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水辺空間には、劇場空間同様に

「観る」「観られる」

という関係性を生み出す面白さがある、

と藤本英子さんは言います。

遊歩道や船や橋という仕掛けの中で、

今までは道に向いていた顔が

徐々に水辺にも向いてきました。

水辺空間の復権を、

光の演出にまで広げている

大阪の試みについてうかがいました。

橋上の賑わい空間
復活の可能性
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戎
橋
は
劇
場
空
間

１
日
に
10
万
人
以
上
の
歩
行
者
が
利

用
し
、
ひ
っ
か
け
橋
の
別
名
で
知
ら
れ

る
戎
橋

え
び
す
ば
し

は
、
大
阪
ミ
ナ
ミ
を
象
徴
す
る

橋
で
す
。

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
に
架
け
替
え

ら
れ
た
と
き
に
は
、
一
般
参
加
の
デ
ザ

イ
ン
コ
ン
ペ
が
行
な
わ
れ
、
私
も
審
議

委
員
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。
滞
留
時

間
が
長
い
橋
で
す
の
で
、
橋
上
を
円
形

に
し
て
留
ま
る
人
と
通
行
す
る
人
が
互

い
に
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

道
頓
堀
を
完
成
さ
せ
た
安
井
道
卜

ど
う
ぼ
く

が

南
船
場
に
あ
っ
た
芝
居
町
を
移
転
さ
せ

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
こ
の
地

域
で
は
芝
居
名
代
５
株
が
公
認
さ
れ
、

船
の
櫓
を
興
行
権
免
許
の
印
と
し
て
正

面
に
掲
げ
た
劇
場
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
や
が
て
道
頓
堀

五
座
（
浪
花
座
・
中
座
・
角
座
・
朝
日
座
・
弁
天

座
）
と
な
り
、
大
変
な
賑
わ
い
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
こ
は
、
古

く
か
ら
劇
場
空
間
と
し
て
の
伝
統
を
持

っ
て
い
る
の
で
す
。
橋
の
デ
ザ
イ
ン
は
、

こ
う
し
た
土
地
の
来
歴
を
表
現
す
る
も

の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

こ
こ
か
ら
眺
め
る
景
色
は
、
他
所
か

ら
来
た
人
を
「
大
阪
に
来
た
」
と
実
感

さ
せ
ま
す
。
一
番
の
特
徴
は
ネ
オ
ン
サ

イ
ン
の
巨
大
広
告
で
、
誰
し
も
写
真
撮

影
を
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト

で
す
。
大
阪
市
は
壁
面
広
告
を
建
築
物

の
３
分
の
１
ま
で
と
規
制
し
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
は
特
区
に
な
っ
て
５
分
の
４

ま
で
規
制
緩
和
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

普
段
は
野
放
図
な
広
告
看
板
に
苦
言

を
呈
す
る
私
で
す
が
、
こ
こ
は
特
別
。

ネ
オ
ン
管
が
切
れ
る
と
15
分
以
内
に
交

換
す
る
な
ど
、
広
告
主
も
本
気
で
取
り

組
ん
で
い
る
特
別
な
空
間
で
す
。

と
ん
ぼ
り
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク

道
頓
堀
川
と
い
え
ば
、
巨
大
な
ネ
オ

ン
サ
イ
ン
と
戎
橋
の
賑
わ
い
、
１
９
８

５
年
（
昭
和
60
）
に
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
が

優
勝
し
た
際
に
人
が
飛
び
込
ん
だ
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
が
有
名
で
す
。
大
阪
の
繁

華
街
ミ
ナ
ミ
の
象
徴
と
し
て
そ
の
名
を

全
国
に
知
ら
れ
る
道
頓
堀
で
す
が
、
そ

の
一
方
で
治
水
対
策
の
た
め
に
護
岸
が

嵩
上
げ
さ
れ
た
こ
と
や
、
水
質
の
悪
化

な
ど
に
よ
っ
て
、
街
と
隔
た
っ
た
存
在

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

道
頓
堀
川

南
端
が
堀
止
に
な
っ
て
い
た
東
横
堀
川
と
西
横
堀
川

を
結
ん
で
木
津
川
へ
注
ぐ
堀
川
と
し
て
、
１
６
１
２

年
（
慶
長
17
）
に
開
削
を
開
始
、
１
６
１
５
年
（
元

和
元
）
に
完
成
し
た
。
東
横
堀
川
の
南
端
か
ら
西
流

し
て
木
津
川
に
合
流
す
る
全
長
約
2.9
d
の
河
川
。

道
頓
堀
川
水
辺
整
備
事
業
は
、「
水

の
都
・
大
阪
」
再
生
に
向
け
て
、
水
辺

に
親
水
性
の
高
い
遊
歩
道
〈
と
ん
ぼ
り

リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
〉
を
整
備
し
、
都
市

の
魅
力
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
行
な
わ
れ
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辺
整
備
事
業
が
も
っ
と
活
性
化
す
る
た

め
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ま
と
め
て
、
葦
船

に
乗
っ
て
地
域
団
体
に
提
案
し
に
行
き

ま
し
た
（
26
ペ
ー
ジ
参
照
）。

地
元
商
店
街
の
関
心
も
高
ま
っ
て
、

今
ま
で
は
道
に
向
い
て
い
た
顔
を
水
辺

に
向
け
る
こ
と
に
徐
々
に
成
功
し
て
い

ま
す
。
２
０
１
２
年
（
平
成
24
）
４
月
か

ら
は
管
理
・
運
営
業
務
を
南
海
電
気
鉄

道
株
式
会
社
が
大
阪
市
か
ら
受
託
し
て
、

活
性
化
に
一
役
買
っ
て
い
ま
す
。

親
水
と
安
全
性

今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、

１
７
０
７
年
（
宝
永
４
）
10
月
の
宝
永
地

震
と
１
８
５
４
年
（
嘉
永
７
）
安
政
南
海

地
震
で
は
、
大
阪
湾
に
押
し
寄
せ
た
津

波
が
河
川
を
遡
上
し
、
道
頓
堀
付
近
ま

で
水
没
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
阪
市
で
は
親
水
性
の
高
い
遊
歩
道

の
整
備
に
先
行
し
て
、
２
０
０
０
年

（
平
成
12
）
に
は
道
頓
堀
川
下
流
部
と
東

横
堀
川
上
流
部
に
水
門
を
建
設
し
、
高

潮
の
防
御
、
水
位
の
制
御
、
閘
門

こ
う
も
ん

機
能

を
確
保
し
て
い
ま
す
か
ら
安
心
し
て
水

辺
に
近
づ
い
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

ま
た
、
橋
に
は
川
に
人
が
落
ち
な
い

よ
う
に
（
飛
び
込
ま
な
い
よ
う
に
）
高

欄
の
形
状
や
柵
の
設
置
が
求
め
ら
れ
る

の
で
す
が
、
景
観
上
の
セ
ン
ス
を
度
外

視
し
た
も
の
が
多
く
、
安
全
性
を
確
保

し
な
が
ら
美
観
を
活
か
す
こ
と
に
い
つ

も
苦
労
し
ま
す
。

管
理
す
る
立
場
か
ら
は
、
可
能
な
限

り
安
全
性
を
追
求
し
た
い
と
考
え
る
の

で
、
過
剰
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
安
全
性
と
美
観
の
確

保
は
相
反
す
る
要
素
で
は
な
い
は
ず
で

す
か
ら
、
景
観
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
歩

み
寄
り
に
貢
献
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

浮
庭
橋

う
き
に
わ
ば
し

と
ん
ぼ
り
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
の
西
の

端
に
は
、
２
０
０
２
年
（
平
成
14
）
湊
町

リ
バ
ー
プ
レ
イ
ス
が
開
業
し
ま
し
た
。

Ｆ
Ｍ
大
阪
の
社
屋
や
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
が

入
居
し
、
建
物
の
一
部
を
阪
神
高
速
道

路
の
湊
町
出
入
口
と
共
有
し
て
い
る
ほ

か
、
湊
町
Ｐ
Ａ
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
難
波
駅
（
旧
・
国
鉄
湊
町
駅
）
の
貨

物
ヤ
ー
ド
跡
地
に
、
大
阪
市
の
ウ
ォ
ー

タ
ー
フ
ロ
ン
ト
ゾ
ー
ン
と
し
て
つ
く
ら

れ
た
も
の
で
、
道
頓
堀
川
沿
い
に
は
船

着
場
も
あ
り
、
対
岸
の
南
堀
江
地
区
に

は
再
開
発
で
キ
ャ
ナ
ル
テ
ラ
ス
堀
江
が

誕
生
し
ま
し
た
。

南
堀
江
は
、
か
つ
て
材
木
浜
と
呼
ば

れ
た
地
域
で
、
木
場
と
し
て
利
用
さ
れ

て
き
た
水
辺
空
間
で
す
。
計
画
段
階
で

下
見
に
行
っ
た
と
き
に
は
、
ま
だ
材
木

の
香
り
が
残
る
土
地
柄
で
、
こ
の
歴
史

的
背
景
を
生
か
し
た
も
の
が
で
き
た
ら

い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

デ
ザ
イ
ン
コ
ン
ペ
で
１
等
に
な
っ
た

の
は
〈
浮
か
ぶ
は
ら
っ
ぱ
〉
を
コ
ン
セ
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ま
し
た
。
遊
歩
道
の
区
間
は
道
頓
堀
川

の
日
本
橋
（
堺
筋
）
—
浮
庭
橋
（
旧

桜
川
分
岐
点
）
間
で
、
中
央
区
・
西

区
・
浪
速
区
に
ま
た
が
っ
て
い
ま
す
。

太
左
衛
門
橋
付
近
に
は
船
着
場
が
設

置
さ
れ
、
遊
覧
船
が
発
着
す
る
ほ
か
、

河
川
敷
地
利
用
の
規
制
が
一
部
緩
和
さ

れ
、
イ
ベ
ン
ト
や
物
販
が
社
会
実
験
と

し
て
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

橋
か
ら
は
、
い
つ
も
と
違
う
視
点
で

船
や
遊
歩
道
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

普
段
だ
っ
た
ら
赤
の
他
人
な
の
に
手
を

振
っ
た
り
視
線
を
合
わ
せ
た
り
と
、
船

—
橋
の
上
—
遊
歩
道
—
デ
ッ
キ
、
と
違

う
高
さ
に
い
る
人
と
の
か
か
わ
り
が
生

ま
れ
ま
す
。
水
辺
空
間
に
は
、
劇
場
空

間
同
様
に
「
観
る
」「
観
ら
れ
る
」
と

い
う
関
係
性
を
生
み
出
す
面
白
さ
が
あ

り
ま
す
。

し
か
し
、
と
ん
ぼ
り
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー

ク
が
で
き
た
当
初
は
、
あ
ま
り
活
用
が

進
ん
で
い
る
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
道
頓
堀

橋
よ
り
西
に
遊
歩
道
が
つ
く
ら
れ
ず
に

途
切
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
道

路
橋
と
な
っ
て
い
る
道
頓
堀
橋
を
く
ぐ

る
に
は
、
基
準
を
ク
リ
ア
す
る
だ
け
の

高
さ
が
確
保
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、

遊
歩
道
を
つ
く
れ
な
い
状
況
だ
っ
た
の

で
す
。

そ
こ
で
〈
水
都
の
会
〉
に
ご
協
力
い

た
だ
き
、
商
店
街
の
み
な
さ
ん
に
呼
び

か
け
て
、
本
当
に
遊
歩
道
の
設
置
が
不

可
能
な
の
か
ど
う
か
調
査
を
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
高
さ
が
取
れ
な
い
箇
所
を

浮
き
桟
橋
の
方
法
で
施
工
す
れ
ば
解
決

で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の

ほ
か
に
も
、
せ
っ
か
く
の
道
頓
堀
川
水

道
頓
堀
橋

道頓堀川 太左衛門橋船着場

クンテープ

日本橋船着場

地下鉄堺筋線地下鉄御堂筋線

地下鉄四つ橋線

四
つ
橋
筋

御
堂
筋

堺
筋

左岸右岸ともに
浮桟橋形式の
アンダーパス

戎
橋

太
左
衛
門
橋

相
合
橋

日
本
橋

新
戎
橋

大
黒
橋

深
里
橋

浮
庭
橋

湊町船着場

阪
神
高
速

湊町
リバープレイス

遊歩道
デッキ
階段
スロープ

とんぼりリバーウォーク全体図
とんぼりリバーウォークの案内看板をもとに編集部で作図

道 左
太

歩遊 道歩

速

橋

速

神

スス
橋

場

地

橋
庭
浮

橋
里
深

筋
橋
つ
四

橋地 つつ地 四鉄下地

神
阪

リ イレプーバリ
町町湊湊

高
神
阪

着船町湊

線線線

橋
黒
大

橋
戎
新

ンア
桟浮
右岸左

筋
堂
御

線

門

プ
線

橋
戎

スパーダン
の式形橋桟
にもと岸右

筋
堂
御

線筋筋堂御鉄鉄御下地
プーーテテンンクク

衛左太川堀頓頓堀道

橋
堀
頓
道

んと

場場

地

橋
合
相

橋
門
衛
左

地

場 着船橋本本橋日場着船船橋

ロス
段階
ッデ
歩遊

ともを板看内案のクーォウーバリりぼんと

クーォウーバリりぼん

場

線

橋
本
日

筋
堺

線筋筋堺筋堺筋鉄鉄下下地地

プーロ
段
キッ
道歩

図作で部集編にと

図体全ク

右ページ：休日はひときわ賑やかな道頓堀・戎橋
界隈。PR効果を期待して、他所からの出張イベン
トも多い。
左ページ上：とんぼりリバーウォークの全体図。
左ページ下：タイ料理店〈クンテープ〉社長の川
北昌紀さん。かつて水路に面して賑わっていた店
が、つい最近まで、軒並み、道路側に顔を向けて
いた。とんぼりリバーウォークができて、いち早
く水路側にテラス席を設けたのが川北さん。水都
大阪復活のための応援団でもある。



プ
ト
に
し
た
デ
ザ
イ
ン
案
で
す
。
両
岸

に
主
塔
を
建
て
、
ケ
ー
ブ
ル
ワ
イ
ヤ
で

鋼
床
板
を
吊
る
構
造
で
、
湊
町
リ
バ
ー

プ
レ
イ
ス
と
キ
ャ
ナ
ル
テ
ラ
ス
堀
江
が

斜
め
に
つ
な
が
れ
て
い
ま
す
。

コ
ン
セ
プ
ト
の
通
り
、
橋
桁
は
ア
イ

ビ
ー
で
緑
化
さ
れ
、
橋
上
に
は
植
栽
や

ベ
ン
チ
が
配
さ
れ
、
渡
る
だ
け
で
な
く

憩
い
の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

念
頭
に
置
か
れ
ま
し
た
。

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
完
成
か
ら
経

年
変
化
を
得
て
、
長
く
垂
れ
た
ア
イ
ビ

ー
が
風
に
揺
れ
、
浮
遊
感
の
あ
る
デ
ザ

イ
ン
に
趣
を
添
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
渡
っ
た
り
滞
留
し
た
り
す
る
ほ

か
に
、
留
ま
り
た
く
な
る
憩
い
の
空
間

と
し
て
の
心
地
良
さ
ま
で
が
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
た
、
素
晴
ら
し
い
橋
に
な
っ
た
と

思
い
ま
す
。

浮
庭
橋
と
い
う
名
前
も
ネ
ー
ミ
ン
グ

コ
ン
ペ
で
選
ば
れ
、
経
緯
が
書
か
れ
た

銘
板
が
は
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

明
治
以
降
、
橋
は
長
大
重
厚
な
存
在

で
町
橋
の
発
想
は
失
わ
れ
て
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
一
般
参
加
の
デ
ザ
イ
ン

コ
ン
ペ
や
ネ
ー
ミ
ン
グ
コ
ン
ペ
は
、
橋

を
少
し
で
も
身
近
な
存
在
に
引
き
つ
け

る
工
夫
で
す
。

同
様
に
橋
を
我
が
事
と
し
よ
う
と
い

う
試
み
と
し
て
、
２
０
０
８
年
（
平
成
20
）

か
ら
中
央
区
で
行
な
わ
れ
て
い
る
〈
橋

洗
い
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
大
作
戦
〉
が

あ
り
ま
す
。
中
央
区
に
は
35
に
上
る
橋

が
あ
り
、
そ
の
数
は
大
阪
市
内
で
も
ト

ッ
プ
ク
ラ
ス
。
こ
れ
ら
の
橋
は
水
の
回

廊
を
形
成
す
る
土
佐
堀
川
、
東
横
堀
川
、

道
頓
堀
川
に
架
か
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
歴
史
あ
る
橋
を
水
洗
い
し
、
き
れ
い

30水の文化 47『つなぐ橋』 2014／6

に
な
っ
た
橋
を
ま
ち
の
魅
力
と
し
て
内

外
に
発
信
す
る
事
業
と
し
て
取
り
組
ま

れ
て
き
ま
し
た
。

橋
の
存
在
も
、
生
活
の
環
境
づ
く
り

の
一
つ
。
こ
う
し
た
活
動
は
、
地
域
の

橋
を
知
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

北
浜
テ
ラ
ス

土
佐
堀
川
に
面
す
る
北
浜
エ
リ
ア
は
、

難
波
橋
、
鉾
流
橋
、
大
江
橋
、
淀
屋
橋

で
対
岸
の
中
之
島
と
結
ば
れ
て
い
ま
す
。

北
浜
に
は
、
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら

米
市
場
（
の
ち
の
北
浜
会
所
）
や
金
相
場
会

所
が
あ
り
、
両
替
商
や
米
仲
買
が
集
ま

る
金
融
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
て
い
ま

し
た
。

土
佐
堀
川
に
面
し
た
一
画
は
、
川
の

眺
望
が
非
常
に
良
く
、
船
場
の
旦
那
衆

が
小
船
で
乗
り
寄
せ
、
軒
を
連
ね
た
料

亭
や
料
理
旅
館
に
上
が
る
と
い
う
粋
な

地
域
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
井
上
馨
と
大

久
保
利
通
、
木
戸
孝
允
、
板
垣
退
助
、

伊
藤
博
文
ら
に
よ
る
〈
大
阪
会
議
〉
で

三
権
分
立
が
合
意
さ
れ
た
の
も
こ
の
地

で
し
た
。
金
相
場
会
所
跡
に
株
式
取
引

所
が
開
設
さ
れ
る
と
、
北
浜
は
証
券
街

と
し
て
大
い
に
賑
わ
い
、
長
ら
く
商
都

大
阪
を
支
え
る
金
融
の
中
心
地
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

難
波
橋
は
大
阪
で
は
数
少
な
い
公
儀

橋
を
ル
ー
ツ
と
し
、
橋
の
四
隅
に
２
体

ず
つ
の
ラ
イ
オ
ン
像
が
あ
る
こ
と
か
ら

ラ
イ
オ
ン
橋
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
き

ま
し
た
。
ラ
イ
オ
ン
像
に
は
最
高
級
の

御
影
石
が
使
わ
れ
て
い
て
、
単
に
渡
る

だ
け
で
な
い
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
価
値

が
橋
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
の

発
達
に
よ
り
北
浜
に
拠
点
を
置
く
証
券

会
社
は
減
少
し
、
超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン

が
建
つ
な
ど
ま
ち
の
姿
も
変
貌
を
遂
げ
、

水
辺
空
間
の
価
値
を
生
か
し
た
利
用
が

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
ん
な
折
、
２
０
０
８
年
（
平
成
20
）

10
月
１
日
に
大
阪
川
床

か
わ
ゆ
か〈

北
浜
テ
ラ
ス
〉

が
誕
生
し
ま
し
た
。〈
水
都
大
阪
２
０

０
９
〉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
契
機
と
な
っ

て
、「
川
と
ま
ち
の
連
続
性
を
つ
く
り

た
い
」「
水
都
大
阪
ら
し
い
風
物
詩
を
」

と
い
う
想
い
を
抱
い
た
地
域
の
人
々
が

実
現
さ
せ
た
親
水
空
間
で
す
。
法
的
課

題
も
厳
し
い
中
、
官
民
協
働
で
取
り
組

ん
で
課
題
を
ク
リ
ア
。
ビ
ル
オ
ー
ナ
ー

ら
の
心
意
気
が
川
床
を
実
現
に
導
き
、

１
カ
月
間
で
２
０
０
０
人
以
上
の
集
客

を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）

５
月
に
は
３
カ
月
間
の
社
会
実
験
を
実

施
、
７
月
に
〈
北
浜
水
辺
協
議
会
〉
が

設
立
さ
れ
、
民
間
の
任
意
団
体
と
し
て

は
全
国
で
初
め
て
河
川
敷
の
包
括
的
占

用
者
の
許
可
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、〈
北
浜
テ
ラ
ス
〉
は
民
間
に
よ
る

自
主
事
業
と
し
て
継
続
が
図
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

右ページ：浮庭橋。橋の上にベンチ
があったり、植栽が豊かだったり。
渡る機能以外にも、仕掛けがいっぱ
い。
左ページ上から：橋のライトアップ。
八軒家浜から天神橋を望む。天神祭
になぞらえて、灯籠をイメージ／下
流側の天神橋は、ガラス発祥の地に
ちなみ、側面に切り子模様を表現／
上の夜景の写真と同じアングルで撮
った夕景。八軒家浜は、京から下っ
てきた三十石船の発着場として賑わ
った。近くには、11世紀ごろから
熊野参詣の出発点となった〈渡辺津〉
もあって、この辺りは、大阪でも随
一の水上交通の要衝であった。



幸
い
し
て
、
先
進
的
な
自
治
体
の
サ
ポ

ー
ト
役
を
務
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
景
観
法
が
施
行

さ
れ
、
そ
の
動
き
は
い
っ
そ
う
後
押
し

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

景
観
法

景
観
計
画
の
策
定
な
ど
を
促
し
、
良
好
な
景
観
の
形

成
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
。

高
度
成
長
期
以
降
、
経
済
性
が
優
先
さ
れ
、
良
好
な

景
観
や
環
境
を
考
慮
し
な
い
開
発
が
進
ん
で
き
た
日

本
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
で
は
１
９
９
０
年
代
か

ら
発
注
す
る
公
共
工
事
に
お
い
て
景
観
へ
の
配
慮
を

重
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
２
０
０
３
年
（
平
成
15
）

〈
美
し
い
国
づ
く
り
政
策
大
綱
〉
を
策
定
。
景
観
法

へ
の
道
筋
を
示
し
た
。

現
在
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術
学

部
で
デ
ザ
イ
ン
を
教
え
て
い
ま
す
が
、

市
立
大
学
な
の
で
半
公
務
員
の
よ
う
な

感
覚
で
「
ま
ち
な
か
に
い
か
に
楽
し
み

を
見
出
す
か
」「
心
地
良
い
空
間
を
い

か
に
つ
く
る
か
」
と
、
日
々
、
肌
で
感

じ
た
こ
と
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
て
い

ま
す
。

現
在
の
日
本
の
普
通
の
ま
ち
の
景
観

を
考
え
る
と
、
ど
ん
な
に
優
秀
な
専
門

家
を
育
成
し
て
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。

普
通
の
ま
ち
の
景
観
が
、
多
く
の

人
々
の
生
活
の
現
わ
れ
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
多
く
の
普
通
の
生
活
者
に

こ
そ
、
ま
ち
を
良
く
し
て
い
く
鍵
が
握

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
阪
は
水
都
と
し
て
、
水
辺
空
間
や
橋

を
資
源
と
と
ら
え
、
最
初
の
一
歩
を
踏

み
出
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

取
材：

２
０
１
４
年
３
月
21
日

31 橋上の賑わい空間復活の可能性

が
、
水
面
に
映
っ
た
光
の
揺
ら
ぎ
も
格

別
な
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
。
テ
ラ
ス
席

か
ら
楽
し
む
水
辺
の
景
色
を
、
是
非
、

堪
能
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

景
観
を
大
切
に
す
る
気
運

過
剰
に
大
き
な
広
告
看
板
や
、
色
が

氾
濫
す
る
日
本
の
公
共
空
間
。
自
分
の

部
屋
や
家
か
ら
一
歩
外
に
出
た
と
こ
ろ

の
景
観
は
、
思
い
通
り
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

「
公
共
空
間
の
景
観
は
、
一
体
誰
が
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」。

学
生
時
代
に
、
私
は
こ
う
し
た
疑
問
を

持
ち
ま
し
た
。
調
べ
て
い
く
と
、
誰
も

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
当
時
は
〈
景
観
〉
と
い

う
言
葉
も
な
く
、
ま
し
て
や
仕
事
に
は

結
び
つ
か
な
い
分
野
で
し
た
。

卒
業
後
は
企
業
で
も
の
づ
く
り
に
携

わ
り
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
〈
景
観
〉

が
気
に
な
っ
て
公
共
空
間
デ
ザ
イ
ナ
ー

と
し
て
独
立
し
、
地
元
大
阪
に
戻
っ
て

き
て
、
そ
の
想
い
が
込
め
ら
れ
る
仕
事

を
続
け
て
き
ま
し
た
。
私
は
大
阪
出
身

の
万
博
っ
子
（
１
９
７
０
年
〈
昭
和
45
〉
の
大

阪
万
博
世
代
）
だ
っ
た
の
で
、
デ
ザ
イ
ン

が
地
域
を
変
え
る
と
い
う
強
烈
な
体
験

が
影
響
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

平
成
に
入
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
世
の
中

の
流
れ
が
、
ま
ち
の
景
観
を
重
視
す
る

よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
を
感
じ
ま
す
。

長
年
景
観
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
こ
と
が

水
と
光
の
都
・
大
阪

テ
ラ
ス
席
か
ら
眺
め
る
景
色
も
最
高

で
、
水
の
回
廊
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
が
一

役
買
っ
て
い
ま
す
。

〈
水
都
大
阪
２
０
０
９
〉
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
終
了
後
も
、
水
都
大
阪
と
い
う
街
の

ブ
ラ
ン
ド
確
立
と
発
信
を
目
指
そ
う
と

始
ま
っ
た
の
が
、〈
水
と
光
の
首
都
大

阪
〉
構
想
で
す
。

大
阪
市
は
、
光
の
ま
ち
づ
く
り
の
国

際
機
関
Ｌ
Ｕ
Ｃ
Ｉ
（
光
景
観
創
造
国
際
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
）
に
加
盟
す
る
日
本
で
唯
一
の

団
体
で
、
大
阪
な
ら
で
は
の
光
の
ま
ち

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
水
辺

と
光
を
大
阪
が
い
か
に
大
切
に
し
て
い

る
か
は
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
エ
リ
ア
の
充

実
ぶ
り
か
ら
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と

思
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
覗
い
て
、

確
認
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
た
橋
も
素
敵
で
す


