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大
阪
と
い
え
ば
、『
水
の
都
』。川
の
多
い
大
阪

で
は
、水
運
が
物
流
を
支
え
、商
都
大
阪
の
発

展
を
支
え
て
き
ま
し
た
。ま
た
水
運
は
、大
阪

の
経
済
だ
け
で
は
な
く
、大
阪
人
の
暮
ら
し
に

も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。今
改
め

て
、水
と
と
も
に
営
ま
れ
て
き
た
暮
ら
し
の
魅

力
を
再
発
見
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

大
阪
の
地
理
と
都
市
文
化
に
詳
し
い
、大
阪
市

立
大
学
の
大
場
茂
明
教
授
の
研
究
室
よ
り
オ

ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
解
説
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。市
内
を
流
れ
る
川
を
辿
り
、

治
水
や
利
水
の
歴
史
を
紐
解
き
な
が
ら
、一
緒

に
水
辺
の
町
を
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う
！

特  集

大阪市立大学大学院文学研究科教授
大場  茂明氏
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旭区側から望む淀川の風景。
堤防沿いから、左手に広がる『城北ワンド』を眺められる。
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水
運
の
歴
史
を
追
体
験
す
る
、

『
毛
馬
第
一
閘
門
と
旧
毛
馬
洗
堰
』

大
阪
市
内
を
流
れ
る
淀
川
は
、江
戸
時
代
か

ら
塩
や
酒
や
木
材
、全
国
の
特
産
物
な
ど
を
運

ぶ
、物
資
の
輸
送
路
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
。

多
い
時
に
は
1
日
に
約
9
0
0
0
人
が
旅
客
船

で
大
阪
と
京
都
・
伏
見
を
行
き
来
し
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。

日
本
初
の
本
格
的
な

治
水
事
業
で
あ
る
淀
川
改
良

工
事
が
始
ま
っ
た
の
は
、明
治
29
年（
1
8
9
6

年
）。大
阪
市
北
区
の
長
柄
地
区
に
、当
時
の
施
設

が
国
の
重
要
文
化
財（
2
0
0
8
年
指
定
）と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
。「
毛
馬
は
、洪
水
防
止
の
た
め

に
新
た
に
開
削
さ
れ
た
淀
川
放
水
路（
新
淀
川
）

と
大
川（
旧
淀
川
）の
分
岐
点
で
し
た
。高
低
差

の
あ
る
こ
の
2
つ
の
川
を
利
活
用
す
る
た
め
に
、

分
流
施
設
群
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
」と
大
場
教

授
は
話
す
。

船
舶
航
行
の
た
め
に
水
位
の
高
低
差
を
調
整

淀
川
を
巡
る
歴
史
と
自
然

特  集

す
る『
毛
馬
第
一
閘
門
』

と
、大
川
に
流
れ
込
む
水

量
を
調
節
す
る『
旧
毛
馬

洗
堰
』の
建
設
に
よ
り
、

洪
水
の
対
策
が
整
い
、旅

客
や
貨
物
な
ど
の
舟
運

が
盛
ん
と
な
っ
た
た
め
、

沿
岸
の
市
街
化
も
進
ん

で
い
っ
た
。「
京
阪
電
気

鉄
道
が
開
通
し
、鉄
道
輸

送
が
主
流
に
な
る
昭
和

37
年（
1
9
6
2
年
）頃

ま
で
の
間
、舟
運
は
活
躍
し
ま
し
た
」。現
在
、施

設
の
周
り
は
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
。

緑
の
木
々
を
背
景
に
堂
々
と
存
在
す
る『
毛
馬

第
一
閘
門
』の
佇
ま
い
は
、そ
の
歴
史
を
伝
え
な

が
ら
、散
歩
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

釣
り
も
で
き
る
！
都
市
に
現
れ
た

自
然『
城
北
ワ
ン
ド
』

そ
の
毛
馬
公
園
か
ら
淀
川

沿
い
に
東
側
に
行
く
と
、淀
川

河
川
公
園
に
出
る
。堤
防
沿
い

に
は
、ラ
ン
ニ
ン
グ
や
犬
の
散

歩
、サ
ッ
カ
ー
や
フ
リ
ス
ビ
ー

を
楽
し
む
人
々
の
姿
が
日
常

的
に
見
ら
れ
る
。川
沿
い
を
さ

ら
に
東
に
進
む
と
、水
辺
の
緑

が
一
層
深
い
場
所
に
た
ど
り

Spot 1

着
く
。こ
の『
城
北
ワ
ン
ド
』は
、天

然
記
念
物
の
イ
タ
セ
ン
パ
ラ
の
生

息
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

「
曲
が
っ
た
淀
川
を
直
線
化
す

る
治
水
工
事
に
よ
り
、船
の
航
行

の
た
め
に
水
流
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
、一
定
の
水
深
を
保
つ
装
置

『
水
制
』が
岸
側
の
各
所
に
置
か

れ
ま
し
た
。そ
の
お
か
げ
で
水
は

川
の
中
央
部
を
ま
っ
す
ぐ
流
れ
、

岸
側
の
水
流
は
緩
や
か
に
変
化
。

す
る
と
、次
第
に
、水
制
に
囲
ま

れ
た
と
こ
ろ
に
土
砂
が
た
ま
り
、水
際
を
好
む

植
生
が
繁
茂
し
、魚
や
鳥
が
生
息
し
始
め
た
の

で
す
」。都
市
部
に
突
如
現
れ
る
貴
重
な
自
然
。

バ
ス
釣
り
の
名
所
で
も
あ
る
の
だ
そ
う
だ
。開

放
感
の
あ
る
天
然
の
水
辺
の
広
場
と
し
て
、

人
々
の
日
常
や
余
暇
に
ゆ
と
り
と
豊
か
さ
を
与

え
て
い
る
。

け
ま
だ
い
い
ち
こ
う
も
ん

あ
ら
い
ぜ
き

2

ヒシ・ウキクサなどの水生植物が生育する『城北ワンド』は、魚の産卵や
稚魚には絶好の場所だ。

毛馬第一閘門の脇に建つ『淀川改修紀功碑』。当時の土木工事の大変さと重要性を
物語る。

赤煉瓦の壁が目印の『毛馬第一閘門』。観音開きの扉は、背の高い船も通れる仕様だ。



河
村
瑞
賢
の
功
績
で
栄
え
た

貿
易
港

毛
馬
閘
門
で
新
淀
川
と
分
岐
し
た
大
川（
旧

淀
川
）が
、さ
ら
に
安
治
川
と
木
津
川
に
分
か
れ

る
。こ
の
2
つ
の
川
に
挟
ま
れ
た
土
地
が
、九
条

エ
リ
ア
だ
。江
戸
時
代
、町
の
発
展
に
は
水
運
が

必
要
不
可
欠
だ
っ
た
が
、一
方
で
、沿
岸
の
水
害

に
悩
ま
さ
れ
続
け
て
い
た
。そ
こ
で
、貞
享
4
年

（
1
6
8
7
年
）、土
木
事
業
家
の
河
村
瑞
賢
が
、

新
し
い
川
を
掘
り
淀
川
の
水
を
大
阪
湾
へ
ま
っ

す
ぐ
に
流
れ
込
ま
せ
る
開
削
工
事
を
行
っ
た
。

こ
う
し
て
、完
成
し
た
の
が
安
治
川
だ
。「
こ
の

画
期
的
な
人
工
水
路
の
お
か
げ
で
、水
害
が
収

ま
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、新
た
な
水
運
航
路
を

得
た
大
坂
は
、〝
天
下
の
台
所
〞
と
し
て
飛
躍

的
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
」。

町
工
場
と
し
て
発
展
し
た
九
条
の

賑
わ
い

こ
う
し
て
九
条
は
、近
代
大
阪
の
発
展
の
基

礎
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。明
治
時
代
に
は
、整

備
さ
れ
た
川
口
外
国
人
居
留
地
や
、府
庁・市
役

所
な
ど
も
立
地
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
典
型
的

な
商
工
住
混
合
地
区
と
し
て
発
達
し
、ネ
ジ
や

鋲
螺（
リ
ベ
ッ
ト
）な
ど
の
部
品
を
臨
海
工
業
地

帯
に
供
給
し
て
い
ま
し
た
」。第
二
次
大
戦
前
に

は
、商
店
や
百
貨
店
は
も
ち
ろ
ん
、映
画
館
、寄

席
な
ど
の
娯
楽
場
も
商
店
街
に
軒
を
連
ね
、『
西

の
心
斎
橋
』と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
賑
わ
っ
て
い
た
。

今
で
も
町
を
歩
く
と
、多
く
の
長
屋
を
見
つ

け
ら
れ
る
。細
い
路
地
の
奥
に
は
、井
戸
や
地
蔵

祠
が
ひ
っ
そ
り
と
残
っ
て
お
り
、当
時
の
生
活

に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。商
店
街
に

は
当
時
の
繁
華
街
の
名
残
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

生
活
に
根
ざ
し
、地
域
住
民
の
暮
ら
し
を
支
え

続
け
て
い
る
。「
オ
オ
サ
カ
メ
ト
ロ
や
阪
神
電
車

が
通
り
、交
通
の
便
も
良
い
。住
む
町
で
働
く
、

職
住
一
体
の
暮
ら
し
が
ま
だ
残
っ
て
お
り
、そ

の
下
町
ら
し
さ
に
魅
力
を
感
じ
て
住
む
、若
い

世
帯
も
増
え
て
い
ま
す
よ
」と
大
場
教
授
。

ま
た
、東
側
を
流
れ
る
木
津
川
の
河
川
敷
に
あ

る
遊
歩
道
で
は
、約
15
年
前
か
ら『
ア
ド
プ
ト・リ

バ
ー
・
千
代
崎
』と
い
う
活
動
も
起
こ
っ
て
い
る
。

地
元
住
民
や
子
ど
も
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、

四
季
折
々
の
花
木
を
花
壇
に
植
え
育
て
、自
分
た

ち
が
住
む
町
の
水
辺
の
風
景
を
豊
か
に
し
て
い

る
。自
主
的
に
参
加
す
る
メ
ン
バ
ー
の
中
に
は
高

齢
者
も
多
く
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
盛
ん
だ
。

安
治
川
か
ら
大
阪
湾
を
辿
る
、

日
常
風
景

徒
歩
で
行
く『
安
治
川
隧
道
』と

船
で
渡
る『
天
保
山
渡
船
場
』

人
々
の
日
々
の
暮
ら
し
に
は
、移
動
が
つ
き

も
の
。川
の
対
岸
へ
の
移
動
手
段
と
し
て
使
わ

れ
た
の
は
、橋
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。九
条
に
は
、

日
本
で
初
め
て
沈
埋
工
法（
陸
上
で
製
作
し
た

沈
埋
函
を
川
底
に
掘
り
込
ん
だ
溝
に
埋
め
て
連

結
し
、埋
め
戻
し
て
ト
ン
ネ
ル
を
作
る
）に
よ
り

建
設
さ
れ
た
全
長
約
80
m
の
川
底
ト
ン
ネ
ル『
安

治
川
隧
道
』が
あ
る
。な
ん
と
安
治
川
の
底
を
徒

歩
や
自
転
車
で
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

完
成
し
た
の
は
、昭
和
19
年（
1
9
4
4
年
）。九

条
か
ら
西
九
条
へ
と
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
、

現
在
で
も
通
勤
通
学
や
買
い
物
な
ど
で
、

日
常
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

船
で
移
動
で
き
る
渡
船
場

が
、臨
海
部
に
あ
る
。「
現
在

U
S
J
の
あ
る
桜
島
な
ど
臨

海
部
に
は
、当
時
多
く
の
重
工

業
が
立
地
し
て
い
た
。そ
の
た
め

港
区
築
港
側
か
ら
桜
島
側
へ
渡
る

『
天
保
山
渡
船
場
』は
、通
勤
手
段
と

し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
」。市
内
に
は

最
盛
期
で
31
か
所
の
渡
船
場
が
あ
っ
た
が
、

現
在
残
る
の
は
8
か
所
。そ
の
う
ち
の
一
つ

だ
。撮
影
に
訪
れ
た
当
日
も
、出
航
時
間
が
近

づ
く
と
自
転
車
に
乗
っ
た
人
々
が
集
ま
っ
て

き
た
。慣
れ
た
様
子
で
乗
り
込
ん
で
行
く
の
が

見
ら
れ
た
。数
は
減
っ
て
い
る
も
の
の
、渡
船
は

立
派
な
市
民
の
足
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

「
水
に
囲
ま
れ
て
暮
ら
し
て
き
た
先
人
の
知

恵
は
、現
代
に
も
生
き
て
い
ま
す
。そ
れ
以
上
に
、

水
運
で
発
達
し
て
き
た
下
町
の
風
情
を
楽
し
ん

だ
り
、水
辺
の
自
然
環
境
を
余
暇
の
充
実
と
し

て
活
用
す
る
こ
と
は
、水
辺
暮
ら
し
の
ほ
か
で

も
な
い
魅
力
で
あ
り
、新
し
い
体
験
で
す
」と
大

場
教
授
。川
や
水
と
寄
り
添
う
こ
と
は
、私
た
ち

の
生
活
や
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
、ひ
と
つ
の

選
択
肢
な
の
だ
。

Spot 2

3

天保山渡船場（築港側）に向かう渡し船。6時～21時の間、15～30分毎に無料運行している。対岸側へは約1～5分後に到着する。

び
ょ
う
ら
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の
2
つ
の
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に
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ま
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土
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エ
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だ
。江
戸
時
代
、町
の
発
展
に
は
水
運
が

必
要
不
可
欠
だ
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が
、一
方
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、沿
岸
の
水
害

に
悩
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続
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。そ
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事
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の
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村
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が
、

新
し
い
川
を
掘
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淀
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の
水
を
大
阪
湾
へ
ま
っ

す
ぐ
に
流
れ
込
ま
せ
る
開
削
工
事
を
行
っ
た
。

こ
う
し
て
、完
成
し
た
の
が
安
治
川
だ
。「
こ
の

画
期
的
な
人
工
水
路
の
お
か
げ
で
、水
害
が
収

ま
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、新
た
な
水
運
航
路
を

得
た
大
坂
は
、〝
天
下
の
台
所
〞
と
し
て
飛
躍

的
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
」。

町
工
場
と
し
て
発
展
し
た
九
条
の

賑
わ
い

こ
う
し
て
九
条
は
、近
代
大
阪
の
発
展
の
基

礎
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。明
治
時
代
に
は
、整

備
さ
れ
た
川
口
外
国
人
居
留
地
や
、府
庁・市
役

所
な
ど
も
立
地
す
る
よ
う
に
な
っ
た
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典
型
的

な
商
工
住
混
合
地
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と
し
て
発
達
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、ネ
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鋲
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ベ
ッ
ト
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ど
の
部
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を
臨
海
工
業
地

帯
に
供
給
し
て
い
ま
し
た
」。第
二
次
大
戦
前
に

は
、商
店
や
百
貨
店
は
も
ち
ろ
ん
、映
画
館
、寄

席
な
ど
の
娯
楽
場
も
商
店
街
に
軒
を
連
ね
、『
西

の
心
斎
橋
』と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
賑
わ
っ
て
い
た
。

今
で
も
町
を
歩
く
と
、多
く
の
長
屋
を
見
つ

け
ら
れ
る
。細
い
路
地
の
奥
に
は
、井
戸
や
地
蔵

祠
が
ひ
っ
そ
り
と
残
っ
て
お
り
、当
時
の
生
活

に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。商
店
街
に

は
当
時
の
繁
華
街
の
名
残
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

生
活
に
根
ざ
し
、地
域
住
民
の
暮
ら
し
を
支
え

続
け
て
い
る
。「
オ
オ
サ
カ
メ
ト
ロ
や
阪
神
電
車

が
通
り
、交
通
の
便
も
良
い
。住
む
町
で
働
く
、

職
住
一
体
の
暮
ら
し
が
ま
だ
残
っ
て
お
り
、そ

の
下
町
ら
し
さ
に
魅
力
を
感
じ
て
住
む
、若
い

世
帯
も
増
え
て
い
ま
す
よ
」と
大
場
教
授
。

ま
た
、東
側
を
流
れ
る
木
津
川
の
河
川
敷
に
あ

る
遊
歩
道
で
は
、約
15
年
前
か
ら『
ア
ド
プ
ト・リ

バ
ー
・
千
代
崎
』と
い
う
活
動
も
起
こ
っ
て
い
る
。

地
元
住
民
や
子
ど
も
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、

四
季
折
々
の
花
木
を
花
壇
に
植
え
育
て
、自
分
た

ち
が
住
む
町
の
水
辺
の
風
景
を
豊
か
に
し
て
い

る
。自
主
的
に
参
加
す
る
メ
ン
バ
ー
の
中
に
は
高

齢
者
も
多
く
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
盛
ん
だ
。

徒
歩
で
行
く『
安
治
川
隧
道
』と

船
で
渡
る『
天
保
山
渡
船
場
』

人
々
の
日
々
の
暮
ら
し
に
は
、移
動
が
つ
き

も
の
。川
の
対
岸
へ
の
移
動
手
段
と
し
て
使
わ

れ
た
の
は
、橋
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。九
条
に
は
、

日
本
で
初
め
て
沈
埋
工
法（
陸
上
で
製
作
し
た

沈
埋
函
を
川
底
に
掘
り
込
ん
だ
溝
に
埋
め
て
連

結
し
、埋
め
戻
し
て
ト
ン
ネ
ル
を
作
る
）に
よ
り

建
設
さ
れ
た
全
長
約
80
m
の
川
底
ト
ン
ネ
ル『
安

治
川
隧
道
』が
あ
る
。な
ん
と
安
治
川
の
底
を
徒

歩
や
自
転
車
で
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

完
成
し
た
の
は
、昭
和
19
年（
1
9
4
4
年
）。九

条
か
ら
西
九
条
へ
と
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
、

現
在
で
も
通
勤
通
学
や
買
い
物
な
ど
で
、

日
常
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

船
で
移
動
で
き
る
渡
船
場

が
、臨
海
部
に
あ
る
。「
現
在

U
S
J
の
あ
る
桜
島
な
ど
臨

海
部
に
は
、当
時
多
く
の
重
工

業
が
立
地
し
て
い
た
。そ
の
た
め

港
区
築
港
側
か
ら
桜
島
側
へ
渡
る

『
天
保
山
渡
船
場
』は
、通
勤
手
段
と

し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
」。市
内
に
は

最
盛
期
で
31
か
所
の
渡
船
場
が
あ
っ
た
が
、

現
在
残
る
の
は
8
か
所
。そ
の
う
ち
の
一
つ

だ
。撮
影
に
訪
れ
た
当
日
も
、出
航
時
間
が
近

づ
く
と
自
転
車
に
乗
っ
た
人
々
が
集
ま
っ
て

き
た
。慣
れ
た
様
子
で
乗
り
込
ん
で
行
く
の
が

見
ら
れ
た
。数
は
減
っ
て
い
る
も
の
の
、渡
船
は

立
派
な
市
民
の
足
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

「
水
に
囲
ま
れ
て
暮
ら
し
て
き
た
先
人
の
知

恵
は
、現
代
に
も
生
き
て
い
ま
す
。そ
れ
以
上
に
、

水
運
で
発
達
し
て
き
た
下
町
の
風
情
を
楽
し
ん

だ
り
、水
辺
の
自
然
環
境
を
余
暇
の
充
実
と
し

て
活
用
す
る
こ
と
は
、水
辺
暮
ら
し
の
ほ
か
で

も
な
い
魅
力
で
あ
り
、新
し
い
体
験
で
す
」と
大

場
教
授
。川
や
水
と
寄
り
添
う
こ
と
は
、私
た
ち

の
生
活
や
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
、ひ
と
つ
の

選
択
肢
な
の
だ
。

ず
い
ど
う

と
せ
ん
じ
ょ
う

4

食料品や日用品の店が並ぶ下町市場は、当時の面影を残している。井戸や地蔵祠が残されている、九条エリアの裏路地。長屋には古くからの住人も多い。

『安治川隧道』は、24時間いつでも通行できる。
現在は歩行者・自転車のみ。右側の扉は車両用エレベーター2基。昭和52年（1977年）に通行が中止された。

ち
ん
ま
い



住まいのライブラリー

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
専
門
家
相
談

（
予
約
制
／
面
接
相
談
）

お
申
し
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
。

■
住
ま
い
の
法
律 

■
住
ま
い
の
資
金
計
画

■
建
築・リ
フ
ォ
ー
ム  

■
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン（
法
律
）

■
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン（
管
理
一
般
）

実
施
日
等
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
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  http://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

防災情報コーナー住まい探しや情報収集をサポート ５階 研修室３階 ホール

無 

料

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。
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トピックス

　
水
害
に
あ
っ
て

し
ま
っ
た
ら…

そ
の
あ
と
、す
べ
き

　
こ
と
と
は

すまじょーくん

震
災
が
つ
な
ぐ
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
担
当
責
任
者

松
山
文
紀

■
り
災
証
明
書
の
申
請
は
忘
れ
ず
に

　
家
屋（
住
居
）の
被
害
の
程
度
を
行
政
が

証
明
し
ま
す
。こ
の「
り
災
証
明
書
」の
判

定
は
、そ
の
後
の
様
々
な
制
度
を
受
け
る

際
に
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
の
で
、必
ず

お
住
い
の
市
町
村
の
窓
口
に
申
請
す
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
迷
っ
た
ら
、残
し
て
お
く

　
一
度
に
大
量
の
家
財
を
捨
て
る
か
残
す
か

の
判
断
を
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、数
日
経
つ

と
判
断
す
る
こ
と
に
疲
れ
、全
て
捨
て
て
し

ま
い
た
く
な
る
方
も
多
く
い
ま
す
。し
か
し
、

後
で
落
ち
着
い
て
か
ら「
捨
て
な
け
れ
ば
よ

か
っ
た
」と
い
う
後
悔
の
声
も
よ
く
聞
き
ま

す
。迷
っ
た
ら
、す
ぐ
に
捨
て
ず
に
、後
日
落

ち
着
い
て
か
ら
判
断
し
ま
し
ょ
う
。

■
廃
棄
は
分
別
し
て
回
収
効
率
Ｕ
Ｐ

　

水
害
後
は
短
期
間
に
大
量
の
廃
棄
物
が

発
生
し
ま
す
。木
・
鉄
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
家

電
製
品
な
ど
、混
在
さ
せ
て
し
ま
う
と
回
収

に
と
て
も
時
間
が
か
か
り
ま
す
。自
治
体
指

定
の
廃
棄
場
所
に
分
別
し
て
出
す
こ
と
で
、

回
収
や
処
分
の
効
率
が
向
上
し
ま
す
。

■
床
下
の
放
置
に
ご
用
心

　
見
え
る
部
分
が
片
付
く
こ
ろ
に
は
、す
で

に
体
力
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
が
多
く
、床
下
や
壁
の
内
側
な
ど
の
見

え
な
い
部
分
ま
で
対
応
す
る
気
に
な
ら
な

い
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
が
、放
置
す
る
と

水
や
泥
が
残
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。必
ず
床
下
や
壁
の
内
側

を
確
認
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
洋
室・フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
部
屋
は
床
下
収

納
や
点
検
口
か
ら
確
認
で
き
ま
す
。ど
ち
ら

も
な
け
れ
ば
点
検
口
の
増
設
を
工
務
店
等

に
依
頼
し
ま
す
。（
イ
ラ
ス
ト
上
）

　

和
室
は
畳
を
外
す
と
床
板
が
見
え
る
の

で
、そ
れ
を
バ
ー
ル
等
で
外
し
て
床
下
を
確

認
し
ま
す
。（
イ
ラ
ス
ト
下
）

■
大
切
な
の
は「
乾
燥
」焦
ら
ず
に 

　

家
屋
の
一
番
の
敵
は
湿
気
で
す
。一
度

浸
水
す
る
と
な
か
な
か
乾
き
ま
せ
ん
が
、

慌
て
ず
時
間
を
か
け
て（
１
ヵ
月
以
上
は

覚
悟
す
る
）浸
水
箇
所
を
乾
燥
さ
せ
ま
す
。

そ
の
後
、逆
性
石
け
ん
な
ど
で
消
毒
し
、さ

ら
に
乾
燥
さ
せ
ま
す
。こ
こ
で
大
切
な
の

は
焦
ら
な
い
こ
と
。乾
燥
が
不
十
分
な
ま

ま
床
を
戻
し
た
の
ち
に
、カ
ビ
が
発
生
し

て
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

■
片
付
け
の
手
伝
い
を
依
頼
す
る 

　

水
害
後
の
片
付
け
等
は
時
間
も
体
力
も

必
要
に
な
り
ま
す
。自
分
た
ち
だ
け
で
は
到

底
片
付
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。地

元
の
社
会
福
祉
協
議
会
に
相
談
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
が
手

伝
っ
て
く
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

■
無
料
相
談
な
ど
も
活
用
し
よ
う 

　

災
害
後
に
は
役
所
な
ど
で
弁
護
士
や
行

政
書
士
な
ど
に
よ
る
無
料
相
談
が
行
わ
れ

る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。法
律
的
な
こ
と

だ
け
な
く
、制
度
の
活
用
や
生
活
再
建
の
ア

ド
バ
イ
ス
な
ど
、幅
広
く
対
応
し
て
く
れ
ま

す
。一
人
で
悩
ま
な
い
で
、無
料
相
談
に
気

軽
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。何
に
困
っ
て

い
る
の
か
を
話
す
だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

話
を
す
る
う
ち
に
思
わ
ぬ
解
決
策
が
見
つ

か
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

【参考】震つなブログ https://blog.canpan.info/shintsuna/archive/1420 今や、日本国内どこにいても
被災する可能性があるといえ
ます。しかし、一生に一度、ある
かないかの被災ですから、な
かなか自分事にならないこと
が課題になっています。
災害への対応は、事前の準備
に尽きるわけですが、実際に
被災した方々が被災後に何を
すればいいのか、知らない方
がほとんどです。
被災という望まない現実に直
面した時に役立つ情報をまと
めてみました。このページだけ
では伝えきれない事ばかりで
すが、詳細はインターネット上
でも公開しています。

■
着
手
前
に
被
害
状
況
を
記
録
す
る

■
処
分
す
る
も
の
と
残
す
も
の
を
分
け
る

6

このほか、家電製品の多くは水没すると使
えなくなるものがほとんどです。家電リサ
イクル対象品の処分方法は、自治体からの
情報を確認するようにしましょう

洋
室・フ
ロ
ー
リ
ン
グ

の
場
合

和
室（
畳
敷
）の
場
合

家の外と
中の被害

の様子を
、片付

け始める
前に画像

で記録し
てお

きましょう
。

必要と思
われる3倍

の枚数は
撮っ

ておきま
しょう。

ぎ
ゃ
く
せ
い



7

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：6356-0807 

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〉

集合住宅への
建替建設費補助

昭和56年５月31日以前建築のアパートや長屋等を集合住宅（マンション・アパートな
ど）に建替える場合、建替え費用の一部を補助します。

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 （無料）ください。

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）。

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（http://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。

2020年7月1日現在
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● 市営住宅

募集種別 概要 お問い合わせ

定期募集等 【抽選】

福祉目的募集 【抽選】

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

令和２年度は11月中旬に募集を行います。
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年度は９月上旬および２月上旬に募集を行います。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。

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。令和２年度は２回、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。

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

● 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）

問合せ：都市整備局企画部住宅政策課民間住宅助成グループ  【電話】6208-9228  【FAX】6202-7064

子育て世帯等の市内居住の促進と民間賃貸住宅ストックの有効活用を図るため、
子育て世帯等の入居促進を目的とした改修等にかかる費用の一部を補助します。

補
助
要
件

・  昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること
・  住戸の床面積が40平方メートル以上であること
・  ＬＤＫ化や断熱改修、ユニットバスの新設・改良工事のいずれかを含む工事
・  子どもの安全対策措置を実施すること　など

子育てに配慮した改修に対するリフォーム費用を補助します！
「子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業」実施中！！

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、入居者募集を再開いたします。

大阪市　子育てリフォーム補助

改修工事の条件など制度の詳細につきましては、
ホームページをご覧ください。

検索

民間賃貸住宅等の
オーナーのみなさまへ

LDK化改修前

LDK化改修後

① バリアフリー改修工事 ⑤ 子どもの安全対策措置

② 省エネルギー改修工事 ⑥ 防音性の向上等に係る工事

③ 間取りの変更に係る工事 ⑦ 防犯性の向上に係る工事

④ 設備の新設・改良工事

＜補助金額＞補助対象工事費の1/3（1戸当たり最大75万円）

補
助
対
象
工
事
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ユニークなテーマや仕掛けのあるイベントを実施いただける
団体を募集し、右記の団体が採択されました。

※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、実施時期や
事業内容に変更が生じる可能性及び中止する場合がございます。その場合は
「住まい・まちづくり・ネット」等でお知らせします。

※タイアップ事業は、住まい情報センターと住まい・まちづくりに取り組むNPO
や専門家団体等が連携・協働して実施するセミナー・イベントを通して、市民の
皆様の住環境の質や大阪の居住地魅力の向上のために実施する事業です。

あ
ん
じ
ゅ

編
集
通
信

83
号
企
画
当
初
は
大
場
先
生
の
ご

案
内
で
、ス
タ
ッ
フ
皆
で
ま
ち
歩
き
を

す
る
予
定
で
し
た
が
、冒
頭
の
通
り
、

大
場
先
生
に
は
研
究
室
か
ら
解
説
い

た
だ
き
、ス
タ
ッ
フ
は
そ
れ
ぞ
れ
三
密

を
避
け
、取
材
し
ま
し
た
。一
昨
年
の

台
風
に
よ
り
、災
害
は
身
近
な
存
在
で

あ
る
と
再
認
識
し
て
い
ま
し
た
が
、今

回
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
疫
病

も
災
害
の
一
つ
と
し
て
備
え
が
必
要

な
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。

末
筆
な
が
ら
、こ
の
た
び
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響

を
受
け
ら
れ
た
皆
様
に
心
よ
り
お
見

舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
制
作
ス
タ
ッ
フ

あんじゅ読者
アンケートに
ご協力ください

今回誌面に紹介しきれなかった「特集」の
写真をfacebookに掲載します。
ぜひご覧ください。

大阪市立住まい情報センター 検索

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

外壁の高圧
洗浄・水洗

■ 修景の事例

After

室外機等の撤去

Before

Before

After

中央窓の意匠に合わせて
窓格子を再現、既存塗料
を落として白漆喰塗

After

トタン板を
焼杉板に
張り替え

Before

Before

■ 修景相談の例

応募団体名 事業タイトル名

大阪24区
街の記憶プロジェクト

スマホアプリでできる
大阪24区面白さ再発見の街歩き

公益社団法人全日本不動産協会
大阪府本部

夏休み親と子どもの
DIY体験

室外機・
シャッター
の塗装

Before

窓枠・扉の塗替え

Before Before

令和2年度チャレンジタイアップ事業
の実施団体が決定しました！

建物の修景のご相談を
お受けしています

無料



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

セミナー・イベントガイド2020年

10

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 その他
住まい関連イベント2 

第２回　自然災害と損害保険
「住まいに関する保険」

●日時：9月19日（土）13：30～15：30　
●場所：3階ホール
●講師：村井康人（（一社）日本損害保険協会近畿支部）
●定員：50名（申込先着順）

住まいを購入する（全８回）
第３回　中古戸建住宅編
「中古住宅を購入してリノベーション」

●日時：7月4日（土）13：30～16：00
●場所：3階ホール
●講師：第１部　西本淳一（（一社）大阪府宅地建物
　　　　　　　　取引業協会研修インストラクター）
　　　　第2部　嶽下康弘（（公社）大阪府建築士会
　　　　　　　　住宅を設計する仲間達所属建築士）
●定員：50名（申込先着順）

■住まいの基礎知識

親と子の都市と建築教室2020
「オンラインのまちをつくろう！
   ～バーチャルでまちつくだ～」

●日時：8月1日（土）13：00～16：00もしくは
　　　　8月2日（日）13：00～16：00
●定員：各回20名（申込多数の場合抽選・オンラインで
　の実施となります。）
　※ご都合のよい日程をお選びください。
●参加に必要なもの：通信可能なパソコン等
　（スマホ、タブレットも可）
●申込締切：7月18日（土）
　※本ワークショップはオンラインでのみ
　　申込受付ます
●共催団体：（一社）日本建築学会近畿支部・
　（公社）大阪府建築士会

■住まいのワークショップ

第４回　分譲マンション編
「新築・中古マンションを購入するときの注意点」

●日時:9月5日（土）13：30～15：30
●場所：3階ホール
●講師：（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）

マンション管理組合交流サロン
（まんかんサロン）
マンション管理組合様同士の情報交換の場です

●日時：7月19日（日）15：00～16：30
●場所：３階ホール
●定員：20名
    （分譲マンションにお住まいの方のみご参加いた
　だけます）
     （申込多数の場合は、新しく管理組合役員になら
　れた方、登録管理組合を優先して抽選します。）
●申込締切：7月9日（木）
●お問い合わせ：大阪市マンション管理支援機構
     事務局（06-4801-8232）

マンション管理基礎セミナ―
分譲マンションの管理組合運営に関する「基礎知識」を
学んでいただくための「連続」講座です

●日時：①７月５日（日）
　　　　②7月12日（日）
　　　　③7月19日（日）
　　　 ①、②13：30～16：30、③のみ13：30～14：50
●場所：３階ホール
●定員：各日45名（申込先着順）
　（連続受講が基本ですが、1日だけ1講座だけの
　　受講も可能です）

■大阪市マンション管理支援機構

●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

●特記以外参加費は無料、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。

●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、ハガキかEメールで
当落をお知らせします。

参 加 申 し 込 み 方 法

住まい・まちづくり・ネット
▶https://www.sumai-machi-net.com/

※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、セミナーを中止する場合がございます。その場合は「住まい・まちづくり・ネット」等でお知らせします。

小学生
対象



私
が
奉
仕
す
る
神
社
は
、大
阪・上
町
台
地

の
南
端
に
あ
る
。社
伝
に
よ
れ
ば
一
八
〇
〇

年
も
の
昔
に
鎮
座
と
い
う
ほ
ど
に
古
い
。住

吉
の
神
様
は
、古
事
記
、日
本
書
紀
と
い
っ
た

古
典
に
も
登
場
す
る
厳
然
と
し
た
海
の
守
り

神
だ
。

我
が
国
は
島
国
で
、海
洋
国
家
で
あ
る
。

古
代
、当
地
は
住
吉
津（
朝
廷
の
船
着
場
）と

称
し
た
、外
国
と
の
交
易
の
玄
関
口
で
あ
り
、

歴
史
上
有
名
な
遣
唐
使
は
、海
の
神（
住
吉

の
神
）に
航
海
の
安
全
を
祈
り
、難
波
の
海

か
ら
出
航
し
て
い
っ
た
。

そ
も
そ
も
地
球
は
三
分
の
二
が
水
で
覆

わ
れ
て
い
る
。し
か
も
、地
球
上
の
最
初
の

生
物
は
海
の
中
で
生
ま
れ
進
化
し
て
今
日

に
至
っ
た
と
の
こ
と
。神
話
で
も
原
初
の
海

か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、い
ず
れ
に
せ
よ
生
命

の
根
源
は
海（
水
）で
あ
る
事
は
疑
い
な
い

だ
ろ
う
。と
こ
ろ
が
、今
日
は
世
界
で「
水
の

危
機
」を
声
高
に
叫
ぶ
時
代
だ
。そ
れ
で
も

幸
い
な
こ
と
に
、我
が
国
は
水
に
恵
ま
れ
て

い
る
。先
人
た
ち
は
、そ
の
水
の
尊
さ
を
知

り
、永
い
年
月
を
か
け
て
豊
か
な
稲
作
文
化

を
育
ん
で
き
た
。

大
阪
湾
に
流
れ
込
む
川
々
の
水
源
、京
都

に
は
貴
船
神
社
、奈
良
に
は
丹
生
川
上
神
社

が
あ
り
、い
ず
れ
も
水
の
神
で
あ
る
。海
水

が
蒸
発
し
、雲
と
な
り
雨
と
な
っ
て
降
り
そ

そ
ぐ
。そ
の
雨
の
一
滴
一
滴
は
、木
や
森
や

豊
か
な
山
々
に
保
水
さ
れ
、ま
た
、流
域
の

養
分
を
集
め
て
川
と
な
り
、下
流
の
町
々
を

潤
し
つ
つ
大
阪
湾
に
注
ぎ
、さ
ら
に
豊
か
な

海
を
育
て
る
の
で
あ
っ
た
。

天
皇
陛
下
に
は
、水
問
題
を
ラ
イ
フ
ワ
ー

ク
と
し
て
ご
研
究
遊
ば
さ
れ
、そ
の
中
で

「
水
は
全
て
の
地
域
や
国
々
に
お
い
て
人
々

の
生
活
の
安
定
と
社
会
の
発
展
の
た
め
に

か
か
せ
な
い
も
の
で
す
」「
ま
た
水
は
あ
ら

ゆ
る
生
命
の
根
源
で
あ
り
多
く
の
恵
み
を

与
え
て
く
れ
る
」「
一
方
、時
に
大
き
な
災
害

を
も
た
ら
し
生
命
に
と
っ
て
脅
威
と
な
り

ま
す
」と
ご
発
言
に
な
っ
た（
御
著『
水
運
史

か
ら
世
界
の
水
へ
』Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）。

か
つ
て
、作
家
イ
ザ
ヤ
・
ベ
ン
ダ
サ
ン
は

著
書『
日
本
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
』の
な
か
で
、日

本
人
は「
水
と
安
全
」は
タ
ダ
だ
と
思
っ
て

い
る
と
記
し
た
。さ
ら
に
記
憶
を
遡
る
と
、

映
画「
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン（
改
題
コ
イ
サ
ン
マ

ン
）」主
人
公
カ
イ
を
演
じ
た
ニ
カ
ウ
が
日

本
に
招
待
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、帰
国

に
際
し
て
土
産
に「
水
道
の
蛇
口
」を
希
望

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。世
界
で
は
水
を
汲
む

の
が
一
日
の
仕
事
で
あ
る
所
が
数
多
く
あ
り
、

水
に
恵
ま
れ
た
環
境
に
生
活
し
て
い
る
私
た

ち
に
は
、あ
ま
り
に
印
象
的
な
場
面
で
あ
っ

た
の
だ
。

私
達
は
水
が
あ
る
の
が
当
た
り
前
で
、空

気
の
様
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。そ
れ
は
日

本
の
恵
ま
れ
た
環
境
、自
然
の
恩
恵
に
感
謝

す
る
ば
か
り
だ
。時
に
は
、そ
の
自
然
が
甚
大

な
災
害
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
、人
間
の

力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、人
智
を
超
え
た
偉
大
な
も
の

（
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
ー
ト
）を
神
様
と
し
て
、

畏
れ
敬
い
尊
び
祀
る
の
で
あ
ろ
う
。そ
の
恵

み
に
只
々
感
謝
し
な
が
ら
今
を
生
き
て
ゆ
く
。

そ
れ
が
日
本
人
の
自
然
観
と
思
う
の
で
あ
る
。

c o l u m n

コラム

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
が
新
た
に
収
蔵
し

た「
淀
川
両
岸
帖
」は
、江
戸
時
代
の
絵
師
・
円

山
応
挙（
一
七
三
三
〜
九
五
）が
描
い
た「
淀
川

両
岸
図
巻
」（
重
要
文
化
財
）の
中
か
ら
選
択
し

た
六
場
面
を
、昭
和
十
五
年（
一
九
四
〇
）に
大

阪
画
壇
の
重
鎮
で
あ
る
庭
山
耕
園（
一
八
六
九

〜
一
九
四
二
）の
一
門
が
忠
実
に
模
写
し
、画

帖
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

原
本
で
あ
る
応
挙
の「
淀
川
両
岸
図
巻
」は
、

宝
暦
十
三
年（
一
七
六
三
）に
下
絵
が
、明
和
二

年（
一
七
六
五
）に
本
画
が
完
成
し
た
。そ
れ
は
、

京
都
の
伏
見
か
ら
大
坂
の
八
軒
家
に
い
た
る

淀
川
両
岸
の
風
景
を
、船
上
か
ら
見
た
か
の
よ

う
に
描
い
た
こ
と
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。こ

の
時
期
の
応
挙
は
、眼
鏡
絵
の
制
作
を
通
じ
て

西
洋
画
の
遠
近
法
や
陰
影
法
を
修
得
し
、自
身

の
作
風
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。山
ひ
だ
や
波

の
写
実
的
な
表
現
は
そ
の
成
果
と
い
え
る
。現

在
、「
淀
川
両
岸
図
巻
」は
公
益
財
団
法
人
ア
ル

カ
ン
シ
エ
ー
ル
美
術
財
団
が
所
蔵
し
、ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク（
群
馬
県
渋
川
市
）に

収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

今
昔
館
所
蔵
の「
淀
川
両
岸
帖
」に
は
、制
作

の
経
緯
を
書
い
た
別
紙
が
存
在
す
る
。

於
大
阪
城
紀
州
御
殿

寫
先
師
圓
山
應
擧
先
生
淀
川
両
岸
絵
巻

枚
方
萬
里
荘
田
中
太
介
雅
君
請
嘱

昭
和
庚
辰
五
月 

七
十
二
叟
後
学
耕
園
題
簽

伏
見
乗
舩
場　
門
人
香
桂（
印
）

淀
城　
　
　
　
門
人
章
園（
印
）

八
幡
山
崎　
　
門
人
耕
風（
印
）

枚
方　
　
　
　
門
人
耕
秋（
印
）

守
口　
　
　
　
門
人
耕
喬（
印
）

浪
華
天
満
橋　
耕
園（
印
）（
印
）

こ
れ
は
昭
和
十
五
年
五
月
に
庭
山
耕
園
が

記
し
た
も
の
で
、大
阪
城
の
紀
州
御
殿（
天
臨

閣
）に
お
い
て
円
山
応
挙
の
淀
川
両
岸
絵
巻
を

模
写
し
た
こ
と
、依
頼
主
は
枚
方
萬
里
荘
の
田

中
太
介
と
い
う
人
物
で
あ
る
こ
と
、模
写
の
分

担
は
、「
伏
見
乗
舩
場
」を
山
田
香
桂
、「
淀
城
」

を
春
元
章
園
、「
八
幡
山
崎
」

を
熊
田
耕
風
、「
枚
方
」を
乙

馬
耕
秋
、「
守
口
」を
耕
喬
、そ

し
て
最
後
の「
浪
華
天
満
橋
」

を
耕
園
自
身
が
担
当
し
た
こ

と
が
分
か
る
。

庭
山
耕
園
は
姫
路
の
生
ま

れ
で
、父
が
姫
路
藩
大
坂
蔵

屋
敷
に
つ
と
め
て
い
た
こ
と

か
ら
、廃
藩
置
県
後
は
大
阪

北
船
場
に
居
住
し
た
。大
阪

の
日
本
画
家
・
上
田
耕
冲（
一
八
一
九
〜
一
九

一
一
）に
師
事
し
、四
条
派
の
瀟
洒
で
淡
麗
な

花
鳥
画
を
好
ん
で
描
い
た
。ま
た
、大
阪
画
学

校
の
開
設
に
参
加
し
、大
阪
絵
画
協
会
委
員
、

大
阪
美
術
会
顧
問
を
つ
と
め
る
な
ど
大
阪
画

壇
で
重
き
を
な
し
、さ
ら
に
円
山
応
挙
の
絵
の

鑑
定
を
行
な
っ
て
い
た
。別
添
の
写
真（
図
１
）

に
よ
る
と
、紀
州
御
殿
の
板
敷
の
廊
下
と
お
ぼ

し
き
と
こ
ろ
に
茣
蓙
を
敷
き
、絵
巻
物
を
す
べ

て
広
げ
て
、一
斉
に
模
写
に
と
り
か
か
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

こ
こ
で
模
写
さ
れ
た
六
景
を
紹
介
し
た
い
。

最
初
は「
伏
見
乗
舩
場
」の
場
面（
図
２
）。右
端

に
は
参
勤
交
代
で
使
う
六
艘
の
御
座
船
が
停
泊

し
て
お
り
、藩
の
旗
印
を
掲
げ
て
い
る
。そ
し
て

大
坂
へ
の
船
が
出
帆
す
る
南
浜
周
辺
の
町
並
み

が
描
か
れ
て
い
る
。

次
は「
淀
城
」の
場
面（
図
３
）。画
面
の
下
半

分
に
描
か
れ
た
淀
城
は
、京
都
の
南
を
警
護
す

る
譜
代
大
名
の
城
で
、左
端
に
名
物
の
大
き
な

水
車
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
八
幡
山
崎
」（
図
４
）は
、画
面
の
上
に
天
王

山
が
、下
に
は
男
山
が
上
下
反
対
に
描
か
れ
、

ち
ょ
う
ど
船
上
か
ら
見
渡
し
た
よ
う
な
臨
場

感
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。こ
の
地
は
古
来
、京
に

入
る
要
衝
で
、天
王
山
は
明
智
光
秀
と
羽
柴
秀

吉
の
両
軍
が
戦
っ
た
山
崎
の
古
戦
場
、男
山
に

は
石
清
水
八
幡
宮
が
鎮
座
し
、都
の
裏
鬼
門
を

守
護
し
て
い
た
。伏
見
に
停
泊
し
て
い
た
御
座

船
が
、こ
こ
で
は
帆
い
っ
ぱ
い
に
風
を
受
け
て

大
坂
に
向
か
っ
て
い
る
。

「
枚
方
」（
図
５
）は
、画
面
の
下
に
枚
方
宿

が
描
か
れ
て
い
る
。宿
の
中
心
部
の
建
物
は
瓦

葺
き
で
あ
る
が
、周
辺
部
が
草
葺
き
に
描
か
れ

て
お
り
、当
時
の
民
家
の
屋
根
材
料
の
普
及

状
況
が
よ
く
分
か
る
。

「
守
口
」（
図
６
）は
、大
坂
か
ら
二
里
と
い

う
京
街
道
最
後
の
宿
場
で
、本
陣
は
一
ヵ
所
、

旅
籠
は
二
七
軒
あ
っ
た
。守
口
周
辺
の
淀
川

は
、流
域
で
は
も
っ
と
も
難
所
で
、波
立
つ
急

流
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
が「
浪
華
天
満
橋
」で
あ
る（
図

７
）。薄
暮
の
迫
る
八
軒
家
の
港
に
御
座
船
が

停
泊
し
て
い
る
。旗
印
や
提
灯
に
杏
葉
紋
と
見

え
る
家
紋
が
あ
る
の
で
、佐
賀
鍋
島
藩
の
御
座

船
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。大
坂
の
町
並
み

は
、残
念
な
が
ら
数
件
の
町
家
の
屋
根
し
か
描

か
れ
て
い
な
い
。本
図
で
模
写
さ
れ
た
六
景
は
、

淀
川
の
名
所
と
し
て
様
々
な
絵
画
の
題
材
に

取
り
上
げ
ら
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、模
写
の
依
頼
主
で
あ
っ
た
田
中

太
介（
一
八
七
六
〜
一
九
六
三
）は
、大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）に
尼
崎
で
鉄
道
車
両
を
製
造
す

る
田
中
車
輌
工
場
を
創
業
し
、当
時
は
関
西
財

界
の
有
力
者
で
あ
っ
た（
昭
和
十
五
年
当
時
は

田
中
車
輌
株
式
会
社
。近
畿
車
輛
株
式
会
社
の

前
身
）。京
阪
枚
方
公
園
駅
の
東
の
高
台
に

あ
っ
た
彼
の
私
邸
は
、「
三
万
坪
を
擁
し
て
大

丘
陵
に
陣
取
り
、淀
の
眺
望
を
真
下
に
見
る
絶

景
で
、洋
館
あ
り
茶
屋
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
輪
奐

の
美
を
誇
り
」と
記
さ
れ
て
い
る（『
新
東
亜
建

設
を
誘
導
す
る
人
々
』四
五
九
頁
、日
本
教
育

資
料
刊
行
会
、昭
和
十
四
年
）。昭
和
六
年（
一

九
三
一
）に
は
秩
父
宮
が
こ
こ
に
滞
在
し
、眼

下
の
雄
大
な
淀
川
を
見
て「
萬
里
荘
」の
名
を

付
け
た
。萬
里
荘
の
別
棟
の
茶
室
は
広
島
県
呉

市
に
移
築
さ
れ
、「
松
籟
亭
」と
名
付
け
ら
れ
て

現
存
し
て
い
る（
国
登
録
文
化
財
。昭
和
九
年
、

平
田
雅
哉
の
作
品
）。田
中
は
自
ら
の
半
生
を

描
い
た
画
帖
を
制
作
し
、松
下
幸
之
助
に
茶
道

の
師
を
紹
介
し
、美
術
品
を
収
集
す
る
な
ど
文

化
に
も
造
詣
が
深
い
人
物
で
あ
っ
た
。そ
し
て
、

東
京
の
実
業
家
で
あ
る
原
家
が
所
有
し
て
い

た「
淀
川
両
岸
図
巻
」の
原
本
を
借
用
し
、大
阪

画
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
日
本
画
家
の
庭
山
耕

園
に
模
写
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
完
成
し
た「
淀
川
両
岸
帖
」は
、丁

寧
で
精
緻
な
模
写
に
よ
っ
て
原
本
の
芸
術
性

を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る
。庭
山
耕
園

が
四
条
派
の
源
流
で
あ
る
応
挙
を
尊
崇
し
、真

摯
に
制
作
に
打
ち
込
ん
だ
こ
と
が
伺
え
よ
う
。

耕
園
一
門
は
帝
展
な
ど
の
全
国
画
壇
に
出
品

し
な
か
っ
た
が
、伝
統
的
な
高
い
技
術
を
擁
し

て
い
た
こ
と
は
、こ
の
作
品
か
ら
明
ら
か
に
な

る
。ま
た
模
写
の
制
作
は
、大
大
阪
の
発
展
に

寄
与
し
大
阪
経
済
界
を
代
表
す
る
一
人
で
あ

る
田
中
太
介
が
企
画
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
図
は
近
代
大
阪
の
歴
史
と
美
術
史
の
重

要
な
資
料
で
あ
る
。加
え
て
、大
阪
の
文
化・歴

史
を
語
る
上
で
淀
川
の
存
在
は
計
り
知
れ
な

い
も
の
が
あ
る
。今
昔
館
が
す
で
に
所
蔵
し
て

い
る「
よ
と
川
の
図
」（
一
八
世
紀
末
）と
合
わ

せ
て
考
察
す
る
こ
と
で
、往
時
の
淀
川
の
景
観

や
生
業
、交
通
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
情
報
発
信

が
期
待
で
き
る
作
品
で
あ
る
。
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新
収
蔵
品

「
淀
川
両
岸
帖
」に

つ
い
て

岩
間 

香 

（
摂
南
大
学
名
誉
教
授
・
日
本
美
術
史
）

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
が
新
た
に
収
蔵
し

た「
淀
川
両
岸
帖
」は
、江
戸
時
代
の
絵
師
・
円

山
応
挙（
一
七
三
三
〜
九
五
）が
描
い
た「
淀
川

両
岸
図
巻
」（
重
要
文
化
財
）の
中
か
ら
選
択
し

た
六
場
面
を
、昭
和
十
五
年（
一
九
四
〇
）に
大

阪
画
壇
の
重
鎮
で
あ
る
庭
山
耕
園（
一
八
六
九

〜
一
九
四
二
）の
一
門
が
忠
実
に
模
写
し
、画

帖
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

原
本
で
あ
る
応
挙
の「
淀
川
両
岸
図
巻
」は
、

宝
暦
十
三
年（
一
七
六
三
）に
下
絵
が
、明
和
二

年（
一
七
六
五
）に
本
画
が
完
成
し
た
。そ
れ
は
、

京
都
の
伏
見
か
ら
大
坂
の
八
軒
家
に
い
た
る

淀
川
両
岸
の
風
景
を
、船
上
か
ら
見
た
か
の
よ

う
に
描
い
た
こ
と
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。こ

の
時
期
の
応
挙
は
、眼
鏡
絵
の
制
作
を
通
じ
て

西
洋
画
の
遠
近
法
や
陰
影
法
を
修
得
し
、自
身

の
作
風
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。山
ひ
だ
や
波

の
写
実
的
な
表
現
は
そ
の
成
果
と
い
え
る
。現

在
、「
淀
川
両
岸
図
巻
」は
公
益
財
団
法
人
ア
ル

カ
ン
シ
エ
ー
ル
美
術
財
団
が
所
蔵
し
、ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク（
群
馬
県
渋
川
市
）に

収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

今
昔
館
所
蔵
の「
淀
川
両
岸
帖
」に
は
、制
作

の
経
緯
を
書
い
た
別
紙
が
存
在
す
る
。

於
大
阪
城
紀
州
御
殿

寫
先
師
圓
山
應
擧
先
生
淀
川
両
岸
絵
巻

枚
方
萬
里
荘
田
中
太
介
雅
君
請
嘱

昭
和
庚
辰
五
月 

七
十
二
叟
後
学
耕
園
題
簽

伏
見
乗
舩
場　
門
人
香
桂（
印
）

淀
城　
　
　
　
門
人
章
園（
印
）

八
幡
山
崎　
　
門
人
耕
風（
印
）

枚
方　
　
　
　
門
人
耕
秋（
印
）

守
口　
　
　
　
門
人
耕
喬（
印
）

浪
華
天
満
橋　
耕
園（
印
）（
印
）

こ
れ
は
昭
和
十
五
年
五
月
に
庭
山
耕
園
が

記
し
た
も
の
で
、大
阪
城
の
紀
州
御
殿（
天
臨

閣
）に
お
い
て
円
山
応
挙
の
淀
川
両
岸
絵
巻
を

模
写
し
た
こ
と
、依
頼
主
は
枚
方
萬
里
荘
の
田

中
太
介
と
い
う
人
物
で
あ
る
こ
と
、模
写
の
分

担
は
、「
伏
見
乗
舩
場
」を
山
田
香
桂
、「
淀
城
」

を
春
元
章
園
、「
八
幡
山
崎
」

を
熊
田
耕
風
、「
枚
方
」を
乙

馬
耕
秋
、「
守
口
」を
耕
喬
、そ

し
て
最
後
の「
浪
華
天
満
橋
」

を
耕
園
自
身
が
担
当
し
た
こ

と
が
分
か
る
。

庭
山
耕
園
は
姫
路
の
生
ま

れ
で
、父
が
姫
路
藩
大
坂
蔵

屋
敷
に
つ
と
め
て
い
た
こ
と

か
ら
、廃
藩
置
県
後
は
大
阪

北
船
場
に
居
住
し
た
。大
阪

の
日
本
画
家
・
上
田
耕
冲（
一
八
一
九
〜
一
九

一
一
）に
師
事
し
、四
条
派
の
瀟
洒
で
淡
麗
な

花
鳥
画
を
好
ん
で
描
い
た
。ま
た
、大
阪
画
学

校
の
開
設
に
参
加
し
、大
阪
絵
画
協
会
委
員
、

大
阪
美
術
会
顧
問
を
つ
と
め
る
な
ど
大
阪
画

壇
で
重
き
を
な
し
、さ
ら
に
円
山
応
挙
の
絵
の

鑑
定
を
行
な
っ
て
い
た
。別
添
の
写
真（
図
１
）

に
よ
る
と
、紀
州
御
殿
の
板
敷
の
廊
下
と
お
ぼ

し
き
と
こ
ろ
に
茣
蓙
を
敷
き
、絵
巻
物
を
す
べ

て
広
げ
て
、一
斉
に
模
写
に
と
り
か
か
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

こ
こ
で
模
写
さ
れ
た
六
景
を
紹
介
し
た
い
。

最
初
は「
伏
見
乗
舩
場
」の
場
面（
図
２
）。右
端

に
は
参
勤
交
代
で
使
う
六
艘
の
御
座
船
が
停
泊

し
て
お
り
、藩
の
旗
印
を
掲
げ
て
い
る
。そ
し
て

大
坂
へ
の
船
が
出
帆
す
る
南
浜
周
辺
の
町
並
み

が
描
か
れ
て
い
る
。

次
は「
淀
城
」の
場
面（
図
３
）。画
面
の
下
半

分
に
描
か
れ
た
淀
城
は
、京
都
の
南
を
警
護
す

る
譜
代
大
名
の
城
で
、左
端
に
名
物
の
大
き
な

水
車
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
八
幡
山
崎
」（
図
４
）は
、画
面
の
上
に
天
王

山
が
、下
に
は
男
山
が
上
下
反
対
に
描
か
れ
、

ち
ょ
う
ど
船
上
か
ら
見
渡
し
た
よ
う
な
臨
場

感
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。こ
の
地
は
古
来
、京
に

入
る
要
衝
で
、天
王
山
は
明
智
光
秀
と
羽
柴
秀

吉
の
両
軍
が
戦
っ
た
山
崎
の
古
戦
場
、男
山
に

は
石
清
水
八
幡
宮
が
鎮
座
し
、都
の
裏
鬼
門
を

守
護
し
て
い
た
。伏
見
に
停
泊
し
て
い
た
御
座

船
が
、こ
こ
で
は
帆
い
っ
ぱ
い
に
風
を
受
け
て

大
坂
に
向
か
っ
て
い
る
。

「
枚
方
」（
図
５
）は
、画
面
の
下
に
枚
方
宿

が
描
か
れ
て
い
る
。宿
の
中
心
部
の
建
物
は
瓦

葺
き
で
あ
る
が
、周
辺
部
が
草
葺
き
に
描
か
れ

て
お
り
、当
時
の
民
家
の
屋
根
材
料
の
普
及

状
況
が
よ
く
分
か
る
。

「
守
口
」（
図
６
）は
、大
坂
か
ら
二
里
と
い

う
京
街
道
最
後
の
宿
場
で
、本
陣
は
一
ヵ
所
、

旅
籠
は
二
七
軒
あ
っ
た
。守
口
周
辺
の
淀
川

は
、流
域
で
は
も
っ
と
も
難
所
で
、波
立
つ
急

流
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
が「
浪
華
天
満
橋
」で
あ
る（
図

７
）。薄
暮
の
迫
る
八
軒
家
の
港
に
御
座
船
が

停
泊
し
て
い
る
。旗
印
や
提
灯
に
杏
葉
紋
と
見

え
る
家
紋
が
あ
る
の
で
、佐
賀
鍋
島
藩
の
御
座

船
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。大
坂
の
町
並
み

は
、残
念
な
が
ら
数
件
の
町
家
の
屋
根
し
か
描

か
れ
て
い
な
い
。本
図
で
模
写
さ
れ
た
六
景
は
、

淀
川
の
名
所
と
し
て
様
々
な
絵
画
の
題
材
に

取
り
上
げ
ら
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、模
写
の
依
頼
主
で
あ
っ
た
田
中

太
介（
一
八
七
六
〜
一
九
六
三
）は
、大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）に
尼
崎
で
鉄
道
車
両
を
製
造
す

る
田
中
車
輌
工
場
を
創
業
し
、当
時
は
関
西
財

界
の
有
力
者
で
あ
っ
た（
昭
和
十
五
年
当
時
は

田
中
車
輌
株
式
会
社
。近
畿
車
輛
株
式
会
社
の

前
身
）。京
阪
枚
方
公
園
駅
の
東
の
高
台
に

あ
っ
た
彼
の
私
邸
は
、「
三
万
坪
を
擁
し
て
大

丘
陵
に
陣
取
り
、淀
の
眺
望
を
真
下
に
見
る
絶

景
で
、洋
館
あ
り
茶
屋
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
輪
奐

の
美
を
誇
り
」と
記
さ
れ
て
い
る（『
新
東
亜
建

設
を
誘
導
す
る
人
々
』四
五
九
頁
、日
本
教
育

資
料
刊
行
会
、昭
和
十
四
年
）。昭
和
六
年（
一

九
三
一
）に
は
秩
父
宮
が
こ
こ
に
滞
在
し
、眼

下
の
雄
大
な
淀
川
を
見
て「
萬
里
荘
」の
名
を

付
け
た
。萬
里
荘
の
別
棟
の
茶
室
は
広
島
県
呉

市
に
移
築
さ
れ
、「
松
籟
亭
」と
名
付
け
ら
れ
て

現
存
し
て
い
る（
国
登
録
文
化
財
。昭
和
九
年
、

平
田
雅
哉
の
作
品
）。田
中
は
自
ら
の
半
生
を

描
い
た
画
帖
を
制
作
し
、松
下
幸
之
助
に
茶
道

の
師
を
紹
介
し
、美
術
品
を
収
集
す
る
な
ど
文

化
に
も
造
詣
が
深
い
人
物
で
あ
っ
た
。そ
し
て
、

東
京
の
実
業
家
で
あ
る
原
家
が
所
有
し
て
い

た「
淀
川
両
岸
図
巻
」の
原
本
を
借
用
し
、大
阪

画
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
日
本
画
家
の
庭
山
耕

園
に
模
写
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
完
成
し
た「
淀
川
両
岸
帖
」は
、丁

寧
で
精
緻
な
模
写
に
よ
っ
て
原
本
の
芸
術
性

を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る
。庭
山
耕
園

が
四
条
派
の
源
流
で
あ
る
応
挙
を
尊
崇
し
、真

摯
に
制
作
に
打
ち
込
ん
だ
こ
と
が
伺
え
よ
う
。

耕
園
一
門
は
帝
展
な
ど
の
全
国
画
壇
に
出
品

し
な
か
っ
た
が
、伝
統
的
な
高
い
技
術
を
擁
し

て
い
た
こ
と
は
、こ
の
作
品
か
ら
明
ら
か
に
な

る
。ま
た
模
写
の
制
作
は
、大
大
阪
の
発
展
に

寄
与
し
大
阪
経
済
界
を
代
表
す
る
一
人
で
あ

る
田
中
太
介
が
企
画
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
図
は
近
代
大
阪
の
歴
史
と
美
術
史
の
重

要
な
資
料
で
あ
る
。加
え
て
、大
阪
の
文
化・歴

史
を
語
る
上
で
淀
川
の
存
在
は
計
り
知
れ
な

い
も
の
が
あ
る
。今
昔
館
が
す
で
に
所
蔵
し
て

い
る「
よ
と
川
の
図
」（
一
八
世
紀
末
）と
合
わ

せ
て
考
察
す
る
こ
と
で
、往
時
の
淀
川
の
景
観

や
生
業
、交
通
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
情
報
発
信

が
期
待
で
き
る
作
品
で
あ
る
。
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図1 模写風景（大阪城紀州御殿内）

図4 八幡山崎
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う



大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
が
新
た
に
収
蔵
し

た「
淀
川
両
岸
帖
」は
、江
戸
時
代
の
絵
師
・
円

山
応
挙（
一
七
三
三
〜
九
五
）が
描
い
た「
淀
川

両
岸
図
巻
」（
重
要
文
化
財
）の
中
か
ら
選
択
し

た
六
場
面
を
、昭
和
十
五
年（
一
九
四
〇
）に
大

阪
画
壇
の
重
鎮
で
あ
る
庭
山
耕
園（
一
八
六
九

〜
一
九
四
二
）の
一
門
が
忠
実
に
模
写
し
、画

帖
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

原
本
で
あ
る
応
挙
の「
淀
川
両
岸
図
巻
」は
、

宝
暦
十
三
年（
一
七
六
三
）に
下
絵
が
、明
和
二

年（
一
七
六
五
）に
本
画
が
完
成
し
た
。そ
れ
は
、

京
都
の
伏
見
か
ら
大
坂
の
八
軒
家
に
い
た
る

淀
川
両
岸
の
風
景
を
、船
上
か
ら
見
た
か
の
よ

う
に
描
い
た
こ
と
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。こ

の
時
期
の
応
挙
は
、眼
鏡
絵
の
制
作
を
通
じ
て

西
洋
画
の
遠
近
法
や
陰
影
法
を
修
得
し
、自
身

の
作
風
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。山
ひ
だ
や
波

の
写
実
的
な
表
現
は
そ
の
成
果
と
い
え
る
。現

在
、「
淀
川
両
岸
図
巻
」は
公
益
財
団
法
人
ア
ル

カ
ン
シ
エ
ー
ル
美
術
財
団
が
所
蔵
し
、ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク（
群
馬
県
渋
川
市
）に

収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

今
昔
館
所
蔵
の「
淀
川
両
岸
帖
」に
は
、制
作

の
経
緯
を
書
い
た
別
紙
が
存
在
す
る
。

於
大
阪
城
紀
州
御
殿

寫
先
師
圓
山
應
擧
先
生
淀
川
両
岸
絵
巻

枚
方
萬
里
荘
田
中
太
介
雅
君
請
嘱

昭
和
庚
辰
五
月 

七
十
二
叟
後
学
耕
園
題
簽

伏
見
乗
舩
場　
門
人
香
桂（
印
）

淀
城　
　
　
　
門
人
章
園（
印
）

八
幡
山
崎　
　
門
人
耕
風（
印
）

枚
方　
　
　
　
門
人
耕
秋（
印
）

守
口　
　
　
　
門
人
耕
喬（
印
）

浪
華
天
満
橋　
耕
園（
印
）（
印
）

こ
れ
は
昭
和
十
五
年
五
月
に
庭
山
耕
園
が

記
し
た
も
の
で
、大
阪
城
の
紀
州
御
殿（
天
臨

閣
）に
お
い
て
円
山
応
挙
の
淀
川
両
岸
絵
巻
を

模
写
し
た
こ
と
、依
頼
主
は
枚
方
萬
里
荘
の
田

中
太
介
と
い
う
人
物
で
あ
る
こ
と
、模
写
の
分

担
は
、「
伏
見
乗
舩
場
」を
山
田
香
桂
、「
淀
城
」

を
春
元
章
園
、「
八
幡
山
崎
」

を
熊
田
耕
風
、「
枚
方
」を
乙

馬
耕
秋
、「
守
口
」を
耕
喬
、そ

し
て
最
後
の「
浪
華
天
満
橋
」

を
耕
園
自
身
が
担
当
し
た
こ

と
が
分
か
る
。

庭
山
耕
園
は
姫
路
の
生
ま

れ
で
、父
が
姫
路
藩
大
坂
蔵

屋
敷
に
つ
と
め
て
い
た
こ
と

か
ら
、廃
藩
置
県
後
は
大
阪

北
船
場
に
居
住
し
た
。大
阪

の
日
本
画
家
・
上
田
耕
冲（
一
八
一
九
〜
一
九

一
一
）に
師
事
し
、四
条
派
の
瀟
洒
で
淡
麗
な

花
鳥
画
を
好
ん
で
描
い
た
。ま
た
、大
阪
画
学

校
の
開
設
に
参
加
し
、大
阪
絵
画
協
会
委
員
、

大
阪
美
術
会
顧
問
を
つ
と
め
る
な
ど
大
阪
画

壇
で
重
き
を
な
し
、さ
ら
に
円
山
応
挙
の
絵
の

鑑
定
を
行
な
っ
て
い
た
。別
添
の
写
真（
図
１
）

に
よ
る
と
、紀
州
御
殿
の
板
敷
の
廊
下
と
お
ぼ

し
き
と
こ
ろ
に
茣
蓙
を
敷
き
、絵
巻
物
を
す
べ

て
広
げ
て
、一
斉
に
模
写
に
と
り
か
か
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

こ
こ
で
模
写
さ
れ
た
六
景
を
紹
介
し
た
い
。

最
初
は「
伏
見
乗
舩
場
」の
場
面（
図
２
）。右
端

に
は
参
勤
交
代
で
使
う
六
艘
の
御
座
船
が
停
泊

し
て
お
り
、藩
の
旗
印
を
掲
げ
て
い
る
。そ
し
て

大
坂
へ
の
船
が
出
帆
す
る
南
浜
周
辺
の
町
並
み

が
描
か
れ
て
い
る
。

次
は「
淀
城
」の
場
面（
図
３
）。画
面
の
下
半

分
に
描
か
れ
た
淀
城
は
、京
都
の
南
を
警
護
す

る
譜
代
大
名
の
城
で
、左
端
に
名
物
の
大
き
な

水
車
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
八
幡
山
崎
」（
図
４
）は
、画
面
の
上
に
天
王

山
が
、下
に
は
男
山
が
上
下
反
対
に
描
か
れ
、

ち
ょ
う
ど
船
上
か
ら
見
渡
し
た
よ
う
な
臨
場

感
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。こ
の
地
は
古
来
、京
に

入
る
要
衝
で
、天
王
山
は
明
智
光
秀
と
羽
柴
秀

吉
の
両
軍
が
戦
っ
た
山
崎
の
古
戦
場
、男
山
に

は
石
清
水
八
幡
宮
が
鎮
座
し
、都
の
裏
鬼
門
を

守
護
し
て
い
た
。伏
見
に
停
泊
し
て
い
た
御
座

船
が
、こ
こ
で
は
帆
い
っ
ぱ
い
に
風
を
受
け
て

大
坂
に
向
か
っ
て
い
る
。

「
枚
方
」（
図
５
）は
、画
面
の
下
に
枚
方
宿

が
描
か
れ
て
い
る
。宿
の
中
心
部
の
建
物
は
瓦

葺
き
で
あ
る
が
、周
辺
部
が
草
葺
き
に
描
か
れ

て
お
り
、当
時
の
民
家
の
屋
根
材
料
の
普
及

状
況
が
よ
く
分
か
る
。

「
守
口
」（
図
６
）は
、大
坂
か
ら
二
里
と
い

う
京
街
道
最
後
の
宿
場
で
、本
陣
は
一
ヵ
所
、

旅
籠
は
二
七
軒
あ
っ
た
。守
口
周
辺
の
淀
川

は
、流
域
で
は
も
っ
と
も
難
所
で
、波
立
つ
急

流
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
が「
浪
華
天
満
橋
」で
あ
る（
図

７
）。薄
暮
の
迫
る
八
軒
家
の
港
に
御
座
船
が

停
泊
し
て
い
る
。旗
印
や
提
灯
に
杏
葉
紋
と
見

え
る
家
紋
が
あ
る
の
で
、佐
賀
鍋
島
藩
の
御
座

船
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。大
坂
の
町
並
み

は
、残
念
な
が
ら
数
件
の
町
家
の
屋
根
し
か
描

か
れ
て
い
な
い
。本
図
で
模
写
さ
れ
た
六
景
は
、

淀
川
の
名
所
と
し
て
様
々
な
絵
画
の
題
材
に

取
り
上
げ
ら
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、模
写
の
依
頼
主
で
あ
っ
た
田
中

太
介（
一
八
七
六
〜
一
九
六
三
）は
、大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）に
尼
崎
で
鉄
道
車
両
を
製
造
す

る
田
中
車
輌
工
場
を
創
業
し
、当
時
は
関
西
財

界
の
有
力
者
で
あ
っ
た（
昭
和
十
五
年
当
時
は

田
中
車
輌
株
式
会
社
。近
畿
車
輛
株
式
会
社
の

前
身
）。京
阪
枚
方
公
園
駅
の
東
の
高
台
に

あ
っ
た
彼
の
私
邸
は
、「
三
万
坪
を
擁
し
て
大

丘
陵
に
陣
取
り
、淀
の
眺
望
を
真
下
に
見
る
絶

景
で
、洋
館
あ
り
茶
屋
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
輪
奐

の
美
を
誇
り
」と
記
さ
れ
て
い
る（『
新
東
亜
建

設
を
誘
導
す
る
人
々
』四
五
九
頁
、日
本
教
育

資
料
刊
行
会
、昭
和
十
四
年
）。昭
和
六
年（
一

九
三
一
）に
は
秩
父
宮
が
こ
こ
に
滞
在
し
、眼

下
の
雄
大
な
淀
川
を
見
て「
萬
里
荘
」の
名
を

付
け
た
。萬
里
荘
の
別
棟
の
茶
室
は
広
島
県
呉

市
に
移
築
さ
れ
、「
松
籟
亭
」と
名
付
け
ら
れ
て

現
存
し
て
い
る（
国
登
録
文
化
財
。昭
和
九
年
、

平
田
雅
哉
の
作
品
）。田
中
は
自
ら
の
半
生
を

描
い
た
画
帖
を
制
作
し
、松
下
幸
之
助
に
茶
道

の
師
を
紹
介
し
、美
術
品
を
収
集
す
る
な
ど
文

化
に
も
造
詣
が
深
い
人
物
で
あ
っ
た
。そ
し
て
、

東
京
の
実
業
家
で
あ
る
原
家
が
所
有
し
て
い

た「
淀
川
両
岸
図
巻
」の
原
本
を
借
用
し
、大
阪

画
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
日
本
画
家
の
庭
山
耕

園
に
模
写
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
完
成
し
た「
淀
川
両
岸
帖
」は
、丁

寧
で
精
緻
な
模
写
に
よ
っ
て
原
本
の
芸
術
性

を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る
。庭
山
耕
園

が
四
条
派
の
源
流
で
あ
る
応
挙
を
尊
崇
し
、真

摯
に
制
作
に
打
ち
込
ん
だ
こ
と
が
伺
え
よ
う
。

耕
園
一
門
は
帝
展
な
ど
の
全
国
画
壇
に
出
品

し
な
か
っ
た
が
、伝
統
的
な
高
い
技
術
を
擁
し

て
い
た
こ
と
は
、こ
の
作
品
か
ら
明
ら
か
に
な

る
。ま
た
模
写
の
制
作
は
、大
大
阪
の
発
展
に

寄
与
し
大
阪
経
済
界
を
代
表
す
る
一
人
で
あ

る
田
中
太
介
が
企
画
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
図
は
近
代
大
阪
の
歴
史
と
美
術
史
の
重

要
な
資
料
で
あ
る
。加
え
て
、大
阪
の
文
化・歴

史
を
語
る
上
で
淀
川
の
存
在
は
計
り
知
れ
な

い
も
の
が
あ
る
。今
昔
館
が
す
で
に
所
蔵
し
て

い
る「
よ
と
川
の
図
」（
一
八
世
紀
末
）と
合
わ

せ
て
考
察
す
る
こ
と
で
、往
時
の
淀
川
の
景
観

や
生
業
、交
通
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
情
報
発
信

が
期
待
で
き
る
作
品
で
あ
る
。
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図6 守口

図2 伏見乗舩場
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〒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。夏祭りを
迎えた大通りには高張提
灯が並び、町家には幔幕が
掛けられ、店先には造り物
や家宝の屏風が飾られて
います。

【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 7月～9月の休館日
7/7、14、21、28　8/4、11、18、25　
9/1、7、8、9、10、11、15、29

火曜日  年末年始  その他臨時開館・臨時休館あり  

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
が
新
た
に
収
蔵
し

た「
淀
川
両
岸
帖
」は
、江
戸
時
代
の
絵
師
・
円

山
応
挙（
一
七
三
三
〜
九
五
）が
描
い
た「
淀
川

両
岸
図
巻
」（
重
要
文
化
財
）の
中
か
ら
選
択
し

た
六
場
面
を
、昭
和
十
五
年（
一
九
四
〇
）に
大

阪
画
壇
の
重
鎮
で
あ
る
庭
山
耕
園（
一
八
六
九

〜
一
九
四
二
）の
一
門
が
忠
実
に
模
写
し
、画

帖
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

原
本
で
あ
る
応
挙
の「
淀
川
両
岸
図
巻
」は
、

宝
暦
十
三
年（
一
七
六
三
）に
下
絵
が
、明
和
二

年（
一
七
六
五
）に
本
画
が
完
成
し
た
。そ
れ
は
、

京
都
の
伏
見
か
ら
大
坂
の
八
軒
家
に
い
た
る

淀
川
両
岸
の
風
景
を
、船
上
か
ら
見
た
か
の
よ

う
に
描
い
た
こ
と
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。こ

の
時
期
の
応
挙
は
、眼
鏡
絵
の
制
作
を
通
じ
て

西
洋
画
の
遠
近
法
や
陰
影
法
を
修
得
し
、自
身

の
作
風
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。山
ひ
だ
や
波

の
写
実
的
な
表
現
は
そ
の
成
果
と
い
え
る
。現

在
、「
淀
川
両
岸
図
巻
」は
公
益
財
団
法
人
ア
ル

カ
ン
シ
エ
ー
ル
美
術
財
団
が
所
蔵
し
、ハ
ラ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ア
ー
ク（
群
馬
県
渋
川
市
）に

収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

今
昔
館
所
蔵
の「
淀
川
両
岸
帖
」に
は
、制
作

の
経
緯
を
書
い
た
別
紙
が
存
在
す
る
。

於
大
阪
城
紀
州
御
殿

寫
先
師
圓
山
應
擧
先
生
淀
川
両
岸
絵
巻

枚
方
萬
里
荘
田
中
太
介
雅
君
請
嘱

昭
和
庚
辰
五
月 

七
十
二
叟
後
学
耕
園
題
簽

伏
見
乗
舩
場　
門
人
香
桂（
印
）

淀
城　
　
　
　
門
人
章
園（
印
）

八
幡
山
崎　
　
門
人
耕
風（
印
）

枚
方　
　
　
　
門
人
耕
秋（
印
）

守
口　
　
　
　
門
人
耕
喬（
印
）

浪
華
天
満
橋　
耕
園（
印
）（
印
）

こ
れ
は
昭
和
十
五
年
五
月
に
庭
山
耕
園
が

記
し
た
も
の
で
、大
阪
城
の
紀
州
御
殿（
天
臨

閣
）に
お
い
て
円
山
応
挙
の
淀
川
両
岸
絵
巻
を

模
写
し
た
こ
と
、依
頼
主
は
枚
方
萬
里
荘
の
田

中
太
介
と
い
う
人
物
で
あ
る
こ
と
、模
写
の
分

担
は
、「
伏
見
乗
舩
場
」を
山
田
香
桂
、「
淀
城
」

を
春
元
章
園
、「
八
幡
山
崎
」

を
熊
田
耕
風
、「
枚
方
」を
乙

馬
耕
秋
、「
守
口
」を
耕
喬
、そ

し
て
最
後
の「
浪
華
天
満
橋
」

を
耕
園
自
身
が
担
当
し
た
こ

と
が
分
か
る
。

庭
山
耕
園
は
姫
路
の
生
ま

れ
で
、父
が
姫
路
藩
大
坂
蔵

屋
敷
に
つ
と
め
て
い
た
こ
と

か
ら
、廃
藩
置
県
後
は
大
阪

北
船
場
に
居
住
し
た
。大
阪

の
日
本
画
家
・
上
田
耕
冲（
一
八
一
九
〜
一
九

一
一
）に
師
事
し
、四
条
派
の
瀟
洒
で
淡
麗
な

花
鳥
画
を
好
ん
で
描
い
た
。ま
た
、大
阪
画
学

校
の
開
設
に
参
加
し
、大
阪
絵
画
協
会
委
員
、

大
阪
美
術
会
顧
問
を
つ
と
め
る
な
ど
大
阪
画

壇
で
重
き
を
な
し
、さ
ら
に
円
山
応
挙
の
絵
の

鑑
定
を
行
な
っ
て
い
た
。別
添
の
写
真（
図
１
）

に
よ
る
と
、紀
州
御
殿
の
板
敷
の
廊
下
と
お
ぼ

し
き
と
こ
ろ
に
茣
蓙
を
敷
き
、絵
巻
物
を
す
べ

て
広
げ
て
、一
斉
に
模
写
に
と
り
か
か
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

こ
こ
で
模
写
さ
れ
た
六
景
を
紹
介
し
た
い
。

最
初
は「
伏
見
乗
舩
場
」の
場
面（
図
２
）。右
端

に
は
参
勤
交
代
で
使
う
六
艘
の
御
座
船
が
停
泊

し
て
お
り
、藩
の
旗
印
を
掲
げ
て
い
る
。そ
し
て

大
坂
へ
の
船
が
出
帆
す
る
南
浜
周
辺
の
町
並
み

が
描
か
れ
て
い
る
。

次
は「
淀
城
」の
場
面（
図
３
）。画
面
の
下
半

分
に
描
か
れ
た
淀
城
は
、京
都
の
南
を
警
護
す

る
譜
代
大
名
の
城
で
、左
端
に
名
物
の
大
き
な

水
車
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
八
幡
山
崎
」（
図
４
）は
、画
面
の
上
に
天
王

山
が
、下
に
は
男
山
が
上
下
反
対
に
描
か
れ
、

ち
ょ
う
ど
船
上
か
ら
見
渡
し
た
よ
う
な
臨
場

感
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。こ
の
地
は
古
来
、京
に

入
る
要
衝
で
、天
王
山
は
明
智
光
秀
と
羽
柴
秀

吉
の
両
軍
が
戦
っ
た
山
崎
の
古
戦
場
、男
山
に

は
石
清
水
八
幡
宮
が
鎮
座
し
、都
の
裏
鬼
門
を

守
護
し
て
い
た
。伏
見
に
停
泊
し
て
い
た
御
座

船
が
、こ
こ
で
は
帆
い
っ
ぱ
い
に
風
を
受
け
て

大
坂
に
向
か
っ
て
い
る
。

「
枚
方
」（
図
５
）は
、画
面
の
下
に
枚
方
宿

が
描
か
れ
て
い
る
。宿
の
中
心
部
の
建
物
は
瓦

葺
き
で
あ
る
が
、周
辺
部
が
草
葺
き
に
描
か
れ

て
お
り
、当
時
の
民
家
の
屋
根
材
料
の
普
及

状
況
が
よ
く
分
か
る
。

「
守
口
」（
図
６
）は
、大
坂
か
ら
二
里
と
い

う
京
街
道
最
後
の
宿
場
で
、本
陣
は
一
ヵ
所
、

旅
籠
は
二
七
軒
あ
っ
た
。守
口
周
辺
の
淀
川

は
、流
域
で
は
も
っ
と
も
難
所
で
、波
立
つ
急

流
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
が「
浪
華
天
満
橋
」で
あ
る（
図

７
）。薄
暮
の
迫
る
八
軒
家
の
港
に
御
座
船
が

停
泊
し
て
い
る
。旗
印
や
提
灯
に
杏
葉
紋
と
見

え
る
家
紋
が
あ
る
の
で
、佐
賀
鍋
島
藩
の
御
座

船
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。大
坂
の
町
並
み

は
、残
念
な
が
ら
数
件
の
町
家
の
屋
根
し
か
描

か
れ
て
い
な
い
。本
図
で
模
写
さ
れ
た
六
景
は
、

淀
川
の
名
所
と
し
て
様
々
な
絵
画
の
題
材
に

取
り
上
げ
ら
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、模
写
の
依
頼
主
で
あ
っ
た
田
中

太
介（
一
八
七
六
〜
一
九
六
三
）は
、大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）に
尼
崎
で
鉄
道
車
両
を
製
造
す

る
田
中
車
輌
工
場
を
創
業
し
、当
時
は
関
西
財

界
の
有
力
者
で
あ
っ
た（
昭
和
十
五
年
当
時
は

田
中
車
輌
株
式
会
社
。近
畿
車
輛
株
式
会
社
の

前
身
）。京
阪
枚
方
公
園
駅
の
東
の
高
台
に

あ
っ
た
彼
の
私
邸
は
、「
三
万
坪
を
擁
し
て
大

丘
陵
に
陣
取
り
、淀
の
眺
望
を
真
下
に
見
る
絶

景
で
、洋
館
あ
り
茶
屋
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
輪
奐

の
美
を
誇
り
」と
記
さ
れ
て
い
る（『
新
東
亜
建

設
を
誘
導
す
る
人
々
』四
五
九
頁
、日
本
教
育

資
料
刊
行
会
、昭
和
十
四
年
）。昭
和
六
年（
一

九
三
一
）に
は
秩
父
宮
が
こ
こ
に
滞
在
し
、眼

下
の
雄
大
な
淀
川
を
見
て「
萬
里
荘
」の
名
を

付
け
た
。萬
里
荘
の
別
棟
の
茶
室
は
広
島
県
呉

市
に
移
築
さ
れ
、「
松
籟
亭
」と
名
付
け
ら
れ
て

現
存
し
て
い
る（
国
登
録
文
化
財
。昭
和
九
年
、

平
田
雅
哉
の
作
品
）。田
中
は
自
ら
の
半
生
を

描
い
た
画
帖
を
制
作
し
、松
下
幸
之
助
に
茶
道

の
師
を
紹
介
し
、美
術
品
を
収
集
す
る
な
ど
文

化
に
も
造
詣
が
深
い
人
物
で
あ
っ
た
。そ
し
て
、

東
京
の
実
業
家
で
あ
る
原
家
が
所
有
し
て
い

た「
淀
川
両
岸
図
巻
」の
原
本
を
借
用
し
、大
阪

画
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
日
本
画
家
の
庭
山
耕

園
に
模
写
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
完
成
し
た「
淀
川
両
岸
帖
」は
、丁

寧
で
精
緻
な
模
写
に
よ
っ
て
原
本
の
芸
術
性

を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る
。庭
山
耕
園

が
四
条
派
の
源
流
で
あ
る
応
挙
を
尊
崇
し
、真

摯
に
制
作
に
打
ち
込
ん
だ
こ
と
が
伺
え
よ
う
。

耕
園
一
門
は
帝
展
な
ど
の
全
国
画
壇
に
出
品

し
な
か
っ
た
が
、伝
統
的
な
高
い
技
術
を
擁
し

て
い
た
こ
と
は
、こ
の
作
品
か
ら
明
ら
か
に
な

る
。ま
た
模
写
の
制
作
は
、大
大
阪
の
発
展
に

寄
与
し
大
阪
経
済
界
を
代
表
す
る
一
人
で
あ

る
田
中
太
介
が
企
画
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
図
は
近
代
大
阪
の
歴
史
と
美
術
史
の
重

要
な
資
料
で
あ
る
。加
え
て
、大
阪
の
文
化・歴

史
を
語
る
上
で
淀
川
の
存
在
は
計
り
知
れ
な

い
も
の
が
あ
る
。今
昔
館
が
す
で
に
所
蔵
し
て

い
る「
よ
と
川
の
図
」（
一
八
世
紀
末
）と
合
わ

せ
て
考
察
す
る
こ
と
で
、往
時
の
淀
川
の
景
観

や
生
業
、交
通
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
情
報
発
信

が
期
待
で
き
る
作
品
で
あ
る
。
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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。
※82号でご案内しました「景聴園×今昔館」は中止になりました。

■和紙の建築模型  建築起こし絵図―茶室と社寺と即位図と
   〈 みどころ 〉

・和紙の建築模型は起こし絵図ともいいます。7年をかけて修復した重要文化財
「大工頭中井家関係資料」の中から、茶室や社寺、そして御所の即位図を精選し、
建築空間の魅力を楽しんでいただきます。併せて茶室「蓑庵」（大徳寺玉林院・
重要文化財）の原寸模型を展示し、実物大の建築空間も体験していただきます。
◆会　期：6月3日（水）～7月12日（日）
◆入 館 料：企画展のみ300円

■歳時記と祝い事  大阪くらしの今昔館所蔵品展
   〈 みどころ 〉

・本展では大阪の年中行事と通過儀礼に関連する絵画や工芸品を展示します。
節句の行事や人の一生の中で節目にあたる儀礼など、大阪の人々が大切に
守ってきた生活文化に触れていただきます。
◆会　期：7月23日（木・祝）～9月6日（日）
◆入 館 料：企画展のみ300円

吉田神社大元宮起こし絵図（重文）

造り物　嫁入道具一式の獅子

茶室「蓑庵」原寸模型

二代長谷川貞信「浪花行事十二月」
6月雷師月夏まつり

菅楯彦「春風小午野崎参り」

花嫁衣裳「扇面四季花鳥模様振袖」

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。

図7 浪華天満橋

図3 淀城図5 枚方



天
神
祭
は
疫
病
退
散
を
願
う
祭

礼
で
、七
月
二
十
四
日
に
宵
宮
、二

十
五
日
に
本
宮
を
迎
え
る
。本
宮
で

は
、菅
原
道
真
を
お
祀
り
し
た
御
鳳
輦

を
中
心
と
し
た
渡
御
の
行
列
が
氏
地
を
巡
り

（
陸
渡
御
）、若
松
町
で
船
に
乗
り
込
ん
で
大
川
を

遡
り
、毛
馬
辺
り
で
反
転
し
て
川
を
下
り（
船
渡

御
）、若
松
町
で
再
び
陸
路
を
取
っ
て
天
満
宮
に
還

御
す
る
。現
在
の
よ
う
に
大
川
を
遡
る
船
渡
御
は

昭
和
二
十
八
年（
一
九
五
三
）以
降
の
姿
で
、そ
れ

以
前
は
堂
島
川
を
川
口
の
御
旅
所
ま
で
下
り
、そ

こ
で
神
事
を
執
り
行
っ
た
後
、再
び
堂
島
川
を

遡
っ
て
天
満
宮
に
還
御
す
る
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

こ
の
天
神
祭
の
ジ
オ
ラ
マ
展
示
は
、大
正
十
年

（
一
九
二
一
）に
描
か
れ
た
絵
巻
物「
夏
祭
陸
渡
列

図
」と「
夏
祭
舩
渡
御
図
」（
大
阪
天
満
宮
蔵
）を
も

と
に
、当
時
の
陸
渡
御
・
船
渡
御
の
様
子
を
再
現
し

た
も
の
で
あ
る
。当
時
の
船
渡
御
は
堂
島
川
を
下

り
、川
口
の
御
旅
所
に
向
か
う
コ
ー
ス
で
あ
る
。先

頭
の
ど
ん
ど
こ
船
に
続
い
て
、蒸
気
船
に
曳
航
さ

れ
た
催
太
鼓（
太
鼓
中
）、御
神
酒
講
、獅
子
舞
講

（
天
神
講
）な
ど
が
続
い
て
い
る
。周
辺
を
並
走
し

て
い
る
御
迎
人
形
船
は
、幕
末
以
来
途
絶
え
て
い

て
、大
正
八
年
に
復
活
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。祭
り

に
参
加
し
た
人
々
の
多
く
は
伝
統
的
な
祭
礼
装
束

で
あ
る
が
、和
装
に
カ
ン
カ
ン
帽
、洋
装
に
シ
ル
ク

ハ
ッ
ト
と
い
う
服
装
も
あ
る
。

模
型
の
背
後
に
は
、堂
島
川
右
岸（
北
岸
）の
様

子
を
立
版
古
で
表
現
し
て
い
る
。そ
こ
に
は
、氏
地

の
町
を
進
む
陸
渡
御
の
列
が
あ
る
。御
鳳
輦
、御
錦

蓋
、御
菅
蓋
、鳳
神
輿
、玉
神
輿
な
ど
の
渡
御
列
で

あ
る
。背
後
に
は
、伝
統
的
な
町
家
が
軒
を
連
ね
る

中
に
、大
正
五
年
竣
工
の
大
阪
控
訴
院
が
姿
を
表

し
て
い
る
。大
正
十
年
の
天
神
祭
船
渡
御
は
、大
阪

が
近
代
都
市
に
脱
皮
す
る
さ
な
か
に
執
行
さ
れ
た
。

こ
の
模
型
で
は
、伝
統
の
中
に
も
近
代
化
が
着
実

に
進
ん
で
い
る
祭
り
の
風
俗
や
都
市
景
観
に
ご
注

目
い
た
だ
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、絵
巻
が
描
か
れ
た
大
正
十
年
は
、三

年
前
か
ら
猛
威
を
振
る
っ
て
い
た「
一
九
一
八
年

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
」（
ス
ペ
イ
ン
風
邪
）が
よ
う
や
く

終
息
し
た
年
で
あ
る
。そ
れ
か
ら
一
〇
〇
年
、新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
中
の
今
年
の
天
神
祭
は
、大

阪
天
満
宮
で
神
職
の
み
に
よ
る
神
事
が
行
わ
れ
、

陸
渡
御
・
船
渡
御
な
ど
の
諸
行
事
は
感
染
拡
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大阪くらしの今昔館の近代展示室「天神祭1921ー水都の祝祭」御迎人形船（鎮西八郎・手前）と獅子舞講（天神講・奥）


