
「ひたすら まちを 美しく」の願いを込めて
『夢拾い（ゴミ拾い）ウォーク in ＫＯＹＯ』
日　時：平成29年11月3日（金・祝）AM10：00～
場　所：高陽地区バス通り
参加費：500円（子ども・学生無料）

【お問合わせ・お申込み】
安佐北区落合４-１-７　Tel８４３-９９８１　担当：金本和宏

地域を美しくする会＆マルコシ

※準備の都合により事前にお申し込みください

な
る
。
こ
こ
数
年
の
わ
が
社
の

施
工
例
で
も
、
す
べ
て
が
ユ

ニ
ッ
ト
バ
ス
と
い
う
現
状
で
あ

る
。

　

冬
で
も
冷
め
に
く
い
、
広
々

し
て
い
る
、
お
掃
除
が
ら
く
、

安
全
で
あ
る
な
ど
の
理
由
で
人

気
が
高
い
。
給
湯
器
の
進
歩
も

あ
る
が
、
主
婦
を
風
呂
た
き
の

重
労
働
か
ら
解
放
し
た
勝
れ
も

の
で
あ
る
。

日
本
人
は
お
風
呂
好
き

　

日
本
人
は
無
類
の
風
呂
好
き

で
、
熱
い
お
湯
に
ど
っ
ぷ
り
と

ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
が
主
流
に

　

現
在
、
日
本
の
戸
建
て
住
宅

の
浴
室
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ユ

ニ
ッ
ト
バ
ス
と
呼
ば
れ
る
組
み

立
て
式
の
工

場
生
産
品
で

あ
る
。
一
九

六
四
年
の
東

京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
控

え
、
急
ピ
ッ

チ
で
建
設
が

進
め
ら
れ
て

い
た
ホ
テ
ル

ニ
ュ
ー
オ
オ

タ
ニ
で
誕
生

し
た
。

　

開
発
に
携

わ
っ
た
の
は

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
で

あ
る
。
そ
れ

ま
で
の
浴
室

は
職
人
数
人

と
一
ヵ
月
の

時
間
を
要
し
た
が
、
部
材
を
組

み
立
て
る
だ
け
の
ユ
ニ
ッ
ト
バ

ス
は
奇
跡
的
な
時
間
短
縮
に
成

功
し
た
。
以
後
、
日
本
の
浴
室

施
工
の
歴
史
を
変
え
る
こ
と
に

身
体
を
浸
す
こ
と
に
大

い
な
る
快
感
を
覚
え
る
。

湯
に
浸
か
る
こ
と
自
体

は
少
な
か
ら
ず
体
力
の

消
耗
を
伴
う
の
に
、
入

浴
が
疲
れ
を
癒
す
と
信

じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
単
な
る
衛
生
面
だ
け

で
は
な
く
、
数
少
な
い

楽
し
み
の
一
つ
と
し
て

あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

湯
に
浸
か
る
こ
と
を
風

呂
に
入
る
と
い
う
が
、

歴
史
的
に
は
風
呂
と
湯

浴
み
は
異
な
る
が
、
こ
こ
で
は

触
れ
な
い
。

　

入
浴
は
本
来
禊
（
み
そ
ぎ
）

で
あ
り
、
心
身
を
清
め
る
宗
教

的
、
精
神
的
な
営
み
で
あ
っ
た
。

宮
中
で
は
天
皇
の
毎
日
の
ご
入

浴
も
、
極
め
て
重
要
な
日
中
の

行
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

裏
松
固
禅
に
よ
っ
て
ま
と
め

ら
れ
た
『
大
内
裏
図
考
証
』
で

は
平
安
京
の
大
内
裏
に
お
け
る

天
皇
の
浴
室
で
あ
る
『
湯
殿
』

の
位
置
や
調
度
、
ご
入
浴
次
第

な
ど
が
考
証
さ
れ
て
い
る
。

銭
湯
が
流
行
っ
た
理
由

　

と
こ
ろ
で
銭
湯
は
い
つ
ご
ろ

出
現
し
た
の
か
。
銭
湯
は
入
浴

料
を
払
っ
て
入
る
の
だ
が
、『
日

蓮
御
書
録
』
の
中
に
は
文
永
三

年
（
一
九
六
六
）
の
年
号
と
共

に
「
湯
銭
」
の
文
字
が
見
え
る

と
こ
ろ
か
ら
、
銭
湯
の
は
じ
ま

り
は
鎌
倉
時
代
に
遡
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

江
戸
の
銭
湯
の
は
じ
め
は
天

正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
頃
と

さ
れ
て
お
り
、
北
条
氏
政
の
家

臣
で
あ
っ
た
三
浦
浄
心
が
、
江

戸
の
町
の
雑
事
風
俗
を
見
聞
し

た
『
慶
長
見
聞
録
』
に
詳
し
い
。

　

江
戸
の
町
に
銭
湯
が
隆
盛
を

極
め
た
の
も
、
各
家
々
に
内
湯

が
普
及
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。「
豪
商
の
内
た
り
と
も
、

風
呂
を
炊
か
ぬ
は
火
の
用
心
の

た
め
。
一
つ
に
は
勘
定
な
り
。

焚
き
場
、
湯
殿
と
江
戸
間
一
坪

半
も
塞
が
れ
ば
こ
の
店
賃
一
分

に
て
は
上
が
ら
ず
、
桶
釜
の
損

じ
、
薪
炭
高
値
な
れ
ば
、
皆
々

銭
湯
へ
行
く
と
知
る
べ
し
」。

　

火
事
の
火
元
に
な
る
こ
と
を

恐
れ
、
ま
た
内
風
呂
は
割
り
に

合
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
た
と
え

豪
商
と
い
え
ど
も
銭
湯
に
頼
っ

て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
平
成

の
内
湯
は
江
戸
時
代
に
比
べ
て

極
め
て
贅
沢
な
暮
ら
し
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。

道
後
温
泉
に
見
る
湯
屋

　

四
国
・
松
山
の
道
後
温
泉
本

宮
が
完
成
し
た
の
は
明
治
二
十

七
年
、
新
館
は
同
三
十
二
年
に

完
成
し
た
。
明
治
時
代
の
銭
湯

が
完
全
な
形
で
現
存
す
る
の
は

こ
こ
だ
け
。
明
治
か
ら
昭
和
に

か
け
て
の
銭
湯
建
築
の
外
観
は

伝
統
的
な
日
本
建
築
の
意
匠
を

取
り
入
れ
な
が
ら
、
独
自
の
建

築
様
式
を
発
展
さ
せ
た
。

　

玄
関
に
は
唐
破
風
に
凝
っ
た

彫
り
物
を
配
し
、
堂
々
と

し
た
書
院
風
の
美
し
い
外

観
を
構
成
し
て
い
る
。
脱

衣
場
の
屋
根
は
相
当
高
く

二
階
建
の
よ
う
に
見
せ
て

い
る
が
、
実
際
に
は
高
い

吹
き
抜
け
だ
。

　

さ
ら
に
脱
衣
場
の
天
井

は
折
り
上
げ
格
天
井
で
、

浴
室
壁
面
な
ど
に
立
派
な

風
景
画
や
武
者
絵
が
描
か

れ
る
な
ど
銭
湯
と
し
て
は

格
式
の
あ
る
充
実
し
た
建
築
様

式
を
備
え
て
い
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
庶
民
の
日
常

生
活
に
密
接
な
銭
湯
建
築
が
、

「
宮
造
」「
御
殿
造
」
と
呼
ば
れ

る
非
庶
民
的
な
意
匠
要
素
を
大

胆
に
導
入
し
、
独
自
の
意
匠
様

式
を
作
り
上
げ
た
こ
と
は
特
筆

す
べ
き
で
あ
る
。

　

一
度
じ
っ
く
り
明
治
の
時
代

を
体
感
さ
れ
る
よ
う
お
薦
め
し

た
い
。
浴
室
に
対
す
る
認
識
が

改
ま
る
に
違
い
な
い
。

ス
ー
パ
ー
銭
湯
が
人
気

　

最
近
に
な
っ
て
各
家
庭
に
内

湯
が
あ
り
な
が
ら
、
ス
ー
パ
ー

銭
湯
と
称
す
る
湯
屋
の
人
気
が

高
ま
っ
て
い
る
。
湯
に
浸
か
っ

て
温
ま
る
だ
け
で
は
物
足
り
な

い
と
考
え
る
人
が
増
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

打
た
せ
湯
、
気
泡
湯
、
マ
ッ

サ
ー
ジ
湯
、
低
周
波
湯
、
サ
ウ

ナ
な
ど
健
康
に
良
い
と
さ
れ
る

設
備
が
整
っ
て
い
る
。
し
か
も

入
湯
料
が
極
め
て
安
価
な
の
も
、

人
気
の
秘
密
だ
ろ
う
。

　

江
戸
時
代
の
豪
商
の
い
う
設

備
維
持
費
を
考
え
れ
ば
、
憩
う

だ
け
で
な
く
健
康
維
持
に
は
、

案
外
、
的
を
射
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

　

江
戸
時
代
は
銭
湯
の
隆
盛
を

誇
っ
た
が
高
齢
化
社
会
に
入
っ

た
現
在
、
銭
湯
を
舞
台
に
し
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
や
人
情
話
が
、
新

し
い
庶
民
の
暮
ら
し
と
し
て
蘇

る
か
も
し
れ
な
い
。

日本初のユニットバス

江戸時代の風呂　石榴口の入り口

人
生
を
豊
か
に
す
る  

『
菜
根
譚
』の
言
葉

第
三
章

　

心
を
強
く
し
て
生
き
る

■
逆
境
の
と
き
は
、
身
の
回
り

の
全
て
が
自
分
を
磨
く
良
薬

と
な
る
。　
（
前
集
・
九
九
）

■
逆
境
や
貧
困
は
、
人
間
を
逞

し
く
鍛
え
て
く
れ
る
溶
鉱
炉

（
前
集
・
一
二
七
）

■
幸
せ
は
平
穏
無
事
な
こ
と
。

不
幸
せ
は
欲
が
多
す
ぎ
る
こ

と　
　
　
　
（
前
集
・
四
九
）

■
苦
し
み
を
通
し
て
、
楽
し
み

を
手
に
入
れ
る

（
前
集
・
二
○
四
）

■
長
い
間
力
を
蓄
え
て
い
た
鳥

は
、
必
ず
高
く
舞
い
上
が
る

（
後
集
・
七
七
）

■
不
愉
快
な
忠
告
に
こ
そ
耳
を

傾
け
よ　
　
　
（
前
集
・
五
）

■
上
り
詰
め
た
先
に
は
下
り
坂

が
待
っ
て
い
る

（
前
集
・
一
一
七
）

■
好
調
な
と
き
こ
そ
慎
重
に
行

動
す
る　
（
前
集
・
一
○
九
）

■
恵
ま
れ
て
い
る
と
き
は
恵
ま

れ
て
い
な
い
人
の
こ
と
を
考

え
る　
　
（
前
集
・
一
八
七
）

■
他
人
の
過
ち
に
は
寛
大
に
。

自
分
の
過
ち
に
は
厳
し
く

（
前
集
・
一
六
八
）

■
花
を
見
る
な
ら
満
開
よ
り
、

五
分
咲
き
が
い
い

（
後
集
・
一
二
三
）

■
人
の
値
打
ち
は
後
半
生
で
決

ま
る　
　
　
（
前
集
・
九
二
）

■
成
功
し
た
と
思
っ
た
な
ら
、

引
き
際
に
つ
い
て
考
え
よ

（
前
集
・
三
○
）

■
暗
が
り
に
い
る
と
、
明
る
い

場
所
に
い
る
人
が
よ
く
見
え

る　
　
　
　
（
前
集
・
三
二
）

道後温泉

～お風呂のはなし～
秋

生
活
の
習
慣
を
チ
ェ
ン
ジ
す
る

　

今
年
の
三
月
に
「
傘
寿
」
を

超
え
た
が
、
持
病
の
肝
臓
癌
が

気
を
重
く
し
、
快
適
な
日
々
が

過
ご
せ
な
い
現
実
が
あ
る
。
身

体
の
負
担
に
は
さ
し
て
な
ら
な

い
が
、
定
期
的
な
抗
癌
治
療
は

心
に
重
く
の
し
か
か
る
。
悔
や

ん
で
も
仕
方
が
な
い
の
で
、
せ

め
て
「
う
つ
病
」
に
な
ら
な
い

生
活
習
慣
を
心
が
け
て
い
る
。

一
日
の
疲
れ
を
リ
セ
ッ
ト
す
る

に
は
、
正
し
い
睡
眠
の
方
法
を

学
び
実
践
す
る
こ
と
か
ら
始
め

る
。
数
年
前
ま
で
は
短
時
間
の

睡
眠
を
是
と
し
、
秘
か
に
威
張

っ
て
い
た
も
の
だ
。
さ
す
が
に

八
十
歳
を
超
え
る
と
一
日
四
時

間
の
睡
眠
で
は
足
り
な
い
。

習
慣
を
変
え
る
の
は
容
易
で
な
い

　

と
も
か
く
決
ま
っ
た
時
間
に

寝
起
き
し
、
七
時
間
の
睡
眠
を

と
る
こ
と
を
決
め
た
。
と
こ
ろ

が
こ
れ
が
簡
単
で
は
な
い
。
睡

眠
時
間
を
固
定
す
る
こ
と
は
、

一
日
の
生
活
時
間
を
プ
ロ
グ
ラ

ム
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
一
昨

年
の
十
二
月
、
心
筋
梗
塞
で
救

急
入
院
を
し
た
。
規
則
正
し
い

入
院
生
活
を
す
る
こ
と
を
強
い

ら
れ
る
。
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
利

用
し
た
。
相
当
苦
痛
で
は
あ
っ

た
が
、
生
活
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作

り
規
則
正
し
い
暮
ら
し
を
す
る

よ
う
心
掛
け
た
。
四
週
間
の
入

院
生
活
を
終
え
る
頃
に
は
何
と

か
生
活
の
習
慣
を
変
え
る
こ
と

に
成
功
し
た
。

睡
眠
の
充
実
が
基
本
で
あ
る

　

食
事
は
就
寝
の
三
時
間
前
ま

で
。
運
動
は
就
寝
の
二
時
間
前

ま
で
。
パ
ソ
コ
ン
や
テ
レ
ビ
は

午
後
九
時
前
に
縁
を
切
る
。
午

後
九
時
に
布
団
に
入
り
、
十
時

ま
で
に
は
眠
り
に
つ
く
。
午
前

六
時
に
は
目
を
覚
ま
す
。
す
ぐ

床
か
ら
離
れ
、
身
体
を
動
か
す
。

九
時
ま
で
に
出
勤
。
午
後
五
時

に
は
退
社
。
六
時
に
は
夕
食
。

土
日
、
祭
日
も
休
ま
な
い
。
こ

の
サ
イ
ク
ル
の
中
に
、
老
化
を

遅
ら
せ
る
ポ
イ
ン
ト
を
組
み
入

れ
て
い
く
。
し
か
し
、
問
題
は

た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。
ど
う

や
っ
て
克
服
す
る
か
、
そ
れ
は

外
か
ら
は
見
え
な
い
結
構
な
苦

労
が
山
ほ
ど
あ
る
。
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