
池
永
寛
明

い
け
な
が
・
ひ
ろ
あ
き

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文

化
研
究
所
顧
問
。
1
9
5
5
年
、

大
阪
市
生
ま
れ
。
82
年
大
阪
ガ

ス
入
社
後
、
天
然
ガ
ス
転
換
部

に
て
人
事
勤
労
、
営
業
部
門
に
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に

関
わ
る
。
日
本
ガ
ス
協
会
に
て
企
画
部
長
と
し
て
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
制
度
設
計
対
応
を
担
務
。
大
阪
ガ
ス

帰
社
後
、
北
東
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
営
業
部
長
、
近
畿
圏
部

長
を
経
て
2
0
1
6
年
に
同
研
究
所
所
長
に
。

2
0
1
9
年
よ
り
現
職
。

「
上
町
台
地 

今
昔
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

で
得
ら
れ
た
成
果

「
私
た
ち
が
考
え
る
万
博
」
連
載
第
１
回
で
は
、
こ

れ
ま
で
大
阪
で
行
わ
れ
た
博
覧
会
の
背
景
を
考
察
し
、

万
博
が
都
市
・
産
業
戦
略
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

第
２
回
は
「
大
阪
・
関
西
万
博
２
０
２
５
に
盛
り

こ
み
た
い
も
の
」
と
し
て
、
史
上
№
１
の
万
博
「
超

万
博
」
に
向
け
た
五
つ
の
考
え
方
を
提
示
し
、
一
過

性
イ
ベ
ン
ト
に
終
わ
ら
せ
な
い
、
次
世
代
に
夢
と
力

を
与
え
る
万
博
を
目
指
そ
う
と
い
う
願
い
も
掲
げ
ま

し
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
今
後
、「
ど
う
行
動
し
て
い
く

の
か
」
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
回

は
昨
年
C
E
L
が
催
し
た
「
上
町
台
地 

今
昔

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
関
連
イ
ベ
ン
ト
の
報
告
を
交
え
て
お

話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
「
映
像
＆
ト
ー
ク 

１
９
０
０
年

パ
リ
万
博
か
ら
、
大
阪
・
関
西
万
博
後
の
百
年

へ 

上
町
台
地
を
視
点
場
に
、
都
市
と
博
覧
会
の
世

紀
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
」
と
題
し
、
都
市
と
博
覧
会
を

再
定
義
し
、
未
来
へ
と
つ
な
ぐ
試
み
の
場
と
な
る
こ

と
を
目
的
に
開
か
れ
ま
し
た
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
3
幕
構
成
。
第
1
幕
で
は
、

C
E
L
の
弘
本
由
香
里
研
究
員
が
映
像
資
料
を
駆

使
し
、
1
9
0
0
年
の
パ
リ
万
博
、
さ
ら
に
そ
の

後
の
1
9
0
3
年
第
5
回
内
国
勧
業
博
覧
会
か
ら

1
9
2
5
年
の
大
大
阪
記
念
博
覧
会
を
経
て

1
9
4
8
年
の
復
興
大
博
覧
会
へ
と
続
い
た
、
近

代
都
市
の
形
成
と
戦
災
と
復
興
の
歩
み
を
レ
ビ
ュ
ー

し
ま
し
た
。

第
2
幕
は
、
古
川
武
志
大
阪
市
史
料
調
査
会
調
査

員
に
登
壇
い
た
だ
き
、
大
阪
で
開
か
れ
た
博
覧
会
が

持
つ
意
味
や
、
そ
れ
と
都
市
が
ど
の
よ
う
に
向
き

合
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

続
く
第
3
幕
で
は
、
私
と
古
川
氏
、
そ
し
て
大
阪

大
学
大
学
院
博
士
課
程
の
学
生
で
あ
る
山や

ま

蔦つ
た

栄
太
郎

氏
の
3
人
で
鼎
談
を
行
い
ま
し
た
。
山
蔦
氏
は
機
械

工
学
分
野
の
バ
イ
オ
応
用
研
究
を
行
う
学
生
で
あ
る

と
同
時
に
、
ナ
レ
ッ
ジ
キ
ャ
ピ
タ
ル
で
立
ち
上
げ
て

い
る
「
大
阪
・
関
西
万
博
会
議
〜
ワ
イ
ガ
ヤ
サ
ロ
ン

〜
」
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、
か
つ
70
年
万
博
を
経

験
し
て
い
な
い
若
い
世
代
の
代
表
と
し
て
も
登
壇
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
日
は
３
人
の
ト
ー
ク
だ
け

で
な
く
、
会
場
か
ら
も
興
味
深
い
意
見
が
多
く
飛
び

出
し
ま
し
た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
詳
細
は
後
半
の
レ
ポ
ー
ト
を
ご
覧

い
た
だ
く
と
し
て
、
先
に
、
当
日
会
場
で
参
加
者
対

象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
お
話
し
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
回
答
に
は
、
今
回
の
万
博

を
考
え
て
い
く
に
あ
た
り
最
も
核
と
な
る
意
識
の
問

題
が
明
確
に
表
れ
て
お
り
、
私
に
と
っ
て
こ
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
得
ら
れ
た
最
大
の
成
果
と
感
じ
て
い

ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
え
た
、

70
年
万
博
観
と
未
来
観
の
ギ
ャ
ッ
プ

ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
は
、「
あ
な
た
に
と
っ
て
の

万
博
と
は
？
」
と
「
２
０
３
０
年
は
ど
ん
な
時
代
に

な
っ
て
ほ
し
い
で
す
か
？
」
の
二
つ
。
前
者
の
回
答

で
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
は
70
年
万
博
に
つ
い
て
で
、

実
際
に
体
験
さ
れ
た
方
の
楽
し
か
っ
た
と
い
う
思
い

出
や
、
当
時
の
空
気
感
か
ら
想
起
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
記
述
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
対

し
て
後
者
は
「
平
和
」「
環
境
」「
高
齢
社
会
」
な
ど
、

社
会
的
課
題
に
対
し
て
の
「
な
ん
と
か
し
て
ほ
し

い
」
と
い
う
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
回

答
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

過
去
の
万
博
に
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
な
が
ら
、

新
し
い
万
博
後
の
未
来
に
は
悲
観
的
と
も
い
え
る
イ

メ
ー
ジ
し
か
抱
い
て
い
な
い
。
私
は
こ
の
落
差
に
、

大
き
な
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。「
こ
ん
な
日
本
で
万フォーラムでの鼎談の様子。左から古川氏、山蔦氏、池永氏。

第五回内国勧業博覧会の全景図。左上に描かれる釣鐘は、博覧会に合わせてつくら
れた四天王寺の大釣鐘。

博
を
や
っ
て
ど
う
す
る
の
か
？
」
と
い
う
、
リ
ア
ル

な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。
こ
の
状
況
で
は
、

「
万
博
で
何
を
や
る
か
？
」「
ど
ん
な
パ
ビ
リ
オ
ン
を

つ
く
る
か
？
」
を
考
え
る
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

閉
塞
感
が
大
き
く
、
適
合
不
全
を
起
こ
し
て
い
る
現

代
日
本
の
社
会
状
況
で
万
博
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
、

何
か
ら
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？ 

ま
ず
は
、
現
在
か
ら
大
阪
・
関
西
万
博
、
そ
し
て

万
博
後
と
い
う
時
間
軸
の
な
か
、
新
「
万
博
時
代
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
つ
く
っ
て
い
く
か
、
そ
れ
に
対

し
て
知
恵
を
結
集
さ
せ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
万
博
へ
の
期
待
も
自
然
と
高
ま
っ
て
い
く
は

ず
で
す
。
70
年
万
博
の
よ
う
に
、
そ
の
時
代
を
生
き

る
人
、
こ
と
に
若
い
世
代
の
人
び
と
に
と
っ
て
、「
万

博
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
」「
こ
の
時
代
に
生
き
て
よ

か
っ
た
」
と
思
え
る
新
「
万
博
時
代
」
の
機
運
を
つ

く
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

新「
万
博
時
代
」の

機
運
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
た
め
に

少
し
話
が
飛
び
ま
す
が
、
私
は
、「
大
阪
は
巨
大

な
縁
側
で
あ
る
―
―
大
阪
縁
側
論
」
を
考
え
て
い
ま

す
。
外
国
人
観
光
客
が
大
阪
の
街
を
「
心
地
よ
い
」

と
い
う
の
は
、
内
で
も
な
く
外
で
も
な
い
「
縁
側
」

の
よ
う
な
場
所
と
感
じ
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う

か
ら
で
す
。
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
受
け
容

れ
、
混
じ
り
合
わ
せ
な
が
ら
「
日
本
的
な
る
も
の
」

を
生
み
出
し
て
き
た
大
阪
、
内
と
外
を
つ
な
ぎ
新
し

い
も
の
に
変
換
し
て
い
く
こ
と
に
長
け
た
大
阪
と
い

う
「
大
阪
縁
側
論
」
を
背
骨
に
、
新
「
万
博
時
代
」

前
史
５
年
の
先
駆
け
と
な
る
本
年
、
さ
ら
に
議
論
を

深
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
「
上
町
台
地 

今
昔
タ
イ
ム
ズ
」
で
は
、
博

覧
会
時
代
の
「
モ
ダ
ン
大
阪
に
煌
め
い
た
若
き
才
能

た
ち
の
光
跡
」
と
題
し
、
博
覧
会
時
代
を
駆
け
た
人

物
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
万

博
は
都
市
戦
略
・
産
業
戦
略
で
あ
る
と
い
う
話
を
し

て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
「
人
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ

に
関
連
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

 

私
た
ち
が

考
え
る
万
博

新「
万
博
時
代
」を
ど
う
つ
く
る
か

3
第

回

大
阪
・
関
西
万
博
開
催
ま
で
あ
と
５
年
。
新
し
い
万
博
の

時
代
を
迎
え
る
私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
未
来
を
描
く
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
池
永
寛
明
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
文
化
研
究
所（
C
E
L
）顧
問
と
共
に
、
大
阪
・
関

西
万
博
を
テ
ー
マ
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
通
じ
て
、
考

察
を
重
ね
て
い
く
。
今
回
は
、
大
阪
・
関
西
万
博
を
テ
ー

マ
に
し
た
「
上
町
台
地 

今
昔
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
対
す
る
池

永
氏
の
所
感
と
、
イ
ベ
ン
ト
の
レ
ポ
ー
ト
を
お
届
け
す
る
。

構
成
＝
加
藤
し
の
ぶ
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◆
レ
ポ
ー
ト　

「
上
町
台
地 

今
昔
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

「
１
９
０
０
年
代
、
数
多
の
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
て

き
た
大
阪
・
上
町
台
地
を
視
点
場
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
軌
跡
か
ら
、
来
る
２
０
２
５
年
大
阪
・
関
西
万

博
と
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
百
年
を
見
は
る
か
し
、
再

起
動
す
べ
き
も
の
は
何
な
の
か
、
都
市
と
博
覧
会
の

世
紀
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
」
イ
ベ
ン
ト
が
、
２
０
１
９

年
９
月
28
日
、
大
阪
ガ
ス
実
験
集
合
住
宅
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ

21
に
て
開
催
さ
れ
た
。

会
場
正
面
に
は
大
き
な
ス
ク
リ
ー
ン
、
そ
の
両
脇

の
壁
に
も
小
さ
な
ム
ー
ビ
ー
で
こ
れ
ま
で
の
上
町
台

地
を
舞
台
に
し
た
博
覧
会
の
様
子
が
映
し
出
さ
れ
る
。

タ
イ
ト
ル
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
「
レ
ビ
ュ
ー
」
と
う

た
っ
て
い
る
通
り
、
講
義
と
い
う
よ
り
シ
ョ
ー
を
楽

し
む
と
い
う
場
づ
く
り
が
な
さ
れ
て
お
り
、
期
待
感

を
誘
っ
て
い
た
。

大
阪
が
歩
ん
で
き
た

博
覧
会
の
歴
史
を
読
み
解
く

ま
ず
１
９
０
０
年
に
パ
リ
で
行
わ
れ
た
万
博
の
映

像
を
映
し
な
が
ら
、
弘
本
由
香
里
研
究
員
に
よ
る
解

説
か
ら
幕
を
開
け
た
。
映
像
か
ら
伝
わ
る
当
時
の
人

び
と
が
受
け
た
で
あ
ろ
う
衝
撃
を
も
追
体
験
し
て
も

ら
お
う
と
い
う
演
出
で
あ
る
。

続
い
て
舞
台
を
日
本
に
移
し
、
都
市
が
舞
台
と

な
っ
た
１
９
０
３
年
第
5
回
内
国
勧
業
博
覧
会
、
そ

れ
を
経
て
１
９
２
５
年
に
開
催
さ
れ
た
大
大
阪
記
念

博
覧
会
、
さ
ら
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
焦
土
と
化
し

た
大
阪
の
地
で
１
９
４
８
年
に
開
か
れ
た
復
興
大
博

覧
会
に
つ
い
て
、
映
像
資
料
を
駆
使
し
た
解
説
が
行

わ
れ
た
。
な
か
で
も
復
興
博
の
「
そ
の
後
」
の
説
明

や
、
復
興
博
と
そ
の
前
の
大
大
阪
博
は
毎
日
新
聞
社

が
主
催
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
解
説
を
特
に
興

味
深
く
聞
い
た
。

続
い
て
、
古
川
武
志
大
阪
市
史
料
調
査
会
調
査
員

大阪の博覧会の歩みにま
つわる弘本研究員の解説
に、会場の参加者は興味
深く聞きいった。

大阪の博覧会と都市の関係をテーマに講演する古川氏（上）。
「社会を変える力が万博で生まれてほしい」と語った山蔦氏（下）。

「上町台地 今昔フォーラム」の詳細なドキュメント・レポートは、ＣＥＬホー
ムページ上で 公 開している。（http://www.og-cel.jp/information/
discussion/1284152_16384.html）

に
よ
る
「『
大
大
阪
』
へ
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
と
、

都
市
戦
略
と
し
て
の
博
覧
会
の
過
去
を
読
み
解
く
」。

時
代
に
よ
り
変
わ
る
都
市
の
役
割
に
つ
い
て
、
博
覧

会
を
軸
と
し
て
講
演
さ
れ
た
。

大
阪
の
近
代
史
料
を
調
査
し
、
大
阪
の
大
衆
文
化

に
も
詳
し
い
古
川
氏
に
よ
れ
ば
、「
大
阪
の
人
は
案

外
大
阪
の
歴
史
を
知
ら
な
い
」
そ
う
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
天
王
寺
公
園
が
第
5
回
内
国
勧
業
博
会
場
の

跡
地
だ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
の
実
際
の
内
容
や

な
ぜ
そ
こ
で
行
わ
れ
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
よ
く

知
ら
な
い
と
い
う
。
そ
う
い
っ
た
、
実
は
知
ら
な
い

博
覧
会
の
経
緯
を
解
説
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
博

覧
会
の
成
果
は
都
市
の
遺
産
と
し
て
残
さ
れ
、
現
代

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
話
し
た
。

ま
た
各
博
覧
会
の
テ
ー
マ
は
常
に
未
来
を
展
望
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
次
の
２
０
２
５
年
の
大

阪
・
関
西
万
博
の
テ
ー
マ
が
ど
う
い
う
方
向
に
な
る

か
を
決
め
る
の
は
我
々
の
眼
差
し
で
あ
り
、
自
分
の

問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
大
切
と
ま
と
め
た
。

２
０
２
５
年
と
そ
の
先
を
見
据
え

大
阪
万
博
を
考
え
る

最
後
は
「
２
０
２
５
年
大
阪
・
関
西
万
博
と
そ
の

後
の
百
年
に
向
け
て
、
都
市
と
博
覧
会
を
再
定
義
す

る
」
を
テ
ー
マ
に
、
鼎
談
が
行
わ
れ
た
。

登
壇
者
は
、
先
の
古
川
氏
、
池
永
寛
明
Ｃ
Ｅ
Ｌ
顧

問
、
大
阪
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
で
機
械
工
学
を

専
攻
す
る
山
蔦
栄
太
郎
氏
で
あ
る
。
山
蔦
氏
は
、
池

永
氏
が
座
長
を
務
め
る
「
大
阪
・
関
西
万
博
会
議
〜

ワ
イ
ガ
ヤ
サ
ロ
ン
〜
」
の
若
き
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、

そ
こ
で
の
議
論
を
ま
と
め
た
も
の
を
万
博
関
連
組
織

に
報
告
す
る
際
の
プ
レ
ゼ
ン
タ
ー
を
務
め
た
そ
う
だ
。

鼎
談
は
池
永
氏
の
主
導
に
よ
り
、「
ま
ず
、
万

博
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
問
い
か
け
か
ら
始

ま
り
、「
あ
な
た
に
と
っ
て
、
都
市
と
博
覧
会
と

は
？
」
に
つ
い
て
、
事
前
に
記
入
を
求
め
ら
れ
て
い

た
会
場
参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
な
ど
も
交
え
な

が
ら
、
活
発
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。
な
か
で
も
、

70
年
万
博
の
時
代
を
経
験
し
て
い
な
い
山
蔦
氏
が
万

博
を
翌
年
に
控
え
た
上
海
を
訪
れ
た
際
の
経
験
か
ら
、

「
新
し
い
文
化
、
新
し
い
意
識
改
革
が
進
ん
で
い
く

と
こ
ろ
を
目
の
当
た
り
に
し
、
万
博
と
い
う
の
は
す

ご
い
力
を
持
っ
て
い
る
の
だ
な
と
素
直
に
思
っ
た
」

と
語
り
、「
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
手
に
入
る
時
代
だ

か
ら
こ
そ
、
生
で
ほ
か
の
人
た
ち
と
一
緒
に
体
験
す

る
こ
と
の
価
値
が
あ
が
っ
て
い
る
。
万
博
と
い
っ
た

体
験
の
価
値
も
高
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と

話
し
た
の
が
印
象
に
残
っ
た
。

そ
の
後
１
〜
３
幕
を
通
し
た
感
想
と
し
て
、
会
場

の
参
加
者
か
ら
も
多
く
の
声
が
あ
げ
ら
れ
た
。
実
家

が
第
5
回
内
国
勧
業
博
に
出
店
し
て
い
た
方
の
話
や
、

70
年
万
博
に
参
加
し
た
方
の
思
い
出
な
ど
の
ほ
か
、

毎
日
新
聞
社
の
方
か
ら
は
、
大
大
阪
博
と
復
興
博
を

主
催
し
た
の
が
自
社
で
あ
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
、
当
時

の
新
聞
社
に
は
自
治
体
な
ど
と
共
に
新
し
い
社
会
を

作
っ
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
常
に
あ
り
、
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
の
あ
り
よ
う
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
の
話
な
ど
が
聞
か
れ
た
。

最
後
に
池
永
氏
に
よ
り
、
百
年
後
の
社
会
に
思
い

を
は
せ
な
が
ら
２
０
２
５
年
を
考
え
て
い
き
た
い
、

今
後
も
自
分
の
こ
と
と
し
て
議
論
を
続
け
て
い
き
た

い
と
の
言
葉
で
、
締
め
く
く
ら
れ
た
。

立
ち
見
が
で
る
ほ
ど
の
参
加
者
で
盛
況
と
な
っ
た

フ
ォ
ー
ラ
ム
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
記

述
か
ら
み
る
２
０
３
０
年
に
向
け
た
展
望
は
決
し
て

明
る
い
も
の
で
は
な
く
、
万
博
へ
の
前
向
き
な
イ

メ
ー
ジ
を
抱
け
て
い
な
い
の
が
現
状
で
も
あ
る
。
古

川
氏
や
池
永
氏
の
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
後
万

博
を
「
自
分
の
問
題
」
と
し
て
ど
う
考
え
て
い
く
か

が
肝
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
、
と
感
じ
た
。
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