
地

･蝶

第
二
審

飾
E
I鮮

警

六

五
<

地

理
散

財

u
し

て

の
地

形

図

且

三
ー

大

阪

近

傍

前
鶴
に
は
暫
郡
の
鹿
詮
を
耽
み
た
が
.
之
に
尋
い
で

日
本
の
大
都
確
た
る
大
阪
を
親
上
に
の
ぼ
せ
た
い
ビ
魁

ふ
｡
大
阪
市
及
び
其
の
周
囲
を
食
む
陸
地
測
鹿
部
出
版

地
形
閲
に
は
縮
尺
の
大
小
に
依
っ
て
左
の
五
稲
敷
が
あ

る
07

前
身

叫
大
阪
近
傍
､
藍
農
の
二
色
刷
で
総
計
二
十

i
枚
中
十
茄
牧
だ
け
が
昨
年
十
月
初
め
て
費
行
さ

れ
た
極
め
て
新
し
い
地
園
で
あ
･a
O
既
刊
の
闘
集

を
嚢
げ
る
k,.
大
阪
東
北
部
幣

大
阪
東
部
牢

大

賢

南
部
甲

蒜

郷
轡

大
阪
北
部
6
.,
.大
誓

._
/

..
,

.
J

]

阪 酉 商

薗 部 郵

∴
大 阪 阪

港 郡 部
離二親十班九

･
佳
苗
軒

堺
東
部
聖

尼
崎
兼

四
大
阪
閣
南
部
断
切
柴
谷
聖
ハ堺

サ
ー
で
あ
る
が
,
大
阪
市
の
大

部
は
以
上
の
三
枇
~四
亜
'
七
就
､
八
荻
､
九
既
､

十
四
鶴
及
び
十
五
鶴
の
七
国
共
中
に
食
ま
れ
て
ゐ

る

〇

二
甫
卦

‥
大
阪
近
傍
､
二
十
四
枚
中
吹
田
.
大
阪
東

北
部
､
大
阪
凍
南
部
'
金
田
'
伊
丹
､
大
阪
西
北

部
'
大
阪
西
南
部
､
堺
の
入
閣

五
番
卦

二
月
都
及
大
阪
東
北
部
.
大
阪
東
南
部
､
大

阪
西
北
部
'
大
阪
函
南
の
四
囲

都
市
近
郊
固
五
番
分

7
大
阪
近
郊

i
枚

二
十
喜
界

7
静
観
周
⊥
尿
邸
及
大
阪
｣
叫
枚

政
の
外
二
商
五
千
分

7
大
阪
近
傍
は
出
版
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
現
在
で
は
岸
和
田
が

叫
放
資
膚
さ

れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ぬ
｡

此
の
大
阪
四
近
の
地
親
は
平
野
及
及
邦
陵
を
蓬
ビ
し

て
山
地
ご
し
て
は
束
方
の
鎮
駒
山
蓮
ビ
北
方
の
南
部
湖

山
の
商
連
が
あ
る
許
-
で
日
本
に
於
で
は
低
-
打
開
い

た
こ
.jJ
に
於
て
蒼
し
き
地
方
で
あ
る
｡
従
っ
て
地
質
は



新
生
代
の
洪
積
樹
ビ
沖
積
層
ど
よ
-
成
る
部
分
が
頗
-

て
有
期
の
薯
敬
は
東
方
に
地
盤
を
成
す
生
駒
山
連
や
高

親
池
田
間
の
閣
観
術
追
以
北
の
山
地
を
構
成
し
て
屠
る

に
過
ぎ
ぬ
.

今
大
阪
四
進
の
地
質
を
略
説
す
る
)･J
次
の
如
-
で
あ

る
O
固
版
籍
十

1
は
昨
年
の
碁
に
京
都
帝
観
大
挙
地
質

畢
敬
重
の
塾
生
が
概
測
し
た
結
泉
を
衷
は
し
た
も
の
で

あ
る
｡
准
片
麻
岩
は
音
期
の
水
成
岩
か
ら
建
成
し
た
も

り

で
生
駒
山
の
両
側
に
狭
帯
を
な
し
て
開
披
暑
中
に
倉

ま

れ
で
屠
る
O
正
片
麻
岩
は
花
柄
岩
が
特
に
品
質
母
の
排

列
に
依
っ
て
剰
理
を
題
し
て
屠
る
も
の
で
､
生
駒
山
塊

の

1
部
を
構
成
し
て
屠
る
｡
碓
凍
太
古
代
に
噴
起
し
た

も
の
A.<J
さ
れ
て
は
居
る
が
又
古
生
代
以
後
の
噴
蓮
に
係

る
も
の
だ
ど
も
言
ほ
れ
て
屠
る
.
古
生
暦
は
粘
故
意
角

岩
砂
岩
石
衣
岩
等
の
水
成
岩
か
ら
成
-
敢
鑑
の
研
究
に

ょ
る
ビ
泥
盆
紀
の
堆
借
に
係
る
も
の
ら
し
い
｡
前
記
の
大

阪
北
方
の
山
地
即
ち
南
部
関
山
山
塊
を
成
し
て
､南
方
の

三
島
邸
陵
か
ら
屈
起
し
て
摺
る
.
花
園
岩
は
生
駒
山
塊

の
北
部
及
西
山
山
塊
の
商
連
に
露
は
れ
後
者
で
は
宙
生

静
を
賞
い
て
噴
起
し
て
葬
る
O
閃
緑
岩
は
花
崗
岩
に
引

地
蝿
散
財
モ
し
て
6
1地
形
凶

磨

い
て
噴
起
し
庖
-
の
で
塵
駒
山
に
露
ほ
れ
て
屠
る
｡

石
英
租
薗
岩
は
週
間
の
両
方
に
贋
-
出
て
層
る
､
恐
-

中
生
代
の
後
期
に
噴
出
し
た
意
期
火
山
岩
で
あ
る
.
餐

山
岩
は
地
域
の
南
兼
隅
に
衝
-
固
分
相
の
南
方
に
露
ほ

れ
て
屠
る
｡
こ
れ
は
二
上
火
･･凹
の

7
部
を
成
す
も
の
で

あ
る
｡
以
上
の
地
質
よ
-
成
る
部
分
は
山
地
を
成
し
て

鑑
に
人
間
活
躍
の
解
義
ど
な
っ
て
居
ら
ず
寧
ろ
遊
聖
地

A,JL
で
大
阪
平
野
の
搭
乗
あ
藩
人
々
を
戯
籍
す
る
地
域

を成
し
て
居
る
｡

宙
期
洪
碑
暦
は
磯
砂
'
粘
七
よ
-
成
っ
て
従
妹
第
三

紀
暦

b･J見
倣
さ
れ
て
ゐ
た
ち
の
で
あ
る
が
音
期
洪
積
世

に
は

日本
合
性
を
通
じ
て
多
雨
期
が
あ
っ
て
.
其
の
弟

め
に
暫
時
の
山
地
に
近
い
低
地
に
は
厚

い
塵
膚
を
作
っ

た
ど
い
ふ
見
地
か
ら
見
れ
ば
正
し
-
洪
積
層
に
屈
す
る

こ
の
岩
黄
は
大
部
国
籍
さ
れ
て
居
-
且
つ
後
代
の
地
顔

鼻
歌
を
受
け
て
局
底
的
に
地
膚
が
擾
乱
し
て
居
る
｡
此

の
地
層
擾
乱
の
革
質
か
ら
我
々
は
高
槻
池
田
問
の
西
国

街
道
や
大
和
川
の
甫
披
石
川
の
深
谷
即
ち
宮
田
株
の
谷

が
断
暦
兼
に
潜
っ

て
居
て
'
地
贋
時
代
に
は
地
震
の
震

源
を
成
し
誓

言

を
認
知
す
る
の
で
あ
告

こ
の
音
期

竺

七

五
九



地

球

洪
積
膚
は
大
阪
北
方
の
三
島
邸
陵
'
大
阪
の
上
町
､
北

河
内
及
南
河
内
の

一
部
を
成
し
.
其
の
鞘
陵
地
の
淡
谷

は
浸
蝕
が
準

化
で
居
っ
て
次
の
新
期
洪
循
暦
の
基
地
に

比
し
て
.
山
ら
し
い
威
じ
を
輿

へ
る
千
里
山
の
住
宅
地

の
如
き
其
の

一
例
で
あ
る
O
新
靭
洪
積
層
も
亦
'
磯
.

砂
'
粘
土
か
ら
出
来
て
は
居
る
が
舌
期
洗
稽
膚
に
此
し

て
歌
か
-
1
且
つ
雌
の
地
膚
は
低
き
面
接
五
十
米
以
内

の
蒔
地
を
成
し
て
居
㌔

大
和
川
以
南
で
は
褒
状
山
川

だ
も
名
づ
け

べ
き
常
時
の
河
流
の
層
状
地
を
成
し
て
居

る
｡
崩
積
層
.
沖
積
層
､
埋
漉
地
は
地
史
上
の
現
代
如

ち
沖
積
世
の
生
成
物
で
あ
る
0
崩
葡
暦
の
山
腹
を
被
ふ

崩
塊
岩
土
で
生
駒
山
の
商
館
に
著
し
-
､
叩
薦
暦
は
平

地
を
作
る
.
埋
立
地
の
う
ち
近
世
埋
意
地
ビ
挿
し
た
の

は
妊
賓
七
年
茜

暦

〓
ハ
圭

ハ
聾

以
後
の
埋
ま
地
で
.

最
近
埋
丑
地
だ
名
け
た
の
は
築
港
の
そ
れ
で
あ
る
｡
此

等
の
埋
丑
地
は
天
然
の
洗
薦
作
用
だ
人
力
に
よ
る
埋
立

i
.の
二
つ
の
曹
カ
が
併
せ
用
ほ
れ
て
出
来
た
新
し
い
土

地
で
あ
る
｡

大
阪
は
瀬
戸
内
海
の
隅
角
に
位
す
る
の
ビ
其
の
附
近

に
接
し
て
淀
川
下
流
及
哲
大
和
川
の
贋
き
坤
薦
地
が
あ

嬰

壷

第
四
班

買

六

〇

る
の
ど
で
蓉
逢
し
た
の
で
あ
る
が
t
都
ビ
し
て
は
沖
荷

地
の
畏
唯
中
に
あ
る
よ
-
も
邦
陵
が
傍
ら
に
あ
る
事
が

便
利
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
で
舌
期
洪
積
層
よ
｡
成
る
大
阪

婁
地
は
初
め
の
衆
蕗
の
元
を
な
し
た
'
西
方
の
沖
番
地

は
段
脈
を
噂
す
ぎ
共
に
埋
ま
や
河
農
を
遁
す
る
の
必
要

が
起
き
た
.
淀
川
で
さ
へ
下
流
の
改
修
を
飴
儀
な
く
さ

れ
た
天
然
は
人
力
に
よ
-
段
々
に
慶

へ
ら
れ
て
ゆ
く
･

然
し
其
の
多
-
は
低
-
且
つ
軟
か
い
地
質
の
沖
荷
膚
及

洪
積
層
地
に
行
ほ
れ
た
O
青
い
岩
石
か
ら
出
水
空
向
い

山
の
方
は
八
ガ
の
影
響
を
受
け
る
=

だが
少
な
-
て
依

然
yJ
し
て
生
駒
山
は
兼
の
方
に
轡

孔

で周
る
.
生
駒
山

塊
の
出
凍
孜
の
旦

二
島
部
陵
の
北
方
が
急
に
高
-
な
る

の
も
地
髄
断
裂
の
由

来
で
あ
っ
て
古
い
時
代
を
考
へ
る

ビ
大
阪
四
走
の
中
桁
な
土
地
が
出
凍
た
の
も
其
の
原
型

は
iii
に
兼
閥
及
南
北
に
遣
る
親
で
断
裂
を
起
し
た
の
に

起
因
し
､
其
の
後
の
地
貌
は
河
流
の
沈
摺
作
用
で
作
ら

れ

た

｡
三
大
都
市
中
大
阪
現
在
の
市
街
地
の
藤
蓮
す
る
ま
で

取
っ
た
過
程
を
考
ふ
る
に
P
京
都
の
如
-
千
除
年
前
に

都
市
計
登
を
建
て
た
政
治
上
の
要
因
に
金
魚
支
配
さ
れ



た
-
の
に
比
し
て
執
る
趣
を
典
に
し
ゐ
る
の
は
勿
論
で

あ
る
｡
又
た
東
京
の
加
-
鎌
倉
幕
府
が
興
っ
た
後
に
も

LJ
は
大
都
骨
の
心
核
た
る
べ
き
地
鮎
は
容
易
に
聴
痩
せ

や
'
治
承
年
間
に
漸
-
江
戸
郷
の
名
が
記
載
さ
れ
た
の

に
止
る
も
の
に
比
し
て
下
卑
-
か
ら
大
和
河
内
の
中
央

政
府
の
海
陸
交
通
の
要
灘
ど
な
-
奈
良
朝
以
前
か
ら
班

に
行
宮
や
経
営
が
あ
っ
て
､
外
客
接
待
の
鴻
鹿
館
の
設

け
ら
れ
た
鮎
に
於
で
同
じ
-
趣
を
典
に
L
t
両
都
市
よ

I
も
造
か
に
古
-
か
ら
大
都
市
だ
し
て
費
達
す

べ
き
資

格
を
且
廃

し
て
ゐ
た
静
で
あ
る
0
京
都
は
遷
都
以
後
敬

遠
が
遅

々
た
る
に
反
し
'
大
阪
が
豊
臣
氏
が
没
落
し
て

も
依
然
ビ
し
て
日
本
金
牌
の
経
済
上
の
中
心
た
る
を
失

は
ず
し
て
p
明
治
以
後
に
海
運
変
通
の
新
機
関
の
費
達

す
る
に
伴
っ
て
東
亜
の
倫
敦
た
る
の
盛
況
を
点
し
て
ゐ

ろ
の
は
弐
ビ
し
て
其
の
瀬
戸
内
海
の
発
端
に
任
し
､
近

畿
の
最
も
盲
-
か
ら
開
け
た
地
方
を
撃

礼
た
地
理
的
位

置
の
閑
係
が
然
ら
し
め
た
の
で
あ
る
｡

面
か
ら
巣
蕗
か
ら
市
街
地
の
形
に
駿
超
し
た
過
程
を

知
ら
ん
だ
す
る
に
瞥
っ
て
蚤
も
困
難
ビ
戚
す
る
の
は
､

大
河
流
の
倉
流
し
て
海
に
入
る
三
角
州
地
笛
な
る
が
虜

粗
放
教
材
TJし
て
の
鞄
形
周

め
に
地
形
の
慶
化
が
非
常
に
迅
速
に
並
行
し
､
之
に
加

ふ
る
に
人
工
の
排
疏
事
業
で
河
鑑
の
大
移
動
を
起
し
'

歴
史
上
の
衆
蕗
が
今
は
金
-
在
昔
の
地
坪
的
環
境
敵
兵

に
し
て
し
ま
っ
た
こ

E
で
あ
る
O
其
の
最
も
著
明
な
の

は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
築
港
に
先
ィo
天
保
山
に
名
機

を
留
め
た
安
治
川
口
の
改
修
ビ
寧

氷
元
年
の
新
大
和
川

の
開
掘
に
よ
っ
て
北
流
し
て
淀
川
に
合
し
た
も
の
を
西

に
導
い
て
堺
市
の
北

へ
流
し
た
こ
だ
ゝ
で
あ
る
｡
樺
に

後
者
は
現
在
の
地
園
に
よ
っ
て
堺
市
の
古
い
貿
易
捲
E

L
で
の
成
虫
あ
･,静
す
る
に
常
っ
て
河
口
に
静
蓮
し
た
好

例
ビ
せ
ぼ
飛
ん
だ
誤
謬
に
陥
る
か
ら
'
知
れ
切
っ
た
静

で
は
あ
る
が
大
に
睦
意
せ
ね
は
な
ら
ぬ
｡

今

の
大
阪
市
術
地
の
乗
馬
船
場
渡
退
席
(大
江
橋
7,の

附
近

が
洪
積
膚
の
毒
地
の
酉
の
海
に
面
す
為
所
で
宙
-

暴
落
が
出
凍
て
此
鹿
が
難
汲
津
ビ
茂
-
.
国
府
が
延
暦

年
間
に
此
魔
に
移
さ
れ
た
と
い
ふ
も
'
其
の
建
造
は
殆

ぎ
知
れ
ぬ
｡
之
に
反
し
て
儲
か
に
音
-
成
丑
っ
て
存
璃

し
凍

っ
た
の
は
天
王
寺
が
創
建
さ
る
ゝ
際
に
材
木
を
蓮

暫
し
凍
っ
た
木
津
で
あ
っ
た
ら
-
ビ
想
は
れ
る
.
元
木

津
が
そ
れ
で
あ
っ
た
｡
三
角
洲
が
其
の
後
に
附
加
は
つ

竺

丸

山

的j



地

て
今
の
木
津
河
口
ま
で
延
び
た
の
で
沖
積
作
用
の
蕃
大

な
る
ニ
)･J
が
推
測
さ
れ
る
｡
T雌
の
天
王
寺
だ
木
津
の
位

置
が
昏
睡
は
現
在
に
比
し
て
頗
る
重
要
で
あ
っ
た
.エ
ビ

は
基
地
東
側
の
菖
大
和
川
の
河
末
が
久
し
-
弧
紬
地
を

成
し
1

0
五
米
の
撃

偽
線
が
深
-
津
野
郷
の
北
ま
で
入
-

込
ん
で
ゐ
て
､
天
王
章
か
ら
卒
野
郷
八
尾
瓢
鷺
山
の
盛

を
連
ね
た
曲
線
以
北
は
海
関
中
に
三
角
洲
が
生
長
し
て

行
っ
て
作
･il
つ
ゝ
あ
っ
た
ビ
想
は
る
ゝ
の
で
推
測
せ
ら

る
｡
常
時
大
和
川
の
派
流
の
沖
糖
作
用
は
曲
の
五
米
等

高
瀬
を
辿
れ
ば
明
か
で
あ
る
L'
此
の
飴
晃
は
難
汲
浬
か

ら
平
野
郷
道
明
等
(国
府
)を
経
て
大
和
に
迫
ず
る
の
が

変
通
の
幹
線
ビ
し
て
最
も
重
要
で
あ
っ
た
辞
で
あ
る
｡

平
安
朝
の
初
期
ま
で
に
政
の
土
地
が
今
大
阪
軌
道
の

奈
良
線
附
淀
ま
で
親
藩
の
成
立
を
許
す
地
笛
ど
な
っ
た

ら
し
-
'
此
魔
に
も
奈
良
中
野

Sl班
田
の
行
は
れ
傭
里刀

制
の
下
に
出
水
た
村
落
だ
同
じ
形
式
の
我
々
の
所
謂
垣

･[
ト

内
式
村
落
が
鮎
々
あ
っ
て
周
遊
の

1
郡
部
は
四
億
五
億

等
の
地
名
が
頻
っ
て
ゐ
る
｡
戯
れ
T,J
も
其
の
北
で
は
河

内
北
部
の
中
野
に
和
名
抄
郷
名
の
都
に
見
え
た
村
落
は

殆
ん
..A,J
盆
-

1
荘
舶
桝
に
銀
駒
地
盤
の
西
藤
に
滑
ひ
枚
方

第
二
各

節
四
鱗

雲

0

流
こ

柏
原
を
連
ね
た
高
野
街
道
の
上
に
粘
々
舶
望
ん
で
看
出

さ
れ
る
に
止
る
.
是
か
ら
考
ふ
れ
ぼ
平
安
朝
の
村
落
は

淀
川
大
和
川
の
合
流
す
る
砕
束
河
北
の
洪
渦
地
を
避
け

て
'
地
岡
上
に
示
さ
る
ヽ
渓
流
の
低
平
地
に
流
れ
出
た

崩
状
神
殿
地
を
揮
み
p
其
の
渓
流
の
末
を
堰
き
止
め
て

朝
鮮
の
一拍
の
如
き
溜
池
を
作
っ
て
之
を
湛
蹴
用
水
E
L

で
五
十
月
を
超
え
ぬ
衆
蕗
を
支
ふ
る
碍
田
を
動
作
し
た

も
の
で
あ
っ
た
ら
う
.
政
の
如
き
溜
池
の

一
つ
は
四
億

細
事
に
楠
盆
墓
か
ら
北
二
肝
の
駒
地
で
､
是
は
高
魔
人
ウヅ
マサ

の
作
っ
た
も
の
禿

る
こ
だ
が
明
か
で
.
其
の
北
の
太

秦

()..
秦
の

親
藩
も
亦
た
同
じ
-
線
化
人
が
溜
地
を
作
っ
て
開

い
た
も
の
ビ
想
は
れ
る
｡

常
時
の
淀
川
に
小
さ
い
櫓
は
梅
本
(男
山
八
幡
の
下
)

ま
で
通
じ
た
こ
E
は
貫
之
の
土
佐
日
記
に
記
載
し
た
通

-
で
あ
つ
た
が
.
大
船
は
多
分
江
口
守
口
の
蓮
で
止
っ

て
'
此
魔
は
奈
良
朝
か
ら
興
っ
て
平
安
朝
の
問
に
河
口

港
,IJ
L
で
静
蓮
し
た
の
で
あ
る
.
其
後
鎌
倉
幕
府
の
時

代
を
経
て
南
北
朝
の
頃
に
至
る
ま
で
･JO
t
江
口
は
淀
川

河
口
の
一重
姿
な

]
小
郡
骨
を
成
し
て
ゐ
た
ら
し
-
'
南

朝
正
平
二
年
の
年
就
を
打
っ
た
刀
駁
治
水
団
長
は
注
目



の
中
島
に
供
し
て
中
島
雑
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
｡

此
の
頃

は
天
王
寺
ビ
此
蒐
ビ
が
鞘
著
し
い
鬼
で
､
天
王
寺
に
も

膏
氏
だ
い
ふ
刀
鍛
冶
が
ゐ
･托
し
.
又
屡
苗
北
軍
の
軍
奪

の
目
標
ど
も
な
っ
て
ゐ
る
｡

然
れ
'･,J
も
南
北
朝
時
代
に
最
も
重
逝
な
鹿
は
堺
浦
で

膏
野
朝
廷
が
束
に
伊
勢
大
湊
.
酉
に
泉
州
現
浦
を
特
て

ぼ
東
西
に
向
つ
て
交
通
す
る
こ
亡
が
出
凍
る
が
'
堺
浦

を
朱

へ
は
此
の
帝
に
必
須
な
酉
の
門
戸
が
閉
蕗
さ
れ
る

の
で
あ
っ
LJ
｡
故
に
延
元
三
年
北
畠
顕
家
が
高
師
庇
を

此
魔
に
攻
め
て
載
死
し
た
の
ほ
南
朝
の

1
大
打
撃
で
あ

っ
た
J
爾
雄
大
内
細
川
三
好
な
で
の
室
町
基
雁
の
質
権

を
握
る
も
の
が
常
に
此
盛
か
･,根
接
地
bJ
L
p
且
つ
道
明

糖
の
出
費
鮎
ど
な
っ
た
織
豊
両
氏
の
一時
に
は
既
に
般
富

近
畿
第

一
の
埠
頭
に
聴
展
し
て
ゐ
允
の
で
あ
る
O

大
阪
の
市
術
は
豊
太
園
の
築
城
に
よ
っ
て
現
在
の
堀

川
の
格
子
状
に
変
っ
て
無
数
の
播
故
を
架
し
た

1
大
水

都
だ
茂
っ
て
p
英
姿
部
は
京
都
に
新
陽
し
た
東
西
南
北

の
術
緒
を
迫
す
る
も
の
ど
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
魚
れ
で

も
曲
の
市

街
地
の
心
核
ビ
な
つ
尭

の
は
明
腰
玉
弁
に
本

願
寺
速
如
上
人
が
姦
地
の
肥
端
の
生
丑
湛
大
阪
に
専
院

弛
瓢
教
材
1J
L
.て
り
地
形
田

を
典
し
之
を
地
祇城
し
た
石
山
寺
で
あ
っ
た
｡

小
向
門
徒

の
集
る
ビ
共
に
門
前
町
が
此
巌
に
由
雄
で
ゐ
て
ー
其
の

大
阪
ビ
い
ふ
地
名
が
此
の
時
に
始
ま
っ
た
の
み
で
な
か

っ
た
｡
即
ち
寺
院
の
勢
力
の
下
に
大
東
蕗
が
出
水
た

7

例
で
あ
っ
た
の
が
'
太
閤
海
内
統

7
の
椎
カ
の
中
心
･JJ

な
っ
て

一
躍
し
て
日
本
最
大
の
都
市
に
な
っ
た
静
で
あ

る
｡
此
の
天
正
頃
の
大
阪
の
市
街
地
は
如
何
tj言

も
の

で
あ
っ
た
か
を
想
像
し
得
ぬ
が
'
常
時
の
形
式
は
矢
張

-
大
健
中
野
郷
な
.,/J
の
如
き
垣
内
式
暴
落
で
'
以
前
か

ら
多
少
東
商
南
北
の
格
子
状
を
成
し
て
層
た
ら
-
ビ
想

は
れ
る
｡

之
を
妻
す
る
に
大
阪
の
都
市
ビ
し
て
の
成
立
に
対
し

て
の
第

一
要
因
は
淀
川
の
河
港
で
あ
っ
て
瀬
戸
内
海
を

控
制
す
る
地
理
的
位
置
に
在
る
が
.
弟

二
は
天
王
寺
石

山
寺
が
建
て
ら
れ
た
邸
陵
が
北
に
延
び
て
此
の
河

口
を

舵
湖
す
る
形
勢
の
位
置
で
あ
っ
て
､
舌
代
近
世
の
門
前

町
た
る
小
郡
骨
が
日
本
全
鯉
を
通
じ
て
最
も
大
き
い
経

済
上
の
中
,a
た
る
大
都
市
に
僚
逢
し
た
も
の
で
あ
る
｡

(
小
川

TJ中
村
)

誓
1.1

六

l
ニ

~

‥‥.
.

;.丁目.′~~'


