
  大 阪 を 代 表 す る 、 庶 民 の 商

店 街 と し て 名 高 い 「 千 林 商 店

街 」。周 辺 の 町 並 み は 、幸 運 に

も 戦 災 を 免 れ 、 戦 前 に 建 て ら

れ た 端 正 な 長 屋 が 、 今 な お 路

地 の 所 々 に 姿 を 留 め て い る 。

そ ん な 商 店 街 と 長 屋 が 織 り 成

す 、 懐 か し い 町 の 風 情 に 引 き

寄 せ ら れ る よ う に 、 友 人 が 昭

和 １ ２ 年 に 建 て ら れ た 長 屋 の

一 軒 を 、 隠 れ 家 的 に 借 り た 。  

  貼 り 重 ね ら れ た 壁 紙 を 一 枚

一 枚 は が し て 土 壁 を 蘇 ら せ 、

床 や 天 井 、 柱 や 建 具 の 汚 れ を

払 い 、 床 の 間 に 花 や 小 物 を 飾

る と 、 み る み る 住 ま い に 生 気

が 溢 れ て き た と い う 。  

  お し ゃ べ り に 食 事 に 、 時 に

は 静 か な 音 楽 や 暮 ら し を 彩 る

美 術 ・ 工 芸 品 を 楽 し む 場 と し

て 、 長 屋 は 心 安 ら ぐ も う 一 つ

の 住 ま い に 育 ち つ つ あ る 。  

  思 え ば 、 そ も そ も 住 ま い に

は 、 祈 り や 遊 び 、 季 節 ご と の

行 事 の 数 々 、 生 活 文 化 を 育 む

舞 台 と し て の 要 素 が ふ ん だ ん

に 盛 り 込 ま れ て い た も の だ 。

一 軒 の 長 屋 と の 出 会 い が 、 忘

れ か け て い た 住 ま い の 力 を 思

い 出 さ せ て く れ た 。  

  実 は 、 商 都 大 阪 を 代 表 す る

も う 一 つ の 商 店 街 「 天 神 橋 筋

商 店 街 」 の 一 画 に 、 文 化 の 健

忘 症 か ら 回 復 す る た め に も っ

て こ い の ス ポ ッ ト が 生 ま れ て

い る 。 大 阪 の 住 ま い と 暮 ら し

の 歴 史 ・ 文 化 を 追 体 験 で き る

「 大 阪 市 立 住 ま い の ミ ュ ー ジ

ア ム 」 だ 。  

  ビ ル の 最 上 階 に 上 る と 、 実

物 大 で リ ア ル に 再 現 さ れ た 江

戸 時 代 の 大 坂 の 住 ま い と 町 並

み が 眼 の 前 に 広 が る 。 新 年 は

４ 日 か ら 迎 春 の し つ ら い で 、

日 曜 ・ 祝 日 に は 町 家 衆 （ ミ ュ

ー ジ ア ム ・ ボ ラ ン テ ィ ア ） が

登 場 し 、 コ マ 回 し 、 羽 子 板 、

ふ く わ ら い な ど 、 町 を 舞 台 に

数 々 の 遊 び も 繰 り 広 げ ら れ る 。 

  懐 か し い 正 月 風 景 が 、 町 に

人 に 新 鮮 な 風 を 運 ん で く れ そ

う だ 。（ 大 阪 ガ ス エ ネ ル ギ

ー ・ 文 化 研 究 所 客 員 研 究 員 ）  


