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旧河澄家の自然

原始蓮咲く原始蓮咲く
 蓮の香や水をはなるる茎二寸

与謝蕪村 

　
　

　蓮の茎が水面から二寸ほど伸びて、 葉をつけている。 その葉が強く匂いを放っ

ているという意味。

　蓮は、 茎二寸伸びたところが最も芳香を放ちます。

目次
 
 04 特集　昔の道具展 - 灯りと暖房 -　　

       旧河澄家では約 1200 点の所蔵民具より灯りと暖房をテーマに展示。

 
 06 日下の噺　石

い し き り つ る ぎ や じ ん じ ゃ

切劔箭神社と饒
に ぎ は や ひ の み こ と

速日尊
　　  生駒山麓に鎮座する神社。 「石切さん」 と親しまれ、多くの人の信仰を集めている。

 08 イベントレポート
      春季ハイキング　辻子谷コースから草香山の自然と史跡を巡る

　　　 古民家で手作り和菓子体験　菓匠庵 白穂

　　　　バルーン体験教室

　　　　旧河澄家の自然よりご報告

　　　  三年越し、 「すごいぞ、 原始蓮咲く！」

　　　　 近畿大学峰滝ゼミ REPORT

　　　  卓上鯉のぼり作り / 紙飛行機短冊と縁日ゲーム

 
 10 Pick　Up
　　　　 端午の節句展

　　　　万葉の花写真展

 
 12 イベントカレンダー
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図１ 河澄家家紋入り提灯

図６ 陶製火鉢

図８ 炬燵櫓図９ 行　火 図４ 石油ランプ

図５ 陶製湯たんぽ

図２ 行　燈　　　　　図１０ 火熨斗

図７ 長火鉢

図３ 燈台形燭台

このＱＲコードを読み込んで

表紙と同じ火打ち箱の画像を

クリックしてね！
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平
成
２
９
年
に
旧
河
澄
家
の
蔵
を
展
示
施

設
と
し
て
改
装
し
、
以
来
ほ
ぼ
毎
年
５
月
頃

か
ら
１
０
月
頃
ま
で
民
具
の
展
示
を
し
て
蔵

を
開
放
し
て
い
ま
す
。

　

旧
河
澄
家
で
は
、
お
よ
そ
１
２
０
０
点
の

民
具
を
所
蔵
し
て
お
り
、
種
別
は
、
衣
食
住

を
は
じ
め
生
業
、
運
搬
通
信
、
団
体
生
活
、

儀
礼
、
信
仰
・
行
事
、
装
飾
・
趣
味
な
ど
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、「
灯
り
と
暖
房
」
を
テ
ー
マ

に
展
示
を
行
い
ま
し
た
。
灯
り
も
暖
房
も

日
々
の
生
活
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

大
切
な
も
の
で
す
。

　

灯
り
に
関
す
る
民
具
は
お
よ
そ
６
９
点
所

蔵
し
、
そ
の
中
か
ら
平
成
２
８
年
に
主
屋
で

行
っ
た
「
旧
河
澄
家
民
具
か
ら
み
る
明
か
り

の
歴
史
―
灯
り
展
」
か
ら
主
要
な
灯
火
具
を

展
示
を
し
て
い
ま
す
。

　

灯
火
具
は
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
燈
明
皿
か

ら
蝋
燭
へ
と
変
遷
し
、
江
戸
時
代
に
は
和
蝋

燭
の
普
及
に
よ
っ
て
燭
台
が
公
家
・
武
家
か

ら
徐
々
に
商
家
、
町
屋
な
ど
の
間
で
一
般
的

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
過
渡
期
を
燈
明
皿
と

蝋
燭
立
て
の
両
方
を
備
え
た
行
燈
（
図
２
）

に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
燈
明
皿
を
設

置
す
る
た
め
の
燈
台
が
完
全
に
蝋
燭
を
立
て

る
た
め
の
仕
様
に
変
更
に
な
っ
た
燈
台
形
燭

台
（
図
３
）
に
そ
の
変
化
を
み
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
蝋
燭
の
普
及
が
灯
り
を
持

ち
歩
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
提
灯
が
登
場
し

ま
し
た
。
旧
河
澄
家
に
は
河
澄
と
墨
書
し
た

提
灯
や
家
紋
あ
る
い
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で

使
っ
た
紋
な
ど
が
入
る
提
灯
が
多
く
残
り
ま

す
（
図
１
）。
や
が
て
石
油
ラ
ン
プ
（
図
４
）

が
幕
末
に
登
場
し
明
治
時
代
に
は
各
家
庭
で

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
明

る
さ
は
蝋
燭
と
比
べ
も
の
に
な
ら
ず
、
驚
き

を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
西
洋
の

石
油
ラ
ン
プ
は
当
初
、
テ
ー
ブ
ル
用
の
背
の

短
い
も
の
で
し
た
が
、
日
本
の
生
活
様
式
に

沿
っ
た
背
の
高
い
形
が
好
ま
れ
、
旧
河
澄
家

に
は
、
燈
明
皿
の
時
代
か
ら
変
わ
ら
な
い
形

で
あ
る
菊
燈
台
形
の
石
油
ラ
ン
プ
が
残
っ
て

い
ま
す
。

　

暖
房
に
関
す
る
民
具
は
お
よ
そ
４
７
点
所

蔵
し
て
い
ま
す
。「
住
」
に
関
す
る
民
具
の

中
で
は
、灯
火
具
に
次
い
で
多
い
点
数
で
す
。

こ
の
う
ち
の
湯
た
ん
ぽ
（
図
５
）、
火
熨
斗
、

火
鉢
、
炭
入
れ
、
火
箸
、
安
全
炬
燵
、
炬
燵

櫓
、
行
火
、
火
容
２
１
点
を
展
示
し
て
お
り
、

火
鉢
に
関
し
て
は
、
様
々
な
種
類
が
見
ら
れ

ま
す
。

　

そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
暖
房
具
を
必
要
と

し
た
こ
の
地
域
の
冬
の
気
候
と
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
枚
岡

市
史
」（
１
９
６
５
）
に
、
昭
和
３
０
年
頃

の
気
候
の
特
徴
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
大
阪
盆
地
よ
り
も
や

や
冷
え
込
み
が
強
い
が
氷
点
下
に
な
る
回
数

は
少
な
い
平
坦
部
と
１
・
２
月
の
平
均
気
温

は
氷
点
下
０
．
５
度
程
度
と
か
な
り
冷
え
込

む
山
上
部
、
加
え
て
山
上
部
は
夜
間
の
湿
度

が
高
く
、
霧
の
日
数
も
多
く
斜
面
ほ
ど
そ
の

傾
向
が
強
い
と
あ
り
ま
す
。
旧
河
澄
家
は
、

生
駒
山
上
部
と
平
坦
部
の
間
に
位
置
し
、
山

上
部
ほ
ど
は
寒
く
な
い
が
、
平
坦
部
よ
り
は

寒
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
実

際
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

江
戸
時
代
、
相
庄
屋
と
し
て
、
日
下
村
の

も
う
一
つ
の
庄
屋
で
あ
っ
た
森
長
右
衛
門
貞

靖
の
日
記
に
は
、
旧
暦
の
１
月
か
ら
２
月
に

か
け
て
、
降
雪
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
旧
暦

１
月
に
は
、「
終
日
軽
雪
降
」
と
あ
る
な
ど
、

湿
気
と
相
ま
っ
て
冷
え
込
ん
だ
の
で
は
な
い

か
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

旧
河
澄
家
に
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
様
々

な
形
の
火
鉢
―
陶
製
（
図
６
）、
木
製
、
金

属
製
が
あ
り
ま
す
。
手
指
を
温
め
、
湯
を
沸

か
す
、
餅
を
焼
く
と
い
っ
た
簡
単
な
調
理
も

で
き
た
火
鉢
は
便
利
な
道
具
と
し
て
重
宝
さ

れ
ま
し
た
。
長
火
鉢
（
図
７
）
の
抽
斗
に
収

納
し
て
い
た
灰
な
ら
し
や
火
箸
も
あ
わ
せ
て

展
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
布
団
を
か
ぶ
せ

て
使
う
炬
燵
や
行
火
（
図
９
）
は
、
そ
れ
以

前
に
起
源
を
も
つ
も
の
の
、
江
戸
時
代
中
期

以
降
、
河
内
木
綿
な
ど
の
綿
布
団
の
普
及
に

よ
っ
て
一
般
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
火
傷
し
な
い
よ
う
木
枠
を
施
し
た
安
全

炬
燵
や
炬
燵
櫓
（
図
８
）
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
暖
房
と
い
う
括
り
か
ら
は
少
し

外
れ
る
よ
う
で
す
が
、
火
熨
斗
（
図
１
０
）

も
展
示
し
て
い
ま
す
。
火
熨
斗
は
い
わ
ゆ
る

現
代
の
ア
イ
ロ
ン
で
す
が
、
寒
い
夜
に
主
人

の
寝
具
を
温
め
た
と
い
う
記
録
が
存
在
す
る

た
め
、
こ
こ
で
は
暖
房
と
し
て
展
示
し
て
い

ま
す
。

　

最
後
に
、
灯
火
具
の
中
で
、
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
が
火
打
箱
（
表
紙
）
で
す
。
灯
り

も
暖
房
も
点
火
し
な
け
れ
ば
役
に
は
立
ち
ま

せ
ん
。
各
家
庭
に
は
、
火
打
金
、
火
打
石
、

火
口
、
附
木
の
４
点
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
備

え
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
火
打
金
と

火
打
ち
石
を
を
使
っ
て
、
点
火
実
験
を
行
っ

た
動
画
を
旧
河
澄
家
の
Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ａ
ｇ
ｒ
ａ

ｍ
に
投
稿
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
く

だ
さ
い
。
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ま

す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
大
阪
盆
地
よ
り
も
や

や
冷
え
込
み
が
強
い
が
氷
点
下
に
な
る
回
数

は
少
な
い
平
坦
部
と
１
・
２
月
の
平
均
気
温

は
氷
点
下
０
．
５
度
程
度
と
か
な
り
冷
え
込

む
山
上
部
、
加
え
て
山
上
部
は
夜
間
の
湿
度

が
高
く
、
霧
の
日
数
も
多
く
斜
面
ほ
ど
そ
の

傾
向
が
強
い
と
あ
り
ま
す
。
旧
河
澄
家
は
、

生
駒
山
上
部
と
平
坦
部
の
間
に
位
置
し
、
山

上
部
ほ
ど
は
寒
く
な
い
が
、
平
坦
部
よ
り
は

寒
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
実

際
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

江
戸
時
代
、
相
庄
屋
と
し
て
、
日
下
村
の

も
う
一
つ
の
庄
屋
で
あ
っ
た
森
長
右
衛
門
貞

靖
の
日
記
に
は
、
旧
暦
の
１
月
か
ら
２
月
に

か
け
て
、
降
雪
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
旧
暦

１
月
に
は
、「
終
日
軽
雪
降
」
と
あ
る
な
ど
、

湿
気
と
相
ま
っ
て
冷
え
込
ん
だ
の
で
は
な
い

か
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

旧
河
澄
家
に
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
様
々

な
形
の
火
鉢
―
陶
製
（
図
６
）、
木
製
、
金

属
製
が
あ
り
ま
す
。
手
指
を
温
め
、
湯
を
沸

か
す
、
餅
を
焼
く
と
い
っ
た
簡
単
な
調
理
も

で
き
た
火
鉢
は
便
利
な
道
具
と
し
て
重
宝
さ

れ
ま
し
た
。
長
火
鉢
（
図
７
）
の
抽
斗
に
収

納
し
て
い
た
灰
な
ら
し
や
火
箸
も
あ
わ
せ
て

展
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
布
団
を
か
ぶ
せ

て
使
う
炬
燵
や
行
火
（
図
９
）
は
、
そ
れ
以

前
に
起
源
を
も
つ
も
の
の
、
江
戸
時
代
中
期

以
降
、
河
内
木
綿
な
ど
の
綿
布
団
の
普
及
に

よ
っ
て
一
般
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
火
傷
し
な
い
よ
う
木
枠
を
施
し
た
安
全

炬
燵
や
炬
燵
櫓
（
図
８
）
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
暖
房
と
い
う
括
り
か
ら
は
少
し

外
れ
る
よ
う
で
す
が
、
火
熨
斗
（
図
１
０
）

も
展
示
し
て
い
ま
す
。
火
熨
斗
は
い
わ
ゆ
る

現
代
の
ア
イ
ロ
ン
で
す
が
、
寒
い
夜
に
主
人

の
寝
具
を
温
め
た
と
い
う
記
録
が
存
在
す
る

た
め
、
こ
こ
で
は
暖
房
と
し
て
展
示
し
て
い

ま
す
。

　

最
後
に
、
灯
火
具
の
中
で
、
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
が
火
打
箱
（
表
紙
）
で
す
。
灯
り

も
暖
房
も
点
火
し
な
け
れ
ば
役
に
は
立
ち
ま

せ
ん
。
各
家
庭
に
は
、
火
打
金
、
火
打
石
、

火
口
、
附
木
の
４
点
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
備

え
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
火
打
金
と

火
打
ち
石
を
を
使
っ
て
、
点
火
実
験
を
行
っ

た
動
画
を
旧
河
澄
家
の
Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ａ
ｇ
ｒ
ａ

ｍ
に
投
稿
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
く

だ
さ
い
。
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石い
し

切き
り

劔
つ
る
ぎ

箭や

神
社
と
饒に

ぎ

速は
や

日ひ
の

尊
み
こ
と

　　

近
鉄
石
切
駅
か
ら
徒
歩
で
五
分
ほ
ど
南
東
に
上
っ
た
と
こ
ろ
に
石
切
劔

箭
神
社
上
之
社
（
い
し
き
り
つ
る
ぎ
や
じ
ん
じ
ゃ
か
み
の
し
ゃ
）
が
あ
り

ま
す
。
社
伝
に
よ
る
と
上
之
社
は
元
々
神
武
天
皇
紀
元
二
年
に
生
駒
山
中

の
宮
山
に
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
後
に
こ
の
地
に
遷
宮
さ
れ
ま
し
た
。

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
河
内
名
所
図
会
』
に
は
石

切
劔
箭
神
社
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
注
釈
に
は
、「
社
説
二
云
、
上
之
社
は
哮

峯
（
た
け
る
が
み
ね
）
に
あ
り
、下
之
社
は
当
社
也
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
下
之
社
（
し
も
の
し
ゃ
）
と
さ
れ
た
の
が
、
現
在
の
本
殿
で
あ
る
石

切
劔
箭
神
社
で
す
。「
石
切
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
、
腫
物
の
神
様
と
し
て
今

も
多
く
の
参
詣
者
を
集
め
て
い
ま
す
。
石
切
劔
箭
神
社
の
祭
神
は
饒
速
日

尊
（
に
ぎ
は
や
ひ
の
み
こ
と
）
と
そ
の
子
可
美
真
手
尊
（
う
ま
し
ま
で
の

み
こ
と
）
の
二
柱
で
、
宮
司
は
可
美
真
手
尊
の
末
裔
と
さ
れ
る
木
積
氏
が

代
々
務
め
、
江
戸
時
代
中
頃
ま
で
は
木
積
宮
（
木
積
大
明
神
）
と
呼
ば
れ

て
き
ま
し
た
。
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
年
）
に
奉
行
に
提
出
さ
れ
た
鳥

居
の
修
理
を
願
い
出
る
文
書
に
は
、
木
積
大
明
神
神
主
木
積
数
馬
と
記
さ

れ
、

享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
年
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
河
内
志
』
に
は
石
切
劔

箭
神
社
二
座
の
説
明
に
「
木
積
宮
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
代
々
祀
官
を

務
め
た
木
積
氏
は
本
姓
穂
積
氏
と
い
っ
て
古
代
有
力
豪
族
で
あ
る
物
部
氏

の
一
族
で
、
石
切
劔
箭
と
い
う
名
前
は
「
石
を
も
切
れ
る
鋭
利
な
劔
（
つ

る
ぎ
）
と
箭
（
や
）」
を
意
味
し
、
軍
事
等
を
つ
か
さ
ど
り
饒
速
日
尊
を
始

祖
と
す
る
物
部
氏
（
も
の
の
べ
し
）
に
ま
つ
わ
る
社
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

名
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
治
五
年
六
月
に
は
明
治
政
府
に
よ
り
上
之

社
は
、
石
切
劔
箭
神
社
（
下
之
社
）
に
合
祀
さ
れ
、
明
治
十
三
年
に
は
復

社
し
た
も
の
の
、
明
治
四
十
年
十
一
月
に
は
再
び
石
切
劔
箭
神
社
に
合
祀

と
な
り
、
そ
の
後
昭
和
四
七
年
に
再
興
さ
れ
、
そ
の
時
ま
で
保
存
さ
れ
て

い
た
旧
本
社
建
物
が
こ
の
地
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

　
『
先
代
旧
事
本
紀
（
せ
ん
だ
い
く
じ
ほ
ん
き
）』（
西
暦
八
二
七
年
頃
成
立
）

の
記
述
に
よ
る
と
、
石
切
劔
箭
神
社
の
祭
神
で
あ
る
饒
速
日
尊
は
、
天
照

大
御
神
（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
）
の
孫
に
あ
た
る
天
火
灯
命
（
あ
め

の
ひ
あ
か
り
の
み
こ
と
）
と
同
一
人
物
で
あ
り
、
南
九
州
に
天
下
り
す
る

瓊
瓊
杵
尊（
に
に
ぎ
の
み
こ
と
）の
兄
で
あ
る
と
さ
れ
、「
天
の
磐
船
に
乗
り
、

河
内
の
国
の
河
上
の
哮
峯
（
た
け
る
が
み
ね
）
に
天
下
っ
た
」
と
伝
え
て

い
ま
す
。
哮
峯
は
、
北
河
内
の
交
野
市
私
市
に
あ
る
磐
船
神
社
の
地
と
す

る
説
が
有
力
で
す
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
も
饒
速
日
尊
に
つ
い
て

の
同
様
の
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、『
古
事
記
』
で
は
饒
速
日
尊
は
神
武
天
皇

の
後
を
追
っ
て
天
下
っ
た
と
し
、『
日
本
書
紀
』
で
は
饒
速
日
尊
が
神
武
天

皇
の
前
に
天
下
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。「
天
下
る
」
と
は
こ
の
場
合
東
遷
を

意
味
し
、
饒
速
日
尊
は
当
初
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
北
九
州
の
遠
賀
川
流
域

付
近
か
ら
三
十
二
人
の
従
者
と
二
十
五
部
の
物
部
（
軍
団
）
の
船
団
を
率

い
て
瀬
戸
内
海
を
東
進
し
、
北
河
内
の
交
野
市
に
あ
る
磐
船
神
社
附
近
に

立
ち
寄
っ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
饒
速
日
尊
は
大
倭
の
国
の

鳥
見
の
白
庭
山
に
う
つ
り
、
大
和
地
方
の
先
住
の
豪
族
長
髄
彦
（
な
が
す

ね
ひ
こ
）
の
妹
で
あ
る
、登
美
夜
毘
売
（
と
み
や
ひ
め
）
別
名
三
炊
屋
媛
（
み

か
し
き
や
ひ
め
）
を
娶
り
、
可
美
真
手
尊
（
う
ま
し
ま
で
の
み
こ
と
）
を

も
う
け
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
武
天
皇
東
征
に
際
し
て
お
互
い
に
所
持

し
て
い
た
天
の
羽
羽
矢
（
あ
ま
の
は
は
や
）
を
示
し
合
い
共
に
天
照
大
御

神
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
饒
速
日
命
は
神
武
天
皇
軍
に
帰
順
し

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
饒
速
日
尊
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
天
の
羽
弓
矢（
あ

ま
の
は
ゆ
み
や
）、
羽
羽
矢
（
は
は
や
）、
神
衣
帯
手
貫
（
か
む
み
そ
お
び

た
ま
き
）
の
三
つ
の
も
の
を
、
登
美
の
白
庭
の
邑
に
埋
葬
し
て
墓
と
し
た

と
『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
綴
っ
て
い
ま
す
。
現
在
奈
良
県
生
駒
市
白
庭
台

に
は
饒
速
日
命
墳
墓
と
さ
れ
る
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　　　　　　　　石切劒箭神社　上之社

石切劒箭神社上之社跡

石切劒箭神社本殿と鳥居

河内名所図会　石切劔箭神社

饒速日尊墳墓（生駒市白庭台）

噺
日
下
之

　豊かな自然と文化の街、日下

生駒山麓～日下地域、河澄家の
過去から現在に至るまでのおはなし

く

さかのはなし

―歴史コラム―
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石い
し

切き
り

劔
つ
る
ぎ

箭や

神
社
と
饒に

ぎ

速は
や

日ひ
の

尊
み
こ
と

　　

近
鉄
石
切
駅
か
ら
徒
歩
で
五
分
ほ
ど
南
東
に
上
っ
た
と
こ
ろ
に
石
切
劔

箭
神
社
上
之
社
（
い
し
き
り
つ
る
ぎ
や
じ
ん
じ
ゃ
か
み
の
し
ゃ
）
が
あ
り

ま
す
。
社
伝
に
よ
る
と
上
之
社
は
元
々
神
武
天
皇
紀
元
二
年
に
生
駒
山
中

の
宮
山
に
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
後
に
こ
の
地
に
遷
宮
さ
れ
ま
し
た
。

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
河
内
名
所
図
会
』
に
は
石

切
劔
箭
神
社
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
注
釈
に
は
、「
社
説
二
云
、
上
之
社
は
哮

峯
（
た
け
る
が
み
ね
）
に
あ
り
、下
之
社
は
当
社
也
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
下
之
社
（
し
も
の
し
ゃ
）
と
さ
れ
た
の
が
、
現
在
の
本
殿
で
あ
る
石

切
劔
箭
神
社
で
す
。「
石
切
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
、
腫
物
の
神
様
と
し
て
今

も
多
く
の
参
詣
者
を
集
め
て
い
ま
す
。
石
切
劔
箭
神
社
の
祭
神
は
饒
速
日

尊
（
に
ぎ
は
や
ひ
の
み
こ
と
）
と
そ
の
子
可
美
真
手
尊
（
う
ま
し
ま
で
の

み
こ
と
）
の
二
柱
で
、
宮
司
は
可
美
真
手
尊
の
末
裔
と
さ
れ
る
木
積
氏
が

代
々
務
め
、
江
戸
時
代
中
頃
ま
で
は
木
積
宮
（
木
積
大
明
神
）
と
呼
ば
れ

て
き
ま
し
た
。
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
年
）
に
奉
行
に
提
出
さ
れ
た
鳥

居
の
修
理
を
願
い
出
る
文
書
に
は
、
木
積
大
明
神
神
主
木
積
数
馬
と
記
さ

れ
、

享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
年
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
河
内
志
』
に
は
石
切
劔

箭
神
社
二
座
の
説
明
に
「
木
積
宮
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
代
々
祀
官
を

務
め
た
木
積
氏
は
本
姓
穂
積
氏
と
い
っ
て
古
代
有
力
豪
族
で
あ
る
物
部
氏

の
一
族
で
、
石
切
劔
箭
と
い
う
名
前
は
「
石
を
も
切
れ
る
鋭
利
な
劔
（
つ

る
ぎ
）
と
箭
（
や
）」
を
意
味
し
、
軍
事
等
を
つ
か
さ
ど
り
饒
速
日
尊
を
始

祖
と
す
る
物
部
氏
（
も
の
の
べ
し
）
に
ま
つ
わ
る
社
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

名
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
治
五
年
六
月
に
は
明
治
政
府
に
よ
り
上
之

社
は
、
石
切
劔
箭
神
社
（
下
之
社
）
に
合
祀
さ
れ
、
明
治
十
三
年
に
は
復

社
し
た
も
の
の
、
明
治
四
十
年
十
一
月
に
は
再
び
石
切
劔
箭
神
社
に
合
祀

と
な
り
、
そ
の
後
昭
和
四
七
年
に
再
興
さ
れ
、
そ
の
時
ま
で
保
存
さ
れ
て

い
た
旧
本
社
建
物
が
こ
の
地
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

　
『
先
代
旧
事
本
紀
（
せ
ん
だ
い
く
じ
ほ
ん
き
）』（
西
暦
八
二
七
年
頃
成
立
）

の
記
述
に
よ
る
と
、
石
切
劔
箭
神
社
の
祭
神
で
あ
る
饒
速
日
尊
は
、
天
照

大
御
神
（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
）
の
孫
に
あ
た
る
天
火
灯
命
（
あ
め

の
ひ
あ
か
り
の
み
こ
と
）
と
同
一
人
物
で
あ
り
、
南
九
州
に
天
下
り
す
る

瓊
瓊
杵
尊（
に
に
ぎ
の
み
こ
と
）の
兄
で
あ
る
と
さ
れ
、「
天
の
磐
船
に
乗
り
、

河
内
の
国
の
河
上
の
哮
峯
（
た
け
る
が
み
ね
）
に
天
下
っ
た
」
と
伝
え
て

い
ま
す
。
哮
峯
は
、
北
河
内
の
交
野
市
私
市
に
あ
る
磐
船
神
社
の
地
と
す

る
説
が
有
力
で
す
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
も
饒
速
日
尊
に
つ
い
て

の
同
様
の
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、『
古
事
記
』
で
は
饒
速
日
尊
は
神
武
天
皇

の
後
を
追
っ
て
天
下
っ
た
と
し
、『
日
本
書
紀
』
で
は
饒
速
日
尊
が
神
武
天

皇
の
前
に
天
下
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。「
天
下
る
」
と
は
こ
の
場
合
東
遷
を

意
味
し
、
饒
速
日
尊
は
当
初
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
北
九
州
の
遠
賀
川
流
域

付
近
か
ら
三
十
二
人
の
従
者
と
二
十
五
部
の
物
部
（
軍
団
）
の
船
団
を
率

い
て
瀬
戸
内
海
を
東
進
し
、
北
河
内
の
交
野
市
に
あ
る
磐
船
神
社
附
近
に

立
ち
寄
っ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
饒
速
日
尊
は
大
倭
の
国
の

鳥
見
の
白
庭
山
に
う
つ
り
、
大
和
地
方
の
先
住
の
豪
族
長
髄
彦
（
な
が
す

ね
ひ
こ
）
の
妹
で
あ
る
、登
美
夜
毘
売
（
と
み
や
ひ
め
）
別
名
三
炊
屋
媛
（
み

か
し
き
や
ひ
め
）
を
娶
り
、
可
美
真
手
尊
（
う
ま
し
ま
で
の
み
こ
と
）
を

も
う
け
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
武
天
皇
東
征
に
際
し
て
お
互
い
に
所
持

し
て
い
た
天
の
羽
羽
矢
（
あ
ま
の
は
は
や
）
を
示
し
合
い
共
に
天
照
大
御

神
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
饒
速
日
命
は
神
武
天
皇
軍
に
帰
順
し

た
と
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れ
て
い
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す
。
饒
速
日
尊
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
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の
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弓
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あ
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の
は
ゆ
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や
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羽
羽
矢
（
は
は
や
）、
神
衣
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む
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そ
お
び
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き
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葬
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墓
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台
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る
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が
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す
。

　　　　　　　　石切劒箭神社　上之社

石切劒箭神社上之社跡

石切劒箭神社本殿と鳥居

河内名所図会　石切劔箭神社

饒速日尊墳墓（生駒市白庭台）

噺
日
下
之

　豊かな自然と文化の街、日下

生駒山麓～日下地域、河澄家の
過去から現在に至るまでのおはなし

く

さかのはなし

―歴史コラム―
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　１
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　４

原始ハスの花開く

9 8

春
季
ハ
イ
キ
ン
グ

　
　

草
香
山
の
自
然
と
史
跡
を
巡
る

　

二
〇
二
二
年
四
月
三
日
（
日
）
開
催

　

季
節
の
花
が
咲
く
こ
の
季
節
に
、
草
香
山
の
自
然
と

史
跡
を
巡
る
春
季
ハ
イ
キ
ン
グ
を
、
東
大
阪
ま
ち
ガ
イ

ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
川
向
章
介
氏
の
案
内
に
よ
り
行
い
ま

し
た
。
今
回
は
近
鉄
石
切
駅
近
く
の
旧
生
駒
ト
ン
ネ
ル

脇
か
ら
山
道
に
入
り
、
石
切
場
を
経
て
日
下
園
地
・
こ

ぶ
し
の
谷
で
咲
き
始
め
た
こ
ぶ
し
の
花
と
山
桜
を
楽
し

み
ま
し
た
。
そ
の
後
辻
子
谷
コ
ー
ス
か
ら
下
っ
て
標
高

四
百
メ
ー
ト
ル
の
山
腹
に
建
つ
興
法
寺
を
訪
ね
、
歴
史

あ
る
建
物
と
桜
の
花
を
見
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
更
に

下
っ
て
辻
子
谷
の
水
車
を
見
学
し
て
帰
路
に
つ
き
ま
し

た
。
草
香
山
に
点
在
す
る
史
跡
と
周
辺
に
咲
く
色
々
な

種
類
の
桜
の
花
な
ど
の
自
然
を
存
分
に
楽
し
ん
だ
一
日

と
な
り
ま
し
た
。

古
民
家
で
手
作
り
和
菓
子
体
験

　

東
大
阪
の
和
菓
子
店

　
　
「
菓
匠
庵 

白
穂
」

　

二
〇
二
二
年
四
月
十
七
日
（
日
）
開
催

　

地
域
の
老
舗
和
菓
子
店
・
菓
匠
庵
白
穂
店
長
の
新
澤

貴
之
氏
の
指
導
・
協
力
に
よ
り
、
築
三
百
五
十
年
の
古

民
家
旧
河
澄
家
で
手
作
り
の
和
菓
子
を
つ
く
る
体
験
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
本
イ
ベ
ン
ト
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
徹
底
し
、
作
っ
た
和
菓
子

は
家
に
持
ち
帰
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
実
施
ま
し
た
。
手

作
り
し
た
和
菓
子
は
、練
切
細
工
（
ね
り
き
り
ざ
い
く
）

と
い
う
生
菓
子
づ
く
り
で
、
季
節
の
花
で
あ
る
藤
と
花

水
木
の
二
種
類
の
制
作
に
挑
戦
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
貴
重
な
体
験
が
で
き
て
楽
し
か
っ
た
、

家
で
抹
茶
と
共
に
い
た
だ
く
の
が
楽
し
み
で
す
、
な
ど

初
め
て
の
体
験
を
存
分
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
た
一
日

と
な
り
ま
し
た
。

バ
ル
ー
ン
体
験
教
室

　
ハ
ー
ト
や
お
花
を

　
　
　
つ
く
っ
て
み
よ
う
！

　

二
〇
二
二
年
四
月
十
七
日
（
日
）
開
催

　

東
大
阪
市
在
住
の
ま
ぎ
ー
マ
モ
ル
氏
を
お
招
き
し

て
、
バ
ル
ー
ン
で
花
や
動
物
な
ど
を
作
る
バ
ル
ー
ン
体

験
教
室
を
開
催
し
ま
し
た
。
ま
ぎ
ー
マ
モ
ル
氏
は
東
大

阪
市
を
中
心
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
マ
ジ
ッ
ク
バ
ル
ー
ン

シ
ョ
ー
を
累
計
三
千
回
以
上
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
今

回
使
用
さ
れ
た
カ
ラ
フ
ル
で
細
長
い
バ
ル
ー
ン
は
、
曲

げ
た
り
ね
じ
っ
た
り
繋
ぎ
合
わ
せ
た
り
し
て
様
々
な
形

の
作
品
を
作
る
こ
と
が
で
き
、
参
加
者
は
、
マ
ジ
ッ
ク

シ
ョ
ー
を
楽
し
ん
だ
後
、
鮮
や
か
の
色
の
花
や
、
ハ
ー

ト
と
子
犬
の
作
品
な
ど
を
作
っ
て
楽
し
み
、
分
か
り
易

い
説
明
で
色
々
な
風
船
を
皆
で
作
っ
て
楽
し
い
時
間
を

過
ご
し
た
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

　　

三
年
越
し

　
　「

す
ご
い
ぞ
、

　
　

原
始
蓮
咲
く
」

　

　

三
年
越
し
。
蓮
の
花
が
咲
き
ま
し
た
。　

旧
河
澄
家
東
隅
庭
に
て
、
季
節
の
指
標
で
あ
る
二
十
四

節
気
の
１
１
番
目
の
節
気
「
小
暑
」
七
月
七
日
午
前
９

時
４
５
分
に
花
芽
を
み
つ
け
ま
し
た
。
井
上
家
の
管
理

す
る
蓮
池
の
原
始
蓮
が
美
し
く
咲
き
は
じ
め
る
こ
ろ
、

ス
タ
ッ
フ
そ
れ
ぞ
れ
が
旧
河
澄
家
東
隅
庭
を
覗
き
込
む

光
景
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

　

蓮
の
花
は
泥
の
中
で
育
ち
、
美
し
い
花
を
咲
か
せ
ま

す
。「
泥
中
の
蓮
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
汚
れ

た
環
境
下
で
も
、
そ
の
汚
さ
に
染
ま
ら
ず
、
清
く
生
き

る
こ
と
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
と
と
も

に
、
開
花
し
た
蓮
に
強
く
美
し
く
生
き
る
こ
と
を
教
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　　

峰
滝
ゼ
ミ
企
画
運
営
に
よ
る「
卓
上
鯉
の
ぼ
り
作
り
」

と
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ビ
バ
ー
チ
ェ
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を

四
月
二
十
四
日
（
日
）
に
行
い
ま
し
た
。
は
じ
め
に
卓

上
鯉
の
ぼ
り
作
り
を
行
い
、
ゼ
ミ
生
と
一
緒
に
い
色
々

な
デ
ザ
イ
ン
や
絵
を
描
き
、
自
分
だ
け
の
鯉
の
ぼ
り
を

作
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
ゼ
ミ
生
と
楽
し
く
お

し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
、
思
い
思
い
の
鯉
の
ぼ
り
作
り
を

楽
し
み
ま
し
た
。「
卓
上
鯉
の
ぼ
り
作
り
」
の
後
は
、

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ビ
バ
ー
チ
ェ
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
み

ん
な
で
鑑
賞
し
、
子
ど
も
た
ち
は
き
れ
い
な
音
色
に
聴

き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
イ
ン
ト
ロ
ク
イ

ズ
で
は
子
ど
も
た
ち
が

積
極
的
に
手
を
あ
げ
て

答
え
、
コ
ン
サ
ー

ト
は
盛
り
上
が
り

大
盛
況
の
イ
ベ
ン
ト

に
な
り
ま
し
た
。
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り
作
り
を

楽
し
み
ま
し
た
。「
卓
上
鯉
の
ぼ
り
作
り
」
の
後
は
、

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ビ
バ
ー
チ
ェ
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を
み

ん
な
で
鑑
賞
し
、
子
ど
も
た
ち
は
き
れ
い
な
音
色
に
聴

き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
イ
ン
ト
ロ
ク
イ

ズ
で
は
子
ど
も
た
ち
が

積
極
的
に
手
を
あ
げ
て

答
え
、
コ
ン
サ
ー

ト
は
盛
り
上
が
り

大
盛
況
の
イ
ベ
ン
ト

に
な
り
ま
し
た
。
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本
来
、
端
午
の
節
句
と
い
う
と
旧

暦
（
太
陰
太
陽
暦
）
の
５
月
５
日
、
入

梅
の
じ
め
じ
め
し
た
時
期
の
行
事
で
し

た
。
現
在
の
太
陽
暦
に
改
め
た
明
治
６　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
頃
の
鯉
の
ぼ
り
は
真
鯉
だ
け
で
、
後
に
緋

鯉
が
加
わ
り
、
昭
和
時
代
に
子
ど
も
の
鯉
が

付
加
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
見
ら

れ
る
五
月
晴
れ
の
空
に
鯉
の
ぼ
り
が
泳
い
で

い
る
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
、
昭
和
時
代
に

入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
で
は
、
少
子
化
や

住
宅
事
情
、
生
活
習
慣
の
変
化
か
ら
戸
外
で

鯉
の
ぼ
り
を
立
て
る
家
も
め
っ
き
り
見
か
け

な
く
な
り
ま
し
た
。
地
元
で
市
民
活
動
を
さ

れ
て
い
る
方
が
、
今
年
は
鯉
の
ぼ
り
を
立
て

て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
、
旧
河
澄
家
で
立

て
て
く
れ
て
い
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
大
き
な
鯉
の
ぼ

り
が
空
を
泳
ぐ
勇
壮
な
景
色
は
、
こ
の
よ
う

な
展
示
施
設
で
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

特
別
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

旧
河
澄
家
に
伝
わ
る
当
世
具
足
も
合
わ
せ

て
展
示
し
ま
し
た
。
当
世
具
足
は
、
近
代
の

甲
冑
の
総
称
で
甲
冑
の
最
後
の
型
式
で
す
。

武
家
社
会
か
ら
始
ま
っ
た
男
児
の
出
世
や
武

運
を
祈
っ
て
端
午
の
節
句
に
甲
冑
や
甲
人
形

を
飾
る
風
習
が
、
江
戸
時
代
、
商
家
や
町
屋

に
ま
で
広
が
り
ま
す
。
こ
れ
が
五
月
人
形
に

つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
が
、「
枚
岡
市
史
」

（
昭
和
４
０
年
３
月
発
行
）
に
よ
る
と
、
日

下
で
は
端
午
の
節
句
に
五
月
人
形
を
飾
る
と

い
っ
た
風
習
は
特
に
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
旧

家
で
は
元
々
床
の
間
に
具
足
を
飾
っ
て
い
た

た
よ
う
で
す
。

　

日
下
村
最
後
の
庄
屋
で
あ
る
井
上
家
も
、

端
午
の
節
句
に
は
五
月
人
形
な
ど
で
は
な

く
、
床
の
間
に
具
足
を
飾
る
と
ご
当
主
が

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
具
足
の
展
示
で
は
、
普
段
み
る
こ

と
の
で
き
な
い
背
中
の
旗
指
物
（
は
た
さ
し

も
の
）
に
つ
い
て
、
焦
点
を
当
て
て
み
ま
し

た
。
旗
指
物
は
、
具
足
の
背
面
に
つ
い
た
旗

を
立
て
る
装
置
で
す
。
古
い
も
の
は
、
筒
が

付
属
し
ま
し
た
が
、
旧
河
澄
家
所
蔵
の
具
足

に
は
筒
は
あ
り
ま
せ
ん
。
旗
は
、
合
戦
の
際

に
背
中
に
立
て
て
、
自
ら
の
所
属
や
役
割
を

視
覚
的
に
示
す
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し

た
。
上
の
「
角
合
当
理
（
か
く
が
っ
た
り
）」

と
呼
ば
れ
る
装
置
に
通
し
て
「
待
受
（
ま
ち

う
け
）」
で
受
け
ま
す
。

　

五
月
人
形
の
背
中
に
旗
指
物
が
つ
い
て
い

る
か
ど
う
か
、
探
し
て
み
る
の
も
面
白
い
か

も
し
れ
ま
せ
。
五
月
人
形
を
飾
る
以
前
の
具

足
を
飾
る
伝
統
が
か
つ
て
の
庄
屋
屋
敷
で
は

続
い
て
い
ま
し
た
。

　

端午の節供展
　
　旧河澄家では、毎年５月５日の端午の節句に合わせて、旧
河澄家に伝わる当世具足、寄贈いただいた昭和時代の鯉のぼ
り、五月人形を展示しています。
　本年も例年どおり、展示を行いました。

具足背面の旗指物①角合当理②待受

①

②

　
『
万
葉
集
』
と
は

　

奈
良
時
代
末
期
（
７
５
９
年
か
ら
７
８
０

年
の
間)

に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
日
本
最

古
の
和
歌
集
で
す
。
有
名
な
歌
人
の
歌
だ
け

で
は
な
く
、
天
皇
、
貴
族
、
下
級
官
僚
か
ら

防
人(

北
九
州
地
域
の
防
衛
に
あ
た
っ
た
兵

士)

や
農
民
な
ど
様
々
な
身
分
の
人
々
が
詠

ん
だ
歌
が
全
２
０
巻
約
４
５
０
０
首
が
お
さ

め
ら
れ
、
古
代
の
人
々
の
暮
ら
し
を
知
る
貴

重
な
史
料
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
三
分
の
一
に
あ
た
る
約
１
５
０
０
首

で
植
物
の
歌
が
詠
ま
れ
、
山
野
に
花
を
咲
か

せ
る
草
木
、
野
辺
に
咲
く
花
に
親
し
み
、
寄

り
添
い
、
自
然
を
大
切
に
想
う
万
葉
人
の
こ

こ
ろ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
い
ま
こ
そ
、
素
直
に
歌
を
詠

ん
だ
万
葉
人
の
心
に
触
れ
、
い
ま
を
生
き
る

心
の
支
え
や
励
み
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
万
葉
の
花
た
ち
と
と
も
に
美
し
い
言
葉

に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
　

河
澄
家
の
庭
の
草
木
と
万
葉
の
花
た
ち

 

万
葉
の
花
講
座

　

万
葉
の
花
写
真
展
の
期
間
中
、
５
月
１
５

日
に
華
道
家
で
万
葉
の
花
研
究
家
と
し
て
も

ご
活
躍
の
片
岡
寧
豊
氏
に
よ
る
万
葉
の
花
講

座
を
開
催
し
ま
し
た
。
旧
河
澄
家
の
庭
に
咲

く
万
葉
集
に
詠
ま
れ
た
初
夏
の
花
た
ち
や
草

木
、
植
物
を
片
岡
氏
の
わ
か
り
や
す
い
解
説

と
と
も
に
散
策
し
ま
し
た
。、
初
夏
の
風
を

感
じ
な
が
ら
万
葉
集
に
詠
ま
れ
て
い
る
植

物
、
３
６
種
類
の
植
物
と
和
歌
に
つ
い
て
学

び
ま
し
た
。
主
庭
東
隅
に
あ
る
天
然
記
念
物

「
日
下
の
か
や
」
榧
、
金
木
犀
、
南
天
、
楪
、

紫
陽
花
、
蓮
、
梔
子
、
槇
、
山
吹
、
藪
蘭
、
梅
、

万
両
、
十
薬
、
千
両
、
葉
蘭
、
杏
、
彼
岸
花
、

柚
子
、水
仙
、木
通
、三
葉
木
通
、紫
片
喰
、梨
、

柿
、枇
杷
、い
ろ
は
紅
葉
、樟
、橙
、銀
杏
、苔
、

紫
蘭
、
斑
入
り
石
蕗､

斑
入
り
藪
蘭
、
射
干
、

樫
ま
で
身
近
に
あ
る
万
葉
の
花
の
魅
力
に
触

れ
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
が
撮
影
す
る
花
の
表
情

　
万
葉
の
花
写
真
展

　

万
葉
の
花
講
座
を
も
つ
、
片
岡
寧
豊
氏
が

樹
齢
約
５
０
０
年
の
榧
の
木
が
あ
る
旧
河
澄

家
主
庭
を
訪
れ
た
ご
縁
で
、
展
示
・
イ
ベ
ン

ト
の
開
催
に
繋
が
り
ま
し
た
。
片
岡
氏
の
著

書
「
新
装
改
訂
版  

万
葉
の
花  

四
季
の
花
々

と
歌
に
親
し
む
」(

青
幻
舎)

、「
や
ま
と
花

万
葉
」(

東
方
出
版)

よ
り
万
葉
集
に
詠
ま

れ
た
植
物
と
歌
、
歌
の
解
説
を
わ
か
り
や
す

く
紹
介
し
た
解
説
入
り
パ
ネ
ル
は
２
９
点
は

片
岡
さ
ん
の
撮
影
し
た
写
と
文
に
よ
る
も
の

で
す
。
片
岡
氏
の
ご
紹
介
で
、
い
つ
も
素
敵

な
花
の
表
情
を
撮
影
さ
れ
て
い
る
「
奈
良
花

写
真
の
会
」
の
皆
様
の
写
真
３
０
点
を
展
示

し
ま
し
た
。
昨
年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
大
和

郡
山
市
か
ら
写
真
パ
ネ
ル
を
搬
入
後
、
緊
急

事
態
宣
言(

臨
時
休
館)

と
な
り
、
そ
れ
で

も
惜
し
む
よ
う
に
展
示
風
景
を
撮
影
し
、
寂

し
く
虚
し
い
気
持
ち
で
片
付
け
し
た
こ
と
を

覚
え
て
い
ま
す
。
い
つ
も
一
緒
に
微
調
整
し

な
が
ら
、
丁
寧
に
展
示
準
備
、
片
付
け
を
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
万
葉
の
花
の
美
し

さ
を
撮
影
す
る
だ

け
で
な
く
、
万
葉

の
花
写
真
か
ら
優

し
い
こ
こ
ろ
も
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
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（
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の
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月
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、
入

梅
の
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め
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し
た
時
期
の
行
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で
し

た
。
現
在
の
太
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に
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ぼ
り
は
真
鯉
だ
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で
、
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が
加
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、
昭
和
時
代
に
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が

付
加
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ま
し
た
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そ
の
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、
現
在
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る
五
月
晴
れ
の
空
に
鯉
の
ぼ
り
が
泳
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で
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る
イ
メ
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と
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の
は
、
昭
和
時
代
に
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で
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し
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が
ら
、
近
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で
は
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や
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宅
事
情
、
生
活
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の
変
化
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戸
外
で

鯉
の
ぼ
り
を
立
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る
家
も
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見
か
け

な
く
な
り
ま
し
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地
元
で
市
民
活
動
を
さ
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て
い
る
方
が
、
今
年
は
鯉
の
ぼ
り
を
立
て

て
い
る
と
こ
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が
少
な
く
、
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河
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家
で
立
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本
当
に
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か
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た
と
お
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し
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て
下
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い
ま
し
た
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の
ぼ
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が
空
を
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勇
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う

な
展
示
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で
し
か
見
る
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と
が
で
き
な
い

特
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も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
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旧
河
澄
家
に
伝
わ
る
当
世
具
足
も
合
わ
せ

て
展
示
し
ま
し
た
。
当
世
具
足
は
、
近
代
の

甲
冑
の
総
称
で
甲
冑
の
最
後
の
型
式
で
す
。

武
家
社
会
か
ら
始
ま
っ
た
男
児
の
出
世
や
武

運
を
祈
っ
て
端
午
の
節
句
に
甲
冑
や
甲
人
形

を
飾
る
風
習
が
、
江
戸
時
代
、
商
家
や
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屋

に
ま
で
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ま
す
。
こ
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が
五
月
人
形
に

つ
な
が
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い
く
の
で
す
が
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枚
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市
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昭
和
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発
行
）
に
よ
る
と
、
日

下
で
は
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五
月
人
形
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飾
る
と
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は
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に
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旧

家
で
は
元
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に
具
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た
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下
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井
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に
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と
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当
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い
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た
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今
回
の
具
足
の
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は
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と
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の
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指
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（
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、
焦
点
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当
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み
ま
し

た
。
旗
指
物
は
、
具
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の
背
面
に
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い
た
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立
て
る
装
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す
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古
い
も
の
は
、
筒
が

付
属
し
ま
し
た
が
、
旧
河
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家
所
蔵
の
具
足

に
は
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は
あ
り
ま
せ
ん
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は
、
合
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の
際

に
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に
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て
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ら
の
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属
や
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を

視
覚
的
に
示
す
重
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な
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を
果
た
し
ま
し

た
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の
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合
当
理
（
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く
が
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り
）」

と
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れ
る
装
置
に
通
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て
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待
受
（
ま
ち
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け
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で
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け
ま
す
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五
月
人
形
の
背
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に
旗
指
物
が
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い
て
い

る
か
ど
う
か
、
探
し
て
み
る
の
も
面
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い
か

も
し
れ
ま
せ
。
五
月
人
形
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る
以
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の
具

足
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て
の
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続
い
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い
ま
し
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０
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の
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に
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と
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る
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最
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の
和
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で
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。
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な
歌
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の
歌
だ
け

で
は
な
く
、
天
皇
、
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族
、
下
級
官
僚
か
ら
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北
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兵
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人
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史
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。
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た
る
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０
０
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で
植
物
の
歌
が
詠
ま
れ
、
山
野
に
花
を
咲
か

せ
る
草
木
、
野
辺
に
咲
く
花
に
親
し
み
、
寄

り
添
い
、
自
然
を
大
切
に
想
う
万
葉
人
の
こ

こ
ろ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
い
ま
こ
そ
、
素
直
に
歌
を
詠

ん
だ
万
葉
人
の
心
に
触
れ
、
い
ま
を
生
き
る

心
の
支
え
や
励
み
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
万
葉
の
花
た
ち
と
と
も
に
美
し
い
言
葉

に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
　

河
澄
家
の
庭
の
草
木
と
万
葉
の
花
た
ち

 

万
葉
の
花
講
座

　

万
葉
の
花
写
真
展
の
期
間
中
、
５
月
１
５

日
に
華
道
家
で
万
葉
の
花
研
究
家
と
し
て
も

ご
活
躍
の
片
岡
寧
豊
氏
に
よ
る
万
葉
の
花
講

座
を
開
催
し
ま
し
た
。
旧
河
澄
家
の
庭
に
咲

く
万
葉
集
に
詠
ま
れ
た
初
夏
の
花
た
ち
や
草

木
、
植
物
を
片
岡
氏
の
わ
か
り
や
す
い
解
説

と
と
も
に
散
策
し
ま
し
た
。、
初
夏
の
風
を

感
じ
な
が
ら
万
葉
集
に
詠
ま
れ
て
い
る
植

物
、
３
６
種
類
の
植
物
と
和
歌
に
つ
い
て
学

び
ま
し
た
。
主
庭
東
隅
に
あ
る
天
然
記
念
物

「
日
下
の
か
や
」
榧
、
金
木
犀
、
南
天
、
楪
、

紫
陽
花
、
蓮
、
梔
子
、
槇
、
山
吹
、
藪
蘭
、
梅
、

万
両
、
十
薬
、
千
両
、
葉
蘭
、
杏
、
彼
岸
花
、

柚
子
、水
仙
、木
通
、三
葉
木
通
、紫
片
喰
、梨
、

柿
、枇
杷
、い
ろ
は
紅
葉
、樟
、橙
、銀
杏
、苔
、

紫
蘭
、
斑
入
り
石
蕗､

斑
入
り
藪
蘭
、
射
干
、

樫
ま
で
身
近
に
あ
る
万
葉
の
花
の
魅
力
に
触

れ
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
が
撮
影
す
る
花
の
表
情

　
万
葉
の
花
写
真
展

　

万
葉
の
花
講
座
を
も
つ
、
片
岡
寧
豊
氏
が

樹
齢
約
５
０
０
年
の
榧
の
木
が
あ
る
旧
河
澄

家
主
庭
を
訪
れ
た
ご
縁
で
、
展
示
・
イ
ベ
ン

ト
の
開
催
に
繋
が
り
ま
し
た
。
片
岡
氏
の
著

書
「
新
装
改
訂
版  

万
葉
の
花  

四
季
の
花
々

と
歌
に
親
し
む
」(

青
幻
舎)

、「
や
ま
と
花

万
葉
」(

東
方
出
版)

よ
り
万
葉
集
に
詠
ま

れ
た
植
物
と
歌
、
歌
の
解
説
を
わ
か
り
や
す

く
紹
介
し
た
解
説
入
り
パ
ネ
ル
は
２
９
点
は

片
岡
さ
ん
の
撮
影
し
た
写
と
文
に
よ
る
も
の

で
す
。
片
岡
氏
の
ご
紹
介
で
、
い
つ
も
素
敵

な
花
の
表
情
を
撮
影
さ
れ
て
い
る
「
奈
良
花

写
真
の
会
」
の
皆
様
の
写
真
３
０
点
を
展
示

し
ま
し
た
。
昨
年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
大
和

郡
山
市
か
ら
写
真
パ
ネ
ル
を
搬
入
後
、
緊
急

事
態
宣
言(

臨
時
休
館)

と
な
り
、
そ
れ
で

も
惜
し
む
よ
う
に
展
示
風
景
を
撮
影
し
、
寂

し
く
虚
し
い
気
持
ち
で
片
付
け
し
た
こ
と
を

覚
え
て
い
ま
す
。
い
つ
も
一
緒
に
微
調
整
し

な
が
ら
、
丁
寧
に
展
示
準
備
、
片
付
け
を
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
万
葉
の
花
の
美
し

さ
を
撮
影
す
る
だ

け
で
な
く
、
万
葉

の
花
写
真
か
ら
優

し
い
こ
こ
ろ
も
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
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か
わ

ず
み

家

　　き ゅ う か わ ず み け

旧河澄家
所在地　　　　　 〒579-8003　大阪府東大阪市日下町 7 丁目 6-39
電話番号　　　　TEL/FAX　072-984-1640
ホームページ　　http://www.kyu-kawazumike.jp
開館時間　　　　午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分
休館日　　　　　 月曜日 （祝日の場合は翌日）
　　　　　　　　　　祝日の翌日 ・ 12 月 29 日～ 1 月 3 日
入館料　　　　　 無料
駐車場　　　　　 5 台 （無料）
　　　　　　　　　　満車の場合は、 近鉄けいはんな線 「新石切駅」
　　　　　　　　　　周辺の有料駐車場をご利用ください。

◆アクセス方法 
公共交通機関をご利用の場合
・ 近鉄奈良線 「石切駅」 より徒歩約２０分
・ 近鉄けいはんな線 「新石切駅」 より徒歩約２０分
・近鉄奈良線 「東花園駅」 または近鉄けいはんな線 「新石切駅」  より、           
　近鉄バス 「四条畷行き」 または 「住道行き」 に乗車
　「南日下」 バス停より徒歩１５分
・ JR 学研都市線 「住道駅」 または 「四条畷駅」 より、
　近鉄バス 「東花園駅前行き」 に乗車 「南日下」 バス停より徒歩   
  約１５分

マイカーをご利用の場合
・ 旧国道１７０号線 「日下４丁目」 交差点を東へ、 約６００ｍ直進

◆指定管理者　株式会社アスウェル  TEL ： ０７２-９３９-７８６１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     FAX ： ０７２-９５２-４３４０
 　　URL       http://www.asuwell.co.jp
 　　E-mail    mail@asuwell.co.jp

東大阪市指定文化財

JISQ9001:2015(ISO9001:2015)/ 全事業所

JISQ14001:2015(ISO14001:2015)/ 全事業所

建物総合清掃保全管理・施設保守管理・建築物

・衛生管理・人材派遣・警備保守・指定管理

株式会社アスウェルは、総合
ビルメンテナンス会社として、
次の認証を取得しています。

旧河澄家

日新高校

大龍禅寺

孔舎衙東小学校

孔舎衙小学校

公園

丹波神社

至 生駒駅

公園

至 額田駅

石切山手保育園

日下
リージョンセンター

石切剱箭神社

日下町 4 丁目

旧国道
170 号線

至 住道駅･四條畷駅

新石切駅

至 瓢箪山駅

たばこ屋

西稱揚寺

東稱揚寺

芝

近
鉄
奈
良
線

近鉄けいはんな線

石切駅

南日下バス停 日下新池

お弁当店

マンション

コンビニ
エンスストア

交番

交番

石切参道商店街

旧河澄家周辺図 (詳細)

旧河澄家　イベントカレンダー
※イベント日程は本誌発行時の予定ですので、都合により多少前後する可能性がございます。詳しくはお問合せください。

5/17(火 )

～ 9/25(日 )

何に

使うのかな？

丸に三つ違い沢瀉

河澄家の家紋
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