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〈今月の表紙〉  あんじゅに登場した大阪の住まい、暮らし

大阪くらしの今昔館news
調査資料の保存と活用について
コラム  時の記念日展示イベント「VIVA‼時の記念日」を開催しました
新収蔵品紹介  秋の行楽 松茸狩り



バックナンバーは
こちら

『あんじゅ』は創刊100号を迎えました。 1999年、大阪市立住まい情報センター

の開設と同時に創刊し、住まい、暮らし に関する情報や都市居住の魅力を発信し

てきました。100号特集ではこれまでの 99号をふりかえり、「住まう」「暮らす」「愉

しむ」の3つの切り口から「大阪に住ま う」について考えます。
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大
阪
市
で
暮
ら
す
人
の
お
よ
そ
7
割
が
集
合
住
宅
に

住
ん
で
い
ま
す（
＊
）。昭
和
30
年
代
に
登
場
し
、都
市
居

住
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
た
集
合
住
宅
で
す
が
、快
適
な

住
ま
い
で
あ
る
一
方
、維
持
管
理
の
難
し
さ
と
い
う
課
題

を
抱
え
て
い
ま
す
。あ
ん
じ
ゅ
45
号
の
特
集「
マ
ン
シ
ョ

ン
の
未
来
を
考
え
る
」で
ご
登
場
い
た
だ
い
た
関
川
華

さ
ん
に
現
在
の
視
点
で
集
合
住
宅
の
こ
れ
か
ら
の
維

持
管
理
や
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

● 

維
持
管
理
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

集
合
住
宅
の
維
持
管
理
に
お
け
る
ル
ー
ル
作
り
な
ど

に
関
心
が
あ
り
、研
究
を
続
け
て
い
る
関
川
さ
ん
に
よ
る

と
、日
本
の
集
合
住
宅
に
お
け
る
ル
ー
ル
は
1
9
6
0
年

代
こ
ろ
か
ら
形
作
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。

「
所
有
者
や
住
民
が
全
員
で
協
力
し
て
管
理
す
る
と
い

う
の
が
、日
本
に
お
け
る
区
分
所
有
法
の
考
え
方
の
基
本
」

だ
と
関
川
さ
ん
。「
全
員
が
維
持
管
理
の
専
門
家
で
は
な
い

住
ま
う
人
々
と
一
緒
に
つ
く
る

栗
田
ち
ひ
ろ　

本
日
は
あ
ん
じ
ゅ
の
編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
た
方
々

に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。過
去
の
記
事
を
振
り
返
り
な
が

ら
、大
阪
の
住
ま
い
に
つ
い
て
お
話
し
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。ま

ず
は
弘
本
さ
ん
に
、あ
ん
じ
ゅ
創
刊
の
目
的
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

弘
本
由
香
里　
大
阪
は
豊
か
な
住
文
化
の
歴
史
が
あ
り
、職
住
遊
が

三
位
一
体
で
揃
っ
て
い
ま
す
。歴
史
や
社
会
背
景
を
含
め
、住
ま
い

の
情
報
を
発
信
し
、時
代
に
あ
わ
せ
た
新
た
な
住
文
化
づ
く
り
に
貢

献
で
き
る
ツ
ー
ル
と
し
て
創
刊
し
ま
し
た
。大
阪
に
住
ま
う
様
々
な

人
と
つ
な
が
っ
て
、一
緒
に
作
っ
て
き
た
冊
子
で
す
。

栗
田　
頻
繁
に
取
り
上
げ
て
き
た
テ
ー
マ
の
一
つ
が
長
屋
で
す
ね
。

弘
本　
「
人
と
ま
ち
を
温
か
く
つ
な
ぐ
長
屋
の
暮
ら
し
」（
10
号
）、「
大

阪
長
屋
サ
ミ
ッ
ト
〜
長
屋
の
魅
力
再
発
見
！
」（
15
号
）な
ど
で
す
ね
。

大
阪
長
屋
の
認
知
を
広
め
る
役
割
は
果
た
せ
た
と
思
い
ま
す
。と
り

わ
け
2
0
1
0
年
代
以
降
は
職
住
一
体
型
で
小
さ
な
商
い
を
す
る
ス

タ
イ
ル
が
増
え
、長
屋
が
か
っ
こ
う
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い
ま
す
。

井
戸
廣
子　
長
屋
は
修
繕
が
大
変
。解
体
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
た

家
主
さ
ん
た
ち
が
、そ
う
い
っ
た
人
た
ち
に
貸
す
こ
と
で
家
が
生
き

る
こ
と
を
知
っ
た
。住
民
同
士
の
交
流
も
あ
っ
た
り
。

朝
田
佐
代
子　

表
紙
が
長
屋
の
写
真
の
あ
ん
じ
ゅ
94
号「
長
屋
か

ら
考
え
る
こ
れ
か
ら
の
都
市
居
住
」を
見
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、

相
談
に
来
ら
れ
た
長
屋
の
家
主
さ
ん
が
い
ま
し
た
。

集
合
住
宅
、

こ
れ
か
ら
の
維
持
管
理

関
川
　
華
さ
ん 

（
近
畿
大
学
建
築
学
部
建
築
学
科
准
教
授
）

 

せ
き
か
わ
　 

　
は
な

し
、管
理
に
関
わ
る
時
間
や
金
銭
的
な
余
裕
が
な
い
人
も

い
る
。住
民
全
員
が
同
じ
力
量
で
管
理
に
た
ず
さ
わ
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
も
踏
ま
え
て
、で
き
る
範
囲
で
、一
緒

に
掃
除
や
緑
地
整
備
な
ど
を
す
る
。お
互
い
の
顔
が
見
え

て
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
つ
な
が
る
の
で
、少
し
で
も

管
理
に
か
か
わ
る
の
が
よ
い
」と
考
え
て
い
る
。

● 

維
持
管
理
は
と
に
か
く
面
倒
な
こ
と
だ
と
知
る

所
有
者
あ
る
い
は
居
住
者
と
し
て
、少
し
は
集
合
住

宅
の
維
持
管
理
に
た
ず
さ
わ
る
べ
き
だ
と
わ
か
っ
て

い
て
も
、や
は
り
面
倒
だ
と
考
え
る
人
の
ほ
う
が
多
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
う
尋
ね
て
み
る
と
、「
面
倒

く
さ
い
で
す
よ
ね
。だ
か
ら
こ
そ
マ
ン
シ
ョ
ン
も
戸
建

も
維
持
管
理
が
面
倒
な
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
上
で
購

入
す
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
」と
い
う
答
え
が
返
っ

て
き
た
。

一
方
で
、2
0
0
1（
平
成
13
）年
に
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
士
と
い
う
国
家
資
格
が
誕
生
す
る
な
ど
、集
合
住
宅
の

維
持
管
理
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
育
て
る
動
き
も
。

「
第
三
者
を
管
理
者
と
し
て
取
り
入
れ
よ
う
と
い
う
動
き

も
あ
る
。今
後
は
、所
有
者
や
居
住
者
な
ど
集
合
住
宅
に

か
か
わ
る
人
が
た
ず
さ
わ
れ
る
管
理
と
、資
産
管
理
の
プ

ロ
に
よ
る
徹
底
し
た
管
理
の
二
重
構
造
が
必
要
に
な
る

の
で
は
な
い
か
。次
世
代
に
建
築
や
空
間
を
継
承
す
る
に

は
、居
住
者
の
管
理
だ
け
で
な
く
、プ
ロ
に
よ
る
厳
し
い

管
理
体
制
も
必
要
で
す
」と
話
す
。

● 

住
ま
い
に
も
っ
と
関
心
を
向
け
る

集
合
住
宅
に
住
ま
う
上
で
維
持
管
理
は
重
要
だ
が
、無

関
心
な
人
が
多
い
と
関
川
さ
ん
は
感
じ
て
い
る
。「
高
校

の
家
庭
科
の
教
科
書
に
は
区
分
所
有
法
の
こ
と
や
、空
き

家
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。で
も
高
校
で
は

学
ん
で
い
な
い
と
い
う
学
生
も
い
る
。教
員
の
育
成
も
含

め
て
、住
教
育
に
力
を
入
れ
ら
れ
る
授
業
開
発
が
で
き
た

ら
」と
考
え
て
い
る
そ
う
。

関
川
さ
ん
は「
い
ま
の
学
生
た
ち
は
少
子
化
の
中
で

生
ま
れ
て
、将
来
は
親
と
子
ど
も
の
面
倒
を
見
て
、親
の

買
っ
た
住
宅
の
管
理
も
背
負
う
可
能
性
が
あ
る
。管
理

を
支
え
る
専
門
家
の
存
在
が
将
来
彼
ら
の
背
負
う
も
の

を
少
し
で
も
減
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
。既
存
の
住
ま

い
を
社
会
で
ど
の
よ
う
に
循
環
さ
せ
る
の
か
に
つ
い

て
、誰
も
が
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。自
己
責
任
、所
有

者
責
任
だ
け
を
言
う
時
代
と
は
さ
よ
な
ら
し
て
、も
う

少
し
先
進
的
な
考
え
方
で
住
宅
管
理
を
や
っ
て
い
け
た

ら
」と
思
い
を
語
っ
て
く
れ
た
。

＊座談会参加者詳細はP9に掲載

あ
ん
じ
ゅ
1
0
0
号
で
振
り
返
る

「
大
阪
の
住
ま
い
」

編 

集 

者 

座 

談 

会 

関川　華 さん
フランスの集合住宅の管理体制につ
いて研究。近畿大学都市住宅研究室
では住まいやまちづくりに関するあ
らゆるテーマを扱う。2022年より大
阪市立住まい情報センター事業企画
アドバイザー。
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＊ 平成30年住宅・土地統計調査

「フランスの住宅管理人は高齢者の見守りなど、コミュニティにかかわる人材とし
て認識され、若い人にも職業として注目されつつあります」と関川さん。フランス
の集合住宅管理について研究を続けている。

今回、関川先生のお話を一緒に聞いた都市住宅研究室の学生。関川さんの
授業「居住管理論」を受け、維持管理に興味を持ったと話す3人。小田純平さ
ん（右）「管理を通したコミュニティづくりが大事だと考えている」、渡邊紗衣
さん（中）「居住価値と社会的価値、どちらも大切だが難しい」、堀井遥さん
（左）「間取りだけではなく、管理の面でも居住価値を高めることも重要だと
知った」と感想を話してくれた。

大
阪
市
で
暮
ら
す
人
の
お
よ
そ
7
割
が
集
合
住
宅
に

住
ん
で
い
ま
す（
＊
）。昭
和
30
年
代
に
登
場
し
、都
市
居

住
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
た
集
合
住
宅
で
す
が
、快
適
な

住
ま
い
で
あ
る
一
方
、維
持
管
理
の
難
し
さ
と
い
う
課
題

を
抱
え
て
い
ま
す
。あ
ん
じ
ゅ
45
号
の
特
集「
マ
ン
シ
ョ

ン
の
未
来
を
考
え
る
」で
ご
登
場
い
た
だ
い
た
関
川
華

さ
ん
に
現
在
の
視
点
で
集
合
住
宅
の
こ
れ
か
ら
の
維

持
管
理
や
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

● 

維
持
管
理
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

集
合
住
宅
の
維
持
管
理
に
お
け
る
ル
ー
ル
作
り
な
ど

に
関
心
が
あ
り
、研
究
を
続
け
て
い
る
関
川
さ
ん
に
よ
る

と
、日
本
の
集
合
住
宅
に
お
け
る
ル
ー
ル
は
1
9
6
0
年

代
こ
ろ
か
ら
形
作
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。

「
所
有
者
や
住
民
が
全
員
で
協
力
し
て
管
理
す
る
と
い

う
の
が
、日
本
に
お
け
る
区
分
所
有
法
の
考
え
方
の
基
本
」

だ
と
関
川
さ
ん
。「
全
員
が
維
持
管
理
の
専
門
家
で
は
な
い

住
ま
う
人
々
と
一
緒
に
つ
く
る

栗
田
ち
ひ
ろ　

本
日
は
あ
ん
じ
ゅ
の
編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
た
方
々

に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。過
去
の
記
事
を
振
り
返
り
な
が

ら
、大
阪
の
住
ま
い
に
つ
い
て
お
話
し
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。ま

ず
は
弘
本
さ
ん
に
、あ
ん
じ
ゅ
創
刊
の
目
的
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

弘
本
由
香
里　
大
阪
は
豊
か
な
住
文
化
の
歴
史
が
あ
り
、職
住
遊
が

三
位
一
体
で
揃
っ
て
い
ま
す
。歴
史
や
社
会
背
景
を
含
め
、住
ま
い

の
情
報
を
発
信
し
、時
代
に
あ
わ
せ
た
新
た
な
住
文
化
づ
く
り
に
貢

献
で
き
る
ツ
ー
ル
と
し
て
創
刊
し
ま
し
た
。大
阪
に
住
ま
う
様
々
な

人
と
つ
な
が
っ
て
、一
緒
に
作
っ
て
き
た
冊
子
で
す
。

栗
田　
頻
繁
に
取
り
上
げ
て
き
た
テ
ー
マ
の
一
つ
が
長
屋
で
す
ね
。

弘
本　
「
人
と
ま
ち
を
温
か
く
つ
な
ぐ
長
屋
の
暮
ら
し
」（
10
号
）、「
大

阪
長
屋
サ
ミ
ッ
ト
〜
長
屋
の
魅
力
再
発
見
！
」（
15
号
）な
ど
で
す
ね
。

大
阪
長
屋
の
認
知
を
広
め
る
役
割
は
果
た
せ
た
と
思
い
ま
す
。と
り

わ
け
2
0
1
0
年
代
以
降
は
職
住
一
体
型
で
小
さ
な
商
い
を
す
る
ス

タ
イ
ル
が
増
え
、長
屋
が
か
っ
こ
う
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い
ま
す
。

井
戸
廣
子　
長
屋
は
修
繕
が
大
変
。解
体
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
た

家
主
さ
ん
た
ち
が
、そ
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た
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ち
に
貸
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こ
と
で
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生
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る
こ
と
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知
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た
。住
民
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あ
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。

朝
田
佐
代
子　

表
紙
が
長
屋
の
写
真
の
あ
ん
じ
ゅ
94
号「
長
屋
か

ら
考
え
る
こ
れ
か
ら
の
都
市
居
住
」を
見
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、

相
談
に
来
ら
れ
た
長
屋
の
家
主
さ
ん
が
い
ま
し
た
。

集
合
住
宅
の
歴
史
を
深
掘
り

栗
田　

私
が
取
材
し
た
長
屋
は
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
と
し
て
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

弘
本　

今
は
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
に
暮
ら
す
敷
居
が
低
く
な
っ
て
き
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。S
N
S
な
ど
情
報
面
で
も
大
き
く
変
化
し

ま
し
た
。

井
戸　

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
に
マ
ッ
チ
し
て
き
た
ん
で
す

ね
。住
む
と
い
う
よ
り
も
長
期
旅
行
の
よ
う
な
感
覚
か
も
。

栗
田　

集
合
住
宅
関
連
で
は
、50
号
の「
大
阪
の
集
合
住
宅
の
歴
史

を
ひ
も
と
く
」が
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

井
戸　
こ
の
頃
、今
昔
館
に
模
型
が
あ
る
古
市
中
団
地
の
建
て
替
え

が
進
ん
で
い
ま
し
た
。古
市
住
宅
は
完
成
当
時
、最
新
の
集
合
住
宅

で
し
た
が
、そ
れ
を
高
層
化
す

る
段
階
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。

弘
本　

大
阪
に
は
都
市
に
集

ま
っ
て
住
む
知
恵
が
蓄
積
さ

れ
、い
ろ
ん
な
集
合
住
宅
が
生

ま
れ
て
き
た
歴
史
も
伝
え
な

く
て
は
、と
い
う
思
い
で
つ

く
っ
た
企
画
で
し
た
ね
。

し
、管
理
に
関
わ
る
時
間
や
金
銭
的
な
余
裕
が
な
い
人
も

い
る
。住
民
全
員
が
同
じ
力
量
で
管
理
に
た
ず
さ
わ
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
も
踏
ま
え
て
、で
き
る
範
囲
で
、一
緒

に
掃
除
や
緑
地
整
備
な
ど
を
す
る
。お
互
い
の
顔
が
見
え

て
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
つ
な
が
る
の
で
、少
し
で
も

管
理
に
か
か
わ
る
の
が
よ
い
」と
考
え
て
い
る
。

● 

維
持
管
理
は
と
に
か
く
面
倒
な
こ
と
だ
と
知
る

所
有
者
あ
る
い
は
居
住
者
と
し
て
、少
し
は
集
合
住

宅
の
維
持
管
理
に
た
ず
さ
わ
る
べ
き
だ
と
わ
か
っ
て

い
て
も
、や
は
り
面
倒
だ
と
考
え
る
人
の
ほ
う
が
多
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
う
尋
ね
て
み
る
と
、「
面
倒

く
さ
い
で
す
よ
ね
。だ
か
ら
こ
そ
マ
ン
シ
ョ
ン
も
戸
建

も
維
持
管
理
が
面
倒
な
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
上
で
購

入
す
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
」と
い
う
答
え
が
返
っ

て
き
た
。

一
方
で
、2
0
0
1（
平
成
13
）年
に
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
士
と
い
う
国
家
資
格
が
誕
生
す
る
な
ど
、集
合
住
宅
の

維
持
管
理
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
育
て
る
動
き
も
。

「
第
三
者
を
管
理
者
と
し
て
取
り
入
れ
よ
う
と
い
う
動
き

も
あ
る
。今
後
は
、所
有
者
や
居
住
者
な
ど
集
合
住
宅
に

か
か
わ
る
人
が
た
ず
さ
わ
れ
る
管
理
と
、資
産
管
理
の
プ

ロ
に
よ
る
徹
底
し
た
管
理
の
二
重
構
造
が
必
要
に
な
る

の
で
は
な
い
か
。次
世
代
に
建
築
や
空
間
を
継
承
す
る
に

は
、居
住
者
の
管
理
だ
け
で
な
く
、プ
ロ
に
よ
る
厳
し
い

管
理
体
制
も
必
要
で
す
」と
話
す
。

● 

住
ま
い
に
も
っ
と
関
心
を
向
け
る

集
合
住
宅
に
住
ま
う
上
で
維
持
管
理
は
重
要
だ
が
、無

関
心
な
人
が
多
い
と
関
川
さ
ん
は
感
じ
て
い
る
。「
高
校

の
家
庭
科
の
教
科
書
に
は
区
分
所
有
法
の
こ
と
や
、空
き

家
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。で
も
高
校
で
は

学
ん
で
い
な
い
と
い
う
学
生
も
い
る
。教
員
の
育
成
も
含

め
て
、住
教
育
に
力
を
入
れ
ら
れ
る
授
業
開
発
が
で
き
た

ら
」と
考
え
て
い
る
そ
う
。

関
川
さ
ん
は「
い
ま
の
学
生
た
ち
は
少
子
化
の
中
で

生
ま
れ
て
、将
来
は
親
と
子
ど
も
の
面
倒
を
見
て
、親
の

買
っ
た
住
宅
の
管
理
も
背
負
う
可
能
性
が
あ
る
。管
理

を
支
え
る
専
門
家
の
存
在
が
将
来
彼
ら
の
背
負
う
も
の

を
少
し
で
も
減
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
。既
存
の
住
ま

い
を
社
会
で
ど
の
よ
う
に
循
環
さ
せ
る
の
か
に
つ
い

て
、誰
も
が
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。自
己
責
任
、所
有

者
責
任
だ
け
を
言
う
時
代
と
は
さ
よ
な
ら
し
て
、も
う

少
し
先
進
的
な
考
え
方
で
住
宅
管
理
を
や
っ
て
い
け
た

ら
」と
思
い
を
語
っ
て
く
れ
た
。

（2023年春vol．94）
（2012年春vol．50）

あんじゅはウェブサイトでもご覧頂けます。

ほりいはるか

わたなべさえ

おだじゅんぺい
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1.城見橋からみた生活圏に近接した整備されていな
い水辺の風景。　2.橋の上から見える大阪城は緑とあ
いまってかっこいい。　3-1. 3-2.大坂橋から見た風景。
東側（右）はOBP付近のオフィス街、北側（左）は寝屋川
橋と京阪電車の線路。　　

住
む
ま
ち
大
阪
の
い
つ
も
の
暮
ら
し

弘
本　

創
刊
号
の「
リ
バ
ー
サ
イ
ド
で
健
康
的

に
暮
ら
す
」で
紹
介
し
た
集
合
住
宅
に
、久
し
ぶ

り
に
訪
れ
た
ら
と
て
も
心
地
よ
い
環
境
に
成
熟

し
て
い
て
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

栗
田　

水
辺
も
何
度
も
登
場
す
る
テ
ー
マ
で

す
ね
。川
だ
け
じ
ゃ
な
く
、海
も
池
も
あ
っ
て
、

長
堀
の
よ
う
に
埋
め
ら
れ
た
川
も
紹
介
し
て

い
ま
す
。

弘
本　
毎
日
自
転
車
で
天
神
橋
を
渡
っ
て
通
勤

す
る
こ
と
を
楽
し
む
人
や
、舟
で
通
勤
す
る
人

を
紹
介
す
る
と
い
う
記
事
も
。大
川
で
は
、通
勤

用
の
運
行
は
無
く
な
り
ま
し
た
が
、い
ろ
ん
な

タ
イ
プ
の
観
光
用
の
船
が
走
っ
て
い
ま
す
ね
。

栗
田　

大
阪
市
内
で
暮
ら
す
と
、舟
で
通
勤
す

る
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
の
か
、と
い
う
驚
き

が
あ
り
ま
し
た
。

井
戸　
そ
う
い
う
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
か
い
な
い
か
で
、暮
ら
し
の
楽
し
み
が

ず
い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
す
よ
ね
。目
新
し
さ
を
追

い
か
け
る
の
で
は
な
く
て
、大
阪
の
い
つ
も
の

暮
ら
し
の
中
に
、あ
ん
じ
ゅ
の
記
事
に
し
た
い

こ
と
が
い
く
ら
で
も
見
つ
け
ら
れ
ま
す
。

リ
バ
ー
サ
イ
ド
の
集
合
住
宅
や
通
勤・通
学
路
に
あ
る
水
辺
な
ど
、

大
阪
に
は
日
常
生
活
に
隣
接
し
た
水
辺
が
多
く
あ
り
ま
す
。過
去

の
あ
ん
じ
ゅ
で
も
最
も
扱
い
の
多
い
テ
ー
マ
が「
水
辺
」で
す
。

あ
ん
じ
ゅ
1
号
で
訪
れ
た
大
川
や
37
号
で
紹
介
し
た
八
軒
家
浜

な
ど
の
今
の
姿
を
、水
辺
を
日
常
的
に
楽
し
ん
で
い
る
南
愛
さ

ん
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆ 
身
近
に
あ
る
水
辺
の
風
景

普
段
か
ら
生
活
圏
内
に
あ
る
居
心
地
の
い
い
水
辺
を
探
し
て
い

る
と
い
う
南
さ
ん
。よ
く
訪
れ
る
と
い
う
鴫
野
付
近
か
ら
中
之
島

ま
で
の
水
辺
を
案
内
し
て
く
れ
た
。

ス
タ
ー
ト
は
オ
オ
サ
カ
メ
ト
ロ
今
里
筋
線
鴫
野
駅
近
く
の
小
さ

な
公
園
。歩
い
て
す
ぐ
の
城
見
橋
は
平
野
川
と
第
二
寝
屋
川
に
か

か
り
、そ
の
名
の
と
お
り
大
阪
城
が
見
え
た
。さ
ら
に
行
く
と
、森

之
宮
検
車
場
や
線
路
が
見
え
て
き
た
。「
こ
の
辺
り
は
店
も
な
く
、

生
活
す
る
た
め
の
水
辺
で
素
朴
な
雰
囲
気
。で
も
大
阪
の
水
辺
に

住
む
人
は
、こ
う
い
う
風
景
に
馴
染
み
が
あ
る
は
ず
。美
し
く
整
備

さ
れ
た
場
所
だ
け
で
な
く
、日
常
の
水
辺
も
紹
介
し
た
か
っ
た
」と

南
さ
ん
は
い
う
。

◆ 

居
心
地
の
よ
い
水
辺
を
見
つ
け
て
楽
し
む

わ
た
し（
た
ち
）の

水
辺
の
楽
し
み
か
た

南
　
愛
さ
ん 

（
水
辺
の
ま
ち
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
）

 

み
な
み
　 

　ま
な

第
二
寝
屋
川
の
北
岸
を
西
へ
、大
阪
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ク
ま
で
進

む
。一
方
は
オ
フ
ィ
ス
街
、一
方
は
緑
豊
か
な
大
阪
城
公
園
と
い
う

対
比
が
面
白
い
。南
さ
ん
が「
橋
の
上
は
視
界
が
開
け
る
の
で
、大

阪
城
が
見
え
る
ス
ポ
ッ
ト
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
」と
言
っ
た
と

お
り
、写
真
を
撮
り
た
く
な
る
風
景
が
あ
っ
た
。

大
阪
城
を
離
れ
て
、大
川
を
目
指
す
。寝
屋
川
が
大
川
へ
と
合
流

す
る
す
ぐ
手
前
に
あ
る
の
が
大
坂
橋
だ
。寝
屋
川
沿
い
に
は
先
ほ

ど
歩
い
て
き
た
オ
フ
ィ
ス
街
が
見
え
て
、大
川
方
面
に
は
京
阪
電

車
の
線
路
と
天
満
橋
駅
が
見
え
る
。

「
大
坂
橋
と
こ
の
先
に
あ
る
川
崎
橋
の
あ
た
り
は
、プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
メ
ン
バ
ー
と
よ
く
集
ま
る
場
所
で
す
。眺
め
が
よ
く
て
、広
さ
も

あ
る
の
で
、お
花
見
に
限
ら
ず
食
事
を
し
た
り
し
て
水
辺
を
楽
し

ん
で
い
ま
す
」と
い
う
南
さ
ん
は
水
辺
を
楽
し
む
上
級
者
だ
。

ス
タ
ー
ト
か
ら
こ
こ
ま
で
に
渡
っ
た
り
見
た
り
し
た
橋
は
10
を

超
え
た
。水
辺
を
歩
い
て
い
る
か
ら
当
然
だ
が
、ど
こ
も
眺
め
が
良

く
、大
阪
の
水
辺
の
魅
力
を
感
じ
ら
れ
た
。

◆ 

変
化
す
る
水
辺
を
楽
し
む

天
満
橋
を
横
目
に
、大
川

か
ら
土
佐
堀
川
へ
。八
軒
家

浜
か
ら
西
は
特
に
整
備
が

進
ん
だ
、大
阪
の
水
辺
を
代

表
す
る
エ
リ
ア
だ
。大
阪
市

中
央
公
会
堂
の
前
が
歩
行

者
空
間
化
し
、さ
ら
に
景
観

が
よ
く
な
っ
た
。南
さ
ん
が

最
後
に
案
内
し
て
く
れ
た

の
は
、「
キ
タ
ハ
マ
ミ
ズ
ム

舟
寄
場
」。水
辺
の
新
た
な

楽
し
み
が
生
ま
れ
そ
う
だ
。

水辺のまち再生プロジェクト 
大阪を中心に「遊ぶ、住む、働く」それ
ぞれの場面で、水辺をより身近に感じ、
楽しむアイデアを提案したり、実践した
りするチーム。

南　愛 さん
大阪市内在住。
大学では都市空間
の再生やマネジメント
について研究。「水都大阪2012・2013」
にボランティアとして参加した。現在は
まちづくりの仕事などに携わる。

つづき

あ
ん
じ
ゅ
1
0
0
号
で
振
り
返
る

「
大
阪
の
住
ま
い
」

編 

集 

者 

座 

談 

会 

し
ぎ
の

1

23-13-2
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暮
ら
す

ー
水
の
都
大
阪
に
暮
ら
す
ー



土佐堀川に誕生した「キタハマミズム舟寄場」。
今後の新たな賑わい、交流拠点としての展開が楽しみなスポット。

4.川沿いの飲食店がテラス席を設ける
ことも当たり前の風景になってきた。
5.南さんがお花見をした場所から見え
る天満橋の風景。　6.歩行者空間化し
た中之島は水辺の公園としてますます
魅力的に。　　

住
む
ま
ち
大
阪
の
い
つ
も
の
暮
ら
し

弘
本　

創
刊
号
の「
リ
バ
ー
サ
イ
ド
で
健
康
的

に
暮
ら
す
」で
紹
介
し
た
集
合
住
宅
に
、久
し
ぶ

り
に
訪
れ
た
ら
と
て
も
心
地
よ
い
環
境
に
成
熟

し
て
い
て
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

栗
田　

水
辺
も
何
度
も
登
場
す
る
テ
ー
マ
で

す
ね
。川
だ
け
じ
ゃ
な
く
、海
も
池
も
あ
っ
て
、

長
堀
の
よ
う
に
埋
め
ら
れ
た
川
も
紹
介
し
て

い
ま
す
。

弘
本　
毎
日
自
転
車
で
天
神
橋
を
渡
っ
て
通
勤

す
る
こ
と
を
楽
し
む
人
や
、舟
で
通
勤
す
る
人

を
紹
介
す
る
と
い
う
記
事
も
。大
川
で
は
、通
勤

用
の
運
行
は
無
く
な
り
ま
し
た
が
、い
ろ
ん
な

タ
イ
プ
の
観
光
用
の
船
が
走
っ
て
い
ま
す
ね
。

栗
田　

大
阪
市
内
で
暮
ら
す
と
、舟
で
通
勤
す

る
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
の
か
、と
い
う
驚
き

が
あ
り
ま
し
た
。

井
戸　
そ
う
い
う
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
か
い
な
い
か
で
、暮
ら
し
の
楽
し
み
が

ず
い
ぶ
ん
変
わ
り
ま
す
よ
ね
。目
新
し
さ
を
追

い
か
け
る
の
で
は
な
く
て
、大
阪
の
い
つ
も
の

暮
ら
し
の
中
に
、あ
ん
じ
ゅ
の
記
事
に
し
た
い

こ
と
が
い
く
ら
で
も
見
つ
け
ら
れ
ま
す
。

本
藤
記
子　

14
号
の「
都
市
を
楽
し
む
シ
ン
グ

ル
流
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」も
、普
段
の
暮
ら
し
の

紹
介
で
す
ね
。20
〜
70
代
の
住
ま
い
と
暮
ら
し

の
楽
し
み
を
取
材
し
た
記
事
で
す
。

弘
本　
居
住
の
変
化
に
目
を
向
け
ま
し
た
。今
、

大
阪
は
単
独
世
帯
が
50
％
を
超
え
て
い
ま
す
ね
。

朝
田　

一
人
住
ま
い
で
も
、あ
ら
ゆ
る
年
代
の

人
が
安
心
し
て
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

弘
本　
創
刊
か
ら
25
年
経
っ
て
、時
間
を
積
み

重
ね
た
か
ら
こ
そ
の
視
点
で
新
た
な
発
見
が

で
き
そ
う
で
す
。

本
藤　
過
去
に
取
り
上
げ
た
た
く
さ
ん
の
テ
ー

マ
の
中
か
ら
、も
う
一
度
取
材
し
て
み
る
の
も

い
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

（1999年秋vol．1）（2003年春vol．14）

リ
バ
ー
サ
イ
ド
の
集
合
住
宅
や
通
勤・通
学
路
に
あ
る
水
辺
な
ど
、

大
阪
に
は
日
常
生
活
に
隣
接
し
た
水
辺
が
多
く
あ
り
ま
す
。過
去

の
あ
ん
じ
ゅ
で
も
最
も
扱
い
の
多
い
テ
ー
マ
が「
水
辺
」で
す
。

あ
ん
じ
ゅ
1
号
で
訪
れ
た
大
川
や
37
号
で
紹
介
し
た
八
軒
家
浜

な
ど
の
今
の
姿
を
、水
辺
を
日
常
的
に
楽
し
ん
で
い
る
南
愛
さ

ん
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆ 

身
近
に
あ
る
水
辺
の
風
景

普
段
か
ら
生
活
圏
内
に
あ
る
居
心
地
の
い
い
水
辺
を
探
し
て
い

る
と
い
う
南
さ
ん
。よ
く
訪
れ
る
と
い
う
鴫
野
付
近
か
ら
中
之
島

ま
で
の
水
辺
を
案
内
し
て
く
れ
た
。

ス
タ
ー
ト
は
オ
オ
サ
カ
メ
ト
ロ
今
里
筋
線
鴫
野
駅
近
く
の
小
さ

な
公
園
。歩
い
て
す
ぐ
の
城
見
橋
は
平
野
川
と
第
二
寝
屋
川
に
か

か
り
、そ
の
名
の
と
お
り
大
阪
城
が
見
え
た
。さ
ら
に
行
く
と
、森

之
宮
検
車
場
や
線
路
が
見
え
て
き
た
。「
こ
の
辺
り
は
店
も
な
く
、

生
活
す
る
た
め
の
水
辺
で
素
朴
な
雰
囲
気
。で
も
大
阪
の
水
辺
に

住
む
人
は
、こ
う
い
う
風
景
に
馴
染
み
が
あ
る
は
ず
。美
し
く
整
備

さ
れ
た
場
所
だ
け
で
な
く
、日
常
の
水
辺
も
紹
介
し
た
か
っ
た
」と

南
さ
ん
は
い
う
。

◆ 

居
心
地
の
よ
い
水
辺
を
見
つ
け
て
楽
し
む

第
二
寝
屋
川
の
北
岸
を
西
へ
、大
阪
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ク
ま
で
進

む
。一
方
は
オ
フ
ィ
ス
街
、一
方
は
緑
豊
か
な
大
阪
城
公
園
と
い
う

対
比
が
面
白
い
。南
さ
ん
が「
橋
の
上
は
視
界
が
開
け
る
の
で
、大

阪
城
が
見
え
る
ス
ポ
ッ
ト
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
」と
言
っ
た
と

お
り
、写
真
を
撮
り
た
く
な
る
風
景
が
あ
っ
た
。

大
阪
城
を
離
れ
て
、大
川
を
目
指
す
。寝
屋
川
が
大
川
へ
と
合
流

す
る
す
ぐ
手
前
に
あ
る
の
が
大
坂
橋
だ
。寝
屋
川
沿
い
に
は
先
ほ

ど
歩
い
て
き
た
オ
フ
ィ
ス
街
が
見
え
て
、大
川
方
面
に
は
京
阪
電

車
の
線
路
と
天
満
橋
駅
が
見
え
る
。

「
大
坂
橋
と
こ
の
先
に
あ
る
川
崎
橋
の
あ
た
り
は
、プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
メ
ン
バ
ー
と
よ
く
集
ま
る
場
所
で
す
。眺
め
が
よ
く
て
、広
さ
も

あ
る
の
で
、お
花
見
に
限
ら
ず
食
事
を
し
た
り
し
て
水
辺
を
楽
し

ん
で
い
ま
す
」と
い
う
南
さ
ん
は
水
辺
を
楽
し
む
上
級
者
だ
。

ス
タ
ー
ト
か
ら
こ
こ
ま
で
に
渡
っ
た
り
見
た
り
し
た
橋
は
10
を

超
え
た
。水
辺
を
歩
い
て
い
る
か
ら
当
然
だ
が
、ど
こ
も
眺
め
が
良

く
、大
阪
の
水
辺
の
魅
力
を
感
じ
ら
れ
た
。

◆ 

変
化
す
る
水
辺
を
楽
し
む

天
満
橋
を
横
目
に
、大
川

か
ら
土
佐
堀
川
へ
。八
軒
家

浜
か
ら
西
は
特
に
整
備
が

進
ん
だ
、大
阪
の
水
辺
を
代

表
す
る
エ
リ
ア
だ
。大
阪
市

中
央
公
会
堂
の
前
が
歩
行

者
空
間
化
し
、さ
ら
に
景
観

が
よ
く
な
っ
た
。南
さ
ん
が

最
後
に
案
内
し
て
く
れ
た

の
は
、「
キ
タ
ハ
マ
ミ
ズ
ム

舟
寄
場
」。水
辺
の
新
た
な

楽
し
み
が
生
ま
れ
そ
う
だ
。

ふ
な
よ
せ
ば

4

5

6

6

100号記念特集 大阪に住まう



史料館長   伊藤 誠人さん

い と う 　  　せいじん 　

学芸員・研究員    高井 多佳子さん

た か い 　  　た か こ 　 　

商
店
街
い
ろ
い
ろ

井
戸
　
百
貨
店
や
商
店
街
も
取
り
上
げ
て

い
ま
す
ね（
46
号
、90
号
他
）。

弘
本
　
身
近
な
商
店
街
の
多
彩
さ
は
大
阪

の
特
徴
の
一
つ
で
す
よ
ね
。

井
戸　

通
路
の
両
側
に
店
舗
が
あ
っ
て
、

ア
ー
ケ
ー
ド
が
あ
っ
て
、ち
ょ
っ
と
狭
い
。

天
神
橋
筋
商
店
街
の
天
五
か
ら
天
六
あ
た

り
の
よ
う
に
、狭
い
か
ら
よ
り
賑
わ
い
を

感
じ
る
。天
神
祭
の
時
の
混
雑
で
さ
え
楽

し
め
て
し
ま
う
。

弘
本　
商
店
街
ご
と
に
成
り
立
ち
が
違
っ

て
、い
ろ
ん
な
歴
史
的
背
景
が
あ
る
の
が

面
白
い
で
す
。社
寺
の
参
詣
道
と
か
公
設

市
場
を
核
に
と
か
、住
宅
地
開
発
と
セ
ッ

ト
で
で
き
た
と
か
、住
ま
う
人
が
自
ら
立

ち
上
げ
た
商
店
街
も
あ
る
。

井
戸　
商
店
街
に
よ
っ
て
は
利
用
す
る
人

が
減
っ
て
、下
火
に
な
っ
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
。

弘
本　

そ
れ
で
も
、商
店
街
は
コ
ロ
ナ
禍

で
良
さ
が
見
直
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
ま

す
。開
放
感
が
あ
っ
て
、適
度
な
距
離
で
声

を
掛
け
合
え
る
。

井
戸　

い
ろ
ん
な
商
店
街
が
あ
っ
て
、

行
っ
て
み
た
い
な
と
思
え
る
場
所
が
た
く

さ
ん
あ
る
。

弘
本　
す
ご
く
恵
ま
れ
た
ま
ち
で
す
よ
ね
。

文
化
や
芸
術
に
触
れ
ら
れ
る
場
が
身
近
に
あ
る
の
も
、都
市
居
住
の

魅
力
。大
阪
市
内
の
多
様
な
文
化
施
設
を
あ
ん
じ
ゅ
で
も
取
り
上
げ

て
い
ま
す
。あ
ん
じ
ゅ
46
号「
百
貨
店
が
届
け
た
豊
か
さ
の
歩
み
」で
は

大
阪
の
百
貨
店
の
歴
史
な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。そ
の
中
で
登
場
し
た

髙
島
屋
の
歴
史
を
伝
え
る
髙
島
屋
史
資
館
へ
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館

の
増
井
館
長
と
と
も
に
訪
ね
ま
し
た
。伊
藤
誠
人
史
料
館
長
と
研
究
員

の
高
井
多
佳
子
さ
ん
に
解
説
い
た
だ
き
な
が
ら
館
内
を
巡
り
ま
し
た
。

百
貨
店
の
歴
史
を

詰
め
込
ん
だ

小
さ
く
て
深
い
史
料
館

髙
島
屋
史
料
館 

（
浪
速
区
）

株式会社髙島屋　髙島屋史料館

館長   増井 正哉さん

ま す い 　  　まさや

大阪くらしの今昔館

 

百
貨
店
通
り
に
残
る
名
建
築

髙
島
屋
大
阪
店
の
東
側
に
あ
る
な
ん
さ
ん
通
り
を
堺
筋
ま
で
歩
く

と
、髙
島
屋
東
別
館
に
到
着
す
る
。外
壁
に
美
し
い
装
飾
が
施
さ
れ
た

重
厚
な
雰
囲
気
の
建
物
は
、2
0
2
1（
令
和
3
）年
に
国
の
重
要
文
化

財（
建
造
物
）に
指
定
さ
れ
た
。そ
の
3
階
に
髙
島
屋
史
料
館
が
あ
る
。

堺
筋
は
大
正
末
期
の
大
大
阪
時
代
、い
く
つ
も
の
百
貨
店
が
建
ち

「
百
貨
店
通
り
」と
呼
ば
れ
て
い
た
。伊
藤
館
長
は「
戦
前
の
建
築
が
見

ら
れ
る
貴
重
な
場
所
。当
時
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
全
館
冷
暖
房
完
備

で
、1
階
か
ら
全
て
煌
び
や
か
な
し
つ
ら
え
に
な
っ
て
い
た
」と
話
す
。

展
示
室
の
奥
に
あ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
は
建
設
当
時
の
姿

を
残
し
て
い
る
。「
お
客
様
を
華
や
か
な
別
世
界
に
い
ざ
な
う
た
め

の
デ
ザ
イ
ン
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
」と
高
井
さ
ん
は
い
う
。生
き

た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
大
阪
に
参
加
す
る
名
建

築
の
一
つ
だ
。

 

最
新
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用

髙
島
屋
史
料
館
は
お
よ
そ
5
万
点
の
資
料
を
収
蔵
し
て
い
る
。今

回
は
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス
展
示
室
を
案
内
頂
い
た
。「
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス
展
示

室
で
は
、限
ら
れ
た
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
収
蔵
品
を
で
き
る
だ
け

数
多
く
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、最
新
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
導
入

髙島屋史料館
髙島屋の歴史を伝える史料館。1970（昭和
45）年に髙島屋東別館3階に開館した。
2020（令和2）年に全面リニューアル。創業
以来蓄積してきた貴重な収蔵資料はおよ
そ5万点。アーカイヴス展示室と企画展示
室がある。入館無料。

し
て
い
ま
す
」と
高
井
さ
ん
。

ま
ず
最
初
に
驚
く
の
が
、受
付
ロ
ビ
ー
の
壁
面
に
あ
る
大
き
な

デ
ィ
ス
プ
レ
イ「
髙
島
屋
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
」だ
。タ
ッ
チ
パ
ネ

ル
に
な
っ
て
お
り
、お
気
に
入
り
を
3
つ
選
ぶ
と
解
説
を
プ
リ
ン
ト

し
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス
も
あ
る
。

展
示
は
髙
島
屋
の
理
念
紹
介
と
歴
史
年
表
か
ら
始
ま
る
。壁
面
に

投
影
さ
れ
た
年
表
も
手
で
触
れ
る
と
ス
ク
ロ
ー
ル
で
き
、解
説
が
表

示
さ
れ
る
。「
年
表
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
こ
と
で
、コ
ロ
ナ
禍
の
出
来

事
な
ど
最
新
の
情
報
も
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」と
高
井
さ
ん
。

他
の
百
貨
店
や
経
済・社
会
の
歴
史
も
併
記
さ
れ
て
お
り
、幅
広
く
深

く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

楽
し
く
余
す
と
こ
ろ
な
く
見
せ
る

年
表
や
理
念
を
紹
介
す
る「
進
取
の
精
神
」コ
ー
ナ
ー
に
始
ま

り
、「
美・ア
ー
ト
」「
暮
ら
し
」「
ま
ち
づ
く
り
」「
未
来
へ
」と
い
う

テ
ー
マ
別
の
展
示
が
続
く
。日
本
で
初
め
て
髙
島
屋
が
取
り
入
れ

た
と
い
う
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
は
、明
治
期
か
ら
現
代
ま
で
の
写

真
を
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
見
せ
て
い
る
。髙
島
屋
の
マ
ス
コ
ッ
ト

「
ロ
ー
ズ
ち
ゃ
ん
」、呉
服
、広
告
宣
伝
物
な
ど
の
実
物
展
示
は
時
節

に
合
わ
せ
て
入
れ
替
え
る
。百
貨
店
が
衣
食
住
の
す
べ
て
に
か
か

わ
り
、多
様
な
楽
し
み
を
提
供
し
て
き
た
こ
と
が
ど
の
展
示
を
見

て
も
伝
わ
っ
て
く
る
。　

伊
藤
館
長
と
高
井
さ
ん
の
解
説
付
き
と
い
う
贅
沢
な
ガ
イ
ド
ツ

ア
ー
を
終
え
て
、増
井
館
長
は「
長
く
百
貨
店
で
育
ま
れ
て
き
た

サ
ー
ビ
ス
の
文
化
、そ
れ
を
形
に
す
る
意
匠
力
を
理
解
し
、感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
展
示
施
設
で
し
た
。ど
の
時
代
で
も
百
貨
店
は
暮
ら

し
の
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。こ
う
し
た

都
市
居
住
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
魅
力
的
な
文
化
施
設
を
今
後
も

あ
ん
じ
ゅ
で
取
り
あ
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
」と
語
っ
た
。

つづき

あ
ん
じ
ゅ
1
0
0
号
で
振
り
返
る

「
大
阪
の
住
ま
い
」

編 

集 

者 

座 

談 

会 

髙島屋史料館

1

23

7

ー
多
彩
な
文
化
施
設
ー

愉
し
む



1.正面から見た髙島屋東別館。アーチ型の装飾が美しい。提供：髙島屋史料館　2.建設当時の姿を残すエレベーターホール。
3.エレベーター扉上の上り・下りの手書き表示がかわいい。　4.「 髙島屋コレクションボード」では厳選された700点余の収
蔵品を大画面で見ることができる。　5.建物の歴史を素敵なイラストで紹介するプリント。　6.右から伊藤館長、研究員の
高井さん、今昔館増井館長。手前は髙島屋東別館の1／100ジオラマ。　7.広告宣伝コーナー。襖型の展示壁で数多くの資
料を展示している。　8.昭和初期から取り入れられた洋装。当時のデザイン画などから再現している。　

商
店
街
い
ろ
い
ろ

井
戸
　
百
貨
店
や
商
店
街
も
取
り
上
げ
て

い
ま
す
ね（
46
号
、90
号
他
）。

弘
本
　
身
近
な
商
店
街
の
多
彩
さ
は
大
阪

の
特
徴
の
一
つ
で
す
よ
ね
。

井
戸　

通
路
の
両
側
に
店
舗
が
あ
っ
て
、

ア
ー
ケ
ー
ド
が
あ
っ
て
、ち
ょ
っ
と
狭
い
。

天
神
橋
筋
商
店
街
の
天
五
か
ら
天
六
あ
た

り
の
よ
う
に
、狭
い
か
ら
よ
り
賑
わ
い
を

感
じ
る
。天
神
祭
の
時
の
混
雑
で
さ
え
楽

し
め
て
し
ま
う
。

弘
本　
商
店
街
ご
と
に
成
り
立
ち
が
違
っ

て
、い
ろ
ん
な
歴
史
的
背
景
が
あ
る
の
が

面
白
い
で
す
。社
寺
の
参
詣
道
と
か
公
設

市
場
を
核
に
と
か
、住
宅
地
開
発
と
セ
ッ

ト
で
で
き
た
と
か
、住
ま
う
人
が
自
ら
立

ち
上
げ
た
商
店
街
も
あ
る
。

井
戸　
商
店
街
に
よ
っ
て
は
利
用
す
る
人

が
減
っ
て
、下
火
に
な
っ
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
。

弘
本　

そ
れ
で
も
、商
店
街
は
コ
ロ
ナ
禍

で
良
さ
が
見
直
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
ま

す
。開
放
感
が
あ
っ
て
、適
度
な
距
離
で
声

を
掛
け
合
え
る
。

井
戸　

い
ろ
ん
な
商
店
街
が
あ
っ
て
、

行
っ
て
み
た
い
な
と
思
え
る
場
所
が
た
く

さ
ん
あ
る
。

弘
本　
す
ご
く
恵
ま
れ
た
ま
ち
で
す
よ
ね
。

歴
史
に
触
れ
な
が
ら

今
の
情
報
も
伝
え
る

弘
本　

振
り
返
っ
て
読
ん
で
み
る
と
、歴

史
的
背
景
を
大
切
に
し
な
が
ら
、新
し
い

ま
ち
の
様
子
や
暮
ら
し
方
を
伝
え
て
い
る

の
が
あ
ん
じ
ゅ
の
特
徴
だ
と
改
め
て
思
い

ま
し
た
。

栗
田　

人
を
中
心
に
し
な
が
ら
、地
域
の

こ
と
や
、住
ま
い
に
関
す
る
施
策
や
制
度

を
伝
え
て
い
く
役
割
が
あ
り
ま
す
ね
。

弘
本　
取
材
に
行
く
こ
と
で
人
と
つ
な
が

る
こ
と
も
大
き
な
目
的
で
す
。つ
な
が
っ

た
人
を
介
し
て
、住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー

を
活
用
す
る
人
が
増
え
て
く
れ
た
ら
い
い

で
す
ね
。 （2022年春vol．90）

文
化
や
芸
術
に
触
れ
ら
れ
る
場
が
身
近
に
あ
る
の
も
、都
市
居
住
の

魅
力
。大
阪
市
内
の
多
様
な
文
化
施
設
を
あ
ん
じ
ゅ
で
も
取
り
上
げ

て
い
ま
す
。あ
ん
じ
ゅ
46
号「
百
貨
店
が
届
け
た
豊
か
さ
の
歩
み
」で
は

大
阪
の
百
貨
店
の
歴
史
な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。そ
の
中
で
登
場
し
た

髙
島
屋
の
歴
史
を
伝
え
る
髙
島
屋
史
資
館
へ
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館

の
増
井
館
長
と
と
も
に
訪
ね
ま
し
た
。伊
藤
誠
人
史
料
館
長
と
研
究
員

の
高
井
多
佳
子
さ
ん
に
解
説
い
た
だ
き
な
が
ら
館
内
を
巡
り
ま
し
た
。

 

百
貨
店
通
り
に
残
る
名
建
築

髙
島
屋
大
阪
店
の
東
側
に
あ
る
な
ん
さ
ん
通
り
を
堺
筋
ま
で
歩
く

と
、髙
島
屋
東
別
館
に
到
着
す
る
。外
壁
に
美
し
い
装
飾
が
施
さ
れ
た

重
厚
な
雰
囲
気
の
建
物
は
、2
0
2
1（
令
和
3
）年
に
国
の
重
要
文
化

財（
建
造
物
）に
指
定
さ
れ
た
。そ
の
3
階
に
髙
島
屋
史
料
館
が
あ
る
。

堺
筋
は
大
正
末
期
の
大
大
阪
時
代
、い
く
つ
も
の
百
貨
店
が
建
ち

「
百
貨
店
通
り
」と
呼
ば
れ
て
い
た
。伊
藤
館
長
は「
戦
前
の
建
築
が
見

ら
れ
る
貴
重
な
場
所
。当
時
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
全
館
冷
暖
房
完
備

で
、1
階
か
ら
全
て
煌
び
や
か
な
し
つ
ら
え
に
な
っ
て
い
た
」と
話
す
。

展
示
室
の
奥
に
あ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
は
建
設
当
時
の
姿

を
残
し
て
い
る
。「
お
客
様
を
華
や
か
な
別
世
界
に
い
ざ
な
う
た
め

の
デ
ザ
イ
ン
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
」と
高
井
さ
ん
は
い
う
。生
き

た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
大
阪
に
参
加
す
る
名
建

築
の
一
つ
だ
。

 

最
新
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用

髙
島
屋
史
料
館
は
お
よ
そ
5
万
点
の
資
料
を
収
蔵
し
て
い
る
。今

回
は
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス
展
示
室
を
案
内
頂
い
た
。「
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス
展
示

室
で
は
、限
ら
れ
た
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
収
蔵
品
を
で
き
る
だ
け

数
多
く
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、最
新
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
導
入

し
て
い
ま
す
」と
高
井
さ
ん
。

ま
ず
最
初
に
驚
く
の
が
、受
付
ロ
ビ
ー
の
壁
面
に
あ
る
大
き
な

デ
ィ
ス
プ
レ
イ「
髙
島
屋
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
」だ
。タ
ッ
チ
パ
ネ

ル
に
な
っ
て
お
り
、お
気
に
入
り
を
3
つ
選
ぶ
と
解
説
を
プ
リ
ン
ト

し
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス
も
あ
る
。

展
示
は
髙
島
屋
の
理
念
紹
介
と
歴
史
年
表
か
ら
始
ま
る
。壁
面
に

投
影
さ
れ
た
年
表
も
手
で
触
れ
る
と
ス
ク
ロ
ー
ル
で
き
、解
説
が
表

示
さ
れ
る
。「
年
表
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
こ
と
で
、コ
ロ
ナ
禍
の
出
来

事
な
ど
最
新
の
情
報
も
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」と
高
井
さ
ん
。

他
の
百
貨
店
や
経
済・社
会
の
歴
史
も
併
記
さ
れ
て
お
り
、幅
広
く
深

く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

楽
し
く
余
す
と
こ
ろ
な
く
見
せ
る

年
表
や
理
念
を
紹
介
す
る「
進
取
の
精
神
」コ
ー
ナ
ー
に
始
ま

り
、「
美・ア
ー
ト
」「
暮
ら
し
」「
ま
ち
づ
く
り
」「
未
来
へ
」と
い
う

テ
ー
マ
別
の
展
示
が
続
く
。日
本
で
初
め
て
髙
島
屋
が
取
り
入
れ

た
と
い
う
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
は
、明
治
期
か
ら
現
代
ま
で
の
写

真
を
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
見
せ
て
い
る
。髙
島
屋
の
マ
ス
コ
ッ
ト

「
ロ
ー
ズ
ち
ゃ
ん
」、呉
服
、広
告
宣
伝
物
な
ど
の
実
物
展
示
は
時
節

に
合
わ
せ
て
入
れ
替
え
る
。百
貨
店
が
衣
食
住
の
す
べ
て
に
か
か

わ
り
、多
様
な
楽
し
み
を
提
供
し
て
き
た
こ
と
が
ど
の
展
示
を
見

て
も
伝
わ
っ
て
く
る
。　

伊
藤
館
長
と
高
井
さ
ん
の
解
説
付
き
と
い
う
贅
沢
な
ガ
イ
ド
ツ

ア
ー
を
終
え
て
、増
井
館
長
は「
長
く
百
貨
店
で
育
ま
れ
て
き
た

サ
ー
ビ
ス
の
文
化
、そ
れ
を
形
に
す
る
意
匠
力
を
理
解
し
、感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
展
示
施
設
で
し
た
。ど
の
時
代
で
も
百
貨
店
は
暮
ら

し
の
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。こ
う
し
た

都
市
居
住
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
魅
力
的
な
文
化
施
設
を
今
後
も

あ
ん
じ
ゅ
で
取
り
あ
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
」と
語
っ
た
。

4
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材を通じてたくさんの人に出会い、沢
山パワーと元気をいただきました。な

かでも印象に残っている取り組みは、75号：
DIY賃貸で暮らす。この号では、斬新なアイデア
でこれまでの賃貸住宅オーナーとしての枠を超
えたマネジメントを実践している事例のお話を
聞くことができました。現地へ出向くと、100m区
画の新しい集合住宅の空間が広がっていまし
た。建物内部を案内してもらったところ、おしゃ
れにリノベーションされた庭やカフェのある住
空間が創造されていて、ワクワクとした気持ち
になったことを今でも覚えています。入居者に
この場でどんなまちづくりをしたいかの面接が
おこなわれたり、入居前に床のワックス塗りや
餅撒きなど楽しいイベントを企画されたりな
ど、志を同じくする人が人を呼ぶ仕掛けをつく
り、その人たちが住み着くことでまちのイメー
ジが醸成されていく、賃貸の新しい形を垣間
見ることができました。
（ミュージアム担当係長玉井）

期メンバーとして20年以上前にかかわっていました。
当時、「住むまち大阪STYLE（※）」というコーナーがあったのです

が、まちの魅力や暮らし方が紹介されていました。商店街、町家、大阪に
残る歴史、自然、お祭りなどいろいろな切り口があり、こんなところにこ
んな魅力があったのかと面白い企画でした。取材されている方の中に
は、今では有名になった方の若いころのインタビューもあります。
住まい情報センターでは、いろいろなセミナーやシンポジウムを行ってい
ますが、当時一般的ではなかった中古マンションのリノベーションや長
屋の再生などを早くから取り上げています。あんじゅではその内容を記
事として掲載しているので、今も見ることができるのは記録として貴重だ
と思います。（I・Ｙ）

号から34号まで関わっていました。
「住むまち大阪STYLE」は、テーマ選びと取材先にいつも苦労して

いた気がしますが、仕事としては大変楽しいものでした。今回お勧め記
事を選ぼうと思いましたが、難しく、諦めました。編集に携わった時から
20年ほど経って、記事を読み返しましたが、今はもうお話を聞けない方
もおり、感慨深いです。「住むまち大阪STYLE」としては12回の記事に関わ
りましたが、欲張りですが、全てを読んでいただきたいなと思いました。
これからも大阪の住むまちとしての魅力をしつこく取り扱ってください
（笑）（Ｔ・Ｍ）

あんじゅのバックナンバーは全刊
ウェブサイト「おおさか・あん
じゅ・ネット」からご覧いただけ
ます。ぜひご覧ください。

※「住むまち・大阪STYLE」は大阪市内のさまざまなスポットやシーンを取り上げ、都市での快適な
住まい方、魅力ある暮らし方を見つけていく記事の名称です。1号から７９号まで継続し、以降は
「特集」としてテーマを引き継いでいます。

食
　

伝
統
野
菜（
21
号
）と
か
、だ
し（
25
号
）、コ
ナ
モ
ン（
59

号
）な
ど
食
も
い
ろ
い
ろ
取
り
上
げ
た
。老
舗
の
和
菓
子
屋

さ
ん（
47
号
）に
も
行
き
ま
し
た
。自
分
た
ち
が
住
む
ま
ち
の

文
化
を
伝
え
る
特
集
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。（
本
藤
）

長
く
続
け
て
お
ら
れ
る
小
さ
な
老
舗
の
お
店
を
支
え
て
い

る
の
は
、地
元
や
近
所
の
人
。（
井
戸
）

和
菓
子
の
老
舗
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、季
節
ご
と
に
お
茶
を

楽
し
ん
だ
り
贈
答
し
た
り
す
る
文
化
が
あ
る
。そ
れ
を
伝
え

る
の
は
大
切
で
す
ね
。（
弘
本
）

歴
史

　
「
町
名
は
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
」（
43
号
）を
も
う
一
度
や
っ

て
み
た
い
。住
ん
で
い
る
人
し
か
知
ら
な
い
町
名
が
た
く
さ

ん
あ
る
は
ず
。い
ろ
ん
な
地
域
に
あ
る
地
名
の
由
来
な
ど
を

取
材
し
た
い
。（
井
戸
）

祭
　
だ
ん
じ
り（
88
号
）や
、地
蔵
盆（
71
号
）も
取
り
上
げ
ま
し

た
。だ
ん
じ
り
を
取
材
し
た
の
は
1
度
だ
け
で
す
が
、今
だ

に
ウ
ェ
ブ
版
の
ア
ク
セ
ス
数
が
多
い
記
事
で
す
。（
栗
田
）

だ
ん
じ
り
や
地
蔵
盆
は
地
域
に
根
付
い
た
も
の
な
の
で
、外

に
向
け
た
情
報
発
信
は
少
な
い
。あ
ん
じ
ゅ
だ
か
ら
こ
そ
の

記
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。（
弘
本
）

お
祭
り
は
生
活
の
一
部
の
よ
う
な
、地
域
の
暮
ら
し
に
あ
る

楽
し
み
の
一
つ
。普
段
会
え
な
い
人
と
も
会
え
る
。（
井
戸
）

こ
ぼ
れ
話

編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
た
み
な
さ
ん
の
座
談
会
で
は
、

他
に
も
た
く
さ
ん
の
話
題
が
出
ま
し
た
。

P3-

P8
に
掲
載
し
き
れ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

取 初

19

元
編
集
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

参
加
し
た
み
な
さ
ん

座
談
会
に

ひろもと  ゆ か り
弘本  由香里さん

大阪ガスネットワーク株式会社 
事業基盤部 エネルギー・文化
研究所（CEL）特任研究員。住ま
い情報センターの立ち上げから
関わる。あんじゅは1号から担当
し、78号まで制作に携わる。

い ど   ひろこ
井戸  廣子さん

大阪市マンション管理支
援機構 担当主査。35号か
ら50号までを担当。もう一
度やってみたいテーマは43
号の「町名はタイムカプセ
ル語り継ぐ大阪の記憶」。

あさだ さ よ こ
朝田  佐代子さん
大阪市立住まい情報
センター 副所長。印象
に残っているのは94
号「長屋から考えるこ
れからの都市居住」。

ほんどうのりこ
本藤  記子さん

大阪市立住まい情報セ
ンター企画担当係長。
やってみたいテーマは
17号「集合住宅コミュ
ニティで、快適につな
がり合う暮らし」。

くりた
栗田  ちひろさん
大阪市立住まい情報セ
ンター。現編集スタッ
フ。やってみたいテー
マは26号「数百年、
人々を見守るまちかど
の巨木に憩う」。

編 

集 

者 

座 

談 

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

定員：机利用の場合／常設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。

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
おおむね
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

おおむね
月1回土曜日
（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

おおむね
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）

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）

おおむね
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。

大阪市の公的賃貸住宅や各種制度を掲載している大阪市住まいのガイドは
ウェブサイトからご覧頂けます。
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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

■チャレンジタイアップセミナー　

■タイアップ+plusセミナー　

■住まいの基礎知識

◎住まいの維持管理(全3回)
第1回 メンテナンス編
「戸建住宅のメンテナンス」

●日時：10月5日（土）13：30～15：30
●場所：3階ホール
●講師：中村知彦・妹尾和江（NPO法人日本ホームインスペク
　　　   ターズ協会近畿エリア部会 ホームインスペクター）
●定員：会場50名オンライン100名（いずれも申込先着順）

■三都連携事業

被災後の生活再建と住情報

●日時：11月16日（土）13：30～16：00
●場所：3階ホール
●講師：菅野拓（大阪公立大学大学院准教授）ほか
●定員：会場50名オンライン50名（いずれも申込先着順）

◎相続した賃貸不動産どうする？
　負動産にしないために(全2回)
大家の役割  第１回  維持管理・活用

●日時：12月14日（土）13：30～15：30
●場所：3階ホール
●講師：柏元真理子（がんばる家主の会） 
●定員：会場50名オンライン100名（いずれも申込先着順）

◎住まいを購入する(全10回)
第10回 住まいのお金編②「税金と確定申告」

●日時：1月25日（土）13：30～15：30
●場所：3階ホール
●講師：西田和生（近畿税理士会税理士）
●定員：会場50名オンライン100名（いずれも申込先着順）
●個別相談：定員4組（事前申込要）

大家の役割  第2回  税金

●日時：1月18日（土）13：30～15：30
●場所：3階ホール
●講師：西田豊（近畿税理士会税理士）
●定員：会場50名オンライン100名（いずれも申込先着順）
●個別相談：定員4組（事前申込要）

第2回 空き家対策編
「空き家の管理・利活用」

●日時:10月19日（土）13：30～15：00
●場所：3階ホール
●講師：金森匡邦（（一社）大阪府不動産コンサル
　　　　ティング協会副会長）
●定員：会場50名オンライン100名（いずれも申込先着順）
●個別相談：定員10組（事前申込要）

第3回 リフォーム編「住まいのリフォーム」

●日時：10月26日（土）13：30～15：30
●場所：3階ホール
●講師：角直弘（（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：会場50名オンライン100名（いずれも申込先着順）

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
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■大阪市マンション管理支援機構
マンション管理基礎セミナー

●日時：①10月27日（日）・②11月4日（月・振休）・
　　　　③11月10日（日）  いずれも13：30～16：00
●場所：3階ホール
●定員：150名（会場100名、オンライン50名）（申込先着順）

■共催事業
「家事シェア＆チーム家事」を実現する！
住まいづくりのコツ

●日時：11月30日（土）14：00～16：00
●場所：3階ホール
●講師：三木智有（家事シェア研究家）
●定員：会場50名オンライン50名（いずれも申込先着順）
●申込締め切り：11月20日（水）
●お問合せ先：クレオ大阪子育て館電話（06-6354-0106）

ミニ交流会

●日時：12月５日（木）19：00～20：20
●場所：５階研修室
●定員：10名　区分所有者や分譲マンションにお
　　　　住まいの方が対象です。申込多数の場合は、
　　　　登録管理組合の方を優先して抽選します。
●申込締め切り：11月28日（木）

大規模修繕工事見学会

●日時： 11月30日（土）13：30～16：00
●場所：都島区の分譲マンション
●定員：30名　申込多数の場合は、登録管理組合の
　　　　方を優先して抽選します。
●申込締め切り：11月19日（火）
●お問合せ先：（各イベントとも）大阪市マンション管理
　　　　　　　    支援機構  事務局電話（06-4801-8232）

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

あんじゅ読者アンケートに
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。

ぜひご登録ください。
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

個別相談のみ当日抽選

個別相談のみ当日抽選

個別相談のみ当日抽選

個別相談のみ当日抽選

少しでも長く住み慣れた自宅で生活が出来る
片づけ、清掃、生前整理の自立支援型のお部
屋作り～在宅介護の限界を超える～

●日時：11月2日（土）
　　　　第一部10：30～12：00　
　　       第二部12：30～14：00 
　　　　第三部14：30～16：00
※会場内では５つのコーナーに分けられ、自由に
    移動できます。
①片づけコーナー
②清掃コーナー
③生前整理コーナー　写真整理
④生前整理コーナー　思い出の物　心の整理
⑤生前整理コーナー　情報の整理
※各部内容は同じです。
●場所：3階ホール
●定員：各部 50名（申込先着順）
●団体：一般社団法人日本清掃収納協会

来るべき巨大地震に備える～大地震で土地を
失わないために今できること～

●日時：12月7日（土）13:30～15:30
●場所：3階ホール
●講師：正井利明（大阪土地家屋調査士会会員）
●定員：会場50名オンライン100名（いずれも申込先着順）
●個別相談会：定員8組（1組30分、前後半4組ずつ）
※土地境界問題や境界の確定についてのご相談に
　応じます。会場開催のみ（事前申込要）
●団体：大阪土地家屋調査士会

◎住まいを借りる（全3回）
第１回   家を借りて住む～家探し・契約から
                退去まで～
第２回   住まいの引っ越し

●日時：11月9日（土）  第１回  13：30～15：00
                第２回  15：15～16：15
●場所：3階ホール
●講師：第１回  戎野京子（（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回  近畿運輸局大阪運輸支局
●定員：会場50名オンライン100名（いずれも申込先着順）

第３回  シェア居住入門

●日時：11月23日（土・祝）13：30～15：00
●場所：3階ホール
●講師：和田俊信（（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：会場50名オンライン100名（いずれも申込先着順）
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2024年10月～12月         催し物ガイド  
企画展 日本人のくらしや文化と密接に関わって

きた「染織」にスポットを当て、大阪芸術

大学工芸学科テキスタイル・染織コース

出身の現代の染織家達の作品と大阪く

らしの今昔館の収蔵品との共演により、

新しい布のすがたを発見し、染織文化の

奥深さや動向を広く発信します。

◆会　 期：前期：令和6年10月23日（水）～令和6年12月8日（日）
　　　　 後期：令和6年12月11日（水）～令和7年2月2日（日）
◆休館日：毎週火曜日、展示替期間（12/9～12/10）、年末年始（12/29～1/3）
◆主　催：大阪くらしの今昔館　布のすがた実行委員会
◆後　援：学校法人塚本学院 大阪芸術大学
◆協　賛：塚本学院校友会　（株）田中直染料店
◆観覧料：500円（企画展のみ）

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・ミライロID原本等持参者（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）
※企画展示の観覧料は別途必要です。

入 場 料

交通機関 ● Osaka Metro谷町線・堺筋線、阪急電車『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

10月～12月の休館日
１０/ １．８．１５．２２．２９
  １１/ ５．１２．１９．２６
１２/ ３．１０．１７．２４．２９～１/ ３

火曜日    年末年始  その他臨時休館あり  

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

常設展

■商家の賑わい
令和6年9月7日（土）～令和7年4月上旬まで
■季節のしつらい
　□誓文払い
　令和6年11月16日（土）～12月1日（日）
　□正月飾り
　令和6年12月25日（水）～令和7年1月13日（月・祝）

■第19回子ども落語大会入賞者記念公演
10月6日（日）　10：00～12：00（観覧無料・先着順）
・開催場所：天満天神繁昌亭（大阪市北区天神橋2-1-34）
　　　　　　Osaka Metro谷町線・堺筋線南森町駅徒
　　　　　　歩3分、JR東西線大阪天満宮駅徒歩3分
・今昔館にて開催された子ども
　落語大会の入賞者が繁昌亭の
  大舞台に立ちます。

■[イケフェス大阪2024関連企画]
　カンナがけ体験と町家の特別公開
10月26日（土）～27日（日）　13：30～16：00
・大阪各地で開催される「生きた建築ミュージアム
  フェスティバル大阪2024」に
  あわせ、カンナがけ体験と小
   屋組みがみられる町家2階の
   特別公開を開催します。

■筑前琵琶
11月23日（土・祝）　14：00～15：00
・繊細な音色で表現される
  物語、琵琶の世界へ。
・出演：竹本旭将、福井旭巽
■狂言
12月15日(日)　14：00～15：00
・洗練された笑いの芸術を
  お楽しみください。
・出演：増田浩紀、他

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1土曜日　14：30～15：00
毎月 第3日曜日　11：00～12：00

■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。
※ワークショップは定員に達し次第終了します。

■簡単折紙
毎月 第4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　13：30～15：00
・ 材料費：100円　・ 当日先着16名

■おじゃみ作り
毎月 第1日曜日 13：00～15：00
・ 材料費：200円　
・ 当日先着15名

ワークショップ

■ふくろうストラップ作り
10月12日(土)　13：30～15：00
・ 材料費：300円   ・ 当日先着20名

■つまみ細工を作ろう
10月13日(日)　13：30～15：00
・ 材料費：300円　・ 当日先着16名

■カンナの削り花作り
10月26日(土)　13：30～15：00
・ 材料費：200円　・ 当日先着20名

■ポスターで紙袋を作ろう
11月9日(土)　13：30～15：00
・ 材料費：100円   ・ 当日先着20名

■手ぬぐい遊び
11月10日(日)　13：30～15：00
・ 材料費：200円   ・ 当日先着16名

■バランスとんぼと
　どんぐりやじろべえを作ろう
11月23日（土・祝）　13：30～15：00
・ 材料費：200円　・ 当日先着20名

■ミニコースター作り
12月8日(日)　13：30～15：00
・ 材料費：100円   ・ 当日先着16名

■正月祝箸袋を作ろう
12月14日(土)　13：30～15：00
・材料費：200円　・ 当日先着20名

■年末掃除体験とはたき作り
12月28日(土)　13：30～15：00
・材料費：300円   ・ 当日先着20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

「布のすがた―いまむかし」　

〒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

【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。

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！

■OSAKA BUNRAKUシリーズ
　「Een-chaw！ Bunraku～ええんちゃう！文楽」
12月21日(土)　①14：00～14：45 ②16：00～16：45
・文楽の三業（太夫・三味線・人形）の解説・実演と体験。
・主催：大阪市／文楽を中心とした古典芸能振興事業
　　　  実行委員会（大阪市、公益財団法人文楽協会）

揚羽蝶円紋金襴錦打掛 
明治時代 今昔館蔵（通期展示）
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news

北船場模型

北船場調査資料の例

調
査
資
料
の
保
存
と

活
用
に
つ
い
て

開
設
時
の
調
査
資
料
と
ア
ー
カ
イ
ヴ
化

今
昔
館
の
常
設
展
示（
9
階
の
再
現
町
並
み
・
8

階
の
模
型
・
ジ
オ
ラ
マ
）、そ
し
て
音
声
・
映
像
な
ど

の
環
境
演
出
は
、そ
れ
ぞ
れ
綿
密
な
調
査
と
研
究
に

基
づ
い
て
作
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
調
査
と
研
究
に
は
、

開
設
準
備
を
進
め
て
い
た
ス
タ
ッ
フ
の
ほ
か
、大
勢

の
専
門
家
が
参
加
し
ま
し
た
。市
内
外
の
古
い
建
物

や
通
り・路
地
の
調
査
、文
献
資
料・絵
画
資
料
の
調

査
等
、さ
ま
ざ
ま
な
調
査
に
よ
る
資
料
が
今
昔
館
に

残
さ
れ
、再
現
・
制
作
の
学
術
的
な
根
拠
資
料
に

な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、こ
う
し
た
調
査
資
料
を
系
統
だ
て
て
ア
ー

カ
イ
ヴ
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。ア
ー
カ

イ
ヴ
化
の
目
的
は
、資
料
を
適
切
に
保
管
す
る
こ
と

に
加
え
て
、将
来
的
な
活
用
の
基
盤
を
作
る
こ
と
で

す
。具
体
的
に
は
、学
術
資
料
と
し
て
の
活
用
だ
け

で
な
く
、再
現
町
並
み
や
模
型
・
ジ
オ
ラ
マ
制
作
の

細
部
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
、

展
示
と
そ
の
体
験・理
解
を
深
め
る
メ
デ
ィ
ア
を
充

実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

資
料
の
形
態
は
、文
書
・
刊
行
物
、会
議
資
料
・

図
面
、そ
れ
に
実
測
図
・
聞
き
取
り
の
記
録
な
ど

の
い
わ
ゆ
る
紙
も
の
、写
真（
焼
き
付
け
・
ネ
ガ
）、

録
音
・
録
画
な
ど
様
々
で
す
。中
性
紙
の
保
管

ケ
ー
ス
に
移
す
な
ど
、形
態
に
応
じ
て
保
管
環
境

を
整
え
、長
期
の
保
管
が
難
し
い
も
の
は
、適
宜

デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
ま
す
。ま
た
、一
部
は
テ
キ

ス
ト
化
を
行
っ
て
活
用
し
や
す
い
形
に
直
す
こ

と
も
検
討
し
て
い
ま
す
。整
理
に
あ
た
っ
て
は
、

展
示
企
画
と
調
査
を
主
導
し
て
き
た
新
谷
昭
夫

さ
ん（
当
時・主
査
、元・今
昔
館
副
館
長
）の
指
導

の
も
と
で
作
業
し
て
い
ま
す
。

「
北
船
場
」模
型
制
作
の
調
査
資
料

「
北
船
場
」模
型
制
作
の
た
め
の
調
査
記
録
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。調
査
を
担
当
し
た
森
下
尚
美
さ
ん

（
当
時
・
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
生
）が
、あ
ん
じ
ゅ

11
号
／「
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
ニ
ュ
ー
ス 

V
O
L
．4
」（
平
成
14（
2
0
0
2
）年
6
月
）の
記
事

で
調
査
の
内
容
を
語
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

模
型
は
昭
和
７（
1
9
3
2
）年
の
北
船
場
、堺
筋

と
道
修
町
通
・
平
野
町
通
を
中
心
と
し
た
一
角
で
す
。

明
治
末
に
堺
筋
が
拡
幅（
軒
切
り
）さ
れ
て
市
電
が
通

り
、昭
和
に
入
っ
て
か
ら
平
野
町
通
が
拡
幅
さ
れ

て
、江
戸
時
代
か
ら
大
阪
の
中
心
地
だ
っ
た
町
並

み
が
近
代
的
な
都
市
に
変
貌
し
て
い
く
様
子
が
再

現
さ
れ
て
い
ま
す
。1
5
0
ｍ
四
方
の
範
囲
で
、建

物
は
1
3
7
棟
あ
り
83
世
帯
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

す
べ
て
の
建
物
に
番
号
を
打
ち
、当
時
の
居
住
者・

勤
務
者
を
探
し
て
、面
談
、電
話
に
よ
る
聞
き
取
り

を
行
い
ま
し
た
。調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
平
成
11
年

12
月
か
ら
平
成
12
年
3
月
ご
ろ
で
す
。

こ
の
時
に
収
集
し
た
資
料
と
し
て
は
、図
面・文
書

類・写
真
ア
ル
バ
ム
の
複
写
物
、お
店・事
業
所
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
類
な
ど
の
ほ
か
、建
物
番
号
ご
と
に
整

理
さ
れ
た
聞
き
取
り
調
査
の
記
録
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

自
分
の
住
ま
い・勤
務
先
の
こ
と
を
、一
生
懸
命
に
思

い
出
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
伝
わ
る
内
容
で
す
。

間
取
り
や
屋
敷
構
え
の
ス
ケ
ッ
チ
、住
ま
い
の
内
外

の
思
い
出
な
ど
と
、ア
ル
バ
ム
の
写
真
と
併
せ
て
み

る
と
、具
体
的
な
く
ら
し
ぶ
り
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

「
〇
〇
さ
ん
の
蔵
が
す
ぐ
迫
っ
て
い
た
」な
ど
、近
隣

の
建
物
の
特
徴
、住
民
の
思
い
出
も
加
わ
る
こ
と
も

あ
り
、横
型
の
情
景
描
写
に
役
立
ち
ま
し
た
。聞
き
取

り
調
査
の
あ
と
に
も
、情
報
提
供
を
続
け
て
く
だ

さ
っ
た
方
も
い
て
、そ
の
手
紙
も
残
っ
て
い
ま
す
。

あ
の
時
だ
か
ら
で
き
た
調
査

聞
き
取
り
調
査
に
協
力
く
だ
さ
っ
た
方
は
明
治

か
ら
昭
和
一
桁
生
ま
れ
の
方
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。江

戸
時
代・明
治
は
じ
め
の
建
物
が
数
多
く
の
残
る
な

か
で
、軒
切
り
と
市
電
開
通・店
構
え
の
変
化・ビ
ル

の
建
設
な
ど
、北
船
場
の
近
代
化
を
実
際
に
体
験
し

て
こ
ら
れ
た
方
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
情
報
は
、模
型
に

は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
内
容
も
含
め
て
、今
で
は
得

難
い
も
の
ば
か
り
で
す
。そ
の
後
の
変
化
を
み
て
も
、

今
昔
館
開
設
に
あ
た
っ
て
、こ
う
し
た
調
査
が
で
き

た
こ
と
は
幸
運
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
ん
た
に
あ
き
お

も
り
し
た
な
お
み
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商館時計や記念製造の懐中時計・腕時計の変遷の展示

「時の記念日」ポスターと置時計・掛け時計などの展示

ワークショップの様子

時
の
記
念
日
展
示
イ
ベ
ン
ト
﹁
V
I
V
A
‼
時
の
記
念
日
﹂
を
開
催
し
ま
し
た

6
月
10
日
の「
時
の
記
念
日
」に
あ
わ
せ
て
、西
洋

か
ら
日
本
に
入
っ
て
き
た
幕
末
か
ら
昭
和
初
期
の

時
計
を
中
心
に
1
0
0
点
近
く
を
展
示
し
ま
し
た
。

場
所
は
近
代
の
常
設
展
示
室
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ロ

ビ
ー
、展
示
期
間
は
6
月
８
日
か
ら
７
月
８
日
の
１

か
月
間
で
し
た
。

居
留
地
と
商
館
時
計

今
昔
館
の
近
代
常
設
展
示
室
に
は
、慶
応
4

（
1
8
6
8
）年
の
大
阪
開
港
に
と
も
な
い
、外
国
人
の

居
住
地
と
し
て
設
け
ら
れ
た「
川
口
居
留
地
」の
模
型

が
あ
り
、そ
の
な
か
に
初
期
に
時
計
を
輸
入
販
売
し
た

ス
イ
ス
の
フ
ァ
ブ
ル
ブ
ラ
ン
ト
商
会
の
建
物
が
あ
り

ま
す
。当
時
、横
浜
や
川
口
な
ど
、居
留
地
に
住
む
外

国
人
か
ら
、西
欧
の
建
築
・
土
木
技
術
や
工
業
技
術

と
と
も
に
、西
洋
の
生
活
様
式
や
文
化
が
伝
わ
り
ま

し
た
。こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、西
洋
の
時
間
の
概
念
が

持
ち
込
ま
れ
、時
間
を
現
す
道
具
と
し
て
の
時
計
が

輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。元
治
元
年

（
1
8
6
4
）年
、横
浜
の
外
国
人
居
留
地
で
は
、日

本
と
国
交
を
樹
立
し
た
ス
イ
ス
か
ら
時
計
を
輸
入

販
売
す
る
商
館（
商
社
）が
フ
ラ
ン
ソ
ワ・ぺ
ル
ゴ
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
、ス
イ
ス
か
ら
の
時
計
輸
入
の
ほ

か
、日
本
人
の
好
み
を
研
究
し
た
時
計
の
開
発
や
、

日
本
で
の
製
造
も
あ
わ
せ
て
行
う
よ
う
に
な
り
ま

す
。ペ
ル
ゴ
の
協
力
の
も
と
、ス
イ
ス
の
時
計
商
人

の
フ
ァ
ブ
ル
ブ
ラ
ン
ト
も
同
年
に
横
浜
の
居
留
地

に
商
館
を
開
設
し
、販
路
拡
大
の
た
め
に
川
口
居
留

地
に
も
商
館
を
構
え
た
の
が
こ
の
模
型
に
あ
る
商

館
で
す
。海
外
か
ら
の
輸
入
販
売
に
携
わ
る
商
館
が
、

自
館
の
マ
ー
ク
な
ど
を
刻
印
し
販
売
し
て
い
た
も

の
は
、「
商
館
時
計
」と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

古
時
計
の
展
示

当
時
の
輸
入
時
計
は
、大
き
な
盤
に
ロ
ー
マ
字

が
並
び
、手
巻
き
ゼ
ン
マ
イ
で
バ
ネ
を
回
す
い
わ

ゆ
る
懐
中
時
計
で
す
。今
回
の
企
画
に
は
古
時
計

ク
ラ
ブ
の
方
々
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

古
時
計
ク
ラ
ブ
は
時
計
愛
好
家
が
集
う
ク
ラ
ブ
と

コ
ラ
ム

し
て
40
年
前
か
ら
活
動
を
続
け
る
団
体
で
す
。時
計

の
愛
好
家
・
収
集
家
だ
け
で
は
な
く
、ア
ン
テ
ィ
ー

ク
時
計
の
歴
史
研
究
や
機
械
設
計
の
側
面
か
ら
の

研
究
を
進
め
る
専
門
家
、設
計
・
修
理
を
手
掛
け
る

時
計
士
が
在
籍
さ
れ
て
い
ま
す
。展
示
し
た
時
計
は
、

古
時
計
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん
か
ら
出
陳
し
て
い
た
だ

い
た
も
の
で
し
た
。

希
少
価
値
の
高
い
懐
中
時
計
や
、掛
け
時
計
、仕

掛
け
時
計
、腕
時
計
、ア
ン
テ
ィ
ー
ク
時
計
を
現
代

仕
様
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
ま
で
、幅
広
い
展
示
と

な
り
ま
し
た
。時
の
記
念
日
の
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
ポ
ス

タ
ー
も
注
目
を
集
め
ま
し
た
。展
示
解
説
の
な
か
に

二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
を
示
し
て
ク
イ
ズ
を
楽
し
め

る
よ
う
に
し
た
こ
と
も
新
し
い
試
み
で
し
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
講
演
会

時
の
記
念
日
に
は
、展
示
に
関
連
し
て
、古
時
計

ク
ラ
ブ
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
と
講
演
会
を
行
い
ま
し
た
。「
商
館
時
計
に
触
れ

て
み
よ
う
」と
題
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、実

際
の
商
館
時
計
を
使
っ
て
扱
い
方
や
仕
組
み
な
ど

を
学
び
ま
し
た
。懐
か
し
さ
に
立
ち
寄
る
方
、格
好

良
さ
に
惹
か
れ
る
若
者
、機
械
の
仕
組
み
に
目
を
輝

か
せ
た
子
供
た
ち
が
参
加
し
ま
し
た
。講
演
会「
商

館
時
計
の
魅
力
」と「
修
理
の
面
白
さ
」で
は
、日
本

に
お
け
る
時
計
の
歴
史
と
、講
師
の
大
川
展
功
さ
ん

の
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
時
計
と
の
出
会
い
な
ど
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
加
え
た
お
話
を
、時
計
修
理
に
携
わ
る

西
村
建
二
さ
ん
か
ら
は
時
計
の
仕
組
み
や
時
計
修

理
の
魅
力
を
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
お
話

い
た
だ
き
ま
し
た
。参
加
者
の
中
か
ら
は
、「
修
理

が
必
要
な
時
計
が
あ
る
が
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
わ

か
ら
な
か
っ
た
」と
い
う
声
が
あ
が
り
、関
心
の
高

さ
が
伺
え
ま
し
た
。

お
お
か
わ
の
ぶ
よ
し

に
し
む
ら
け
ん
じ

14



秋
の
味
覚「
松
茸
」に
ち
な
ん
で
、五
井
金
水
に
よ
る「
松
茸
山
」

を
紹
介
し
ま
す【
図
1
】。絵
の
上
部
に
は
山
に
分
け
入
っ
て
松
茸

狩
り
を
す
る
男
た
ち
、手
前
に
は
包
丁
や
鍋
を
並
べ
て
、採
れ
た
て

の
松
茸
を
そ
の
場
で
調
理
を
す
る
様
子
、中
央
に
は
葭
簀
の
覆
い

に
緋
毛
氈
を
敷
き
、重
箱
や
酒
を
広
げ
、飲
食
す
る
男
女
が
描
か
れ

て
い
ま
す【
図
2
】。さ
ら
に「
松
茸
山
」の
表
具
の
裂（
生
地
）に
注

目
す
る
と
、風
袋
と
一
文
字
は
松
葉
の
模
様
で
、画
題
に
ち
な
ん
で

仕
立
て
て
い
る
点
も
楽
し
い
趣
向
で
す【
図
3
】。

こ
の
絵
を
描
い
た
五
井
金
水（
1
8
7
9‐1
9
4
2
）は
明

治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
大
阪
で
活
躍
し
ま
し
た
。大

阪
く
ら
し
の
今
昔
館
は
2
0
2
3
年
、金
水
の
遺
族
の
も
と
に

保
管
さ
れ
て
い
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
40
件
の
寄
贈
を
受
け
、展
覧
会

を
開
催
し
ま
し
た
。こ
の「
松
茸
山
」は
こ
れ
ら
の
資
料
群
を
さ
ら

に
充
実
さ
せ
る
べ
く
、新
た
に
収
集
し
た
も
の
で
す
。

「
松
茸
山
」と
い
う
画
題
は
、江
戸
時
代
の
大
坂
の
様
子
を
伝
え

る
地
誌『
摂
津
名
所
図
会
』に
、「
金
竜
寺
山
の
松
茸
狩
」と
し
て
描

か
れ
て
い
ま
す【
図
4
】。ま
た
、金
水
の
も
と
に
伝
来
し
た
下
絵
や

売
立
目
録
の
記
録
か
ら
金
水
の
大
師
匠
で
あ
る
西
山
芳
園
が
ほ
ぼ

同
じ
構
図
で
描
い
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。秋
の
行
楽
の

画
題
と
し
て「
松
茸
狩
」の
絵
が
大
阪
の
人
々
に
親
し
ま
れ
、受
け

継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

行
っ
て
、

見
て
、

発
見！

news
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【図１】「松茸山」五井金水筆 絹本墨画淡彩
 　　　年代不詳 当館蔵

【図4】「金竜寺山の松茸狩」『摂津名所図会』より

【図2】（右下）松茸を調理する様子（左上）松茸を飲食する男女

【図3】松葉模様の表具

服
部 

麻
衣（
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
学
芸
員
）

秋
の
行
楽
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