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大
阪
城
の

江
戸
時
代
。

申し込み受付中!

    「すごいぞ! 私鉄王国
〈外伝〉その１：京都編」
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大阪城の江戸時代。
大河ドラマ『真田丸』の好評もあって、大阪の歴史に注目が集まっている。
大阪の歴史を語る上で中心となるのは、何と言っても大阪城だろう。
今回は数ある見どころの中から、現在、内部を特別公開中の櫓を中心に解説。
要塞あるいは政治の中枢という城本来の性格を浮かび上がらせると、
江戸時代の大坂がどのような場所であったかがわかってくる。
取材・文／大迫 力（本誌）　写真／浜田智則

木造の建物の外壁であり基礎でもある
石組みが内部にも露出しているのが特
徴的。石組みには17箇所の銃眼があ
り、攻撃と防御どちらにも優れた構造。
武者走り（廊下）の対面には部屋があ
り、武器や武具の収納のほか、戦時に
は兵士が寝泊まりできるようになってい
た。かなりの広さがあり、渡櫓と合わせ
て数百名は収容できた。

鉄砲の銃口を穴に差し、大手門から侵入して
きた敵を狙い撃つ。床に近い位置にあり、寝
そべって撃つようになっている。

続
つづきやぐら

櫓

銃
じゅうがん

眼

内部特別公開開催中!

多た

聞も

ん

櫓や

ぐ

ら

 

「
多
聞
」
と
は
、
城
郭
に
お
い
て
石
垣
の
上
に
造
ら
れ
た

長
屋
の
こ
と
。
城
壁
と
し
て
の
機
能
や
、
兵
士
の
詰
所
、

武
器
を
納
め
る
蔵
、
ま
た
は
櫓
の
役
割
も
果
た
し
た
。
大

手
口
に
残
る
こ
の
多
聞
櫓
は
１
階
部
分
を
櫓
門
と
し
、
そ

の
上
部
を
渡
櫓
、
南
に
折
れ
曲
が
っ
た
部
分
を
続
櫓
と
呼

ぶ
。
か
つ
て
は
渡
櫓
の
対
面
（
南
側
）
に
も
「
市
多
聞
」

と
呼
ば
れ
る
建
物
が
あ
り
、
コ
の
字
形
だ
っ
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
る
。
現
存
す
る
多
聞
櫓
の
中
で
も
最
大
級
の
も

の
。
ま
た
、
現
在
は
大
手
口
に
し
か
な
い
が
、
江
戸
時
代

に
は
京
橋
口
、
玉
造
口
な
ど
に
も
多
聞
櫓
が
あ
っ
た
。

特
別
公
開
中

イ

イ

ロ

ロ
ハ
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宮本裕次さん
（大阪城天守閣 研究副主幹）

　

大
手
口
の
多
聞
櫓
は
、
大
阪
城
の
「
正
面

玄
関
」
を
守
る
重
要
な
防
御
施
設
で
す
。
徳

川
幕
府
に
よ
る
大
坂
城
再
築
工
事
に
よ
っ
て

寛
永
５
年
（
１
６
２
８
）
に
建
て
ら
れ
ま
し

た
が
、
天
明
３
年
（
１
７
８
３
）
に
落
雷
に

よ
っ
て
焼
失
。
そ
の
後
は
石
垣
だ
け
に
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
幕
末
の
嘉
永
元
年
（
１
８

４
８
）
の
総
修
復
工
事
に
よ
っ
て
再
び
櫓
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

注
意
す
べ
き
は
、
再
建
さ
れ
た
の
が
幕
末

の
動
乱
期
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
の
頃
、
列

強
に
よ
る
外
圧
な
ど
も
あ
り
、
幕
府
の
求
心

力
は
急
速
に
低
下
し
始
め
て
い
ま
し
た
。
多

聞
櫓
の
再
建
は
幕
府
の
支
配
力
が
弱
ま
っ
て

い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

大
坂
城
の
正
面
玄
関
に
、
大
手
門
は
あ
っ

て
も
そ
の
内
側
が
す
っ
か
ら
か
ん
で
は
話
に

な
り
ま
せ
ん
。
防
備
と
い
う
実
際
的
な
意
味

と
同
時
に
、
傾
き
か
け
て
い
る
幕
府
の
権
威

を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
思
惑
も
見
え
隠
れ

し
て
い
ま
す
。
幕
末
の
徳
川
政
権
に
と
っ
て
、

大
坂
城
を
守
る
こ
と
は
政
権
を
守
る
こ
と
そ

の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　

慶
応
元
年
（
１
８
６
５
）、
十
四
代
将
軍
・

徳
川
家
茂
は
第
二
次
長
州
戦
争
の
た
め
に
大

坂
入
り
し
、
大
坂
城
は
い
わ
ば
前
線
基
地
と

な
り
ま
し
た
。
家
茂
は
翌
年
に
本
丸
御
殿
で

亡
く
な
る
ま
で
こ
こ
を
本
拠
と
し
、
陣
羽
織

を
着
て
城
内
を
回
っ
て
は
、
兵
士
た
ち
を
鼓

舞
し
ま
し
た
。
変
動
期
に
あ
っ
て
は
、
将
軍

自
ら
勇
ま
し
い
姿
を
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
す
。

　

徳
川
家
最
後
の
将
軍
と
な
っ
た
慶
喜
も
大

坂
を
活
動
の
場
と
し
、
将
軍
就
任
の
宴
も
開

い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
参
加
す
る
た
め
、
イ

ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
の
公
使
が
多
聞
櫓

の
下
を
通
っ
て
い
ま
す
。
堅
牢
に
再
建
さ
れ

た
櫓
を
、
外
国
人
た
ち
が
馬
に
乗
っ
た
ま
ま

通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
と
い
う
の
は
、
何
と
も

皮
肉
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

内部は４室に分かれており、外からは想
像できないほど広 と々している。武者窓
の格子は木材を鉄板で補強しており、
ここから大手門の出入りがよく見える。
江戸時代にはこの渡櫓の対面にも建
物があり、桝形と呼ばれる大手口を入
った場所に敵を閉じこめ、三方から攻撃
できる。武者窓の下には門をくぐろうと
する敵を攻撃する槍落としもある。地面
から櫓門の天井までは約6ｍ、屋根まで
の全高は14.7ｍに達する巨大な門。
櫓門の扉は鉄板で補強され、いかにも
堅牢。

専門は日本近世史・地域史。
大阪城の歴史にかかわる多数
の展覧会を担当。徳川時代大
坂城の実態解明にも取り組む。

渡
わたりやぐら

櫓

大
阪
城
ヨ
リ
江
戸
ヲ
望
ム

一
、多
聞
櫓
の
再
建
と

幕
末
大
坂
の
緊
張
感
。

内部特別公開開催中!

ハ
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千せ

ん

貫が

ん

櫓や

ぐ

ら

　

大
手
口
を
北
側
か
ら
見
張
り
、
守
る
た
め
の
櫓
。
西
・

南
側
は
外
堀
に
面
し
て
い
る
。
大
坂
の
陣
か
ら
わ
ず
か
５

年
後
の
元
和
６
年
（
１
６
２
０
）、
３
期
に
わ
た
る
大
坂

城
再
築
工
事
の
最
初
の
年
に
建
て
ら
れ
た
。
本
願
寺
と
織

田
信
長
に
よ
る
石
山
合
戦
で
、
攻
め
あ
ぐ
ね
た
信
長
方
の

兵
士
が
「
銭
千
貫
文
を
出
し
て
で
も
奪
い
た
い
」
と
語
っ

た
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
付
い
た
と
言
わ
れ
、
大
坂
城
の
最

重
要
拠
点
の
一
つ
。
現
存
す
る
大
坂
城
の
櫓
の
中
で
唯
一
、

軒
唐
破
風
が
あ
る
こ
と
も
そ
の
格
式
を
物
語
っ
て
い
る
。

特
別
公
開
中

4
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慶
長
20
年
（
１
６
１
５
）、
大
坂
夏
の
陣

で
徳
川
軍
が
豊
臣
家
を
滅
ぼ
し
、
江
戸
幕
府

は
豊
臣
政
権
復
活
の
可
能
性
を
完
全
に
奪
い

去
り
ま
し
た
。
そ
の
わ
ず
か
4
年
後
、
二
代

将
軍
・
徳
川
秀
忠
は
大
坂
を
天
領
（
直
轄
地
）

と
し
、
大
坂
城
の
再
築
工
事
を
命
じ
て
い
ま

す
。
翌
年
か
ら
の
３
期
約
10
年
に
わ
た
る
工

事
の
う
ち
、
千
貫
櫓
は
一
番
最
初
の
年
に
建

て
ら
れ
た
建
物
の
一
つ
で
す
。
そ
れ
だ
け
重

要
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

徳
川
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
大
坂
城
を
、

天
下
統
一
が
果
た
さ
れ
た
泰
平
の
世
の
中
の

象
徴
の
よ
う
に
捉
え
る
考
え
も
あ
る
よ
う
で

す
が
、
私
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
大
坂
を

直
轄
地
に
し
た
と
は
言
え
、
支
配
は
始
ま
っ

た
ば
か
り
。
徳
川
家
に
と
っ
て
西
日
本
の
諸

大
名
は
、
ま
だ
ま
だ
「
仮
想
敵
国
」
だ
っ
た

は
ず
で
、
緊
張
関
係
は
続
い
て
い
た
。
つ
ま

り
、
大
坂
城
は
仮
想
敵
国
に
向
か
っ
て
突
き

出
し
た
最
前
線
基
地
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き

な
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
大
坂
の
陣
に
勝
利
し
て
天
下

統
一
が
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
大
坂
を
手
に

入
れ
て
、
よ
う
や
く
西
日
本
制
覇
へ
の
第
一

歩
を
踏
み
出
せ
た
。「
さ
あ
こ
れ
か
ら
西
日
本

を
完
全
に
統
一
す
る
ぞ
」
と
い
う
足
が
か
り

に
、
大
坂
城
を
再
築
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
幕
府
は
石
垣
の
規
模
に
お
い
て

も
天
守
の
高
さ
に
お
い
て
も
、
豊
臣
時
代
を

凌
ぐ
城
を
建
て
ま
す
。
こ
れ
は
当
然
で
す
。

豊
臣
大
坂
城
よ
り
貧
相
な
も
の
が
で
き
た
と

あ
っ
て
は
、
沽
券
に
関
わ
る
わ
け
で
す
か
ら
。

　

徳
川
家
が
わ
り
と
自
由
に
本
拠
地
づ
く
り

の
絵
を
描
け
た
江
戸
と
違
っ
て
、
大
坂
に
は

そ
れ
以
前
の
大
き
な
権
力
が
あ
り
、
そ
れ
を

乗
り
越
え
る
た
め
の
莫
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

必
要
で
し
た
。
幕
府
は
豊
臣
家
を
軍
事
的
に

滅
亡
さ
せ
た
後
も
、
豊
臣
家
の
影
と
戦
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

多聞櫓が石組みを内部に取り込んでいたのに対し、こちらは石垣
の上に木造建物をのせる旧来通りの建て方。千貫櫓は大坂城再
築の第１期にあたり、多聞櫓

（焼失前）の10年ほど前に
できた。その間にも築城技
術に進歩があったのだ。中
央部は倉庫や兵士の居室
スペース。平和な時代には、
大坂城代が兵士をねぎらう
宴を開いたこともあるという。

　千貫櫓の東側の櫓台の石垣
に、◎のようなマークが。石垣の
工事を請け負った大名は、自分が
担当したことを示すため石に刻印
をほどこすことがあったが、これは

「蛇の目紋」と呼ばれる熊本藩加
藤家の紋。工事にあたったのは、
あの加藤清正の息子・忠広だっ
た。この工事の12年後、加藤家
は謀反の心ありと因縁をつけられ
取り潰されるのだが…。

西・南側には銃眼と武者窓がある。多
聞櫓とどのように違うか比べると共に、
覗いて石垣の高さや堀の大きさを実感
してみよう。週末には足軽のいでたちに
身を包んだガイドスタッフが、火縄銃の
模型を使ってどのように構えるのか教え
てくれる。また、南側には石垣を登って
こようとする敵に対する石落としもある。

櫓内部

「蛇の目紋」は
 恨みの石か？

銃眼

大
阪
城
ヨ
リ
江
戸
ヲ
望
ム

二
、千
貫
櫓
の
完
成
は

西
国
支
配
の一
里
塚
。

２階も同じ造りで、階段も設けられている。
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四
、

三
、

豊
臣・徳
川
、

二
つ
の
大
坂
城
。

石
垣
築
造
を

め
ぐ
る
駆
け
引
き
。

　

大
阪
城
に
は
多
く
の
石
垣
が
見
ら
れ
ま
す

が
、
そ
の
高
さ
や
堀
の
大
き
さ
も
含
め
た
ス

ケ
ー
ル
感
は
実
に
雄
大
で
す
。

　

こ
れ
ら
石
垣
や
櫓
な
ど
防
御
施
設
の
充
実

度
は
、
江
戸
城
を
凌
ぎ
ま
す
。
ま
た
江
戸
城

の
石
垣
が
、
角
な
ど
目
立
つ
と
こ
ろ
は
別
と

し
て
、
大
多
数
が
黒
っ
ぽ
い
安
山
岩
で
積
ま

れ
て
い
た
の
に
対
し
、
大
阪
城
は
築
城
用
の

石
材
と
し
て
は
最
高
級
の
花
崗
岩
を
使
っ
て

白
く
美
し
く
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代

の
大
坂
城
が
ま
さ
し
く
戦
闘
の
た
め
の
要
塞

で
あ
り
、
な
お
か
つ
幕
府
の
力
を
見
せ
つ
け

る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

　

美
し
い
石
垣
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
西

日
本
で
良
質
の
花
崗
岩
が
産
出
さ
れ
た
こ
と
、

工
事
を
命
じ
ら
れ
た
西
国
の
大
名
た
ち
の
築

城
技
術
が
高
か
っ
た
こ
と
も
関
わ
っ
て
い
ま

す
。
と
り
わ
け
困
難
な
箇
所
や
晴
れ
が
ま
し

い
角
地
の
部
分
は
、
家
の
名
誉
の
た
め
、
あ

る
い
は
新
た
な
主
君
で
あ
る
徳
川
家
に
忠
節

を
誓
う
た
め
、
主
力
大
名
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て

志
願
し
た
と
言
い
ま
す
。

　

お
も
ね
る
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で

で
す
。
し
か
し
、
幕
府
側
も
決
し
て
内
心
穏

や
か
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
千
貫
櫓
の

と
こ
ろ
の
石
垣
を
担
当
し
た
肥
後
熊
本
藩
な

ど
は
特
に
石
工
た
ち
の
技
術
が
高
か
っ
た
と

言
わ
れ
ま
す
。
当
時
の
築
城
技
術
は
国
力
と

相
関
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
す
か

　

特
別
公
開
中
の
二
つ
の
櫓
を
中
心
に
江
戸

時
代
の
大
坂
城
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
き
ま

し
た
が
、
政
治
と
極
め
て
密
接
だ
っ
た
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
か
た
や
千
貫

櫓
は
こ
れ
か
ら
支
配
を
強
め
よ
う
と
い
う
上

り
調
子
の
緊
張
感
、
か
た
や
多
聞
櫓
は
危
機

に
瀕
し
国
際
化
に
身
じ
ろ
ぎ
す
る
下
り
坂
の

緊
張
感
。
今
ま
で
江
戸
の
出
来
事
と
し
て
し

か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
徳
川
政
権
の
盛
衰
の

あ
り
さ
ま
が
、
実
は
今
の
大
阪
城
を
見
る
こ

と
で
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

　

現
在
、「
太
閤
な
に
わ
の
夢
募
金
」
と
称

し
て
、
初
代
大
坂
城
の
石
垣
を
公
開
し
よ
う

と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
ん
で
い
ま
す
。

昭
和
59
年
（
１
９
８
４
）
に
行
わ
れ
た
発
掘

調
査
に
お
い
て
、
金
蔵
の
東
側
の
地
下
に
豊

臣
時
代
の
石
垣
が
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
、
そ
れ
を
再
発
掘
し
て
常
時
公
開
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
と
て
も
ロ
マ

ら
、
彼
ら
の
実
力
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

幕
府
は
「
こ
れ
は
侮
れ
な
い
。
心
し
て
か
か

ら
な
け
れ
ば
」
と
思
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

指
導
能
力
を
問
わ
れ
な
い
よ
う
肝
を
据
え

て
命
令
を
す
る
幕
府
と
、
従
わ
な
け
れ
ば
潰

さ
れ
る
と
い
う
緊
張
感
を
持
っ
て
工
事
に
あ

た
っ
た
大
名
た
ち
。
両
者
の
ぶ
つ
か
り
合
い

の
中
で
、
大
坂
城
の
石
垣
は
高
く
美
し
く
積

み
上
げ
ら
れ
、
い
く
つ
も
の
櫓
が
建
て
ら
れ

て
い
き
ま
し
た
。

大
阪
城
ヨ
リ
江
戸
ヲ
望
ム

石
垣

　

高
く
、
長
い
石
垣
は
大
阪
城
の
最
大
の
特
徴
の
一
つ
と

言
え
る
。
現
存
す
る
石
垣
は
、
天
守
台
の
も
の
も
含
め
て

す
べ
て
江
戸
時
代
に
幕
府
に
よ
っ
て
建
造
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
美

し
く
積
ま
れ
た
外
堀
の
石
垣
や
、
城
内
の
主
要
出
入
口
で

見
ら
れ
る
巨
石
の
数
々
は
、
大
坂
城
築
城
が
超
弩
級
の
土

木
工
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
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ン
の
あ
る
話
で
、
豊
臣
大
坂
城
が
本
当
は
ど

ん
な
姿
だ
っ
た
か
と
い
う
気
持
ち
が
湧
き
上

が
っ
て
く
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
江
戸
時
代

に
幕
府
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
大
坂
城
へ
の

関
心
も
高
ま
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

　

大
阪
の
人
た
ち
は
、
つ
い
豊
臣
秀
吉
の
時

代
以
外
の
も
の
は
価
値
が
な
い
よ
う
に
考
え

て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は

大
阪
の
歴
史
が
薄
っ
ぺ
ら
く
な
っ
て
し
ま
う
。

な
ん
で
も
秀
吉
さ
ん
と
流
さ
れ
ず
に
、
い
ろ

い
ろ
な
時
代
の
も
の
が
あ
る
と
知
る
こ
と
か

ら
深
く
豊
か
な
歴
史
が
見
え
て
き
ま
す
。

天
守
閣

　

豊
臣
秀
吉
に
よ
る
初
代
天
守
は
慶
長
20
年（
１
６
１
５
）

の
大
坂
夏
の
陣
で
焼
失
。
徳
川
幕
府
に
よ
り
築
か
れ
た
二

代
目
も
寛
文
５
年
（
１
６
６
５
）
の
落
雷
に
よ
っ
て
焼
失

し
て
し
ま
っ
た
。
現
在
の
天
守
閣
は
昭
和
6
年
（
１
９
３

１
）、
豊
臣
期
天
守
の
外
観
を
復
元
考
証
し
、
鉄
骨
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
建
て
ら
れ
て
い
る
。
外
観
は
５
層
、

内
部
は
８
階
建
て
。
復
興
当
初
か
ら
今
と
同
じ
く
博
物
館

と
展
望
台
機
能
を
備
え
て
い
た
。
国
の
登
録
有
形
文
化
財
。

「大坂冬の陣図屏風（図版は模
写）」に見えるのは、豊臣が築いた初
代天守。本丸のやや東寄りにあり、
黒塗壁・６階地下２階・約40mと、現
在の天守と印象がずいぶん異なる。

徳川が建てた白漆喰壁・５階地下１階・約58ｍの天守は、
寛文５年（1665）に焼失。その後、「浪華城全図」（上）が
描かれた。昭和６年（1931）まで天守が「ない時」が続く。

時代で異なる
天守閣の姿。

豊
臣

徳
川
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焔え

ん

硝し

ょ

う

蔵ぐ

ら

日
本
で
唯
一
、総
石
造
り
の
火
薬
庫
。

　

焔
硝
蔵
と
は
鉄
砲
や
大
砲
用
の
火
薬
を
保
管

す
る
蔵
の
こ
と
で
、
こ
の
焔
硝
蔵
は
貞
享
2
年

（
１
６
８
５
）
に
建
て
ら
れ
た
。
石
を
積
み
、
瓦

を
直
接
の
せ
て
、
す
き
間
を
し
っ
か
り
と
漆
喰

で
ふ
さ
い
で
い
る
。
日
本
で
は
珍
し
い
総
石
造

り
の
建
物
で
、
落
雷
に
よ
る
引
火
や
半
地
下
式

に
す
る
こ
と
に
よ
る
多
湿
を
防
い
で
い
る
。
通

路
の
幅
は
約
２
ｍ
、
床
に
火
薬
が
積
ま
れ
、
そ

の
両
側
の
石
壁
は
そ
れ
ぞ
れ
厚
さ
が
２
・
４
ｍ

も
あ
る
。
火
薬
は
置
い
て
お
け
ば
い
い
と
い
う

も
の
で
な
く
、
常
に
新
鮮
な
状
態
に
保
っ
て
お

か
な
け
れ
ば
役
に
立
た
な
い
。
保
全
と
利
用
の

ど
ち
ら
も
し
や
す
い
構
造
で
、
幕
府
が
火
薬
を

ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。

特
別
公
開
中

天守閣（P7）

刻印石

天守台石垣

豊国神社
一番櫓

大手口
多聞櫓
（P2）

桜門
蛸石

千貫櫓（P4）

大手門

六番櫓

内堀

旧陸軍第四師団
指令部庁舎

西外堀

南外堀

西の丸
庭園

本丸

梅林

青屋門極楽橋

金明水井戸屋形

金蔵

焔硝蔵
（P8）

乾櫓

大阪城の「本物」。いま見ずし
て、

いつ見る？

『真田丸』ゆかりの地としても、今年のうちに足を運んでおきたい大阪城。
櫓の特別公開に加え、今だけの「本物」体感型イベントをご紹介しよう。
取材・文／江口由夏（本誌）

　今回の特集で取り上げた多聞櫓に千貫櫓、そして焔
硝蔵。これまでは一年に数日しか公開されてこなかったが、

「多くの人に内側から大阪城の魅力を発見してほしい」と
今年は半年間の長期公開となり、入場が可能に。実際に
櫓の中から外をうかがえば、自分も大河ドラマに出演して
いるかのような気分になれる。土曜・日曜と祝日は「足軽」
が現れ、火縄銃（模型）に触れられる特別イベントもあり。

期間／6月5日（日）まで　※月曜定休
時間／10:00AM〜4:30PM

（チケット販売終了3:30PM・最終入場4:00PM）
チケット売り場／西の丸庭園前
入場券／大人700円（天守閣セット券1,200円）

　「今年は没後400年なので、なにか家康にまつわる
展覧会をやりたかったんです」と話してくれた学芸員の
跡部信さん。監修した「神君家康」展が、大阪城天守閣
にて絶賛開催中だ。見どころは、家康の生涯を色鮮や
かに描いた貴重な『東照宮縁起絵巻』。随時入れ替え
を行う天守閣の展示スペースに登場したことはあるが、
五巻合わせて82ｍにもなる巻物のうち、50ｍ以上が公
開されるのは初めて。「徳川家が一流の絵師に描かせ
た贅沢な装幀なんですが、中身は“虚構”も多い。死後
は神としてまつられた家康の伝記ですから、関ヶ原の合
戦のシーンなど、史実をゆがめて表現された部分がある
んです。そのギャップが面白いですよ」。

　毎年恒例のファミフェス。鉄砲隊による火縄銃演武
は迫力があってファンも多いらしいのだが、今年は例年
以上に「本物」が登場するのだそう。「『真田丸』にちな
み、片桐且元役でご出演の俳優・小林隆さんをゲストに
お迎えしたトークショーや、大阪城天守閣が制作した

『真田幸村ゆかりの地』MAPのイラストを担当された墨
絵アーティスト・茂本ヒデキチさんによるLIVEペインティ
ングなど、盛りだくさんです」と広報ご担当の高岡知子さ
ん。ほかにも、河内國平刀匠による鍛刀実演は、火花が
映える夜間に披露されるこだわりようだ。

期間／5月15日（日）まで
時間／9:00AM〜5:00PM
※４月10日（日）までは7:00PM、29日（金・祝）〜
5月8日（日）までは6:00PMまで開館

（最終入館は閉館の30分前まで）
天守閣入館料／600円（中学生以下無料）

大河ドラマ「真田丸」の舞台〜大阪城ファミリーフェスティバル2016〜
◎4月29日（金・祝）
11:00AM〜・2:00PM〜　なぎなた演武（神戸松蔭女子学院大学なぎなた部）
12:00AM〜・3:00PM〜　墨絵LIVEペインティング（茂本ヒデキチ）
6:00PM〜　鍛刀実演（河内國平）
◎4月30日（土）
11:00AM〜・4:00PM〜　和太鼓演奏（紀州九度山真田太鼓保存会）
2:00PM〜　NHKプレミアムトーク　ゲスト：小林隆（『真田丸』片桐且元役）
◎5月1日（日）
11:00AM〜・2:00PM〜　火縄銃演武（大阪城鉄砲隊）
12:30AM〜・3:30PM〜　和太鼓コンサート（打打打団 天鼓）
会場／大阪城天守閣前本丸広場（イベント観覧無料）

櫓と焰硝蔵に入れるチャンス!
 「大坂城の櫓 内部特別公開」。

 『真田丸』で好感度上昇中?
天守閣のテーマ展「神君家康」。

春の風物詩もパワーアップ。
 「大阪城ファミリーフェスティバル」。

東照宮縁起絵巻
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大人気鉄道講座シリーズがついに書籍化!
新シリーズもスタートで、
私鉄王国のさらなる深みに迫る。
　独自の視点から導いたキーワード、美しいスライドと中毒性の高
いトークで「電車に乗る」ことをエンターテインメントに昇華。満員
の受講生を熱狂の渦に巻き込んだ「すごいぞ！鉄道王国・大阪」シ
リーズが待望の書籍化を果たした。その著者、黒田一樹さんが新
刊を引っ提げてナカノシマ大学に復活＆新シリーズをスタートする。
その名も「すごいぞ！私鉄王国〈外伝〉」だ。
　今回は大阪を飛び出し、エリアを関西に拡大。大手私鉄にこだ
わらずに範囲を広げ、私鉄王国と呼ばれる関西の鉄道の面白さを
さらに掘り下げていく。第１回は京都編。中之島から京阪電車で小
一時間、出町柳から乗り換える叡山電車を筆頭に、京福電車など
古都をゆく電車にはどんなキーワードが見出せるのか。

日時／2016年5月21日（土） 
　　　6:30PM〜8:00PM頃（開場6:00PM〜）
※講師の都合などにより、変更または中止になる可能性があります。
会場／大阪市中央公会堂 小集会室
受講料／3,500円（本とセット）
定員／100名
主催／ナカノシマ大学事務局　協力／関西・大阪21世紀協会

募
集
要
項

お名前・ご住所・電話番号・人数・講座名を明記の上、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。複数名でご参加希望
の場合、ハガキ、ファックスについては、人数分の必要事項を明記してください。

〒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5月講座」受付係　FAX.06-4799-1341

※先着順で受付後、4月20日前後より受講票をお送りします。
※受講料は講座当日に受付にてお支払いください。※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。※未成年の方のご応募はお断りいたしま
す。 ※当日のお車ならびに自転車でのご来場はご遠慮ください。

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

黒田一樹（くろだ・いつき）
本業は中小企業診断士・１級販売士（登録
講師）・商業施設士。一方、京阪80形を保存
するなど無茶な発想と行動を愛する「鉄道楽
者」を自称。著書『乗らずに死ねるか！』（創元
社・2014年）のほか、『ビッグガンガン』誌（ス
クウェア・エニックス）で連載中の鉄道コミック

「銀彩の川」（Ｐ13）の監修も務める。

『すごいぞ!  私鉄王国・関西』
（黒田一樹著／1,800円＋税／140Ｂ）
　車両、ターミナル、サービス、沿線文化。なぜ
関西の大手私鉄５社はそれぞれに個性的なの
か？　その秘密は長きにわたる競争の歴史にあ
った。知識・愛・フットワークの三拍子を兼ね備え
た著者が、各社の個性を貫く「キーワード」に沿
って電車の乗り方・面白さを解説。ナカノシマ大
学の人気シリーズを大幅に加筆＆アップデイトし
た、明日から電車に乗るのがもっと楽しくなる１冊。

写真／Masa ASANO

ナカノシマ大学の鉄道講座が
待望の書籍化！ 4月22日発売予定。

2016年5月講座

 「すごいぞ!  私鉄王国〈外伝〉その1：京都編」
講師／黒田一樹（中小企業診断士・鉄道愛好家）

21世紀の
懐徳堂

プロジェクト

 「すごいぞ!  私鉄王国〈外伝〉 その１：京都編」

◎今月の授業

 【鉄道】

関西私鉄を
もっと楽しもう
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落
語
／
桂
紋
四
郎「
色
事
根
問
」　

　
　
　
桂
三
金「
デ
ブ
の
お
肉
に

　
　
　
　
　
　
恋
し
て
る
♡
」

　
　
　
桂
春
雨「
お
玉
牛
」

　
　
　
桂
団
朝「
近
江
八
景
」　

　
　
　
桂
九
雀「
崇
徳
院
」　
　

鼎
談
／「
美
し
い
女ひ
と

を
語
る
」

　
　
　
植
島
啓
司（
宗
教
人
類
学
者
）

　
　
　
髙
島
幸
次（
大
阪
大
学
招
聘
教
授
）

　
　
　
桂
春
之
輔
　

◉
4
月
の
お
題
は「
恋
愛
」

4
月
25
日
（
月
）

 「
想
い
想
わ
れ

振
り
振
ら
れ
」

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
。

恋
の
季
節
ら
し
い
テ
ー
マ
の
4
月
は
、少
し
官
能
的
な
ネ
タ
も
あ
り
。

『
突
然
の
キ
ス
―
恋
愛
で
読
み
解
く
日
本
文
学 

』（
ち
く
ま
文
庫
）

な
ど
を
著
し
た
宗
教
人
類
学
者
の
植
島
啓
司
先
生
が
、

劇
中
の
恋
の
始
ま
り
や
成
就
の
過
程
を
分
析
す
る
。

れ
た
ら
、
あ
な
た
の
も
の
に
な
る
」
と
応

え
る
。
し
か
し
、
男
は
九
九
日
目
の
夜
に

窓
下
か
ら
立
ち
去
っ
た
。

　

な
か
な
か
奥
深
い
話
だ
。
男
に
と
っ
て

窓
下
の
九
九
日
こ
そ
が
恋
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
若
旦
那
も
、
熊
五
郎
の
報
告
を
待
っ

て
い
る
日
々
こ
そ
が
恋
そ
の
も
の
だ
っ
た

に
違
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
、『
崇
徳
院
』

に
後
日
談
は
不
要
な
の
だ
。

　

そ
う
い
え
ば
、
私
も
、
い
や
他
人
に
聞

い
た
話
だ
が
、
結
婚
後
よ
り
も
、
口
説
き

続
け
て
い
た
こ
ろ
の
ほ
う
が
絶
対
に
幸
せ

だ
っ
た
！ 

い
や
他
人
に
聞
い
た
話
だ
か

ら
、
よ
く
知
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
ん

な
話
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

む
か
し
、
郷
ひ
ろ
み
が
『
よ
ろ
し
く
哀

愁
』
で
「
会
え
な
い
時
間
が
愛
育
て
る
の

さ
」
と
唄
っ
て
い
た
。
あ
の
と
き
は
、
そ

の
意
味
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
け
ど
。

　

｢

そ
の
先
は
ど
う
な
る
の
？｣

と
、
気

掛
か
り
な
終
わ
り
方
の
落
語
が
あ
る
。
概

し
て
、
悲
劇
的
な
結
末
よ
り
、
ハ
ッ
ピ
ー

エ
ン
ド
の
ほ
う
が
、
そ
の
先
の
展
開
が
気

に
な
る
よ
う
だ
。

　

例
え
ば
『
た
ち
ぎ
れ
線
香
』
の
場
合
な

ら
、
相
思
相
愛
の
一
方
で
あ
る
小
糸
が
死

ん
で
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
結
末
に
は
納
得

せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

し
か
し
『
崇
徳
院
』
は
違
う
。
高
津
宮

（
大
阪
市
中
央
区
）
絵
馬
堂
の
茶

店
で
、
若
旦
那
が
あ
る
娘
を
見
染

め
、
想
い
が
募
っ
て
臥
せ
っ
て
し

ま
う
。
心
配
し
た
親
旦
那
は
熊
五

郎
に
娘
を
探
さ
せ
る
。
つ
い
に
娘
の
居
所

を
突
き
止
め
る
の
だ
が
、
噺
は
こ
こ
で
終

わ
り
。

　

こ
の
あ
と
若
旦
那
と
娘
は
恋
を
成
就
さ

せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
ス
キ
ー
場

ロ
マ
ン
ス
よ
ろ
し
く
、
再
会
後
は
一
気
に

熱
が
冷
め
て
破
局
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
落
語
で
は
な
ぜ
そ
の
あ
た
り

を
描
か
な
い
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え

て
い
る
と
、
植
島
啓
司
先
生
が
紹
介
さ
れ

て
い
た
話
を
思
い
だ
し
た
。

　

あ
る
男
が
高
貴
な
女
に
告
白
す
る
。
女

は
「
私
の
部
屋
の
窓
下
で
百
日
待
っ
て
く

笑
う
落
語
の
大
阪 

第
二
十
五
回

た
か
し
ま
・
こ
う
じ

大
阪
大
学
招
聘
教
授
、追
手
門
学
院
大
学
客
員
教
授
、

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

４
月
天
神
寄
席
の
ゲ
ス
ト
は
、あ
の『
官
能
教
育
』

（
幻
冬
舎
新
書
）の
著
者
、植
島
啓
司
先
生
で
す
。

会
え
な
い
時
間
が

愛
育
て
る
の
さ
。 髙

島
幸
次

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
、2
3
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
／
4
月
25
日（
月
）

時
間
／
6・30 
PM
〜（
開
場
6・00 

PM
〜
／
受
付
開
始
5・45 

PM
〜
）

受
講
料
／
2
3
0
0
円（
通
常
：
前
売
2
5
0
0
円
／
当
日
3
0
0
0
円
）

支
払
い
方
法
／
当
日
5・45 
PM
よ
り
、繁
昌
亭
前
に
仮
設
の「
ナ
カ
ノ
シ
マ
大
学
受
付
」に
て
精
算
。

※
予
定
枚
数
に
達
し
次
第
、販
売
終
了
し
ま
す
。

※
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（
平
日
10・00 

AM
〜
6・00 

PM
）

ゲストの植島啓司先生。落語に
登場する男女間の割り切れない
駆け引きを、多方面から読み解く。

トリは桂九雀さん
で、髙島先生のコ
ラムにも登場した
「崇徳院」。町人
の恋愛劇を描い
た大ネタだ。

イラスト／フジワラトモコ

四
月
寄
席
は
ち
ょ
っ
と
色
っ
ぽ
い
噺
も
。

円
で
入
場
で
き
ま
す
。
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造幣局 桜の通り抜け
期間／4月8日（金）〜14日（木）
時間／10:00AM〜9:00PM

（土日9:00AM〜）
観覧無料
問い合わせ
☎050-5548-8686

（8:00AM〜9:00PM）

は
、
今
年
は
８
日
（
金
）
か
ら
１４

日
（
木
）
ま
で
。
１
３
３
品
種
３

４
９
本
が
ス
タ
ン
バ
イ
し
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
種
類
が
あ
れ
ば
そ
の
違

い
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
造

幣
局
の
Ｈ
Ｐ
で
は
、
全
品
種
の
特

徴
と
写
真
を
掲
載
。
ま
た
、毎
年「
今

年
の
花
」
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

今
年
は
牡
丹
に
似
た
大
輪
が
美
し

い
、
そ
の
名
も
「
牡
丹
」
と
い
う

品
種
が
選
ば
れ
て
い
る
。
出
か
け

る
前
に
は
ぜ
ひ
チ
ェ
ッ
ク
を
。

（
江
口
由
夏
・
本
誌
）

ほ
か
、
大
充
実
の
内
容
だ
。

　

先
日
、『
銀
彩
の
川
』
の
単
行
本

第
１
巻
が
発
売
に
な
っ
た
ば
か
り
。

「
乗
り
た
く
な
る
」
鉄
道
マ
ン
ガ
の

ゆ
く
え
に
期
待
し
よ
う
。

（
大
迫 

力
・
本
誌
）

　

昨
年
、
大
阪
城
ホ
ー
ル
に
関
西

の
人
気
レ
ス
ト
ラ
ン
が
集
結
し
た

グ
ル
メ
イ
ベ
ン
ト
「
フ
ー
ド
ソ
ニ

ッ
ク
」。
今
年
は
中
之
島
の
ウ
ェ
ス

ト
サ
イ
ド
・
ほ
た
る
ま
ち
が
会
場

と
な
り
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク

中
の
３
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ

れ
る
。
エ
リ
ア
に
あ
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
朝

日
放
送
の
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
や
堂
島

リ
バ
ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
に
特
設

屋
台
が
出
て
、
来
場
者
が
好
き
な

も
の
を
気
軽
に
オ
ー
ダ
ー
で
き
、

そ
の
場
で
味
わ
え
る
仕
組
み
だ
。

　

今
回
は
、
福
島
・
中
之
島
界
隈

の
名
店
を
中
心
に
30
店
舗
が
集
ま

る
。
ほ
た
る
ま
ち
周
辺
の
特
徴
と

し
て
、
最
近
は
あ
る
食
材
を
専
門

に
扱
っ
た
り
、
あ
え
て
路
地
裏
に

出
店
し
た
り
、
二
軒
目
に
使
え
る

お
酒
に
特
化
し
た
お
店
が
目
に
見

え
て
増
え
て
き
た
の
だ
そ
う
。
飲

食
店
の
激
戦
区
と
言
わ
れ
る
福
島

が
近
い
こ
と
も
あ
り
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
の

番
組
ス
タ
ッ
フ
や
芸
能
人
御
用
達

の
店
な
ど
も
多
い
。
当
日
は
そ
う

い
っ
た
顔
ぶ
れ
の
ほ
か
、
飲
食
店

情
報
サ
イ
ト
「
食
べ
ロ
グ
」
で
評

価
が
高
い
レ
ス
ト
ラ
ン
も
堂
々
登

場
の
充
実
ぶ
り
だ
。　
（
江
口
由
夏
・

本
誌
）

　
『
ビ
ッ
グ
ガ
ン
ガ
ン
』
誌
で
好
評

連
載
中
の
鉄
道
コ
ミ
ッ
ク
『
銀
彩

の
川
』。
関
東
を
走
る
架
空
の
鉄
道

会
社
を
舞
台
に
、
主
人
公
の
運
転

士
・
芹
沢
千
章
を
は
じ
め
と
す
る

鉄
道
マ
ン
た
ち
が
奮
闘
す
る
群
像

劇
。
知
ら
れ
ざ
る
鉄
道
会
社
の
舞

台
裏
を
知
る
面
白
さ
だ
け
で
な
く
、

美
し
く
細
部
ま
で
描
き
込
ま
れ
た

電
車
や
駅
の
描
写
も
人
気
だ
。

　

よ
く
も
ま
あ
こ
こ
ま
で
凝
っ
た

絵
を
、
と
思
っ
て
い
た
ら
、
監
修

は
ナ
カ
ノ
シ
マ
大

学
で
も
お
な
じ
み

の
黒
田
一
樹
さ
ん

（
Ｐ
９
）
だ
っ
た
。

黒
田
さ
ん
は
監
修

だ
け
で
な
く
、『
ビ

ッ
グ
ガ
ン
ガ
ン
』

誌
に
「
東
凪
月
報
」
と
い

う
鉄
道
会
社
コ
ラ
ム
を
執

筆
し
て
い
る
。
そ
の
コ
ラ
ム
も
読

め
る
特
設
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、

な
ん
と
マ
ン
ガ
に
登
場
す
る
電
車

３
０
０
０
系
の
動
画
が
見
ら
れ
る

　

桜
の
季
節
と
い
え
ば
、
造
幣
局

の
「
桜
の
通
り
抜
け
」。
毎
年
４
月

半
ば
に
な
る
と
、
局
構
内
の
５
６

０
ｍ
に
お
よ
ぶ
桜
並
木
が
開
放
さ

れ
、
一
般
の
人
々
も
自
由
に
出
入

り
し
て
花
見
が
楽
し
め
る
と
い
う

も
の
。
天
満
橋
に
近
い
南
門
か
ら

桜
宮
橋
側
の
北
門
へ
通
り
抜
け
る

ト
ウ
ミ
ン
月
報

２０１６年４月１日発行

『銀彩の川』第１巻
（原作：萱島のぞみ、作画：倉田
嘘、監修：黒田一樹／スクウェ
ア・エニックス／571円＋税）
関東を走る東凪鉄道で念願の
指導車掌となった主人公の芹
沢千章。後進の育成に邁進しよ
うとした矢先、担当になった見習
い生・榛葉貴之が指導車掌の
交代を申し出る。マンツーマンの
現場教育により指導車掌と見
習い生は、「師匠と弟子」と呼ば
れているが、果たして芹沢は榛
葉とどう向き合っていくのか…。

FOOD SONIC 
2016 in ほたるまち
期間／5月3日（火・祝）〜
5日（木・祝）
時間／10:00AM〜
6:00PM（L.O.5:30PM）
会場／ほたるまち（ABC朝日放送・
堂島リバーフォーラム周辺）
問い合わせ☎0570-200-888

（キョードーインフォメーション）

こ
と
か
ら
、
こ
の
名
前
が
付
い
た
。

あ
の
五
代
友
厚
が
尽
力
し
た
造
幣

局
（
当
時
は
造
幣
寮
）
の
稼
働
後
、

明
治
１６
年
（
１
８
８
３
）
当
時
の

遠
藤
謹
助
局
長
の
一
声
で
、
局
員

に
と
ど
ま
ら
な
い
「
花
見
の
お
す

そ
分
け
」
が
始
ま
っ
た
。

　

そ
ん
な
歴
史
あ
る
行
事
の
日
程

 

1
3
0
年
も
の
歴
史
を
持
つ

造
幣
局
の「
桜
の
通
り
抜
け
」

 

1
3
0
年
も
の
歴
史
を
持
つ

造
幣
局
の「
桜
の
通
り
抜
け
」

 

1
3
0
年
も
の
歴
史
を
持
つ

造
幣
局
の「
桜
の
通
り
抜
け
」

 「
食
の
お
祭
り
」が

今
年
は
ほ
た
る
ま
ち
に
!

 「
食
の
お
祭
り
」が

今
年
は
ほ
た
る
ま
ち
に
!

 「
食
の
お
祭
り
」が

今
年
は
ほ
た
る
ま
ち
に
!

黒
田
一
樹
さ
ん
監
修

人
気
鉄
道
コ
ミ
ッ
ク
第
1
巻
発
売

黒
田
一
樹
さ
ん
監
修

人
気
鉄
道
コ
ミ
ッ
ク
第
1
巻
発
売

黒
田
一
樹
さ
ん
監
修

人
気
鉄
道
コ
ミ
ッ
ク
第
1
巻
発
売
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Ritsumeikan
Osaka Umeda
Campus

Ritsumeikan
Osaka Umeda
Campus 会場／大阪富国生命ビル5階 立命館大阪梅田キャンパス

　　　　（〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町2-4）
時間／各回とも2:00PM～3:40PM
定員／各回130名【先着順】 ※事前申込
●お申込み方法
下記お問合せ先へ「受講申込書」をご請求ください。

●お問合わせ先
立命館大阪梅田キャンパス（大阪富国生命ビル14階）公開講座事務局
TEL.06-6360-4895（平日：9：00AM～5：30PM、土日祝休）
FAX.06-6360-4894　E-mail.osaka-kz@st.ritsumei.ac.jp
●詳しい講座内容については、ホームページをご覧ください。
「受講申込書」は、下記URLからもダウンロードできます。
http://www.ritsumei.ac.jp/osakaumedacampus/

受講料：1回1,500円（7回以上一括申込の場合、10,000円）
※誌面の都合上、講座概要については一部省略し、掲載しております。

あ
な
た
の
知
的
好
奇
心
を
専
門
家
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
!

立
命
館
大
阪
梅
田
キ
ャ
ン
パ
ス
公
開
講
座

コーディネーター／藤巻正己（立命館大学文学部・教授）、和田章男（大阪大学大学院文学研究科・教授）
共催／大阪大学大学院文学研究科、大阪大学21世紀懐徳堂、立命館大学文学部 各

分
野
の
専
門
家
を
講
師
に
迎
え
た
20
の
講
座
が
ス
タ
ン
バ
イ
。

学
び
続
け
た
い
社
会
人
の
方
に
も
是
非
参
加
し
て
ほ
し
い
、4
月
か
ら
の
時
間
割
で
す
。

た
だ
い
ま
、新
規
受
講
生
を
募
集
中
。

2016年度 
立命館大阪プロムナードセミナー

 「木津川計の一人語り劇場」

 「安斎育郎が語る、
俳句・俳人とその時代」

 「京都・大阪の『祭礼』再考
─その祝祭的・非日常的イヴェントはどのように変貌をとげてきたか─」

大阪・京都文化講座

地下鉄谷町線東梅田駅から徒歩１分／地下鉄御堂筋線梅田駅・
阪神梅田駅から徒歩3分／JR大阪駅・阪急梅田駅から徒歩5分 

6/13（月）

6/20（月）

6/27（月）

7/4（月）

5/16（月）

5/23（月）

5/30（月）

6/6（月）

 「京都西之京の天神信仰
─ずいき祭の歴史をめぐって─」
三
み

枝
えだ

暁子（東京大学大学院人文社会系研究科・准教授）

安斎育郎
（立命館大学名誉教授／安斎科学・平和事務所（ASAP）所長
／立命館大学国際平和ミュージアム・名誉館長）

 「だんじりや太鼓台の
都市祭礼からみる大阪の文化圏」
吉村旭輝（和歌山大学紀州経済史文化史研究所・特任准教授）

 「旅する（travelling）祭り
─高知、札幌から京都、大阪へ─」
遠藤英樹（立命館大学文学部・教授）

 「地蔵盆と子供たち」
川村邦光（大阪大学・名誉教授）

 「平安京の
祭礼と人びとの自然観」
片平博文（立命館大学文学部・特任教授）

 「演劇と祭礼
─日本芸能史の源流をめぐる諸説再考─」
中尾薫（大阪大学大学院文学研究科・准教授）

 「祇園祭はいかにして京都を
代表する祭りになったのか」
中本大

だい
（立命館大学文学部・教授）

 「神楽舞の魅力」
古
こ

後
ご

奈緒子（大阪大学大学院文学研究科・助教）

●

●

●

●

●

●

●

●

5

6

7

8

1

2

3

4

少子化の現在、地域のコミュニティを維持・存続させるうえで
大きな意義を持つ地蔵盆について考える。 

高知市で始まった「よさこい祭り」は、今や全国で行われてい
る。祭りはいかなる地域アイデンティティをもたらすのか。

近世都市祭礼から生まれた囃子屋台や太鼓台の分布から、
摂津・河内・和泉各地の特徴と共通性を明らかにする。

毎年秋の「ずいき祭」に欠かせぬ野菜神輿（ずいきみこし）と、
平安時代に始まる天神信仰の関係を探る。

芸術との接触を通して見えてくる神楽舞の魅力を、京阪神で
見られる「浪速神楽」を中心に考察する。

京都の夏を彩る祇園祭は、いかにして京都を代表する祭礼に
なり得たのか。祇園社の創建から辿る。

日本芸能史における演劇の起源を、神を祀る祭祀や呪術行
為との関係性を手がかりに明らかにしていく。

神社の祭礼日と天変地異による災厄との密接な関係につい
て、京に生きた人びとの「視線」から分析。

富国生命ビル
5階へ！

立命館大阪梅田キャンパス 検索

12
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Ritsumeikan
Osaka Umeda
Campus

Ritsumeikan
Osaka Umeda
Campus

2016年度 
立命館大阪プロムナードセミナー

 「木津川計の一人語り劇場」

 「安斎育郎が語る、
俳句・俳人とその時代」

木津川計
けい

（『上方芸能』発行人／元立命館大学教授）

安斎育郎
（立命館大学名誉教授／安斎科学・平和事務所（ASAP）所長
／立命館大学国際平和ミュージアム・名誉館長）

芝居や映画の名作を語って10年。ただ語るだけならそ
の作品を観た方がいいに決まっています。なぜ語るの
かは新たな視点で眺めればこそ浮かび上がる作品像だ
からです。名作を今日的に評価するため「木津川計の
一人語り劇場」は誕生したのです。教室のステージで
実際に語ります。 

「原爆忌全国俳句大会」の実行委員長もお務めの安
斎育郎先生。「俳句」という言葉が正岡子規によって
提起されたのは、芭蕉の死後200年程を経た日清戦
争のころでしたが、安斎先生は「俳句・俳人」を平和や
核問題の視点からも論じたいという意欲をお持ちです。

4/22（金）

6/24（金）

8/26（金）

10/28（金）

12/9（金）

2/24（金）
2017年

「『番町皿屋敷』異聞」

「私は貝になりたい」

「『曽根崎心中』以後」 

「菊池寛と語り文化の可能性」

「屋上の狂人」

「『生きる』これから」 

●
●
●
●
●
●

1

2

3

4

5

6

5/10（火）

7/12（火）

9/13（火）

11/8（火）

1/17（火）

3/14（火）
2017年

2017年

「松尾芭蕉・与謝蕪村・小林一茶」

「正岡子規・高浜虚子・飯田蛇笏」

「河東碧梧桐・種田山頭火・尾崎放哉」

「片山桃史・西東三鬼・渡辺白泉」

「金子兜太・山本素竹」

50回目を迎える原爆忌全国俳句大会

●
●
●
●
●
●

1

2

3

4

5

6

受講料：1回1,500円（全6回一括申込の場合、7,500円）

受講料：1回1,500円（全6回一括申込の場合、7,500円）

　

大
河
ド
ラ
マ
の
放
送
開
始
に
先
駆
け
て
、

旭
堂
南
海
さ
ん
に
よ
る
「
難
波
戦
記
」
が
、

全
40
巻
の
C
D
と
な
っ
て
い
た
。
収
録
さ

れ
た
「
難
波
戦
記
」
は
、
40
話
で
完
結
し

て
一
つ
の
物
語
と
な
る
「
続
き
読
み
」。

こ
れ
は
江
戸
時
代
で
は
一
般
的
だ
っ
た
口

演
ス
タ
イ
ル
。
話
が
盛
り
上
が
っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
「
こ
の
話
は
ま
た
明
日
に
」
と

講
談
師
が
締
め
く
く
り
、
お
客
さ
ん
は
続

き
が
気
に
な
る
が
た
め
に
毎
日
講
談
師
の

も
と
に
通
っ
た
そ
う
な
。
南
海
さ
ん
は
１

９
９
７
年
か
ら
続
け
て
い
る
自
身
の
講
演

を
収
録
。「
こ
れ
だ
け
の
作
品
を
個
人
だ

け
で
楽
し
む
の
は
も
っ
た
い
な
い
」
と
、

石
津
さ
ん
が
製
品
化
し
た
。

　

通
常
は
一
席
30
分
ほ
ど
の
講
談
が
一
話

60
分
を
超
え
る
ほ
ど
の
大
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
、

「
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
、
現
代
で
は
あ
ま

り
口
演
さ
れ
て
い
な
い
筋
や
、
新
た
に
資

料
か
ら
得
た
ネ
タ
も
入
れ
ま
し
た
」
と
南

海
さ
ん
。史
実
だ
け
で
は
な
い
物
語
を「
見

て
き
た
よ
う
に
」
口
演
す
る
講
談
を
通
し

て
、
大
坂
城
に
ま
つ
わ
る
「
本
物
」
を
知

る
の
も
面
白
い
。

会
で
も
、
そ
の
伝
統
を
大
事
に
し
て
い
る
。

　
「
音
源
化
の
き
っ
か
け
は
、
私
の
師
匠
、

三
代
目
・
旭
堂
南
陵
の
姪
に
あ
た
る
石
津

史
子
さ
ん
か
ら
の
お
声
が
け
。
ご
主
人
が

目
を
悪
く
さ
れ
、
個
人
で
楽
し
む
朗
読

C
D
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
お
話
で
し

た
」。
南
海
さ
ん
い
わ
く
、
視
覚
的
な
落

語
や
浄
瑠
璃
と
違
い
、
講
談
は
耳
で
味
わ

っ
て
十
分
に
楽
し
め
る
も
の
。
だ
が
こ
れ

ま
で
、
明
瞭
な
音
源
は
残
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
２
０
１
４
年
秋
か
ら
ス
タ
ジ
オ
入

り
し
た
南
海
さ
ん
は
、
一
年
か
け
て
40
話

旭
堂
南
海
、「
難
波
戦
記
」全
40
話

続
き
読
み
音
源
を
発
売
す
。

すでに販売されているのは、大坂の
陣が起こるまでの第１話～10話、
冬の陣が開戦した第11話～20 
話。今後はこの4月20日（水）に第
21話～30話、7月7日（木）に第31
話～40話（完結）が販売予定だ。
各1話につき1,500円で、1話ずつ
の購入も可能。各話の詳細や購入
方法は、☎06-4790-2557  http: 
//welovekoudan.com（上方講談
＊私設応援隊）まで。

開けてみると、1巻
ごとに異なるブック
レットが封入されて
いる。各話のあらす
じと、南海さんのプ
チコラム「南海メ
モ」が読みどころ。

番
外
編

上
方
講
談
師
・旭
堂
南
海
の

13
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華やぐ街に誘われてフェスティバルプラザの「技」　25

妻
さ い か ぼ う

家房
●中之島フェスティバルタワーB1F
　定番のチヂミやスンドゥブチゲを一緒に味わいたいな
ら、ボリューム満点のセットメニューがおすすめ。ご飯や
白菜キムチもついて1,580円。ほか、人気の石焼きピビ
ンバセット930円もあり。黄さんいわく「ピビンバに乗って
いる野菜ナムルを、季節によって菜の花やナスに変える
アイデアもあります」とのこと。☎06-6226-0108 
11:00AM〜10:00PM（ランチタイム〜3:00PM）

子
。
こ
の
２
つ
を
始
め
、
味
の
決
め
手

に
な
る
素
材
は
す
べ
て
韓
国
か
ら
直
輸

入
し
て
い
る
の
だ
。

　

ま
ず
は
塩
。
海
の
隣
に
あ
る
コ
ム
ソ

塩
田
で
は
、
昔
な
が
ら
の
天
日
塩
が
作

ら
れ
て
い
る
。
味
見
さ
せ
て
も
ら
っ
た

そ
の
粗
塩
は
、
マ
イ
ル
ド
な
し
ょ
っ
ぱ

さ
。［
妻
家
房
］
で
は
こ
の
塩
を
炒
め

て
使
う
こ
と
で
、
食
材
の
旨
み
を
さ
ら

に
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
唐
辛
子
。
一
年
を
通

し
て
欠
か
せ
な
い
食
材
だ
が
、

天
候
不
順
に
よ
る
欠
品
を
防

ぐ
た
め
、旌
善（
チ
ョ
ン
ソ
ン
）・

栄
州（
ヨ
ン
ジ
ュ
）・東
大
門（
ト

ン
デ
ム
ン
）
の
３
ヶ
所
か
ら
調

達
。「
産
地
に
よ
っ
て
辛
い
甘

い
な
ど
、
唐
辛
子
に
も
違
い
が

あ
り
ま
す
。
３
種
類
を
す
り
つ

ぶ
し
て
混
ぜ
合
わ
せ
、
小
ま
め

に
味
見
す
る
こ
と
で［
妻
家
房
］

の
味
に
合
わ
せ
て
い
く
ん
で

す
」。
料
理
に
よ
っ
て
は
、
唐

辛
子
に
野
菜
や
ニ
ン
ニ
ク
の

旨
み
を
移
し
た
油
を
か
け
、
香

ば
し
く
し
た
も
の
を
使
用
す
る
。
や
わ

ら
か
な
辛
さ
は
、
こ
う
し
た
調
味
料
と

食
材
を
、
調
理
の
早
い
段
階
で
な
じ
ま

せ
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
。　

　
［
妻
家
房
］
が
送
り
出
す
料
理
は
、

一
般
的
な
韓
国
の
家
庭
料
理
ば
か
り
。

気
取
ら
な
い
レ
シ
ピ
は
、
１
９
９
３
年

に
東
京
で
創
業
し
た
当
時
か
ら
受
け
継

が
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
は
レ
ス
ト
ラ
ン

ス
タ
イ
ル
の
韓
国
料
理
店
は
珍
し
く
、

苦
労
も
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
こ
だ
わ
り

を
く
ず
し
た
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

調
味
料
は
料
理
に
溶
け
込
み
、
厨
房
の

中
も
お
客
さ
ん
か
ら
は
見
え
な
い
が
、

だ
か
ら
こ
そ
料
理
人
の
誠
意
が
ひ
と
す

く
い
の
料
理
に
表
れ
る
。

　

平
日
の
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
に
は
企
業
の

人
々
が
、
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ホ
ー
ル
の

公
演
後
に
は
マ
ダ
ム
た
ち
が
、
に
ぎ
や

か
に
テ
ー
ブ
ル
を
囲
む
。
金
属
製
の
箸

や
ス
プ
ー
ン
で
キ
ム
チ
や
ス
ー
プ
を
口

に
運
ん
で
い
る
の
だ
が
、
皆
の
顔
は
一

様
に
涼
し
げ
だ
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、

こ
の
韓
国
レ
ス
ト
ラ
ン
の
料
理
は
や
わ

ら
か
な
辛
さ
に
定
評
が
あ
る
。
ま
た
、

「
午
後
に
会
議
が
あ
っ
て
も
に
お
い
が

気
に
な
ら
な
い
」
と
は
、
こ
の
界
隈
で

働
く
常
連
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

　
「
企
業
秘
密
で
す
よ
」
と
笑
い
つ
つ
、

営
業
本
部
長
の
黄
命
相
さ
ん
は
支
持
さ

れ
る
秘
訣
を
あ
っ
さ
り
教
え
て
く
れ
た
。

韓
国
料
理
に
大
切
な
の
は
、
塩
と
唐
辛

手前より、唐辛子入りスープでやわらかい豆腐を煮込んだスンドゥブチゲ。セット
メニューでのみ味わえる。ランチタイムにはカクテキ（大根のキムチ）とサラダの
食べ放題が付く嬉しいサービスもあり。ほか、パリパリしたパチヂミ（820円）や、
さっぱりした味わいのキムチ盛り合わせ（650円）なども人気。

ひとすくいに表れる
韓国家庭の味わい。
 ［妻家房］●韓国料理
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土
佐
堀
通

大江橋駅

京阪電車
中之島線北

浜
駅

地
下
鉄
堺 東

横
堀
川

筋
線

天
満
橋
駅

扇 町 通

堂
島
川

土
佐
堀
川

堂島クロス
ウォーク

大阪府庁

ホテル京阪
天満橋

阪神
百貨店

阪急百貨店

阪急梅田駅

大阪
駅

大阪天満宮駅
地下鉄谷町線

曽 根 崎 通JR東西線

住友病院

松
屋
町
筋

堺
筋

四
つ
橋
筋

御
堂
筋

な
に
わ
筋

谷
町
筋

上
町
筋

天
満
橋
筋

地
下
鉄
谷
町
線

大
川

地

地
下
鉄
御
堂
筋
線

下
鉄
四
つ
橋
線

肥
後
橋

ド
ー
チ
カ

駅

本
町
駅

本
町
駅

堺
筋
本
町
駅

福島
駅

北新地駅

阪神
梅田
駅

西
梅
田
駅

東
梅
田
駅

梅
田
駅

福島
駅

阪神
本線

新福
島駅

扇
町
駅

天満駅

南
森
町
駅

天
神
橋
筋

新
御
堂
筋

なにわ橋駅

京阪本線

靱公園

愛日会館

淀
屋
橋
駅

北御堂

大阪市
中央卸売市場

妻家房
（中之島フェスティバルタワーB1F／P14）

ほたるまち
（P11）

中之
島駅

古河大阪
ビル

堂島リバー
フォーラム

OMMビル

大阪
市役所

NCB
ホテル

日本銀行
大阪支店

ダイビル本館

御霊神社

グランフロント大阪

東洋陶磁美術館

江之子島文化芸術創造センター

大阪府立
中之島
図書館

中之島バンクス リーガ
ロイヤル
ホテル

アートエリアB1

国立国際
美術館

大阪市立科学館

5/21
ナカノシマ大学
開催!

5/21
ナカノシマ大学
開催!

ABC朝日放送

住友病院

大阪天満宮

大阪大学
中之島
センター

造幣局
（P11）

大阪市
中央公会堂
（P9）

大同生命
大阪本社

渡辺橋駅

大阪城
（P２～８）

立命館大阪梅田キャンパス
（大阪富国生命ビル５F／P12）

天満天神繁昌亭（P10）

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／紀伊國屋書店 梅田本店・グランフロント大阪店・本町店／ジュンク堂書店 大阪本店・梅田ヒルトンプラザ店・天満橋店／MARUZEN&ジュンク堂書店 梅
田店／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／大阪市立科学館／大阪市立総合生涯学習センター／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・大阪梅田サテライト／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／少彦名神社／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／エルマーズグリーン コーヒーカウンター／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／The Court／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
／FOLK／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／LES LESTON
●大阪市内その他　［書店］紀伊國屋書店 京橋店／ジュンク堂書店　難波店／福島書店／柳々堂／ルーブル書店　［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／大阪シティ信用金庫 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／大阪市立難波市民学習センター／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／摂南大学 地域連携センター／野村呼文堂／郵政考古学会／ゆったりんこ／連携考房 童子
●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
●東京　往来堂書店（千駄木）／BOOKSルーエ（吉祥寺）／B&B（下北沢）／隣町珈琲（荏原中延）／ONLY FREE PAPER（渋谷）

『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。

編集・発行人／江 弘毅（編集集団140B）
編集・発行／月刊島民プレス　
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／山﨑慎太郎　
表紙イラスト／奈路道程
印刷／佐川印刷株式会社

次号予告ナカノシマ新時代。
図書館や美術館のリニューアルに、新ビルの建設、進行中の新計画。
いつにも増してニュースだらけの中之島から最新情報をお届けする。

●『月刊島民』vol.94は2016年5月１日発行です!

　

そ
し
て
唐
辛
子
。
一
年
を
通

し
て
欠
か
せ
な
い
食
材
だ
が
、

天
候
不
順
に
よ
る
欠
品
を
防

ぐ
た
め
、旌
善（
チ
ョ
ン
ソ
ン
）・

栄
州（
ヨ
ン
ジ
ュ
）・東
大
門（
ト

ン
デ
ム
ン
）
の
３
ヶ
所
か
ら
調

達
。「
産
地
に
よ
っ
て
辛
い
甘

い
な
ど
、
唐
辛
子
に
も
違
い
が

あ
り
ま
す
。
３
種
類
を
す
り
つ

ぶ
し
て
混
ぜ
合
わ
せ
、
小
ま
め

に
味
見
す
る
こ
と
で﹇
妻
家
房
﹈

の
味
に
合
わ
せ
て
い
く
ん
で

す
」。
料
理
に
よ
っ
て
は
、
唐

辛
子
に
野
菜
や
ニ
ン
ニ
ク
の

旨
み
を
移
し
た
油
を
か
け
、
香

ば
し
く
し
た
も
の
を
使
用
す
る
。
や
わ

ら
か
な
辛
さ
は
、
こ
う
し
た
調
味
料
と

食
材
を
、
調
理
の
早
い
段
階
で
な
じ
ま

せ
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
。　

　
﹇
妻
家
房
﹈
が
送
り
出
す
料
理
は
、

一
般
的
な
韓
国
の
家
庭
料
理
ば
か
り
。

気
取
ら
な
い
レ
シ
ピ
は
、
１
９
９
３
年

に
東
京
で
創
業
し
た
当
時
か
ら
受
け
継

が
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
は
レ
ス
ト
ラ
ン

ス
タ
イ
ル
の
韓
国
料
理
店
は
珍
し
く
、

苦
労
も
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
こ
だ
わ
り

を
く
ず
し
た
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

調
味
料
は
料
理
に
溶
け
込
み
、
厨
房
の

中
も
お
客
さ
ん
か
ら
は
見
え
な
い
が
、

だ
か
ら
こ
そ
料
理
人
の
誠
意
が
ひ
と
す

く
い
の
料
理
に
表
れ
る
。
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