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ご
承
知
の
通
り
２
０
１
７
年
度
よ
り
、
新

教
区
教
化
体
制
が
、〈
現
場
が
主
役
、
つ
な
が

る
教
区
教
化
〉
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
始
ま

り
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
教

区
教
化
委
員
会
と
、
各
組
・
各
寺
院
と
の
つ

な
が
り
は
薄
く
、
教
区
教
化
と
言
い
な
が
ら

も
教
区
全
体
を
見
通
せ
て
い
な
い
と
い
う
視

点
と
、
各
組
・
各
寺
院
の
現
場
を
支
え
る
教

区
教
化
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
声
が
大
き

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
新
教
区
教
化
委
員
会
で
は
、
教
区

と
各
組
を
つ
な
げ
て
い
く
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

を
担
う
部
門
と
し
て
「
組
教
化
推
進
部
」
を

設
置
い
た
し
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
各
組
（
各

ブ
ロ
ッ
ク
）
に
出
向
い
て
、現
場
の
声
を
聞
き
、

現
場
が
抱
え
る
課
題
や
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
た

上
で
、
必
要
な
教
化
支
援
を
模
索
し
、
教
区

教
化
委
員
会
の
の
事
業
や
他
組
に
お
け
る
参

考
例
を
紹
介
す
る
な
ど
、
教
区
と
組
、
ま
た

組
と
組
の
橋
渡
し
役
（
つ
な
が
る
）
を
志
向

し
ま
す
。
つ
ま
り
、
教
区
と
組
を
つ
な
ぐ
窓

口
が
設
置
さ
れ
た
と
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
度
の
「
し
ゃ
ら
り
ん
」
で
は
、
そ
の

組
教
化
推
進
部
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
専
属
の
担
当

者
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

市内ブロック（第1組～第7組）

藤
ふじ

井
い

真
なお

隆
たか

（第2組即應寺）

北摂ブロック（第8組～第11組）

山
やま

口
ぐち

知
ち

丈
じょう

（第9組昭德寺）
北摂ブロックを担当させていただくことになりました山口
です。北摂は、どこの組も、地形的に山間部に寺院が点在
されること、また、兼職されている住職方との連携などの
課題が窺えます。各組に出向き、かつての蓮如上人の教線
のご縁を少しでも大切にしていきたいと思います。

市内ブロックを担当させていただきます藤井です。市内ブ
ロックは大阪市内７ヶ組で構成され、その地域ごとの特色
や課題はさまざまです。各組で抱えておられる課題や問題
点をお聞かせいただき、教区との連携・情報交流の役割を
通して、各組の活性化に役立てるよう努めてまいります。

新教区教化体制始動！

私たちが出向きます！
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北河内ブロック（第12組～第15組）

小
こ

松
まつ

　肇
はじめ

（第15組泉勝寺）

中河内ブロック（第16組～第19組）

廣
ひろ

瀬
せ

　俊
すぐる

（第17組法觀寺）

和泉ブロック（第20組～第23組）

松
まつ

井
い

　聡
さとし

（第21組浄得寺）

大和ブロック（第24組～第27組）

平
ひら

野
の

圭
けい

晋
しん

（第27組願隨寺）

和泉ブロックを担当する松井です。私の担当する地域は、
だんじりや布団太鼓で活きのいい泉州地区と伝統のある和
歌山県です。各組の意見を教区に伝え、組の教化活動の手
助けができればと考えております。よろしくお願いします。

中河内ブロックの廣瀬です。その昔、八尾別院を中心に
お逮夜市の賑わいがあったように、河内には河内の門徒
に合った教化活動がきっとあるはずです。門徒さん一人
ひとりに教えが届く活動をお手伝いしたいと思います。

北河内ブロックを担当させていただく小松です。積極的に活
動をしておられる北河内各組にとって、新しい事業の実施は
負担が多いでしょうが、現状の事業の見直し作業を組教化推
進部と行ってみませんか？　各組の事業情報を横断的に知る
ことができるので、お手伝い出来る事があると思います。

大和ブロック担当の平野です。大和は過疎化が進み、無
住や兼業寺院が過半数を占め、また住職の高齢化等で活
動が制限されている寺院が多いのが実情です。そうした
地域性に即した教化をご提案できたらと思っています。
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出
向
く
教
化
の
ご
紹
介

２
０
１
６
年
度
の
第
４
組
寺
族
研
修
会

の
テ
ー
マ
は
「
こ
ん
な
時
ど
う
す
る
？　

―

今
さ
ら
聞
き
に
く
い
葬
儀
・
法
事
の
儀

式
作
法　

お
さ
ら
い―

」。
前
年
度
の
研

修
で
、
葬
儀
を
見
直
そ
う
と
い
う
こ
と
に

な
り
、「
寺
院
儀
式
相
談
室
」（
教
区
教
化

委
員
会　

儀
式
・
法
要
部
主
催
）
を
活
用

し
、
講
師
を
吉
川
知
德
師
（
第
４
組
阿
彌

陀
寺
）
に
お
願
い
し
、
葬
儀
に
つ
い
て
２

回
の
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

１
回
目
は
自
坊
の
常
榮
寺
に
て
、
概
説

的
に
「
葬
儀
と
は
？
」
を
テ
ー
マ
に
資
料

を
参
照
し
な
が
ら
、「
寺
族
」
の
葬
儀
・

中
陰
の
一
連
の
流
れ
を
確
認
し
ま
し
た
。

儀
式
作
法
の
由
来
・
由
縁
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
教
え
て
い
た
だ
き
、
疑
問
に
思
っ

て
い
た
こ
と
が
色
々
と
納
得
の
い
く
研
修

会
で
し
た
。２

回
目
は
聞
名
寺
に
て
、
西

川
禅
慈
師
（
第
5
組
法
泉
寺
）

を
助
手
に
、
実
習
形
式
で
行
い

ま
し
た
。
初
め
に
、『
真
宗
大

谷
派　

寺
院
に
お
け
る
葬
儀
の

基
本
』（
大
阪
教
区
出
版
会
議
）

を
テ
キ
ス
ト
に
、「
紙し

華か

」
や

「
根こ
ん

菓か

餅ぺ
い

」
の
由
来
な
ど
を
聞

き
、
い
ざ
制
作
へ
。
材
料
を
準

備
し
て
い
た
だ
い
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
初
め
て
な
が
ら
2
時
間
の
研
修

で
「
紙
華
」
一
組
と
「
根
菓
餅
」
一
対
が

完
成
し
ま
し
た
。
材
料
集
め
か
ら
始
め

る
と
な
る
と
か
な
り
大
変
な
こ
と
が
想
像

で
き
ま
す
。
最
後
に
そ
の
材
料
の
入
手
方

法
を
教
え
て
い
た
だ
き
研
修
を
終
え
ま
し

第
4
組
寺
族
研
修
会
へ

　
　

寺
院
儀
式
相
談
室
（
儀
式
・
法
要
部
）

た
。改

め
て
考
え
て
み
て
気
づ
か
さ
れ
た
こ

と
や
、
実
際
に
手
を
動
か
し
て
み
て
わ

か
っ
た
こ
と
な
ど
、
お
陰
様
で
充
実
し
た

研
修
に
な
り
ま
し
た
。

（
第
4
組
常
榮
寺
・
久
世
見
証
さ
ん
）

第
9
組
人
権
研
修
へ

　
　
　
　

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
共
に
学
ぶ
実
行
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
社
会
・
人
権
部
）

第
９
組
で
は
、
６
月
30
日
午
後
、
豊
中

市
の
誓
願
寺
で
人
権
研
修
を
実
施
し
ま
し

た
。

　

テ
ー
マ
は
「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
か
ら
学

ぶ
」
で
、研
修
は
二
部
構
成
と
し
ま
し
た
。

第
一
部
は
「
真
宗
大
谷
派
と
ハ
ン
セ
ン
病

問
題
」
と
い
う
題
で
、
真
宗
大
谷
派
ハ
ン

セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
懇
談
会
委
員
で
あ

る
小
松
裕
子
師
に
講
義
を
し
て
頂
き
ま
し

た
。
第
二
部
は
ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
で
ハ

ン
セ
ン
病
関
西
退
所
者
い
ち
ょ
う
の
会
原

告
団
顧
問
の
森
敏
治
師
に
、「
偏
見
・
差

別
解
消
に
向
け
て
～
こ
れ
か
ら
も
あ
り
の
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こ
ん
に
ち
は
、
ブ
ッ
ト
ン
く
ん
と
一
緒

に
、
い
ろ
ん
な
お
寺
の
子
ど
も
会
に
遊
び

に
行
っ
て
い
る
お
兄
さ
ん
で
す
。

僕
た
ち
「
子
ど
も
同
朋
唱
和
講
習
会
」

メ
ン
バ
ー
は
、
難
波
別
院
の
公
式
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
で
あ
る
ブ
ッ
ト
ン
く
ん
と
一
緒

に
、
依
頼
を
受
け
た
大
阪
教
区
の
お
寺
の

子
ど
も
会
に
お
邪
魔
を
し
て
、
お
寺
に
遊

び
に
き
た
子
ど
も
た
ち

と
一
緒
に
正
信
偈
の
お

勤
め
を
し
て
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
い
き
な

り
お
勤
め
を
す
る
こ
と

は
子
ど
も
た
ち
に
は
と

て
も
難
し
い
の
で
、
み

ん
な
と
仲
良
く
な
る
た

め
に
、
本
堂
で
ゲ
ー
ム

を
し
た
り
絵
本
を
読
ん

だ
り
、
楽
し
い
こ
と
を

い
っ
ぱ
い
し
て
い
ま
す
。

初
め
て
会
っ
た
友
達

同
士
で
も
、
１
時
間
か

ら
２
時
間
を
一
緒
に
過

ご
す
う
ち
、
す
ぐ
に
心

の
距
離
が
近
く
な
っ
て

い
く
こ
と
が
子
ど
も
会

の
良
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

僕
た
ち
ス
タ
ッ
フ
は
、

ま
ま
に
～
」
と
い
う
題
で
語
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
森
さ
ん
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
で

あ
っ
た
こ
と
を
隠
さ
ず
生
き
て
お
ら
れ
ま

す
。後

の
質
疑
の
時
に
、
私
は
思
い
切
っ
て

尋
ね
ま
し
た
。「
こ
ん
な
こ
と
を
尋
ね
て

よ
い
の
か
、
失
礼
な
こ
と
を
お
聞
き
す
る

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
ハ
ン
セ
ン

病
を
発
病
し
た
こ
と
は
自
分
の
意
志
で
は

な
い
の
に
、
自
分
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な

か
っ
た
の
に
、
そ
の
納
得
し
難
い
自
分
の

境
遇
を
ど
の
よ
う
に
し
て
受
け
入
れ
た
の

か
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
、
頷
け
た
の

か
を
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
」

と
…
…
。「
こ
の
よ
う
な
病
気
に
生
ま
れ

た
こ
と
、
お
母
さ
ん
を
恨
ん
だ
こ
と
は
な

い
け
れ
ど
、
隔
離
政
策
が
憎
い
。
隔
離
政

策
が
悪
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
に
つ
い
て
は
、
私
は
こ
れ

ま
で
身
近
に
知
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
知
る
こ
と
か
ら
し
か
始
ま
ら
な

い
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。
森
さ
ん
が
自

身
の
思
い
を
静
か
に
語
ら
れ
た
言
葉
と
そ

の
姿
を
見
て
、
こ
れ
ま
で
の
苦
難
の
歩
み

を
想
像
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
事
実

を
知
っ
た
私
た
ち
が
、
今
後
ど
う
行
動
し

ど
う
言
動
す
る
の
か
、
そ
の
姿
勢
を
私
た

ち
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

（
第
９
組
浄
光
寺
・
木
田
正
裕
さ
ん
）

子
ど
も
会
へ
の
ブ
ッ
ト
ン
く
ん
の
派
遣

　
　

子
ど
も
同
朋
唱
和
講
習
会
（
儀
式
・
法
要
部
）

た
だ
子
ど
も
会
に
お
邪
魔
し
て
、
お
勤
め

を
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

年
間
、
数
回
の
教
区
内
講
師
か
ら
ゲ
ー

ム
等
の
講
習
を
受
け
つ
つ
、
年
に
１
回
は

教
区
外
か
ら
講
師
を
招
き
、
１
泊
研
修
を

し
て
い
ま
す
。

毎
回
講
師
の
先
生
か
ら
は｢

お
寺
で
子

ど
も
会
を
す
る
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
？｣

と
い
う
課
題
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。ま

た
、｢

子
ど
も
は
漢
字
で
子
供
と
書

き
ま
す
が
、
大
人
の
供
を
さ
せ
る
『
供
』

で
は
な
く
、
大
人
側
が
子
ど
も
の
純
粋
な

眼
か
ら
学
ぶ
活
動
の
場
が
子
ど
も
会
で
は

な
い
だ
ろ
う
か｣

と
教
え
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
本
堂
で
手
を
合
わ
す
こ

と
を
す
す
め
る
活
動
は
、
こ
れ
か
ら
の
お

寺
で
の
聞
法
生
活
や
、
ひ
い
て
は
お
寺
の

護
持
に
つ
な
が
る
活
動
で
あ
る
と
い
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

子
ど
も
１
人
か
ら
で
も
子
ど
も
会
を
開

催
し
て
い
た
だ
け
ま
す
し
、
お
寺
に
来
た

人
た
ち
に
は｢

こ
の
お
寺
に
遊
び
に
来
て

よ
か
っ
た｣

と
思
え
る
よ
う
に
全
力
を
尽

く
し
ま
す
。

ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
ね
。

（
第
５
組
浄
琳
寺
・
森　

広
樹
さ
ん
）
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お
寺
の
未
来

　

そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み

当
恩
楽
寺
で
は
、
３
年
前
か
ら
お
寺
を

会
場
に
葬
儀
を
執
行
す
る
「
お
寺
葬
」
の

取
り
組
み
を
始
め
た
。「
葬
儀
会
館
と
比

べ
、遺
族
と
の
距
離
が
と
て
も
近
く
な
り
、

法
話
も
聞
い
て
も
ら
い
や
す
く
安
価
で
あ

る
」
の
が
当
寺
の
お
寺
葬
で
あ
る
。
始
め

た
き
っ
か
け
は
、
法
話
好
き

な
私
に
は
葬
儀
会
館
で
の
教

化
・
法
話
が
や
り
に
く
く
物

足
り
な
い
の
が
理
由
だ
。

お
寺
葬
で
は
、
臨
終
時
に

「
必
ず
一
番
最
初
に
お
寺
へ

連
絡
」
し
て
も
ら
う
こ
と
か

ら
、
お
寺
へ
ご
遺
体
を
搬
送

し
て
か
ら
枕
勤
め
、打
合
せ
、

湯ゆ
か
ん灌
、
納
棺
、
出
棺
、
火
葬

ま
で
全
て
の
プ
ロ
セ
ス
に
関

わ
り
、
お
も
に
寄
り
添
い
傾

聴
し
、
時
に
は
機
に
応
じ
て

仏
法
を
話
す
こ
と
も
あ
る
。

本
堂
で
の
通
夜
法
要
後
は
座

敷
に
お
斎と
き

会
場
を
設
置
し
食

事
を
共
に
し
た
り
、
布
団
を

用
意
す
る
こ
と
も
あ
る
。

本
堂
を
会
場
に
、
既
存
の

施
設
と
野の
じ
ょ
く卓
な
ど
を
使
用

し
、「
寺
族
」
も
様
々
な
手

伝
い
を
す
る
た
め
、
遺
族
に

と
っ
て
は
葬
儀
費
用
が
比
較
的
安
価
に
な

る
の
が
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
葬
儀
社
の

協
力
も
大
切
で
あ
り
、
利
益
が
出
る
よ
う

配
慮
し
て
良
好
な
関
係
を
築
く
こ
と
も
必

要
で
あ
る
。

ま
た
他
に
も
、
遺
影
の
準
備
や
食
事
、

移
動
手
段
の
手
配
な
ど
、
喪
主
以
外
の
親

族
に
任
せ
何
か
の
役
割
を
与
え
る
こ
と
を

も
重
要
。喪
主
の
負
担
軽
減
だ
け
で
な
く
、

儀
式
に
対
す
る
参
加
意
識
の
向
上
も
期
待

で
き
る
。
す
る
と
儀
式
や
法
話
へ
の
共
感

が
高
ま
り
、
仏
教
や
お
寺
に
関
心
を
持
っ

て
も
ら
え
、
お
寺
葬
の
後
、
行
事
に
参
加

す
る
人
が
増
え
た
。

こ
れ
ま
で
自
坊
の
門
徒
と
地
域
対
象
に

何
度
か
お
寺
葬
説
明
会
を
開
い
た
が
、
他

に
も
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
呼
び
か
け
た
僧

侶
を
対
象
に
開
催
し
、
そ
の
様
子
は
『
中

外
日
報
』
な
ど
に
も
報
じ
ら
れ
た
。
ま
た

第
２
組
青
年
会
、
第
20
組
仏
教
講
座
に
て

「
寺
族
」
向
け
の
講
習
を
す
る
機
会
も
い

た
だ
い
た
。

実
は
最
初
は
自
坊
だ
け
の
活
動
に
し

て
、
他
寺
院
に
は
ナ
イ
シ
ョ
に
し
よ
う
と

思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
閉
塞
し
つ
つ
あ

る
寺
院
の
運
営
状
況
は
仏
教
界
全
体
の
問

題
で
あ
る
。
自
坊
だ
け
が
盛
り
上
が
っ
て

い
く
こ
と
は
不
可
能
で
、
ご
門
徒
や
他
寺

院
、
宗
門
全
体
が
元
気
に
な
ら
な
い
と
共

倒
れ
に
な
る
。
共
に
学
ぶ
仲
間
が
最
も
大

切
だ
と
信
じ
て
精
進
す
る
日
々
で
あ
る
。

当
寺
に
は
こ
れ
ま
で
培
っ
た
お
寺
葬
の
経

験
と
資
料
な
ど
を
提
供
、
説
明
す
る
用
意

が
あ
る
の
で
、
ご
検
討
さ
れ
る
方
は
気
軽

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
（
※
）。

当
寺
で
の
取
り
組
み
方
を
全
て
マ
ネ
し

て
い
た
だ
き
た
い
わ
け
で
は
な
く
、
条
件

的
に
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
、
寺
院
内
の

人
間
関
係
や
地
域
の
シ
キ
タ
リ
、
強
い
葬

儀
社
な
ど
、
様
々
に
反
発
し
て
歪
み
や
混

乱
を
生
じ
さ
せ
て
ま
で
取
り
組
む
べ
き
方

策
で
は
な
い
。
熱
心
に
取
り
組
ん
で
も
マ

イ
ナ
ス
に
な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

特
に
地
元
の
強
い
葬
儀
社
と
は
慎
重
に
歩

み
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
ら

の
問
題
と
真
っ
向
勝
負
し
、
寺
院
内
人
間

関
係
、
古
い
地
元
葬
儀
社
と
の
関
係
を

悪
化
さ
せ
た
。
そ
こ
ま
で
し
て
や
る
べ
き

だ
っ
た
の
か
と
言
わ
れ
る
と
、
も
っ
と
摩

擦
少
な
く
要
領
よ
く
取
り
組
め
た
だ
ろ
う

と
反
省
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
門
徒
が

篤
く
な
っ
て
く
れ
た
点
に
お
い
て
、
そ
う

だ
と
言
い
た
い
。

（
第
３
組
恩
樂
寺
・
乙
部
大
信
さ
ん
）

※
連
絡
先
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　
　
　
　

onrakuji7676@
gm

ail.com

お
寺
葬
～
第
３
組
恩
樂
寺
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お
寺
の
未
来

　

そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み

11
月
３
日
文
化
の
日
、
自
坊
稱
念
寺
で

「
寺
フ
ェ
ス
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

し
た
。
普
段
は
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
で
演
奏
し

て
い
る
若
い
演
者
さ
ん
た
ち
が
出
演
す
る

音
楽
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
尼
崎
に
あ
る
ラ

イ
ブ
ハ
ウ
ス
の
全
面
的
な
協
力
に
よ
り
、

お
寺
は
お
祭
り
の
よ
う
な
賑
わ
い
に
包
ま

れ
た
。

そ
れ
ま
で
の
稱
念
寺
は
地
域
に
開
か
れ

て
い
な
い
寺
院
で
あ
っ
た
。
何
と
か
し
て

地
域
に
開
か
れ
た
お
寺
に
し
た
い
と
住
職

を
継
い
だ
こ
の
１
年
間
、
色
々
な
こ
と
を

考
え
て
来
た
の
だ
が
、
自
分
一
人
の
力
で

は
計
画
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。

同
時
に
住
職
と
し
て
、
ま
た
人
間
と
し
て

成
長
を
す
る
た
め
に
沢
山
の
人
に
出
遇
う

事
も
必
要
だ
っ
た
。

ふ
と
思
い
出
し
て
訪
れ
た
の
が
尼
崎

に
あ
る
そ
の
ラ
イ
ブ
ハ

ウ
ス
だ
っ
た
。
仕
事
を

終
え
た
若
い
人
た
ち

が
自
分
の
技
を
披
露

し
、
フ
ァ
ン
と
交
流
を

持
つ
。
そ
こ
に
は
苦
し

い
こ
と
悲
し
い
こ
と
を

歌
に
し
て
歌
う
人
が
い

て
、
そ
の
歌
で
救
わ
れ

る
人
た
ち
が
い
た
。
彼

ら
は
互
い
に
寄
り
添

い
、
認
め
合
っ
て
い

た
。
そ
の
よ
う
な
文
化

は
お
寺
に
も
あ
っ
た
は

ず
。
楽
し
く
お
寺
を
訪

れ
て
、
寄
り
添
い
、
認

め
合
い
、
日
常
に
帰
っ

て
い
け
る
場
が
。
こ
の

よ
う
な
２
つ
の
文
化
が

混
ざ
り
合
っ
た
時
、
ど

う
な
る
か
と
て
も
知
り

た
く
な
っ
た
。

お
寺
で
ラ
イ
ブ
を
す
る
協
力
を
求
め
た

と
き
、嫌
な
顔
を
す
る
人
は
居
な
か
っ
た
。

お
寺
と
い
う
文
化
に
対
す
る
興
味
は
若
い

人
た
ち
に
も
強
く
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ

う
い
う
人
た
ち
に
勇
気
を
貰
う
形
で
、
今

回
の
イ
ベ
ン
ト
は
最
高
の
形
で
開
催
す
る

寺
フ
ェ
ス
～
第
2
組
稱
念
寺

こ
と
が
出
来
た
。
素
晴
ら
し
い
音
楽
が
本

堂
に
流
れ
、多
く
の
笑
顔
で
満
た
さ
れ
た
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
仏
様
の
話
を
聞
い
て

く
れ
た
暖
か
く
て
真
剣
な
表
情
を
僕
は
生

涯
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
第
２
組
稱
念
寺
・
岸
野
龍
之
さ
ん
）
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（
サ
ン
ガ
）
が
三
宝
と
し
て
敬
わ
れ
、
大

切
に
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

さ
て
、
サ
ン
ガ
に
集
う
人
は
ど
ん
な
人

な
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
を
学
ぶ
者
の
集

ま
り
と
聞
く
と
、
何
か
大
そ
う
に
感
じ
ま

す
が
、
特
別
な
人
の
集
ま
り
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
誰
の
心
の
奥
底
に
も
あ
る
、
生
ま

れ
た
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
願

い
に
突
き
動
か
さ
れ
、
真
実
の
教
え
を
求

め
よ
う
と
す
る
人
た
ち
の
集
ま
り
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
教
え
を
求
め
る
の
は
一
人

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
共
に
歩
む
仲
間
が
お

り
、
ま
た
、
私
た
ち
に
先
だ
っ
て
歩
ま
れ

た
人
が
い
る
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
お
釈
迦

さ
ま
の
時
代
か
ら
現
代
ま
で
ど
れ
だ
け
の

人
が
歩
ま
れ
て
き
た
こ
と
か
。
数
え
き
れ

な
い
人
に
よ
っ
て
仏
法
の
尊
さ
が
証(

あ

か
し)

さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

私
た
ち
の
生
活
は
「
今
よ
り
楽
を
し
た

い
」「
他
の
人
よ
り
得
を
し
た
い
」
と
い

う
よ
う
な
、
自
己
中
心
的
な
思
い
に
縛
ら

れ
て
い
ま
す
。
他
人
と
比
べ
喜
ん
で
み
た

り
落
ち
込
ん
で
み
た
り
、
そ
の
時
の
状
況

に
振
り
回
さ
れ
て
ば
か
り
で
す
。
だ
か
ら

こ
そ
、
今
、
こ
こ
に
あ
る
私
を
そ
の
ま
ま

に
喜
べ
る
道
を
、
よ
き
友
と
共
に
仏
法
に

訪
ね
る
こ
と
が
、
私
た
ち
に
願
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
教
化
セ
ン
タ
ー
主
幹
・
三
浦　

央
）

と
、「
サ
ン
ガ
」
は
「
僧
伽
（
そ
う
ぎ
ゃ
）」

と
音
写
さ
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
お
坊

さ
ん
の
こ
と
を
「
僧
」
と
呼
び
ま
す
が
、

こ
の
「
僧
伽
」
に
由
来
す
る
そ
う
で
す
。

日
本
に
は
飛
鳥
時
代
に
仏
教
が
伝
わ
り
、

仏
教
を
篤
く
敬
わ
れ
た
聖
徳
太
子
（
厩
う
ま
や
ど
の戸

皇お
う
じ子
）
は
、
自
身
の
作
ら
れ
た
十
七
条
憲

法
の
中
に
「
篤
く
三
宝
を
敬
え
。
三
宝
と

は
仏
・
法
・
僧
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
真
宗
門
徒
が
法
話
を
い
た
だ

く
と
き
、「
自
ら
僧
に
帰
依
し
た
て
ま
つ

る
」
と
三
帰
依
文
を
唱
和
し
ま
す
。
こ
こ

に
出
て
く
る
僧
と
は
「
僧
伽
」
を
意
味
し

ま
す
。
釈
迦
牟
尼
仏
、
仏
法
そ
し
て
僧
伽

お
釈
迦
さ
ま
が
悟
り
を
開
か
れ
、
布
教

を
は
じ
め
た
こ
ろ
、
お
釈
迦
さ
ま
を
慕
っ

た
修
行
者
や
在
家
信
者
が
お
説
教
を
聞

き
、
生
活
を
共
に
す
る
た
め
、
各
地
に
小

さ
な
集
団
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
集
ま
り

を
「
サ
ン
ガ
」
と
呼
び
ま
す
。「
サ
ン
ガ
」

と
は
イ
ン
ド
の
古
い
言
葉
で
「
集
団
」「
群

れ
」
を
意
味
し
ま
す
。
後
に
出
家
修
行
者

を
中
心
と
し
た
仏
教
教
団
を
指
す
言
葉

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
集
団
の
性
質
は
時

代
に
よ
っ
て
変
遷
し
て
い
き
ま
す
が
、
仏

の
教
え
を
学
び
聞
く
者
の
集
ま
り
と
い
う

と
こ
ろ
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
や
が
て
、
仏

教
が
中
国
に
伝
わ
り
経
典
が
漢
訳
さ
れ
る

ち
ょ
っ
と
聞
い
て
こ

僧
伽
に
つ
い
て

１
月
ま
で
の

教
化
委
員
会
の
予
定

※
会
場
は
大
和
大
谷
別
院
会
場
の
秋
安
居

以
外
す
べ
て
難
波
別
院
同
朋
会
館
講
堂
で

す
。

●
12
月
12
日
（
火
）
18
時
半
～
20
時

真
宗
の
仏
事
と
法
事
を
考
え
る
講
座
①

「
寺
院
に
お
け
る
葬
儀
の
基
本
①
」

講
師
・
吉
川
知
德
氏

●
12
月
20
日
（
水
）
14
時
～
17
時

宗
祖
親
鸞
聖
人
学
習
講
座
①

「
歎
異
抄
に
学
ぶ
」

講
師
・
古
田
和
弘
氏

●
12
月
21
日
（
木
）
18
時
～

聖
典
講
座
（
仏
教
学
）
①

「
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ)

」

を
読
む

講
師
・
織
田
顕
祐
氏

●
１
月
9
日
（
火
）
９
時
～
16
時

プ
ル
タ
ブ
衣
類
回
収

（
集
荷
物
／
お
餅
・
衣
類
・
食
品
・
プ
ル
タ
ブ
）
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無
償
で
も
ら
え
る

記
念
念
珠
の
ご
紹
介

●
門
徒
用
結
婚
記
念
念
珠
と
誕
生
児
念
珠

ご
存
知
の
か
た
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う

が
、
東
本
願
寺
に
は
、
ご
寺
院
や
ご
門
徒

に
提
供
で
き
る
教
化
教
材
が
あ
り
ま
す
。

有
償
・
無
償
と
様
々
で
す
が
、
例
え
ば
無

償
の
教
化
教
材
の
中
に
は
『
門
徒
用
結
婚

記
念
念
珠
』
と
『
誕
生
児
念
珠
』
が
あ
り

ま
す
。

ま
ず
『
結
婚
記
念
念
珠
』
で
す
が
、
新

郎
用
の
素
材
に
は
柘つ

植げ

、
新
婦
用
に
は
ハ

リ
紅
水
晶
の
珠
が
各
々
使
わ
れ
て
お
り
、

ど
ち
ら
の
念
珠
に
も
親
玉
に
は
五
環
紋
が

刻
印
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
「
ご
結
婚

に
寄
せ
て
」
と
い
う
真
宗
の
み
教
え
に
基

づ
く
結
婚
生
活
を
願
っ
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

も
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
『
誕
生
児
念
珠
』
で
す
が
、
白
い

小
型
の
念
珠
が
「
遠
慶
宿
縁
」
と
記
さ
れ

た
厚
紙
に
包
ま
れ
て
お
り
、こ
ち
ら
も「
ご

家
族
の
み
な
さ
ま
へ
」
と
い
う
添
え
書
き

が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
申
請
手
続
き
で
す
が
、
教

教
え
て
！

教
務
所

●
1
月
23
日
（
火
）
18
時
半
～
20
時

真
宗
の
仏
事
と
法
事
を
考
え
る
講
座
②

「
寺
院
に
お
け
る
葬
儀
の
基
本
②
」

講
師
・
奧
田
勢
至
氏

●
1
月
24
日
（
水
）
14
時
～
17
時

宗
祖
親
鸞
聖
人
学
習
講
座
②

「
歎
異
抄
に
学
ぶ
」

講
師
・
古
田
和
弘
氏

●
1
月
16
日
（
火
）
～
17
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

16
時
～
20
時
半

秋
安
居
（
難
波
別
院
会
場
）

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
試
論

講
師
・
大
桑　

齊
氏

●
1
月
18
日
（
木
）
13
時
～
17
時

秋
安
居
（
大
和
大
谷
別
院
会
場
）

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
試
論

講
師
・
大
桑
齊
氏

会
場
・
大
和
大
谷
別
院
会
館
研
修
室

●
1
月
25
日
（
木
）
18
時
～

聖
典
講
座
（
仏
教
学
）
②

「
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ)

」

を
読
む

講
師
・
織
田
顕
祐
氏

務
所
に
申
請
用
紙

を
ご
用
意
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
そ

ち
ら
に
必
要
事
項

（
結
婚
念
珠
の
場

合
は
新
郎
新
婦
の

名
前
と
連
絡
先
・

誕
生
児
念
珠
の
場

合
は
保
護
者
氏

名
、
住
所
、
誕
生

児
名
、
性
別
、
生

年
月
日
）
を
記
載

の
う
え
教
務
所
へ

ご
提
出
い
た
だ
き

ま
し
た
ら
、
念
珠

を
お
渡
し
い
た
し

ま
す
。
ど
ち
ら
も

教
務
所
に
あ
る
程

度
確
保
し
て
お
り

ま
す
が
、
数
が
多

い
場
合
は
事
前
に

必
要
数
を
ご
連
絡

い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

最
後
に
、
結
婚
・
誕
生
と
い
う
尊
い
ご

縁
で
結
ば
れ
た
方
々
に
、
共
に
念
仏
者
と

し
て
歩
ん
で
い
く
機
縁
と
し
て
、
結
婚
式

や
初
参
式
・
誕
生
児
参
り
の
記
念
と
し
て

お
渡
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
教
務
所
・
上
山
称
信
）
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作
・
廣
瀬
俊
／
画
・
上
本
賀
代
子
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折
々
の
華

　
　
　
　

正
月
の
立
華
と
竹
の
水
揚
げ

仏
華
は
、
私
た
ち
の
お
寺
の
内
陣
の
荘

厳
の
中
で
も
、
ひ
と
き
わ
参
拝
の
門
徒
さ

ん
の
目
に
と
ま
り
や
す
い
も
の
で
す
。

で
す
の
で
年
が
ら
年
中
同
じ
お
華
を
立

て
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
法
要
の

軽
重
な
ど
に
よ
っ
て
変
え
、
ま
た
折
々
の

季
節
の
花
を
用
い
て
四
季
の
移
ろ
い
を
表

現
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
時

期
は
、
立
華
を
す
る
に
は
た
い
へ
ん
よ
い

季
節
で
す
。
長
く
保
ち
ま
す
し
、
木
花
の

種
類
も
豊
富
に
出
回
り
ま
す
。
ウ
メ
、
ロ

ウ
バ
イ
、
ボ
ケ
、
ツ
バ
キ
、
モ
モ
、
カ
ン

ザ
ク
ラ
、
モ
ク
レ
ン
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

真
で
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
正
月
の
華
は
松
竹
梅
を
は
じ
め
、

セ
ン
リ
ョ
ウ
や
ナ
ン
テ
ン
、
ハ
ボ
タ
ン
、

ヤ
ナ
ギ
や
ク
マ
ザ
サ
な
ど
正
月
特
有
の
花

材
を
用
い
て
、
新
年
ら
し
く
華
や
か
に
立

て
た
い
も
の
で
す
。

写
真
の
仏
華
は
御
代
前
の
も
の
で
、
竹

を
真
に
し
て
い
ま
す
。
あ
ま
り
竹
藪
な
ど

が
近
く
に
な
く
、
手
に
入
り
に
く
い
方
も

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
入
手
で
き
れ
ば
と

て
も
立
て
や
す
く
、
そ
し
て
目
立
つ
も
の

で
す
。
水
さ
え
揚
が
れ
ば
今
の
季
節
な
ら

半
月
以
上
は
保
ち
ま
す
。

水
揚
げ
の
方
法
は
上
か
ら
揚
げ
た
い
枝

が
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
水
が
入
る
よ
う
に
竹

見
え
ざ
る
も
の
を
見
せ
て
い
た
だ
く
、
こ
れ
を
光
と
い
う
。

見
え
ざ
る
も
の
を
む
こ
う
か
ら
形
を
あ
ら
わ
し
て
見
せ
し
め
て

く
だ
さ
る
。
こ
れ
を
象
徴
と
い
う
、
荘
厳
と
い
う
。

荘
厳
を
も
っ
て
如
来
は
見
え
ざ
る
も
の
の
目
を
ひ
ら
き
、
見

え
ざ
る
ひ
と
を
招
喚
し
て
、
わ
れ
こ
こ
に
あ
り
と
し
め
し
て
く

だ
さ
る
。

曽
我
量
深

の
節
を
金
棒
な
ど
で
抜
き
（
す
べ
て
の
節

を
抜
か
な
い
で
く
だ
さ
い
）、
上
部
か
ら

熱
湯
を
入
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
そ

の
熱
湯
を
捨
て
、
今
度
は
お
水
を
入
れ
ま

す
。
あ
と
は
水
が
減
っ
た
ぶ
ん
を
上
か
ら

補
水
し
て
く
だ
さ
い
。
一
日
置
い
て
お
け

ば
成
功
し
な
か
っ
た
も
の
は
葉
が
丸
ま
っ

て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
水
揚
げ
は
立
華
す

る
前
日
に
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
他
、
副
（
ソ
エ
・
真
の
下
か
ら
向

か
っ
て
左
後
方
に
伸
び
る
役
枝
）
に
は
枝

垂
れ
柳
を
用
い
て
い
ま
す
。
内
陣
の
床
ま

で
届
く
よ
う
な
長
い
柳
は
高
価
で
す
が
、

使
う
と
お
正
月
ら
し
く
、
そ
し
て
格
好
の

い
い
花
材
で
す
。

み
な
さ
ま
も
ぜ
ひ
こ
の
よ
う
に
季
節
感

を
大
事
に
し
て
、
仏
華
を
楽
し
ん
で
立
て

て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
文
・
立
華　

ち
い
ち
の
華　

澤
田　

見
）

【
使
用
花
材
】

真
＝
竹
／
役
枝
＝
セ
ン
リ
ョ
ウ
（
赤
）・
枝

垂
れ
柳
・
ヒ
バ
／
胴
＝
ヒ
バ
・
キ
ク
（
白
・
黄
）・

コ
ギ
ク
（
白
）・
ナ
デ
シ
コ
・
ハ
ボ
タ
ン

※
「
ち
い
ち
の
華
」
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な

ど
に
も
立
華
の
手
順
が
解
説
さ
れ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
こ
ち
ら
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

w
w
w
.icho.gr.jp/n_dantai/chiichi



『
し
ゃ
ら
り
ん
32
号
』
を
お

届
け
い
た
し
ま
す
◆
教
区
教

化
体
制
見
直
し
の
審
議
会
、

そ
し
て
策
定
委
員
会
と
こ
れ

か
ら
の
教
区
教
化
を
検
討
す

る
活
動
の
中
、『
し
ゃ
ら
り

ん
』
も
そ
の
行
く
末
を
じ
っ
と
我
慢
で
見
守
っ
て

い
ま
し
た
◆
そ
し
て
新
体
制
ス
タ
ー
ト
と
同
時
に

こ
の
『
し
ゃ
ら
り
ん
』
も
晴
れ
て
教
化
委
員
会
広

報
・
出
版
部
の
中
の
広
報
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
実
行

委
員
会
の
事
業
と
し
て
再
始
動
い
た
し
ま
し
た
◆

つ
き
ま
し
て
は
、「
集
お
う
い
の
ち
の
サ
ン
ガ
・

ち
ょ
っ
と
聞
い
て
こ 

お
寺
で
話
そ
」
と
い
う
新

教
区
テ
ー
マ
を
中
心
に
、
出
向
く
教
化
や
、
お
寺

独
自
の
取
り
組
み
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
◆
こ
れ
か
ら
も
１
ヶ
寺
１
ヶ
寺
の
教
化
活
動
の

プ
ラ
ス
に
な
る
も
の
を
掲
載
で
き
れ
ば
と
考
え
て

い
ま
す
。（
廣
瀬
）
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牛タン　たんや喜扇

今回、ご紹介したいお店
は南御堂から徒歩 5分の
「たんや喜扇」です。その
名の通り牛タン専門店で
す。
　牛タンはビタミン B2と
ナイアシンは他の牛肉の部位と比べ、非常
に含有量が多いといわれ栄養が豊富で美容
と健康に効果抜群の食材です。
「たんや喜扇」の牛タンは、厳選されたわず
かな部位を独自の低温熟成方法と遠赤外線
の強火により、ジューシーでサクッとした
歯応えの良い柔らかさを実現させています。
　今回いただいたのは「牛タン御膳」
￥1,500(税込 )。さすが自慢の牛タン、タン

の旨味がしっかり残って柔らかく絶品牛タンでした！その他には、「牛タンオムラ
イス」￥980(税込 )も人気があるそうです。和牛を使用した「ハンバーグランチ」
￥1,500(税込 )もボリュームがあって食べごたえがあります。スタミナ切れの際に
はぜひ訪れたいお店です！（畠中）

ランチ編

[たんや喜扇 ]
大阪市中央区南船場４ー８－５
 TEL 06-6241-5891　
 営業時間●11:30～15:00
 定休日●日曜日


