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新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどが変更または中止となる場合があります。

●推計人口：83,118人 ●世帯数：42,862世帯 ●面積：4.84㎢

天王寺区の統計

●天王寺区役所 ・ 保健福祉センター
　〒543-8501 真法院町20-33
●ホームページ www.city.osaka.lg.jp/tennoji

天王寺区役所
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上
方
文
化
の
拠
点
、 

生い
く

國く
に

魂た
ま

神
社
に「
彦
八
の
碑
」

「
い
く
た
ま
さ
ん
」と
親
し
ま
れ
、
大
阪
最
古

の
神
社
と
さ
れ
る
生
國
魂
神
社
は
、
元
は
現

在
の
大
阪
城
を
含
む
地
域
に
あ
り
ま
し
た
が
、

豊
臣
秀
吉
が
大
坂
城
を
築
く
際
、
現
在
地

（
生
玉
町
）に
移
転
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
、

幕
府
直
轄
と
なった
大
坂
で
は
、
町
人
に
よ
る

上
方
文
化
が
花
開
き
、
元
禄
期（
１
６
８
８
～

１
７
０
４
）に
隆
盛
を
極
め
ま
す
。

そ
の
芸
能
の
中
心
舞
台
が
生
國
魂
神
社
で
、

境
内
で
は
大
勢
の
芸
人
が
自
由
に
芸
を
競
い

合
って
い
た
の
で
す
。

な
か
で
も
注
目
を
浴
び
て
い
た
の
が
、
大

阪
落
語
の
祖
と
仰
が
れ
る
米
澤
彦
八
で
し
た
。

彦
八
は「
当
世
仕し

方か
た

物も
の

真ま

似ね

」の
看
板
を
掲

げ
、
役
者
な
ど
の
物
真
似
芸
や「
落
ち
」に

重
点
を
置
い
た
小
噺
な
ど
で
、
聴
衆
を
大
い

に
笑
わ
せ
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
彦
八
の
名
を
後
世
に
残
す
た
め
、

平
成
２（
１
９
９
０
）年
、
生
國
魂
神
社
の
境
内

に
、
六
代
目
笑
福
亭
松
鶴
さ
ん
の
遺
志
を
継

い
だ
門
弟
た
ち
が「
彦
八
の
碑
」を
建
立
。
翌

年
か
ら
毎
年
、
松
鶴
さ
ん
の
命
日（
９
月
５
日
）

に
ち
な
ん
だ
９
月
上
旬
の
土
・
日
に
、
上
方

落
語
の
さ
ら
な
る
発
展
と
後
世
へ
の
継
承
を

目
的
と
し
た「
彦
八
ま
つ
り
」が
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。

寄
席
も
上
方
落
語
の
道
具
も
、 

は
じ
ま
り
は
彦
八
か
ら

今
年
の「
彦
八
ま
つ
り
」の
実
行
委
員
長
は
、

人
情
噺
や
手
話
落
語
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ

る
上
方
落
語
界
の
最
長
老
、
桂
福
団
治
さ
ん

で
す
。
米
澤
彦
八
と「
彦
八
ま
つ
り
」に
つ
い

て
、
福
団
治
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
境
内
で
囲
い
を
し
て
、
お
客
さ
ん
に
入
って

い
た
だ
く
。
そ
れ
を
彦
八
さ
ん
が
初
め
て
や

ら
れ
ま
し
て
、
寄
席
小
屋
の
出
発
点
に
な
っ

た
わ
け
で
す
。
落
語
は〝
聴
く
芸
〟で
す
け

れ
ど
も
、
当
時
で
す
か
ら
、
形
態
模
写
を
見

せ
る
ほ
う
が
主

体
の
小
噺
を

し
て
い
た
ん
で

し
ょ
う
。
彦
八

さ
ん
の
小
噺
を

原
形
に
発
展

し
て
き
た
落

語
は
、
最
終

的
に〝
聴
く
〟

が
１
０
０
％
の

想
像
芸
に
な

り
ま
し
た
」

ま
た
、
上
方
落
語
独
特
の
道
具
で
あ
る

見
台
、
膝
隠
し
、
小
拍
子
も
ル
ー
ツ
は
彦
八

で
し
た
。「
雑
音
の
多
い
大
道
で
噺
を
す
る
の

に
、パ
ー
ン
と
台
を
叩
い
て
周
囲
の
人
を
引
き

つ
け
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
江
戸
落
語
は
座
敷

芸
で
す
か
ら
必
要
な
か
っ
た
ん
で
す
」

落
語
の
道
を
60
年
以
上
歩
ん
で
き
た
福

団
治
さ
ん
に
と
って
、「
彦
八
の
碑
」は
心
の
拠

り
所
と
い
え
る
も
の
。
生
國
魂
神
社
の
近
く

を
通
る
た
び
に
、
手
を
合
わ
せ
て
感
謝
を
捧

げ
て
い
る
そ
う
で
す
。

今
年
は
映
像
で
楽
し
み
、 

来
年
こ
そ 「
い
く
た
ま
さ
ん
」へ！

「
彦
八
ま
つ
り
」は
生
國
魂
神
社
に
上
方
の

落
語
家
が
集
結
す
る〝
落
語
家
の
文
化
祭
＆

フ
ァ
ン
感
謝
デ
ー
〟。
落
語
家
が
使
用
し
た
扇

子
を
奉
納
す
る「
扇せ

ん

納の
う

祭さ
い

」を
主
軸
に
、
そ

の
年
の
実
行
委
員
長
が
打
ち
出
す
テ
ー
マ
に

沿
っ
た
イ
ベン
ト
、「
素
人
演
芸
バ
ト
ル
」な
ど

恒
例
の
コ
ン
テ
ス
ト
、
奉
納
落
語
会
な
ど
が

行
わ
れ
る
ほ
か
、
落
語
に
登
場
す
る
ネ
タ
を

テ
ー
マ
に
落
語
家
が
切
り
盛
り
す
る
約
40
店

の「
お
も
し
ろ
屋
台
」が
所
狭
し
と
並
び
ま
す
。

大
阪
落
語
の
祖
・
米
澤
彦
八
に
感
謝
を
込
め
て

夏
の
終
わ
り
の「
彦
八
ま
つ
り
」

来
年
の『
彦
八
ま
つ
り
』に
来
て
い
た
だ
き
た

い
。
特
に
大
阪
落
語
発
祥
の
地
、
天
王
寺
区

の
方
々
に
は
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
お
越

し
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
」と
福
団
治
さ
ん
。

生
國
魂
神
社
が
笑
い
と
賑
わ
い
に
包
ま
れ

る
本
来
の「
彦
八
ま
つ
り
」。
そ
の
日
を
心
待

ち
に
し
な
が
ら
、
今
年
は
ラ
イ
ブ
で
配
信
さ

れ
る
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
自
宅
で
気
軽
に
楽

し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

落
語
家
と
の
密
接
な
ふ
れ
あ
い
を
楽
し
め
る

の
が
大
き
な
魅
力
で
、
来
場
者
は
全
国
か
ら

毎
年
約
10
万
人
。

大
阪
の
夏
の
終

わ
り
を「
笑
い
」

で
彩
る
風
物
詩

と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
昨
年
、

福
団
治
さ
ん
を

実
行
委
員
長
に
記
念
す
べ
き
第
30
回
を
迎

え
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
一
年
の

延
期
に
。
今
年
は
９
月
５
日
㈰
に
オ
ン
ラ
イ

ン
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

「
私
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
彦
八
さ
ん
の
原
点

に
返
って
、『
い
く
た
ま
さ
ん
』の
境
内
で
大
道

芸
を
再
現
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
ん
で

す
。
そ
れ
を
生
で
お
見
せ
で
き
な
い
の
は
非

常
に
残
念
で
す
が
、
動
画
の
配
信
を
考
え
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
回
は
超
ア
ナ
ロ
グ
な

落
語
と
い
う
話
芸
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
全

国
の
方
、
落
語
に
関
心
の
な
い
方
に
も
見
て

い
た
だ
け
る
チ
ャ
ン
ス
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
な
画
面
の
中
で
ア
ナ
ロ
グ
な
落
語
の

良
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
き
、
落
語
以
外
の
こ

と
を
す
る
噺
家
の
姿
に
も
興
味
を
持
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
。
そ
れ
で
、
ぜ
ひ
生
の
舞
台
や

「彦八まつり」の
マスコットキャラクター

「彦八くん」

彦八まつり30回記念「デジタル彦八まつり」
日時／ 9月5日 ㈰
内容／● 繁昌亭YouTubeチャンネルでの 

無料配信（12:00から） 
（扇納祭、いくたま大道芸、 
B級グルメ対決、噺家クイズほか）

　　　 ● 記念落語会（共に有料配信もあり） 
神戸新開地 •喜楽館  昼公演 
天満天神繁昌亭  夜公演

I 上方落語協会　L 6354-7727

▲�生國魂神社の本殿は、3つの破風（はふ）を持つ生國魂造。
彦八が活躍した時代からこの場所にあった

▲ �江戸時代中期の絵師・大岡春卜（しゅんぼく）が描いた米澤
彦八（大阪府立中之島図書館所蔵『半百人一句』より）

「コロナ禍で生まれた時間に古典『寿限無（じゅげむ）』の手話
落語をマスターできました」と穏やかに笑う桂福団治さん

過去の「彦八まつり」の名物屋台

詳しくはこちら


