
□ 歴史文化大臣

一
師
鏃
ブ
ロ
引
け

な
「嘲

］
一
の
活
動

肩
書
や
性
別
に
関
係
な
く
、
と
も

に
大
阪
の
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
場
を

作
ろ
う
と
、
会
社
員
や
主
婦
ら
２０
人

で
始
め
ま
し
た
。

「
熟
塾
」
の
名

獄
け
睡
細
い
も
誰
誅
わ
数
緒
漏
い
鵡

時
代
の

「適
塾
」
を
目
指
そ
う
と
の

思
い
を
込
め
て
い
ま
す
。

歴
史
上
の
人
物
ゆ
か
り
の
場
所
を

訪
れ
た
り
、
上
方
落
語
や
文
楽
を
楽

し
ん
だ
り
。
聖
徳
太
子
の

「十
七
条

憲
法
」
制
定
か
ら
１
４
０
０
年
目
に

あ
た
る
と
さ
れ
る
２
０
０
４
年
春
に

原田彰子さん

はらだ
`あ

きこ 1958年八尾市生

まれ。商社勤務のかたわ ら94年に

「熟塾」を旗揚げし代表に。熟塾の

活動が評価され、民間団体が選ぶ04

年の「なにわ大賞」を受賞した。

■ 入場料 に年 間い くらかける ?
(1世帯当たり)

熟塾 代表 原田彰子 TEL/FAX 072-994-2856 携帯 090-8381-0150
E― mai1 3X1052500nifty.com  妄褻塁塾 HP:http://www.」 uku」 uku.gr.」 p/

た
，

・．大
阪
人
の
し
ゃ
べ
ぐ
り
で
感
動
を
分
か
ち
合
う
国
に
し
ま
す

は
、
聖
徳
太
子
が
建
て
た
と
言
わ
れ

る
四
天
王
寺

（
大
阪
市
天
王
寺
区
）

で
元
管
長
の
話
を
伺
い
、
庭
で
お
花

見
を
し
た
「

一蔵動彙腋は普通の〇一だった

適
塾
は
建
物
の
前
を
通

っ
た
こ
と

し
か
な
か

っ
た
。
で
も
熟
塾
の
活
動

で
、
大
阪
に
は
奈
良
や
京
都
に
負
け

な
い
歴
史
が
あ
り
、
歴
史
に
根
ざ
し

た
文
化
も
あ
る
と
知

っ
た
。
他
に
負

け

へ
ん
、
歴
史
の
漬
け
も
の
み
た
い

な
土
地
で
す
。
四
天
王
寺
も
現
在
の

建
物
は
新
し
い
け
れ
ど
ヽ
夜
に
境
内

に
立
つ
と

「聖
徳
太
子
が
見
た
の
と

同
じ
星
が
瞬
い
て
い
る
か
も
」
と
思

っ
た
り
し
ま
す
。

第
２
次
世
界
大
戦
で
多
く
の
歴
史

的
な
建
物
や
町
並
み
は
焼
け
て
し
ま

っ
た
。
江
戸
時
代
に

「
道
頓
堀
五

座
」
と
呼
ば
れ
、
日
本
の
プ

ロ
ー
ド

ウ

ェ
ー
の
よ
う
だ

っ
た
５
劇
場
も
姿

を
消
し
ま
し
た
。
歌
舞
伎
や
世
界
遺

産
の
文
楽
は
関
西
発
祥
で
今
も
役
者

さ
ん
が
身
近
に
い
る
の
に
、
劇
場
が

少
な
く
昼
間
の
上
演
が
多
い
せ
い

か
ヽ
敷
居
が
高
い
よ

う
に
思
わ
れ

る
。
も

っ
た
い
な
い
こ
と
で
す
。

一
一
¨
“
班
凛
ぃ

一
訛

一
い
一
一
瑯

建
物
は
残

っ
て
い
な
く
と
も
、
大

阪
人
に
は
得
意
の
し
ゃ
べ
く
り
が
あ

り
ま
す
。
「地
元
の
魅
力
を
伝
え
る
大

会
開
催
‐
。」
な
ん
て
ど
う
で
し
ょ
う
。

適
塾
で
医
学
を
学
ん
だ
塾
生
た
ち

は
地
元
に
帰

っ
て
病
の
人
を
助
け
た

そ
う
で
す
。
有
名
人
だ
け
が
歴
史
を

作

っ
た
の
で
は
な
く
、
名
も
な
き
た

く
さ
ん
の
人
が
時
代
を
支
え
た
。
そ

ん
な
先
人
の
頑
張
り
や
、
地
域
に
伝

わ
る
逸
話
を
調
べ
、

「
へ
え
」
と
感

動
し
た
こ
と
を
語
り
合
う
ん
で
す
。

お
金
や
モ
ノ
は
分
け
れ
ば
減
り
ま

す
が
、
感
動
は
人
と
分
か
ち
あ
え
ば

増
え
る
。
歴
史
や
文
化
に
触
れ
る
こ

と
で
、
今
を
ど
う
生
き
る
か
、
将
来

ど
う
す
る
べ
き
か
の
ヒ
ン
ト
が
き

つ

と
見
つ
か
る
は
ず
で
す
。
お
上
に
頼

る
の
で
な
く
ヽ
官
民
共
同
で
自
分
た

ち
の
地
域
を
掘
り
起
こ
し
、
語
り
部

と
な

っ
て
発
信
し
て
ほ
し
い
と
願

っ

て
い
ま
す
。
　

（聞
き
手

・
角
谷
陽
子
）

文
化
施
設
に
お
金
使
わ
ぬ
大
阪

人
　
総
務
省
家
計
調
査

（
２
０
１

０
年
）
に
よ
る
と
、
大
阪
市
内
の

１
世
帯
が
１
年
間
に
文
化
施
設
入

場
料
に
使
う
金
額
は
平
均
１
３
６

６
円
。
全
国
平
均
を
下
回
り
、
名

古
屋
市
や
横
浜
市
よ
り
千
円
近
く

低
い
。
映
画

・
演
劇
な
ど
の
入
場

料
支
出
は
全
国
平
均
並
み
だ
が
、

東
京
都
区
部
の
半
額
以
下
だ
。

一
方
、
府
内
の
国
宝

ｏ
重
要
文

化
財
は
６
６
２
件

（昨
年
１２
月
１

日
現
在
、
文
化
庁
ま
と
め
）
。
奈

良

（
１
３
１
３
件
）
、
滋
賀

（
８

０
４
件
）
に
次
ぐ
全
国
５
位
と
歴

史
遺
産
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

独菫
警

・

文化施設 映画・演濠lなど
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