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申し込み受付中!

8月講座は2本立て!

「大阪弁の不思議」
&

 「古地図で読み解く
  大阪の歴史」

 「
旧
町
名
」を

た
ど
る
。
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 「
旧
町
名
」を
た
ど
る
。

昭
和
37
年（
1
9
6
2
）に
施
行
さ
れ
た「
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
」に
よ
り
、

大
阪
市
内
で
も
昭
和
40
年
か
ら
大
規
模
な
町
名
変
更
が
行
わ
れ
た
。

住
所
表
示
の
合
理
化
を
目
指
し
て
の
も
の
だ
っ
た
が
、そ
の
陰
に
隠
れ
て
ひ
っ
そ
り
と

地
図
か
ら
消
え
た
町
名
も
多
く
あ
る
。こ
の「
旧
町
名
」を
調
べ
て
み
る
と
、な
か
な
か
面
白
い
。

町
の
歴
史
に
深
く
関
わ
っ
て
い
て
、知
ら
な
い
物
語
が
詰
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

取
材
・
文
／
江
口
由
夏　

大
迫 

力
（
本
誌
）

特
集
参
考
文
献
／
『
大
阪
の
町
名
─
大
阪
三
郷
か
ら
東
西
南
北
四
区
へ
─
』（
大
阪
町
名
研
究
会
編
・
清
文
堂
・
１
９
７
７
）

『
大
阪
の
町
名 

そ
の
歴
史 

上
・
下
』（
大
阪
市
市
民
局
編
・
大
阪
市
市
民
局
・
１
９
９
２
）

そ
の
名
を
轟
か
せ
た
豪
商
。

　

江
戸
に
幕
府
が
開
か
れ
て
間
も
な
い
元
和
5
年
（
１
６
１
９
）、
大
坂

の
豪
商
・
淀
屋
常じ

ょ
う
あ
ん

安
が
中
之
島
の
開
発
に
着
手
し
た
。

　

彼
が
商
い
の
ネ
タ
と
し
て
目
を
つ
け
た
の
は
材
木
。
こ
の
一
帯
に
は
、

春
は
雪
溶
け
水
、
秋
は
台
風
に
よ
る
出
水
に
よ
り
材
木
が
お
び
た
だ
し
く

流
れ
着
く
。
常
安
は
そ
の
材
木
を
拾
い
集
め
て
売
り
さ
ば
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
材
木
商
人
と
し
て
名
を
は
せ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
大
坂
城

落
城
後
は
、
川
を
使
っ
た
水
運
に
目
を
付
け
、
自
ら
中
之
島
の
開
発
を
申

し
出
て
開
拓
に
心
血
を
注
ぐ
。
大
坂
の
陣
に
際
し
て
は
、
徳
川
方
に
与
し

た
ね
ぎ
ら
い
と
し
て
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
る
と
い
う
名
誉
も
得
た
。

　

し
か
し
、
後
の
堂
島
米
市
場
へ
つ
な
が
る
流
れ
を
生
み
出
し
た
２
代
目

の
言げ

ん
と
う當

以
降
、
代
々
着
実
に
富
を
蓄
え
て
い
た
こ
と
が
５
代
目
・
辰
五
郎

に
災
い
す
る
。
宝
永
２
年
（
１
７
０
５
）、
巨
万
の
富
と
贅
沢
な
暮
ら
し

ぶ
り
が
幕
府
に
咎
め
ら
れ
、
財
産
は
没
収
。
淀
屋
一
族
は
追
放
処
分
を
受

け
て
し
ま
っ
た
。

一、町
名
に
な
っ
た
人
々
。

上／青銅製の「淀屋の碑」は淀屋橋南詰付近にある。
米俵が盛んにやり取りされる様子などが描かれている。
右／土佐堀川にかかっている常安橋。

旧常安町にあった、
広がった枝と張った
根が蛸のようだとさ
れた名松「蛸の松」
は、田蓑橋北詰に再
現されている。
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現
在
の
中
之
島
４
丁
目
あ
た
り
に
あ
っ

た
常
安
町
は
、
常
安
の
功
績
を
讃
え
て
の

も
の
。
そ
の
町
名
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
が
、
土
佐
堀
川
に
か
か
る
常
安
橋
や
淀

屋
橋
は
ま
だ
ま
だ
健
在
で
あ
る
。

治
め
て
い
た
人
が
町
名
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
地
を
拓
き
、
ま
た

は
治
め
た
人
物
を
称
え
て
町
名
と
な
っ
た

ケ
ー
ス
は
多
い
。
常
安
町
に
隣
接
し
て
い

た
宗そ

う
ぜ是

町
も
江
戸
時
代
の
早
川
宗
是
な
る

人
物
に
ち
な
む
。
宗
是
は
、
住
友
家
に
次

ぐ
ほ
ど
の
財
力
を
誇
っ
た
両
替
商
・
千
種

屋
平
瀬
の
親
戚
と
さ
れ
、
か
つ
て
は
こ
こ

に
因
幡
鳥
取
藩
の
蔵
屋
敷
が
占
め
て
い
た

こ
と
か
ら
、
鳥
取
藩
蔵
元
（
蔵
屋
敷
の
運

営
に
関
わ
る
商
人
）
で
も
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
天
満
の
大
川
寄
り
に
あ
っ
た
今

井
町
や
金
屋
町
は
ど
ち
ら
も
、
大
坂
三
郷

の
ひ
と
つ
天
満
組
を
司
っ
て
い
た
惣
年
寄

の
名
前
。
惣
年
寄
は
町
奉
行
か
ら
町
役
人

の
監
視
な
ど
を
任
さ
れ
て
お
り
、
町
名
に

も
名
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
だ
。

　

老
松
通
近
く
に
あ
っ
た
源
蔵
町
も
、
源

蔵
な
る
人
物
が
江
戸
初
期
に
実
在
し
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
当
時
は
土
地
所
有
者
の

名
を
と
っ
て
「
○
○
屋
敷
」
と
名
付
け
て

地
名
と
す
る
例
が
多
く
、こ
の
場
所
も「
源

蔵
屋
敷
」
で
通
っ
て
い
た
。
有
力
者
と
言

え
ど
住
ん
で
い
た
だ
け
で
名
前
が
町
に
残

る
と
は
、
彼
ら
も
鼻
が
高
い
に
違
い
な
い
。

常
安
町

現
存
度
★
★
★

現
在
の
中
之
島
４
丁
目
。
江

戸
時
代
の
豪
商
・
淀
屋
常
安
に

由
来
す
る
。
福
島
正
則
が
植

え
た
見
事
な
「
蛸
の
松
」
が
名

所
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
。

宗
是
町

現
存
度
★

今
は
中
之
島
ダ
イ
ビ
ル
が
建
っ
て

い
る
中
之
島
３
丁
目
に
あ
た
る
。

か
つ
て
の
旧
ダ
イ
ビ
ル
に
は
［
宗

是
］
と
い
う
名
の
そ
ば
屋
も
あ

っ
た
。

今
井
町

現
存
度
★

天
満
１
丁
目
に
あ
た
り
、
春
は
、

造
幣
局
の
桜
の
通
り
抜
け
に
訪

れ
る
人
々
で
に
ぎ
わ
う
。

金
屋
町

現
存
度
★

現
在
の
天
満
２
丁
目
。
中
小

企
業
の
ビ
ル
が
、
た
く
さ
ん
建

ち
並
ん
で
い
る
。

源
蔵
町

現
存
度
★

西
天
満
３
丁
目
に
あ
た
る
。
江

戸
初
期
に
、
土
地
所
有
者
と

し
て
源
蔵
と
い
う
名
の
人
物
が

住
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

金屋町は有力者の屋敷があったとされる筋。その町域
は他の町と比べ特に広かった。

宗是町にあった旧ダイビルは改装され、新ビルの建設
が進む。常安亡き後も中之島の開発は続く。

特集で取り上げた旧町名の町域を示したもの。
今回は、「住居表示に関する法律」（P8）に
伴う町名の整理によって改称される直前の町
名を「旧町名」として扱っている。石碑など
の場所はP23の地図にあり。

今回取り上げた
旧町名MAP

「
旧
町
名
」現
存
度

★
★
★
今
も
あ
る
、
も
し
く
は

橋
な
ど
に
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。

★
★　

石
碑
な
ど
で
痕
跡
を
た

ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

★　
　

特
に
手
が
か
り
を
示
す

も
の
が
な
い
。

（
月
刊
島
民
プ
レ
ス
調
べ
）
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二
、商
い
人
が
集
っ
た
証
。

「
壺
屋
町
」＝
酒
壺
を
売
る
店
？

　

そ
こ
に
住
む
商
人
の
生
業
と
旧
町
名
の
由
来
が
直
結
し
て
い
た
ケ
ー
ス

も
あ
る
。
天
満
に
あ
っ
た
樽
屋
町
で
は
、
酒
樽
や
醤
油
樽
の
材
料
で
あ
る

材
木
を
扱
う
商
人
た
ち
が
古
く
か
ら
店
を
構
え
て
い
た
し
、
同
じ
く
天
満

の
旅は

た
ご籠

町
に
は
文
字
通
り
旅
籠
（
宿
屋
）
が
立
ち
並
ん
で
い
た
。
大
坂
町

奉
行
所
へ
出
頭
せ
よ
と
命
じ
ら
れ
た
上
方
の
人
々
や
、
諸
国
商
人
の
多
く

が
、
体
を
休
ま
せ
る
た
め
の
宿
だ
っ
た
。

　

今
は
大
阪
天
満
宮
が
鎮
座
す
る
場
所
に
あ
っ
た
大
工
町
も
、
江
戸
の
初

頭
に
大
工
集
団
の
群
居
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
堂
島
船
大
工
町
は
、
船
大

工
た
ち
が
船
小
屋
を
構
え
て
い
た
地
だ
。
北
新
地
へ
よ
く
行
く
人
な
ら
、

「
船
大
工
通
」
の
名
は
今
も
通
じ
る
。
電
柱
に
残
る
表
示
の
紫
色
は
、
北

新
地
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
天
満
に
あ
っ
た
壺
屋
町
は
ど
う
か
。
酒
壺
で
も
売
る
店
が
あ
っ
た

の
か
と
連
想
す
る
が
、
こ
こ
で
は
旧
町
名
よ
り
さ
ら
に
旧
い
〝
旧
々
町
名
〟

が
も
の
を
言
う
。
壺
屋
町
は
明
治
初
期
に
高
島
町
と
壺
屋
町
の
２
つ
の
町

が
合
わ
さ
っ
て
生
ま
れ
た
町
だ
が
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
掘
り
起
こ
す

と
帯
屋
町
、
茶
染
町
と
い
う
町
名
が
現
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
一
帯
は
も

と
も
と
繊
維
の
町
で
あ
り
、
染
色
用
の
壺
が
多
く
あ
っ
た
た
め
に
つ
い
た

町
名
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

移
り
住
む
商
人
た
ち
の
跡
。

　

集
っ
た
商
人
た
ち
の
出
身
地
に
よ
る
も
の
も
あ
る
。
今
も
船
場
に
残
る

伏
見
町
は
、
京
都
・
伏
見
か
ら
大
坂
に
移
住
し
た
町
人
た
ち
に
よ
る
。
江

戸
期
の
伏
見
町
一
帯
は
魚
、
唐
物
、
呉
服
を
扱
う
商
人
が
多
く
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
呉
服
町
な
ど
ふ
さ
わ
し
い
名
が
あ
っ
た
が
、
伏
見
町
に
統
一
さ

れ
た
の
は
や
は
り
町
を
開
発
し
た
功
績
が
大
き
い
の
か
。

　

少
し
ひ
ね
っ
た
と
こ
ろ
で
は
天
満
の
鳴
尾
町
。
天
正
年
間
（
１
５
７
３

年
頃
）
に
魚
問
屋
の
集
落
が
あ
り
、
活
き
の
い
い
魚
が
尾
を
動
か
し
て
ぴ

樽
屋
町

現
存
度
★
★

今
は
天
神
西
町
の一
部
。
酒
樽

や
醤
油
樽
を
作
る
た
め
の
材
木

商
人
が
多
か
っ
た
こ
と
に
ち
な

む
。
橋
名
に
も
な
り
、
川
は
埋

め
立
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

橋
柱
は
現
存
。

旅
籠
町
　

現
存
度
★

南
森
町
１
丁
目
に
あ
た
る
。
町

人
が
利
用
す
る
た
め
の
旅
籠
が

立
ち
並
ん
で
い
た
こ
と
に
由
来

す
る
。

大
工
町

現
存
度
★

現
在
は
天
神
橋
２
丁
目
。
江
戸

前
期
に
大
工
が
群
居
し
て
い
た
が
、

町
域
の
３
分
の
１
は
大
阪
天
満

宮
の
境
内
が
占
め
て
い
る
こ
と
か

ら
、
お
そ
ら
く
宮
大
工
か
と
思

わ
れ
る
。
天
満
宮
ゆ
か
り
の
土

産
物
屋
を
よ
く
見
か
け
る
。

堂
島
船
大
工
町

現
存
度
★
★

今
は
堂
島
１
丁
目
と
な
っ
て
い

る
。
船
大
工
た
ち
が
か
ま
え
た

船
小
屋
の
か
わ
り
に
、
現
在
は

飲
食
店
が
立
ち
並
ん
で
お
り
、

堂
島
船
大
工
通
り
と
し
て
名
が

残
っ
て
い
る
。

壺
屋
町

現
存
度
★

東
天
満
の
１
丁
目
と
２
丁
目
に

ま
た
が
っ
て
い
た
。
現
在
は
滝

川
公
園
に
密
接
す
る
住
宅
街

と
な
っ
て
い
る
。

伏
見
町

現
存
度
★
★
★

現
在
も
中
央
区
に
残
る
町
名
。

京
都
伏
見
か
ら
大
坂
に
移
住
し

て
商
い
を
始
め
た
伏
見
商
人
ら

に
ち
な
ん
で
い
る
。

静かな旧壺屋町の筋。かつては繊維業を営む商家がず
らりと立ち並んでいたのだろうか。

大阪天満宮北側の大工門からのぞいた旧大工町のあた
り。右手に見えるのは天満天神繁昌亭。

北新地では通り１本
１本に、このような
紫の表示を見つける
ことができた。貴重
な旧町名跡地である。

町名とともに姿を消
した樽屋橋だが、親
柱は阪神高速守口線
の高架下、南森町出
入口のやや南にぽつ
んと残されている。



5

三
、天
神
さ
ん
の
お
わ
す
町
。

ち
ぴ
ち
と
鳴
る
様
子
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
そ
う
だ
が
、
な
ん
と
も
活
気
が

伝
わ
っ
て
く
る
粋
な
町
名
で
あ
る
。

　

ま
た
、
靭
公
園
に
そ
の
名
が
残
る
靭
町
も
、
か
つ
て
は
魚
市
の
商
人
た

ち
が
集
っ
て
い
た
。
と
言
っ
て
も
魚
の
ウ
ツ
ボ
が
由
来
で
は
な
い
。
そ
の

昔
、
豊
臣
秀
吉
が
大
坂
市
中
を
巡
察
し
て
い
た
際
に
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
町

に
差
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
塩
干
し
魚
を
売
る
商
人
の
「
何
十
文
や
す
や

す
」
と
い
う
売
り
文
句
を
耳
に
す
る
。
そ
こ
で
秀
吉
が
「〝
や
す
〟
と
は

矢
巣
、
つ
ま
り
靭
（
矢
を
入
れ
て
お
く
筒
）
の
こ
と
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た

ら
し
い
。
そ
れ
を
聞
い
た
商
人
た
ち
が
命
令
と
受
け
止
め
、
以
後
こ
う
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
ま
さ
か
太
閤
さ
ん
の
一
言
が
き
っ
か
け

だ
っ
た
と
は
、
な
ん
と
も
思
い
が
け
な
い
。

鳴
尾
町

現
存
度
★

現
在
は
天
神
西
町
の一部
と
な
っ

て
い
る
。
堺
筋
と
天
神
橋
筋
に

挟
ま
れ
、
特
に
車
の
往
来
が
激

し
い
。

靭
町

現
存
度
★
★

現
在
は
靭
本
町
一
帯
を
指
す
。

豊
臣
秀
吉
に
ま
つ
わ
る
故
事
に

由
来
。
今
で
も
「
う
つ
ぼ
」
と

名
の
つ
く
店
が
目
立
つ
。

風
流
な
旧
町
名
。

　

大
阪
天
満
宮
の
宮
ま
わ
り
は
今
で
こ
そ「
天
神
橋
」「
天
満
」

に
統
一
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
か
つ
て
は
筋
ご
と
、
通
り
ご

と
に
い
く
つ
も
の
多
彩
な
旧
町
名
が
存
在
し
て
い
た
。
た
ど

っ
て
み
る
と
、
さ
す
が
は
天
神
さ
ん
が
鎮
座
す
る
土
地
ら
し

く
、
現
存
す
る
菅
原
町
に
代
表
さ
れ
る
菅
原
道
真
に
ま
つ
わ

る
旧
町
名
が
少
な
く
な
い
。

　

例
え
ば
、
菅
原
道
真
と
言
え
ば
梅
の
花
。「
東こ

ち風
吹
か
ば

匂
ひ
お
こ
せ
よ　

梅
の
花　

主
な
し
と
て　

春
を
忘
る
な
」

と
は
、
梅
を
愛
し
た
道
真
公
が
太
宰
府
へ
左
遷
さ
れ
る
前
に

詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
そ
れ
に
由
来
す
る
の
は
、
西
天
満
の

梅う
め
が
え

ヶ
枝
町
。
天
満
宮
裏
門
筋
に
あ
た
る
こ
の
町
に
は
、
道
真

が
霊
松
の
梢
に
明
星
と
し
て
現
れ
、
そ
の
姿
が
水
面
に
映
っ

て
輝
い
て
い
た
と
い
う
明
星
池
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

菅
原
町

現
存
度
★
★
★

西
天
満
、
大
阪
天
満
宮
の
南

に
位
置
す
る
。
由
来
は
菅
原

道
真
の
名
。
銅
吹
業
の
吹
子

屋
が
多
く
あ
っ
た
の
で
吹
子
屋

町
と
呼
ば
れ
る
東
西
の
道
路
が

あ
っ
た
。

梅
ヶ
枝
町

現
存
度
★

西
天
満
６
丁
目
に
あ
た
る
。
菅

原
道
真
が
愛
し
た
梅
に
ち
な
む
。

明
治
33
年
（
1
9
0
0
）
に

誕
生
し
た
名
前
な
の
で
、
江
戸

時
代
か
ら
続
く
町
名
も
多
い
こ

の
あ
た
り
で
は
比
較
的
新
し
い

旧
町
名
と
い
え
る
。

大阪天満宮の表門（大門）。長い歴史を誇る神社とあ
って、境内やその周辺は「旧町名」の宝庫。

こんなところにも旧町名が！　天神橋１丁目の三叉路
になった歩道橋にて。

西天満６丁目には
「梅ヶ枝町」の名残
ただようビルや店、
マンションなどが今
もまだまだあった。

靭公園の西園にある
交番前の「靭海産物
市場跡」。このあた
りでは塩干し魚や、
肥料としての干鰯が
盛んに売られていた
そう。



住
む
な
ら
め
で
た
い
方
が
良
い
？

　

松
と
い
え
ば
、
め
で
た
き
も
の
の
象
徴
。
町
の
名
付

け
に
お
い
て
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
現
在
は
古
美

術
店
街
と
し
て
知
ら
れ
る
老
松
町
も
旧
町
名
。
老
松
と

は
、
こ
の
地
に
永
く
あ
っ
た
松
の
木
の
こ
と
で
、
新し

ら
ぎ羅

征
伐
へ
向
か
っ
た
神
功
皇
后
が
九
州
か
ら
の
帰
り
道
、
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四
、あ
や
か
り
た
い
、あ
や
か
り
た
い
。

此
花
町

現
存
度
★

天
神
橋
１
丁
目
か
ら
２
丁
目
に

か
け
て
の
筋
で
あ
る
。
百
済
か

ら
漢
字
を
伝
え
た
渡
来
人
・
王

仁
の
歌
に
あ
る
「
咲
く
や
こ
の

花
」
と
い
う
語
が
由
来
。

紅
梅
町

現
存
度
★
★
★

現
存
す
る
町
名
。
天
満
宮
の

北
に
位
置
し
、
町
名
も
菅
原

道
真
が
愛
し
た
梅
に
ち
な
む
。

江
戸
時
代
の
賑
わ
い
と
は
う
っ

て
か
わ
り
、
現
在
は
静
か
な
町

で
あ
る
。

地
下
町

現
存
度
★

現
在
は
天
神
西
町
の一
部
。
大

阪
天
満
宮
を
「
殿
上
」
と
し
て
、

天
満
宮
に
古
来
よ
り
仕
え
続
け

た
関
係
を
「
地
下
」
と
呼
ん
だ

こ
と
に
由
来
す
る
。
今
は
、
天

神
祭
の
際
に
奉
仕
す
る
民
家
が

立
ち
並
ぶ
。

　

同
じ
梅
で
も
、
川
端
康
成
が
生
ま
れ
た
町
で
も
あ
る
此こ
の
は
な花
町
は
、
４
世

紀
末
に
百
済
か
ら
日
本
へ
漢
字
や
儒
教
を
伝
え
た
渡
来
人
、
王わ

に仁
が
詠
ん

だ
歌
か
ら
。「
難
波
津
に　

咲
く
や
こ
の
花　

冬
ご
も
り　

今
は
春
べ
と

咲
く
や
こ
の
花
」
と
い
う
古
歌
に
登
場
す
る
花
と
は
、
お
そ
ら
く
梅
だ
。

　

ち
な
み
に
、
梅
に
関
す
る
旧
町
名
の
中
で
残
っ
た
の
は
紅
梅
町
の
み
。

大
阪
天
満
宮
境
内
に
は
老
松
社
紅
梅
殿
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
殿
名
を
伝

え
る
た
め
に
残
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
町
は
安
政
年
間
（
１
８
５
４
年
頃
）

よ
り
、
天
満
宮
の
門
前
町
の
よ
う
な
役
割
を
見
せ
、
公
許
の
遊
所
と
し
て

賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
。

古
く
か
ら
天
神
さ
ん
に
仕
え
る
町
。

　

そ
し
て
大
阪
天
満
宮
と
い
え
ば
、
や
は
り
天
神
祭
。
立
派
な
神
輿
が
登

場
す
る
大
規
模
な
祭
り
だ
が
、
そ
の
う
ち
天
神
さ
ん
が
座
す
る
鳳
神
輿
に

奉
仕
す
る
町
々
が
あ
る
。「
菅
南
連
合
」、
町
名
が
改
正
さ
れ
る
以
前
の
名

を
「
菅
南
連
合
八
町
会
」。
菅
南
と
は
、
大
阪
天
満
宮
の
南
に
位
置
す
る

と
い
う
意
だ
ろ
う
か
。
こ
の
八
町
会
の
中
の
地じ

げ下
町
は
、
ま
さ
に
神
様
と

そ
の
担
ぎ
手
の
関
係
か
ら
来
た
名
前
な
の
で
あ
る
。「
地
下
」
は
も
と
も

と
殿
上
人
に
対
す
る
官
人
の
呼
び
名
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
天
神
さ
ん
を

「
殿

て
ん
じ
ょ
う上

」
と
捉
え
て
お
り
、
天
満
宮
と
町
の
人
の
関
係
性
が
読
み
取
れ
る
。

大阪天満宮表門から少し東に進んだ「此花町」は、川
端康成が誕生した場所だった。

大阪天満宮の境内西南の隅にひっそりとある、老松社
紅梅殿の立て札。

大阪天満宮境内の老
松神社。その由来を
紹介する木札には、
老松にまつわる神功
皇后の伝承が記され
ている。



こ
の
松
の
下
に
船
を
停
泊
さ
せ
て
嵐
を
や
り
過
ご
し
た

と
い
う
。
そ
の
後
、
貞
觀
２
年
（
８
６
０
）
に
は
神
社

が
建
て
ら
れ
、
枝
葉
を
伐
採
し
よ
う
と
せ
ん
者
は
罰
せ

ら
れ
る
た
め
石
垣
で
囲
わ
れ
て
い
た
が
、
幕
末
に
は
火

事
で
燃
え
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
面
白
い
の
が
、
老
松
町
の
す
ぐ
南

に
あ
っ
た
川
沿
い
の
若
松
町
。
ど
ん
な
由
来
が
飛
び
出

す
か
と
思
い
き
や
、
い
わ
れ
の
深
い
老
松
町
と
対
に
な

る
よ
う
に
「
若
松
」
と
付
け
ら
れ
た
ら
し
い
。

　

今
も
残
る
町
名
だ
が
、
臥
竜
の
ご
と
く
、
つ
ま
り
横
た
わ
っ
た
竜
と
例

え
ら
れ
た
巨
松
が
あ
っ
た
の
は
松
ヶ
枝
町
。
樹
齢
数
百
年
の
火
除
け
の
霊

松
と
称
え
ら
れ
、
大
正
９
年
（
１
９
２
０
）
の
枯
死
に
伴
っ
て
、
祠
や
碑

も
建
て
ら
れ
た
。
松
ヶ
枝
町
２
丁
目
の
松
乃
木
神
社
は
そ
の
霊
松
を
祀
る
、

現
在
に
残
る
神
社
で
あ
る
。

縁
起
を
か
つ
い
だ
昔
の
人
々
。

　

中
之
島
５
丁
目
あ
た
り
の
玉
江
町
も
、
縁
起
の
良
い
故
事
に
基
づ
い
て

名
付
け
ら
れ
た
。
６
世
紀
前
半
の
欽
明
天
皇
が
治
め
た
時
代
、
堀
江
と
呼

ば
れ
て
い
た
こ
の
一
帯
で
美
し
い
玉
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
め
で
た
い
故

事
か
ら
に
ち
な
ん
で
先
に
「
玉
江
」
の
名
を
冠
し
た
の
が
、
今
も
変
わ
ら

ず
堂
島
川
に
架
か
る
玉
江
橋
。
玉
江
町
は
こ
の
橋
に
な
ら
っ
た
も
の
。
そ

れ
ほ
ど
縁
起
の
良
い
名
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

西
天
満
と
曽
根
崎
新
地
の
境
に
あ
っ
た
神
明
町
の
よ
う
に
、
わ
か
り
や

す
く
め
で
た
い
も
の
も
あ
る
。
弘
仁
12
年
（
８
２
１
）、
嵯
峨
天
皇
の
皇

子
で
あ
る
源

み
な
も
と
の
と
お
る

融
が
、
伊
勢
神
宮
の
分
霊
社
と
し
て
孤
島
に
天
照
大
神
を

祀
る
神
明
社
を
建
て
た
。
そ
れ
以
降
、
島
は
「
神
明
の
鼻
」
と
呼
ば
れ
た
。

町
名
は
こ
の
古
い
伝
承
か
ら
な
の
だ
が
、
生
ま
れ
た
の
は
昭
和
年
間
と
ず

い
ぶ
ん
新
し
い
。
一
方
、
同
じ
西
天
満
界
隈
で
も
伊
勢
町
の
歴
史
は
古
く
、

明
暦
３
年
（
１
６
５
７
）
の
『
新
板
大
坂
之
図
』
で
は
「
い
せ
丁
」
の
文

字
が
確
認
で
き
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
伊
勢
町
と
は
伊
勢
神
宮
か
ら
と
っ

た
町
名
で
あ
る
。
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老
松
町

現
存
度
★
★
★

今
の
西
天
満
３
丁
目
か
ら
４
丁

目
に
あ
た
る
。
古
美
術
の
街
と

し
て
、
現
在
は
エ
リ
ア
名
と
し

て
す
っ
か
り
浸
透
し
た
珍
し
い
旧

町
名
で
あ
る
。

若
松
町

現
存
度
★
★

今
の
西
天
満
１
丁
目
あ
た
り
。

付
近
の
川
べ
り
は
か
つ
て
「
若

松
の
浜
」
と
呼
ば
れ
、
現
在
は

船
着
場
と
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ

て
い
る
。

松
ヶ
枝
町

現
存
度
★
★
★

現
在
も
大
阪
天
満
宮
の
北
東

に
位
置
す
る
町
で
あ
る
。
2
丁

目
に
は
扇
町
総
合
高
校
が
あ
る
。

玉
江
町

現
存
度
★
★
★

中
之
島
5
丁
目
か
ら
6
丁
目
。

６
世
紀
前
半
、
美
し
い
玉
が
発

見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
橋
の
名
に

な
り
、
町
の
名
に
も
引
き
継
が

れ
た
。
常
安
町
の
「
蛸
の
松
」

と
対
の
「
鶴
の
松
」
が
あ
っ
た
。

神
明
町

現
存
度
★

現
在
で
は
西
天
満
4
丁
目
と
な

っ
て
い
る
。
神
明
社
と
呼
ば
れ

る
伊
勢
神
宮
の
分
霊
社
が
由
来

で
あ
り
、「
夕
日
の
神
明
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
。

伊
勢
町

現
存
度
★

今
は
西
天
満
5
丁
目
の一
部
を

担
っ
て
い
る
。
神
明
町
と
同
じ

く
、
神
明
社
と
い
う
伊
勢
神
宮

の
分
霊
社
が
あ
っ
た
こ
と
に
ち

な
む
。
現
在
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が

多
い
閑
静
な
住
宅
街
で
あ
る
。

堂島川を挟んだ大阪市中央公会堂の向かいには、今も
「若松の浜」と呼ばれる船着場がある。

玉江橋南詰。かつて
諸藩の蔵屋敷があっ
たこの一帯には薬師
堂があり、祭りの際
には賑わいを見せた。

西天満公園のすぐ向
かいに見つけたマン
ション。ご利益のあ
りそうな（？）ネー
ミング。

民家と民家に挟まれ
た小さな松乃木神社。
現在の社は、住民の
手によって昭和25年

（1950）に再建され
たもの。

旧神明町の由来とな
った「夕日の神明」
は大阪三神明の一つ
とされる。お初天神
の少し南側。



「
町
名
変
更
」の
変
遷
。

　

大
阪
市
に
お
け
る
町
名
変
更
の
歴
史
は
、
大
ざ
っ

ぱ
に
言
う
と
次
の
よ
う
な
流
れ
に
な
る
。
ま
ず
は
明

治
維
新
後
の
近
代
的
な
住
所
表
示
に
整
理
さ
れ
る
過

程
に
お
い
て
。
次
い
で
大
正
期
か
ら
昭
和
前
期
に
か

け
て
、
人
口
増
や
市
域
の
拡
張
の
た
め
に
変
更
や
新

町
名
の
誕
生
が
各
地
で
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
太
平

洋
戦
争
後
の
戦
災
復
興
に
か
ら
む
土
地
区
画
整
理
事

業
に
伴
う
も
の
。
さ
ら
に
最
も
新
し
く
大
規
模
な
も

の
が
、
昭
和
37
年
（
１
９
６
２
）
に
公
布
施
行
さ
れ

た
「
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
変
更
だ
。

　

大
阪
市
で
は
阿
倍
野
区
を
皮
切
り
に
、
昭
和
40
年

（
１
９
６
５
）
か
ら
こ
の
制
度
に
基
づ
く
改
正
が
始

ま
っ
た
。
旧
大
坂
三
郷（
現
在
の
北
区・中
央
区
周
辺
）

に
あ
た
る
地
域
で
は
、
明
治
維
新
か
ら
そ
れ
ほ
ど
大

規
模
な
変
更
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、「
住
居
表
示
に

関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
大
阪
市
内
の
町
名
は
大
き

く
減
る
こ
と
と
な
っ
た
。

歴
史
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
集
結
。

　

こ
の
時
は
日
本
全
国
で
町
名
変
更
が
あ
り
、
東
京

な
ど
で
も
旧
町
名
保
存
を
唱
え
る
議
論
が
巻
き
起
こ

っ
た
。
大
阪
で
は
、
ま
さ
に
町
名
変
更
事
業
が
進
む

昭
和
52
年
（
１
９
７
７
）、『
大
阪
の
町
名
─
大
阪
三

郷
か
ら
東
西
南
北
四
区
へ
─
』
な
る
大
著
が
著
さ
れ

て
い
る
。
東
西
南
北
の
４
区
（
当
時
）
の
町
名
の
由

来
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
記
録
。
著
者
で
あ
る
大
阪
町

名
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
を
見
れ
ば
、
宮
本
又
次
、
作

道
洋
太
郎
ら
大
阪
の
歴
史
研
究
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
ば
か
り
。
町
名
が
改
称
さ
れ
る
の
に
際
し
、「
本

書
の
調
査
は
そ
の
た
め
に
も
な
ん
ら
か
の
参
照
に
な

る
こ
と
を
考
え
て
の
も
の
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
お

り
、
後
世
に
語
り
継
が
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
編
ま
れ

た
労
作
で
あ
る
。

情
緒
を
と
る
か
、便
利
さ
を
と
る
か
。

　

由
来
と
共
に
大
阪
の
町
名
の
特
徴
に
関
す
る
考
察

も
あ
り
、
非
常
に
読
み
応
え
が
あ
る
の
だ
が
、
特
に

面
白
い
の
は
旧
い
町
名
は
保
存
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う

か
に
つ
い
て
の
議
論
だ
。「
地
名
は
文
化
遺
産
で
あ

る
と
い
わ
れ
、
い
わ
ば
無
形
の
文
化
財
と
し
て
、
大

切
に
保
存
す
べ
き
も
の
だ
と
の
説
も
出
て
い
る
」
と

し
、
井
原
西
鶴
や
近
松
門
左
衛
門
の
作
品
を
読
む
に

も
旧
町
名
で
な
け
れ
ば
実
感
が
で
な
い
と
続
け
る
。

だ
が
一
方
で
、
郵
便
事
業
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
救
急

車
や
パ
ト
カ
ー
や
消
防
車
が
早
く
目
的
地
に
着
け
る

よ
う
に
な
る
な
ど
、
新
し
い
住
居
表
示
が
も
た
ら
す

利
便
性
も
捨
て
が
た
い
。「
簡
便
さ
、
便
宜
さ
を
と

る
か
、
由
緒
を
と
り
、
情
緒
を

と
る
か
の
問
題
で
あ
る
」
と
い

う
迷
い
は
移
行
期
な
ら
で
は
の

も
の
だ
。

　

住
民
の
声
を
聞
く
と
言
っ
て

も
歴
史
に
対
す
る
意
識
は
ま
ち

ま
ち
だ
し
、
大
阪
は
進
取
の
気

象
が
強
く
古
い
も
の
へ
の
愛
着

が
少
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
に
も
理
解
を
示
す
。

そ
れ
で
も
単
に
合
理
性
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
微

妙
な
心
情
が
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
と
て
も
リ

ベ
ラ
ル
か
つ
真
摯
な
態
度
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
本
町
ま
が
り
」「
夢
の
浮
き
橋
」…
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
書
で
は
正
式
な
町
名
で
は
な
い
通

称
・
俗
称
の
地
名
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
本
町
ま
が
り
」

「
御
前
小
路
」「
六
道
の
辻
」「
米
相
場
浜
」「
夢
の
浮

き
橋
」
な
ど
、
そ
れ
は
時
代
が
か
っ
た
も
の
ば
か
り

で
、
今
で
も
な
ん
と
か
通
じ
る
の
は
「
浮
世
小
路
」

や
「
八
軒
家
」
ぐ
ら
い
。
こ
の
時
代
で
通
称
な
の
だ

か
ら
分
か
ら
な
い
の
も
致
し
方
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、

一
体
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
と
想
像
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ

に
は
、「
町
名
が
変
っ
て
も
、
人
々
に
親
し
ま
れ
た

通
称
は
な
か
な
か
ほ
ろ
び
さ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
で
ま
た
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
味
わ
い

深
い
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
残
る
か
消
え
る

か
は
別
に
し
て
も
、
地
名
や
町
名
に
対
す
る
敬
意
や

興
味
は
失
わ
ず
に
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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 「
町
名
」は

文
化
遺
産
か
。

文
／
大
迫 
力
（
本
誌
）

写真は中之島周辺にある旧町名継承
碑。「住居表示に関する法律」により
消えてしまった町名の由来について
書かれたもの。市内各地にあるので、
街歩きなどの際に目にしたら、足を
止めて土地の由来を学んでみよう。
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　大人気のうちに終了した、NHKの朝
の連続テレビ小説『カーネーション』。
人気の理由の一つとして挙げられたのは、

「食べり～」「行こけ」といった語尾が特
徴的な岸和田弁の会話だ。だが、これは
岸和田だけではなく、大阪弁（関西弁）
のイントネーションは地域ごとに微妙に
違う。こうした音の種類の豊富さは、言
語学的な見地から見れば、大阪弁全体に
共通する性格なのだという。
　ただし、ドラマにおける方言は、リア
リティを追求すればよその地域の人には

2012年8月講座

 「ドラマ『カーネーション』に見る大阪弁の不思議」
講師／金水 敏（大阪大学大学院文学研究科教授） 林 英世（女優・『カーネーション』方言指導担当）

意味が通じず、かといって言葉をいじれ
ば地元の人には不評を買う。うまく使え
ば絶妙の演出になるし、その逆にもなり
かねない繊細なものなのだ。
　今回のナカノシマ大学では、『カーネ
ーション』をきっかけとして、大阪弁の
面白さ、そして物語の中での働きを考え
てみたい。金水先生による学問的見地か
らの大阪弁の考察、そして女優・林英世
さんが明かす演劇やドラマ制作の現場の
声。異色の組み合わせによって、「大阪
弁とは何か」が浮かび上がります！

はやし・ひでよ
女優。劇団M.O.P出身、同志社
大学時代は「第三劇場」に所属。
舞台やテレビドラマに数多く出
演しているほか、ひとり語りや俳
優指導などの活動も精力的に行
う。岸和田市出身で、ドラマ『カー
ネーション』では岸和田弁の方言
指導を担当した。

21世紀の
懐徳堂

プロジェクト

大人気ドラマ『カーネーション』の方言指導役と、
当代きっての言語学者が、大阪弁について徹底解説!
ドラマの撮影現場のエピソードもたっぷり。
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日時／8月8日（水） 
　　　7:00PM～8:30PM（開場6:30PM～）　
会場／追手門学院 大阪城スクエア
受講料／1,500円
定員／100名
主催／ナカノシマ大学事務局
協力／大阪21世紀協会

募
集
要
項

お名前・ご住所・電話番号を明記の上、下記までハガキ、ファックス、もし
くはＨＰ内の応募フォームからお申し込みください。ハガキ、ファックスに
ついては、複数名でご参加希望の場合は、人数分の必要事項を明記してく
ださい。ハガキ、ファックスでお申し込みの方は、講座名を必ずお書き添え
下さい。

〒530-0004 大阪市北区堂島浜2-1-29 古河大阪ビル4階
「ナカノシマ大学8月講座①」受付係　FAX.06-4799-1341

※先着順で受付を確認し次第、順次、受講票をお送りします。
※定員に達した時点で申し込みは締め切らせていただきます。

「ドラマ『カーネーション』に見る大阪弁の不思議」

ケータイからは
こちら！→

お問い合わせ☎06-4799-1340
（ナカノシマ大学事務局） 

ナカノシマ大学の最新情報は 
http://www.nakanoshima-univ.com

きんすい・さとし
大阪大学大学院文学研究科教
授。古典語から現代語まで、日本
語を幅広く研究。特に近年はマン
ガやドラマなど物語の登場人物
を、特定の人物像として印象づけ
る言葉である役割語（老人の「そ
うなんじゃ」、マダムの「そうですわ
よ」など）の研究で知られている。

ドラマの舞台となった岸和田の
駅前通商店街には、「カーネーシ
ョン」のギャラリーも登場。

写真提供／岸ぶら（http://kishibura.jp/）

◎今月の授業❶

 【大阪弁】
言うちゃろう

そうけ〜

食べり〜

行かんかい!
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日時／8月23日（木） 
　　　7:00PM～8:30PM（開場6:30PM～）
会場／大阪市中央公会堂 小集会室
受講料／2,500円（教材費込み）
定員／100名
主催／ナカノシマ大学事務局
協力／大阪21世紀協会

募
集
要
項

お名前・ご住所・電話番号を明記の上、下記までハガキ、ファックス、もし
くはＨＰ内の応募フォームからお申し込みください。ハガキ、ファックスに
ついては、複数名でご参加希望の場合は、人数分の必要事項を明記してく
ださい。ハガキ、ファックスでお申し込みの方は、講座名を必ずお書き添え
下さい。

〒530-0004 大阪市北区堂島浜2-1-29 古河大阪ビル4階
「ナカノシマ大学8月講座②」受付係　FAX.06-4799-1341

※先着順で受付を確認し次第、順次、受講票をお送りします。
※定員に達した時点で申し込みは締め切らせていただきます。

「古地図で読み解く大阪の歴史〈近世編〉②」

地図のバリエーションが
増える江戸時代中後期。
京都や江戸と比較しながら、
大坂の地図の世界を
さらに掘り下げます。

ほんど・あきら
『大阪古地図むかし案内』『続・
大阪古地図むかし案内』（共に
創元社）などのシリーズでおなじ
みの大阪古地図のエキスパート。
歴史的な事実だけでなく、作者
の思いや物語を古地図から読
み解こうとする語り口が新鮮。

こんな地図もある!
こちらは「大坂図（諸国商人町
筋不迷売買手引案内）」。元禄
時代頃に描かれたものだが、な
んと大きさは169×135cmと人
が大の字に寝転べそうなワイド
サイズ。市場や道筋などが詳細
に記され、商業活動の便利を図
ったものと思われる。街を箱庭
のように見下ろす面白さがあっ
て、見飽きない。

ケータイからは
こちら！→

お問い合わせ☎06-4799-1340
（ナカノシマ大学事務局） 

ナカノシマ大学の最新情報は 
http://www.nakanoshima-univ.com

次回は近代編。
9月下旬に開催!

135cm

16
9c

m

今月も豪華2本立て! 　

 「古地図で読み解く
大阪の歴史〈近世編〉②」
講師／本渡 章（作家）

2012年8月講座

◎今月の授業❷

 【古地図】
　古地図を手がかりに大坂の歴史をたど
る人気シリーズの第3回目は、江戸時代
後期の地図がテーマ。徐々に近代へと近
づきつつある時代にあって、地図のバリ
エーションもどんどん豊かになっていく
という。
　例えば、弘化4年（1847）に描かれた

「増修 大坂指掌図」という地図からは、
大坂の市街地開発と街の発展の足跡がよ
くわかるだけでなく、升目が描き込まれ
ており、距離が測れるようになっている。
こうした工夫は私たちが今使っている地
図にも見られる機能で、本渡さん曰く、

「古地図的なおおらかさの中にも、近代
的な合理性が見られるようになり、両者
が１枚の図の中でせめぎあっているよう
なところが興味深い」そうだ。
　講座の中では、大坂の地図だけでなく、
同じ時代の京都や江戸の街を描いた歴史
図もご紹介。それらとの比較も交えなが
ら、大坂の古地図の特徴をより具体的に
解説していきます。
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現在に到るまでにどのような変遷を経た
のかも教えてくれた。それぞれの写真を
見ていると、伝統的な様式美を誇った近
代建築が、だんだんと機能美を優先した
ものへと変わり、現代建築へとつながっ
ていく流れがよくわかり、大阪の建築史
を概観するようなスケールの大きさがあ
った。

半は、アートやクリエイティブな
活動の発信拠点として生まれ変わ

った文化芸術創造センターについての紹
介。老朽化が進んでいたこの建物は、平
成18年（2006）年頃から、土地ごと民
間に払い下げるのか、新しく建て直すの
かといった議論が起こっていた。だが、
大阪府政スタートの地でもあり歴史的に
重要であることから、建物を残した形で
開発がなされることとなった。
　古い部分を巧く残すためのリノベーシ
ョン工事中の写真や、開館までの準備風
景、盛況に終わったオープニングパーテ
ィーの様子などが紹介され、見事に変身
を遂げていく姿を目の当たりにしている
うちに、自然とこのセンターへの期待が
高まっていく。
　これまでの施設とはまったく異なる新
たな空間について、「幅広くクリエイテ
ィブな面白いことをやっていきたい」と
話す髙岡さん。「できるだけたくさんの
方に集まってもらい、ここでみなさんと
一緒に何かを作ったり、考えたり、学ん
だりしていきたい。話す側と聞く側とい
った分け方にならないような使い方がで
きれば」と受講生たちに呼びかけた。

之島の西の端から歩いてすぐ。大
阪の中でも注目の高まりつつある

エリアである江之子島で、ナカノシマ大
学が初開催。先月号でも特集した、江之
子島や川口といった「大阪ウェストゲー
ト」の歴史や物語が語られた。
　「講座のタイトル通り、まさに『みな
さん、江之子島へようこそ』という気分
です」と話し始めた講師の建築家・髙岡
伸一さん。髙岡さんは、今年4月にオー
プンした大阪府立江之子島文化芸術創造
センターの企画・運営にも携わっている。
そのため、現在センターとして使われて
いる建築の来歴に始まり、この一帯が経
てきた歴史についても詳しく調査したそ
うだ。
　髙岡さんは専門分野に引きつけて、江
之子島・川口エリアの建築物をたどりな
がら、各時代の様子を紐解いていった。
明治7年（1874）、大阪が西へ広がって
いくことを期待されて建てられた大阪府
庁舎は、大阪で2番目の西洋建築とあっ

て、「江之子島政府」と呼ばれる壮麗な
ものだった。また、あまり知られていな
いことだが、大阪市庁舎もこの建物一部
を間借りして市制業務を開始しており、
最初の木造の仮庁舎も府庁舎のすぐ近く
に建てられた。つまり、江之子島は大阪
の行政の中枢が集まるシビックセンター
だったのだ。
　髙岡さんは、江之子島から移転した後
の府庁舎や市庁舎についても丁寧に解説。
さらに、府庁移転後には大阪府立工業奨
励館として使われることとなった建物が、

中

後

 「江之子島へようこそ!」
@大阪府立江之子島文化芸術創造センター

5月11日（金）　ナカノシマ大学2012年5月講座

講義レポート❶

センターでは、独自企画の他に貸し室
利用も随時受け付けている。大阪府
所蔵の美術作品の管理や活用も担っ
ており、常設展示もいろいろ。地下
にはカフェも営業中。

講師／髙岡伸一（建築家） 

左／講義前に挙手を求めた髙岡さん。ナカノシマ大学生の江之子島に関する事前知識に驚いていた。



　
「
シ
ョ
ッ
ク
」
と
は
、
通
常
は
衝
撃
と
か
、
激
し
い

心
の
動
揺
と
か
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
が
、
医
学
用
語

の
「
シ
ョ
ッ
ク
」
は
、
急
激
な
血
液
循
環
の
不
全
状
態

を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
血
圧
や
体
温
が
急
に
下
が
っ
て
、

意
識
不
明
に
な
り
、
命
の
危
険
が
生
じ
る
状
況
の
こ
と

で
あ
る
。

　

私
は
医
学
生
の
と
き
、「
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
！
」
と
い
う

ク
ラ
ス
内
新
聞
を
不
定
期
に
発
行
し
て
い
た
。
以
前
、

書
い
た
「
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
メ
デ
ィ
ス
ン
」
は
数
人
の
仲

間
で
や
っ
て
い
た
同
人
誌
だ
が
、「
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
！
」

は
ま
っ
た
く
の
個
人
発
行
で
あ
る
。

　

ワ
ー
プ
ロ
も
パ
ソ
コ
ン
も
な
い
時
代
に
、
特
別
な
読

者
も
い
な
い
の
に
、
ネ
タ
を
考
え
、
文
章
を
書
き
、
イ

ラ
ス
ト
を
描
い
て
ス
ク
リ
ー
ン
ト
ー
ン
を
貼
り
、
輪
転

機
で
印
刷
し
て
、
同
級
生
の
冷
や
や
か
な
視
線
に
耐
え

な
が
ら
、
無
償
で
配
布
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
我
な
が

ら
酔
狂
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　

創
刊
は
１
９
７
８
年
１
月
で
、
Ｂ
４
の
横
書
き
の
見

開
き
２
ペ
ー
ジ
。
創
刊
号
は
左
の
ペ
ー
ジ
に
ド
ナ
ル
ド

ダ
ッ
ク
と
羽
の
生
え
た
ド
ク
ロ
の
イ
ラ
ス
ト
を
配
し
、

「
つ
い
に
出
た
！
読
者
待
望
の
H
U
M
A
N 

P
A
P
E
R
」

と
の
巻
頭
言
が
あ
る
。
右
ペ
ー
ジ
上
段
に
は
「
シ
ョ
ッ

キ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
」
と
題
し
て
「
マ
ウ
ス
大
量
虐
殺
事

件
」
を
報
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
生
理
学
の
講
義
で
ハ

ツ
カ
ネ
ズ
ミ
の
眼
球
を
取
り
出
す
実
習
が
あ
り
、
そ
の

残
酷
な
行
為
に
対
す
る
同
級
生
の
反
応
を
、
匿
名
で
列

挙
し
た
も
の
だ
。
私
は
そ
の
残
虐
さ
ば
か
り
が
気
に
な

っ
て
、
実
習
の
内
容
を
ま
っ
た
く
覚
え
て
い
な
い
。

　

下
段
に
は
「
こ
の
人
を
推
薦
し
ま
す
」
と
題
し
て
、
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ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ
ッ
ク
、
北
杜
夫
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ

を
挿
絵
つ
き
で
紹
介
し
て
い
る
。

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
私
が
共
感
で
き
る
人
物
を
紹
介

し
た
も
の
で
、
７
回
連
載
し
た
。
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
は
、

創
刊
号
の
３
人
以
下
、
ゴ
ッ
ホ
と
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、
エ
ヴ

ァ
リ
ス
ト
・
ガ
ロ
ア
、
オ
ー
ソ
ン
・
ウ
ェ
ル
ズ
、
モ
ハ

メ
ド・ア
リ
、
ゲ
ー
テ
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
小
林
繁
と
、

ジ
ャ
ン
ル
も
時
代
も
ば
ら
ば
ら
だ
っ
た
。

  

「
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
！
」
の
第
２
号
と
第
３
号
は
、
週
刊
の

ペ
ー
ス
で
出
た
が
、
第
４
号
か
ら
間
隔
が
空
き
は
じ
め
、

３
週
間
、
２
カ
月
、
７
カ
月
と
ご
無
沙
汰
し
、
１
９
７
９

年
９
月
に
第
10
号
が
出
て
終
刊
し
た
。

　

今
、
見
直
し
て
み
る
と
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
的
に
は
当

時
は
や
っ
て
い
た
『
Ｐ
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｙ
Ｅ
』
や
『
ビ
ッ
ク
リ

ハ
ウ
ス
』『
面
白
半
分
』
の
影
響
が
あ
り
、
ロ
ゴ
は
テ

ク
ノ
調
、
イ
ラ
ス
ト
は
ア
メ
リ
カ
ン
コ
ミ
ッ
ク
調
だ
っ

た
。
第
６
号
の
全
面
特
集
、「
ア
メ
リ
カ
ン
ヒ
ー
ロ
ー

の
思
い
出
」
で
は
、マ
イ
テ
ィ
マ
ウ
ス
、フ
ェ
リ
ッ
ク
ス・

ザ
・
キ
ャ
ッ
ト
、
ウ
ッ
ド
ペ
ッ
カ
ー
、
ベ
テ
ィ
・
ブ
ー

プ
な
ど
、
少
年
時
代
に
見
た
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
絵
入
り
で
紹
介
し
た
。
ポ
パ
イ
が
食
べ
る
ホ
ウ
レ
ン

ソ
ウ
の
缶
詰
は
日
本
で
は
見
た
こ
と
が
な
い
と
か
、
ス

ー
パ
ー
マ
ン
は
ク
ラ
ー
ク
・
ケ
ン
ト
か
ら
変
身
す
る
と

illustration: maki yoshimura

中
之
島
ふ
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ふ
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き
、
メ
ガ
ネ
を
取
る
だ
け
な
の
に
、
な
ぜ
正
体
が
ば
れ

な
い
の
か
な
ど
、
素
朴
な
コ
メ
ン
ト
を
載
せ
て
い
る
。

　

第
８
号
で
は
、「
思
い
出
の
Ｔ
Ｖ
─

Ｓ
Ｆ
」
と
題
し
て
、

60
年
代
の
日
本
の
テ
レ
ビ
ヒ
ー
ロ
ー
を
特
集
し
た
。
メ

ジ
ャ
ー
の
鉄
腕
ア
ト
ム
、
鉄
人
28
号
か
ら
、
マ
イ
ナ
ー

な
８
８
２
３
海
底
人
、
海
底
怪
獣
マ
リ
ン
コ
ン
グ
の
ほ

か
、
ま
ぼ
ろ
し
探
偵
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
キ
ッ
ド
、
遊
星
仮

面
な
ど
を
、
あ
ち
こ
ち
資
料
を
さ
が
し
て
イ
ラ
ス
ト
に

し
た
。
速
く
走
れ
る
の
が
最
大
の
武
器
で
あ
る
エ
イ
ト

マ
ン
や
、
７
つ
の
威
力
と
い
っ
て
も
、
サ
ー
チ
ラ
イ
ト

や
マ
シ
ン
ガ
ン
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
鉄
腕
ア
ト
ム
、
た

だ
力
が
強
い
だ
け
の
鉄
人
28
号
な
ど
に
、
派
手
さ
は
な

い
が
、「
僕
達
を
テ
レ
ビ
の
前
に
釘
づ
け
に
す
る
に
は

十
分
だ
っ
た
」
と
書
き
、さ
ら
に
「
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
以
後
、

Ｔ
Ｖ
─

Ｓ
Ｆ
は
急
速
に
超
豪
華
悪
趣
味
商
品
化
の
道
を

た
ど
る
」
と
評
し
て
い
る
。

 　

数
少
な
い
連
載
企
画
に
、「
そ
の
後
の
お
と
ぎ
話
」

と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
メ
デ
タ
シ
メ
デ
タ
シ
で
終
わ
る

お
と
ぎ
話
の
そ
の
後
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
１
は
「
一
寸
法
師
」。
法
師
が
め
で
た
く
鬼
退

治
を
し
て
、
打
ち
出
の
小
槌
で
ふ
つ
う
の
身
体
に
な
っ

た
と
こ
ろ
に
、
鬼
が
も
ど
っ
て
き
た
ら
ど
う
な
る
か
と

い
う
話
で
、「
一
寸
」
で
な
く
な
っ
た
「
人
並
法
師
」
は
、

鬼
の
体
内
に
入
る
こ
と
も
で
き
ず
、
鬼
に
敗
北
す
る
と

い
う
オ
チ
。

　

そ
の
２
は
「
み
に
く
い
ア
ヒ
ル
の
子
」
で
、
み
に
く

い
ア
ヒ
ル
の
子
は
美
し
い
白
鳥
に
成
長
す
る
が
、
そ
の

白
鳥
が
産
ん
だ
卵
に
、
今
度
は
ア
ヒ
ル
の
卵
が
紛
れ
込

ん
で
い
た
と
い
う
お
話
。
そ
の
ヒ
ナ
は
「
美
し
い
白
鳥

の
子
」
と
呼
ば
れ
て
育
つ
が
、
ほ
か
の
ヒ
ナ
が
立
派
な

白
鳥
に
成
長
す
る
な
か
、
自
分
は
醜
い
ア
ヒ
ル
に
な
っ

て
し
ま
い
、
絶
望
す
る
と
い
う
ア
ン
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド

で
あ
る
。

　

そ
の
３
は
「
ウ
サ
ギ
と
カ
メ
」。
レ
ー
ス
の
途
中
で

居
眠
り
を
し
た
ウ
サ
ギ
に
勝
利
し
た
カ
メ
は
、
そ
の
後
、

ほ
か
の
動
物
た
ち
の
不
評
を
買
う
。「
居
眠
り
を
し
た

ウ
サ
ギ
も
悪
い
が
、
そ
れ
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
で
や
り
す

ご
し
た
カ
メ
は
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
に
欠
け
て
い

る
」
と
批
判
さ
れ
て
、
再
レ
ー
ス
が
行
わ
れ
、
当
然
な

が
ら
カ
メ
は
負
け
る
。

　

ラ
ス
ト
は
「
ア
リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス
」
で
、
夏
に
遊
び

ほ
う
け
て
い
た
キ
リ
ギ
リ
ス
が
冬
に
死
ん
だ
あ
と
、
ア

リ
は
夏
に
働
い
た
か
ら
と
い
っ
て
冬
も
遊
ん
で
い
る
わ

け
に
い
か
ず
、
巣
の
修
理
や
餌
の
保
存
、
新
し
く
生
ま

れ
た
ア
リ
へ
の
教
育
な
ど
に
追
わ
れ
、
結
局
、
１
年
中

遊
ぶ
暇
が
な
い
と
い
う
お
話
。
挿
絵
に
リ
ア
ル
な
キ
リ

ギ
リ
ス
を
描
き
、
学
名
を
記
し
た
あ
と
、
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
に
、キ
リ
ギ
リ
ス
は
「
夏
、仮
に
マ
ジ
メ
に
働
い
て
も
、

冬
に
は
死
ぬ
」
と
あ
る
。

　

皮
肉
で
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
嫌
い
な
と
こ
ろ
は
、
今
の

自
分
に
も
通
じ
る
よ
う
で
、
や
は
り
三
つ
子
の
魂
百
ま

で
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

　

似
た
よ
う
な
企
画
で
「
ス
リ
ラ
ー
そ
の
現
実
」
と
い

う
の
も
あ
っ
た
。
第
１
話
の
「
透
明
人
間
」
の
み
で
終

わ
っ
た
が
、
こ
れ
は
透
明
人
間
に
な
る
薬
を
発
明
し
た

マ
ッ
ド
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
が
、
自
分
に
薬
を
試
し
て

身
体
が
消
え
た
あ
と
、
街
へ
出
よ
う
と
す
る
が
、
途
中

くさかべよう　1955年生まれ。大阪大学医学部卒業。
麻酔医、外科医、在外公館での医務官としても勤務した後、2003年『廃用身』（幻冬舎文庫）でデビュー。
現代医療への提言と生きること・死ぬことについて考える契機に満ちた作風が人気を呼び『破裂』は10万部を超えるヒットに。

「地元の小学校（私の卒業校）で、４年生に『本を読む楽しみ・小説を書く喜び』というテーマで講演してきました。
うまく話せるか心配でしたが、みんな熱心に聞いてくれました。小説を書いていると、いやな人に出会っても大丈夫、
悪い登場人物にモデルにできるからと言うと、『友だちもモデルにしてますか』と鋭い質問が出てたじたじ」
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で
薬
が
切
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
パ
ン
ツ
だ
け
は
脱
げ

ず
に
い
る
と
い
う
話
。

　

第
２
話
は
ボ
ロ
ボ
ロ
の
包
帯
が
ほ
ど
け
て
困
る
ミ
イ

ラ
男
、
第
３
話
は
陸
上
で
呼
吸
困
難
に
陥
る
半
魚
人
を

考
え
て
い
た
が
、
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
。

 　

記
事
は
ク
ラ
ス
内
の
笑
い
話
や
ユ
ニ
ー
ク
な
エ
ピ
ソ

ー
ド
が
多
い
が
、
第
９
号
に
は
ビ
ッ
ク
リ
レ
ポ
ー
ト
と

し
て
、「
君
は
黄
緑
お
じ
さ
ん
を
見
た
か
?！
」
と
い
う

の
が
あ
る
。
こ
れ
は
私
が
地
下
鉄
で
実
際
に
見
た
人
物

で
、
全
身
黄
緑
づ
く
め
の
中
年
男
性
だ
っ
た
。
ベ
レ
ー

帽
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
タ
ー
ト
ル
ネ
ッ
ク
、
ズ
ボ
ン
、
靴

下
く
ら
い
な
ら
ま
だ
い
い
が
、
ズ
ボ
ン
の
ベ
ル
ト
か
ら

時
計
の
ベ
ル
ト
と
文
字
盤
、
革
靴
、
シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ

グ
ま
で
黄
緑
色
で
、
さ
ら
に
は
濃
い
色
の
サ
ン
グ
ラ
ス

ま
で
光
線
の
具
合
で
黄
緑
色
に
光
る
と
い
う
徹
底
ぶ
り

だ
っ
た
。
そ
れ
も
全
身
、
絵
具
の
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
し
ぼ

り
出
し
た
よ
う
な
真
っ
黄
緑
色
。
色
黒
で
お
か
っ
ぱ
頭

の
む
っ
つ
り
し
た
お
じ
さ
ん
だ
っ
た
が
、
私
は
２
度
目

撃
し
て
い
る
の
で
、
あ
の
当
時
、
ほ
か
に
も
見
た
人
が

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

 　

こ
の
個
人
新
聞
を
出
し
て
し
ば
ら
く
し
た
と
き
、
友

人
が
「
お
ま
え
の
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
雑

誌
が
、
医
学
部
の
図
書
館
に
あ
る
ぞ
」
と
教
え
て
く
れ

た
。
似
た
よ
う
な
内
容
か
と
色
め
き
た
っ
た
が
、
そ
れ

は
循
環
不
全
の
専
門
誌
だ
っ
た
。
当
時
の
私
は
、
シ
ョ

ッ
ク
と
い
う
言
葉
に
、
医
学
用
語
と
し
て
の
意
味
が
あ

る
こ
と
を
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
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21世紀の懐徳堂プロジェクト 7月の時間割
ナカノシマ大学ほか、中之島周辺の「学びの場」の時間割をご紹介。

◎21世紀の懐徳堂プロジェクトとは…　ナカノシマ大学が、（財）大阪21世紀協会、大阪大学、大阪市と連携しながら、
大阪の街に「市民が学ぶための場所」を広げていくためのムーブメントです。

「中之島の水辺で水上さんぽ」奥谷 崇（水辺ガイド） 参加費：3,000円（レンタル一式+保険+協力金）
☆毎日開催☆年中楽しめるパドルボード！バランス感覚が身に付き、エクササイズにもオススメ！

月2
会
場
E

9:00AM～/
7:00PM

「ワイン講座～ロゼワイン」Ｎ．Ｌｅｅ（ボンバール江戸堀店主：ワインコーディネイター）
受講料：3,000円　Ｌｅｅ氏の楽しいナビで３～４種のＬｅｅセレクトのワインをテイスティングいただきます。

日7
会
場
G

2:30PM～
4:30PM

「ポーポー屋・沖縄料理教室『夏は沖縄＆豚肉！ラフテー＆スーチキ』」中東ゆうこ（ポーポー屋）
受講料：5,000円　沖縄＝豚肉！スタミナ不足の夏にラフテー（豚の角煮）＆スーチキ（塩豚）を仕込みます。　３回編③

日
・
水8・11

会
場
M

8日 10:30AM～
2:00PM

11日 7:00PM～
10:00PM

「TEA&BISCUIT◎紅茶教室」Yuriko（ティーコーディネーター） 受講料：ABとも各2,000円（マフィン付き）
日常の紅茶やおもてなしなど、自分の好きなスタイルで紅茶を楽しみたい方に。

日8
会
場
B

A 1:00PM～
2:30PM

B 3:00PM～
4:30PM

「千田稔『王権の海』を読む」江弘毅（月刊島民編集長）×山納洋（common cafe） 参加費：1,500円
大和王権は、海人文化の基層の上に渡来人が成立させた。この推論を神話伝承や考古資料から論証した同作に迫ります。

月9
会
場
A

7:30PM～
9:30PM

「涼しげな夏のテーブル和食でおもてなし」藤本佳子（Marble-Cooking主宰） 
受講料：4,000円（材料費、テキスト込み）　「夏の簡単和食でおもてなし」レッスン。デモンストレーション後に試食。

木
・
日12・15

会
場
C

12日
 7:00PM～

15日 
10:00AM～

「石原正一のヨミすぎ！～古今東西名作朗読会～」石原正一（役者・作演出家） 受講料：1,500円
小説漫画戯曲を参加者全員で声に出して読む夕べ。今月は、ラーメンズ小林賢太郎の短篇喜劇を読みます。

火17
会
場
A

7:30PM～
9:30PM

「聴いて読む＆洋書絵本を読む」山崎一郎（翻訳家） 参加費：1,500円（お茶付き）
今回は、グリム童話を読む予定です。

木19
会
場
H

7:00PM～

「工作&アート教室Coppa!! -水鉄砲を作ろう！」ムラバヤシケンジ（アーティスト） 受講料：1,500円
竹や牛乳パックなどを使って水鉄砲を制作します。完成後は近くの公園で遊ぼう！

土21
会
場
D

2:00PM～
4:00PM

「レユニオン島の音楽夜会　映画上映会＆茶話会」 受講料：1,200円
アフリカン・ルーツの音楽の島・レユニオンのバンドがアフリカ音楽の変遷を伝える映画『クレオール音楽のいとこ』を上映。

土21
会
場
L

7:30PM～

「カフェでご一緒に夏の歌を歌いましょう」西影純枝（ソプラノ） 受講料：2,000円（ケーキ・コーヒー付き）
ヴォイストレーニングを受けて、夏の思い出、七夕、サンタ・ルチアなどを伸びのある声で歌いましょう。

日22
会
場
J

10:00AM～
11:30AM

「御堂筋Talkin’About vol.18『大阪のみどりを考える』」金下 玲子（環境教育コーディネーター） 参加無料
かつては海の底、近世は蔵屋敷のまち、近代は煙の都。そんな大阪都心のみどりの価値と楽しみ方、豊かさを再発見。月23

会
場
I

7:00PM～
9:00PM

「コミカレOSAKA昼版！夢をカタチにするドリームマップ作り☆」瀬川くみよ 受講料：2,100円
雑誌の写真を台紙に貼って、3年後の自分の姿を探求♪　申込先：http://kokucheese.com/event/index/38757/

火24
会
場
F

1:30PM～
3:30PM

「樹脂アクセサリー作りのワークショップ」根岸よしこ（アクセサリー作家） 参加費：1,365円（材料費込み）
小さな金属枠の中にチャームや切手など好きなパーツを入れ、透明な樹脂で封じ込めたペンダントトップをつくります。

日29
会
場
K

1:00PM～
3:00PM

陶芸入門『そばちょこを作ろう！』辻久悟（陶芸教室「ルームルーム」主宰）
受講料：4,000円（材料費、お茶とおやつ込み） 好きな色の釉薬でフリーカップや小鉢にも使えるそばちょこを作ります！

土28
会
場
M

1:00PM～
3:00PM

A
B
C
D
E

F

G
H

I

J

K
L
M

大阪カルチャークラスター!!
大阪カルチャークラスター!!（ＯＣＣ!!）では、大阪にあるカフェやギャラリーなどで独自に企画・運営を行っている
講座・ワークショップを一堂に集め、紹介していきます。
※大阪カルチャークラスター!!（ＯＣＣ!!）では、参加店舗を募集中です。お問い合わせはsingles@do.ai（common café）まで。

common cafe　☎06-6371-1800
雑貨屋Biscuit cafe　☎090-9254-1223
Marble-Cooking　☎080-1463-1792
morrison(studio)　☎080-3113-4816
若松の浜　※お問合せ：アクアスタジオ
☎06-6125-0550

ULTRA 2nd COFFEE AND DINER
☎06-6949-8804
フレイムハウス　☎06-6226-0107
貸本喫茶ちょうちょぼっこ
http://www.geocities.co.jp/chochobocko/
愛日会館　☎06-6264-4100

カフェ アンドール 本町店
☎06-6243-0584
タピエスタイル　☎06-4963-7450
フュテュロ　☎06-6532-5830
ポーポー屋　☎06-6531-7827
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「大阪らしい都市の緑化とは？－多面的機能と都市の成り立ちから考える大阪の緑」柴田祐（大阪大学大学院工学
研究科・助教） ※定員・対象/一般の方30名（先着順） 「緑を増やして、まちにゆとりと潤いを」とよく言われますが、場所や落ち葉
や虫の問題があったり難しいもの。緑が持つ多面的な機能と大阪の成り立ちをひもときながら、大阪らしい都市の緑について考えます。

6:30PM～
8:00PM木5

「ライブ・おもしろ上方落語学 初代桂文治の功績」中川桂（二松学舎大学文学部・専任講師）、林家染左（落語家） 
受講料／2,100円　今秋には東京で十一代目桂文治が誕生します。元をたどれば上方の名跡である文治の初代を回顧し、その活
動の様子や演じていた落語を江戸期の資料から探ります。後半は初代文治に関連する落語を実演。

2:00PM～
3:30PM土28

●大阪大学×大阪ガス「アカデミクッキング」「専門分野の講義」＆「料理実習」で〝学問するココロ〟が実践的に身につきます。

大阪大学21世紀懐徳堂
●Handai-Asahi 中之島塾 大阪大学が朝日カルチャーセンターと共催しているセミナーです。

●大阪大学21世紀懐徳堂i-spot講座 大阪大学が大阪市と共同で淀屋橋odona2階「アイ・スポット」で開講する講座です。

会場／大阪大学中之島センター　インターネット、電話、FAXか、朝日カルチャーセンターの窓口でお申し込みください。 http://www.asahiculture.com/
nakanoshima/index.html　☎06-6222-5224　ＦＡＸ.06-6222-5221　問い合わせ／朝日カルチャーセンター（中之島）☎06-6222-5224

会場／淀屋橋odona2階「アイ・スポット」　受講料／無料　申し込み・問い合わせ／アイ・スポット☎06-4866-6803

※応募者多数の場合は抽選　会場／大阪ガスクッキングスクール千里　申込受付期間／7月1日（日）～16（月） web申込受付／7月1日（日）9:00PM～　電話受付
／7月9日（月）11:00AM～　※7月17日（火）から順次、郵便またはメールにて当落を通知。　申し込み・問い合わせ／大阪ガスクッキングスクール千里☎06-6871-
8561　http://www.og-cookingschool.com/

「熟年夫婦の体調不良“夫源病”～こんなアタシに誰がした！」石蔵文信（大阪大学大学院医学系研究科・准教授）
受講料／1,575円　夫の定年とともに体調不良で苦しむ妻の話がよくあります。“定年後うつ”で苦しむ夫も多いようです。本講座で
は、熟年女性が“夫源病”に陥らないための更年期障害の本質に迫ります。

2:30PM～
4:00PM土14

「歯からさぐる進化」脇坂聡（大阪大学大学院歯学研究科・教授） ※定員・対象/小学４～６年生と保護者12組（先着順）
動物の化石には歯が含まれていることがあり、この歯から進化を探ることが出来ます。たとえば、草食動物か肉食動物かによっても歯
の形は大きく異なります。そこで、実際に何種類かの動物の歯を観察しながら、進化について学んでみたいと思います。

1:30PM～
3:00PM月30

「香草・香辛料学入門～ベトナム編」内野花（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター・特任講師）
受講料／2,000円　定員/24名　独特の香りや色で食欲を刺激するスパイスは、元々は解毒や殺菌、防腐剤としての効能が目的
で使われていました。今回の講座では、大人気のベトナム料理に欠かせない香辛料やハーブを中心にレクチャーします。　課題料理
＝鶏肉のフォー、魚のクレイポット煮、茹でキャベツ魚醤添え、ケムソイ

6:30PM～
9:00PM火8/28

会場／アートエリアB1　参加費／全て無料　当日先着順・入退場自由　問い合わせ／［カフェの内容について］大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
（CSCD）☎06-6850-6632　［場所などについて］アートエリアB1 ☎06-6226-4006　※内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

レクチャー&対話プログラム「ラボカフェ」
読書・哲学・鉄道など、毎月リアルタイムなテーマでカフェ風ワークショップを行っている、
京阪電車中之島線なにわ橋駅地下１階の［アートエリアB1］。7月のラインアップはこんな感じ。

金 中之島哲学コレージュ／哲学セミナー「誕生肯定と生命の哲学」 定員：50名程度
「誕生肯定」の概念を紹介後、どうすれば生まれてきて本当に良かったと深く心から肯定することができるのかを考えます。

7:00PM～
9:00PM6

水 中之島哲学コレージュ／哲学セミナー「ハッテン場摘発事件から考える」 定員：30名程度
「ハッテン場」が警察の摘発を受けた事件から、出会いやセックスなどゲイの生活について、また公然わいせつについて考えます。

7:00PM～
9:00PM11

木 シリーズ：科学技術イノベーション「レギュラトリーサイエンス」 定員：50名程度
(独)産業技術総合研究所の岸本充生さんに、イノベーションにおける「レギュラトリーサイエンス」の役割について伺います。

7:00PM～
9:00PM12

木 シリーズ：科学技術イノベーション「イノベーションと大学の役割―アメリカの事例から」 定員：50名程度
関西学院大学の宮田由紀夫さんに、イノベーションをめぐる「大学の役割」について伺います。

7:00PM～
9:00PM19

土 ダンスワークショップ「踊りにおいでよ！ー第3回ー」 定員：30名程度
だれでも楽しめるダンスの魅力について体験するワークを行い、気づかなかった身体の動きに関する不思議を語り合います。

7:00PM～
8:30PM21

金 カフェ・地域考「『さいごの色街 飛田』から考える ～取材・フィールド ワーク・通学・散歩～」 定員：50名程度
遊廓の名残りをとどめる飛田から、「街」に造詣の深いゲストと都市を読み解くための視点についてお話したいと思います。

7:00PM～
9:00PM27

土 ワークショップデザイナー（WSD）・カフェ「おもてなしの心を感じる」 定員：30名程度
大阪大学ワークショップデザイナー育成プログラムの修了生を講師に招き、簡単なワークを行います。

2:00PM～
4:00PM28
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れているセリ台で聞くため、臨場感も抜
群だ。大阪府の食糧自給率の低さ（２
％！）、約65歳という農家の平均年齢、
廃棄される食糧の多さ…。深刻な問題か
ら、食べ物の大切さが説かれた。

回のツアーの一番のお楽しみと言
えるのは、続く「仕入れ体験」。

卸売市場では一般向けの小売りを行って
おらず、量販店などの業者しか買えない
のだが、見学ツアーの参加者はこの日だ
け特別に仲卸店での仕入れ体験（買い物）
ができる。フルーツに始まり、水産部門
へ。鰻、マグロなどそれぞれに魚の種類
が違うため、にわか仕入れ人となった受
講生たちもお目当てを探そうと真剣その
もの。鯨ベーコンや辛子明太子といった
加工品に昆布や鰹節なども豊富にあり、
大阪の食文化をしっかりと感じる体験と
なった。ツアーに合わせて買いやすいよ
うに小分けにするなど、各店舗の方のや
さしいご協力もあり、受講生たちの手に
はどんどんビニール袋が増えていったの
は言うまでもない。
　仕入れ終了後には大阪市役所の担当者
の方にご登場いただき、質疑応答も行わ
れた。「本場と東部市場との違いは？」「セ
リ人のかけ声は何と言っているのか？」

「指でサインを作ってやりとりしているが、
あれは何を意味しているのか？」など、
素朴な疑問から突っ込んだ質問まで、丁
寧にお答えいただいた。大阪は「食べ物
なら何でも旨い」と言われるが、その理由
の一つがこの市場とそこに出入りする人
たちにあることを実感する機会となった。

り扱い高全国3位、大阪の豊かな
食文化や家庭の食卓を支える大阪

市中央卸売市場。ふだんはなかなか見る
ことのできない場内を見学し、卸売市場
の担う役割を学べるツアーに、定員いっ
ぱい50名の受講生が参加した。
　ふだんとは異なり、会場は甲子園球場
4･5個分という広さを持っているため、
集合はＪＲ野田駅。午前8時と早朝の集
合だったにもかかわらず、きっちり時間
通りに集まってくださるところは、さす
がに知的好奇心に溢れるナカノシマ大学
生である。50人が列をなして市場へと
向かう様子は、さながら大人の遠足とい
ったところだろうか。
　到着すると、まず初めにDVDを鑑賞
し、卸売市場の概要についてレクチャー
を受ける。大阪市中央卸売市場では、産
地から農作物や水産物を大量に仕入れる
卸売業者が水産部門と青果部門を合わせ
て４社。そこから仕入れ、スーパーや小
売店へ卸す仲卸業者が約360社。これら

食のプロたちがセリなどを行い適正な価
格を決定することによって、物価の安定
を図っている。
　続いて場内へと向かい、青果部門のセ
リを見学する。広大な空間に色とりどり
の箱に入った商品が並び、それがセリに
かけられ、そしてすぐさまトラックに積
まれて出荷されていく。初めて見る市場
の光景に、受講生たちは目を奪われる。
そんな熱気を感じながら、セリが行われ
ているすぐ横で卸売業者の方からレクチ
ャーを受ける。ふだん実際にセリが行わ

取

今

 「中央卸売市場 探険ツアー」
@大阪市中央卸売市場本場

6月2日（土）　ナカノシマ大学2012年6月講座

食の流通の最前線に携わっている方
から「食糧の現実」を拝聴。名調子
に時折笑いも漏れたが、「お孫さんが
大きくなったら農家はもういなくなります
よ」とシビアな問題提起も。

左／レクチャー終了後には熊本県産スイカの試食も。右／マグロは切り身にして販売してくださった。

講義レポート❷



　

中
之
島
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
タ
ワ
ー
の
「
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ホ
ー
ル
に
由
来
す
る
。「
天

井
か
ら
音
が
降
っ
て
く
る
」
と
賞
賛
さ
れ
た

名
ホ
ー
ル
の
音
響
特
性
を
引
き
継
ぐ
べ
く
、

新
ホ
ー
ル
の
建
設
に
は
国
内

外
で
数
多
く
の
音
づ
く
り
を

手
が
け
て
き
た
永
田
音
響
設

計
を
は
じ
め
、
多
く
の
専
門

家
た
ち
が
関
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
中
か
ら
、
ホ
ー
ル
を
設

計
し
た
日
建
設
計
の
江
副
敏

史
氏
に
話
を
聞
い
た
。

　

小
学
生
の
頃
、
豊
中
市
に

暮
ら
し
て
い
た
江
副
氏
が
、

生
ま
れ
て
初
め
て
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
を
体
験
し
た
の
が
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ホ
ー
ル
だ
っ

た
。
朝
比
奈
隆
指
揮
に
よ
る
、

大
阪
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交

響
楽
団
の
演
奏
会
だ
っ
た
と

い
う
。
朝
日
ビ
ル
の
名
物
レ

ス
ト
ラ
ン
で
あ
る
ア
ラ
ス
カ

に
も
、
何
度
か
連
れ
て
も
ら

っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
後
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
を
愛
好
す
る
よ

う
に
な
り
、
建
築
設
計
の
道

を
選
ん
だ
江
副
氏
に
と
っ
て
、
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
ホ
ー
ル
と
大
き
な
ア
ー
ル
を
描
く
朝
日

の
ビ
ル
は
、
特
別
な
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い

る
と
い
う
。

　

日
建
設
計
に
入
社
し
て
か
ら
、
江
副
氏
は

2012

数
多
く
の
音
楽
ホ
ー
ル
を
設
計
し
て
き
た
。

神
戸
国
際
会
館
や
岸
和
田
市
立
浪
切
ホ
ー
ル
、

２
０
０
５
年
に
完
成
し
た
兵
庫
県
立
芸
術
文

化
セ
ン
タ
ー
も
担
当
し
た
。
オ
フ
ィ
ス
に
も

近
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ホ
ー
ル
の
公
演
に
通

う
う
ち
、
い
つ
し
か
こ
の
ホ
ー
ル
を
設
計
し

て
み
た
い
と
い
う
思
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
そ
し
て
日
建
設

計
が
コ
ン
ペ
を
勝
ち
取
る
。

「
子
供
の
頃
か
ら
の
想
い
が

実
っ
た
」
と
江
副
氏
は
語
る

が
、
何
と
い
う
巡
り
あ
わ
せ

だ
ろ
う
か
。

　

関
西
の
音
楽
フ
ァ
ン
に
と

っ
て
、
こ
の
ホ
ー
ル
は
特
別

な
場
所
だ
。
設
計
に
際
し
て
は
、
で
き
る
だ

け
旧
ホ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
す
る
こ
と

を
心
が
け
た
。
２
７
０
０
席
の
規
模
、
壁
と

天
井
の
形
状
、
客
席
の
赤
い
色
な
ど
、
全
体

の
雰
囲
気
や
デ
ザ
イ
ン
は
旧
ホ
ー
ル
を
引
き

継
い
だ
。
そ
の
上
で
２
層
だ
っ
た
客
席
を
３

層
に
変
更
し
、
天
井
か
ら
の
反
射
音
が
客
席

奥
ま
で
届
く
よ
う
に
し
た
。
客
席
部
分
の
ホ

ー
ル
の
幅
を
縮
め
て
見
や
す
さ
と
聴
き
や
す

さ
を
さ
ら
に
高
め
た
。

　

優
れ
た
音
楽
ホ
ー
ル
と
し
て
知
ら
れ
た
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ホ
ー
ル
だ
が
、
課
題
が
な
か

精密に造り込まれた10分
の１のホール模型。舞台
上から信号音を発して反
響を確認する実験などが
重ねられた。

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
オ
ペ
ラ
や
バ
レ
エ
公

演
な
ど
近
年
大
型
化
す
る
セ
ッ
ト
に
も
対
応

で
き
る
よ
う
舞
台
を
広
げ
、
逆
に
間
口
は
催

し
物
の
タ
イ
プ
に
合
わ
せ
て
可
変
で
縮
め
ら

れ
る
よ
う
に
し
た
。
何
よ
り
こ
だ
わ
っ
た
の

が
、「
静
け
さ
」
だ
。
ビ
ル
の
前
の
道
路
に

は
後
か
ら
地
下
鉄
四
つ
橋
線
が
建
設
さ
れ
、

実
は
旧
ホ
ー
ル
に
は
地
下
鉄
の
振
動
が
わ
ず

か
で
は
あ
る
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
こ

で
新
ホ
ー
ル
で
は
床
・
壁
・
天
井
を
全
て
２

重
と
し
た
浮
き
構
造
を
採
用
し
、
間
に
防
振

ゴ
ム
を
挟
ん
で
外
部
の
振
動
を
シ
ャ
ッ
ト
ア

ウ
ト
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
ホ
ー
ル
の

浮
き
構
造
は
珍
し
い
と
い
う
。
豊
か
な
音
の

響
き
に
加
え
て
、
完
璧
な
静
寂
を
も
実
現
し

た
ホ
ー
ル
な
の
だ
。

　

現
在
ホ
ー
ル
内
部
の
工
事
は
最
後
の
段
階

を
迎
え
て
い
る
。
最
終
的
に
は
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
を
入
れ
て
、
音
響
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く

と
い
う
。

第
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話

中
之
島
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テ
ィ
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へ（

2
）

│
歴
史
を
継
承
し
た
新
し
い
響
き
│

都
市
美
を

伝
え
て

│
朝
日
新
聞
と

中
之
島
の
1
3
0
年

取
材・文
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一
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社 
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グ
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中
之
島
時
代
の
阪
大
を
知
る

史
料
室
が
あ
っ
た
。

之
島
の
大
学
と
言
え
ば
、「
や
っ
ぱ

り
阪
大
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
根
強

い
。
キ
ャ
ン
パ
ス
は
移
転
し
て
し
ま
っ
た
も

の
の
、
大
阪
大
学
中
之
島
セ
ン
タ
ー
の
存
在

や
大
阪
市
立
科
学
館
そ
ば
に
あ
る
理
学
部
跡

の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
示

す
も
の
は
多
い
か
ら
だ
。
本
誌
の
人
気
連
載

「
中
之
島
ふ
ら
ふ
ら
青
春
記
」
で
久
坂
部
羊

さ
ん
が
綴
る
の
も
、
も
ち
ろ
ん
中
之
島
に
あ

っ
た
頃
の
阪
大
医
学
部
で
の
物
語
だ
。

　

中
之
島
時
代
を
は
じ
め
、
大
阪
大
学
の
歴

史
を
分
か
り
や
す
く
学
べ
る
場
所
が
、
現
在

医
学
部
の
あ
る
吹
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
る
。

同
窓
生
た
ち
の
交
流
の
場
と
し
て
建
て
ら
れ

た
銀
杏
会
館
の
1
階
、「
医
学
史
料
展
示
室
」

で
あ
る
。
平
成
7
年
（
１
９
９
５
）、
銀
杏

会
館
の
竣
工
と
共
に
オ
ー
プ
ン
。
町
人
た
ち

が
開
い
た
学
問
所
で
あ
る
懐
徳
堂
の
精
神
な

ど
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
明
治
2
年
（
１
８
６

９
）
に
大
阪
府
医
学
校
と
し
て
開
校
し
て
以

来
、
大
阪
大
学
が
ど
の
よ
う
に
発
展
を
遂
げ

て
き
た
の
か
、
パ
ネ
ル
や
写
真
、
当
時
使
わ

れ
て
い
た
器
具
な
ど
に
よ
っ
て
た
ど
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
「
せ
っ
か
く
作
る
な
ら
面
白
い
も
の
に
し

よ
う
と
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
」
と
は
、

史
料
の
収
集
と
整
理
に
関
わ
る
薬
学
博
士
の

米
田
該か

い
す
け典

さ
ん
。
大
学
の
医
学
部
が
所
蔵
史

料
を
展
示
す
る
例
は
他
に
も
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
骨
格
模
型
や

解
剖
標
本
な
ど
医
学
に
関
す
る
専
門
的
な
も

の
だ
け
が
並
ぶ
。
一
方
、
こ
ち
ら
の
展
示
は

史
料
と
共
に
当
時
の
新
聞
記
事
な
ど
も
絡
め

て
時
代
ご
と
に
編
集
さ
れ
て
お
り
、
一
般
の

人
が
見
て
も
興
味
深
い
展
示
品
も
多
く
、
規

模
も
大
き
い
そ
う
だ
。

実
し
た
内
容
に
な
っ
た
背
景
に
は
阪

大
が
経
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
大
正

６
年
（
１
９
１
７
）、
当
時
の
大
阪
府
立
高

等
医
学
校
と
病
院
は
火
事
に
見
舞
わ
れ
、
そ

れ
ま
で
持
っ
て
い
た
史
料
の
多
く
を
失
っ
た
。

こ
れ
を
機
に
「
郊
外
へ
キ
ャ
ン
パ
ス
を
移
し

て
は
」「
街
な
か
に
病
院
組
織
が
あ
る
の
は

い
か
が
な
も
の
か
」
と
い
っ
た
声
が
上
が
り
、

移
転
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
し
か
し
時
の

校
長
で
あ
っ
た
佐
多
愛
彦
は
、
学
校
が
誕
生

し
た
場
所
で
あ
る
中
之
島
に
あ
る
こ
と
の
意

義
を
強
調
、
周
囲
を
説
得
し
、
不
燃
性
の
新

し
い
校
舎
を
建
て
て
中
之
島
に
留
ま
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　

だ
が
、
戦
後
に
入
り
昭
和
25
年
（
１
９
５

０
）の
ジ
ェ
ー
ン
台
風
で
医
学
部
の
地
下
室
が

浸
水
、
続
い
て
昭
和
34
年（
１
９
５
９
）の
室

戸
台
風
で
は
理
学
部
の
機
械
類
が
水
没
す
る

な
ど
相
次
ぐ
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
。
結
局
こ

れ
が
豊
中
お
よ
び
吹
田
へ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の

移
転
へ
と
つ
な
が
る
の
だ
が
、
予
期
せ
ぬ
事

態
に
備
え
る
た
め
に
も
、
大
学
の
歴
史
を
伝

え
る
史
料
や
記
録
類
の
保
存
を
求
め
る
気
運

が
学
内
で
高
ま
り
、
少
し
ず
つ
収
集
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
史
料
の
収
集
に
あ
た
っ

て
は
、
大
阪
府
の
史
料
館
の
協
力
を
仰
い
だ

り
、
卒
業
生
や
か
つ
て
勤
め
て
い
た
教
師
た

ち
に
も
呼
び
か
け
て
寄
贈
を
募
っ
た
そ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
吹
田
キ
ャ
ン
パ

ス
へ
の
移
転
に
際
し
て
、
銀
杏
会
館
に
史
料

室
が
造
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
米
田
さ
ん

は
阪
大
と
中
之
島
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
す

る
。「
阪
大
に
と
っ
て
中
之
島
は
確
た
る
場

所
と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
。
特
に
医
学
部

に
と
っ
て
中
之
島
は
心
の
ふ
る
さ
と
。
歴
史

を
見
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
」。
場
所
を
移
し
た
後
も
、「
中
之
島
を
忘

れ
る
な
」
と
い
う
想
い
は
強
い
よ
う
だ
。
今

も
阪
大
の
学
園
祭
の
名
は
「
中
之
島
祭
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。

取
材・文
／
大
迫 

力（
本
誌
）

佐多愛彦の胸像（下左）のほか、時の首相・若槻礼次郎が書いた「大
阪帝国大学」の扁額など貴重なものも。史料室では卒業アルバムや
写真など、資料の寄贈も受け付けているそう。

中

充

吹田市にある大阪大学キャンパス内の銀杏会館1階。利用などに関す
る問い合わせは☎06-6879-3500　9:30AM～4:30PM　土・日・祝休

大阪大学医学部 医学史料展示室
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大
坂
が
呼
び
寄
せ
た〝
奇
人
〞。

　

明
治
の
末
ま
で
は
中
之
島
の
上
に
も
う

一
つ
「
島
」
が
あ
っ
た
。「
堂
島
」
で
あ
る
。

堂
島
川
の
北
に
も
う
一
本
、
曾
根
崎
川
（
通

称
「
蜆
川
」）
が
半
ル
ー
プ
状
に
流
れ
、
島

を
形
成
し
て
い
た
。
家
紋
の
「
二
蓋
笠
」
に

似
て
い
る
。

　

曾
根
崎
川
の
始
ま
り
は
、
今
は
痕
跡
す
ら

な
い
が
大
江
橋
の
東
約
数
十
メ
ー
ト
ル
の
所
。

最
盛
期
に
は
十
も
の
橋
が
か
か
っ
て
お
り
、最

初
の
橋
を「
難
波
小
橋
」と
呼
ん
だ
。堂
島
川

の
北
河
岸
に
架
か
っ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
。

　

江
戸
時
代
末
期
、
そ
の
難
波
小
橋
辺
り
に
、

茶
人
に
し
て
奇
人
と
誰
し
も
が
認
め
た
老

人
・
松ま

つ
え
だ
ふ
に
ゅ
う

枝
不
入
が
住
ん
で
い
た
。

　

生
ま
れ
は
美
濃
国
だ
が
、
親
と
折
り
合
い

悪
く
江
戸
へ
出
た
。
す
る
と
古
道
具
屋
の
石

地
蔵
に
ゾ
ッ
コ
ン
と
な
り
、
所
持
金
は
た
い

て
購
入
す
る
や
、
そ
の
場
で
荒
縄
で
背
中
に

石
地
蔵
を
縛
り
、
赤
子
を
お
ん
ぶ
す
る
よ
う

な
出
で
立
ち
で
往
来
を
歩
い
た
。　

 

　

と
こ
ろ
へ
大
名
行
列
。
江
戸
っ
子
は
「
こ

り
ゃ
打
ち
首
だ
な
」。
案
の
定
、
御
駕
籠
内

か
ら
「
待
て
」。
出
て
き
た
の
が
先
の
松
江

の
殿
様
・
松
平
不ふ

ま
い昧

侯
。
一
言
「
気
に
入
っ

た
」。
不
昧
侯
は
若
く
し
て
財
政
破
綻
寸
前

だ
っ
た
松
江
を
改
革
に
よ
り
立
て
直
し
た
切

れ
者
。
隠
居
後
は
大

名
茶
人
と
し
て
名
を

馳
せ
た
お
方
。
な
り

ふ
り
構
わ
ず
気
に
入

っ
た
石
地
蔵
を
、
我

が
子
の
如
く
背
負
っ

て
歩
く
姿
に
感
じ
入

っ
た
の
で
あ
る
。
付

き
合
い
が
始
ま
っ
た
。

　
「
我
が
故
郷
・
松
江
に
来
ぬ
か
」

　
「
イ
ヤ
で
す
」

　
「
そ
の
言
い
方
も
気
に
入
っ
た
。
こ
れ
か

ら
は
『
松
枝
不
入
』
と
名
乗
る
が
良
か
ろ
う
」

　

…
松
江
に
入
ら
ぬ
男
と
い
う
シ
ャ
レ
で
あ

る
。
そ
の
不
入
が
晩
年
、
終
の
棲
家
と
し
て

選
ん
だ
の
が
大
坂
の
難
波
小
橋
辺
り
で
あ
っ

た
の
だ
。

　
「
ど
う
し
て
大
坂
か
と
？　

…
ハ
ハ
ハ
ッ
、

そ
れ
は
の
、
大
坂
は
こ
ん
な
変
わ
っ
た
奴
で

も
受
け
入
れ
る
風
土
が
あ
る
か
ら
じ
ゃ
。
縛

り
が
な
い
。
異
風
も
良
し
と
認
め
て
く
れ
る

大
ら
か
さ
が
あ
る
か
ら
じ
ゃ
」

　
「
大
ら
か
さ
」
…
今
の
大
阪
に
欠
落
し
た

感
覚
だ
。
不
入
が
い
た
な
ら
、「
浪
花
不
入
」

と
名
乗
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

き
ょ
く
ど
う
・
な
ん
か
い
　

１
９
６
４
年
、
兵
庫
県
加
古
川
市
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
卒

業
前
（
１
９
８
９
年
）
に
三
代
目
旭
堂
南
陵
に
弟
子
入

り
。
１
９
９
８
年
大
阪
市
よ
り
「
咲
く
や
こ
の
花
賞
」
授
賞
。

得
意
ネ
タ
に
「
太
閤
記
」「
難
波
戦
記
」「
浪
花
侠
客
伝
」「
天

満
宮
霊
験
記
」
な
ど
。

上
方
講
談
師
・旭
堂
南
海
の

第
十
七
回

曾根崎川は現在の北新地のちょうど真ん中
あたりを横断するように流れていた。北新
地本通から国道２号線へ抜ける道沿いには、
曾根崎川や、かかっていた蜆橋についての
石碑がある。地図による解説もあってとても
わかりやすい。
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ト
ウ
ミ
ン
月
報

「森永一衣 トワイライトオペラ」
日時／7月16日（月・祝）7:00PM～8:00PM（開場6:00PM～）
会場／中之島バンクス　de sign de > café
出演／森永一衣（ソプラノ）　篠崎愛恵（ピアノ）
料金／S席￥3,500（店内36席）　A席￥2,500（店内12席）　
C席￥1,000（丸太イス20席）
当日券A席2,500円（テラス18席・晴天時のみ）　※飲食代は別途。
問い合わせ／de sign de > café　☎06-6443-3375

天神祭 宵宮クルーズ
日時／7月24日（火）5:50PM～8:10PM（要予約）
乗り場／OAP港 料金／大人14,000円・小学生11,000円

（帝国ホテル特製ディナー・フリードリンク・おみやげ付き）

天神祭 ランチクルーズ
日時／7月25日（水）12:00PM～1:20PM（要予約）　
乗り場／OAP港　料金／大人6,000円・小学生4,500円

（帝国ホテル特製ランチ・ワンドリンク付き）
※どちらも予約・問い合わせは
ひまわり予約センター☎0570-075551
※いずれも天神祭の船渡御に参加するものではありません。

天神祭 特別桟敷席
日時／7月25日（水）5:30PM～（要予約）
場所／OAP港下流
料金／25,000円（特製弁当・ワンドリンク付き）
予約・問い合わせ／大阪水上バス予約センター
☎0570-057771

２０１２年７月１日発行

　

島
民
に
と
っ
て
７
月
の
風
物
詩

と
い
え
ば
、
三
大
祭
の
ひ
と
つ
で

あ
る
天
神
祭
。
船
渡
御
で
水
辺
が

に
ぎ
わ
う
水
都
大
阪
な
ら
で
は
の

祭
り
の
た
め
に
、
大
阪
水
上
バ
ス

で
は
２
日
間
に
わ
た
っ
て
３
つ
の

コ
ー
ス
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
７
月
２４
日
の
宵
宮
の
夜
に

は
「
天
神
祭 

宵
宮
ク
ル
ー
ズ
」、

そ
し
て
本
宮
に
あ
た
る
翌
２５
日
の

昼
に
は
「
天
神
祭 

ラ
ン
チ
ク
ル
ー

ズ
」
が
運
航
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
も

上
方
講
談
師
の
旭
堂
南
鱗
さ
ん
が

語
る
天
神
祭
に
ま
つ
わ
る
講
談
を

聴
き
な
が
ら
、
帝
国
ホ
テ
ル
の
デ

ィ
ナ
ー
と
ラ
ン
チ
を
堪
能
す
る
こ

と
が
で
き
る
学
べ
て
か
つ
美
味
し

い
ク
ル
ー
ズ
だ
。

　

そ
の
２５
日
の
夜
に
は
、
打
ち
上

　

中
之
島
バ
ン
ク
ス
で
開
催
さ
れ

る
「
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
オ
ペ
ラ
」
は
、

目
の
前
に
流
れ
る
川
と
夕
焼
け
を

眺
め
な
が
ら
オ
ペ
ラ
を
聴
け
る
、

夏
の
夕
暮
れ
に
ぴ
っ
た
り
の
コ
ン

サ
ー
ト
。
日
本
だ
け
で
な
く
、
イ

タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
を
は
じ
め
各
地

の
コ
ン
サ
ー
ト
に
も
出
演
し
て
い

る
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
の
森
永
一
衣
さ

ん
が
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
篠
崎
愛
恵

さ
ん
と
共
に
、「
サ
ン
タ
・
ル
チ
ア
」

「
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
」「
オ
ペ
ラ『
蝶
々

夫
人
』
よ
り
“
あ
る
晴
れ
た
日
に
”」

な
ど
、
オ
ペ
ラ
の
代
表
的
な
曲
を

披
露
す
る
。

　

本
格
的
な
オ
ペ
ラ
を
生
で
聴
け

る
貴
重
な
機
会
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
森
永
さ
ん
が
語
る
イ
タ
リ
ア

の
人
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
人
間
模
様

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
楽
し
み
な
と
こ

ろ
。
ま
た
会
場
と
な
る
の
は
中
之

島
バ
ン
ク
ス
内
の
カ
フ
ェ
な
の
だ

が
、
屋
外
の
丸
太
イ
ス
席
で
あ
れ

ば
１
０
０
０
円
で
聴
け
る
と
い
う

の
も
嬉
し
い
。
劇
場
と
は
ま
た
違

う
肩
の
こ
ら
な
い
気
軽
な
雰
囲
気

の
た
め
、「
オ
ペ
ラ
は
初
め
て
」
と

い
う
人
で
も
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
楽

し
む
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。（
大
迫 

力
・
本
誌
）
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川
の
上
で
、川
べ
り
で
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で
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上
で
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で
、

天
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醐
味
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う
!

大
阪
倶
楽
部
の

１
０
０
周
年
記
念
講
演
に

 

i
P
S
細
胞
研
究
の
第
一
人
者
が

大
阪
倶
楽
部
の

１
０
０
周
年
記
念
講
演
に

 

i
P
S
細
胞
研
究
の
第
一
人
者
が

大
阪
倶
楽
部
の

１
０
０
周
年
記
念
講
演
に

 

i
P
S
細
胞
研
究
の
第
一
人
者
が

川
と
夕
陽
を
眺
め
な
が
ら
、

オ
ペ
ラ
の
旋
律
を
楽
し
む

川
と
夕
陽
を
眺
め
な
が
ら
、

オ
ペ
ラ
の
旋
律
を
楽
し
む

川
と
夕
陽
を
眺
め
な
が
ら
、

オ
ペ
ラ
の
旋
律
を
楽
し
む

げ
ら
れ
る
奉
納
花
火
を
真
正
面
に

見
ら
れ
る
、
大
阪
ア
メ
ニ
テ
ィ
パ

ー
ク
前
に
設
け
ら
れ
た
臨
場
感
あ

ふ
れ
る
「
天
神
祭 

特
別
桟
敷
席
」

も
開
設
さ
れ
る
。
船
渡
御
や
奉
納

花
火
が
目
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ

る
様
子
を
観
覧
で
き
、
こ
の
日
の

た
め
に
用
意
さ
れ
た
特
製
弁
当
も

味
わ
え
る
。
数
量
限
定
と
あ
っ
て

は
、
ま
さ
に
特
別
席
だ
。
い
つ
も

と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
、
天
神

祭
の
新
し
い
楽
し
み
方
を
見
つ
け

て
ほ
し
い
。　
（
江
口
由
夏
・
本
誌
）



大阪倶楽部創立100周年記念特別講演会
「iPS細胞研究の進展」
日時／9月12日（水）1:00PM～2:00PM
会場／大阪倶楽部 ４階ホール
定員／100名（応募者多数の場合抽選）
申し込み方法／下記の宛先まで、住所・氏名・参加人数（2
人まで）・電話番号を記入の上、往復ハガキで申し込み。
〒541-0042 大阪市中央区今橋4-4-11 
大阪倶楽部 100周年記念特別講演会係
※7月31日（火）の消印有効。抽選結果は8月中旬に案内。
　

平成OSAKA天の川伝説
日時／7月7日（土）7:00PM～9:00PM
放流場所／八軒家浜～ふれあいの岸辺付近
料金／観覧無料（八軒家浜周辺の「いのり星」
放流・観覧エリアは放流権購入者のみ入場可能）
参加費／1,000円（短冊ハガキ、「いのり星」の放流権、
当日の記念品付き）　※OBPエリアの開催予定は以下
日時／8月7日（火）7:00PM～9:00PM
放流場所／大阪城新橋～新鴫野橋
問い合わせ／平成OSAKA天の川運営委員会事務局
☎06-6942-2006　http://inoriboshi.jp/

　

普
段
と
ひ
と
味
違
う
天
神
祭
の

味
わ
い
方
を
と
、
京
阪
シ
テ
ィ
モ

ー
ル
の
飲
食
店
で
は
７
月
２５
日
の

本
宮
当
日
だ
け
の
限
定
メ
ニ
ュ
ー

が
登
場
す
る
。
各
店
舗
が
工
夫
を

こ
ら
し
た
限
定
料
理
が
い
た
だ
け

る
だ
け
で
な
く
、
本
宮
に
打
ち
上

が
る
奉
納
花
火
を
シ
テ
ィ
モ
ー
ル

屋
上
か
ら
鑑
賞
で
き
る
チ
ケ
ッ
ト

も
一
緒
に
付
い
て
い
る
の
が
嬉
し

い
。
例
年
と
同
じ
く
、
大
変
な
人

出
が
予
想
さ
れ
る
天
神
祭
を
屋
上

で
ゆ
っ
た
り
過
ご
せ
る
と
は
、
な

ん
と
も
優
雅
だ
。
こ
の
ス
ペ
シ
ャ

ル
ビ
ュ
ー
チ
ケ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、

夜
空
に
打
ち
上
が
る

花
火
と
一
緒
に
、

煌
々
と
輝
く
船
渡
御

の
様
子
を
楽
し
も
う
。

　

参
加
予
定
の
店
も

バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
。

鹿
児
島
産
の
黒
毛
和

牛
を
始
め
、
九
州
食

材
に
こ
だ
わ
る
［
薩

摩
ご
か
も
ん
］、
鮑
や

フ
カ
ヒ
レ
を
使
っ
た

高
級
中
華
料
理
店

　

２
０
０
９
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
平

成
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ａ
天
の
川
伝
説
」
が
、

今
年
も
七
夕
の
夜
に
開
催
さ
れ
る
。

こ
れ
は
水
都
大
阪
中
之
島
エ
リ
ア

の
「
川
」
の
あ
る
風
景
を
活
か
す

べ
く
考
え
出
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
で
、

天
満
の
八
軒
家
浜
一
帯
か
ら
大
川

へ
、
お
よ
そ
５
万
個
も
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ

電
球
「
い
の
り
星
」
を
流
し
、
願

い
事
を
記
し
た
短
冊
と
と
も
に
天

に
祈
り
を
届
け
る
夕
べ
に
し
よ
う

と
い
う
も
の
。　

い
の
り
星
の
放
流

権
は
１
口
１
０
０
０

円
で
購
入
す
る
こ
と

が
で
き
、
当
日
は
自

分
の
手
で
川
に
放
流

す
る
こ
と
が
可
能
。

ま
た
、
購
入
時
に
も

ら
え
る
特
別
な
短
冊

に
願
い
事
を
書
い
て

特
設
受
付
に
投
函
す
れ
ば
、
イ
ベ

ン
ト
当
日
に
会
場
の
笹
に
飾
り
付

け
て
も
ら
え
る
。
い
の
り
星
放
流

権
は
、
八
軒
家
浜
川
の
駅
な
ど
の

特
設
受
付
や
当
日
会
場
で
購
入
で

き
る
。

　

数
え
き
れ
な
い
光
る
球
が
水
面

に
浮
か
ぶ
さ
ま
は
、
さ
な
が
ら
天

の
川
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な

光
景
。
光
源
は
天
神
橋
を
超
え
た

ふ
れ
あ
い
の
岸
辺
あ
た
り
ま
で
到

達
す
る
と
の
こ
と
。
当
日
は
天
と

川
面
の
２
つ
の
天
の
川
を
眺
め
な

が
ら
、「
い
の
り
星
」
と
短
冊
に
願

い
事
を
託
そ
う
。
な
お
、
今
年
は

エ
リ
ア
拡
大
の
社
会
実
験
と
し
て
、

８
月
７
日
の
黄
昏
時
に
Ｏ
Ｂ
Ｐ
エ

リ
ア
で
も
開
催
予
定
だ
。 

（
江
口

由
夏
・
本
誌
）

京阪シティモール 天神祭限定メニュー
開催日／7月25日（水）　参加店舗／土山人、ビンドゥ、
シュハリ テンマ、薩摩ごかもん、風の街 ルージュ、大起水
産 回転寿司、中華菜館 水蓮月、OLI、ザ オリエンタル 
ヴィレッジ ビアガーデン
予約受付期間／7月1日（日）10:00AM～　
予約方法／電話もしくは店頭にて受付（売り切れ次第
終了）　※料金（チケット代込み）は店舗によって異なり
ます。詳しくはhttp://www.citymall.jp/　※値段やサー
ビス内容は一部変更となる場合がございます。

薩摩ごかもん中華菜館 水蓮月

京都大学iPS細胞研究所
山中伸弥氏

［
中
華
菜
館 
水
蓮
月
（
ロ
ー
タ
ス

ム
ー
ン
）］
ほ
か
、
イ
タ
リ
ア
ン
や

寿
司
な
ど
、
幅
広
い
層
に
応
え
て

く
れ
る
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
だ
。
一
夜

限
り
の
メ
ニ
ュ
ー
の
た
め
、
あ
れ

こ
れ
迷
っ
て
し
ま
う
の
も
楽
し
い

が
、
各
店
舗
に
用
意
さ
れ
て
い
る

席
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
ご
予
約

は
お
早
め
に
。

（
江
口
由
夏
・
本
誌
）
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大
正
元
年
（
１
９
１
２
）
に
創

立
し
た
関
西
で
最
も
歴
史
あ
る
会

員
制
紳
士
倶
楽
部
と
し
て
知
ら
れ

る
大
阪
倶
楽
部
は
、
今
年
11
月
、

め
で
た
く
１
０
０
周
年
を
迎
え
る
。

そ
の
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、

９
月
に
は
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
世
界
的

な
権
威
と
し
て
知
ら
れ
る
京
都
大

学
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
研
究
所
の
山
中
伸

弥
氏
を
迎
え
て
特
別
講
演
会
が
行

わ
れ
る
。

　

ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
と
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
細
胞
へ
の
分
化
が
可
能
な
細
胞

の
一
つ
と
さ
れ
、
再
生
医
療
や
新

薬
開
発
へ
の
応
用
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
山
中
氏
は
そ
の
研
究
に
お

い
て
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
存
在
、

メ
デ
ィ
ア
で
も
多
く
取
り
上
げ
ら

れ
て
お
り
、
次
期
ノ
ー
ベ
ル
賞
候

補
と
の
呼
び
声
も
多
く
聞
か
れ
る
。

　

そ
の
山
中
教
授
の
口
か
ら
、「
ｉ

Ｐ
Ｓ
細
胞
研
究
の
進
展
に
つ
い
て
」

が
語
ら
れ
る
と
の
こ
と
。
ふ
だ
ん

の
講
演
で
あ
れ
ば
会
員
だ
け
し
か

参
加
で
き
な
い
が
、
１
０
０
周
年

記
念
事
業
と
し
て
一
般
の
人
で
も

申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
そ
う
。

し
か
も
あ
り
が
た
い
こ
と
に
無

料
！　

記
念
事
業
は
こ
の
他
に
も

企
画
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
、
こ
れ

を
機
会
に
文
化
や
経
済
な
ど
大
阪

の
発
展
を
担
っ
て
き
た
紳
士
倶
楽

部
の
存
在
に
つ
い
て
も
考
え
て
み

た
い
。　
（
大
迫 

力
・
本
誌
）

京
阪
シ
テ
ィ
モ
ー
ル
の

天
神
祭
限
定
メ
ニ
ュ
ー
!

京
阪
シ
テ
ィ
モ
ー
ル
の

天
神
祭
限
定
メ
ニ
ュ
ー
!

京
阪
シ
テ
ィ
モ
ー
ル
の

天
神
祭
限
定
メ
ニ
ュ
ー
!

大
阪
倶
楽
部
の

１
０
０
周
年
記
念
講
演
に

 

i
P
S
細
胞
研
究
の
第
一
人
者
が

大
阪
倶
楽
部
の

１
０
０
周
年
記
念
講
演
に

 

i
P
S
細
胞
研
究
の
第
一
人
者
が

大
阪
倶
楽
部
の

１
０
０
周
年
記
念
講
演
に

 

i
P
S
細
胞
研
究
の
第
一
人
者
が

七
夕
の
夜
は
大
川
が

「
天
の
川
」に
な
る

七
夕
の
夜
は
大
川
が

「
天
の
川
」に
な
る

七
夕
の
夜
は
大
川
が

「
天
の
川
」に
な
る



橋
と
の
ふ
れ
あ
い
。

か
も
め
船
長
の

水
辺
航
海
日
誌

 

七
月
○
×
日

電
車
で
都
会
に
入
る
。

　

旅
や
出
張
で
大
都
会
に
着
く
と
き
、
独
特
の
緊
張
感
を

感
じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
僕
は
三
重
県
の
小
さ
な

町
で
育
っ
た
の
で
、
単
に
田
舎
モ
ン
が
ビ
ビ
っ
て
い
る
と

い
う
だ
け
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
、
高
層
ビ
ル
な
ど
が
並
ぶ
景

色
の
中
へ
入
っ
て
い
く
の
は
、

ど
ち
ら
か
と
言
う
と
「
対
峙
す

る
」
と
い
う
感
覚
に
近
い
。

　

大
阪
に
暮
ら
し
て
15
年
近
く

な
る
の
に
、
近
鉄
特
急
が
（
三

重
人
な
の
で
）
近
畿
道
を
く
ぐ

る
あ
た
り
か
ら
背
筋
が
伸
び
る

し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
か
ら

数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
出
向
い
て

い
る
東
京
も
、
新
幹
線
の
車
窓

か
ら
品
川
あ
た
り
の
景
色
を
見

る
と
、
が
ん
ば
ら
な
き
ゃ
と
い
う
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
都
会
に
入
る
と
き
に
緊
張
す
る
」
現
象
。
単
に

自
分
が
田
舎
モ
ン
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
街
へ
の

「
入
り
方
」
が
影
響
し
て
い
る
、
と
近
頃
推
察
し
て
い
る
。

船
の
ス
ピ
ー
ド
。

　

た
だ
、
例
え
ば
こ
う
い
う
入
り
方
の
時
は
、
不
思
議
と

肩
に
力
が
入
ら
な
い
。
フ
ェ
リ
ー
で
瀬
戸
内
を
進
み
、
明

石
海
峡
以
降
、
徐
々
に
神
戸
や
大
阪
の
街
並
み
が
眺
め
ら

れ
る
時
。
あ
る
い
は
小
舟
で
中
之
島
の
西
端
か
ら
街
を
見

上
げ
た
時
。
東
京
で
隅
田
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
も
そ
う

だ
っ
た
。「
い
ら
っ
し
ゃ
～
い
」
と
い
う
声
が
街
並
み
か

ら
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
、
迎
え
入
れ
ら
れ
る
気
分
な
の
だ
。

　

そ
れ
は
き
っ
と
、
ス
ピ
ー
ド
の
違
い
な
の
だ
と
思
う
。

鉄
道
や
バ
ス
の
ス
ピ
ー
ド
だ
と
、
ふ
と
油
断
し
た
隙
に
都

会
の
街
並
み
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
て
「
ト
カ
イ
ニ
ヤ
ッ
テ

キ
タ
ゾ
」
と
い
う
気
持
ち
が
追
い
つ
か
な
い
。
も
う
飛
行

機
な
ん
か
だ
と
ワ
ー
プ
航
法
を
使
っ
た
よ
う
で
、
小
さ
な

窓
か
ら
み
る
景
色
に
は
も
は
や
現
実
味
す
ら
な
い
。
例
え

ば
当
方
の
ク
ル
ー
ズ
は
平
均
時
速
10
～
15
キ
ロ
。
ジ
ョ
ギ

ン
グ
や
自
転
車
で
進
む
ス
ピ
ー
ド
に
近
い
。
や
は
り
人
力

の
お
よ
ぶ
範
囲
と
い
う
の
が
一
番
安
心
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

橋
を
く
ぐ
る
時
。

　

中
之
島
か
い
わ
い
で
言
う
と
、
低
い
橋
を
く
ぐ
る
と
い

う
の
も
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
だ
。
普
段
は
橋
の
上

を
渡
る
ば
か
り
で
通
過
し
て
い
た
も
の
が
、
触
れ
そ
う
な

ぐ
ら
い
の
至
近
距
離
で
目
の
前
に
現
れ
る
。「
ギ
リ
ギ
リ

だ
」
と
い
う
緊
張
感
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
戯
れ
て
い
る

よ
う
な
感
覚
に
近
い
。
景
色
の
行
き
過
ぎ
る
速
度
、
大
き

さ
や
距
離
、
そ
の
諸
々
が
人
間
的
な
サ
イ
ズ
と
か
け
離
れ

て
い
な
い
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
僕
の
好
み
に
は
合
う
。

最
大
1
・
8
メ
ー
ト
ル
!

　

も
ち
ろ
ん
船
長
と
い
う
立
場

か
ら
い
う
と
、
低
い
橋
を
く
ぐ

る
の
は
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
場

面
の
ひ
と
つ
だ
。
単
に
ス
レ
ス

レ
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。

問
題
は
水
位
が
変
動
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

お
気
づ
き
で
な
い
方
も
多
い
が
、
大
阪
都
心
部
の
河
川

は
潮
の
満
ち
引
き
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
大
潮
の
日
に

は
６
～
７
時
間
で
最
大
１・８
ｍ
ほ
ど
水
位
が
上
下
す
る
。

し
か
も
そ
の
水
位
は
、
上
流
の
雨
の
影
響
、
気
圧
や
風
、

果
て
は
大
阪
湾
に
入
り
込
ん
だ
暖
流
の
影
響
ま
で
受
け
て

変
動
す
る
。
気
象
庁
の
発
表
し
て
い
る
潮
位
表
を
参
考
に

運
航
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
右
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、

予
報
通
り
の
水
位
に
な
る
こ
と
の
ほ
う
が
少
な
い
。

中
之
島
の
迷
宮
。

　

例
え
ば
東
側
か
ら
中
之
島
を
一
周
し
よ
う
と
す
る
時
、

当
船
の
場
合
、
特
に
問
題
に
な
る
の
は
淀
屋
橋
と
大
江
橋
、

そ
し
て
堂
島
大
橋
。
水
位
が
上
昇
中
だ
っ
た
り
す
る
と
、

途
中
そ
れ
ら
の
橋
に
通
せ
ん
ぼ
さ
れ
、
最
悪
の
場
合
、
数

時
間
は
元
の
場
所
へ
帰
れ
な
く
な
る
。
中
之
島
の
迷
宮
に

閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
の
を
ト
リ
ッ
ク
に
利
用
し

た
サ
ス
ペ
ン
ス
と
か
書
け
そ
う
な
気
が
し
て
き
た
。

　

…
潮
位
が
ど
う
の
こ
う
の
、
あ
ま
り
こ
ま
ご
ま
と
書
い

て
い
る
と
疲
れ
て
し
ま
う
。
と
に
か
く
、
陸
上
と
違
っ
て
、

川
の
上
は
都
会
の
中
と
言
え
ど
も
自
然
の
営
み
に
左
右
さ

れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
ん
な
川
と
付
き
あ
う
た
め
に
は
、

様
々
な
経
験
と
情
報
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

で
も
そ
れ
以
上
に
肝
心
な
の
は
「
水
位
が
高
い
じ
ゃ
な

い
か
！
」
と
ピ
リ
ピ
リ
す
る
の
で
は
な
く
、「
ふ
む
、
そ

う
い
う
コ
ト
も
あ
る
わ
な
」
と
、
ま
ず
受
け
止
め
ら
れ
る

大
ら
か
さ
だ
と
思
っ
て
い
る
。

中
野
弘
巳

な
か
の・ひ
ろ
み　

中
之
島
を
は
じ
め
、大
阪
の
水
辺
を
ク
ル
ー
ズ
す
る

小
さ
な
遊
覧
船［
御
舟
か
も
め
］船
長
。

http://w
w
w
.ofune-cam

om
e.net/
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次号予告「社史」を編む。
企業の歩みを伝える「社史」には、会社と共に街の歴史も詰まっている。
じっくり見てみれば意外に面白い、奥深い社史ワールドを探険してみる。

●『月刊島民』vol.49は2012年8月１日発行です！
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北新地駅

大「島民」MAP 橋を渡って通う人、川を見ながら帰る人、
みんな「島民」です!

●京阪電車関連　京阪電車主要駅／京阪シティモール／京阪モール／デリスタ天満橋店／ホテル京阪天満橋／ホテル京阪京橋　
●大阪市北区・中央区・福島区　［書店］旭屋書店 梅田地下街店／旭屋書店 堂島地下街店／カペラ書店／紀伊国屋書店 本町店／ジュンク堂書店 大阪本店／ジュンク堂書店 梅田ヒルトンプラザ店／ジュンク堂書店 
天満橋店／MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店／スタンダードブックストア／天牛堺書店 大江橋店／ブックファースト 梅田店／ブックファースト 淀屋橋店／文教堂書店 淀屋橋店／隆祥館書店

［公共施設・大学関連施設など］アイスポット／朝日カルチャーセンター／味の素　食のライブラリー／ABC朝日放送／大阪企業家ミュージアム／大阪倶楽部／大阪工業技術専門学校／大阪国際会議場／大阪市中央公
会堂／大阪市立中央図書館／大阪市役所市民情報プラザ／大阪城天守閣／大阪商工会議所／大阪大学中之島センター／大阪21世紀協会／大阪府立中之島図書館／大阪フィルハーモニー会館／大阪ボランティア
協会／大阪歴史博物館／追手門学院　大阪城スクエア／関西学院大学 大阪梅田キャンパス／慶應大阪リバーサイドキャンパス／国立国際美術館／CITY NAIL'Sインターナショナルスクール／芝川ビル／市立住まい情
報センター／中央電気倶楽部／ホテルNCB／メビック扇町

［店舗・医院など］アリアラスカ マーブルトレ／アンドール 本町本店／上町貸自転車／Ultra 2nd／江戸前鰻料理 志津可／MJB珈琲店／大西洋服店／ＯＯＯ（オーー）／カセッタ／喫茶カンターロ／喫茶SAWA／グランスイ
ート中之島／黒門さかえ／コモンカフェ／サトウ花店 中之島本店／ザ・メロディ／じろう亭／Girond's JR／心斎橋山田兄弟歯科／住友病院／セブンイレブン大阪証券取引所店／タピエスタイル／ティーハウスムジカ／たま
がわ鍼灸整骨院／東郷歯科医院／NAKAGAWA1948 淀屋橋店／ナンジャーノ／パストラーレ／花かつ／BAR THE TIME 天神／平岡珈琲店／ビルマニアカフェ／フレイムハウス／ミニジロー／宮崎歯科／やきとり ば
かや／吉田理容所／ラ・クッカーニャ／LES LESTON
●大阪市内その他　［書店］伊勢屋書店／大阪書店／紀伊國屋書店 京橋店／なんばミヤタ／福島書店／柳々堂／ルーブル書店　［公共施設・大学関連施設など］大阪市社会福祉研修・情報センター／大阪市立図書館

［店舗・医院など］あじさい／アートアンドクラフト／欧風食堂 ミリバール／大阪市信用金庫 江戸堀支店／御船かもめ／Calo Bookshop and cafe／写真とプリント社／鳥かごキッチン／ネイルサロン スワンナ／バルピコ／ホ
ステル64オオサカ／MANGUEIRA／Loop Ａ
●大阪府下　旭屋書店 京阪守口店／学運堂 フレスト店／Books 呼文堂／水嶋書房 くずはモール店／水嶋書房 くずは駅店／大阪狭山市立図書館／大阪大学企画部広報・社学連携事務室／大阪大学 21世紀懐徳
堂／大阪大学本部／寝屋川市役所／摂南大学 地域連携センター／郵政考古学会／ゆったりんこ
●大阪府以外　ジュンク堂書店 新宿店／ジュンク堂書店 西宮店／水嶋書房 丹波橋店／伊丹市文化振興財団／大手通りストリートギャラリー 街・発信／納屋工房／タバーン・シンプソン／百練／奈良県立図書情報館

『月刊島民』はここでもらえます。

バックナンバーをご希望の方には１冊100円（手数料）でお譲りしています。なお、品切れの号もありますが、予めご了承ください。お問い合わせは下記の電話番号まで。

毎月確実に読みたい方は、ぜひお申し込みください。まずは下記の電話番号までお問い合わせ下さい。

◎バックナンバーお譲りします。

◎定期購読も受け付け中です。


