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辺
の
人
々
の
救
援
の
た
め
に
利
用
す
る
こ

と
も
期
待
さ
れ
て
い
た
。

　

寛
永
18
年
（
１
６
４
１
）
の
飢
饉
に
際

し
て
、
侠
客
・
木
津
勘
助
が
福
岡
藩
の
米

蔵
（
幕
府
の
米
蔵
と
も
伝
え
る
）
を
破
っ

て
難
民
に
配
給
し
た
と
い
う
伝
承
も
、
こ

う
し
た
機
能
に
対
し
て
の
不
満
を
踏
ま
え

て
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。（
髙
島
）

Ｑ
．誰
が
、ど
ん
な
仕
事
を
?

　

蔵
屋
敷
に
は
藩
か
ら
赴
任
す
る
「
蔵
役

人
」
が
お
り
、
そ
の
代
表
責
任
者
を
「
留る

守す

い居
」
と
呼
ん
だ
。
本
来
、
こ
の
留
守
居

が
蔵
物
（
米
と
特
産
物
）
の
管
理
売
却
の

実
務
担
当
者
で
あ
る
「
蔵く

ら
も
と元

」
も
兼
ね
た

が
、
寛
文
以
後
、
米
問
屋
や
両
替
商
な
ど

の
商
人
蔵
元
が
一
般
的
に
。
彼
ら
の
多
く

が
士
分
に
と
り
た
て
ら
れ
扶ふ

持ち

米ま
い（

給
料
）

を
支
給
さ
れ
た
が
、
蔵
物
を
売
却
す
る
際

に
口
銭
を
受
け
、
こ
れ
を
元
手
に
投
機
的

利
益
を
得
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
藩
が
受
け
取
る
べ
き
蔵
物
の
売

却
代
銀
を
管
理
す
る
の
が
「
掛か

け

屋や

」
で
、

や
は
り
金
融
実
績
が
あ
る
両
替
商
が
任
命

さ
れ
た
。
彼
ら
も
扶
持
米
を
受
け
る
者
が

多
く
、
預
か
っ
た
売
却
代
銀
を
無
利
子
で

管
理
し
な
が
ら
、
知
恵
才
覚
で
金
利
を
確

保
す
る
の
み
な
ら
ず
、
本
藩
へ
も
代
銀
を

元
手
に
貸
し
付
け
、
利
息
を
得
る
な
ど
か

な
り
の
収
益
が
あ
っ
た
。　
　
　

　

当
初
は
蔵
屋
敷
も
、
留
守
居
を
は
じ
め

赴
任
す
る
役
人
は
各
藩
き
っ
て
の
経
済
官

僚
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
海
千
山
千
の
大

坂
商
人
の
新
町
や
曾
根
崎
新
地
で
の
接
待

攻
勢
で
、
蔵
元
や
掛
屋
の
職
務
も
次
第
に

町
人
へ
の
委
託
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
一
方
で
、
財
政
的
支
援
を
受
け

る
に
い
た
っ
た
藩
で
は
、
掛
屋
や
蔵
元
に

頭
が
上
が
ら
ず
、
福
岡
藩
の
よ
う
に
盛
ん

に
商
人
を
接
待
す
る
記
録
も
残
っ
て
い
る

（『
浪
速
詰
方
日
記
』）。
元
は
と
言
え
ば
、

借
銀
も
自
藩
の
蔵
物
か
ら
出
た
も
の
で
、

頭
を
下
げ
て
頼
む
の
も
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
が
、

こ
れ
こ
そ
、“
武
士
の
商
法
”
の
最
た
る

も
の
と
言
え
よ
う
。（
明
尾
）

な
る
ほ
ど
、そ
う
だ
っ
た
の
か
。

蔵
屋
敷
の「
常
識
」。

江
戸
時
代
の
中
之
島
に
は
蔵
屋
敷
が
建
ち
並
ん
で
い
た
、と
い
う
の
は
誰
も
が
知
る
話
。

と
こ
ろ
が
、こ
の
蔵
屋
敷
の
機
能
や
性
格
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

中
之
島
の
歴
史
の
始
ま
り
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
蔵
屋
敷
の
常
識
を
、一気
に「
蔵
出
し
」!

中之島三井ビル付近にあった、木津
勘助の伝承の舞台である旧黒田藩蔵
屋敷長屋門（大阪府有形文化財）が
天王寺公園に移築されている。「中之
島に再移築すべき」と髙島先生。

佐賀藩屋敷跡から出
土した陶磁器の一部。
これらは藩の特産品で
もあり、大坂市中に多
数出回っていたようだ。
写真提供／大阪文化
財研究所

Ｑ
．そ
も
そ
も

 「
蔵
」な
ん
で
す
よ
ね
?

Ｑ
．倉
庫
以
外
に
は

ど
ん
な
役
割
が
?

Ｑ
．で
は
、

な
ぜ「
蔵
屋
敷
」と

呼
ば
れ
た
の
?

　

武
士
が
ト
ノ
サ
マ
バ
ッ
タ
の
前
で
土
下

座
す
る
Ｃ
Ｍ
が
あ
る
。「
ト
ノ
サ
マ
バ
ッ

タ
と
い
う
名
前
で
す
が
、
殿
様
で
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で
、

某
電
子
専
門
学
校
が
電
子
系
だ
け
に
特
化

し
て
い
な
い
こ
と
を
謳
う
の
だ
。
こ
の
Ｃ

Ｍ
を
見
る
た
び
に
、
私
の
脳
内
に
は
「
蔵

屋
敷
と
い
う
名
前
で
す
が
、
蔵
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
」
の
コ
ピ
ー
が
浮
か
ぶ
。

　
「
蔵
屋
敷
」
と
言
え
ば
、
本
藩
の
生
産

物
を
貯
蔵
・
販
売
す
る
施
設
と
し
て
の
イ

メ
ー
ジ
が
強
い
。
納
め
ら
れ
て
い
る
の
は

言
う
ま
で
も
な
く
年
貢
米
が
主
だ
が
、
例

え
ば
土
佐
藩
の
鰹
節
、
福
山
藩
の
畳
表
、

薩
摩
藩
の
砂
糖
、
徳
島
藩
の
藍
玉
な
ど
の

特
産
品
も
無
視
で
き
な
い
。
そ
の
反
面
、

本
藩
内
で
供
給
で
き
な
い
物
資
を
調
達
す

る
こ
と
も
蔵
屋
敷
の
役
目
で
あ
り
、
ま
た

飢
饉
時
に
は
収
納
物
資
を
大
坂
お
よ
び
周

　

江
戸
か
ら
遠
い
西
南
諸
藩
の
藩
主
に
と

っ
て
、
大
坂
の
蔵
屋
敷
は
参
勤
交
代
の
往

復
時
に
利
用
す
る
宿
舎
と
し
て
の
意
味
も

大
き
い
。
と
な
る
と
、
こ
の
場
合
は
む
し

ろ
藩
邸
が
蔵
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
言
う

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
延
岡
藩（
大
分
県
）

藩
邸
な
ど
の
藩
主
の
滞
在
に
あ
た
っ
て
、

美
味
で
知
ら
れ
た
大
阪
天
満
宮
の
井
戸
水

を
運
び
込
む
習
慣
や
、
佐
賀
藩
蔵
屋
敷
か

ら
藩
主
用
と
思
わ
れ
る
鍋
島
焼
が
出
土
し

て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
こ
こ
が
藩
主
の
宿

舎
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
、
藩
兵
の
駐

留
基
地
と
も
な
っ
た
。
特
に
幕
末
期
の
蔵

屋
敷
は
慌
た
だ
し
い
。
安
政
元
年
（
１
８

５
４
）
に
ロ
シ
ア
の
デ
ィ
ア
ナ
号
が
天
保

山
沖
に
姿
を
現
し
た
と
き
、
沿
岸
の
防
御

に
あ
た
る
諸
藩
の
蔵
屋
敷
は
そ
の
役
目
を

担
っ
た
。
元
治
元
年
（
１
８
６
４
）
に
は

長
州
藩
の
軍
勢
が
大
坂
の
蔵
屋
敷
を
経
由

し
て
上
洛
、
禁
門
の
変
を
戦
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
幕
府
に
よ
る
長
州
藩
追
討
に

先
だ
っ
て
、
大
坂
町
奉
行
所
は
長
州
藩
の

蔵
屋
敷
を
打
ち
壊
し
た
。
こ
れ
も
蔵
屋
敷

が
兵
站
基
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ

も
そ
も
徳
川
氏
に
よ
る
軍
事
政
権
の
時
代

な
の
だ
か
ら
、
藩
邸
（
蔵
屋
敷
）
の
本
質

的
な
機
能
が
軍
事
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
は

当
然
だ
ろ
う
。（
髙
島
）

　

蔵
屋
敷
の
機
能
は
幅
広
い
。
諸
藩
の
江

戸
屋
敷
が
幕
府
と
折
衝
す
る
大
使
館
だ
と

す
れ
ば
、
京
や
大
坂
の
そ
れ
は
領
事
館
の

よ
う
な
も
の
だ
。
現
代
の
外
交
官
と
同
じ

く
実
に
幅
広
い
職
責
を
持
っ
て
い
た
。
た

だ
、
大
坂
の
場
合
は
、
経
済
都
市
と
し
て

の
性
格
に
対
応
す
る
べ
く
大
が
か
り
な
倉

庫
機
能
を
備
え
て
い
た
た
め
「
蔵
屋
敷
」

と
呼
ば
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
大
坂
藩
邸

の
倉
庫
機
能
を
象
徴
す
る
も
の
の
、
他
の

機
能
を
廃
す
る
も
の
で
は
な
い
。（
髙
島
）

Ａ
．諸
藩
の
官
僚
と
商
人
た
ち
で
す
。

Ａ
．む
し
ろ「
大
き
な
蔵
の
あ
る
藩
邸
」

と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

Ａ
．蔵
屋
敷
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、

「
蔵
」だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ａ
．大
坂
が
経
済
都
市

だ
っ
た
か
ら
で
す
。

基
礎
知
識
編

答えるのはこの人たち。
髙島幸次
大阪大学招聘教授、大阪天
満宮文化研究所員。本誌で
もおなじみ、大阪の歴史のこ
とならこの人。精緻な研究の
成果をユーモアたっぷりの語
り口で教えてくれる。

明尾圭造
大阪の商業・産業に特化し
た史料を有する大阪商業大
学商業史博物館の主席学
芸員。「大阪日日新聞」に江
戸期大坂のさまざまな史料を
紹介する「浪華紙魚百景」
連載中。
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京阪電車大江橋駅構内の壁面に設
置されている、天保年間の蔵屋敷の様
子を表したレリーフ。藩名と石高などが
記されているほか、今はどんな建物が建
っているのかも記されている。

　

大
坂
の
蔵
屋
敷
は
、
豊
臣
政
権
下
の
天

正
期
（
１
５
７
３
～
９
２
）
に
設
け
ら
れ

た
加
賀
藩
蔵
屋
敷
が
最
初
だ
と
い
う
が
、

中
之
島
一
帯
に
蔵
屋
敷
が
軒
を
連
ね
る
の

は
、
元
和
５
年
（
１
６
１
９
）
の
大
坂
城

再
建
普
請
お
よ
び
翌
年
の
伏
見
大
名
屋
敷

撤
去
の
後
で
あ
る
。
最
盛
期
に
は
大
坂
だ

け
で
５
０
０
～
６
０
０
を
下
ら
な
か
っ
た

と
い
う
記
録
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
諸
大
名

以
外
の
蔵
屋
敷
も
含
め
た
数
字
で
あ
る
。

天
保
年
間
（
１
８
３
０
～
４
４
）
の
諸
大

名
の
蔵
屋
敷
は
大
坂
市
中
に
１
２
４
だ
っ

た
。
こ
の
う
ち
中
之
島
内
外
に
は
90
を
数

え
る
（
中
之
島
本
島
＝
41
藩
、
堂
島
川
北

岸
＝
27
藩
、
土
佐
堀
川
南
岸
＝
18
藩
、
江

戸
堀
川
南
岸
＝
４
）。（
髙
島
）

これがすなわち「なまこ
壁」。今であれば神戸・
北野の異人館、京都
の祇園の石畳ようなイ
メージアイコンだったと
いうことだろう。
写真提供／大阪市都
市工学情報センター

Ｑ
．ど
ん
な

風
景
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
?

　

江
戸
時
代
の
中
之
島
に
は
、
蔵
屋
敷
の

「
な
ま
こ
壁
」
が
連
な
り
、
市
中
で
も
特

異
な
景
観
が
広
が
っ
て
い
た
。「
な
ま
こ

壁
」
と
は
、
建
物
を
火
災
や
水
難
か
ら
守

る
た
め
に
、
壁
面
に
平
瓦
を
貼
り
付
け
、

堂島川沿いの蔵屋敷群。その奥に大正15年（1926）竣工の朝日会館が見えることから、
昭和初期と思われる。そう思うと、けっこう最近まで大阪の風景としてあったということになる。
写真提供／大阪市都市工学情報センター

Ｑ
．大
阪
だ
け

に
あ
っ
た
ん

で
す
よ
ね
?

Ｑ
．い
つ
ま
で

あ
っ
た
の
で
す
か
?

　

蔵
屋
敷
と
言
え
ば
、「
諸
大
名
が
大
坂

に
設
け
た
施
設
」
だ
け
を
思
い
浮
か
べ
る

が
、
実
は
宮
家
・
公
家
、
大
寺
社
、
高
禄

の
幕
臣
・
藩
士
な
ど
も
、
年
貢
米
な
ど
を

売
り
捌
く
た
め
の
施
設
を
、
大
坂
の
他
に

江
戸
・
京
都
・
大
津
・
敦
賀
・
長
崎
な
ど

に
置
い
て
い
た
。
そ
の
活
動
も
単
な
る
物

資
の
保
管
に
止
ま
ら
ず
、
倉
庫
証
券
を
発

行
し
て
貿
易
交
換
を
行
い
、
保
管
物
資
を

担
保
に
し
て
資
金
融
通
な
ど
を
行
っ
た
り

し
て
い
た
か
ら
、
近
代
倉
庫
業
の
先
駆
け

と
言
え
な
く
も
な
い
。（
髙
島
）

　

蔵
屋
敷
地
の
多
く
は
、
名
代
に
立
て
た

有
力
町
人
か
ら
借
用
の
形
式
を
と
っ
て
い

た
が
、
実
質
は
大
名
の
所
有
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
明
治
４
年
（
１
８
７
１
）
の
廃

藩
置
県
を
機
に
、
蔵
屋
敷
は
大
坂
府
に
没

収
さ
れ
役
目
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
政
府
や
民
間
の
倉
庫
に
転
用
さ

れ
た
が
、
黒
田
藩
・
鳥
取
藩
・
柳
川
藩
・

熊
本
藩
の
場
合
は
、
大
正
期
に
至
っ
て
も

そ
の
ま
ま
の
形
状
で
民
営
倉
庫
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
先
に
近
代
倉
庫

業
の
先
駆
け
と
言
っ
た
の
は
言
葉
の
綾
で

は
な
い
。（
髙
島
）

格
子
状
の
目
地
（
継
ぎ
目
）
を
漆
喰
で
固

め
た
壁
を
い
う
。

　
『
新
板
大
坂
名
所
名
物
廻
絵
図
』
は
、

大
坂
市
中
の
名
所
29
ヵ
所
を
絵え

双す
ご
ろ
く六

風
に

描
く
も
の
で
、
天
王
寺
か
ら
始
ま
り
、
道

頓
堀
・
雑
喉
場
魚
市
・
天
満
天
神
社
な
ど

を
経
て
、
浪
花
錦
城
（
大
阪
城
）
で
上
が

り
と
な
る
。
そ
の
各
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い

モ
チ
ー
フ
を
採
り
上
げ
て
い
る
が
、「
御

蔵
や
し
き
」
の
場
面
は
「
な
ま
こ
壁
」
だ
。

船
場
の
大
坂
町
人
た
ち
も
、
土
佐
堀
川
の

向
こ
う
に
並
ん
だ
「
な
ま
こ
壁
」
を
眺
め

て
中
之
島
を
実
感
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

（
髙
島
）

Ａ
．中
之
島
に
は

１
０
０
近
く
あ
り
ま
し
た
。

Ａ
．こ
ん
な
建
物
が

建
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。

Ａ
．実
は
日
本
全
国
に

あ
り
ま
し
た
。

Ａ
．建
物
は
け
っ
こ
う

最
近
ま
で
あ
っ
た
ん
で
す
。

「なまこ壁」の名は、盛り上がった漆喰
が海の動物「なまこ」を思わせることに
よる。所蔵／関西大学総合図書館

Ｑ
．何
軒
ぐ
ら
い

あ
っ
た
の
で
す
か
?朝

日
新
聞
社

東
神
倉
庫（
旧
秋
月
藩
の
蔵
屋
敷
）

朝
日
会
館

堂
島
川
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「
芸

州
大

坂
御

屋
敷

全
図

」
（

佐
古

慶
三

教
授

収
集

文
書

･
大

阪
商

業
大

学
商

業
史

博
物

館
所

蔵
）

　
広

島
藩

の
大

坂
蔵

屋
敷

は
、

現
在

の
市

立
科

学
館

の
北

側
（

市
立

近
代

美
術

館
建

設
予

定
地

）
に

位
置

し
、

元
和

６
年

（
1620）

に
竣

工
し

た
。

そ
の

構
造

に
つ

い
て

は
、「

大
坂

中
ノ

島
御

屋
敷

絵
図

」（
浅

野
文

庫
本

絵
図

）
と

、「
芸

州
大

坂
御

屋
敷

全
図

」
の

２
枚

の
絵

図
が

伝
わ

っ
て

お
り

、
ま

た
発

掘
調

査
報

告
書

も
出

て
い

る
の

で
全

貌
を

知
る

こ
と

が
で

き
る

。「
大

坂
中

ノ
島

御
屋

敷
絵

図
」

に
は

南
北

88間
余

（
約

160ｍ
）、

東
西

48間
（

約
87ｍ

）
と

記
さ

れ
て

お
り

、
42

万
石

余
の

大
藩

に
ふ

さ
わ

し
い

敷
地

だ
っ

た
。

「
表
玄
関
」は
ど
ち
ら
か

?
　

今
回

紹
介

す
る

「
芸

州
大

坂
御

屋
敷

全
図

」
は

、
蔵

屋
敷

の
内

部
を

描
い

た
図

と
し

て
は

と
て

も
情

報
量

が
豊

か
で

、
現

代
の

我
々

に
と

っ
て

は
あ

り
が

た
い

史
料

だ
。

そ
の

図
か

ら
ど

ん
な

こ
と

が
読

み
取

れ
る

だ
ろ

う
か

。
　

ま
ず

図
の

下
の

方
、敷

地
の

南
辺

の
門

に
「

表

御
門

」
と

記
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
正

面
に

見
え

る
「

御
玄

関
」

か
ら

屋
敷

内
に

入
れ

ば
、

屋
敷

の
中

心
部

に
あ

る
「

御
書

院
」

へ
と

続
い

て
い

く
。

こ
こ

ま
で

で
述

べ
て

き
た

よ
う

に
、

蔵
屋

敷
と

は
言

え
、

藩
主

を
迎

え
る

藩
邸

で
あ

る
こ

と
が

明
ら

か
な

構
造

に
な

っ
て

い
る

。

敷
地
内
に
築
か
れ
た「
船 ふ

な
い

り

入
」。

　
そ

の
屋

敷
の

西
側

・
北

側
に

オ
レ

ン
ジ

色
で

塗
ら

れ
た

９
棟

の
「

御
米

蔵
」

が
並

ぶ
。

そ
し

て
注

目
さ

れ
る

の
は

、
屋

敷
北

側
の

堂
島

川
か

ら
敷

地
内

に
水

を
引

き
込

む
「

御
船

入
」

だ
ろ

う
（「

大
坂

中
ノ

島
御

屋
敷

絵
図

」
で

は
「

内
堀

」
と

書
か

れ
る

）。
言

う
ま

で
も

な
く

、
船

の
ま

ま
に

敷
地

内
に

入
り

、
物

資
の

揚
げ

下
ろ

し
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

の
工

夫
だ

。
現

在
、

同
種

の
船

入
は

、
熊

本
藩

・
徳

島
藩

・
高

松
藩

・
久

留
米

藩
・

鳥
取

藩
・

佐
賀

藩
な

ど
10藩

程
度

の
大

藩
の

蔵
屋

敷
に

お
い

て
確

認
さ

れ
て

い
る

。
　

船
入

へ
の

水
路

に
は

「
船

入
橋

」
が

架
か

っ
て

い
た

か
ら

（
個

々
に

は
徳

島
橋

・
高

松
橋

な
ど

と
呼

ば
れ

た
）、

堂
島

川
・

土
佐

堀
川

付
近

を
航

行
す

れ
ば

、
ま

た
川

岸
を

行
き

来
す

れ
ば

、
船

入
橋

に
よ

っ
て

そ
こ

が
船

入
を

持
つ

大
藩

の
蔵

屋
敷

で
あ

る
こ

と
が

知
れ

る
の

で
あ

っ
た

。

故
郷
を
思
う
神
社
も
あ
っ
た
。

　
そ

し
て

、
そ

の
船

入
の

北
側

に
鳥

居
が

描
か

れ
て

い
る

。
こ

こ
が

広
島

藩
の

蔵
屋

敷
で

あ
る

こ
と

を
思

い
出

し
て

み
て

ほ
し

い
。

そ
う

、
こ

れ
は

厳
島

神
社

だ
。

本
藩

を
遠

く
離

れ
た

藩
士

た
ち

は
、

船
入

の
南

側
か

ら
水

中
鳥

居
を

通
し

て
参

拝
し

な
が

ら
、

安
芸

の
宮

島
を

思
い

浮
か

べ
た

に
違

い
な

い
。

4
. 屋

敷
の

中
央

部
に

あ
る

書
院

。表
門

か
ら

入
り

、玄
関

を
通

っ
て

着
く

の
は

こ
こ

。あ
く

ま
で

倉
庫

機
能

を
ふ

ん
だ

ん
に

有
し

た
藩

邸
で

あ
る

こ
と

が
わ

か
る

。

3
. 米

を
収

め
る

蔵
。広

島
藩

屋
敷

の
敷

地
内

に
は

１
番

か
ら

25番
ま

で
の

蔵
が

あ
っ

た
。

そ
の

他
、「

御
鉄

蔵
」な

ど
が

あ
っ

た
こ

と
も

描
か

れ
て

い
る

。

1
. 船

入
の

入
口

に
あ

た
る

。土
佐

堀
川

に
面

し
て

お
り

、船
が

出
入

り
す

る
こ

と
が

で
き

た
。こ

こ
に

か
か

っ
て

い
る

の
が

船
入

橋
で

、
大

藩
の

象
徴

で
も

あ
っ

た
。

2
. 水

の
中

に
建

つ
鳥

居
の

姿
は

ま
さし

く
安

芸
の

宮
島

の
そ

れ
。後

ろ
に

は
確

か
に「

嚴
嶋

社
」の

文
字

が
書

か
れ

て
い

る
。

蔵
屋
敷
の
内
部
は
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
し
づ
ら
い
が
、百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
。

内
部
を
詳
し
く
描
い
た
絵
図
か
ら
、そ
の
様
子
を
垣
間
見
て
み
よ
う
。

文
／髙

島
幸

次

1

2

3

4

広
島
藩「
芸
州
大
坂
御
屋
敷
全
図

」を
見
る
。
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◎
平
成
10
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
都
市
大
阪
創
生
研
究
会
は
、行
政
と
民
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
新
し
い
時
代
に
向
け
て

の
都
市
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
す
る
た
め
、大
阪
の
未
来
と
そ
こ
へ
至
る
べ
き
道
を
考
え
る
場
と
し
て
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

都
市
大
阪
創
生
研
究
会
で
は
昨
年
度
の
活
動
と
し
て
、大
阪
と
海
の
関
係
を
み
つ
め
な
お
し
、

生
活
や
産
業
の
な
か
で
の
水
都
大
阪
を
探
検
し
て
き
ま
し
た
。

あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
け
ど
大
阪
は
や
っ
ぱ
り
海
の
街
な
の
で
す
。

だ
か
ら
デ
ィ
ー
プ
な
海
の
物
語
が
た
く
さ
ん
こ
ろ
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
な
か
か
ら
と
っ
て
お
き
の「
海
の
大
阪
」を
、全
6
回
で
お
伝
え
し
ま
す
。

参
加
費
は
無
料
。多
数
の
参
加
、お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◎今後のスケジュール
第6回　2013年2/8（金）

「あなたにも関係ある貿易の今」 
「港に住むということ」 高見（ＩＡＯプランニング＆デザイン）
「港的風景をゆく（6）咲洲─港湾風景の現在形」 山納（大阪ガス）
※上記は現在の予定です。日程は変更しませんが、内容は、講座の進展によって変更する可能性があります。

◎今月の講座（テーマ・講師）

第5回 1/16（水）※講座内容は、月刊島民2月号に掲載予定です。

 「近代大阪の港と交通」
大西隆太（阪神電気鉄道）

大阪の近代化・産業化を支えた、
明治以後のダイナミックな港湾建設と、鉄道の敷設。
その関係、栄枯盛衰をたどります。

 「船長から見た大阪港と川」
中野弘巳（御舟かもめ）

川と海はどう違う？川を行き来する小型船の船長にとって、
大阪港はとてつもなく大きい海。
船長が海を語ります。

 「港的風景をゆく（5）北加賀屋
─産業化遺産とクリエイティブ・ビレッジ」

山納洋（大阪ガス）

かつて造船と木材の町として栄えた北加賀屋は今、
アーティストやクリエイターが集う
クリエイティブ・ビレッジとして生まれ変わりつつあります。

水都って、川沿いにおしゃれなカフェがあるだけの都市のことでしょうか?
もちろん水辺の快適な空間は大切ですが、
水都っていうのは生活や産業が海や川と密接につながった都市のこと。
そして大阪はもともと海辺の街として発展してきた都市、
そして実際の大阪は今でもちゃんと海の都市なのです。
水都大阪という言葉が定着してきつつあるなかで、
川だけではない、海の大阪を通して水都の本質に迫ります。

連
続
講
座「
海
の
大
阪
」

なぜいま「海の大阪」なのか。

◎概要
時間／7：00PM～8:30PM　
会場／淀屋橋odona2階「アイ・スポット」大阪市中央区今橋4-1-1
受講料／無料　
定員／30名（当日先着順）
主催／都市大阪創生研究会ワーキンググループ　
協力／ナカノシマ大学事務局　　
お問い合わせ／☎06-6949-1911（事務局）

岡田米山人「高士山水図」（個人蔵）
　藤堂藩での仕事を終えた後、米山人の画業はますます進み、人物山水
ともに特異な境地に達した。本図は、米山人作品の中でも屈指の密画山
水であり、その大きさ、書き込みともに申し分のない大作である。山深い麓
に高士の姿が確認できるが、画中の彼らになりきって、しばし雲中の高山
に文人精神の境地を愉しみたいものだ。

左／高松藩屋敷の神社に始まった朝日稲荷大明神は、竣工したばかり
の中之島フェスティバルタワーに遷座。素晴らしい伝統。　右／中之島
センタービル内の植え込みの奥にたたずむ玉吉稲荷。

蔵
屋
敷
の「
n
o
t
常
識
」。

ぜ
ん
ぜ
ん

知
ら
ん
か
っ
た
!

政
年
間
の
こ
と
、
伊

勢
津
藩
藤
堂
家
の
大

坂
蔵
屋
敷
留
守
居
下
役
に
米

屋
彦
兵
衛
が
採
用
さ
れ
た
。

本
国
回
漕
の
蔵
物
を
最
も
有

効
的
に
売
り
捌
く
た
め
に
力

量
あ
る
商
人
を
士
分
に
取
り

立
て
た
ら
ど
う
か
、
と
考
え

て
の
こ
と
。
か
く
し
て
米
穀

商
と
し
て
実
績
の
あ
っ
た
彦

兵
衛
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た

の
だ
っ
た
。

　

彦
兵
衛
は
曾
根
崎
新
地
近
く
で
米
屋
を
営

ん
だ
と
い
う
が
、
姓
は
岡
田
、
名
は
国
、
字

は
士
彦
、
号
を
米べ

い
さ
ん
じ
ん

山
人
ま
た
は
米
翁
と
い
い
、

戸
時
代
の
ほ
と
ん
ど
の
住
居
に
は

神
棚
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
蔵
屋

敷
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
異
な
る
の
は
、

住
居
内
の
神
棚
に
と
ど
ま
ら
ず
、
敷
地
内
に

神
さ
ま
を
祀
る
立
派
な
建
物
を
建
て
て
い
る

例
が
少
な
く
な
い
こ
と
だ
。

　

先
ほ
ど
見
た
広
島
藩
蔵
屋
敷
の
厳
島
神
社
、

高
松
藩
蔵
屋
敷
の
金
刀
比
羅
宮
な
ど
の
よ
う

に
、
そ
の
多
く
は
本
藩
の
神
社
か
ら
勧
請
さ

れ
て
い
た
。
熊
本
藩
蔵
屋
敷
に
あ
っ
た
「
清せ

い

正し
ょ

公こ

」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
藩
祖
・
加
藤

寛
政
2
年
（
１
７
９
０
）
の
『
浪
華
郷
友
録
』

に
は
「
聞
人
」
と
「
画
家
」
の
項
目
で
紹
介

さ
れ
る
有
名
人
で
あ
っ
た
。
聞
人
と
は
文
人

で
も
あ
り
、
世
に
聞
こ
え
た
人
と
い
う
意
味

も
あ
っ
た
ろ
う
。

　

現
在
、
岡
田
米
山
人
は
近
世
大
坂
を
代
表

す
る
文
人
画
家
と
し
て
有
名
だ
が
、
や
は
り

酒
造
家
の
木
村
蒹
葭
堂
と
共
に
生
業
を
も
っ

た
大
坂
文
人
の
代
表
格
で
も
あ
っ
た
。
博
物

学
者
で
知
ら
れ
た
蒹
葭
堂
は
、
各
藩
特
産
物

の
紹
介
斡
旋
（『
蒹
葭
堂
日
記
』）
に
も
尽
力

す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
、
文
人

画
家
と
し
て
も
知
ら
れ
た
米
山
人
と
と
も
に

大
坂
の
蔵
屋
敷
は
思
わ
ぬ
人
々
が
交
錯
す
る

文
化
サ
ロ
ン
で
も
あ
っ
た
。（
明
尾
）

清
正
で
あ
る
が
、
今
も
熊
本
城
内
に
鎮
座
す

る
「
加
藤
神
社
」
が
本
社
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
大
坂
市
中
で
最
も
多
様
な
神
格
が
集

中
し
た
の
が
中
之
島
だ
っ
た
。

　

そ
の
神
祠
で
は
、
本
社
と
同
様
に
祭
日
が

あ
り
、
一
般
の
町
人
も
参
拝
を
許
さ
れ
た
と

い
う
。
街
路
に
は
露
天
商
が
並
び
、
花
火
を

打
ち
上
げ
る
こ
と
も
あ
り
、
市
中
の
祭
礼
と

変
わ
ら
な
い
に
ぎ
わ
い
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

明
治
初
年
の
蔵
屋
敷
廃
止
に
伴
い
、
そ
れ
ら

は
本
社
に
遷
さ
れ
る
か
、
廃
社
に
な
る
か
、

あ
る
い
は
市
中
に
残
さ
れ
た
。

　

例
え
ば
、
先
の
金
刀
比
羅
宮
は
露
天
神
社

（
お
初
天
神
）
の
境
内
社
と
し
て
今
も
祀
ら

れ
て
い
る
。
朝
日
新
聞
ビ
ル
屋
上
に
あ
っ
た

朝
日
稲
荷
大
明
神
は
も
と
は
宇
和
島
藩
蔵
屋

敷
に
祀
ら
れ
て
い
た
和
霊
社
だ
っ
た
。
大
阪

市
立
中
央
図
書
館
の
西
隣
の
土
佐
稲
荷
神
社

は
土
佐
藩
蔵
屋
敷
の
屋
敷
神
、
中
之
島
セ
ン

タ
ー
ビ
ル
の
庭
内
に
あ
る
玉
吉
稲
荷
は
小
倉

藩
蔵
屋
敷
の
屋
敷
神
だ
っ
た
と
い
う
具
合
だ
。

　

こ
れ
ら
の
他
に
も
い
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な

い
元
蔵
屋
敷
の
屋
敷
神
が
ひ
っ
そ
り
と
祀
ら

れ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。
い
っ
そ
の
こ
と

島
民
フ
ァ
ン
で
捜
索
隊
を
募
っ
て
み
よ
う
か

し
ら
ん
。（
髙
島
）

お
祭
り
の
日
に
は
、

 「
一般
開
放
」さ
れ
て
い
た
。

趣
味
人
の
集
う

 「
文
化
サ
ロ
ン
」で
も
あ
っ
た
。

 

江

 

寛

上
級
ト
リ
ビ
ア
編

8
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「
水
の
都
お
お
さ
か
」
は
、
水
に
囲
ま
れ
、

水
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

琵
琶
湖
を
は
じ
め
と
す
る
北
近
畿
地
域
の
水

が
、
大
阪
湾
に
流
れ
出
る
、
水
が
溢
れ
る
ば

か
り
の
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
大
阪
が
生
ま
れ

た
。
堤
を
造
り
水
の
流
れ
を
制
御
し
、
堀
を

掘
り
水
を
吐
き
出
し
、
そ
う
し
て
生
ま
れ
た

土
地
に
大
阪
の
町
が
造
ら
れ
た
。

　

大
き
な
河
川
の
下
流
部
で
は
、
上
流
か
ら

運
ば
れ
た
土
砂
が
堆
積
し
、
浅
瀬
や
洲
を
つ

く
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
埋
ま
っ
て
し
ま
っ

た
港
も
各
地
に
み
ら
れ
る
。
大
阪
で
は
こ
う

し
た
川
の
堆
積
作
用
を
逆
手
に
と
っ
て
埋
め

立
て
地
が
造
成
さ
れ
た
。

　

本
格
的
な
埋
め
立
て
は
、
17
世
紀
の
は
じ

め
に
新
田
開
発
と
い
う
形
で
は
じ
ま
っ
た
。

埋
め
立
て
は
そ
の
後
２
５
０
年
か
け
て
行
わ

れ
、
現
在
の
大
阪
市
域
の
25
パ
ー
セ
ン
ト
を

占
め
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
埋
め
立

て
ら
れ
た
新
田
は
、
明
治
に
な
っ
て
土
地
会

社
の
所
有
す
る
土
地
と
な
り
、
こ
の
土
地
会

社
に
よ
っ
て
都
市
化
が
行
わ
れ
た
。

　

秀
吉
が
開
発
に
着
手
し
た
大
阪
は
、
徳
川

の
手
に
よ
っ
て
さ
ら
に
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
の
初
め
の
頃
の
大
阪
の
海
辺
は
ど

の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
知
る
資
料
が
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
が
、

旧
篠
山
藩
青
山
家
の
資
料
が
発
見
さ
れ
、
こ

れ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
。

　

大
阪
に
と
っ
て
水
の
流
れ
の
制
御
、

つ
ま
り
治
水
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。

大
和
川
の
付
替
え
が
そ
の
一
番
の
事
業

と
い
え
よ
う
。

　

そ
う
し
た
治
水
事
業
の
な
か
で
、
河

村
瑞
賢
の
安
治
川
開
削
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
事
業
は
、
20
日
間
ほ
ど

で
完
成
し
た
と
い
う
超
ス
ピ
ー
ド
の
事

業
で
あ
っ
た
。

　

水
の
溢
れ
る
大
阪
、
そ
こ
で
は
釣
り

や
漁
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

水
辺
の
豊
富
な
環
境
か
ら
考
え
る
と
釣
り
は

良
く
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
江
戸

に
比
べ
て
み
る
と
、
絵
図
に
描
か
れ
た
も
の

や
随
筆
に
書
か
れ
た
も
の
が
意
外
に
少
な
い
。

釣
り
が
文
化
と
し
て
定
着
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
漁
業
を
行
っ
て
い
た
村
と
し

て
は
、
佃
村
、
大
和
田
村
、
大
野
村
、
福
村
、

野
田
村
、
九
條
村
、
難
波
村
が
あ
っ
た
。
佃

村
は
江
戸
の
佃
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
り
、
そ

の
名
を
ご
存
知
の
人
も
多
い
と
思
う
。

　

新
田
の
開
発
地
で
は
、
地
先
に
葭
を
植
え

付
け
根
杭
を
打
ち
、
土
砂
を
堆
積
さ
せ
て
海

を
浅
く
し
て
行
く
方
法
が
と
ら
れ
た
。
こ
の

地
先
の
葭
の
根
や
杭
の
付
近
は
、
魚
の
陰
れ

場
所
と
な
り
恰
好
の
好
漁
場
で
あ
っ
た
。
こ

の
地
域
の
漁
法
を
描
い
た
絵
巻
（
右
図
）
が
、

明
治
16
年
（
１
８
８
３
）
に
開
催
さ
れ
た
第

1
回
水
産
博
覧
会
に
出
展
さ
れ
て
い
る
。

埋
め
立
て
の
進
展
と
そ
の
環
境

水
の
な
か
か
ら

生
ま
れ
た
大
阪
。

現
在
の
大
阪
市
域
の

25
%
が
埋
立
地
。

河
村
瑞
賢
の

安
治
川
開
削
。

大
阪
の
漁
村
と

海
辺
の
漁
業
。
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臨海部埋立の系譜（玉置豊次郎「大阪建設史夜話」
大阪都市協会、1980年作成）

あ
り
、
つ
る
つ
る
し
た
う
ど
ん
を
作
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
小
麦
粉
（
う
ど
ん
粉
）
で
あ

る
が
、
う
ど
ん
に
適
さ
な
い
の
で
あ
る
。
輸

入
小
麦
を
メ
リ
ケ
ン
粉
と
言
う
の
は
、
ア
メ

リ
カ
人
の
発
音
す
る
ア
メ
リ
カ
ン
を
模
し
た

か
ら
だ
が
、
そ
こ
に
は
大
い
な
る
違
和
感
も

表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

し
か
し
こ
ん
な
メ
リ
ケ
ン
粉
で
も
、
他
の

材
料
と
混
ぜ
て
作
る
お
好
み
焼
き
な
ら
、
工

夫
次
第
で
お
い
し
く
で
き
る
。
山
芋
な
ど
を

入
れ
、
粉
自
体
の
基
本
的
な
特
性
を
変
え
る

こ
と
さ
え
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
、
大
正
11
年
（
１
９
２
２
）
か
ら

昭
和
20
年
（
１
９
４
５
）
ま
で
、
大
阪
と
済

州
島
に
は
定
期
航
路
が
あ
っ
た
。
す
で
に
下

関
と
釜
山
を
結
ぶ
航
路
も
あ
り
、
結
果
、
多

く
の
韓
国
の
人
々
が
大
阪
へ
や
っ
て
来
る
。

現
在
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
数
は
、
大
阪

府
が
12
万
人
超
と
、
国
内
で
ト
ッ
プ
。
人
口

の
１
％
を
軽
く
超
え
て
お
り
、
大
阪
は
最
も

韓
国
に
開
か
れ
た
港
湾
都
市
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　

政
治
的
な
ア
レ
コ
レ
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
庶
民
は
飢
え
の
中
、
今
あ
る
も
の
を

美
味
し
く
食
べ
る
た
め
、
韓
国
の
文
化
を
柔

軟
に
受
け
入
れ
た
と
考
え
た
い
。「
お
い
し

か
っ
た
ら
エ
エ
や
ん
！
」は
、太
古
か
ら
延
々

と
続
く
大
阪
の
遺
伝
子
で
あ
る
。
チ
ヂ
ミ
な

ど
の
韓
国
の
粉
食
の
知
識
が
、
大
阪
の
粉
も

ん
の
素
地
の
一
つ
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と

は
、
む
し
ろ
普
通
で
あ
ろ
う
。

　

阪
神
名
物
で
あ
り
大
阪
名
物
で
あ
る
「
い

か
焼
き
」。
そ
の
味
は
絶
品
！　

と
い
う
よ

り
は
シ
ン
プ
ル
～
な
も
の
。
し
か
し
時
々
た

ま
ら
な
く
食
べ
た
く
な
る
。
い
か
焼
き
と
チ

ヂ
ミ
に
共
通
す
る
の
は
、
も
っ
ち
り
し
た
食

感
と
味
の
シ
ン
プ
ル
感
。偶
然
に
似
た
と
考

え
る
よ
り
、
共
通
の
遺
伝
子
を
持
つ
異
母
兄

弟
と
考
え
る
方
が
腑
に
落
ち
る
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
で
は
、
お
好
み
焼
き
は
何
の
兄
弟
な

の
だ
ろ
う
か
。
チ
ヂ
ミ
と
は
違
い
、
山
芋
を

入
れ
て
ふ
ん
わ
り
サ
ク
サ
ク
さ
せ
る
食
感
は

一
体
ど
こ
か
ら
…
？　

漠
然
と
し
た
疑
問
を

抱
え
な
が
ら
過
日
、
ソ
ウ
ル
の
露
店
を
訪
れ

た
。
そ
こ
で
食
べ
た
緑
豆
か
ら
作
っ
た
お
好

み
焼
き
「
ピ
ン
デ
ト
ッ
ク
」。
貧
者
の
餅
と

い
う
意
味
に
反
し
、
そ
の
食
感
は
、
ふ
ん
わ

り
サ
ク
サ
ク
。
ま
さ
に
お
好
み
焼
き
の
持
つ
、

あ
の
豊
か
な
食
感
で
あ
っ
た
。
港
湾
都
市
大

阪
、
万
歳
！

　

戦
後
す
ぐ
、
日
本
中
が
飢
え
て
い
た
頃
、

緊
急
援
助
物
資
と
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
小
麦

が
輸
入
さ
れ
た
。
人
道
的
援
助
の
機
会
を
利

用
し
、
日
本
人
に
パ
ン
の
味
を
覚
え
さ
せ
、

将
来
の
食
料
輸
出
に
繋
げ
る
と
い
う
ア
メ
リ

カ
の
し
た
た
か
な
戦
略
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
も
稲
の
裏
作
と
し
て
小
麦
は
つ

く
ら
れ
、
う
ど
ん
な
ど
の
麺
が
食
べ
ら
れ
て

い
た
。
そ
れ
は
国
内
小
麦
が
う
ど
ん
に
適
し

た
中
力
粉
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

輸
入
小
麦
は
グ
ル
テ
ン
質
が
多
い
強
力
粉
で

う
ど
ん
粉
で
は
な
く
、

「
メ
リ
ケ
ン
粉
」。

港
湾
が
作
っ
た
韓
国
と

大
阪
の
深
い
関
係
。

チ
ヂ
ミ
は
い
か
焼
き
に
。

お
好
み
焼
き
は
?

お
好
み
焼
き
は
港
が
作
っ
た
？
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広蔵市場（カンザンシジャン）の屋台のピンデトック。おばちゃんの左に緑
豆を挽く石臼、右に混ぜた種。

大阪・鶴橋
こちらはすっかりコリアンタウンとして有名になった鶴橋。キムチを売る店
の店先にもチヂミがある。

大阪と済州島を結んでいた貨客船「第二君が代丸」（Wikipediaより）。
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ら
れ
て
い
る
。
江
戸
初
期
に
は

伝
法
船
が
造
ら
れ
、
伊
丹
の
酒

を
江
戸
に
送
る
商
売
が
始
ま
り
、

寛
文
期
に
は
酒
の
他
に
酢
・
醤

油
・
塗
り
物
・
紙
・
木
綿
・
金

物
・
畳
表
な
ど
が
出
荷
さ
れ
て

い
た
。
西
念
寺
あ
た
り
に
は
芝

居
小
屋
、
茶
屋
、
料
亭
が
建
ち
、

伝
法
村
産
の
酒
・
油
・
こ
ぼ
れ

梅
な
ど
を
売
る
み
や
げ
物
屋
が

軒
を
並
べ
、
他
に
立
場
（
た
て

ば
）・
風
呂
屋
・
茶
店
・
男
女

髪
結
所
が
あ
り
、
伝
法
川
沿
い

に
は
船
大
工
所
、
船
具
店
な
ど

が
軒
を
連
ね
て
い
た
と
い
う
。

　

界
隈
の
風
景
を
大
き
く
変
え
た
の
は
、
新

淀
川
開
削
で
あ
る
。
明
治
18
年（
１
８
８
５
）

の
淀
川
大
洪
水
を
期
に
淀
川
改
修
が
進
め
ら

れ
た
が
、
新
川
開
削
に
よ
り
、
北
伝
法
村
に

あ
っ
た
申さ

る

村む
ら

は
、
そ
の
9
割
が
川
底
に
沈
ん

で
い
る
。
家
屋
敷
や
田
畑
を
買
い
上
げ
ら
れ

た
人
々
の
多
く
は
村
を
離
れ
た
。

　

明
治
42
年
（
１
９
０
９
）
に
申
村
で
生
ま

れ
た
勝
安
男
氏
は
、
両
親
や
祖
父
母
か
ら
聞

い
た
話
を
ま
と
め
た
著
書
『
伝
法
の
か
た
り

かつての面影は少ない伝法漁港。

べ
』
の
中
で
、
そ
の
様
子
を
「
長
年
住
み
慣

れ
た
申
村
か
ら
出
て
行
く
者
の
後
ろ
姿
は
余

り
に
も
哀
れ
に
見
え
、
と
め
ど
な
く
流
れ
出

る
涙
で
見
る
に
忍
び
な
か
っ
た
」
と
伝
え
て

い
る
。
地
元
産
業
で
あ
っ
た
酒
造
業
、
油
絞

め
稼
業
も
ほ
と
ん
ど
が
廃
業
し
、
伝
法
港
の

廻
船
問
屋
も
廃
れ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
31
年
（
１
９
５
６
）
に
伝

法
川
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
ワ
イ
ン
ボ
ト
ル
の

船
だ
ま
り
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
。
物
流
港

と
し
て
の
殷
賑
は
今
は
な
く
、
漁
港
と
し
て

の
落
ち
着
い
た
佇
ま
い
を
見
せ
て
い
る
。

に
、
素
晴
ら
し
く
工
業
の
興
っ
た
為
其
処
へ

供
給
す
る
物
資
は
、
安
治
川
を
下
っ
て
築
港

沖
を
遠
廻
り
す
る
の
不
便
を
避
け
、
伝
法
川

へ
抜
け
其
処
の
閘
門
を
通
っ
て
、
新
淀
川
へ

出
る
と
言
う
近
道
を
執
る
か
ら
で
あ
る
。」

　

小
は
肥
舟
か
ら
大
は
石
炭
船
ま
で
、
毎
日

５
０
０
～
６
０
０
艘
が
行
き
交
っ
た
と
い
う
。

　

淀
川
河
口
の
デ
ル
タ
地
帯
に
あ
っ
た
伝
法

の
地
は
、
早
く
か
ら
漁
村
と
し
て
開
け
、
ま

た
仏
典
が
初
め
て
伝
え
ら
れ
た
地
と
し
て
知

　

伝
法
５
丁
目
に
は
、
ワ
イ
ン
ボ
ト
ル
の
形

を
し
た
船
だ
ま
り
が
あ
る
。
栓
の
部
分
に
は

新
淀
川
に
接
す
る
閘
門
が
あ
り
、
ボ
ト
ル
の

中
に
は
漁
船
や
作
業
船
、
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー

ト
が
ひ
し
め
き
合
う
よ
う
に
浮
か
ん
で
い
る
。

一
角
に
は
大
阪
市
漁
協
の
此
花
支
部
が
置
か

れ
、
シ
ラ
ス
、
イ
カ
ナ
ゴ
、
ス
ズ
キ
、
ボ
ラ
、

ア
ジ
、
シ
ジ
ミ
な
ど
、
汽
水
域
に
生
息
す
る

魚
介
類
を
水
揚
げ
し
て
い
る
。
す
ぐ
近
く
に

は
［
克
政
］
と
い
う
ふ
ぐ
料
理
屋
が
あ
り
、

日
本
海
の
低
温
で
育
っ
た
良
質
の
若
狭
産
ト

ラ
フ
グ
や
、
国
産
の
ハ
モ
を
扱
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
伝
法
は
か
つ
て
は
物
流

港
と
し
て
栄
え
て
い
た
地
で
あ
る
。
ボ
ト
ル

の
底
の
部
分
は
か
つ
て
、
伝
法
川
、
正
連
寺

川
、
六
軒
家
川
、
そ
し
て
安
治
川
と
繋
が
っ

て
い
た
。

　

大
正
6
年
（
１
９
１
７
）
9
月
の
大
阪
朝

日
新
聞
に
、
こ
ん
な
記
事
が
出
て
い
る
。

　
「
昔
船
の
出
入
を
安
治
川
に
奪
わ
れ
た
伝

法
川
は
、
今
や

安
治
川
へ
往
来

す
る
無
数
の
船

で
大
賑
い
だ
。

そ
れ
は
尼
崎
や

神
崎
川
の
沿
線

港
的
風
景
を
ゆ
く（
4
） 

伝
法（
大
阪
市
此
花
区
）│
消
失
景
と
し
て
の
港

漁
港
と
し
て
の
伝
法
の
歴
史
。

新
淀
川
の
開
削
に
よ
っ
て

大
き
く
変
わ
っ
た
風
景
。

12
／
26 

第
4
回
講
座
を
ふ
り
返
っ
て

21世紀の
懐徳堂

プロジェクト

「ちゃんとした店」とは何か？
店も情報も飽和状態の今、街で過ごす面白さ・しんどさを、
関西雑誌メディアの開拓者たちに聞く。

日時／2013年2月21日（木） 
　　　7:00PM～8:30PM頃（開場6:30PM～）
会場／キング・オブ・キングス
受講料／2,000円（１ドリンク＋１フード付き）
定員／80名
主催／ナカノシマ大学事務局
協力／ミシマ社

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2月講座」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。

「ちゃんとした店ってなんや？会議」

　街で飲んだり食べたりしたい時、ネッ
トや雑誌で店を探すのは当たり前。だが、
店もメディアも膨大に数が増えた今や、
最新情報を追いかけ続けるのはちょっと
食傷気味。考えてみれば、何かを見て消
費情報を得るという行為も、ついここ
30年ほどの間に生まれてきたものだ。
　そんな中、昨年末に発売された本誌編
集発行人・江弘毅の最新刊『飲み食い世
界一の大阪～そして神戸。なのにあなた
は京都へゆくの～』（ミシマ社）は、こ
れまでの著作とも、長く編集長を務めた

『Meets Regional』とも全く異なる作風。
身体性溢れる文体には、今まさに街にい
るかのようなライブ感がたっぷり。また、

「おでんにちくわぶなんか要らん」「京都
のハモの何が旨いねん？」など、ツイッ
ターで炎上したテーマをはじめ、街を見
つめ続けてきた著者ならではの視点も。
　今回のナカノシマ大学は、新境地とも
言える本を出版した江弘毅と、その〝盟
友〟である元『Hanako WEST』編集長
の吉村司氏、元『関西ぴあ』編集長の石
原卓氏の２人をお招きして、「ちゃんと
した店とは？」について語っていただく。
関西の雑誌メディアを築き上げた３人は、
ライバルであると同時に、思想や視点に
は共通する部分も多いとのこと。雑誌編
集長から次のステージへと進んだが、そ
れぞれのやり方で街と関わり続ける３人

は、どんな店を「ちゃんとしている」と
捉え、伝えてきたのか？　うまいもん好
きも活字好きも、メディア関係者も出版
業界志望の学生諸君も必見だ！

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

街を、店を
どう書くのか？

ライバル誌の編集長同士という間柄ではあったが、
実は長年の友人でもある３人。３人で編集・執筆した

『大阪人』増刊「ちゃんとした大阪うまいもんの店」は、
雑誌が売れないと言われる中、早々に完売を記録。

会場はレトロフューチャーな
インテリアで有名なあの店！

江弘毅、待望の新刊。

山
納 

洋

 （
大
阪
ガ
ス
）

伝法川の跡は石碑として残る。

　今回の会場は、大阪駅前第１ビル地下１階の喫茶
＆バー［キング・オブ・キングス］。懐かしいようでいて未
来的な感覚もたっぷりの内装で、レトロ喫茶好きには
おなじみの名店。１ドリンク＆フード付きのスペシャル
サービス。

◎今月の授業

 【街とメディア】
　単なる店情報やグルメ的
分析ではなく、店で飲み食べ
することの楽しさ・難しさを、街
で過ごす者としてのリアルで
まっとうな視点で語る。ウェブ
での連載に加え、この本だけ
で読める人類学者・中沢新
一氏との対談も収録。

←
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川
の
冬
景
色
。

か
も
め
船
長
の

水
辺
航
海
日
誌

 

一月
○
×
日

中
之
島
の
ユ
リ
カ
モ
メ
。

　

何
度
見
て
も
、
ユ
リ
カ
モ
メ
は
水
辺
に
映
え
る
鳥
だ
と

思
う
。
船
長
業
を
は
じ
め
て
４
年
、
都
心
の
水
辺
暮
ら
し

は
10
年
ほ
ど
に
な
る
の
で
、
冬
の
景
色
と
い
え
ば
彼
ら
の

姿
が
思
い
浮
か
ぶ
。
時
折
、
難
波
橋
の
石
塔
の
て
っ
ぺ
ん

で
羽
を
休
め
る
姿
を
見
か
け
る
が
、「
水
兵
さ
ん
」
に
例

え
た
あ
の
童
謡
は
上

手
い
こ
と
言
っ
た
も

の
で
、
中
之
島
を
見

下
ろ
す
姿
は
何
だ
か

誇
ら
し
げ
で
も
あ
る
。

あ
る
い
は
、
越
冬
の

た
め
に
北
の
大
陸
か

ら
渡
っ
て
く
る
の
だ

か
ら
、
バ
カ
ン
ス
に

訪
れ
た
南
の
国
を
感

慨
深
く
眺
め
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

寒
さ
へ
の
小
さ
な
抵
抗
。

　

そ
ん
な
カ
モ
メ
た
ち
を
眺
め
な
が
ら
、
船
上
の
私
は
肩

を
す
ぼ
め
る
。
残
念
な
が
ら
冬
の
寒
さ
は
ど
う
し
よ
う
も

な
い
。
そ
れ
で
も
海

外
な
ど
遠
方
か
ら
の

方
な
ど
、
少
な
か
ら

ず
お
客
様
が
乗
船
し

て
下
さ
る
。
ウ
ッ
ド

デ
ッ
キ
に
は
コ
タ
ツ

を
置
き
、
電
気
ケ
ト

ル
で
お
茶
や
コ
ー
ヒ

ー
を
入
れ
、
ひ
ざ
掛

け
を
用
意
し
て
、
非

力
な
が
ら
も
ア
レ
コ

レ
と
寒
さ
に
抗
お
う

と
工
夫
を
し
て
い
る
。
電
気
式
の
鍋
を
試
し
に
貸
し
出
し

て
み
た
こ
と
も
あ
る
。
船
上
で
の
お
で
ん
は
準
備
も
手
軽

で
上
々
だ
っ
た
よ
う
だ
（
船
に
は
揺
れ
が
あ
る
の
で
ダ
シ

の
量
に
は
要
注
意
！
）。
ぜ
ん
ざ
い
を
魔
法
瓶
に
入
れ
て

船
上
で
食
べ
た
こ
と
も
あ
る
（
こ
れ
は
自
分
用
）。
餅
以

上
に
小
豆
が
熱
を
蓄
え
て
い
て
身
体
を
温
め
て
く
れ
た
。

　

ち
な
み
に
、
船
上
で
は
火
気
が
使
い
に
く
い
の
で
電
力

が
必
要
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
け
っ
こ
う
厄
介
な
問
題

だ
っ
た
り
す
る
。
ど
こ
か
か
ら
電
線
を
引
っ
張
る
わ
け
に

も
い
か
な
い
の
で
自
前
で
発
電
を
す
る
の
だ
け
れ
ど
、
発

電
機
に
は
容
量
が
あ
り
、
負
担
を
か
け
れ
ば
騒
音
も
出
る
。

燃
料
も
食
う
（
当
然
、
小
売
し
て
く
れ
る
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ

ン
ド
に
船
は
着
け
ら
れ
な
い
！
）。
都
心
に
い
て
も
一
度

イ
ン
フ
ラ
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
、
色
々
や
や
こ
し
く
な

る
ん
だ
な
ぁ
と
体
感
さ
せ
ら
れ
る
。

冬
の
眺
め
。

　

真
冬
は
日
中
で
も
太
陽
の
高
度
が
低
い
の
で
、
横
か
ら

の
日
差
し
が
街
に
届
く
。
モ
デ
ル
さ
な
が
ら
に
正
面
か
ら

照
ら
さ
れ
た
ビ
ル
や
橋
、
高
架
道
路
が
い
い
味
を
出
し
て

く
れ
る
。
水
辺
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
４
階
に
あ
る
我
が
家
で

は
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
日
差
し
を
反
射
し
た
水
面
の
揺

ら
め
き
が
部
屋
の
奥
ま
で
入
り
込
ん
で
く
る
。
水
上
に
は

冬
鳥
が
浮
か
ん
で
い
る
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
ユ
リ
カ
モ
メ

や
マ
ガ
モ
た
ち
を
追
っ
た
り
追
わ
れ
た
り
し
な
が
ら
進
む

の
も
な
か
な
か
楽
し
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
雨
の
少
な
い
秋
か
ら
春
先
ま
で
は
「
渇
水

期
」
で
、
一
般
に
水
量
が
少
な
い
こ
と
か
ら
河
川
工
事
に

向
く
季
節
と
さ
れ
る
。
中
之
島
界
隈
の
水
量
差
は
ほ
と
ん

ど
な
い
も
の
の
、
工
事
関
係
の
船
の
往
来
は
目
立
っ
て
く

る
の
で
、
働
く
川
、
働
く
船
の
眺
め
が
お
好
み
の
方
に
は
、

そ
う
い
う
楽
し
み
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

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/

で
い
た
の
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
（
梵
語
）
の

研
究
。
日
本
で
は
近
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く

注
目
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
、
す
で
に
18
世
紀
に

は
理
解
し
、
書
を
残
す
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。

　

あ
ら
ゆ
る
学
問
を
修
め
た
慈
雲
は
、
や
が

て
い
く
つ
も
分
か
れ
た
宗
派
仏
教
の
あ
り
方

に
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
。
そ
こ
で
重
視
し
た

の
が
戒
律
だ
っ
た
。
そ
れ
も
釈
迦
の
時
代
の

戒
律
を
唱
え
、
規
範
を
統
一
し
て
本
来
の
寺

や
僧
の
あ
り
方
に
原
点
回
帰
し
よ
う
と
働
き

か
け
た
。
ま
と
う
べ
き
袈
裟
の
あ
り
よ
う
を

知
る
た
め
、
服
飾
の
研
究
ま
で
し
た
の
だ
か

ら
、
そ
の
知
識
欲
は
生
半
可
で
は
な
い
。

雲
と
い
う
僧
の
人
物
像
を
、
い
か
に

碑
へ
落
と
し
こ
む
か
が
課
題
で
し

た
」
と
、
特
別
に
碑
の
近
く
ま
で
案
内
し
て

く
れ
た
の
は
、
デ
ザ
イ
ン
制
作
を
手
が
け
た

後
藤
英
之
さ
ん
。
自
身
が
慈
雲
ゆ
か
り
の
法

楽
寺
の
檀
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
を

聞
い
た
こ
と
は
あ
っ
た
と
い
う
。
慈
雲
の
イ

メ
ー
ジ
を
つ
か
む
た
め
、
そ
の
生
涯
を
丹
念

に
調
べ
、
富
田
林
に
あ
る
寺
ま
で
墓
参
り
を

し
た
こ
と
も
。

　

そ
し
て
生
ま
れ
た
デ
ザ
イ
ン
は
、
慈
雲
が

著
し
た
『
十
善
法
語
』
を
思
わ
せ
る
十
層
に

積
ん
だ
石
柱
に
、
印
を
結
ぶ
手
の
形
を
組
み

合
わ
せ
た
も
の
。
さ
ら
に
、
能
書
家
で
も
あ

っ
た
慈
雲
の
書
「
道
在
近
」
を
彫
り
込
ん
だ
。

「
こ
の
道
」
と
名
付
け
ら
れ
た
碑
は
、
人
の

あ
る
べ
き
道
を
示
し
た
慈
雲
を
よ
く
表
し
て

い
る
。

　

後
世
に
は
「
小
釈
迦
」
と
も
呼
ば
れ
た
慈

雲
だ
が
、
今
や
ほ
と
ん
ど
知
る
人
は
い
な
い

だ
ろ
う
。
そ
の
顕
彰
碑
が
で
き
た
と
聞
い
て
、

ナ
カ
ノ
シ
マ
大
学
で
も
お
な
じ
み
の
釈
徹
宗

先
生
も
感
動
し
て
お
ら
れ
た
。

　
「
福
沢
諭
吉
と
並
ぶ
中
之
島
の
偉
人
で
あ

る
慈
雲
の
碑
が
で
き
た
の
は
、
今
の
時
代
に

と
て
も
結
構
な
こ
と
で
す
ね
。
彼
の
本
当
に

す
ご
い
と
こ
ろ
は
、
専
門
学
的
に
戒
律
を
説

き
つ
つ
、
そ
れ
を
日
常
に
反
映
し
て
生
活
し

て
み
よ
う
と
提
案
し
た
と
こ
ろ
。
蔵
屋
敷
で

生
ま
れ
て
徳
を
積
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、
町

民
に
も
尊
敬
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
。『
右
手

に
そ
ろ
ば
ん
、
左
手
に
十
善
法
語
』
と
い
う

言
葉
も
あ
り
、
お
金
を
扱
う
な
ら
日
常
の
倫

理
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
な
と
、
そ
の
心
が
け

は
大
坂
商
人
た
ち
の
目
指
す
と
こ
ろ
だ
っ
た

ん
で
す
」

　

碑
に
も
刻
ま
れ
た
「
道
在
近
」（
＝
道
は

近
き
に
あ
り
）
と
い
う
言
葉
は
、
身
近
な
日

常
の
中
に
こ
そ
、
よ
り
良
く
生
き
る
道
が
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
大
坂
町
人
た
ち
の
間

で
根
づ
い
て
い
た
精
神
が
、
よ
み
が
え
っ
た
。

ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
へ
の
道
す
が

ら
、
モ
デ
ル
ル
ー
ム
の
白
壁
の
向
こ

う
に
、
不
思
議
な
形
を
し
た
オ
ブ
ジ
ェ
を
見

つ
け
た
。
壁
の
説
明
書
き
に
は
「
慈じ

雲う
ん

尊
者

誕
生
碑
」。
鉄
格
子
越
し
に
見
れ
ば
、
傍
ら

の
石
碑
に
も
「
慈
雲
尊
者
生
誕
之
地
」
と
刻

ま
れ
て
い
る
。

　

実
は
こ
の
碑
、
昨
年
11
月
末
に
設
置
さ
れ

た
ば
か
り
。
中
之
島
が
生

ん
だ
偉
人
で
あ
る
慈
雲
尊

者
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る

こ
と
な
く
、
開
発
が
進
む

中
で
埋
も
れ
て
し
ま
う
と
、

顕
彰
会
に
よ
っ
て
建
立
さ

れ
た
。
京
阪
電
車
中
之
島

線
開
発
の
際
も
、
こ
の
地

は
避
け
て
工
事
を
行
っ
た
そ
う
。
そ
こ
ま
で

敬
わ
れ
る
慈
雲
尊
者
と
は
、
い
か
な
る
人
物

な
の
だ
ろ
う
か
。

　

慈
雲
は
享
保
３
年

（
１
７
１
８
）、
中
之
島

の
高
松
藩
蔵
屋
敷
で
生

ま
れ
た
。
真
言
宗
派
の

法
楽
寺
に
て
出
家
し
た

後
は
、
精
力
の
す
べ
て
を
学
術
に
注
ぎ
こ
む
。

仏
教
だ
け
で
な
く
、
儒
学
や
神
道
な
ど
分
け

隔
て
な
く
学
ん
で
い
た
が
、
特
に
打
ち
込
ん

取
材・文
／
江
口
由
夏（
本
誌
）

リ

慈

後藤さんは、北浜に店をかまえる老舗魚すき店［丸萬本家］の９代目に
して、現代美術作家としても活躍中。クリスタ長堀のレリーフや琵琶湖
記念公園のオブジェなど、関西のランドマークを多く生み出している。

知
ら
れ
ざ
る
高
僧
の

顕
彰
碑
が
で
き
て
い
た
。

島民Vol.54.indd   14-15 12/12/18   20:38



1617

ト
ウ
ミ
ン
月
報

37F
地上200mを誇る最上階にある
のは［ラ・フェット ひらまつ］。中之
島からの大パノラマ風景は、料理
とともに味わうことでいっそうとっ
ておき感が増す。

13F
フェスティバルタワーを支えるメガ
トラスを間近で見られるスカイロビ
ー。５月にはカフェ［Ciao］がオー
プン予定。コーヒーで一息つける
憩いの場になること間違いなし。

12F
タワー内の企業だけでなく一般の
人も歓迎してくれるリーズナブル
なカフェテリア［フェスティバルキ
ッチン］は、夜10時頃まで営業し
ているとのこと。

2F
前回もご紹介した［レストランアラスカ］ほか、お洒落をして訪れたい特
別感のあるたたずまい。その他、わいわいビールを楽しめそうな［フェステ
ィバール＆ビアホール］といったお店も。

1F
自転車のある豊かなライフスタイルを提案する［OVE］で、店内書架に

『大阪の神さん仏さん』を発見！　厳選されたインポート文房具の［デル
フォニックス］は、ゆったりした空間で見ているだけでも楽しい。

B1F　サンクンガーデン
コーヒー豆の品ぞろえが自慢のグローサリー［ジュピター］には試飲の
行列ができていた。帝塚山マダム御用達［ポアール・テアトル］の、タワ
ーが描かれたパッケージ入りプチシュークリームなどの限定品は、島外
のお得意様へのおもたせに重宝しそう。

B1F　地下街エリア
関西初出店の洋食［キッチンジロー］ほか、クィックサービスの飲食店
が忙しい島民たちの支持を得そう。中之島と名のつくメニューが多いの
が気になる［旬魚旬菜 遊遊］、昼はセルフうどん、夜は居酒屋に早変わ
りする［千万喜］など、昼も夜も使い勝手万全のフロアだ。

ら
の
エ
ン
ト
リ
ー
を
募
っ
た
。

　

そ
し
て
約
１
８
０
０
人
の
中
か

ら
選
ば
れ
た
シ
ン
デ
レ
ラ
ガ
ー
ル

が
、
大
阪
府
出
身
の
大
学
１
年
生
、

畦
田
ひ
と
み
さ
ん
。
新
シ
リ
ー
ズ

テ
ー
マ
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
」
の
イ

メ
ー
ジ
と
、
の
び
し
ろ
を
感
じ
さ

せ
て
く
れ
る
畦
田
さ
ん
の
雰
囲
気

が
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
こ
と
か
ら
白

羽
の
矢
が
立
っ
た
。
畦
田
さ
ん
は
、

同
じ
く
成
長
が
期
待
さ
れ
る
中
之

島
の
名
を
取
っ
た
「
中
之
島
け
い

子
」
と
し
て
、
様
々
な
催
し
に
チ

ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く
予

定
だ
。

　

こ
の
新
シ
リ
ー
ズ
で

は
一
般
の
人
々
も
参
加

で
き
る
イ
ベ
ン
ト
も
広

く
展
開
し
て
い
く
そ
う
。

お
け
い
は
ん
１
年
生
が

す
す
め
る
中
之
島
指
南
書
と
し
て
、

『
月
刊
島
民
』
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
も
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

（
江
口
由
夏
・
本
誌
）

年
度
大
阪
文
化
祭
賞
グ
ラ
ン
プ
リ

受
賞
お
よ
び
平
成
２４
年
度
大
阪
文

化
祭
賞
奨
励
賞
受
賞
の
地
主
薫
バ

レ
エ
団
と
、
平
成
２１
年
度
大
阪
文

化
祭
賞
奨
励
賞
受
賞
の
文
楽
太
夫

で
あ
る
豊
竹
咲
甫
大
夫
さ
ん
。
地

　

実
は
今
回
の
講
座
は
、「
オ
ー
プ

ン
台
地 

ｉｎ 

Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ａ  

Ｖ
ｏ
ｌ.

３
」
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
イ

ベ
ン
ト
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
上

町
台
地
に
あ
る
神
社
仏
閣
や
建
物
、

お
店
な
ど
を
開
い
て
、
た
く
さ
ん

の
人
た
ち
を
お
迎
え
し
よ
う
と
い

う
も
の
。
街
の

人
た
ち
が
一
体

と
な
っ
て
、
街

歩
き
や
自
転
車

ツ
ア
ー
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
発

表
会
な
ど
４０
も
の
多
彩
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
行
わ
れ
る
。
昨
年
ま
で
は

短
期
間
だ
っ
た
が
、
今
年
か
ら
は

な
ん
と
２３
日
間
と
一
気
に
充
実
す

る
。
ナ
カ
ノ
シ
マ
大
学
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
そ
の
他
に
も
気
に
な

る
も
の
が
き
っ
と
あ
る
は
ず
だ
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
各
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
詳
し
い
内
容
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
見
て
ぜ
ひ

お
出
か
け
を
。（
大
迫 

力
・
本
誌
）

主
薫
バ
レ
エ
団
は
「
く
る

み
割
り
人
形
」
を
、
豊
竹

咲
甫
大
夫
さ
ん
は
文
楽
素
浄
瑠
璃

「
ひ
ら
か
な
盛
衰
記 

逆
櫓
の
段
」

を
披
露
。
そ
し
て
会
場
を
驚
か
せ

た
の
は
、
こ
の
日
の
た
め
の
ス
ペ

シ
ャ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
文
楽

と
バ
レ
エ
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

作
品
「
大
蛇
退
治
」。
文
楽
の
語
り

に
合
わ
せ
て
バ
レ
エ
の
ダ
ン
サ
ー

た
ち
が
踊
る
と
い
う
今
ま
で
見
た

こ
と
の
な
い
斬
新
な
組
み
合
わ
せ

に
、
参
加
者
か
ら
は
大
き
な
拍
手

が
贈
ら
れ
た
。

　

続
い
て
行
わ
れ
た
交
流
会
で
は
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
参
加
者
た
ち
が

自
由
に
語
り
合
い
、
親
交
を
深
め

合
っ
た
。　
（
大
迫 

力
・
本
誌
）

の
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
大
階
段
を
上
り
き
っ
た
２
階

で
は
、
佐
渡
裕
か
ら
氷
川
き
よ
し

ま
で
、
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ホ
ー
ル

ら
し
く
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
ジ
ャ
ン

ル
の
有
名
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
、

４
月
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ホ
ー
ル

オ
ー
プ
ン
へ
の
期
待
を
込
め
た
直

筆
メ
ッ
セ
ー
ジ
パ
ネ
ル
が
ず
ら
り
。

　

ホ
ー
ル
入
口
の
反
対
側
に
は
、

和
・
洋
・
中
の
高
級
感
の
あ
る
飲

食
店
が
並
ぶ
。
ホ
ー
ル
が
開
業
す

れ
ば
、
公
演
の
あ
と
に
お
食
事
と

い
っ
た
コ
ー
ス
が
叶
い
そ
う
だ
。

街
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

華
や
か
な
地
下
１
階
。

　

天
井
が
吹
き
抜
け
に
な
っ
て
い

る
地
下
１
階
の
「
サ
ン
ク
ン
ガ
ー

デ
ン
」
に
は
、
日
の
光
だ
け
で
は

な
い
明
る
さ
が
あ
っ
た
。
ほ
と
ん

ど
の
店
が
ガ
ラ
ス
張
り
で
、
店
内

が
よ
く
見
え
る
。
ま
る
で
商
店
街

の
よ
う
な
雰
囲
気
で
、
買
い
物
や

ア
フ
タ
ー
フ
ァ
イ
ブ
の
１
杯
に
立

ち
寄
り
や
す
い
。
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ

も
、
グ
ロ
ー
サ
リ
ー
か
ら
バ
ー
ル
、

パ
ブ
に
雑
貨
屋
と
、
１
つ
の
街
の

よ
う
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
。
お
土

産
ひ
と
つ
選
ぶ
だ
け
で
も
楽
し
い

時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
。

駅
直
結
フ
ロ
ア
は

働
く
島
民
の
強
い
味
方
。

　

京
阪
電
車
渡
辺
橋
駅
構
内
か
ら

続
く
エ
リ
ア
は
、
通
路
を
挟
ん
だ

両
サ
イ
ド
に
飲
食
店
が
並
ぶ
活
気

あ
る
地
下
街
が
広
が
る
。
嬉
し
い

の
は
、
オ
フ
ィ
ス
街
の
真
ん
中
に

し
て
お
昼
休
み
の
あ
る
店
が
な
い

こ
と
。
夜
は
お
酒
が
楽
し
め
る
と

あ
り
、
こ
れ
ま
で
夜
に
気
軽
に
立

ち
寄
れ
る
店
が
少
な
か
っ
た
中
之

島
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
あ
り
が

た
い
場
所
に
な
り
そ
う
だ
。
朝
・
昼
・

夜
と
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
使
い
方
が

で
き
そ
う
で
、
ぜ
ひ
と
も
行
き
つ

け
の
１
軒
を
見
つ
け
て
み
て
ほ
し

い
。　
（
江
口
由
夏
・
本
誌
）

オープン台地
in OSAKA  Vol.3
上町台地と、ここで暮らす人の
魅力を感じるまちびらき
期間／1月26日（土）～2月17（日）
会場／上町台地各所にて
http://uemachi-hope.net/
index.html

中之島フェスティバルタワー　http://www.festivaltower.jp

２０１３年１月１日発行

　

京
阪
電
車
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
、「
お
け
い
は
ん
」。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
始
ま
っ
た
２
０

０
０
年
よ
り
、
代
々
の
お
け
い
は

ん
た
ち
は
Ｃ
Ｍ
に
広
告
、
ポ
ス
タ

ー
と
活
躍
し
続
け
て
い
る
。

　

そ
ん
な
超
有
名
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
も
、
い
よ
い
よ
５
代
目

へ
代
替
わ
り
。
こ
れ
ま
で
は
女
優

や
モ
デ
ル
が
務
め
て
い
た
と
こ
ろ

を
「
も
っ
と
親
し
み
や
す
さ
、
愛

着
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
」

と
、
新
し
い
試
み
と
し
て
一
般
か

　

毎
年
秋
の
恒
例
行
事
と
な
り
つ

つ
あ
る
、
関
西
・
大
阪
２１
世
紀
協

会
に
よ
る
「
ア
ー
ト
・
ア
セ
ン
ブ

リ
ー
２
０
１
２
」
が
、
昨
年
１１
月

１２
日
、
ク
ラ
ブ
関
西
に
て
開
催
さ

れ
た
。
こ
の
取
組
は
、
音
楽
や
演
芸
、

伝
統
芸
能
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
、

関
西
を
拠
点
と
し
て
活
動
す
る
優

れ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
発
表
の
舞

台
を
つ
く
る
た
め
の
も
の
。
ま
た
、

経
済
界
や
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
た
ち

と
の
出
会
い
の
場
を
提
供
す
る
こ

と
で
、
新
た
な
活
動
の
場
を
広
げ

る
後
押
し
を
す
る
。

　

今
回
登
場
し
た
の
は
、
平
成
２０

　

ナ
カ
ノ
シ
マ
大
学
１
月
講
座
「
上

町
台
地
の
神
社
仏
閣
を
語
る
」
は
、

い
つ
も
の
中
之
島
か
ら
一
歩
進
ん

で
、
大
阪
の
真
ん
中
を
背
骨
の
よ

う
に
走
る
上
町
台
地
が
テ
ー
マ
に
。

会
場
は
生
國
魂
神
社
、
出
演
者
も

釈
徹
宗
＆
髙
島
幸
次
の
『
大
阪
の

神
さ
ん
仏
さ
ん
』
コ
ン
ビ
に
加
え

て
四
天
王
寺
と
生
國
魂
神
社
の
方

も
登
場
す
る
な
ど
、
ま
さ
に
上
町

台
地
づ
く
し
だ
。

　
『
月
刊
島
民
』
で
も
総
力
を
上
げ

て
特
集
し
た
中
之
島
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
タ
ワ
ー
が
、
め
で
た
く
昨
年

１１
月
２８
日
（
水
）
に
オ
ー
プ
ン
を

迎
え
た
。
注
目
し
た
い
の
は
、
一

般
の
人
々
が
出
入
り
し
や
す
い
商

業
ゾ
ー
ン
。
地
下
１
階
〜
地
上
２

階
、
３７
階
の
「
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

プ
ラ
ザ
」
と
、
１２
階
〜
１３
階
に
分

か
れ
て
飲
食
・
物
販
全
３２
店
舗
が

一
堂
に
会
す
る
、
な
ん
と
も
華
や

か
な
エ
リ
ア
だ
。
さ
っ
そ
く
開
業

初
日
に
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

特
別
感
た
っ
ぷ
り
の
２
階
。

　

正
面
玄
関
す
ぐ
の
赤
い
カ
ー
ペ

ッ
ト
が
印
象
的
な
大
階
段
の
下
で

は
、
就
任
し
た
ば
か
り
の
新
お
け

い
は
ん
、
中
之
島
け
い
子
さ
ん
も

出
席
し
、
オ
ー
プ
ン
セ
レ
モ
ニ
ー

公式HP「チャレンジ！おけいは
ん」http://www.challenge-
okeihan.netには、詳しいプロ
フィールなども掲載。Twitter
やFacebookでは、本人が綴
る日 を々のぞくことができる。

ア
ー
ト・ア
セ
ン
ブ
リ
ー
２
０
１
２
は

バ
レ
エ
と
文
楽
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

ア
ー
ト・ア
セ
ン
ブ
リ
ー
２
０
１
２
は

バ
レ
エ
と
文
楽
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

ア
ー
ト・ア
セ
ン
ブ
リ
ー
２
０
１
２
は

バ
レ
エ
と
文
楽
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

右／旧大阪市立博物
館の特別公開は目玉企
画の一つ。左／「上町
台地オープンフェスタ！」
にはゆるキャラも登場。

ナ
カ
ノ
シ
マ
大
学
も
開
催
!

 「
オ
ー
プ
ン
台
地
」始
ま
る

ナ
カ
ノ
シ
マ
大
学
も
開
催
!

 「
オ
ー
プ
ン
台
地
」始
ま
る

ナ
カ
ノ
シ
マ
大
学
も
開
催
!

 「
オ
ー
プ
ン
台
地
」始
ま
る

開
業
し
た
て
の

中
之
島
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
タ
ワ
ー
へ
。

開
業
し
た
て
の

中
之
島
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
タ
ワ
ー
へ
。

開
業
し
た
て
の

中
之
島
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
タ
ワ
ー
へ
。

５
代
目
お
け
い
は
ん
は

 「
中
之
島
け
い
子
」。

５
代
目
お
け
い
は
ん
は

 「
中
之
島
け
い
子
」。

５
代
目
お
け
い
は
ん
は

 「
中
之
島
け
い
子
」。
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次号予告唄ってください、中之島
川の流れに捨てた恋。雨に降られた御堂筋。今日も水辺に灯がともる。
唄ってください、あの歌を。昭和の歌が映し出す、シマとあなたの人生劇場。

●『月刊島民』vol.55は2013年2月１日発行です！

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／立命館大阪オフィス／龍谷大学大阪梅田キャンパス

［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／天満橋鍼灸整骨院／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
／川口基督教会　［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／御舟かもめ／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 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。
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（P８・１６・18）

2/21
ナカノシマ大学
開催!

2/21
ナカノシマ大学
開催!

大阪市中央公会堂

中之島センタービル
（P８）

慈雲尊者の碑
（P14）

「大坂中之島界隈蔵屋敷跡」
レリーフ（P４）

　
「
い
よ
い
よ
だ
、
と

い
う
熱
気
で
満
ち
て
ま

し
た
。
僕
は
舞
台
上
で
ス

ポ
ッ
ト
を
浴
び
て
お
客
さ

ん
の
顔
は
見
え
な
い
ん
だ

け
ど
、
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ホ

ー
ル
は
客
席
が
近
く
て
一
体

感
が
強
い
か
ら
。
エ
ア
ロ
ス

ミ
ス
と
い
え
ば
当
時
人
気
絶
頂
、

ビ
ッ
グ
を
通
り
越
し
て
メ
ガ
バ

ン
ド
。
そ
の
初
来
日
で
し
た
か
ら
」

　

昭
和
52
年
（
１
９
７
７
）
２
月
。
山

崎
敏
一
さ
ん
は
、
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ホ

ー
ル
を
埋
め
た
ロ
ッ
ク
・
キ
ッ
ズ
の
前
に
立

っ
た
。ア
メ
リ
カ
か
ら
バ
ン
ド
を
招
い
た「
ウ

ド
ー
音
楽
事
務
所
」
の
若
手
ス
タ
ッ
フ
と
し

て
、
開
演
前
に
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ナ
ー
を
呼
び

掛
け
る
役
回
り
だ
っ
た
。

　
「
す
ご
い
演
奏
が
始
ま
る
よ
、
み
ん
な
で

楽
し
も
う
。
で
も
座
っ
て
聴
い
て
ね
…
と
か
、

簡
単
な
こ
と
で
す
け
ど
ね
。
当
時
は
大
物
の

来
日
公
演
な
ん
か
少
な
く
て
、
フ
ァ
ン
も
ま

だ
慣
れ
て
な
か
っ
た
か
ら
」

　

が
、
客
席
の
照
明
を
落
と
し
た
途
端
、
フ

ァ
ン
は
ど
っ
と
ス
テ
ー
ジ
に
押
し
寄
せ
た
。

「
後
ろ
の
方
は
ガ
ラ
ー
ン
と
な
っ
て
…
」
と
、

山
崎
さ
ん
は
苦
笑
す
る
。

　

そ
の
翌
月
、
さ
ら
な
る
人
気
バ
ン
ド
が
初

来
日
し
た
。
キ
ッ
ス
で
あ
る
。
顔
に
奇
抜
な

ペ
イ
ン
ト
を
施
し
た
メ
ン
バ
ー
が
繰
り
広
げ

る
演
劇
仕
立
て
の
派
手
な
シ
ョ
ー
が
売
り
。

た
だ
そ
の
分
、
ス
テ
ー
ジ
機
材
は
見
た
こ
と

フ
ェ
ス
の
協
力
あ
っ
て
こ
そ
、
で
す
」

　

洋
楽
ロ
ッ
ク
の
ビ
ッ
グ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が

続
々
と
来
日
す
る
時
代
と
な
っ
た
70
年
代
。

そ
の
多
く
を
手
掛
け
た
の
が
、
ウ
ド
ー
音
楽

事
務
所
。
こ
の
分
野
で
は
草
分
け
的
存
在
の

プ
ロ
モ
ー
タ
ー
（
興
行
会
社
）
で
あ
る
。
大

阪
常
駐
の
数
少
な
い
ス
タ
ッ
フ
だ
っ
た
山
崎

さ
ん
は
、
ホ
ー

ル
の
確
保
、
ラ

ジ
オ
局
回
り
の

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
、
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
移
動
や

宿
泊
の
手
配
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る

仕
事
に
奔
走
し

た
。「
忙
し
い

け
ど
楽
し
か
っ

た
。
洋
楽
を
日

本
に
根
付
か
せ

る
“
田
植
え
”

み
た
い
な
も
ん

で
す（
笑
）」
と

い
う
。

　
“
田
植
え
”
の
重
要
な
場
の
一
つ
が
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
ホ
ー
ル
だ
っ
た
。

　
「
名
高
い
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
殿
堂
に
、
ハ
ー

ド
ロ
ッ
ク
や
パ
ン
ク
の
連
中
だ
っ
て
呼
ぶ
わ

け
で
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
気
は
遣
い
ま
す
。

で
も
本
当
に
い
ろ
い
ろ
や
ら
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。
大
阪
の
ロ
ッ
ク
会
場
と
い
え
ば
フ
ェ

ス
、
い
わ
ば
ロ
ッ
ク
の
殿
堂
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
で
き
上
が
っ
た
の
は
、
フ
ェ
ス
の
懐
の

深
さ
で
し
ょ
う
ね
」

　

山
崎
さ
ん
が
関
わ
っ
た
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

ホ
ー
ル
で
の
公
演
を
並
べ
る
と
、
ロ
ッ
ク
の

歴
史
そ
の
も
の
だ
。
エ
リ
ッ
ク
・
ク
ラ
プ
ト

ン
、
サ
ン
タ
ナ
、
ジ
ェ
フ
・
ベ
ッ
ク
、
ポ
リ

ス
、
ク
ラ
ッ
シ
ュ
、
Ｕ
２
、
そ
し
て
山
崎
さ

ん
が
最
も
敬
愛
す
る
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
。

　
「
こ
れ
だ
け
の
音
響
と
設
備
、
そ
れ
に
品

格
を
備
え
、
ロ
ッ
ク
に
も
開
放
さ
れ
て
い
る

ホ
ー
ル
は
海
外
に
も
な
い
の
で
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
た
ち
も
感
激
す
る
ん
で
す
。
ク
ラ
プ
ト
ン

や
ス
テ
ィ
ン
グ
あ
た
り
は
特
に
気
に
入
っ
て

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」

　

山
崎
さ
ん
は
先
日
、
建
設
中
の
新
ホ
ー
ル

に
初
め
て
足
を
踏
み
入
れ
た
。

　
「
機
材
や
設
備
は
新
し
く
な
っ
た
け
ど
、

ホ
ー
ル
が
持
つ
威
容
と
い
う
の
か
、
殿
堂
の

雰
囲
気
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
な
い
。
こ
こ

に
ま
た
、
す
ご
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
呼
ん
で

き
た
い
と
ひ
し
ひ
し
感
じ
ま
し
た
」

　

40
年
前
に
植
え
た
洋
楽
文
化
の
苗
は
豊
か

に
実
り
、
新
し
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ホ
ー
ル

で
、
新
た
な
世
代
へ
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
。

洋
楽
文
化
実
ら
せ
た

 「
ロ
ッ
ク
の
殿
堂
」。

第
3
回
　

大
阪
ウ
ド
ー
音
楽
事
務
所
社
長 

山
崎
敏
一さ
ん

www.festivalhall.jp/
提供／株式会社 朝日ビルディング

2013年4月 オープン!

キッス、ディラン、クラプトン…。山崎さんが手掛けた公演
の記憶を語るコンサートパンフレットの数々。

祝祭に包まれて
─わたしのフェスティバルホール

取材・文／松本 創（本誌）

も
な
い
ほ
ど
大
掛
か
り
だ
っ
た
。

　
「
楽
器
や
音
響
機
器
、
舞
台
セ
ッ
ト
…
ド

ラ
ム
が
せ
り
上
が
る
油
圧
式
の
装
置
ま
で
、

全
部
で
11
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
に
11
台
分
も
あ
っ

た
。
こ
れ
を
時
間
内
に
搬
入
し
て
設
営
し
て
、

終
わ
っ
た
ら
撤
収
し
な
い
と
い
け
な
い
。
ほ

ん
ま
に
で
き
る
の
？　

と
焦
り
ま
し
た
け
ど
、

夜
通
し
の
作
業
で
な
ん
と
か
や
り
終
え
た
。
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