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400年の時
空を超

えて、

見てきた
ような

物語を

申し上げ
ます
！

講
談

大
坂
の
陣

今
年
か
ら
来
年
に
か
け
て
は
、か
の
有
名
な
天
下
分
け
目
の
決
戦
、

「
大
坂
冬
の
陣
・
夏
の
陣
」か
ら
ち
ょ
う
ど
4
0
0
年
に
あ
た
る
。

豊
臣
方
と
徳
川
方
が
真
っ
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
っ
た
こ
の
戦
い
は
、

大
坂
全
域
で
繰
り
広
げ
ら
れ
、中
之
島
の
周
辺
も
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

と
い
う
わ
け
で
、本
誌
で「
シ
マ
ノ
ネ
タ
」を
連
載
中
の

上
方
講
談
師
・
旭
堂
南
海
さ
ん
に
ご
登
場
い
た
だ
き
、

講
談
と
史
実
の
境
目
を
辿
り
な
が
ら

大
坂
の
陣
と
い
う
歴
史
の
転
換
点
を
俯
瞰
し
よ
う
。

一 

大
坂
の
陣
、そ
の
時
何
が
起
こ
っ
た
の
か
?

　

今
か
ら
ち
ょ
う
ど
４
０
０
年
前
、
大
坂
で

豊
臣
方
と
徳
川
方
が
天
下
雌
雄
決
す
る
戦
い

を
繰
り
広
げ
た
。
慶
長
19
年
（
１
６
１
４
）

に
「
冬
の
陣
」
が
勃
発
し
、
一
旦
和
睦
と
な

っ
た
が
翌
年
初
夏
に
「
夏
の
陣
」
が
あ
り
、

そ
の
二
つ
を
併
せ
て
「
大
坂
の
陣
」
と
呼
ぶ
。

　

豊
臣
秀
吉
亡
き
後
、
関
ヶ
原
の
合
戦
で
大

勝
利
を
収
め
た
徳
川
家
康
は
幕
府
を
開
き
、

倅せ
が
れの

秀
忠
を
二
代
将
軍
と
し
、
世
襲
を
制
度

化
し
た
。
隠
居
城
を
駿
府
（
静
岡
）
に
築
城

し
、
大
御
所
と
名
乗
り
悠
々
と
老
後
を
送
る

は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
許
さ
な

か
っ
た
の
が
大
坂
の
豊
臣
家
だ
っ
た
の
だ
。

　

家
康
に
臣
下
の
礼
を
と
る
諸
国
の
大
名
達

は
お
し
な
べ
て
豊
臣
秀
吉
の
家
来
で
あ
っ
た
。

秀
吉
の
お
陰
で
大
名
に
な
れ
た
者
も
多
い
。

そ
の
大
恩
あ
る
秀
吉
の
遺
子
・
秀
頼
が
二
十

歳
を
迎
え
、
朝
廷
よ
り
右
大
臣
の
高
位
を
賜

り
、
大
坂
城
に
い
る
。
家
康
が
「
我
亡
き
後
、

大
名
た
ち
は
豊
臣
家
に
靡
く
で
あ
ろ
う
」
と

怖
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
豊
臣
に
無
理
難

題
を
ふ
っ
か
け
て
、
何
と
し
て
も
戦
に
持
っ

て
行
こ
う
と
け
し
か
け
た
。
豊
臣
方
も
家
康

の
殺
気
を
感
じ
、
諸
国
の
浪
人
た
ち
を
大
坂

城
へ
入
れ
た
。

　

そ
し
て
機
は
熟
し
「
大
坂
の
陣
」
が
起
こ

っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
は
徳
川
方
の
勝
利
。

秀
頼
や
彼
の
母
淀
殿
は
自
害
、
並
み
居
る
武

将
た
ち
も
討
死
し
た
。
家
康
は
政
権
を
盤
石

に
し
、
翌
年
亡
く
な
っ
た
。
大
坂
城
は
完
全

に
破
却
さ
れ
、
そ
の
上
か
ら
新
た
に
「
徳
川

家
に
よ
る
大
坂
城
」
が
築
城
さ
れ
、
大
坂
に

お
け
る
豊
臣
は
全
く
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

　

数
十
年
後
、
徳
川
家
康
が
「
悪
」
の
豊
臣

を
ど
の
よ
う
に
し
て
滅
ぼ
し
た
か
を
記
し
た

書
物
が
刊
行
さ
れ
た
。『
難一

波
戦
記
』で
あ
る
。

い
わ
ば
幕
府
公
認
の
軍
記
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
が
大
坂
人
の
魂
に
火
を
点
け
た
。
反
骨

心
を
発
揮
し
、
家
康
礼
賛
の
そ
れ
と
は
全
く

違
う
、
豊
臣
贔
屓
の
『
難
波
戦
記
』
を
作
り

上
げ
た
の
で
あ
る
。
家
康
が
い
か
に
卑
怯
な

手
を
使
っ
て
豊
臣
を
攻
め
た
か
。
そ
れ
に
対

し
て
秀
吉
の
恩
を
忘
れ
ず
大
坂
城
へ
集
っ
た

真
田
幸
村
を
始
め
と
し
た
忠
臣
者
た
ち
が
大

活
躍
す
る
と
い
う
、
大
坂
人
に
は
胸
の
す
く

物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
な
ん
と
最
後
に
は

家
康
を
堺
の
地
で
討
ち
取
り
、
秀
頼
は
幸
村

に
連
れ
ら
れ
鹿
児
島
へ
と
落
ち
延
び
る
と
い

う
結
末
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
豊
臣
贔
屓
『
難
波
戦
記
』
は
出
版
は

許
さ
れ
ず
写
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
が
、
最

も
活
用
し
た
の
が
当
時
の
講
談
師
で
あ
っ
た
。

荒
唐
無
稽
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
。

し
か
し
、
江
戸
が
中
央
集
権
地
と
し
て
君
臨

す
る
こ
と
に
対
し
て
「
な
に
ク
ソ
」
と
い
う

心
意
気
が
充
満
し
た
物
語
は
、
今
こ
そ
大
阪

人
に
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

　

今
回
は
月
刊
島
民
に
合
わ
せ
て
、
中
之
島

周
辺
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
物
語
を
中
心
に
、

誌
上
講
談
を
お
送
り
し
よ
う
。

上
方
講
談
師
。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
、咲
く
や
こ
の
花
賞
受
賞
。得
意
ネ
タ
は
大
坂
の
陣
を
題
材
に
採
っ

た「
難
波
戦
記
」を
は
じ
め
、「
太
閤
記
」「
浪
花
侠
客
伝
」「
天
満
宮
霊
験
記
」な
ど
。毎
月
第
４
火
曜
日
に
薬
業
年
金
会
館
で
行

わ
れ
、2
0
0
回
以
上
を
数
え
る「
南
海
の
何
回
続
く
会
？
」ほ
か
、精
力
的
に
活
動
。今
年
は
大
坂
の
陣
関
連
の
演
目
が
多
い
。

書
き
手
／
旭き

ょ
く
ど
う
な
ん
か
い

堂
南
海
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大阪城天守閣の常設展で見られる「大坂冬の陣図屏風（肉筆模写）」の左隻。冬の陣のさまざまな場面が描
かれ、天守閣右下の御殿内には淀殿・秀頼母子の様子も見える。

二 

決
戦
前
夜
、大
坂
城
内
大
評
議

　

い
よ
い
よ
両
軍
が
激
突
せ
ん
と
し
て
い
た

決
戦
前
夜
、
大
坂
城
に
は
指
揮
を
執
る
軍
師

が
必
要
で
あ
っ
た
。
秀
頼
が
招
聘
し
た
の
が
、

関
ヶ
原
の
合
戦
以
来
14
年
も
の
間
、
紀
州
九

度
山
で
蟄ち

っ
き
ょ居

を
強
い
ら
れ
て
い
た
真
田
幸
村

で
あ
る
。「
今
こ
そ
豊
臣
家
に
ご
恩
を
報
ず

　

大
坂
城
内
大
広
間
の
正
面
に
は
豊
臣
秀
頼
、

そ
の
左
右
に
は
淀
殿
、
大六

野
修
理
、
織七

田
常

真
な
ど
、
元
か
ら
城
内
に
い
る
豊
臣
家
重
臣

た
ち
が
居
並
ぶ
。
秀
頼
が
、

　
「
軍
師
幸
村
、
そ
の
方
が
頼
み
で
あ
る
ぞ
。

徳
川
は
20
万
も
の
大
軍
で
向
か
い
来
る
。
ど

の
よ
う
な
策
が
あ
る
」

　
「
ハ
ハ
ッ
、
こ
ち
ら
は
十
万
。
小
勢
が
大

軍
に
立
ち
向
か
う
に
は
先
制
攻
撃
に
限
り
ま

す
。
相
手
は
大
坂
で
の
戦
と
思
い
乗
り
込
ん

で
来
る
で
し
ょ
う
。
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
は
城

か
ら
討
っ
て
出
て
、
近
江
の
瀬
田
辺
り
で
待

ち
伏
せ
を
す
る
の
で
す
。
徳
川
方
は
態
勢
整

わ
ず
敗
軍
と
な
り
ま
し
ょ
う
」

　
「
流
石
は
幸
村
で
あ
る
」

　

と
秀
頼
は
賛
同
し
た
。

　

今
や
出
撃
に
決
ま
ろ
う
と
す
る
時
「
あ
い

や
待
た
れ
い
」
と
声
が
か
か
っ
た
。
幸
村
よ

り
先
に
入
城
し
て
い
た
軍
学
者
の
小八

幡
勘
兵

衛
で
あ
っ
た
。「
小
勢
で
出
撃
し
て
万
一
破

れ
た
な
ら
ば
ど
う
す
る
積
も
り
か
。
こ
の
城

は
難
攻
不
落
の
名
城
で
あ
る
ぞ
。
籠
城
し
て

お
れ
ば
負
け
る
事
は
な
い
の
じ
ゃ
」。
す
る

と
、「
小
幡
の
言
う
通
り
で
あ
る
」
と
加
勢

し
た
の
が
大
野
修
理
。
淀
殿
も
「
こ
れ
は
正

義
の
戦
い
じ
ゃ
。
堂
々
と
し
て
お
れ
ば
良
い
。

の
ぅ
秀
頼
殿
」「
…
ハ
イ
、
母
上
」。

　

大
野
が
ニ
ッ
コ
リ
し
「
籠
城
と
決
し
た
。

そ
の
上
で
幸
村
、
方
策
を
考
え
よ
」。

　

幸
村
は
評
議
が
終
わ
る
と
密
か
に
忍
び
の

る
時
で
あ
る
」
と
、
倅
の
大
助
を
従
え
堂
々

と
入
城
を
果
た
し
た
。
こ
れ
に
勢
い
を
得
、

後二

藤
又
兵
衛
、
長三

宗
我
部
盛
親
、
毛四

利
勝
永
、

薄五

田
隼
人
な
ど
豪
傑
た
ち
が
次
々
と
入
城
し
、

い
よ
い
よ
ど
の
よ
う
な
戦
を
す
る
か
の
評
議

が
開
か
れ
た
。

者
た
ち
に
重
臣
た
ち
を
調
べ
さ
せ
た
。

　
「
申
し
上
げ
ま
す
。
た
っ
た
今
、
織
田
常

真
殿
が
、
大
坂
城
か
ら
抜
け
出
ま
し
た
。
家

康
の
所
へ
身
を
寄
せ
る
と
の
こ
と
」

　
「
城
内
評
議
の
様
子
は
す
べ
て
家
康
に
筒

抜
け
に
な
る
な
」

　
「
申
し
上
げ
ま
す
。
小
幡
勘
兵
衛
は
家
康

の
間
者
と
わ
か
り
ま
し
た
」

　
「
そ
れ
で
反
対
意
見
を
言
っ
た
の
だ
な
。

出
撃
さ
れ
れ
ば
家
康
は
討
ち
取
ら
れ
る
と
察

し
た
の
だ
」

　
「
大
野
修
理
殿
は
、
淀
殿
と
蜜
な
る
関
係

に
あ
る
と
の
噂
が
ご
ざ
い
ま
す
」

　

豊
臣
の
た
め
に
と
入
城
し
た
幸
村
で
は
あ

っ
た
が
、
一
筋
縄
で
は
行
か
ぬ
城
内
の
様
子

に
先
が
思
い
や
ら
れ
た
。
が
、
秀
頼
に
「
頼

む
」
と
言
わ
れ
た
上
か
ら
は
是
が
非
で
も
勝

利
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
決
意
を
固
め
、
大
坂
城

を
く
ま
な
く
調
べ
あ
げ
た
。
そ
の
結
果
、
南

東
が
一
番
の
弱
み
と
把
握
し
、
出
丸
を
築
い

た
。
こ
れ
が
有
名
な
「
真九

田
丸
」
で
あ
る
。

大
阪
で
語
り
継
が
れ
る
ヒ
ー
ロ
ー
軍
師

真
田
幸
村

1
5
6
7
〜
1
6
1
5　

本
名
は
真
田
信
繁
。信
濃
国
の

小
豪
族
で
武
田
家
や
上
杉
家
に
仕
え
た
。関
ヶ
原
の
合
戦
に

敗
れ
家
康
に
謹
慎
処
分
を
受
け
る
も
、豊
臣
家
の
要
請
に

応
え
て
大
坂
城
入
り
、軍
師
と
な
る
。そ
の
知
略
で
最
期
ま

で
家
康
を
脅
か
し
、大
阪
で
は
今
も
英
雄
的
人
気
を
誇
る
。
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三 

鴫
野・今
福
の
合
戦
、木
村
重
成
の
初
陣

　
「
冬
の
陣
」
最
大
の
合
戦
は
「
鴫し

ぎ
の野

・
今

福
の
戦
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
大
坂
城
の

北
東
に
当
た
り
、
当
時
は
大
和
川
が
う
ね
り

な
が
ら
横
た
わ
り
、
川
の
南
が
鴫
野
で
北
が

今
福
。
泥
田
同
様
の
湿
地
で
あ
っ
た
。「
大

坂
城
の
弱
点
は
南
東
と
聞
い
て
い
た
が
、
幸

村
め
、
出
丸
を
拵
え
や
が
っ
た
。
な
ら
ば
北

東
か
ら
攻
め
よ
」
と
家
康
。
鴫
野
へ
攻
め
た

の
は
佐十

竹
義
宣
。
今
福
へ
は
上十

一

杉
定
勝
が
大

軍
で
襲
い
か
か
っ
た
。
時
に
慶
長
19
年
11
月

26
日
早
朝
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

対
す
る
大
坂
方
の
守
備
は
鴫
野
が
矢十

二

野
和

泉
守
、
今
福
が
飯十

三

田
左
馬
介
。「
敵
だ
っ
、

守
れ
っ
」
と
、
矢
野
も
飯
田
も
家
来
に
檄
を

飛
ば
し
て
必
死
の
防
戦
。
し
か
し
、
佐
竹
と

上
杉
が
人
数
で
も
気
迫
で
も
勝
っ
た
。

　

と
言
う
の
も
、
両
者
は
共
に
関
ヶ
原
の
合

戦
で
豊
臣
方
に
味
方
し
、
戦
後
、
家
康
に
謝

罪
し
、
石
高
を
大
き
く
削
ら
れ
た
が
、
か
ろ

う
じ
て
大
名
の
ま
ま
で
い
さ
せ
て
も
ら
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。「
な
ん
と
し
て
も
家
康
殿

に
認
め
て
も
ら
わ
ね
ば
」
と
い
う
必
死
さ
が

あ
っ
た
。
家
康
は
そ
れ
を
見
越
し
て
命
じ
た

の
で
あ
る
。

　

昼
頃
に
な
る
と
、「
矢
野
和
泉
殿
、
討
死

…
鴫
野
砦
が
破
ら
れ
ま
し
た
」
と
の
知
ら
せ

　

木
村
重
成
は
大
坂
城
内
で
は「
沈
勇
の
士
」

と
言
わ
れ
て
い
た
。
普
段
か
ら
大
人
し
く
決

し
て
憤
ら
ず
、
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
女
中
た
ち
に
は
た
い
そ
う
人
気
が

あ
っ
た
が
、
心
な
い
男
た
ち
は
「
あ
れ
は
単

に
臆
病
な
だ
け
だ
。
戦
が
始
ま
っ
た
ら
怖
じ

気
づ
い
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
」
と
け
な
し

て
い
た
。

　
「
秀
頼
様
、
重
成
殿
の
初
陣
で
ご
ざ
り
ま

す
。
ど
う
ぞ
大
坂
城
北
東
の
櫓
で
御
見
物
を

願
い
ま
す
」

　
「
ウ
ム
」

　

す
る
と
淀
殿
が
「
も
し
敵
の
流
れ
玉
が
当

た
っ
た
り
す
れ
ば
ど
う
な
さ
る
お
積
も
り

か
」
と
猛
反
対
。
秀
頼
は
「
母
上
、
そ
れ
は

違
い
ま
す
。
豊
臣
の
た
め
に
家
来
が
命
を
賭

け
て
戦
っ
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。
大
将
た
る

者
、
そ
れ
を
見
守
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
事
も
無
げ
に
言
い
、

櫓
へ
と
向
か
う
。

　

一
方
、重
成
は
駒
に
と
打
ち
跨
が
る
と「
一

同
っ
、
勇
気
の
無
い
者
は
付
い
て
来
な
く
て

結
構
だ
っ
！　

今
こ
そ
腹
の
底
に
沈
ま
せ
た

る
勇
気
を
前
面
に
出
す
時
ぞ
っ
！　

か
か
れ

っ
！
」。
ピ
シ
ッ
と
一
鞭
入
れ
る
と
パ
パ
パ

パ
ッ
…
。
そ
の
後
ろ
か
ら
「
そ
れ
っ
、
ご
主

人
の
初
陣
だ
っ
！　

遅
れ
る
な
っ
！
」。
重

が
大
坂
城
内
へ
。
大
野
修
理
な
ど
は
「
こ
れ

は
一
大
事
っ
、
幸
村
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
っ
」

と
慌
て
ふ
た
め
く
。
幸
村
は
慌
て
も
せ
ず
、

「
後
藤
又
兵
衛
殿
、
貴
殿
に
お
願
い
い
た
す
」。

　

と
こ
ろ
が
又
兵
衛
が
「
軍
師
、
重
成
殿
を

向
か
わ
せ
て
は
い
か
が
。
彼
は
初
陣
で
ご
ざ

る
」。
言
わ
れ
て
幸
村
は
「
オ
ォ
そ
う
で
あ

っ
た
。
重
成
殿
、
頼
む
ぞ
よ
」。「
ハ
ッ
」
と

答
え
た
の
が
二
十
歳
を
過
ぎ
た
ば
か
り
の
木

村
長
門
守
重
成
で
あ
っ
た
。
そ
の
顔
は
色
あ

く
ま
で
も
白
く
抜
け
る
よ
う
で
、
眼
は
澄
み
、

男
で
も
ウ
ッ
ト
リ
す
る
ほ
ど
。

成
の
手
勢
は
誰
一
人
と
し
て
欠
け
る
こ
と
な

く
鴫
野
の
戦
場
へ
。

　

見
れ
ば
佐
竹
の
大
軍
が
陣
取
っ
て
い
る
。

重
成
は
「
敵
は
大
軍
で
あ
る
。
よ
っ
て
香

き
ょ
う
し
ゃ車

の
備
え
で
攻
め
る
。
整
え
よ
っ
」。「
ハ
ハ
ッ
」

と
家
来
が
縦
に
長
く
香
車
の
備
え
。
こ
れ
は

必
死
の
戦
法
。
将
棋
の
香
車
は
敵
陣
へ
突
っ

込
む
の
み
で
、
引
い
た
り
横
に
そ
れ
た
り
は

で
き
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
で
佐
竹
軍
へ
突
っ

込
む
の
み
。
初
陣
で
こ
の
戦
法
を
と
る
な
ど

と
い
う
の
は
常
人
で
は
考
え
も
つ
か
な
い
。

し
か
も
そ
の
先
頭
に
い
る
の
が
重
成
自
身
で

あ
っ
た
。
家
来
の
山十

四

添
了
寛
に
「
我
は
突
き

進
む
。
お
前
は
手
に
し
た
る
金
棒
で
佐
竹
勢

を
蹴
散
ら
せ
」。

　

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
、
秀
頼
が
櫓
の
上
へ
と

上
が
っ
た
と
こ
ろ
。「
ウ
ェ
ー
ッ
」
と
鬨と

き

の

声
を
挙
げ
な
が
ら
香
車
の
備
え
で
突
っ
込
ん

で
い
く
重
成
の
姿
が
微
か
に
見
え
た
。

　
「
軍
師
…
」

性
格
ま
で
イ
ケ
メ
ン
な
秀
頼
の
幼
馴
染

木
村
重
成 

き
む
ら
し
げ
な
り

1
5
9
2
？
〜
1
6
1
5　

秀
頼
の
乳
母
子
で
、幼
少
時

よ
り
秀
頼
に
付
き
従
い
、元
服
後
は
重
臣
に
。初
陣
だ
っ
た
冬

の
陣
で
名
を
広
め
た
。翌
年
の
夏
の
陣
で
向
か
っ
た
八
尾
方

面
で
、惜
し
く
も
命
を
散
ら
す
。潔
い
戦
い
ぶ
り
は
語
り
草

と
な
り
、明
治
29
年（
1
8
9
6
）、中
之
島
に
石
碑
が
建
立
。
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　「
あ
れ
が
『
沈
勇
の
士
』
の
姿
で
ご
ざ
り

ま
す
。
沈
勇
と
は
普
段
は
勇
気
を
沈
め
て
お

き
ま
す
。
で
す
か
ら
何
が
あ
っ
て
も
感
情
を

顕
わ
に
は
し
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
所
で
勇
気
を

使
っ
て
し
ま
う
と
イ
ザ
と
い
う
時
に
は
も
う

使
う
べ
き
勇
気
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。
重
成
が
普
段
穏
や
か
に
し
て

お
り
ま
す
の
は
、
今
日
の
こ
の
時
の
た
め
に

で
ご
ざ
い
ま
す
」

　
幸
村
は
「
後
藤
殿
、
も
う
重
成
殿
も
充
分

に
活
躍
い
た
し
た
。
交
代
し
て
や
っ
て
く
れ

ぬ
か
」。「
承
知
」
と
、
又
兵
衛
は
櫓
か
ら
降

り
、
手
勢
を
従
え
鴫
野
へ
。「
重
成
殿
、
交

代
で
あ
る
」。
す
る
と
重
成
は
「
こ
れ
し
き

の
働
き
で
は
ま
だ
疲
れ
な
ど
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。

交
代
は
ご
無
用
と
お
伝
え
下
さ
れ
」
と
、
そ

の
ま
ま
劣
勢
に
な
っ
て
い
る
今
福
の
戦
場
へ

と
家
来
を
従
え
向
か
っ
た
。「
実
に
見
事
と

し
か
言
い
よ
う
が
な
い
」
と
半
ば
呆
れ
顔
で

又
兵
衛
は
呟
い
た
。

　
木
村
重
成
が
こ
の
よ
う
に
初
陣
で
大
活
躍

し
た
と
豊
臣
贔
屓
の
『
難
波
戦
記
』
に
は
あ

る
。
が
、
実
際
の
「
鴫
野
・
今
福
の
合
戦
」

で
は
、
重
成
も
出
陣
し
た
が
手
柄
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
大
坂
城
内
に
は

淀
殿
や
大
野
の
よ
う
な
人
物
ば
か
り
で
は
な

　「
天
晴
れ
で
あ
る
」

　
重
成
は
そ
の
ま
ま
佐
竹
勢
の
中
へ
飛
び
込

む
と
、
当
た
る
を
幸
い
、
手
に
し
た
槍
で
相

手
を
討
ち
取
る
。
家
来
た
ち
も
小
勢
な
が
ら

も
敵
を
蹴
散
ら
す
。
そ
の
内
に
「
エ
ー
イ
ッ
、

小
癪
な
奴
め
。
手
出
し
は
無
用
だ
。
一
騎
打

ち
の
勝
負
を
い
た
せ
っ
」
と
大
音
発
し
た
の

は
佐
竹
に
お
い
て
鬼
の
異
名
を
と
っ
た
梅十

五

津

半
左
衛
門
。
ニ
ッ
コ
リ
笑
っ
た
重
成
が
「
い

か
に
も
承
知
。
手
出
し
は
い
た
す
な
」
と
言

う
な
り
、
シ
ュ
ッ
と
槍
を
扱
い
て
バ
シ
ッ
…

豪
傑
の
梅
津
と
の
一
騎
打
ち
が
鴫
野
で
始
ま

っ
た
。

　
敵
も
味
方
も
、
そ
し
て
、
櫓
の
上
の
秀
頼

も
固
唾
を
呑
ん
で
見
守
っ
て
い
た
が
、
重
成

の
腕
が
勝
っ
た
。
遂
に
「
ヤ
ァ
ヤ
ァ
敵
も
味

方
も
よ
っ
く
承
れ
っ
！

　
佐
竹
の
家
来
梅
津

を
討
ち
取
っ
た
る
は
豊
臣
秀
頼
が
家
来
木
村

重
成
で
あ
る
っ
！
」。
戦
場
に
重
成
の
声
が

響
き
渡
っ
た
。

　
櫓
上
の
秀
頼
が
「
こ
れ
よ
、
馬
印
を
立
て

よ
」。「
ハ
ッ
」
と
答
え
て
幸
村
が
豊
臣
家
の

大
将
を
示
す
金
の
千
成
瓢
の
大
馬
印
を
ス
ー

ッ
と
立
て
た
。
午
後
の
光
を
受
け
て
ピ
カ
ピ

カ
と
輝
く
。
こ
れ
は
鴫
野
の
戦
場
で
働
く
重

成
や
家
来
た
ち
に
、
豊
臣
家
が
付
い
て
い
る

ぞ
。
秀
頼
は
見
て
い
る
ぞ
と
い
う
の
を
知
ら

せ
る
た
め
。「
オ
オ
ッ
」
と
山
添
了
寛
が
声

を
発
し
「
重
成
様
、
ア
レ
を
」。
言
わ
れ
て

重
成
は
る
か
南
西
に
光
る
馬
印
を
見
て
、
思

わ
ず
頭
を
垂
れ
た
。

い
と
い
う
の
を
強
調
し
て
お
き
た
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
役
は
城
内
に
前
々
か
ら
い

た
木
村
重
成
が
う
っ
て
つ
け
だ
っ
た
の
だ
。

ま
た
、
こ
の
合
戦
は
徳
川
方
が
勝
利
し
た
の

が
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
、「
冬
の
陣
」
一

番
の
戦
い
で
豊
臣
方
は
負
け
る
訳
に
は
い
か

な
い
の
だ
。

一 

難
波
戦
記（
な
ん
ば
せ
ん
き
）

「
な
に
わ
せ
ん
き
」と
も
。二
条
城
で
の
徳
川
家
康
と
豊

臣
秀
頼
の
会
見
か
ら
大
坂
夏
の
陣
で
豊
臣
家
が
滅
亡
す

る
ま
で
、両
陣
の
経
過
や
戦
果
を
詳
し
く
描
い
た
軍
記

物
語
。1
6
7
2
年
頃
の
成
立
と
言
わ
れ
る
。京
都
所

司
代
板
倉
家
の
門
客・万
年
頼
方
と
下
野
国
壬
生
藩
主

阿
部
忠
秋
の
家
臣・二
階
堂
行
憲
が
共
同
執
筆
し
た
。

二 

後
藤
又
兵
衛（
ご
と
う
ま
た
べ
え
）

1
5
6
0
〜
1
6
1
5

　
後
藤
基
次
、通
称・又
兵
衛
。

播
磨
国
姫
路
近
く
に
生
ま
れ
、黒
田
家
に
長
く
仕
え
た
。

そ
の
手
腕
を
見
込
ま
れ
、大
坂
冬
の
陣
で
は
木
村
重
成

と
鴫
野・今
福
方
面
を
守
備
。

三 

長
宗
我
部
盛
親（
ち
ょ
う
そ
か
べ
も
り
ち
か
）

1
5
7
5
〜
1
6
1
5

　
四
国
の
覇
者・長
宗
我
部
元

親
の
四
男
。家
康
の
監
視
下
に
あ
っ
た
が
、土
佐
の
旧
臣

や
浪
人
た
ち
を
連
れ
て
大
坂
城
へ
。徳
川
方
に
狙
わ
れ

た
真
田
丸
の
守
備
の
た
め
奮
戦
。

四 

毛
利
勝
永（
も
う
り
か
つ
な
が
）

1
5
7
7
〜
1
6
1
5

　
豊
臣
家
に
と
っ
て
古
参
の
臣

で
あ
る
尾
張
国
の
出
。秀
頼
の
信
頼
も
厚
く
、大
坂
の
陣

で
は
豊
臣
方
退
却
時
で
の
指
揮
が
光
っ
た
。最
期
は
、秀

頼
の
介
錯
を
行
っ
た
後
に
自
害
し
た
。

五 

薄
田
隼
人（
す
す
き
だ
は
い
と
）

？
〜
1
6
1
5

　
本
名
は
薄
田
兼
相
。小
早
川
隆
景
に

仕
え
、主
君
の
死
後
は
豊
臣
家
に
仕
官
。働
き
を
期
待

さ
れ
た
が
、冬
の
陣
で
は
遊
郭
通
い
の
最
中
に
砦
を
陥
落

さ
れ
る
と
い
う
失
態
を
犯
す
。

六 

大
野
修
理（
お
お
の
し
ゅ
り
）

1
5
6
9
〜
1
6
1
5

　
大
野
治
長
と
い
う
名
で
知
ら

れ
る
秀
頼
の
側
近
。片
桐
且
元
追
放
後
、家
康
と
の
和
議

を
主
張
し
、主
戦
派
の
真
田
幸
村
と
対
立
。戦
後
の
秀

頼
母
子
の
助
命
嘆
願
は
叶
わ
ず
。

魔
性
の
美
貌
と
呼
ば
れ
た
影
の
権
力
者

淀
殿

1
5
6
9
〜
1
6
1
5

　
浅
井
長
政
と
お
市
の
方
の
娘
で
、

幼
名
は
茶
々
。戦
国
一の
美
女
と
い
わ
れ
た
母
親
ゆ
ず
り
の
美

貌
か
ら
豊
臣
秀
吉
の
側
室
と
な
り
、秀
吉
亡
き
後
は
息
子・

秀
頼
の
後
見
人
と
し
て
大
坂
城
の
実
権
を
握
る
。江
戸
に
幕

府
を
置
い
た
家
康
と
対
立
を
強
め
た
。

操
り
人
形
？ 

で
も
総
大
将

豊
臣
秀
頼

1
5
9
3
〜
1
6
1
5

　
豊
臣
秀
吉
と
淀
殿
の
間
に
生
ま

れ
る
。秀
吉
か
ら
豊
臣
家
を
継
ぐ
も
、関
ヶ
原
の
合
戦
で
西

軍
が
徳
川
家
康
率
い
る
東
軍
に
敗
れ
て
以
降
、天
下
人
の
座

か
ら
遠
ざ
か
る
。秀
頼
が
再
建
し
た
方
広
寺
の
鐘
銘
文
が
引

き
金
に
な
り
、家
康
と
袂
を
分
か
つ
こ
と
に
。

東洋陶磁美術館の東隣にある、木村重成を讃える石碑。かつては秀吉を
祀る豊国神社の境内だったが、神社が移った後も同じ場所に残る。
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「
冬
の
陣
」
で
の
戦
は
、
徳
川
方
が
攻
め

て
も
攻
め
て
も
城
内
か
ら
討
っ
て
出
る
豊
臣

方
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
続
け
た
。
一
つ
に
は

軍
師
・
真
田
幸
村
の
知
略
を
尽
く
し
た
作
戦

が
見
事
に
当
た
る
た
め
。
今
一
つ
は
、
先
の

鴫
野
・
今
福
の
合
戦
時
に
、
勇
気
を
与
え
る

た
め
に
秀
頼
自
ら
が
危
険
を
も
顧
み
ず
櫓
上

に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
豊
臣
の

家
来
た
ち
は
、
秀
頼
は
淀
殿
の
言
い
な
り
と

思
っ
て
い
た
が
、
実
は
天
晴
れ
な
る
大
将
で

あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
活
躍
を
見
て
も

ら
い
た
い
が
た
め
に
一
層
働
く
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
「
佐
渡
、
何
か
良
い
手
立
て
は
な
い
か
」。

家
康
は
参
謀
役
の
本十

六

多
佐
渡
守
正
信
に
問
う
た
。

　
「
我
が
軍
に
は
大
砲
が
一
門
だ
け
ご
ざ
い

ま
す
。
秀
頼
が
陣
廻
り
で
櫓
へ
あ
が
っ
た
と

こ
ろ
を
撃
ち
ま
し
ょ
う
」

　
「
し
か
し
、
あ
の
大
砲
は
豊
臣
方
か
ら
よ

う
や
く
奪
っ
た
も
の
で
撃
ち
方
を
誰
も
知
ら

ん
ぞ
」

　
「
た
っ
た
一
人
だ
け
知
っ
て
い
る
者
が
お

り
ま
す
」

　
「
誰
じ
ゃ
」

　
「
片
桐
且
元
で
ご
ざ
い
ま
す
」

　
「
オ
ォ
、
且
元
か
っ
！
す
ぐ
に
呼
べ
っ
！
」

　

片
桐
且
元
は
秀
吉
の
家
来
で
、
秀
吉
が
亡

く
な
る
時
に
は
秀
頼
の
お
守
り
役
を
仰
せ
つ

か
っ
て
い
た
。
豊
臣
一
の
生
真
面
目
な
忠
臣

者
だ
っ
た
が
、
そ
こ
を
逆
に
家
康
に
利
用
さ

れ
た
の
で
あ
る
。「
大
坂
の
陣
」
が
起
こ
る

直
前
、
家
康
に
呼
び
出
さ
れ
る
と
「
豊
臣
は

謀
反
の
心
あ
り
。
大
軍
で
攻
め
ら
れ
た
く
無

か
っ
た
ら
次
ぎ
の
三
つ
の
内
一
つ
を
こ
の
場

で
選
べ
」
と
恫
喝
さ
れ
た
。

　

三
カ
条
と
は
「
秀
頼
は
大
坂
城
を
出
て
大

和
郡
山
か
姫
路
に
移
る
」「
秀
頼
は
江
戸
の

将
軍
秀
忠
に
挨
拶
し
て
臣
下
と
な
る
」「
淀

殿
を
人
質
と
し
て
江
戸
に
住
ま
わ
す
」
の
三

つ
。
且
元
は
そ
の
場
で
必
死
に
考
え
、「
淀

殿
を
江
戸
へ
と
向
か
わ
せ
ま
す
。
そ
の
代
わ

り
品
川
辺
り
に
広
大
な
地
所
を
下
さ
れ
。
そ

こ
を
我
ら
で
整
地
し
、
上
方
か
ら
良
い
材
木

を
取
り
寄
せ
て
御
殿
を
こ
し
ら
え
、
そ
の
上

で
淀
殿
に
入
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
」。

　

し
か
し
、
大
坂
城
へ
戻
っ
た
且
元
に
大
野

四 
片
桐
且
元
、最
期
の
忠
節

修
理
ら
は
「
裏
切
り
者
で
あ
る
」
と
言
い
放

ち
、
淀
殿
も
烈
火
の
如
く
憤
っ
た
。
且
元
の

心
底
は
「
家
康
は
三
カ
条
全
て
を
拒
否
す
れ

ば
大
軍
で
す
ぐ
に
攻
め
て
く
る
。
そ
れ
よ
り

も
土
地
の
整
備
や
建
築
に
数
年
も
か
け
れ
ば
、

必
ず
家
康
は
鬼
籍
に
入
る
に
違
い
な
い
」
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
理
解
し
て
も
ら
え

な
か
っ
た
。

　

以
来
、
合
戦
が
始
ま
っ
て
も
且
元
は
病
と

称
し
て
居
城
の
茨
木
城
に
逼
塞
し
て
い
た
所
、

家
康
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
且
元
、
ワ
シ
に
従
え
。
従
わ
ぬ
と
茨
木

を
攻
め
滅
ぼ
す
。
役
目
は
簡
単
じ
ゃ
。
大
砲

で
秀
頼
を
撃
つ
だ
け
じ
ゃ
」

　
「
…
」

　
「
イ
ヤ
か
？
」

　
「
御
受
け
い
た
し
ま
す
る
」

　
「
そ
う
か
、承
知
か
。ワ
ハ
ハ
ハ
ッ
…
そ
り
ゃ

そ
う
じ
ゃ
。
憎
い
大
坂
方
で
あ
る
か
ら
の
ぅ
」

　
「
大
砲
の
射
程
を
考
え
ま
す
と
大
坂
城
の
北
、

大
川
の
中
州
・
備
前
島
か
ら
、
大
坂
城
北
西

の
菱
櫓
を
狙
う
の
が
一
番
か
と
存
じ
ま
す
」

　
「
そ
こ
ま
で
考
え
た
か
。
お
前
は
も
う
徳

川
の
忠
臣
で
あ
る
ぞ
」

　

と
、
家
康
は
大
喜
び
。

　

そ
の
日
の
夜
遅
く
、
大
坂
城
内
の
秀
頼
に

「
幸
村
で
ご
ざ
る
。
真
田
の
出
丸
に
矢
文
が

入
り
ま
し
た
。
片
桐
且
元
殿
か
ら
で
ご
ざ
り

ま
す
」。「
あ
の
裏
切
り
者
か
ら
か
っ
」
と
、

穏
や
か
な
秀
頼
も
怒
声
に
な
っ
た
。
幸
村
は

「
重
臣
の
方
々
の
前
で
披
露
い
た
し
と
う
ご

忠
臣
か
、逆
臣
か
? 

悲
運
の
中
間
管
理
職

片
桐
且
元 

か
た
ぎ
り
か
つ
も
と

1
5
5
6
〜
1
6
1
5　

加
藤
清
正
ら
と
共
に「
賤
ヶ
岳

の
七
本
槍
」と
称
さ
れ
た
豊
臣
家
の
重
臣
。近
江
国
に
生
ま

れ
、浅
井
氏
に
仕
官
し
た
こ
と
か
ら
淀
殿
と
は
縁
が
深
い
。

関
ヶ
原
の
合
戦
以
降
、幼
い
秀
頼
に
代
わ
っ
て
政
治
を
行
う

家
康
を
認
め
た
が
、裏
切
り
者
と
し
て
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
。

ざ
り
ま
す
」
と
、
夜
中
な
が
ら
も
広
間
に
皆

を
集
め
る
と
且
元
の
手
紙
を
朗
々
と
読
ん
だ
。

　
「
こ
の
片
桐
、
大
坂
城
を
出
ま
し
た
が
、

心
は
い
つ
も
豊
臣
の
大
坂
城
に
ご
ざ
り
ま
す
。

こ
の
度
、
家
康
か
ら
大
砲
で
秀
頼
様
を
狙
え

と
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
徳
川
方
に
一
門
し
か

な
い
大
砲
に
強
い
薬
を
込
め
、
一
発
撃
て
ば

壊
れ
る
よ
う
に
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
で
徳
川

方
に
大
砲
は
無
く
な
り
ま
す
。
家
康
の
目
を

欺
く
た
め
、
明
日
、
菱
櫓
に
秀
頼
様
に
よ
く

似
た
人
を
上
げ
て
下
さ
り
ま
す
る
よ
う
。
忠

義
の
者
が
お
り
ま
す
こ
と
を
祈
っ
て
、
片
桐

最
期
の
忠
節
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
る
」

　

読
み
終
わ
っ
て
皆
を
見
渡
す
と
、「
こ
の

幸
村
を
軍
師
と
し
て
大
坂
城
へ
招
い
て
下
さ

っ
た
の
は
片
桐
殿
で
あ
る
。
何
度
も
九
度
山

ま
で
足
を
運
ん
で
下
さ
り
、
東
西
手
切
れ
に

な
ら
ぬ
よ
う
に
心
配
り
を
し
て
い
る
が
、
万

一
の
時
に
は
お
願
い
い
た
す
、
と
。
ま
た
、

真
田
の
出
丸
を
造
る
よ
う
助
言
も
下
さ
っ
て

備前島のあたりは、最も本丸まで
の射程距離が短く狙いやすかった。
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た
が
、
片
桐
殿
の
忠
節
に
役
立
て
る
の
が
嬉

し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
」。
淀
殿
、
大
野
ら
は

再
び
下
を
向
い
て
し
ま
っ
た
。

　

翌
日
、
備
前
島
に
据
え
ら
れ
た
大
砲
の
横

で
家
康
が
「
且
元
、
頼
む
ぞ
。
秀
頼
が
菱
櫓

に
上
が
っ
た
わ
ぃ
」。
且
元
は
「
嗚
呼
、
ど

な
た
が
御
身
代
わ
り
に
な
ら
れ
た
か
…
秀
頼

様
と
よ
く
似
て
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
家
康
達

に
は
解
る
ま
い
…
」。

　

ズ
ド
ー
ン
ッ
。
家
康
は
轟
音
に
思
わ
ず
尻

餅
を
付
い
た
が
、「
撃
っ
た
か
？　

撃
っ
た

か
？
」。
佐
渡
守
が
「
櫓
が
木
っ
端
微
塵
に

な
り
ま
し
た
」。「
ワ
ッ
ハ
ハ
ハ
…
こ
れ
で
秀

頼
は
死
ん
だ
わ
ぃ
…
ウ
ン
？　

大
砲
が
壊
れ

て
し
ま
っ
て
お
る
で
は
な
い
か
」。

　

且
元
は
家
康
の
問
い
に
は
答
え
ず
、

　
「
嗚
呼
、
忠
義
の
豊
臣
方
よ
、
申
し
訳
な
い
。

さ
り
な
が
ら
こ
れ
で
徳
川
に
は
大
砲
は
一
門

も
無
く
な
っ
た
。
最
期
の
忠
節
果
た
せ
た
わ

ぃ
」

　
「
且
元
、
聞
き
捨
て
な
ら
ん
。
お
前
、
大

砲
を
壊
す
た
め
に
わ
ざ
と
こ
の
役
を
引
き
受

け
た
の
か
」

　
「
い
か
に
も
」

　
「
お
の
れ
…
で
は
櫓
の
秀
頼
は
…
」

　
「
影
武
者
で
ご
ざ
る
」

　
「
ウ
ッ
ウ
ッ
…
計
略
漏
ら
し
た
な
っ
…
許

さ
ん
」

　
「
こ
れ
で
且
元
の
役
目
は
終
わ
り
で
ご
ざ

る
。
御
存
分
に
成
敗
を
願
い
ま
す
」

　

と
、
且
元
は
頭
を
垂
れ
た
。
家
康
は
暫
く

そ
の
姿
を
見
て
い
た
が
、

　
「
…
負
け
た
わ
ぃ
…
且
元
、
お
前
の
忠
義

に
家
康
は
負
け
た
…
好
き
に
す
れ
ば
良
い
」

　
「
そ
れ
で
は
高
野
山
に
登
り
ま
す
る
」

　

と
、
且
元
は
一
人
高
野
山
へ
入
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

以
上
の
如
く
、『
難
波
戦
記
』
で
は
豊
臣

第
一
の
忠
臣
者
は
片
桐
且
元
で
あ
る
。
し
か

し
、
史
実
で
は
「
冬
の
陣
」
直
前
に
退
城
す

る
ま
で
は
ほ
ぼ
そ
の
通
り
だ
が
、
そ
の
後
は

徳
川
方
に
寝
返
り
大
坂
城
を
攻
撃
し
て
い
る

の
だ
。
な
の
に
忠
臣
者
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
な
ぜ
か
？　

且
元
が
豊
臣
家
に
尽
く
し

て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
聞
く
耳

す
ら
持
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
城
内
に
は

淀
殿
や
大
野
と
い
う
「
悪
」
が
い
た
た
め
で

あ
る
。
権
力
を
持
つ
悪
の
前
で
ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
律
儀
者
は
時
代
を
超
え
て
存

在
す
る
。
敗
者
の
大
坂
方
は
、
且
元
を
他
人

と
は
思
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
た
。
そ
の
よ
う
な
豊
臣
第
一
の
忠
臣
者
の

片
桐
殿
を
追
い
出
し
た
の
は
、
豊
臣
方
に
と

っ
て
は
計
り
知
れ
な
い
不
幸
で
あ
る
っ
！
」。

　

淀
殿
、
大
野
ら
は
下
を
向
い
た
ま
ま
。
秀

頼
は
「
す
ま
な
か
っ
た
」
と
涙
を
流
す
。「
そ

の
片
桐
殿
の
最
期
の
忠
節
。
明
日
の
身
代
わ

り
役
、
ど
な
た
か
お
ら
れ
ぬ
か
？
」。
後
ろ

か
ら
「
こ
の
渡十

七

辺
次
郎
左
衛
門
に
仰
せ
付
け

願
い
た
い
…
」
と
か
細
い
声
。
皆
が
振
り
向

く
と
、
青
白
い
顔
を
し
た
二
十
歳
過
ぎ
の
若

侍
。
実
は
渡
辺
は
豊
臣
の
忠
臣
で
あ
る
が
病

に
冒
さ
れ
、
医
者
か
ら
も
見
放
さ
れ
て
い
た
。

「
何
の
役
に
も
立
て
ぬ
と
諦
め
て
お
り
ま
し

元禄元年（1688）発行と推定される「辰年増補大坂絵図」より。大坂城のちょうど北側に備前島が描か
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▶

七 

織
田
常
真（
お
だ
じ
ょ
う
し
ん
）

1
5
5
8
〜
1
6
3
0　

織
田
信
長
の
次
男・信
雄
。

淀
殿
の
叔
父
。大
坂
の
陣
の
直
前
、豊
臣
方
か
ら
徳
川
方

へ
寝
返
っ
た
。戦
歴
豊
富
な
一
方
、現
代
に
伝
わ
る
の
は
暗

君
エ
ピ
ソ
ー
ド
ば
か
り
。

八 

小
幡
勘
兵
衛（
お
ば
た
か
ん
べ
え
）

1
5
7
2
〜
1
6
6
3　

本
名
は
小
幡
景
憲
。仕
官
し

て
い
た
武
田
家
滅
亡
後
、徳
川
方
と
し
て
関
ヶ
原
の
合
戦

で
功
績
を
挙
げ
た
。大
坂
城
入
り
す
る
も
徳
川
方
に
内

通
。名
高
い
兵
学
者
と
し
て
名
を
残
す
。

九 

真
田
丸（
さ
な
だ
ま
る
）

大
坂
城
南
東
、平
坦
な
台
地
に
向
け
て
築
い
た
出
城
。狙

い
通
り
に
徳
川
方
は
こ
の
砦
を
攻
撃
し
、城
の
南
側
が
激

戦
地
に
。冬
の
陣
後
の
和
議
成
立
の
際
、取
り
壊
さ
れ
た
。

十 

佐
竹
義
宣（
さ
た
け
よ
し
の
ぶ
）

1
5
7
0
〜
1
6
3
3　

元
は
水
戸
の
武
将
だ
が
、関

ヶ
原
の
戦
い
後
の
国
替
え
に
よ
り
、出
羽
久
保
田
藩
の
初

代
藩
主
に
。冬
の
陣
の
鴫
野・今
福
の
戦
い
で
の
功
績
で
、

幕
府
内
で
の
評
価
が
高
ま
っ
た
。

十一 

上
杉
定
勝（
う
え
す
ぎ
さ
だ
か
つ
）

1
6
0
4
〜
1
6
4
5　

上
杉
家
当
主
だ
っ
た
景
勝
の

嫡
男
。出
羽
米
沢
藩
の
二
代
目
当
主
と
し
て
、佐
竹
と
並

ん
で
冬
の
陣
で
の
猛
攻
が
讃
え
ら
れ
た
。秀
忠
、家
光
と

徳
川
家
三
代
に
仕
官
し
た
。

十
二 

矢
野
和
泉
守

？
？
？
？
〜
1
6
1
4　

本
名
は
矢
野
正
倫
。不
条
理

な
取
り
潰
し
を
主
君
に
対
し
て
行
っ
た
家
康
を
恨
み
、再

興
を
願
っ
て
秀
頼
の
下
に
。し
か
し
徳
川
方
の
攻
撃
に
敗

れ
、鴫
野・今
福
に
て
討
死
。

天満橋
↓

鴫野
↓

←備前島

↑
京橋
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五 

真
田
幸
村
、徳
川
家
康
を
大
仁
村
に
追
う

　

豊
臣
贔
屓
『
難
波
戦
記
』
の
特
徴
に
「
逃

げ
る
家
康
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
る
。
真
田

幸
村
の
計
略
に
毎
度
の
如
く
ひ
っ
か
か
り
、

家
康
は
少
数
の
家
来
、
時
に
は
単
騎
で
逃
げ

ま
く
る
。
幸
村
は
家
康
を
後
一
歩
の
所
ま
で

追
い
詰
め
る
が
運
の
強
い
家
康
は
助
か
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　
「
冬
の
陣
」
で
「
鴫
野
・
今
福
の
合
戦
」

と
並
ぶ
戦
い
に
「
黒
門
口
の
合
戦
」
が
あ
る
。

黒
門
と
は
お
お
よ
そ
現
在
の
玉
造
の
辺
り
。

黒
門
を
守
備
し
て
い
た
豊
臣
方
武
将
が
「
徳

川
方
に
寝
返
り
ま
す
。
つ
い
て
は
黒
門
ま
で

来
て
く
れ
た
な
ら
門
を
開
け
ま
す
」
と
密
書

を
出
す
…
無
論
、
幸
村
の
計
略
で
あ
る
。
そ

れ
に
家
康
は
ま
ん
ま
と
乗
っ
か
っ
て
し
ま
う
。

　

門
が
開
く
と
中
か
ら
後
藤
又
兵
衛
、
木
村

重
成
ら
が
飛
び
出
し
、
驚
い
た
徳
川
の
大
軍

は
逃
げ
惑
う
。
家
康
も
馬
で
茶
臼
山
の
本
陣

ま
で
戻
ろ
う
と
、
玉
造
か
ら
西
へ
上
町
辺
り

ま
で
来
た
が
、
軍
勢
が
多
す
ぎ
て
進
め
な
い
。

そ
こ
で
方
向
を
北
に
取
っ
て
曾十

八

根
崎
村
へ
と

向
か
う
。
後
ろ
か
ら
は
幸
村
が
駒
で
追
い
か

け
る
。

　
「
弓
矢
八
幡
よ
ど
う
ぞ
お
助
け
を
」
と
、

家
康
は
馬
上
で
念
じ
な
が
ら
さ
ら
に
福
島
ま

で
逃
れ
来
た
が
、
眼
前
の
福
島
天
神
の
森
か

ら
出
て
き
た
の
が
な
ん
と
真
田
幸
村
。「
後

ろ
か
ら
幸
村
、
前
か
ら
幸
村
…
ど
う
い
う
こ

と
じ
ゃ
」。

　

こ
れ
も
何
度
も
出
て
く
る
シ
ー
ン
。
ご
存

じ
幸
村
の
影
武
者
で
あ
る
。「
七
人
影
武
者
」

と
も
言
わ
れ
る
が
、
数
え
れ
ば
も
っ
と
い
る

は
ず
だ
。
し
か
し
、
家
康
は
そ
こ
を
も
な
ん

と
か
逃
れ
て
、
進
路
を
北
に
と
っ
て
大
仁
村

へ
…
錦
絵
な
ど
に
は
こ
の
場
面
が
よ
く
あ
る
。

大
坂
人
に
と
っ
て
は
こ
れ
ほ
ど
胸
の
す
く
場

面
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

家
康
は
大だ

い

仁に
ん

村
（
大
阪
市
立
大
淀
小
学
校

の
辺
り
）
へ
入
っ
た
が
、
前
か
ら
は
新
た
な

幸
村
が
出
現
！　

ま
さ
し
く
進
退
窮
ま
っ
た

と
い
う
場
面
。「
あ
ぁ
ど
う
し
よ
う
」。
家
康

が
辺
り
を
見
る
と
貧
し
い
一
軒
の
家
。
な
り

ふ
り
構
わ
ず
中
へ
飛
び
込
む
と
「
助
け
て
く

れ
。
我
は
家
康
じ
ゃ
」
と
住
人
に
縋
る
。
こ

の
よ
う
な
シ
ー
ン
も
い
く
つ
も
あ
る
…
が
、

こ
こ
か
ら
が
肝
心
な
の
だ
が
、
こ
う
い
う
場

合
「
助
け
て
く
れ
と
来
ら
れ
れ
ば
敵
も
味
方

も
な
い
わ
い
。
よ
っ
し
ゃ
、
こ
こ
に
隠
れ
な

さ
れ
」
と
、
大
坂
の
庶
民
が
最
後
は
い
つ
も

匿
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
幸
村

は
家
康
を
見
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

嗚
呼
、
こ
れ
を
ど
う
評
価
す
れ
ば
良
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
大
坂
に
と
っ
て
、
豊
臣
に
と

っ
て
、
憎
っ
く
き
徳
川
家
康
を
大
坂
人
が
助

け
る
の
だ
。
し
か
も
こ
と
あ
る
ご
と
に
！　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
か
ら
ど
の
よ
う
に
で
も
で

き
る
豊
臣
贔
屓
『
難
波
戦
記
』
な
の
に
！　

「
そ
や
か
て
、『
助
け
て
』
と
言
わ
れ
た
ら
助

け
な
ア
カ
ン
や
ん
」
と
い
う
大
阪
気
質
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
す
れ
ば
、
そ
の
気
質
は
今
も

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
物
語
が
出

来
た
時
代
に
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。〈
完
〉

タ
ヌ
キ
親
爺
は
大
阪
人
の
目
の
敵

徳
川
家
康

1
5
4
3
〜
1
6
1
6　

三
河
国
の
松
平
家
の
嫡
男
と
し

て
生
ま
れ
、幼
少
期
か
ら
今
川
家
で
人
質
生
活
を
送
る
。織

田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、秀
吉
亡
き
後
は
秀
頼
を
政

治
面
で
支
え
て
も
い
た
。慶
長
８
年（
1
6
0
3
）、江
戸
に

幕
府
を
開
い
て
か
ら
は
、豊
臣
家
が
最
大
の
脅
威
と
な
っ
た

こ
と
が
開
戦
の
き
っ
か
け
に
。

明治期の錦絵「家康大仁村難戦之図」（真田氏歴史館蔵）。３枚にわたり、逃げる家康
（右）を幸村（左）が追い詰める三里（12km）の攻防が繰り広げられている。

十
三 

飯
田
左
馬
介（
い
い
だ
さ
ま
の
す
け
）

生
没
年
不
詳
。創
作
の
可
能
性
が
高
い
、豊
臣
家
の
家
臣
。

飯
田
家
は
大
坂
の
陣
後
に
江
戸
に
流
れ
つ
き
、現
在
の
板

橋
区
周
辺
を
開
拓
し
た
と
い
わ
れ
る
。

十
四 

山
添
了
寛（
や
ま
ぞ
え
り
ょ
う
か
ん
）

生
没
年
不
詳
。大
坂
城
に
い
た
僧
の一人
だ
っ
た
が
、木
村

重
成
の
気
概
に
感
化
さ
れ
て
出
陣
。八
尾
で
討
ち
取
ら

れ
る
ま
で
、重
成
に
付
き
従
っ
た
。

十
五 

梅
津
半
左
衛
門（
う
め
づ
は
ん
ざ
え
も
ん
）

生
没
年
不
詳
。佐
竹
義
宣
の
家
臣
と
い
え
ば
こ
の
人
、と

後
世
に
名
を
残
す
豪
傑
ぶ
り
。槍
の
名
手
で
、徳
川
方
に

お
け
る
切
り
込
み
隊
長
の
役
割
を
担
っ
た
。

十
六 

本
多
佐
渡
守
正
信（
ほ
ん
だ
さ
ど
の
か
み
ま
さ
の
ぶ
）

1
5
3
8
〜
1
6
1
6　

徳
川
家
康
の
重
臣
で
あ
り
、

江
戸
幕
府
初
期
の
主
導
役
だ
っ
た
三
河
の
武
将
。大
坂
の

陣
で
は
、高
齢
な
た
め
に
主
に
家
康
に
策
を
提
案
す
る

役
割
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

十
七 

渡
辺
次
郎
左
衛
門（
わ
た
な
べ
じ
ろ
う
ざ
え
も
ん
）

生
没
年
不
詳
。渡
辺
内
蔵
助
の
息
子
と
さ
れ
、銃
声
に

怖
気
づ
い
て
逃
げ
帰
っ
た
父
親
の
汚
名
挽
回
の
た
め
、講

談
師
が
創
作
し
た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

十
八 

曾
根
崎
村

大
川
の
北
側
に
あ
り
、か
つ
て
流
れ
て
い
た
蜆
川（
曽
根

崎
川
）の
北
岸
。現
在
で
い
う
北
新
地
エ
リ
ア
に
あ
た
る
。

大坂の陣400年 ちょいと耳寄り話 旭堂南海さんの生の講談が聴ける！　９月11日(木)・12日(金)「千日亭講談会～難波戦記人物列伝～」☎06-6211-7819 8
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日時／2014年10月16日（木） 
7:00PM〜8:30PM頃（開場6:30PM〜）

会場／大阪証券取引所ビル3階 北浜フォーラム
受講料／1,500円
定員／100名
主催／ナカノシマ大学事務局
協力／大阪市 都市整備局

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10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。

 「髙岡流・大阪の建築の味わい方」

21世紀の
懐徳堂

プロジェクト

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

時代の波を越えて、長く愛されてきた大阪の建築。
その鑑賞のポイントと楽しみ方を、髙岡さん目線で解説。
　文化財級の価値を持つ歴史的建造物
だけではなく、1950〜70年代に建てられ
た高度成長期のビルや街の喫茶店に建
築的価値を見い出すなど、新しい視点で
大阪の建築を語る髙岡さん。角を丸くす
ることで正面性を強調した「カド丸建築」、
大阪でしか生まれ得なかったであろう異
彩を放つ「大阪的建築」など、その語り口
もユニークだ。
　その髙岡さんが有識者会議の委員とし
て関わっているのが、大阪市の「生きた建
築ミュージアム」事業だ。「生きた建築」
とは、建築として歴史的価値を継承しな
がら、なおかつ今も現役で使われている
建築物のこと。中之島のダイビル本館や、
三井住友銀行大阪支店、大阪ガスビルな
どのほか、千日前の［純喫茶アメリカン］

などの店舗も含まれている。
　先日、今年新たに選定されたビルや店
舗22件が発表された。11月1・2日を中心
に、建物公開などイベントも予定されてい
る。つまり、大阪の建築を楽しむには絶
好のタイミングなのだ。というわけで、ナ
カノシマ大学では、この「生きた建築ミュ
ージアム」と連携したプレイベントを開催。
髙岡さんにそれぞれの建築の見どころを
語ってもらう。同時に、今後行われるその
他のイベントについても紹介。髙岡流の
建築の楽しみ方を伝授してもらおう。

街の歴史であり、
人々の営みの証

講座&館内見学もあり!
大阪証券取引所ビルで開催。
　会場は昨年「生きた建築ミュージアム・大阪セレク
ション」に選定された、大阪証券取引所ビル。2004
年に高層ビルへと建て替えられたが、外壁を保存して
竣工時の様子を伝えている姿はまさに「生きた建築」。
会議室での講義の後、館内見学も行います。

ナカノシマ大学×「生きた建築ミュージアム」連携講座

 「髙岡流・大阪の建築の味わい方」
講師／髙岡伸一（建築家/大阪市立大学特任講師）

◎今月の授業

 【生きた建築】

「生きた建築ミュージアム」事業とは?
  「ある時代の歴史・文化、市民の暮らしぶりといった都市の営みの証であり、さまざまな形で変化・発展しな
がら今も生き生きとその魅力を物語る建築物」を選定し、大阪の新しい魅力として発信していく事業。昨年
度は28件が選定された。今年度の選定や関連イベントの詳細は次号にて！

提供／大阪市

9
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天
満
天
神
繁
昌
亭
で
は
、土
地
を
提
供
し
て
い
る
大
阪
天
満
宮
に
敬
意
を
表
し
、

毎
月
25
日
の
夜
席
を「
天
神
寄
席
」と
銘
打
ち
、さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
開
催
し
て
い
る
。

９
月
は
、花
街
を
彩
っ
た
芸
妓
さ
ん
た
ち
が
主
役
の
ネ
タ
を
お
楽
し
み
に
。

ま
た
、北
新
地
の
元
芸
妓
さ
ん
で
あ
る
梅
十
三
姐
さ
ん
を
鼎
談
の
ゲ
ス
ト
に
迎
え
、

粋
な
お
茶
屋
遊
び
に
つい
て
ご
指
南
い
た
だ
き
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
大
坂
に
は
、
新
町
・
南
地
・

堀
江
・
北
新
地
の
四
花か

街が
い

が
あ
っ
た
。
南

地
は
、
さ
ら
に
難
波
新
地
や
宗
右
衛
門
町

な
ど
の
五
区
に
分
か
れ
る
。「
芸
は
売
っ

て
も
体
は
売
ら
ぬ
」
芸げ

い

妓ぎ

と
、
そ
う
で
な

い
娼

し
ょ
う

妓ぎ

を
抱
え
た
花
街
は
、
豊
色
噺
に
欠

か
せ
な
い
。
近
代
に
松
島
・
飛
田
の
新
地

が
生
れ
る
と
、
そ
の
娼
妓
も
落
語
を
彩
る
。

　

四
花
街
と
総
称
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に

個
性
的
だ
。
新
町
は
大
坂
で
唯
一
公
認
の

花
街
で
、
最
高
位
の
名
妓
「
太
夫
」
を
抱

え
て
い
た
か
ら
、
新
町
が
舞

台
の
廓
噺
「
冬
の
遊
び
」
に

は
栴せ

ん
だ
ん檀

太
夫
が
登
場
す
る
。

講
談
な
ど
で
も
有
名
な
夕
霧
太
夫
も
新
町

の
太
夫
だ
。

　

北
新
地
に
は
中
之
島
の
蔵
屋
敷
や
大
坂

城
の
武
士
た
ち
が
通
い
、
南
地
は
町
人
が

多
か
っ
た
。
滑
稽
な
心
中
噺「
辻つ

じ
う
ら占

茶
屋
」

で
は
、
オ
ッ
サ
ン
か
ら
「
お
前
が
遊
び
に

行
く
ね
や
さ
か
い
に
、
ど
っ
ち
み
ち
南
ち

ゃ
う
か
？
」
と
問
わ
れ
た
源
や
ん
は
、
事

実
、
難
波
新
地
の
な
じ
み
だ
っ
た
。

　

娼
妓
が
客
に
誠
を
誓
う
起
請
文
が
主
題

の
「
三
枚
起き

し
ょ
う請

」
も
、
難
波
新
地
が
舞
台
。

娼
妓
の
小
輝
は
、
起
請
文
を
石
版
印
刷
し

て
配
り
た
い
と
い
う
ア
バ
ズ
レ
だ
。

各
花
街
の
芸
妓
気
質
も
異
な
っ
た
。
北
新

地
の
元
芸
妓・西
川
梅う

め

十と

三み

さ
ん
か
ら「
色

の
新
町
、
浮
気
な
南
、
野
暮
な
堀
江
に
、

実
の
北
」
と
教
え
て
も
ら
っ
た
。
客
が
作

っ
た
惹
句
ら
し
い
が
、
妥
当
か
否
か
は
、

初う

心ぶ

な
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
は
芸

妓
評
で
あ
っ
て
娼
妓
評
で
は
な
い
が
、
小

輝
に
「
浮
気
な
南
」
は
相
応
し
い
。

　

し
か
し
、
上
方
落
語
の
名
作
「
た
ち
ぎ

れ
線
香
」
は
、
南
地
の
芸
妓
・
小
糸
の
誠

を
描
く
。
小
糸
と
相
思
相
愛
に
な
っ
た
船

場
の
御
大
家
の
若
旦
那
は
、
番
頭
か
ら
蔵

に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
が
、
小
糸
は
命
を
か

け
て
若
旦
那
へ
の
想
い
を
貫
い
た
。

　

桂
米
團
治
の
「
代
書
」
は
、
無
筆
の
客

が
松
島
へ
女
郎
買
い
に
行
く
が
、
桂
春
團

治
の
「
代
書
屋
」
で
は
「
飛
田
」
だ
。
こ

の
憎
め
な
い
男
に
は
、
四
花
街
よ
り
松
島

や
飛
田
が
よ
く
似
合
う
。
そ
れ
く
ら
い
の

こ
と
は
、
初
心
な
私
に
だ
っ
て
わ
か
る
。

笑
う
落
語
の
大
阪 

第
六
回  　

島
幸
次

◉
9
月
の
お
題
は「
花
街
」

落
語
／
桂
雀
太「
色
事
根
問
」　

　
　
　
桂
米
左「
冬
の
遊
び
」　

　
　
　
桂
文
華「
三
枚
起
請
」

　
　
　
林
家
染
弥「
辻
占
茶
屋
」

　
　
　
桂
春
之
輔「
た
ち
ぎ
れ
」

鼎
談
／
桂
春
之
輔

　
　
　（
上
方
落
語
協
会
副
会
長
）　

　
　
　
西
川
梅
十
三

　
　
　（
日
本
舞
踊
西
川
流
理
事
）

　
　
　
髙
島
幸
次

　
　
　（
大
阪
天
満
宮
文
化
研
究
所
）

9
月
の
天
神
寄
席
は
ネ
タ
も
ゲ
ス
ト
も
華
や
か
！

ナ
カ
ノ
シ
マ
大
学
で
前
売
り
券
を
買
う
と
お
得
!

「
天
神
寄
席
」の
前
売
チ
ケ
ッ
ト
を
ナ
カ
ノ
シ
マ
大
学
で
買
う
と
、１
８
０
０
円
で
入
場
で
き
ま
す
。

い
つ
も
の
ナ
カ
ノ
シ
マ
大
学
と
同
じ
く
、ウ
ェブ
、ハ
ガ
キ
、Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
を
受
付
中
。

開
催
日
／
9
月
25
日（
木
）

時
間
／
6・30 

PM
〜（
開
場
6・00 

PM
〜
／
受
付
開
始
5・45 

PM
〜
）

受
講
料
／
1
8
0
0
円（
通
常
：
前
売
2
0
0
0
円
／
当
日
2
5
0
0
円
）

支
払
い
方
法
／
当
日
、現
地
に
て
精
算

販
売
期
間
／
9
月
24
日（
水
）7・00 

PM
ま
で

※
ナ
カ
ノ
シ
マ
大
学
で
販
売
す
る
チ
ケ
ッ
ト
は
前
売
り
券
の
み
で
す
。当
日
券
の
販
売
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
申
し
込
み
方
法
は
Ｐ
9
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
☎
０
６・４
７
９
９・１
３
４
０

トリをかざる春之輔師匠の「たちぎ
れ」は、花街が舞台のネタ。

梅十三さんは
繁昌亭で噺家
さんにも踊りを
教えています。

た
か
し
ま
・
こ
う
じ

大
阪
大
学
招
聘
教
授
、追
手
門
学
院
客
員
教
授
、

大
阪
天
満
宮
文
化
研
究
所
研
究
員
な
ど
を
務
め
る
。

九
月
寄
席
の
鼎
談
で
は
、芸
妓
さ
ん
の
厳
し
い
教
え
や
、

お
客
の
粋
な
遊
び
の
裏
話
が
聞
け
る
か
も
。

9
月

25
日
（
木
）

 「
花
街
は
色
と
り
ど
り
」

四
花
街
の
芸
妓
気
質
。
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上越国際スキー場に近い大沢山温泉（南魚沼市）の露天風呂。空の色が違う！

日時／2014年10月8日（水） 6:30PM～8:00PM（開場6:00PM）
会場／アサヒ ラボ･ガーデン（大阪富国生命ビル4F）
講師／岩佐十良
受講料／無料（新潟県のお土産付き）　定員／50名
主催／新潟県観光協会大阪観光センター
協力／アサヒ ラボ･ガーデン
運営／新潟のええとこ・うまいもんゼミナール事務局

お名前･ご住所･電話番号を明記のうえ、下記までハガ
キ、ファックス、もしくはナカノシマ大学HP（http://
nakanoshima-univ.com/）内の応募フォームからお申
込みください。ハガキ、ファックスでのお申込みの方は、
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、講座名を必ずお書き添えください。〒530-0004 
大阪市北区堂島浜2-1-29 古河大阪ビル4F「関西にい
がたゼミ」受付係　fax.06-4799-1341　※締切＝9月17
日（水）必着。応募者多数の場合は抽選とします。受講
票は当選した方のみ、9月24日（水）までに発送します。

 「おそるべし!  新潟の温泉と食」

関
西
人
の
た
め
の

 「
新
潟
の
え
え
と
こ
・
う
ま
い
も
ん
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」

 
近
く
な
る
新
潟
。2
0
1
5
年
春
、北
陸
新
幹
線
が
開
業
!

第
1
回「
お
そ
る
べ
し
! 

新
潟
の
温
泉
と
食
」 

講
師
／
岩
佐
十
良

 「
こ
ん
な
に
新
潟
好
き
が
い
た
の
か
!?
」

あ
の
人
気
ゼ
ミ
が
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　

昨
年
10
月
か
ら
５
ヵ
月
連
続
で
開
催
さ
れ

た
「
新
潟
ゼ
ミ
」
が
好
評
に
つ
き
今
年
も
開

講
で
す
。
い
よ
い
よ
来
年
３
月
に
迫
っ
た
北
陸

新
幹
線
（
金
沢
─
長
野
間
）
の
開
業
。
上
杉
謙

信
の
ふ
る
里
・
上
越
市
や
四
季
の
高
原
リ
ゾ
ー

ト
妙
高
市
な
ど
新
潟
県
西
部
に
大
阪
か
ら
３
時

間
半
で
ア
ク
セ
ス
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
も
新
潟
の
「
ひ
と
言
で
は
語
れ
な
い
」

魅
力
を
、
新
潟
の
大
フ
ァ
ン
か
つ
ス
ペ
シ
ャ

リ
ス
ト
で
あ
る
５
人
の
講
師
に
紹
介
し
て
も

ら
い
、
新
潟
行
き
の
ヒ
ン
ト
を
た
く
さ
ん
手

に
入
れ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

第
１
回
目
の
講
師
は
、
昨
年
に
引
き
続
き

雑
誌
『
自
遊
人
』
編
集
長
の
岩
佐
十
良
さ
ん
。

新
潟
県
南
魚
沼
市
に
編
集
部
を
移
し
、
現
地

で
古
民
家
宿
の
経
営
や
米
づ
く
り
も
手
が
け
、

さ
ら
に
は
温
泉
王
国
で
も
あ
る
新
潟
の
名
湯

秘
湯
を
は
じ
め
全
国
の
温
泉
情
報
サ
イ
ト「
自

遊
人
温
泉
倶
楽
部
」
も
運
営
す
る
岩
佐
編
集

長
に
、
温
泉
地
の
数
が
全
国
３
位
を
誇
り
な

が
ら
も
関
西
人
に
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な

い
、
越
後
の
湯
と
食
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
新
潟
名
産
の
お
土
産
付
き
。

お
楽
し
み
に
！

◉第１回～４回の会場は
昨年の新潟ゼミですっかりおなじみになった梅田･富国生命
ビル４回の多目的スペース「アサヒ ラボ･ガーデン」。イベント
以外の用事でも足を運びたくなる、快適かつ使い勝手のい
いフリースペースで大人気です。
☎06-6926-4070　11:00AM～8:00PM　日曜休
http://www.asahigroup-holdings.com/
research/labgarden/

いわさ･とおる
1967年東京生まれ。2000年に「食と旅」をテーマにした雑誌『自遊人』を創
刊。 2004年に編集部を東京から南魚沼に移転し、社員とともに移住。米づく
りを始め、本物の食品を求めてショッピングモール「オーガニック・エクスプレ
ス」、農業生産法人「自遊人ファーム」を立ち上げる。昨年、古民家の宿屋

［里山十帖］も開業。南魚沼市在住。新潟を内側からよく知るキーマンである。

 

◉
今
月
の
授
業

 

温
泉
と
食

続々登場!  
新潟の魅力を語る
スペシャリスト講師陣
第2回 11.5（水）　
恩田雅和（天満天神繁昌亭支配人）

第3回 12.3（水）　
千葉望（文筆家）

第4回 1.14（水）
鷲尾圭司（水産大学校理事長）

第5回 2月（未定）　
地酒と食材を味わう会（有料）
※会場は未定
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塾
と
い
え
ば
、
緒
方
洪
庵
が
幕
末
に

開
い
た
蘭
学
塾
。
中
で
は
、
若
者
た

ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
新
医
術
や
天
文
学
を

学
び
、
近
代
日
本
を
背
負
う
に
ふ
さ
わ
し
い

人
物
が
輩
出
さ
れ
た
。
そ
の
跡
は
今
も
オ
フ

ィ
ス
街
・
淀
屋
橋
に
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
大

阪
屈
指
の
名
所
で
あ
り
、
耐
震
改
修
工
事
を

経
て
、
こ
の
５
月
に
再
び
門
が
開
か
れ
た
。

　

そ
の
再
オ
ー
プ
ン
を
記
念
し
た
メ
ニ
ュ
ー

が
誕
生
し
た
と
聞
き
、
大
阪
大
学
中
之
島
セ

ン
タ
ー
内
の
［
カ
フ
ェ
テ
リ
ア 

ス
コ
ラ
］

を
訪
れ
た
。
一
見
“
学
食
”
め
い
た
カ
フ
ェ

テ
リ
ア
だ
が
、
リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
直

営
だ
け
あ
っ
て
味
は
確
か
な
も
の
。
適
塾
を

源
流
と
す
る
大
阪
大
学
と
の
コ
ラ
ボ
に
、
期

待
は
高
ま
る
。
運
ば
れ
て
き
た
の
は
、
お
か

ず
が
詰
ま
っ
た
漆
器
の
弁
当
箱
に
、
ご
は
ん

と
汁
物
が
付
い
た
、
ず
ば
り
「
適
塾
御
膳
」。

な
に
し
ろ
、
当
時
の
適
塾
門
下
生
が
食
べ
た

味
を
再
現
し
た
メ
ニ
ュ
ー
で
あ
る
。
ス
コ
ラ

の
シ
ェ
フ
お
得
意
の
パ
ス
タ
や
ピ
ラ
フ
と
い

っ
た
洋
食
で
は
、
当
然
な
い
。

の
メ
ニ
ュ
ー
の
た
め
だ
け
に
、
器
や

箸
置
き
を
揃
え
ま
し
た
」
と
、
考
案

者
の
根
来
隆
夫
シ
ェ
フ
。
専
門
外
の
和
風
の

味
付
け
も
そ
う
だ
が
、
数
少
な
い
資
料
か
ら

納
得
の
い
く
食
材
や
味
を
決
め
た
。

　

再
現
す
る
に
あ
た
っ
て
頼
っ
た
の
は
、
塾

生
の
ひ
と
り
だ

っ
た
福
澤
諭
吉

の『
福
翁
自
伝
』

だ
。
日
本
の
近

代
思
想
を
牽
引

し
た
偉
人
の
エ

ッ
セ
イ
で
あ
る

が
、
適
塾
生
の

暮
ら
し
ぶ
り
を

描
い
た
パ
ー
ト

は
か
な
り
痛
快
。

そ
う
い
え
ば
、
島
民
７
月
号
で
も
紹
介
し
た

手
塚
治
虫
の
『
陽
だ
ま
り
の
樹
』
は
、
こ
の

『
福
翁
自
伝
』
を
な
ぞ
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

多
く
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
洪
庵
の
妻
・
八

重
の
賄
い
を
塾
生
た
ち
が
せ
わ
し
な
く
台
所

で
立
ち
食
い
す
る
シ
ー
ン
。
福
澤
は
、
食
べ

盛
り
の
真
裸
の
若
者
た
ち
を
見
て
「
百
鬼
立

食
」
と
称
し
た
。

　
「
他
に
も
『
お
菜
は
一
六
が
葱
と
薩
摩
芋

の
難
波
煮
、
五
十
が
豆
腐
汁
、
三
八
が
蜆
汁
』

と
い
う
表
記
が
あ
っ
て
、
日
付
に
よ
っ
て
副

菜
が
決
ま
っ
て
い
た
み
た
い
で
す
」。
こ
の

適
塾
御
膳
に
は
、
そ
の
副
菜
が
勢
揃
い
。
大

阪
人
好
み
の
甘
辛
味
一
辺
倒
に
な
ら
な
い
よ

う
、
ゴ
マ
油
や
柚
子
胡
椒
で
変
化
を
付
け
た

の
は
、
根
来
シ
ェ
フ
の
仕
事
力
と
想
像
力
に

よ
る
。
福
澤
の
同
輩
の
大
村
益
次
郎
大
好
物

の
豆
腐
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
た
り
、

適
塾
フ
ァ
ン
が
ニ
ヤ
つ
い
て
し
ま
う
小
ネ
タ

の
仕
込
み
も
、
シ
ェ
フ
の
遊
び
心
。
塾
生
が

こ
の
御
膳
を
見
た
ら
、
あ
ま
り
の
豪
華
さ
に

ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
…
。

　
「
メ
イ
ン
の
牛
肉
の
す
き
焼
き
風
も
、
牛

鍋
の
つ
も
り
で
す
。
当
時
は
解
剖
し
た
後
の

動
物
の
肉
を
食
べ
た
り
、
塾
生
が
通
っ
た
難

波
橋
南
詰
の
牛
鍋
屋
も
ま
ず
か
っ
た
そ
う
で

す
が
、
さ
す
が
に
お
客
様
に
出
せ
ま
せ
ん
か

ら
ね
」
と
笑
う
根
来
シ
ェ
フ
。
お
味
は
平
野

俊
夫
総
長
・
大
竹
文
雄
副
学
長
の
お
墨
付
き

な
の
で
、ど
う
ぞ
ご
期
待
を
。「
平
成
の
適
塾
」

を
う
た
う
中
之
島
セ
ン
タ
ー
に
、
堂
々
の
新

名
物
誕
生
で
あ
る
。

取
材・文
／
江
口
由
夏（
本
誌
）

適

こ適
塾
生
の
気
分
を
味
わ
え
る
、

新
名
物
が
誕
生
し
た
。

カフェテリア スコラ
大阪大学中之島センター ２F
センターに勤める職員や、講
座聴講に訪れる人々のラン
チ御用達レストラン。パスタ
ランチ1,030円やエビフライ
セット1,030円など、洋食の
定番を取り揃えている。適塾
御膳1,030円は１日10食の
数量限定のため、電話予約
すべし。☎06-6444-5214 
ランチ11:30AM〜2:00 
PM（LO） カフェ2:00PM〜
4:30PM（LO）　不定休

「試作中は文献を読む手が止まらなかった」と根来シェフ。
素麺や魚など、季節によって変わる食材もあり。

『福翁自伝』福沢諭吉
（1,080円／講談社学術文庫）

中
之
島
を
涼
し
く

 「
打
ち
水
」イ
ベ
ン
ト
開
催

中
之
島
を
涼
し
く

 「
打
ち
水
」イ
ベ
ン
ト
開
催

中
之
島
を
涼
し
く

 「
打
ち
水
」イ
ベ
ン
ト
開
催
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特別展示「大坂屈指の豪商
『加島屋』からの400年の歩み」
期間／9月30日（火）まで
会場／大同生命大阪本社 
２階メモリアルホール
※入館無料・１階エントランスにて
入館受付が必要
入館時間／10:00AM～4:00PM

（水曜は～7:00PM）
問い合わせ☎06-6447-6111（代表）

が
主
催
し
、
中
之
島
ま
ち
み
ら
い

協
議
会
が
連
携
し
て
行
わ
れ
て
い

る
。
中
之
島
に
拠
点
を
置
く
企
業

が
中
心
と
な
り
、
環
境
活
動
に
一

役
買
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

　

同
じ
日
、
ほ
た
る
ま
ち
港
で
は

国立国際美術館「ジャン・フォートリエ展」
期間／9月27日（土）～12月7日（日）
会場／地下3階展示室
入館時間／10:00AM～4:30PM

（金曜は～6:30PM）
※入館は閉館の30分前まで
休館日／月曜日（10月13日・11月3日・24日を除く）
※祝日の場合は開館し、翌日火曜日閉館
入館料／大人1,400円・大学生1,000円
問い合わせ☎06-6447-4680

ト
ウ
ミ
ン
月
報

２０１４年９月１日発行

質
」
を
転
換
点
と
し
た
フ
ォ
ー
ト

リ
エ
の
作
風
か
ら
は
、
戦
争
が
芸

術
家
た
ち
に
与
え
た
衝
撃
の
一
端

が
読
み
取
れ
る
。
大
戦
以
前
と
以

降
の
抽
象
表
現
主
義
を
語
る
う
え

で
、
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
は
欠
か
せ
な

い
人
物
な
の
だ
。　
（
江
口
由
夏
・

本
誌
）

　

国
立
国
際
美
術
館
で
は
、
パ
リ

で
活
躍
し
た
画
家
、
ジ
ャ
ン
・
フ

ォ
ー
ト
リ
エ
の
没
後
５０
年
を
記
念

し
、
回
顧
展
が
開
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
約
９０
点
も
の
作
品
が
日

本
に
集
ま
る
大
が
か
り
な
展
示
は
、

今
回
が
初
め
て
。

　

フ
ォ
ー
ト
リ
エ
の
名
を
知
ら
し

め
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

に
発
表
さ
れ
た
連
作
「
人
質
」。
暗

い
背
景
に
浮
か
び
上
が
る
、
歪
に

ひ
し
ゃ
げ
た
人
間
の
頭
部
。
そ
こ

に
は
、
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
自
身
が
ド

イ
ツ
の
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
追
わ
れ
る

緊
張
感
と
理
不
尽
さ
、
レ
ジ
ス
タ

ン
ス
の
叫
び
、
危
険
を
冒
し
て
打

ち
込
ん
だ
制
作
活
動
へ
の
熱
意
が

厚
く
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
た
。「
人

　

残
暑
厳
し
い
大
阪
の
夏
。
オ
フ

ィ
ス
街
で
あ
る
中
之
島
は
、
ま
さ

し
く
「
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
」
と

な
る
。
そ
の
緩
和
を
目
指
し
て
、

去
る
８
月
１
日
、「
中
之
島
ウ
エ
ス

ト
・
打
ち
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が

開
催
さ
れ
た
。
中
之
島
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
タ
ワ
ー
、
中
之
島
ダ
イ
ビ

ル
、
中
之
島
三
井
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
、

淀
屋
橋
ｏ
ｄ
ｏ
ｎ
ａ
、
ほ
た
る
ま

ち
で
、
集
ま
っ
た
人
た
ち
が
一
斉

に
水
を
撒
い
て
涼
感
を
演
出
。
川

の
水
を
使
う
と
い
う
の
が
中
之
島

ら
し
い
。

　

昨
年
に
続
い
て
行
わ
れ
た
こ
の

イ
ベ
ン
ト
は
、
中
之
島
ウ
エ
ス
ト
・

エ
リ
ア
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
連
絡
会

《左手を腰にあてて後ろを向く裸婦》
1926年 個人蔵
©ADAGP, Paris & JASPAR, 
Tokyo, 2014 Ｄ0520

《人質の頭部》
1944年 国立国際美術館蔵
©ADAGP, Paris & JASPAR, 
Tokyo, 2014 Ｄ0520

《黒の青》1959年 個人蔵
©ADAGP, Paris & JASPAR, 
Tokyo, 2014 Ｄ0520

　

大
同
生
命
大
阪
本
社
ビ
ル
で
は
、

大
同
生
命
の
礎
を
築
い
た
豪
商
「
加

島
屋
」
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

た
特
別
展
を
開
催
中
だ
。
大
阪
大

学
が
協
力
し
、
創
業
者
の
広
岡
家

や
本
社
ビ
ル
の
保
存
史
料
２
５
０

０
点
を
研
究
。
堂
島
米
市
場
の
シ

ス
テ
ム
や
、
豪
商
と
藩
の
取
引
を

示
す
パ
ネ
ル
展
示
な
ど
、
具
体
的

な
数
字
や
史
料
で
魅
せ
る
「
研
究

成
果
」
に
思
わ
ず
唸
っ
て
し
ま
う
。

　

ま
た
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
花

子
と
ア
ン
」
放
送
時
期
に
合
わ
せ
、

戦
争
の
非
情
さ
を
抽
象
画
に
込
め
た

ジ
ャ
ン・フ
ォ
ー
ト
リ
エ
の
回
顧
展

戦
争
の
非
情
さ
を
抽
象
画
に
込
め
た

ジ
ャ
ン・フ
ォ
ー
ト
リ
エ
の
回
顧
展

戦
争
の
非
情
さ
を
抽
象
画
に
込
め
た

ジ
ャ
ン・フ
ォ
ー
ト
リ
エ
の
回
顧
展

「
水
辺
の
ま
ち
の
防
災
訓
練
」
と
称

し
て
、
緊
急
物
資
の
バ
ケ
ツ
リ
レ

ー
体
験
や
、
消
防
艇
に
よ
る
放
水

訓
練
も
行
わ
れ
た
。
こ
れ
も
水
辺

な
ら
で
は
の
取
り
組
み
だ
。　
（
大

迫 

力
・
本
誌
）

中
之
島
を
涼
し
く

 「
打
ち
水
」イ
ベ
ン
ト
開
催

中
之
島
を
涼
し
く

 「
打
ち
水
」イ
ベ
ン
ト
開
催

中
之
島
を
涼
し
く

 「
打
ち
水
」イ
ベ
ン
ト
開
催

ヒ
ロ
イ
ン
の
村
岡
花
子
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
女
性
実
業
家
・
広

岡
浅
子
を
紹
介
し
た
企
画
展
も
見

逃
せ
な
い
。（
江
口
由
夏
・
本
誌
）

豪
商
か
ら
大
企
業
へ

大
同
生
命
の
特
別
展

豪
商
か
ら
大
企
業
へ

大
同
生
命
の
特
別
展

豪
商
か
ら
大
企
業
へ

大
同
生
命
の
特
別
展

地上35階建のタワーレジデンス
「クラッシィタワー淀屋橋」公式サイト上で展開。

http://midosuji-living.jp

淀屋橋タワー 検索

月刊島民プ
レスが責任

編集!

御堂筋・北船場エリアに暮らす
魅力を紹介するWEBマガジン

13

島民Vol.74.indd   13 14/08/23   4:08



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。

編集・発行人／江 弘毅（編集集団140B）
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若狭健作　綱本武雄（株式会社 地域環境計画研究所）　
松本 創　江口由夏　大迫 力（編集集団140B）
〒530-0004 大阪市北区堂島浜2-1-29 古河大阪ビル4階
Tel 06-4799-1340　Fax 06-4799-1341
制作進行／堀西 賢（ALEGRESOL）
デザイン／山㟢慎太郎　
表紙イラスト／奈路道程
印刷／佐川印刷株式会社
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祝 祭 へ よ う こ そ 。

　

今
や
店
舗
数
は
中
之
島
を
含
め
て
全

国
に
55
店
。
赤
と
黒
の
ロ
ゴ
に
見
覚
え

が
あ
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。［
エ
ー
ル
・

エ
ル
］
の
看
板
商
品
は
、
ワ
ッ
フ
ル
生

地
に
ク
リ
ー
ム
や
果
物
を
挟
ん
だ
「
ワ

ッ
フ
ル
ケ
ー
キ
」。
ひ
と
口
で
は
な
く
、

ふ
た
口
サ
イ
ズ
。
食
べ
や
す
い
大
き
さ

と
、
た
く
さ
ん
の
味
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
人
気
の
秘
密
だ
。

　

そ
の
命
は
な
ん
と
言
っ
て
も
生
地
。

お
店
の
人
は
「
皮
」
と
呼
び
、「
皮
が

美
味
し
け
れ
ば
何
を
挟
ん
で
も
美
味
し

い
。そ
れ
ぐ
ら
い
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
」

と
話
す
。

　

ワ
ッ
フ
ル
ケ
ー
キ
は
ふ
ん
わ
り
と
し

た
食
感
が
特
徴
。
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
と
同

じ
で
、
生
地
の
中
に
気
泡
を
う
ま
く
含

ま
せ
る
こ
と
が
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た
焼

き
上
が
り
に
つ
な
が
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
生
地
の
温
度
を
一
定
に
仕
上
げ
る

こ
と
が
重
要
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、

気
温
に
応
じ
て
加
え
る
水
の
温
度
を
調

整
す
る
そ
う
だ
。

　

ま
た
、
生
地
に
は
チ
ョ
コ
や
抹
茶
、

イ
チ
ゴ
な
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
水
分
量
や
焼
き
加
減
が

異
な
る
。
ワ
ッ
フ
ル
作
り
の
中
で
も
一

番
気
を
遣
う
繊
細
な
作
業
で
、
創
業
以

来
20
年
以
上
勤
め
る
方
も
い
る
と
い
う

自
社
工
場
の
職
人
の
経
験
と
技
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。

　

こ
う
し
て
作
ら
れ
る
ワ
ッ
フ
ル
ケ
ー

キ
は
常
に
20
種
類
が
店
頭
に
並
ぶ
。
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
に
加
え
て
、
毎
月
５
〜
８

種
類
も
季
節
の
限
定
品
が
登
場
す
る
。

そ
の
た
め
本
社
で
は
、
毎
週
、
新
商
品

の
開
発
の
た
め
の
会
議
や
試
食
が
行
わ

れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、［
エ
ー
ル
・
エ
ル
］
を

運
営
す
る
「
新
保
哲
也
ア
ト
リ
エ
」
の

新
保
哲
也
氏
は
、
な
ん
と
住
宅
や
店
舗

を
手
が
け
る
建
築
家
。
建
築
だ
け
で
な

く
、
家
具
や
照
明
、
食
器
や
料
理
ま
で

デ
ザ
イ
ン
し
た
い
と
考
え
る
中
で
辿
り

着
い
た
の
が
ワ
ッ
フ
ル
専
門
店
だ
っ
た

と
い
う
。
お
菓
子
を
売
る
店
と
し
て
は

珍
し
い
黒
と
赤
を
基
調
と
し
た
内
装
も
、

新
保
氏
の
発
想
に
よ
る
も
の
だ
。

　

も
の
を
つ
く
る
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り

と
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
取
り
入
れ
て

い
く
こ
と
。
そ
れ
が
建
築
と
ワ
ッ
フ
ル

を
結
び
つ
け
、［
エ
ー
ル
・
エ
ル
］
を

誕
生
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

華やぐ街に誘われてフェスティバルプラザの「技」　6

何をあわせても美味しい、
 しっとりふっくらの生地の妙。
 ［エール・エル 中之島店］ ●ワッフル

エール・エル 中之島店
●中之島フェスティバルタワー B1F
　常に20種類があるワッフルケーキは、クリームやチョコレー

トなどの定番から季節のフルーツが入ったものなどさまざま。値
段はすべて100〜130円で、あれこれとたくさん買いやすい。
その他、ワッフル生地を使ったロールケーキの「くるくるワッフ
ル」、しっとりと焼き上げた「神戸ワッフル」なども。中之島店で
はイートインも可能で、ワッフルケーキ２個とコーヒーのセットは
480円。☎06-6201-0001　10:00AM〜8:00PM　不定休

店内の壁には杉材を使って
いる。素材感が出るよう、木
目がうっすらと見えるように仕
上げている。

９月限定のワッフルケーキにはマロンクリーム入りの「ホワイトショコラモンブラン」（130円）、
洋なしカスタードが入った「洋なしピーチ」（130円）、りんごの果肉入りの「りんごとさつまいも」

（120円）など、秋にふさわしい味が勢揃いする。※写真はイメージ
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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／カペラ書店／紀伊國屋書店 梅田本店／紀伊國屋書店 グランフロント大阪店／紀伊國屋書店 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 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／川の駅はちけんや／関西学院大学 大阪梅田キャンパス／慶應大阪シティキャンパス／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／シアトルベストコーヒー新関電ビル店／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／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］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／Books 呼文堂／水嶋書房 くずはモール店／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／恵文社 一乗寺店／水嶋書房 丹波橋店／伊丹市文化振興財団／川のほとりの美術館／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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大阪市
中央卸売市場

大阪倶楽部

大阪天満宮

大阪府立
中之島図書館

エール・エル 中之島店
（中之島フェスティバルタワーB1F／P14）

ABC
朝日放送 アートエリアB1

10/16
ナカノシマ大学
開催!

10/16
ナカノシマ大学
開催!

天満天神繁昌亭（P10）

中之島バンクス
中之
島駅 大阪市

中央公会堂

追手門学院
大阪城
スクエア

古河大阪ビル
堂島リバー
フォーラム

アサヒ ラボ・ガーデン
（大阪富国生命ビル4F／P11）

ダイビル本館

グランフロント大阪

OMMビル

大阪城
（P2）

大阪
市役所

大阪市立
科学館

大阪大学中之島センター
（P12）

リーガロイヤル
ホテル

NCB
ホテル

大阪国際会議場

国立国際
美術館（P13）

大同生命
本社ビル
（P13） 大阪証券

取引所ビル
（P9）
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デザイン／山﨑慎太郎　
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印刷／佐川印刷株式会社

次号予告島民とウイスキー。
秋から始まる朝の連続テレビ小説は、ニッカウヰスキー創業者がモデル。
初の国産ウイスキー造りに挑んだ彼を始めとする、島民の物語を探る。

●『月刊島民』vol.75は2014年10月１日発行です!
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