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大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
20
周
年

館
長
と
歩
く
、

魅
力
的
な
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

江
戸
時
代
に「
天
下
の
台
所
」と
称
さ
れ
、蔵
屋
敷
が
立
ち
並

び
、米
や
物
資
が
集
ま
る
金
融
と
経
済
の
中
心
だ
っ
た
大
坂
。

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
に
は
1
8
3
0
年（
天
保
初
年
）頃
の

町
並
み
が
実
物
大
で
再
現
さ
れ
て
い
る
。

大
阪
の
町
を
歩
け
ば
、そ
こ
こ
こ
で
歴
史
の
痕
跡
に
ゆ
き

あ
た
る
。最
初
は
、く
す
り
の
町
と
し
て
栄
え
る
道
修
町
。

「
田
辺
三
菱
製
薬
史
料
館
」❶
は
14
階
建
て
の
新
し
い
ビ
ル
の

2
階
に
あ
る
。入
る
と
す
ぐ
、明
治
前
期
の
田
邊
屋
の
店
構
え

が
、実
物
大
で
再
現
さ
れ
て
い
る
。店
の
間
で
は
、明
治
の
中
興

の
祖
、12
代
田
邊
五
兵
衞
の
ア
ニ
メ
が
上
映
さ
れ
て
い
る
。こ
の

町
家
は
今
昔
館
の
学
芸
員
が
監
修・設
計
を
し
た
も
の
で
、格

子
や
敷
居
な
ど
の
細
部
ま
で
忠
実
に
造
っ
て
い
る
。

道
修
町
と
堺
筋
と
の
交
差
点
に
建
つ
の
が
小
西
家
住
宅
。

同
家
は
1
9
0
3
年
に
完
成
し
た
表
屋
造
り
で
3
階
座
敷
を

も
つ
、豪
壮
な
近
代
町
家
で
あ
っ
た
が
、1
9
1
1
年
の
堺
筋

の
拡
幅
に
よ
っ
て
間
口
4
間
分
が
削
ら
れ
、さ
ら
に

1
9
2
3
年
の
関
東
大
震
災
後
に
3
階
座
敷
が
撤
去
さ
れ

た
。そ
の
後
、戦
災
を
免
れ
、2
0
0
1
年
に
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
。現
在
は
予
約
す
る
と
建
物
の
内
部
が
見
学
で

き
る
。店
の
間
を
改
装
し
た「
旧
小
西
家
住
宅
史
料
館
」❷
に

は
、3
階
建
て
当
時
の
模
型
が
あ
る
。「
今
昔
館
に
1
9
3
2

年
の
北
船
場
を
再
現
し
た
模
型
が
あ
っ
て
、小
西
家
の
外
観

が
分
か
る
の
で
こ
の
間
の
変
化
が
比
較
で
き
ま
す
」（
谷
）。

船
場
の「
旧
宗
田
家
住
居
」は
、1
9
2
5
年
に
建
築
さ

れ
た
近
代
町
家
。昔
の
図
面
や
写
真
を
元
に
修
復
さ
れ
、

２
０
１
８
年
、美
し
い
ガ
ラ
ス
容
器
を
扱
う
ギ
ャ
ラ
リ
ー

「
C
u
t
e
G
l
a
s
s 

S
h
o
p 

a
n
d 

G
a
l
l
e
r
y
」❸
に
甦
っ

た
。こ
こ
に
は
伝
統
の
良
さ
と
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
融
合
さ

せ
た
鋭
い
感
性
が
よ
み
と
れ
る
。「
多
く
の
町
家
が
取
り
壊
さ

れ
て
い
る
中
で
、伝
統
意
匠
を
残
し
な
が
ら
現
代
の
機
能
を

組
み
入
れ
た
再
生
町
家
で
す
」（
谷
）。

1
9
2
5
年
、大
阪
市
は
周
辺
地
域
を
合
併
し
て
人
口
は

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
パ
リ
に
次
ぐ
世
界
6
位
の
大
都
市
に

な
っ
た
。大
阪
が
近
代
都
市
に
生
ま
れ
変
わ
り
、「
大
大
阪
時

代
」が
始
ま
る
。大
阪
の
都
市
建
設
を
担
う
た
め
、建
築
や
土

木
の
技
術
者
を
養
成
し
た
の
が
関
西
工
学
専
修
学
校（
現
在

の
学
校
法
人
常
翔
学
園
）で
あ
る
。同
校
の
創
設
者
の
一
人
で

あ
る
片
岡
安
は
、關
一
市
長
の
片
腕
と
し
て
大
阪
の
都
市
計

画
を
立
案
し
た
。そ
の
業
績
は「
常
翔
歴
史
館
」❹
で
顕
彰
さ

れ
て
い
る
。同
館
と
今
昔
館
が
共
催
し
た
企
画
展「
大
大
阪
モ

ダ
ニ
ズ
ム
」は
、建
築
家・片
岡
安
の
仕
事
に
光
を
あ
て
た
も

の
だ
。こ
の
展
覧
会
で
は「
大
大
阪
」を
彩
っ
た
建
築
や
土
木

構
築
物
に
関
す
る
建
築
図
面
や
絵
画
が
展
示
さ
れ
た
。

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
は
、今
年
で
開
館
20
周
年
を
迎
え
ま
す
。今
昔
館

で
は
住
ま
い
の
歴
史
と
文
化
を
テ
ー
マ
に
、常
設
展
と
企
画
展
を
通
し
て
、

博
物
館
や
資
料
館
、寺
院
や
神
社
、そ
し
て
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
の
方
々
と

交
流
を
深
め
て
き
ま
し
た
。

今
回
は
、今
昔
館
館
長
で
あ
る
谷
直
樹
が
、「
住
ま
い
と
建
築
・
暮
ら
し
・

ま
ち
づ
く
り
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、大
阪
市
内
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
セ
レ

ク
ト
。ま
ち
歩
き
を
し
な
が
ら
、脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
大
阪
の
歴
史
と

文
化
を
再
発
見
し
ま
す
。

や
す
し

せ
き
は
じ
め

住
ま
い
と
建
築 

・町   

家

テ
ー
マ
1

時
代
の
変
遷
と
共
に
受
け
継
が
れ
る
町
家

住
ま
い
と
建
築 

・近
代
建
築

繁
栄
し
た
大
大
阪
時
代
の
建
物

企画展
「大大阪モダニズム」

（2018年）

大阪くらしの今昔館：
実物大の町家展示

「江戸時代の大坂」の薬屋
大阪くらしの今昔館

谷直樹   館長

大阪くらしの今昔館：
小西家住宅の模型

「 モダン大阪パノラマ遊覧 ・北船場」

大阪くらしの今昔館：
旧大阪市庁舎の
ステンドグラスと
シャンデリア

❷旧小西家住宅史料館：（要予約）
大阪市中央区道修町１丁目６-９☎06-6228-2847
（右上）次の間から床の間のある座敷をのぞむ（右下）「堺筋拡幅後の再現模
型です」と小西家当主の小西哲夫氏（左）くすりの町・道修町の象徴、表屋造り
の建物（重要文化財）

❸CuteGlass Shop and Gallery［旧宗田家住居］：
大阪市中央区伏見町２丁目４-４☎06-6226-8360
（右上）外観は谷館長設計で当初の姿に修復。「格子が美しいんですよ」と
小西智香氏。ガラス瓶1本から購入可能。（右下）奥の土蔵には社長の小西
慈郎氏のコレクションが並ぶ（左上）ガラス瓶を使ったステンドグラス
（下）座敷は当時のまま。ガラス床から地下の防空壕が覗ける

❹常翔歴史館：
大阪市旭区大宮5丁目16-1☎06-6955-7762
（上）常翔学園の歴史を物語る実物資料「過去の技術を形として残すことが、新し
い技術開発に活きるのです」と館長の松浦清教授（中）「關市長と片岡安が尽力し
たからこそ、今の御堂筋があるのです」と谷館長（下）大阪工業大学・大宮キャン
パス正面の校門は、片岡安・実施設計の「大阪市中央公会堂」を模した造り

❶田辺三菱製薬史料館：（要予約）
大阪市中央区道修町３丁目２-１０☎06-6205-5100
（右）明治前期の平面図や古写真をもとに外観を復元（左上）日本の医薬品産業の発展を支えた収蔵品
（中央は「基準手動天秤」）（左下）「創業当時の軒下看板と大正時代の提灯です」と西巻吉昭氏
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大
大
阪
の
建
設
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
土
木
建
築

業
の
一
つ
が
、大
阪
生
ま
れ
の
ゼ
ネ
コ
ン・大
林
組
で
あ
る
。

「
大
林
組
歴
史
館
」❺
は
1
9
2
6
年
竣
工
の
ル
ポ
ン
ド
シ
エ

ル
ビ
ル（
大
林
組
旧
本
店
ビ
ル
）の
3
階
に
あ
る
。地
下
鉄
、大

阪
城
天
守
閣
な
ど
の
建
設
当
時
の
写
真
展
示
が
あ
り
、大
阪

の
土
木
建
築
業
界
の
高
い
技
術
力
が
う
か
が
え
る
。

商
都
大
阪
を
華
や
か
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
建
築
家
の
一
人

が
、ウ
ィ
リ
ア
ム・メ
レ
ル・ヴ
ォ
ー
リ
ズ
で
あ
る
。彼
は
関

西
を
中
心
に
1
5
0
0
余
り
の
建
物
を
設
計
し
、大
阪
で
も

大
丸
心
斎
橋
本
店
や
大
同
生
命
旧
肥
後
橋
本
社
な
ど
の
作

品
が
あ
る
。「
大
同
生
命
メ
モ
リ
ア
ル
ホ
ー
ル
」❻
は
、

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
が
設
計
し
た
旧
館
の
意
匠
を
現
代
建
築
に
溶

け
込
ま
せ
、新
た
な
魅
力
を
放
っ
て
い
る
。「
大
坂
で
は
鴻
池

と
並
び
称
さ
れ
る
豪
商
で
あ
っ
た
加
島
屋
と
大
坂
蔵
屋
敷

と
の
関
係
を
示
す
展
示
資
料
は
貴
重
で
す
。そ
れ
だ
け
で
な

く
建
築
空
間
の
迫
力
も
体
感
で
き
ま
す
」（
谷
）。

大
阪
の
歴
史
を
1
4
0
0
年
さ
か
の
ぼ
る
と
、日
本
最
初

の
官
寺・四
天
王
寺
に
た
ど
り
着
く
。聖
徳
太
子
が
教
育
、社

会
福
祉
、医
療
、薬
学
の
4
つ
の
事
業
を
揃
え
て
創
建
し
た
日

本
初
の
国
立
文
化
施
設
と
い
え
る
。こ
こ
は
大
阪
人
の
心
と

生
活
を
支
え
て
き
た
唯
一
無
二
の
寺
院
で
あ
る
。何
度
も
天

災
や
火
災
に
遭
う
が
、そ
の
都
度
大
阪
の
人
々
の
支
援
で
復

興
さ
れ
て
き
た
。大
坂
の
陣
後
に
四
天
王
寺
の
復
興
に
活
躍

し
た
大
工
棟
梁
が
、中
井
大
和
守
正
侶
で
あ
る
。「
重
要
文
化

財
の
中
井
家
資
料
は
、今
昔
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
ま
す
。今
昔

館
の
企
画
展「
大
坂
の
陣
と
大
坂
城・四
天
王
寺・住
吉
大
社

の
建
築
」で
は「
四
天
王
寺
宝
物
館
」❼
か
ら
、江
戸
時
代
の
伽

藍
を
描
い
た
絵
画
を
借
用
し
て
展
示
し
ま
し
た
」（
谷
）。

大
阪
の
東
南
に
位
置
す
る
平
野
の
全
興
寺
は
、地
獄
か
ら

極
楽
へ
の
体
験
が
で
き
る
寺
院
で
あ
る
。境
内
に
あ
る「
地
獄

堂
」で
は
地
獄
を
描
い
た
映
像
を
流
し
、子
ど
も
た
ち
に
生
死

の
倫
理
観
を
伝
え
て
い
る
。「
ほ
と
け
の
く
に
」は
仏
像
に
囲

ま
れ
た
神
秘
的
な
地
下
室
で
、中
央
に
あ
る
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
の
曼
荼
羅
の
上
で
瞑
想
に
ふ
け
り
、極
楽
を
体
感
す
る
と

い
う
仕
掛
け
で
あ
る（
写
真
は
P
8
に
掲
載
）。同
寺
の
片
隅

に〝
井
戸
の
音
〞や〝
朝
刊
を
配
る
音
〞な
ど
、平
野
の
町
の
生

活
音
を
１
０
０
の
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
し
て
納
め
た「
平

野
の
音
博
物
館
」❽
が
あ
る
。こ
れ
は
音
を
通
し
て
町
の
風
景

が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
展
示
で
あ
る（
写
真
はｐ

５
に
掲
載
）。「
難
し
い
教
義
だ
け
で
な
く
、体
験
を
通
し
て
楽

し
み
な
が
ら
学
ば
せ
る
工
夫
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
、博
物

館
の
展
示
手
法
と
し
て
も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
」（
谷
）。

当
た
り
前
の
日
常
の
中
に
こ
そ
、歴
史
を
読
み
解
く
ヒ
ン

ト
が
あ
る
。暮
ら
し
に
関
わ
る〝
モ
ノ
〞を
通
し
て
、今
に
つ
な

が
る
文
化
を
再
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
も
今
昔
館
の
使
命

で
あ
る
。今
昔
館
の
企
画
展「
お
ま
け
大
行
進
」は
、江
崎
グ
リ

コ
の
お
も
ち
ゃ
を
は
じ
め
、大
阪
に
関
連
あ
る
メ
ー
カ
ー
や

コ
レ
ク
タ
ー
に
よ
る
玩
具
や
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
一
堂
に
集
め

た
展
覧
会
で
あ
っ
た
。「
江
崎
記
念
館
」❾
で
は
、江
崎
グ
リ
コ

の
創
業
者・江
崎
利
一
氏
の
哲
学
を
紹
介
し
な
が
ら
、商
品
の

歴
史
を
総
覧
で
き
る
。利
一
氏
は「
子
ど
も
の
天
職
は
、食
べ

る
こ
と
と
遊
ぶ
こ
と
で
あ
る
」と
考
え
、食
べ
物
と
お
も
ち
ゃ

を
セ
ッ
ト
に
し
た
健
康
菓
子
グ
リ
コ
を
開
発
し
た
。そ
こ
に

は
知
育
の
精
神
が
あ
り
、そ
の
先
見
性
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

「
彼
は
佐
賀
県
人
だ
が
、大
阪
の
風
土
の
中
で
そ
の
才
能
が
開

花
し
た
人
で
す
。大
阪
で
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な
か
っ
た
文
化

が
た
く
さ
ん
あ
る
が
、グ
リ
コ
も
そ
の
一
つ
で
す
」（
谷
）。

せ
ん
こ
う
じ

ま
さ
と
も

ま
ん
だ
ら

が

ら
ん

住
ま
い
と
建
築 

・寺
院

文
化
の
殿
堂
と
し
て
の
寺
院

暮
ら
し

テ
ー
マ
2

日
々
の
暮
ら
し
を
見
つ
め
直
す

企画展
「大坂の陣と大坂城・

四天王寺・住吉大社の建築」
（2012年）

企画展
「おまけ大行進」

（2007年）
今昔館に寄贈された

加島屋・廣岡家の雛人形

❾江崎記念館：（要予約）
大阪市西淀川区歌島４丁目６-５☎06-6477-8257
（上）創業当時使っていた真空釡（中）創業時から現在まで、約4000点
のおもちゃを展示（下）「道頓堀のグリコのネオン看板は、周辺の町の
変遷も再現されています」と館長の石橋達二氏

❼四天王寺宝物館：
大阪市天王寺区四天王寺１丁目１１-１８☎06-6771-0066
（上）聖霊会の鼉太鼓。それぞれに龍、鳳凰の彫刻がみられる（右
下）「収蔵品は国宝・重要文化財を含めて3000点以上。年に3回、
企画展示を行なう」と学芸員の渡邉慶一郎氏（左下）四天王寺の
伽藍は大阪大空襲で焼失し、1963年に創建当時の飛鳥様式で
再建された。中門から五重塔を望む

❻大同生命メモリアルホール：
大阪市西区江戸堀1丁目2-1☎06-6447-6258
（上）旧本社ビルの光天井をそのまま移築したエントランスの天井
（中）2階ホールには、大同生命の源流である加島屋（廣岡家）に関す
る歴史文書が展示（右下）「連続テレビ小説『あさが来た』の主人公
のモデル・廣岡浅子の特別展示も開催しています」と郡清隆氏【左】
（左下）土方歳三が廣岡久右衛門に宛てた400両の借用書

❺大林組歴史館：
大阪市中央区北浜東６-９ルポンドシエルビル3F☎06-6946-4626
（右上）大林組旧本店の雰囲気を今に残すエントランス（左上）ダイビル
本館の壁面上部を彩っていたテラコッタタイル（中）1892年創業時の店
舗の屋根を飾っていた鬼瓦(実物)中央に「大林」の文字（下）「時代を象
徴する建物の歴史を楽しんでください」と荒田智康氏

上

左下 右下 右下左下

上

中
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自
分
た
ち
が
生
活
す
る
場
所
を
、自
ら
の
手
で
豊
か
に
す

る
ま
ち
づ
く
り
活
動
も
、今
昔
館
の
テ
ー
マ
。大
阪
市
内
で

も
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、

平
野
の
ま
ち
づ
く
り
で
あ
る
。中
世
末
か
ら「
環
濠
自
治
都

市
」と
し
て
栄
え
た
平
野
郷
は
、武
士
の
支
配
を
受
け
ず
、町

衆
の
自
治
の
も
と
で
繁
栄
し
た
。
26
年
間
続
い
て
い
る

「
平
野
町
ぐ
る
み
博
物
館
」は
、有
志
で
行
わ
れ
、区
内
の

15
施
設
が
無
料
で
開
放
さ
れ
て
い
る
。大
阪
市
も
１
９
９

９
年
か
ら
、大
阪
市
H
O
P
E
ゾ
ー
ン
事
業
で
平
野
の
ま

ち
づ
く
り
を
応
援
し
、今
昔
館
の
企
画
展「
Ｈ
Ｏ
Ｐ
Ｅ
展 

住
吉・平
野
郷・田
辺
」に
つ
な
が
っ
た
。

平
野
の
守
護
神
で
あ
る
杭
全
神
社「
鎮
守
の
森
博
物
館
」13

は
、環
濠
に
囲
ま
れ
た
平
野
郷
の
北
端
に
位
置
し
て
い
る
。

境
内
の
連
歌
所
は
、町
人
に
よ
る
連
歌
会
が
開
か
れ
た
、平

野
郷
の
文
化
を
象
徴
す
る
建
物
で
あ
る
。夏
祭
り
は
、

3
0
0
年
近
い
歴
史
が
あ
る「
だ
ん
じ
り
曳
行
」で
も
知
ら

れ
て
い
る
。「
平
野
の
だ
ん
じ
り
祭
り
は
、町
人
の
祭
り
と
し

て
人
と
人
を
つ
な
い
で
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。そ
の
伝
統

が
現
在
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
」（
谷
）。

融
通
念
佛
宗
の
総
本
山・大
念
佛
寺
で
は
、8
月
の
第
4

日
曜
だ
け「
幽
霊
博
物
館
」14
が
開
館
す
る
。展
示
品
は
、地
獄

に
落
ち
苦
し
む
女
性
が
極
楽
往
生
の
た
め
の
供
養
を
願
い

巡
礼
者
に
手
渡
し
た「
亡
女
の
片
袖
」と「
香
合
」、そ
し
て
12

幅
の
幽
霊
図
。本
堂
は
大
阪
最
大
の
木
造
建
造
物
で
あ
る
。

そ
の
他
平
野
に
は
、「
平
野
郷
・
町
家
ゾ
ー
ン
」15
、

「
パ
ズ
ル
茶
屋
」16
、「
歴
史
の
ま
ち
な
み
模
型
」17
な
ど
小
さ

い
け
れ
ど
魅
力
的
な
博
物
館
が
あ
る
。

昭
和
の
時
代
、子
ど
も
た
ち
が
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
通
っ
た

町
の
駄
菓
子
屋
さ
ん
。先
に
紹
介
し
た
平
野・全
興
寺
の
境
内
に

あ
る「
小
さ
な
駄
菓
子
屋
さ
ん
博
物
館
」10
に
は
、昭
和
20
〜
30

年
代
の
メ
ン
コ
や
ビ
ー
玉
な
ど
が
並
び
、な
ん
と
も
懐
か
し

い
気
持
ち
に
な
る
。小
学
校
の
教
室
や
家
の
内
部
を
再
現
し

た
ミ
ニ
チ
ュ
ア
模
型
も
あ
る
。平
野
の
住
人
が
、幼
い
頃
を

回
想
し
て
制
作
し
た
も
の
で
、細
部
ま
で
精
密
に
作
ら
れ
て

お
り
、作
者
の
想
い
が
こ
も
っ
て
い
る
。

全
興
寺
の
門
前
に
あ
る「
新
聞
屋
さ
ん
博
物
館
」11
は
、大

阪
市
内
で
も
っ
と
も
古
い
朝
日
新
聞
販
売
店「
小
林
新
聞

舗
」が
運
営
す
る
博
物
館
で
あ
る
。地
域
向
け
の
号
外
や
商

店
街
の
店
を
マ
ス
に
し
た
す
ご
ろ
く
な
ど
、地
域
な
ら
で
は

の
情
報
を
自
主
発
行
し
て
い
た
記
録
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

「
大
阪
人
は
、暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
、骨
身
を
惜
し

ま
な
い
。暮
ら
し
に
根
付
い
た
情
報
発
信
を
続
け
て
き
た
新

聞
屋
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、で
き
た
博
物
館
で
す
ね
」（
谷
）。

家
族
の
団
ら
ん
の
風
景
も
、時
代
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
変

化
し
て
く
る
。今
昔
館
の
シ
リ
ー
ズ
企
画
展「
昔
の
く
ら
し
」

は
、茶
の
間
や
キ
ッ
チ
ン
の
道
具
か
ら
、暮
ら
し
の
文
化
を
ひ

も
解
く
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。

昔
と
今
だ
け
で
な
く
、暮
ら
し
の
未
来
を
展
望
で
き
る
の

は
、大
阪
ガ
ス
の「
ハ
グ（
ｈ
ｕ
＋
ｇ
）ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」12
。

現
代
の
暮
ら
し
に
根
付
く
ガ
ス
に
関
す
る
展
示
に
加
え

て
、エ
コ
シ
ス
テ
ム
や
Ｉo
Ｔ（
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

な
ど
の
先
進
的
な
技
術
を
取
り
入
れ
た
、災
害
な
ど
に
備

え
た
少
し
未
来
の
暮
ら
し
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
か

ら
の
住
ま
い
や
暮
ら
し
へ
の
想
像
力
が
刺
激
さ
れ
る
。「
暮

ら
し
の
断
片
を
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
、一
つ
一
つ
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
で
立
体
的
な
理
解
と
な
り
、過
去
か
ら
現
在
へ

の
流
れ
が
体
系
的
に
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
」（
谷
）。

ま
ち
づ
く
り

テ
ー
マ
3

今
に
つ
な
が
る
ま
ち
づ
く
り
の
精
神

企画展
「ＨＯＰＥ展 住吉・平野郷・田辺」

（2011年）

シリーズ企画展〈昔のくらし〉
「くらしの今昔展」

（2009年）17歴史のまちなみ模型

10小さな駄菓子屋さん博物館：
大阪市平野区平野本町４丁目１２-２１全興寺内☎06-6791-2680
（右上）展示数は1000点以上（左上）小スペースに大きな想い出が
詰まる（下）平野区在住・林史葉氏制作のジオラマ

❽平野の音博物館：
大阪市平野区平野本町４丁目１２-２１全興寺内
☎06-6791-2680
数秒ずつ100音が楽しめる「平野の音百連発」は必聴

11新聞屋さん博物館：（毎月第4日曜日開館）
大阪市平野区平野本町４丁目１２-３
☎06-6790-0022
（上）「発注書や号外など、新聞屋ならではの
展示が見所です」と社長の小林雅治氏（中）
1929年建築のモダンなアーチ型窓が特徴
（国の登録有形文化財）。（下）約200点の資料
が所狭しと並ぶ

14幽霊博物館［大念佛寺］：
大阪市平野区平野上町１丁目７-２６☎06-6791-0026
（右）日本最初の念仏道場である大念佛寺本堂（国の登録有形文化財）は1938
年建立で、大阪府下最大の木造建造物（左）山門は江戸時代（1706年）の建立
（大阪市指定文化財）。幽霊博物館は8月の第４日曜日のみ

13鎮守の森博物館［杭全神社］：
大阪市平野区平野宮町２丁目１-６７杭全神社内☎06-6791-0208
（右上）杭全神社中門。奥に3棟の本殿が建ち、第二、第三本殿は室町時代の建立で、大阪市内最古の建造物（重要文化財）
（右下）杭全神社内の連歌所（大阪市指定文化財）。通常は非公開（左）杭全神社の境内にある樹齢800年の大楠（大阪府指定天然記念物）

HOPEゾーン事業「まちなみ修景補助」を
活用した（上）だんじり小屋、（下）地蔵堂

12ハグミュージアム：（要予約）
大阪市西区千代崎３丁目南2-59
☎06-6586-3789
（上）1階のエネルギーギャラリーではガス
の製造工程を展示（中）「エネルギーの仕
組みについて伝えています」と館長の佐藤
尚巧氏【左】と山口由美子氏【右】（下）屋上
水田では、大阪市内の小学生と稲作体験
学習を行う（ハグミュージアム提供） 56



“町そのものを博物館”とす

る活動「平野町ぐるみ博物

館」は26年間続く。大阪で

まちづくりを進める秘訣と

今後の今昔館について、平

野の町づくりを考える会の

川口良仁住職と今昔館の

谷直樹館長が語ります。

「
え
え
か
げ
ん
」に
や
る
こ
と
が
大
事

谷
　「
大
阪
市
Ｈ
Ｏ
Ｐ
Ｅ
ゾ
ー
ン
事
業
」で
お
目
に
か
か
っ
て

20
年
以
上
た
ち
ま
す
。今
回
こ
の
町
を
巡
っ
て
改
め
て
共
感

を
覚
え
ま
し
た
。「
平
野
町
ぐ
る
み
博
物
館
」の
よ
う
に
長
く

続
く
運
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
お
伺
い
し
た
い
で
す
。

川
口
　
よ
く
驚
か
れ
る
ん
で
す
け
ど
、総
会
は
一
度
も
開
い

た
こ
と
な
い
ん
で
す
。会
員
会
則
も
な
し
。各
施
設
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
も
自
費
。施
設
は
入
場
無
料
。事
務
局
が
や
る
唯
一
の

こ
と
は
、地
図
1
枚
を
刷
る
だ
け（
笑
）

谷
　
各
人
の
采
配
に
任
せ
て
い
る
ん
で
す
ね
。民
間
だ
け
で

15
か
所
運
営
し
て
い
て
、入
場
無
料
と
い
う
の
も
珍
し
い
で

す
ね
。

川
口
　
企
画
は
す
べ
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
す
。手
を
挙

げ
た
人
が
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
て
、や
り
た
い
人
が
集
ま
っ
て
、

終
わ
っ
た
ら
解
散
。ま
ち
づ
く
り
は
、義
務
と
か
責
任
で
や
る

と
続
か
な
い
ん
で
す
よ
。自
分
の
仕
事
の
合
間
に
い
つ
来
て

も
い
い
。い
つ
休
ん
で
も
い
い
。会
則
も
な
い
か
ら
、興
味
が

あ
れ
ば
誰
が
来
て
も
い
い
。

谷
　
今
昔
館
の
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
町
家
衆
）も
、同
じ
ス

タ
ン
ス
で
や
っ
て
い
ま
す
。興
味
を
持
っ
て
、関
わ
り
合
い
続

け
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
で
す
よ
ね
。

川
口
　
コ
ツ
が
3
つ
あ
っ
て
ね
、1
つ
目
が「
え
え
か
げ
ん
」に

や
る
こ
と
。決
め
ら
れ
た
こ
と
を
や
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い

で
し
ょ
。失
敗
や
ア
ド
リ
ブ
に
こ
そ
面
白
さ
が
あ
る
ん
で
す
。

2
つ
目
が「
人
の
ふ
ん
ど
し
」。黄
昏
コ
ン
サ
ー
ト
と
い
う
音
楽

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
時
は
、会
場
費
も
出
演
者
ギ
ャ
ラ
も
広

報
費
も
全
部
無
料
で
、4
0
0
名
規
模
の
イ
ベ
ン
ト
が
で
き
ま

し
た
。各
人
が
得
意
分
野
を
担
っ
て
や
れ
ば
無
料
で
で
き
る
ん

で
す
よ
。補
助
金
や
行
政
に
頼
ら
な
く
て
も
、住
民
だ
け
で
で

き
る
ん
で
す
。3
つ
目
は「
お
も
ろ
い
」や
ね
。お
も
ろ
い
は
、関

西
の
文
化
で
あ
り
、大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
で
す
。

平野の
まちづくりから
学ぶこと

対 談

自
分
の
町
で
し
か
、で
き
な
い
こ
と
を
や
る

谷
　
今
、世
界
の
ま
ち
づ
く
り
の
事
例
を
見
て
い
て
も
、行
政

主
導
で
は
な
く
、住
民
が
一
体
に
な
っ
て
動
く
と
い
う
流
れ

が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

川
口
　
2
0
1
9
年
9
月
に
、1
4
1
か
国
の
博
物
館
の
専
門

家
が
集
ま
る
サ
ミ
ッ
ト「
国
際
博
物
館
会
議（
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
）」が
、

日
本
で
初
め
て
京
都
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
地
域
会
場
と

し
て
、平
野
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
ん
で
す
。住
民
自
治
で
体

験
型
の
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
る
の
は
、平
野
し
か
な
い
と
。

平
野
の
心
意
気
を
見
せ
よ
う
！
と
、す
べ
て
自
分
た
ち
で
催
し

を
準
備
し
て
、終
日
、海
外
の
方
90
名
を
も
て
な
し
ま
し
た
。茶

道
、連
歌
、生
け
花
な
ど
の
日
本
文
化
の
催
し
に
加
え
、夏
祭
り

の
だ
ん
じ
り
も
二
台
出
し
ま
し
た
。だ
ん
じ
り
囃
子
で
海
外
の

方
も
踊
っ
て
く
れ
て
、住
民
と
の
交
流
も
自
然
と
起
こ
り
ま
し

た
。古
く
か
ら
続
く
だ
ん
じ
り
祭
り
の
文
化
が
、こ
こ
で
も
人

と
人
を
繋
い
で
く
れ
ま
し
た
。

谷
　
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。今
は
ネ
ッ
ト
で
情
報
収
集
で
き

る
時
代
で
す
が
、そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん
。ま
ち
づ
く
り

も
国
際
交
流
も
、地
に
足
を
つ
け
て
、生
身
で
体
感
す
る
も
の

が
本
物
。こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、人
が
空
間
や
モ
ノ
を
通

し
て
、相
互
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
、今
昔
館
と
し
て

も
こ
こ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

川
口
　
だ
ん
じ
り
祭
り
が
あ
る
か
ら
、平
野
に
は
強
い
結
び

つ
き
が
、Ｄ
Ｎ
Ａ
と
し
て
残
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。「
温
故

知
新
」と
い
う
諺
が
あ
り
ま
す
。そ
の
反
対
に
、古
い
も
の
を

捨
て
去
っ
て
新
し
い
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う
考
え
方
は
、実

は
間
違
っ
て
い
ま
す
。歴
史
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、本
当
の
新

し
さ
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

谷
　
目
先
の
経
済
か
ら
み
る
と
、文
化
は
価
値
を
生
ま
な
い

か
も
し
れ
な
い
。け
れ
ど
、実
は
そ
れ
が
重
要
で
、文
化
が
な

い
と
未
来
に
繋
が
っ
て
い
か
な
い
ん
で
す
ね
。

町
の
風
を
感
じ
る
こ
と

川
口
　
基
本
は「
ま

ち
あ
る
き
」で
す
。自

分
の
町
を
再
発
見
す

る
こ
と
は
、眠
っ
て

い
る
文
化
を
掘
り
起

こ
す
、宝
探
し
み
た

い
な
作
業
や
と
思
っ

て
い
ま
す
。で
も
一

方
で
、一
番
難
し
い

の
は
、住
ん
で
い
る

人
に
自
分
の
町
を

知
っ
て
も
ら
う
こ
と

な
ん
で
す
。日
々
住
ん
で
い
る
と
自
分
の
町
は
何
も
な
い
、つ

ま
ら
な
い
と
思
い
が
ち
な
の
で
…
。だ
か
ら
、「
平
野
町
ぐ
る

み
博
物
館
」の
マ
ッ
プ
も
あ
え
て
シ
ン
プ
ル
に
し
て
い
ま
す
。

分
か
ら
な
い
か
ら
、人
に
尋
ね
る
。尋
ね
ら
れ
た
人
が
実
際
に

町
を
案
内
す
る
こ
と
で
、初
め
て
あ
ち
こ
ち
の
魅
力
に
気
づ

く
ん
で
す
。平
野
は「
感
風
の
町
」。風
を
感
じ
る
町
と
い
う
意

味
で
す
。目
に
見
え
な
い
も
の
が
実
は
一
番
大
切
。ぜ
ひ
町
を

歩
い
て
、町
に
流
れ
る
風
を
感
じ
て
欲
し
い
で
す
。

谷
　「
ま
ち
あ
る
き
」は
、な
に
よ
り
も
リ
ア
ル
な
空
間
体
験

で
す
よ
ね
。コ
ロ
ナ
禍
で
人
と
人
と
の
間
が
疎
遠
に
な
っ
て

い
る
。こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、ア
フ
タ
ー・コ
ロ
ナ
の
活

動
を
展
望
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。今
昔
館
も
博
物
館
と
い

う
立
場
か
ら
、人
と
モ
ノ
と
空
間
、そ
し
て
町
を
つ
な
い
で
い

く
結
び
目
と
し
て
今
後
も
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
い
。こ
れ

か
ら
も
各
施
設
と
連
携
を
強
め
て
、お
も
ろ
い
こ
と
を
仕
掛

け
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。今
日
は
、平
野
の
ま
ち
づ
く
り
、

町
ぐ
る
み
博
物
館
の
お
話
を
お
伺
い
し
て
、多
く
の
こ
と
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
と
わ
ざ

平野の町づくりを考える会
川口良仁  住職

大阪くらしの今昔館
谷直樹  館長 

M A P

各館から企画展のお知らせ

【常翔歴史館】

花園を彩った「協心」と「戮力」

〜学園2高校のラグビー史〜

期間：2020年12月7日（月）〜

     2021年1月29日（金）

りくりょく
【四天王寺宝物館】

元三大師堂

〜鬼となった高僧 良源祀る御堂の歴史〜

期間：2021年1月1日（金）〜

     2月7日（日）

【江崎記念館】

Glico のグッズ展

～販売促進キャンペーンからみた

Glicoの『創意工夫』～ 
期間：2020年11月2日（月）～
　　　2021年3月30日（火） 

※1970年代以降を紹介

【CuteGlass Shop and Gallery】

おいしい記憶

期間：2020年12月7日（月）〜

※期間中の休館日は各館にお問い合わせください。

東淀川区

淀川区

西淀川区

此花区

福島区

北区

都
島
区

旭区

港区

西区

城東区
鶴見区

大正区

浪速区

天
王
寺
区

東成区

西成区

生野区

阿
倍
野
区

住之江区

東
住
吉
区

平野区
住吉区

中央区

田辺三菱製薬史料館
旧小西家住宅史料館

常翔歴史館

大林組歴史館
大同生命モリアルホール

四天王寺宝物館

江崎記念館

ハグミュージアム
CuteGlass Shop and Gallery

平野町ぐるみ博物館
　平野の音博物館
　小さな駄菓子屋さん博物館
　新聞屋さん博物館
　鎮守の森博物館（杭全神社）

　幽霊博物館（大念佛寺）
　平野郷・町家ゾーン
　パズル茶屋
　歴史のまちなみ模型

平野町ぐるみ博物館のマップ

ほとけのくに：
中央にステンドグラスの曼荼羅

地獄堂：
「地獄堂」にはQR付カードで入場する

15平野郷・町家ゾーン：
江戸期の商家（上）「藤岡家」（下）「粕谷家」
HOPEゾーン事業「まちなみ修景補助」が活用
されている

16パズル茶屋：
大阪市平野区平野本町４丁目１２-２１
☎090-8141-5989
おもろ庵店主・黒田誠氏の古今東西の
パズルのコレクションが並ぶ

全興寺境内の「赤い糸の縁結び」の前で対談。
「全興寺には体験できる仕掛けをあちこちに用意しています」と川口住職

78

アンケートにご協力ください特集のバックナンバーはこちら



定員：机利用の場合／150席
　　　椅子のみの場合／300席
※控え室もあります。

定員：机利用の場合／54席
　　　椅子のみの場合／70席
※研修室は区切って、少人数でもご利用いただけます。

を利用しませんか

●
住
ま
い
に
関
す
る
ご
相
談
を
お
受
け
し
て

い
ま
す

■
住
ま
い
の
一
般
相
談

　（
随
時
／
窓
口
相
談・電
話
相
談
）

公
的
賃
貸
住
宅
な
ど
の
住
ま
い
探
し

を
は
じ
め
、住
ま
い
を
購
入
す
る
と
き

や
建
て
る
と
き
の
一
般
的
注
意
点
、分

譲
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
に
関
す
る
情
報

や
大
阪
市
を
中
心
と
し
た
住
宅
施
策

な
ど
に
関
す
る
ご
質
問
に
、窓
口
ま
た

は
電
話
で
相
談
員
が
対
応
し
ま
す
。ま

ず
相
談
内
容
を
お
聴
き
し
て
、問
題
点

の
整
理・解
決
の
た
め
に
必
要
な
知
識

や
情
報
を
提
供
し
ま
す
。英
語
、中
国

語
、韓
国
・
朝
鮮
語
に
も
対
応
し
ま
す
。

（
外
国
語
対
応
は
17
時
ま
で
）

●
住
ま
い
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
図
書・雑
誌
な

ど
を
利
用
で
き
ま
す

住
ま
い
や
く
ら
し
、大
阪
に
関
す
る
図
書
、建
築
本
や

雑
誌
、機
関
誌
、ミ
ニ
コ
ミ
誌
、企
業
広
報
誌
、絵
本
な

ど
を
自
由
に
閲
覧
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。ま
た
、図
書

の
貸
し
出
し
も
行
っ
て
い
ま
す（
一
部
を
除
く
）。

●
ホ
ー
ル・研
修
室・ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
イ
ベ
ン
ト
や

展
示
会
・
サ
ー
ク
ル
活
動
・
会
議
・
研
修
会
の
場

と
し
て
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す

相談専用電話 （06）6242-1177

● 4階 住情報プラザ（相談・ライブラリー）
　平日・土曜日／9：00～19：00
　日曜日・祝日／10：00～17：00
● 3階 ホール／5階 研修室・会議室  
    平日・土曜日／9：00～21：00
　日曜日・祝日／9：30～17：00

● 火曜日 （祝日の場合は翌日）
● 祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）
● 年末年始 (12/29～1/3)
   ※上記のほか臨時休館する場合があります。

〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4-20  TEL.06-6242-1160　FAX.06-6354-8601
 おおさか・あんじゅ・ネット  https://www.osaka-angenet.jp/

● Osaka Metro谷町線・堺筋線、阪急電鉄　
　「天神橋筋六丁目」駅下車3号出口直結
● JR大阪環状線「天満」駅から北へ約650m
● お車でお越しの場合は阪神高速道路「守口線」
　長柄出口 都島通り経由、約500m

開館時間

交通アクセス

休館日
至天満橋

至
都
島

天
満
橋
筋

大
川

源八橋

都島橋

至淡路

至大阪

至南森町

JR大阪環状線

北区役所
至東
梅田

天
神
橋
筋
商
店
街

扇町公園

天
神
橋
筋
六
丁
目

天神橋筋六丁目

天
神
橋
筋

谷町線
都島通

天満

堺
筋
線

阪神
高速
守口
線

扇
町

住まい情報センター
大阪くらしの今昔館

中崎
町

至
桜
ノ
宮

インフォメーション

５階 研修室３階 ホール

無 

料

無 

料
有 

料

※大阪府の感染拡大予防のガイドラインに基づき、使用人数を変更しております。詳しくはお問い合わせください。

※新型コロナウイルス感染症拡大の防止等、やむを得ない状況により変更になる場合がございます。
※ご利用の際には、マスクの着用や、手指消毒、他の方との距離を最低1mに保つなど、対策にご理解、ご協力をお願いいたします。

内　　　容専 門 家 相 談 日 時

住まいの法律
概ね毎週土曜日
（10時～13時30分）

借家・借地・土地・建物・相続等に
関する法律上の相談（弁護士）

住まいの資金
計画

隔週土曜日
（10時30分～12時）

住宅取得やローン返済、高齢期の
住まいと暮らしに関する資金計画等
 （ファイナンシャルプランナー）

建築・
リフォーム

隔週土曜日
（10時～13時）

建築設計や施工上の問題・
建築関係法令等（建築士）

分譲マンション
（法律）

概ね月1回日曜日
（13時～16時）

管理組合運営・管理規約等に
関する法律上の相談（弁護士）

分譲マンション
（管理一般）

概ね毎週木曜日
（14時～18時）

管理組合運営・管理規約・
長期修繕計画等に関する相談
（マンション管理士）

津波到達

2021年3月11日で東日本大震災発生から10年を迎えます。突然の大雨に
よる浸水を除いて、水害はある程度事前に発生時期を予測できます。
日ごろから正確な情報を手に入れる手段を確保しておきましょう。
今回は「大阪北区ジシン本」から避難行動についてご紹介します。

■情報を集めましょう

■水害発生のタイムライン

■市が発令する避難情報

■水害からの避難は垂直避難と水平避難

■安全に避難するために

北区ジシン本　編集・発行（大阪市北区役所・北区防災冊子企画編集部）

すまじょーくん

現象

原因

５日前

３日前

１日前

半日前

２時間前

60～10分
前

災害発生

±0時

30分後

１時間後

２時間後

５時間後

高潮

スーパー台風

台風発生

台風５日後
進路予報

台風72時間後
進路予報

台風24時間後
進路・規模予報

 高潮（特別）警報

越流・破堤

地下への流入

淀川氾濫

集中豪雨

 

淀川氾濫危険水位
（レベル４）

【警戒レベル４】
発令

越流・破堤

淀川氾濫危険水位
（レベル５）

【警戒レベル５】
発令

地下への流入

想定区域全域浸水

内水氾濫

局地的大雨

大雨警報（浸水害）
洪水警報

【警戒レベル３】発令

強い積乱雲発生

ゲリラ豪雨発生

道路冠水

地下への流入

津波

海溝型地震

地震発生

大津波警報
避難指示（緊急）

発令

津波到達

地下への流入

※気象の状況によって地下への流入が早まることがあります。

継
続
降
雨（
日
量
3
6
0
ミ
リ
）

継
続
降
雨

トピックス

●【警戒レベル４】で全員避難！！
　お年寄りなど避難に時間や助けが必要な人は、【警戒レベル３】が発令された時点で避難を開始して
ください。

●淀川氾濫は上流部での雨の降り方に注意
　上流部での降雨が淀川の流量に大きく影響するため、住んでいる地域だけでなく、上流部での今日、
明日の雨の状況についても注意を払いましょう。

●内水氾濫では避難情報が発信されないことも
　内水氾濫では、早ければ猛烈な雨が降り出してからほんの10分程度で道路側溝やマンホールから水
があふれ出します。空が雷とともに真っ黒な雲に覆われたら要注意です。

●高潮は数日前からの台風情報に注意
　高潮は大型台風（スーパー台風）が大阪湾に接近、上陸したあとに発生します。
　台風が発生する予報が出されたときは、その進路に気を配りましょう。
●津波避難は地震発生後すみやかに
　南海トラフ巨大地震が発生した場合には、太平洋沿岸地域や大阪湾沿岸地域にも大津波警報が発
表されます。大きな横ゆれを感じたら、情報に注意して、避難指示（緊急）の発令を待たずに素早い避
難を心がけましょう。

●動きやすく安全な格好で避難
　レインコートなどを着て両手が使えるようにしましょう。リュックサックの利用も有効です。
●浸水深さに注意
　浸水深さがひざより上の場合は、屋外を移動せずたどり着ける場所に避難しましょう。
　津波の場合は、すねぐらいの深さでも危険です。
●足元に注意
　濁水の下の凹凸につまずいて転倒したり、側溝やふたのずれたマンホールに落ちないよう、
　傘、ウォーキングポールなど長い棒で足先を探りながら進みます。
●1人で行動しない
　流水の中で転ぶと立ち上がれなくなる可能性があります。助け合いができるように
　１人で行動することは避けましょう。子どもやお年寄りなどへの気配りも忘れないようにしましょう。
●避難に自動車は使わない
　多くの人が同時に避難するため、交通渋滞が発生します。
●ハイブリッド車に注意
　冠水したハイブリッド車や電気自動車に触れると感電することがあります。
●電気室の浸水で建物機能がマヒ
　浸水想定区域内の建物では、止水板や土のう・吸水土のうを設置して電気室の防水対策を行いましょう。

●垂直避難～ビルの３階以上に
　津波避難ビルに指定されている災害時避難所の浸水しない階か、その他の津波避難ビルや付近の
丈夫なビル、住んでいるマンションの３階以上に避難しましょう。

●水平避難～浸水想定区域の外へ
　治療や介護、その他命にかかわるようなサービスが日常的に
必要な人は、早めに浸水想定区域外へ移動しましょう。被害
を受けた地域では、さまざまなサービスが大きく低下します。

広範囲が浸水する場合、浸水想定区域外への水平避難は簡単ではありません。
お年寄りや身体に障がいのある人は特に大変です。

水害からの避難は、早め早めが安全です。屋外に避難するとき、
雨が降っていたり、浸水が始まっていたりすると避難行動自体が危険となります。

●避難情報は５段階
　避難情報５段階のうち【警戒レベル１】と【警戒レベル２】は気象庁が
発表し、【警戒レベル３】から【警戒レベル５】は大阪市が発令します。

-水害は起こる前に
とにかく逃げる-

水害時の避難について

◆避難に時間を要する人（ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児
等）とその支援者は避難する
◆その他の人は、避難の準備を整える

高齢者等避難!!その他の人避難準備

◆すみやかに避難する
◆避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全
な場所や自宅内のより安全な場所に避難する

全 員 避 難 ! !

※津波警報または大津波警報が発表された場合は、警戒レベルではなく、
　避難指示（緊急）として避難情報が発令されます。

警戒
レベル
３

警戒
レベル
4

◆すでに災害が発生している状況
◆命を守るために最善の行動をとる

災 害 発 生
警戒
レベル
5

丈夫な建物の
３階以上へ！

浸水想定区域の
外へ！

防災マップ

水害ハザードマップ

大阪市防災アプリ

■住まいの専門家相談（予約制／面接相談）
　お申込みに際しては、相談員が一般相談で内容をうかがってから
　予約します。（日時が変更になる場合がありますので、ご確認ください。）

■連携機関による定期相談
（公社）大阪府建築士会による建築相談：
毎週日曜日13時～16時（受付は当日の12時30分～15時30分
※12時30分に相談を受ける順番の抽選があります）

近畿税理士会による税務相談（予約制）：
毎週土曜日（但し、2・3月を除く）13時～16時
（TEL06-6242-1177で予約受付）

住まいのライブラリー

ご予約は30日前から
お受けしています。

トピックスのバックナンバーはこちらから

910



問合せ：大阪市マンション管理支援機構事務局  TEL：06-4801-8232  FAX：06-6354-8601

大阪市では、管理組合による分譲マンションの適正な

維持管理を支援するため、大阪市住まい公社・(独)住

宅金融支援機構といった公共団体等、大阪弁護士会・

(公社)大阪府建築士会などの専門家団体、分譲マン

ション関連の民間事業者団体等と連携・協力し、大阪

市マンション管理支援機構を設立しています（図1）。

同機構にご登録いただいた管理組合様には、マンショ

ン管理に役立つ情報誌「らいふあっぷ」（図2）などの

冊子やマンション管理に関するイベントの開催案内

（図3）を無料でお届けしており、現在、大阪市内の

1,300を超える管理組合様にご登録いただいています。

マンション管理にお悩みの管理組合様は、この機会に

ぜひ同機構へご登録ください。

大阪市マンション管理支援機構にご登録いただくと、
マンション管理に役立つ情報誌などを無料でお届けします！
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マンション
管理組合

マンション居住者

大阪市
マンション管理支援機構

主な事業内容

●セミナー・シンポジウムなどの開催
●登録管理組合などへの情報誌
「らいふあっぷ」の提供
●マンション管理の情報収集・研究
●大阪市立住まい情報センター
が行う相談業務のサポート

●相談事例の調査研究

住まいに関する相談窓口
大阪市立住まい情報センター 4F 住情報プラザ

それが大阪市マンション管理支援機構の役割です。

セミナー・
情報誌
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“快適で安心なマンションライフをサポート”

● 市営住宅

募集種別（募集時期） 概要 お問い合わせ

定期募集等 【抽選】
（例年7月上旬、2月上旬）

福祉目的募集 【抽選】
（例年5月上旬）

随時募集 【先着順、一部抽選】

大阪市住まい公社募集担当
●TEL：6882-7024 ●FAX：6882-7021

ひとり親住宅／大阪市こども青少年局　こども家庭課
●TEL：6208-8035 ●FAX：6202-6963

障がい者向け住宅／大阪市福祉局　障がい福祉課
●TEL：6208-8081 ●FAX：6202-6962

高齢者向け住宅／大阪市福祉局　高齢福祉課
●TEL：6208-8060 ●FAX：6202-6964

ひとり親（配偶者のない方とその子ども（20歳未満）のみで構成する世帯）、高齢者
（60歳以上）および障がい者（障がい者手帳（身体・精神・療育）等を所持している
こと）の方々が対象であり、各申込区分により申込資格を設定しています。申込書
類は各区保健福祉センターで配布します。（令和２年度：令和２年11月［終了］）

収入・同居親族等の条件があるほか、一般世帯・新婚・子育て・単身者向け等、各申込
区分により申込資格を設定しています。一部の申込区分では、府内居住、市内在勤の
方も申込みができます。（令和２年度：令和２年９月［終了］、令和3年２月上旬［予定］）

定期募集等において、応募者が募集戸数に満たなかった住戸について、先着順で
随時募集を行っています。募集住戸の追加があり、追加住戸については、抽選で入
居者を決定します。例年、年3回（4月・8月・12月）（令和２年度：令和２年8月［終了］、
令和２年12月［終了］）

大阪市住まい公社募集担当
●TEL：6882-7024 ●FAX：6882-7021

住まい情報センター
相談専用電話

TEL:6242-1177

制度概要制度名称 お問い合わせ

大阪市新婚･子育て世帯向け
分譲住宅購入融資利子補給制度

大阪市エコ住宅普及促進事業

大阪市子育て安心マンション
認定制度

大阪市防災力強化マンション
認定制度

防災空地活用型除却費補助制度

初めて住宅を取得する、新婚世帯・子育て世帯を対象に住宅ローンの利子の一部を補
助します。なお、予算の範囲内で先着順に受付します。申し込みにかかる資格要件に
つきましては窓口までお問い合わせください。

大阪市都市整備局　住宅支援受付窓口
（住まい情報センター４階）
●TEL：6356-0805●FAX：6356-0808 

制度概要制度名称 お問い合わせ

大阪市耐震診断・改修補助事業

マンション耐震化緊急支援事業

ブロック塀等撤去促進事業

一定の要件を満たす戸建住宅等の所有者に対して、耐震診断・耐震改修設計・耐震改
修工事に要する費用の一部を補助します。また、耐震事業者の紹介を行います。

一定の要件を満たすマンションの所有者に対して、耐震診断・耐震改修設計・耐震改
修工事に要する費用の一部を補助します。

道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設
工事に要する費用の一部を補助します。

大阪市子育て世帯等向け
民間賃貸住宅改修促進事業

ＬＤＫ化や断熱改修、ユニットバスの新設・改良工事等、子育て世帯等の入居に資する改
修工事等を行う民間賃貸住宅等のオーナーに対して、改修工事費の一部を補助します。

大阪市都市整備局
耐震･密集市街地整備受付窓口
（住まい情報センター４階）
●TEL：6882-7053●FAX：6882-0877

制度概要制度名称 お問い合わせ

分譲マンションアドバイザー派遣制度

分譲マンション長期修繕計画
作成費助成制度

分譲マンション再生検討費助成制度

大阪市マンション管理支援機構

分譲マンションの適正な管理等を支援するため、管理組合等の勉強会の講師として、
一級建築士や弁護士などの専門家を無料で派遣し、建物の技術的な内容や法的な問
題等に関して、一般的なアドバイスを行います。

長期修繕計画の作成又は見直しを行う管理組合に対して、作成費用の一部を補助し
ます。補助率：補助対象となる経費の1/3　補助限度額：１件当たり30万円

再生（改修、建替え等）に向けた検討を行う管理組合に対して、検討費用の一部を補助
します。補助率：補助対象となる経費の1/3　補助限度額：１回当たり60万円

公共団体や、建築、法律等の専門家団体等が連携して、分譲マンションの管理組合を
支援します。登録組合には、セミナーの開催案内や情報誌等を無料で送付します。

断熱性能が高く、太陽光発電や省エネ性能に優れた設備などを備えたマンション等
を「大阪市エコ住宅」として認定し、広く情報発信していきます。

大阪市都市整備局　まちなみ環境グループ
●TEL：6208-9631●FAX：6202-7064 

民間老朽住宅
建替支援事業
〈タテカエ・
サポーティング21〉

隣地を取得した
戸建住宅への
建替建設費補助

優先地区において、未接道敷地や狭小敷地を解消するために隣地を売買で取得した
敷地において、昭和56年５月31日以前建築の建物を戸建住宅に建替える場合、設計・
解体費用等の一部を補助します。

狭い道路に面した
古い木造住宅の
解体費補助

優先地区において、幅員４ｍ未満の道路に面する昭和25年以前建築（重点整備エリア
においては、幅員６ｍ未満の道路に面する昭和56年５月31日以前建築）の木造住宅を
解体する場合、解体費用の一部を補助します。

大阪市都市整備局　民間住宅助成グループ
●TEL：6208-9228●FAX：6202-7064 

大阪市地域魅力創出建築物修景事業
（修景に関する無料相談など）

建物の修景の促進により地域魅力の創出を図るため、「修景相談」と「修景補助」を実
施するとともに、修景された建物等を活かした「魅力発信等」に取組んでいます。 まず
はお気軽に建物の修景についてご相談 ください（無料）。

大阪市都市整備局　まちなみ環境グループ
●TEL：6208-9631●FAX：6202-7064

大阪市空家利活用改修補助事業 空家の利活用に向けた良質なストックへの改修を促進するため、住宅の性能向上に資
する改修や地域まちづくりに資する用途への改修に要する費用等の一部を補助します。

大阪市都市整備局　防災・耐震化計画グループ
●TEL：6208-9622●FAX：6202-7025

予約申込   住まい情報センター
●TEL：6242-1177（相談専用）

大阪市都市整備局　住宅政策グループ
●TEL：6208-9224●FAX：6202-7064 

大阪市マンション管理支援機構事務局
（住まい情報センター４階）
●TEL：4801-8232●FAX：6354-8601

高齢者住宅改修費給付事業

重度心身障がい者(児)住宅
改修費給付事業

介護保険制度の居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給を受ける方が属する世帯等で、
生活支援・介護予防の観点から真に住宅改修が必要と認められる世帯の住宅改修費用
の一部を給付します。

在宅の重度の身体・知的障がい者、難病患者等の方が、日常生活上の障がいの除去ま
たは軽減に直接効果のある改修工事を行うとき、工事費用の一部を給付します。所得
制限があります（ただし、介護保険制度が適用される方は本制度の対象となりません）。
なお、必ず事前に申請が必要です。

各区保健福祉センター
保健福祉課

大阪市都市整備局
耐震・密集市街地整備受付窓口
（住まい情報センター４階）
●TEL：6882-7053●FAX：6882-0877
※優先地区等のエリアの詳細はお問合せください。
　一部エリアでは、補助要件を緩和しています。
※その他、建替え相談や従前居住者の方へ家賃補助
　制度等も行っています。

大阪市都市整備局　密集市街地整備
グループ
●TEL：6208-9234●FAX：6202-7025

‘子育てに配慮した仕様’と‘子育てを支援する環境’を備えた良質な民間の新築マン
ションを認定し、その情報を大阪市ホームページ等で広く情報発信していきます。

大阪市都市整備局　安心居住課
●TEL：6208-9648●FAX：6202-7064 耐震性や耐火性等建物の安全性に関する基準に適合することに加え、被災時の生活

維持に求められる設備・施設等の整備、住民による日常的な防災活動等により防災力
が強化されたマンションを認定し、広く情報発信していきます。

優先地区内の一部エリア等において、幅員６ｍ未満の道路に面する昭和56年５月31日
以前建築の木造住宅を解体し、跡地を災害時の避難等に役立つ防災空地として活用
する場合、解体費用及び空地整備費用の一部を補助します。
※本制度を活用して防災空地を整備した場合、土地の固定資産税・都市計画税が非
課税になります（整備の翌年以降）。

● 中堅層向け住宅 ● その他の公的賃貸住宅

住宅種別 お問い合わせ

大阪市管理

大阪市住まい
公社管理

民間指定法人
管理

市営すまいりんぐ（子育て応援型）・市営すまいりんぐ・
市営特定賃貸住宅・市営再開発住宅

公社一般賃貸住宅・公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐ
（公社管理）

民間すまいりんぐ（指定法人管理）

大阪市住まい公社募集担当
●TEL：6882-7012 ●FAX：6882-7021

大阪市住まい公社募集担当
●TEL：6882-9000 ●FAX：6882-7021

大阪市都市整備局　特優賃受付窓口
●TEL：6882-7055 ●FAX：6882-7031
※入居申込は各法人を案内させていただきます。

管理者 お問い合わせ

大阪府

大阪府
住宅供給公社

都市再生機構
（UR都市機構）

大阪府営住宅藤井寺管理センター
●TEL：072-930-1093

大阪府住宅供給公社募集グループ
●TEL：6203-5454

UR梅田営業センター●TEL：6346-3456
空室情報フリーダイヤル：0120-23-3456

● 民間賃貸住宅
制度名称 制度概要 お問い合わせ

セーフティネット住宅登録制度

サービス付き高齢者向け住宅
登録制度

大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅
登録制度

低額所得者や高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に特に配慮を要する方の入居を
拒まない住宅として、大阪市に登録された民間賃貸住宅を、以下のサイトで検索できます。
〈セーフティネット住宅情報提供システム〉https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php

大阪市都市整備局　安心居住課
●TEL：6208-9222 ●FAX：6202-7064

高齢者が安心して暮らすことができる住宅として、大阪市に登録された住宅を、以下のサイト
で検索できます。
〈サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム〉https://www.satsuki-jutaku.jp/-
search/index.php

大阪市都市整備局　安心居住課
●TEL：6208-9648 ●FAX：6202-7064

高齢者、低額所得者、障がい者、外国人、子育て世帯等の入居を拒まない賃貸住宅と、その仲介
を行う協力店、入居の支援を行う団体や相談の窓口等を、以下のサイトで検索できます。
〈あんぜん・あんしん賃貸検索システム〉http://sumai.osaka-anshin.com/

大阪府住宅まちづくり部　都市居住課
●TEL：6210-9707 ●FAX：6210-9712

大阪市住まいのガイド

借りる・買う・建てる・建て替える
紹介している大阪市の公的賃貸住宅や各種制度について、
より詳しくお聞きになりたい方はお気軽にお問合せください。

住まいを借りる（公的賃貸住宅等）

住まいを買う・建てる・建て替える・解体する

住まいを改修する

分譲マンション管理組合の方へ

※大阪市の市外局番は「06」です。 ※各事業の詳細は、おおさか・あんじゅ・ネット（https://www.osaka-angenet.jp/）および大阪市ホームページでご確認ください。
※補助、助成事業の利用には条件があり、事前協議が必要ですのでお早めにご相談ください。なお、予算額に達し次第受付を終了しますのでご注意ください。

2021年1月1日現在

公営住宅の収入基準を超えている方等、中堅所得者向け賃貸住宅（先着順）
です。大阪市外にお住まいの方も申し込みができます。

・住宅に困っておられる所得の低い方々向けの賃貸住宅です。原則として大阪市内にお住まいの方が対象です。
・収入基準は、一般世帯で 158,000 円以下、高齢者・障がい者世帯等で 259,000 円以下（月額所得額）となります。

※令和２年４月～６月に実施予定としていた入居者募集については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響から住宅設備系補修資材の不足に伴い、募集住戸の補修実施の目処が
立たない状況であるため中止しましたが、その状況が改善し、募集住戸の補修を実施できる目処が立ったため、募集日程を再調整のうえ、入居者募集を再開しております。

「おおさか・あんじゅ・ネット」からそれぞれの制度へ
リンクしています。

図1  大阪市マンション管理支援機構  組織概要

図2  らいふあっぷ

図3  イベントの開催案内
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セミナー・イベントガイド2021年
住まい情報センター
主催イベント

住まい情報センターが主催するセミナー・イベントです

1 

■住まいの基礎知識

◉住まいを購入する（全７回）
第１回 自分にあった住まい探し（延期開催）
「はじめての住宅購入
～不動産購入の流れと注意ポイント～」

●日時:1月16日（土）13：30～15：30
●場所：3階ホール
●講師：渡邉和英（（一社）大阪府宅地建物取引業
　協会研修インストラクター）
●定員：50名（申込先着順）

■大阪くらしの今昔館

企画展「博覧会の世紀1851-1970」講演会
「博覧会の大阪 1903年第五回内国勧業博／
1970年大阪万博／2025年大阪・関西万博」

●日時:３月20日（土・祝）14:00～15:30
●場所：3階ホール
●講師：橋爪紳也（大阪府立大学研究推進機構
　特別教授）
●定員：100名（申込先着順）

●ホームページからの申し込み
申し込みは開催日の約2カ月前からになります。

●はがきまたはFAXで申し込み
記入事項を明記し、下記の住所、FAX番号
へお申し込みください。
〒530-8582（住所不要）大阪市立住まい情
報センター4F　FAX:06-6354-8601
●記入事項：イベント名、住所、名前（フリガ
ナ）、年齢、参加希望日、電話番号、手話通
訳希望の有無、個別相談希望の有無など

●参加費は特記以外無料、要事前申し込み。申込先着順の
場合は、定員になり次第締切。抽選の場合は、締切後も
定員に満たない場合は引き続き募集します。

●申し込みの際の個人情報は、主催者で適切に管理し、
イベントに関する連絡、統計データおよびイベント保
険（必要な場合）への加入にのみ利用します。

●午前8時45分時点で、「暴風警報」が発令されている場合
は中止とさせていただきますが、セミナー開始3時間前
までに解除された場合はセミナーを実施します。

●手話通訳をご希望の方は開催2週間前までに
お問い合わせください。

【注意】一部のイベントを除き、参加証の発送は
ありません。
「申込先着順」のイベントにお申し込みいただい
た場合は、イベント開催当日、直接会場にお越しく
ださい。「抽選」の場合に限り、はがきかEメールで
当落をお知らせします。

参 加 申 し 込 み 方 法

おおさか・あんじゅ・ネット
▶https://www.osaka-angenet.jp

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、定員の変更やセミナーを中止する場合がございます。その場合は「おおさか・あんじゅ・ネット」等でお知らせします。

その他
住まい関連イベント3 

マンション管理組合相談会

●日時：２月28日（日）13：00～16：00
●場所：4階住情報プラザ
●定員：12組（1組45分）
　法律相談6組、技術相談3組、管理一般3組
　（申込多数の場合は大阪市マンション管理支援
　機構の登録マンションを優先して抽選）
●申込締切：２月19日（金）
●お問い合わせ先：大阪市マンション管理支援機構
　事務局 電話（06-4801-8232）

マンション管理組合交流会

●日時：３月14日（日）　13：30～16：30
●場所：３階ホール　
●定員：30名（申込多数の場合は大阪市マンション
　管理支援機構の登録管理組合を優先して抽選）
●申込締切：２月26日（金）
●お問い合わせ先：大阪市マンション管理支援機構
　事務局

大阪くらしの今昔館ニュース
バックナンバーはこちらから

おひとりさま幸齢学「実践型」セミナー
エンディングノートを書こう！

●日時：1月30日（土）13：30～16：00
●場所：3階ホール　
●講師：殿村美知子（SSNおひとりさまネット代表）
●定員：50名（申込多数の場合は抽選、参加証送付）
●参加費：500円（お1人につき）
●申込締切：1月16日（土）
●団体：SSNおひとりさまネット

■タイアップ＋Plusセミナー

空き家・空き家予備軍の家財整理

●日時：3月7日（日）14：00～16：00
●場所：3階ホール　
●講師：上坂薫（整理収納アドバイザー）
●定員：100名（申込先着順）
●団体：（一社）モノコミュ研究所

■タイアップ＋Plusセミナー

住宅ローンを重く感じたら
「FPと考える住宅ローン返済とライフプラン」

●日時：3月13日（土）13：30～15：00
●場所：3階ホール　
●講師：内宮慶之CFP®（ファイナンシャル・プランナー）
●定員：50名（申込先着順）個別相談会：4組
　（1組50分、申込多数の場合は当日抽選）
●団体：NPO法人日本FP協会大阪支部

■タイアップ＋Plusセミナー

住まいの維持管理＆シュウカツしませんか？
【講演会・相談会】

●日時：1月31日（日）①講演会 13：30～15：00
　②相談会 15：15～16：30
●場所：3階ホール　
●講師：藤井義久（京都大学大学院農学部森林科学
　専攻教授、農学博士）
●定員：100名（申込先着順）個別相談会：10組
　（1組30分、申込多数の場合は当日抽選）
●団体：NPO法人住宅長期保証支援センター

■タイアップ＋Plusセミナー

以下、広告です。広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。「広告掲載」のお問い合わせは、大阪市立住まい情報センター TEL: 06-6242-1160

住まい関連イベント2 
住まい情報センターと住まい・まちづくりの専門
家団体等が共催するセミナー・イベントです

これからの住まいを考えよう

●日時：1月23日（土）13：30～15：00
●講師：NPO法人もく(木)の会メンバー
●定員：20名（申込先着順、最小催行人数（3人）に
　満たないとき、セミナーの実施を中止します。）
●申込締切：1月9日（土）
●団体：NPO法人もく(木)の会

■タイアップ＋Plusセミナー
オンライン開催

M ES S A G E  B O A R D メッセージ
ボード

〒530‐0041 大阪市北区天神橋6丁目4‐20（住まい情報センター8階）　
TEL：06‐6242‐1170　FAX：06‐6354‐8601　URL：http://konjyakukan.com/

【9階なにわ町家の歳時記】
江戸時代の大坂の町並み
を実物大で再現。大通りに
は、風呂屋や本屋、薬屋な
どが並び、ひときわ高い火
の見櫓も。路地を抜けると
裏長屋の庶民の生活をか
いまみることもできます。

【8階モダン大阪パノラマ遊覧】
近代大阪の代表的な住まいと暮らしを
ジオラマや資料で再現。

開館時間 10：00～17：00（入館は16：30まで）

一　　般　600円／団体500円（20人以上）
高・大生　300円／団体200円（20人以上）
※中学生以下、障がい者手帳等持参者（介護者1名含む）、
    市内居住の6５才以上無料（要証明書原本掲示）
※企画展示の観覧料は別途必要です。

入 館 料

交通機関
● Osaka Metro谷町線・堺筋線、阪急電鉄『天神橋筋六丁目』駅下車
    3号出口より住まい情報センター建物の地階へ連絡、エレベーターで8階へ
● JR大阪環状線『天満』駅から北へ約650m

休 館 日 1月～3月の休館日
1/1,2,5,12,19,26　2/2,9,16
3/2,9,16,23,30

火曜日  年末年始  その他臨時開館・臨時休館あり  

企画展 企画展示室

※新型コロナウイルス感染症拡大の防止等で、会期が変更になる場合があります。
 「大阪くらしの今昔館」ウェブサイト等でご確認ください。

まなびプログラムを
配信中

※新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策のため、ご利用の際には、マスクの着用や、手指消毒、他の方との距離を最低1mに保つなど、対策にご理解、ご協力をお願いいたします。

■くらしと漆工
   古来より漆は日本人の暮らしや文化と密接に結び付いてきまし
た。実用性と美観に優れる漆は、日用品としての食器類をはじめ、
ハレの日の装身具や調度、建築装飾に至るまで現在も幅広く用
いられています。今昔館では初となる「漆工」をテーマにした展
示を通し、長い歴史と共に育まれてきたその魅力に迫ります。
◆会　期：2020年12月19日（土）～2021年2月14日（日）
◆入 館 料：企画展のみ300円

草花蒔絵引盃

鉄線蒔絵双六盤 第5回内国勧業博覧会毎日新聞社発行
「明治三六年之大阪」

〈
み
ど
こ
ろ
〉

外観の特徴を活かした改修や、まちなみに配慮した整
備等、市内の建物の「修景」に関することならどんなこと
でも。まずはお気軽にお電話で問合せください。

・まずは大阪市内の修景事例をできるだけたくさん
知りたい。

・室外機や看板を整理して、すっきりしたファサード
(建物の正面の外観)にしたい。

・建物の外観の特徴が引き立つようにライトアップ
で演出したい。

・建物全部を修景するのは大変そう。ちょっと直す
だけでもいいのかな？

【お問い合わせ】
大阪市都市整備局まちなみ環境グループ　
TEL:06-6208-9631

窓格子の塗り替え、タイルの補修等

塀上の柵の撤去

■ 修景の事例

室外機等の撤去

■ 修景相談の例

配管の撤去、門扉の塗装等

窓枠の補修及び
原型復旧等

自由の女神像の塗替え、
窓まわりの装飾の美装化

建物の修景のご相談を
お受けしています

無料

■博覧会の世紀1851-1970
  博覧会の歴史は1851年のロンドン万博に遡り、その後、欧米各国で開催されるようにな
ります。日本においても明治以降、多種多様な博覧会が開催されてきました。時代とと
もに博覧会の内容や展示手法は進化し、開催目的や性格も大きく変わっていきました。
博覧会はその時代における社会的な要求や世相を映す鏡であったといえます。
本展では、19世紀から20世紀の博覧会を俯瞰し、特に大阪を会場とした博覧会に焦点を
当て、大阪の人々の生活スタイルや娯楽、都市文化に与えた影響を考察します。また、3月
20日（土・祝）に橋爪紳也氏による講演会を開催します。
◆会　期：2021年2月20日（土）～4月4日（日）　◆入 館 料：企画展のみ300円

〈
み
ど
こ
ろ
〉

大礼奉祝交通電気博覧会鳥瞰図 ’70大阪万博ペナント
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上
田
　
祥
悟

（
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
学
芸
員
）

江
戸
時
代
の
和
泉
国（
現
大

阪
府
）貝
塚
は
浄
土
真
宗
願
泉
寺

の
住
職
、卜
半
家
が
地
頭
と
し
て

治
め
る
寺
内
町
で
し
た
。十
八
世
紀
初

頭
の
貝
塚
に
は
、小
舟
を
用
い
て
近
国
の
穀
物
や

肥
料
な
ど
を
売
買
す
る
問
屋
が
あ
り
ま
し
た
が
、

や
が
て
卜
半
家
の
後
援
に
よ
り
、遠
方
と
の
取
引

に
力
を
入
れ
る
商
家
が
登
場
し
ま
し
た
。天
保
六

（
一
八
三
五
）年
に
卜
半
家
よ
り「
広
い
海
」と
い
う

苗
字
を
授
か
り
、主
に
米
穀
を
扱
う
廻
船
問
屋
と

し
て
開
業
し
た
、廣
海
惣
太
郎
家（
以
下
、廣
海
家
）

も
そ
う
し
た
商
家
の
一
つ
で
し
た
。

十
九
世
紀
、日
本
海
か
ら
瀬
戸
内
海
を
通
っ
て

畿
内
に
至
る
西
廻
り
航
路
に
お
い
て
、輸
送
業
と

商
業
を
兼
業
し
た
商
人
の
船
を
一
般
に
北
前
船
と

呼
び
ま
す
。廣
海
家
は
近
港
の
廻
船
問
屋
よ
り
も

船
主
に
有
利
な
条
件
を
提
示
す
る
こ
と
で
、越
後

国（
現
新
潟
県
）南
部
の
北
前
船
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
船
を
貝
塚
湊
に
呼
び
込
み
ま
し
た
。創
業

当
初
は
主
に
米
穀
を
扱
っ
て
い
ま
し
た
が
、次
第

に
そ
の
中
心
を
肥
料
取
引
に
移
し
、近
代
に
は
貝

塚
を
代
表
す
る
肥
料
商
と
し
て
地
域
経
済
を
支
え

ま
し
た
。ま
た
一
八
五
〇
年
代
に
は
遠
方
の
取
引

先
に
加
え
て
、大
坂
や
堺
の
船
持
商
人
と
も
取
引

を
行
う
な
ど
、日
本
各
地
に
お
け
る
商
品
生
産
の

拡
大
に
流
通
面
で
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。

今
回
紹
介
す
る
《
帆
掛
船
蒔
絵
螺
鈿
重
箱
》

（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）は
、廣
海
家
の
広
大
な
敷

地
に
現
存
す
る
四
棟
の
土
蔵（
登
録
有
形
文
化
財
）

に
収
め
ら
れ
て
い
た
、膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
歴
史

資
料
の
う
ち
の
一
点
で
す
。江
戸
時
代
に
製
作
さ

れ
た
四
段
重
ね
の
重
箱
で
、蓋
裏
と
各
段
の
底
部

に
設
け
ら
れ
た
二
本
の
桟
に
よ
っ
て
重
ね
合
わ
せ

る
構
造
と
な
っ
て
い
ま
す
。重
箱
の
外
面
に
は
黒

漆
を
背
景
に
金
銀
の
蒔
絵
を
主
体
と
し
て
、大
波

の
中
を
進
む
三
隻
の
帆
掛
船
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

描
か
れ
て
お
り
、ま
た
船
体
や
帆
の
一
部
に
は
き

ら
び
や
か
な
螺
鈿
を
用
い
る
こ
と
で
、全
体
の
色

調
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。廣
海

家
に
伝
わ
っ
た
絵
画
や
工
芸
品
の
中
に
は
、本
作

の
よ
う
に
波
や
船
を
主
題
に
し
た
作
品
が
い
く
つ

か
あ
り
、こ
れ
ら
は
ま
さ
に
廻
船
問
屋
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
象
徴
し
て
い
た
と
言
え
ま

す
。重
箱
の
内
部
は
朱
塗
り
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、後
に
塗
り
直
し
た
よ
う
な
箇
所
が
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、修
復
を
加
え
つ
つ
、世
代
を
超
え

て
大
切
に
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

本
作
は
令
和
二
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
令
和
三

年
二
月
十
四
日
ま
で
の
間
、大
阪
く
ら
し
の
今
昔

館
主
催
の
企
画
展「
く
ら
し
と
漆
工
」に
て
展
示
し

て
い
ま
す
。貝
塚
の
豪
商
廣
海
家
で
代
々
受
け
継

が
れ
て
き
た
、こ
の
魅
力
溢
れ
る
重
箱
を
是
非
会

場
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
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図
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塚
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ン
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記
念
特
別
展　
豪
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の
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美
し
い

暮
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の
遺
産―

』京
都
国
立
博
物
館
、二
〇
一
八
年
）
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