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関西・大阪21世紀協会は、「助成と顕彰」、「関西・大阪ブランドの発掘と発信」、「伝統の進化と創造」の3つを
事業の柱としています。その中から、いくつかの事業についてご報告します。
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人類・いのち・万博 ̶  1970から2025に向けて
　2025年大阪・関西万博の開催意義などについて、田憲司
氏（国立民族学博物館長）、西尾章治郎氏（大阪大学総長）、ウ
スビ・サコ氏（京都精華大学学長）、山極壽一氏（総合地球環境
学研究所所長）、井上章一氏（国際日本文化研究センター所
長）が提言を行いました。この中で、①参加国との協働・共創作
業の場 ②大学間のグローバルな共創 ③ユーロセントリズムで
はない共創のあり方 ④ヒト中心ではない「いのち」と「いのち」
のつながりなど、ともすれば開催国や先進国を中心に企画・推
進されがちな国際的博覧会に警鐘が鳴らされました。また、オ
リンピックと比べて万博の訴求力が弱くなっているとも指摘さ
れました。
　パネルディスカッションでも各氏からさまざまなアイデアが出
されました。キーフレーズの一つは「壁を越える」。 ①京阪神の壁 

②バーチャルとリアルの壁 ③オリンピックと万博の壁 ④人間と
人間の壁 ⑤言語の壁 ⑥国家の枠組みという壁などを越える必
要性が述べられました。最後はファシリテーターの田氏がやや
冗談まじりに、「京阪神に奈良を加えてその壁を壊さないと、国の
壁とはいってい
られ な い」と語
り、締めくくられ
ました。本シンポ
ジウムの詳細は、
2022年4月に千
里文化財団が発
行予定の『季刊
民族学』180号に
掲載されます。

主催：公益財団法人千里文化財団

日本万国博覧会記念公園シンポジウム2021（2021年11月23日／国立民族学博物館）

オリックス・バファローズに大賞を贈呈
文楽夢想実行委員会らに特別賞
　文化・芸術・スポーツなどの分野で活躍し、関西から日本を
元気に明るくした人や団体へ、感謝と一層の活躍を期待して
贈られる関西元気文化圏賞。第19回となる今回は、昨年、25年
ぶりにプロ野球パシフィック・リーグを制覇し、関西で16年ぶ
り、球団統合後初のリーグ優勝を遂げたオリックス・バファ
ローズに大賞が贈られました。球団社長オーナー代行の湊通
夫氏は、「私たちは阪急ブレーブス、大阪近鉄バファローズ、オ
リックス・ブルーウェーブの3つの魂が入った球団。昨年の優勝
で、ファンの方々や選手から『やっと一つになれた』というメッ
セージが届き、非常にうれしく思った。この受賞で、私たちこそ
元気と勇気をいただいた」と喜びを語りました。
　また、昨年8月に自主公演『人形浄瑠璃 文楽夢想継承伝』を
行った文楽夢想実行委員会などに特別賞が贈られました。同
実行委員会は、コロナ禍で若手の自主公演が激減し芸の継承
が難しくなることを憂いた人形遣いの吉田玉翔さんが、若手
技芸員や師匠たちに呼びかけてスタート。公演中の吉田玉翔
さんに代わって登壇した鶴澤友之助さん（文楽三味線）は、

「アーツサポート関西やクラウドファンディングを通じて寄付
を集め、無事公演を終えることができた。今後も日本そして世
界に愛される文楽であるよう一層努力していきたい」と笑顔を
見せました。
　贈呈式は文化庁芸術祭賞贈呈式と併せて行われ、冒頭、

都倉俊一文化庁長官は、「2年におよぶコロナ禍で塗炭の苦境
にありながら、人々の心に勇気と潤いを与える活動を実践して
こられた」と文化芸術にかかわる人たちを称賛。関西元気文化
圏推進協議会の松本正義会長は、「これからも皆さんのパワー
で関西から日本の人々を元気づけていただきたい」と呼びかけ
ました。各賞の受賞者は次の通り。
大賞：オリックス・バファローズ、特別賞：文楽夢想実行委員会、
塚本康浩（京都府立大学学長・獣医学博士）、東京2020オリン
ピック・パラリンピック特別賞：関西出身の東京オリンピック・パ
ラリンピックメダリスト31名、ニューパワー賞：反田恭平（ピアニ
スト）とJapan National Orchestra株式会社、金子扶生（バレエ
ダンサー）（敬称略）

主催：関西元気文化圏推進協議会

令和 3（2021）年度 関西元気文化圏賞 贈呈式（1月24日／リーガロイヤルホテル大阪）

新型コロナ退散や商売繁盛を祈願
　関西経済同友会の提言を受け、大阪・キタの活性化と水都大阪の再生をめざして
始まり今年で19回目を迎えました。今年も新型コロナウイルス感染症対策として、堂
島薬師堂での節分法要やお水汲みなどに限定して実施。読経が響く中、お堂の周り
では手を合わせる人の姿も見られました。

主催：堂島薬師堂節分お水汲み祭り実行委員会

堂島薬師堂節分お水汲み祭り（2月3日／堂島薬師堂・大阪市北区）

　江戸時代の地図を手に、大阪の昔と今を比べて学ぶ街歩き番組
『ぶらり関西歴史旅』。大阪・なんば編では、通称「ミナミ」こと難波・心

斎橋界隈を訪ねます。「なにわの地理博士」こと大手予備校・東進ハ
イスクールの人気講師・村瀬哲史さんの案内で、フリーアナウンサー
の市川いずみさんと一緒に、この地の歴史を振り返ります。

受賞者と主催者

堂島薬師堂にて薬師寺僧侶から竹筒にお香水（こうずい）を受ける
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「なんばパークス」になる前は？…古地図AB
　人気の商業施設「なんばパークス」のあたりには、江戸時
代、幕府が管理する米蔵「難波御

み

蔵
くら

」が
あり、災害時の救援米が貯蔵されていま
した。古地図には、道頓堀川から開削さ
れた運河（米の輸送路）が記されていま
す。1950～98年までは、プロ野球・南海
ホークス（現・福岡ソフトバンクホーク
ス）の本拠地「大阪球場」がありました。
　

法善寺横丁の看板の文字が変？…古地図C
　江戸時代の地図にも載っている「法善寺」（1637年創建）。
法善寺横丁は、参拝客の露店から発展したもので、織田作之
助の小説『夫婦善哉』にも登場して有名になりました。入口の看板は昭和の喜劇王・藤山寛
美の筆によるもので、よく見ると「善」の字の横棒が一本足りません。寛美いわく「俺はそれ
ほど善人やないから、あえて一本引いた」とのことです。

木→鉄→石 な～んだ？…古地図D
　心斎橋は1622年頃、商人の岡田心斎が中心となって長堀川（現在の長堀通）に架けられ、その功績から

「心斎橋」と名付けられました。江戸時代は木橋で、明治初期に鉄橋になり、後期には石橋に変貌。現在、長堀
川は埋め立てられて橋は横断歩道となり、往時の姿を伝えるモニュメントがあります。心斎橋筋界隈は昔も
今も流行の発信地。大正
から昭和にかけては、東京
で流行した「銀ブラ」をま
ねて、心斎橋筋をぶら
り歩きする「心ブラ」
という言葉が生まれ
ました。

川の交差点にあった「四ツ橋」…古地図E
　心斎橋の近くにある四ツ橋は、1622年頃から長堀川と西横堀
川が交差した地点に架けられていた四つの橋の総称でした。

長町裏遠見難波蔵（浪花百景／部分）
（大阪市立図書館デジタルアーカイブより）

1881年 新選大阪市中細見全図（大阪市立図書館デジタルアーカイブより/部分）

制作番組のご案内（共同制作：株式会社オプテージ）

村瀬先生の『ぶらり関西歴史旅』 

番組で
チェック！

■法善寺の水掛不動は、どうして苔だらけ？
■きつねうどんで有名な「道頓堀 今井」の前身は？
■道頓堀川に架かる「戎

えびす

橋
ばし

」の名前の由来は？

水掛不動（法善寺横丁）にて

大阪球場（手前は髙島屋）
（提供：南海電気鉄道株式会社）

なんばパークス

法善寺横丁の入口

昭和4（１９２９）年の心斎橋筋
（大阪市立図書館デジタルアーカイブより）

村瀬哲史（むらせ あきふみ）
東進ハイスクール 東進衛生予備校 地理講師

「楽しく学ぶ地理」をモットーとした授業で学生に大好評。
一度観ると忘れられない！そんなキャラクターでテレビ・ラジオでも活躍中！

旧心斎橋の現在の姿

四ツ橋 昭和初期の四ツ橋
（大阪市立図書館デジタルアーカイブより）

心斎橋筋商店街

右記のQRコードを読み込むか、当協会ホームページに
アクセスしてご覧ください。（https://www.osaka21.or.jp/）

心斎橋のモニュメント

大阪・なんば編




