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摂
津
市
教
育
委
員
会

生
涯
学
習
部
　
生
涯
学
習
課

の
方
々
か
ら
の
投
稿
欄
を
も
う
け

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

生
汲
常
習
謹
上
食
　
言
荷
充
辛

か
を
学
び
取
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

鯛
き
取
り
扱
名
　
峰
勤
一

魅
力
あ
る

「
ち
ょ
っ
と
昔
の
暮
ら
し
」

都＿・上　髭沖的紅こし弟」試射1

◎
新
年
の
ご
あ
い
三

管
蓋
蕾
墓
室

一
年
の
計
は
正
昔
一
に
あ
り
〟
本
年

も
開
発
と
保
護
の
あ
い
矛
盾
す
る

課
題
に
つ
い
て
朋
和
を
図
り
な
が

ら
、
埋
蔵
文
化
財
保
遜
ポ
業
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
三
月
末
に
は
千
里
丘
三

丁
目
に
所
在
す
る
金
剛
院
の
不
動

明
王
立
像
の
修
復
も
お
わ
る
予
定

で
す
。こ

れ
か
ら
も
「
温
故
知
新
」
　
の

心
を
大
切
に
し
、
貴
重
な
文
化
財

を
守
り
、
文
化
の
香
り
高
い
ま
ち

づ
く
り
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
ご
支
援
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
1
二
げ
ま
す
。

羞
烹
孝
女
星
野
孝
一

郷
土
摂
津
の
丈
化
財

義
軍
嘉
曹

連
載
し
て
い
る
昔
の
暮
ら
し
の

聞
き
書
き
を
読
ん
で
い
た
だ
い
た

何
人
か
の
方
か
ら
、
昔
の
こ
と
を

思
い
出
し
て
な
つ
か
し
く
思
っ
た

と
言
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

認
　
平
成
十
年
は

世
棚
も
混
沌
と

し
て
暗
い
ニ
ュ

ー
ス
が
多
い
隼

昨
年
五
月
か
ら
、
多
く
の
市
民

の
皆
さ
ん
に
摂
津
市
の
文
化
財
及

び
歴
史
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
始
め
た
「
郷
土
摂

津
い
に
し
え
通
信
」
も
、
は
や
九

号
に
も
な
り
ま
し
た
。
一
面
を
　
「

情
報
コ
ー
ナ
ー
」
、
二
面
を
「
ち

ょ
っ
と
昔
の
暮
ら
し
」
、
三
面
を

「
妨
土
史
コ
ー
ナ
ー
」
、
四
面
を

「
古
代
コ
ー
ナ
ー
」
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
の
担
当
が
執
筆
し
ま
し
た
。

市
民
の
方
々
か
ら
　
「
読
ん
で
い
る

よ
」
　
と
の
声
を
聞
い
て
、
ま
す
ま

す
頑
張
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

十
二
号
　
（
四
月
）
　
よ
り
、
市
民

四
十
代
の
ま
だ
若
い
人
で

も
「
山
行
き
に
連
れ
て
　
◎

い
っ
て
も
ら
っ
た
こ

と
が
あ
る
」
　
と
か

「
安
威
川
で
泳
い

だ
」
　
な
ど
と
い

う
人
も
お
ら
れ
ま

し
た
。昔

の
生
活
は
、

働
も
厳
し
く
、
今
の
よ
う
に

便
利
で
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
豊

か
な
自
然
と
人
情
と
未
来
へ
の
希

望
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

物
は
あ
ふ
れ
て
い
て
も
、
生
き

て
い
る
満
足
感
は
薄
く
な
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
現
代
に
生
き
て
い

る
私
た
ち
は
、
昔
の
生
活
か
ら
何

で
し
た
。
そ
の
中
で
全
国
の
発
掘

調
査
の
成
果
は
明
る
い
話
題
と
し

て
み
な
さ
ま
の
記
憶
に
残
っ
て
い

な
い
で
し
ょ
う
か
？

摂
津
市
に
お
い
て
も
平
成
十
年

は
多
く
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
鮎
果
的
に
は
新
関
の
山

面
を
か
ぎ
る
よ
う
な
発
見
は
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
可
能
性
の
あ
る

堆
積
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
成
果
の
蓄
租
が
将
来

の
大
き
な
先
見
に
つ
な
が
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

今
後
と
も
発
鋸
調
査
の
成
果
は

こ
の
通
信
を
つ
う
じ
て
、
い
ち
は

や
く
お
伝
え
l
て
い
き
た
い
と
思

各
披
調
を
経
巻
　
伊
郎
骨
絶



2

＼

1

、

■
苧
ご
J
ん
●
お
ば
あ
三
品
き
き
た

摂
津
市
域
　
電
盈
　
習
藍
苛
◎
≪
亀

番二ト髭沖的打嘗′眉∴綱目㍍

そ
の
9
　
特
産
品

／

／

i

岳

．

．

≡

】

．

い
つ
ご
ろ
作
ら
れ
始
め
た
の
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
最
盛
期
は

琶

阿

南

遥

米
作
中
心
地
域
だ
っ
た
摂
沖
市

域
で
も
、
米
以
外
の
商
品
作
物
も

い
ろ
い
ろ
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

中
で
も
、
一
捧
呈
ウ
ド
と
鳥
飼

ナ
ス
は
有
名
で
す
。
そ
の
他
、
苺

・
ケ
シ
・
マ
ク
ワ
ウ
リ
・
ク
ワ
イ

・
士
卒
‥
ピ
ー
ル
麦
・
綿
・
木
の

芽
・
オ
オ
バ
な
ど
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。農

作
物
以
外
で
は
、
味
舌
ム
シ

ロ
が
有
名
で
し
た
。
柳
コ
ウ
リ
や

縄
や
メ
リ
ヤ
ス
も
作
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

第　9　号
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二
坪
庭
ウ
ド
は
托
戸
時
代
か
ら

作
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
明
治

十
二
年
の
記
録
（
一
汗
屋
村
誌
）

で
は
四
千
㍍
百
艮
　
（
約
十
八
ト
ン

）
　
の
収
穫
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。品

質
の
良
さ
で
、
大
阪
の
市
場

で
高
い
評
価
を
受
け
続
け
ま
し
た

↓
ウ
ド
小
屋
の
中
で
の
収
穫

が
、
昭
和
二
十
八
年
の
洪
水
で
苗

が
全
滅
し
て
、
そ
れ
以
来
作
ら
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

冨鳥
飼
ナ
ス
も
、
高
級
野
菜
と
し

て
、
料
亭
な
ど
に
引
き
取
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

カ
マ
ス
用
と
し
て
、
朝
鮮
に
ま
で

輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
需
変

が
急
激
に
伸
び
て
、
ム
シ
ロ
作
り

を
専
菜
と
す
る
家
も
何
軒
か
現
わ

れ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
に
間

辺
地
城
も
合
め
て
、
稲
ワ
ラ
不
足

に
な
っ
た
ほ
ど
だ
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

味
舌
ム
シ
ロ
は
日
脚
質
の
信
頼
性

か
ら
、
人
配
の
市
場
で
他
の
ム
シ

ロ
の
等
級
を
決
定
す
る
標
準
に
使

わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

↓
今
も
作
ら
れ
続
け
て
い
る
鳥
飼

ナ
ス

一
津
屋
ウ
ド
と
同
様
に
、
大
正
か

ら
昭
和
の
初
年
ご
ろ
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
昭
和
七
年
の
記
録
（
鳥
飼

対
話
）
　
で
は
、
六
千
二
百
石
十
貫

（
約
二
十
五
ト
ン
）
　
の
収
穫
と
な

っ
て
い
ま
す
。

讐
四
日
田
川
M
d
a
凹
I
】

味
舌
ム
シ
ロ
も
江
戸
時
代
か
ら

農
家
の
副
業
と
し
て
、
盛
ん
に
作

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

明
治
三
十
年
代
に
な
っ
て
、
そ

れ
ま
で
の
荷
造
り
用
だ
け
で
な
く

↓
ム
シ
ロ
機
（
は
た
）
ム
シ
ロ
は
織
る

と
い
わ
ず
打
つ
と
言
い
ま
し
た
。

○
前
号
の
訂
正
と
お
わ
び

酒
造
り
の
お
話
の
中
の
「
桂
川
」

は
「
木
津
川
」
で
し
た
。

担
当
　
（
源
）

一　一丁＿　日．」－－　－－1T」⊂工】l二－－　－　　－■
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市
　
場

南
北
朝
の
動
乱
に
活
躍
し
た
悪

党
・
国
人
な
ど
有
力
な
名
主
は
、

や
が
て
守
護
大
名
の
家
臣
同
に
さ

れ
、
あ
る
い
は
、
他
の
名
主
や
実

際
の
劇
作
農
民
で
あ
る
百
姓
を
従

え
て
小
領
主
化
が
す
す
め
ら
れ
ま

し
た
。
有
力
名
主
の
中
に
は
鎌
倉

時
代
以
来
、
余
剰
生
産
を
轟
品
化

し
て
貨
幣
資
本
家
に
変
じ
、
土
倉

・
酒
屋
の
ご
と
き
高
利
票
を
営
む

者
が
現
わ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
農

村
に
は
新
た
な
名
主
が
輩
出
し
、

百
姓
も
成
長
し
ま
し
た
。

荘
園
制
の
崩
壊
と
と
も
に
、
荘

園
村
落
を
解
体
し
て
自
然
な
地
象

関
係
か
ら
郷
・
村
と
い
う
自
治
村

落
が
絨
成
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、

蒜
　
Ⅲ
壮
囲
制
の
衰
退
に
と
も
な
い
、
荘

圃
朝
主
と
の
隷
属
関
係
か
ら
独
立

し
は
じ
め
た
農
民
・
手
工
業
者
は
、

技
術
の
発
展
と
相
ま
っ
て
生
産
力

を
上
昇
さ
せ
、
各
地
で
特
色
あ
る

産
物
を
産
出
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
な
産
業
の
発
展

は
商
品
流
通
を
し
だ
い
に
新
発
化

し
、
市
場
・
交
通
・
金
融
の
制
の

発
達
を
も
促
し
ま
し
た
。
室
町
幕

府
の
所
在
地
と
し
て
大
消
費
地
で

あ
っ
た
京
都
、
港
町
で
あ
る
堺
・

淀
・
大
辞
、
港
町
で
あ
り
門
前
町

で
も
あ
っ
た
天
王
寺
な
ど
、
地
方

生
産
地
と
消
費
地
を
結
ぶ
要
地
が

大
い
に
栄
え
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら

の
恭
市
で
も
有
力
町
人
か
ら
選
ば

れ
た
乙
名
・
年
寄
を
中
心
に
、
町

人
の
自
治
に
よ
っ
て
町
政
を
運
営

し
た
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

民
衆
の
台
頭
は
都
市
で
も
著
し

く
顕
著
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
状
況
下
で
、
商
品
流
通
幹
線

と
し
て
淀
川
は
さ
ら
に
重
要
度
を

増
し
ま
し
た
が
、
陸
路
も
物
資
輸

送
の
活
発
化
に
と
も
な
い
交
通
量

が
増
大
し
て
い
き
ま
し
た
。
摂
津

市
城
の
幹
線
街
道
と
し
て
亀
岡
街

道
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
亀
岡
街

道
筋
に
市
場
（
旧
味
舌
上
、
現
在

千
里
丘
六
丁
目
）
　
の
地
名
が
あ
り

ま
す
。
市
場
は
鎌
倉
時
代
に
な
る

と
、
京
都
・
鎌
倉
以
外
の
地
方
で

も
、
荘
園
領
主
や
地
頭
・
荘
官
の

居
住
地
付
近
や
、
社
寺
の
門
前
、

交
通
の
要
地
な
ど
に
発
達
し
ま
し

た
。
最
初
は
臨
時
的
な
も
の
も
次

第
に
定
期
的
と
な
り
、
鎌
倉
中
期

以
降
、
月
三
度
の
三
斎
市
は
ほ
と

ん
ど
全
国
的
に
普
及
し
ま
し
た
。

室
町
時
代
に
は
開
催
度
数
も
増

し
て
い
き
、
月
六
度
の
六
斎
市
も

各
地
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
近
隣
の
市
場
間
に
は
密
接

な
連
関
を
も
っ
て
市
日
が
決
め
ら

れ
て
お
り
ま
し
た
。
行
商
人
は
つ

ぎ
つ
ぎ
に
そ
の
間
を
ま
わ
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
市
場
の
中
に
は
国

定
的
な
設
備
や
倉
庫
、
特
定
の
販

売
座
席
（
市
座
）
　
を
設
け
て
常
設

化
し
た
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

こ
と
に
こ
の
時
代
に
発
達
し
だ

し
た
大
小
都
市
で
は
、
市
座
の
常

設
店
舗
化
が
進
み
、
商
業
地
域
が

発
展
し
て
商
業
町
の
成
立
し
た
も

の
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ

ら
の
商
人
や
手
工
菓
者
が
、
同
業

組
合
的
な
組
線
で
あ
る
座
を
つ
く

っ
て
権
門
社
寺
の
保
護
を
う
け
、

営
業
の
独
占
を
維
持
し
た
の
も
中

世
的
な
特
徴
で
し
た
。

摂
津
市
域
の
市
場
の
起
源
に
つ

い
て
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
次
第
に
常
設
市
場
と
し
て
発

展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
も

こ
と
に
、
周
辺
地
域
の
同
山
小
字

名
の
地
と
合
わ
せ
て
観
察
す
る
と
、

規
則
的
と
い
う
べ
き
配
置
が
注
目

さ
れ
ま
す
。

、㌻‾　▲＿．＿・

葬．牽千・∴竿■‘
ず撃軒競襲岳芦軒予嶺

†　室町通りのにぎわい

※
　
「
摂
津
市
史
」
　
よ
り

担
当
　
（
茶
帯
）
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摂
津
市
域
の
遺
跡
⑳

一
暑

ト
　
昨
年
は
三
内
丸
山
遺
跡
の
発
批
…

…
調
査
の
成
果
を
中
心
に
範
文
時
代

川
の
人
々
の
生
活
に
つ
い
て
記
述
し
服

…
て
き
ま
し
た
。
今
月
号
は
前
回
ま
削

盲
の
お
さ
ら
い
の
意
味
も
か
ね
て
…

…
ク
イ
ズ
を
用
意
い
た
し
ま
し
た
。
■
＝

‥
誉
口
。
彗
」
ぜ
い
ま
せ
ん
が
少
し
の
…

…
時
間
、
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
み
て
く
…

‥
だ
さ
い
。

〔
¶
＝
U

囁囁空

第　9　号

縄
文
時
代
に
な
っ
て
は
じ

め
て
土
器
が
発
明
さ
れ
た
。

○
か
X
か
？

縄
文
時
代
の
時
期
区
分
は

何
期
に
わ
け
る
の
が
一
般

的
で
し
ょ
う
か
？

①
前
期
・
中
期
・
後
期
の

二
期

②
草
創
期
・
早
期
・
前
期

中
期
・
後
期
・
晩
期
の

六
期

③
前
川
・
中
期
・
後
期
・

晩
期
の
四
期

縄
文
土
器
は
、
文
字
ど
う

り
純
に
よ
る
文
様
の
み
で

あ
る
。
○
か
×
か
？

三
内
丸
山
遺
跡
で
試
算
さ

れ
た
絵
人
口
は
？

①
五
〇
人

②
五
〇
〇
人

③
五
〇
〇
〇
人

三
内
丸
山
遺
跡
に
集
落
が

形
成
さ
れ
た
継
続
年
数
は
？

①
1
0
0
年
間

②
5
0
0
年
間

③
1
5
0
0
年
間

三
内
丸
山
遺
跡
で
人
工
的

に
栽
培
さ
れ
た
と
さ
れ
る

植
物
は
？

今
回
・
は
．
和
領
遺
劇
美
っ
車
て
説
明

し
か
㌣

【
所
在
】
摂
津
市
鳥
飼
和
道

【
種
類
】
集
落
跡
【
立
地
】
河
川
敷

（
大
阪
府
文
化
財
地
名
表
よ
り
）

◎
立
地
上
、

ま
だ
ま
だ
不
明
な
点

が
多
い
追
跡
と
言
え
ま
す
。

①
ク
リ

②
カ
キ

③
リ
ン
ゴ

↑

ヒスイの大珠・三内丸山遺跡出土

［
甘
U
三
内
丸
山
遺
跡
か
ら
出
土

囁
し
そ
の
完
成
度
の
高
さ
が

注
目
さ
れ
た
木
製
践
練
製

品
は
何
と
呼
ば
れ
る
か
？

①
縄
文
リ
ュ
ッ
ク

②
縄
文
ポ
シ
ェ
ッ
ト

③
縄
文
ポ
ー
チ

㊤
三
内
丸
山
遺
跡
か
ら
出
土

囁
し
た
遺
物
の
量
は
タ
ン
ボ

ー
ル
に
換
算
し
た
ら
四
万

箱
に
も
お
よ
ぶ
。

○
か
×
か
？

㊥
上
偶
は
女
性
を
か
た
ち
づ

囁
く
っ
た
も
の
が
多
い
。

○
か
×
か
？

い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？

回
答
と
解
説
は
第
十
号
（
二
月

号
）
　
に
て
。

【
け
】
型
式
学
（
け
い
し
き
が
く
）

○
土
器
と
か
石
器
な
ど
人
工
的
に

加
工
さ
れ
た
道
具
な
ど
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
道
具
が
も
つ
用
途
や
装

飾
に
よ
り
地
域
的
あ
る
い
は
時
間

的
な
特

ら
わ
れ

が
多
く

す
。
○

う
な
特

化
を
把

向
性
を

て
い
く

徴
が
あ

る
場
合

あ
り
ま

こ
の
よ

徴
・
変

握
し
方

検
討
し

こ
と
に

よ
り
、
当
時
の
社
会
や
文
化
の
把

握
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
○
ま
た

モ
ノ
ど
う
し
の
連
続
性
か
ら
時
間

軸
を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
な

り
ま
す
。

担
当
　
（
伊
部
）

し


