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「
町
」は
住
ま
う
上
で
の

共
同
体
の
単
位
だ
っ
た

塚
田
先
生
の
基
調
講
演
で
は
、町
触（
町
奉

行
所
が
出
す
法
令
・
規
則
）や
借
屋
の
契
約
書

（
請
書
）と
い
っ
た
史
料
か
ら
、江
戸
時
代
の
大

坂
の
庶
民
の
住
ま
い
方
が
語
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
中
期（
18
世
紀
半
ば
）、大
坂
の
都

市
空
間
は
、現
在
の
J
R
大
阪
環
状
線
の
内
側

２
／
３
ほ
ど
の
エ
リ
ア
に
形
成
さ
れ
て
い
た

（
図
1
）。北
は
天
満
あ
た
り
か
ら
南
は
道
頓
堀

ま
で
、東
は
大
阪
城
の
東
を
流
れ
て
い
た
猫
間

川
、西
は
木
津
川
あ
た
り
ま
で
。北
組・南
組・天

満
組
に
分
か
れ（
こ
れ
を
三
郷
と
呼
ぶ
）、最
大

2
0
2
3
年
11
月
3
日
に
大
阪
市
立
住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
と
大
阪
く
ら
し

の
今
昔
館
の
共
同
企
画
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。基
調
講

演
で
は
塚
田
孝
先
生（
大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
）に
、江
戸
時
代
の
大
坂
の

町
の
成
り
立
ち
や
、借
屋
の
仕
組
み
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

後
半
は
、今
昔
館
学
芸
員
の
深
田
智
恵
子
さ
ん
が
近
代
大
阪
の
居
住
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
、住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
相
談
担
当
の
神
前
あ
ゆ
み
さ
ん
が
相

談
事
例
に
つ
い
て
報
告
。江
戸
時
代
と
現
代
に
共
通
す
る
都
市
居
住
の
問
題

に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
な
っ
た
講
演
会
を
振
り
返
り
ま
す
。

で
40
万
人
余
り
が
暮
ら
す
大
都
市
だ
っ
た
。

都
市
部
で
の
暮
ら
し
は
町
単
位
で
運
営
さ
れ

て
い
た（
三
郷
全
体
で
６
２
０
町
ほ
ど
）。町
人

と
呼
ば
れ
る
の
は
、家
持（
家
屋
敷
の
持
ち
主
）

で
、１
つ
の
家
屋
敷
に
自
分
の
家
族
だ
け
で
暮

ら
し
、商
売
を
す
る
場
合（
大
店
）も
あ
れ
ば
、店

舗
や
住
居
と
し
て
家
屋
敷
の
一
部
を
貸
し
出
す

場
合
も
あ
っ
た
。家
持
が
寄
り
合
い
を
開
き
、家

の
賃
貸
借
や
奉
公
人
を
置
く
こ
と
な
ど
に
関
す

る
規
則
を
定
め
た
。例
え
ば
、次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た（
道
修
町
三
丁
目
の
場
合
）。

・同
家（
同
居
）は
家
主
の
五
人
組・町
年
寄
な
ど

に
よ
る
調
査
承
認
が
必
要

・借
屋
人
は
こ
れ
ま
で
の
居
所
や
商
売
を
確
認

し
町
全
体
の
承
認
が
必
要
、家
請
状
が
必
要

・奉
公
人
の
雇
い
入
れ
は
主
人
に
任
せ
る
が
身

元
保
証
人
を
つ
け
る
こ
と

・借
屋
で
の
商
売
は
煮
売
り
な
ど
人
を
多
く
集

め
る
も
の
は
禁
止

江
戸
時
代
の
町
は
単
な
る
地
名
で
は
な
く
暮

ら
し
て
い
く
上
で
の
共
同
体
の
単
位
で
、現
代

の
自
治
会・町
会
よ
り
も
ず
っ
と
運
営
の
力
が

強
か
っ
た
と
い
う
。

借
屋
仲
介
と
救
済
を
担
っ
た

「
家
請
人
仲
間
」

家
を
借
り
る
場
合
は
、借
屋
人
の
保
証
人
と

な
る
請
人
と
家
持
の
間
で
契
約
が
交
わ
さ
れ

た
。身
元
保
証
を
商
売
と
し
て
行
う
の
が
家
請

人
で
あ
る
。滞
納
し
た
家
賃
の
取
り
立
て
や
、家

持
が
必
要
な
場
合
に
は
速
や
か
に
退
去
さ
せ

る
役
割
も
担
っ
た
。ま
た
、家
請
人
は
身
元
保

証
を
す
る
ほ
か
に
借
屋
の
紹
介
も
行
い
、仲
介

業
者
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

家
請
を
稼
業
と
す
る
も
の
が
増
え
る
一
方

で
、町
奉
行
所
に
は
借
屋
人
退
去
な
ど
の
訴
訟
が

持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
っ
た
。こ
う

い
っ
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、家
請
人
た
ち
は

町
奉
行
所
に
家
請
人
仲
間
の
公
認
を
提
案
す
る
。

享
保
17（
１
７
３
２
）年
の
町
触
で
、家
請
人
仲
間

と
し
て
53
名
の
家
請
人
が
指
定
さ
れ
た
。

家
請
人
仲
間
で「
家
請
小
屋
」を
持
ち
、借
屋

を
立
退
さ
せ
ら
れ
た
人
を
一
時
的
に
収
容
す

る
場
を
設
け
て
運
営
し
た
。「
家
請
小
屋
」は
行

き
場
を
失
っ
た
借
屋
人
が
無
宿
に
な
る
こ
と

を
防
ぎ
、明
け
渡
し
を
速
や
か
に
す
る
保
証
と

な
っ
た
。こ
れ
は
、現
代
の
言
葉
で
い
え
ば
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
役
割
も
担
っ
た
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、実
際
は
町
奉
行
所
や

家
主
の
利
益
が
優
先
さ
れ
た
。

女
名
前

（
女
性
名
義
で
の
契
約
）の
禁
止

江
戸
時
代
半
ば
の
享
保
15
年
、女
性
が
借
屋
の

名
前
人（
名
義
人
）に
な
る
こ
と
を
禁
止
す
る
制

度
が
で
き
る
。発
端
は
、夫
婦
で
住
ま
う
場
合
に
妻

（
女
房
）の
名
義
に
す
る
こ
と
や
、複
数
の
家
屋
敷

を
持
つ
夫
婦
で
夫
名
義
と
妻
名
義
の
物
件
が
混

在
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
に
あ

る
。お
そ
ら
く
、家
屋
敷
を
抵
当
と
す
る
借
金
を

め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
背
景
に
あ
り
、大
坂
の
経
済

都
市
と
し
て
の
特
質
と
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。し
か
し
、財
産
所
有
権
の
強
さ
か
ら
、家

持
で
は
申
請
に
よ
っ
て
引
き
続
き
３
年
以
内
の

女
名
前（
女
性
が
名
義
人
と
な
る
こ
と
）が
認
め

ら
れ
た
が
、当
初
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
は
な
か
っ
た

借
屋
人
の
女
名
前
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た（
６
月
12
日
の
町
触
）。

大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
。1
9
5
4
生
ま
れ
。東
京
大
学

文
学
部
卒
業
。文
学
博
士
。専
門
は
日
本
近
世
史
。主
な
編
著

書
に『
近
世
大
坂
の
都
市
社
会
』（
吉
川
弘
文
館
）、『
大
坂
民

衆
の
近
世
史―

老
い
と
病
・
生
業
・
下
層
社
会
』（
ち
く
ま
新

書
）、『
史
料
か
ら
読
む
近
世
大
坂
』（
和
泉
書
院
）な
ど
。

塚
田
　
孝 

氏

つ
か
だ

た
か
し

一・二
条
目
は
家
持
と
借
屋
を
区
別
し
て
い

な
い
が
、三・四
条
目
で
新
た
な
借
屋
の
女
名
前

が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、結
果
と
し
て

借
屋
の
女
名
前
だ
け
が
一
掃
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

借
屋
人
が
女
性
だ
け
の
家
族
に
な
っ
た
場

合
は
、家
を
借
り
る
た
め
に
男
性
の
名
義
人
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。男
性
名
義
で
家
を
借

り
て
も
ら
い
同
家（
同
居
人
）と
な
る
か
、養
子

を
迎
え
た
り
し
た
。借
屋
の
た
め
に
結
婚
を
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。

夫
の
失
踪
で
借
屋
の
退
去
を
余
儀
な
く
さ

れ
、「
家
請
小
屋
」に
入
っ
た
一
家
の
記
録
か
ら
、

同
家
や
養
子
を
と
る
、あ
る
い
は
婚
姻
な
ど
で

男
名
前
を
確
保
し
て
住
ま
い
を
転
々
と
し
た

事
例
が
確
認
で
き
た
と
い
う
。借
屋
暮
ら
し
は

不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

江
戸
か
ら
明
治
へ

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
９
階
展
示
室
に
は
、

天
保
年
間（
1
8
3
0
年
代
）の
大
坂
の
町
並
み

「
大
坂
町
三
丁
目
」が
再
現
さ
れ
て
い
る
。学
芸
員

の
深
田
さ
ん
に
よ
る
と「
町
一
番
の
大
店
で
あ
る

薬
屋
や
、仕
舞
屋
の
主
人
は
、町
会
所
で
行
う
寄

合
に
参
加
し
て
町
の
自
治
運
営
管
理
を
担
う
家

持
で
、町
会
所
の
裏
に
あ
る
４
軒
長
屋
は
町
が
管

理
し
て
い
る
」と
い
う
設
定
だ
。

塚
田
先
生
の
講
演
で
は
江
戸
時
代
の
借
屋
暮

ら
し
の
不
安
定
さ
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。ま
た
、

町
と
い
う
共
同
体
が
土
地
売
買
や
借
屋
、家
並
に

関
す
る
規
則
を
作
っ
て
、居
住
環
境
の
維
持
に
つ

と
め
た
。明
治
期
に
入
る
と
、町
の
仕
組
み
が
解

体
さ
れ
共
同
体
の
規
則
が
取
り
払
わ
れ
た
。

明
治
期
の
賃
貸
借
の
史
料
を
見
る
と
、借
屋

の
契
約
書
に
は
家
持
に
有
利
な
内
容
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。一
方
で
、家
賃
滞
納
が
あ
っ
て
も
即

時
退
去
を
求
め
ず
、保
証
金
で
賄
え
る
範
囲
内
で

柔
軟
に
対
応
し
た
記
録
な
ど
も
残
っ
て
い
る
。

「
家
主
の
立
場
が
強
い
と
い
う
点
で
は
、江
戸
時

代
か
ら
続
く
慣
習
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
」と
深
田
さ
ん
は
語
っ
た
。

﹇
家
屋
賃
借
確
証（
賃
貸
契
約
書
）の
記
載
項
目
例
﹈

・家
賃
は
毎
月
2
8
日
。一
度
で
も
滞
納
が
あ
れ

ば
直
ち
に
退
去
。

・家
主
の
都
合
で
家
明
渡
し
を
要
請
さ
れ
て
も

苦
情
を
言
わ
ず
、応
じ
る
こ
と
。

・退
去
の
際
、家
主・借
主
立
会
で
家
附
物
の
確
認

を
行
う
。不
足
、破
損
が
あ
れ
ば 

借
屋
人
が
弁
償
。

都
市
居
住
に
お
け
る
住
ま
い
の
問
題

住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
の
相
談
窓
口
で
は

令
和
4
年
度
に
約
８
０
０
０
件
の
相
談
を
受

け
た（
図
２
）。特
に
多
く
寄
せ
ら
れ
る
の
が
住

み
替
え
や
賃
貸
借
に
関
す
る
相
談
だ
。都
市
居

住
に
特
徴
的
な
悩
み
と
し
て
は
、マ
ン
シ
ョ
ン

の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
や
、相
隣
問
題
に

お
け
る
騒
音
が
多
い
。珍
し
い
と
こ
ろ
で
は
香
害

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
に
は
家
請
小
屋
が
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
、現
代
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
支
援
の
仕
組
み
が
あ
る
。保
証
人
と

な
る
人
が
い
な
い
場
合
に
は
家
賃
保
証
会
社
を
利

用
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
。住
み
替
え
に
お

い
て
は
、公
営
住
宅
の
ほ
か
、高
齢
者
や
障
が
い

者
な
ど
の
入
居
を
断
ら
な
い
賃
貸
住
宅
の
登
録

制
度
や
居
住
支
援
法
人（
都
道
府
県
登
録
）に
よ

る
情
報
提
供
や
相
談
な
ど
の
支
援
が
あ
る
。

神
前
さ
ん
は「
私
た
ち
は
消
費
者
側
、弱
い

立
場
に
あ
る
人
の
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま

す
。法
律
や
制
度
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
が
あ

る
こ
と
を
、住
ま
い
の
問
題
を
抱
え
る
人
に
、よ

り
伝
え
て
い
き
た
い
」と
語
っ
た
。

大
坂
か
ら
大
阪
へ

江
戸
時
代
の
大
坂
は
、多
く
の
人
が
暮
ら

し
、社
会
的
に
多
様
で
複
雑
な
大
都
市
だ
っ
た
。

塚
田
先
生
は「
大
坂
が
巨
大
な
都
市
へ
と
発
展

す
る
中
で
家
請
人
が
賃
貸
仲
介
を
担
う
稼
業

と
し
て
成
立
し
た
り
、女
名
前
の
取
締
な
ど
が

定
着
し
て
き
た
。大
坂
と
い
う
都
市
の
特
質
や

偶
然
が
絡
み
合
っ
て
、慣
習
や
仕
組
み
が
蓄
積

し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
」と
語
っ
た
。増
井
館
長

は「
江
戸
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
大
阪
に
は
い
ろ

い
ろ
な
人
が
住
ん
で
い
る
。不
安
定
な
借
屋
人

の
住
ま
い
方
や
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
存
在

な
ど
、歴
史
的
に
繰
り
か
え
し
な
が
ら
現
代
に

繋
が
っ
て
い
る
。改
め
て
、相
談
業
務
が
住
ま
い

の
課
題
に
向
き
合
う
第
一
線
に
あ
る
と
感
じ

た
」と
締
め
括
っ
た
。

のぞいてみよう！ 江戸時代の大坂の暮らし
-大坂から大阪へ。都市に住まう庶民の生活の知恵-
11月3日（金・祝）　13：30～15：30開催
【第一部】 基調講演 
　　　　　近世大坂の「町」の仕組みと借屋人
　　　　   ―家請人仲間を中心に―
                    塚田孝 氏（大阪市立大学名誉教授）
【第二部】 パネルディスカッション
パネリスト：神前あゆみ（大阪市立住まい情報センター相談担当）
　　　　　深田智恵子（大阪くらしの今昔館学芸員）
コーディネーター：増井正哉（大阪くらしの今昔館館長）
コメンテーター：塚田孝 氏

開 催 概 要

1

ね
こ
ま

ま
ち
ぶ
れ

い
え
も
ち

あんじゅはウェブサイトでもご覧頂けます。

の
ぞ
い
て
み
よ
う
!
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（図1） 江戸時代中期（18世紀半ば）の大坂
　「大坂三郷町絵図」（江戸時代中期・大阪歴史博物館蔵）を加工

「
町
」は
住
ま
う
上
で
の

共
同
体
の
単
位
だ
っ
た

塚
田
先
生
の
基
調
講
演
で
は
、町
触（
町
奉

行
所
が
出
す
法
令
・
規
則
）や
借
屋
の
契
約
書

（
請
書
）と
い
っ
た
史
料
か
ら
、江
戸
時
代
の
大

坂
の
庶
民
の
住
ま
い
方
が
語
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
中
期（
18
世
紀
半
ば
）、大
坂
の
都

市
空
間
は
、現
在
の
J
R
大
阪
環
状
線
の
内
側

２
／
３
ほ
ど
の
エ
リ
ア
に
形
成
さ
れ
て
い
た

（
図
1
）。北
は
天
満
あ
た
り
か
ら
南
は
道
頓
堀

ま
で
、東
は
大
阪
城
の
東
を
流
れ
て
い
た
猫
間

川
、西
は
木
津
川
あ
た
り
ま
で
。北
組・南
組・天

満
組
に
分
か
れ（
こ
れ
を
三
郷
と
呼
ぶ
）、最
大

で
40
万
人
余
り
が
暮
ら
す
大
都
市
だ
っ
た
。

都
市
部
で
の
暮
ら
し
は
町
単
位
で
運
営
さ
れ

て
い
た（
三
郷
全
体
で
６
２
０
町
ほ
ど
）。町
人

と
呼
ば
れ
る
の
は
、家
持（
家
屋
敷
の
持
ち
主
）

で
、１
つ
の
家
屋
敷
に
自
分
の
家
族
だ
け
で
暮

ら
し
、商
売
を
す
る
場
合（
大
店
）も
あ
れ
ば
、店

舗
や
住
居
と
し
て
家
屋
敷
の
一
部
を
貸
し
出
す

場
合
も
あ
っ
た
。家
持
が
寄
り
合
い
を
開
き
、家

の
賃
貸
借
や
奉
公
人
を
置
く
こ
と
な
ど
に
関
す

る
規
則
を
定
め
た
。例
え
ば
、次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た（
道
修
町
三
丁
目
の
場
合
）。

・同
家（
同
居
）は
家
主
の
五
人
組・町
年
寄
な
ど

に
よ
る
調
査
承
認
が
必
要

・借
屋
人
は
こ
れ
ま
で
の
居
所
や
商
売
を
確
認

し
町
全
体
の
承
認
が
必
要
、家
請
状
が
必
要

・奉
公
人
の
雇
い
入
れ
は
主
人
に
任
せ
る
が
身

元
保
証
人
を
つ
け
る
こ
と

・借
屋
で
の
商
売
は
煮
売
り
な
ど
人
を
多
く
集

め
る
も
の
は
禁
止

江
戸
時
代
の
町
は
単
な
る
地
名
で
は
な
く
暮

ら
し
て
い
く
上
で
の
共
同
体
の
単
位
で
、現
代

の
自
治
会・町
会
よ
り
も
ず
っ
と
運
営
の
力
が

強
か
っ
た
と
い
う
。

借
屋
仲
介
と
救
済
を
担
っ
た

「
家
請
人
仲
間
」

家
を
借
り
る
場
合
は
、借
屋
人
の
保
証
人
と

な
る
請
人
と
家
持
の
間
で
契
約
が
交
わ
さ
れ

た
。身
元
保
証
を
商
売
と
し
て
行
う
の
が
家
請

人
で
あ
る
。滞
納
し
た
家
賃
の
取
り
立
て
や
、家

持
が
必
要
な
場
合
に
は
速
や
か
に
退
去
さ
せ

る
役
割
も
担
っ
た
。ま
た
、家
請
人
は
身
元
保

証
を
す
る
ほ
か
に
借
屋
の
紹
介
も
行
い
、仲
介

業
者
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

家
請
を
稼
業
と
す
る
も
の
が
増
え
る
一
方

で
、町
奉
行
所
に
は
借
屋
人
退
去
な
ど
の
訴
訟
が

持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
っ
た
。こ
う

い
っ
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、家
請
人
た
ち
は

町
奉
行
所
に
家
請
人
仲
間
の
公
認
を
提
案
す
る
。

享
保
17（
１
７
３
２
）年
の
町
触
で
、家
請
人
仲
間

と
し
て
53
名
の
家
請
人
が
指
定
さ
れ
た
。

家
請
人
仲
間
で「
家
請
小
屋
」を
持
ち
、借
屋

を
立
退
さ
せ
ら
れ
た
人
を
一
時
的
に
収
容
す

る
場
を
設
け
て
運
営
し
た
。「
家
請
小
屋
」は
行

き
場
を
失
っ
た
借
屋
人
が
無
宿
に
な
る
こ
と

を
防
ぎ
、明
け
渡
し
を
速
や
か
に
す
る
保
証
と

な
っ
た
。こ
れ
は
、現
代
の
言
葉
で
い
え
ば
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
役
割
も
担
っ
た
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、実
際
は
町
奉
行
所
や

家
主
の
利
益
が
優
先
さ
れ
た
。

女
名
前

（
女
性
名
義
で
の
契
約
）の
禁
止

江
戸
時
代
半
ば
の
享
保
15
年
、女
性
が
借
屋
の

名
前
人（
名
義
人
）に
な
る
こ
と
を
禁
止
す
る
制

度
が
で
き
る
。発
端
は
、夫
婦
で
住
ま
う
場
合
に
妻

（
女
房
）の
名
義
に
す
る
こ
と
や
、複
数
の
家
屋
敷

を
持
つ
夫
婦
で
夫
名
義
と
妻
名
義
の
物
件
が
混

在
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
に
あ

る
。お
そ
ら
く
、家
屋
敷
を
抵
当
と
す
る
借
金
を

め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
背
景
に
あ
り
、大
坂
の
経
済

都
市
と
し
て
の
特
質
と
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。し
か
し
、財
産
所
有
権
の
強
さ
か
ら
、家

持
で
は
申
請
に
よ
っ
て
引
き
続
き
３
年
以
内
の

女
名
前（
女
性
が
名
義
人
と
な
る
こ
と
）が
認
め

ら
れ
た
が
、当
初
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
は
な
か
っ
た

借
屋
人
の
女
名
前
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た（
６
月
12
日
の
町
触
）。

一・二
条
目
は
家
持
と
借
屋
を
区
別
し
て
い

な
い
が
、三・四
条
目
で
新
た
な
借
屋
の
女
名
前

が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、結
果
と
し
て

借
屋
の
女
名
前
だ
け
が
一
掃
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

借
屋
人
が
女
性
だ
け
の
家
族
に
な
っ
た
場

合
は
、家
を
借
り
る
た
め
に
男
性
の
名
義
人
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。男
性
名
義
で
家
を
借

り
て
も
ら
い
同
家（
同
居
人
）と
な
る
か
、養
子

を
迎
え
た
り
し
た
。借
屋
の
た
め
に
結
婚
を
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。

夫
の
失
踪
で
借
屋
の
退
去
を
余
儀
な
く
さ

れ
、「
家
請
小
屋
」に
入
っ
た
一
家
の
記
録
か
ら
、

同
家
や
養
子
を
と
る
、あ
る
い
は
婚
姻
な
ど
で

男
名
前
を
確
保
し
て
住
ま
い
を
転
々
と
し
た

事
例
が
確
認
で
き
た
と
い
う
。借
屋
暮
ら
し
は

不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

江
戸
か
ら
明
治
へ

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
９
階
展
示
室
に
は
、

天
保
年
間（
1
8
3
0
年
代
）の
大
坂
の
町
並
み

「
大
坂
町
三
丁
目
」が
再
現
さ
れ
て
い
る
。学
芸
員

の
深
田
さ
ん
に
よ
る
と「
町
一
番
の
大
店
で
あ
る

薬
屋
や
、仕
舞
屋
の
主
人
は
、町
会
所
で
行
う
寄

合
に
参
加
し
て
町
の
自
治
運
営
管
理
を
担
う
家

持
で
、町
会
所
の
裏
に
あ
る
４
軒
長
屋
は
町
が
管

理
し
て
い
る
」と
い
う
設
定
だ
。

塚
田
先
生
の
講
演
で
は
江
戸
時
代
の
借
屋
暮

ら
し
の
不
安
定
さ
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。ま
た
、

町
と
い
う
共
同
体
が
土
地
売
買
や
借
屋
、家
並
に

関
す
る
規
則
を
作
っ
て
、居
住
環
境
の
維
持
に
つ

と
め
た
。明
治
期
に
入
る
と
、町
の
仕
組
み
が
解

体
さ
れ
共
同
体
の
規
則
が
取
り
払
わ
れ
た
。

明
治
期
の
賃
貸
借
の
史
料
を
見
る
と
、借
屋

の
契
約
書
に
は
家
持
に
有
利
な
内
容
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。一
方
で
、家
賃
滞
納
が
あ
っ
て
も
即

時
退
去
を
求
め
ず
、保
証
金
で
賄
え
る
範
囲
内
で

柔
軟
に
対
応
し
た
記
録
な
ど
も
残
っ
て
い
る
。

「
家
主
の
立
場
が
強
い
と
い
う
点
で
は
、江
戸
時

代
か
ら
続
く
慣
習
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
」と
深
田
さ
ん
は
語
っ
た
。

﹇
家
屋
賃
借
確
証（
賃
貸
契
約
書
）の
記
載
項
目
例
﹈

・家
賃
は
毎
月
2
8
日
。一
度
で
も
滞
納
が
あ
れ

ば
直
ち
に
退
去
。

・家
主
の
都
合
で
家
明
渡
し
を
要
請
さ
れ
て
も

苦
情
を
言
わ
ず
、応
じ
る
こ
と
。

・退
去
の
際
、家
主・借
主
立
会
で
家
附
物
の
確
認

を
行
う
。不
足
、破
損
が
あ
れ
ば 

借
屋
人
が
弁
償
。

都
市
居
住
に
お
け
る
住
ま
い
の
問
題

住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
の
相
談
窓
口
で
は

令
和
4
年
度
に
約
８
０
０
０
件
の
相
談
を
受

け
た（
図
２
）。特
に
多
く
寄
せ
ら
れ
る
の
が
住

み
替
え
や
賃
貸
借
に
関
す
る
相
談
だ
。都
市
居

住
に
特
徴
的
な
悩
み
と
し
て
は
、マ
ン
シ
ョ
ン

の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
や
、相
隣
問
題
に

お
け
る
騒
音
が
多
い
。珍
し
い
と
こ
ろ
で
は
香
害

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
に
は
家
請
小
屋
が
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
、現
代
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
支
援
の
仕
組
み
が
あ
る
。保
証
人
と

な
る
人
が
い
な
い
場
合
に
は
家
賃
保
証
会
社
を
利

用
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
。住
み
替
え
に
お

い
て
は
、公
営
住
宅
の
ほ
か
、高
齢
者
や
障
が
い

者
な
ど
の
入
居
を
断
ら
な
い
賃
貸
住
宅
の
登
録

制
度
や
居
住
支
援
法
人（
都
道
府
県
登
録
）に
よ

る
情
報
提
供
や
相
談
な
ど
の
支
援
が
あ
る
。

神
前
さ
ん
は「
私
た
ち
は
消
費
者
側
、弱
い

立
場
に
あ
る
人
の
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま

す
。法
律
や
制
度
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
が
あ

る
こ
と
を
、住
ま
い
の
問
題
を
抱
え
る
人
に
、よ

り
伝
え
て
い
き
た
い
」と
語
っ
た
。

大
坂
か
ら
大
阪
へ

江
戸
時
代
の
大
坂
は
、多
く
の
人
が
暮
ら

し
、社
会
的
に
多
様
で
複
雑
な
大
都
市
だ
っ
た
。

塚
田
先
生
は「
大
坂
が
巨
大
な
都
市
へ
と
発
展

す
る
中
で
家
請
人
が
賃
貸
仲
介
を
担
う
稼
業

と
し
て
成
立
し
た
り
、女
名
前
の
取
締
な
ど
が

定
着
し
て
き
た
。大
坂
と
い
う
都
市
の
特
質
や

偶
然
が
絡
み
合
っ
て
、慣
習
や
仕
組
み
が
蓄
積

し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
」と
語
っ
た
。増
井
館
長

は「
江
戸
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
大
阪
に
は
い
ろ

い
ろ
な
人
が
住
ん
で
い
る
。不
安
定
な
借
屋
人

の
住
ま
い
方
や
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
存
在

な
ど
、歴
史
的
に
繰
り
か
え
し
な
が
ら
現
代
に

繋
が
っ
て
い
る
。改
め
て
、相
談
業
務
が
住
ま
い

の
課
題
に
向
き
合
う
第
一
線
に
あ
る
と
感
じ

た
」と
締
め
括
っ
た
。

2

い
え
う
け
に
ん
な
か
ま

お
ん
な
な
ま
え

ー
大
坂
か
ら
大
阪
へ
。都
市
に

　
住
ま
う
庶
民
の
生
活
の
知
恵
ー 

報
告

﹇
享
保
15
年
6
月
12
日
町
触
の
概
要
﹈

一、女
名
前
は
、本
人
と
町
年
寄
が
惣
会
所

　
（
北
組・南
組・天
満
組
に
設
置
）に
届
け
て

　

 

承
認
を
得
る
こ
と

二
、承
認
を
受
け
て
も
男
名
前
が
で
き
次
第

     

切
り
替
え
る
こ
と

三
、大
坂
の
都
市
部（
三
郷
）の
外
か
ら
新
規
に

     

女
名
前
で
借
屋
を
借
り
る
こ
と
は
禁
止

四
、現
状
認
め
る
が
、今
後
新
た
に
女
名
前
で

     

借
屋
を
貸
し
て
は
い
け
な
い

そ
う
か
い
し
ょ



（図2） 住まい情報センター
　　   令和４年度の相談内訳

賃貸借
20％

建築
13％

税金・
保険 5％

相隣 7％

その他
 7％

マンション
管理 7％

住み替え
相談
 37％

売買 4％令和4年度
一般相談
7,936件

「
町
」は
住
ま
う
上
で
の

共
同
体
の
単
位
だ
っ
た

塚
田
先
生
の
基
調
講
演
で
は
、町
触（
町
奉

行
所
が
出
す
法
令
・
規
則
）や
借
屋
の
契
約
書

（
請
書
）と
い
っ
た
史
料
か
ら
、江
戸
時
代
の
大

坂
の
庶
民
の
住
ま
い
方
が
語
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
中
期（
18
世
紀
半
ば
）、大
坂
の
都

市
空
間
は
、現
在
の
J
R
大
阪
環
状
線
の
内
側

２
／
３
ほ
ど
の
エ
リ
ア
に
形
成
さ
れ
て
い
た

（
図
1
）。北
は
天
満
あ
た
り
か
ら
南
は
道
頓
堀

ま
で
、東
は
大
阪
城
の
東
を
流
れ
て
い
た
猫
間

川
、西
は
木
津
川
あ
た
り
ま
で
。北
組・南
組・天

満
組
に
分
か
れ（
こ
れ
を
三
郷
と
呼
ぶ
）、最
大

で
40
万
人
余
り
が
暮
ら
す
大
都
市
だ
っ
た
。

都
市
部
で
の
暮
ら
し
は
町
単
位
で
運
営
さ
れ

て
い
た（
三
郷
全
体
で
６
２
０
町
ほ
ど
）。町
人

と
呼
ば
れ
る
の
は
、家
持（
家
屋
敷
の
持
ち
主
）

で
、１
つ
の
家
屋
敷
に
自
分
の
家
族
だ
け
で
暮

ら
し
、商
売
を
す
る
場
合（
大
店
）も
あ
れ
ば
、店

舗
や
住
居
と
し
て
家
屋
敷
の
一
部
を
貸
し
出
す

場
合
も
あ
っ
た
。家
持
が
寄
り
合
い
を
開
き
、家

の
賃
貸
借
や
奉
公
人
を
置
く
こ
と
な
ど
に
関
す

る
規
則
を
定
め
た
。例
え
ば
、次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た（
道
修
町
三
丁
目
の
場
合
）。

・同
家（
同
居
）は
家
主
の
五
人
組・町
年
寄
な
ど

に
よ
る
調
査
承
認
が
必
要

・借
屋
人
は
こ
れ
ま
で
の
居
所
や
商
売
を
確
認

し
町
全
体
の
承
認
が
必
要
、家
請
状
が
必
要

・奉
公
人
の
雇
い
入
れ
は
主
人
に
任
せ
る
が
身

元
保
証
人
を
つ
け
る
こ
と

・借
屋
で
の
商
売
は
煮
売
り
な
ど
人
を
多
く
集

め
る
も
の
は
禁
止

江
戸
時
代
の
町
は
単
な
る
地
名
で
は
な
く
暮

ら
し
て
い
く
上
で
の
共
同
体
の
単
位
で
、現
代

の
自
治
会・町
会
よ
り
も
ず
っ
と
運
営
の
力
が

強
か
っ
た
と
い
う
。

借
屋
仲
介
と
救
済
を
担
っ
た

「
家
請
人
仲
間
」

家
を
借
り
る
場
合
は
、借
屋
人
の
保
証
人
と

な
る
請
人
と
家
持
の
間
で
契
約
が
交
わ
さ
れ

た
。身
元
保
証
を
商
売
と
し
て
行
う
の
が
家
請

人
で
あ
る
。滞
納
し
た
家
賃
の
取
り
立
て
や
、家

持
が
必
要
な
場
合
に
は
速
や
か
に
退
去
さ
せ

る
役
割
も
担
っ
た
。ま
た
、家
請
人
は
身
元
保

証
を
す
る
ほ
か
に
借
屋
の
紹
介
も
行
い
、仲
介

業
者
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

家
請
を
稼
業
と
す
る
も
の
が
増
え
る
一
方

で
、町
奉
行
所
に
は
借
屋
人
退
去
な
ど
の
訴
訟
が

持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
っ
た
。こ
う

い
っ
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、家
請
人
た
ち
は

町
奉
行
所
に
家
請
人
仲
間
の
公
認
を
提
案
す
る
。

享
保
17（
１
７
３
２
）年
の
町
触
で
、家
請
人
仲
間

と
し
て
53
名
の
家
請
人
が
指
定
さ
れ
た
。

家
請
人
仲
間
で「
家
請
小
屋
」を
持
ち
、借
屋

を
立
退
さ
せ
ら
れ
た
人
を
一
時
的
に
収
容
す

る
場
を
設
け
て
運
営
し
た
。「
家
請
小
屋
」は
行

き
場
を
失
っ
た
借
屋
人
が
無
宿
に
な
る
こ
と

を
防
ぎ
、明
け
渡
し
を
速
や
か
に
す
る
保
証
と

な
っ
た
。こ
れ
は
、現
代
の
言
葉
で
い
え
ば
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
役
割
も
担
っ
た
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、実
際
は
町
奉
行
所
や

家
主
の
利
益
が
優
先
さ
れ
た
。

女
名
前

（
女
性
名
義
で
の
契
約
）の
禁
止

江
戸
時
代
半
ば
の
享
保
15
年
、女
性
が
借
屋
の

名
前
人（
名
義
人
）に
な
る
こ
と
を
禁
止
す
る
制

度
が
で
き
る
。発
端
は
、夫
婦
で
住
ま
う
場
合
に
妻

（
女
房
）の
名
義
に
す
る
こ
と
や
、複
数
の
家
屋
敷

を
持
つ
夫
婦
で
夫
名
義
と
妻
名
義
の
物
件
が
混

在
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
に
あ

る
。お
そ
ら
く
、家
屋
敷
を
抵
当
と
す
る
借
金
を

め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
背
景
に
あ
り
、大
坂
の
経
済

都
市
と
し
て
の
特
質
と
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。し
か
し
、財
産
所
有
権
の
強
さ
か
ら
、家

持
で
は
申
請
に
よ
っ
て
引
き
続
き
３
年
以
内
の

女
名
前（
女
性
が
名
義
人
と
な
る
こ
と
）が
認
め

ら
れ
た
が
、当
初
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
は
な
か
っ
た

借
屋
人
の
女
名
前
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た（
６
月
12
日
の
町
触
）。

神前 あゆみ
(大阪市立住まい情報センター相談担当)

深田 智恵子
(大阪くらしの今昔館学芸員)

増井 正哉
(大阪くらしの今昔館館長)

塚田 孝
(大阪市立大学名誉教授)

　　のぞいてみよう！ 江戸時代の大坂の暮らし

一・二
条
目
は
家
持
と
借
屋
を
区
別
し
て
い

な
い
が
、三・四
条
目
で
新
た
な
借
屋
の
女
名
前

が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、結
果
と
し
て

借
屋
の
女
名
前
だ
け
が
一
掃
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

借
屋
人
が
女
性
だ
け
の
家
族
に
な
っ
た
場

合
は
、家
を
借
り
る
た
め
に
男
性
の
名
義
人
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。男
性
名
義
で
家
を
借

り
て
も
ら
い
同
家（
同
居
人
）と
な
る
か
、養
子

を
迎
え
た
り
し
た
。借
屋
の
た
め
に
結
婚
を
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。

夫
の
失
踪
で
借
屋
の
退
去
を
余
儀
な
く
さ

れ
、「
家
請
小
屋
」に
入
っ
た
一
家
の
記
録
か
ら
、

同
家
や
養
子
を
と
る
、あ
る
い
は
婚
姻
な
ど
で

男
名
前
を
確
保
し
て
住
ま
い
を
転
々
と
し
た

事
例
が
確
認
で
き
た
と
い
う
。借
屋
暮
ら
し
は

不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

江
戸
か
ら
明
治
へ

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
９
階
展
示
室
に
は
、

天
保
年
間（
1
8
3
0
年
代
）の
大
坂
の
町
並
み

「
大
坂
町
三
丁
目
」が
再
現
さ
れ
て
い
る
。学
芸
員

の
深
田
さ
ん
に
よ
る
と「
町
一
番
の
大
店
で
あ
る

薬
屋
や
、仕
舞
屋
の
主
人
は
、町
会
所
で
行
う
寄

合
に
参
加
し
て
町
の
自
治
運
営
管
理
を
担
う
家

持
で
、町
会
所
の
裏
に
あ
る
４
軒
長
屋
は
町
が
管

理
し
て
い
る
」と
い
う
設
定
だ
。

塚
田
先
生
の
講
演
で
は
江
戸
時
代
の
借
屋
暮

ら
し
の
不
安
定
さ
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。ま
た
、

町
と
い
う
共
同
体
が
土
地
売
買
や
借
屋
、家
並
に

関
す
る
規
則
を
作
っ
て
、居
住
環
境
の
維
持
に
つ

と
め
た
。明
治
期
に
入
る
と
、町
の
仕
組
み
が
解

体
さ
れ
共
同
体
の
規
則
が
取
り
払
わ
れ
た
。

明
治
期
の
賃
貸
借
の
史
料
を
見
る
と
、借
屋

の
契
約
書
に
は
家
持
に
有
利
な
内
容
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。一
方
で
、家
賃
滞
納
が
あ
っ
て
も
即

時
退
去
を
求
め
ず
、保
証
金
で
賄
え
る
範
囲
内
で

柔
軟
に
対
応
し
た
記
録
な
ど
も
残
っ
て
い
る
。

「
家
主
の
立
場
が
強
い
と
い
う
点
で
は
、江
戸
時

代
か
ら
続
く
慣
習
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
」と
深
田
さ
ん
は
語
っ
た
。

﹇
家
屋
賃
借
確
証（
賃
貸
契
約
書
）の
記
載
項
目
例
﹈

・家
賃
は
毎
月
2
8
日
。一
度
で
も
滞
納
が
あ
れ

ば
直
ち
に
退
去
。

・家
主
の
都
合
で
家
明
渡
し
を
要
請
さ
れ
て
も

苦
情
を
言
わ
ず
、応
じ
る
こ
と
。

・退
去
の
際
、家
主・借
主
立
会
で
家
附
物
の
確
認

を
行
う
。不
足
、破
損
が
あ
れ
ば 

借
屋
人
が
弁
償
。

都
市
居
住
に
お
け
る
住
ま
い
の
問
題

住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
の
相
談
窓
口
で
は

令
和
4
年
度
に
約
８
０
０
０
件
の
相
談
を
受

け
た（
図
２
）。特
に
多
く
寄
せ
ら
れ
る
の
が
住

み
替
え
や
賃
貸
借
に
関
す
る
相
談
だ
。都
市
居

住
に
特
徴
的
な
悩
み
と
し
て
は
、マ
ン
シ
ョ
ン

の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
や
、相
隣
問
題
に

お
け
る
騒
音
が
多
い
。珍
し
い
と
こ
ろ
で
は
香
害

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
に
は
家
請
小
屋
が
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
、現
代
に
も

特 集

さ
ま
ざ
ま
な
支
援
の
仕
組
み
が
あ
る
。保
証
人
と

な
る
人
が
い
な
い
場
合
に
は
家
賃
保
証
会
社
を
利

用
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
。住
み
替
え
に
お

い
て
は
、公
営
住
宅
の
ほ
か
、高
齢
者
や
障
が
い

者
な
ど
の
入
居
を
断
ら
な
い
賃
貸
住
宅
の
登
録

制
度
や
居
住
支
援
法
人（
都
道
府
県
登
録
）に
よ

る
情
報
提
供
や
相
談
な
ど
の
支
援
が
あ
る
。

神
前
さ
ん
は「
私
た
ち
は
消
費
者
側
、弱
い

立
場
に
あ
る
人
の
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま

す
。法
律
や
制
度
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
が
あ

る
こ
と
を
、住
ま
い
の
問
題
を
抱
え
る
人
に
、よ

り
伝
え
て
い
き
た
い
」と
語
っ
た
。

大
坂
か
ら
大
阪
へ

江
戸
時
代
の
大
坂
は
、多
く
の
人
が
暮
ら

し
、社
会
的
に
多
様
で
複
雑
な
大
都
市
だ
っ
た
。

塚
田
先
生
は「
大
坂
が
巨
大
な
都
市
へ
と
発
展

す
る
中
で
家
請
人
が
賃
貸
仲
介
を
担
う
稼
業

と
し
て
成
立
し
た
り
、女
名
前
の
取
締
な
ど
が

定
着
し
て
き
た
。大
坂
と
い
う
都
市
の
特
質
や

偶
然
が
絡
み
合
っ
て
、慣
習
や
仕
組
み
が
蓄
積

し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
」と
語
っ
た
。増
井
館
長

は「
江
戸
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
大
阪
に
は
い
ろ

い
ろ
な
人
が
住
ん
で
い
る
。不
安
定
な
借
屋
人

の
住
ま
い
方
や
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
存
在

な
ど
、歴
史
的
に
繰
り
か
え
し
な
が
ら
現
代
に

繋
が
っ
て
い
る
。改
め
て
、相
談
業
務
が
住
ま
い

の
課
題
に
向
き
合
う
第
一
線
に
あ
る
と
感
じ

た
」と
締
め
括
っ
た
。

3

し
も
た
や

こ
う
が
い

そ
う
り
ん



水
は
、私
た
ち
が
生
き
る
上
で
不
可
欠
な
存
在

で
す
。恵
み
を
与
え
て
く
れ
る
一
方
、水
害
や
建
物

を
傷
め
る
と
い
う
よ
う
に
住
ま
い
や
ま
ち・都
市
に

と
っ
て
災
い
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。水
と

住
ま
い・ま
ち
と
の
関
係
に
つ
い
て
、知
っ
て
お
い

て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
の
暮
ら
す
大
阪
は
、太
閤
秀
吉
に
よ
る

東
横
堀
川
を
皮
切
り
に
、江
戸
時
代
に
は
多
数
の
運

河
が
開
削
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
大
阪
が
舟
運

を
通
じ
て
日
本
の
物
流・商
業
の
中
心
地
と
な
る
基

盤
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。こ
れ
は
大
阪
が
低
地
で
あ

る
か
ら
こ
そ
成
し
得
た
こ
と
で
す
。大
阪
は
上
町
台

地
を
除
き
内
陸
ま
で
海
で
あ
っ
た
こ
と
、淀
川
や
大

和
川
を
通
じ
て
京
都・奈
良
か
ら
大
量
の
土
砂
が
流

れ
込
ん
で
で
き
た
砂
州
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

大
阪
の
よ
う
な
低
地
で
は
、津
波
や
河
川
氾
濫

と
い
っ
た
水
害
の
中
で
も
ま
ず
高
潮
に
注
意
が
必

要
で
す
。昭
和
9（
1
9
3
4
）年
の
室
戸
台
風
で
は

高
潮
に
よ
り
多
く
の
貴
い
命
が
犠
牲
に
な
り
ま
し

た
。こ
の
経
験
か
ら
湾
岸
地
区
で
の
防
潮
施
設
の
整

備
を
は
じ
め
治
水
に
向
け
た
多
く
の
取
り
組
み
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。平
成
30（
2
0
1
8
）年
9
月
の

台
風
21
号
で
は
大
阪
市
街
地
の
高
潮
に
よ
る
浸
水

の
被
害
は
回
避
で
き
ま
し
た
が
、自
分
た
ち
の
暮

ら
す
ま
ち
は
ど
の
よ
う
な
被
害
を
想
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
、ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
や
標
高
地

形
図
の
確
認
を
通
じ
て
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

住
ま
い
と
水
と
の
間
に
は
深
い
関
係
が
あ
り
、

特
に
木
造
住
宅
で
は
水
へ
の
対
応
が
そ
の
寿
命
を

決
め
る
と
言
え
ま
す
。柱・梁
等
の
構
造
体
は
湿
潤

状
態
に
あ
る
場
合
、腐
朽
菌
の
繁
殖（
腐
朽
）や
白
蟻

の
活
動（
蟻
害
）に
よ
り
、本
来
の
強
度
、つ
ま
り
耐

震
性
や
耐
風
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り

ま
す
。そ
の
た
め
に
は
、住
ま
い
に
で
き
る
だ
け
水

を
近
づ
け
ず
、か
つ
早
く
追
い
出
す
工
夫
が
必
要
で

す
。具
体
的
に
は
、屋
根
の
勾
配
を
き
ち
ん
と
取
る

（
水
を
早
く
追
い
出
す
）、軒・け
ら
ば
の
出
を
確
保

す
る（
外
壁
を
濡
ら
さ
な
い
）、壁
と
屋
根
に
通
気
層

を
設
け
る（
外
か
ら
侵
入
し
た
水
と
室
内
か
ら
の
水

蒸
気
を
排
出
す
る
）こ
と
が
大
切
で
す
。

現
代
で
は
、シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
が
好
ま
れ
、

建
築
費
や
敷
地
に
余
裕
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
軒・

け
ら
ば
の
出
を
確
保
し
な
い
設
計
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
が
、住
ま
い
の
寿
命
を
縮
め
る
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
も
の
で
す
。敷
地
境
界
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
建

て
る
の
で
は
な
く
、ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
こ
と
で

外
壁
や
設
備
配
管
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
容
易
に
な

り
、結
果
と
し
て
住
ま
い
の
長
寿
命
化
に
つ
な
が
り

ま
す
。

自
分
た
ち
の
暮
ら
す
ま
ち
が
ど
の
よ
う
な
場
所

で
あ
る
か
に
つ
い
て
知
る
と
と
も
に
、住
ま
い
を
健

全
な
状
態
に
保
つ
こ
と
が
防
災
へ
の
第
一
歩
で
す
。

一
方
、中
之
島
公
園
や
桜
之
宮
公
園
な
ど
、そ
こ
に

水
が
あ
る
か
ら
こ
そ
大
阪
を
代
表
す
る
景
観
が
生

ま
れ
る
こ
と
も
大
切
な
事
実
で
す
。日
常
生
活
を
良

好
に
維
持
す
る
た
め
に
、ご
自
身
が
ど
の
よ
う
な
住

ま
い・ま
ち
に
住
む
の
か
じ
っ
く
り
と
考
え
て
ほ
し

い
と
願
い
ま
す
。

デジタル標高地形図「大阪府」
出典：国土地理院ウェブサイト

（https://www.gsi.go.jp/kankyochiri/Laser_map.html）

水に対する住まいの工夫

中之島公園

「
町
」は
住
ま
う
上
で
の

共
同
体
の
単
位
だ
っ
た

塚
田
先
生
の
基
調
講
演
で
は
、町
触（
町
奉

行
所
が
出
す
法
令
・
規
則
）や
借
屋
の
契
約
書

（
請
書
）と
い
っ
た
史
料
か
ら
、江
戸
時
代
の
大

坂
の
庶
民
の
住
ま
い
方
が
語
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
中
期（
18
世
紀
半
ば
）、大
坂
の
都

市
空
間
は
、現
在
の
J
R
大
阪
環
状
線
の
内
側

２
／
３
ほ
ど
の
エ
リ
ア
に
形
成
さ
れ
て
い
た

（
図
1
）。北
は
天
満
あ
た
り
か
ら
南
は
道
頓
堀

ま
で
、東
は
大
阪
城
の
東
を
流
れ
て
い
た
猫
間

川
、西
は
木
津
川
あ
た
り
ま
で
。北
組・南
組・天

満
組
に
分
か
れ（
こ
れ
を
三
郷
と
呼
ぶ
）、最
大

で
40
万
人
余
り
が
暮
ら
す
大
都
市
だ
っ
た
。

都
市
部
で
の
暮
ら
し
は
町
単
位
で
運
営
さ
れ

て
い
た（
三
郷
全
体
で
６
２
０
町
ほ
ど
）。町
人

と
呼
ば
れ
る
の
は
、家
持（
家
屋
敷
の
持
ち
主
）

で
、１
つ
の
家
屋
敷
に
自
分
の
家
族
だ
け
で
暮

ら
し
、商
売
を
す
る
場
合（
大
店
）も
あ
れ
ば
、店

舗
や
住
居
と
し
て
家
屋
敷
の
一
部
を
貸
し
出
す

場
合
も
あ
っ
た
。家
持
が
寄
り
合
い
を
開
き
、家

の
賃
貸
借
や
奉
公
人
を
置
く
こ
と
な
ど
に
関
す

る
規
則
を
定
め
た
。例
え
ば
、次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た（
道
修
町
三
丁
目
の
場
合
）。

・同
家（
同
居
）は
家
主
の
五
人
組・町
年
寄
な
ど

に
よ
る
調
査
承
認
が
必
要

・借
屋
人
は
こ
れ
ま
で
の
居
所
や
商
売
を
確
認

し
町
全
体
の
承
認
が
必
要
、家
請
状
が
必
要

・奉
公
人
の
雇
い
入
れ
は
主
人
に
任
せ
る
が
身

元
保
証
人
を
つ
け
る
こ
と

・借
屋
で
の
商
売
は
煮
売
り
な
ど
人
を
多
く
集

め
る
も
の
は
禁
止

江
戸
時
代
の
町
は
単
な
る
地
名
で
は
な
く
暮

ら
し
て
い
く
上
で
の
共
同
体
の
単
位
で
、現
代

の
自
治
会・町
会
よ
り
も
ず
っ
と
運
営
の
力
が

強
か
っ
た
と
い
う
。

借
屋
仲
介
と
救
済
を
担
っ
た

「
家
請
人
仲
間
」

家
を
借
り
る
場
合
は
、借
屋
人
の
保
証
人
と

な
る
請
人
と
家
持
の
間
で
契
約
が
交
わ
さ
れ

た
。身
元
保
証
を
商
売
と
し
て
行
う
の
が
家
請

人
で
あ
る
。滞
納
し
た
家
賃
の
取
り
立
て
や
、家

持
が
必
要
な
場
合
に
は
速
や
か
に
退
去
さ
せ

る
役
割
も
担
っ
た
。ま
た
、家
請
人
は
身
元
保

証
を
す
る
ほ
か
に
借
屋
の
紹
介
も
行
い
、仲
介

業
者
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

家
請
を
稼
業
と
す
る
も
の
が
増
え
る
一
方

で
、町
奉
行
所
に
は
借
屋
人
退
去
な
ど
の
訴
訟
が

持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
っ
た
。こ
う

い
っ
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、家
請
人
た
ち
は

町
奉
行
所
に
家
請
人
仲
間
の
公
認
を
提
案
す
る
。

享
保
17（
１
７
３
２
）年
の
町
触
で
、家
請
人
仲
間

と
し
て
53
名
の
家
請
人
が
指
定
さ
れ
た
。

家
請
人
仲
間
で「
家
請
小
屋
」を
持
ち
、借
屋

を
立
退
さ
せ
ら
れ
た
人
を
一
時
的
に
収
容
す

る
場
を
設
け
て
運
営
し
た
。「
家
請
小
屋
」は
行

き
場
を
失
っ
た
借
屋
人
が
無
宿
に
な
る
こ
と

を
防
ぎ
、明
け
渡
し
を
速
や
か
に
す
る
保
証
と

な
っ
た
。こ
れ
は
、現
代
の
言
葉
で
い
え
ば
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
役
割
も
担
っ
た
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、実
際
は
町
奉
行
所
や

家
主
の
利
益
が
優
先
さ
れ
た
。

女
名
前

（
女
性
名
義
で
の
契
約
）の
禁
止

江
戸
時
代
半
ば
の
享
保
15
年
、女
性
が
借
屋
の

名
前
人（
名
義
人
）に
な
る
こ
と
を
禁
止
す
る
制

度
が
で
き
る
。発
端
は
、夫
婦
で
住
ま
う
場
合
に
妻

（
女
房
）の
名
義
に
す
る
こ
と
や
、複
数
の
家
屋
敷

を
持
つ
夫
婦
で
夫
名
義
と
妻
名
義
の
物
件
が
混

在
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
に
あ

る
。お
そ
ら
く
、家
屋
敷
を
抵
当
と
す
る
借
金
を

め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
背
景
に
あ
り
、大
坂
の
経
済

都
市
と
し
て
の
特
質
と
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。し
か
し
、財
産
所
有
権
の
強
さ
か
ら
、家

持
で
は
申
請
に
よ
っ
て
引
き
続
き
３
年
以
内
の

女
名
前（
女
性
が
名
義
人
と
な
る
こ
と
）が
認
め

ら
れ
た
が
、当
初
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
は
な
か
っ
た

借
屋
人
の
女
名
前
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た（
６
月
12
日
の
町
触
）。

一・二
条
目
は
家
持
と
借
屋
を
区
別
し
て
い

な
い
が
、三・四
条
目
で
新
た
な
借
屋
の
女
名
前

が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、結
果
と
し
て

借
屋
の
女
名
前
だ
け
が
一
掃
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

借
屋
人
が
女
性
だ
け
の
家
族
に
な
っ
た
場

合
は
、家
を
借
り
る
た
め
に
男
性
の
名
義
人
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。男
性
名
義
で
家
を
借

り
て
も
ら
い
同
家（
同
居
人
）と
な
る
か
、養
子

を
迎
え
た
り
し
た
。借
屋
の
た
め
に
結
婚
を
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。

夫
の
失
踪
で
借
屋
の
退
去
を
余
儀
な
く
さ

れ
、「
家
請
小
屋
」に
入
っ
た
一
家
の
記
録
か
ら
、

同
家
や
養
子
を
と
る
、あ
る
い
は
婚
姻
な
ど
で

男
名
前
を
確
保
し
て
住
ま
い
を
転
々
と
し
た

事
例
が
確
認
で
き
た
と
い
う
。借
屋
暮
ら
し
は

不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

江
戸
か
ら
明
治
へ

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
９
階
展
示
室
に
は
、

天
保
年
間（
1
8
3
0
年
代
）の
大
坂
の
町
並
み

「
大
坂
町
三
丁
目
」が
再
現
さ
れ
て
い
る
。学
芸
員

の
深
田
さ
ん
に
よ
る
と「
町
一
番
の
大
店
で
あ
る

薬
屋
や
、仕
舞
屋
の
主
人
は
、町
会
所
で
行
う
寄

合
に
参
加
し
て
町
の
自
治
運
営
管
理
を
担
う
家

持
で
、町
会
所
の
裏
に
あ
る
４
軒
長
屋
は
町
が
管

理
し
て
い
る
」と
い
う
設
定
だ
。

塚
田
先
生
の
講
演
で
は
江
戸
時
代
の
借
屋
暮

ら
し
の
不
安
定
さ
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。ま
た
、

町
と
い
う
共
同
体
が
土
地
売
買
や
借
屋
、家
並
に

関
す
る
規
則
を
作
っ
て
、居
住
環
境
の
維
持
に
つ

と
め
た
。明
治
期
に
入
る
と
、町
の
仕
組
み
が
解

体
さ
れ
共
同
体
の
規
則
が
取
り
払
わ
れ
た
。

明
治
期
の
賃
貸
借
の
史
料
を
見
る
と
、借
屋

の
契
約
書
に
は
家
持
に
有
利
な
内
容
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。一
方
で
、家
賃
滞
納
が
あ
っ
て
も
即

時
退
去
を
求
め
ず
、保
証
金
で
賄
え
る
範
囲
内
で

柔
軟
に
対
応
し
た
記
録
な
ど
も
残
っ
て
い
る
。

「
家
主
の
立
場
が
強
い
と
い
う
点
で
は
、江
戸
時

代
か
ら
続
く
慣
習
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
」と
深
田
さ
ん
は
語
っ
た
。

﹇
家
屋
賃
借
確
証（
賃
貸
契
約
書
）の
記
載
項
目
例
﹈

・家
賃
は
毎
月
2
8
日
。一
度
で
も
滞
納
が
あ
れ

ば
直
ち
に
退
去
。

・家
主
の
都
合
で
家
明
渡
し
を
要
請
さ
れ
て
も

苦
情
を
言
わ
ず
、応
じ
る
こ
と
。

・退
去
の
際
、家
主・借
主
立
会
で
家
附
物
の
確
認

を
行
う
。不
足
、破
損
が
あ
れ
ば 

借
屋
人
が
弁
償
。

都
市
居
住
に
お
け
る
住
ま
い
の
問
題

住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
の
相
談
窓
口
で
は

令
和
4
年
度
に
約
８
０
０
０
件
の
相
談
を
受

け
た（
図
２
）。特
に
多
く
寄
せ
ら
れ
る
の
が
住

み
替
え
や
賃
貸
借
に
関
す
る
相
談
だ
。都
市
居

住
に
特
徴
的
な
悩
み
と
し
て
は
、マ
ン
シ
ョ
ン

の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
や
、相
隣
問
題
に

お
け
る
騒
音
が
多
い
。珍
し
い
と
こ
ろ
で
は
香
害

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
に
は
家
請
小
屋
が
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
、現
代
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
支
援
の
仕
組
み
が
あ
る
。保
証
人
と

な
る
人
が
い
な
い
場
合
に
は
家
賃
保
証
会
社
を
利

用
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
。住
み
替
え
に
お

い
て
は
、公
営
住
宅
の
ほ
か
、高
齢
者
や
障
が
い

者
な
ど
の
入
居
を
断
ら
な
い
賃
貸
住
宅
の
登
録

制
度
や
居
住
支
援
法
人（
都
道
府
県
登
録
）に
よ

る
情
報
提
供
や
相
談
な
ど
の
支
援
が
あ
る
。

神
前
さ
ん
は「
私
た
ち
は
消
費
者
側
、弱
い

立
場
に
あ
る
人
の
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま

す
。法
律
や
制
度
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
が
あ

る
こ
と
を
、住
ま
い
の
問
題
を
抱
え
る
人
に
、よ

り
伝
え
て
い
き
た
い
」と
語
っ
た
。

大
坂
か
ら
大
阪
へ

江
戸
時
代
の
大
坂
は
、多
く
の
人
が
暮
ら

し
、社
会
的
に
多
様
で
複
雑
な
大
都
市
だ
っ
た
。

塚
田
先
生
は「
大
坂
が
巨
大
な
都
市
へ
と
発
展

す
る
中
で
家
請
人
が
賃
貸
仲
介
を
担
う
稼
業

と
し
て
成
立
し
た
り
、女
名
前
の
取
締
な
ど
が

定
着
し
て
き
た
。大
坂
と
い
う
都
市
の
特
質
や

偶
然
が
絡
み
合
っ
て
、慣
習
や
仕
組
み
が
蓄
積

し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
」と
語
っ
た
。増
井
館
長

は「
江
戸
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
大
阪
に
は
い
ろ

い
ろ
な
人
が
住
ん
で
い
る
。不
安
定
な
借
屋
人

の
住
ま
い
方
や
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
存
在

な
ど
、歴
史
的
に
繰
り
か
え
し
な
が
ら
現
代
に

繋
が
っ
て
い
る
。改
め
て
、相
談
業
務
が
住
ま
い

の
課
題
に
向
き
合
う
第
一
線
に
あ
る
と
感
じ

た
」と
締
め
括
っ
た
。

4

し
ゅ
う
う
ん

第 2 回

コラム

水
と
大
阪
の
住
ま
い
・
ま
ちあ

ら
き
　
ま
さ
き

荒
木
公
樹

一
級
建
築
士

（
公
社
）日
本
建
築
家
協
会
近
畿
支
部
大
阪
地
域
会 

前
地
域
会
長



⒈
地
震
に
強
い
家
の
構
造
は
？

建
物
の
構
造
は
、主
要
構
造
部
と
呼
ば
れ
る

建
物
の
骨
組
み
を
構
成
す
る
材
料
に
よ
っ
て
分
か

れ
ま
す
。

主
要
構
造
部
に
木
材
が
使
わ
れ
て
い
れ
ば「
木

造
」、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
あ
れ
ば「
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト（
R
C
）造
」鉄
骨
で
あ
れ
ば「
鉄
骨
造
」で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

少
し
注
意
が
必
要
な
と
こ
ろ
が
構
造
に
よ
り
違

い
ま
す
。

ど
の
構
造
が
地
震
に
強
い
の
か
と
い
う
と
、き

ち
ん
と
耐
震
計
画
が
な
さ
れ
た
う
え
で
建
て
ら
れ

た
の
で
あ
れ
ば
、ど
の
構
造
も
地
震
に
強
い
と
言

え
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
簡
単
に
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

【
木
造
】

わ
が
国
で
昔
か
ら
住
宅
と
し
て
建
て
ら
れ
て

き
た
一
般
的
な
工
法
は「
木
造
軸
組
工
法
」で「
在

来
工
法
」と
も
言
わ
れ
ま
す
。「
在
来
工
法
」と
は
、

昔
か
ら
そ
の
地
方
で
採
用
さ
れ
て
き
た
工
法
を

指
し
ま
す
。同
じ
木
造
で
も「
枠
組
壁
工
法
」と
い

う
工
法
は
北
米
地
方
で
在
来
工
法
と
し
て
使
わ

れ
て
き
た
も
の
で
、日
本
で
は「
ツ
ー
バ
イ

フ
ォ
ー
工
法
」の
名
称
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

軸
組
工
法
は
柱（
縦
向
き
の
材
料
）と
梁（
横
向

き
の
材
料
）で
空
間
を
構
成
す
る
の
に
対
し
、枠

組
壁
工
法
は
壁
で
空
間
を
囲
っ
て
建
物
を
構
成

し
て
い
ま
す
。軸
組
工
法
で
は
柱
と
柱
の
間
に
壁

が
無
く
て
も
建
物
は
造
れ
ま
す
が
、枠
組
壁
工
法

は
一
定
以
上
の
壁
が
無
い
と
建
物
は
造
れ
ま
せ

ん
。壁
が
多
い
と
い
う
点
で「
枠
組
壁
工
法
」の
ほ

う
が「
軸
組
工
法
」よ
り
地
震
に
強
い
と
思
わ
れ

が
ち
で
す
が
、問
題
は
工
法
で
は
な
く「
壁
の
量
」

で
す
。「
耐
力
壁
」と
い
う
壁
が
適
切
に
配
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
地
震
に
強
い
家
の
条
件
に
な
り

ま
す
の
で
、軸
組
工
法
で
あ
っ
て
も
計
画
的
に

「
耐
力
壁
」が
配
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、地
震
に
強
い

家
が
造
れ
ま
す
。

【
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造（
Ｒ
Ｃ
造
）】

圧
縮
力
に
は
強
い
け
れ
ど
引
張
力
に
弱
い
コ

ン
ク
リ
ー
ト
を
、引
張
力
に
強
い
鉄
筋
で
補
強

し
た
構
造
体
で
す
。と
て
も
頑
丈
に
造
る
こ
と

が
で
き
、火
災
に
も
揺
れ
に
も
抵
抗
す
る
力
を

持
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、地
震
に
よ
る
建
物
の

揺
れ
が
大
き
す
ぎ
て
抵
抗
力
が
許
容
範
囲
を
超

え
て
し
ま
う
と
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
ヒ
ビ
や
亀

裂
が
入
っ
た
り
、時
に
は
割
れ
落
ち
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、構
造
計
画
が
き
ち
ん
と

な
さ
れ
て
お
り
、正
し
く
建
て
ら
れ
て
い
れ
ば

中
に
鉄
筋
が
入
っ
て
い
る
の
で
お
そ
ら
く
倒
壊

は
免
れ
る
と
考
え
ま
す
。

【
鉄
骨
造
】

鉄
は
粘
り
が
あ
る
の
で
、地
震
の
時
は
揺
れ

に
追
随
し
が
ち
で
す
。地
震
の
揺
れ
に
対
し
あ

ま
り
抵
抗
せ
ず
に
揺
れ
に
任
せ
て
一
緒
に
揺
れ

ま
す
が
、揺
れ
が
収
ま
れ
ば
元
に
戻
り
ま
す
。揺

れ
た
た
め
に
外
壁
や
内
壁
の
仕
上
げ
材
に
ヒ
ビ

や
亀
裂
が
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

補
修
で
対
応
で
き
る
ケ
ー
ス
が
多
い
で
す
。

⒉
耐
震
等
級
と
は
？

家
を
建
て
る
際
に
法
律
で
定
め
ら
れ
た
基
準
と

し
て
は「
耐
震
基
準
」が
あ
り
ま
す
。耐
震
基
準
と

は
、家
が一定
の
強
さ
の
地
震
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
、

建
築
基
準
法
が
定
め
た
最
低
限
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
基
準
で
、全
て
の
家
は
耐
震
基
準
を

守
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

一方
、地
震
と
家
の
関
係
で
近
年
よ
く
耳
に
す

る
の
が「
耐
震
等
級
」で
す
。耐
震
性
の
指
標
と
し

て
、現
在
幅
広
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、等
級
1
か

ら
等
級
3
ま
で
3
段
階
に
分
け
て
表
さ
れ
ま
す
。

【
等
級
1
】

建
築
基
準
法
レ
ベ
ル
の
耐
震
性
能
を
満
た
す

水
準
で
、い
わ
ゆ
る
最
低
の
レ
ベ
ル
で
す
。数
百

年
に
一
度
程
度
の
地
震（
震
度
6
強
か
ら
7
程

度
）に
対
し
て
も
倒
壊
や
崩
壊
し
な
い
・・
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は「
倒
壊
は
し
な
い
が
、

一
定
の
損
傷
を
受
け
る
の
は
免
れ
な
い
」と
い

う
意
味
で
も
あ
る
の
で
安
心
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

【
等
級
2
】

等
級
1
の
1
.2
5
倍
の
強
さ
が
あ
る
と
定

義
さ
れ
て
い
ま
す
。災
害
時
の
避
難
所
と
し
て

指
定
さ
れ
る
学
校
な
ど
の
公
共
施
設
は
、耐
震

等
級
2
以
上
の
強
度
を
持
つ
こ
と
が
必
須
と

な
っ
て
い
ま
す
。

【
等
級
3
】

等
級
1
の
1
.5
倍
の
強
さ
が
あ
る
と
定
義
さ

れ
て
い
ま
す
。災
害
時
の
救
護
活
動
・
災
害
復
興

の
拠
点
と
な
る
消
防
署
・
警
察
署
は
、多
く
が
耐

震
等
級
3
で
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
土
交
通
省
が
定
め
た
基
準
を
ク
リ
ア
し
た

住
宅
は「
長
期
優
良
住
宅
」と
し
て
、長
く
安
心
・

快
適
に
暮
ら
せ
る
家
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
が
、「
長
期
優
良
住
宅
」の
認
定
に

は
耐
震
等
級
2
以
上
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

等
級
2
以
上
、つ
ま
り
耐
震
性
の
高
い
家
を
つ

く
る
に
は
、次
の
よ
う
な
手
段
が
あ
り
ま
す
。

・基
礎
を
強
く
す
る
↓
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
べ

た
基
礎
と
す
る

・
床
を
強
く
す
る
↓
床
に
構
造
用
合
板
や
耐
力

面
材
を
張
る

・
壁
を
強
く
す
る
↓
耐
力
壁
を
多
く
す
る
↓
筋

交
い
を
入
れ
る
、構
造
用
合
板
や
耐
力
面
材

を
張
る

・屋
根
を
軽
く
す
る
↓
軽
い
材
料
で
屋
根
を
葺
く

・
柱
と
梁
の
接
合
部
を
強
く
す
る
↓
接
合
金
物

を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
取
り
付
け
る

一般
的
に
等
級
が
上
が
る
ほ
ど
柱
や
梁
が
太
く

な
り
、壁
が
増
え
ま
す
。す
る
と
窓
な
ど
の
開
口

部
が
小
さ
く
な
り
、間
取
り
に
も
影
響
が
及
び
、

コ
ス
ト
も
当
然
上
が
り
ま
す
。

⒊
間
取
り
を
考
え
る
と
き
の

　
ポ
イ
ン
ト
は
？

耐
震
性
を
考
え
る
と
間
取
り
に
も
影
響
が
及

ぶ
と
前
述
し
ま
し
た
が
、地
震
に
強
い
間
取
り
の

ポ
イ
ン
ト
を
順
番
に
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

① 

階
数
は
低
い
ほ
う
が
有
利

建
物
の
上
部
が
重
い
と
地
震
に
対
し
て
揺
れ

は
大
き
く
な
り
ま
す
。よ
っ
て
、3
階
建
て
よ
り

2
階
建
て
、2
階
建
て
よ
り
平
屋
建
て
の
ほ
う
が

揺
れ
は
小
さ
く
な
る
こ
と
か
ら
、地
震
に
は
有
利

で
す（
図
1
）。

② 

形
が
正
方
形
に
近
い
ほ
う
が
有
利

バ
ラ
ン
ス
の
良
い
形
が
地
震
に
は
有
利
で
す

の
で
、凸
凹
が
多
い
よ
り
は
四
角
い
形
が
有
利
で

す
し
、長
辺
と
短
辺
の
長
さ
の
差
も
少
な
い
ほ
う

が
有
利
で
す
。つ
ま
り
、形
が
正
方
形
に
近
い
ほ

ど
有
利
と
い
え
ま
す（
図
2
）。

③ 

大
広
間
よ
り
も
小
部
屋
が
沢
山
あ
る
ほ

う
が
有
利

耐
力
壁
は
数
が
多
い
ほ
ど
地
震
に
は
有
利
で

す
の
で
、広
い
部
屋
が
一
つ
の
場
合
よ
り
小
さ
な

部
屋
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
て
い
る
ほ
う
が
壁
の

数
が
増
え
る
の
で
、地
震
に
は
有
利
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

④ 

大
き
な
窓
が
少
な
い
ほ
う
が
有
利

大
き
な
窓
、特
に
南
側
に
あ
る
大
き
な
窓
か
ら

は
太
陽
の
光
が
差
し
込
ん
で
、明
る
く
気
持
ち
が

い
い
も
の
で
す
。で
す
が
、窓
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
そ
の
部
分
に
は
壁
が
無
い
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、窓
の
大
き
さ
と
耐
震
性
は
相
反
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。特
に
家
の
角
が
窓
に
な
っ
て
い

る
間
取
り
は
、家
の
角
に
耐
力
壁
が
無
い
こ
と
に

な
る
の
で
、地
震
に
は
不
利
と
な
り
ま
す
。

⑤ 

直
下
率
が
高
い
ほ
う
が
有
利

熊
本
地
震
以
降
、地
震
と
直
下
率
と
の
関
係

が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。直
下

率
と
は
、木
造
2
階
建
て
や
3
階
建
て
の
家
に

限
ら
れ
ま
す
が
、下
階
と
上
階
で
柱
や
壁
の
位

置
が
揃
う
割
合
の
こ
と
で
、上
下
階
で
柱
や
壁

が
一
致
す
る
割
合
が
高
い
ほ
ど
、耐
震
性
に
優

れ
た
地
震
に
強
い
家
と
判
断
で
き
ま
す
。た
だ

し
、現
時
点
で
直
下
率
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た

基
準
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、直
下
率
に
関
係

な
く
家
は
建
て
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

一
般
的
に
直
下
率
は
50
％
以
上
が
目
安
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、壁
に
つ
い
て
は
6
0
％
以
上
、

耐
力
壁
に
つ
い
て
は
70
％
以
上
を
目
安
と
し
て

い
る
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、直
下
率
60
％
を
確
保
す
る
の
は
簡
単

で
は
な
い
と
お
考
え
下
さ
い
。理
想
的
な
住
ま
い

を
考
え
た
と
き
、広
々
と
し
た
L
D
K
は
ご
く
一

般
的
な
も
の
で
す
が
、1
階
に
壁
の
少
な
い
広

い
部
屋
が
あ
る
だ
け
で
、直
下
率
は
グ
ン
と
下

が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。直
下
率
を
気
に
す
る
あ

ま
り
、狭
く
て
窓
の
小
さ
な
暗
い
部
屋
で
人
生

の
長
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
の
が
、正

し
い
選
択
か
ど
う
か
は
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ

で
す
が
、一
方
で
、理
想
の
間
取
り
ば
か
り
を

優
先
す
る
と
耐
震
強
度
が
下
が
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。家
に
何
を
求
め
、何
を
大

事
に
し
、何
を
優
先
す
る
の
か
は
慎
重
に
検
討

し
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う（
図
3
）。

⒋
ま
と
め

自
分
た
ち
が
暮
ら
す
家
を
造
る
と
き
に
、誰
し

も
が
思
い
描
く
理
想
の
家
が
あ
る
は
ず
で
す
。

で
す
が
、理
想
だ
け
を
追
い
求
め
て
建
て
た
家

が
地
震
に
強
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。む
し
ろ
、地

震
に
は
強
く
な
い
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、耐
震
性
を
重
視
し
た
結
果
、思
い
描
い
た

夢
と
は
程
遠
い
住
ま
い
に
住
み
続
け
る
こ
と
に

な
る
の
は
、ど
こ
か
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
残
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

理
想
の
住
ま
い
を
求
め
る
こ
と
と
耐
震
性
を

求
め
る
こ
と
は
、と
も
す
れ
ば
相
反
す
る
こ
と
に

繋
が
る
の
で
す
が
、決
し
て
ど
ち
ら
か
を
諦
め
て

く
だ
さ
い
‥
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。具

体
的
に
は
、理
想
の
住
ま
い
の
形
を
創
っ
て
い
く

過
程
で
、構
造
チ
ェッ
ク
や
構
造
計
算
を
行
い
な

が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。そ
の
た
め

に
は
、建
築
士
等
の
専
門
家
に
し
っ
か
り
相
談
す

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

あ
る
日
突
然
襲
っ
て
く
る
地
震
。平
穏
な
日
常
生
活
が
一
変
し
か
ね
な
い

大
き
な
災
害
の
一
つ
で
す
。

地
震
に
負
け
な
い
住
ま
い
づ
く
り
は
、私
達
の
命
や
暮
ら
し
を
守
る
た
め
に

欠
か
せ
な
い
こ
と
の
一
つ
と
言
え
ま
す
。そ
れ
で
は
地
震
か
ら
私
た
ち
を

守
っ
て
く
れ
る
強
い
住
ま
い
と
は
、一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

5

地
震
に
強
い
家
の
つ
く
り
方
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⒈
地
震
に
強
い
家
の
構
造
は
？

建
物
の
構
造
は
、主
要
構
造
部
と
呼
ば
れ
る

建
物
の
骨
組
み
を
構
成
す
る
材
料
に
よ
っ
て
分
か

れ
ま
す
。

主
要
構
造
部
に
木
材
が
使
わ
れ
て
い
れ
ば「
木

造
」、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
あ
れ
ば「
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト（
R
C
）造
」鉄
骨
で
あ
れ
ば「
鉄
骨
造
」で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

少
し
注
意
が
必
要
な
と
こ
ろ
が
構
造
に
よ
り
違

い
ま
す
。

ど
の
構
造
が
地
震
に
強
い
の
か
と
い
う
と
、き

ち
ん
と
耐
震
計
画
が
な
さ
れ
た
う
え
で
建
て
ら
れ

た
の
で
あ
れ
ば
、ど
の
構
造
も
地
震
に
強
い
と
言

え
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
簡
単
に
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

【
木
造
】

わ
が
国
で
昔
か
ら
住
宅
と
し
て
建
て
ら
れ
て

き
た
一
般
的
な
工
法
は「
木
造
軸
組
工
法
」で「
在

来
工
法
」と
も
言
わ
れ
ま
す
。「
在
来
工
法
」と
は
、

昔
か
ら
そ
の
地
方
で
採
用
さ
れ
て
き
た
工
法
を

指
し
ま
す
。同
じ
木
造
で
も「
枠
組
壁
工
法
」と
い

う
工
法
は
北
米
地
方
で
在
来
工
法
と
し
て
使
わ

れ
て
き
た
も
の
で
、日
本
で
は「
ツ
ー
バ
イ

フ
ォ
ー
工
法
」の
名
称
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

軸
組
工
法
は
柱（
縦
向
き
の
材
料
）と
梁（
横
向

き
の
材
料
）で
空
間
を
構
成
す
る
の
に
対
し
、枠

組
壁
工
法
は
壁
で
空
間
を
囲
っ
て
建
物
を
構
成

し
て
い
ま
す
。軸
組
工
法
で
は
柱
と
柱
の
間
に
壁

が
無
く
て
も
建
物
は
造
れ
ま
す
が
、枠
組
壁
工
法

は
一
定
以
上
の
壁
が
無
い
と
建
物
は
造
れ
ま
せ

ん
。壁
が
多
い
と
い
う
点
で「
枠
組
壁
工
法
」の
ほ

う
が「
軸
組
工
法
」よ
り
地
震
に
強
い
と
思
わ
れ

が
ち
で
す
が
、問
題
は
工
法
で
は
な
く「
壁
の
量
」

で
す
。「
耐
力
壁
」と
い
う
壁
が
適
切
に
配
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
地
震
に
強
い
家
の
条
件
に
な
り

ま
す
の
で
、軸
組
工
法
で
あ
っ
て
も
計
画
的
に

「
耐
力
壁
」が
配
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、地
震
に
強
い

家
が
造
れ
ま
す
。

【
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造（
Ｒ
Ｃ
造
）】

圧
縮
力
に
は
強
い
け
れ
ど
引
張
力
に
弱
い
コ

ン
ク
リ
ー
ト
を
、引
張
力
に
強
い
鉄
筋
で
補
強

し
た
構
造
体
で
す
。と
て
も
頑
丈
に
造
る
こ
と

が
で
き
、火
災
に
も
揺
れ
に
も
抵
抗
す
る
力
を

持
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、地
震
に
よ
る
建
物
の

揺
れ
が
大
き
す
ぎ
て
抵
抗
力
が
許
容
範
囲
を
超

え
て
し
ま
う
と
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
ヒ
ビ
や
亀

裂
が
入
っ
た
り
、時
に
は
割
れ
落
ち
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、構
造
計
画
が
き
ち
ん
と

な
さ
れ
て
お
り
、正
し
く
建
て
ら
れ
て
い
れ
ば

中
に
鉄
筋
が
入
っ
て
い
る
の
で
お
そ
ら
く
倒
壊

は
免
れ
る
と
考
え
ま
す
。

【
鉄
骨
造
】

鉄
は
粘
り
が
あ
る
の
で
、地
震
の
時
は
揺
れ

に
追
随
し
が
ち
で
す
。地
震
の
揺
れ
に
対
し
あ

ま
り
抵
抗
せ
ず
に
揺
れ
に
任
せ
て
一
緒
に
揺
れ

ま
す
が
、揺
れ
が
収
ま
れ
ば
元
に
戻
り
ま
す
。揺

れ
た
た
め
に
外
壁
や
内
壁
の
仕
上
げ
材
に
ヒ
ビ

や
亀
裂
が
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

補
修
で
対
応
で
き
る
ケ
ー
ス
が
多
い
で
す
。

⒉
耐
震
等
級
と
は
？

家
を
建
て
る
際
に
法
律
で
定
め
ら
れ
た
基
準
と

し
て
は「
耐
震
基
準
」が
あ
り
ま
す
。耐
震
基
準
と

は
、家
が一定
の
強
さ
の
地
震
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
、

建
築
基
準
法
が
定
め
た
最
低
限
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
基
準
で
、全
て
の
家
は
耐
震
基
準
を

守
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

一方
、地
震
と
家
の
関
係
で
近
年
よ
く
耳
に
す

る
の
が「
耐
震
等
級
」で
す
。耐
震
性
の
指
標
と
し

て
、現
在
幅
広
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、等
級
1
か

ら
等
級
3
ま
で
3
段
階
に
分
け
て
表
さ
れ
ま
す
。

【
等
級
1
】

建
築
基
準
法
レ
ベ
ル
の
耐
震
性
能
を
満
た
す

水
準
で
、い
わ
ゆ
る
最
低
の
レ
ベ
ル
で
す
。数
百

年
に
一
度
程
度
の
地
震（
震
度
6
強
か
ら
7
程

度
）に
対
し
て
も
倒
壊
や
崩
壊
し
な
い
・・
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は「
倒
壊
は
し
な
い
が
、

一
定
の
損
傷
を
受
け
る
の
は
免
れ
な
い
」と
い

う
意
味
で
も
あ
る
の
で
安
心
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

【
等
級
2
】

等
級
1
の
1
.2
5
倍
の
強
さ
が
あ
る
と
定

義
さ
れ
て
い
ま
す
。災
害
時
の
避
難
所
と
し
て

指
定
さ
れ
る
学
校
な
ど
の
公
共
施
設
は
、耐
震

等
級
2
以
上
の
強
度
を
持
つ
こ
と
が
必
須
と

な
っ
て
い
ま
す
。

【
等
級
3
】

等
級
1
の
1
.5
倍
の
強
さ
が
あ
る
と
定
義
さ

れ
て
い
ま
す
。災
害
時
の
救
護
活
動
・
災
害
復
興

の
拠
点
と
な
る
消
防
署
・
警
察
署
は
、多
く
が
耐

震
等
級
3
で
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
土
交
通
省
が
定
め
た
基
準
を
ク
リ
ア
し
た

住
宅
は「
長
期
優
良
住
宅
」と
し
て
、長
く
安
心
・

快
適
に
暮
ら
せ
る
家
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
が
、「
長
期
優
良
住
宅
」の
認
定
に

は
耐
震
等
級
2
以
上
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

等
級
2
以
上
、つ
ま
り
耐
震
性
の
高
い
家
を
つ

く
る
に
は
、次
の
よ
う
な
手
段
が
あ
り
ま
す
。

・基
礎
を
強
く
す
る
↓
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
べ

た
基
礎
と
す
る

・
床
を
強
く
す
る
↓
床
に
構
造
用
合
板
や
耐
力

面
材
を
張
る

・
壁
を
強
く
す
る
↓
耐
力
壁
を
多
く
す
る
↓
筋

交
い
を
入
れ
る
、構
造
用
合
板
や
耐
力
面
材

を
張
る

・屋
根
を
軽
く
す
る
↓
軽
い
材
料
で
屋
根
を
葺
く

・
柱
と
梁
の
接
合
部
を
強
く
す
る
↓
接
合
金
物

を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
取
り
付
け
る

一般
的
に
等
級
が
上
が
る
ほ
ど
柱
や
梁
が
太
く

な
り
、壁
が
増
え
ま
す
。す
る
と
窓
な
ど
の
開
口

部
が
小
さ
く
な
り
、間
取
り
に
も
影
響
が
及
び
、

コ
ス
ト
も
当
然
上
が
り
ま
す
。

⒊
間
取
り
を
考
え
る
と
き
の

　
ポ
イ
ン
ト
は
？

耐
震
性
を
考
え
る
と
間
取
り
に
も
影
響
が
及

ぶ
と
前
述
し
ま
し
た
が
、地
震
に
強
い
間
取
り
の

ポ
イ
ン
ト
を
順
番
に
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

① 

階
数
は
低
い
ほ
う
が
有
利

建
物
の
上
部
が
重
い
と
地
震
に
対
し
て
揺
れ

は
大
き
く
な
り
ま
す
。よ
っ
て
、3
階
建
て
よ
り

2
階
建
て
、2
階
建
て
よ
り
平
屋
建
て
の
ほ
う
が

揺
れ
は
小
さ
く
な
る
こ
と
か
ら
、地
震
に
は
有
利

で
す（
図
1
）。

② 

形
が
正
方
形
に
近
い
ほ
う
が
有
利

バ
ラ
ン
ス
の
良
い
形
が
地
震
に
は
有
利
で
す

の
で
、凸
凹
が
多
い
よ
り
は
四
角
い
形
が
有
利
で

す
し
、長
辺
と
短
辺
の
長
さ
の
差
も
少
な
い
ほ
う

が
有
利
で
す
。つ
ま
り
、形
が
正
方
形
に
近
い
ほ

ど
有
利
と
い
え
ま
す（
図
2
）。

③ 

大
広
間
よ
り
も
小
部
屋
が
沢
山
あ
る
ほ

う
が
有
利

耐
力
壁
は
数
が
多
い
ほ
ど
地
震
に
は
有
利
で

す
の
で
、広
い
部
屋
が
一
つ
の
場
合
よ
り
小
さ
な

部
屋
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
て
い
る
ほ
う
が
壁
の

数
が
増
え
る
の
で
、地
震
に
は
有
利
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

④ 

大
き
な
窓
が
少
な
い
ほ
う
が
有
利

大
き
な
窓
、特
に
南
側
に
あ
る
大
き
な
窓
か
ら

は
太
陽
の
光
が
差
し
込
ん
で
、明
る
く
気
持
ち
が

い
い
も
の
で
す
。で
す
が
、窓
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
そ
の
部
分
に
は
壁
が
無
い
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、窓
の
大
き
さ
と
耐
震
性
は
相
反
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。特
に
家
の
角
が
窓
に
な
っ
て
い

る
間
取
り
は
、家
の
角
に
耐
力
壁
が
無
い
こ
と
に

な
る
の
で
、地
震
に
は
不
利
と
な
り
ま
す
。

⑤ 

直
下
率
が
高
い
ほ
う
が
有
利

熊
本
地
震
以
降
、地
震
と
直
下
率
と
の
関
係

が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。直
下

率
と
は
、木
造
2
階
建
て
や
3
階
建
て
の
家
に

限
ら
れ
ま
す
が
、下
階
と
上
階
で
柱
や
壁
の
位

置
が
揃
う
割
合
の
こ
と
で
、上
下
階
で
柱
や
壁

が
一
致
す
る
割
合
が
高
い
ほ
ど
、耐
震
性
に
優

れ
た
地
震
に
強
い
家
と
判
断
で
き
ま
す
。た
だ

し
、現
時
点
で
直
下
率
は
法
律
で
定
め
ら
れ
た

基
準
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、直
下
率
に
関
係

な
く
家
は
建
て
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

一
般
的
に
直
下
率
は
50
％
以
上
が
目
安
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、壁
に
つ
い
て
は
6
0
％
以
上
、

耐
力
壁
に
つ
い
て
は
70
％
以
上
を
目
安
と
し
て

い
る
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、直
下
率
60
％
を
確
保
す
る
の
は
簡
単

で
は
な
い
と
お
考
え
下
さ
い
。理
想
的
な
住
ま
い

を
考
え
た
と
き
、広
々
と
し
た
L
D
K
は
ご
く
一

般
的
な
も
の
で
す
が
、1
階
に
壁
の
少
な
い
広

い
部
屋
が
あ
る
だ
け
で
、直
下
率
は
グ
ン
と
下

が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。直
下
率
を
気
に
す
る
あ

ま
り
、狭
く
て
窓
の
小
さ
な
暗
い
部
屋
で
人
生

の
長
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
の
が
、正

し
い
選
択
か
ど
う
か
は
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ

で
す
が
、一
方
で
、理
想
の
間
取
り
ば
か
り
を

優
先
す
る
と
耐
震
強
度
が
下
が
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。家
に
何
を
求
め
、何
を
大

事
に
し
、何
を
優
先
す
る
の
か
は
慎
重
に
検
討

し
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う（
図
3
）。

⒋
ま
と
め

自
分
た
ち
が
暮
ら
す
家
を
造
る
と
き
に
、誰
し

も
が
思
い
描
く
理
想
の
家
が
あ
る
は
ず
で
す
。

で
す
が
、理
想
だ
け
を
追
い
求
め
て
建
て
た
家

が
地
震
に
強
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
。む
し
ろ
、地

震
に
は
強
く
な
い
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、耐
震
性
を
重
視
し
た
結
果
、思
い
描
い
た

夢
と
は
程
遠
い
住
ま
い
に
住
み
続
け
る
こ
と
に

な
る
の
は
、ど
こ
か
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
残
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

理
想
の
住
ま
い
を
求
め
る
こ
と
と
耐
震
性
を

求
め
る
こ
と
は
、と
も
す
れ
ば
相
反
す
る
こ
と
に

繋
が
る
の
で
す
が
、決
し
て
ど
ち
ら
か
を
諦
め
て

く
だ
さ
い
‥
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。具

体
的
に
は
、理
想
の
住
ま
い
の
形
を
創
っ
て
い
く

過
程
で
、構
造
チ
ェッ
ク
や
構
造
計
算
を
行
い
な

が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。そ
の
た
め

に
は
、建
築
士
等
の
専
門
家
に
し
っ
か
り
相
談
す

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

6

図3  

配置図・1階　平面図 2階　平面図

上下階で一致している柱・壁 上下階で一致していない柱・壁

図１ 上の方が重いと振れ幅が大きい 振れ幅が小さい

単純な形状 複雑な形状

平
面
図

立
面
図

1階の方が
壁が多い

1階にガレージ
やテラスなどが
あるため壁が
少なく不安定

図2



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等に対して、耐震診断・耐震改修設計・耐震
改修工事・耐震除却工事に要する費用の一部を補助します。また、木造住宅の所有者
等に対して耐震事業者の情報を提供しています。

一定の要件を満たすマンションの所有者や管理組合などに対して、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
改修工事を行う民間賃貸住宅のオーナーに対して、改修工事費の一部を補助します。

大阪市住宅省エネ改修促進事業 既存住宅における省エネ性能を向上するため、住宅の開口部（外気に接する窓又はドア）、
躯体等（天井、屋根、壁又は床）、設備等の省エネ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

分譲マンション勉強会支援
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

分譲マンションの管理組合等が実施する勉強会を支援するため、講師として一級建築
士や弁護士等の専門家を無料で派遣し、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件あたり30万円

分譲マンション管理適正化支援
アドバイザー派遣制度

築30年以上で管理に課題を抱える分譲マンションの管理の適正化を支援するため、
マンション管理士等の専門家を無料で派遣し、解決に向けたアドバイスを行います。

再生（改修や建替え等）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回あたり60万円

分譲マンション管理計画認定制度 管理運営状況や長期修繕計画など、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場
合、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく認定が受けられます。

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。

民間老朽住宅
建替支援事業

隣地を取得した
戸建住宅への
建替建設費補助

対策地区において、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

対策地区において、幅員４ｍ未満の道路に面する昭和25年以前建築（重点対策地区
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。

集合住宅への
建替建設費補助

重点対策地区において、昭和56年５月31日以前建築の建物を集合住宅（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。

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安全で良質なストックへの改修を促進するため、住宅の性能向
上に資する改修工事や地域まちづくりに資する用途への改修工事等に要する費用の一
部を補助します。

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：6208-9637●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
※重点対策地区および対策地区の詳細は
　お問合せください。

大阪市都市整備局　密集市街地整備
グループ
●TEL：6208-9235●FAX：6202-7025
※重点対策地区の詳細はお問合せください。

‘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。

重点対策地区において、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（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・助成事業の利用にあたっては申請手続きが必要です。 事業によって要件や受付期限が異なりますので、詳しくは窓口にお問合せください。

2024年1月1日現在
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● 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、11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】

市営住宅募集センター募集担当＊
●TEL：6882-7024 ●FAX：6882-7051

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　地域包括ケア推進課
●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。

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。募集住戸の追加［例年、年3回（4月・8月・12月）］があり、
追加住戸については、抽選で入居者を決定します。

市営住宅募集センター募集担当＊
●TEL：6882-7024 ●FAX：6882-7051

● 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

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

市営住宅募集センター募集担当＊
●TEL：6882-7012 ●FAX：6882-7051

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

管理者 お問い合わせ

大阪府
住宅供給公社

都市再生機構
（UR都市機構）

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/

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や、その仲
介を行う協力店、入居の支援を行う団体、相談の窓口等が、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　居住企画課
●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

住まいを借りる（公的賃貸住宅等）

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。

「おおさか・あんじゅ・ネット」からもそれぞれの制度を
ご覧いただけます。

＊市営住宅募集センター募集担当とは、大阪市営住宅指定管理者大阪市住宅供給公社市営住宅募集センター募集担当のことです。

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
各窓口にお気軽にお問合せください。

大阪市住まいのガイド

借りる・買う・建てる・建て替える

 問合せ：都市整備局企画部安心居住課
【電話】6208-9222   【FAX】6202-7064
【ホームぺージ】

● 探しかたは？
専用のサイトで賃貸住宅を探すこと
ができます。また、大阪市内のセーフ
ティネット住宅の情報は
大阪市立住まい情報センターまたは
大阪市都市整備局企画部
安心居住課で閲覧できます。

セーフティネット住宅のご案内

● 住まい探しにサポートが必要なときは？
入居支援や生活支援等を行う居住支援法人
（NPO法人、社会福祉法人等）、セーフティネット
住宅等の紹介等を行う協力店（不動産店）のサ
ポートを受けられる場合があります。詳しくは大
阪市ホームページもしくは大阪府の専用サイトで
確認できます。

住まいをお探しの方へ

　・登録した賃貸住宅は専用のホームページに掲載され、広く周知することができます。　
　・セーフティネット住宅とするために必要な改修を行うにあたり、工事費の補助や融資を
　　受けられる場合があります。
　※登録手数料は不要です。登録には規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。

●セーフティネット住宅に登録すると、次のようなメリットがあります。大家さんへ

大阪市セーフティネット住宅 検索

セーフティネット住宅とは、高齢者や障がい者、子育て世帯、所得の低い方などであることを理由に入居を拒まない賃貸住宅として
登録された住宅です。

セーフティネット住宅
情報提供システム
（国土交通省）

居住支援法人について
（大阪市）

あんぜん・あんしん賃貸
検索システム
（大阪府）

8



定員：机利用の場合／150席
　　　椅子のみの場合／300席（常設194席）
※控え室もあります。

定員：机利用の場合／54席（常設36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。

のご案内
●
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
な
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
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 大阪市立住まい情報センター4階  
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

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）

■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。詳しくはお問い合わせください。

■連携機関による定期相談（面接相談）
（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
（TEL.06-6242-1177で予約受付）

4 階 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。
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メッセージボード

M E S S A G E  B O A R D

大阪市では魅力ある良質な共同住宅・長屋・戸建住宅の集合や既存建物を有効活用した改造住宅、維持管理の良好
な住宅等を表彰することにより、良質な都市型集合住宅の普及を促進し、市民の皆様や住宅供給に携わる方々の住宅
に対する関心を高めていただけるよう大阪市ハウジングデザイン賞を実施しています。このたび令和５年度の受賞住
宅が決定しましたので、「第10回大阪市ハウジングデザインシンポジウム」内で表彰式を行います。

第36回大阪市ハウジングデザイン賞の受賞住宅が決定しました！

大阪市ハウジングデザイン賞は、魅力ある良質な都市型集合
住宅の供給を促進するとともに、市民の方々や住宅供給に携わ
る人々に住宅に対する関心を高めてもらうことを目的として昭
和62年から始まり、今回で36回目となります。大阪市ハウジン
グデザイン賞表彰イベントとして開催され今回で10回目の節目
を迎える本シンポジウムでは、これまでの受賞者とともに過去
の受賞住宅をふりかえりながらこれからの都市型集合住宅に
求められるものについて考えます。２月18日（日）開催。シンポ
ジウムのお申し込み方法は本誌P11に掲載しています。

第10回大阪市ハウジングデザインシンポジウム
「これまでの大阪市ハウジングデザイン賞と都市型集合住宅のこれから」

住まいのライブラリーでは、保存期限を過ぎた雑誌の他、役目
を終えた図書や除籍資料など、約500冊をリサイクル図書として
無料でお譲りします。本が残った場合は、1月21日（日）～2月末日
まで、4階住情報プラザ開館時間内で引き続き開催いたします。
どなたでもお申し込みいただけます。リサイクルブックフェアのお
申し込み方法は、本誌P11に掲載しています。

リサイクルブックフェア
1月20日（土）開催！

●日　時：1月20日（土） 13:00～15：30
●会　場：大阪市立住まい情報センター3階ホール
●締　切：1月6日（土） 必着
※事前申込が必要・完全入替制
【各回30分間・20名程度・一人5冊まで】
※締め切り後抽選（定員100名）
●お問い合わせ：住まい情報センター４階
住まいのライブラリー担当 電話：06-6242-1160

詳細はこちらの
ホームページを
ご覧ください

詳細はこちらの
ホームページを
ご覧ください

住まいの
ライブラリー案内犬
すまいまる

【お問い合わせ】
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：06-6208-9226
　FAX：06-6202-7064
※問い合わせ可能日、可能時間
　（平日9:00～17:30）

カサーレ ウエストゲートシティ
（住之江区東加賀屋１丁目・新築・分譲）

ベイシティ大阪 
（港区池島 3 丁目・維持管理・分譲）

大阪市ハウジングデザイン賞特別賞
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※やむを得ない状況により、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。

セミナー・イベントガイド   2024 年

住まい情報センター
タイアップイベント

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

FPに学ぶ一から考える空き家対策

●日時：１月28日（日）13：30～15：00
●場所：３階ホール
●講師：冨田遼
　　　  （AFP認定者（ファイナンシャル・プランナー））
●定員：会場100名オンライン100名（いずれも申込先着順）
●団体：NPO法人 日本FP協会 大阪支部

■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２日（土）14：00～16：00
●場所：３階ホール
●講師：（一社）モノコミュ研究所メンバー
●定員：会場100名オンライン100名（いずれも申込先着順）
●団体：（一社）モノコミュ研究所

おひとりさま幸齢学セミナー 在宅か？施設か？
どうする？！おひとりさま老後の住み替え

●日時：２月4日（日）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：会場50名オンライン100名（いずれも申込先着順）
●団体：SSNおひとりさまネット

住宅における省エネ対策ってどんなこと？
－脱炭素社会と私たちの暮らし方－

●日時：3月9日（土）13：30～15：30
●場所：3階ホール
●講師：NPO法人もく(木)の会メンバー
●定員：会場50名オンライン100名（いずれも申込先着順）
●団体：NPO法人もく(木)の会

キッズデザイン
春休みにつくろう「わたしのおへや」

●日時：3月30日（土）
　　　　1回目：10：30～12：30  2回目：14：30～16：30
※1回目または2回目のどちらかを選んで参加してください。
●場所：3階ホール
●講師：（公社）日本インテリアデザイナー協会 会員
●定員：会場 各回20名（保護者もしくは大人同伴）
　　　  （申込多数の場合は抽選）
●参加に必要なもの：クレパス・スティックのり・はさみ・
                                           えんぴつ
●参加費：500円（お子様お一人につき）
●締切：3月16日（土）
●団体：（公社）日本インテリアデザイナー協会【JID】

リサイクルブックフェア2023

●日時:1月20日(土)13：00～15：30
●場所：3階ホール
●定員：100名（申込多数の場合は抽選）
●申込締切：1月6日(土)
　　　　　　各回、定員20名程度・30分・事前予約/
　　　　　　完全入替制/一人5冊まで
※残った本は、引き続き1月21日（日）～2月末日
　まで、4階住まいのライブラリー前で開催します
　（住情報プラザの開館時間中）。

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 

マンション管理組合交流会

●日時：3月3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（月）
●お問合せ先：大阪市マンション管理支援機構 事務局
　　　　　　  電話（06-4801-8232）

■大阪市マンション管理支援機構

中高年女性の住まいを考える
～住まいの貧困・居住支援の視点から～

●日時：1月27日（土）14：00～16：00
●場所：3階ホール
●講師：コーディネーター/葛西リサ（追手門学院大
　　　　学准教授）ほか
●定員：会場50名オンライン50名（いずれも申込先着順）
●申込締切：1月17日(水)
●お問合せ先：クレオ大阪子育て館
　　　　　　　電話（06-6354-0106）

■共催事業

その他
住まい関連イベント3 

参 加 申 し 込 み 方 法

●ウェブサイトからの申し込み
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。

●オンライン受講を希望される方はウェブサイトからお
申し込みください。

【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。

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

ご協力
ください ‼
みなさんのお声をさらなる
紙面づくりに活かします。

■第10回大阪市ハウジングデザインシンポジウム

■住まいのライブラリーイベント

船場の商家・廣野家のお嫁入り支度

●日時:1月10日(水)・２月４日（日）13：30～14：10（予定）
●場所：8階企画展示室
●定員：各回15名
　　　　（8階受付で12時から参加券を発行します）
※企画展観覧チケットを別途お求めください。

■大阪くらしの今昔館企画展関連イベント

「これまでの大阪市ハウジングデザイン賞と
都市型集合住宅のこれから」

●日時:2月18日（日）13：00～16：00
●場所：3階ホール
●登壇者：古山明義（（株）日建ハウジングシステム 
　　　　  大阪代表 理事 設計部 部長）、西川純司
                     （（株）アートアンドクラフト代表取締役社長）、
                     小池志保子（大阪公立大学大学院生活科
                    学研究科教授）、中塚一（（株）地域計画建
　　　　　築研究所（アルパック） 代表取締役社長）、
　　　　　江川直樹（関西大学名誉教授、関西大学
　　　　　社会連携部顧問）、髙田光雄（博士（工学）、
　　　　　京都美術工芸大学副学長、京都大学名誉
　　　　 教授）
●定員：100名（申込先着順）
●共催：大阪市

大阪市ハウジングデザイン賞パネル展

●期間：1月24日（水）～2月29日（木）
●場所：４階住情報プラザ

同時開催

あんじゅ読者アンケートに

メルマガにご登録頂きますと、
住まい情報センター主催の
イベント情報が登録メール
に配信されます。

あんじゅバックナンバーは
こちらから

ぜひご登録
ください。
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2024年1月～3月         催し物ガイド  
企画展

本展では平成28年に開催して好評を博した「船場花嫁

物語」のパートⅡとして、船場の商家・廣野家が、昭和14

年に調えた嫁入り道具のうち、婚礼衣装や礼服の他、

日常着までの着物を中心にご紹介します。

◆会　 期：令和５年12月9日（土）～令和6年２月12日（月・祝）
◆主　催：大阪くらしの今昔館
◆協　力：武庫川女子大学附属総合ミュージアム・横川公子氏
◆観覧料：企画展のみ300円

開館時間 10：00～17：00（入館は16：30まで）

一　　般　600円／団体500円
高・大生　300円／団体200円（要学生証原本提示）
※団体は20名以上
※中学生以下、障がい者手帳・ミライロID等提示（介護者1名含む）、
　市内在住の65才以上無料（要証明書原本提示）
※企画展示室の観覧料（300円）は別途必要です。

入 場 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/ １．２．９．１６．２３．３０
  ２/ ６．１３．２０．２７
３/ ５．１２．１９．２６

火曜日    年末年始  その他臨時休館あり  

【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。

【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。

充実した展示や楽しいイベントなど、盛りだくさんな内容でお楽しみください。

イベント

■今昔館に初もうで－お正月の昔遊び－
1月3日（水）～8日（月・祝）
・双六、かるた、百人一首など、大人も子どもも楽し
  める、懐かしい正月遊びがいっぱいです。
・おみくじ（3日（水）、4日（木）10：00～17：00）
・あてもの（3日（水）10：00～16：30/小学生以下/
  先着100名）
・絵馬（3日（水）10：30～16：30/200円）
・書初め（4日（木）、5日（金）13：00～15：00/100円）
■－上方の華と粋－座敷舞
1月21日（日）　14：00～15：00予定
・山村流の立方が華やかな舞を
　披露します。
・出演：山村若女　ほか

■和洋のしらべ
2月11日（日）　14：00～15：00予定
・伝統的な和楽器とヴァイオリン
  の旋律をお楽しみください。
・出演：菊聖公一　ほか

■今昔館のひな祭り
3月3日（日）　①13：30～　②14：30～
・昔のひな祭りの絵を見てお話を聞いたり、
  「貝合わせ」で遊びましょう。
■今昔館祭り
3月24日（日）　13：00～16：00予定
・町家衆によるパフォーマンスの披露や、手作り
  小物の販売を行います。

常設展

■商家の賑い
令和5年9月9日（土）～令和6年4月上旬まで
■季節のしつらい
　□正月飾り
　令和5年12月27日（水）～令和6年1月15日（月）
　□節分飾り
　令和6年1月20日（土）～2月4日（日）
　□雛飾り
　令和6年2月23日（金・祝）～3月31日（日）

見て聞いて楽しむ
■上方ことば塾
毎月 第2日曜日　14：30～15：00
■今昔語り
毎月 第3日曜日　14：30～15：00
■紙芝居
毎月 第3日曜日　11：00～12：00
奇数月第3土曜日　14：30～15：00

■絵本で楽しい時間
毎月 第4日曜日　14：30～15：00
■芝居語り
毎月 第4日曜日  ①13：00～ ②14：00～ ③15：00～

大坂について学ぶ

※入場料（常設展）が必要です。
※費用の記述がないものは参加無料です。
※材料費は、当日お支払いください。
※日程等、予告なく変更になる場合がありますので 
　予めご了承ください。
※定員があるイベントは8階受付で12時から参加券
　を発行します。

ワークショップ

■鶴亀吊るしのストラップ作り
1月13日（土）　①13：30～　②14：30～
・ 材料費：300円
・ 当日先着各回8名
■万華鏡づくり
1月14日(日)　
   ①13：30～　②14：15～
・ 材料費：200円　
・当日先着各回8名
■節分飾りを作ろう
1月27日(土)　①13：30～　②14：30～
・ 材料費：300円　
・当日先着各回8名
■版木はがき体験
2月10日(土)　13：30～15：00
・ 材料費：200円　
・人数制限なし
■折り紙でおひな様段飾り
2月11日(日)　①13：30～　②14：15～
・ 材料費：100円　
・当日先着各回8名
■ミニ雛人形を作ろう
2月24日(土)　
   ①13：30～　②14：30～
・ 材料費：300円　
・当日先着各回8名
■水引小物を作ろう
3月9日(土)　①13：30～　②14：30～
・ 材料費：200円　
・当日先着各回8名
■オリジナルミニ色紙を作る
3月10日(日)　
  ①13：30～　②14：15～
・ 材料費：100円　
・当日先着各回8名
■ミニ大工体験
3月23日(土)　13：30～15：00
・人数制限なし

■簡単折紙
毎月 第2水曜日　14：00～15：30
・材料費：100円
■折り紙を折ろう
偶数月 第3土曜日　
  13：30～15：00
・材料費：100円
・当日先着16名
■鶴のつなぎ折り
 奇数月 第3日曜日  
  ①初級13：30～　②中上級14：30～
・材料費：100円
・当日先着各回8名

■町家ツアー
平日・土曜日 10：20～
日曜日・祝日 13：10～
■町の解説
毎月 第1・3日曜日　13：00～15：30

「船場花嫁物語Ⅱ」

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

9階展示室前にて
頒布しております。
※入場料が必要です

“たてもの御財印めぐり”に
  参加中！

※会期中の休館日等は下記館情報を参照ください。
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ど
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店
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く
さ
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あ
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り
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ら
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え
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も
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で
す
。職
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し
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具
や
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練
の
技
に
、子
供
だ
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入
っ
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ま
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こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
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う
し
た
職
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す
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古
く
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あ
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な
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す
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れ
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後
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な
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二
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職
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七
十
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職
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歌
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芸
能
を
す
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ま
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桃
山
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に
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と
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洛
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屏
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作

ら
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写
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関
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が
高
ま
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作
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い
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場
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あ
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。
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介
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双
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縦

1
0
8
．5
cm
横
2
8
1
．2
cm
）も
喜
多
院
本
系

の
中
屏
風
で
、同
一
の
構
図
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

独
自
の
表
現
の
場
面
も
見
ら
れ
ま
す
。順
に
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

右
隻
第
一
扇
は〈
糸
師
〉の
店
で
す
。組
紐
を

編
む
女
た
ち
の
奥
に
は
、色
と
り
ど
り
の
糸
や
、

糸
を
巻
い
た「
か
せ
」が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

ば
っ
た
り
床
几
の
少
女
は
手
に
鋏
を
持
ち
、は

み
出
し
た
糸
を
切
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。そ
の

店
の
前
を
、籠
に
山
菜
を
入
れ
た〈
菜
売
り
〉と
、

二
羽
の
雉
を
下
げ
た〈
鳥
売
り
〉が
歩
い
て
い
き

ま
す
。こ
の
二
人
は
山
か
ら
下
り
て
き
た
の
で

し
ょ
う
。第
二
扇
は
巻
物
や
冊
子
を
仕
立
て
る

〈
経
師
〉で
す
。親
方
ら
し
き
男
は
糊
刷
毛
で
紙

を
継
ぎ
、弟
子
た
ち
は
小
刀
で
紙
を
裁
断
し
て

い
ま
す
。土
間
の
男
は
竹
に
吊
る
し
た
大
槌
で

紙
を
叩
い
て
い
ま
す
。二
人
の〈
経
師
〉の
姿
勢

は
、喜
多
院
本
の
表
具
師
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。第

三
扇
の〈
檜
物
師
〉は
、檜
の
薄
い
板
で
、折
敷
や

曲
物
な
ど
を
作
る
職
人
で
す
。部
屋
に
は
完
成

し
た
三
宝
が
重
な
り
、木
挟
み
で
継
目
を
留
め

た
曲
物
が
散
ら
ば
っ
て
い
ま
す
。第
四
扇
の〈
矢

細
工
師
〉の
親
方
は
、少
年
の
お
こ
し
た
火
で
竹

を
あ
ぶ
り
、矢
竹
の
曲
が
り
を
直
し
て
い
ま
す
。

こ
の
図
も
喜
多
院
本
と
同
じ
構
図
で
す
が
、喜

多
院
本
が
烏
帽
子
直
垂
姿
で
あ
る
の
に
対
し
、

本
図
で
は
着
流
し
姿
と
し
て
い
ま
す
。こ
の
変

化
は
、本
図
の
制
作
年
代
が
喜
多
院
本
よ
り
も

下
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。ち
な
み
に
第

四
扇
の
右
手
前
の
人
物
が
何
を
し
て
い
る
の
か
、

本
図
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、喜
多
院
本
で
は

大
き
な
材
木
の
束
を
運
ん
で
い
ま
す
。こ
の
不

自
然
な
省
略
は
、本
図
が
喜
多
院
本
を
直
接
写

し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
別
の
絵
を
介
し
て
図
が
写
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
。第
五
扇
の〈
縫
師
〉は
布
に
刺
繍
や

縫
箔
を
ほ
ど
こ
す
職
人
で
す
。喜
多
院
本
で
は

作
業
を
す
る
女
を
二
階
に
、布
を
商
う
男
を
一

階
に
描
き
、実
際
の
職
人
の
家
を
髣
髴
と
さ
せ

ま
す
。し
か
し
本
図
で
は
両
者
が
一
部
屋
に
描

か
れ
、し
か
も
職
人
が
前
面
に
描
か
れ
て
い
ま

す
。複
雑
な
二
階
建
て
の
描
写
を
簡
易
に
し
、リ

ア
ル
な
表
現
へ
の
関
心
が
薄
く
な
っ
た
よ
う
な

印
象
を
受
け
ま
す
。第
六
扇
の〈
塗
師
〉は
漆
を

塗
る
職
人
で
す
。通
り
の〈
猿
曳
〉と
と
も
に
、喜

多
院
本
に
は
な
い
独
自
の
モ
チ
ー
フ
で
す
。〈
塗

師
〉の
親
方
は
烏
帽
子
に
黒
漆
を
塗
っ
て
い
ま

す
。愉
快
な
こ
と
に
店
先
に
や
っ
て
き
た
猿
も
、

小
さ
な
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。独
自
の

画
面
を
描
い
た
絵
師
の
遊
び
心
で
し
ょ
う
か
。

次
に
左
隻
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。第
一
扇

の
町
家
に
は〈
仏
師
〉、通
り
に
は〈
桶
師
〉が
描

か
れ
て
い
ま
す
。〈
仏
師
〉は
喜
多
院
本
と
は
異

な
る
独
自
の
構
図
で
、釿
で
地
蔵
菩
薩
を
彫
っ

て
い
ま
す
。一
方〈
桶
師
〉は
喜
多
院
本
と
ま
っ

た
く
同
一
の
構
図
で
す
。こ
の〈
桶
師
〉は
店
を

持
た
な
い
渡
り
の
職
人
で
す
。隣
の
家
か
ら
桶

を
持
っ
た
女
が
急
い
で
出
て
き
ま
し
た
。ゆ
る

ん
だ「
た
が
」を
締
め
直
し
て
も
ら
う
の
で
し
ょ

う
。第
二
扇
の〈
畳
師
〉は
喜
多
院
本
と
姿
勢
は

岩
間
　
香

摂
南
大
学
名
誉
教
授

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
特
別
研
究
員

似
て
い
ま
す
が
、畳
表
の
束
や
畳
縁
の
切
り
く

ず
な
ど
、独
自
の
表
現
が
見
ら
れ
ま
す
。子
供
を

抱
え
た
女
や
、桶
を
持
ち
出
て
き
た
女
も
、喜
多

院
本
と
配
置
を
変
え
、違
う
風
景
を
構
成
し
て

い
ま
す
。第
三
扇
の〈
鞍
作
り
〉は
喜
多
院
本
に

は
あ
り
ま
せ
ん
。壁
に
は
輸
入
物
の
虎
や
豹
の

毛
皮
が
吊
る
さ
れ
て
い
ま
す
。通
り
に
座
る〈
桂

女
〉は
桂
の
里
か
ら
鮎
な
ど
を
売
り
に
来
ま
し

た
。手
に
持
つ
皿
に
は
二
匹
の
鮎
が
載
っ
て
い

ま
す
。第
四
扇
の〈
扇
師
〉の
家
は
、土
間
で
地
紙

を
叩
く
男
、紙
を
折
る
女
、糊
付
け
を
す
る
男
、

扇
骨
を
通
す
女
、と
分
業
が
行
わ
れ
、店
先
に
は

完
成
し
た
扇
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。第
五
扇
は

金
工
品
を
作
る〈
飾
師
〉と
思
わ
れ
ま
す
。人
物

の
姿
勢
は
、喜
多
院
本
の〈
刀
師
〉と
同
一
で
す

が
、本
図
で
は
刀
は
全
く
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

手
に
円
形
の
金
属
板
を
持
っ
て
お
り
、刀
の
鍔

か
襖
の
引
手
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま

す
。戦
乱
の
世
が
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
反
映
し

て
、絵
師
は〈
刀
師
〉を〈
飾
師
〉へ
変
更
し
た
の

で
し
ょ
う
か
。あ
る
い
は
火
を
扱
う
刀
鍛
冶
は
、

町
に
住
め
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
現
実
を
反
映

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。第
六
扇
の〈
蒔

絵
師
〉も
喜
多
院
本
と
構
図
が
異
な
り
人
数
も

減
っ
て
い
ま
す
。蒔
絵
の
図
柄
は
細
か
く
丁
寧

に
描
か
れ
、見
所
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

喜
多
院
本
は
甲
冑
師
、研
師
、刀
師
、矢
細
工
師
、

行
縢
師
な
ど
、武
具
職
人
が
多
く
描
か
れ
て
い
ま

す
が
、本
図
の
武
具
職
人
は〈
矢
細
工
師
〉が
あ
る

の
み
で
す
。服
装
も
喜
多
院
本
の
烏
帽
子
直
垂
の

職
人
を
着
流
し
に
す
る
な
ど
、江
戸
時
代
ら
し
く

変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
喜
多
院
本
に
は
な
い

〈
塗
師
〉、〈
琵
琶
法
師
〉、〈
桂
女
〉、〈
猿
曳
〉を
加
え
、

〈
糸
師
〉、〈
仏
師
〉は
独
自
の
構
図
で
描
い
て
い
ま

す
。古
本
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、時
代
に
合
わ

せ
た
変
更
を
加
え
、洛
中
洛
外
図
に
も
似
た
町
の

風
景
と
し
て
い
ま
す
。絵
師
は
不
明
で
す
が
人
物

描
写
は
丁
寧
で
、実
際
の
作
業
を
よ
く
写
し
て
い

ま
す
。江
戸
前
期
〜
中
期
の
職
人
図
屏
風
と
し
て

貴
重
な
作
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

職
人
尽
図
屏
風

し
ょ
く
に
ん
づ
く
し
ず
び
ょ
う
ぶ

13

う
た
あ
わ
せ

ま
ん
し
ゅ

い
ん

る
い
じ
ゅ
う

ぐ
ん
し
ょ

は
さ
み

き
ょ
う
じ

う
せ
き

き
じ

の
り
ば
け

ひ
も
の
し

お
し
き

ま
げ
も
の

さ
ん
ぽ
う

は
さ

え
ぼ
し
ひ
た
た
れぬ

い
し

ぬ
い
は
く

ほ
う
ふ
つ
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五扇六扇一扇二扇三扇四扇五扇六扇

左隻

昔
は
町
の
中
に
、畳
屋
や
桶
屋
な
ど
物
を
作

る
店
が
た
く
さ
ん
あ
り
、通
り
か
ら
作
業
の
様

子
が
見
え
た
も
の
で
す
。職
人
の
使
う
珍
し
い

道
具
や
、見
事
な
熟
練
の
技
に
、子
供
だ
け
で
な

く
大
人
も
思
わ
ず
見
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
し
た
。こ
う
し
た
職
人
に
対
す
る
関

心
は
古
く
か
ら
あ
り
、鎌
倉
時
代
に
な
る
と
職

人
を
主
題
に
し
た
絵
画
が
生
ま
れ
ま
す
。当
初

は
職
人
同
士
が
歌
合
せ
を
す
る
と
い
う
趣
向
の

職
人
歌
合
絵
巻
が
作
ら
れ
ま
し
た
。鎌
倉
末
期

の
作
と
さ
れ
る「
東
北
院
職
人
歌
合
」の
旧
曼
殊

院
本（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）で
は
、10
種
、群
書

類
従
本
で
は
24
種
の
職
人
が
登
場
し
ま
す
。そ
の

後
、室
町
時
代
に
な
る
と「
三
十
二
番
職
人
歌

合
」（
64
種
）、「
七
十
一
番
職
人
歌
合
」（
1
4
2

種
）な
ど
、登
場
す
る
職
人
の
数
は
増
え
て
い
き

ま
し
た
。こ
れ
ら
の
図
に
は
、今
日
の「
職
人
」の
概

念
と
異
な
り
、物
を
作
る
だ
け
で
な
く
、物
を
売

る
人
や
芸
能
を
す
る
人
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

桃
山
時
代
に
な
る
と
、「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」が
作

ら
れ
風
俗
描
写
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、職
人
図
も

作
業
場
や
道
具
な
ど
を
、写
実
的
に
描
い
た
図
が

登
場
し
ま
す
。江
戸
時
代
初
期
に
描
か
れ
た
喜
多

院
蔵「
職
人
尽
絵
屏
風
」（
重
要
文
化
財
、狩
野
吉
信

筆
、一
五
五
二
〜
一
六
四
〇
）は
、職
人
の
店
先
に

近
寄
り
、そ
の
手
仕
事
を
細
か
く
表
現
し
て
い
ま

す
。喜
多
院
本
は
さ
ら
に
古
い
祖
本
が
あ
っ
た
と

さ
れ
、類
似
の
構
図
の
屏
風
が
前
川
家
本
、サ
ン

ト
リ
ー
美
術
館
本
な
ど
、数
種
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
紹
介
す
る
今
昔
館
本（
六
曲
一
双
。各
縦

1
0
8
．5
cm
横
2
8
1
．2
cm
）も
喜
多
院
本
系

の
中
屏
風
で
、同
一
の
構
図
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

独
自
の
表
現
の
場
面
も
見
ら
れ
ま
す
。順
に
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

右
隻
第
一
扇
は〈
糸
師
〉の
店
で
す
。組
紐
を

編
む
女
た
ち
の
奥
に
は
、色
と
り
ど
り
の
糸
や
、

糸
を
巻
い
た「
か
せ
」が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

ば
っ
た
り
床
几
の
少
女
は
手
に
鋏
を
持
ち
、は

み
出
し
た
糸
を
切
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。そ
の

店
の
前
を
、籠
に
山
菜
を
入
れ
た〈
菜
売
り
〉と
、

二
羽
の
雉
を
下
げ
た〈
鳥
売
り
〉が
歩
い
て
い
き

ま
す
。こ
の
二
人
は
山
か
ら
下
り
て
き
た
の
で

し
ょ
う
。第
二
扇
は
巻
物
や
冊
子
を
仕
立
て
る

〈
経
師
〉で
す
。親
方
ら
し
き
男
は
糊
刷
毛
で
紙

を
継
ぎ
、弟
子
た
ち
は
小
刀
で
紙
を
裁
断
し
て

い
ま
す
。土
間
の
男
は
竹
に
吊
る
し
た
大
槌
で

紙
を
叩
い
て
い
ま
す
。二
人
の〈
経
師
〉の
姿
勢

は
、喜
多
院
本
の
表
具
師
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。第

三
扇
の〈
檜
物
師
〉は
、檜
の
薄
い
板
で
、折
敷
や

曲
物
な
ど
を
作
る
職
人
で
す
。部
屋
に
は
完
成

し
た
三
宝
が
重
な
り
、木
挟
み
で
継
目
を
留
め

た
曲
物
が
散
ら
ば
っ
て
い
ま
す
。第
四
扇
の〈
矢

細
工
師
〉の
親
方
は
、少
年
の
お
こ
し
た
火
で
竹

を
あ
ぶ
り
、矢
竹
の
曲
が
り
を
直
し
て
い
ま
す
。

こ
の
図
も
喜
多
院
本
と
同
じ
構
図
で
す
が
、喜

多
院
本
が
烏
帽
子
直
垂
姿
で
あ
る
の
に
対
し
、

本
図
で
は
着
流
し
姿
と
し
て
い
ま
す
。こ
の
変

化
は
、本
図
の
制
作
年
代
が
喜
多
院
本
よ
り
も

下
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。ち
な
み
に
第

四
扇
の
右
手
前
の
人
物
が
何
を
し
て
い
る
の
か
、

本
図
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、喜
多
院
本
で
は

大
き
な
材
木
の
束
を
運
ん
で
い
ま
す
。こ
の
不

自
然
な
省
略
は
、本
図
が
喜
多
院
本
を
直
接
写

し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
別
の
絵
を
介
し
て
図
が
写
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
。第
五
扇
の〈
縫
師
〉は
布
に
刺
繍
や

縫
箔
を
ほ
ど
こ
す
職
人
で
す
。喜
多
院
本
で
は

作
業
を
す
る
女
を
二
階
に
、布
を
商
う
男
を
一

階
に
描
き
、実
際
の
職
人
の
家
を
髣
髴
と
さ
せ

ま
す
。し
か
し
本
図
で
は
両
者
が
一
部
屋
に
描

か
れ
、し
か
も
職
人
が
前
面
に
描
か
れ
て
い
ま

す
。複
雑
な
二
階
建
て
の
描
写
を
簡
易
に
し
、リ

ア
ル
な
表
現
へ
の
関
心
が
薄
く
な
っ
た
よ
う
な

印
象
を
受
け
ま
す
。第
六
扇
の〈
塗
師
〉は
漆
を

塗
る
職
人
で
す
。通
り
の〈
猿
曳
〉と
と
も
に
、喜

多
院
本
に
は
な
い
独
自
の
モ
チ
ー
フ
で
す
。〈
塗

師
〉の
親
方
は
烏
帽
子
に
黒
漆
を
塗
っ
て
い
ま

す
。愉
快
な
こ
と
に
店
先
に
や
っ
て
き
た
猿
も
、

小
さ
な
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。独
自
の

画
面
を
描
い
た
絵
師
の
遊
び
心
で
し
ょ
う
か
。

次
に
左
隻
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。第
一
扇

の
町
家
に
は〈
仏
師
〉、通
り
に
は〈
桶
師
〉が
描

か
れ
て
い
ま
す
。〈
仏
師
〉は
喜
多
院
本
と
は
異

な
る
独
自
の
構
図
で
、釿
で
地
蔵
菩
薩
を
彫
っ

て
い
ま
す
。一
方〈
桶
師
〉は
喜
多
院
本
と
ま
っ

た
く
同
一
の
構
図
で
す
。こ
の〈
桶
師
〉は
店
を

持
た
な
い
渡
り
の
職
人
で
す
。隣
の
家
か
ら
桶

を
持
っ
た
女
が
急
い
で
出
て
き
ま
し
た
。ゆ
る

ん
だ「
た
が
」を
締
め
直
し
て
も
ら
う
の
で
し
ょ

う
。第
二
扇
の〈
畳
師
〉は
喜
多
院
本
と
姿
勢
は

似
て
い
ま
す
が
、畳
表
の
束
や
畳
縁
の
切
り
く

ず
な
ど
、独
自
の
表
現
が
見
ら
れ
ま
す
。子
供
を

抱
え
た
女
や
、桶
を
持
ち
出
て
き
た
女
も
、喜
多

院
本
と
配
置
を
変
え
、違
う
風
景
を
構
成
し
て

い
ま
す
。第
三
扇
の〈
鞍
作
り
〉は
喜
多
院
本
に

は
あ
り
ま
せ
ん
。壁
に
は
輸
入
物
の
虎
や
豹
の

毛
皮
が
吊
る
さ
れ
て
い
ま
す
。通
り
に
座
る〈
桂

女
〉は
桂
の
里
か
ら
鮎
な
ど
を
売
り
に
来
ま
し

た
。手
に
持
つ
皿
に
は
二
匹
の
鮎
が
載
っ
て
い

ま
す
。第
四
扇
の〈
扇
師
〉の
家
は
、土
間
で
地
紙

を
叩
く
男
、紙
を
折
る
女
、糊
付
け
を
す
る
男
、

扇
骨
を
通
す
女
、と
分
業
が
行
わ
れ
、店
先
に
は

完
成
し
た
扇
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。第
五
扇
は

金
工
品
を
作
る〈
飾
師
〉と
思
わ
れ
ま
す
。人
物

の
姿
勢
は
、喜
多
院
本
の〈
刀
師
〉と
同
一
で
す

が
、本
図
で
は
刀
は
全
く
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

手
に
円
形
の
金
属
板
を
持
っ
て
お
り
、刀
の
鍔

か
襖
の
引
手
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま

す
。戦
乱
の
世
が
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
反
映
し

て
、絵
師
は〈
刀
師
〉を〈
飾
師
〉へ
変
更
し
た
の

で
し
ょ
う
か
。あ
る
い
は
火
を
扱
う
刀
鍛
冶
は
、

町
に
住
め
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
現
実
を
反
映

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。第
六
扇
の〈
蒔

絵
師
〉も
喜
多
院
本
と
構
図
が
異
な
り
人
数
も

減
っ
て
い
ま
す
。蒔
絵
の
図
柄
は
細
か
く
丁
寧

に
描
か
れ
、見
所
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

喜
多
院
本
は
甲
冑
師
、研
師
、刀
師
、矢
細
工
師
、

行
縢
師
な
ど
、武
具
職
人
が
多
く
描
か
れ
て
い
ま

す
が
、本
図
の
武
具
職
人
は〈
矢
細
工
師
〉が
あ
る

の
み
で
す
。服
装
も
喜
多
院
本
の
烏
帽
子
直
垂
の

職
人
を
着
流
し
に
す
る
な
ど
、江
戸
時
代
ら
し
く

変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
喜
多
院
本
に
は
な
い

〈
塗
師
〉、〈
琵
琶
法
師
〉、〈
桂
女
〉、〈
猿
曳
〉を
加
え
、

〈
糸
師
〉、〈
仏
師
〉は
独
自
の
構
図
で
描
い
て
い
ま

す
。古
本
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、時
代
に
合
わ

せ
た
変
更
を
加
え
、洛
中
洛
外
図
に
も
似
た
町
の

風
景
と
し
て
い
ま
す
。絵
師
は
不
明
で
す
が
人
物

描
写
は
丁
寧
で
、実
際
の
作
業
を
よ
く
写
し
て
い

ま
す
。江
戸
前
期
〜
中
期
の
職
人
図
屏
風
と
し
て

貴
重
な
作
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
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昭
和
14
年
11
月
12
日
、船
場
の
商
家
浮
田
家
の

次
男
光
治
と
廣
野
家
の
長
女
カ
ツ
の
婚
礼
が
行

わ
れ
ま
し
た
。浮
田
家
は
東
区
北
久
太
郎
町（
現

中
央
区
船
場
中
央
）で
文
庫
紙
を
扱
う
商
家
。一

方
、廣
野
家
は
安
堂
寺
橋（
現
中
央
区
南
船
場
）の

輸
出
玩
具
商
で
、外
国
人
向
け
の
日
本
土
産
な
ど

を
扱
っ
て
い
ま
し
た
。

婚
姻
の
儀
式
は
、結
納
に
始
ま
り
、嫁
入
り
道

具
の
荷
物
送
り
、こ
れ
を
披
露
す
る
荷
飾
り
、挙

式
、披
露
宴
と
、伝
統
的
な
形
式
に
従
っ
て
進
め

ら
れ
ま
し
た
。挙
式
は
住
吉
大
社
で
厳
か
に
、披

露
宴
は
開
館
し
て
間
も
な
い
日
本
綿
業
会
館（
東

区
備
後
町
＊
現
中
央
区
）で
華
や
か
に
行
わ
れ
た

と
い
い
ま
す
。

写
真
の
衣
装
は
花
嫁
が
披
露
宴
で
着
用
し
た

色
直
し
の
振
袖
で
す
。紗
綾
形
地
紋
の
浅
葱
色
の

綸
子
縮
緬
に
、花
車
、幔
幕
、桜
、梅
、紅
葉
、菊
、桔

梗
、牡
丹
な
ど
四
季
折
々
の
花
が
友
禅
で
あ
ら
わ

さ
れ
、と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
金
糸
を
含
ん
だ
刺
繍
が

施
さ
れ
て
い
ま
す
。幔
幕
に
は
摺
箔
で
亀
甲
、七

宝
つ
な
ぎ
、青
海
波
な
ど
の
お
め
で
た
い
文
様
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。友
禅
、刺
繍
、摺
箔
な
ど
様
々

な
技
法
を
駆
使
し
、意
匠
を
凝
ら
し
た
繊
細
な
表

現
が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
こ
の
衣
装
は
、工

芸
品
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。は
ん
な
り（
明

る
く
す
っ
き
り
と
し
て
美
し
い
）と
し
た
衣
装
が
、

披
露
宴
の
席
を
一
層
華
や
か
に
彩
っ
た
こ
と
が

想
像
さ
れ
ま
す
。

こ
の
花
嫁
衣
裳
は
、結
納
で
婿
方
か
ら
贈
ら
れ

た
も
の
で
す
。伝
統
的
な
結
納
で
は
婚
礼
の
式
服

の
生
地
や
帯
地
を
贈
り
ま
し
た
。廣
野
家
の
結
納

飾
り
の
写
真
に
は
色
直
し
の
振
袖
の
他
に
、式
で

着
用
さ
れ
た
黒
地
の
振
袖
と
、そ
れ
ぞ
れ
に
合
わ

せ
た
帯
が
写
っ
て
い
ま
す
。

浮
田
光
治
と
カ
ツ
の
婚
礼
か
ら
お
よ
そ
一
年

後
、太
平
洋
戦
争
が
始
ま
り
、華
や
か
な
婚
礼
を

行
う
こ
と
や
贅
沢
な
花
嫁
衣
装
を
誂
え
る
こ
と

が
難
し
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
た
め
、カ

ツ
の
花
嫁
衣
装
は
浮
田
家
と
廣
野
家
の
親
族
の

婚
礼
で
幾
度
と
な
く
袖
を
通
さ
れ
、大
切
に
さ
れ

て
き
ま
し
た
。戦
中
戦
後
の
混
乱
の
時
代
を
経
て
、

現
在
も
美
し
い
姿
を
保
ち
続
け
て
い
る
衣
装
を

見
る
と
、昭
和
戦
前
期
の
船
場
商
家
の
美
意
識
に

思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
企
画
展「
船
場
花
嫁
物
語
Ⅱ
」（
令
和
6
年
2
月

12
日
ま
で
）で
は
写
真
の
振
袖
を
は
じ
め
、廣
野

家
が
娘
の
嫁
入
支
度
と
し
て
誂
え
た
衣
装
や
装

身
具
の
数
々
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
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