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大
阪
教
区
で
は
、
２
０
０
５
年
度
の
教
区
基
本

テ
ー
マ
を
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌

テ
ー
マ
と
同
じ
く
「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生

き
て
い
る
」
と
し
、
ポ
ス
タ
ー
を
製
作
し
て
大
阪

教
区
内
全
寺
院
・
教
会
に
発
送
し
た
。

ま
た
、
教
区
出
版
会
議
の
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
編
集
委
員
会
で
は
、
新
た
に
ポ
ス
タ
ー
と

同
様
の
表
紙
デ
ザ
イ
ン
を
用
い
て
、
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
を
製
作
し
発
行
し
た
。

編
集
委
員
会
で
は
、小
さ
な
赤
ち
ゃ
ん
の
手
に
、

尊
い
「
い
の
ち
」
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
採
用
し
た

こ
と
か
ら
、
テ
ー
マ
及
び
デ
ザ
イ
ン
を
受
け
止
め

表
現
す
る
文
言
を
吟
味
し
な
が
ら
、
一
編
の
詩
を

作
り
上
げ
た
。

ま
た
、
年
度
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
「
聞
こ
う　

親
鸞

聖
人
の
こ
と
ば　

見
つ
け
よ
う　

と
も
に
生
き
る

喜
び
」
と
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
末
尾
に
は
『
教
行
信
証
』（
信
巻
）
か
ら
「
機

の
深
信
」
を
引
用
し
た
。

教
区
内
全
寺
院
・
教
会
に
は
、
50
部
づ
つ
無
償

配
布
し
た
が
、
追
加
希
望
の
場
合
で
も
教
区
内
に

は
無
償
配
布
す
る
。
ま
た
ポ
ス
タ
ー
も
、
若
干
の

残
部
が
あ
る
た
め
、
寺
院
の
み
な
ら
ず
推
進
員
や

門
徒
宅
等
へ
の
掲
示
希
望
者
へ
提
供
し
て
い
る
。

お
問
い
合
せ
は
教
務
所
ま
で
。

教
区
か
ら
出
版
さ
れ
た

「
正
像
末
和
讃
を
読
む―

悲

泣
に
は
じ
ま
る
仏
道―

」

（
木
越　

康
・
著
）
が
早
く

も
好
評
を
得
て
い
る
。
本
書
は
、
２
０
０
１
年
９

月
か
ら
２
０
０
２
年
６
月
ま
で
10
回
に
わ
た
り
、

大
阪
教
区
教
化
委
員
会
主
催
で
、
木
越
康
氏
（
大

谷
大
学
短
期
大
学
部
助
教
授
）
を
講
師
と
し
て
開

催
さ
れ
た
「
聖
典
講
座
『
正
像
末
和
讃
』」
の
講

義
を
大
阪
教
区
出
版
会
議
が
ま
と
め
た
も
の
。

『
正
像
末
和
讃
』
の
、
全
体
の
流
れ
に
注
目
し
、

そ
の
展
開
の
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
を
中
心
に
講

義
さ
れ
た
内
容
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
て
あ
り
、
親
鸞
聖
人
が
ご
生
涯
の
最
晩
年
に

あ
っ
て
も
な
お
、
念
仏
者
と
し
て
生
き
て
い
く
中

で
、
徹
底
し
た
自
己
省
察
と
強
靱
な
思
索
力
を

も
っ
て
、
ど
う
し
て
も
『
正
像
末
和
讃
』
を
書
か

ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
あ
り
よ
う
が
響
い
て
く
る

内
容
と
な
っ
て
い
る
。

一
冊
１
６
０
０
円
（
送
料
別
）。
お
問
い
合
せ

は
教
務
所
ま
で
。

教
区
基
本
テ
ー
マ
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
製
作
・
発
行

教
区
出
版
会
議   
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親
鸞
聖
人
の
お
姿
は
、
住
職
・
寺
族
な
ら
毎
日
の
よ
う

に
拝
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
晨
じ
ん
ぢ
ょ
う朝

の
時
も
そ

う
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
お
仏
飯
を
お
そ
な
え
す
る
時
、
お

顔
や
眼
光
を
自
ら
の
眼
前
に
み
て
合
掌
す
る
の
が
常
で

あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
筆
者

は
そ
う
で
あ
る
。

一
般
的

に
そ
の
よ
う
な
聖
人
の
姿
・
顔
を
拝
す
る
時
、
何
を
考
え
、

何
を
思
う
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
何
も
考
え
ず
た
だ
敬
意
を

も
っ
て
合
掌
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
。

現
在
の
よ
う
に
須
弥
壇
が
内
陣
中
央
に
で
て
木
仏
本
尊

を
安
置
す
る
本
堂
形
態
に
な
っ
て
、
本
尊
の
右
（
外
陣
か

ら
み
て
）
に
、「
親
鸞
聖
人
絵
像
（
御
影
）」
を
安
置
し
掛

け
て
い
る
の
が
一
般
寺
院
の
通
常
で
あ
る
。
そ
の
前
に
出

仕
着
座
す
る
場
合
、「
祖
師
前
」
と
い
う
こ
と
で
も
周
知

で
あ
ろ
う
。
聖
人
絵
像
の
原
形
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
、
単
純
な
疑
問
が
生
じ
よ
う
。

　

聖
人
絵
像
の
原
形
と
も
い
う
べ
き
な
の
が

「
鏡
御
影
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
立
像
で
現
在

の
座
像
と
そ
の
像
容
は
異
な
る
が
、
聖
人

絵
像
で
最
も
古
く
、
寿じ
ゅ
ぞ
う像
と
し
て
知
ら

れ
る
。
ま
た
、
鏡
に
写
し
た
ご
と
く
聖

人
の
容
姿
を
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
鏡
か
が
み
の
ご
え
い

御
影
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
寿
像

と
は
存
命
中
に
描
か
れ
た
肖
像
画
・

絵
像
の
こ
と
を
い
う
。
高
僧
の
画
像

は
多
々
あ
ろ
う
が
、
寿
像
は
絵
師

が
象
主
と
対
面
し
て
描
い
て
お
り
、

描
写
の
正
確
さ
や
迫
真
性
を
最
も
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

寺
族
・
門
徒
な
ら
、
同
御
影
を
か
つ
て
の
展
覧
会
や
図

録
な
ど
で
一
度
は
拝
見
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
。
ま
た
近
年

は
そ
の
複
製
掛
軸
が
あ
り
、
一
般
寺
院
で
も
報
恩
講
な
ど

で
床
の
間
に
そ
れ
を
掛
け
て
お
ら
れ
、
拝
顔
す
る
機
会
に

恵
ま
れ
て
い
る
。

◇
◆
◇　
　
　
　

「
鏡
御
影
」
は
、
縦
七
三
・
五
セ
ン
チ
、
横
三
三
・
〇
セ
ン

チ
と
比
較
的
小
さ
く
、
紙
本
に
墨
線
で
描
か
れ
て
い
る
。

聖
人
の
頭
部
や
首
に
巻
か
れ
た
帽も
う
す子
は
淡
墨
の
細
い
線
で

描
か
れ
、
袈
裟
や
衣
は
濃
墨
で
若
干
荒
々
し
く
描
か
れ
て

い
る
。
手
に
は
念
珠
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
。
細
線
で
あ
る

が
聖
人
の
お
顔
を
よ
く
み
る
と
、
は
り
の
あ
る
額
、
や
や

こ
け
た
頬
、
小
さ
な
目
で
鋭
い
眼
光
。
そ
れ
に
ど
っ
し
り

と
し
た
腰
や
体
格
。

不
屈
の
念
仏
者
と
し
て
の
心
う
た
れ
る
お
姿
で
あ
る
。

聖
人
が
流
罪
の
身
で
越
後
時
代
の
厳
し
い
寒
さ
を
の
り
超

え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、眼
光
は
厳
し
さ
の
中
に
や
さ
し
さ
が
感
じ
ら
れ
、

御
絵
像
�
語
�
①�

鏡
御
影上

場
顕
雄

�

�

�

�

�

�

�
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そ
の
視
線
と
口
も
と
は
今
に
も
我
々
に
話
し
か
け
て
下
さ

る
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た
感
を
も
つ
の
は
筆
者
だ
け
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）、
本
願
寺
三
代
覚
如
上
人
が

御
影
を
修
補
し
た
中
で
、
絵
の
筆
者
は
似
絵
の
大
成
者
藤

原
信
実
の
子
で
あ
る
専
阿
弥
陀
仏
と
記
し
、
袴こ
ど
の殿

と
も
号

す
る
と
し
る
し
て
い
る
。
御
影
上
部
の
「
和
朝
親
鸞
聖
人

真
影
」
と
『
正
信
偈
』
の
「
憶
念
弥
陀
佛
本
願
」
以
下
の

四
句
の
讃
は
覚
如
上
人
筆
と
さ
れ
、
こ
の
修
理
の
際
、
補

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
画
像
を
よ
く
見
る
と
折
り
た
た
ん

だ
跡
の
横
に
走
る
線
が
あ
り
、
も
と
は
大
谷
の
御
影
堂
に

安
置
さ
れ
て
い
た
木
像
の
体
内
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

現
在
、「
鏡
御
影
」
は
西
本
願
寺
が
蔵
し
、
国
宝
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
聖
人
の
室
・
恵
信
尼
公
は
父
の
訃
報
を
伝

え
た
末
娘
覚
信
尼
公
宛
に
「
又
、
あ
の
御
影
の
一
幅
、
欲

し
く
思
い
ま
い
ら
せ
候
う
也
」（
恵
信
尼
文
書
第
四
通
）

と
あ
り
、
恵
信
尼
は
聖
人
の
御
影
を
形
見
と
し
て
所
望
さ

れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
あ
の
御
影
」
と
は
ど
れ
を

さ
す
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
消
息
が
聖
人
命
終
の
翌
年
で

あ
り
、
寿
像
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
鏡

御
影
」
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
夫
婦
の
敬
愛
の

念
を
感
じ
る
。

聖
人
像
・
お
姿
と
対
峙
す
る
時
、
聖
人
が
求
め
ら
れ
た

仏
道
や
そ
の
心
に
遇
っ
て
い
こ
う
と
す
る
、
自
ら
の
姿

勢
が
感
動
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
宗
祖
七
百
五
十
回
御
遠
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、

そ
れ
は
改
め
て
聖
人
の
門
徒
と
し
て
の
自
覚
で
も
あ
る
。

〔
う
え
ば
・
あ
き
お
／
第
５
組
圓
徳
寺
住
職
・
教
学
研
究

所
嘱
託
研
究
員
・
文
学
博
士
〕

鏡御影（かがみのごえい）／西本願寺蔵・国宝



6

教

区

ア

ラ

カ

ル

ト

・

特

別

編

お
待
ち
受
け
総
上
山
御
影
堂
修
復
現
場
視
察
レ
ポ
ー
ト

去
る
２
０
０
５
年
12
月
9
日
、
大
阪
教
区
主
催
の
行
事

と
し
て
、
各
組
の
代
表
者
な
ど
55
名
に
ご
参
加
い
た
だ
い

て
、
本
山
へ
の
お
待
ち
受
け
参
拝
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
そ
れ
に
先
だ
ち
、
当
『
し
ゃ
ら
り
ん
』
編
集
部
で

も
御
影
堂
修
復
現
場
の
見
学
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
時
の
様
子
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

当
誌
の
マ
ス
コ
ッ
ト
、し
ゃ
ら
り
ん
ち
ゃ
ん
で
ー

す
。
今
回
は
私
た
ち
が
御
影
堂
屋
根
修
復
現
場

見
学
を
レ
ポ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ね
。

マ
ン
ガ
で
は
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
、
し
ゃ

ら
り
ん
ち
ゃ
ん
の
寺
で
飼
わ
れ
て
い
る
犬
で
ご

ざ
い
ま
す
。
聞
法
犬
シ
ロ
が
ラ
イ
バ
ル
で
ご
ざ
い
ま
す
。

名
前
は
…
…
よ
く
考
え
た
ら
ま
だ
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。
あ
あ
、
ひ
ど
い
飼
い
主
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
え
。

も
う
。
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
で
し
ょ
。

そ
れ
よ
り
あ
ん
た
、
ち
ゃ
ん
と
レ
ポ
ー
ト
し
な

さ
い
。

う
ー
。
し
く
し
く
。
犬
使
い
の
荒
い
飼
い
主
で

ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
不
肖
な
が
ら
わ
た
く
し
ご
報
告
を
さ
せ
て
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い
た
だ
き
ま
す
で
す
。

わ
た
く
し
た
ち
編
集
部
が
見
学
に
訪
れ
た
の
は
12
月
6

日
。
こ
の
年
い
ち
ば
ん
の
冷
え
込
み
で
あ
り
ま
し
た
。
小

雨
降
り
し
き
る
中
、
わ
た
く
し
た
ち
は
真
宗
本
廟
（
東
本

願
寺
）
へ
と
参
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

参
拝
接
待
所
に
て
担
当
の
方
よ
り
説
明
を
受
け
、
ヘ

ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
っ
て
い
ざ
素
屋
根
へ
登
り
ま
す
。
わ

た
く
し
恥
ず
か
し
な
が
ら
高
い
と
こ
ろ
が
苦
手
で
し
て
、

ち
ょ
っ
と
心
配
だ
っ
た
の
で
す
が
、
ま
わ
り
は
す
っ
ぽ
り

と
覆
わ
れ
て
お
り
、
な
ん
て
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
は
こ
こ
で
当
編
集
部
の
難
波
記
者
の
レ
ポ
ー
ト
を
ご

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

身
近
に
な
っ
た
御
修
復

難
波
美
千
子

御
影
堂
門
で
合
掌
し
た
時
、
白
く
光
る
大
き
な
素
屋
根

は
寒
い
冬
空
の
下
、
一
層
、
冷
た
く
異
形
に
思
え
た
。

御
遠
忌
本
部
の
延
澤
さ
ん
の
説
明
は
、
耐
震
の
為
の
工

夫
の
一
つ
で
あ
る
空
葺
工
法
か
ら
始
ま
り
、
費
用
は
掛
か

る
が
今
の
時
代
に
こ
そ
の
瓦
や
材
木
等
の
再
資
源
化
で
環

境
問
題
に
一
石
を
投
じ
、
素
屋
根
や
工
事
現
場
で
の
安
全

第
一
主
義
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
な
現
場
視
察
の
た
め
の
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
の
設
置
、
軒
先
の
不
陸
工
事
、
明
治
期
の
御
修

復
の
際
の
先
人
の
情
熱
、
と
階
が
進
む
に
つ
れ
熱
く
私
の

心
に
響
い
て
き
た
。
工
事
現
場
の
方
の
「
い
や
あ
、
寒
い

で
す
！
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
御
修
復
に
関
わ
る
全
て
の

人
達
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
か
つ
デ
リ
ケ
ー
ト
、
そ
し
て
優
し

い
気
持
ち
を
感
じ
た
。

御
修
復
に
対
し
て
今
ひ
と
つ
身
近
な
事
と
し
て
思
え
な

か
っ
た
私
だ
が
、
ほ
ん
の
短
い
時
間
で
は
あ
っ
た
が
、
実

際
に
現
場
に
立
ち
自
分
の
目
で
確
か
め
、
そ
こ
に
働
く

方
々
の
息
づ
か
い
を
感
じ
る
事
に
よ
っ
て
、
自
分
と
の
繋

が
り
、
過
去
の
人
達
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
、
先
の
人
達
へ

の
責
任
感
と
い
う
も
の
が
や
っ
と
少
し
芽
生
え
て
き
た
。

帰
路
、
御
影
堂
門
で
も
う
一
度
合
掌
し
た
私
の
目
に

映
っ
た
素
屋
根
は
暖
か
く
、
誇
ら
し
げ
に
堂
々
と
し
た
姿

で
思
わ
ず
も
う
一
度
合
掌
し
た
。

そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
わ
た
く
し
も
真
宗
門

徒
の
は
し
く
れ
と
し
て
、
御
影
堂
の
屋
根
を
ま

の
あ
た
り
に
し
て
、
素
直
に
感
動
い
た
し
ま
し
た
。

そ
う
そ
う
。
ほ
ん
と
寒
か
っ
た
よ
ね
〜
。
私
な

ん
か
水
っ
鼻
が
出
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
あ
と
１
時

間
も
い
た
ら
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
同
朋
新
聞
の
一
面
を

飾
っ
て
い
た
か
も
。

素
屋
根
が
あ
る
と
は
い
え
ほ
と
ん
ど
外
と
変
わ
ら
な
い

気
温
で
す
。
寒
い
季
節
に
参
拝
さ
れ
る
方
は
く
れ
ぐ
れ
も

暖
か
い
服
装
で
ね
。

編
集
部
の
あ
る
人
は
ホ
ッ
カ
イ
ロ
を
持
っ
て
き
て
た
ん

だ
け
ど
、
他
の
み
ん
な
に
う
ら
や
ま
し
そ
ー
に
見
ら
れ
て

た
も
ん
ね
。…

…
。

あ
ん
た
は
最
初
の
感
想
が
「
寒
か
っ
た
」
か
い
。

こ
ん
な
飼
い
主
を
持
っ
て
わ
た
く
し
哀
し
い
で
す
。

↑御影堂に使われている様々な瓦。65種類もあるそうです
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い
ち
い
ち
つ
っ
か
か
る
わ
ね
え
。
わ
た
し
だ
っ

て
ち
ゃ
ん
と
見
学
し
た
も
ん
。
今
回
の
御
修
復

で
は
環
境
問
題
に
も
力
を
入
れ
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
よ
、

み
な
さ
ん
。

御
修
復
と
環
境
問
題

久
世
見
証

今
回
、
し
ゃ
ら
り
ん
の
取
材
で
向
か
っ
た
の
は
、
現
在

修
復
工
事
中
の
本
山
御
影
堂
。
参
拝
接
待
所
で
簡
単
な

説
明
を
受
け
い
ざ
見
学
に
。
取
材
と
い
う
こ
と
で
特
別
に

色
々
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

瓦
洗
い
場
を
抜
け
て
一
路
御
影
堂
へ
。
現
場
内
は
各
所

に
写
真
パ
ネ
ル
が
掲
示
さ
れ
て
お
り
、
通
常
は
参
拝
接
待

所
の
方
が
付
い
て
説
明
さ
れ
ま
す
。
上
下
動
は
３
階
ま
で

は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
あ
り
、車
椅
子
で
も
見
学
で
き
ま
す
。

基
本
的
に
火
気
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
場
内
に
は
火
災
警
報

機
や
消
火
器
が
設
置
さ
れ
万
全
が
期
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
御
修
復
で
は
環
境
に
対
す
る
配
慮
に
も
眼
目
が

置
か
れ
、
瓦
だ
け
で
な
く
板
一
枚
も
使
え
る
も
の
は
再
利

用
が
心
が
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
雨
水
タ
ン
ク
が
設

置
さ
れ
、
瓦
洗
い
等
水
回
り
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、例
え
ば
破
損
の
激
し
い
瓦
は
「
ソ
イ
ル
ビ
ー
ン
ズ
」

に
す
る
等
し
て
廃
棄
物
を
な
る
べ
く
出
さ
な
い
よ
う
に
努

力
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

百
年
前
の
御
門
徒
方
が
再
建
さ
れ
た
御
影
堂
。
そ
の
願

い
を
受
け
継
ぎ
、
い
か
に
後
世
に
伝
え
る
か
。
そ
の
問
い

か
け
に
答
え
る
中
に
、
願
い
に
立
て
ば
環
境
問
題
が
私
の

問
題
に
な
っ
て
く
る
の
か
と
感
じ
ま
し
た
。

瓦
も
処
分
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
産
業
廃
棄
物
と

し
て
捨
て
な
く
て
は
い
け
な
い
の
。
明
治
の
人

た
ち
が
１
枚
ず
つ
手
で
作
ら
れ
た
大
切
な
瓦
を
ゴ
ミ
と
し

て
出
す
の
は
、
や
っ
ぱ
り
ち
ょ
っ
と
ね
ー
。

で
も
記
念
品
と
し
て
お
配
り
し
た
り
、
砕
い
て
新
し
い

瓦
に
混
ぜ
た
り
、「
ソ
イ
ル
ビ
ー
ン
ズ
」
と
い
う
湿
気
を

吸
収
し
ち
ゃ
う
便
利
な
砂
利
に
し
た
り
、
ま
た
ま
た
境
内

の
ベ
ン
チ
に
も
し
た
り
し
て
１
枚
の
瓦
も
ゴ
ミ
と
し
て
出

さ
ず
に
す
み
そ
う
な
ん
で
す
っ
て
。
よ
か
っ
た
ね
ー
。

そ
う
で
す
ね
。
瓦
が
す
べ
て
再
利
用
さ
れ
る
の

は
、
ほ
ん
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
ね
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
巨
大
な
御
影
堂
を
１
０
０
年
の
昔

に
再
建
な
さ
っ
た
先
人
の
ご
苦
労
を
思
う
と
、
わ
た
く
し

感
動
の
あ
ま
り
ほ
と
ば
し
る
涙
を
止
め
る
す
べ
が
ご
ざ
い

ま
せ
ん
で
す
、
う
っ
う
っ
う
っ
…
…
。

こ
の
犬
は
な
に
を
号
泣
し
て
る
の
か
し
ら
ん
。

そ
ん
な
こ
と
だ
か
ら
シ
ロ
に
負
け
る
の
よ
。

温
故
知
新

廣
瀬　

俊

一
枚
の
古
い
写
真
が
す
べ
て
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う

だ
っ
た
。

御
影
堂
素
屋
根
現
場
の
３
階
、
瓦
の
無
い
大
屋
根
の

裸
々
と
し
た
素
顔
を
背
に
、
展
示
し
て
あ
っ
た
写
真
は

明
治
期
の
御
修
復
風
景

で
あ
っ
た
。
木
組
み
の

素
屋
根
は
ム
シ
ロ
で
覆

わ
れ
、
そ
の
最
上
へ
の

上
り
道
に
、
こ
れ
ま
た

木
組
み
の
大
き
な
坂
道

（
ス
ロ
ー
プ
）
を
烏
丸

通
り
よ
り
作
り
、
そ
の

坂
道
に
何
人
も
の
人
が

←
東
本
願
寺
特
製
ソ
イ
ル
ビ
ー
ン
ズ
。
一
袋
10
㎏
１
９
０
０
円
で
す



9 

大
木
の
柱
を
担
ぎ
上
げ
て
い
る
た
っ
た
一
枚
の
古
い
写
真

で
あ
っ
た
。

確
か
に
そ
う
だ
ろ
う
、
現
在
で
は
ク
レ
ー
ン
を
使
い
、

ま
た
油
圧
ジ
ャ
ッ
キ
や
ロ
ー
ラ
ー
を
使
い
ス
ラ
イ
ド
工
法

で
の
素
屋
根
を
作
る
が
、
そ
の
よ
う
な
機
械
の
な
い
時
代

の
現
場
風
景
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
だ
っ
た
。
当
日
、
僕

た
ち
を
案
内
し
て
く
れ
た
御
遠
忌
本
部
の
延
澤
さ
ん
は
熱

く
語
ら
れ
た
。「
こ
の
時
代
、
各
地
の
門
徒
が
集
ま
っ
て
、

本
願
寺
御
修
復
に
尽
力
さ
れ
た
、
ま
た
烏
丸
通
り
か
ら
巨

大
な
ス
ロ
ー
プ
を
作
る
の
だ
か
ら
、
き
っ
と
地
域
の
絶
大

な
協
力
も
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
」
と
。

僕
の
印
象
の
中
に
は
、御
本
山
は
何
か
ド
カ
ッ
と
座
り
、

反
り
返
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明

治
期
の
そ
の
写
真
か
ら
は
、
あ
る
い
は
延
澤
さ
ん
の
話
か

ら
は
、
地
域
社
会
と
お
寺
の
関
係
、
お
東
さ
ん
が
元
気
な

ら
地
域
も
元
気
だ
と
い
う
よ
う
な
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う

な
つ
な
が
り
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
た
。
地
域
社
会
と
共

に
あ
る
お
寺
、
そ
ん
な
お
寺
の
姿
を
御
影
堂
は
明
治
期
よ

り
背
負
っ
て
来
た
。

さ
て
、
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
新
し
い
御
影
堂
と
共
に
ど

ん
な
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
け
る
だ
ろ
う
か
、

明
治
期
の
た
っ
た
一
枚
の
写
真
は
、
僕
に
そ
ん
な
課
題
を

与
え
て
く
れ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
う
そ
う
。
こ
の
お
っ
さ
ん
い
い
こ
と
言
う
わ

ね
〜
。
ハ
ー
ド
だ
け
で
な
く
ソ
フ
ト
も
大
事
っ

て
こ
と
ね
。
集
う
人
々
あ
っ
て
の
建
物
で
す
か
ら
ね
ー
。

そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
明
治
の
人
た
ち
を
見
習
っ
て
、
わ
た

し
た
ち
も
が
ん
ば
ら
な
く
っ
ち
ゃ
っ
て
思
い
ま
す
。

瓦
の
葺
き
方
を
変
え
た
り
土
を
乗
せ
る
の
を
や

め
た
り
し
て
、
屋
根
の
重
さ
を
約
７
０
０
ト
ン

軽
量
化
し
た
り
、
耐
震
補
強
を
し
た
り
し
て
、
地
震
災
害

に
も
強
い
も
の
に
し
て
い
ま
す
の
も
、
ひ
と
え
に
こ
の

御
影
堂
が
こ
れ
か
ら
も
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
受
け
継
が

れ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
か
ら
な
の
で
ご
ざ
い
ま

し
ょ
う
ね
。

過
去
か
ら
未
来
へ
と
繋
が
る
果
て
し
な
い
道
の
一
点

を
、
わ
た
く
し
た
ち
は
願
わ
れ
て
共
に
歩
み
続
け
て
い
る

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
な
。
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿

弥
陀
仏
。

い
つ
も
エ
サ
が
少
な
い
っ
て
文
句
ば
っ
か
り

言
っ
て
る
割
に
は
殊
勝
に
締
め
た
わ
ね
。
で
も

そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
ビ
デ
オ
に
は
出
ら
れ
な
い
わ

よ
。ま

、そ
れ
は
と
も
か
く
、誌
面
も
残
り
少
な
く
な
っ
ち
ゃ

い
ま
し
た
。

最
後
に
、
本
山
で
は
御
遠
忌
を
機
に
「
お
待
ち
受
け
総

上
山
」
を
す
す
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
プ

ラ
ン
も
あ
る
み
た
い
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
も
上
山

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

実
際
の
御
影
堂
の
屋
根
の
様
子
は
、
写
真
で
は
伝
え
き

れ
な
い
迫
力
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と

を
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
た
ぶ
ん
こ
れ
を
逃
す

と
一
生
見
れ
な
い
と
思
う
し
、
機
会
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
見
学

な
さ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
ー
す
。

そ
れ
で
は
ま
た
い
つ
か
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
ね
。
ば
い

ば
ー
い
。最

後
ま
で
お
読
み
い
た
だ
い
て
、
わ
た
く
し
尻

尾
が
振
り
切
れ
そ
う
な
ほ
ど
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
さ
よ
う
な
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
ー
。
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●

国
旗
…
韓
国
の
国
旗
の
模
様
は
東
洋
哲
学
の
陰

陽
原
理
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
中
央
に
、「
宇
宙

最
高
の
原
理
」
を
意
味
す
る「
太
極
」
を
円
で
示

し
て
い
ま
す
。

●

人
口
…
約
４
８
１
９
万
人

　
　
　
（
２
０
０
４
年
７
月
現
在
）

●

首
都
…
ソ
ウ
ル　

SEO
U
L

●

政
体
…
民
主
共
和
制
。
現
元
首

は
盧
武
鉉（
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
）
大
統

領●

国
花
…
無
窮
花（
木
槿
）。
散
っ

て
咲
き
、
ま
た
散
っ
て
は
咲
く
生

命
力
の
強
さ
を
、
韓
国
人
の
歴
史

と
性
格
に
例
え
る
こ
と
が
多
く
、

7
月
か
ら
10
月
に
華
麗
な
花
を
咲

か
せ
ま
す
。
日
本
で
は
ム
ク
ゲ
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す

●

国
歌
…
愛
国
歌（
エ
グ
ッ
カ
）

●

言
葉
…
韓
国
語
。
ハ
ン
グ
ル
は
韓
国
語
の
文
字

の
こ
と
。「
大
い
な
る
文
字
」
と
い
う
意
味
で
す
。

韓
国
語
は「
ハ
ン
グ
ゴ
」、
ま
た
は「
ハ
ン
グ
ン
マ

ル
」
と
呼
ば
れ
、
韓
国
の
人
々
の
間
で
は「
私
た

ち
の
言
葉
」
と
い
う
意
味
で「
ウ
リ
マ
ル
」
と
も

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

●

宗
教

・
仏
教
…
仏
教
は
2
世
紀
、
高
句
麗
の
小ソ
ス
リ
ム
ワ
ン

獣
林
王

の
時
に
伝
来
し
、
そ
の
後
百く
だ
ら済

、
新し
ら
ぎ羅

に
様
々
な

影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。 

特
に
建

築
物
や
彫
刻
、
絵
画
、
工
芸
品
な

ど
に
色
濃
く
見
ら
れ
ま
す
。
国
民

の
約
27
％
。

　

キ
リ
ス
ト
教
…
キ
リ
ス
ト
教
は

１
８
８
２
年
ア
メ
リ
カ
と
就
航
条

約
を
結
ん
だ
後
伝
播
。
始
め
は
迫

害
を
受
け
ま
し
た
が
、
教
徒
達
は

日
本
に
対
抗
し
反
植
民
地
運
動
に

積
極
的
な
参
与
を
見
せ
た
り
教
育

の
機
会
を
促
進
さ
せ
た
り
し
た
た

め
、
だ
ん
だ
ん
と
受
け
入
れ
ら
れ
、

現
在
で
は
国
民
の
25
％
が
キ
リ
ス

ト
教
徒
だ
と
言
わ
れ
ま
ず
。

・
儒
教
…
基
本
的
に
仁
の
重
要
性
を
説
き
、
古
代

韓
国
社
会
の
共
有
思
想
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
。

次
第
に
韓
国
精
神
と
交
じ
り
合
い
変
化
し
な
が

ら
、
倫
理
体
制
、
生
活
様
式
、
国
家
法
に
重
要
不

可
欠
な
要
素
で
す
。
韓
国
人
の
意
識
に
深
く
根
を

下
ろ
し
今
日
ま
で
持
続
す
る
儀
式
等
か
ら
も
そ
の

影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
そ
の
他
…
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム　

天
道
経
な
ど

－韓国－

近
く
て
遠
い
国
、
韓
国
。
お
隣
で
あ
り
な
が
ら
、
過
去
の
日
本
の
植
民
地
支
配
と
い
う
悲
し
い
歴
史

も
あ
り
、
お
互
い
の
関
係
は
複
雑
で
す
。
一
方
60
万
人
を
超
え
る
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
日
本
に
暮
ら

し
ま
す
。最
近
で
は
韓
流
ド
ラ
マ
が
日
本
で
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
て
い
ま
す
し
、韓
国
料
理
は
す
っ

か
り
定
番
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
韓
国
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
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先
日
、
面
白
い
光
景
を
見
た
。

あ
る
お
寺
の
お
彼
岸
の
座
に
友
人
が
法
話
を
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
勉
強
会
仲
間
で
、
勉
強
を
兼

ね
て
そ
こ
に
集
ま
ろ
う
と
示
し
合
わ
せ
た
。
し

か
し
お
彼
岸
の
法
要
は
お
昼
の
こ
と
。
僕
自
身
も

法
務
も
あ
り
時
間
が
ギ
リ
ギ
リ
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
も
う
始
ま
る
時
間
が
迫
っ
て
い
る
。｢

間
に

合
う
だ
ろ
う
か｣

と
汗
を
フ
キ
フ
キ
急
ぎ
足
で
歩

い
て
い
る
と
、
そ
の
途
中
に
墓
地
が
あ
っ
た
。

い
か
に
も
村
の
共
同
墓
地
と
い
っ
た
感
じ
の
お

墓
。
ふ
っ
と
目
を
や
る
と
、
そ
の
墓
地
の
真
ん
中

辺
り
で
、
小
学
校
低
学
年
ぐ
ら
い
の
ラ
ン
ド
セ
ル

を
背
負
っ
た
二
人
の
女
の
子
が
、
な
に
や
ら
朽
ち

果
て
そ
う
な
古
い
お
墓
に
近
づ
い
て
、
ヒ
ソ
ヒ
ソ

話
し
て
い
る
。
小
学
校
の
下
校
時
間
ぐ
ら
い
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
、
道
に
は
数
人
の
小
学
生
も
歩
い

て
い
た
。
し
か
し
、
墓
地
の
真
ん
中
で
、
女
の
子

が
二
人
そ
れ
も
相
当
そ
の
古
い
お
墓
に
近
づ
い
て

話
し
て
い
る
。ち
ょ
っ
と
不
思
議
な
光
景
で
あ
る
。

別
に
聞
き
耳
を
立
て
る
つ
も
り
も
無
い
が
、
や
は

り
気
に
な
る
。
そ
こ
に
聞
こ
え
て
き
た
言
葉
は
こ

う
だ
っ
た
。
一
人
の
女
の
子
が｢

ミ
ッ
キ
ー
さ
ん

や｣
と
言
っ
た
。
も
う
一
人
が｢

ほ
ん
ま
や｣

と

返
し
。
二
人
は
ケ
タ
ケ
タ
と
笑
い
な
が
ら
、
お
墓

を
離
れ
墓
地
か
ら
出
て
い
っ
た
。

僕
は
急
い
で
い
た
。
時
間
ギ
リ
ギ
リ
で
急
い
で

い
た
。
が
し
か
し
、
そ
の｢
ミ
ッ
キ
ー
さ
ん
や｣

が
気
に
な
っ
て
し
か
た
が
な
い
。
女
の
子
た
ち
が

立
ち
去
っ
た
墓
地
の
中
ほ
ど
ま
で
見
に
行
く
と
、

朽
ち
果
て
そ
う
な
そ
の
お
墓
に
は
シ
ミ
や
ら
カ
ビ

の
よ
う
な
色
も
沢
山
つ
い
て
い
た
。
そ
の
中
の
一

つ
が
、
あ
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
の

形
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
偶
然
で
あ
る
の
だ

ろ
う
が
見
事
だ
。
本
当
に
見
事
だ
っ
た
。

そ
ん
な
お
墓
の
シ
ミ
に
出
く
わ
し
た
の
が
大
人

だ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
体
の
調
子
が
悪
い

の
は
こ
れ
の
せ
い
だ
」
と
か
「
子
供
が
受
験
に
失

敗
し
た
原
因
を
見
つ
け
た
」
と
か
、つ
い
に
は
「
何

代
前
の
ご
先
祖
が
ネ
ズ
ミ
に
悪
さ
し
た
、
そ
の

ネ
ズ
ミ
の
祟
り
」
と
騒
ぎ
出
す
の
が
想
定
内
の
こ

と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
ん
な
我
々
に
対
し
て
小

学
生
か
ら
見
た
古
い
お
墓
の
シ
ミ
は｢

ミ
ッ
キ
ー

さ
ん｣

だ
。
恐
れ
る
こ
と
も
な
く
、
古
い
お
墓
の

前
で
笑
う
二
人
の
少
女
を
見
て
い
る
と
、
祟
る

祟
る
が
空
し
く
な
っ
て
く
る
。
誰
が
祟
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
祟
る

先
祖
が
怖
い
の
で
は

な
く
、
ほ
ん
と
う
に

怖
い
の
は
、
先
祖
を

祟
る
悪
者
・
悪
霊
に

し
て
い
る
私
た
ち
そ

の
も
の
で
は
な
い
か

と
思
う
こ
と
で
あ
っ

た
。　
　
　
（
廣
瀬
）

ア ト リ エ し ゃ ら り ん

http://www.icho.gr. jp/shararin/sozai/

画 ・ 北 川 浩 三



◆
紅
葉
で
有
名
な
箕
面
市

で
す
が
、
春
に
は
桜
、
秋

に
は
銀
杏
が
き
れ
い
な
道

が
あ
り
ま
す
。
晩
秋
の
あ
る
日
そ
の
道
を
通
り
な
が

ら
、
同
じ
道
に
あ
る
同
じ
銀
杏
な
の
に
色
づ
き
方
が

実
に
様
々
な
の
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

日
照
、
雨
水
、
風
の
当
た
り
方
な
ど
に
よ
っ
て
変
わ

る
の
で
し
ょ
う
が
、
ど
の
樹
も
や
が
て
は
、
全
て
葉

を
落
と
し
、
ま
た
来
年
芽
吹
い
て
く
る
の
で
す
。
◆

こ
の
度
な
ん
の
能
力
も
な
い
の
に
無
謀
に
も
「
し
ゃ

ら
り
ん
」
の
編
集
に
関
わ
ら
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
、

初
め
て
の
取
材
が
御
修
復
現
場
視
察
と
い
う
幸
運
で

し
た
。
銀
杏
に
例
え
る
な
ら
葉
も
ま
ば
ら
な
樹
の
よ

う
な
私
で
す
が
、
他
の
編
集
者
の
方
々
に
付
い
て
真

摯
に
学
ん
で
い
き
、
来
年
は
少
し
で
も
た
く
さ
ん
の

葉
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
頑
張
っ
て
い
き
ま

す
。
◆
各
組
、
各
ご
寺
院
内
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
作
り
の
み
な
ら
ず
、
コ
ピ
ー
し
て
檀
家
さ
ん
に
も

配
り
た
く
な
る
よ
う
な
、
御
堂
筋
で
一
番
大
き
な
銀

杏
の
樹
の
よ
う
に
豊
か
な
「
し
ゃ
ら
り
ん
」
に
皆
様

と
共
に
成
長
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。(

Ｍ)

編
集
後
記

■南御堂周辺のお店紹介

　たまには洋食をということで選んだの
が今回のイタリア料理店「OSTERIA Q.T.8」。
店名の「OSTERIA」は日本の居酒屋に相当
するイタリア語で、高級レストランでも
なく、一杯飲み屋でもない、みんなで楽
しめるお店とのことです。
　店頭には自家栽培のハーブ（もちろん料理に使います）。明るい
店内にはテーブル席が２４席、カウンター席が６席あります。壁の

大きな黒板に、フランス産のエゾシカ
や、長野の契約農家から仕入れる無農
薬野菜、毎朝市場で買いつける新鮮な
魚貝類で作るメニューが並びます。同
じくヨーロッパ各国のワインが２０種
類位リストアップ（2500円～）。でも、
隣に久保田の萬寿がおいてあったり…

　さて、まずはビール（ギネスあり）で乾杯して鰯のオイルサーディ
ンやエゾシカのカルパッチオを。チーズたっぷりのオムレツや牛肉
の赤ワイン煮込みもおいしくお酒が進みます。肉料理に合わせて赤
ワインにしましたが、カクテルや焼酎もあるのでお好きな方はどう
ぞ。最後はデザートにアイスエスプレッソで締め。
　６人でワインだけでも２本飲んで4000円行かず。ボリュームたっ
ぷりで満腹でした。ランチもあるので足を伸ばしてみては？（久世）

O S T E R I A  Q . T . 8
オステリア　クティオット

北御堂

中央大通

[ OSTERIA Q.T.8]
大阪市中央区本町4-5-15 本町OSビル１F
TEL06-6265-3719
営業時間●11:30～15:00/17:30～24:00
定休日●なし
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