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簡
単
に
い
え
ば
、Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
全
て
で
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
か
ら
Ｇ
Ｄ
Ｐ
批
判
は

存
在
し
、「
真
の
豊
か
さ
と
は
」
な
ど
と
い
っ

た
問
い
か
け
が
常
時
行
わ
れ
て
い
た
。
今
回
、

環
境
問
題
と
い
う
重
大
な
テ
ー
マ
に
直
面
す

る
こ
と
に
よ
り
、貨
幣
換
算
さ
れ
た
生
活
指

標
の
「
ひ
と
つ
」
に
す
ぎ
な
い
Ｇ
Ｄ
Ｐ
以
外
に

考
慮
す
べ
き
要
素
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、い

っ
そ
う
生
き
生
き
と
実
感
で
き
る
は
ず
で
あ

る
。Ｎ
Ｐ
Ｏ
、生
活
者
や
企
業
の
社
会
的
責

任
論
、倫
理
な
ど
が
、い
っ
そ
う
重
要
な
関
心

事
項
と
し
て
意
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。�

　
そ
し
て
第
三
に
、生
活
者
の
判
断
能
力
の

底
上
げ
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確

か
に
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
な
「
論
理
」
は
、

経
済
学
と
い
う
一
つ
の
見
方
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、生
活
を
構
築
す
る
責
任
の
あ
る
者

に
と
っ
て
、基
礎
的
な
部
分
は
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
当
然
、結
論

や
主
張
に
対
す
る
賛
否
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
べ
き
だ
が
、少
な
く
と
も
議
論
の
土
俵
を

共
有
し
な
け
れ
ば
、建
設
的
な
意
見
の
集

約
が
社
会
で
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
た
め
に
は
生
活
者
も
”生
活
の

向
上
“の
た
め
に
大
い
に
学
ぶ
と
い
う
姿
勢

を
持
ち
続
け
る
必
要
が
あ
る
。�
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国
民
生
活
審
議
会
の
「
二
一
世
紀
型
の

消
費
者
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
※
３
）で

は
、今
後
、消
費
者
の
自
立
が
重
要
に
な
る

と
訴
え
て
い
る
。
し
か
し
、本
稿
で
は
む
し

ろ
生
活
者
が
自
律
す
る
こ
と
を
訴
え
た
い
。

自
立
と
は
「
自
分
だ
け
で
」
と
い
う
他
者
依

存
の
な
い
こ
と
を
意
味
し
、自
律
と
は
「
自

分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
」
を
い
う
。
そ

れ
を
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、第
一
に
、生

活
者
と
し
て
の
理
念
・
哲
学
を
持
つ
こ
と
で

あ
る
。
第
二
に
、自
ら
の
存
在
が
社
会
に
貢

献
す
る
と
と
も
に
、社
会
に
依
存
し
て
い
る

と
い
う
自
覚
を
持
ち
、自
律
の
た
め
に
は
自

分
を
取
り
巻
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
健
全
で
あ

る
こ
と
が
必
要
条
件
で
あ
る
の
だ
と
い
う
認

識
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、自
律
す

る
た
め
の
基
礎
的
な
能
力
を
高
め
る
こ
と

で
あ
る
。
あ
る
程
度
の
理
論
的
な
考
察
も

必
要
で
あ
り
、そ
の
た
め
に
は
日
々
の
努
力

も
重
要
と
な
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、

生
活
者
の
自
律
と
い
う
こ
と
が
簡
単
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。�

　
生
活
の
向
上
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

防
衛
し
て
い
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

も
っ
と
生
活
を
積
極
的
に
改
善
さ
せ
て
い

く
ア
ク
シ
ョ
ン
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め

に
は
戦
略
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、相
手

と
の
関
係
構
築
が
重
要
と
な
る
。
相
手
と

は
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
者
で
あ
り
、そ

の
主
要
な
存
在
の
ひ
と
つ
が
企
業
で
あ
る
。

企
業
は
日
々
、マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
知

恵
を
蓄
積
し
、そ
れ
を
戦
略
に
ま
で
高
め

よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
、取

引
相
手
で
あ
る
消
費
者
を
出
し
抜
こ
う
と

い
う
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、む
し
ろ
健
全

な
関
係
構
築
が
、双
方
の
長
期
的
な
利
益

に
つ
な
が
る
と
の
自
覚
の
下
に
行
わ
れ
て

い
る
活
動
も
多
い
。
生
活
者
は
そ
の
功
罪

を
理
解
し
、対
等
に
近
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な

る
べ
く
、知
恵
を
蓄
積
し
て
い
く
義
務
が
あ

る
。
そ
れ
が
結
局
、生
活
改
善
の
一
番
の
近

道
で
あ
り
、こ
れ
ら
を
総
称
し
て
生
活
戦

略
的
な
態
度
と
表
現
し
た
い
。�
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以
上
述
べ
た
よ
う
な
姿
勢
で
考
え
れ
ば
、

環
境
問
題
と
は
、避
け
る
べ
き
コ
ス
ト
と
し

て
認
識
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
環
境
問
題
へ

の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、単
な
る
生
活
防

衛
で
は
な
く
、よ
り
積
極
的
に
生
活
を
向

上
さ
せ
る
戦
略
の
必
要
性
を
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
同
時
に
そ
れ
が
い
か
に
困
難

で
あ
る
か
も
理
解
で
き
よ
う
。
生
活
者
の

自
律
を
支
援
す
る
よ
う
な
制
度
や
仕
組
み

を
考
え
て
い
く
こ
と
が
、今
後
ま
す
ま
す
重

要
に
な
る
と
考
え
る
。�
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野
田
・
福
島�　福島区は、大阪市の西北部に位置する。

ＪＲ環状線で大阪駅より内回りに乗ると「福

島」「野田」と続く駅々の界隈、と言った

方がわかりやすいかもしれない。�

　古代の大阪は上町台地を除けば入り

海で、その後徐々に海面が低下した時、

福島あたりは湿地帯となり、葦の茂る浅

州や島が無数にあった。難波八十島と呼ばれ、歌島、姫島、鷺洲、海老江などの地

名がその歴史を物語っている。「福島」の地名については、もともと地元民が「餓

鬼島」と呼んでいるのを、菅原道真が筑紫（大宰府）への左遷の折に、将来の幸い

を願い「福島」と名前を改めさせたという伝説がある。漁村として発達したが、その後、

だんだんと農業を主とするようになった。�

　明治以降、大阪開港にともなう馬車鉄道や国鉄、阪神電鉄の開通、また中央卸

売市場の開場などにより、近代大阪の拠点として発展した。現在は、国道２号線、Ｊ

Ｒ環状線や東西線、地下鉄、阪神電鉄など縦横に整備されて非常に便利な上、近

年は幹線道路沿いを中心に再開発の波が押し寄せているが、庶民的な町並みや

気風が根強く残っていることは意外と知られていない特徴である。�

　今回は、そんな人やまちのぬくもりを改めて感じさせられる小旅行であった。�

中央卸売市場で行われているセリの風景�

石畳の残る路地�

聖天通り商店街での賑わい�

そばと落語の会�
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　福島区を歩くと、公園などを中心

に「藤」の花のマークがよく目につく。�

　現在の玉川4丁目（ＪＲ野田阪神駅

より南東に数分歩いたあたり）に春日

神社があり、その付近には古来より藤

が群生していた。ここに足利義詮、豊

臣秀吉などが訪れ、藤

を愛でたと伝えられ、藤

の名所として、吉野の

桜、高雄の紅葉と並び

称される時期もあった

という。江戸末期に出

版された錦絵・浪花百

景の中でも取り上げら

れている。�

　「野田藤」という名

前は、明治になって植

物学者の牧野富太郎

博士が命名したことによる。一般に

見られる藤は「ヤマ藤」で、つるが左

巻きなのに対し、野田藤は右巻きで、

花房が長いのが特徴である。明治以

後、野田藤は徐々に衰え、春日神社

も焼失したが、愛媛県宇和島の「天

赦園」に野田藤が繁殖していること

がわかり、昭和45年頃から、地元の人々

や大阪福島ライオンズクラブの働き

かけで、この苗木を入

手することができた。福

島区の公園や校庭、区

役所、春日神社に次々

移植したことで、野田藤

の再生が実現し、現在

では区内各所で野田藤

を見ることができる。現

在、大阪市顕彰文化財

に指定されている。�

���
　
野
田
・
福
島
界
隈
で
は
、も
と
も
と

井
路
川
の
水
路
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て

い
た
と
こ
ろ
を
埋
め
立
て
て
道
に
し
て

い
る
。そ
の
た
め
、曲
が
り
く
ね
っ
た
迷

路
の
よ
う
な
路
地
が
現
在
で
も
数
多

く
残
っ
て
お
り
、タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た

よ
う
な
町
並
み
が
続
く
。�

　
例
え
ば
Ｊ
Ｒ
環
状
線
の「
野
田
阪
神
」

駅
か
ら
南
西
方
向
へ
、野
田
二
丁
目
〜

五
丁
目
あ
た
り
を
歩
く
と
、路
地
に

も
い
ろ
い
ろ
な
表
情
が
あ
り
、石
畳
が

敷
か
れ
て
い
る
も
の
や
ト
ン
ネ
ル
に
な
っ

て
い
る
も
の
、階
段
が
あ
る
も
の
な
ど
、

昔
な
が
ら
の
風
情
が
あ
る
。長
屋
や
蔵
、

立
派
な
卯
建
の
あ
が
っ
て
い
る
町
家
も

よ
く
見
ら
れ
る（
卯
建
と
い
う
の
は
、

江
戸
時
代
の
民
家
で
建
物
の
両
側
に

張
り
出
し
た
小
屋
根
つ
き
の
袖
壁
の
こ

と
で
、身
分

を
象
徴
す

る
装
飾
で

あ
っ
た
が
防

火
の
機
能

も
備
わ
っ
て

い
た
）
。
路

地
に
は
お

地
蔵
さ
ん

が
い
て
、ど
こ
も
き
れ
い
に
清
め
ら
れ
て

大
切
に
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
野

田
五
丁
目
に
あ
る
源
吉
大
明
神
と
い

う
狸
さ
ん
は
、も
と
も
と
対
込
町
に
祀

ら
れ
て
お
り
、戦
時
中
の
火
災
が
少
な

か
っ
た
の
は
こ
の
狸
さ
ん
の
お
陰
だ
と

さ
れ
て
、移
動
後
、現
在
も「
火
の
神
」

さ
ん
と
し
て
大
切
に
地
域
の
人
々
に
守

ら
れ
て
い
る
と
い
う
。�
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創
設
は
昭
和
六
年
。そ
れ
ま
で
隆

盛
し
て
い
た
天
満
青
物
市
場
、雑
喉
場

魚
市
場
、靱
海
産
物
市
場
を
中
心
と

し
た
十
二
の
市
場
が
そ
の
歴
史
を
終
え
、

大
阪
市
営
の
中
央
卸
売
市
場
の
開
設

と
な
っ
た
。�

　
建
設
用
地
は
千
ト
ン
級
の
汽
船
接

岸
が
可
能
で
、貨
車
の
引
き
込
み
線
整

備
に
も
都
合
が
よ
い
と
、安
治
川
北
岸

一
帯
が
選
ば
れ
た
が
、予
定
地
に
は
住

友
伸
銅
所
、住
友
倉
庫
、下
福
島
小
学

校
な
ど
大
規
模
建
造
物
や
民
家
約
四

百
五
十
戸
が
密
集
し
て
お
り
、用
地
買

収
と
建
物
除
去
に
さ
ま
ざ
ま
な
困
難

が
生
じ
た
と
い
う
。こ
れ
ら
を
克
服
し

て
、昭
和
四
年
七
月
に
本
格
的
工
事
に

入
り
、昭
和
六
年
三
月
に
竣
工
式
、十

一
月
に
開
場

と
な
っ
た
。�

　
以
後
、
大

阪
市
民
の
台

所
と
し
て
の

役
割
を
果
た

し
て
き
た
が
、

そ
の
後
、場
内

狭
隘
と
混
雑

打
開
の
た
め
、

一
二
二
〇
億

円
の
費
用（
三
分
の
一
は
国
の

補
助
金
）と
十
四
年
の
歳
月

を
か
け
、改
修
と
再
整
備
を

行
っ
た
。平
成
元
年
度
か
ら
業
務
管
理

棟（
地
上
十
六
階
、地
下
一
階
）を
建

設
、完
成
後
は
市
場
棟
・
関
連
棟
の
建

て
替
え
工
事
を
行
い
、平
成
十
四
年
十

一
月
に
、新
市
場
が
完
成
し
た
。こ
う

し
て
、生
鮮
食
料
品
の
搬
出
入
が
ス
ム

ー
ズ
に
で
き
、市
場
衛
生
機
能
の
向
上

を
は
か
る
た
め
の
施
設
整
備
や
情
報

化
な
ど
が
実
現
。
立
体
構
造
で
は
全

国
一
の
施
設
規
模
を
誇
る
新
市
場
が

誕
生
し
た
。魚
、特
に
マ
グ
ロ
の
温
度
管

理
が
徹
底
し
、特
別
低
温
売
り
場
で
の

セ
リ
が
可
能
に
な
っ
た
。
一
日
七
十
ト

ン
出
る
と
い
う
ゴ
ミ
も
廃
棄
シ
ス
テ
ム

に
よ
り
処
理
で
き
る
。�

　
こ
の
整
備
に
と
も
な
い
、集
客
観
光

施
設
と
し
て
の
あ
り
様
も
検
討
さ
れ
、

そ
の
具
現
化
に
前
向
き
に
取
り
組
ま

れ
て
い
る
。こ
れ
ま
で
は
卸
売
市
場
の

機
能
や
役
割
に
つ
い
て
、一
般
市
民
に

は
知
ら
れ
て
い
な
い
面
が
多
か
っ
た
の

を
省
み
て「
開
か
れ
た
市
場
」
を
め
ざ

し
、見
学
者
用
の
施
設
が
新
た
に
設
置

さ
れ
た
。業
務
関
連
棟
に
は
、研
修
室

や
資
料
室
、文
化
教
室
、料
理
教
室
、

レ
ス
ト
ラ
ン
街
も
あ
る
。市
場
棟
に
は
、

二
階
・
四
階
に
見
学
者
通
路
を
設
け
、

黄
色
の
ラ
イ
ン
で
ル
ー
ト
が
示
さ
れ
て

い
る
。そ
こ
に
は
見
学
者
自
動
案
内
シ

ス
テ
ム
と
し
て「
し
ゃ
べ
る
案
内
パ
ネ
ル
」

（
日
本
語
・
英
語
）が
置
か
れ
て
い
る
。

一
階
は
、大
量
の
食
材
の
搬
入
が
か
な

り
ス
ピ
ー
デ
ィ
に（
荒
々
し
く
も
）行
わ

れ
て
い
る
の
を
、安
全
な
二
階
か
ら
見

下
ろ
す
か
た
ち
で
あ
る
。関
連
棟
に
は
、

資
料
展
示
コ
ー
ナ
ー
や
多
目
的
ホ
ー
ル

も
で
き
、魅
力
的
な
観
光
施
設
に
な
っ

て
い
る
。実
際
セ
リ
の
現
場
を
案
内
し

て
も
ら
う
と
、卸
業
者
の
方
々
が
ほ
と

ん
ど
手
で
会
話
を
し
て
い
て
、何
を
言

っ
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。が
、

次
々
誰
が
何
を
買
う
の
か
が
決
ま
っ
て

い
く
よ
う
だ
っ
た
。
一
階
に
降
り
て
そ

ば
で
見
て
い
る
と
、仲
買
人
の
お
じ
さ

ん
が
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
や
っ
て
き
て
、

「
同
じ
り
ん
ご
で
も
、色
つ
や
が
違
う

や
ろ
。大
き
さ
の
違
い
で
も
値
段
が
だ

い
ぶ
変
わ
っ
て
く
る
ん
や
」、「
え
え
も

ん（
高
品
質
の
も
の
）か
ら
決
ま
っ
て
い

く
ん
や
で
」と
、見
学
者
に
も
気
軽
に

声
を
か
け
て
き
て
細
か
く
解
説
し
て

く
だ
さ
っ
た
。�

　
セ
リ
の
時
間
は
、フ
グ
が
午
前
三
時

半
頃
、マ
グ
ロ
が
四
時
頃
と
、見
学
を
し

よ
う
と
思
う
と
か
な
り
の
早
起
き
を

強
い
ら
れ
る
が
、青
物
や
果
物
は
九
時

頃
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
、何
と
か
足
を

運
べ
る
時
間
帯
だ
。実
際
、小
中
学
生

の
社
会
見
学
の
ほ
か
、海
外
か
ら
の
視�

「源吉大明神」という狸さん�

お地蔵さんも多い�

野田の藤跡�

卯建のあがっている古い町家も少なくない�

石
畳
と
路
地
の
ま
ち
�

石畳のある家並み／野田５丁目�

トンネルの路地／野田２丁目�

機
能
的
か
つ
開
か
れ
た
市
場
へ
�

品質の順にずらりとみかん箱が並ぶ�

セリの様子�

中
央
卸
売
市
場
�

セリを終えた果物屋さん（右）が、見学者に気軽に話し
かけてきた�

中央卸売市場内�

野 田 藤 �

う
　
だ
つ�

げんきちだいみょうじん�

しゃく�
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　福島区を歩くと、公園などを中心

に「藤」の花のマークがよく目につく。�

　現在の玉川4丁目（ＪＲ野田阪神駅

より南東に数分歩いたあたり）に春日

神社があり、その付近には古来より藤

が群生していた。ここに足利義詮、豊

臣秀吉などが訪れ、藤

を愛でたと伝えられ、藤

の名所として、吉野の

桜、高雄の紅葉と並び

称される時期もあった

という。江戸末期に出

版された錦絵・浪花百

景の中でも取り上げら

れている。�

　「野田藤」という名

前は、明治になって植

物学者の牧野富太郎

博士が命名したことによる。一般に

見られる藤は「ヤマ藤」で、つるが左

巻きなのに対し、野田藤は右巻きで、

花房が長いのが特徴である。明治以

後、野田藤は徐々に衰え、春日神社

も焼失したが、愛媛県宇和島の「天

赦園」に野田藤が繁殖していること

がわかり、昭和45年頃から、地元の人々

や大阪福島ライオンズクラブの働き

かけで、この苗木を入

手することができた。福

島区の公園や校庭、区

役所、春日神社に次々

移植したことで、野田藤

の再生が実現し、現在

では区内各所で野田藤

を見ることができる。現

在、大阪市顕彰文化財

に指定されている。�

���

　
野
田
・
福
島
界
隈
で
は
、も
と
も
と

井
路
川
の
水
路
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て

い
た
と
こ
ろ
を
埋
め
立
て
て
道
に
し
て

い
る
。そ
の
た
め
、曲
が
り
く
ね
っ
た
迷

路
の
よ
う
な
路
地
が
現
在
で
も
数
多

く
残
っ
て
お
り
、タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た

よ
う
な
町
並
み
が
続
く
。�

　
例
え
ば
Ｊ
Ｒ
環
状
線
の「
野
田
阪
神
」

駅
か
ら
南
西
方
向
へ
、野
田
二
丁
目
〜

五
丁
目
あ
た
り
を
歩
く
と
、路
地
に

も
い
ろ
い
ろ
な
表
情
が
あ
り
、石
畳
が

敷
か
れ
て
い
る
も
の
や
ト
ン
ネ
ル
に
な
っ

て
い
る
も
の
、階
段
が
あ
る
も
の
な
ど
、

昔
な
が
ら
の
風
情
が
あ
る
。長
屋
や
蔵
、

立
派
な
卯
建
の
あ
が
っ
て
い
る
町
家
も

よ
く
見
ら
れ
る（
卯
建
と
い
う
の
は
、

江
戸
時
代
の
民
家
で
建
物
の
両
側
に

張
り
出
し
た
小
屋
根
つ
き
の
袖
壁
の
こ

と
で
、身
分

を
象
徴
す

る
装
飾
で

あ
っ
た
が
防

火
の
機
能

も
備
わ
っ
て

い
た
）
。
路

地
に
は
お

地
蔵
さ
ん

が
い
て
、ど
こ
も
き
れ
い
に
清
め
ら
れ
て

大
切
に
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
野

田
五
丁
目
に
あ
る
源
吉
大
明
神
と
い

う
狸
さ
ん
は
、も
と
も
と
対
込
町
に
祀

ら
れ
て
お
り
、戦
時
中
の
火
災
が
少
な

か
っ
た
の
は
こ
の
狸
さ
ん
の
お
陰
だ
と

さ
れ
て
、移
動
後
、現
在
も「
火
の
神
」

さ
ん
と
し
て
大
切
に
地
域
の
人
々
に
守

ら
れ
て
い
る
と
い
う
。�

Vol.2

CEL Dec. 2003 CEL Dec. 2003

�

　
創
設
は
昭
和
六
年
。そ
れ
ま
で
隆

盛
し
て
い
た
天
満
青
物
市
場
、雑
喉
場

魚
市
場
、靱
海
産
物
市
場
を
中
心
と

し
た
十
二
の
市
場
が
そ
の
歴
史
を
終
え
、

大
阪
市
営
の
中
央
卸
売
市
場
の
開
設

と
な
っ
た
。�

　
建
設
用
地
は
千
ト
ン
級
の
汽
船
接

岸
が
可
能
で
、貨
車
の
引
き
込
み
線
整

備
に
も
都
合
が
よ
い
と
、安
治
川
北
岸

一
帯
が
選
ば
れ
た
が
、予
定
地
に
は
住

友
伸
銅
所
、住
友
倉
庫
、下
福
島
小
学

校
な
ど
大
規
模
建
造
物
や
民
家
約
四

百
五
十
戸
が
密
集
し
て
お
り
、用
地
買

収
と
建
物
除
去
に
さ
ま
ざ
ま
な
困
難

が
生
じ
た
と
い
う
。こ
れ
ら
を
克
服
し

て
、昭
和
四
年
七
月
に
本
格
的
工
事
に

入
り
、昭
和
六
年
三
月
に
竣
工
式
、十

一
月
に
開
場

と
な
っ
た
。�

　
以
後
、
大

阪
市
民
の
台

所
と
し
て
の

役
割
を
果
た

し
て
き
た
が
、

そ
の
後
、場
内

狭
隘
と
混
雑

打
開
の
た
め
、

一
二
二
〇
億

円
の
費
用（
三
分
の
一
は
国
の

補
助
金
）と
十
四
年
の
歳
月

を
か
け
、改
修
と
再
整
備
を

行
っ
た
。平
成
元
年
度
か
ら
業
務
管
理

棟（
地
上
十
六
階
、地
下
一
階
）を
建

設
、完
成
後
は
市
場
棟
・
関
連
棟
の
建

て
替
え
工
事
を
行
い
、平
成
十
四
年
十

一
月
に
、新
市
場
が
完
成
し
た
。こ
う

し
て
、生
鮮
食
料
品
の
搬
出
入
が
ス
ム

ー
ズ
に
で
き
、市
場
衛
生
機
能
の
向
上

を
は
か
る
た
め
の
施
設
整
備
や
情
報

化
な
ど
が
実
現
。
立
体
構
造
で
は
全

国
一
の
施
設
規
模
を
誇
る
新
市
場
が

誕
生
し
た
。魚
、特
に
マ
グ
ロ
の
温
度
管

理
が
徹
底
し
、特
別
低
温
売
り
場
で
の

セ
リ
が
可
能
に
な
っ
た
。
一
日
七
十
ト

ン
出
る
と
い
う
ゴ
ミ
も
廃
棄
シ
ス
テ
ム

に
よ
り
処
理
で
き
る
。�

　
こ
の
整
備
に
と
も
な
い
、集
客
観
光

施
設
と
し
て
の
あ
り
様
も
検
討
さ
れ
、

そ
の
具
現
化
に
前
向
き
に
取
り
組
ま

れ
て
い
る
。こ
れ
ま
で
は
卸
売
市
場
の

機
能
や
役
割
に
つ
い
て
、一
般
市
民
に

は
知
ら
れ
て
い
な
い
面
が
多
か
っ
た
の

を
省
み
て「
開
か
れ
た
市
場
」
を
め
ざ

し
、見
学
者
用
の
施
設
が
新
た
に
設
置

さ
れ
た
。業
務
関
連
棟
に
は
、研
修
室

や
資
料
室
、文
化
教
室
、料
理
教
室
、

レ
ス
ト
ラ
ン
街
も
あ
る
。市
場
棟
に
は
、

二
階
・
四
階
に
見
学
者
通
路
を
設
け
、

黄
色
の
ラ
イ
ン
で
ル
ー
ト
が
示
さ
れ
て

い
る
。そ
こ
に
は
見
学
者
自
動
案
内
シ

ス
テ
ム
と
し
て「
し
ゃ
べ
る
案
内
パ
ネ
ル
」

（
日
本
語
・
英
語
）が
置
か
れ
て
い
る
。

一
階
は
、大
量
の
食
材
の
搬
入
が
か
な

り
ス
ピ
ー
デ
ィ
に（
荒
々
し
く
も
）行
わ

れ
て
い
る
の
を
、安
全
な
二
階
か
ら
見

下
ろ
す
か
た
ち
で
あ
る
。関
連
棟
に
は
、

資
料
展
示
コ
ー
ナ
ー
や
多
目
的
ホ
ー
ル

も
で
き
、魅
力
的
な
観
光
施
設
に
な
っ

て
い
る
。実
際
セ
リ
の
現
場
を
案
内
し

て
も
ら
う
と
、卸
業
者
の
方
々
が
ほ
と

ん
ど
手
で
会
話
を
し
て
い
て
、何
を
言

っ
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。が
、

次
々
誰
が
何
を
買
う
の
か
が
決
ま
っ
て

い
く
よ
う
だ
っ
た
。
一
階
に
降
り
て
そ

ば
で
見
て
い
る
と
、仲
買
人
の
お
じ
さ

ん
が
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
や
っ
て
き
て
、

「
同
じ
り
ん
ご
で
も
、色
つ
や
が
違
う

や
ろ
。大
き
さ
の
違
い
で
も
値
段
が
だ

い
ぶ
変
わ
っ
て
く
る
ん
や
」、「
え
え
も

ん（
高
品
質
の
も
の
）か
ら
決
ま
っ
て
い

く
ん
や
で
」と
、見
学
者
に
も
気
軽
に

声
を
か
け
て
き
て
細
か
く
解
説
し
て

く
だ
さ
っ
た
。�

　
セ
リ
の
時
間
は
、フ
グ
が
午
前
三
時

半
頃
、マ
グ
ロ
が
四
時
頃
と
、見
学
を
し

よ
う
と
思
う
と
か
な
り
の
早
起
き
を

強
い
ら
れ
る
が
、青
物
や
果
物
は
九
時

頃
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
、何
と
か
足
を

運
べ
る
時
間
帯
だ
。実
際
、小
中
学
生

の
社
会
見
学
の
ほ
か
、海
外
か
ら
の
視�

「源吉大明神」という狸さん�

お地蔵さんも多い�

野田の藤跡�

卯建のあがっている古い町家も少なくない�

石
畳
と
路
地
の
ま
ち
�

石畳のある家並み／野田５丁目�

トンネルの路地／野田２丁目�

機
能
的
か
つ
開
か
れ
た
市
場
へ
�

品質の順にずらりとみかん箱が並ぶ�

セリの様子�

中
央
卸
売
市
場
�

セリを終えた果物屋さん（右）が、見学者に気軽に話し
かけてきた�

中央卸売市場内�

野 田 藤 �

う
　
だ
つ�
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　福島には、福島住民のための

福島住民による地域情報雑誌「福

島てんこもり」がある。�

　Ａ５サイズ、40ページ前後の薄

い雑誌であるが、主婦の目から見

た地域や生活の生情報が活き活

きと綴られており、現在10号まで

出ている。�

　発刊のきっかけは、大阪市立福

島図書館が企画した「編集講座・

わたしの好きな福島」である。これ

は地域の住民を対象に、地域情

報誌を執筆編集してみようという

講座だ。数十名が自由に福島区

内を取材し、「福島てんこもり～

わが町まるごとガイド～」と題して

一冊にまとめたのが、1995年の1

月のことである。ただ、福島図書

館が印刷費用などを負担するの

は1号だけで、編集講座は終わっ

てしまった。それで、この講座生の

一員であった大西俊子さんを中心

に、気の合うメンバーが10人集まり、

雑誌づくりの活動が継続された。

大西さんの知人で文筆家兼コピ

ーライターをされている方が創刊

号を見られて、「こんな面白い雑

誌ほかにはないわよ。ぜひ続けな

くちゃ！」と励ましてくれたのが理

由だそうだ。�

　その10人の女性は、年代も60

代から30代まで幅広く、仕事をも

つ人も多かったが、1年に1号の

ペースなら発行できるだろうと再

スタートが切られた。「そうはいっ

ても、資金ゼロでしょう。広告をと

ってきたり、

ガレージセ

ールをして

みたり。さ

らに、メン

バーが、毎

月お茶代

程度を出

し合ってマ

イペースで発行しようという結論に

なりました」と言う大西さんは、証

券取引所で働いておられた時、お

金の世界の浮き沈みや汚さも見尽

くしてきたため、定年後は、お金儲

けは考えないでいいように（一応

定価は付けてあるが）ほとんどが

手配りされている。

「隣の人が気持ち

よく暮らし、元気に

なる本をつくりた

い」、「本の題字や

イラストを中学から

大学までの学生さ

んたちに書いてもら

ったり、若い方々を

一緒に淀川に連れ

ていってあげたりし

ていると、皆さんの表情が明るく

なっていく。年寄りが若い人にど

れだけ教えてあげられるかがテー

マの1つです。私たちも若い発想

力をもらえます」。�

　そのような活動の雰囲気を反

映してか、誌上には、主婦の目か

ら見た地域の情報が、だれに遠慮

することもなく綴られており、それ

が面白い。例えば、公園で子育て

真っ最中であるお母さんの生の声

を拾ってきてそのまま掲載したり、

あるいは子供のアトピー、親の介

護や脳卒中体験、健康でいるため

の秘策あれこれや、おばあちゃん

の生活の知恵、また近所で売って

いる洋菓子店のプリンを30種類

以上食べ比べるなど、日常生活の

深刻な問題から些細なことまでが、

堂々と取り上げられている。一方

で地域の歴史も丁寧に語られて

おり、エリアごとに地図で紹介して

いる。神社やお地蔵さん、昔なが

らの道や家並み、建造物など、写

真やイラストでわかりやすく解説し

ており、淀川の自然を見直そうと

足を運んだ体験記も新鮮である。�

　福島というまちは、路地や長屋

が数多く残っているが、昔ながら

のコミュニティも健在で、例えば、

隣の子供が「おかあちゃん買い物

行ってカギ開けへん。おばちゃん

トイレかして。我慢できへん」と気

軽に頼むような関係らしい。泥棒

もほとんど来ないと聞く。最近、特

にマンション族などは、なかなか近

所の年配の方に生活の知恵を教

わる機会がない。自分がじっくり住

んでみたいまちに、こんな地域情

報誌や参加しやすい活動があれば、

どんなに生活が楽しくなるだろう。�

　「孫やひ孫の世代になっても、

まちの歴史や生活について、この

本から何かを書き写す機会がある

かもしれない。インターネットのホ

ームページでは、将来、たぶん消

えてしまう。だから、雑誌にこだわ

っていたい」。次号はどんな話が

てんこもりになるか、待ち遠しい。�

�

察
ツ
ア
ー
受
け
入
れ
も
多
い
。ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
上
な
ど
で
市
場
見
学
や
料
理
教

室
な
ど
ツ
ア
ー
へ
の
参
加
を
募
集
し
て

い
る
が
、そ
れ
以
外
で
も
五
人
以
上
集

ま
れ
ば
、希
望
日
に
案
内
し
て
く
れ
る
。�

　
今
後
は
、中
之
島
西
部
と
の
界
隈

性
や
水
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た
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の
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ど
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部
分
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つ
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光
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の
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発
が
必
要
で
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う
。
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の
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化
の
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発
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と
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の
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の
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を
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し
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阪

に
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る
代
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的
な
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設
と
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て
の
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を
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と
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。�

　
商
店
街
は
そ
の
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に
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が
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第
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日
、「
売
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も
占
い
商
店
街
」と
題
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催
し
に
よ
り
、若
い
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性
や
カ
ッ
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ル

が
押
し
寄
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て
そ
れ
は
す
ご
い
人
出
に
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る
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さ
に「
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い
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ト
だ
が
、

第
四
金
曜
の
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に
は
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の
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が
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の
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上
に
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を
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、特
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金
の
千
円
で
見
て
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る
。こ
の
予
約
券
を
求
め
る
人
が

ず
ら
り
と
列
を
つ
く
る
の
だ
。夜
の
十

一
時
頃
ま
で
人
出
が
絶
え
ず
、占
い
師

さ
ん
の
方
が
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タ
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タ
に
な
る
と
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の
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は
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の
待
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に
お

客
さ
ん
に
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な
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を
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と
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茶
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は
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が
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と
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、
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の
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が
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の
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に
、商
店
街
を
振
興
組
合

と
し
て
法
人
化
し
、若
者
も
意
識
し
て

コ
ン
セ
プ
ト
を
”Ｕ
Ｆ
Ｏ
＝
遊
歩
“と
し

て
、街
路
灯
や
ア
ー
チ
を
新
設
し
、カ
ラ

ー
舗
装
し
な
お
す
こ
と
で
、イ
メ
ー
ジ�

�

Vol.2

CEL Dec. 2003 CEL Dec. 2003

福島てんこもり　～わが町まるごとガイド～�

新たに設けられた資料展示室�

草野 則一 さん�

「売れても占い商店街」と書かれた
幟があちこちに見られる�

聖天了徳院�

聖天通り商店街�

賑
わ
い
の
場
づ
く
り
�

お世話役の�
大西 俊子 さん�

聖
天
通
り
商
店
街�

し
ょ
う
て
ん�



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

　福島には、福島住民のための

福島住民による地域情報雑誌「福

島てんこもり」がある。�

　Ａ５サイズ、40ページ前後の薄

い雑誌であるが、主婦の目から見

た地域や生活の生情報が活き活

きと綴られており、現在10号まで

出ている。�

　発刊のきっかけは、大阪市立福

島図書館が企画した「編集講座・

わたしの好きな福島」である。これ

は地域の住民を対象に、地域情

報誌を執筆編集してみようという

講座だ。数十名が自由に福島区

内を取材し、「福島てんこもり～

わが町まるごとガイド～」と題して

一冊にまとめたのが、1995年の1

月のことである。ただ、福島図書

館が印刷費用などを負担するの

は1号だけで、編集講座は終わっ

てしまった。それで、この講座生の

一員であった大西俊子さんを中心

に、気の合うメンバーが10人集まり、

雑誌づくりの活動が継続された。

大西さんの知人で文筆家兼コピ

ーライターをされている方が創刊

号を見られて、「こんな面白い雑

誌ほかにはないわよ。ぜひ続けな

くちゃ！」と励ましてくれたのが理

由だそうだ。�

　その10人の女性は、年代も60

代から30代まで幅広く、仕事をも

つ人も多かったが、1年に1号の

ペースなら発行できるだろうと再

スタートが切られた。「そうはいっ

ても、資金ゼロでしょう。広告をと

ってきたり、

ガレージセ

ールをして

みたり。さ

らに、メン

バーが、毎

月お茶代

程度を出

し合ってマ

イペースで発行しようという結論に

なりました」と言う大西さんは、証

券取引所で働いておられた時、お

金の世界の浮き沈みや汚さも見尽

くしてきたため、定年後は、お金儲

けは考えないでいいように（一応

定価は付けてあるが）ほとんどが

手配りされている。

「隣の人が気持ち

よく暮らし、元気に

なる本をつくりた

い」、「本の題字や

イラストを中学から

大学までの学生さ

んたちに書いてもら

ったり、若い方々を

一緒に淀川に連れ

ていってあげたりし

ていると、皆さんの表情が明るく

なっていく。年寄りが若い人にど

れだけ教えてあげられるかがテー

マの1つです。私たちも若い発想

力をもらえます」。�

　そのような活動の雰囲気を反

映してか、誌上には、主婦の目か

ら見た地域の情報が、だれに遠慮

することもなく綴られており、それ

が面白い。例えば、公園で子育て

真っ最中であるお母さんの生の声

を拾ってきてそのまま掲載したり、

あるいは子供のアトピー、親の介

護や脳卒中体験、健康でいるため

の秘策あれこれや、おばあちゃん

の生活の知恵、また近所で売って

いる洋菓子店のプリンを30種類

以上食べ比べるなど、日常生活の

深刻な問題から些細なことまでが、

堂々と取り上げられている。一方

で地域の歴史も丁寧に語られて

おり、エリアごとに地図で紹介して

いる。神社やお地蔵さん、昔なが

らの道や家並み、建造物など、写

真やイラストでわかりやすく解説し

ており、淀川の自然を見直そうと

足を運んだ体験記も新鮮である。�

　福島というまちは、路地や長屋

が数多く残っているが、昔ながら

のコミュニティも健在で、例えば、

隣の子供が「おかあちゃん買い物

行ってカギ開けへん。おばちゃん

トイレかして。我慢できへん」と気

軽に頼むような関係らしい。泥棒

もほとんど来ないと聞く。最近、特

にマンション族などは、なかなか近

所の年配の方に生活の知恵を教

わる機会がない。自分がじっくり住

んでみたいまちに、こんな地域情

報誌や参加しやすい活動があれば、

どんなに生活が楽しくなるだろう。�

　「孫やひ孫の世代になっても、

まちの歴史や生活について、この

本から何かを書き写す機会がある

かもしれない。インターネットのホ

ームページでは、将来、たぶん消

えてしまう。だから、雑誌にこだわ

っていたい」。次号はどんな話が

てんこもりになるか、待ち遠しい。�

�
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を
一
新
し
た
。さ
ら
に
、平
成
十
四
年

の
春
、大
阪
市
の
助
成
を
受
け
、商
店

街
活
性
化
の
た
め
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

事
業
と
し
て
、コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
専

門
家
と
一
緒
に
企
画
立
案
を
は
じ
め

た
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
立
ち
上
げ
る
過
程
に
お
い
て
、「
商

店
街
の
”売
り
“と
な
る
何
か
が
必
要
だ
」

と
気
が
付
き
、提
案
さ
れ
た
の
が「
占

い
」で
あ
っ
た
。�

　
実
は
七
〜
八
年
前
、夜
店
で
一
日
だ

け
占
い
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
と
こ
ろ
、

予
想
以
上
の
反
響
だ
っ
た
が
、常
設
と

し
て
本
物
の
占
い
師
を
呼
ぶ
と
予
算

的
に
無
理
が
あ
る
た
め
、立
ち
消
え
に

な
っ
て
い
た
。し
か
し
、コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

事
業
で
改
め
て
取
り
組
め
ば
金
銭
面

は
何
と
か
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
、イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
実
績
の
あ
る
占

い
師
を
探
し
、商
店
街
の
事
情
を
さ
ら

け
だ
し
て
話
を
し
た
と
こ
ろ
、二
十
一

名
の
プ
ロ
が
安
価
で
引
き
受
け
て
く
れ

た
と
い
う
。ま
ち
の
賑
わ
い
を
演
出
す

る
意
味
で
も
屋
外
で
占
う
こ
と
に
し
、

ま
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
も
「
売
れ
て
も
占
い

商
店
街
」、大
勢
の
占
い
師
が
集
結
す

る
第
四
金
曜
日
を｢

売
れ
て
も
売
れ

て
も
占
い
デ
ー｣

と
し
た
。チ
ケ
ッ
ト
や

チ
ラ
シ
、立
て
看
板
も
す
べ
て
手
作
り

で
準
備
し
、平
成
十
四
年
八
月
に
、第

一
回
目
の
本
格
的
な
占
い
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
た
と
こ
ろ
、七
百
八
十
人
も
の

お
客
さ
ん
で
賑
わ
っ
た
。そ
の
後
、熱
の

さ
め
な
い
う
ち
に
、商

店
街
の
中
の
空
い
た
部

屋
や
ス
ペ
ー
ス
を
利
用

し
て「
売
れ
て
も
占
い

金
曜
館
」
と
し
て
、毎

週
金
曜
日
数
人
の
占
い

師
さ
ん
が
活
動
し
て
い
る
。

こ
の
七
月
か
ら
は
、毎

日
営
業
す
る「
特
命
館
」

も
オ
ー
プ
ン
し
、十
月

か
ら
は
、一
般
の
人
も

占
い
を
学
ぶ「
占
い
大

楽（
学
）」も
開
講
し
て
い
る
。�

　
草
野
さ
ん
は
、「
実
は
、聖
天
さ
ん（
聖

天
了
徳
院
）は
占
い
と
関
係
が
深
い
の

で
す
。易
相
の
大
家
で
あ
る
水
野
南
北

が
、青
年
期
に
院
主
の
諭
し
に
よ
っ
て

大
成
し
、熱
心
な
信
者
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
が
、準
備
計
画
中
に
判
明
し
た

の
で
す
。
水
野
南
北
と
い
え
ば
、現
代

の
占
い
師
で
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。こ

れ
に
あ
や
か
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
」
。

聖
天
さ
ん
の
参
詣
道
と
し
て
発
展
し

た
商
店
街
に
と
っ
て
、大
き
な
後
ろ
盾

で
あ
る
。参
詣
者
だ
け
で
賑
わ
う
こ
と

は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、縁
日
的
風
景

を
演
出
す
る
取
り
組
み
に
よ
り
、歴

史
や
伝
統
と
現
代
的
・
文
化
的
な
イ
メ

ー
ジ
を
と
も
に
反
映
さ
せ
つ
つ
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
今
後
、修
学
旅
行
生
の

体
験
学
習
受
け
入
れ
先
に
な
る
話
も

あ
る
と
の
こ
と
で
、大
阪
の
名
所
と
し

て
さ
ら
に
注
目
を
集
め
そ
う
で
あ
る
。�

Vol.2

CEL Dec. 2003 CEL Dec. 2003

����

　
阪
神
電
鉄
野
田
阪
神
駅
か
ら
徒
歩

数
分
の
と
こ
ろ
、高
架
下
に「
や
ま
が

そ
ば
総
本
家
」と
い
う
そ
ば
屋
が
あ
る
。

そ
ば
の
美
味
し
さ
で
は
近
所
で
も
定

評
の
あ
る
店
だ
が
、二
十
五
年
前
か
ら
、

落
語
の
寄
席
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
名
も
「
お
そ
ば
と
落
語
の
会
」
。

毎
月
第
三
月
曜
の
十
八
時
半
か
ら
開

演
し
て
い
る
。�

　
二
階
へ
案
内
さ
れ
る
と
、襖
や
テ
ー

ブ
ル
が
取
り
払
わ
れ
た
宴
会
場
に
座

布
団
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、何
十
人
も
の

お
客
さ
ん
が
、高
座
を
緩
や
か
な
コ
の

字
型
で
囲
む
か
た
ち
に
座
っ
て
待
ち
か

ね
て
い
る
様
子
。カ
メ
ラ
マ
ン
が
レ
ン
ズ

を
構
え
る
と
「
取
材
で
っ
か
。
新
聞
？

雑
誌
？
」と
、初
老
の
男
性
が
わ
が
子

を
取
材
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、ニ
コ
ニ
コ

話
し
か
け
て
き
た
。こ
の
日
は
、笑
福

亭
三
喬
さ
ん
、遊
喬
さ
ん
、右
喬
さ
ん
、

生
喬
さ
ん
の
四
席
。先
月
の
こ
の
席
で

冷
や
汗
を
か
か
れ
た
と
い
う
若
い
落

語
家
さ
ん
は
、「
今
日
は
大
丈
夫
、し

ぶ
く
決
め
ま
す
」な
ど
と
枕
で
ふ
っ
て
、

常
連
さ
ん
を
中
心
に
う
け
て
い
た
。五

十
人
も
座
れ
ば
い
っ
ぱ
い
に
な
る
ほ
ど

の
小
さ
な
空
間
な
の
で
、落
語
家
さ
ん

の
表
情
や
声
色
が
手
に
と
る
よ
う
に

わ
か
り
、つ
ば
も
飛
ん
で
く
る
。ト
リ
の

三
喬
さ
ん
の「
一
人
酒
盛
」で
じ
っ
く

り
話
芸
を
味
わ
っ
た
後
は
、大
喜
利
勉

強
会
。「
○
○
と
か
け
て
、△
△
と
解
く

…
」と
い
う
あ
れ
で
あ
る
。お
題
を
客

席
か
ら
募
っ
た
り
し
て
、時
事
ネ
タ
も

飛
び
出
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
落
語
家
さ
ん

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

る
。
名
前
を
聞
い
た
こ
と
の
な
い
若
い

噺
家
さ
ん
で
も
親
近
感
が
生
ま
れ
、

応
援
し
た
く
な
る
。�

　
寄
席
の
後
に
待
っ
て
い
た
の
は
、な
ん

と「
松
茸
そ
ば
」
。
毎
年
十
月
の
恒
例

に
な
っ
て
い
る
。「
一
度
だ
け
、松
茸
一

キ
ロ
が
五
万
円
以
上
し
た
年
に
は
、し

め
じ
に
変
わ
っ
た
け
れ
ど
、今
年
は
た

っ
ぷ
り
入
っ
て
ま
す
」と
店
長
。贅
沢
に

松
茸
が
浮
か
ぶ
お
そ
ば
と
だ
し
が
た

ま
ら
な
い
。
隣
に
座
っ
て
い
た
ご
年
配

の
男
性
が
麺
を
す
す
り
な
が
ら
、「
落

語
家
は
、年
期
を
つ
ま
な
い
と
味
が
出

な
い
で
す
ね
え
」
。
上
本
町
か
ら
電
車

を
乗
り
継
ぎ
毎
回
通
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

「
そ
ば
も
楽
し
み
で
ね
え
」
。
寄
席
の

興
奮
か
ら
か
熱
い
そ
ば
の
せ
い
か
、初

対
面
の
人
と
も
気
楽
に
話
せ
る
雰
囲

気
が
で
き
て
い
た
。�

　
こ
の
通
称「
そ
ば
の
会
」の
世
話
人
は
、

や
ま
が
そ
ば
店
長
の
東
條
利
通
さ
ん
で

あ
る
。知
人
が
笑
福
亭
松
鶴
の
後
援
会

に
入
っ
て
い
た
関
係
で
、落
語
会
に
お
弁

当
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
れ

が
縁
で
、「
勉

強
す
る
た
め

の
寄
席
が
し

た
い
が
、
場

所
や
機
会
が

な
い
」
と
若

手
が
話
す
の
を
聞
い
て
、自
分
の
店
で

そ
ば
付
き
の
勉
強
会
を
開
く
こ
と
を

思
い
つ
き
、松
鶴
師
匠
に
お
願
い
し
に

行
っ
た
と
い
う
。
当
初
は
、笑
福
亭
鶴

三（
の
ち
の
松
喬
）さ
ん
、松
枝
さ
ん
、

呂
鶴
さ
ん
、後
か
ら
松
葉
さ
ん
と
い
う

落
語
家
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。三
年
目
、

十
年
目
の
区
切
り
に
は
、六
代
目
松

鶴
さ
ん
も
挨
拶
に
来
ら
れ
、笑
福
亭

の
忘
年
会
も
こ
の
店
で
行
う
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。「
最
初
の
数
年
は
、お

客
さ
ん
も
少
な
く
て
十
人
か
十
五
人

の
時
も
あ
り
ま
し
た
。で
も
、勉
強
会

だ
か
ら
続
い
た
ん
で
す
ね
。こ

ち
ら
も
”変
わ
り
そ
ば
“と
し
て
、

通
常
で
は
出
さ
な
い
新
し
い
メ

ニュ
ー
を
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
。

地
方
に
行
っ
て
研
究
し
て
、『
さ

さ
切
り
そ
ば
』と
い
っ
て
笹
の
葉

の
粉
を
練
り
こ
ん
で
み
た
り
、『
日

中
友
好
そ
ば
』
と
題
し
て
、と

り
が
ら
ラ
ー
メ
ン
だ
し
に
し
て
み

た
り
…
。お
客
さ
ま
の
数
に
関

係
な
く
材
料
を
準
備
し
ま
す

の
で
十
年
間
は
黒
字
に
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
最
近
で
は
毎
年

年
末
に
、翌
年
一
年
分
の
メ
ニ
ュ

ー
を
考
え
ま
す
」
。な
る
ほ
ど
、

落
語
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
お
り
の
裏
に

年
間
の
そ
ば
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る
。三
月
か

き
揚
げ
桜
そ
ば
、六
月
蛍
そ
ば
、十
一

月
、晩
秋
そ
ば
…
、や
っ
ぱ
り
中
身
は

当
日
の
お
楽
し
み
で
あ
る
。�　

落
語
会

の
お
客
さ
ん

の
数
が
四
十

〜
五
十
人
に

増
え
る
ま
で

十
年
か
か
っ

た
そ
う
だ
が
、二
十
周
年
を
契
機
に
、

落
語
家
さ
ん
を
若
手
に
切
り
替
え
、

笑
福
亭
三
喬
さ
ん
を
中
心
に
今
日
ま

で
続
い
て
お
り
、す
で
に
三
百
回
を
越

え
た
。
今
年
か
ら
は
、笑
福
亭
だ
け
で

な
く
他
門
か
ら
も
勉
強
会
に
来
ら
れ

て
い
る
そ
う
だ
。三
喬
さ
ん
は
、「
私
は

内
弟
子
時
代
、こ
こ
で
ア
ル
バ
イ
ト
を

し
て
い
て
、三
年
目
の
頃
か
ら
こ
の
勉

強
会
に
出
て
い
ま
す
が
、こ
の
そ
ば
の

会
は
、今
で
は
大
阪
の
中
で
も
一
番
古

い
寄
席
の
一
つ
で
す
。阪
神
電
車
が
通

る
音
が
ま
と
も
に
響
く
の
で
、笑
わ
せ

た
い
時
を
電
車
音
と
う
ま
く
ず
ら
す

の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す（
笑
）」。な
か
な
か

高
度
な
技
だ
。「
若
手
に
交
替
し
て
か

ら
、最
初
は
確
か
に
大
変
で
し
た
。そ

れ
ま
で
は
、通
の
お
客
さ
ん
が
中
心
に

な
っ
た
笑
福
亭
の
会
員
制
ク
ラ
ブ
の
よ

う
な
面
も
あ
り
ま
し
た
が
、若
返
っ
て

福
島
区
の
落
語
会
と
い
う
感
じ
に
な
っ

た
ん
で
す
ね
。最
近
は
、福
島
区
在
住

の
桂
む
雀
や
桂
こ
ご
ろ
う
に
も
声
を

か
け
て
き
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
雰
囲

気
も
明
る
く
な
っ
て
、お
客
さ
ま
も�

や
ま
が
そ
ば
、�

そ
ば
と
落
語
の
会�

毎月第4金曜日「占いデー」の賑わい�

東條 利通 さん�

笑福亭 三喬 さん�

若手落語家の勉強会は、とてもあたたかな場である�

やまがそば／外観�



を
一
新
し
た
。さ
ら
に
、平
成
十
四
年

の
春
、大
阪
市
の
助
成
を
受
け
、商
店

街
活
性
化
の
た
め
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

事
業
と
し
て
、コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
専

門
家
と
一
緒
に
企
画
立
案
を
は
じ
め

た
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
立
ち
上
げ
る
過
程
に
お
い
て
、「
商

店
街
の
”売
り
“と
な
る
何
か
が
必
要
だ
」

と
気
が
付
き
、提
案
さ
れ
た
の
が「
占

い
」で
あ
っ
た
。�

　
実
は
七
〜
八
年
前
、夜
店
で
一
日
だ

け
占
い
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
と
こ
ろ
、

予
想
以
上
の
反
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だ
っ
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が
、常
設
と

し
て
本
物
の
占
い
師
を
呼
ぶ
と
予
算

的
に
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が
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た
め
、立
ち
消
え
に

な
っ
て
い
た
。し
か
し
、コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

事
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で
改
め
て
取
り
組
め
ば
金
銭
面

は
何
と
か
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
、イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
実
績
の
あ
る
占

い
師
を
探
し
、商
店
街
の
事
情
を
さ
ら

け
だ
し
て
話
を
し
た
と
こ
ろ
、二
十
一

名
の
プ
ロ
が
安
価
で
引
き
受
け
て
く
れ

た
と
い
う
。ま
ち
の
賑
わ
い
を
演
出
す

る
意
味
で
も
屋
外
で
占
う
こ
と
に
し
、

ま
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
も
「
売
れ
て
も
占
い

商
店
街
」、大
勢
の
占
い
師
が
集
結
す

る
第
四
金
曜
日
を｢

売
れ
て
も
売
れ

て
も
占
い
デ
ー｣

と
し
た
。チ
ケ
ッ
ト
や

チ
ラ
シ
、立
て
看
板
も
す
べ
て
手
作
り

で
準
備
し
、平
成
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八
月
に
、第
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の
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ベ
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を
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催
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八
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了
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と
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の
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が
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に
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心
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信
者
に
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い
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計
画
中
に
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の
で
す
。
水
野
南
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と
い
え
ば
、現
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で
は
誰
も
が
知
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る
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れ
に
あ
や
か
ろ
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と
思
い
ま
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た
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。

聖
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の
参
詣
道
と
し
て
発
展
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た
商
店
街
に
と
っ
て
、大
き
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後
ろ
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で
あ
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。参
詣
者
だ
け
で
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こ
と

は
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く
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た
も
の
の
、縁
日
的
風
景

を
演
出
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る
取
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組
み
に
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、歴

史
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伝
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と
現
代
的
・
文
化
的
な
イ
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ー
ジ
を
と
も
に
反
映
さ
せ
つ
つ
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
今
後
、修
学
旅
行
生
の

体
験
学
習
受
け
入
れ
先
に
な
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話
も
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こ
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で
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に
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な
の
で
、落
語
家
さ
ん

の
表
情
や
声
色
が
手
に
と
る
よ
う
に

わ
か
り
、つ
ば
も
飛
ん
で
く
る
。ト
リ
の

三
喬
さ
ん
の「
一
人
酒
盛
」で
じ
っ
く

り
話
芸
を
味
わ
っ
た
後
は
、大
喜
利
勉

強
会
。「
○
○
と
か
け
て
、△
△
と
解
く

…
」と
い
う
あ
れ
で
あ
る
。お
題
を
客

席
か
ら
募
っ
た
り
し
て
、時
事
ネ
タ
も

飛
び
出
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
落
語
家
さ
ん

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

る
。
名
前
を
聞
い
た
こ
と
の
な
い
若
い

噺
家
さ
ん
で
も
親
近
感
が
生
ま
れ
、

応
援
し
た
く
な
る
。�

　
寄
席
の
後
に
待
っ
て
い
た
の
は
、な
ん

と「
松
茸
そ
ば
」
。
毎
年
十
月
の
恒
例

に
な
っ
て
い
る
。「
一
度
だ
け
、松
茸
一

キ
ロ
が
五
万
円
以
上
し
た
年
に
は
、し

め
じ
に
変
わ
っ
た
け
れ
ど
、今
年
は
た

っ
ぷ
り
入
っ
て
ま
す
」と
店
長
。贅
沢
に

松
茸
が
浮
か
ぶ
お
そ
ば
と
だ
し
が
た

ま
ら
な
い
。
隣
に
座
っ
て
い
た
ご
年
配

の
男
性
が
麺
を
す
す
り
な
が
ら
、「
落

語
家
は
、年
期
を
つ
ま
な
い
と
味
が
出

な
い
で
す
ね
え
」
。
上
本
町
か
ら
電
車

を
乗
り
継
ぎ
毎
回
通
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

「
そ
ば
も
楽
し
み
で
ね
え
」
。
寄
席
の

興
奮
か
ら
か
熱
い
そ
ば
の
せ
い
か
、初

対
面
の
人
と
も
気
楽
に
話
せ
る
雰
囲

気
が
で
き
て
い
た
。�

　
こ
の
通
称「
そ
ば
の
会
」の
世
話
人
は
、

や
ま
が
そ
ば
店
長
の
東
條
利
通
さ
ん
で

あ
る
。知
人
が
笑
福
亭
松
鶴
の
後
援
会

に
入
っ
て
い
た
関
係
で
、落
語
会
に
お
弁

当
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
れ

が
縁
で
、「
勉

強
す
る
た
め

の
寄
席
が
し

た
い
が
、
場

所
や
機
会
が

な
い
」
と
若

手
が
話
す
の
を
聞
い
て
、自
分
の
店
で

そ
ば
付
き
の
勉
強
会
を
開
く
こ
と
を

思
い
つ
き
、松
鶴
師
匠
に
お
願
い
し
に

行
っ
た
と
い
う
。
当
初
は
、笑
福
亭
鶴

三（
の
ち
の
松
喬
）さ
ん
、松
枝
さ
ん
、

呂
鶴
さ
ん
、後
か
ら
松
葉
さ
ん
と
い
う

落
語
家
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。三
年
目
、

十
年
目
の
区
切
り
に
は
、六
代
目
松

鶴
さ
ん
も
挨
拶
に
来
ら
れ
、笑
福
亭

の
忘
年
会
も
こ
の
店
で
行
う
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。「
最
初
の
数
年
は
、お

客
さ
ん
も
少
な
く
て
十
人
か
十
五
人

の
時
も
あ
り
ま
し
た
。で
も
、勉
強
会

だ
か
ら
続
い
た
ん
で
す
ね
。こ

ち
ら
も
”変
わ
り
そ
ば
“と
し
て
、

通
常
で
は
出
さ
な
い
新
し
い
メ

ニュ
ー
を
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
。

地
方
に
行
っ
て
研
究
し
て
、『
さ

さ
切
り
そ
ば
』と
い
っ
て
笹
の
葉

の
粉
を
練
り
こ
ん
で
み
た
り
、『
日

中
友
好
そ
ば
』
と
題
し
て
、と

り
が
ら
ラ
ー
メ
ン
だ
し
に
し
て
み

た
り
…
。お
客
さ
ま
の
数
に
関

係
な
く
材
料
を
準
備
し
ま
す

の
で
十
年
間
は
黒
字
に
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
最
近
で
は
毎
年

年
末
に
、翌
年
一
年
分
の
メ
ニ
ュ

ー
を
考
え
ま
す
」
。な
る
ほ
ど
、

落
語
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
お
り
の
裏
に

年
間
の
そ
ば
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
る
。三
月
か

き
揚
げ
桜
そ
ば
、六
月
蛍
そ
ば
、十
一

月
、晩
秋
そ
ば
…
、や
っ
ぱ
り
中
身
は

当
日
の
お
楽
し
み
で
あ
る
。�　

落
語
会

の
お
客
さ
ん

の
数
が
四
十

〜
五
十
人
に

増
え
る
ま
で

十
年
か
か
っ

た
そ
う
だ
が
、二
十
周
年
を
契
機
に
、

落
語
家
さ
ん
を
若
手
に
切
り
替
え
、

笑
福
亭
三
喬
さ
ん
を
中
心
に
今
日
ま

で
続
い
て
お
り
、す
で
に
三
百
回
を
越

え
た
。
今
年
か
ら
は
、笑
福
亭
だ
け
で

な
く
他
門
か
ら
も
勉
強
会
に
来
ら
れ

て
い
る
そ
う
だ
。三
喬
さ
ん
は
、「
私
は

内
弟
子
時
代
、こ
こ
で
ア
ル
バ
イ
ト
を

し
て
い
て
、三
年
目
の
頃
か
ら
こ
の
勉

強
会
に
出
て
い
ま
す
が
、こ
の
そ
ば
の

会
は
、今
で
は
大
阪
の
中
で
も
一
番
古

い
寄
席
の
一
つ
で
す
。阪
神
電
車
が
通

る
音
が
ま
と
も
に
響
く
の
で
、笑
わ
せ

た
い
時
を
電
車
音
と
う
ま
く
ず
ら
す

の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す（
笑
）」。な
か
な
か

高
度
な
技
だ
。「
若
手
に
交
替
し
て
か

ら
、最
初
は
確
か
に
大
変
で
し
た
。そ

れ
ま
で
は
、通
の
お
客
さ
ん
が
中
心
に

な
っ
た
笑
福
亭
の
会
員
制
ク
ラ
ブ
の
よ

う
な
面
も
あ
り
ま
し
た
が
、若
返
っ
て

福
島
区
の
落
語
会
と
い
う
感
じ
に
な
っ

た
ん
で
す
ね
。最
近
は
、福
島
区
在
住

の
桂
む
雀
や
桂
こ
ご
ろ
う
に
も
声
を

か
け
て
き
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
雰
囲

気
も
明
る
く
な
っ
て
、お
客
さ
ま
も�

や
ま
が
そ
ば
、�

そ
ば
と
落
語
の
会�

毎月第4金曜日「占いデー」の賑わい�

東條 利通 さん�

笑福亭 三喬 さん�

若手落語家の勉強会は、とてもあたたかな場である�

やまがそば／外観�



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

主
な
参
考
文
献�

『
福
島
区
史
』�

　
　
福
島
区
制
施
行
五
十
周
年�

記
念
事
業
実
行
委
員
会�

平
成
一
二
年�

『
本
場
開
設
七
〇
周
年
・
新
市
場
完
成
記
念�

新
た
な
飛
躍
に
向
け
て
』�

大
阪
市
中
央
卸
売
市
場
本
場�

平
成
一
四
年�

『
写
真
で
見
る
福
島
の
今
昔
』�福

島
区
役
所�

平
成
五
年�

「
ふ
く
し
ま
見
ど
こ
ろ
・
て
く
て
く
ガ
イ
ド
」�

　
　
福
島
見
ど
こ
ろ
め
ぐ
り
区
民�

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
実
行
委
員
会
編�

平
成
一
三
年�

「
わ
が
ま
ち
史
跡
め
ぐ
り
」�

福
島
区
役
所
企
画
総
務
課�

平
成
一
三
年�

「
大
阪
春
秋
」
八
〇
号
（
野
田
・
福
島
）�

「
ふ
く
し
ま
て
ん
こ
も
り
」
一
〜
一
〇
号�

「
大
阪
人
」Ｖ
Ｏ
Ｌ
56
、Ｖ
Ｏ
Ｌ
57�

大
阪
都
市
協
会�他�

あ
た
た
か
く
受
け
止
め
て
く
だ
さ
る
の

で
、私
た
ち
も
実
験
し
た
り
稽
古
し
た

り
し
や
す
い
で
す
。そ
し
て
、最
後
に
お

そ
ば
が
待
っ
て
い
る
の
で
ト
リ
が
楽
で
す
。

お
そ
ば
、本
当
に
美
味
し
い
で
し
ょ
う
」。�

　
こ
こ
は
、落
語
家
さ
ん
に
と
っ
て
、ホ

ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
的
な
場
所
だ
と
い
う
。

常
連
の
応
援
団
に
支
え
ら
れ
て
頑
張
っ

て
い
る
落
語
家
さ
ん
や
特
別
仕
立
て
の

お
そ
ば
か
ら
、あ
た
た
か
い
気
持
ち
に

さ
せ
ら
れ
、た
く
さ
ん
の
元
気
を
も
ら

え
た
。�

Vol.2

　
Ｊ
Ｒ「
大
阪
」駅
西
側
の
西
梅
田
地

区
開
発
の「
オ
オ
サ
カ
・ガ
ー
デ
ン・シ
テ

ィ
」が
で
き
て
か
ら
、西
へ
西
へ
と
開
発

が
広
が
っ
て
い
る
。そ
の
中
で
、平
成
十

一
年
、「
福
島
」
駅（
Ｊ
Ｒ
環
状
線
・
阪

神
）前
に
新
阪
神
ホ
テ
ル
が
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
オ
ー
プ
ン
し
、マ
ン
シ
ョ
ン
や
店
舗
か
ら

な
る
大
規
模
な
ビ
ル
が
出
現
し
た
。こ

う
し
て
福
島
の
東
端
は
、タ
ー
ミ
ナ
ル
シ

テ
ィ
で
あ
る
キ
タ
・
梅
田
の
繁
華
街
的

な
色
合
い
を
強
め
て
き
た
。

新
し
い
イ
タ
リ
ア
ン
や
フ
レ

ン
チ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
が
複
数

の
有
名
雑
誌
に
取
り
上
げ

ら
れ
、Ｊ
Ｒ
東
西
線
が
で
き

て
便
利
に
な
っ
た
こ
と
も

手
伝
っ
て
、訪
れ
る
若
い
人

が
増
え
て
い
る
。し
か
し
実

際
に
は
、「
福
島
」駅
近
く
で
も
、大
通

り
を
渡
り
一
本
筋
を
入
る
と
、昔
な

が
ら
の
路
地
が
入
り
組
ん
で
お
り
、古

き
よ
き
時
代
の
下
町
風
情
が
残
っ
て
い

る
。神
社
も
多
く
、夏
祭
り
の
賑
や
か

な
地
車
囃
子
が
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。

ま
さ
に
ア
ー
バ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
と
い
う
表
現

が
ぴ
っ
た
り
だ
。さ
ら
に
野
田
ま
で
入

り
込
む
と
、戦
災
を
免
れ
た
昭
和
初

期
の
ま
ち
な
み
が
色
濃
く
残
り
、そ
こ

で
の
生
活
を
通
し
て
昔
な
が
ら
の
ぬ
く

も
り
が
世
代
を
超
え
て
引
き
継
が
れ
、

再
生
産
さ
れ
て
い
る
。�

　
こ
の
地
域
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、地

の
人
が
地
の「
ら
し
さ
」を
大
切
に
し
て

い
る
場
所
だ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。野

田
・
福
島
と
い
う
都
心
で
営
ま
れ
る
手

作
り
の
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
を
通
し
て
、私
た

ち
が
何
を
失
い
か
け
て
い
る
の
か
を
教

え
て
も
ら
え
た
よ
う
な
気
が
し
た
。�

（
大
阪
ガ
ス

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所�

研
究
員
）�

�

CEL Dec. 2003

〜
ぬ
く
も
り
の
再
生
産
〜
�

ＪＲ福島駅前の「新阪神ホテル」�

大
阪
を
代
表
す
る
ア
ー
バ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
�

CEL


