
「
地
上
の
星
」

中
開
３
丁
目
付
近
に
て
撮
影
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西
成
に
は
じ
め
て
公
営
住
宅
が

で
き
る
ま
で

　

ゆ
～
と
あ
い
の
あ
る
西
成
区
北
西
部
に

は
、
現
在
44
棟
１
５
５
７
戸
の
市
営
住
宅

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
然
に
建
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
住
宅
獲
得
闘
争
と

い
う
西
成
の
歴
史
が
あ
る
。
今
か
ら
約
60

年
前
の
１
９
５
９
年
３
月
、
出
城
３
丁
目

に
最
初
の
公
営
住
宅（
出
城
第
１
住
宅
80

戸
）が
で
き
た
。
こ
の
頃
、
バ
ラ
ッ
ク
小
屋

居
住
者
や
地
域
住
民
が
団
結
し
て
住
宅
要

求
期
成
同
盟
を
結
成
し
、
住
環
境
改
善
を

自
治
体
に
訴
え
公
営
住
宅
の
建
設
を
実
現

し
て
い
っ
た
。

　
『
焼
土
の
街
か
ら
～
西
成
の
部
落
解
放

運
動
史
』
に
は
、「
国
道
建
設
に
際
し
て
バ

ラ
ッ
ク
住
民
を〝
不
法
占
拠
〟で
あ
る
と
立

ち
退
き
を
求
め
る
」
大
阪
市
と「
立
ち
退
い

て
も
次
に
行
く
家
は
な
い
ん
や
か
ら〝
家

よ
こ
せ
〟の
運
動
せ
な
あ
か
ん
。
同
じ
こ
と

で
困
っ
て
い
る
人
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
い

る
」
と
立
ち
上
が
る
住
民
の
様
子
、
ま
た
、

生
活
事
情
を
よ
く
知
る「
地
域
」
が
窓
口
と

な
っ
て
入
居
希
望
者
の
自
主
的
な
選
考
を

行
っ
た
り
、
家
賃
も
月
額
９
０
０
円
に
決

定
し
た
り
す
る
な
ど
、
地
域
住
民
の
自
治

力
を
活
か
し
た
住
宅
運
営
が
整
っ
て
い
く

過
程
が
記
さ
れ
て
い
る
。
公
営
住
宅
に
も

家
賃
減
免
制
度
を
適
用
す
る
、
当
時
の
大

阪
市
行
政
の
懐
の
深
さ
も
あ
っ
た
。

　

同
和
対
策
審
議
会
答
申（
１
９
６
５
年
）

や
同
和
対
策
特
別
措
置
法（
１
９
６
９
年
）

を
背
景
に
、
住
民
自
治
重
視
の
公
営
住
宅

の
建
設
・
運
営
は
進
展
し
た
。
と
こ
ろ
が

１
９
９
０
年
代
に
入
る
と
家
賃
滞
納
者

や
事
故
入
居
者
な
ど
の
問
題
が
見
過
ご

せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
き
た
。
西
成
で
は

１
９
９
３
年
に
住
宅
ご
と
に
「
住
宅
入
居

者
組
合
」を
結
成
。
居
住
者
相
互
で
責
任
を

負
い
な
が
ら
、
入
居
後
の
よ
り
よ
い
生
活

の
実
現
と
個
々
の
問
題
解
決
に
向
け
た
取

り
組
み
を
大
阪
市
と
の
協
議
を
通
じ
て
進

め
て
き
た
。
１
９
９
８
年
の
「
応
能
応
益
」

家
賃
制
度
導
入
の
際
に
も
そ
の
必
要
性
を

認
め
、
他
方
で
住
宅
家
賃
減
免
制
度
は
真

に
必
要
と
す
る
人
に
は
適
用
し
つ
つ
も
、

居
住
者
の
理
解
を
得
な
が
ら
徐
々
に
家
賃

制
度
を
改
正
し
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
同
和
対
策
事
業
の
終
焉

（
２
０
０
２
年
）と
同
時
に
、
住
民
主
体
の

管
理
運
営
か
ら
大
阪
市
の
管
理
運
営
に
移

行
し
た
。
そ
し
て
い
ま
、大
阪
市
内
す
べ
て

の
市
営
住
宅
で
は〝
大
阪
市
の
抽
選（
通
称

2 0 1 8 年 １ 月 か ら ゆ ～ と あ い は 居 住 支 援 法 人 の な か ま 入 り 。
ま ち の 人 の 相 談 の 中 で「 こ の ま ち の 公 営 住 宅 や 古 い 木 造 住 宅
を も っ と 活 か さ な き ゃ 。」そ ん な 気 持 ち が ふ つ ふ つ あ ふ れ て く
る 。ヒ ン ト を 探 し に い ろ ん な と こ へ 、い ろ ん な ひ と に 。

① 西成の公営住宅
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話
せ
な
い
人
も
い
た
。
そ
ん
な
状
況
で
ど

う
や
っ
て
、
住
宅
の
自
治
ル
ー
ル
を
教
え

た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
ぶ
っ
つ
け

本
番
で
、
し
っ
か
り
話
も
聞
け
な
い
し
、
気

に
せ
な
あ
か
ん
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
。

も
う
ち
ょ
っ
と
丁
寧
に
つ
な
げ
な
い
も
ん

か
な
？

 

Ｃ
さ
ん
：
自
治
会
役
員
は
管
理
人
と
ち
ゃ

  

う
住
宅
に
住
み
た
い
と
思
っ
て
、
地
域
活
動

に
参
加
し
て
、入
る
こ
と
が
で
き
た
。
地
域

と
み
ん
な
で
獲
得
し
た
住
ま
い
や
か
ら
、

ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
い
こ
う
と
住
宅
の
役
員

も
や
っ
て
き
た
。
で
も
、今
は
自
治
会
の
総

会
を
開
い
て
も
出
て
く
る
人
は
ど
ん
ど
ん

減
る
し
、
新
し
く
入
っ
て
き
た
住
民
さ
ん

の
中
に
は
、
会
長
・
連
絡
員
と
か
住
宅
の
役

員
を〝
管
理
人
〟と
勘
違
い
し
て
い
る
人
も

い
る
。
な
ん
で
も
か
ん
で
も「
役
員
の
責
任

で
し
ょ
？ 

自
治
会
費
や
共
益
費
払
っ
て
ん

ね
ん
か
ら
、
あ
ん
た
ら
の
仕
事
で
し
ょ
？
」

み
た
い
に
。
自
治
会
長
や
連
絡
員
は
管
理

人
と
違
う
こ
と
ぐ
ら
い
は
、入
る
前
に
ち
ゃ

ん
と
伝
え
と
い
て
も
ら
う
か
、
入
る
時
に

「
ガ
ラ
ガ
ラ
ポ
ン
」）〟で
新
た
な
入
居
者
を

選
定
し
、〝
応
能
応
益
の
家
賃
制
度
〟が
適

用
さ
れ
て
い
る
。

公
営
住
宅
今
昔
物
語

　

西
成
に
初
め
て
公
営
住
宅
が
建
っ
て
か

ら
59
年
、
様
々
な
課
題
が
出
て
き
て
い
る
。

公
営
住
宅
が「
貧
困
の
一
方
通
行
現
象
」
の

装
置
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
昨
今
、

も
う
ち
ょ
っ
と
話
を
で
き
る
仕
組
み
が
な

い
と
、
自
治
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
ど
ん
ど

ん
希
薄
化
し
て
く
る
と
思
う
。
法
定
点
検

の
業
者
リ
ス
ト
と
か
、
役
所
で
決
め
た
カ

チ
カ
チ
の
管
理
に
関
す
る
情
報
は
放
っ
て

お
い
て
も
知
ら
せ
て
く
る
の
に
、「
住
民
同

士
の
こ
と
は
住
民
同
士
で
」
と
阿
倍
野
は

何
も
教
え
て
く
れ
な
い
。

ゆ
～
と
あ
い
に
つ
な
げ
る

　

ゆ
～
と
あ
い
で
は
、
家
賃
の
減
免
相
談
、

入
居
希
望
者
の
相
談
、
自
治
会
業
務
の
代

行
を
引
き
受
け
る
こ
と
も
あ
る
。
行
政
に

任
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
と
は
違
う

手
段
で
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
公
営
住
宅
に

こ
だ
わ
り
、
住
民
同
士
の
互
助
づ
く
り
や

自
治
応
援
に
取
り
組
み
、「
こ
の
住
宅
に
、

地
域
に
住
ん
で
よ
か
っ
た
」
と
住
民
が
思

え
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

　

ヒ
ア
リ
ン
グ
が
で
き
た
お
三
方
は
、
住

宅
が
で
き
た
経
過
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
住
宅
の
こ
と
、
そ
こ
に
住
む

住
民
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ

住
民
同
士
の
つ
な
が
り
も
希
薄
に
な
り
自

主
的
な
自
治
運
営
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
公
営
住
宅
で
の
く
ら
し
の
今
昔
を

知
る
お
三
方
に
、
今
の
状
況
を
た
ず
ね
て

み
た
。

 

Ａ
さ
ん
：
住
民
一
人
ひ
と
り
が
責
任
を
も

  

つ
の
が
自
治
会

１
９
６
７
年
か
ら
市
営
住
宅
に
入
居
し
、

建
て
替
え
な
ど
も
経
験
し
、
何
度
か
引
っ

越
し
て
る
が
、
ず
ー
っ
と
連
絡
員
や
住
宅

自
治
会
長
み
た
い
な
役
を
や
っ
て
い
る
。

昔
は
地
域
の
活
動
に
参
加
し
な
い
と
住
宅

に
入
れ
な
い
か
ら
、
入
居
し
た
い
人
は
積

極
的
に
活
動
に
参
加
し
た
。
そ
ん
な
活
動

を
や
っ
て
る
と
入
居
前
か
ら
自
然
と
顔
な

じ
み
に
な
っ
て
た
し
、
自
分
た
ち
の
家
と

い
う
意
識
を
持
っ
て
共
用
部
分
の
掃
除
と

か
を
一
緒
に
や
っ
て
い
た
。
当
時
の
入
居

者
が
高
齢
化
し
て
い
る
の
も
あ
る
が
、で
も
、

大
阪
市
が（
住
宅
に
）入
る
人
を
決
め
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
の
入
居
者
に
そ
の
意
識

は
な
い
と
思
う
。
家
賃
制
度
が
変
わ
っ
て

か
ら
、
役
員
を
担
っ
て
く
れ
そ
う
な
人
は

３
年
ぐ
ら
い
経
つ
と
出
て
い
く
し
、
自
治

の
一
方
で
「
い
つ
ま
で
も
自
分
た
ち
が
で

き
な
い
」と
い
う
不
安
も
あ
る
。

　

大
阪
市
内
の
市
営
･
府
営
住
宅
の
管
理

戸
数
は
約
12
万
戸
。
全
国
で
２
０
０
万
戸
。

公
営
住
宅
に
お
け
る
貧
困
・
孤
立
の
問
題

は
、西
成
だ
け
で
な
く
全
国
に
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
い
ろ
ん
な
ヒ
ン
ト
が
各
地
に
あ

る
は
ず
。
そ
ん
な
ヒ
ン
ト
を
探
す
新
コ
ー

ナ
ー
の
ス
タ
ー
ト
に
し
た
い
。

文
責
：
西
田
吉
志
・
田
岡
秀
朋

役
員
の
バ
ト
ン
を
い
つ
ま
で
も
渡
せ
な
い

ま
ま
。
寝
る
前
に
は
住
宅
を
一
周
し
て
、洗

濯
物
が
３
日
も
同
じ
や
っ
た
ら
、
連
絡
し

た
り
、
訪
ね
た
り
、
近
所
の
人
と
た
ま
に
は

ご
飯
の
お
す
そ
分
け
を
し
た
り
、
自
分
な

り
に
な
ん
と
か
横
の
つ
な
が
り
が
で
け
へ

ん
か
考
え
て
る
け
ど
。
そ
ん
な
こ
と
を
自

主
的
に
す
る
人
は
い
る
ん
や
ろ
か
。

  

Ｂ
さ
ん
：
ペ
ラ
ペ
ラ
１
枚
は
ど
な
い
か
な

  

ら
ん
か

住
宅
に
住
ん
で
35
年
。「
ガ
ラ
ガ
ラ
ポ
ン
」

に
な
っ
て
か
ら
、
住
宅
の
こ
と
に
は
無
関

心
で
自
分
の
こ
と
し
か
言
わ
な
い
人
が
多

く
な
っ
た
。
ゴ
ミ
置
き
場
や
共
用
部
の
掃

除
は
自
分
た
ち
で
や
っ
て
い
く
も
の
だ
と

い
う
認
識
が
な
さ
そ
う
。
せ
め
て
、阿
倍
野

（
阿
倍
野
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
）が
入
居
前

に
、
し
っ
か
り
伝
え
て
く
れ
な
い
と
困
る
。

個
人
情
報
保
護
が
大
切
な
の
は
わ
か
る
け

ど
、
い
ま
は「
〇
月
〇
日
に
〇
号
室
に
○
○

さ
ん
が
そ
ち
ら
の
住
宅
で
居
住
さ
れ
ま
す
」

と
一
報
が
あ
る
だ
け
で
、
連
絡
員
の
私
の

家
に
ペ
ラ
ペ
ラ
の
紙
１
枚
を
持
っ
て
入
居

者
が
あ
い
さ
つ
に
来
る
だ
け
。
日
本
語
が
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[ 沖田一志 ] テレホンカードって覚えてます？公
衆電話で使うとすぐ切れると事務所に来訪のお婆
ちゃんから預かりました。今度、試してから返却
する予定。公衆電話ってどこにあったっけ・・・？

[佐々木敏明 ]  
倒木が根を見せ恥辱の台風
災いの日にも変わらぬ鉦叩き
決めかねて今宵の主食秋刀魚とす

[ 田岡秀朋 ]   長男の運動会。控えめな組体操が復
活していた。生徒からやりたいと言ったらしい。
ヒヤヒヤは少ないけど、楽しめた。

西成にもまだまだ発掘されていない文化資源・社会資源は存在するはず。これら西成産
のモノやコトを「にしなりもん」と名づけ、その由来やエピソードを辿っていきます。

ゼ
ッ
ト
ば
ァ
ー
の

あ
る
商
店
街

で
あ
る
。
1
9
6
0
年
代
に
阪
神
高
速
道
路

建
設
の
た
め
に
十
三
間
堀
川
は
埋
め
立
て
ら

れ
、そ
れ
と
共
に
橋
も
撤
去
さ
れ
た
。

　

1
0
0
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ
鶴
見
橋
商

店
街
に
は
今
、
ど
ん
な
お
店
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
続
い
て
記
念
す
べ
き
1
店
目
を
ご
紹

介
！

 

商
店
街
の
新
し
い
顔 

 

―
―
ゼ
ッ
ト
ば
ァ
ー
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い 

　

鶴
見
橋
商
店
街
に
は
十
年
以
上
前
か
ら
あ

る
お
店
が
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
第
1
回
目
は

今
年
６
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
ば
か
り
の
お
店

を
紹
介
し
よ
う
。
鶴
見
橋
商
店
街
3
番
街
に

あ
る
、
お
店
の
名
前
は
﹁
ゼ
ッ
ト
ば
ァ
ー
﹂。

中
に
入
る
と
カ
ウ
ン
タ
ー
が
7
席
あ
り
、
80

年
代
の
洋
楽
が
レ
コ
ー
ド
で
流
れ
る
、お
し
ゃ

れ
な
雰
囲
気
の
バ
ー
。
オ
ー
ナ
ー
は
須
藤
健

治
さ
ん
。
以
前
に
も
飲
食
店
を
営
ん
で
い
た

が
、
今
年
６
月
に
西
成
で
店
を
経
営
す
る
こ

と
に
。
取
材
を
依
頼
す
る
と
、快
く
受
け
て
く

れ
た
。

　

と
り
あ
え
ず
飲
み
物
を
注
文
す
る
。
グ
ラ

ス
ご
と
キ
ン
キ
ン
に
冷
え
た
ビ
ー
ル
が
な
ん

と
も
い
え
な
い
。︵
取
材
の
た
め
に
飲
ん
で
い

ま
す
。︶オ
ス
ス
メ
の
料
理
は﹁
か
す
入
り
の

焼
き
そ
ば
﹂と
の
こ
と
。
最
近
は
か
す
が
入
っ

た
料
理
を
出
す
お
店
が
少
な
い
の
で
、
か
す

を
食
べ
る
機
会
が
少
な
く
な
っ
た
。
い
た
だ

く
こ
と
に
。

　

焼
き
そ
ば
が
で
き
る
の
を
待
っ
て
い
る
間
、

隣
の
席
の
常
連
さ
ん
が
話
し
か
け
て
き
て
く

れ
た
。
オ
ー
プ
ン
当
時
か
ら﹁
ゼ
ッ
ト
ば
ァ
ー
﹂

に
通
っ
て
い
て
、
こ
の
店
の
応
援
団
長
だ
そ

 

鶴
見
橋
商
店
街
の
歴
史 

　

西
成
区
に
は﹁
玉
出
商
店
街
﹂﹁
津
守
商
店

街
﹂﹁
萩
之
茶
屋
商
店
街
﹂な
ど
、た
く
さ
ん
の

商
店
街
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
最
も
大
き

い
の
が﹁
鶴
見
橋
商
店
街
﹂。
こ
の
コ
ー
ナ
ー

で
は
鶴
見
橋
商
店
街
に
あ
る
お
店
な
ど
を
紹

介
し
て
い
き
た
い
。

　

商
店
街
は
国
道
26
号
線
沿
い
の
地
下
鉄
花

園
町
駅
の
北
側
か
ら
阪
神
高
速
堺
線
津
守
出

入
り
口
付
近
ま
で
の
東
西
約
1
キ
ロ
を
一
直

線
に
つ
な
い
で
い
る
。
約
1
0
0
m
お
き
に

東
か
ら
８
つ
の
番
街
に
区
切
ら
れ
て
お
り
、

市
内
で
は
北
区
の
天
神
橋
筋
商
店
街
に
次
ぎ

２
番
目
の
長
さ
を
誇
る
商
店
街
だ
。

　

鶴
見
橋
商
店
街
の
歴
史
は
1
9
0
9
年

ま
で
遡
る
。
大
日
本
紡
績
木
津
川
工
場
が

操
業
を
開
始
し
、
鶴
見
橋
に
従
業
員
向
け
の

社
宅
が
建
て
ら
れ
る
と
、1
9
2
0
年
代
後

半
に
は
工
場
従
業
員
の
通
勤
路
、
と
き
に

う
だ
。
名
前
は﹁
け
い
じ
さ
ん
﹂
と
い
っ
て
、

自
身
も
昔
飲
食
店
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
あ

り
、
須
藤
さ
ん
の
人
柄
と
お
店
が
気
に
入
っ

て
常
連
に
な
っ
た
そ
う
。
ち
な
み
に
本
誌﹃
な

び
﹄を
よ
く
読
ん
で
く
れ
て
い
る
ら
し
い
。

　

そ
ん
な
話
を
し
て
い
る
う
ち
に﹁
か
す
入
り

焼
き
そ
ば
﹂が
完
成
。
ソ
ー
ス
と
か
す
の
香
り

が
食
欲
を
そ
そ
る
。
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
の
キ
ャ
ベ

ツ
と
甘
め
の
ソ
ー
ス
に
が
か
か
っ
た
、か
す
の

旨
味
が
ビ
ー
ル
に
よ
く
合
う
。
お
酒
を
飲
ま
な

い
人
も
、ご
は
ん
に
よ
く
合
う
の
で
オ
ス
ス
メ
。

　

メ
ニ
ュ
ー
は
他
に
も
お
好
み
焼
き
や
ト
ン

平
焼
き
な
ど
鉄
板
焼
き
メ
ニ
ュ
ー
が
豊
富
。
お

持
ち
帰
り
で
き
る
が
、お
好
み
焼
き
は
焼
く
の

に
時
間
が
か
か
る
の
で
、少
し
余
裕
を
も
っ
て

待
っ
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
。

　

軽
く
飲
み
た
い
と
き
、が
っ
つ
り
食
べ
た
い

と
き
に
も
オ
ス
ス
メ
の﹁
ゼ
ッ
ト
ば
ァ
ー
﹂。
お

い
し
い
お
酒
と
料
理
を
堪
能
し
て
み
て
ほ
し
い
。

ゼ
ッ
ト
ば
ァ
ー

住
所

：

大
阪
市
西
成
区
鶴
見
橋
1
丁
目
17

－

14

電
話

：0
6
-7
1
8
1
-0
1
9
3

営
業
時
間

：

15

：

00
～
O
P
E
N

定
休
日

：

第
２
・
第
4
水
曜
日

は
社
交
場
と
し
て
商
店
街
が
形
成
さ
れ
た
。

1
9
4
2
年
の﹁
花
園
町
駅
﹂の
開
業
に
よ
り

交
通
の
便
が
良
く
な
り
、
遠
方
か
ら
の
買
い

物
客
が
増
加
、﹁
心
斎
橋
筋
商
店
街
﹂﹁
天
神
橋

筋
商
店
街
﹂
と
並
ぶ﹁
大
阪
三
橋
﹂
と
称
さ
れ

る
ま
で
に
発
展
し
た
。
1
9
6
2
年
に
は
１

番
街
か
ら
８
番
街
ま
で
ア
ー
ケ
ー
ド
が
設
置

さ
れ
、現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に﹁
鶴
見
橋
﹂と
い
う
名
前
の
由
来

は
、
８
番
街
の
先
に
流
れ
て
い
た
十
三
間
堀

川
に
架
か
っ
て
い
た
橋
の
名
前
。
木
津
川
工

場
が
建
設
さ
れ
た
付
近
に
架
け
ら
れ
た
こ
の

橋
か
ら
は
鶴
の
飛
来
が
よ
く
見
ら
れ
た
そ
う
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[ 寺島史視 ]11 月 16 日に「ゆ～とあい寄席」を
開催します。なんと落語家数名をゆ～とあいに呼
んでいます。みんなで一緒に楽しみませんか、きっ
と会場全体が『大笑い』で満たされるはず。

あ
と

ハ
ナ
レ
バ
ナ
レ
に
な
っ
た
人
と
ま
ち
。

く
ら
し
の
窓
か
ら
、紡
ぐ
ヒ
ン
ト
を
探
し
て
み
る
。

[ 谷口円 ] 体育会系の友人が「歳と共に身体能力
が落ちることが辛い」と話していて、文化系の私
は目から鱗でした。身体能力がアイデンティティ
の場合、加齢とどう共存したら良いのでしょう。

[ 安田拓也 ] お茶の世界に触れた。作法から道具
や茶室建築に至るまで、格<真 ･行 ･草>がある。
<まねる ･くずす ･やつす >のように、日本人の
外来文化への受容の有り方が伺える。らしい。

[ 西田吉志 ] この前、家族で京都府京丹後市琴引
浜に行ってきた。海水浴は時期じゃなかったので
子どもと砂遊び。日本海の海って透き通っていて
ほんとに綺麗。

こ
の
ま
ち
に
面
白
い〝
あ
と
〞を
見
つ
け
た
。
写
真
は
、さ
も

現
代〝
ア
ー
ト
〞の
よ
う
に
、青
空
に
そ
び
え
立
つ
白
い
キ
ャ

ン
パ
ス
に
描
か
れ
た「
あ
と
の
風
景
」。

　

見
て
お
分
か
り
の
通
り
、も
と
も
と
は
２
階
建
の
切
妻
屋
根
の
木
造
建

物
。実
は
写
真
の
建
物
を
含
め
て
手
前
に
５
軒
が
続
く
連れ

ん
と
う棟

長
屋
だ
っ
た
。

そ
の
１
軒
が
使
い
勝
手
の
良
い
よ
う
に
陸
屋
根
の
３
階
建
て
へ
と
増
築
、

そ
の
後
に
写
真
手
前
に
連
な
っ
た
４
軒
が
解
体
さ
れ
、無
く
な
っ
た
壁
は

補
強
し
な
が
ら
ブ
ロ
ッ
ク
を
積
ん
で
新
た
な
壁
を
作
っ
た
よ
う
だ
。因
み

に
上
か
ら
出
て
い
る
ツ
ノ
は
屋
上
へ
上
が
る
た
め
の
階
段
の
屋
根
で
あ
る
。

　

少
し
昔
の
写
真
を
眺
め
な
が
ら
そ
の
背
景
を
想
う
。ど
う
も
５
軒
と
も

軒
先
に
テ
ン
ト
を
こ
し
ら
え
た
店
舗
だ
っ
た
よ
う
で
、通
り
の
他
の
お
店

を
見
る
と
小
さ
な
商
店
街
だ
っ
た
の
が
想
像
で
き
る
。た
だ
時
代
の
煽
り

を
受
け
て
閉
店
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
中
、角
地
だ
っ
た
こ
の
1
軒
が
生
き

残
り
、今
も
１
階
で
居
酒
屋
を
営
ん
で
い
る
よ
う
。
通
り
に
は
歯
抜
け
に

な
っ
た
長
屋
が
他
に
も
ポ
ツ
ポ

ツ
と
残
る
。

　
〝
跡
〞も〝
痕
〞も
過
去
の
落
と

し
も
の
だ
と
す
る
と
、そ
こ
か

ら
起
源
を
辿
り
、そ
し
て〝
後
〞

へ
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
る
大
切
な

記
憶
。

（
安
田
拓
也
）

磯 拓哉（いそ たくや）さん
　地域の青年部活動で部長を務める磯さんは、普段は、浪速区湊町で会社の経営を
サポートする仕事をしています。趣味は、野球、ダーツ、落語などと多彩。料理も時々
するそうです。特に落語は小学生の時から好きだそうで、１１月１６日にゆ～とあ
いで開催される「寄席」に「桂ちょうば」さんが来るのを楽しみにしているそうです。
　子どもと遊ぶことも好きなので、地域の子どもたちとの関わりがつくれる活動を
していきたいという意気込みも聞かせてくれました。今回は「これからの活躍に期
待大」なおとなりさんをご紹介しました。

長屋が切り離された「あとの風景」

　
今
号
か
ら
隔
月
で
コ
ラ
ム
を
受
け
持
つ
こ

と
に
な
り
、
故
筑
紫
哲
也
氏
に
あ
や
か
っ
て

タ
イ
ト
ル
の
一
部
を
拝
借
し
ま
し
た
。
今
後

と
も
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
今
年
（
２
０
１
８
年
）
は
明
治
元
年
か
ら

数
え
て
一
五
〇
年
に
な
る
。
こ
の
「
明
治

一
五
〇
年
」
を
一
つ
の
き
っ
か
け
に
し
て
、

最
近
、
主
に
保
守
陣
営
が
盛
ん
に
憲
法
を
議

論
し
て
い
る
。
と
く
に
歴
史
に
名
を
残
し
た

い
現
首
相
は
な
ん
と
し
て
も
改
憲
し
た
い
よ

う
だ
が
、
市
民
レ
ベ
ル
の
議
論
は
い
ま
一
つ

盛
り
上
が
り
に
欠
け
て
い
る
よ
う
だ
。

　
実
は
、
こ
の
一
五
〇
年
の
間
に
市
民
レ
ベ

ル
も
含
め
て
憲
法
論
が
非
常
に
盛
ん
だ
っ
た

時
期
が
２
回
（
明
治
の
自
由
民
権
運
動
期
と

第
２
次
世
界
大
戦
直
後
の
時
期
）
あ
る
。
今

回
は
、『
五
日
市
憲
法
』
を
紹
介
し
つ
つ
、

明
治
の
自
由
民
権
運
動
期
に
提
起
さ
れ
た
市

民
レ
ベ
ル
の
憲
法
案
で
あ
る
「
五
日
市
憲
法
」

と
昨
今
の
改
憲
案
を
可
能
な
範
囲
で
比
較
し

て
み
た
い
と
思
う
。
内
容
は
主
に
三

つ
―
―
①
著
者
の
「
五
日
市
憲
法
」
と

の
出
会
い
、
②
五
日
市
憲
法
の
内
容
、

③
五
日
市
憲
法
草
案
の
執
筆
者
で
あ

る
千
葉
卓
三
郎
の
人
物
像
に
分
け
ら

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
②
と
③
に
焦
点

を
当
て
て
い
き
た
い
。

　
五
日
市
憲
法
草
案
の
特
色
は
「
思

想
・
言
論
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
考

え
方
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
第
51
条
に
は
、

「
思
想
・
言
論
の
自
由
」
が
「
万
事
ニ
ツ
キ

予
メ
検
閲
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
」
保
障
さ
れ

る
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
何
を
」「
ど
の
様
に
」

考
え
、
語
る
の
か
、
は
「
自
由
に
」
出
来
る

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
現
行
の
日
本
国
憲
法

に
お
い
て
も
検
閲
の
禁
止
は
謳
わ
れ
て
い
る

が
、い
わ
ゆ
る「
共
謀
罪
」法
案
の
可
決
な
ど
、

「
思
想
・
表
現
の
自
由
」
を
抑
圧
す
る
動
き

が
加
速
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
民
党
の
憲

法
「
改
悪
」
草
案
の
第
19
条
（
思
想
・
良
心

の
自
由
）
や
第
21
条
（
表
現
の
自
由
）
に
お

け
る
思
想
・
良
心
の
自
由
や
表
現
活
動
及
び

結
社
の
制
限
へ
の
指
向
と
パ
ラ
レ
ル
な
も
の

だ
ろ
う
。

　
逆
に
言
え
ば
、
明
治
と
い
う
時
代
に
あ
っ

て
、
起
草
者
・
千
葉
卓
三
郎
が
持
っ
て
い
た

思
想
・
言
論
の
自
由
に
対
す
る
認
識
は
傑
出

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
草
案

も
「
天
皇
」
の
聖
性
を
自
明
な
も
の
と
み
な

し
、
憲
法
を
超
越
し
た
存
在
と
し
て
規
定
し

て
い
る
点
で
は
、
時
代
の
制
約
を
大
き
く
受

け
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
で
は
、
千
葉
卓
三
郎
と
は
ど
の
様
な
人
物

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
１
８
５
２
年
に
生

ま
れ
、
享
年
31
歳
（
１
８
８
３
年
）
と
い
う

短
い
生
涯
の
間
に
、
五
日
市
憲
法
の
起
草
と

い
う
後
世
に
残
る
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
こ
の

千
葉
卓
三
郎
な
る
人
物
、
な
か
な
か
面
白
い

経
歴
の
持
ち
主
で
、
儒
学
、
医
学
、
国
学
、

ギ
リ
シ
ア
正
教
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
派
、
フ

ラ
ン
ス
語
等
の
語
学
学
習
な
ど
、
様
々
な
知

の
遍
歴
を
経
た
の
ち
、
自
由
民
権
の
気
風
を

持
っ
て
い
た
五
日
市
町
（
現
在
の
東
京
都
あ

き
る
野
市
）
に
た
ど
り
着
き
、
こ
の
地
で
自

由
民
権
運
動
に
関
わ
り
つ
つ
、
五
日
市
憲
法

を
起
草
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
五
日
市
と
い

う
「
土
」
に
千
葉
卓
三
郎
と
い
う
「
種
」
が

播
か
れ
て
五
日
市
憲
法
と
い
う
「
果
実
」
が

実
っ
た
、
と
も
言
え
よ
う
か
。

　
今
回
紹
介
し
た
『
五
日
市
憲
法
』
は
、
近

代
史
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
と
し
て
読
ん
で

も
面
白
い
し
、「
憲
法
」
に
ま
つ
わ
る
議
論

の
在
り
方
を
現
在
的
な
問
題
と
し
て
読
み
替

え
て
も
面
白
い
、
お
勧
め
の
一
冊
。

ハ
ン
プ
テ
ィ
・
Ｔ

新
井
勝
紘
『
五
日
市
憲
法
』
岩
波
新
書
、

２
０
１
８
年

些事でも何でも気になったらあれこれ考えてみよう。
いいこと思いつくかもしれないし。気づいたら西成に
たどり着いていた、或るオタクのむっつり系コラム。

『五日市憲法』
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東
京
都
で
人
権
条
例
が
可
決
さ
れ
た

が
、賛
否
あ
る
よ
う
だ
。
推
察
す
る
に
、

東
京
五
輪
開
催
都
市
と
し
て
、ヘ
イ
ト

ス
ピ
ー
チ
は
防
ぎ
た
い
し
、世
田
谷
区

な
ど
い
く
つ
か
の
特
別
区
が
先
行
し
た

こ
と
か
ら
、L
G
B
T
の
先
駆
都
市
も

ア
ピ
ー
ル
し
た
い
と
い
う﹁
五
輪
条
例
﹂

の
色
彩
が
強
い
み
た
い
だ
。
そ
れ
は
そ

れ
で
か
ま
わ
な
い
と
思
う
。
た
だ
、
こ

の
東
京
条
例
は
ヘ
イ
ト
と
L
G
B
T

を
特
記
し
た
条
例
の
よ
う
で
、部
落
問

題
な
ど
他
の
人
権
課
題
が﹁
な
ど
﹂や﹁
す

べ
て
の
﹂で
括
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
に
異
論
が
出
て
い
る
よ
う
だ
。
人

権
条
例
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
す
る
以
上
当
然

だ
と
も
思
う
。
可
決
さ
れ
た
以
上
、
条

例
を
具
体
化
す
る
こ
と
と
、足
ら
ず
を

補
う
こ
と
の
両
面
か
ら
条
例
が
活
か
さ

れ
て
い
く
の
だ
と
期
待
し
た
い
。

　

さ
て
、
大
阪
の
場
合
は
、
大
阪
市
が

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
防
止
条
例
を
全
国
に

先
駆
け
た
わ
け
だ
が
、大
阪
府
の
松
井

知
事
は
、大
阪
市
以
外
に﹁
立
法
事
実
﹂

が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、﹁
府
条
例
﹂は

検
討
し
て
い
な
い
。
一
方
、L
G
B
T

の
人
権
に
つ
い
て
府
や
市
は
ど
う
考
え

て
い
る
の
か
、議
論
は
聞
こ
え
て
こ
な

い
。﹁
五
輪
条
例
﹂は
い
か
に
も
機
を
見

る
に
敏
な
小
池
知
事
だ
が
、松
井
知
事

も﹁
万
博
条
例
﹂
で
あ
っ
た
っ
て
か
ま

わ
な
い
。
む
し
ろ
機
を
活
か
す
こ
と
だ

と
思
う
。

　
﹁
立
法
事
実
﹂、要
は
具
体
の
差
別
事

例
が
な
い
の
に
防
止
策
を
講
じ
る
と
言

論
や
集
会
の
自
由
な
ど
を
制
限
す
る
こ

と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
見
解
な

の
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
H
P
な
ど
を
見

る
と
都
条
例
に﹁
自
由
の
侵
害
﹂
と
い

う
批
判
も
あ
る
よ
う
だ
。
他
都
市
に
惹

起
し
て
い
る
だ
け
で
は
立
法
事
実
に
な

ら
な
い
と
い
う
の
は
随
分
直
感
的
見
解

で
、﹁
差
別
す
る
自
由
は
な
い
﹂と
い
う

民
主
主
義
へ
の
想
像
力
に
欠
け
た
見
解

で
は
な
い
か
思
う
が
、如
何
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
か
ら
、ヘ
イ
ト
も
L
G
B
T
も
、

例
え
ば﹁
婚
姻
は
両
性
の
合
意
に
よ
る
﹂

な
ど
の
憲
法
の
解
釈
を
巡
っ
て
賛
否
が

あ
る
の
が
実
際
で
、﹁
差
別
す
る
自
由

は
な
い
﹂
と
の
観
点
か
ら
、
い
た
ず
ら

な
意
見
の
衝
突
が
暴
走
し
な
い
よ
う

に
、条
例
で
人
権
を
保
障
す
る
こ
と
を

宣
言
し
、具
体
策
を
講
じ
る
こ
と
は
有

意
義
だ
と
思
う
。
こ
れ
に
は
松
井
知
事

も
異
論
は
な
い
と
思
う
。
松
井
知
事
の

盟
友
・
橋
下
徹
さ
ん
は
最
近
の
著
書
で
、

L
G
B
T
な
ど
、古
い
価
値
観
と
真
っ

向
か
ら
違
う
新
し
い
価
値
観
を
有
権
者

に
問
う
て
い
く
の
が
野
党
だ
と
言
明
さ

れ
て
い
て
、日
本
維
新
の
会
の
国
会
議

員
に
は
早
く
か
ら
提
言
し
て
い
る
の
に

全
く
関
心
が
な
い
と
一
刀
両
断
さ
れ
て

い
た
。

　

も
う
繰
り
言
だ
が
、大
阪
市
の
ヘ
イ

ト
条
例
で
は
、
橋
下
市
長
が﹁
被
害
者

の
訴
訟
費
用
の
一
部
を
市
が
負
担
す
る
﹂

と
い
う
被
害
者
救
済
措
置
を
原
案
に
盛

り
込
ん
だ
が
、次
の
吉
村
市
長
と
自
民

党
な
ど
は
こ
れ
を
削
除
し
た
条
例
案
で

合
意
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
も
こ
こ

に
も﹁
差
別
す
る
自
由
は
な
い
﹂
と
い

う
民
主
主
義
の
根
幹
へ
の
揺
ら
ぎ
が
見

え
隠
れ
し
て
い
る
と
思
う
。
さ
て
、
立

憲
民
主
党
は
L
G
B
T
条
例
に
賛
成

か
、ち
ゃ
ん
と
発
信
し
て
欲
し
い
と
思

う
。
党
を
支
持
す
る
弁
護
士
さ
ん
た
ち

に
は
意
外
と﹁
自
由
の
侵
害
﹂
論
が
多

い
か
ら
。
ち
ょ
う
ど
弁
護
士
の
亀
石
倫

子
さ
ん
が
参
院
大
阪
選
挙
区
に
立
候
補

さ
れ
る
が
、こ
の
人
の
発
信
力
は
大
き

い
と
期
待
し
た
い
。  

差
別
す
る
自
由
は
な
い

冨田一幸

人間のしあわせ、福祉のあり方、そ
して新しい社会の結びつきを求め
て、これからも ｢いい湯かげん｣ の
テーマ探しに出かけます。

[ 山村裕太 ] もうすぐプロ野球ドラフト会議がは
じまりますね。球団の駆け引きが交錯するあの感
じがとても好きです。根尾くん阪神に来てくれな
いかな。

[ 若松司 ]『なび』で自慢できるものがあるとす
れば、表紙の写真と各コーナーを彩るタイトルロ
ゴ。半年ごとの編成期には作成者に無理を強いる
ことになる。老体にムチ打つ、秋の愉しみ。

「社会を知って」「社会に踏み出す」
そんな L’s  Co l lege  P lus の取り組みを

紹介していきます。

　９月22日（土）西成隣保館「スマイルゆ〜とあい」の駐輪場に慰霊

碑が完成し、除幕式を行った。慰霊碑を建立したのは地域の福祉法

人や財団法人、株式会社など６つの団体が集まった「西成慰霊碑建

立会」である。

　単身世帯の増加、排除や孤立、孤独死などに加え、地域内のご葬儀

も家族葬が増えている。生前に親しくしていた友人知人もお参りす

らままならない、地縁の薄い高齢社会が目の前の現実だ。建立の趣

旨は、先人たちの活動に思いを致し、差別もなく孤立もない包摂型

の地域社会をめざして、人びとの暖かい関係を築き直すことに尽力

しようというものである。隣保館の日々の活動もこれを踏まえて進

めていこうと思う。

　在りし日の故人を偲び、御霊を敬う心を決して失わないよう慰霊

碑に一輪のお花を手向けよう。　　　　　　　　　　　　（寺本良弘）

台風一過

にしなり隣保館の館長が日々の出来事
について胸のうちで皮算用しているこ
とを語っていくよ。

エ
ル

カレ
通信

vol.7

　L’s College Plus の利用者さんは、大阪市内
だけではなく、北は箕面市、南は堺市、さらに
は大阪府外からもいらっしゃいます。そのため
多くの利用者さんが電車に乗ってこられます。
プラスを利用する前の L’s College おおさかの
時から電車を使って通っていましたが、それを
毎日続けることは、それだけで立派な社会の経
験になります。
　特に今年は台風が多く、台風が来ると電車が
止まったり、遅れたりするので事業所へ通勤す
るだけでも大変です。最初のころは、普段から
ニュースや天気予報を気にされない人や、毎回、
自分の地域に警報が出ているかどうかを職員に
確認される人も多くいましたが、今では日々の
生活を通じて、少しずつニュースや天気予報に
関心を広げていってくれています。
　例えば、「最寄駅の沿線は運転見合わせみた
いです。どうしたらいいですか？」
「大阪駅で 120 分遅れと表示されています。い
つ到着できるかわかりません。」
「ホームで待っていたけど混雑していて乗れま

せんでした。次の電車に乗ります。」
などなど、連絡や報告、相談をしてくれて、イ
レギュラーな出来事への対応力も生まれていま
す。
　普段の講座や実習から社会を学んでいます
が、日常生活の中にも多くの学びがあり、実践
を通じて社会を学んでいると実感できた、台風
一過の秋の空でした。　　（文　松尾　有希生）
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「
仏
様
に
願
い
事
を
し
て
は
い
け

な
い
の
で
す
か
？
」と
質
問
が
あ

り
ま
し
た
。昔
の
歌
に「
幸
せ
は
い

つ
も
三
月
花
の
頃
、お
前
十
九
で
わ

し
ゃ
二
十
歳
、死
な
ぬ
子
三
人
親
孝

行
、使
っ
て
減
ら
ぬ
金
百
両
、死
ん

で
も
命
が
あ
る
よ
う
に
」が
あ
り
ま

す
。
確
か
に
一
年
中
暑
く
も
寒
く

も
な
く
、歳
も
取
り
た
く
あ
り
ま
せ

ん
。
ど
の
子
供
も
親
よ
り
早
く
死

ぬ
事
な
く
、そ
の
上
、親
孝
行
。
い

く
ら
お
金
を
使
っ
て
も
お
金
に
困
る
こ
と
な
く
、死
ん
で
も

命
は
あ
る
よ
う
に
、と
い
う
願
い
は
現
代
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

願
い
を
か
な
え
る
為
に
仏
様
を
拝
み「
力（
パ
ワ
ー
）」を

も
ら
い
た
い
気
持
ち
も
理
解
で
き
ま
す
が
、仏
様
の
教
え
は

パ
ワ
ー
で
な
く
、真
実
の
歩
む「
道
」を
示
し
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
病
と
出
会
い
、老
い
て
ゆ
き
、死
ん
で
ゆ
く
こ
と

が
約
束
で
生
ま
れ
て
来
ま
し
た
。仏
様
を
拝
む
こ
と
で
、そ

の
約
束
を
な
し
に
す
る
こ
と
に
は
で
き
ま
せ
ん
。仏
様
の
教

え
と
出
会
う
こ
と
で
、自
ら
の
本
当
の
姿
を
知
り
、真
実
の

幸
せ
を
求
め
る
眼
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。私
た
ち
の「
い

の
ち
」は
、様
々
な「
い
の
ち
」に
支
え
ら
れ
、生
か
さ
れ
て
い

ま
す
。仏
様
に
願
う
の
で
は
な
く
、願
わ
れ
た「
い
の
ち
」と

気
づ
き「
あ
り
が
と
う
」「
お
か
げ
さ
ま
」と
仏
様
に
申
す
の

で
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

          

松
向
寺　

通
法

　鶴見橋中学校・梅南中学校の教師に部落問題の講師をしてもらった。
話の中で、部落問題を子どもに話すのは、間違って伝わってはいけない
ことを考えると、とても怖いし不安だと話していたことがとても印象
に残った。
　たしかに、教師と言えども部落問題について学ぶ機会が十分にある
わけではないので、自分がどこまで理解しているのかを知ることはと
ても難しいと思う。日々、そんな気持ちで子どもと向き合う現場のフォ
ローができていないことに深く反省した。
　一方、学校だけでなく地域でできることはないかと議論し、国の助成
金を活用した「子どもと一緒に考える部落問題」事業に取り組んでいる。
小学生と中学生のグループで試行錯誤しているが、なかなか難しい。
　ただし、様々なことをやり始めて気づくこと、やってみて失敗して次
はどうしようと考えることは、一歩ずつではあるが確実に前進している。
成果が出るには時間はかかるが、蒔いた種が育つのは楽しみだ。

にしなり隣保館「スマイル ゆ～とあい」は、地域コミュニ
ティ全体が抱える課題の解決をめざす民設民営の福祉施設
です。日々悩んでおられる困りごとはありませんか？お悩
み解決のためにできることをいっしょに探しましょう。

隣保館などで事業を行う中で感
じたことをつぶやいて、西成の
まちづくりに役立てていきます！まちづくりに役立てていきます！

なび編集長 寺嶋公
典

地域の縁を心でつなぐ
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