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早
朝
散
歩 

「
連
続
千
日
」
達
成 

毎
日
の
歩
数
が
六
千
歩
以

上
を
「
連
続
千
日
」
１
月
19

日
に
達
成
し
ま
し
た
。 

私
は
毎
朝
早
朝
散
歩
を
し

て
い
ま
す
。 

朝
５
時
前
に
起
床
し
、
５

時
過
ぎ
に
散
歩
に
出
か
け
ま

す
。
火
、
木
、
土
、
日
は
途

中
で
パ
ン
屋
に
立
ち
寄
り
朝

食
を
と
り
ま
す
。 

パ
ン
屋
さ
ん
は
、
午
前
５

時
開
店
で
、
コ
ー
ヒ
ー
、
紅

茶
な
ど
の
飲
み
物
が
、
無
料

で
す
。 

そ
こ
に
は
数
組
の
仲
間
が

お
り
世
間
話
を
弾
ま
せ
て
い

ま
す
。
最
近
は
健
康
に
関
す

る
話
題
が
多
い
で
す
。 

パ
ン
屋
に
立
ち
寄
ら
な
い

日
は
、
約
１
時
間
程
度
歩
い

て
い
ま
す
。 

以
前
は
家
内
と
一
緒
に
歩

い
て
い
ま
し
た
が
、
歩
く
ス

ピ
ー
ド
が
大
き
く
変
わ
り(

私

が
遅
く
な
り)

別
々
の
ス
タ
ー

ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

連
続
散
歩
の
記
録
で
す
が
、

あ
る
時
携
帯
の
案
内
画
面
に

「
歩
数
計
」
の
表
示
が
あ
り

開
け
る
と
、
毎
日
の
歩
数
が

表
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
連

続
の
記
録
も
表
示
さ
れ
て
お

り
六
千
歩
未
満
は
０
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。 

こ
れ
に
気
づ
い
て
以
降
、

雨
の
日
も
風
の
日
も
毎
日
連

続
し
て
散
歩
を
続
け
て
い
ま

す
。 記

録
的
に
は
総
歩
数
は

1
2
,
7
6
4,
3
06

歩
で
、
一
日
平

均1
2
,7
6
4

歩
に
な
り
ま
す
。 

一
日
の
最
高
歩
数
は
、

3
2
,
4
44

歩
で
、
愛
宕
山
登
山

で
し
た
。
こ
れ
に
は
辛
い
思

い
出
が
有
り
ま
す
。
裏
参
道

か
ら
登
り
、
表
参
道
を
降
り

ま
し
た
が
、
帰
る
途
中
４
～

５
回
後
ろ
に
転
倒
し
、
よ
う

や
く
「
二
の
鳥
居
」
ま
で
来

た
所
で
ダ
ウ
ン
。
救
急
車
の

お
世
話
に
な
り
病
院
で
１
時 

         

間
ほ
ど
静
養
し
て
帰
宅
し
ま

し
た
。
し
か
し
翌
日
朝
の
散

歩
に
出
発
し
て
い
ま
す
。 

も
う
一
度
の
ピ
ン
チ
は
、

昨
年
九
月
に
朝
の
散
歩
の
帰

宅
時
、
自
宅
直
前
の
道
路
で

転
倒
、
顔
面
の
怪
我
と
前
歯

二
本
を
折
り
ま
し
た
。
そ
れ

以
降
登
山
用
の
杖
を
購
入
し
、

朝
の
散
歩
を
続
け
て
い
ま
す
。 

い
つ
途
切
れ
る
か
わ
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
精
一
杯
記
録

を
更
新
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。 

会
員
の
皆
様
も
健
康
を
継

続
す
る
た
め
、
い
ろ
ん
な
取

り
組
み
を
さ
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
が
、
楽
し
く
続
け
た

い
も
の
で
す
。 

記
：
奥
田 

常
夫 

  

２
月
「
わ
が
ま
ち
紹
介
」 

活
動
の
感
想 

２
月
16
日
、
寒
い
日
で
し

た
が
、
風
は
殆
ん
ど
な
い
晴

天
で
し
た
。 

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル
沢
良
宜

駅
に
全
員
降
り
立
ち
ま
し
た
。 

沢
良
宜
公
園
か
ら
元
茨
木

川
緑
地
梅
林
の
梅
を
鑑
賞
し

ま
し
た
。
紅
梅
や
白
梅
は
綺

麗
に
咲
き
始
め
て
い
ま
し
た
。 

        

元
茨
木
川
緑
地
公
園
を
散

策
し
な
が
ら
15
世
紀
末
創
建

の
浜
村
（
現
在
の
高
浜
町
）

の
鎮
守
社
と
し
て
創
建
さ
れ

た
「
道
祖
神
」
に
お
参
り
し

ま
し
た
。
境
内
に
は
苔
の
つ

い
た
狛
犬
や
古
木
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
し
た
。
道
祖
神
境

内
に
は
、
道
祖
神
・
水
神
や

出
世
地
蔵
な
ど
が
祀
ら
れ
て

お
り
参
拝
し
ま
し
た
。 

こ
の
地
域
の
氏
神
様
で
あ

る
「
佐
和
良
義
神
社
」
へ
行

き
ま
し
た
。
こ
の
神
社
の
北

方
に
は
、
弥
生
時
代
の
環
濠

集
落
跡
で
あ
る
「
東
奈
良
遺

跡
」
が
あ
り
、
全
国
有
数
の

一
大
銅
鐸
製
造
工
場
が
あ
り

ま
し
た
。 

茨
木
市
立
文
化
財
資
料
館

に
入
館
し
ま
し
た
。
１
階
の

ホ
ー
ル
に
は
銅
鐸
が
吊
り
下

げ
ら
れ
、
音
色
が
ホ
ー
ル
に

響
き
ま
し
た
。
銅
鐸
を
鋳
造

す
る
鋳
型
に
は
、
細
か
い
文

様
が
あ
り
ま
し
た
。
鋳
型
の

重
さ
は
、
50
キ
ロ
く
ら
い
あ

る
そ
う
で
す
。 

鋳
型
に
青
銅
等
の
湯(

千
度

く
ら
い
）
を
流
し
こ
み
ま
す
。

そ
の
青
銅
熔
解
の
想
定
復
元

図
を
み
て
、
驚
き
ま
し
た
。 

         

風
を
お
く
る
の
に
獣
の
皮

で
作
っ
た
袋
を
使
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。 

茨
木
城
遺
跡
か
ら
は
、
木

製
の
建
具
類
（
戸
や
欄
間
）

が
出
土
し
展
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
木
製
出
土
品
が
、
腐
ら

ず
に
そ
の
ま
ま
出
土
し
た
の

で
す
。 

土
の
中
に
は
水
分
が
多
く
、

木
質
の
物
は
土
に
埋
ま
る
と

微
生
物
に
よ
っ
て
変
質
し
て

し
ま
う
と
説
明
を
う
け
ま
し

ま
し
た
。 

茨
木
城
跡
地
の
水
は
、
き

れ
い
な
良
質
で
木
製
品
が
腐

ら
ず
出
土
し
た
の
だ
と
説
明

を
受
け
ま
し
た
。 

茨
木
市
の
代
表
的
な
神
社

（
茨
木
神
社
）
の
境
内
に
は
、

豊
臣
秀
吉
の
茶
の
湯
に
使
わ

れ
た
水
を
汲
ん
だ
井
戸
「
黒

井
の
清
水
」
が
あ
り
ま
す
。 

茨
木
神
社
で
は
、
毎
年
10

月
に
豊
臣
時
代
を
偲
ぶ
大
茶

会
『
黒
井
の
清
水
大
茶
会
』

が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
、
戦
国
時
代
、
豊

臣
秀
吉
が
茨
木
に
立
ち
寄
っ

た
際
に
、
黒
井
の
清
水
の
水

を
た
い
そ
う
気
に
入
り
、
大

坂
城
で
茶
会
を
行
う
際
に
、

茨
木
ま
で
水
を
汲
み
に
行
か

せ
て
、
こ
の
水
を
茶
の
湯
と

し
て
使
用
し
た
、
と
い
う
逸

話
に
ち
な
ん
で
行
わ
れ
て
い

る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。 

        

水
は
、
生
き
る
の
に
不
可

欠
な
も
の
で
す
。 

水
に
感
謝
、
感
謝
で
す
。 

私
達
の
様
々
な
質
問
に
館

長
さ
ん
は
、
丁
寧
に
説
明
し

て
下
さ
い
ま
し
た
。 

歩
い
て
、
見
て
、
知
識
を

ふ
や
し
た
、
よ
き
一
日
で
し

た
。 

記
：
宝
角
弘
枝 

高槻市民公益活動 

サポートセンター 

「NPOひろば」145号 

VG槻輪の活動紹介記載 

会報「NPO ひろば」は

偶数月の 20 日に発行さ

れます。 

ＶＧ槻輪は、会創設時

から会員です。 

毎年開催されます NPO

フェスタには毎回展示や

フリーマーケットに参加

しています。 

第 144 号から登録団体

の活動紹介コーナが出来

第 145 号にセンターの協

力を得て、VG 槻輪の活

動の一部を紹介していま

す。 

愛宕山表参道登り口 

元茨木川緑地梅園の 

太鼓橋を渡る筆者 

奈良遺跡における 

青銅溶解の想定復元図 

茨木神社の 

黒井の清水井戸 


