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（
暮

轟
）警窯

来

鉄
来

一

今
年
、
心
斎
橋
の
石
橋
が

完
成
し
て
１
０
０
周
年
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
プ
ロ
ジ

ェ

ク

ト
が

進

ん

で
い
る

と
問

き
、
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
長

で
心
斎
橋
筋
北
商
店
街
振
興

組
合
理
事
長
の
春
木
洋
次
さ

ん
に
構
想
を
伺

っ
た
。

「心

斎
橋
で
暮
ら
し
、
働
い
て
い

る
私
た
ち
は
石
橋
１
０
０
周

年
を
節
目
に
、
愛
す
る
町
と

文
化

を

更

に
輝

か
せ
た

い

と
、
心
斎
橋
カ
ル
チ

ャ
ー
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
立
ち
上
げ
を

決
意
し
た
の
で
す
」
と
熱

っ

〔■=二■■イー~

ぼ
く
語

っ
て
く
れ
た
。

さ
び
れ
ゆ
く
商
店
街
の
話

を
聞
く
が
、
私
の
知
る
大
阪

は
、
天
神
橋
筋
商
店
街
と
こ

の
心
斎
橋
筋
商
店
街
に
元
気

が
あ
る
。
春
木
理
事
長
の
「こ

こ
で
暮
ら
し
、
働
い
て
い
る

私
た
ち
は
」
の
言
葉
に
元
気

の
源
が
あ
る
と
思

っ
た
。
春

木
さ
ん
は
、
普
は
そ
こ
う
百

貨
店
、
今
は
心
斎
橋
１
丁
目

で
メ
ガ
ネ
店
を
営
ん
で
、
今

年
で
１
１
２
年
に
な
る
老
舗

の
現
役
社
長
で
あ
る
。

地
元
の
出
身
と
分
か
り
、

本
来
の
心
斎
橋
筋
の
範
囲
は

？
と
尋
ね
る
と
、

「書
は
土

佐
堀
川
か
ら
長
堀
川
ま
で
の

本
屋
の
町
が
で
き
、
心
斎
橋

を
渡

っ
て
戎
橋
ま
で
に
ぎ
わ

い
が
延
び
た
の
で
す
。
現
在

の
心
斎
橋
筋
は
北
端
の
北
浜

３
丁
目
か
ら
南
端
の
戎
橋
ま

で
を
指
し
、
せ
ん
ば
心
斎
橋

筋
、
心
斎
橋
筋
北
、
心
斎
橋

筋
の
３
商
店
街
に
ま
た
が

っ

て
い
ま
す
。
１
日
の
通
行
人

は
１０
万
人
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
」
と
誇
ら
し
げ
だ

っ
た
。

次
に
イ
ベ
ン
ト
の
内
容
に

つ
い
て
伺
う
と
、

「今
年
は

向
け
て
、
今
後
１３
年
間
、
正

式
名
は
ま
だ
決
ま

っ
て
い
ま

せ
ん
が
、

『
心
斎
橋
祭
』
と

い
う
よ
う
な
形
で
、
イ
ベ
ン

ト
を
続
け
て
行
き
た
い
」
と

抱

負
を

ご
披

露

い
た
だ

い

た
。取

材
後
、
商
店
街
を
ち

ょ

っ
と
散
策
し
た
。
各
専
門
店

は
通
行
人
の
目
に
留
ま
ら
せ

よ
う
と
工
夫
を
凝
ら
し
て
い

る
が
、
残
念
な
が
ら
店
内
の

奥
が
見
え
に
く
い
。
入
る
の

に
勇
気
が
要
る
。
ビ
ル
の
前

ス
灯
で
照
ら
し
て
ほ
し
い
と

思

っ
た
。
こ
れ
が
私
の
心
斎

橋

イ

メ
ー
ジ

か
も
し

れ
な

い
。
視
界
を
遮
る
ガ
ラ
ス
の

ド
ー
ム
は
き
れ
い
に
な

っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
い

′

ず
れ
汚
れ
と
ポ
イ
捨
て
が
心

配
で
あ
る
。
近
く
に
公
衆
の

喫
煙
コ
ー
ナ
ー
等
の
設
置
を

考
え
な
い
と
、
ガ
ラ
ス
ド
ー

ム
上
に
ポ
イ
捨
て
は
必
ず
行

わ
れ
る
だ
ろ
う
。

帰
宅
後
す
ぐ
、
春
木
理
事

長
に
心
斎
橋

へ
の
期
待
イ
メ

水
の
流
れ
が
あ
れ
ば
心
も
潤
う

心
斎
橋
の
イ
メ
ト
ジ
風
景
を

絵
に
し
た
作
品
を
募
集
し
ま

す
。
大
賞
と
入
賞
作
品
１８
点

を
広
告
に
加
工
し
、
商
店
街

の
空
中
画
廊
に
掲
げ
る
と
い

う
参
加
型
イ
ベ
ン
ト
を
行
い

ま
す
。
架
橋
１
０
０
周
年
に

耐財判ⅧⅧ螂悧「 庭
の
植
え
込
み
で

一
体
み
し

た
の
ち
、
ス
ケ

ッ
チ
を
す
る

た
め
心
斎
橋
の
欄
干
脇
に
立

っ
た
。
四
方
を
見
ま
わ
す
と
、

心
斎
橋
筋
北
商
店
街
の
南
入

り
口
を
狙
う
し
か
方
法
が
な

か

っ
た
“

欄
干
上
か
ら
見
て
、
ク
リ

ス
タ
地
下
街
の
屋
上
部
分
は

東
西
に
見
通
し
良
く
で
き
て

お
り
、
低
い
植
え
込
み
と
疎

水
の
流
れ
が
で
き
れ
ば
い
い

の
に
な
あ
、
と
思

っ
た
。
更

に
言
え
ば
、
こ
の
欄
干
を
ガ

―
ジ
を
話
し
た
ら

、

「そ
れ

は
大
阪
市
民
の
持

つ
イ
メ
ー

ジ
と
同
じ
で
す
。
い
ろ
い
ろ

経
過
が
あ

っ
て
、
今
、
関
係

者
に
心
斎
橋
の
地
上
橋
に
、

水
の
流
れ
を
作
る
べ
く
嘆
願

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」
と

い
う
お
答
え
だ

っ
た
。
心
斎

橋

・
石
橋
１
０
０
周
年
に
ち

な
ん
で
、
ぜ
ひ
実
現
し
て
ほ

し
い
も
の
で
あ

‐る
´
も
し
、

実
現
し
た
ら
市
民
の
心
も
潤

い
、
路
上
の
事
件
も
激
減
す

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

心
斎
橋
・石
橋
１００
周
年

に
ち
な
ん

で


