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最
近
、大
阪
で
お
し
ゃ
れ
な
若
者
の
関

心
を
集
め
て
お
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
グ

ル
メ
雑
誌
に
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
が
、
堀
江
界
隈
で
あ
る
。
近
年
、
レ

ト
ロ
な
雰
囲
気
の
カ
フ
ェ
・
レ
ス
ト
ラ
ン

や
雑
貨
・
イ
ン
テ
リ
ア
シ
ョ
ッ
プ
が
急
増
し
、

新
た
な
感
覚
の
空
間
づ
く
り
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。�

　
し
か
し
こ
の
界
隈
は
、
も
と
も
と
水
の
都
・
大
阪
を
代
表

す
る
堀
割
の
ま
ち
の
一
画
で
、
元
禄
期
に
開
削
さ
れ
た
堀

江
川
の
誕
生
を
契
機
に
堀
江
新
地
が
開
発
さ
れ
、
茶
屋
や

夜
店
市
、
勧
進
相
撲
な
ど
が
許
可
さ
れ
た
遊
所
で
あ
っ
た
。

廓
の
ま
ち
新
町
と
あ
わ
せ
て
、大
変
な
賑
わ
い
を
み
せ
て
い

た
。
ま
た
、江
戸
時
代
か
ら
材
木
問
屋
や
古
箪
笥
を
扱
う
古

道
具
屋
が
多
く
、
そ
れ
が
転
じ
て
家
具
の
ま
ち
と
し
て
発

展
し
た
歴
史
を
持
つ
。
そ
れ
ら
の
歩
み
を
ベ
ー
ス
に
、
昔
の

店
舗
や
倉
庫
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
り
賃
貸
し
し
た
り
し
て
、

老
舗
と
新
し
い
店
が
共
存
す
る
形
で
、い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ

の
店
が
増
え
て
き
た
。
ま
た
、住
民
の
感
覚
か
ら
生
ま
れ
た

交
流
の
「
場
」
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
、
新
し
い
賑
わ
い
づ
く

り
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
堀
江
は
、
大
阪
を
代

表
す
る
ほ
ど
の
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
に
関
す
る
文
化
の
発
信
地
と
な

っ
た
が
、
そ
こ
に
は
家
具
屋
店
主

た
ち
や
、
こ
の
ま
ち
に
こ
だ
わ
る

住
民
に
よ
る
仕
掛
け
や
冒
険
の
積

み
重
ね
が
あ
っ
た
。�
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か
つ
て
「
水
の
都
」
と
称
え
ら
れ
た
大

阪
の
中
で
も
、
現
在
の
西
区
あ
た
り
は
、

特
に
西
横
堀
か
ら
分
流
し
て
西
に
流
れ

込
む
数
多
く
の
堀
川
が
あ
っ

た
地
域
で
、も
っ
と
も
水
の
都

ら
し
い
景
観
を
誇
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

堀
川
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
一

環
で
つ
く
ら
れ
、堀
か
ら
出
た

土
で
、
新
た
に
土
地
造
成
を

行
っ
た
。
川
を
掘
る
と
交
通

の
便
も
よ
く
な
り
、
商
業
の

町
と
し
て
発
達
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。�

　
ま
ず
秀
吉
時
代
、
大
坂
城

が
造
成
さ
れ
た
の
を
き
っ
か

け
に
、
東
横
堀
の
開
削
が
文

禄
三（
一
五
九
四
）年
に
始
ま

り
、江
戸
時
代
に
入
っ
て
、慶
長
五（
一
六

〇
〇
）
年
に
阿
波
座
堀
と
西
横
堀
が
開

削
さ
れ
た
。
そ
の
後
、道
頓
堀
・
江
戸
堀
・

京
町
堀
・
長
堀
・
立
売
堀
・
海
部
堀
・
薩
摩

堀
と
続
き
、
元
禄
に
入
っ
て
十
　（
　
六

九
八
）年
堀
江
川
が
完
成
し
た
。�
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元
禄
十
　
（
　
六
九
八
）
年
、河
村
瑞

賢
が
堀
江
川
を
開
削
し
、こ
の
川
の
北

側
を
「
北
堀
江
」
、
南
側
を
「
南
堀
江
」

と
通
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幕
府
は
、

堀
江
新
地
繁
栄
の
た
め
、
同
年
末
に
、

茶
屋
株
六
十
八
軒
、煮
売
株
三
十
一
軒
、

水
茶
屋
三
十
一
軒
、
湯
屋
株
五
軒
、
道

者
宿
株
百
一
軒
、髪
結
床
二
十
六
か
所
、

能
舞
台
・
芝
居
各
三
か
所
、他
相
撲
、魚
市
、

青
物
市
な
ど
を
許
し
た
。
実
際
に
ま
ち

が
賑
わ
い
は
じ
め
た
の
は
寛
文
二
年
頃

か
ら
で
、当
初
は
、阿
弥
陀
池
和
光
寺
へ

の
参
詣
人
の
た
め
に
五
軒
茶
屋
が
建
ち
、

茶
立
て
女
を
置
い
て
い
た
。
ま
た
堀
江

が
相
撲
の
定
地
に
な
る
と
、
角
刀
茶
屋

の
名
義
で
色
茶
屋
が
で
き
た
。
和
光
寺

東
門
前
通
り
を
北
へ
曲
が
る
あ
た
り
に

も
四
十
七
軒
の
茶
屋
が
あ
り
「
い
ろ
は

茶
屋
」
と
呼
ば
れ
た
。
以
来
、「
元
禄
以

前
の
古
町
と
、新
地
の
町
と
入
交
り
て
、

追
々
繁
華
の
地（『
摂
津
名
所
図
会
大
成
』

よ
り
）
」
と
な
っ
た
。
北
堀
江
・
南
堀
江

は
問
屋
街
と
し
て
発
展
し
、
北
に
は
北

海
道
産
物
、
薩
摩
方
面
の
問
屋
が
、
南

に
は
藍
玉
、
砂
糖
、
荷
受
、
炭
屋
街
な
ど

が
あ
っ
た
。�

　
そ
の
後
、
北
堀
江
（
当
時
の
北
堀
江

上
通
二
〜
三
丁
目
）
に
は
、明
治
四
（
一

八
七
一
）
年
、堀
江
遊
郭
が
で
き
る
。
大

正
七
（
一
九
一
八
）
年
十
二
月
末
に
は
、

芸
妓
置
屋
十
軒
、
娼
妓
屋
三
軒
、
貸
座

敷
百
七
十
八
軒
で
、芸
妓
五
百
六
十
人
、

娼
妓
七
十
二
人
が
登
録
さ
れ
、
遊
里
と

し
て
賑
わ
っ
た（
『
大
阪
府
全
志
』
）
。
後
、

昭
和
三
十
二
（
一
九
五
七
）
年
四
月
の

売
春
防
止
法
施
行
に
よ
っ
て
解
散
し
、

料
理
屋
、
旅
館
、
下
宿
屋
な
ど
に
転
業

し
た
。�

　
堀
江
に
は
、
土
佐
藩
の
蔵
屋
敷
が
あ

っ
た
。
現
在
の
土
佐
稲
荷
は
、当
時
の
土

佐
藩
蔵
屋
敷
内
に
あ
っ
た
鎮
守
の
神
に

由
来
す
る
。
こ
の
蔵
屋
敷
に
、
水
運
を

利
用
し
て
、材
木
や
和
紙
、鰹
節
な
ど
が

集
ま
っ
た
。
材
木
は
、も
と
も
と
立
売
堀

に
集
ま
っ
て
い
た
が
、の
ち
紀
州
と
土
佐

の
材
木
が
主
力
に
な
っ
た
た
め
、
材
木

堀�

割�

の�

ま�

ち�

主要水路の開削順（「新修大阪市史３巻」より）�
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市
場
は
こ
の
土
佐
蔵
に
沿
う
、西
長
堀
、

北
堀
江
あ
た
り
に
移
っ
た
。
時
代
を
経

る
う
ち
に
、北
堀
江
は
材
木
問
屋
街
に
、

南
堀
江
は
、
特
に
道
頓
堀
川
の
舟
運
が

手
伝
っ
て
、
川
周
辺
の
材
木
屋
の
影
響

も
あ
り
、家
具
屋
が
増
え
て
い
っ
た
。�

　
「
立
花
通
り
」
は
、
南
堀
江
の
中
で

も
家
具
街
と
し
て
有
名
で
、
最
近
で
は

新
し
い
ブ
テ
ィ
ッ
ク
や
雑
貨
店
が
若
者

を
集
め
て
い
る
。
も
と
も
と
は
、「
橘
通

り
」
と
い
う
名
前
で
、
堀
江
新
地
開
発

時
に
付
け
ら
れ
た
。
元
難
波
神
社
御
旅

所
に
橘
姫
を
ま
つ
っ
た
神
社
が
あ
っ
た

こ
と
が
由
来
だ
と
い
う
説
が
あ
る
。
明

治
五
（
一
八
七
二
）
年
の
町
名
分
合
改

称
に
よ
り
一
度
失
わ
れ
た
が
、
昭
和
三

十
四
（
一
九
五
九
）
年
に
そ
の
音
韻
を

と
っ
て
、「
南
堀
江
立
花
通
り
」
と
し
て

復
活
し
た
。�

　
幕
末
の
頃
か
ら
「
道
具
屋
筋
」
と
称

さ
れ
、
明
治
二
十
年
頃
ま
で
は
古
道
具

屋
が
多
く
、
古
箪
笥
を
は
じ
め
、
長
持
・

鏡
台
・
仏
壇
・
戸
障
子
等
建
具
類
・
洋
家
具
・

机
・
椅
子
・
テ
ー
ブ
ル
・
畳
・
屏
風
・
襖
・

硝
子
・
欄
間
職
・
指
物
職
な
ど
、あ
ら
ゆ

る
道
具
類
を
製
造
ま
た
は
販
売
す
る
商

店
が
軒
を
連
ね
て
い
た
。
そ
の
後
、お
い

お
い
家
具
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
て
、

大
正
時
代
か
ら
重
要
物
産
と
な
り
、や

が
て
「
家
具
屋
通
り
」
と
し
て
定
着
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
一
九
六
〇
年

代
の
高
度
経
済
成
長
期
、
持
ち
家
の
増

加
に
伴
い
、
家
具
の
売
り
上
げ
が
著
し

く
伸
び
、
立
花
通
り
は
家
具
の
街
と
し

て
全
国
で
も
有
名
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
徐
々
に
人
通

り
が
減
少
し
、
八
〇
年
代
に
は
、
一
日

中
ほ
と
ん
ど
誰
も
歩
か
な
い
と
い
う
ゴ

ー
ス
ト
タ
ウ
ン
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
郊

外
型
の
家
具
店
の
影
響
も
あ
っ
た
が
、マ

ン
シ
ョ
ン
住
ま
い
や
一
人
暮
ら
し
も
増
え
、

家
具
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
や
便
利
さ
が
重

視
さ
れ
は
じ
め
た
の
に
対
し
て
、
立
花

通
り
の
家
具
店
主
は
、
昔
な
が
ら
の
値

引
き
売
り
中
心
の
商
法
に
と
ど
ま
っ
て

い
た
た
め
、客
が
離
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

八
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長
さ
の
通
り
を

挟
ん
で
四
十
軒
近
く
並
ぶ
家
具
屋
は
頭

を
悩
ま
せ
た
。�

　
「
こ
の
ま
ま
で
は
、街
全
体
が
ダ
メ
に

な
っ
て
し
ま
う
」
、「
引

い
て
な
ん
ぼ
の
家
具

屋
街
で
は
あ
か
ん
」
と
、

商
店
街
（
協
同
組
合
立

花
家
具
秀
会
お
よ
び

立
花
通
商
店
会
）
の
二

代
目
た
ち
は
、一
九
九

一
年
に
「
立
花
通
活

性
化
委
員
会
」
を
設
置
、

立
花
通
り
の
愛
称
を

公
募
し
、千
通
以
上
の

応
募
か
ら
「O

ra
n
g
e
S
tre
e
t

」（
オ

レ
ン
ジ
通
り
）
に
決
定
し
た
。
橘
を
ミ
カ

ン
類
と
解
釈
し
、当
時
有
名
で
あ
っ
た
「
ト

マ
ト
銀
行
」
も
意
識
し
て
分
か
り
や
す

い
名
前
に
し
た
と
い
う
。�

　
そ
の
後
、
大
阪
市
か
ら
の
助
成
金
を

利
用
し
て
、
イ
ン
テ
リ
ア
セ
ミ
ナ
ー
を

開
講
す
る
な
ど
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、

九
二
年
末
に
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
テ

ス
ト
的
に
開
催
し
た
。
約
二
千
人
が
集

ま
っ
た
た
め
恒
例
イ
ベ
ン
ト
化
し
よ
う

と
試
み
、
九
三
年
五
月
か
ら
「
第
二
日

曜
は
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
日
」
と
し
て

定
着
さ
せ
た
。�

●和光寺（阿弥陀池）�

元禄11（1698）年開創。別名「阿弥
陀池」と呼称され、境内および周辺
には、寄席や芝居の席、見世物や物
売りが集まり非常な賑わいをみせた。
（図は「浪花百景」より）�

●立花通り�

●老舗家具店内�
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こ
れ
ら
の
活
動
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、

（
株
）
大
彌
リ
ビ
ン
グ
代
表
取
締
役
社

長
の
能
口
仁
宏
さ
ん
で
あ
る
。
家
業
を

継
ぐ
形
で
立
花
通
り
に
あ
っ
た
倉
庫
を

改
装
し
、イ
ン
テ
リ
ア
シ
ョ
ッ
プ
「
Ｓ
ｃ
ａ

ｌ
ｅ
」（
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
シ
ョ
ッ
プ
）
を
八
六
年

か
ら
オ
ー
プ
ン
さ
せ
て
い
た
。「
イ
ギ
リ

ス
の
ポ
ー
ト
ベ
ロ
ー
や
カ
ム
デ
ン
ロ
ッ
ク

は
家
具
の
街
と
し
て
有
名
で
す
が
、
実

際
に
行
っ
て
み
る
と
日
曜
に
フ
リ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
を
出
し
て
、
家
具
店
が
ア
メ

リ
カ
村
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
、大

き
な
衝
撃
を
受
け
た
ん
で
す
。
大
阪
で
も
、

南
港
の
よ
う
な
行
き
に
く
い
場
所
で
も
、

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
は
大
勢
の
人
が

集
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ウ
チ
で
も
や
っ

て
み
よ
う
と
、『
オ
レ
ン
ジ
ス
ト
リ
ー
ト
』

の
愛
称
を
つ
け
た
後
、
日
曜
に
駐
車
場

を
借
り
切
っ
て
、
各
家
具
屋
は
店
の
前

の
路
上
で
バ
ー
ゲ
ン
セ
ー
ル
を
し
て
、

一
日
間
だ
け
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
開

催
し
て
み
ま
し
た
。
家
具
屋
が
自
ら
、

近
く
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
チ
ラ
シ
を
入
れ

に
行
く
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、端
っ
こ
の
店
ま
で
来
て
も
ら
お
う

と
、ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
し
た
り
、ラ
イ

ブ
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
や
大
道
芸
人
、ジ
ャ

ズ
バ
ン
ド
な
ど
に
、手
弁
当
で
手
伝
っ
て

も
ら
っ
た
り
し
て
、そ
れ
ま
で
ゴ
ー
ス
ト

タ
ウ
ン
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
、一
気
に
二
千

人
近
く
の
お
客
さ
ん
が
集
ま
っ
た
。
そ

れ
で
、四
つ
橋
筋
を
挟
ん
で
隣
接
す
る
、

ア
メ
リ
カ
村
の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の

日
と
も
連
動
さ
せ
な
が
ら
、
恒
例
化
を

目
指
し
ま
し
た
」
。�

　
さ
ら
に
、
九
四
年
か
ら
「
ベ
ス
ト
カ
ッ

プ
ル
コ
ン
テ
ス
ト
」
と
題
し
て
、そ
の
年

に
結
婚
を
予
定
し
て
い
る
ペ
ア
の
写
真

コ
ン
テ
ス
ト
が
開

催
さ
れ
た
。
立
花

通
り
の
家
具
屋

で
多
く
取
り
扱
っ

て
い
た
婚
礼
家

具
の
お
客
さ
ま

で
あ
る
若
い
カ
ッ

プ
ル
へ
、
家
具
の

街
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
と
い
う
試
み
で

あ
っ
た
が
、初
回
か
ら
二
百
二
十
七
組
の

カ
ッ
プ
ル
が
応
募
す
る
と
い
う
人
気
で
、

第
一
〇
回
ま
で
開
催
さ
れ
た
。
九
六
年

に
は
、「
オ
レ
ン
ジ
通
り
家
具
フ
ェ
ス
タ
」

と
し
て
、
各
店
舗
が
新
し
い
メ
ー
カ
ー

や
新
作
を
店
頭
に
メ
イ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
す
る
な
ど
、
単
な
る
家
具
の
見
本
市

よ
り
も
、
一
般
の
お
客
さ
ま
が
楽
し
め

る
工
夫
を
凝
ら
し
た
と
い
う
。
大
阪
市

か
ら
の
助
成
が
あ
る
『
一
商
店
街
一
国

運
動
』
と
し
て
、イ
タ
リ
ア
を
テ
ー
マ
に

イ
タ
リ
ア
製
の
家
具
を
中
心
に
紹
介
し

た
り
、今
年
は
イ
ギ
リ
ス
を
テ
ー
マ
に
、

立
花
通
り
だ
け
で
な
く
南
堀
江
公
園
も

イ
ベ
ン
ト
会
場
に
し
て
開
催
す
る
。
能

口
さ
ん
は
「
手
作
り
の
運
動

の
積
み
重
ね
で
、家
具
屋
の

意
識
も
や
っ
と
変
わ
っ
て
き

た
。
も
ち
ろ
ん
い
ろ
い
ろ
問

題
は
起
こ
り
ま
し
た
。
ラ
イ

ブ
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
で
絵
の

具
を
こ
ぼ
し
て
『
道
を
汚
し

た
』
と
住
民
が
文
句
を
言
っ

て
き
た
り
、つ
か
み
合
い
の

大
喧
嘩
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、

何
と
か
解
決
で
き
る
も
の
で
す
。
や
は
り
、

ま
ち
の
活
性
化
の
た
め
と
い
う
志
が
あ

る
の
で
、継
続
で
き
る
ん
で
す
ね
」
。�

　
そ
の
後
、家
具
店
に
よ
っ
て
は
、扱
う

商
品
展
開
や
店
の
雰
囲
気
を
、
今
日
の

ニ
ー
ズ
に
あ
う
よ
う
一
新
し
て
再
ス
タ

ー
ト
を
切
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
例
え
ば
、

大
和
家
具
で
は
婚
礼
箪
笥
を
置
い
て
い

た
ス
ペ
ー
ス
を
、家
具
と
雑
貨
の
店
「
ア
・

テ
ー
ル
」
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
、後
に
家

具
部
門
だ
け
「
キ
ュ
ー
ビ
ッ
ク
ス
タ
イ
ル
」

と
し
て
分
離
さ
せ
た
の
が
効
を
奏
し
て
、

予
想
以
上
の
人
気
を
集
め
た
。
そ
の
後
、

九
八
年
に
、東
京
発
の
人
気
ブ
テ
ィ
ッ
ク

「
Ａ
・
Ｐ
・
Ｃ
」
が
オ
ー
プ
ン
し
て
か
ら
、

立
花
通
り
に
訪
れ
る
若
者
が
増
え
、
他

の
家
具
屋
も
加
速
度
的
に
、
主
に
東
京

発
の
大
手
資
本
を
誘
致
し
て
ブ
テ
ィ
ッ

ク
や
カ
フ
ェ
に
転
身
を
図
る
と
こ
ろ
が

相
次
い
だ
。
そ
し
て
立
花
通
り
は
、急
激

に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
を
強
め
た
。「
誰
も
通
ら
な
か

っ
た
閑
散
と
し
た
ま
ち
に
、今
で
は
こ
ん

な
に
た
く
さ
ん
の
若
い
人
が
来
て
く
れ

部
分
を
、
実
験
的
に
公
開
ア
ト
リ
エ
や

●能口仁宏さん�

●大和家具による、家具と雑貨の店�
　「ア・テール」�

●ＯＲＡＮＧＥＳＴＲＥＥＴ�

●「オレンジストリートオフィシャ
ルマップ」（上）と「ベストカッ
プルコンテスト」冊子（下）�
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な
に
た
く
さ
ん
の
若
い
人
が
来
て
く
れ

る
の
が
ま
ず
は
嬉
し
い
」
と
い
う
能
口

さ
ん
だ
が
、「
家
具
屋
よ
り
ア
パ
レ
ル
な

ど
を
扱
う
お
店
が
多
く
な
っ
て
、
当
初

は
東
京
か
ら
き
た
新
し
い
商
店
の
ス
タ

ッ
フ
と
地
元
の
人
と
の
交
流
が
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
親
睦
を
深
め
協
力
し
あ
お
う
と

『
堀
江
ユ
ニ
オ
ン
』（
堀
江
街
づ
く
り
活

性
化
連
盟
）
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
タ

ウ
ン
マ
ッ
プ
を
つ
く
り
、ま
ち
の
掃
除
を

す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
い
ま
す
」
と
、

手
作
り
感
を
大
切
に
、

商
店
を
ベ
ー
ス
に
し

た
ま
ち
の
活
性
化
を

目
指
し
て
い
る
。�

　
堀
江
と
い
う
街
は
、「
人
が
住
む
街
」

で
あ
る
た
め
、都
心
で
あ
り
な
が
ら
、独

特
の
な
ご
や
か
な
空
気
が
流
れ
て
い
る

の
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
住
民
発
・

地
元
発
の
大
小
の
試
み
が
、
堀
江
の
多

重
な
文
化
発
信
力
と
な
っ
て
い
る
。�

�

ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
大
阪�

�

　
一
九
九
八
年
の
秋
、
堀
江
公
園
の
前

に
一
軒
の
店
が
で
き
た
。「
ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
大
阪
」

と
称
す
る
そ
の
空
間
は
、
建
物
全
体
を

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
見
立
て
た
も
の
で
、一

階
が
カ
フ
ェ
、二
階
が
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
三

階
が
サ
ロ
ン
。
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ロ
ア
に
、

時
代
を
担
う
若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作

品
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
オ
ー
プ
ン
当

時
は
人
通
り
も
少
な
い
静
か
な
場
所
で

あ
っ
た
が
、こ
の
「
ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
大
阪
」
の
出

現
を
き
っ
か
け
に
、堀
江
に
カ
フ
ェ
ブ
ー

ム
が
起
こ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。�

　
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
の
は
、日
限
萬
里

子
さ
ん
。
一
九
七
〇
年
に
、「
Ｌ

Ｏ
Ｏ
Ｐ
」
と
い
う
小
さ
な
喫
茶

店
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
ア
メ
リ

カ
村
誕
生
の
基
点
に
な
っ
た
こ

と
は
有
名
。
そ
れ
以
降
、
ア
メ

リ
カ
村
や
堀
江
を
中
心
に
展

開
さ
れ
た
「
場
」
の
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
は
、
周
辺
環
境
に
ま
で
影
響

を
与
え
る
も
の
と
し
て
注
目
を
集
め
て

き
た
。
日
限
さ
ん
は
、
三
十
年
近
く
堀

江
で
暮
ら
し
て
い
る
中
で
、
何
か
意
図

し
て
新
し
い
も
の
を
手
が
け
た
の
で
は

な
く
「
自
分
の
住
む
ま
ち
に
欲
し
い
も

の
を
創
っ
た
だ
け
」
と
い
う
。
街
の
住
人

な
ら
で
は
の
感
覚
を
素
直
に
表
現
し
た

と
こ
ろ
か
ら
、
地
域
に
密
着
し
た
独
自

の
あ
た
た
か
い
「
場
」
が
生
ま
れ
た
の
だ

ろ
う
。�

　�

Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ�

�

　
南
堀
江
の
南
端
、西
道
頓
堀
川
沿
い
で
、

倉
庫
の
二
階
が
ア
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
と
し

て
転
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
名
も
「
Ｓ
Ｕ

Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
」
。こ
の
倉
庫
を
所
有
す
る（
株
）

住
友
倉
庫
は
、
自
ら
の
所
有
施
設
を
利

用
し
て
、ア
ー
ト
や
美
術
、演
劇
な
ど
の

育
成
発
信
に
寄
与
し
た
い
と
い
う
方
針
で
、

そ
の
関
連
会
社
で
あ
る
住
倉
興
産
（
株
）

が
管
理
す
る
「
道
頓
堀
倉
庫
」
の
二
階

部
分
を
、
実
験
的
に
公
開
ア
ト
リ
エ
や

展
示
空
間
と
し
て
、
一
九
九
九
年
か
ら

活
用
し
て
い
る
。�

　
現
場
へ
は
、
看
板
を
た
よ
り
に
小
さ

な
鉄
扉
を
く
ぐ
っ
て
敷
地
へ
入
り
、倉
庫

の
外
壁
に
張
り
付
い
て
い
る
階
段
（
三

階
分
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
を
上
が
り

き
る
と
二
階
部
分
に
た
ど
り
着
く
。
こ

の
入
り
口
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
劇

場
的
で
も
あ
り
隠
れ
家
的
で
も
あ
る
。

内
部
も
、柱
や
高
い
天
井
な
ど
、倉
庫
感

た
っ
ぷ
り
の
に
お
い
と
空
気
が
漂
っ
て
い

る
。
こ
の
日
は
大
学
の
写
真
部
の
展
示

会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。�

　
運
営
は
、（
有
）
ク
リ
ー
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー

ズ
が
担
当
。
も
と
も
と
事
務
所
ビ
ル
や

宿
舎
の
清
掃
と
代
替
に
、ビ
ル
の
空
き

室
を
共
同
ア
ト
リ
エ
や
グ
ル
ー
プ
展
の

ス
ペ
ー
ス
と
し
て
確
保
・
提
供
す
る
「
清

掃
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
集
団
で
あ
る
。
倉
庫
の

改
装
や
各
種
設
備
な
ど
の
必
要
経
費
は
、

住
倉
興
産
と
ク
リ
ー
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ

が
共
同
で
ま
か
な
い
、オ
ー
プ
ン
後
は
、

経
理
と
構
造
物
の
維
持
管
理
は
住
友
興

産
、企
画
運
営
は
ク
リ
ー
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー

ズ
が
主
に
担
当
し
て
い
る
。�

　
ク
リ
ー
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
代
表
、川

端
嘉
人
氏
は
、「
住
倉
興
産
の
方
が
、私

た
ち
の
活
動
に
興
味
を
持
っ
て
お
ら
れ
、

声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
き
っ
か

け
で
す
。
も
と
は
倉
庫
で
す
か
ら
、照
明�

●「muse大阪」�

●98年の「Ａ・Ｐ・Ｃ」に続き、99
年（株）サザビーが「アメリカ
ンラグシー」をオープン。�

（写真：右）�
�
●インポートの家具やインテリア
が若者の人気を集めている。�

（写真：左）�

ひ
ぎ
り

ま

り�

こ�



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「
ま
ち
と
新
し
い
も
の
が�

お
互
い
育
っ
て
い
く
関
係
」�

（
株
）エ
ル
ワ
ー
ル
ド
代
表�

空
間
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
　
日
限
萬
里
子�

　
堀
江
は
、『
住
む
ま
ち
』
と
し
て
、と

て
も
魅
力
的
で
す
。
都
心
に
近
い
の
は

も
ち
ろ
ん
、公
園
も
多
く
、道
路
幅
も

広
く
ゆ
と
り
が
あ
る
し
、学
校
も
あ
る
。

夜
、お
酒
を
飲
み
過
ぎ
て
も
、
這
っ
て

で
も
帰
れ
ま
す
し
ね（
笑
）。�

　
四
年
ほ
ど
前
、病
気
で
体
を
壊
し
て
、

こ
の
ま
ち
で
ゆ
っ
く
り
と
過
ご
し
て
い

た
時
に
、「
自
分
の
ま
ち
に
、
自
分
好

み
の
く
つ
ろ
げ
る
カ
フ
ェ
が
欲
し
い
」

と
感
じ
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
堀
江
公
園

の
横
に
三
十
坪
の
空
き
地
が
あ
っ
て
、『
公

園
も
含
め
て
季
節
感
の
あ
る
も
の
を

創
り
た
い
な
あ
』
と
、ふ
と
思
っ
た
ん
で

す
。
ま
た
、『
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
て
も
、

こ
つ
こ
つ
と
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
も
の

創
り
を
し
て
い
る
若
い
人
た
ち
が
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
舞
台
に
も
な
れ
ば
』

と
考
え
ま
し
た
。『m

u
se

（
ミ
ュ
ゼ
）』

と
い
う
の
は
、芸
術
を
つ
か
さ
ど
る
女

神
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
カ
フ
ェ
の
机

や
椅
子
も
、若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作

品
を
使
用
し
、店
で
あ
り
な
が
ら
、全

て
無
名
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
作
品

と
い
う
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
そ
し
て
交
流

の
場
に
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
も
堀
江
公
園
で
行
い
、作
品

を
展
示
し
た
り
、映
像
を
映
し
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
一
部
の
住
民
の
反
対

も
あ
り
ま
し
た
が
、折
り
合
い
を
つ
け

な
が
ら
や
っ
て
い
ま
す
。�

　
デ
ザ
イ
ン
に
関
し
て
の
注
文
は
「
丸

く
て
あ
っ
た
か
い
も
の
」
、「
シ
ン
プ
ル
に
」

と
だ
け
。
店
が
自
己
主
張
し
た
ら
ダ
メ

な
ん
で
す
、お
客
さ
ま
が
死
に
ま
す
か

ら
。
空
間
デ
ザ
イ
ン
を
担
当
し
て
く
れ

た
間
宮
君（
間
宮
吉
彦
氏
）は
、ま
だ

学
生
の
頃
、私
が
ア
メ
リ
カ
村
に
つ
く

っ
た
「
Ｐ
Ａ
Ｌ
Ｍ
Ｓ
」
に
遊
び
に
通
っ
て

き
て
く
れ
た
お
客
さ
ん
で
、ラ
イ
ブ
ハ

ウ
ス
の
「
Ｑ
Ｏ
Ｏ
」
か
ら
一
緒
に
仕
事
を

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
は
無

名
の
ク
リ
エ
ー
タ
ー
が
、自
分
の
と
こ

ろ
か
ら
成
長
し
て
、一
人
前
に
な
っ
て
い

く
の
を
お
手
伝
い
し
た
り
見
守
っ
た
り

と
、ま
さ
に
子
育
て
を
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
ま
ち
と
新
し
い
も
の
が
、お
互

い
に
育
て
あ
う
と
こ
ろ
で
な
い
と
続
か

な
い
と
思
い
ま
す
。
切
り
花
的
に
、映

画
の
セ
ッ
ト
の
よ
う
に
新
し
い
も
の
を

つ
く
っ
て
、そ
こ
で
皆
演
じ
て
、古
く
な

っ
た
ら
つ
ぶ
す
、と
い
う
の
で
な
く
、私

は
ま
ち
に
根
っ
こ
を
生
や
し
て
、ス
タ
ッ

フ
を
育
て
て
い
き
た
い
で
す
ね
。�

　
も
と
も
と
人
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と

が
大
好
き
な
ん
で
す
。
自
分
自
身
も

お
店
も
、
そ
の
時
代
の
『
旬
』
で
あ
る

こ
と
を
大
切
に
し
て
、挑
戦
し
続
け
た

い
で
す
。
そ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
が
、ま

ち
に
も
反
映
し
て
い
く
ん
で
し
ょ
う
ね
。�
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や
音
響
な
ど
の
設
備
が
限
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
広

い
展
示
ス
ペ
ー
ス
と
作
業
場
・
工
房
が

あ
る
の
で
、特
に
当
初
は
、展
示
よ
り
制

作
の
場
と
し
て
活
用
し
て
欲
し
い
と
考

え
て
い
ま
し
た
。
ア
ト
リ
エ
を
持
つ
人

も
少
な
い
し
、
普
段
で
き
な
い
大
き
な

も
の
を
創
っ
て
も
ら
え
ま
す
か
ら
。
展

示
会
な
ど
の
内
容
に
つ
い
て
、
積
極
的

な
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
は
せ
ず
、ほ
と
ん
ど
Ｄ

Ｍ
で
、
こ
れ
ま
で
展
示
し
て
く
れ
た
人

に
見
に
き
て
も
ら
う
と
い
う
、
出
展
者

と
来
客
と
の
質
の
高
い
関
係
づ
く
り
を

目
指
し
て
い
ま
す
。
ま
た
一
年
に
二
回
、

約
四
十
日
間
、
レ
ジ
デ
ン
ス
と
し
て
ア

ト
リ
エ
使
用
し
、
最
後
の
一
週
間
、
発

表
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
実
験
も
繰
り

返
し
て
い
ま
す
」
。
運
営
担
当
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
の
小
野
千
晶
さ
ん
は
「
ジ
ャ
ン

ル
に
と
ら
わ
れ
ず
に
場
を
提
供
し
た
い
。

現
在
で
は
、平
均
一
か
月
で

四
グ
ル
ー
プ（
ま
た
は
四
人
）

の
ペ
ー
ス
で
使
用
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

つ
く
っ
た
作
品
が
評
価
さ

れ
て
、新
進
気
鋭
の
作
家
と

し
て
受
賞
さ
れ
る
人
も
出

て
き
ま
し
た
。
今
、
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
に
と
っ
て
、
発
表
の

場
は
多
す
ぎ
て
混
沌
と
し
て
い
ま
す
が
、

『
Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
』
で
は
、
場
の
付
加
価

値
を
企
画
す
る
と
い
う
意
味
で
、
ア
ー

●アトリエ内。左が小野さん（奥は、キリンアー
トアワード2002で入賞された佐々木愛さん）�

●川端嘉人さん�
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�「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
つ
な
ぐ
」�

堀
江
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
代
表�永

原

達
哉�

　
堀
江
を
紹
介
す
る
サ
イ
ト
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
が
、こ
こ
数
年
、ギ
ャ
ラ

リ
ー
が
増
え
る
中
で
、美
術
や
ア
ー
ト

に
特
化
し
た
サ
イ
ト
が
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
立
ち
上
げ
た
の
が
「
堀
江
ジ
ャ
ン

ク
シ
ョ
ン
」
で
す
。
準
備
期
間
中
は
、ア

ー
ト
ビ
ル
ボ
ー
ド
と
し
て
、い
わ
ゆ
る

掲
示
板
の
よ
う
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
情
報

を
貼
り
付
け
て
い
た
の
で
す
が
、堀
江

に
訪
れ
る
若
者
の
間
で
好
意
的
に
利

用
し
て
い
た
だ
き
、そ
の
情
報
発
信
を

担
う
場
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
つ
く

っ
た
訳
で
す
。
そ
の
中
で
、ギ
ャ
ラ
リ
ー

同
士
は
、お
互
い
ラ
イ
バ
ル
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、そ
の
内
容
を
見
て
い
る
と
、

大
切
に
思
っ
て
い
る
部
分
が
一
緒
だ
と

理
解
し
、ギ
ャ
ラ
リ
ー
合
同
の
展
覧
会

が
で
き
な
い
か
と
企
画
し
た
の
が
「
蒹

葭
堂
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
ト
」
で
す
。
木
村

蒹
葭
堂
と
い
え
ば
、当
時
は
有
名
な
博

学
者
で
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
。
私
財
を
な
げ

う
っ
て
若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
コ
ラ
ボ
レ

ー
シ
ョ
ン
の
場
も
提
供
し
て
い
た
の
で
、

蒹
葭
堂
の
理
念
を
今
に
表
し
た
い
と

い
う
思
い
を
込
め
て
催
し
の
名
前
に
し

ま
し
た
。三
日
間
で
千
人
ほ
ど
の
来
場

が
あ
り
、マ
ス
コ
ミ
に
も
取
り
上
げ
ら

れ
た
こ
と
で
、外
部
か
ら
の
問
い
合
わ

せ
や
依
頼
が
増
え
ま
し
た
。
た
だ
、こ

れ
か
ら
は
、堀
江
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
か
ら

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
成
長
し
て
欲
し
い
と

思
い
ま
す
。�

　
十
年
ほ
ど
前
の
堀
江
は
、ブ
テ
ィ
ッ
ク

も
カ
フ
ェ
も
な
く
、住
人
が
の
ん
び
り
と

暮
ら
せ
る
静
か
な
ま
ち
で
あ
っ
た
。
萬

福
寺
で
子
供
に
英
会
話
を
教
え
て
い
た

と
い
う
永
原
さ
ん
は
、
三
年
前
に
ふ
と

そ
の
変
化
に
気
が
つ
い
た
と
い
う
。「
し

ゃ
が
ん
で
子
供
と
接
し
て
い
る
と
、火
の

つ
い
た
タ
バ
コ
が
目
の
前
を
か
す
っ
た

ん
で
す
。
く
わ
え
タ
バ
コ
で
行
き
来
す

る
人
が
増
え
た
だ
け
で
も
、
子
供
に
と

っ
て
危
な
い
。
近
所
の
ス
ー
パ
ー
に
も
、

昔
は
気
楽
に
ラ
フ
な
格
好
で
行
っ
て
い

た
の
に
、
最
近
で
は
若
い
お
し
ゃ
れ
な

人
た
ち
が
い
る
の
で
気
を
遣
う
。
路
上

駐
車
や
ゴ
ミ
、
落
書
き
も
増
え
て
深
夜

で
も
う
る
さ
い
」
と
、生
活
者
と
し
て
「
正

直
、
暮
ら
し
に
く
く
な
っ
た
」
と
言
う
。

暮
ら
し
て
い
る
人
と
来
街
者
・
遊
び
を

仕
掛
け
る
人
が
、
互
い
の
立
場
を
と
も

に
理
解
し
あ
い
、特
に
後
者
は
、基
本
的�
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テ
ィ
ス
ト
の
一
契
機
と
し
て
試
す
場
所
、

登
竜
門
に
な
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い

ま
す
」
。�

　�
堀
江
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン�

�

　
堀
江
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ギ
ャ
ラ
リ

ー
を
中
心
に
、こ
の
地
域
に
関
わ
る
人

や
場
を
つ
な
ぐ
試
み
が
「
堀
江
ジ
ャ
ン

ク
シ
ョ
ン
」
と
称
し
て
芽
生
え
て
い
る
。

堀
江
に
点
在
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
情
報

提
供
を
主
な
目
的
に
、
連
携
さ
せ
る
こ

と
で
の
発
信
力
の
強
化
と
、
個
々
の
ギ

ャ
ラ
リ
ー
の
独
自
性
を
効
果
的
に
伝
え

る
よ
う
心
が
け
て
い
る
。�

　
こ
の
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
た
永
原
達

哉
さ
ん
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
館
関
連

の
仕
事
を
さ
れ
て
い
て
、
十
年
前
か
ら

堀
江
に
住
ん
で
い
た
が
、二
年
程
前
に
、

ま
ち
が
急
激
に
変
化
し
た
の
と
同
時
に
、

個
性
的
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
増
え
て
い
る

の
に
気
付
い
た
。
若
い
経
営
者
も
多
く
、

そ
の
情
報
発
信
の
お
手
伝
い
が
で
き
れ

ば
と
考
え
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と

い
う
。
ま
ず
二
〇
〇
一
年
夏
に
、堀
江
公

園
の
南
側
に
あ
る
萬
福
寺
の
前
に
『
ア

ー
ト
ビ
ル
ボ
ー
ド
』
と
称
し
た
掲
示
板

を
設
置
し
、各
ギ
ャ
ラ
リ
ー
紹
介
を
し
、

十
二
月
に
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、二
〇
〇
二

年
春
か
ら
は
隔
月
発
行
の
フ
リ
ー
ペ
ー

パ
ー
・
マ
ッ
プ
へ
と
発
信
活
動
を
広
げ
て

い
る
。
こ
の
夏
に
企
画
し
た
イ
ベ
ン
ト
は
、

昔
に
堀
江
で
活
躍
し
た
博
学
者
の
木
村

蒹
葭
堂
か
ら
名
前
を
と
っ
て
「
蒹
葭
堂

ア
ー
ト
フ
ェ
ス
ト
」
と
題
し
て
い
る
。
作

家
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
来
場
者
が
交
流
す

る
お
祭
り
を
目
指
し
て
、「
Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
」

で
共
同
展
示
会
を
開
催
し
た
。�

「
木
村
蒹
葭
堂
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
ト
」
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク�

歴
史
上
の
人
物
を
、今
の
若
い
人
た
ち
に
な
じ
み
や
す
い

イ
ラ
ス
ト
に
お
こ
し
た
。（
当
人
像
イ
ラ
ス
ト
）�

け
ん
か
　
ど
う�

木村 蒹葭堂 （きむら けんかどう）�

�
　江戸期、元文元（1736）年、今の北堀江4丁目あ
たりに生まれた、本草学をはじめ博学多芸の町人学者。
11歳で片山北海に漢学を学び、成人するに及んで
博学多才、詩にすぐれ書に長じ、池大雅に画を習っ
て大雅そっくりの絵を描き、物産本草学（今日の博物学）
に精通、オランダ語やラテン語にも通じた。邸宅は、
図書館であり博物館であり、知識人の一大サロンで
あったという。その邸宅跡碑が、昭和35（1960）年大
阪市によって市立中央図書館南東角に建立されて
いる。�
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な
礼
儀
作
法
を
わ
き
ま
え
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。�

　
こ
の
数
年
の
南
堀
江
は
、日
本
で
も
稀

に
み
る
ほ
ど
の
激
し
い
変
貌
を
遂
げ
た
。

高
い
家
賃
と
ハ
コ
貸
し
（
ブ
ー
ス
ご
と
、

フ
ロ
ア
ご
と
で
は
な
く
建
物
単
位
の
賃
貸
）

と
い
う
条
件
を
受
け
た
大
手
資
本
が
入

っ
て
、人
気
ブ
ラ
ン
ド
で
若
者
を
集
め
て

は
い
る
が
、こ
の
熱
が
冷
め
、撤
退
し
た

後
ど
う
な
る
の
か
。
家
具
屋
を
は
じ
め

と
す
る
店
主
も
、長
い
目
で
場
の
提
供
を

考
え
る
時
に
き
て
い
る
。「
大
家
さ
ん
は
、

金
銭
的
な
こ
と
だ
け
で
な
く
、そ
の
内
容

を
考
え
て
、堀
江
な
ら
で
は
の
ア
ク
セ
ン

ト
の
あ
る
店
づ
く
り
を
試
み
る
必
要
が

あ
る
」
と
い
う
日
限
萬
里
子
さ
ん
の
つ
ぶ

や
き
が
思
い
出
さ
れ
る
。�

　
そ
の
日
限
さ
ん
が
最
近
手
が
け
た
の
が
、

北
堀
江
の
「
Ｃ
Ｏ
Ｒ（
コ
ル
）
」
と
い
う
、

複
合
施
設
で
あ
る
。
こ
の
九
月
に
オ
ー
プ

ン
し
た
ば
か
り
だ
。
も
と
は
古
い
材
木
屋

の
跡
地
で
モ
ー
タ
ー
プ
ー
ル
で
あ
っ
た
二

百
三
十
坪
の
土
地
を
、オ
ー
ナ
ー
さ
ん
が

「
こ
の
地
域
に
還
元
で
き
る
い
い
も
の
を

創
れ
な
い
か
」
と
日
限
さ
ん
に
託
し
た

と
い
う
。「
Ｃ
Ｏ
Ｒ
」
は
『
核
』
と
い
う
意

味
で
、北
堀
江
の
新
た
な
賑
わ
い
を
つ
く

る
核
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。「
若

い
人
に
占
領
さ
れ
て
い
る
南
堀
江
に
対

し
て
、少
し
年
配
の
人
も
意
識
し
な
が
ら
、

グ
レ
ー
ド
の
高
い
も
の
を
置
い
て
い
ま
す
。

紳
士
の
ト
ー
タ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を

提
案
す
る
店
も
出
て
き
ま
し
た
。
韓
国

や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
成
功
し
て
い
る
ブ
ラ

ン
ド
も
、北
堀
江
に
出
店
す
る
こ
と
で
新

た
な
挑
戦
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
」
と
日

限
さ
ん
。
こ
の
精
神
が
北
堀
江
に
新
た

な
波
及
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。�

　
西
道
頓
堀
川
を
隔
て
た
湊
町
に
は
、

七
月
に
「
湊
町
リ
バ
ー
プ
レ
イ
ス
」
が
オ

ー
プ
ン
し
た
。
大
阪
市
が
道
頓
堀
川
水

辺
整
備
事
業
と
連
携
し
て
計
画
し
た
も

の
で
、音
楽
ホ
ー
ル
「
な
ん
ば
Ｈ
ａ
ｔ
ｃ
ｈ
」

と
水
辺
空
間
を
見
下
ろ
す
大
階
段
の
広

場
な
ど
、ミ
ナ
ミ
の
新
し
い
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
、若
者
を
集
め
て
い
る
。
南
堀
江
は

そ
こ
か
ら
歩
い
て
数
分
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る
た
め
、新
た
な
人
の
流
れ
が
で
き
た
。�

　
堀
江
は
、新
地
か
ら
家
具
街
へ
と
発
展
、

そ
し
て
、今
で
は
ビ
ビ
ッ
ド
な
モ
ノ
や
情

報
の
発
信
地
と
し
て
、
日
々
訪
れ
る
人

が
絶
え
な
い
。
そ
の
昔
、堀
江
新
地
の
時

代
は
、
廓
の
ま
ち
で
あ
る
「
新
町
」
と
行

き
来
す
る
客
に
よ
っ
て
盛
り
場
と
な
り
、

今
日
で
は
、隣
接
す
る
ア
メ
リ
カ
村
や
南

船
場
、湊
町
な
ど
と
つ
な
が
り
な
が
ら
、

独
自
の
ま
ち
づ
く
り
や
「
場
」
づ
く
り
が

行
わ
れ
て
い
る
。
栄
枯
盛
衰
を
繰
り
返

し
つ
つ
、時
代
に
よ
っ
て
性
格
は
異
な
る

も
の
の
、隣
接
す
る
ま
ち
と
の
回
遊
性
に

よ
り
栄
え
る
と
い
う
土
地
性
が
、昔
か
ら

現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
家

具
屋
街
が
ベ
ー
ス
と
し
て
あ
る
た
め
、店

構
え
は
変
わ
っ
て
も
、ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

に
関
す
る
文
化
を
発
信
し
続
け
て
い
る

の
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。�

　
こ
こ
に
は
、都
心
に
あ
り
な
が
ら
緑
が

多
く
の
ん
び
り
散
歩
も
で
き
る
、人
が
住

む
ま
ち
な
ら
で
は
の
空
気
感
が
、今
は
何

と
か
残
っ
て
い
る
。
都
市
居
住
が
楽
し
め

る
貴
重
な
場
と
し
て
、も
っ
と
見
直
さ
れ

る
べ
き
地
域
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、消
費

を
あ
お
る
場
と
し
て
で
は
な
く
、暮
ら
し

の
楽
し
み
を
演
出
す
る
新
旧
の
装
置
が

あ
る
、
堀
江
自
身
の
雰
囲
気
を
最
大
の

魅
力
と
し
て
、
来
街
者
も
そ
の
雰
囲
気

を
壊
さ
な
い
よ
う
に
気
を
遣
い
た
く
な

る
よ
う
な
、上
質
の
『
ま
ち
格
』
を
抱
く
、

ま
ち
づ
く
り
が
望
ま
れ
る
。�
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●北堀江にオープンした「ＣＯＲ」�

●まちの歴史的な歩みを今にとどめる「ランマ」屋�


