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大阪くらしの今昔館（大阪市立住まいのミュージアム）のあゆみ
1992年　『大阪市住宅審議会』で情報提供と展示機能を備えた
	 	「(仮称）住まい・まちづくりセンター」構想の答申。
1993年	 実物大の町並み再現展示をもつミュージアム構想。
1994年	 展示設計
1995年	 阪神淡路大震災。９階展示場・８階企画展示室の特別展示

ケース及び特別収蔵庫に免震装置を導入。
1999年　「大阪市立住まい情報センター」開設
2001年　「大阪市立住まいのミュージアム」開館
	 ボランティア「町家衆」が活動開始（初年度の登録は42人）
2002年　「大阪くらしの今昔館」を愛称として決定
	 開館１周年記念展「モダン都市大阪―近代の中之島･船場」
	 第１回ミュージアム協議会開催（会長：石毛直道民博館長）
2005年	 大阪市立大学都市問題研究のグループ回想法を館内で実施
	 町家衆の企画による「ディスカバリー天満」展を開催
2006年	 第１回子ども落語大会。入賞者は天満･天神繁昌亭に出演
	 都市住宅学会賞業績賞受賞
2007年	 日本建築協会賞特別賞受賞
2008年	 日本建築学会賞(業績)受賞。入館者数100万人を達成
	 キャラクター「ひのみちゃん」「くらじろう」を決定
2010年	 入館者数150万人を達成
2011年	 開館10周年記念展「なにわの遊･楽―芝居･祭り･花暦―」
	 第１回HOPE展「住吉･平野郷･田辺―歴史のまちなみ」
	 開館10年記念企画「大つくりもの―浦島太郎と龍宮城」
	 開館10年記念講演会の開催
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大
阪
く
ら
し
の
今こ
ん

昔じ
ゃ
く

館か
ん

（
大
阪
市
立
住
ま

い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

は
、「
ほ
っ
と
し
た
い
そ
こ
の
人
、
し
ば
し

時
を
忘
れ
て
、
浪
花
見
物
に
参
り
ま
せ
う
」

で
あ
る
。
今
昔
館
の
メ
ー
ン
展
示
は
、
ビ
ル

の
九
階
に
実
物
大
で
再
現
さ
れ
た
江
戸
時
代

の
「
大
坂
町
三
丁
目
」
の
町
並
み
で
あ
る
。

こ
こ
を
歩
く
と
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
記
憶
が

よ
み
が
え
っ
て
、
心
が
和
ん
だ
と
い
う
来
館

者
も
多
い
。
彼
ら
は
江
戸
時
代
の
大
坂
を

知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
は

大
阪
の
原
風
景
が
も
つ
空
間
の
力
が
あ
る
。

そ
れ
を
体
感
で
き
る
展
示
に
こ
だ
わ
っ
て
き

た
の
が
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
の
一
〇
年

で
あ
る
。

今
昔
館
の
町
並
み
は
、
学
術
的
な
復
元
設

計
を
も
と
に
、
桂
離
宮
の
昭
和
大
修
理
を
担

当
し
た
数す

寄き

屋や

棟と
う

梁り
ょ
うが
新
築
し
た
。し
か
も
、

博
物
館
に
よ
く
あ
る
書か
き

割わ
り

で
は
な
く
、
実
際

の
建
物
と
同
じ
工
法
で
造
っ
た
。こ
う
し
て
、

江
戸
時
代
の
建
築
技
術
に
よ
る
「
ほ
ん
ま
も

ん
」
の
町ま
ち

家や

が
で
き
あ
が
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
生
活
感
を
だ
す
た
め
、
一
軒
一

軒
の
町
家
に
時
代
色
を
つ
け
た
。
こ
れ
は
映

画
の
美
術
監
督
の
仕
事
で
、
エ
イ
ジ
ン
グ
の

手
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
柱
や
格
子
の
風ふ
う

食し
ょ
く、

白
壁
の
ひ
び
割
れ
、
屋
根
瓦
の
傷
み
、

軒
先
の
ゆ
が
み
、
雨あ
ま

落お
ち

な
ど
、
年
月
を
経
た

町
家
の
風
格
が
再
現
で
き
た
。

さ
ら
に
、
音
と
光
と
映
像
に
よ
る
最
先
端

技
術
を
用
い
て
、
一
日
の
移
り
変
わ
り
を
演

出
す
る
大
が
か
り
な
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ

た
。
夜
が
明
け
る
と
商
い
の
声
で
町
の
一
日

が
始
ま
り
、
昼
下
が
り
に
は
金
魚
売
り
が

や
っ
て
く
る
。
そ
の
う
ち
辺
り
が
暗
く
な
っ

て
雷
鳴
が
と
ど
ろ
き
、
は
げ
し
い
雨
音
が

聞
こ
え
る
（
屋
内
な
の
で
雨
が
降
る
こ
と
は
な

い
）。
夕
立
が
上
る
と
、
町
並
み
は
美
し
い

夕
焼
け
に
染
ま
る
。
や
が
て
夜
空
に
月
が
輝

き
、
星
空
に
流
れ
星
が
走
り
、
犬
の
遠と
お

吠ぼ

え

と
と
も
に
夜
は
更
け
て
ゆ
く
。

大
坂
町
三
丁
目
は
架
空
の
町
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
居
る
だ
け
で
、
江
戸
時
代
の
大
坂
の

町
の
空
気
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
人
間
国
宝
の
桂
か
つ
ら

米べ
い

朝ち
ょ
うさ
ん
が
解
説

す
る
風
呂
屋
シ
ア
タ
ー
の
映
画
を
見
る
と
、

町
人
の
く
ら
し
の
知
恵
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

浪
花
見
物
に
参
り
ま
せ
う
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博
物
館
の
展
示
と
い
え
ば
、
古
い
も
の

が
並
び
、
難
し
い
解
説
が
並
ん
で
い
る
、

と
い
う
印
象
が
あ
る
。
学
術
的
に
再
現
さ

れ
て
い
る
今
昔
館
も
、
堅
苦
し
い
展
示
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
に
は
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
楽

し
さ
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
、
い
つ
訪

れ
て
も
季
節
に
あ
わ
せ
た
催
し
が
あ
る
。

正
月
飾
り
、
節
分
の
豆
ま
き
、
雛ひ
な

人
形
、

月
見
の
飾
り
、
誓せ
い

文も
ん

払ば
ら

い
（
江
戸
時
代
の

大
売
り
出
し
）、
そ
し
て
年
末
の
餅
つ
き
。 

年
中
行
事
の
圧
巻
は
天
神
祭
の
宵よ
い

宮み
や

飾

り
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
大
坂
で
は
、
祭

り
に
な
る
と
町
家
の
表
に
幔ま
ん

幕ま
く

を
張
り
、

提ち
ょ
う

灯ち
ん

を
か
け
、
店
の
間
や
座
敷
に
金
銀

の
屏
び
ょ
う

風ぶ

を
た
て
、
造つ
く

り
物も
の

を
飾
る
風
習
が

あ
っ
た
。
造
り
物
と
は
、
店
の
品
物
や
生

活
道
具
を
使
っ
て
、
何
か
の
形
を
模
し
て

つ
く
っ
た
飾
り
物
で
あ
る
。今
昔
館
で
は
、

「
嫁
入
り
道
具
一
式
の
獅し

子し

」「
化
粧
道
具

一
式
の
鶏
」
な
ど
を
再
現
し
て
い
る
。
そ

の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
造
形
は
、
江
戸
時
代
の

大
坂
町
人
の
遊
び
心
を
伝
え
て
く
れ
る
。

町
の
に
ぎ
わ
い

そ
し
て
、
夜
空
に
花
火
が
上
が
り
、
祭
り

気
分
は
最
高
潮
に
達
す
る
。

町
家
で
行
わ
れ
た
華
や
か
な
行
事
は
婚

礼
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
の
秋
に
今
昔
館

開
館
一
〇
周
年
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
行

わ
れ
た
「
い
と
は
ん
の
お
嫁
入
り
」
で
は
、

旧
家
に
伝
わ
っ
た
打う
ち

掛か
け

を
着
用
し
て
、
大

坂
の
婚
礼
を
古
式
ゆ
か
し
く
再
現
し
た
。

ま
た
、
町
家
の
座
敷
で
は
、
月
に
一
度
、

お
茶
会
が
あ
り
、
子
ど
も
や
外
国
か
ら
の

観
光
客
で
も
気
軽
に
日
本
の
伝
統
文
化
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
上か
み

方が
た

舞ま
い

や
能
の
上
演
、
落
語
の
寄
席
の
会
場
に

も
な
り
、
毎
年
秋
に
は
「
子
ど
も
落
語
大

会
」
が
開
か
れ
る
。
今
昔
館
の
入
賞
者
か

ら
上
方
落
語
を
に
な
う
人
材
が
生
ま
れ
て

ほ
し
い
と
夢
は
ふ
く
ら
ん
で
く
る
。 

今
か
ら
一
六
〇
年
前
、
大
坂
の
書し
ょ

肆し

で

歌か

舞ぶ

伎き

狂き
ょ
う

言げ
ん

作
者
で
も
あ
っ
た
西に
し

澤ざ
わ

一い
っ

鳳ぽ
う

は
、
大
坂
の
気
風
に
つ
い
て
、「
花
や

か
に
、
陽
気
な
る
こ
と
を
好
み
」（『
皇み

や
こ
の都 

午ひ
る
ね睡

』）
と
書
き
残
し
た
。
大
阪
く
ら
し

の
今
昔
館
は
、
ま
さ
に
陽
気
な
大
阪
人
が

育
て
上
げ
た
、
大
阪
な
ら
で
は
の
博
物
館

で
あ
る
。 
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今
昔
館
の
八
階
に
は
、
近
代
の
大
阪
を
め

ぐ
る
展
示
「
モ
ダ
ン
大
阪
パ
ノ
ラ
マ
遊
覧
」

が
あ
る
。
巨
大
な「
大
阪
市
パ
ノ
ラ
マ
地
図
」

の
光
ひ
か
り

床ゆ
か

（
フ
ロ
ア
パ
ネ
ル
）
の
周
り
に
、
西

洋
館
が
建
ち
並
ぶ
「
川
口
居
留
地
」、
近
代

化
が
進
む
「
北
船
場
」、
モ
ダ
ン
な
長
屋
の

「
大だ

い

大お
お

阪さ
か

新し
ん

開か
い

地ち

」
な
ど
、
六
景
の
精
密
な

住
宅
地
の
模
型
が
あ
り
、
マ
ニ
ア
の
間
で
は

ち
ょ
っ
と
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
も
う
ひ
と
つ
「
住
ま
い
劇
場　

あ
る
家
族
の
住
み
替
え
物
語
」
と
い
う
隠
さ

れ
た
展
示
が
あ
る
。
隠
さ
れ
た
展
示
と
い
う

の
は
、
住
ま
い
劇
場
が
一
時
間
に
二
回
し
か

上
演
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
上
演
時
間
に

な
る
と 

「
空か

ら

堀ほ
り

通ど
お
り」、「

城し
ろ

北き
た

バ
ス
住
宅
」、

「
古ふ
る

市い
ち

中な
か

団
地
」
の
模
型
が
展
示
ケ
ー
ス
の

下
に
沈
み
こ
み
、
天
井
か
ら
住
ま
い
劇
場
が

降
り
て
く
る
。
こ
の
上
下
に
動
く
模
型
の
意

外
性
が
受
け
て
固
定
フ
ァ
ン
も
多
い
。
し
か

し
、何
し
ろ
一
時
間
に
二
回
し
か
な
い
の
で
、

こ
の
展
示
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
ま
ま
展
示

場
を
後
に
す
る
お
客
さ
ん
が
多
い
の
は
残
念

で
あ
る
。 

物
語
は
空
堀
通
か
ら
始
ま
る
。
こ
こ
は
路

地
と
長
屋
の
町
で
、織お

田だ

作さ
く

之の

助す
け

の
小
説『
わ

が
町
』
も
こ
の
近
く
が
舞
台
で
あ
る
。
昭
和

五
年
（
一
九
三
〇
）、
四
軒
長
屋
の
一
つ
に
あ

る
理
髪
店
「
浪
花
軒
」
の
出
来
事
。
客
と
主

人
は
、
御み

堂ど
う

筋す
じ

の
拡
幅
、
地
下
鉄
工
事
、
大

阪
城
天
守
閣
の
復
興
な
ど
、
世
間
話
で
盛
り

上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
浪
花
軒
の
六
歳
の
娘

が
、
主
人
公
の
悦
子
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
場
面
は
バ
ス
住
宅
。
空
襲
で
焼
け

出
さ
れ
た
人
々
を
救
済
す
る
た
め
、
廃
車
に

な
っ
た
木
炭
バ
ス
を
利
用
し
た
仮
設
の
市
営

住
宅
で
あ
る
。
昭
和
二
三
年
、
よ
う
や
く
バ

ス
住
宅
に
入
居
し
た
一
家
に
、
悦
子
さ
ん
の

恋
人
が
訪
ね
て
き
た
か
ら
さ
あ
大
変
。
大
事

な
客
を
迎
え
る
た
め
に
、
一
家
は
大
騒
動
！

最
後
は
、
水
洗
ト
イ
レ
や
バ
ル
コ
ニ
ー
が

あ
る
、
市
民
あ
こ
が
れ
の
古
市
中
団
地
。
昭

和
三
四
年
、
抽
選
に
当
た
っ
て
や
っ
と
の
こ

と
で
入
居
で
き
た
悦
子
さ
ん
一
家
に
、
初
め

て
テ
レ
ビ
が
来
た
日
の
お
話
。

悦
子
さ
ん
の
声
は
、
大
阪
出
身
の
八や

千ち

草ぐ
さ

薫か
お
るさ
ん
が
担
当
し
て
お
り
、
そ
の
上
品
な
大

阪
言
葉
も
隠
れ
た
人
気
に
な
っ
て
い
る
。

モ
ダ
ン
都
市
大
阪
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大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
で
は
、
年
に
五

回
の
企
画
展
を
開
催
し
て
い
る
。
今
昔
館

は
小
さ
な
博
物
館
な
の
で
一
回
あ
た
り
の

展
覧
会
経
費
は
知
れ
て
い
る
。
借
用
資
料

の
運
搬
費
も
毎
回
は
出
な
い
。
年
に
一
冊

は
図
録
も
作
り
た
い
が
、
そ
の
費
用
を
ね

ん
出
す
る
の
が
大
変
。
こ
う
し
た
予
算
に

縛
ら
れ
た
な
か
で
、
学
芸
員
の
奮
闘
が
続

い
て
い
る
。

今
昔
館
の
正
式
名
称
は
、
大
阪
市
立
住

ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
あ
る
。
大
阪
市

立
で
は
あ
る
が
、
他
の
市
立
博
物
館
と
は

異
な
り
、
都
市
整
備
局
と
い
う
建
築
関
係

の
部
局
が
建
設
し
た
。
類
似
の
施
設
が
な

い
の
で
、
住
ま
い
や
建
築
に
か
か
わ
る
展

覧
会
で
は
、
関
西
の
中
心
に
な
っ
て
い

る
。
開
館
一
周
年
記
念
展
の
「
モ
ダ
ン
都

市
大
阪―

近
代
の
中
之
島
・
船
場
」
か
ら

は
じ
ま
り
、「
茶
室
起
こ
し
絵
図
展
」、「
大

阪
近
代
住
宅
も
の
が
た
り
」、「
住
ま
い

の
絵
本
展
」、「
文
化
遺
産
と
し
て
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
建
築
」、「
世
界
遺
産
を
つ
く
っ
た

企
画
展
大
行
進

大
工
棟
梁―

中
井
大
和
守
の
仕
事
」、「
明

治
・
大
正
お
屋
敷
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
（
彩
色

図
）」、「
聴
竹
居
と
藤
井
厚
二
展
」、
そ
し

て
二
〇
一
一
年
の
「
竹
原
義
二
／
原
図
展

―

素そ

の
建
築
」と
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
。

ユ
ニ
ー
ク
な
展
覧
会
は
、
二
〇
〇
七
年

の
「
お
ま
け
大
行
進
」
展
。
お
菓
子
や
飲

料
品
に
つ
い
て
い
る
お
ま
け
や
、
コ
ン
ビ

ニ
な
ど
で
売
っ
て
い
る
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
、

大
阪
の
メ
ー
カ
ー
を
中
心
に
一
万
点
近
く

も
展
示
し
た
。
ま
た
、
入
館
者
が
多
か
っ

た
企
画
展
は
、
二
〇
一
一
年
の
冬
に
開
か

れ
た
「
昭
和
レ
ト
ロ
家
電
」
展
。
白
黒
テ

レ
ビ
・
洗
濯
機
・
冷
蔵
庫
の
「
三
種
の
神じ
ん

器ぎ

」
を
は
じ
め
、
様
々
な
家
庭
電
化
製
品

が
誕
生
し
た
昭
和
三
〇
年
代
の
展
示
で
あ

る
。
当
時
の
家
電
は
豊
か
さ
の
象
徴
で
あ

り
、
庶
民
の
あ
こ
が
れ
の
的
で
あ
っ
た
。

シ
ン
プ
ル
で
丸
み
を
お
び
た
レ
ト
ロ
な
デ

ザ
イ
ン
は
、
ど
こ
か
懐
か
し
く
可
愛
ら
し

い
こ
と
か
ら
、来
館
者
の
話
題
に
な
っ
た
。

予
算
が
少
な
く
て
も
、
素
材
や
切
り
口

で
勝
負
す
る
。
や
せ
我
慢
に
聞
こ
え
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
ユ
ニ
ー
ク
な
企
画
が
、

今
昔
館
の
生
き
る
道
で
あ
ろ
う
。
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近
ご
ろ
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
大
は
や
り

で
あ
る
が
、
今
昔
館
に
も
町ま
ち

家や

衆し
ゅ
うと

名
乗

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
来
館
者
を
待
ち
受
け

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
活
動
内
容
は
、
他

の
博
物
館
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

町
家
衆
は
、「
自
分
が
楽
し
い
こ
と
を
や

ろ
う
」
を
合
言
葉
に
、
江
戸
時
代
の
町
並

み
の
案
内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
南な
ん

京き
ん

玉

す
だ
れ
、け
ん
玉
の
実
演
、お
じ
ゃ
み
（
お

手
玉
）
づ
く
り
、
和
服
の
着
付
け
な
ど
、

心
を
こ
め
た
も
て
な
し
を
し
て
く
れ
る
。

和
服
に
着
替
え
た
来
館
者
も
、
こ
の
町
の

住
人
に
な
り
き
っ
て
コ
マ
回
し
や
折
り
紙

に
興
じ
る
。
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
み
ん

な
が
楽
し
む
こ
と
で
、
自
然
に
町
の
賑
わ

い
が
生
ま
れ
て
い
る
。 

八
月
に
な
る
と
、
恒
例
の
「
夏
祭
り
の

屋
台
」
が
あ
る
。
大
通
り
に
は
、
町
家
衆

が
扮
す
る
振
り
売
り
が
登
場
す
る
。
絣か
す
りの

着
物
に
赤
い
蹴け

出だ

し
（
裾す

そ

除よ
け

）、
首
か
ら

箱
を
か
け
て
、「
ト
ン
ト
ン
ト
ン
ト
ン
と

ん
が
ら
し
、と
ん
が
ら
し
は
い
ら
ん
か
ね
」

と
売
り
歩
く
唐と
う

辛が
ら

子し

売
り
。
薬
屋
の
前せ
ん

栽ざ
い

で
は
、「
宝ほ
う

引び
き

」
と
呼
ば
れ
る
福
引
き
。

一
〇
本
ほ
ど
の
綱
を
束
ね
て
参
加
者
に
引

か
せ
、
橙
だ
い
だ
いの
実
が
つ
い
た
綱
を
引
い
た
者

が
大
当
た
り
で
、
賞
品
が
も
ら
え
る
。

路
地
の
奥
の
裏
長
屋
は
、
一
戸
一
戸
が

屋
台
の
小
屋
に
見
立
て
ら
れ
、「
か
ら
く

り
的ま

と

」
や
「
見
世
物
小
屋
」
に
な
る
。
か

ら
く
り
的
は
、
矢
が
的
に
あ
た
る
と
、
上

か
ら
お
化
け
や
人
形
が
落
ち
て
く
る
仕
掛

け
で
、
大
人
も
子
ど
も
も
夢
中
に
な
る
。

見
世
物
小
屋
で
は
、「
六
尺
の
大
イ
タ
チ
」

や
「
天
竺
の
白
く
じ
ゃ
く
」
を
見
せ
る
が
、

い
ず
れ
も
落
ち
が
あ
り
、大
笑
い
と
な
る
。

行
列
の
で
き
る
「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
」

は
、「
勧か
ん

善ぜ
ん

懲ち
ょ
う

悪あ
く

今こ
ん

生じ
ょ
うの

戒
い
ま
し
め―

地じ

獄ご
く

極ご
く

楽ら
く―

」。
現
世
に
悪
行
を
な
し
た
者
が
、

死
後
に
地
獄
に
落
ち
る
が
、
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

の
慈
悲
で
救
わ
れ
る
と
い
う
お
話
。
焦
し
ょ
う

熱ね
つ

地
獄
、
極
寒
地
獄
、
賽さ
い

の
河
原
な
ど
。
レ

ン
ズ
を
覗
く
と
巧
み
な
口
上
と
と
も
に
地

獄
絵
が
次
々
に
変
わ
る
。「
の
ぞ
き
か
ら

く
り
」
は
、屋
台
の
製
作
か
ら
実
演
ま
で
、

す
べ
て
町
家
衆
の
手
作
り
。「
恐
る
べ
し
！ 

町
家
衆
」
で
あ
る
。

恐
る
べ
し
！  

町
家
衆
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大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
（
大
阪
市
立
住
ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

は
、
二
〇
〇
一
年
四
月
に
開
館
し
、
今
年
の
四
月
で
一
〇
周
年
を

迎
え
ま
し
た
。

今
昔
館
の
企
画
は
、
一
九
九
一
年
の
大
阪
市
住
宅
審
議
会
に
よ

る「
大
阪
の
都
市
住
宅
の
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
展
示
機
能
」

を
も
つ
住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
構
想
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
九
三

年
に
は
、
実
物
大
の
町
並
み
展
示
を
も
つ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
計
画

さ
れ
、
九
九
年
の
大
阪
市
立
住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
開
設
に
次
い

で
、
二
年
後
に
住
ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
開
館
し
、
翌
年
に
は

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
と
い
う
愛
称
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

現
在
、
日
本
の
博
物
館
は
五
七
〇
〇
に
達
し
て
い
ま
す
。
そ
の

う
ち
動
物
園
や
水
族
館
は
人
気
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

全
体
の
六
割
を
占
め
る
歴
史
博
物
館
は
人
気
が
低
く
、
一
度
見
学

し
た
ら
お
し
ま
い
と
い
う
館
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

今
昔
館
で
は
、知
的
で
遊
び
心
が
あ
る
「
ア
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」（
ア

ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
＋
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）
を
目
指
し
ま
し
た
。

開
館
以
来
の
入
館
者
数
は
、
毎
年
一
五
万
人
前
後
を
数
え
、

二
〇
〇
八
年
一
月
に
一
〇
〇
万
人
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
に
は

一
五
〇
万
人
目
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
市
民
に
親
し

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
活
動
内
容
に
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
リ
ピ
ー
タ
ー
を
確
保
す
る
た
め
に
、
常
設
展
の
経
営
に

力
を
入
れ
ま
し
た
。
実
物
大
に
再
現
さ
れ
た
町
家
で
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
年
中
行
事
や
上
方
芸
能
を
催
し
、
大
阪
で
育
ま
れ
た
生
活
文

化
を
体
感
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
企
画
展
も
こ
の
一
〇
年
間

で
五
〇
本
以
上
を
実
施
し
、
住
ま
い
や
建
築
に
か
か
わ
る
展
覧
会

で
は
、
関
西
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。

き
め
の
細
か
い
住
ま
い
学
習
も
今
昔
館
の
魅
力
に
な
っ
て
い
ま

す
。「
む
か
し
の
く
ら
し
」
の
授
業
に
は
、
毎
年
二
万
人
近
い
小

学
生
が
参
加
し
て
い
ま
す
。
高
齢
者
に
は
、
認
知
症
の
予
防
に
効

果
が
あ
る
と
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
回
想
法
の
研
修
活
動
を
、
大
学
や

病
院
と
連
携
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ

る
「
町
家
衆
」
の
活
動
も
盛
ん
で
、
ま
ち
づ
く
り
の
手
法
を
取
り

入
れ
た
多
彩
な
メ
ニ
ュ
ー
で
来
館
者
を
も
て
な
し
て
い
ま
す
。

こ
の
間
、
今
昔
館
の
活
動
は
、
二
〇
〇
六
年
に
都
市
住
宅
学
会

賞
業
績
賞
、
二
〇
〇
七
年
に
日
本
建
築
協
会
賞
特
別
賞
、
そ
し
て

二
〇
〇
八
年
に
日
本
建
築
学
会
賞
（
業
績
）
を
受
賞
し
、
外
部
か

ら
も
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
は
、一
〇
年
の
活
動
を
ふ
ま
え
、ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
さ
ら
に
磨
き
を
か
け
、
二
一
世
紀

に
お
け
る
歴
史
博
物
館
の
あ
り
方
に
新
風
を
吹
き
込
み
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
今
昔
館
の
企
画
と
活
動
に
ご
尽
力
を
頂

い
た
多
く
の
方
々
に
改
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ

れ
か
ら
も
、
ご
指
導
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
心
か
ら
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
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