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被
災
者
支
援
の
担
い
手

災
害
に
よ
っ
て
人
や
社
会
が
受
け
る
ダ

メ
ー
ジ
は
均
一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。ダ
メ
ー

ジ
の
原
因
は
何
か
、自
治
体
の
規
模
や
能
力

は
ど
う
か
、仕
事・雇
用
の
喪
失
は
あ
る
か
な

ど
重
層
的
で
多
様
な
要
因
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。高
齢
、障
が
い
、生
活
困
窮
な
ど
、も
と

も
と
抱
え
て
い
る
脆
弱
性
が
ダ
メ
ー
ジ
の
受

け
や
す
さ
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。

平
時
に
お
い
て
高
齢
者
や
障
が
い
者
を

2
0
1
8（
平
成
30
）年
の
大
阪
府
北
部
地
震
と
台
風
21
号
で
は
、住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
に
多
く
の
相

談
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
経
験
を
期
に
専
門
家
と
連
携
し
た「
大
阪
す
ま
い
ラ
ボ
防
災
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」を
実
施
、三
都
連
携
事
業（
＊
1
）で
は
、災
害
に
関
す
る
情
報
共
有
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。そ
う

し
た
取
り
組
み
の
中
、2
0
2
4
年
１
月
１
日
に
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。今
一

度
、災
害
へ
の
備
え
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
11
月
16
日（
土
）に
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、防
災
・

復
興
政
策
の
研
究
と
実
践
に
携
わ
る
菅
野
拓
さ
ん
を
お
招
き
し
、こ
れ
か
ら
の
災
害
対
策
に
つ
い
て
お

話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

支
援
し
て
い
る
の
は
医
療
や
福
祉
で
す
。そ

の
主
た
る
担
い
手
は
民
間
事
業
者
で
す
。食

料
や
生
活
用
品
な
ど
の
物
資
、住
ま
い
の
供

給
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。そ
し
て
、災
害
は

そ
の
地
域
で
の
暮
ら
し
の
全
て
の
場
面
に
被

害
を
も
た
ら
し
ま
す
。

災
害
時
に
は
平
時
に
民
間
が
担
っ
て
い

た
部
分
も
含
め
て
、行
政
が
担
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
が
、現
状
の
制
度
で
す
。大
き
な

負
担
が
か
か
り
、自
治
体
に
よ
っ
て
は
人
員

不
足
な
ど
か
ら
す
べ
て
に
対
応
し
き
れ
な
い

可
能
性
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

被
災
者
支
援
の
ズ
レ

被
災
者
の
生
活
再
建
支
援
に
か
か
わ
る
も

の
に「
罹
災
証
明
」の
区
分
が
あ
り
ま
す
。罹
災

証
明
の
区
分
は
、住
家
の
被
害
を
判
定
す
る
も

の
で
す
。持
ち
家
か
借
家
か
に
よ
ら
ず
、仮
設

住
宅
に
入
居
で
き
る
か
、様
々
な
現
金
給
付
を

受
け
ら
れ
る
か
な
ど
に
か
か
わ
り
ま
す
。

ま
た
、東
日
本
大
震
災
で
は
避
難
所
外
避

難
者
が
中
心
と
な
る「
在
宅
被
災
者
」や
、

「
み
な
し
仮
設
入
居
者
」「
原
発
被
害
に
よ
る

長
期
避
難
者
」が
支
援
の
枠
組
か
ら
漏
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

住
家
の
被
害
の
差
に
か
か
わ
ら
ず
、災
害

に
よ
っ
て
仕
事
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

人
、障
が
い
者
や
要
介
護
者
、生
活
困
窮
者
な

ど
支
援
が
必
要
な
人
が
い
ま
す
。「
生
活
困
窮

者
自
立
支
援
法
」「
介
護
保
険
法
」「
障
害
者
自

立
支
援
法
」「
国
民
皆
保
険
制
度
」と
、社
会
保

障
に
お
け
る
法
整
備
は
進
ん
で
い
ま
す
。し

か
し
、災
害
関
連
の
制
度
と
の
連
携
は
図
ら

れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

被
災
状
況
は
一
人
ひ
と
り
状
況
が
異
な

る
た
め
、個
別
の
状
況
を
把
握
し
て
必
要
な

支
援
を
届
け
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
が
各
地

で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

東
日
本
大
震
災
の
被
害
を
受
け
た
仙
台

市
で
は
、被
災
者
の
生
活
再
建
支
援
に
お
い

て
先
駆
的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
人
た
ち
が
、

仮
設
住
宅
だ
け
で
な
く
、み
な
し
仮
設
や
在

宅
避
難
者
も
含
め
て
1
軒
ず
つ
訪
問
し
、被

災
状
況
を
把
握
。市
が
カ
ル
テ
を
作
成
し
、世

帯
ご
と
の
被
災
状
況
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
ま
し

た
。そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、行
政
、社

会
福
祉
協
議
会
、N
P
O
な
ど
か
ら
な
る
被

災
者
生
活
再
建
支
援
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

が
ケ
ー
ス
会
議
を
行
い
、見
守
り・介
護
サ
ー

ビ
ス・就
労
支
援
な
ど
必
要
な
支
援
を
決
定

し
、支
援
に
あ
た
り
ま
し
た
。個
別
の
ケ
ア
プ

ラ
ン
を
作
成
し
た
こ
と
で
、仙
台
市
で
は
他

地
域
よ
り
も
早
く
仮
設
住
宅
が
解
消
さ
れ
ま

し
た
。仙
台
市
の
よ
う
な
支
援
を「
災
害
ケ
ー

ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」と
呼
び
、全
国
で
取
り
組

ま
れ
て
い
ま
す（
＊
2
）。

災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て

は
、（
1
）個
別
世
帯
の
状
況
に
応
じ
た
伴
走

型
支
援
、（
2
）多
様
な
主
体
が
連
携
し
平
時

の
社
会
保
障
も
含
め
た
多
様
な
メ
ニ
ュ
ー
を

組
み
合
わ
せ
た
支
援
が
行
わ
れ
ま
す
。

能
登
の
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

2
0
2
4（
令
和
6
）年
1
月
1
日
の
能
登

半
島
地
震
は
、巨
大
な
地
震
で
、正
月
の
帰
省

な
ど
で
平
時
よ
り
人
が
多
く
、行
政
は
人
員
が

少
な
く
、真
冬
だ
っ
た
な
ど
の
悪
条
件
の
中
で

起
こ
り
ま
し
た
。半
島
を
移
動
す
る
主
要
な
道

路
は
寸
断
さ
れ
、ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
は
壊
滅
的
な

被
害
を
受
け
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
す
ぐ
に
は
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
状
況
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、石
川
県
は
広
域
避
難
者

な
ど
の
避
難
所
外
避
難
者
の
情
報
収
集
を
行

う
た
め
に
、1
月
19
日
か
ら
公
式
L
I
N
E

被
災
後
の
生
活
再
建
と

住
情
報
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P
O
な
ど
サ
ー
ド
セ
ク
タ
ー
の
活

動
を
継
続
的
に
調
査
・
実
践
し
て
い
る
。ま
た
、近
年
の
大
規
模
災
害

を
踏
ま
え
、被
災
者
生
活
支
援
手
法
の
モ
デ
ル
化
を
行
う
。

P R O F I L E

を
使
っ
た
被
災
者
登
録
を
開
始
、23
日
に
復

興
生
活
再
建
支
援
チ
ー
ム
を
設
置
し
て
被

災
把
握
を
進
め
ま
し
た
。

政
府
が
1
月
25
日
に
発
表
し
た「
被
災
者

の
生
活
と
生
業
支
援
の
た
め
の
パ
ッ
ケ
ー

ジ
」（
＊
3
）に
は
、「
被
災
者
一
人
ひ
と
り
の

主
体
的
な
自
立・生
活
再
建
を
支
援
す
る
災

害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組
を〈
中

略
〉被
災
者
に
寄
り
添
っ
た
見
守
り
や
日
常

生
活
上
の
相
談
支
援
等
を
行
う
」と
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

能
登
半
島
地
震
を
き
っ
か
け
に
、災
害
救

助
法
に
福
祉
的
支
援
を
位
置
付

け
る
動
き
も
出
て
き
て
い
ま

す
。仙
台
か
ら
始
ま
っ
た
災
害

ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、地

域
に
お
け
る
防
災
力
強
化
と
災

害
支
援
の
軸
と
な
っ
て
い
く
で

し
ょ
う
。

あんじゅはウェブサイトでもご覧頂けます。
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た
。

こ
の
よ
う
な
中
、石
川
県
は
広
域
避
難
者

な
ど
の
避
難
所
外
避
難
者
の
情
報
収
集
を
行

う
た
め
に
、1
月
19
日
か
ら
公
式
L
I
N
E

被
災
後
の
生
活
再
建
と

住
情
報

 

　 
令
和
6
年
度
三
都
連
携
事
業

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
よ
り

図1
異なる避難状況、被災状況を把握するため石川県が設置した復興生活再建支援チームの構成。
(1月22日の石川県知事記者会見資料より)

を
使
っ
た
被
災
者
登
録
を
開
始
、23
日
に
復

興
生
活
再
建
支
援
チ
ー
ム
を
設
置
し
て
被

災
把
握
を
進
め
ま
し
た
。

政
府
が
1
月
25
日
に
発
表
し
た「
被
災
者

の
生
活
と
生
業
支
援
の
た
め
の
パ
ッ
ケ
ー

ジ
」（
＊
3
）に
は
、「
被
災
者
一
人
ひ
と
り
の

主
体
的
な
自
立・生
活
再
建
を
支
援
す
る
災

害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組
を〈
中

略
〉被
災
者
に
寄
り
添
っ
た
見
守
り
や
日
常

生
活
上
の
相
談
支
援
等
を
行
う
」と
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

能
登
半
島
地
震
を
き
っ
か
け
に
、災
害
救

助
法
に
福
祉
的
支
援
を
位
置
付

け
る
動
き
も
出
て
き
て
い
ま

す
。仙
台
か
ら
始
ま
っ
た
災
害

ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、地

域
に
お
け
る
防
災
力
強
化
と
災

害
支
援
の
軸
と
な
っ
て
い
く
で

し
ょ
う
。

【参考】
＊2：［内閣府］災害ケースマネジメント実施の
        手引き(令和５年３月)

＊3：令和6年能登半島地震非常災害対策本部
　　「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」

なりわい

＊1：［三都連携事業］
三都のすまい・まちづくりに関する情報センター（京安心すまい
センター、京都市景観・まちづくりセンター、神戸市すまいの安心
支援センター“すまいるネット”、大阪市立住まい情報センター)
と（一社）日本建築学会が連携して行っている事業です。

復興生活再建支援チーム体制
チーム長

総合調整

在
宅・自
主
避
難

（
車
含
む
）

1
次
避
難
所

1
．5
次
避
難
所

2
次
避
難
所

被災者情報把握

市町支援

NPO・ボランティアとの連携

幅広い情報提供

支援者支援

住まいの支援

政府・関係団体との連携

デジタル・広報

広
域
避
難
者

（
自
主
避
難
者
を
含
む
）

被災地生活支援
グループ

広域避難者支援
グループ

な
り
わ
い
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ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
後
半
は
菅
野
氏
と
、大
阪
す
ま

い
ラ
ボ
防
災
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
、大

阪
く
ら
し
の
今
昔
館
、住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー

担
当
者
ら
に
よ
る
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行

い
ま
し
た
。

災
害
時
の
不
安
を
受
け
取
る

前
田　

菅
野
先
生
の
お
話

を
聞
い
て
、今
後
の
災
害
に

お
い
て
は
、個
別
の
困
り
ご

と
に
対
応
す
る
こ
と
が
重
要
で
、災
害
ケ
ー
ス

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
的
な
取
り
組
み
が
欠
か
せ
な

い
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
の
相
談
窓
口
に
も
災

害
時
に
は
多
く
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
た
そ
う

で
す
ね
。

兼
田　
大
阪
府
北
部
地
震

で
は
約
2
5
0
件
、同
年

の
台
風
21
号
で
は
8
0
0

件
を
超
え
る
ご
相
談
を
受
け
ま
し
た
。能
登
半

島
地
震
で
も
大
阪
に
住
ま
い
を
求
め
る
ご
相
談

が
数
件
あ
り
ま
し
た
。平
時
と
同
じ
体
制
で
対

応
し
ま
し
た
が
、抱
え
て
い
る
不
安
を
出
し

切
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。

災
害
時
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が
で
き
る
の

で
、必
要
な
制
度
を
必
要
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
情

報
提
供
で
き
る
よ
う
把
握
す
る
こ
と
も
重
要

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

災
害
時
の
対
応
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
す
る
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
蓄
積
し
、活
用
し
て
い
ま

す
。ま
た
、大
阪
す
ま
い
ラ
ボ
防
災
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
専
門
家
か
ら
学
ん
だ
り
、三
都
連
携
事

業
で
災
害
相
談
Q
＆
A
を
作
成
し
た
り
、専
門

家
と
の
連
携
も
行
っ
て
い
ま
す
。

前
田　
専
門
家
と
の
連
携
と
い
う
点
で
は
、荒

木
さ
ん
が
建
築
の
分
野
で
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
的
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。鈴
森
さ
ん
も
大
阪
で
長
年
相
談

支
援
を
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

荒
木　
大
阪
府
北
部
地
震

で
は
建
築
士
会
で
無
料
の
電

話
相
談
を
実
施
し
ま
し
た
。

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
で
死
者
が
出
た
こ
と
も
あ

り
、発
災
当
初
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。災
害
後
は
、初
期
段

階
か
ら
安
心
し
て
も
ら
え
る
情
報
を
提
供
で
き

る
相
談
窓
口
が
必
要
だ
と
痛
感
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
は
自
治
を
ベ
ー
ス
と
し
た

災
害
へ
の
備
え
が
必
要
と
い
う
菅
野
先
生
の

お
話
を
聞
い
て
、我
々
の
よ
う
な
専
門
家
が

ど
の
よ
う
に
支
援
に
関
わ
る
の
か
が
問
わ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

鈴
森　
生
活
者
と
建
築
業

界
を
つ
な
ぐ
役
割
を
自
分

た
ち
に
課
し
て
相
談
業
務

に
あ
た
っ
て
き
ま
し
た
。住
ま
い
情
報
セ
ン

タ
ー
と
同
じ
く
、我
々
も
住
ま
い
の
維
持
管
理

に
つ
い
て
啓
発
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、戸
建
住
宅
で
も
独
自
に
修
繕
積
立
金

を
用
意
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。災
害
時

に
自
由
に
使
え
る
資
金
と
な
る
か
ら
で
す
。ま

た
、家
を
建
て
た
時
だ
け
で
な
く
、日
頃
か
ら

継
続
的
に
工
務
店
と
繋
が
っ
て
お
く
こ
と
も

勧
め
て
い
ま
す
。災
害
時
に
工
務
店
は
顧
客
優

先
で
動
か
ざ
る
を
得
な
い
た
め
で
す
。

平
時
か
ら
災
害
に
備
え
る

前
田　
災
害
に
対
す
る
備
え
に
つ
い
て
は
、大

阪
す
ま
い
ラ
ボ
防
災
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
情

報
発
信
を
行
っ
て
い
ま
す
。荒
木
さ
ん
、鈴
森

さ
ん
と
私
は
大
阪
す
ま
い
ラ
ボ
防
災
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
ま
す
。プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
た
き
っ
か
け
に
つ
い

て
本
藤
さ
ん
か
ら
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

本
藤　
大
阪
府
北
部
地
震

と
台
風
21
号
が
き
っ
か
け

で
す
。災
害
後
に
情
報
が

溢
れ
る
中
で
、よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
必
要
な
情

報
を
相
談
者
へ
届
け
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
が
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

補
修
業
者
の
紹
介
に
つ
い
て
の
検
討
、先
進
事

例
等
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、情
報
発
信
な
ど
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
に「
災
害
に
備
え
て
住
ま
い

の
た
め
に
で
き
る
こ
と
」（
＊
1
）と
い
う
情
報

ペ
ー
ジ
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、多
く
の
人
に

ご
覧
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

前
田　
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
住
ま
い
の
維
持

管
理
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
や
、工
務
店
や
地

域
と
の
信
頼
関
係
を
つ
く
る
こ
と
な
ど
、さ
ま

ざ
ま
な
対
策
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

参
加
者
か
ら
い
た
だ
い
た
質
問
に
も
お
答
え

し
て
い
き
ま
す
。「
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
で
は
、行
政
の
立
場
で
取
り
組
め
る
こ
と
は

何
か
」と
い
う
質
問
で
す
。

菅
野　
連
携
し
て
く
だ
さ

い
。例
え
ば
、鳥
取
県
や
徳

島
県
で
は
行
政
が
主
導

し
、災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
検
討
す
る

た
め
の
協
議
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。協
議
会

に
は
市
町
村
長
や
社
会
福
祉
協
議
会
長
、専
門

士
業
団
体
の
長（
弁
護
士
会
、日
本
フ
ァ
イ
ナ

ン
シ
ャ
ル・プ
ラ
ン
ナ
ー
ズ
協
会
、建
築
士
会
、

宅
地
建
物
取
引
業
協
会
）、相
談
支
援
の
専
門

家
な
ど
が
参
加
し
て
い
ま
す
。そ
れ
ら
を
調
整

で
き
る
の
は
行
政
な
の
で
す
。

災
害
の
た
め
だ
け
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、普

段
の
福
祉
支
援
の
連
携
の
中
に
、被
災
者
支
援

の
体
制
整
備
を
含
め
る
、フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー

化
。災
害
の
こ
と
を
平
時
か
ら
考
え
る
発
想
が

必
要
で
す
。

専
門
家
と
の
連
携
、役
割
分
担

前
田　
「
海
外
の
災
害
復
興
を
み
る
と
避
難
所

の
環
境
な
ど
日
本
と
大
き
く
違
う
と
感
じ
る
が
、

な
ぜ
か
」と
い
う
質
問
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

菅
野　
国
と
民
間
で
役
割
分
担
を
し
た
災
害

対
応
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。例
え
ば
、台
湾

や
イ
タ
リ
ア
で
は
災
害
時
の
対
応
を
民
間
が

担
っ
て
い
ま
す
。財
団
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な

N
G
O
や
N
P
O
で
す
。国
に
は
備
蓄
を
し
て

お
く
と
い
っ
た
責
務
が
あ
り
ま
す
。避
難
所
の

運
営
や
備
蓄
品
の
配
布
な
ど
は
N
G
O
や

N
P
O
が
担
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
、専
門
家
は
専
門

家
の
技
術
を
活
か
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
行
い
、休
業
補
償
を
国
が
す
る
と
い
う
役
割

分
担
を
し
て
い
る
国
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、

休
業
補
償
が
あ
る
の
で
、シ
ェ
フ
は
自
店
を
休

業
し
て
も
安
心
し
て
炊
き
出
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
参
加
で
き
る
の
で
す
。

災
害
時
に
は
プ
ロ
に
活
躍
し
て
働
い
て
も

ら
っ
た
ほ
う
が
、公
務
員
が
働
く
よ
り
も
よ
い

環
境
に
で
き
る
は
ず
で
す
。大
阪
で
は
か
つ

て
、橋
の
建
設
を
民
間
が
担
い
ま
し
た
よ
ね
。

増
井　
そ
う
で
す
ね
。か
つ

て
の
近
世
社
会
が
全
て
良

か
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。た
だ
、生
活
扶
助
や
戸
籍
管
理
な

ど
包
括
的
な
こ
と
に
取
り
組
め
る
社
会
組
織

が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。町
人
の
連
合
体
で
ま

ち
が
運
営
さ
れ
て
き
た
伝
統
が
あ
り
ま
す
。

本
当
に
困
っ
た
時
に
は
お
上
に
頼
る
け
れ
ど
、そ

れ
以
外
は
自
分
た
ち
で
な
ん
と
か
し
て
き
た
。平

時
の
相
談
窓
口
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
は
、

幸
せ
な
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

前
田　
行
政
だ
け
で
な
く
、民
間
と
地
元
の
力

を
使
っ
て
災
害
時
の
対
応
に
あ
た
る
こ
と
が

大
切
な
ん
で
す
ね
。

本
藤　
住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
て

い
る
事
業
で
も
、民
間
の
力
を
お
借
り
し
て

い
ま
す
。す
ま
い
ラ
ボ
防
災
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
も
、ご
登
壇
い
た
だ
い
て
い
る
み
な
さ
ん

の
お
力
を
お
借
り
し
て
い
ま
す
。大
阪
に
は

民
間
の
強
い
力
が
あ
る
の
で
、平
時
だ
け
で

な
く
緊
急・災
害
時
に
こ
そ
力
を
発
揮
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
常
の
身
近
な
繋
が
り
が

支
え
に
な
る

前
田　
最
後
に
荒
木
さ
ん
、鈴
森
さ
ん
、菅
野

さ
ん
か
ら
一
言
ず
つ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

荒
木　

2
0
2
5
年
1
月
で
阪
神
・
淡
路
大

震
災
か
ら
30
年
を
迎
え
ま
す
。あ
の
震
災
は
、

民
間
人
が
自
発
的
に
支
援
に
参
加
し
た
最
初

の
機
会
で
し
た
。建
築
士
た
ち
も
手
弁
当
で

活
動
し
ま
し
た
。そ
う
い
っ
た
経
験
の
共
有

や
継
承
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、

改
め
て
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
る
場
を
設
け

よ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、平
時
か
ら
専
門
家
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
に
取
り
組
み
た
い
で
す
。京
都
、大

阪
、神
戸
と
京
阪
神
に
は
3
つ
の
す
ま
い・ま

ち
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
セ
ン
タ
ー
が
あ
る

の
で
、平
時
も
災
害
時
も
連
携
す
る
こ
と
が
重

要
だ
と
考
え
ま
す
。

鈴
森　
阪
神・淡
路
大
震
災
で
は
日
頃
か
ら
声

を
か
け
合
っ
て
い
た
人
た
ち
と
は
、声
を
か
け

や
す
か
っ
た
で
す
。挨
拶
だ
け
で
も
、ほ
ん
の

少
し
の
と
っ
か
か
り
が
災
害
の
時
の
助
け
に

な
り
ま
す
。

相
談
員
と
し
て
一
般
の
生
活
者
の
お
話
を
聞

い
て
い
る
と
、災
害
の
中
に
日
常
が
あ
り
、日

常
の
中
に
災
害
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。人
と
人

を
つ
な
ぐ
一
番
の
ベ
ー
ス
と
な
る
の
は
地
域

社
会
で
す
。い
ざ
災
害
が
起
き
た
時
に
声
を
掛

け
合
え
る
よ
う
に
す
る
、相
談
先
が
あ
る
状
況

を
作
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

特
に
工
務
店
は
か
か
り
つ
け
を
見
つ
け
て
、日

頃
か
ら
繋
が
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。日
頃
の
つ

な
が
り
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お

い
て
、日
常
を
暮
ら
し
て
い
き
た
い
で
す
。

菅
野　
繋
が
り
は
と
て
も
大
切
で
す
。突
然
目

の
前
に
現
れ
た
人
は
信
用
し
づ
ら
い
で
す
が
、

日
頃
か
ら
繋
が
っ
て
い
れ

ば
安
心
で
き
ま
す
。孤
独

に
な
ら
ず
、い
ろ
ん
な
繋

が
り
を
持
っ
て
お
く
こ
と

が
災
害
へ
の
備
え
と
な
り

ま
す
。

前
田　
本
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

シ ン ポ ジ ウ ム 開 催 概 要

令和6年度三都連携事業シンポジウム　被災後の生活再建と住情報

2024年11月16日（土）13：30～16：00開催

【基調講演】

「混乱し続ける被災後の生活再建―災害ケースマネジメントの展開から考えるー」

大阪公立大学大学院准教授  菅野拓氏

【話題提供】

「防災の視点で見る今昔館  近世から近代へ 」増井正哉（大阪くらしの今昔館館長）

「災害と住まいの相談」兼田暁子（住まい情報センター相談担当）

「大阪すまいラボ防災プロジェクトについて」本藤記子（住まい情報センター企画担当）

【トークセッション】

・コーディネーター 

前田昌弘氏（京都大学大学院人間・環境学研究科准教授）

・登壇者

荒木公樹氏（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）

鈴森素子氏（NPO法人住宅長期保証支援センター理事長）

ますいまさや

かねだあきこ

まえだまさひろ

すずもりもとこ

あらきまさき

ほんどうのりこ

前田昌弘氏

荒木公樹氏

鈴森素子氏

兼田暁子

本藤記子
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
後
半
は
菅
野
氏
と
、大
阪
す
ま

い
ラ
ボ
防
災
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
、大

阪
く
ら
し
の
今
昔
館
、住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー

担
当
者
ら
に
よ
る
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行

い
ま
し
た
。

災
害
時
の
不
安
を
受
け
取
る

前
田　

菅
野
先
生
の
お
話

を
聞
い
て
、今
後
の
災
害
に

お
い
て
は
、個
別
の
困
り
ご

と
に
対
応
す
る
こ
と
が
重
要
で
、災
害
ケ
ー
ス

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
的
な
取
り
組
み
が
欠
か
せ
な

い
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
の
相
談
窓
口
に
も
災

害
時
に
は
多
く
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
た
そ
う

で
す
ね
。

兼
田　
大
阪
府
北
部
地
震

で
は
約
2
5
0
件
、同
年

の
台
風
21
号
で
は
8
0
0

件
を
超
え
る
ご
相
談
を
受
け
ま
し
た
。能
登
半

島
地
震
で
も
大
阪
に
住
ま
い
を
求
め
る
ご
相
談

が
数
件
あ
り
ま
し
た
。平
時
と
同
じ
体
制
で
対

応
し
ま
し
た
が
、抱
え
て
い
る
不
安
を
出
し

切
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。

災
害
時
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が
で
き
る
の

で
、必
要
な
制
度
を
必
要
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
情

報
提
供
で
き
る
よ
う
把
握
す
る
こ
と
も
重
要

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

災
害
時
の
対
応
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
す
る
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
蓄
積
し
、活
用
し
て
い
ま

す
。ま
た
、大
阪
す
ま
い
ラ
ボ
防
災
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
専
門
家
か
ら
学
ん
だ
り
、三
都
連
携
事

業
で
災
害
相
談
Q
＆
A
を
作
成
し
た
り
、専
門

家
と
の
連
携
も
行
っ
て
い
ま
す
。

前
田　
専
門
家
と
の
連
携
と
い
う
点
で
は
、荒

木
さ
ん
が
建
築
の
分
野
で
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
的
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。鈴
森
さ
ん
も
大
阪
で
長
年
相
談

支
援
を
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

荒
木　
大
阪
府
北
部
地
震

で
は
建
築
士
会
で
無
料
の
電

話
相
談
を
実
施
し
ま
し
た
。

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
で
死
者
が
出
た
こ
と
も
あ

り
、発
災
当
初
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。災
害
後
は
、初
期
段

階
か
ら
安
心
し
て
も
ら
え
る
情
報
を
提
供
で
き

る
相
談
窓
口
が
必
要
だ
と
痛
感
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
は
自
治
を
ベ
ー
ス
と
し
た

災
害
へ
の
備
え
が
必
要
と
い
う
菅
野
先
生
の

お
話
を
聞
い
て
、我
々
の
よ
う
な
専
門
家
が

ど
の
よ
う
に
支
援
に
関
わ
る
の
か
が
問
わ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

鈴
森　
生
活
者
と
建
築
業

界
を
つ
な
ぐ
役
割
を
自
分

た
ち
に
課
し
て
相
談
業
務

に
あ
た
っ
て
き
ま
し
た
。住
ま
い
情
報
セ
ン

タ
ー
と
同
じ
く
、我
々
も
住
ま
い
の
維
持
管
理

に
つ
い
て
啓
発
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、戸
建
住
宅
で
も
独
自
に
修
繕
積
立
金

を
用
意
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。災
害
時

に
自
由
に
使
え
る
資
金
と
な
る
か
ら
で
す
。ま

た
、家
を
建
て
た
時
だ
け
で
な
く
、日
頃
か
ら

継
続
的
に
工
務
店
と
繋
が
っ
て
お
く
こ
と
も

勧
め
て
い
ま
す
。災
害
時
に
工
務
店
は
顧
客
優

先
で
動
か
ざ
る
を
得
な
い
た
め
で
す
。

平
時
か
ら
災
害
に
備
え
る

前
田　
災
害
に
対
す
る
備
え
に
つ
い
て
は
、大

阪
す
ま
い
ラ
ボ
防
災
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
情

報
発
信
を
行
っ
て
い
ま
す
。荒
木
さ
ん
、鈴
森

さ
ん
と
私
は
大
阪
す
ま
い
ラ
ボ
防
災
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
ま
す
。プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
た
き
っ
か
け
に
つ
い

て
本
藤
さ
ん
か
ら
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

本
藤　
大
阪
府
北
部
地
震

と
台
風
21
号
が
き
っ
か
け

で
す
。災
害
後
に
情
報
が

溢
れ
る
中
で
、よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
必
要
な
情

報
を
相
談
者
へ
届
け
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
が
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

補
修
業
者
の
紹
介
に
つ
い
て
の
検
討
、先
進
事

例
等
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、情
報
発
信
な
ど
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
に「
災
害
に
備
え
て
住
ま
い

の
た
め
に
で
き
る
こ
と
」（
＊
1
）と
い
う
情
報

ペ
ー
ジ
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、多
く
の
人
に

ご
覧
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

前
田　
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
住
ま
い
の
維
持

管
理
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
や
、工
務
店
や
地

域
と
の
信
頼
関
係
を
つ
く
る
こ
と
な
ど
、さ
ま

ざ
ま
な
対
策
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

参
加
者
か
ら
い
た
だ
い
た
質
問
に
も
お
答
え

し
て
い
き
ま
す
。「
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
で
は
、行
政
の
立
場
で
取
り
組
め
る
こ
と
は

何
か
」と
い
う
質
問
で
す
。

菅
野　
連
携
し
て
く
だ
さ

い
。例
え
ば
、鳥
取
県
や
徳

島
県
で
は
行
政
が
主
導

し
、災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
検
討
す
る

た
め
の
協
議
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。協
議
会

に
は
市
町
村
長
や
社
会
福
祉
協
議
会
長
、専
門

士
業
団
体
の
長（
弁
護
士
会
、日
本
フ
ァ
イ
ナ

ン
シ
ャ
ル・プ
ラ
ン
ナ
ー
ズ
協
会
、建
築
士
会
、

宅
地
建
物
取
引
業
協
会
）、相
談
支
援
の
専
門

家
な
ど
が
参
加
し
て
い
ま
す
。そ
れ
ら
を
調
整

で
き
る
の
は
行
政
な
の
で
す
。

災
害
の
た
め
だ
け
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、普

段
の
福
祉
支
援
の
連
携
の
中
に
、被
災
者
支
援

の
体
制
整
備
を
含
め
る
、フ
ェ
ー
ズ
フ
リ
ー

化
。災
害
の
こ
と
を
平
時
か
ら
考
え
る
発
想
が

必
要
で
す
。

専
門
家
と
の
連
携
、役
割
分
担

前
田　
「
海
外
の
災
害
復
興
を
み
る
と
避
難
所

の
環
境
な
ど
日
本
と
大
き
く
違
う
と
感
じ
る
が
、

な
ぜ
か
」と
い
う
質
問
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

菅
野　
国
と
民
間
で
役
割
分
担
を
し
た
災
害

対
応
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。例
え
ば
、台
湾

や
イ
タ
リ
ア
で
は
災
害
時
の
対
応
を
民
間
が

担
っ
て
い
ま
す
。財
団
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な

N
G
O
や
N
P
O
で
す
。国
に
は
備
蓄
を
し
て

お
く
と
い
っ
た
責
務
が
あ
り
ま
す
。避
難
所
の

運
営
や
備
蓄
品
の
配
布
な
ど
は
N
G
O
や

N
P
O
が
担
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
、専
門
家
は
専
門

家
の
技
術
を
活
か
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
行
い
、休
業
補
償
を
国
が
す
る
と
い
う
役
割

分
担
を
し
て
い
る
国
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、

休
業
補
償
が
あ
る
の
で
、シ
ェ
フ
は
自
店
を
休

業
し
て
も
安
心
し
て
炊
き
出
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
参
加
で
き
る
の
で
す
。

災
害
時
に
は
プ
ロ
に
活
躍
し
て
働
い
て
も

ら
っ
た
ほ
う
が
、公
務
員
が
働
く
よ
り
も
よ
い

環
境
に
で
き
る
は
ず
で
す
。大
阪
で
は
か
つ

て
、橋
の
建
設
を
民
間
が
担
い
ま
し
た
よ
ね
。

増
井　
そ
う
で
す
ね
。か
つ

て
の
近
世
社
会
が
全
て
良

か
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。た
だ
、生
活
扶
助
や
戸
籍
管
理
な

ど
包
括
的
な
こ
と
に
取
り
組
め
る
社
会
組
織

が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。町
人
の
連
合
体
で
ま

ち
が
運
営
さ
れ
て
き
た
伝
統
が
あ
り
ま
す
。

本
当
に
困
っ
た
時
に
は
お
上
に
頼
る
け
れ
ど
、そ

れ
以
外
は
自
分
た
ち
で
な
ん
と
か
し
て
き
た
。平

時
の
相
談
窓
口
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
は
、

幸
せ
な
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

前
田　
行
政
だ
け
で
な
く
、民
間
と
地
元
の
力

を
使
っ
て
災
害
時
の
対
応
に
あ
た
る
こ
と
が

大
切
な
ん
で
す
ね
。

本
藤　
住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
て

い
る
事
業
で
も
、民
間
の
力
を
お
借
り
し
て

い
ま
す
。す
ま
い
ラ
ボ
防
災
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
も
、ご
登
壇
い
た
だ
い
て
い
る
み
な
さ
ん

の
お
力
を
お
借
り
し
て
い
ま
す
。大
阪
に
は

民
間
の
強
い
力
が
あ
る
の
で
、平
時
だ
け
で

な
く
緊
急・災
害
時
に
こ
そ
力
を
発
揮
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
常
の
身
近
な
繋
が
り
が

支
え
に
な
る

前
田　
最
後
に
荒
木
さ
ん
、鈴
森
さ
ん
、菅
野

さ
ん
か
ら
一
言
ず
つ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

荒
木　

2
0
2
5
年
1
月
で
阪
神
・
淡
路
大

震
災
か
ら
30
年
を
迎
え
ま
す
。あ
の
震
災
は
、

民
間
人
が
自
発
的
に
支
援
に
参
加
し
た
最
初

の
機
会
で
し
た
。建
築
士
た
ち
も
手
弁
当
で

活
動
し
ま
し
た
。そ
う
い
っ
た
経
験
の
共
有

や
継
承
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、

改
め
て
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
る
場
を
設
け

よ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、平
時
か
ら
専
門
家
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
に
取
り
組
み
た
い
で
す
。京
都
、大

阪
、神
戸
と
京
阪
神
に
は
3
つ
の
す
ま
い・ま

ち
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
セ
ン
タ
ー
が
あ
る

の
で
、平
時
も
災
害
時
も
連
携
す
る
こ
と
が
重

要
だ
と
考
え
ま
す
。

鈴
森　
阪
神・淡
路
大
震
災
で
は
日
頃
か
ら
声

を
か
け
合
っ
て
い
た
人
た
ち
と
は
、声
を
か
け

や
す
か
っ
た
で
す
。挨
拶
だ
け
で
も
、ほ
ん
の

少
し
の
と
っ
か
か
り
が
災
害
の
時
の
助
け
に

な
り
ま
す
。

相
談
員
と
し
て
一
般
の
生
活
者
の
お
話
を
聞

い
て
い
る
と
、災
害
の
中
に
日
常
が
あ
り
、日

常
の
中
に
災
害
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。人
と
人

を
つ
な
ぐ
一
番
の
ベ
ー
ス
と
な
る
の
は
地
域

社
会
で
す
。い
ざ
災
害
が
起
き
た
時
に
声
を
掛

け
合
え
る
よ
う
に
す
る
、相
談
先
が
あ
る
状
況

を
作
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

特
に
工
務
店
は
か
か
り
つ
け
を
見
つ
け
て
、日

頃
か
ら
繋
が
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。日
頃
の
つ

な
が
り
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お

い
て
、日
常
を
暮
ら
し
て
い
き
た
い
で
す
。

菅
野　
繋
が
り
は
と
て
も
大
切
で
す
。突
然
目

の
前
に
現
れ
た
人
は
信
用
し
づ
ら
い
で
す
が
、

日
頃
か
ら
繋
が
っ
て
い
れ

ば
安
心
で
き
ま
す
。孤
独

に
な
ら
ず
、い
ろ
ん
な
繋

が
り
を
持
っ
て
お
く
こ
と

が
災
害
へ
の
備
え
と
な
り

ま
す
。

前
田　
本
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

菅野拓氏

増井正哉

＊1：「災害に備えて住まいの
        ためにできること」
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外壁のひび割れ、シーリングの切れなどを
チェックする。

コーキング打ちに使用する道具
はホームセンターなどで購入で
きる。

住
ま
い
の
維
持
管
理

戸
建
住
宅
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

誌
面
セ
ミ
ナ
ー

教えてくれたのは

セ
ル
フ
チ
ェッ
ク
で
早
期
発
見

日
々
の
体
調
管
理
を
す
る
よ
う
に
、住
ま
い
の
状

態
を
日
頃
か
ら
知
っ
て
お
く
こ
と
で
、異
変
に
気
づ

き
や
す
く
な
り
ま
す
。セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
で
不
具
合

を
早
期
発
見
し
、適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
修
繕
を
す

れ
ば
、住
ま
い
の
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
外
部
の
点
検
箇
所

　
基
礎
／
外
壁
／
軒
裏
／
樋
／
屋
根
な
ど

建
物
の
外
部
は
目
で
見
て
、基
礎
や
壁
、屋
根
な

ど
の
状
態
を
確
認
し
ま
す
。双
眼
鏡
が
あ
る
と
軒
裏

や
樋
な
ど
高
い
場
所
ま
で
よ
く
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

基
礎
に
ひ
び
が
あ
れ
ば
、「
ク
ラ
ッ
ク
ス
ケ
ー
ル
」

と
い
う
専
用
の
定
規
で
ひ
び
割
れ
の
幅
を
測
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。0.5
㎜
以
上
の
ひ
び
割
れ
幅
で
あ
れ
ば
、

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
瑕
疵
が
あ
る
可
能
性

が
高
い
で
す
。

ま
た
、地
面
に
近
い
部
分
の
外
壁
に
変
色
が
あ
れ

ば
、多
湿
の
状
態
で
水
は
け
が
悪
い
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。外
壁
を
手
で
触
れ
て
み
て
チ
ョ
ー
ク
の
よ
う

な
粉
が
つ
く
場
合
は
、塗
装
が
劣
化
し
て
お
り
塗
り

直
し
の
サ
イ
ン
で
す
。

屋
根
や
軒
裏
、樋
な
ど
も
劣
化
や
退
色
、破
損
が

な
い
か
点
検
し
ま
す
。可
能
で
あ
れ
ば
屋
根
を
上
か

ら
見
て
瓦
の
点
検
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
内
部
の
点
検
箇
所

　
壁
／
柱
／
天
井
／
押
入
れ
／

　
床
／
床
下
／
水
回
り
／
建
具
な
ど

建
物
内
部
で
は
、壁
や
柱
、天
井
、押
入
れ
の
壁
な

ど
を
よ
く
見
て
点
検
し
ま
す
。L
E
D
ラ
イ
ト
を
当
て

な
が
ら
見
る
と
シ
ミ
や
変
化
が
わ
か
り
や
す
い
で
す
。

床
は
へ
こ
み
や
き
し
み
が
な
い
か
確
認
、床
下
は

台
所
や
洗
面
所
の
床
下
点
検
口
か
ら
、シ
ロ
ア
リ
の

被
害
や
湿
気
を
確
認
し
ま
す
。水
回
り
は
水
栓
や
止

水
栓
に
漏
水
が
な
い
か
を
点
検
し
ま
す
。

建
具
に
つ
い
て
は
、開
閉
時
に
枠
や
床
下
の
あ
た

り
、擦
れ
が
な
い
か
を
確
認
し
ま
す
。

い
ず
れ
の
箇
所
も
状
態
が
悪
く
な
り
す
ぎ
る
と
、

修
繕
に
手
間
が
か
か
り
費
用
が
高
額
に
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。専
門
家
に
相
談
す
る
な
ど
早
期
治
療
で

重
症
化
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

住
ま
い
の
セ
ル
フ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
で
見
つ
け
た
劣
化
や
不
具
合

の
中
に
は
、専
門
家
で
な
く
て
も
自
身
で
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。道
具
や
材
料
は

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
入
手
で
き
ま
す
の
で
、安

全
に
気
を
つ
け
て
取
り
組
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

●
外
壁
、水
回
り
な
ど
の
コ
ー
キ
ン
グ

コ
ー
キ
ン
グ
材
は
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
購

入
で
き
ま
す
。外
壁
や
基
礎
の
軽
度
な
ひ
び
割
れ
や
、

水
回
り
で
カ
ビ
が
目
立
つ
箇
所
の
打
ち
替
え
な
ど

を
行
い
ま
す
。水
回
り
に
使
用
す
る
場
合
は
、防
カ

ビ
剤
入
り
の
コ
ー
キ
ン
グ
材
を
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

●
建
具
の
調
整

　（
ド
ア
、ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
、網
戸
な
ど
）

隙
間
が
均
一
で
な
い
、異
音
が
す
る
、鍵
の
か
か

り
が
悪
い
場
合
な
ど
は
ネ
ジ
の
調
整
を
す
る
と
改

善
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
防
災
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

ガ
ラ
ス
窓
に
飛
散
防
止
シ
ー
ト
を
貼
っ
た
り
、家
具

を
壁
に
金
具
で
固
定
す
る
な
ど
の
転
倒
防
止
を
す
る

こ
と
は
防
災
に
つ
な
が
り
ま
す
。

なかむら  ともひこ
中村 友彦さん

せのお かずえ
妹尾 和江さん

住
ま
い
を
よ
り
よ
い
状
態
に
保
つ
た
め
に
は
、住
み
な
が

ら
自
身
で
住
ま
い
の
点
検
を
行
い
、メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
行

う
こ
と
が
大
切
で
す
。住
ま
い
の
維
持
管
理
の
プ
ロ
で
あ

る
ホ
ー
ム
イ
ン
ス
ペ
ク
タ
ー
に
、セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
や
セ

ル
フ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た
。

シーリングの切れ モルタルの劣化例（ひび割れ）

トピ クスッ

N
P
O
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
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大
阪
市
で
は
、過
去
の
災
害
の
教
訓
か
ら
、災
害

に
強
い
マ
ン
シ
ョ
ン
を「
防
災
力
強
化
マ
ン
シ
ョ

ン
」と
し
て
認
定
す
る
制
度
を
平
成
21
年
か
ら
実

施
し
て
い
ま
す
。新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
け
で
な
く
、

既
存
の
マ
ン
シ
ョ
ン
も
認
定
の
対
象
と
な
り
ま

す
。認
定
基
準
や
令
和
6
年
4
月
に
改
正
し
た
内

容
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

ど
ん
な
制
度
？

大
阪
市
防
災
力
強
化

マ
ン
シ
ョ
ン

認
定
制
度
っ
て
何

？

大
阪
市
住
ま
い
の
ガ
イ
ド
特
別
版

建
物
そ
の
も
の
が
災
害
に
強
い
こ
と
、日
常
的
な

防
災
活
動
を
継
続
的
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

ハ
ー
ド・ソ
フ
ト
の
両
面
で
防
災
力
の
強
化
さ
れ
た

マ
ン
シ
ョ
ン
を
認
定
す
る
制
度
で
す
。

「
防
災
力
強
化
マ
ン
シ
ョ
ン
」に
認
定
さ
れ
た
マ
ン

シ
ョ
ン
に
は
、認
定
プ
レ
ー
ト
又
は
認
定
盾
を
交
付

し
ま
す
。ま
た
、大
阪
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
の
配
布
な
ど
で
広
く
P
R
し
て
い
ま
す
。販

売
広
告
な
ど
に
認
定
マ
ー
ク
を
利
用
で
き
る
の
で
、

購
入
者
や
賃
貸
入
居
者
な
ど
へ
の
周
知
も
可
能
で
す
。

20
戸
ほ
ど
の
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
複
数
棟
あ

る
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
ま
で
、さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の

マ
ン
シ
ョ
ン
が
認
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

ど
う
や
っ
て

申
請
す
る
の
？

マ
ン
シ
ョ
ン
事
業
者
や
管
理
組
合
等
が
申
請
手

続
き
を
行
い
ま
す
。

手
続
き
は
、市
と
の
事
前
協
議
か
ら
始
ま
り
、認

定
申
請
を
受
け
て
、そ
の
内
容
に
つ
い
て
計
画
認
定

を
行
い
ま
す
。工
事
等
が
完
了
し
、現
場
検
査
を
経

て
認
定
と
な
り
ま
す
。認
定
後
は
、定
期
的
に
維
持

管
理
報
告
を
し
て
い
た
だ
き
、設
備
や
防
災
訓
練
な

ど
の
取
り
組
み
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
ま
す
。

認
定
基
準
に
は
、新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
を
対
象
と
し

た「
新
築
型
」と
、既
存
マ
ン
シ
ョ
ン
を
対
象
と
し
た

「
既
存
型
」の
2
タ
イ
プ
が
あ
り
、共
通
の
基
準
と
異

な
る
基
準
が
あ
り
ま
す
。

新
築
型
、既
存
型
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
次
の
5
つ

の
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

１
．建
築
物
の
構
造

２
．建
築
物
内
部
の
安
全
性

３
．避
難
時
の
安
全
性

４
．災
害
に
対
す
る
備
え

５
．防
災
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
策
定

5
の
防
災
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
は
、災
害
に
対
す

る
備
え
や
、災
害
時
の
対
策
、地
域
と
の
連
携
に
つ

い
て
明
文
化
し
た
も
の
で
す
。1
か
ら
4
の
基
準
を

満
た
し
た
上
で
、防
災
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
策
定

す
る
こ
と
が
認
定
基
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。

既
存
マ
ン
シ
ョ
ン
の
基
準
を

改
正
し
ま
し
た
！

令
和
6
年
4
月
に
、既
存
マ
ン
シ
ョ
ン
を
対
象
と

し
て
認
定
基
準
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

既
存
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、耐
震
等
級
を
高

め
る
こ
と
や
、家
具
転
倒
防
止
の
た
め
の
壁
の
補
強

な
ど
の
整
備
が
困
難
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。そ
の
た

め
、ハ
ー
ド
面
に
つ
い
て
は
新
築
よ
り
一
部
の
基
準

を
緩
和
し
ま
し
た
。

一
方
で
、ソ
フ
ト
面
で
は
既
存
マ
ン
シ
ョ
ン
の
基

準
を
新
築
型
よ
り
強
化
し
ま
し
た
。例
え
ば
、日
常

の
自
主
防
災
活
動
に
つ
い
て
の
基
準
は
、防
災
訓
練

と
防
災
対
策
に
お
け
る
地
域
連
携
の
2
つ
の
目
的

が
あ
り
ま
す
。新
築
型
で
は
い
ず
れ
か
を
満
た
せ
ば

よ
い
で
す
が
、既
存
型
で
は
両
方
を
満
た
す
こ
と
を

必
須
と
し
て
い
ま
す
。

地
域
連
携
の
項
目
で
は
、区
役
所
や
地
域
防
災

リ
ー
ダ
ー
と
の
防
災
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
共
有

な
ど
を
基
準
と
し
て
い
ま
す
。か
ま
ど
ベ
ン
チ
や
マ

ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
、救
助
資
機
材
に
つ
い
て
の
情
報

共
有
な
ど
も
日
常
的
に
行
な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

を
認
定
基
準
と
し
て
い
ま
す
。

かまどベンチ。ベンチとともに燃料や調理器具も備蓄し、
炊き出しスペースを確保しています。

マンホールトイレ。下水管の上に簡易に設置でき、
囲いを設けて災害時のトイレとして使用します。

申請方法や認定
基準については大
阪市のホームペー
ジに詳細を掲載し
ています。

防災力強化マンション
認定マーク
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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、一定の要件を満たす窓の断熱改修等（内
窓設置・外窓交換等）とそれらに併せて実施する躯体等（天井、屋根、壁又は床）の断熱改
修、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：6208-9226●FAX：6202-7064 

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。

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。

2025年1月1日時点
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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://safetynet-jutaku.mlit.go.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

大阪市では、管理組合による分譲マンションの適正な維持管理を支援するため、
公共団体等・専門家団体・民間事業者団体と連携・協力して設立した大阪市マン
ション管理支援機構において、管理組合に対する情報提供や普及啓発に取り組ん
でいます（図１）。
同機構にご登録いただいた管理組合様には、マンション管理に役立つ情報誌「ら
いふあっぷ」やイベントの開催案内（図２）をお届けしていますので、ぜひご登録く
ださい。登録費用は無料で、現在、大阪市内の1,300を超える管理組合様にご登録
いただいています。

大阪市マンション管理支援機構への登録が分譲マンション管理計画認定制度※の認定要件になっています！
分譲マンション管理組合の皆様へ

お問い合わせ：大阪市マンション管理支援機構事務局
　　　　　　　TEL：06-4801-8232  FAX：06-6354-8601

図1  大阪市マンション管理支援機構  組織概要

図２  情報誌「らいふあっぷ」等

お問い合わせ：大阪市都市整備局 住宅政策課
　　　　　　 （住宅政策グループ）
                             TEL：06-6208-9637

※分譲マンション管理計画認定制度
管理組合運営や長期修繕計画など分譲マ
ンションの管理計画が一定の基準を満た
す場合、管理組合からの申請により大阪市
が管理計画を認定する制度。

公
共
団
体
等

•大阪市
•大阪市住まい公社
•（独）住宅金融支援機構 近畿支店

専
門
家
団
体

•大阪弁護士会
•大阪司法書士会
•大阪土地家屋調査士会
•（公社）大阪府不動産鑑定士協会
•近畿税理士会
•（公社）大阪府建築士会

•（一社）マンション管理業協会 関西支部
•（一社）不動産協会 関西支部
•（一社）マンションリフォーム推進協議会
　　　　近畿支部
•大阪ガスマーケティング（株）

民
間
事
業
者
団
体

マンション
管理組合

マンション居住者

大阪市
マンション管理支援機構

主な事業内容

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

●相談事例の調査研究

住まいに関する相談窓口
大阪市立住まい情報センター 4F 住情報プラザ

それが大阪市マンション管理支援機構の役割です。
“快適で安心なマンションライフをサポート”“快適で安心なマンションライフをサポート”

セミナー・
情報誌

登 録

連 

携

マ
ン
シ
ョ
ン
相
談

•（株）オプテージ
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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。
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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6年度の受賞住宅が決定し、昭和62年度から始まった大阪市ハウジングデザイン賞は今年度で受賞
住宅が100住宅に達しました。

第37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！

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2７日（月）～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や詳細につ
いては、本誌P11に掲載しています。

リサイクルブックフェア　1月26日（日）開催！

●日　時：1月26日（日） 13:00～15：00
●会　場：大阪市立住まい情報センター3階ホール
●締　切：1月12日（日） 必着
※事前申込が必要・完全入替制
【各回30分間・25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

カーサ・リベラ － 彫刻のある家
（住吉区帝塚山西３丁目・新築・賃貸）

Brillia Tower堂島
（北区堂島２丁目・新築・分譲）

大阪市ハウジングデザイン賞

梅田シティビラアクトⅢ
（北区堂山町・維持管理・分譲）

大阪市ハウジングデザイン賞特別賞

メッセージボード

撮影：ナカサアンドパートナーズ

撮影：河合止揚
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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   2025 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

■タイアップ＋Plusセミナー　■大阪市ハウジングデザイン賞関連イベント

受賞住宅見学会

■住まいのライブラリーイベント

リサイクルブックフェア

●日時：1月26日(日)13：00～15：00
●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12日(日)必着
　　　　　　各回、定員25名程度・30分間・事前申込要/
　　　　　   完全入替制/一人5冊まで
※本が残った場合は、引き続き令和7年1月27日（月）
　～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）。

ブックトークサロン2024
「やるやん！大阪弁～こんな所でも
使てもろてます～」

●日時：2月9日（日）14：00～16：00
●場所：3階ホール
●講師：札埜和男（龍谷大学文学部哲学科准教授）
●定員：会場100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

1 
■大阪市マンション管理支援機構
マンション管理組合交流会

●日時：３月９日（日）
                第１部13:00～14:30　第２部15:00～16:30（予定）
●場所：５階研修室
●定員：各部10名（予定）
               （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（水）
※必ずホームページ等でご確認ください
●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）

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

令和７年3月に、第37回大阪市ハウジ
ングデザイン賞関連イベントとして
受賞住宅の見学会を開催予定です。
詳細については、住まい情報セン
ターのホームページをご覧ください。
※イベントの詳細は令和7年1月下旬頃公開予定

自然災害に備えて「住まい」のための
準備をしていますか？

大阪市立住まい情報センターでは、ウェブサイト“おお
さか・あんじゅ・ネット”で、自然災害に備えて「住まい」
のためにできることを紹介しています。いざというとき
の「住まい」について普段から考えてみませんか。

※相談事例Q&Aは三都連
携事業で共有している
災害Q&Aをもとに作成
しています。

あなたもやってみよう！
住まいのセルフチェック

●日時：１月19日（日）10：00～12：00
●場所：大阪府堺市（JR阪和線「津久野」駅徒歩約４分）
●講師：NPO法人日本ホームインスペクターズ協会
                公認ホームインスペクター
●定員：10名（申込多数の場合は抽選）
●団体：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

シニアライフ予備校「身近な相続と高齢者住宅」

●日時：２月８日（土）
1. 13：00～13：45
「スマホ時代のあとかたづけ デジタル資産と終活」
2. 14：00～15：30
「３つの事例で学ぶ住まいの相続SOS」
3. 15：45～16：30
「コロナで変わった？高齢者住宅の基礎知識」
●場所：３階ホール
●講師：柴本美佐代（日本エルダーライフ協会代表）ほか
●定員：各回会場120名オンライン100名
               （いずれも申込先着順）
●団体：シニアライフSOS

相談事例から考える居住支援が描く未来
～今住んでいる家を明日退去しなければ
いけなくなったら、あなたはどうしますか？～

●日時：２月15日（土）13：30～15：00
●場所：３階ホール
●講師：大前久明子（（一社）大阪府不動産コンサル
                ティング協会 理事）ほか
●定員：会場 60名オンライン100名
               （いずれも申込先着順）
●団体：（一社）大阪府不動産
                コンサルティング協会

おひとりさまは、在宅か？施設か？
～老後の住まいのモヤモヤを
スッキリさせましょう！～

●日時：２月16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）ほか
●定員：会場 70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８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
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2025年1月～3月         催し物ガイド  
特別展

再築400年を迎えた徳川期大坂城の詳細を、遺物・文献資料・
絵画資料に復元模型を加えて立体的に解き明かします。

◆会　 期：令和7年2月11日（火・祝）～令和7年4月6日（日）
◆休館日：毎週火曜日（但し、2月11日（火・祝）は開館）
◆主　催：大阪くらしの今昔館
◆観覧料：500円（特別展のみ）

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

1月～3月の休館日
１/ １．２．３．７．１４．２１．２８
  ２/ ４．１８．２５
３/ ４．１１．１８．２５

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
　□正月飾り
　令和6年12月25日（水）～令和7年1月13日（月・祝）
　□節分飾り
　令和7年1月25日（土）～2月3日（月）
　□雛飾り
　令和7年2月22日（土）～3月30日（日）

■今昔館に初もうで
1月4日（土）～6日（月）
・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（4日（土）～6日（月）10：00～16：00）
・あてもの（4日（土）10：00～16：00/小学生以下
  先着200名）
・絵馬（4日（土）10：00～16：00/200円/なくなり
  次第終了）
・書初め（4日（土）13：00～15：30/100円）

■―上方の華と粋― 座敷舞
1月26日(日)　14：00～15：00
・山村流の立方が華やかな舞を
  披露します。
・出演：山村若女、他

■和洋のしらべ
2月9日(日)　14：00～15：00
・三味線などの伝統的な楽器の
  旋律をお楽しみください。
・出演：菊聖公一、他

■今昔館のひな祭り
3月1日(土)　13：30～
・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。

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

■絵本の時間
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。

■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

「徳川大坂城400年－城のかたち・まちの姿－」　

〒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

ワークショップ

■ミニわらじ作り
1月11日(土)　13：30～15：00
・材料費：200円　・当日先着20名

■万華鏡作り
1月12日(日)　13：30～15：00
・材料費：200円　・当日先着16名

■節分飾りを作ろう
1月25日(土)　13：30～15：00
・材料費：300円　・当日先着20名

■版木はがきを刷ろう
2月8日（土）、3月8日（土）　13：30～15：00
・材料費：200円　・人数制限なし

■お雛様を折ろう
2月9日(日)　13：30～15：00
・材料費：100円　・当日先着16名

■ミニひな人形を作ろう
2月22日(土)　13：30～15：00
・材料費：300円　・当日先着20名

■オリジナルミニ色紙を作る
3月9日(日)　13：30～15：00
・材料費：200円　・当日先着16名

■ミニ大工体験と木の継ぎ方クイズ
3月22日(土)　13：30～15：00
人数制限なし

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

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

■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

大阪城築堀式図屏風  江戸時代  今昔館蔵
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、
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し
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さ
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ま
す
。

河
合
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幸
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、作
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お
人
形
た
ち

に
既
製
品
で
は
な
く
、自
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で
考
え
た
自
分
の
好
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を
着
せ
た
い
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思
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描
い
て
い
た
幼
い
頃
の
私

の
夢
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に
、収
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イ
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蠟
染
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制
作
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た
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で
す
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人
形
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が
想
像
で
き
ま
す
。
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こ
ち
―
壱
」は
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が
3
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も
あ
る
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型
染
め
作
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で
す
。選
ん
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収
蔵
品
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桃
色
流
水
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刺
繍
大
振
袖
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は
大

胆
な
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図
で
描
か
れ
た
流
水
紋
が
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り
、そ
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流
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呼
応
す
る
よ
う
に
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品
に
も
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流
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ら
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て
い
ま
す
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る
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や
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く
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ら
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。

小
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ポ
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熱
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縫
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膚
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れ
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れ
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は
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は
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か
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ま
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代
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ち
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手
に
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な
関
係
が
あ
る
の
か
、

と
い
う
問
い
が
出
発
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

本
展
に
お
い
て
そ
の
問
い
に
答
え
て
い
る

の
が
大
阪
芸
術
大
学
工
芸
学
科
テ
キ
ス
タ
イ

ル
・
染
織
コ
ー
ス
出
身
の
作
家
達
で
す
。各
作
家

「布のすがた―いまむかし」
  染織作家、それぞれの視点
  
撮影：神尾 康孝

かみお　やすたか

「布」

が
今
昔
館
の
収
蔵
品
か
ら
自
身
の
制
作
と
関
係

す
る
も
の
や
興
味
を
ひ
か
れ
る
も
の
を
選
び
、

そ
の
答
え
と
な
る
作
品
を
提
示
し
て
い
ま
す
。

で
は
現
代
の
染
織
作
家
が
制
作
し
た
作
品

と
今
昔
館
の
収
蔵
品
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が

見
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。会
場
に
は
色
や
形

な
ど
共
通
の
要
素
で
構
成
さ
れ
た
作
品
も
あ
れ

ば
、作
品
と
収
蔵
品
の
関
係
が
一
目
で
は
理
解

で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。私
は
そ
れ
ら
の

関
係
を
探
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は「
視
点
」で
あ
る
と

考
え
ま
す
。

本
展
は
前
期
と
後
期
に
分
か
れ
、一
部
の
作

品
、収
蔵
品
の
展
示
入
れ
替
え
を
行
い
ま
す
。

こ
の
文
章
を
皆
様
が
読
ま
れ
て
い
る
頃
に
は

前
期
の
展
示
は
終
了
し
て
い
ま
す
。そ
こ
で
こ

こ
で
は
展
示
入
れ
替
え
と
な
っ
た
前
期
展
示

の
作
品
を
取
り
上
げ
、作
家
が
収
蔵
品
と
の
関

係
を
語
る
コ
メ
ン
ト
の
一
部
も
踏
ま
え
な
が

ら
、現
代
美
術
を
主
な
発
表
の
場
と
す
る
作
家

達
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
を
眺
め
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

舘 正明
 布のすがた実行委員
大阪芸術大学 工芸学科 准教授

たて まさあき

企  画  展

上田恭子 「Layers of Life」

梅崎瞳 「なにごこち－壱」

小野山和代 「ものがたりBOX」

う
え
だ
き
ょ
う
こ

け
ん
ぷ

し
ろ
ち
り
め
ん
あ
わ
せ
な
が
じ
ゅ
ば
ん

ぼ
ろ

し
ゃ

も
も
い
ろ
り
ゅ
う
す
い
き
く
し
し
ゅ
う
お
お
ふ
り
そ
で

ろ
う
ぞ

じ
ゅ
ば
ん

き

ふ

ど
う
う
ら

う
め
ざ
き
ひ
と
み

お
の
や
ま
か
ず
よ

か
わ
い
ふ
ゆ
き
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岸
田
め
ぐ
み
の「
夜
更
け
の
雨
」は
、既
製
品

の
傘
の
骨
を
支
持
体
に
し
て
、綴
織
の
技
法
で

雨
が
流
れ
る
模
様
を
織
り
込
ん
だ
作
品
で
す
。

「
造
形
の
お
も
し
ろ
さ
に
重
き
を
置
い
た
染
織

品
と
、実
用
性
の
あ
る
染
織
品
の
表
現
を
対
比

し
て
見
な
が
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
水
の
模
様
か
ら

醸
し
出
さ
れ
る
情
景
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
」と

作
者
の
コ
メ
ン
ト
に
あ
る
よ
う
に
、収
蔵
品
の

帯
の
波
模
様
と
合
わ
せ
、様
々
な
フ
ォ
ル
ム
に

変
化
す
る
水
の
存
在
を
考
え
る
作
品
で
す
。

坂
本
大
地
の「
a
s
s
i
m
i
l
a
t
i
o
n
」は

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
用
活
用
資
料
で
あ
る「
鮫
小

紋
訪
問
着
」の
右
袖
に
作
者
が
染
め
た
藍
抜
染

布
が
補
填
さ
れ
、一
体
の
作
品
と
な
っ
て
い
ま

す
。作
者
は
コ
メ
ン
ト
で「
資
料
の
藍
染
め
の
着

物
は
生
活
の
中
で
使
わ
れ
て
い
た
日
用
品
で
、

私
が
制
作
す
る
藍
染
め
布
は
芸
術
作
品
と
考
え

る
。（
中
略
）そ
れ
ら
が
ひ
と
つ
に
同
化
し
共
演

す
る
時
、そ
れ
は
ど
ち
ら
側
に
な
る
の
か
」と
い

う
問
い
を
こ
ち
ら
へ
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。

髙
橋
亜
希
が
選
ん
だ
収
蔵
品
は「
揚
羽
蝶
円

紋
金
襴
錦
打
掛
」で
、と
て
も
煌
び
や
か
な
も
の

で
す
。対
し
て
作
品
の「
i
n
v
a
d
e
」は
裂
織

の
技
法
で
制
作
さ
れ
た
濃
色
の
も
の
で
共
通
項

が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し

か
し
作
者
は
コ
メ
ン
ト
で「
全
く
相
反
す
る
作
品

だ
が
、陰
と
陽
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
良
い
」

と
い
う
視
点
で
の
共
演
を
提
示
し
て
い
ま
す
。

巽
美
由
紀
の「
か
わ
ら
な
い
日
々
」は
窓
か
ら

見
え
る
風
景
が
描
か
れ
た
綴
織
の
タ
ピ
ス
リ
ー

で
す
。共
演
す
る
収
蔵
品
は「
緑
鼠
ジ
ョ
ー
ゼ
ッ

ト
簾
に
葵
文
様
単
衣
中
振
袖
」を
選
ん
で
お
り
、

風
を
通
す
簾
が
快
適
だ
っ
た
か
つ
て
の
日
本
と
、

酷
暑
が
当
た
り
前
と
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
日

差
し
を
遮
る
こ
と
が
目
的
の
タ
ピ
ス
リ
ー
、こ
れ

濵
久
仁
子
が
選
ん
だ
収
蔵
品
は
布
が
関
係
す

る
も
の
で
は
な
く「
扇
風
機
」で
す
。「
お

や
っ
？
」と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、こ

れ
も
作
者
の
視
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。柔

ら
か
な
フ
ェ
ル
ト
で
作
ら
れ
た
幼
子
の
顔
が
、

古
い
扇
風
機
の
前
で
戯
れ
て
い
る
光
景
は
思
わ

ず
微
笑
ん
で
し
ま
う
和
や
か
な
情
景
で
、懐
か

し
さ
を
想
起
さ
せ
る
狙
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、今
回
取
り
上
げ
た
9
作
家
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る
視
点
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

現
在
は
後
期
の
展
示
と
な
り
、通
期
で
展
示
さ
れ

て
い
る
も
の
も
含
め
、合
計
16
名
の
作
品
と
そ
の

作
家
が
選
択
し
た
収
蔵
品
が
並
ん
で
い
ま
す
。そ

の
そ
れ
ぞ
れ
に
前
期
と
は
異
な
る
視
点
が
存
在

し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
、現
代
の
染
織
作
家
が
考
え

る
多
様
な
視
点
を
ご
高
覧
く
だ
さ
い
。

ら
の
機
能
面
で
の
差
異
を
考
え
る
問
題
を
提
起

し
て
い
ま
す
。

河合芙幸 「名残」

岸田めぐみ「夜更けの雨」

坂本大地「assimilation」

髙橋亜希「invade」

巽美由紀「かわらない日々」

濵久仁子「あそびの種か暇つぶし」

さ
き
お
り

つ
づ
れ
お
り

さ
め
こ

も
ん
ほ
う
も
ん
ぎ

み
ど
り
ね
ず

あ
げ
は
ち
ょ
う
え
ん

も
ん
き
ん
ら
ん
に
し
き
う
ち
か
け

す
だ
れ

あ
お
い
も
ん
よ
う
ひ
と
え
ち
ゅ
う
ふ
り
そ
で

き
し
だ

さ
か
も
と
だ
い
ち

た
か
は
し 

あ
き

た
つ
み
み
ゆ
き

は
ま
く
に
こ
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行
っ
て
、

見
て
、

発
見！

news

v o l u m e . 94

図2 「七福集合図」森一鳳筆 絹本著色 年代不詳 当館蔵

■
制
作
協
力  

（
株
）バ
ー
ド
・
デ
ザ
イ
ン
ハ
ウ
ス

あ
ん
じ
ゅVol.101

　
2
0
2
5
年
冬
号
　
2
0
2
5
年
1
月
1
日
発
行
　
あ
ん
じ
ゅ
は
、春
・
夏
・
秋
・
冬
に
発
行
し
ま
す
。次
号
は
2
0
2
5
年
3
月
31
日
発
行
で
す
。

■
発
行
・
編
集

大
阪
市
立
住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
　
大
阪
市
住
宅
供
給
公
社
・
ア
ク
テ
ィ
オ
共
同
事
業
体

（ 

☎
0
6
ー
6
2
4
2
ー
1
1
6
0 

〒
5
3
0
ー
0
0
4
1 
大
阪
市
北
区
天
神
橋
6
ー
4
ー
20
）

福
を
招
く

正
月
の
掛
け
軸

「
七
福
集
合
図
」

収
蔵
品
紹
介

図１ 常設展示室内、薬屋座敷の正月飾り
　　 掛軸は江阿弥の「松鶴図」

新
年
を
祝
う
座
敷
の
床
の
間
に
は
、縁
起
が
良
い

画
題
の
掛
け
軸
を
掛
け
、蓬
莱
と
呼
ば
れ
る
飾
り
を

お
き
ま
す（
図
１
）。掛
軸
の
画
題
は
日
の
出
や
鶴
亀・

松
竹
梅・七
福
神
な
ど
が
あ
り
ま
す
。蓬
莱
は
蓬
莱
山

に
見
立
て
た
飾
り
物
で
、江
戸
時
代
後
期
の
書
物

『
守
貞
謾
稿
』に
よ
る
と
、三
方
と
い
う
白
木
の
台
の

上
に
、裏
白
、ゆ
づ
り
葉
、野
老
、神
馬
藻
を
必
ず
置

き
、ほ
か
に
も
松
竹
梅
、橙
、蜜
柑
、橘
、榧
、搗
栗
、串

柿
、昆
布
、伊
勢
海
老
等
を
積
む
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
江
戸
後
期
に
大
阪
で
活
躍
し
た
絵
師
、森
一
鳳

（
1
7
9
8-

1
8
7
1
）に
よ
る「
七
福
集
合
図
」を
ご

紹
介
し
ま
す（
図
2
）。中
央
に
蓬
莱
が
あ
り
、若
松・

蜜
柑・昆
布
な
ど
を
載
せ
て
い
ま
す
。そ
の
蓬
莱
を
囲

ん
で
７
人
の
女
性
が
座
っ
て
い
ま
す
。女
性
た
ち
の

顔
は
丸
顔
で
目
や
鼻・口
は
小
さ
く
、頬
の
高
さ
が
強

調
さ
れ
た
、い
わ
ゆ
る「
お
多
福
」顔
を
し
て
い
ま
す
。

柔
和
に
微
笑
み
な
が
ら
和
や
か
に
会
話
を
す
る
様
子

が
明
る
く
軽
や
か
な
調
子
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。着

物
に
は
巴
紋
や
片
輪
車
、宝
珠
、鹿
の
子
、桜
な
ど
の

華
や
か
な
文
様
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。７
人
と

い
う
数
か
ら「
七
福
神
」に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
よ
う
で

す
が
、特
定
の
福
神
を
表
す
特
徴
は
見
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
。絵
の
上
下
に「
福
壽
」の
文
字
を
織
っ
た
金
襴

の
裂
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、め
で
た
さ
と
豪
華

さ
を
増
し
て
い
ま
す
。こ
の
掛
け
軸
は
大
正
期
ま
で

大
阪
市
内
の
旧
家
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
す
。

服
部 

麻
衣（
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
学
芸
員
）

ほ
う
ら
い

も
り
さ
だ
ま
ん
こ
う

さ
ん
ぽ
う

う
ら
じ
ろ

と
こ
ろ

ほ
ん
だ
わ
ら

だ
い
だ
い
み
か
ん

か
や
か
ち
ぐ
り

ふ
く
じ
ゅ

き
ん
ら
ん

き
れ

も
り
い
っ
ぽ
う

し
ち
ふ
く
し
ゅ
う
ご
う
ず


