
右／堂島川北岸の高架下に
ある堂島米市場跡記念碑。
かつてここは「天下の台所」
を支えた大坂３大市場のひと
つだった。
左／大阪・天満橋にある八
軒家浜船着場。江戸時代、
淀川の荷客輸送にあたった
船の発着場として賑わい、熊
野詣の陸の拠点としても知ら
れた。

稲
葉　

大
坂
は
江
戸
期
を
通
じ
て
日
本
経
済
の
中
心
地
と

な
り
、
後
に
「
天
下
の
台
所
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
繁
栄

し
ま
し
た
。
な
ぜ
大
坂
が
商
業
都
市
と
し
て
あ
ん
な
に
も

栄
え
た
の
か
。
そ
れ
は
時
期
的
な
要
素
が
か
な
り
大
き
い

と
い
え
ま
す
。
今
の
大
阪
に
初
め
て
大
都
市
が
生
ま
れ
た

き
っ
か
け
は
、
本
能
寺
の
変
の
後
、
1
5
8
3
年
に
豊
臣

秀
吉
が
大
坂
城
の
築
城
を
開
始
し
た
こ
と
で
す
。
場
所
は

畿
内
一
向
一
揆
の
中
心
地
で
あ
り
、
廃
墟
と
化
し
て
い
た

大
坂
本
願
寺
寺
内
町
で
し
た
。

秀
吉
は
荒
れ
果
て
た
土
地
で
、
画
期
的
な
ま
ち
づ
く
り

を
始
め
ま
す
。
実
は
、
寺
内
町
は
淀
川
・
琵
琶
湖
の
水
運

や
京
都
へ
の
街
道
を
持
ち
、
堺
や
兵
庫
な
ど
貿
易
都
市
に

も
近
い
要
衝
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
。
秀
吉
は
交
通
の
便

を
利
用
し
、
帰
順
し
た
大
名
に
材
料
や
人
夫
を
差
し
出
さ

せ
て
城
と
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
遠
隔
地
か

ら
大
量
の
物
と
人
が
集
め
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
は
、
全
国

に
例
を
見
な
い
試
み
で
し
た
。
こ
う
し
て
大
坂
城
近
辺
に

物
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
水
運
と
街
道
を
駆
使
し

て
物
の
や
り
取
り
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

安
田　

そ
の
状
態
か
ら
「
天
下
の
台
所
」
を
初
め
に
仕
掛

け
た
の
は
、
ど
う
い
っ
た
人
た
ち
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

稲
葉　

そ
れ
は
、
大
量
の
物
や
人
と
一
緒
に
全
国
か
ら
集

ま
っ
て
き
た
商
人
た
ち
で
す
。
物
を
集
め
、
流
通
さ
せ
る

に
は
、
商
品
を
一
時
保
管
し
て
お
く
場
所
が
必
要
で
す
。

そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
、
も
と
も
と
人
が
住
ん
で
い
な

か
っ
た
土
地
に
蔵
を
建
て
、
貸
し
出
し
、
手
間
賃
を
と
る

商
人
た
ち
で
し
た
。
中
世
ま
で
の
問
や
問
丸
の
発
展
形
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
新
し
い
土
地
で
も
、
運
送
や

倉
庫
を
兼
ね
る
問と

い

屋や

と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
や
が
て
、
大
坂
の
商
人
た
ち
は
保
管
業
以
上
の

ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
安
い
と
き
に
物

資
を
買
っ
て
お
い
て
、
商
品
価
値
が
高
く
な
っ
た
ら
そ
れ

を
売
る
。
物
を
も
っ
と
戦
略
的
に
販
売
す
る
よ
う
に
な
り
、

ビ
ジ
ネ
ス
形
態
は
中
世
の
問と

い

屋や

か
ら
差
益
商
人
と
し
て
の

近
世
の
問と

ん

屋や

へ
と
変
化
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
問と

ん

屋や

と
い

う
流
通
の
根
幹
と
な
る
仕
組
み
が
誕
生
し
、
ま
た
問
屋
を

他
の
都
市
に
先
駆
け
て
集
積
さ
せ
た
こ
と
で
、
大
坂
に
多

く
の
商
品
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
江
戸
幕
府
が
誕
生
す
る
と
、
問
屋
は
頻
繁
に
江

戸
へ
物
資
を
送
り
始
め
ま
す
。
す
る
と
そ
こ
で
ま
た
新
た

な
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
廻
船
問
屋
が
登
場
し
ま
し
た
。
こ

う
し
て
、
問
屋
が
商
社
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
当
時
の
日
本
で
は
地
域
に
よ
っ
て

金
貨
と
銀
貨
が
流
通
し
て
お
り
、
遠
隔
地
間
で
決
済
に
使

わ
れ
る
金
貨
と
銀
貨
の
両
替
商
が
次
々
に
生
ま
れ
て
大
い

に
繁
栄
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
統
一
さ
れ
た
日
本
経

済
の
中
で
次
々
と
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
て
い
っ
た
の

が
大
坂
商
人
で
し
た
。
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
都
市
ビ
ジ

ネ
ス
が
高
度
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
大
坂
が
「
天
下
の

台
所
」
と
な
っ
て
い
っ
た
き
っ
か
け
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

安
田　

ま
さ
に
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
と
も
い
え
る
大
坂
商
人
た

ち
が
、
日
本
や
世
界
を
相
手
に
し
て
商
売
を
広
げ
て
い
っ

た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
活
躍
は
、
素
晴
ら
し
い
の
一
言
で
す
。

一
方
で
、
地
域
に
根
付
い
た
商
人
た
ち
が
「
自
分
た
ち
の

大
坂
を
盛
り
上
げ
て
い
こ
う
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
利
益

を
ま
ち
へ
還
元
し
、
橋
を
つ
く
り
、
文
化
の
要
と
な
る
学

校
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
も
、
大
坂
が
発
展
し
た

要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
商
人
で
あ
り
な
が

ら
書
物
を
著
し
た
山や

ま

片が
た

蟠ば
ん

桃と
う

な
ど
の
よ
う
に
、
商
売
を
し

な
が
ら
し
っ
か
り
文
化
や
イ
ン
フ
ラ
に
還
元
す
る
人
た
ち

が
い
た
こ
と
が
、
大
坂
を
盤
石
な
都
市
へ
育
て
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
き
な
商
い
を
す
る
一
方
、

ま
ち
や
学
問
を
し
っ
か
り
支
え
る
人
も
い
た
と
い
う
こ
と

大
坂
は
こ
う
し
て「
天
下
の
台
所
」に
な
っ
た

景
気
が
停
滞
す
る
現
代
日
本
の
都
市
と
は
対
照
的
に
、

活
気
を
極
め
た
近
世
の「
商
都	

大
坂
」。

京
都
で
も
江
戸
で
も
な
く
、

大
坂
が
当
時「
天
下
の
台
所
」に
な
り
え
た
の
は
な
ぜ
か
。

組
織
や
社
会
集
団
を
中
心
に
、
横
断
的
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

構
造
と
影
響
を
考
察
す
る
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
に
従
事
す
る
安
田
雪
氏
と
、

経
済
活
動
を
通
じ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

研
究
テ
ー
マ
と
す
る
稲
葉
祐
之
氏
に
、

江
戸
期
大
坂
に
学
ぶ
べ
き
ま
ち
づ
く
り
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
＝「
交
」に
つ
い
て

お
話
を
伺
っ
た
。

奥
山
晶
子
＝
構
成

宮
村
政
徳
＝
撮
影

 「
天
下
の
台
所
」に
学
ぶ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

豊
か
な
ま
ち
づ
く
り

Yasuda Yuki

Inaba Yushi

安
田
雪

稲
葉
祐
之

対
談

［
関
西
大
学
教
授
］

［
国
際
基
督
教
大
学
上
級
准
教
授
］
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天神橋筋六丁目商店街。商店街のある天神橋筋は、古くから天満宮の表参道として栄え、
江戸期には天満青物市場や歓楽街として賑わった。

江戸時代、「天下の台所」と言われた船場。現在は80年前につくられ
た御堂筋が大阪市の中心部を南北に縦断する。

あ
い
。
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
幾
重
に
も
重
な
っ
て

商
都
大
坂
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
い
え
ま
す
。
継
続
性
と

新
規
性
の
バ
ラ
ン
ス
が
う
ま
く
と
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

安
田　

私
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
ふ
た
つ
の
形
態
が
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。「
結
束
」
と
「
橋
渡
し
」
で
す
。

「
結
束
」
と
は
、「
こ
の
商
店
街
を
み
ん
な
の
力
で
盛
り
上

げ
て
い
こ
う
！
」
と
い
う
よ
う
な
、
体
育
会
系
の
ガ
ッ
チ

リ
と
し
た
内
向
き
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
す
。「
橋
渡
し
」

と
は
、
直
接
的
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
遠
く
の
人
に
橋

を
か
け
る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
す
。

「
結
束
」
と
「
橋
渡
し
」
の
ふ
た
つ
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ

ン
が
つ
く
ら
れ
る
と
、
非
常
に
強
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生

み
出
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
そ
の
得
手
不
得
手
は
人
に
よ
っ

て
違
い
ま
す
。
内
輪
で
の
強
い
つ
な
が
り
に
安
心
で
き
る

人
も
い
れ
ば
、「
そ
れ
だ
け
で
は
発
展
性
が
な
い
」
と
外

へ
飛
び
出
し
て
い
く
人
も
い
る
。
1
人
か
2
人
が
外
へ
飛

び
出
し
て
い
っ
て
、
ほ
か
の
業
種
や
地
域
に
橋
を
か
け
て

い
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
強
靭
か

つ
広
範
な
も
の
に
な
り
ま
す
。

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
は
、
ヒ
ッ
ト
商
品
の
開
発
な

ど
に
も
活
用
で
き
る
も
の
で
す
。
1
カ
所
で
ブ
ー
ム
を
起

こ
す
の
と
、
方
々
で
小
さ
な
山
火
事
を
起
こ
す
よ
う
に
広

め
て
い
く
の
と
ど
ち
ら
が
よ
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
テ
ロ
組
織
の
よ
う
に
、
広
め
て
は
い
け
な
い

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
封
じ
る
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
と
い
う

議
論
で
も
使
え
ま
す
。

大
坂
に
は
、
同
業
者
や
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
し
っ

か
り
つ
く
ろ
う
と
い
う
人
た
ち
と
、
橋
渡
し
を
し
て
い
こ

う
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
人
た
ち
と
が
共
存
し
た
か

ら
こ
そ
、
経
済
的
に
面
白
い
こ
と
が
で
き
た
の
か
な
と
思

い
ま
し
た
。

稲
葉　

濃
い
紐
帯
を
つ
く
り
、
一
方
で
橋
渡
し
も
す
る
と

い
う
の
は
、
ま
さ
に
江
戸
時
代
の
商
人
の
あ
り
方
だ
と
思

に
注
目
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
近
年
、
天
神
橋
筋
商
店
街
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

し
て
お
り
、
そ
の
あ
た
り
に
は
大
阪
天
満
宮
を
支
え
る
集

団
と
し
て
の
「
講
」
が
機
能
し
て
い
ま
す
。
講
と
は
、
も

と
も
と
は
神
社
や
寺
院
を
参
詣
す
る
人
々
で
組
織
す
る
団

体
で
す
。
日
常
的
に
は
何
ら
か
の
拘
束
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
が
、
祭
り
の
と
き
に
は
集
ま
っ
て
、
祭
り
の

担
い
手
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
仕
事
を
し
ま
す
。

そ
の
講
も
お
金
の
つ
な
が
り
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
大

阪
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
必
ず
お
金
が
絡
む
な
と
感
じ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル

キ
ャ
ピ
タ
ル
な
ど
は
、
お
金
を
介
し
な
い
か
ら
こ
そ
の
信

頼
が
あ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
人
々
の
つ
な
が
り
が
あ
る

と
い
う
考
え
方
を
し
ま
す
。「
災
害
時
な
ど
に
は
お
金
を

介
さ
ず
に
資
源
や
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
提
供
し
合
お

う
」
と
、
お
金
が
絡
ま
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
美
し
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
講
な
ど
は
必
ず
経
済
的
な
基

盤
、
経
済
的
な
チ
ャ
ン
ス
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
て
、
そ

れ
は
特
殊
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

ベ
ー
ス
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
さ
が
、
大
阪

の
底
力
の
根
幹
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

経
済
的
信
頼
関
係
に
も
と
づ
い
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ

タ
ル
が
根
付
い
て
い
て
、
天
神
橋
筋
商
店
街
の
取
材
か
ら

は
「
私
た
ち
は
た
だ
隣
り
合
わ
せ
た
だ
け
の
商
店
街
じ
ゃ

な
い
。
な
あ
な
あ
の
仲
良
し
ク
ラ
ブ
じ
ゃ
な
く
て
、
み
ん

な
で
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
く
ん
だ
」
と
い
う
気
概
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。
私
は
「
し
が
ら
ま
な
い
絆
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
が
、
そ
こ
に
は
経
済
的
合
理
性
を
考
え
た
ス
ッ
キ
リ
と

し
た
関
係
性
が
あ
る
。「
家
族
だ
か
ら
」「
仲
間
だ
か
ら
」

と
い
う
絆
の
な
か
で
は
、
し
が
ら
み
が
生
ま
れ
て
し
ま
い

ま
す
か
ら
。
あ
る
種
ド
ラ
イ
な
「
し
が
ら
ま
な
い
絆
」
の

中
で
、
お
金
が
貯
ま
っ
た
ら
そ
こ
に
橋
を
つ
く
る
、
文
化

を
つ
く
る
と
い
う
あ
り
方
が
、
商
都
大
坂
を
形
成
し
て

い
っ
た
要
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

稲
葉　

ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
な
関
係
性
と
い
う
意
味
で
は
、

株
仲
間
の
発
展
も
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
す
。
大
坂
と
い

う
、
諸
国
か
ら
み
れ
ば
遠
隔
地
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
す
る
の
で
、

そ
こ
で
は
何
よ
り
信
用
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
規
制

の
た
め
の
組
織
が
必
要
で
、
そ
の
た
め
に
株
仲
間
が
誕
生

し
ま
し
た
。
株
仲
間
は
ビ
ジ
ネ
ス
契
約
を
守
ら
な
か
っ
た

場
合
の
規
制
が
あ
る
し
、
過
度
な
競
争
も
防
ぐ
仕
組
み
で

あ
る
た
め
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
長
期
的
に
進
め
る
う
え
で
重
要

で
し
た
。

そ
れ
に
加
え
て
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
し
て
も
、
大

坂
の
商
人
に
は
大
き
な
強
み
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

長
崎
や
富
山
か
ら
薬
種
を
持
っ
て
き
て
大
坂
で
売
る
と

い
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
は
じ
め
、
蝦
夷
や
東
北
と
い
っ

た
地
方
を
経
済
的
に
開
拓
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
商
品

作
物
を
全
国
に
広
め
て
い
く
と
い
う
新
規
性
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
た
の
が
、
大
坂
商
人
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

そ
う
い
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
力
が
、
な
ぜ
大
き
く
発

展
し
て
い
っ
た
の
か
。
私
の
考
え
で
言
え
ば
、
外
へ
積
極

的
に
出
て
い
く
こ
と
で
情
報
の
ア
ン
テ
ナ
が
張
り
巡
ら
さ

れ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
外
へ
行
け

ば
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
の
ア
イ
デ
ア
が
出
て
く
る
。
戻
っ

て
「
今
度
は
こ
れ
を
や
ろ
う
」
と
挑
戦
す
る
。
そ
の
繰
り

返
し
が
、
爆
発
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
力
に
育
っ
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
ま
ち
の
方
へ
目
を
向
け
れ
ば
、
同
じ
土
地
か
ら

来
た
人
や
同
じ
業
種
の
問
屋
仲
間
が
6
0
0
も
の
ま
ち
を

形
成
し
て
い
ま
し
た
。
外
部
か
ら
来
た
人
た
ち
が
、
協
力

し
合
っ
て
橋
や
学
校
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
。

株
仲
間
、
講
、
外
部
と
の
交
流
、
そ
し
て
ま
ち
の
つ
き

い
ま
す
。
水
路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
、
堺
、
伏
見

や
神
戸
と
い
っ
た
周
辺
都
市
と
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い

て
、
今
の
大
阪
都
市
圏
に
通
じ
る
経
済
地
域
を
つ
く
り
上

げ
て
い
き
ま
し
た
。

安
田　

水
路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
大
坂
の
特
徴
的
な
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
大
坂
を
表
す
の
に
、

「
東
洋
の
ベ
ニ
ス
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。

稲
葉　

は
い
、
そ
の
言
葉
は
、
当
時
の
大
坂
を
よ
く
表
し

て
い
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
中
世
の
ベ
ネ
チ
ア
も
、
人

口
が
10
万
人
く
ら
い
し
か
い
な
い
都
市
国
家
で
し
た
が
、

地
中
海
貿
易
で
は
非
常
に
大
き
な
優
位
性
を
有
し
て
い
ま

し
た
。
国
は
と
て
も
小
さ
く
、
し
か
も
水
上
の
都
市
で
、

魚
と
塩
く
ら
い
し
か
と
れ
な
い
。
の
ち
に
ベ
ネ
チ
ア
ン
グ

ラ
ス
も
で
き
ま
す
が
、
情
報
を
通
じ
て
し
か
生
き
残
れ
な

か
っ
た
の
で
す
。
東
は
黒
海
か
ら
西
は
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
ま

で
、
縦
横
無
尽
に
商
い
を
し
た
ベ
ネ
チ
ア
の
姿
は
、
江
戸

期
の
大
坂
と
似
て
い
ま
す
。

大
坂
の
商
人
が
ど
ん
ど
ん
外
へ
出
て
い
こ
う
と
し
た
要

因
に
も
、
大
坂
の
人
口
の
少
な
さ
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い

ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
江
戸
に
は
1
0
0
万
人
、
京

都
は
40
万
人
以
上
の
人
口
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大

坂
は
最
盛
期
で
も
40
万
人
、
少
な
い
と
き
に
は
26
万
人
し

か
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
恐
ら
く
後
背
人
口
の
少
な
さ
が
、

廻
船
を
使
っ
て
遠
隔
地
へ
い
ろ
ん
な
も
の
を
回
す
ビ
ジ
ネ

ス
を
盛
ん
に
し
た
き
っ
か
け
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
経
済

的
に
安
定
す
る
と
文
化
も
発
展
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
、

大
坂
と
ベ
ネ
チ
ア
の
類
似
点
で
す
。
両
都
市
と
も
お
金
を

文
化
や
学
問
に
使
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
さ
ら
に
人
を

呼
ぶ
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

安
田　

今
の
大
阪
も
、
十
分
に
水
の
都
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

高
層
ビ
ル
な
ど
か
ら
街
並
み
を
眺
め
る
と
、
淀
川
は
も
ち

ろ
ん
、
さ
ま
ざ
ま
に
入
り
組
ん
だ
水
路
や
運
河
が
本
当
に

綺
麗
で
、「
こ
の
ま
ち
は
人
々
が
思
っ
て
い
る
よ
り
も
は
る

か
に
美
し
い
と
こ
ろ
だ
」
と
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
内

部
の
人
た
ち
が
発
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
外
部
か
ら
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
自
由
に
行
き
来
さ
せ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に

水
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
の
だ
な
と
、
感
慨
深
く
な
り
ま
す
。

ど
こ
へ
ど
の
よ
う
に
橋
を
か
け
る
か
で
、
人
や
文
化
、

そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
が
変
わ
り
ま
す

ね
。
こ
の
よ
う
な
水
路
を
含
め
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
大

阪
は
も
っ
と
現
代
に
活
か
せ
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。

「
天
下
の
台
所
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
現
代
で
も
っ
と
発
揮

で
き
る
は
ず
だ
と
感
じ
ま
す
。

「
東
洋
の
ベ
ニ
ス
」に
あ
ふ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

継
続
性
と
新
規
性
を
支
え
た

「
結
束
」と「
橋
渡
し
」
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土佐堀川と堂島川に抱かれた中之島の中央公会堂とその周辺。豊かな水路ネットワークか
ら、商都大坂は「東洋のベニス」と称された。

に
よ
り
近
い
と
い
う
地
の
利
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ア

ジ
ア
と
結
べ
る
よ
う
な
商
取
引
や
サ
ー
ビ
ス
を
も
っ
と
展

開
し
、
仕
事
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
希
望
が
あ
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。

稲
葉　

学
生
の
就
職
状
況
で
い
え
ば
、
東
京
に
も
問
題
は

あ
り
ま
す
。
私
の
と
こ
ろ
の
学
生
は
、
就
職
は
で
き
る
の

で
す
が
、
す
ぐ
に
転
職
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。
若
い
人
た
ち
が
希
望
を
持
っ
て
働
け
る
た
め

に
も
、
大
阪
の
み
な
ら
ず
日
本
全
体
に
お
い
て
、
新
た
な

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
成
功
例

稲
葉
祐
之

い
な
ば
・
ゆ
う
し

国
際
基
督
教
大
学
教
養
学
部
上

級
准
教
授
。
1
9
7
0
年
生
ま
れ
。

横
浜
国
立
大
学
経
営
学
部
卒
業

後
、
神
戸
大
学
大
学
院
経
営
学

研
究
科
修
士
課
程
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
大
学
院
博
士
課
程
を
修

了
（Ph.D

.

）。
共
著
に
﹃
キ
ャ
リ

ア
で
語
る
経
営
組
織
︱
︱
個
人
の

論
理
と
組
織
の
論
理
﹄﹃
大
阪
新

生
へ
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
︱
︱
大
阪
モ
デ
ル
構
築
へ

の
提
言
﹄
な
ど
。

安
田
雪

や
す
だ
・
ゆ
き

関
西
大
学
社
会
学
部
教
授
。

1
9
6
3
年
生
ま
れ
。
国
際
基
督

教
大
学
教
養
学
部
卒
業
後
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
大
学
大
学
院
社
会
学
研

究
科
博
士
課
程
を
修
了
（Ph.D.

）
。

東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究

科
・
も
の
づ
く
り
経
営
研
究
セ
ン

タ
ー
准
教
授
な
ど
を
経
て
現
職
。

著
書
に
﹃
ル
フ
ィ
と
白
ひ
げ
︱
︱

信
頼
さ
れ
る
人
の
条
件
﹄
﹃
パ
ー

ソ
ナ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︱
︱
人
の

つ
な
が
り
が
も
た
ら
す
も
の
﹄

な
ど
。

稲
葉　

現
代
日
本
の
経
済
発
展
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
大

阪
だ
け
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東

京
も
勢
い
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
東
京
も
大
阪
も
、
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
同
じ
で
す
。
江
戸
期
の
大
坂
は
、

経
済
発
展
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
商
人
た
ち
が
挑
ん
で
日
本

全
体
を
発
展
さ
せ
て
い
き
ま
し
た
。「
商
都
大
坂
の
勢
い
を

も
う
一
度
」
と
考
え
る
な
ら
、
ア
ジ
ア
な
ど
に
対
し
て
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
も

う
一
度
羽
ば
た
く
こ
と
も
可
能
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

環
境
問
題
な
ど
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
し
て
、
発
展
途
上
国

や
ア
ジ
ア
に
ア
ク
シ
ョ
ン
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
、
今
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
勢
い
が
す
ご
い
。
多

く
の
外
国
人
観
光
客
が
関
西
に
来
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
チ
ャ
ン
ス
を
う
ま
く
取
り
込
む
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
が
い
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

安
田　

外
国
人
観
光
客
に
何
か
を
仕
掛
け
て
い
く
と
し
た

ら
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
し
て
い
る
人
の
地
位
と
評
価
を

も
っ
と
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
で

は
、
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
人
の
地
位
が
低
す
ぎ
ま
す
。

お
給
料
は
安
い
し
、
お
店
は
ア
ル
バ
イ
ト
を
使
い
捨
て
扱

い
す
る
し
、
そ
れ
で
は
働
く
本
人
た
ち
の
や
る
気
は
低
下

す
る
ば
か
り
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
私
の
と
こ
ろ
の
学
生
を
見
て
い
て
も
感
じ
る
の

で
す
が
、
大
阪
の
よ
う
な
大
都
市
で
す
ら
、
働
け
る
と
こ

ろ
が
少
な
い
。
希
望
す
る
大
阪
で
就
職
口
を
見
つ
け
ら
れ

ず
に
、
土
地
勘
の
な
い
東
京
へ
出
て
い
っ
て
疲
労
し
て
し

ま
う
若
者
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
全
体
の
求
人
数
が
増
え

て
い
る
と
は
い
え
、
大
企
業
の
募
集
は
増
え
て
い
な
い
と

い
う
今
の
状
況
は
、
学
生
に
と
っ
て
辛
い
も
の
で
す
。
こ

と
大
阪
に
限
っ
て
見
て
み
て
も
、
東
京
よ
り
中
国
や
韓
国

が
必
要
で
す
。
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
誕
生
す
る
と

こ
ろ
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
が

集
ま
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち

が
集
ま
れ
る
よ
う
な
場
づ
く
り
を
、
も
っ
と
進
め
て
い
く

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

江
戸
期
の
大
坂
は
、
最
初
に
問
屋
を
始
め
た
商
人
な
ど

イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
た
ち
が
大
坂
で
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ

し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
都
市
と
し
て
の
成
功
に
つ
な
が
り

ま
し
た
。
現
代
で
も
、
社
会
起
業
家
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
エ

デ
ィ
タ
ー
、
N
P
O
の
立
ち
上
げ
人
な
ど
が
た
く
さ
ん
生

ま
れ
る
と
こ
ろ
は
、
人
の
ア
イ
デ
ア
交
換
や
情
報
交
換
が

豊
か
で
す
。
意
識
し
て
そ
う
い
っ
た
場
を
つ
く
る
試
み
が

あ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

安
田　

梅
田
の
グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
に
は
、
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ

ピ
タ
ル
と
い
う
知
的
交
流
を
目
的
と
し
た
場
が
あ
り
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
や
研
究
者
を
集
め
、

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
場
と
し
て
開
設
さ
れ
た
よ

う
で
す
。
ま
だ
ま
だ
関
西
な
ら
で
は
の
も
の
と
い
う
空
気

は
薄
い
で
す
が
、
も
っ
と
も
っ
と
地
元
の
人
た
ち
を
取
り

込
ん
で
、
交
流
の
輪
が
広
が
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て

く
れ
る
よ
う
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

聞
け
ば
、
関
西
の
国
立
大
学
の
大
学
院
な
ど
は
ア
ジ
ア

の
学
生
が
多
い
で
す
ね
。
ま
た
、
最
近
で
は
大
阪
の
都
心

部
の
土
地
を
中
国
の
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が
取
得
し
て
い
る
と

い
う
話
を
聞
き
ま
す
。
東
京
よ
り
も
大
阪
の
方
が
1
時
間

フ
ラ
イ
ト
時
間
が
短
い
と
い
う
大
阪
の
持
つ
ビ
ジ
ネ
ス
上

で
の
地
理
的
優
位
性
に
、
彼
ら
は
気
づ
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

稲
葉　

江
戸
期
の
大
坂
は
外
か
ら
ど
ん
ど
ん
人
が
集
ま
っ

て
き
て
発
展
の
原
動
力
に
な
っ
た
の
で
、
外
国
人
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
た
ち
が
た
く
さ
ん
大
阪
に
来
て
活
躍
し
て
く
れ
る

と
い
う
の
は
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
で
は
そ
う

や
っ
て
越
し
て
き
た
外
国
人
の
子
ど
も
が
増
え
、
大
阪
は

気
が
つ
け
ば
と
て
も
多
国
籍
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

安
田　

そ
う
い
っ
た
環
境
で
育
っ
た
子
た
ち
が
大
人
に
な

れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
の
土
壌
が
根
付
く
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
東
京
は
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
進
ん
で
い
な
い

気
が
し
ま
す
。
実
は
、
私
の
姪
が
外
国
人
と
の
間
に
生
ま

れ
た
ハ
ー
フ
な
の
で
す
が
、「
東
京
の
方
よ
り
も
、
大
阪

や
京
都
の
方
が
、
ず
っ
と
開
放
感
が
あ
っ
て
住
み
や
す

い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ほ
ん
の
小
さ
な
子
で
も
敏
感

に
感
じ
取
れ
る
ほ
ど
、
寛
容
度
、
国
際
度
が
高
い
と
い
う

の
が
、「
天
下
の
台
所
」
で
あ
っ
た
大
阪
の
潜
在
能
力
な

の
で
し
ょ
う
。

大
阪
な
ら
で
は
の
笑
い
を
と
る
文
化
に
は
、
と
に
か
く

人
を
楽
し
ま
せ
た
い
と
い
う
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
阪
が
外
に
対
し
て
見
せ
る
フ
レ
ン
ド
リ
ー
さ
と
熱
心
な

サ
ー
ビ
ス
精
神
に
は
、
日
本
が
世
界
に
も
っ
と
羽
ば
た
い

て
い
く
た
め
に
学
ぶ
べ
き
点
が
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
江
戸
期
の
大
坂
商
人
に
あ
っ
た
広
い
視
野
が
、

ど
う
も
今
の
大
阪
に
は
感
じ
ら
れ
ず
、
大
阪
の
繁
栄
を
中

心
に
考
え
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
商
都
大
坂
は
、
自
分
た
ち
だ
け
の
利
益
を
考

え
る
の
で
は
な
く
、
周
囲
を
、
ひ
い
て
は
日
本
全
体
を
盛

り
立
て
て
い
こ
う
と
い
う
意
志
の
力
が
働
い
て
い
た
か
ら

こ
そ
栄
え
た
と
思
う
の
で
す
。
大
阪
に
限
ら
ず
、
ビ
ジ
ネ

ス
に
関
わ
る
全
て
の
人
た
ち
に
、
ぜ
ひ
日
本
全
体
に
対
す

る
責
任
感
を
取
り
戻
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

稲
葉　

江
戸
期
の
大
坂
は
商
都
と
し
て
独
立
し
て
い
る
け

れ
ど
、
江
戸
幕
府
と
も
よ
い
関
係
を
築
い
て
い
ま
し
た
。

豊
臣
氏
が
滅
ん
だ
後
も
、
幕
府
の
経
済
的
政
策
の
中
に

し
っ
か
り
大
坂
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
し
か

し
、
そ
こ
で
単
に
中
央
か
ら
の
保
護
へ
依
存
す
る
の
で
は

な
く
、
非
常
に
高
い
自
律
性
を
持
ち
な
が
ら
、
ビ
ジ
ネ
ス

チ
ャ
ン
ス
を
活
か
し
て
協
調
戦
略
を
編
み
出
し
て
い
き
ま

し
た
。
そ
れ
が
、
大
坂
繁
栄
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
、

現
代
へ
の
ヒ
ン
ト
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

今
は
規
制
が
厳
し
い
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
あ
る
と

は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
発
展
す
る
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
戦
略
を
駆
使
し
、
飛
躍
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
飛

躍
の
た
め
に
は
、
あ
る
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
す
。

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
出
て
く
る
人
の
集
ま
り
、
つ
な
が
り

が
日
本
に
は
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ

ピ
タ
ル
の
よ
う
な
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
施
設
や
、
各
大

学
に
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
期
待
で
き
る
場
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
う
い
う
場
が
た
だ
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
生
ま
れ

た
ア
イ
デ
ア
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
展
開
で
き

る
仕
組
み
が
必
要
で
す
。
そ
の
仕
組
み
が
、
早
く
生
ま
れ

て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

稲
葉　

江
戸
時
代
は
国
内
に
統
一
市
場
が
で
き
た
頃
な
の

で
、
発
展
の
余
地
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
う
ま
く

乗
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
大
坂
で
、
だ
か
ら
「
天
下
の
台

所
」
と
な
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
明
治
期
に
な
る
と
、

江
戸
時
代
の
よ
う
な
開
発
は
み
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
大

阪
も
、
今
ま
で
と
は
違
う
発
展
の
し
か
た
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
近
代
化
、
産
業
化
へ
と

踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
産
業
化
を
起

こ
す
起
業
家
た
ち
は
、
江
戸
期
の
大
坂
の
よ
う
に
1
カ
所

に
集
ま
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ま
ざ

ま
な
場
所
で
起
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
江
戸
期

の
よ
う
な
大
坂
の
発
展
は
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
工
業
化
に
重
点
を
置
く
に
し
て
も
、
江
戸
時
代

の
よ
う
に
米
な
ど
の
建た

て

値ね

市
場
を
獲
得
し
た
よ
う
に
は
、

工
業
製
品
の
市
場
を
握
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

工
場
を
つ
く
っ
て
し
ま
え
ば
ど
こ
で
も
物
は
つ
く
れ
ま
す

か
ら
、
大
阪
は
工
業
都
市
と
し
て
も
非
常
に
栄
え
ま
し
た

が
、
江
戸
時
代
の
よ
う
な
優
位
性
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
軽
工
業
に
は
強
い
が
、
重
工
業
へ
の
シ
フ
ト
チ
ェ
ン

ジ
が
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
り
わ
け
電
話
電
信

の
発
達
で
、
水
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
た
ハ
ブ
と
し

て
の
地
域
優
位
性
も
薄
れ
て
い
き
ま
す
。

安
田　
「
天
下
の
台
所
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
、
工
業
や

大
規
模
な
も
の
づ
く
り
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
す
り
合
わ
な

い
気
が
し
ま
す
。
や
は
り
流
通
機
能
が
し
っ
か
り
し
て
い

る
と
い
う
大
阪
の
良
さ
を
、
も
っ
と
出
し
て
い
か
な
い
と
。

商
売
人
気
質
の
D
N
A
を
活
か
せ
る
よ
う
な
し
っ
か
り

と
し
た
イ
ン
フ
ラ
づ
く
り
の
テ
コ
入
れ
が
絶
対
に
必
要
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
の
仕
事
の
つ
く
り
方

イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
な
場
づ
く
り
の
必
要
性

今
の
日
本
に
足
り
な
い「
交
」の
あ
り
方
と
は

「
天
下
の
台
所
」が
萎し

ぼ

ん
だ
理
由
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