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編 集 後 記
今号は「巡礼号」です。この号をつくっている間に、阪神・淡路大震災から 20年の節目の 1.17 を迎えました（つひまぶはみんながボランティアでつくっているために、
製作ペースがとてもゆるやかなのです）。その日、僕は早朝の三宮・東遊園地を目指して、夜の大阪を出発しました。20年前、仲間を助けるために歩き通したあの道を、
夜通し歩いたのでした。これは僕にとっての巡礼で、その間、さまざまなことを思い出し、身に刻み、明日への糧とします。昨今の巡礼ブームは、そのような、足元
を見つめ直す人が増えていることに起因しているような気がします。交通手段の発達は僕たちをあっという間に目的地へ連れていってくれます。ネット環境の発達は、
そこへ行かずとも、行った気にさせてしまうほどの強いバーチャル感をもたらします。巡礼は、そうしたテクノロジーの流れに逆行する行為です。ゆっくりと、自分の足で。
足元を見つめ直すための時間は、たっぷりとあります。春です。巡礼に出て、自身の内面を見つめ直してみたい人のために、この号が一助となれば。（浅香保ルイス龍太） http://tsuhimabu.blogspot.jp
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「上方　第五十六號」より「盂蘭盆会 七墓巡り之図・長谷川貞信」「上方　第五十六號」より「盂蘭盆会 七墓巡り之図・長谷川貞信」
「つひまぶ」では、編集メンバーを随時募集しています。興味がある方は、Facebookにてご連絡いただくか、大阪市北区役所魅力創造課（tel. 06-6313-9743）までご連絡ください。

●第１ 土 曜 13：30～
16：00　●大淀老人福
祉センター（本庄東
1-24-11）　●お も ち
ゃの無料修理の病院で
す（部品代は実費）。その場で修理できない場合は、
入院（預かって修理）することも。直せなかったと
きはごめんなさい！でも、持ち主の喜ぶ顔を楽しみ
に活動してます。新ドクター、いつでも募集中！

大淀老人福祉センター
☎06-6374-0873問

●例会は第１火曜　●
北図書館（本庄東3-8-2）
●図書館や保育所、幼稚
園などで年60回以上絵
本の読み聞かせをして
います。やればやるほど奥が深くて難しさを感じま
すが、ダイレクトな子どもたちの反応と、素晴らしい
絵本との出会いが楽しみです。結成から13年、メンバ
ーそれぞれの世代の良さを活動に生かしています。

絵本の会北

北図書館
☎06-6375-0410問

●月に数日（登録制）
●キッズプラザ大阪
（扇町2-1-7）●キッズ
プラザ大阪にとって、
開館当初からなくては
ならない存在。展示フロアやスタジオ、パソコンフ
ロアでの遊び方など、子どもたちが安心して楽しく
遊べるようにサポート。幅広い年齢層（現在 18 歳
から 84歳まで）での活動が刺激になっています。

キッズプラザ大阪
インタープリター

キッズプラザ大阪
☎06-6311-6603問

●毎週火曜　●北区社
協（神山町15-11）　●
「輪に和になろう」を合
い言葉に、集まってかわ
いいマスコットをつくっ
ています。何をつくろうかと相談し、手を動かしてつ
くっていくのがまず楽しくて、イベントで一緒につく
って喜ばれて２度楽しい。幼稚園やデイサービス、お
祭りなどのイベントに出かけています。

北区ボランティア・市民活動センター
☎06-6313-5566問

●第１日曜　8：30～9：
30　●研究会事務局（天
神橋3-1-40 相生マンシ
ョン1階）　●月イチで
商店街を掃除。美化活
動を通じて地域のネットワークづくりを目指していま
す。傾聴ボランティアやお手紙の代筆活動、スクール
活動も。各種ボランティア団体の中間支援を目指し、
多方面で活動しています。HP（http://entie.org/）

日本ボランティア
研究会 Entie

Cafeクルミ内 研究会事務局
☎06-4981-9284 / info@entie.org問

●第２金曜ほか　●豊
崎東会館（長柄西1-1-39）
●16 年続いているの
は、楽しくて元気にな
るから！最高齢はなん
と 90 歳の男性！歌に合わせて体操を考えたり、デ
イサービスや老人会などで披露しています。体操を
すれば、体スッキリ、笑顔になります。研修会は北
と大淀の老人福祉センターでも月 2回ずつ開催中。

歌体操
輝くバラの会

梶山　☎06-6776-0069問

●第３火曜　13：00～
15：00　●北区社協
（神山町15-11） ●若
年性認知症と初期認知
症の方のデイサービス。
病気があってもあたりまえの生活をし、生きがいもや
りがいもある！そんな人たちが月イチでカフェをオー
プンしてます。ドリップコーヒー（100円！）を入れて
くれたり、歌声喫茶を実施。夏には流しそうめんも！

かみやまカフェ

北ボラ
マスコットクラブ

おもちゃ病院

北区ボランティア・市民活動センター
☎06-6313-5566問

●第２・３・４水曜他　
●北区社協（神山町
15-11）　●区の広報紙
や社協だよりを朗読し、
CD に録音し視覚障が
い者の方たちに届ける音訳ボランティアです。他、
新聞記事や雑誌記事を独自にセレクトして朗読した
「花束」も。音訳は、通常の朗読と違い、感情を交え
ず正確に伝えるのが肝要。興味のある方はぜひ！

北朗バラの会

北区ボランティア・市民活動センター
☎06-6313-5566

北区ボランティア・市民活動センター
☎06-6313-5566

問

●第１・３月曜　●研
修会は北千里公民館
（吹田市古江台4-2 -  
D7）　●相撲甚句とは
江戸時代から続く独特
な節回しと情緒ある歌詞の唄です。巡業相撲の土俵
で力士が輪になって唄ったりします。お腹から声を
出して唄うのはとても気持ちがいいです。北区内の
デイサービスなどで活動中。呼ばれたら出前しますよ～。

関西相撲甚句会

問

●第2・4土曜　●北区
内高齢者施設 ●ひと
り暮らしの方は話し相
手を求めています。「こ
ころの声」を聴いてあ
げようと平成 24年 7月からスタート。待っていてく
ださるのと、お話を聴くと喜んでくださるので、とて
もやりがいを感じます。活動範囲を増やしたくて、養
成講座を開催してのメンバー募集もおこなっています。

北区傾聴
ボランティアの会

北区ボランティア・市民活動センター
☎06-6313-5566問

●勉強会は第２土曜　
●大阪市立総合生涯学
習センター（梅田1-2-
2-500 大阪駅前第二ビ
ル5・6階）　●バルーン
を見て「こんなのもつくれるの？」とびっくりされ
ます。一緒につくったり、あげたときの笑顔がまた
嬉しい！幼稚園や保育所、高齢者施設の他、イベント
の要請多数で、気が付けば年間100日以上も活動中。

バルーンアート
同友会

北区ボランティア・市民活動センター
☎06-6313-5566問

北区の　　活動情報

いろんな人が、
おもろいことやってます。

アンテナはっとけ
よ！

ちいき
chiik

i

北 区 内
ボ ラ ン テ ィ ア 団 体

で 活 躍 す る

まちで活躍しているボランティア団体をピック
アップ。興味のある方は、連絡してみてください。



５
年
前
の
夏
、
当
時
、
黒
崎
東
商
店
会
長
を
さ
れ
て

い
た
青
山
隆
一
さ
ん
（
現
中
崎
・
北
天
満
商
工
倶
楽

部
会
長
）
に
、
山
伏
数
人
で
道
頓
堀
の
地
蔵
尊
を
巡

る
の
で
見
に
来
ま
せ
ん
か
と
誘
わ
れ
た
。

道
頓
堀
？
　
山
伏
？

わ
け
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
行
っ
て
み
る
と
、
僕
の
知

る
商
店
街
の
青
山
さ
ん
で
は
な
く
、
頭
に
頭
襟
（
と

き
ん
）
を
被
り
、
白
装
束
に
豹
革
の
引
敷
（
ひ
っ
し

き
）
を
提
げ
、
手
に
は
法
螺
貝
を
持
っ
た
青
山
さ
ん

が
、
そ
こ
に
は
い
た
の
だ
っ
た
。
仲
間
の
山
伏
と
列

を
な
し
、
法
螺
貝
を
吹
き
な
が
ら
、
お
経
を
唱
え
な

が
ら
、
道
頓
堀
の
歓
楽
街
を
練
り
歩
い
て
い
る
。
こ

ん
な
ま
ち
な
か
に
も
山
伏
が
い
る
の
か
と
驚
く
と
同

時
に
、
山
伏
の
姿
に
な
っ
た
青
山
さ
ん
が
と
て
も
新

鮮
だ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
道
頓
堀
に
あ
る
六
地

蔵
を
巡
る
、
一
種
の
巡
礼
で
の
こ
と
だ
。

そ
の
と
き
に
初
め
て
、
青
山
さ
ん
が
、
熊
野
修
験
に

属
し
て
お
ら
れ
る
山
伏
だ
と
知
っ
た
。

熊
野
修
験
の
主
宰
者
は
、
西
国
三
十
三
所
巡
礼
の
１

番
札
所
と
し
て
有
名
な
青
岸
渡
寺
の
高
木
亮
英
副
住

職
。
明
治
の
廃
仏
毀
釈
で
廃
れ
た
「
奥
駈
（
お
く
が

け
）」
を
復
活
さ
せ
た
お
ひ
と
り
で
も
あ
る
。

奥
駈
と
は
、
熊
野
と
吉
野
の
聖
地
を
結
ぶ
約
１
７
０
キ

ロ
、
標
高
１
２
０
０
〜
２
０
０
０
メ
ー
ト
ル
の
急
峻
な

山
岳
が
連
な
る
大
峯
山
脈
の
尾
根
を
縦
走
す
る
、
極
め

て
過
酷
な
精
神
修
行
の
場
だ
。
修
験
道
の
開
祖
で
あ
る

役
行
者
（
え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ
）
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
。

１
３
０
０
年
の
伝
統
を
持
つ
山
岳
信
仰
の
聖
な
る
道
で
、

ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
「
紀
伊
山
地
の

霊
場
と
参
詣
道
」
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。

熊
野
本
宮
か
ら
吉
野
に
向
か
う
「
順
峯
（
じ
ゅ
ん

ぶ
）」
と
逆
ル
ー
ト
の
「
逆
峯
（
ぎ
ゃ
く
ふ
）」
が
あ
り
、

熊
野
修
験
で
は
順
峯
を
お
こ
な
う
。

青
山
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、
何
度
も
奥
駈
を
経
験
し
て

こ
ら
れ
た
。

奥
駈
に
は
春
の
峯
入
と
秋
の
峯
入
が
あ
り
、
数
回
に

分
け
て
75
の
靡
（
な
び
き
）
を
踏
破
す
る
。

「
春
の
峯
入
で
は
、
青
岸
渡
寺
か
ら
那
智
本
宮
ま
で
の

約
38
キ
ロ
の
山
道
を
１
日
で
駈
け
ま
す
。
那
智
本
宮

が
閉
門
す
る
の
は
夕
方
の
５
時
だ
か
ら
、
朝
の
５
時

に
は
青
岸
渡
寺
を
出
発
し
な
い
と
間
に
合
い
ま
せ
ん
」。

さ
ら
っ
と
お
っ
し
ゃ
る
が
、
38
キ
ロ
の
山
道
を
12
時

間
で
踏
破
す
る
の
だ
か
ら
、
想
像
を
絶
す
る
。
そ
れ

で
も
、
一
般
参
加
を
含
め
て
１
５
０
人
前
後
の
人
が

参
加
す
る
。
３
月
の
山
は
ま
だ
肌
寒
い
と
思
う
の
だ

け
れ
ど
、「
雨
が
降
っ
て
い
る
ほ
う
が
ラ
ク
。
晴
れ
る

と
暑
く
、
し
ん
ど
い
」
の
だ
そ
う
だ
。

「
大
雲
取
山
を
越
え
る
と
昼
食
と
な
り
、
次
の
小
雲
取

山
が
字
面
だ
け
を
見
る
と
大
雲
取
山
よ
り
も
ラ
ク
そ

う
に
見
え
る
た
め
に
、
少
し
ホ
ッ
と
す
る
ん
で
す
よ
。

で
も
、
実
際
に
は
小
雲
取
山
は
急
峻
で
、
越
え
る
の

が
と
て
も
し
ん
ど
い
。
こ
こ
が
一
番
し
ん
ど
い
で
す

か
ね
。
小
雲
取
山
を
越
え
、
那
智
本
宮
へ
到
達
す
る

と
、
い
っ
た
ん
終
了
で
す
」。

そ
の
後
、
南
奥
駈
道
と
称
す
る
那
智
本
宮
か
ら
前
鬼

（
ぜ
ん
き
）
ま
で
の
行
程
の
う
ち
、
４
月
に
那
智
本
宮

か
ら
玉
置
山
頂
に
座
す
る
玉
置
神
社
ま
で
の
約
30
キ

ロ
を
１
日
で
走
破
し
、
５
月
に
玉
置
山
か
ら
前
鬼
ま

で
を
１
泊
２
日
で
行
く
。
前
者
は
標
高
差
な
ん
と
２

０
０
０
メ
ー
ト
ル
の
道
だ
。
後
者
は
、
行
仙
（
ぎ
ょ

う
ぜ
ん
）
の
山
小
屋
に
泊
ま
る
。
こ
の
道
と
山
小
屋

は
、
新
宮
山
彦
グ
ル
ー
プ
が
中
心
と
な
り
、
奥
駈
に

縁
の
あ
る
寺
社
が
協
力
し
て
、
廃
れ
た
道
を
再
度
拓

い
た
。
こ
の
小
屋
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
ル
ー
ト
を
走

破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
か
。

秋
の
峯
入
は
、
前
鬼
か
ら
吉
野
ま
で
を
２
泊
３
日
で

行
く
。
初
日
は
、
釈
迦
ヶ
岳
か
ら
弥
山
（
み
せ
ん
）

ま
で
の
約
30
キ
ロ
強
を
走
破
す
る
。
こ
の
と
き
に
泊

ま
る
弥
山
の
山
小
屋
は
、
関
西
で
も
最
も
高
い
と
こ

ろ
に
あ
る
山
小
屋
だ
。
翌
日
、
山
上
ヶ
岳
（
さ
ん
じ
ょ

う
が
た
け
）
に
あ
る
桜
本
坊
（
さ
く
ら
も
と
ぼ
う
）

の
宿
坊
に
泊
ま
り
、
３
日
目
に
、
順
峯
の
最
終
靡
で

あ
る
第
75
靡
の
柳
の
宿
（
や
な
ぎ
の
し
ゅ
く
）
ま
で

駈
け
、
奥
駈
が
完
遂
す
る
。

巡
礼
と
呼
ぶ
に
は
激
烈
す
ぎ
る
修
行
を
、
山
伏
た
ち

は
な
ぜ
お
こ
な
う
の
だ
ろ
う
か
？
　
心
身
の
鍛
練
だ

け
な
ら
、
方
法
は
他
に
い
く
ら
で
も
あ
る
。

青
山
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
る
。

「
僕
は
高
木
導
師
よ
り
、『
菩
薩
道
』
を
教
わ
り
ま
し

た
。
奥
駈
を
経
験
す
る
こ
と
で
、
家
族
や
周
り
の
人

僕
が
で
き
る
せ
い
い
っ
ぱ
い
の
こ
と
は
、
そ
ん
な
こ

と
で
す
」。

修
験
道
か
ら
保
育
園
。
関
係
な
い
よ
う
に
見
え
て
、
青

山
さ
ん
の
な
か
で
は
一
直
線
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。

ご
自
身
の
家
系
で
あ
る
仏
教
、
天
理
教
、
山
伏
と
し
て

の
修
行
、
巡
礼
を
通
じ
て
、
青
山
さ
ん
が
出
し
た
答
え

の
ひ
と
つ
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

最
後
に
、
昨
今
の
巡
礼
ブ
ー
ム
を
受
け
て
、
こ

れ
か
ら
巡
礼
に
出
よ
う
と
す
る
人
た
ち
に
向
け
て

言
葉
を
い
た
だ
い
た
。

「
山
へ
入
る
、
お
寺
へ
入
る
の
な
ら
、
自
分
を
見
つ
め

直
し
、
残
さ
れ
た
時
間
を
少
し
で
も
人
助
け
や
社
会

の
た
め
に
ね
。
巡
礼
を
し
な
が
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を

考
え
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
そ
の
人
の
宗

教
が
な
ん
で
あ
れ
、
ね
」。

そ
う
。
宗
教
の
よ
う
な
堅
苦
し
い
も
の
で
は
な
い
の

だ
。
そ
の
人
が
、
自
身
を
見
つ
め
直
し
、
社
会
の
た

め
に
何
が
で
き
る
の
か
を
探
る
。
そ
れ
が
、
巡
礼
な

の
だ
、
と
。
青
山
さ
ん
の
そ
の
言
葉
は
、
宗
教
者
と

し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
市
井
の
先
輩
の
言
葉
と
し

て
、
僕
の
胸
に
響
い
た
の
だ
っ
た
。（
終
）

の
幸
福
を
願
い
、
世
間
の
た
め
に
な
に
か
を
し
て
い

た
だ
け
ら
、
と
」

青
山
さ
ん
は
、
天
理
教
の
教
え
で
あ
る
「
人
を
助
け
、

我
が
身
を
助
け
る
」
を
信
じ
て
お
ら
れ
る
。
自
身
が

誰
か
の
た
め
に
汗
を
か
く
こ
と
、
自
身
の
時
間
を
誰

か
の
た
め
に
割
く
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
身
の
身
体
を

供
す
る
こ
と
。
金
品
を
供
す
る
の
な
ら
、
貧
乏
人
に

は
供
す
べ
き
も
の
が
な
い
。
で
も
、「
自
身
の
身
体
を

供
す
る
の
な
ら
、
貧
富
の
差
に
よ
ら
ず
、
誰
で
も
等

し
く
で
き
ま
す
」。

修
験
道
に
入
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
、

「
小
さ
い
頃
、
僕
が
住
む
中
崎
町
に
は
、
占
い
師
な
ど

の
目
に
見
え
な
い
力
を
持
っ
た
人
が
た
く
さ
ん
い
ま

し
た
。
僕
の
店
に
も
そ
ん
な
人
が
た
く
さ
ん
出
入
り

し
て
い
た
。
身
近
に
そ
う
い
う
人
の
存
在
が
あ
っ
た

こ
と
で
、
信
仰
を
通
し
て
修
行
し
て
い
る
人
（
仏
教
・

キ
リ
ス
ト
教
・
天
理
教
な
ど
）
に
自
然
と
興
味
が
あ

り
ま
し
た
」。

「
25
年
ほ
ど
前
に
、
龍
王
講
社
大
阪
千
年
組
に
、
大
峯

山
に
誘
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
と
き
は
白
装
束
で
は

な
く
て
、
普
通
の
格
好
で
す
よ
」。

そ
の
後
、
興
味
が
膨
ら
み
、
修
験
道
も
勉
強
し
て
み

よ
う
と
、
わ
り
と
簡
単
な
気
持
ち
で
修
験
の
道
に
入

ら
れ
た
そ
う
だ
。

千
年
組
で
は
、
山
伏
に
な
る
に
は
、
３
度
の
入
峰
（
奈

良
県
洞
川
よ
り
山
上
ヶ
岳
・
山
上
寺
を
走
破
）
を
お

こ
な
い
、
龍
泉
寺
の
住
職
か
ら
「
先
達
」
の

称
号
を
も
ら
う
。
そ
の
と
き
、
装
束
を

着
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
正
式
に
山

伏
と
な
る
。
そ
の
後
、
６
度
の

入
峰
を
経
て
「
中
先
達
」
と

な
り
、
約
10
年
後
に
「
大
先

達
」
に
な
る
。
青
山
さ
ん
は

現
在
、「
大
先
達
」
で
あ
る
。

修
験
道
に
は
、
厳
し
い
戒

律
や
掟
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
在
家
で
Ｏ
Ｋ
。
日

頃
は
仕
事
を
し
な
が
ら
、「
擬
死
再
生
」
す
る
た
め
に
、

山
へ
入
る
。
擬
死
再
生
だ
か
ら
、
白
装
束
を
着
る
の

だ
。
卑
近
な
言
葉
に
す
る
と
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
度
、
山
に
入
り
、
何
を
感
じ
る
の
か
を
聞
い

て
み
た
。

「
僕
も
あ
と
１
年
で
60
歳
に
な
り
ま
す
。
自
分
の
人
生

を
逆
算
し
、
こ
れ
か
ら
の
生
き
か
た
を
見
つ
め
直
す

と
、
立
派
な
家
に
住
み
た
い
と
か
高
級
外
車
に
乗
り

た
い
と
い
っ
た
お
金
も
う
け
に
あ
く
せ
く
す
る
の
で

は
な
く
、
人
の
た
め
や
周
り
の
た
め
と
い
う
こ
と
を
、

考
え
る
ん
で
す
よ
。
保
育
マ
マ
を
は
じ
め
た
の
も
、

子
育
て
の
よ
ろ
ず
相
談
を
や
っ
て
い
る
の
も
、
そ
う

い
う
こ
と
を
考
え
て
の
こ
と
で
す
」。

そ
う
、
青
山
さ
ん
は
今
、「
商
店
街
の
保
育
マ
マ
／
よ

ろ
ず
相
談
所
『
興
学
院
』」
を
軌
道
に
乗
せ
ん
と
奔
走

さ
れ
て
い
る
の
だ
。

４
月
か
ら
は
認
可
保
育
園
と
な
り
、
０
歳
児
１
人
、

１
歳
児
２
人
、
２
歳
児
２
人
を
預
か
る
。
保
育
士
は

現
在
７
人
い
て
、
３
月
〜
４
月
に
は
開
所
式
の
護
摩

焚
き
を
お
こ
な
い
た
い
の
だ
と
か
。

「
親
が
子
ど
も
を
置
き
去
り
に
し
て
殺
し
た
事
件
を
見

て
、
子
育
て
の
こ
と
を
気
軽
に
相
談
で
き
る
場
所
が

あ
っ
た
ら
な
あ
、
と
思
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
保

育
園
だ
け
で
な
く
、
全
国
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会

の
地
域
商
店
街
活
性
化
事
業
補
助
金
を
活
用
し
て
、

『
子
育
て
よ
ろ
ず
相
談
所
』
と
北
天
満
地
域
社

会
福
祉
協
議
会
と
連
携
し
た
『
ま
ち
と
も

サ
ー
ビ
ス
』
を
併
設
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
少
し
で
も
、
子
育
て
マ
マ
さ
ん
た

ち
の
ス
ト
レ
ス
や
悩
み
を
解
消
で
き
た
ら
。

残
り
少
な
い
人
生
を

考
え
た
と
き
、

人
は
な
ぜ
巡
礼
を
す
る
の
で
す
か
？

本
格
的
に
そ
ろ
え
る

と
な
る
と
、
巡
礼
用

品
に
は
た
く
さ
ん
の

種
類
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
四
国
の
お
遍
路
を
例
に
と
る
と
、
日
除
け
雨
除
け
の
菅
笠
（
遍
路

で
は
自
分
ひ
と
り
で
な
く
弘
法
大
師
と
一
緒
、
と
い
う
意
味
で
「
同
行
二
人
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
）、

弘
法
大
師
が
宿
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
金
剛
杖
、
礼
拝
の
正
装
具
で
あ
る
輪
袈
裟
、
白
衣
、
納
経
帳
、

歩
き
や
す
い
脚
絆…

。
モ
ノ
の
本
に
書
か
れ
て
い
る
す
べ
て
の
巡
礼
用
品
を
そ
ろ
え
る
と
な
る
と
、

結
構
な
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
巡
礼
用
品
も
、
巡
礼
の
種
類
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

カ
タ
チ
か
ら
入
る
の
も
一
興
で
す
が
、
歩
き
や
す
い
普
段
の
格
好
で
巡
礼
に
出
か
け
て
も
、
ま
っ
た

く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
写
真
が
趣
味
の
方
は
カ
メ
ラ
を
片
手
に
。
絵
を
描
く
の
好
き
な
方
は
画
材
道

具
を
一
式
持
っ
て
。
巡
礼
と
い
っ
て
構
え
る
の
で

は
な
く
、
自
分
の
足
で
歩
い
て
、
時
間
を
か
け
て
、

思
索
を
巡
ら
せ
な
が
ら
、
そ
こ
を
訪
れ
る
ま
で
の

プ
ロ
セ
ス
に
意
味
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
踏

ま
え
、
ま
ず
は
気
楽
に
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
み

る
の
は
い
か
が
で
す
か
。
そ
う
そ
う
、
御
朱
印
を

集
め
た
い
方
は
、
御
朱
印
帳
を
忘
れ
ず
に
。

【
巡
礼
で
準
備
す
る
も
の
は
？
】 日

本
だ
け
で
な
く
世

界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

巡
礼
が
あ
り
、
そ
の

巡
礼
の
は
じ
ま
り
も
諸
説
あ
り
ま
す
。
現
代
で
は
、
信
仰
の
証
し
と
し
て
の
巡
礼
だ
け
で
な
く
、
健

康
の
た
め
、
観
光
を
兼
ね
て
、
癒
し
を
求
め
て
、
休
日
に
気
軽
に
寺
社
を
巡
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
こ
う
し
た
傾
向
は
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
に
は
、
す
で
に
、
全
国

各
地
に
巡
礼
講
が
組
織
さ
れ
、
物
見
遊
山
的
な
巡
礼
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
旅
行
代
理
店
す
ら
、
世
界
に
先
駆
け
て
存
在
し
た
と
言
い
ま
す
。
巡
礼
は
、
今
も

昔
も
、
観
光
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

寺
社
を
巡
る
の
み
な
ら
ず
、
ア
ニ
メ
の
聖
地
を
ま
わ
る
巡
礼
、
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
巡
礼
、
純
喫
茶
巡

礼
、
讃
岐
う
ど
ん
巡
礼…

、
心
を
惹
き
つ
け
る
な
に
が
し
か
の
ス
ポ
ッ
ト
（
聖
地
）
を
目
指
す
行
為

は
、
す
べ
て
、
巡
礼
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
霊
場
を
形
成
す
る
寺
社
の

側
も
、
各
地
域
と
結
び
つ
き
、
訪
れ
る
人
を
増
や
す
手
段
と
し
て
巡
礼
を
利
用
し
て
い
る
側
面
も
あ

り
ま
す
。
そ
う
し
た
門
戸
の
広
さ
、
敷
居
の
低
さ
が
、
昨
今
の
巡
礼
ブ
ー
ム
に
拍
車
を
か
け
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
巡
礼
は
誰
で
も
で
き
る
の
？
】記

憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、

２
０
０
４
年
に
世
界
文
化
遺

産
に
そ
の
巡
礼
路
が
登
録
さ

れ
た
「
熊
野
詣
で
」
や
遷
宮
で
大
変
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
「
伊
勢
参
り
」。
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
、

四
国
の
「
お
遍
路
」
や
「
西
国
三
十
三
所
巡
礼
」、
東
日
本
に
は

「
坂
東
三
十
三
観
音
」
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
海
外
に
目
を
転
じ

る
と
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
で
と
り
わ
け
重
要
視
さ
れ
る
メ
ッ
カ
巡
礼

の
「
ハ
ッ
ジ
」、
ス
ペ
イ
ン
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス

テ
ラ
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
大
聖
堂
を
目
指
す
「
カ
ミ
ー
ノ
・
デ
・
サ

ン
テ
ィ
ア
ゴ
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

巡
礼
ポ
イ
ン
ト
を
ル
ー
ト
に
し
た
が
っ
て
巡
る
回
遊
型
、
目
的
地

を
目
指
し
て
帰
っ
て
く
る
往
復
型
を
問
わ
ず
、、
巡
礼
は
、
世
界

の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
・
文
化
で
見
ら
れ
、
現
在
で
は
、
信
仰
の
如

何
に
か
か
わ
ら
ず
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
や
癒
し
、
人
生
回
顧
、
自
分

探
し
の
た
め
に
巡
礼
に
出
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。

【
ど
ん
な
巡
礼
が
あ
る
の
？
】

ＧＯＧＯ巡礼
！

ＧＯＧＯ巡礼
！

伝統的な格好。

でもこんなに頑張らなくても、

普段着で大丈夫。

菅笠

輪袈裟

持鈴

念珠

金剛杖

納札入

山谷袋

脚絆
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梅
新
交
差
点
北
西
角
に
あ
る
大
阪
市
道
路
元
標
。
江
戸
時
代
、
諸
街
道
の
起
終
点
は
高
麗
橋
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
道
路
法
の
制
定
で
国
道
が
整
備
さ
れ
、
昭
和
27
年
に
現
在
位
置
に
設
置
さ
れ
た
。
国
道
１
号
線
、
２
号
線
、
25
号
線
、
26
号
線
、
163
号
線
、
165
号
線
、
176
号
線
の
終
始
点
と
な
っ
て
い
る
。

︻
巡
礼
こ
ね
た
︼

昨
年
10
月
、
JR
大
阪
駅
の
南
ゲ
ー
ト
広
場
に
祈
祷
室
が
開
設
さ
れ
た
。
宗
派
を
問
わ
ず
利
用
で
き
る
施
設
で
、
男
女
別
々
に
礼
拝
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
礼
拝
前
に
身
体
を
清
め
る
た
め
の
「
小
浄
施
設
」
も
設
置
さ
れ
て
い
る
。
利
用
の
際
は
事
前
に
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
へ
。︻
巡
礼
こ
ね
た
︼

ＧＯＧＯ巡礼
！

ＧＯＧＯ巡礼
！江

戸
時
代
、
各
種
の
巡
礼
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
な
か
、
ま
ず
、「
大
坂
四
十
八
箇
寺
阿
弥
陀
巡
礼
」
が

成
立
し
ま
す
。

当
時
の
大
阪
の
寺
院
よ
り
48
寺
が
セ
レ
ク
ト
さ
れ
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
四
十
八
願
と
そ
の
内
容
を
詠
っ
た
和
歌
が
各
寺
院
に

配
当
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
そ
の
寺
院
に
参
拝
し
、
ご
詠
歌

と
念
仏
を
唱
え
て
巡
礼
し
て
い
く…

…

。
そ
う
、
こ
の
巡
礼

は
念
仏
信
仰
の
巡
礼
で
も
あ
っ
た
の
で
し
た
。
念
仏
を
唱
え

て
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
こ
と
が
、
こ
の
巡
礼
の
目
的

で
し
た
。
大
変
に
に
ぎ
わ
っ
た
巡
礼
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、

栄
枯
盛
衰
、
や
が
て
途
絶
え
、
廃
寺
に
な
っ
た
お
寺
さ
ん
も

出
て
き
た
そ
う
で
す
。

再
興
し
た
の
は
、
平
成
23
年
。
法
然
上
人
八
百
年
大
遠
忌
を

迎
え
た
の
を
機
に
、
装
い
を
新
た
に
し
て
「
大
阪
新
四
十
八

願
所
阿
弥
陀
巡
礼
」
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
北
区
内
の
お
寺
さ

ん
も
６
寺
含
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
天
満
の
寺
町
に
あ
っ

た
お
寺
さ
ん
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
（
現
在
は
移
転
）。
大

半
が
大
阪
市
内
に
あ
り
、
ま
ち
な
か
の
お
寺
さ
ん
が
ほ
と
ん

く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
る
大
阪
を
代
表
す
る
社
寺
ば
か
り

で
す
。

７
社
寺
を
巡
る
と
、
七
徳
・
七
才
を
授
か
り
、
ご
利
益
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
七
」
は
「
ラ
ッ
キ
ー
セ
ブ

ン
」
に
も
つ
な
が
る
の
で
、
縁
起
が
い
い
と
い
う
こ
と
も
。

昭
和
63
年
（
１
９
８
８
年
）
か
ら
は
、
７
の
つ
く
日
に
、
各

社
寺
持
ち
ま
わ
り
で
「
七
幸
市
」
を
開
催
。
大
阪
天
満
宮
で

は
、
毎
年
２
月
第
１
日
曜
に
開
催
し
ま
す
。
今
年
も
天
神
橋

筋
商
店
街
の
お
店
を
中
心
に
、
物
産
展
や
境
内
で
復
活
し
た

天
満
名
水
「
天
満
天
神
の
水
」
を
販
売
、
大
道
芸
や
紙
芝
居

で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。（
ミ
）

　
　
　
　
　
「
な
に
わ
七
幸
め
ぐ
り
」
は
、
昭
和
58
年
（
１

９
８
３
年
）
の
「
大
阪
築
城
４
０
０
年
ま
つ
り
」
を
皮
切
り

に
は
じ
ま
っ
た
「
大
阪
21
世
紀
計
画
」
の
な
か
で
、
堺
屋
太

一
氏
の
提
唱
で
７
社
寺
が
宗
派
を
越
え
て
集
ま
り
、
生
ま
れ

ま
し
た
。
か
つ
て
は
巡
礼
で
に
ぎ
わ
っ
た
社
寺
に
再
び
市
民

や
観
光
客
を
呼
び
、
日
本
人
の
生
活
に
根
付
い
て
き
た
伝
統
・

文
化
を
再
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

選
ば
れ
た
７
社
寺
は
、
大
阪
天
満
宮
（
学
業
成
就
）、
住
吉

大
社
（
厄
除
祈
願
）、
四
天
王
寺
（
家
内
安
全
）、
大
念
佛
寺

（
諸
芸
上
達
）、
四
條
畷
神
社
（
心
願
成
就
）、
太
融
寺
（
無

病
息
災
）、
今
宮
戎
神
社
（
商
売
繁
盛
）。
歴
史
が
あ
り
、
多

ど
で
、
非
常
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
巡
礼
。

一
方
で
、
各
願
所
に
は
和
歌
が
配
当
さ
れ
て

い
る
、
珍
し
い
巡
礼
で
も
あ
り
ま
す
。（
ル
）

四
国
の
お
遍
路
が
八
十
八
ヶ
所
の
札
所
を
巡
る
も
の
な
ら
、

こ
ち
ら
は
、
摂
津
国
の
霊
場
を
八
十
八
ヶ
所
巡
り
ま
す
。
ど

ち
ら
も
八
十
八
ヶ
所
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
く
て
、
江
戸
時

代
中
期
（
１
７
０
０
年
代
）
に
真
田
山
観
智
院
（
現
在
の
第

十
六
番
・
観
音
寺
）
の
月
海
上
人
が
、
四
国
の
お
遍
路
を
模

し
て
開
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
本
尊
は
如

来
さ
ま
か
ら
菩
薩
さ
ま
ま
で
さ
ま
ざ
ま
だ
け
れ
ど
も
、
霊
場

の
ほ
と
ん
ど
は
、
弘
法
大
師
の
真
言
宗
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。

現
在
で
も
京
都
・
仁
和
寺
に
行
け
ば
、「
御
室
八
十
八
ヶ
所
」

と
い
う
四
国
へ
の
巡
拝
が
困
難
な
人
の
た
め
の
お
遍
路
ミ
ニ

チ
ュ
ア
版
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
お
な
じ
こ
と
で
、
四
国

へ
行
か
ず
と
も
摂
津
国
で
巡
礼
で
き
る
よ
う
、
霊
場
を
開
い

た
と
い
う
わ
け
で
す
。
仏
教
、
引
い
て
は
ア
ジ
ア
文
化
に
は
、

そ
の
よ
う
な
合
理
性
が
あ
り
ま
す
な
。

江
戸
時
代
に
は
熱
心
な
弘
法
大
師
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
隆
盛

を
極
め
た
「
摂
津
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡
り
」
だ
け
れ
ど
も
、

明
治
の
廃
仏
毀
釈
、
さ
ら
に
は
大
阪
大
空
襲
に
よ
る
被
災
な

ど
で
多
く
の
寺
院
が
灰
燼
に
帰
し
た
た
め
、
近
年
は
長
ら
く

途
絶
え
て
い
ま
し
た
。

復
興
し
た
の
は
、
昭
和
55
年
（
１
９
８
０
年
）。
第
十
四
番
・

六
大
院
住
職
の
尽
力
で
全
寺
院
が
結
集
し
、
霊
場
再
興
が
成

し
遂
げ
ら
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

摂
津
国
と
は
、
大
阪
府
の
北
部
と
兵
庫
県
の
一
部
。
八
十
八

ヶ
所
の
約
半
分
が
大
阪
市
内
に
点
在
し
、
そ
れ
以
外
の
霊
場

も
、
吹
田
市
、
摂
津
市
、
茨
木
市
、
高
槻
市
、
箕
面
市
、
池

田
市
、
宝
塚
市
、
川
西
市
、
西
宮
市
、
神
戸
市
と
、
比
較
的

近
い
と
こ
ろ
ば
か
り
で
す
。
北
区
内
だ
と
、
第
六
番
・
太
融

寺
、
第
九
番
・
國
分
寺
、
第
十
番
・
寳
珠
院
の
３
霊
場
が
あ

り
ま
す
。
週
末
に
日
帰
り
で
３
つ
く
ら
い
ま
わ
っ
て
、
次
の

週
に
ま
た
３
つ
ほ
ど…

、
と
い
う
か
ん
じ
で
、
わ
り
と
気
軽

に
巡
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
こ
の
巡
礼
の
い
い
と
こ
ろ
で

す
。
専
用
の
御
朱
印
帳
も
、
各
霊
場
で
安
価
に
販
売
さ
れ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
普
段
着
で
大
丈
夫
。
ほ
と
ん
ど
の

人
が
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
格
好
で
巡
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

巡
礼
な
の
で
、
あ
ま
り
突
拍
子
も
な
い
格
好
で
は
な
く
、

ま
あ
、
普
通
の
普
段
着
で
。

有
名
寺
院
も
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
し
、
ま
ち
な
か
に

あ
る
お
寺
さ
ん
も
あ
れ
ば
、
ま
ち
か
ら
少
し
外
れ
た
場
所

に
あ
る
お
寺
さ
ん
も
あ
り
、
な
か
な
か
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富

ん
で
ま
す
。
巡
礼
の
い
い
と
こ
ろ
は
、
そ
こ
に
霊
場
が
な

け
れ
ば
一
生
訪
れ
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
場
所
へ
行
く

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
訪
れ
た
こ
と
の
な
い

場
所
で
、
新
し
い
出
会
い
や
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
、「
摂
津
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡
り
」
で
は
、

た
く
さ
ん
の
種
類
の
仏
像
に
出
会
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
仏
像
の
名
前
が
墨
書
さ
れ
た
御
朱
印
を
集
め

る
楽
し
み
も
あ
り
ま
す
。

昨
今
は
、
巡
礼
ブ
ー
ム
。

信
仰
の
み
な
ら
ず
、
自
分
探
し
や
癒
や
し
目
的
で
巡
る
人

も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
観
光
目
的
の
人
も
。
有

名
な
四
国
の
お
遍
路
や
西
国
三
十
三
所
巡
礼
は
、
い
つ
ど

の
札
所
を
訪
れ
て
も
た
く
さ
ん
の
人
が
参
拝
し
て
い
て
に

ぎ
わ
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、「
摂

津
国
八
十
八
ヶ

所
霊
場
巡
り
」

は
そ
れ
ほ
ど
で

も
な
く
、
静
寂

の
な
か
で
ゆ
っ

く
り
と
参
拝
す

る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
の
点

か
ら
も
、
こ
の

巡
礼
は
お
す
す

め
で
す
。（
ル
）

大
阪
新
四
十
八
願
所
阿
弥
陀
巡
礼

摂
津
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡
り

四
五
番
金
剛
院

四
四
番
佐
井
寺

四
三
番
圓
照
寺

四
二
番
常
光
円
満
寺

四
一
番
京
善
寺

四
十
番
法
楽
寺

三
九
番
全
興
寺

三
八
番
長
寳
寺

三
七
番
如
願
寺

四
四
番
宗
念
寺

四
三
番
西
徃
寺

四
二
番
善
福
寺

四
一
番
西
念
寺

四
十
番
良
運
院

三
九
番
一
心
寺

三
八
番
九
應
寺

三
七
番
長
圓
寺

三
六
番
薬
師
寺

三
五
番
荘
厳
浄
土
寺

三
四
番
西
之
坊

三
三
番
釈
迦
院

三
二
番
正
圓
寺

三
一
番
地
蔵
院

三
十
番
竹
林
寺

二
九
番
大
乗
坊

二
八
番
浪
速
寺

二
七
番
高
野
寺

二
六
番
清
水
寺

二
五
番
四
天
王
寺

三
六
番
大
安
寺

三
五
番
浄
運
寺

三
四
番
大
寶
寺

三
三
番
光
善
寺

三
二
番
増
福
寺

三
一
番
圓
通
寺

三
十
番
安
楽
寺

二
九
番
大
雲
寺

二
八
番
白
雲
寺

二
七
番
専
念
寺

二
六
番
誓
願
寺

二
五
番
西
光
院

二
四
番
真
光
院

二
三
番
青
蓮
寺

二
四
番
正
念
寺

二
三
番
天
性
寺

二
一
番
報
恩
院

二
十
番
自
性
院

二
二
番
持
明
院

一
九
番
藤
次
寺

一
八
番
宗
恵
院

一
七
番
正
祐
寺

一
六
番
観
音
寺

一
五
番
圓
珠
庵

一
四
番
六
大
院

一
三
番
大
日
寺

二
一
番
龍
淵
寺

二
十
番
長
安
寺

二
二
番
大
福
寺

一
九
番
慶
恩
院

一
八
番
全
慶
院

一
七
番
大
善
寺

一
六
番
法
藏
院

一
五
番
寶
樹
寺

一
四
番
慶
傳
寺

一
三
番
最
勝
寺

一
二
番
興
徳
寺

一
一
番
善
福
寺

十
番
寳
珠
院

九
番
國
分
寺

八
番
不
動
寺

七
番
富
光
寺

六
番
太
融
寺

五
番
持
明
院

四
番
了
徳
院

三
番
和
光
寺

二
番
三
津
寺

一
番
法
案
寺

一
二
番
伝
長
寺

一
一
番
心
眼
寺

十
番
專
念
寺

九
番
運
潮
寺

八
番
善
導
寺

七
番
大
長
寺

六
番
大
鏡
寺

五
番
智
源
寺

四
番
冷
雲
院

三
番
蟠
龍
寺

二
番
源
光
寺

一
番
法
住
寺

四
天
王
寺

四
條
畷
神
社

太
融
寺

今
宮
戎
神
社

住
吉
大
社

大
念
佛
寺

大
阪
天
満
宮

な
に
わ
七
幸
め
ぐ
り

專
念
寺

木
村
啓
良

寳
珠
院

後
任
住
職
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た

尾
山
慎

大
阪
天
満
宮

万
力
康
司

八
八
番
須
磨
寺

八
七
番
勝
福
寺

八
六
番
妙
法
寺

八
五
番
常
福
寺

八
四
番
金
光
寺

八
三
番
真
福
寺

八
二
番
大
龍
寺

八
一
番
聖
徳
院

八
十
番
天
上
寺

七
九
番
円
満
寺

七
八
番
大
日
寺

七
七
番
法
心
寺

七
六
番
東
光
寺

七
五
番
神
呪
寺

七
四
番
金
龍
寺

七
三
番
平
林
寺

七
二
番
清
澄
寺

七
一
番
中
山
寺
奥
之
院

七
十
番
中
山
寺

六
九
番
中
山
寺
大
師
堂

六
八
番
満
願
寺

六
七
番
久
安
寺

六
六
番
高
法
寺

六
五
番
大
覚
寺

六
四
番
浄
光
寺

六
三
番
大
空
寺

六
二
番
昆
陽
寺

六
一
番
安
楽
院

六
十
番
金
剛
院

五
九
番
常
福
寺

五
八
番
一
乗
院

五
七
番
釋
迦
院

五
六
番
宝
珠
院

五
五
番
瀧
安
寺

五
四
番
勝
尾
寺

五
三
番
善
福
寺

五
二
番
帝
釋
寺

五
一
番
真
龍
寺

五
十
番
大
門
寺

四
九
番
霊
山
寺

四
八
番
地
蔵
院

四
七
番
総
持
寺

四
六
番
蓮
花
寺

四
五
番
源
聖
寺

四
八
番
法
善
寺

四
七
番
稱
念
寺

四
六
番
浄
國
寺

●摂津国八十八ヶ所霊場巡り（http://www.enmanji.com/syuin.html）
北区内にある霊場は、六番・太融寺（太融寺町 3-7）、九番・國分寺（国分寺 1-6-18）、十番・寳珠院（与力町 1-2）

●大阪新四十八願所阿弥陀巡礼
（http://www.osaka-amida48.net/）
北区内にある願所は、二番・源光寺（豊崎 2-3-23）、三番・
蟠龍寺（野崎町 4-1）、四番・冷雲院（野崎町 4-4）、五番・智
源寺（天神橋 3-3-10）、八番・善導寺（与力町 2-5）、十番・
專念寺（同心 1-1-5）

●なにわ七幸めぐり
（http://www.geocities.jp/
naniwa7kou/）
北区内にあるのは、大阪天満宮（天
神橋 2-1-8）、太融寺（太融寺町 3-7）

住
職
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た

権
禰
宜
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た

第十番願所・專念寺にある、珍しい３つの鐘「三心の鐘」第十番願所・專念寺にある、珍しい３つの鐘「三心の鐘」

第十番願所・寳珠院第十番霊場・寳珠院



ＧＯＧＯ巡礼
！

ＧＯＧＯ巡礼
！

の
よ
う
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
初
天
神
の
境
内
に
は
、
徳
兵
衛
と
お
初
の
ブ
ロ
ン

ズ
像
が
仲
睦
ま
じ
く
並
ん
で
い
ま
す
。
ふ
た
り
の
三

百
回
忌
の
折
、「
お
初
さ
ん
の
た
め
に
」
と
寄
付
が
あ

り
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
地
元
の
商
店
街
な
ど
か
ら

も
寄
付
金
が
寄
せ
ら
れ
、
２
０
０
４
年
に
建
立
さ
れ

た
も
の
で
す
。「
恋
愛
成
就
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
と

し
て
、
女
性
の
参
拝
者
が
増
加
。
恋
愛
成
就
を
願
う

「
美
人
祈
願
絵
馬
」
が
人
気
を
集
め
て
い
ま
す
。（
ル
）

露
天
神
社
は
別
名
「
お
初
天
神
」。
も
ち
ろ
ん
、
お
初

と
徳
兵
衛
の
心
中
事
件
『
曾
根
崎
心
中
』
ゆ
か
り
の

地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
て
ま
す
。

金
銭
ト
ラ
ブ
ル
を
巡
り
、
死
ん
で
身
の
潔
白
を
証
明

し
よ
う
と
決
心
し
た
徳
兵
衛
。
好
き
で
も
な
い
男
に

抱
か
れ
る
お
初
。
ふ
た
り
は
夜
、
手
を
取
り
あ
っ
て

露
天
神
の
森
へ
と
向
か
い
ま
す
。
当
時
、
遊
郭
に
売

ら
れ
た
娘
を
連
れ
て
逃
げ
る
こ
と
は
、
死
を
意
味
し

て
い
ま
し
た
。
最
後
、
ど
こ
に
も
逃
げ
場
が
な
く
な

っ
た
ふ
た
り
は
心
中
を
遂
げ
ま
す
。
こ
の
時
代
、
心

中
と
は
「
真
の
心
意
」
を
意
味
し
、
特
に
男
女
が
愛

情
を
守
り
通
す
こ
と
を
指
し
ま
す
。

こ
の
事
件
を
題
材
に
近
松
門
左
衛
門
が
書
い
た
人
形

浄
瑠
璃
『
曾
根
崎
心
中
』
は
、
人
形
浄
瑠
璃
史
上
初

の
現
代
劇
と
し
て
大
評
判
と
な
り
ま
し
た
。
実
際
の

心
中
事
件
か
ら
ち
ょ
う
ど
１
ヶ
月
後
の
ス
ピ
ー
ド
上

演
は
、
さ
な
が
ら
、
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
再
現
Ｖ
Ｔ
Ｒ

い
つ
の
頃
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
か
、
も
は
や
わ
か
ら

な
い
ほ
ど
の
昔
か
ら
、
太
融
寺
の
一
願
堂
に
は
お
百

度
参
り
に
訪
れ
る
人
が
絶
え
ま
せ
ん
。
特
に
、
女
性

が
多
い
よ
う
で
す
。
こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
不
動

明
王
は
一
願
不
動
と
呼
ば
れ
、
願
い
を
ひ
と
つ
叶
え

て
く
れ
る
と
評
判
の
お
不
動
さ
ん
で
す
。

元
来
、
神
仏
に
祈
願
す
る
た
め
に
同
一
の
寺
社
に
百

八
日
間
（
寺
社
に
よ
っ
て
百
日
間
の
と
こ
ろ
と
百
八

日
間
の
と
こ
ろ
が
あ
る
。
太
融
寺
で
は
百
八
日
間
）

参
拝
す
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
が
簡
略
化
さ
れ
、
一

日
に
百
八
回
参
拝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
現
在

の
お
百
度
参
り
で
す
。
た
だ
、
百
八
回
参
拝
す
れ
ば

い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
願
い
が
叶
う
ま
で
通

い
続
け
る
こ
と
。
百
八
回
と
い
う
回
数
の
達
成
が
目

的
な
の
で
は
な
く
、
祈
願
の
た
め
に
一
回
一
回
を
気

持
ち
を
込
め
て
参
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

お
百
度
石
を
ま
わ
る
と
こ
ろ
が
多
い
な
か
、
太
融
寺

の
一
願
堂
は
、
不
動
明
王
の
周
り
を
ま
わ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
太
融
寺
の
一
願
堂
が
、

お
百
度
参
り
を
前
提
と
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
か
ら

な
の
で
す
。
ま
わ
る
方
向
は
、
仏
教
の
作
法
に
則
っ

て
、
右
ま
わ
り
で
ね
。（
毬
）

さ
ん
で
す
。

そ
ん
な
北
向
地
蔵
尊
の
由
来
は
、
明
治
24
年
（
１
８

９
１
年
）、
こ
の
界
隈
が
畑
だ
っ
た
頃
に
土
の
な
か
か

ら
掘
り
出
さ
れ
、
地
主
の
方
が
お
堂
を
北
向
き
に
建

立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
昭
和
44
年
（
１
９
６

９
年
）、
現
在
の
阪
急
電
鉄
梅
田
駅
、
阪
急
三
番
街
が

で
き
る
に
伴
い
、
現
在
の
場
所
に
鎮
座
さ
れ
ま
し
た
。

北
向
き
に
建
立
す
る
と
お
地
蔵
さ
ん
が
下
座
に
な
る

こ
と
か
ら
、
お
堂
を
北
向
き
に
建
て
る
こ
と
は
珍
し

い
で
す
が
、
こ
ち
ら
で
は
人
々
に
寄
り
添
い
、
通
る

人
に
心
を
配
る
、
お
参
り
に
来
た
人
々
の
願
い
や
悩

み
を
な
ん
で
も
聞
き
受
け
る
と
い
う
謙
虚
な
気
持
ち

か
ら
、
あ
え
て
北
向
き
に
建
立
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

私
た
ち
に
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
る
北
向
地
蔵
尊
。
私

た
ち
も
、
願
い
ご
と
を
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、

日
々
の
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
お
参
り
す
る
の
が

大
切
で
す
。（
依
）

阪
急
梅
田
の
ど
真
ん
中
、
紀
伊
國
屋
書
店
の
西
側
、

三
番
街
の
南
側
に
鎮
座
す
る
北
向
地
蔵
尊
。
毎
月
24

日
午
前
10
時
よ
り
お
こ
な
わ
れ
る
法
要
は
も
ち
ろ
ん
、

日
々
遠
く
か
ら
お
参
り
に
来
ら
れ
る
方
や
、
通
勤
の

際
に
立
ち
寄
る
方
な
ど
多
く
の
人
々
が
お
参
り
に
来

ら
れ
る
、
願
い
ご
と
が
よ
く
叶
う
と
有
名
な
お
地
蔵

現
在
に
蘇
る
「
大
阪
七
墓
巡
り
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

太
融
寺
一
願
不
動
の
お
百
度
参
り

『
曾
根
崎
心
中
』
ゆ
か
り
の
お
初
天
神
は
恋
の
聖
地

能
勢
街
道
は
巡
礼
の
道
で
も
あ
っ
た

霊
験
新
た
か
「
北
向
地
蔵
尊
」
は
、
な
ぜ
北
向
き
？

「
大
阪
七
墓
巡
り
」
は
江
戸
時
代
に
あ
っ
た
と
い

う
大
阪
の
町
衆
の
祭
礼
で
す
。
毎
年
、
盆
の
頃

に
な
る
と
市
中
郊
外
の
七
墓
（
梅
田
、
南
濱
、

葭
原
、
蒲
生
、
小
橋
、
千
日
、
鳶
田
な
ど
。
文

献
に
よ
っ
て
墓
が
変
わ
り
ま
す
。
い
ろ
ん
な
巡

り
か
た
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
な
）
を
巡
り
、「
無

縁
仏
」
を
供
養
し
た
と
か
。
い
つ
は
じ
ま
っ
た

か
は
不
明
で
す
が
、
近
松
門
左
衛
門
が
『
賀
古

教
信
七
墓
廻
』
と
い
う
戯
曲
を
書
い
て
い
て
、

そ
の
な
か
に
七
墓
巡
り
が
登
場
し
て
い
ま
す
。

こ
の
戯
曲
は
元
禄
15
年
（
１
７
０
２
年
）
の
作

品
で
す
か
ら
、
そ
の
頃
に
は
、
す
で
に
あ
る
程

度
は
、
大
阪
庶
民
に
広
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
た

風
習
な
ん
や
な
い
か
？　
と
思
わ
れ
ま
す
。

お
も
し
ろ
い
の
が
、
将
軍
・
吉
宗
が
亡
く
な
っ

た
頃
に
、
喪
に
服
す
た
め
に
歌
舞
音
曲
の
類
が

禁
じ
ら
れ
る
ん
で
す
が
、
七
墓
巡
り
の
連
中
は

「
う
ち
ら
は
無
縁
仏
の
供
養
の
た
め
や
か
ら
え
え

や
な
い
か
」
と
い
っ
た
陳
情
書
が
あ
る
そ
う
で
、

こ
れ
が
ゆ
え
に
七
墓
巡
り
は
歌
舞
音
曲
と
と
も

に
や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
「
七
墓
巡
り
を
や
り
ま
す
」
と
言
う
と
、

夜
通
し
大
阪
の
ま
ち
を
徘
徊
で
き
る
の
で
、
な

か
に
は
酒
を
飲
ん
で
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
寺
で
暴
れ

る
よ
う
な
輩
も
い
た
よ
う
で
、
苦
言
を
呈
し
て

い
る
古
文
献
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
昭
和
初
期
の

文
献
で
す
が
『
郷
土
研
究
上
方
』
の
「
大
阪
探

墓
号
」（
第
56
号
）
に
は
、
七
墓
巡
り
の
錦
絵

（
当
時
す
で
に
七
墓
巡
り
は
廃
れ
て
い
た
の
で
、

こ
れ
は
想
像
図
な
ん
で
す
が
）
が
収
録
さ
れ
て

い
て
、
こ
れ
を
見
る
と
鉦
を
持
っ
た
連
中
が
、

夜
の
大
阪
の
ま
ち
を
歩
い
て
い
ま
す
が
、
な
ん

だ
か
陽
気
で
、
み
ん
な
表
情
が
明
る
い
。
供
養

の
巡
礼
で
宗
教
行
為
で
す
が
、
ア
ー
ト
や
芸
能
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
、
観
光
的
な
要
素
が

ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
な
っ
て
い
る
。
庶
民
的
で
、
エ

ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
、
カ
オ
ス
モ
ス
で
、
じ
つ
に

大
阪
的
な
祭
礼
と
言
え
ま
す
。
た
だ
残
念
な
こ

と
に
明
治
以
降
は
墓
地
の
消
滅
や
ら
、
近
代
都

市
化
に
よ
っ
て
七
墓
巡
り
は
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。「
大
阪
七
墓
巡
り
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
は
、
こ
の
失
わ
れ
た
大
阪
の
祭
礼
を
現
代

風
に
復
活
さ
せ
た
ら
お
も
ろ
い
ん
ち
ゃ
う
か…

…

？　
と
い
う
こ
と
で
、
観
光
家
／
コ
モ
ン
ズ
・

デ
ザ
イ
ナ
ー
／
社
会
実
験
者
の
陸
奥
賢
が
中
心

と
な
っ
て
、
２
０
１
１
年
か
ら
活
動
を
は
じ
め

た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
の
イ
ケ
イ
ケ
押
せ
押

せ
の
時
代
は
終
わ
っ
て
、
今
は
少
子
高
齢
化
の

時
代
で
す
。
２
０
５
０
年
に
は
日
本
の
人
口
は

１
億
人
を
割
り
、
３
０
０
０
万
人
以
上
も
人
が

減
る
と
か
。
当
然
、
日
本
は
経
済
的
に
没
落
し

て
い
く
し
、
限
界
集
落
は
消
滅
し
、
都
市
の
空

洞
化
も
進
む
こ
と
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
、
跡
継

ぎ
が
い
ま
せ
ん
か
ら
ム
ラ
と
か
地
域
社
会
と
か

会
社
と
か
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
も
の
は
淘

汰
さ
れ
、
崩
壊
し
て
い
く
。
時
代
は
閉
塞
し
て

い
き
、
若
者
は
孤
独
感
を
抱
え
、
ひ
き
こ
も
り

や
ら
ネ
ッ
ト
依
存
に
は
ま
り
、
老
人
も
ど
ん
ど

ん
孤
独
死
し
て
い
く
。
要
す
る
に
「
無
縁
社
会
」

に
突
入
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
う
し
た
無

縁
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
る
時
代
に
は
、
だ
か

ら
こ
そ
「
無
縁
者
が
集
ま
れ
る
祭
礼
」
が
必
要

な
ん
や
な
い
か
？　
と
い
う
の
が
七
墓
巡
り
を

復
活
さ
せ
る
現
代
的
意
義
と
言
え
ま
す
。

基
本
的
に
祭
礼
と
い
う
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
所
属
し
な
い
と
参
加
で
き
ま
せ
ん
。
岸
和
田

だ
ん
じ
り
祭
は
岸
和
田
の
町
内
の
人
間
だ
か
ら

曳
行
に
参
加
で
き
る
わ
け
で
す
（
最
近
は
ヘ
ル

プ
も
多
い
よ
う
で
す
が…

…

）。
と
こ
ろ
が
大
阪

七
墓
巡
り
は
無
縁
仏
を
供
養
す
る
祭
礼
で
す
か

ら
、
誰
で
も
参
加
で
き
る
と
い
う
稀
有
な
祭
礼

で
す
。
ま
た
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
無
縁
者
を
供

養
し
よ
う
と
、
生
き
て
い
る
無
縁
者
た
ち
が
集

ま
る
わ
け
で
す
が
、
七
墓
（
毎
年
、
徒
歩
で
巡

っ
て
ま
す
。
約
30
キ
ロ
で
10
時
間
ほ
ど
か
か
り

ま
す
）
を
巡
っ
て
い
る
最
中
に
会
話
を
は
じ
め
、

結
果
と
し
て
有
縁
の
関
係
性
が
生
ま
れ
て
い
き

ま
す
。
珍
奇
な
祭
礼
な
の
で
若
い
男
女
の
参
加

も
多
い
ん
で
す
が
、
じ
つ
は
七
墓
巡
り
を
キ
ッ

カ
ケ
に
付
き
合
い
は
じ
め
た
と
い
う
カ
ッ
プ
ル

が
何
組
も
い
ま
す
。
な
ん
と
無
縁
仏
が
恋
の
キ

ュ
ー
ピ
ッ
ド
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
笑
）
無
縁

仏
も
喜
ん
で
い
る
ん
や
な
い
か
？　
と
思
い
ま
す

（
も
し
く
は
嫉
妬
し
て
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
）。

思
え
ば
「
無
縁
仏
」
と
い
う
存
在
は
、
す
で
に

死
ん
で
い
る
人
間
な
の
で
絶
対
に
会
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
と
は
何
の
縁
も
関
係
性
も

な
い
存
在
で
あ
り
、「
他
者
中
の
他
者
」
で
す
。

こ
の
無
縁
仏
と
い
う
「
究
極
の
他
者
」「
絶
対
の

無
縁
」
に
比
べ
た
ら
、
今
、
生
き
て
い
る
人
た

ち
と
は
話
も
で
き
れ
ば
、
触
れ
合
う
こ
と
も
で

き
る
。「
無
縁
社
会
な
ん
て
い
う
が
、
無
縁
仏
に

比
べ
た
ら
、
そ
ん
な
た
い
し
た
無
縁
で
は
な
い
」

と
思
え
た
ら
、
少
し
は
、
こ
の
無
縁
社
会
の
生

き
づ
ら
さ
を
解
消
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
年
も
８
月
15
日
（
終
戦
記
念
日
）
に
大
阪
七

墓
巡
り
を
実
施
予
定
で
す
。
詳
細
は

facebook

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

陸
奥
賢

大
阪
七
墓
巡
り
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
　
代
表

『
曾
根
崎
心
中
』
に
は
、「
大
坂
三
十
三
箇
所
観
音
め
ぐ
り
」
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
第
一
番
札
所
・
太
融
寺
か
ら
市
内
を
時
計
ま
わ
り
に
御
霊
神
社
ま
で
、
29
ヶ
所
の
寺
院
と
４
ヶ
所
の
神
社
を
巡
る
こ
と
で
、
西
国
三
十
三
所
を
巡
礼
し
た
の
と
同
じ
御
利
益
が
あ
る
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
大
流
行
し
た
。

︻
巡
礼
こ
ね
た
︼

七
墓
巡
り
は
、
近
松
門
左
衛
門
の
『
賀
古
教
信
七
墓
廻
』、
西
村
未
達
の
『
諸
国
心
中
女
』
に
登
場
す
る
ほ
か
、
井
原
西
鶴
の
浮
世
草
子
『
好
色
二
代
男
』
に
も
登
場
す
る
。
ど
れ
も
江
戸
中
期
の
作
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
七
墓
巡
り
が
大
阪
で
と
て
も
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。︻
巡
礼
こ
ね
た
︼

ル
ー
ト
。
現
在
で
は
、
旧
街
道
に
並
行
す
る
国
道
１
７

６
号
線
の
大
阪
〜
豊
中
〜
池
田
間
お
よ
び
国
道
１
７
３

号
線
の
池
田
〜
多
田
〜
能
勢
〜
篠
山
間
の
通
称
と
し
て

も
使
わ
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
池
田
や
能
勢
の
酒
、
衣
類
、
木
材
な

ど
が
こ
の
街
道
に
よ
っ
て
大
阪
へ
運
ば
れ
、
能
勢
か
ら

奥
に
続
く
丹
波
国
の
米
、
栗
、
炭
、
銀
、
銅
な
ど
の

搬
出
路
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
終
着
地
の
能
勢
妙

見
を
は
じ
め
、
沿
道
に
は
服
部
天
神
宮
、
東
光
院
（
萩

の
寺
）、
原
田
神
社
、
多
田
神
社
な
ど
多
く
の
社
寺
が

並
び
、
さ
ら
に
は
中
山
寺
、
勝
尾
寺
な
ど
ま
で
延
び
る

参
拝
路
と
し
て
、
大
変
な
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
ま
し
た
。

通
商
と
巡
礼
。
両
方
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

明
治
９
年
（
１
８
７
６
年
）、
能
勢
街
道
は
大
阪
府
下

で
３
本
し
か
な
い一
等
縦
貫
線
に
掲
げ
ら
れ
た
の
で
し
た
。

中
国
街
道
（
西
国
街
道
）
と
分
岐
す
る
中
津
に
は
、

「
元
萩
之
橋
」
の
石
碑
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。（
ル
）

上
方
落
語
『
池
田
の
猪
買
い
』
の
舞
台
で
有
名
な
能
勢

街
道
は
、
中
津
か
ら
池
田
を
経
て
妙
見
山
の
能
勢
妙
見

堂
に
い
た
る
旧
街
道
で
す
。
十
三
、
三
国
、
庄
内
、
服

部
、
岡
町
、
石
橋
、
池
田
、
木
部
、
古
江
、
多
田
、
一

の
鳥
居
、
そ
し
て
尾
根
筋
を
通
り
、
妙
見
山
へ
至
る

【陸奥 賢】
観光家／コモンズ・デザイナー／社会実験者。
1978 年大阪・住吉生まれ、堺育ち。2008
年に大阪コミュニティ・ツーリズム推進連絡
協議会「大阪あそ歩」のプロデューサーに就
任。現在は観光、メディア、アート、まちづ
くりに関するプロデューサーとして活動中。
「大阪七墓巡り復活プロジェクト」他、新聞
メディアの新しい可能性を探る「まわしよみ
新聞」、尼崎をまち歩きと立ち飲みで盛り上
げる「あますい！」、應典院寺町倶楽部専門
委員。NPO 法人大阪府高齢者大学校まち歩
きガイド科講師。NPO まちらぼ代表など、
多方面で活躍中。
【大阪七墓巡り復活プロジェクト公式HP】
https://www.facebook.com/osaka7haka
2015 年 8月 15日（終戦記念日）実施予定



「
大
阪
七
福
神
め
ぐ
り
」
は
、
今
宮
戎
神
社
（
え
び
す
大
神
）、
大
国
主
神
社
（
日
出
大
国
神
）、
大
乗
坊
（
毘
沙
門
天
）、
法
案
寺
（
弁
財
天
）、
長
久
寺
（
福
禄
寿
）、
三
光
神
社
（
寿
老
神
）、
四
天
王
寺
布
袋
堂
（
布
袋
尊
）。
江
戸
時
代
、
大
阪
町
人
た
ち
の
間
で
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
。

︻
巡
礼
こ
ね
た
︼

御
朱
印
は
、
本
来
、
参
拝
者
が
写
経
を
お
寺
さ
ん
に
納
め
た
際
に
い
た
だ
く
印
な
の
で
、
右
上
に
「
奉
納
」
と
書
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
現
在
で
は
、
納
経
し
な
く
て
も
参
拝
の
証
し
と
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
、「
奉
拝
」
と
書
か
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。︻
巡
礼
こ
ね
た
︼

巡礼の楽しみに、御朱印集めがあります。御朱印は、元来は、納経の証し。心を込めて書写した経典をお寺に納める際、確かに受け取りましたとお寺が
証明するためのものです。ですから、誓願を立て、諸寺を巡礼する人々の間で、心の支えとして古来より大切にされてきました。御朱印は日本全国の多
くのお寺でいただくことができますが、今では、神社でも、参拝の証しとしていただくことができます。
手書きであるために、いつ参拝しても同じものがいただけるとはかぎりません。いただく時期が違えば、墨書される文字や押される朱印の内容が変わっ
てしまうこともあります。書き手が変われば、筆癖にも違いが出ます。また、墨絵が描かれていたり、独特の書の技法が使われている御朱印もあります。
限定版もあり、この御朱印をいただきたい！と思い参拝しても、その御朱印に出会えないことも多々あります。御朱印集めのおもしろさは、そんな「め
ぐりあわせ」にあるのかもしれません。つひまぶでは、ほんの一部ですが、北区にある寺社の御朱印を集めてみました。（順不同）

御朱印をいただくには、まずは参拝。参拝を終えたら、寺務所・社務所に向かいます。窓口に「御朱印はこちら」と書かれている
場合もあります。「御朱印をお願いします」と申し出ると、その場で書いていただけます。相場は一枚 300 円。金額が指定されてい
ないところもあります。なんと無料のところもあります。（檀家さんのみ対応のお寺もあります。ご注意を）
観光地の寺社では御朱印待ちの列ができる場合もあるので、参拝前に御朱印帳を預け、帰りにいただくのも
一案です。一ヶ所で数種類の御朱印をいただけるところもあります。その場合は気に入った一枚を指定して
もいいでしょうし、全種類を書いていただくことも可能です。大きなお寺になると、お堂ごとにそれぞれの
御朱印が用意されている場合もあります。
御朱印は、ハガキ大のサイズの一枚の紙に書かれたものですが、集めたいという方には御朱印帳がおすすめ！
寺務所や社務所等で販売されていますが、最近では大手雑貨店でもかわいい御朱印帳を買うことができます。
いただく楽しさもありますが、あとでまとめていろいろな御朱印を眺めるもの楽しいものです。

御朱印 御朱印をいただくには

太融寺 太融寺 太融寺 太融寺 太融寺

太融寺 露天神社 法清寺
金臺寺
（親鸞上人七百五十回大遠忌法要記念印）豊崎神社

富島神社 淀川天神社 長柄八幡宮 南長柄八幡宮 國分寺

鶴満寺 源光寺 浄祐寺 大仁八阪神社 浦江八坂神社

太融寺 太融寺 太融寺 太融寺 太融寺

太融寺 露天神社 法清寺
金臺寺
（親鸞聖人七百五十回大遠忌法要記念印）豊崎神社

富島神社 淀川天神社 長柄八幡宮 南長柄八幡宮 國分寺

鶴満寺 源光寺 浄祐寺 大仁八阪神社 浦江八坂神社

大阪天満宮 寳珠院 專念寺 善導寺 善導寺

天徳寺 栗東寺 瑞光寺

堂島薬師堂

智源寺 成正寺

堀川戎神社 堀川戎神社 宝船（初詣限定・先着順）太融寺 本傳寺 法界寺

冷雲院 蟠龍寺 綱敷天神社 綱敷天神御旅社

大阪天満宮 寳珠院 專念寺 善導寺 善導寺

天徳寺 栗東寺 瑞光寺

堂島薬師堂

智源寺 成正寺

堀川戎神社 堀川戎神社 宝船（初詣限定・先着順） 本傳寺 法界寺

冷雲院 蟠龍寺 綱敷天神社 綱敷天神御旅社

ＧＯＧＯ巡礼
！

ＧＯＧＯ巡礼
！を い た だ き に 詣 り ま せ う



　
今
年
は
大
坂
の
陣
か
ら
数
え
て
４
０
０
年
の
節

目
に
あ
た
り
ま
す
が
、
夏
の
陣
（
１
６
１
５
年
）

の
後
に
大
坂
城
主
と
な
っ
た
松
平
忠
明
に
よ
っ
て

大
坂
の
市
街
地
は
復
興
さ
れ
、
都
市
計
画
に
よ
り

市
中
に
は
11
の
寺
町
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
　

　
天
満
東
寺
町
の
專
念
寺
ご
住
職
木
村
啓
良
さ
ん

曰
く
、『
寺
町
は
大
坂
城
防
衛
の
砦
だ
っ
た
ん
で
す
。

寺
は
大
勢
が
一
度
に
寝
泊
ま
り
で
き
て
食
事
の
用

意
も
で
き
る
。
そ
れ
に
寺
の
塀
は
外
か
ら
見
る
と

高
い
が
、
内
側
は
盛
り
土
が
し
て
あ
り
、
敵
を
迎

え
撃
つ
の
に
都
合
の
良
い
構
造
だ
っ
た
ん
で
す
』。

　
專
念
寺
は
天
正
11
年
（
１
５
８
３
年
）
に
大
坂

松
江
町
（
現
在
の
中
央
区
）
に
創
建
さ
れ
、
寺
町

形
成
の
た
め
元
和
２
年
（
１
６
１
６
年
）
に
天
満

に
移
り
ま
し
た
。

　
明
暦
３
年
（
１
６
５
７
年
）
発
行
の
『
新
板
大

坂
之
図
』
に
よ
る
と
天
満
東
寺
町
に
は
、
法
教

寺
・
專
念
寺
・
大
心
寺
・
雲
居
院
・
立
界
寺
・
法

円
寺
・
瑞
光
寺
・
長
徳
寺
・
九
品
寺
・
寳
珠
院
・

栗
東
寺
・
天
徳
寺
・
善
導
寺
・
大
仙
寺
・
大
教

寺
・
法
服
寺
・
智
源
寺
・
自
成
寺
・
妙
福
寺
・
成

正
寺
。
そ
し
て
天
満
堀
川
に
か
か
る
寺
町
橋
を
渡

っ
た
西
寺
町
に
は
、
円
生
寺
・
曼
荼
羅
寺
・
冷
雲

寺
・
長
福
寺
・
大
林
寺
・
西
福
寺
・
立
林
寺
・
宝

林
寺
・
宝
寿
寺
・
妙
光
寺
・
円
通
寺
・
松
泉
院
・

本
念
寺
・
法
界
寺
・
寒
山
寺
、
の
35
ヶ
寺
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
天
満
寺
町
で
は
毎
月
21
日
に
な
る
と
、
弘

法
大
師
信
仰
の
巡
礼
で
あ
る
〝
お
大
師
ま
い
り

（
通
称
お
大
師
っ
さ
ん
の
日
）〞
が
恒
例
と
な
り
、

た
い
そ
う
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

　
大
阪
の
地
誌
『
て
ん
ま
』
や
『
キ
タ
』
の
著
者

で
も
あ
る
宮
本
又
二
先
生
は
、
お
大
師
ま
い
り
に

つ
い
て
こ
ん
な
記
述
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
　
毎
月
21
日
に
は
脚
に
甲
か
け
、
右
手
に
数
珠
、

　
左
手
に
鬱
金
（
う
こ
ん
）
の
米
袋
を
さ
げ
た
善

　
男
善
女
が
、
北
は
天
満
の
寺
町
か
ら
南
は
梅
や

　
し
き
、
四
天
王
寺
に
か
け
て
巡
礼
の
行
列
を
つ

　
く
っ
た
も
の
だ
。
弘
法
大
師
が
承
和
２
年
３
月

21
日
に
寂
滅
さ
れ
た
か
ら
だ
。
寺
町
筋
は
そ
の

　
御
幸
通
り
で
あ
っ
た
。
寺
々
で
う
ち
出
す
鉦
や

　
鉢
の
音
、
御
詠
歌
に
ま
じ
っ
て
「
南
無
大
師
遍

　
照
金
剛…

」
の
声
が
ひ
び
く
。

　
私
が
『
あ
る
っ
く
』『
天
満
人
』
で
天
満
に
昔
か

ら
お
住
ま
い
の
方
々
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
時
に

は
、
ど
な
た
も
が
〝
お
大
師
ま
い
り
〞
の
思
い
出

を
懐
か
し
そ
う
に
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
天
神
橋
筋
三
丁
目
商
店
街
の
た
ま
い
ち
土
居
陶

器
・
土
居
年
樹
さ
ん
の
お
母
様
、
土
居
玉
江
さ
ん

（
大
正
２
年
生
ま
れ
）
は
、

　『
お
大
師
っ
さ
ん
の
日
ィ
に
は
、
寺
町
の
お
寺
は

仏
像
を
み
な
表
へ
出
し
て
並
べ
て
あ
り
ま
す
ね
ん
。

寺
町
筋
に
は
縁
日
が
ず
ら
〜
ぁ
っ
と
並
び
ま
す
。

人
出
は
太
融
寺
さ
ん
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
門
前
に

置
か
れ
た
餅
箱
に
お
米
や
お
賽
銭
を
供
え
な
が
ら

西
寺
町
か
ら
東
寺
町
へ
、
寺
々
を
順
番
に
ま
わ
っ

て
歩
き
ま
す
。
い
ち
ば
ん
東
の
專
念
寺
さ
ん
ま
で

来
る
と
、
空
心
町
（
今
の
東
天
満
）
か
ら
市
電
に

乗
っ
て
天
王
寺
の
〝
ど
ん
ど
ろ
大
師
〞
に
向
か
い

ま
す
。

　
お
大
師
っ
さ
ん
の
日
ィ
は
お
米
屋
さ
ん
が
よ
う

流
行
っ
て
ま
し
た
な
ぁ
。
お
供
え
の
米
は
み
な
さ

ん
家
か
ら
提
げ
て
来
や
は
り
ま
す
け
ど
、
な
く
な

っ
た
ら
買
わ
な
あ
き
ま
せ
ん
よ
っ
て
に
ね
ぇ
（
笑
）。

　
お
寺
は
お
供
え
の
米
で
ひ
と
月
は
暮
ら
せ
た
と

言
わ
れ
ま
す
が
、
実
際
は
い
ろ
ん
な
米
が
混
ざ
る

よ
っ
て
、
お
い
し
い
こ
と
な
か
っ
た
よ
う
で
す
よ

（
笑
）』。

　
大
西
國
男
さ
ん
（
大
正
９
年
生
ま
れ
・
菩
提
寺

は
寳
珠
院
）
は
、

　『
戦
前
の
天
満
寺
町
の
道
幅
は
今
よ
り
も
狭
く
、

十
丁
目
筋
（
天
神
橋
筋
商
店
街
）
か
ら
谷
町
筋
ま

で
の
間
に
辻
は
２
ヶ
所
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

寳
珠
院
の
東
と
龍
海
寺
の
西
の
道
だ
け
が
南
北
に

抜
け
ら
れ
ま
し
た
。
お
大
師
っ
さ
ん
の
日
に
は
お

寺
の
塀
に
沿
っ
て
、
縁
日
が
ず
ら
り
と
並
び
ま
す
。

途
中
で
、
お
寺
の
接
待
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
寳

珠
院
で
は
、
湯
呑
み
に
お
か
き
を
入
れ
て
お
茶
を

注
い
だ
も
の
が
無
料
で
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。
龍

海
寺
さ
ん
で
は
、
か
や
く
ご
は
ん
の
用
意
を
し
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
朝
早
く
に
太
融
寺
を
出
発
し
て
、

西
寺
町
か
ら
東
寺
町
の
お
寺
を
順
に
巡
り
歩
く
と
、

ち
ょ
う
ど
龍
海
寺
さ
ん
の
あ
た
り
で
お
昼
に
な
る

ん
で
す
。
お
腹
が
空
い
た
頃
に
、
わ
ず
か
な
お
金

で
か
や
く
ご
は
ん
が
食
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
１
月
21
日
の
初
大
師
の
時
だ
け
は
、
紅
梅
町
の

天
満
花
重
の
あ
た
り
（
紅
梅
温
泉
の
前
）
で
、
か

す
汁
が
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
』。

　
專
念
寺
の
木
村
住
職
は
、

『
お
大
師
ま
い
り
で
は
、
寺
町
の
お
寺
は
宗
派
に
関

係
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
本
尊
を
お
祀
り
で
き
る
よ

う
に
し
て
あ
り
ま
し
た
。
戦
災
以
前
、
專
念
寺
に

は
薬
師
堂
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
こ
を
開
い
て

い
ま
し
た
。

　
み
な
さ
ん
お
米
や
お
豆
や
お
賽
銭
な
ど
を
持
っ

て
お
参
り
さ
れ
る
ん
で
す
が
、
昔
の
ウ
ォ
ー
ク
ラ

リ
ー
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
こ
れ
と
い
っ

た
娯
楽
も
な
い
時
代
で
す
か
ら
、
随
分
遠
く
か
ら

で
も
お
参
り
に
来
ら
れ
た
よ
う
で
す
よ
。

　
お
も
し
ろ
い
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

人
出
を
当
て
込
ん
で
寺
の
山
門
前
に
は
お
こ
も
さ

ん
が
座
る
ん
で
す
が
、
そ
の
時
に
お
こ
も
さ
ん
は

町
家
に
子
ど
も
を
レ
ン
タ
ル
し
に
行
っ
た
ら
し
い

ん
で
す
よ
（
笑
）。
子
ど
も
連
れ
だ
と
お
金
の
入
り

が
い
い
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
も
小
遣
い
が
も
ら

え
る
か
ら
喜
ん
で
座
わ
り
ま
し
た
（
笑
）』。

　
毎
月
21
日
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
の
尼
講

（
女
性
の
信
徒
）
の
方
や
世
話
役
の
み
な
さ
ん
が
早

朝
か
ら
準
備
を
し
て
〝
お
せ
っ
た
い
〞
を
さ
れ
た

の
で
す
。
太
融
寺
を
出
発
し
て
天
満
の
寺
町
を
順

に
巡
り
、
そ
れ
か
ら
ど
ち
ら
へ
向
か
う
か
は
人
に

よ
り
時
代
に
よ
っ
て
違
っ
た
よ
う
で
す
。
ど
ん
ど

ろ
大
師
は
天
王
寺
区
空
堀
町
に
あ
る
高
野
山
真
言

宗
・
善
福
寺
の
こ
と
で
、
歌
舞
伎
の
『
傾
城
阿
波

鳴
門
（
け
い
せ
い
あ
わ
の
な
る
と
）』
の
お
弓
と
お

つ
る
母
子
の
「
め
ぐ
り
あ
い
」
の
場
と
し
て
も
知

ら
れ
た
お
寺
で
す
が
、
お
大
師
ま
い
り
に
は
随
分

の
人
出
が
あ
り
ま
し
た
。

　
四
天
王
寺
は
聖
徳
太
子
に
ゆ
か
り
の
寺
院
で
す

が
「
太
子
」
を
「
大
師
」
に
か
け
て
大
勢
の
お
参

り
が
あ
り
ま
し
た
。
弘
法
大
師
が
聖
徳
太
子
を
敬

わ
れ
、
若
き
日
に
四
天
王
寺
に
詣
で
ら
れ
た
と
伝

わ
る
こ
と
か
ら
、
今
で
も
毎
月
21
日
は
「
お
大
師

さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
境
内
に
た
く
さ
ん
の
露
店
が

並
び
、
大
勢
の
参
詣
者
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

　
昭
和
20
年
の
空
襲
で
天
満
寺
町
の
ほ
と
ん
ど
の

寺
院
が
戦
災
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、
戦
後
は
お

大
師
ま
い
り
の
風
習
も
廃
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
天

満
寺
町
の
寺
院
も
移
転
な
ど
で
現
在
は
22
ヶ
寺
と

な
り
、
今
で
は
お
大
師
っ
さ
ん
の
日
を
知
っ
て
お

ら
れ
る
方
も
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　
確
か
に
、
こ
れ
と
い
っ
た
娯
楽
の
な
か
っ
た
時

代
に
〝
お
大
師
っ
さ
ん
の
日
〞
は
、
庶
民
に
と
っ

て
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
往
時
の
庶
民
の
誰
も
が

あ
た
り
ま
え
に
、
信
仰
心
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま

し
た
。
お
大
師
ま
い
り
も
、
単
な
る
行
楽
で
は
な

か
っ
た
は
ず
。

浪花百景／梅屋敷（貞信画）

明暦３年（1657）発行『新板大坂之図』天満寺町部分

天
満
の
お
大
師
ま
い
り
（
お
大
師
っ
さ
ん
の
日
）

現
代
に
残
る
、
か
つ
て
の
名
残

ま
ち
の
記
憶

天
満
寺
町
の
恒
例
行
事

庶
民
の
思
い
出
〝
お
大
師
っ
さ
ん
の
日
〞

【井上 彰】
昭和 24 年生まれ。キタを舞台にした伝説の
フリーペーパー「あるっく」の編集・発行
人。取材、執筆、編集、広告営業のみなら
ず、果ては自転車に乗ってポスティングま
でこなしたスーパーエディター。「あるっ
く」はやがて「天満人」に発展し、発売１
ヶ月で初版 3,000 部を完売するも、平成７
年に惜しまれつつ休刊。その後イタリア風
食堂『祭屋梅の助』を５年間続け、平成 27
年３月にリセット。生き方を整理しながら
『天満人』の続編発行を計画中。

【祭屋 梅の助】
大阪市北区天神橋 1-14-8
tel.090-3058-8947
夜のみ完全予約の社交場。詳しくはお問い合
わせを。

祭
屋
梅
の
助

井
上
彰

浪花百景／北の太融寺（国員画）
北野にある真言宗の古刹で、建立は
源融。開基は弘法大師。

浪花百景／四天王寺（芳雪画）
若き日の弘法大師は四天王寺に詣で、
彼岸に西門の入日を拝む日想観を体
験されたと伝えられることから、弘
法大師の月命日に。

どんどろ大師（天王寺区空堀町 10番 19号）
本尊は弘法大師の高野山真言宗の善福寺。
下総国・古河（現在の茨城県）藩主であった
土井利位（どいとしつら）が大坂城代に在任
中（1834～1837）にこの近くに屋敷があり、
弘法大師に深く帰依する利位が日々参拝して
いたことから、善福寺は「土井殿の大師（ど
いどののだいし）」と呼ばれた。それが訛っ
てやがて「どんどろ大師」と呼ばれるように。

戦前の東寺町（寳珠院前）
戦前の天満寺町の道幅は今よりも狭かった。葬儀の写真ではあるが、昔の様子を伝える
貴重な記録。

浪花百景／梅やしき（芳瀧画）
高津神社、生国魂神社の東にあり、
江戸亀戸の梅屋敷を模してつくられ
た庶民の憩いの梅林。
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M
A
E
D
A
C
R
A
F
T

の
ヒ
ッ
ト
商
品
「
マ
ル
シ
ェ

ワ
ゴ
ン
」
は
、
そ
れ
こ
そ
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ル
シ
ェ
で

出
会
う
よ
う
な
温
か
み
の
あ
る
木
製
の
ワ
ゴ
ン
で
、

こ
の
ワ
ゴ
ン
に
商
品
が
並
ん
で
い
る
と
、
店
内
全
体

が
ワ
ク
ワ
ク
感
で
あ
ふ
れ
て
き
そ
う
で
す
。

今
回
は
、
そ
の
よ
う
な
什
器
か
ら
箱
ま
で
さ
ま
ざ
ま

な
木
製
品
を
ハ
ン
ド
ク
ラ
フ
ト
で
製
作
し
て
い
る
、

中
崎
西
四
丁
目
の
前
田
製
箱
（
株
）
代
表
取
締
役
・

前
田
雅
範
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

先
代
ま
で
は
、
工
作
機
械
や
大
型
設
備
を
輸
送
す
る

と
き
の
木
箱
梱
包
や
木
枠
梱
包
を
す
る
製
箱
会
社
で

し
た
。
中
学
生
の
時
か
ら
休
み
の
日
に
手
伝
い
を
さ

せ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
前
田
さ
ん
は
必
然
的
に
ク
ラ

フ
ト
マ
ン
シ
ッ
プ
を
培
っ
て
い
き
ま
し
た
。
で
も
当

時
は
家
業
が
嫌
い
で
、
一
度
は
家
を
出
て
異
業
種
の

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
相

変
わ
ら
ず
休
み
の
日
に
は
手
伝
い
に
駆
り
出
さ
れ
続

け
て
、
周
囲
の
職
人
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
る
と
感
じ

た
と
き
に
、
後
継
を
決
意
し
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
社
長
に
就
任
し
て
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦

し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
新
事
業
へ
の
転
換
を
図
り

ま
し
た
が
、
大
手
Ｄ
Ｉ
Ｙ
量
販
店
へ
の
木
製
品
の
売

り
込
み
や
、
飲
料
メ
ー
カ
ー
の
グ
ッ
ズ
の
ラ
イ
セ
ン

ス
生
産
と
い
う
事
業
を
お
こ
な
っ
た
と
き
、
ユ
ー
ザ

ー
が
本
当
に
求
め
て
い
る
も
の
を
直
感
し
て
商
品
化

で
き
る
対
応
力
が
な
け
れ
ば
、
継
続
し
て
支
持
し
て

も
ら
え
な
い
と
感
じ
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、
独
自
の
ア
イ
デ
ア
を
具
現
化
で
き
る
熟
練
の

職
人
が
、
良
質
な
素
材
や
塗
料
で
心
を
込
め
て
つ
く
っ

た
商
品
を
売
り
出
す
こ
と
を
考
え
、
前
田
製
箱
製
の
商

品
ブ
ラ
ン
ド
を
「M

A
E
D
A
 C
R
A
F
T

」
と
し
ま
し
た
。

C
R
A
F
T

と
は
、直
訳
で
「
技
能
」「
技
術
」「
手
工
業
」

な
ど
で
す
が
、M

A
E
D
A
C
R
A
F
T

の
職
人
の
肩

書
は
全
員
「
ク
ラ
フ
ト
マ
ン
」。
自
分
の
技

能
の
押
し
つ
け
で
製
作
す
る
の
で
は
な
く
、

顧
客
か
ら
あ
っ
た
10
の
要
望
を
20
に
し
て
製

品
に
反
映
さ
せ
て
、
提
案
で
き
る
能
力
を
高

め
て
ほ
し
い
と
い
う
前
田
さ
ん
の
思
い
が
、

こ
こ
に
表
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
ク
ラ
フ
ト

マ
ン
は
サ
ー
ビ
ス
業
な
の
だ
、
と
も
。

発
信
元
が
中
崎
町
で
あ
る
こ
と
に
も
誇
り
を

持
っ
て
い
る
た
め
、
地
元
へ
の
思
い
も
人
一

倍
で
す
。
町
会
長
と
し
て「
中
崎
町
ホ
ー
ル
」

の
運
営
に
も
取
り
組
み
、
地
域
の
つ
な
が
り

の
大
切
さ
を
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

「
昔
か
ら
職
人
が
言
っ
て
き
た
『
コ
ツ
』
な

ん
て
も
の
は
、『
ち
ょ
っ
と
し
た
コ
ツ
』。
作

業
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
て
平
準
化
す
る
こ
と

で
、
次
世
代
に
モ
ノ
づ
く
り
の
大
切
さ
や
お

も
し
ろ
さ
を
伝
え
て
い
き
た
い
」
と
語
る
前

田
さ
ん
。
中
崎
町
で
見
つ
け
た
モ
ノ
づ
く
り

の
現
場
も
、
し
っ
か
り
次
世
代
に
継
承
し
て

い
き
そ
う
で
す
。（
Ｍ
Ｉ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｎ
）

昔
、扇
町
で
仕
事
を
し
て
い
た
頃
。
西
宮
か
ら
何
度
か
、

自
転
車
で
通
勤
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
片
道

お
よ
そ
19
キ
ロ
、
１
時
間
く
ら
い
か
か
り
ま
し
た
。

国
道
２
号
線
を
ひ
た
す
ら
東
へ
向
か
っ
て
走
る
の
で

す
が
、
途
中
に
２
種
類
の
「
難
関
」
が
あ
り
ま
し
た
。

ひ
と
つ
は
、
河
川
。
と
い
っ
て
も
「
橋
が
な
い
か
ら

泳
い
で
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ん
て
い
う
ス

ト
ロ
ン
グ
ス
タ
イ
ル
な
難
関
で
は
な
く
、
単
に
橋
の

上
り
下
り
、
坂
道
が
し
ん
ど
い
、
っ
て
い
う
割
と
軟

弱
な
難
関
で
す
。
西
宮
を
出
て
す
ぐ
に
現
れ
る
武
庫

川
の
橋
が
一
番
傾
斜
が
き
つ
く
、
通
勤
路
中
盤
を
越

え
た
あ
た
り
に
出
て
く
る
淀
川
の
橋
は
傾
斜
は
さ
ほ

ど
で
は
な
い
も
の
の
距
離
が
長
く
、
こ
の
ふ
た
つ
が

「
橋
難
関
」
の
二
大
巨
頭
で
し
た
。
他
に
も
蓬
川
や
神

崎
川
な
ど
、
大
小
７
つ
の
橋
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
７
つ
の
橋
を
越
え
て
や
っ
て
来
た
、
と
言

う
と
な
ん
と
な
く
か
っ
こ
よ
く
な
い
で
す
か
？　
な

い
か
。

も
う
ひ
と
つ
の
難
関
。
こ
れ
は
、「
人
難
関
」
で
す
。

福
島
を
越
え
た
あ
た
り
か
ら
は
じ
ま
る
も
の
で
、
梅

田
界
隈
が
ピ
ー
ク
に
な
り
ま
す
。
そ
う
、
平
た
く
言

え
ば
「
人
混
み
」
で
す
。
歩
道
を
埋
め
尽
く
す
通
勤

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
車
道
に
あ
ふ
れ
る
仕
事
グ
ル
マ
。

曲
が
り
角
や
柱
の
影
か
ら
飛
び
出
す
歩
行
者
や
自
転

車
。
橋
難
関
は
体
力
で
乗
り
切
れ
ま
す
が
、
人
難
関

は
精
神
力
が
激
し
く
奪
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
ま
あ
、こ
の
よ
う
に
東
西
に
横
切
る
だ
け
だ
と
、

ま
だ
梅
田
も
乗
り
切
れ
な
く
は
な
い
の
で
す
が
、
も

っ
と
も
っ
と
難
儀
な
の
は
「
梅
田
を
自
転
車
で
南
北

に
横
切
る
」
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
た

と
え
ば
、
旭
屋
書
店
の
あ
っ
た
あ
た
り
か
ら
ヨ
ド
バ

シ
カ
メ
ラ
へ
向
か
い
た
い
、
と
い
う
場
合
。
こ
れ
、

す
ぐ
に
ル
ー
ト
が
頭
に
浮
か
ぶ
人
は
少
な
い
ん
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
。

歩
き
だ
っ
た
ら
、
阪
神
百
貨
店
側
へ
渡
っ
て
歩
道
橋

を
越
え
る
か
、
あ
る
い
は
曽
根
崎
警
察
署
前
か
ら
地

下
へ
潜
っ
て
ホ
ワ
イ
テ
ィ
経
由
で
行
く
の
が
ほ
ぼ
正

解
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
ル
ー
ト
も
自
転

車
に
と
っ
て
は
か
な
り
エ
ク
ス
ト
リ
ー
ム
な
運
転
と
、

顰
蹙
に
負
け
な
い
鋼
の
精
神
力
も
し
く
は
ナ
イ
ロ
ン

ザ
イ
ル
の
無
神
経
が
要
求
さ
れ
ま
す
。

体
力
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
人
で
あ
れ
ば
、
自
動
車
に
混

じ
っ
て
車
道
の
真
ん
中
を
強
行
突
破
す
る
、
と
い
う

向
こ
う
見
ず
な
選
択
も
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
こ
れ
も
ま
た
、
か
な
り
デ
ン
ジ
ャ
ラ
ス
で
す
。

正
し
い
方
法
は
お
そ
ら
く
、
あ
の
狭
い
歩
道
を
押
す

な
り
し
て
曽
根
崎
警
察
署
前
を
ま
わ
り
込
ん
で
、
お

初
天
神
通
の
信
号
を
北
へ
渡
り
、
ナ
ビ
オ
（
今
は
阪

急
メ
ン
ズ
館
）
前
の
横
断
歩
道
か
ら
阪
急
百
貨
店
を

南
に
巻
く
ル
ー
ト
で
し
ょ
う
。

自
転
車
に
と
っ
て
、
梅
田
は
ほ
ん
ま
き
っ
つ
い
わ
ぁ
。

（
お
じ
ま
あ
き
ら
）

太
閤
さ
ん
の
時
代
、
寳
珠
院
の
住
職
は
謡
曲
を
つ
く
る
な
ど
し
た
文
化
人
で
も
あ
り
、
歌
舞
伎
を
創
始
す
る
直
前
の
大
阪
時
代
の
出
雲
阿
国
を
支
援
し
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
寳
珠
院
は
、
天
満
宮
の
神
宮
寺
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
と
い
う
こ
と
は
、
阿
国
が
天
満
宮
の
境
内
で
舞
っ
た
可
能
性
も
！

ち
ょ
こ
っ
と

ち
ょ
っ
と

第
三
回
目

越
す
に
越
さ
れ
ぬ
梅
田
の
交
差
点

第
三
回
目

MAEDA CRAFT 前田製箱株式会社　所在地●大阪市北区中崎西 4-1-26　創業●昭和 3年　HP●www.maeda-craft.com　事業内容●店舗用什器、各種木箱
などオリジナルクラフト製品の企画・製作・販売

ヒット商品「マルシェワゴン」と前田さん。ワゴン上
部にある木の切り文字もハンドクラフト製品。
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前
田
製
箱（
株
）

中
崎
町
か
ら
ハ
ン
ド
ク
ラ
フ
ト
木
製
品
を
発
信

grano-ya  by  C
albee

「grano-ya」
【所在地】大阪市北区梅田
1-13‒13 阪神梅田本店B1F
【tel】 06-6345-1201（代表）
【営業時間】 
　日～火・祝／ 10:00～20:00
　水～土／ 10:00～21:00
【定休日】不定休

キ
タ
のキ

タ
の　

み
や
げ

え

え
も
ん

手

春
で
す
。

新
生
活
を
は
じ
め
る
方
も
多
い
こ
の
季
節
。
な
に
か

を
は
じ
め
た
く
な
る
こ
の
季
節
。
新
た
な
ス
タ
ー
ト

ダ
ッ
シ
ュ
に
、
朝
食
を
変
え
て
み
る
の
は
い
か
が
で

す
か
？

今
回
は
、
ご
は
ん
・
パ
ン
に
次
ぐ
第
３
の
朝
食
を
目
指

す
、
カ
ル
ビ
ー
の
「
グ
ラ
ノ
ー
ラ
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

カ
ル
ビ
ー
唯
一
の
グ
ラ
ノ
ー
ラ
専
門
店

「grano‒ya

」
が
、
阪
神
百
貨
店
地
下
１
階
の
食
料

品
売
り
場
の
一
角
に
あ
り
ま
す
。

カ
ル
ビ
ー
の
グ
ラ
ノ
ー
ラ
と
い
え
ば
「
フ
ル
グ
ラ
」

を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

「grano‒ya

」
で
売
ら
れ
て
い
る
も
の
も
、
同
じ
グ

ラ
ノ
ー
ラ
で
す
。

専
門
店
ら
し
さ
は
、
ト
ッ
ピ
ン
グ
に
あ
る
の
で
し
た
。

常
時
13
〜
18
種
類
の
ト
ッ
ピ
ン
グ
が
用
意
さ
れ
て
い

て
、
自
在
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
店

頭
に
並
ん
で
い
る
色
と
り
ど
り
の
フ
ル
ー
ツ
や
ナ
ッ

ツ
を
眺
め
て
い
る
と
、
小
躍
り
し
た
く
な
り
ま
す
よ
。

迷
っ
た
と
き
は
、
定
番
ミ
ッ
ク
ス
２
種
類
、
も
し
く

は
季
節
ミ
ッ
ク
ス
２
種
類
の
な
か
か
ら
ど
う
ぞ
。
一

番
人
気
は
、
定
番
ミ
ッ
ク
ス
の
「
ア
サ
イ
ー
ベ
リ
ー

ミ
ッ
ク
ス
」
！
　
今
注
目
の
ア
サ
イ
ー
と
、
バ
ナ
ナ
、

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
ミ
ッ
ク
ス
で
す
。
じ
つ
は
、
ア
サ

イ
ー
や
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
、
ナ
ッ
ツ
類
は
、
市
販
の
フ

ル
グ
ラ
に
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
な
の
で
、
こ

こ
で
し
か
味
わ
え
な
い
ト
ッ
ピ
ン
グ
！

ミ
ッ
ク
ス
タ
イ
プ
に
は
あ
ら
か
じ
め
３
種
類
の
ト
ッ

ピ
ン
グ
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
２
種
類
ま
で
ト
ッ
ピ

ン
グ
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
上
級

者
向
け
に
は
、
５
種
類
す
べ
て
の
ト
ッ
ピ
ン
グ
を
自

在
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
「
マ
イ
グ
ラ
ノ
ー
ラ
」
も
。

私
の
大
好
き
な
「
い
ち
ご
だ
け
を
５
杯
」
と
い
う
配

合
も
で
き
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
（
笑
）
ト
ッ
ピ
ン
グ
な

し
の
グ
ラ
ノ
ー
ラ
の
み
の
購
入
も
、
も
ち
ろ
ん
可
能
。

「grano‒ya

」
に
は
、「
自
分
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
グ
ラ

ノ
ー
ラ
を
つ
く
れ
る
、
ス
ー
パ
ー
で
買
う
の
と
は
違

う
味
わ
い
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
。
朝
食
に
も
お

や
つ
に
も
」
と
、
フ
ル
グ
ラ
を
発
売
し
て
26
年
、
日

本
の
グ
ラ
ノ
ー
ラ
の
第
一
人
者
で
あ
る
カ
ル
ビ
ー
の

熱
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
も
そ
も
グ
ラ
ノ
ー
ラ
は
、
穀
物
の
加
工
品
で
あ
る

シ
リ
ア
ル
の
一
種
。
今
で
こ
そ
、
専
門
店
が
あ
ち
こ

ち
に
あ
り
ま
す
が
、
カ
ル
ビ
ー
が
フ
ル
グ
ラ
（
当
時

は
フ
ル
ー
ツ
グ
ラ
ノ
ー
ラ
）
を
発
売
し
た
当
初
は
、

シ
リ
ア
ル
自
体
、
朝
食
と
し
て
は
手
抜
き
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
く
、
母
親
に
罪
悪
感
を
抱
か
せ
る
と
し
て
な

か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。「
食

べ
れ
ば
お
い
し
い
と
言
っ
て
も
ら
え
る
」
こ
と
か
ら
、

試
食
販
売
や
新
し
い
レ
シ
ピ
の
案
内
な
ど
、
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
の
提
案
ま
で
を
含
め
た
地
道
な
活
動
を
続

け
て
こ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
実
を
結
び
、
こ

こ
２
、
３
年
の
グ
ラ
ノ
ー
ラ
ブ
ー
ム
も
手
伝
っ
て
、
今

で
は
売
り
切
れ
が
続
く
ほ
ど
に
。
発
売
し
て
か
ら
20
年

を
過
ぎ
て
か
ら
の
ブ
レ
ー
ク
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

海
外
で
は
朝
食
の
定
番
と
な
っ
て
い
る
グ
ラ
ノ
ー
ラ

を
日
本
で
も
。
阪
神
百
貨
店
・
カ
ル
ビ
ー
両
者
の
そ

の
思
い
が
重
な
り
「grano‒ya

」
は
誕
生
し
ま
し
た
。

大
阪
か
ら
、
梅
田
か
ら
、
新
し
い
朝
食
の
定
番
グ
ラ

ノ
ー
ラ
の
発
信
を
。
あ
な
た
も
試
し
て
み
ま
せ
ん

か
？
（
毬
）

区
内
で
一
番
新
し
い
鉄
道
『
京
阪
中
之
島
線
』
に
あ

る
『
な
に
わ
橋
駅
』
に
、
ち
ょ
っ
と
お
も
し
ろ
い
も

の
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
で
す
か
？

４
番
出
口
の
す
ぐ
裏
手
に
あ
る
丸
い
ド
ー
ム
型
の
見

慣
れ
な
い
装
置
。
内
部
に
は
た
く
さ
ん
の
レ
ン
ズ
が

蜂
の
巣
状
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
ど
う
や
ら
光
を

集
め
て
い
る
よ
う
で
す
。
説
明
板
に
は
、「
太
陽
光
採

光
シ
ス
テ
ム
。
集
光
機
の
レ
ン
ズ
で
集
め
た
太
陽
光
が
、

光
フ
ァ
イ
バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
を
伝
っ
て
地
下
コ
ン
コ
ー

ス
へ
導
か
れ
て
い
ま
す
」
と
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

ど
の
あ
た
り
に
光
が
届
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

詳
し
い
話
を
京
阪
電
車
の
人
に
聞
い
て
き
ま
し
た
よ
ー
。

お
聞
き
す
る
と
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
集
め
た
光
は
、

駅
コ
ン
コ
ー
ス
の
改
札
外
に
あ
る
12
個
の
照
明
に
使

用
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
地
下
駅
で
初
め
て
本
格

的
に
採
用
さ
れ
た
木
の
壁
（
↑
ご
存
じ
？
）
は
、
こ

の
集
光
機
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
光
に
よ
っ
て
照
ら

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
ハ
イ
テ
ク
技
術
を
駆
使
し
て
、

太
陽
の
光
が
届
か
な
い
地
下
へ
送
り
込
ん
で
い
る
の

だ
と
思
う
と
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
工
夫
が
い
っ
ぱ

い
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
う
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

た
だ
の
照
明
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
！
っ
て
。
み
な
さ
ん

も
ぜ
ひ
、
見
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
、
太
陽
が
出
て
い

な
い
と
消
え
て
し
ま
う
た
め
、
サ
ブ
的
な
役
割
と
し

て
し
か
使
用
で
き
ず
、
少
し
残
念
で
す
。
こ
れ
ば
か

り
は
自
然
が
相
手
な
の
で
し
ょ
う
が
な
い
で
す
ね
。

採
光
シ
ス
テ
ム
に
は
太
陽
を
自
動
追
尾
す
る
装
置
も

備
わ
っ
て
お
り
、
少
し
ず
つ
角
度
を
動
か
し
て
効
率

よ
く
光
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
そ
う
。

考
え
ら
れ
て
る
ん
だ
な
ー
。

こ
の
「
太
陽
が
届
く
駅
」
は
、
お
隣
の
『
大
江
橋
駅
』

で
も
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
専
用
の
ダ
ク
ト

を
設
置
し
、
そ
の
な
か
に
鏡
を
張
っ
て
、
光
を
反
射
さ

せ
な
が
ら
コ
ン
コ
ー
ス
に
届
け
て
い
る
と
か
。
効
率
が

よ
く
、
か
な
り
明
る
い
光
が
届
く
そ
う
で
す
よ
。

『
京
阪
中
之
島
線
』
に
は
こ
う
い
っ
た
環
境
に
配
慮

さ
れ
た
設
備
が
多
く
、
周
辺
の
ビ
ル
と
一
体
で
運
用

す
る
地
域
冷
暖
房
（『
渡
辺
橋
駅
』）
や
、
川
の
水
を

利
用
し
た
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
式
冷
房
（『
中
之
島
駅
』、

『
大
江
橋
駅
』、『
な
に
わ
橋
駅
』）
な
ど
、
た
く
さ
ん

の
エ
コ
な
ア
イ
デ
ア
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

を
実
現
す
る
の
は
大

変
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
で
す
か
？　
と
た

ず
ね
る
と
、「
公
共

交
通
機
関
の
使
命
と

し
て
率
先
し
て
や
っ

て
い
る
」
と
い
う
力

強
い
言
葉
が
返
っ
て

き
ま
し
た
。

頭
が
下
が
り
ま
す
。

（
な
み
は
や
ノ
ー

ツ
）

地
下
に
太
陽
が
届
く
駅

太
融
寺
一
願
堂
の
不
動
明
王
は
、
戦
後
に
再
刻
さ
れ
た
二
代
目
。
初
代
の
不
動
明
王
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
大
阪
大
空
襲
で
戦
火
に
遭
い
ま
し
た
。
瓦
礫
の
な
か
に
横
た
わ
っ
て
い
た
も
の
を
掘
り
出
し
、
今
で
は
上
半
身
だ
け
の
姿
と
な
っ
て
、
お
堂
の
東
側
に
あ
る
奥
之
院
の
滝
の
洞
窟
内
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

ち
ょ
こ
っ
と

ち
ょ
っ
と

駅　探
えきたん

なにわ橋
Naniwabashi



ん
は
、
激
し
い
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
覚
え
た

と
か
（
笑
）

ご
主
人
は
「
飲
む
打
つ
買
う
」
の
三
拍
子
そ
ろ
っ

た
御
仁
。
な
ん
と
、闘
鶏
を
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

軍
鶏
を
闘
わ
せ
る
競
技
で
す
。
当
時
、
難
波
家
に

は
２
階
建
て
の
鶏
小
屋
が
あ
り
、
40
羽
ほ
ど
の
軍

鶏
を
飼
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、

と
て
も
お
金
の
か
か
る
ご
主
人
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

「
働
い
て
も
働
い
て
も
、
み
ん
な
使
っ
て
し
ま
う
か

ら
ね
」
と
し
み
じ
み
話
さ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
潔
子

さ
ん
で
す
が
、
こ
ん
な
こ
と
さ
せ
ら
れ
た
、
イ
ヤ

な
思
い
を
し
た
、
と
い
っ
た
不
平
不
満
が
ひ
と
つ

も
出
て
き
ま
せ
ん
。
よ
く
耳
に
す
る
、
主
婦
の
グ

チ
の
よ
う
な
も
の
が
、
ひ
と
つ
も
な
い
。
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
中
に
、
そ
ん
な
こ
と
に
ハ
タ
と
気
が
付
き

ま
し
た
。

厳
し
い
境
遇
の
本
当
の
と
こ
ろ
は
周
囲
に
は
う
か

が
い
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
ん
な
状
況
で
も
常
に
あ

り
の
ま
ま
を
受
け
入
れ
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の

最
善
を
尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
前

を
向
い
て
、
へ
こ
た
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。

世
話
好
き
で
、
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
性
分
も

相
ま
っ
て
、
忙
し
い
日
々
は
性
に
あ
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
無
限
の
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
ば
か
り
で
す
。

４
人
の
お
子
さ
ん
た
ち
は
、
み
ん
な
お
店
育
ち
。

お
店
が
あ
る
か
ら
と
、
誕
生
日
の
お
祝
い
や
ク
リ

ス
マ
ス
と
い
っ
た
イ
ベ
ン
ト
ご
と
は
一
切
な
し
。

「
お
や
つ
も
な
し
で
、
果
物
を
食
べ
さ
せ
て
こ
な
か

っ
た
か
ら
、
う
ち
の
子
た
ち
は
今
も
果
物
は
食
べ

な
い
ね
」
と
少
し
残
念
そ
う
に
話
さ
れ
ま
す
。

子
育
て
に
つ
い
て
う
か
が
お
う
と
す
る
と
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
中
、
横
に
い
た
長
男
の
啓
祐
さ
ん
と
次

女
の
康
世
さ
ん
か
ら
「
お
母
さ
ん
は
子
育
て
な
ん

て
し
て
な
い
よ
ね
！
」
と
す
か
さ
ず
ち
ゃ
ち
ゃ
が

入
る
ほ
ど
（
笑
）　
子
ど
も
た
ち
か
ら
す
る
と
、
仕

事
に
追
わ
れ
て
い
る
親
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
潔

子
さ
ん
ご
自
身
も
、「
と
に
か
く
、
食
べ
さ
せ
る
こ

と
に
必
死
だ
っ
た
」
と
話
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
も
「
休
み
の
日
に
は
子
ど
も
を
連
れ
て
、

海
や
山
へ
行
っ
た
り
し
て
い
た
」
の
だ
と
か
。
堂

山
町
と
い
う
ま
ち
な
か
に
暮
ら
し
な
が
ら
も
、
自

然
の
な
か
に
身
を
置
く
こ
と
を
や
め
ら
れ
な
か
っ

た
潔
子
さ
ん
。
子
ど
も
の
遊
び
の
た
め
だ
け
で
な
く
、

田
舎
育
ち
の
自
分
た
ち
夫
婦
の
息
抜
き
も
兼
ね
て

い
た
そ
う
で
、
当
時
か
ら
、
趣
味
の
山
菜
採
り
や

畑
仕
事
も
し
て
い
ま
し
た
。
山
菜
採
り
に
は
集
中

力
と
根
気
が
必
要
だ
し
、
畑
仕
事
は
世
話
好
き
で

な
い
と
続
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
潔
子
さ
ん
の

性
格
を
表
し
た
趣
味
と
も
言
え
ま
す
。

畑
に
は
今
で
も
週
に
一
度
は
通
っ
て
い
ま
す
。
山

菜
は
、
季
節
に
よ
っ
て
採
れ
る
も
の
も
採
れ
る
場

所
も
変
わ
り
ま
す
。
山
菜
採
り
の
名
人
に
は
自
分

だ
け
の
場
所
が
あ
り
、
他
人
に
は
教
え
な
い
と
言

い
ま
す
。
潔
子
さ
ん
も
例
に
漏
れ
ず
言
葉
を
濁
さ

れ
ま
し
た
が
、
ど
う
や
ら
、
関
西
一
円
の
、
か
な

り
遠
方
ま
で
足
を
延
ば
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

上
級
よ
り
さ
ら
に
上
の
銅
賞
表
彰
さ
れ
る
ほ
ど
の

運
転
の
腕
前
を
持
つ
潔
子
さ
ん
な
の
で
、
今
で
も

家
族
を
引
き
連
れ
山
菜
採
り
に
出
か
け
ま
す
。
量

に
す
る
と
少
し
の
山
菜
を
採
り
に
、
片
道
数
時
間

か
け
て
山
へ
向
か
う
。
好
き
な
れ
ば
こ
そ
苦
に
な

り
ま
せ
ん
が
、「
連
れ
て
行
か
れ
る
家
族
は
大
変
」

と
の
声
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
（
笑
）

そ
ん
な
啓
祐
さ
ん
の
発
言
が
あ
り
な
が
ら
も
、
難

波
家
は
家
族
が
密
着
し
て
い
て
、
と
て
も
仲
良
し

で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
小
さ
い
と
き
か
ら
親
の
働

く
姿
を
間
近
に
し
、
そ
の
苦
労
を
見
続
け
て
き
た

か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
身
近
な
家
族
が
一
番

の
理
解
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
潔
子
さ
ん
は

強
く
、
生
き
生
き
と
し
て
い
る
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

山
菜
と
い
え
ば
、
昨
年
末
に
お
こ
な
わ
れ
た
堂
山

町
会
主
催
の
餅
つ
き
大
会
に
て
盛
大
に
振
る
舞
わ

れ
た
よ
も
ぎ
餅
の
よ
も
ぎ
は
、
な
ん
と
潔
子
さ
ん

が
岡
山
で
採
っ
て
き
た
も
の
で
し
た
。

生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
岡
山
に
は
月
に
一
度
は
帰
り

ま
す
。「
泊
ま
る
と
こ
ろ
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
。
友

だ
ち
が
い
る
か
ら
ね
。
仲
良
し
が
待
っ
て
く
れ
て

い
る
」
と
。
高
校
を
卒
業
後
、
田
舎
を
離
れ
た
に

に
あ
る
た
こ
焼
、
串
刺
し
の
ど
て
焼
、
お
で
ん
、

ナ
ポ
リ
タ
ン
そ
ば
な
ど
、
お
客
さ
ん
か
ら
圧
倒
的

な
支
持
を
受
け
る
名
物
料
理
の
ほ
か
、
季
節
の
魚
、

野
菜
、
山
菜
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
一
品
料
理
も

た
く
さ
ん
。
毎
日
通
い
た
く
な
る
気
取
り
の
な
い

お
店
で
、
連
日
満
席
の
超
人
気
店
で
す
。

潔
子
さ
ん
は
、
こ
の
店
で
、
子
ど
も
を
背
負
っ
て

働
い
て
き
ま
し
た
。「
今
は
も
う
そ
ん
な
こ
と
で
き

な
い
ね
。
子
ど
も
を
背
負
っ
て
い
た
ら
、
お
客
さ

ん
が
退
い
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
た
の

は
昭
和
ま
で
だ
ね
」
と
。

当
時
の
堂
山
町
は
、「
今
と
違
っ
て
、
さ
み
し
い
と

こ
ろ
よ
。家
ば
っ
か
り
で
、お
店
と
い
え
ば
、う
ち
と
、

ほ
か
に
３
、
４
軒
く
ら
い
し
か
な
か
っ
た
。
街
灯

も
な
い
し
、
お
化
け
が
出
そ
う
な
く
ら
い
」。

「
お
客
さ
ん
が
来
る
と
太
鼓
を
叩
く
こ
と
で
有
名
な

料
亭
『
北
大
和
』、子
ど
も
が
庭
で
遊
ん
で
い
た
『
霧

島
旅
館
』、
大
阪
を
代
表
す
る
ジ
ャ
ズ
演
奏
の
拠
点

だ
っ
た
『
ク
ラ
ブ
ア
ロ
ー
』
な
ど
が
あ
る
き
り
」

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

当
時
の
難
波
家
の
ご
自
宅
は
、
お
店
の
裏
。
お
店

の
奥
座
敷
が
４
人
の
お
子
さ
ん
た
ち
の
居
場
所
で

し
た
。お
客
さ
ん
が
子
ど
も
た
ち
に
声
を
か
け
た
り
、

食
べ
さ
せ
て
く
れ
た
り
、
よ
く
面
倒
を
見
て
く
れ

て
い
た
ら
し
く
、「
子
ど
も
た
ち
は
み
ん
な
、
お
店

で
育
っ
た
よ
う
な
も
の
」
な
ん
だ
と
か
。

当
時
、
お
店
は
２
軒
あ
り
、
ラ
ン
チ
の
営
業
も
し

て
い
ま
し
た
。
昼
夜
を
問
わ
ず
働
き
、「
子
育
て
ど

こ
ろ
か
、
寝
る
暇
も
な
か
っ
た
」。

職
場
と
生
活
の
場
が
混
然
一
体
と
な
っ
て
い
た
難

波
家
で
は
、お
店
の
カ
ウ
ン
タ
ー
が
食
卓
代
わ
り
で
、

普
通
の
家
庭
に
あ
る
よ
う
な
台
所
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。長
男
の
啓
祐
さ
ん
が
小
学
校
６
年
生
の
頃
、

「
台
所
で
ご
飯
が
食
べ
た
い
」
と
駄
々
を
こ
ね
た
そ

う
で
す
。
仕
方
な
く
、
寝
屋
川
に
い
た
潔
子
さ
ん

の
お
友
だ
ち
の
家
へ
連
れ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
初

め
て
家
庭
の
食
卓
を
目
の
当
た
り
に
し
た
啓
祐
さ

２
月
４
日
、Ｂ
Ｓ
ジ
ャ
パ
ン
『
徳
光
和
夫
の
名
曲
に

っ
ぽ
ん
ご
当
地
ソ
ン
グ
＆
テ
レ
サ
テ
ン
没
後
20
年

４
時
間
ス
ペ
シ
ャ
ル
』
に
、
大
阪
・
梅
田
の
居
酒

屋
『
樽
正
』
の
女
将
と
し
て
出
演
。
今
は
亡
き
ご

主
人
と
の
思
い
出
を
語
ら
れ
る
難
波
潔
子
さ
ん
が
、

そ
こ
に
は
映
っ
て
い
ま
し
た
。

名
物
女
将
で
あ
る
潔
子
さ
ん
は
、
北
野
界
隈
の
生

き
字
引
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
昔
よ
く
お
世
話
に

な
っ
た
」「
卓
球
が
め
っ
ち
ゃ
好
き
」「
運
転
が
う

ま
く
て
警
察
で
銅
賞
表
彰
さ
れ
た
ん
だ
っ
て
」「
絵

が
う
ま
い
よ
ね
」「
餅
つ
き
の
プ
ロ
！
」
な
ど
、
い

ろ
ん
な
人
の
口
か
ら
数
々
の
逸
話
が
飛
び
出
す
ほ

ど
の
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。

テ
レ
ビ
を
通
し
て
見
る
潔
子
さ
ん
は
、
小
柄
で
、

涙
も
ろ
く
、
芯
の
強
い
方
に
見
え
ま
し
た
。

実
際
は
ど
ん
な
方
な
の
か
。

ま
ち
で
噂
の
潔
子
さ
ん
に
、お
会
い
し
て
き
ま
し
た
。

岡
山
県
日
本
原
生
ま
れ
。
高
校
を
卒
業
後
、
神
戸

で
就
職
。
結
婚
を
機
に
北
区
の
人
に
な
り
ま
し
た
。

ご
主
人
と
は
お
見
合
い
結
婚
。

同
郷
の
ご
主
人
と
は
、
親
の
す
す
め
で
出
会
い
ま

し
た
。「
田
舎
が
同
じ
な
の
で
、
ど
こ
の
ど
ん
な
家

の
人
な
の
か
は
、
な
ん
と
な
く
わ
か
る
よ
ね
。
田

舎
っ
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
よ
。初
め
て
の
デ
ー
ト
は
、

ひ
ら
か
た
パ
ー
ク
。
結
婚
の
話
は
す
ぐ
に
決
ま
っ

て
ね
。
２
月
６
日
、
私
の
誕
生
日
に
結
納
を
交
わ

し
た
」
そ
う
で
す
。

「
嫁
ぎ
先
の
両
親
か
ら
は
首
と
手
が
太
い
か
ら
よ
く

働
く
と
思
わ
れ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
（
笑
）」
と
、

実
際
に
、
高
校
を
卒
業
し
て
か
ら
ず
っ
と
働
き
づ

め
だ
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

昭
和
41
年
創
業
の
居
酒
屋
『
樽
正
』
は
、
堂
山
町

の
に
ぎ
や
か
な
通
り
の
一
角
に
あ
り
ま
す
。
店
頭

結
婚
後
、
堂
山
町
で
待
っ
て
い
た
の
は

激
忙
の
日
々

仕
事
と
子
育
て
の
日
々

息
抜
き
は
山
の
な
か
で

世
話
好
き
な
性
分
は
、
地
域
に
も

齢
72
に
し
て
、

今
日
も
明
日
も
走
り
続
け
る
潔
子
さ
ん

彼
女

キ
タ

ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー

キ
タ

と

ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー

の

ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー

第
四
回

第
四
回

も
か
か
わ
ら
ず
、
今
で
も
泊
め
て
も
ら
え
る
ほ
ど

仲
良
く
、学
生
時
代
の
友
人
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

「
こ
こ
と
岡
山
が
あ
る
か
ら
、
息
抜
き
が
で
き
て
い

る
」
と
も
話
さ
れ
ま
す
。

仕
事
と
家
族
の
世
話
に
明
け
暮
れ
て
い
た
潔
子
さ

ん
が
、
家
庭
と
店
の
外
に
出
て
、
地
域
の
活
動
に

か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ご
主
人
が
亡
く

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
。
そ
れ
ま
で
も
、
花
を
植
え

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
、
地
域
の
マ
マ
さ
ん
バ
レ
ー

に
は
参
加
し
て
い
ま
し
た
が
、
家
族
の
世
話
が
ひ

と
段
落
し
、
自
由
な
時
間
が
増
え
た
今
で
は
、
よ

り
積
極
的
に
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
北
区
社
会
福
祉
協
議
会
で
実
施
し
て

い
る
『
ま
ち
と
も
サ
ー
ビ
ス
』
で
は
、
サ
ー
ビ
ス

開
始
直
後
に
最
初
の
利
用
者
と
な
り
ま
し
た
。
高

齢
者
に
か
ぎ
ら
ず
、
障
が
い
者
、
産
前
産
後
や
子

育
て
中
の
方
、
病
気
や
ケ
ガ
に
よ
り
援
助
を
必
要

と
さ
れ
る
方
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
さ
れ
る

方
を
対
象
と
し
た
、
会
員
制
の
住
民
参
加
型
有
料

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
こ
の
手
の
制
度
や
サ

ー
ビ
ス
は
、
浸
透
す
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
そ

う
な
も
の
で
す
が
、
潔
子
さ
ん
は
率
先
し
て
利
用

し
ま
す
。

「
ま
ず
は
や
っ
て
み
る
、
や
り
た
い
こ
と
を
提
案
し

て
み
る
」。
こ
こ
で
も
前
向
き
な
潔
子
さ
ん
は
、
チ

ャ
レ
ン
ジ
精
神
に
あ
ふ
れ
た
人
で
も
あ
る
の
で
す
。

制
度
や
サ
ー
ビ
ス
は
、
つ
く
る
の
も
大
切
で
す
が
、

実
際
に
使
っ
て
こ
そ
意
味
が
生
ま
れ
ま
す
。
い
ち

早
く
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
潔

子
さ
ん
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
は
、
貴
重
で
す
。

ほ
か
に
も
、
単
身
住
ま
い
の
高
齢
者
向
け
の
食
事

サ
ー
ビ
ス
で
は
、
手
づ
く
り
の
お
味
噌
汁
を
用
意
。

買
っ
て
き
た
お
弁
当
だ
け
で
す
ま
さ
な
い
と
こ
ろ

に
、
食
に
対
す
る
思
い
と
細
や
か
な
気
配
り
を
感

じ
ま
す
。

堂
山
町
会
の
駐
輪
場
『
ウ
メ
チ
ャ
リ
』
運
営
事
業

で
壁
面
の
落
書
き
消
し
を
お
こ
な
っ
た
際
、
真
っ

白
に
塗
り
直
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
が
１
ヶ
月
ほ
ど

続
き
ま
し
た
。
そ
の
間
に
新
た
な
落
書
き
を
さ
れ

な
い
か
心
配
し
、
ち
ょ
く
ち
ょ
く
様
子
を
見
に
行

っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

誰
に
頼
ま
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
な
ん
と
な

く
気
に
な
っ
て
動
い
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
世
話
好

き
な
と
こ
ろ
は
、
家
族
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
地

域
に
も
及
ん
で
い
ま
す
。

昨
年
、
潔
子
さ
ん
は
『
樽
正
２
』
を
オ
ー
プ
ン
さ

せ
ま
し
た
。

「
自
分
が
い
な
く
て
も
し
っ
か
り
や
っ
て
い
け
る
よ

う
に
な
っ
た
」
の
で
、『
樽
正
』
か
ら
身
を
引
か
れ

た
の
だ
と
か
。
と
は
言
え
、
仕
入
れ
に
中
央
卸
売

市
場
ま
で
行
く
の
は
相
変
わ
ら
ず
で
、
完
全
に
手

を
離
し
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
ご
様
子
。

『
樽
正
２
』
は
、『
樽
正
』
か
ら
徒
歩
１
分
の
場
所

に
あ
り
ま
す
。
カ
ラ
オ
ケ
が
あ
り
、
常
連
さ
ん
の

２
軒
目
の
お
店
と
し
て
、
ま
た
『
樽
正
』
が
満
席

に
な
っ
た
と
き
の
別
室
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。『
樽

正
』
を
代
替
わ
り
し
た
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
自

分
の
居
場
所
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

ど
ん
な
事
業
で
も
、
後
継
者
を
育
て
る
こ
と
と
代

替
わ
り
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
と
言
い
ま
す
。

精
力
的
に
活
動
を
し
て
き
た
人
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
難
し
い
と
言
い
ま
す
。
そ
の
点
、
潔
子
さ
ん

は
あ
っ
さ
り
と
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
っ
て
、
す

ご
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
し
か
も
、
隠
居
す
る
わ
け

で
も
な
い
。

今
で
も
睡
眠
時
間
は
短
く
、
朝
か
ら
人
の
何
倍
も

動
い
て
い
ま
す
。
お
店
以
外
に
も
、
地
域
で
の
活

動
や
、
趣
味
の
山
菜
採
り
、
畑
仕
事
に
絵
画…

、

忙
し
さ
は
そ
の
ま
ま
の
日
々
で
す
。
そ
の
動
き
を

支
え
る
体
力
も
、
衰
え
て
は
い
ま
せ
ん
。
齢
72
に

し
て
、
自
転
車
で
転
倒
す
れ
ば
骨
折
し
て
も
お
か

し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
な
ん
と
も
な
か
っ
た
」

と
笑
っ
て
話
さ
れ
ま
す
。
小
柄
な
が
ら
骨
太
で
タ

フ
な
潔
子
さ
ん
！

全
力
で
、
泳
ぎ
続
け
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
マ

グ
ロ
の
よ
う
に
、
今
日
も
明
日
も
、
走
り
続
け
る

潔
子
さ
ん
な
の
で
し
た
。
す
ご
〜
い
！
（
終
）

世
話
好
き
な
の
も
忙
し
い
の
も
、

性
分
。

じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
の
よ
。

死
ぬ
ま
で
治
ら
ん
ね
（
笑
）

居
酒
屋
「
樽
正
２
」
オ
ー
ナ
ー

難
波
潔
子
さ
ん

聞
き
手
・
書
き
手
／
棚
橋
真
理
　
　
撮
影
／
浅
香
保
ル
イ
ス
龍
太


