ノ
・
情
報
が
つ
な
が
っ

て
い
き
、
良
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
人
間
関
係
が

つ
な
が
っ
て
、
そ
れ
が
組
織
の
活
性
化
、
求
心

力
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

組
織
に
お
い
て

一
番
重
要
な
要
素
は
人
で
あ

る
。
熱
意
を
も
っ
た
人
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

袖
す
り
合
う
も
他
生
の
縁
と
い
い
ま
す
が
、

私
た
ち
は
ご
縁
が
あ
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。

す
。

高
垣
匡
性

幾
多
の
N
P
O
が
活
動
の
拠
点
を
血
ま
な
こ

に
な
っ
て
い
る
中
で
、
当

N
P
O
法
人
寺
内
町

久
宝
寺
は
、
役
員
を
は
じ
め
久
宝
寺
寺
内
町
ま

ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
の
努
力
と
、
地
域
を
心

か
ら
愛
す
る
方
々
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
積
み
重

ね
ら
れ
た
業
績
が
高
く
評
価
さ
れ
て
、
八
尾
市

ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
に
再
任
さ

れ
た
こ
と
を
心
か
ら
お
よ
ろ
こ
び
申
し
上
げ
ま

雑
感

寄
稿

特
別
顧
問

仲
良
き
こ
と
は
美
し
き
か
な
。

こ
こ
で
団
体
運
営
に
つ
い
て
、
私
が
日
頃
考

え
て
い
る
こ
と
を
申
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

全
て
行
動
を
起
こ
す
前
に
今
ま
で
の
こ
と
を

よ
く
調
べ
、

事
実
を
把
握
し
て
新
た
な
対
策
を

定
め
て
実
行
に
移
す
の
が
常
識
で
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
行
動
に
移
す
前
に
ま
ず
考
え
る
こ

と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

：9

．

r、

ま
た

N
P
O
法
人
寺
内
町
久
宝
寺
の
組
織
の

基
盤
（
根

・
幹
）
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
か
ら
は
活
動
部
門
で
あ
る
（
枝
・
菓
）
を

多
く
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
、
い
く
ら
素
晴
ら
し
い
活
動
を
し
て
い
て

も
、
組
織
の
基
盤
が
弱
っ
て
く
る
と
衰
退
、
崩

壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
お
互
い
、
構
成
員
仲
間

で
議
論
し
な
が
ら
発
展
の
道
を
探
っ
て
も
ら
い

た
い
と
念
願
し
て
い
ま
す
。

．`

N
P
O
法
人
は
利
潤
追
求
で
き
な
い
の
で
、

ご
苦
労
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

更
な
る
発
展
を
期
待
い
た
し
ま
す
。

仲
間
と
う
ま
く
や
る
に
は
、
相
手
を
尊
重
し、

相
手
の
立
場
で
も
の
を
考
え
て
、
腰
を
低
く
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

7
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■

役
員
人
事

■

久
宝
寺
寺
内
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会

N

P
O
法
人
寺
内
町
久
宝
寺

近
藤
廣
之
進
（
理
事
↓
事
務
局
長
）

吉
田

俊
司

（幹
事
↓
理
事
）

川
東
佐
江
子
（
幹
事
↓
理
事
）

花

田

禎

一
（
幹
事
↓
監
事
）

美
濃

良
博
（
退
任
）

近
松

善
孝

（
退
任
） た

。

し

ぞ

未

5

め

麒

じ

休（ ～
 

＋
 

ー

操

託時

体

4
ォ
8

シ
朝

＿フ

毎

」

f/

0
イラス ト葉山顕告さん

八尾市まちなみセンター研修室にて

申込みは不要です。

お気軽にお越しください。

（お問合せ 八尾市まちなみセンター）

畑

「 l日、一

」
イ
レ

卜
廊下

土

Iヽ
帖帖

土

Iヽ

l帖上玄..A.関L 」
帖

」

ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー

ま
ち
な
み
麟
角
堂

ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー

ま
ち
な
み
麟
角
堂

T 

玄関・-まちなみ麟角党図

借
り
ら
れ
ま
す

ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
情
報

そ
の
他
に
も
、
ま
ち
な
み
ガ
イ
ド
や
ま
ち
情

報
、
貸
室
な
ど
も
ご
ざ
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

・・

・
八
尾
市
ま
ち
な
み
セ
ン

タ
ー

穴

0
7
2
.9
2
4
.6
3
7
ー
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【10月申込み分から】

公の施設などを利用する際の使用料を改定します

市では、厳しい財政状況の中、行財政改革を行いながらさまざまな取り組みを進めています。そして、これま

での経過などを踏まえるとともに、公の施設を利用する人としない人での負担の公平性を確保するため、「八尾

市使用料 ・手数料等の見直 しに関する拮本方針」を作成 し、施設運営にかかるコスト計算を再度行った上で、使

用料の見直 しを進めてきた結果、10月申込み分から使用料などを改定するこ とと なりま した。改定後の使用料

などについての詳細は、 市ホームページに掲載 しています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

＊問合せ八尾市役所財政課債権管理室 TEL072-924-3949 FAX 072-993-5944 

◎使用料改定の嬰木的な考え方

①各種サービスにかかる全休経費の算定

利用者に応分の負担を求めるためには、より市民の皆さんに理解されやすいものとする必要があることから、使用料な

どの積算根拠 （維持管理費な ど）を整理し、 施設利用にかかる全体経費の窮定を行いま した。

②利用者と市との負担割合の設定

公の施設は、住民福祉の向_Lを目的として設附しているため、全体経費から施設の性質（公共性など）に応じた市の負

担割合を設定しました。

③市民負担の急激な増大を防ぐための方策

使用料の見直しによる利用者負担の急激な増大を緩和するため、改定する金額については上限を設定しま した。

④消費税の取り扱い

使用料については、現行の内税方式から外税方式へと変更しました。

やお 市政だより（平成 29年 3月号）より

上記のとおり、公の施設の使用料見直しに伴いまして 「八尾市まちなみセンター」及び「まちな

み麟角堂」の使用料を本年 10月申込み分から以下のように改定いたします。

ご使用いただ＜ 皆さまに快適にお使いいただけるよう、 指定管理者としてより一層努めてまいり

ます。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

改定後の利用料

施設名 時間区分 時間 現行料金（円）

ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー

研修室

前
後
間
日
一
前
後
間
日
一
前
後
間
日

午
午
夜
全
午
午
夜
全
午
午
夜
全

9:00-12:00 
13:00-17:00 
18:00-22:00 
9:00-22:00 
9:00-12:00 

13:00-17:00 
18:00-22:00 
9:00-22:00 
9:00-12:00 

13:00-17:00 
18:00-22:00 
9:00-22:00 
9:00-12:00 

13:00-17:00 

0
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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5
4
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講
演
会

「続
・
久
宝
寺
安
井
一
族
に
つ
い
て
」

師
；
小
谷
利
明
氏
（
八
尾
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
館
長
）

時
5

平
成
29
年

10
月
29
日

(
H
)
午
後
1
時
30
分

S
3
時

所
；
ハ
尾
市
ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
研
修
室

参
加
費
」
無
料

場 日 講

―̀鳴

平成29年 9月10日巨

-~~ ・
遭幽手

ベ
E1 割

雨
天
決
行
イ
ペ
ン
ト
の
一
部
は
変
更
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

第

9
回
久
宝
寺
寺
内
町

『
燈
路
ま
つ
り
』

日
時
二
平
成
29
年

9
月
10
日
（
日
）

燈
籠
点
灯
；
午
後
6
時

（
愛
の
郷
・
八
尾
の
杜
会
場
；
午
後
5
時
30
分

S
燈
籠
点
灯
）

行
事
予
定

午
後

2
時
30
分

S
午
後

9
時

""徳洲会グループ

社雷悶；ど：門＿戸 久宝寺愛の郷
女デイサービス ・・・：ショートステイ

TEL : 072-924-5660 FAX : 072-924-5666 

唸校区高齢者あんしんセンター

（八尾市地域包括文援センター）

TEL : 072-990-0337 FAX : 072-990-0338 

〒aSl-0072 大阪府八尾,Ii久宝与 3丁目 I3番38号

H p : hllp://IVIV¥¥'.k)'llhOji-ainosato.jp 

特定施設入居者生活介護
障がい者生活介護

八尾の杜（全室個室・ 24時間対応・終身型）

〒581-0072 大阪府八尾市久宝寺 3丁目 15番39号

TEL: 072-968-8175 FAX: 072-968-8176 
HP:https://yaonomori-kaigo. jp/ 

久宝寺で育った

八光堂•松本仏壇 （工場）

電気

電気通信

． 空調・消防設備
•太陽光発電設備

設計・施エ・保守

仏 壇 仏 具 の 総合 センター

色 （袢））l ft堂Tム具

八尾市本町 3丁目 1-17 

TEL 

店

07 2-99 2-3000 

嗣廊鵬濶欝躙
本 社八尾市佐堂町 1-1-4
TEL.072-996-4961 (イ-t)FAX.072-996-0007 

東大阪支店東大阪市若江西新町 2-8-16
TEL.06-6725-5332(イ-t)

柏原支店柏原市太平寺 1-13-38 
TEL.072-998-4961 

IO 
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い しよすあおも 河内
てまさまわかつ
ていりんいいと こ
やご どささい と

と んで は、、

待台所夜隅 狭 お 早 標準語
つ い粥<
との 所帰
いか つ
てた て

づ 来
け な

さ
し‘

今
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
ば

河
内
地
方
の
方
々

は、

方

言
だ
と

意

識

し
な
い
で
使
っ
て
い

る
こ
と
ば
が
あ
る
よ
う

＋

で
す
。
そ
の
こ
と
ば
の

が

標
準
語
を
学
び
ま
し
ょ

f

゜
スノ

標
準
語
講
座

河
内
の
こ
き
ば

イラス ト莱山類仔さん

(※1)若とめ：．久宝寺では、一般仕宅のことを屋号で呼ぶ習慣が残っ

ています。若とめは廿の屋号です。

(※2)八丁の柳：今はありませんが、大きな柳の木があったところで、

地元の方は今でも北町延命地蔵諄の近くのことを八丁

の柳のところと言います。

（久宝寺の地元の方に伺った話を基にしています。）

A A 
さ さ
ん ん
．． ．． 
ぅ いよ
ん て つ
゜ てし

あ やや

な ゜ ‘ 

た よ
の つ
方 し
が や

早 ゜
か あ
つ ん
た た
ら の
待 方
つ が
て 早
て か
よ つ
゜ た

ら

B
さ
ん
こ
の
り
が
と
う
。
行
く
ま
で
待
っ

て
て
ね
。

Bさんこおおきに。行くまでいててや。

A A 
さ さ
ん ん
．． ．． 

気そ るそ
をう わう
つ ゜ ゜か
けそ き

ヽ

てれ いほ
来な つん
てら けだ
ね r てら
゜八 お r

丁 い八
の で丁
柳 やの
~ 

゜柳
で ※ 

待 2 
つ ~ 

て の
る 所
゜ で

し‘
て

B B 
さ さ
ん ん
．． ．． 

を行 抜行
抜く けく
け行 て 行
てく ノ付ー く
1/T - ゜ ＜ ゜
く近 わ近
わ道 ゜道
゜ し し

て て
~ ~ 

若 若
と と
め め
~ 

※ 

の 1 
と

~ 

こ の
ろ あ
の わ
路 し‘
地 さ

A
さ
ん

:
ム7
日
は
、
夜
の
会
合
だ
よ
ね
。
行
く
の
？

A
さ
ん
:
今
日
、
よ
さ
り
の
会
合
や
な
ぁ
。
あ
ん
た
行
く
や
ろ
。

待
ち
合
わ
せ
の
会
話

久宝寺寺内町

増
ち歩き

平
成
28
年
度
は
、
久
宝
寺
寺

内
町
ま
ち
歩
き
に
団
体
で
来
ら

れ
た
方
は

1
2
0
0
名
強
に
な

り
ま
し
た
。

主
な
団
体
は
、
大
東
市
立
歴

史
民
俗
資
料
館

(22
名）
、
河

内
教
員
サ
ー
ク
ル

(10
名
）
な

ど

26
団
体

で
し
た
。
個
人
を

含
め
る
と
延
べ
1
万

3
1

0
4
名

（
ま
ち
な
み

セ
ン
タ
ー
統
計
）

に
上
り
年
々
増
加
し
て
い
ま

す
。ま

ち
な
み

セ
ン
タ
ー
に

は、

散
策
マ
ッ
プ
を
ご
用
意
し
て
い

ま
す
の
で
個
人
の
方
も
お
気
軽

に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

1 1 
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発
行
元

；
入
宝
寺
寺
内
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会

•

N
P
O

法
人
寺
内
町
久

宇
寺

ま
ち
歩
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
要
員
募
集
中
！

C
久
宝
寺
寺
内
町
に
興
昧
の
あ
る
方
・

歴
史
が
好
き
な
方
、

経
験
は
問
い
ま
せ
ん
。

本
紙
「
よ
う
こ
そ
久
宝
寺
へ
」
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

最
近

(
2
5
3
年
以
内

）
久
宝
寺
地
区
に
引
っ
越
し

て
来
ら
れ
た
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
？
・

（
自薦
•
他
薦
は
問
い
ま
せ
ん
）

（
種ま
き
•
水
や
り
・

収
穫
・

糸
紡
ぎ

の
お
手
伝
い
た
だ
け
る
方
）

「
久
宝
寺
木
綿
わ
た
の
会
」
の

メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
事
務
所
ま
で
。

貸
館
し
て
い
ま
す
。

ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー

ま
ち
な
み
麟
角
堂

←一i

゜
O
F
 

王
（
毎
月
第
3
日
曜
日
）

ラ
ジ
オ
体
操
は
じ
め
ま
し
た

毎
朝
8
時
45
分

5
（休
館
日
を
の
ぞ
く
）

ま
ち
な
み
セ
ン
タ
ー
研
修
室

ご
不
用
の
紡
車
・
綿
繰
り
機
が

ご
さ
い
ま
し
た
ら
ご
提
供
く
だ
さ
い
。

接
客
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
ポ
ラ
ン

C
テ
ィ
ア
活
動
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
・

（毎
月
第
3
日
曜
日
）

「
ほ
っ
と
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

楽
器
演
奏

・
ダ
ン
ス
・
手
O
DD

な
と
の

特
技
を
披
露
し
て
い
た
だ
け
る
方
も

〒

5
8
1
.
0
0
7
2
大
阪
府
八
尾
市
久
宝
寺
三
ー
＝―
|
二
0
穴

0
七
ニ
・九
一
．四
・八
三
七

一

― ` 「
ほ
っ
と
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

多
少
の
不
具
合
・

故
障
は
問
い
ま
せ
ん
。

申
込
み
は
不
要
で
す
。

お
気
軽
に
こ
参
加
く
だ
さ
い
。
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＼
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今
回
は
、

広
報
部
ス
タ
ッ
フ
の
変
更
が
あ
り
、

新
し
い
構
成
担
当
者
を
全
員
で
フ
ォ
ロ
ー
し
な
が

ら
編
集
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

今
後
も
分
か
り
や
す
い
紙
面
で
、
久
宝
寺
寺
内

町
の
情
報
を
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ー
編
集
後
記
ー

燈
路
ま
つ
り
用
紙
製
燈
籠

ご
購
入
い
た
だ
け
ま
す
。
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