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大
阪
府
は
、
近
代
工
業
の
著
し
い
発
展
を
示
し

な
が
ら
、
府
単
位
で
自
ら
の
歴
史
を
顧
み
る
こ
と

の
少
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
よ
う
や
く

自
治
体
と
し
て
歴
史
の
関
心
を
高
め
て
き
て
い
る

が
、
そ
の
着
実
な
成
果
と
し
て
、
近
代
教
育
史
に

つ
い
て
の
本
書
を
得
た
こ
と
は
、
大
き
な
意
義
を

も
っ
て
い
る
。

　
本
書
は
、
現
大
阪
府
を
構
成
す
る
旧
大
阪
府
（
摂

津
）
と
旧
堺
漿
（
河
内
。
和
泉
）
の
二
府
県
に
わ

た
っ
て
、
近
代
教
育
の
成
立
の
過
程
を
中
心
に
、

寺
子
屋
か
ら
明
治
十
四
年
ま
で
の
史
料
約
一
三
〇

〇
点
を
紋
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
制
頒
布
後
の

い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
教
育
の
時
期
に
お
い
て
、
大

阪
府
で
ど
の
よ
う
に
教
育
が
整
備
さ
れ
て
行
っ
た

か
克
明
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
編
集
の
方
法
は
、
各
史
料
を
、
近
代
教
育
・
学

制
実
施
以
後
の
初
等
教
育
・
女
紅
場
等
か
ら
社
会

教
育
に
い
た
る
十
一
の
項
臼
に
分
類
し
、
項
日
ご

と
に
編
年
体
に
並
べ
て
い
る
。
女
紅
場
に
示
さ
れ

る
女
子
教
育
、
大
阪
市
中
の
幼
稚
園
、
特
色
あ
る

高
等
教
育
を
は
じ
め
、
教
育
内
容
や
教
員
の
履
歴
・

構
成
な
ど
興
味
深
い
内
容
が
豊
富
に
も
り
こ
ま
れ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
史
料
の
収
集
・
選
択
に
は
並
々
な

ら
ぬ
努
力
の
あ
と
が
う
か
が
え
る
。
比
較
的
簡
単

に
目
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
後
の
時
点

で
の
編
集
で
あ
る
学
校
沿
革
誌
な
ど
を
排
し
て
、

た
と
え
断
簡
で
あ
っ
て
も
そ
の
時
点
で
の
直
接
的

な
史
料
を
丹
念
に
拾
い
あ
げ
て
い
る
の
は
、
そ
の

例
証
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
口
本
教
育
史
資
料
」
の

寺
子
屋
調
査
が
、
実
は
各
村
か
ら
の
報
告
に
も
と

つ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
河
内
国
岩
室
村
・

小
笠
村
の
例
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
ほ
ん

の
一
例
で
、
そ
の
他
詳
細
な
史
料
を
通
し
て
、

府
下
の
教
育
史
の
研
究
水
㎜
準
が
、
中
央
統
計
的
な

「
文
部
省
年
報
」
を
こ
え
て
新
し
い
段
階
に
入
っ

た
こ
と
を
、
血
書
は
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
学
制
実
施
が
各
地
方
に
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に

展
開
し
た
か
は
、
と
り
わ
け
関
心
の
も
た
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府

権
知
事
渡
辺
昇
の
「
学
校
設
立
の
出
口
諭
」
、
学
制

解
説
や
堺
県
の
「
学
闊
の
心
得
」
、
堺
県
知
蕃
税

骨
子
の
一
般
行
政
と
教
育
政
策
の
か
か
わ
り
、
河

内
の
戸
長
端
山
周
平
の
「
事
惜
解
話
」
な
ど
に
よ

っ
て
旧
二
府
県
で
の
近
代
教
育
の
特
徴
を
知
る
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
史
料
的
に
は
数
少
い
が
下

々
等
小
学
や
旧
大
阪
府
に
多
か
っ
た
私
立
小
学
な

ど
は
地
域
的
な
特
徴
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
教
育
制
度
の
整
傭
と
民
衆
と
の
か
か
わ

り
も
重
要
な
面
で
あ
る
。
不
就
学
に
つ
い
て
の
和

泉
国
南
面
利
村
・
善
正
村
・
畑
村
、
河
内
國
四
条

村
な
ど
の
調
査
は
、
国
民
教
育
が
貧
困
に
よ
っ
て

阻
外
さ
れ
る
と
い
う
近
代
社
会
の
か
か
え
る
ア
ポ

リ
ア
を
考
え
る
重
要
な
史
料
で
あ
ろ
う
。
戸
長
が

郷
学
校
へ
入
る
た
め
そ
の
役
を
辞
す
る
例
も
、
文

明
開
化
期
の
啓
蒙
的
な
教
育
の
普
及
を
能
動
的
に

う
け
入
れ
る
民
衆
の
姿
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
近
代
史
の
編
集
に
さ
い
し
て
は
、
官
庁
所
蔵
文

書
の
役
割
が
大
き
い
が
、
大
阪
府
で
は
終
戦
時
に

そ
の
貴
垂
な
保
存
書
類
を
す
べ
て
焼
却
し
た
と
い

う
。
そ
の
た
め
本
書
の
編
集
も
他
の
自
治
体
で
は

味
え
な
い
ほ
ど
の
苦
労
を
必
要
と
し
た
と
推
察
さ

れ
る
。
こ
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
．
ッ
プ
を
う
め
る
べ
く
、

旧
大
阪
府
に
つ
い
て
は
、
学
校
そ
の
他
公
的
機
関

を
、
堺
県
に
つ
い
て
は
戸
長
役
場
文
書
を
求
め
て

府
下
の
旧
家
を
精
力
的
に
博
捜
さ
れ
て
い
る
。

　
史
料
の
調
査
・
収
集
・
編
集
に
は
教
育
百
年
史

編
集
室
の
沢
井
・
福
島
雅
蔵
・
中
川
啓
史
の
各
氏

が
あ
た
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
前
近
代
史
の
研
究
老
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と
し
て
知
ら
れ
る
歴
史
家
で
あ
る
が
、
近
代
教
育

史
に
新
た
な
意
欲
を
も
っ
て
立
向
わ
れ
た
。
そ
の

成
果
が
、
手
堅
い
実
証
に
も
と
つ
く
厳
密
な
史
料

操
作
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
本
書
の
価
値
を
い
っ

そ
う
高
い
も
の
に
し
て
い
る
。

　
大
阪
府
教
育
管
年
史
は
全
三
巻
の
予
定
と
き
く
。

本
文
（
叙
述
）
篇
と
史
料
篇
②
の
完
成
を
期
待
し

て
紹
介
に
か
え
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
（
A
5
判
　
一
二
六
六
頁
　
写
真
八
頁
　
目
次
四
七

　
百
ハ
　
昭
和
四
十
山
ハ
㍍
†
［
二
日
月
　
大
阪
由
肘
教
育
丞
外
耳
ム
淵
）
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酒
井
　
～
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龍
谷
大
学
助
教
授
）

G
・
パ
ラ
グ
ラ
フ
著

中
村
英
勝
・
中
村
妙
子
訳

現
代
史
序
説

　
現
代
に
つ
い
て
断
片
的
に
語
る
こ
と
は
た
や
す

い
。
だ
が
現
代
史
に
総
合
的
な
見
取
図
を
与
え
る

こ
と
は
難
し
い
。
世
界
史
が
新
た
な
段
階
を
迎

え
た
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
今
日
、

そ
の
野
心
的
な
試
み
た
る
本
書
の
邦
訳
は
ま
こ
と

に
時
宜
を
得
て
い
る
。
慧
眼
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
中
世
史
家
の
手
に
な
る
原
著
は
、
一
九
六
四
年

の
執
筆
で
あ
り
、
以
後
七
年
間
世
界
の
激
動
は
凡

庸
の
現
代
史
分
析
の
焦
点
を
曇
ら
せ
る
に
足
る
も

の
が
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
書
に
お
け
る

分
析
は
今
日
な
お
基
本
的
に
は
光
を
失
っ
て
お
ら

ず
、
む
し
ろ
執
筆
当
時
よ
り
一
層
の
説
得
力
を
持

ち
う
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
し
か
も
本
訳
書

に
特
に
寄
せ
ら
れ
た
長
い
序
文
（
七
一
年
四
月
付
）

は
、
こ
の
聞
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
十
二
分
に
埋
め
、
訳

書
の
光
彩
を
原
著
以
上
に
高
め
て
い
る
。
著
者
の

現
代
史
に
対
す
る
認
識
視
座
の
特
色
は
何
よ
り
も

そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
角
に
あ
る
。
一
九
世
紀
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
国
家
を
単
位
と
し
た
勢
力
均
衡

の
時
代
か
ら
地
球
規
模
で
の
真
の
世
界
史
へ
の
座

標
転
換
、
国
際
政
治
、
人
ロ
エ
ネ
ル
ギ
i
両
面
に

お
け
る
西
欧
の
比
重
低
下
と
A
・
A
諸
国
の
拾
頭
、

米
中
ソ
を
中
心
と
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
化
と
大
陸
規
模

で
の
世
界
的
再
調
整
期
の
開
幕
と
い
う
認
識
は
西

欧
人
と
し
て
の
制
約
を
見
事
に
脱
し
て
い
る
。
著

者
は
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
世
界
史
像
に
根

本
的
な
修
正
を
迫
り
、
同
時
に
一
九
世
紀
以
来
、

今
尚
根
強
く
残
る
悪
し
き
歴
史
主
義
に
対
す
る
方

法
論
的
挑
戦
を
も
意
図
し
て
い
る
。
歴
史
に
お
け

る
継
続
醸
よ
り
断
絶
面
に
日
を
む
け
、
現
在
と
来

来
へ
の
展
望
か
ら
過
去
を
把
え
返
し
、
現
代
史
に

単
な
る
政
治
評
論
を
超
え
た
学
的
認
識
を
獲
得
せ

し
め
よ
う
と
す
る
試
み
は
「
現
代
漏
を
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
以
降
一
九
世
紀
末
葉
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「
近

代
」
と
ま
っ
た
く
世
界
構
造
を
異
に
す
る
新
し
い

史
的
時
鰭
空
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
彼
は
こ
の
構

造
転
換
を
も
た
ら
し
た
原
動
力
を
一
九
世
紀
末
葉

以
降
の
第
二
次
産
業
革
命
（
科
学
技
術
革
命
）
に

も
と
め
、
そ
れ
の
生
み
出
し
た
高
度
工
業
社
会
の

帝
国
主
義
的
世
界
制
覇
の
進
行
と
そ
の
解
体
過
程

と
い
ヶ
一
円
環
の
中
に
世
界
構
造
の
一
大
過
渡
期

を
見
る
。
つ
ま
り
一
八
九
〇
年
の
前
後
か
ら
一
九

六
〇
年
あ
た
り
ま
で
を
近
代
と
現
代
の
問
に
横
た

わ
る
分
水
嶺
と
見
、
ド
ル
時
代
の
終
焉
以
後
の
世

界
を
新
た
な
時
代
、
政
治
的
多
極
化
と
南
北
闇
題

（
著
者
は
こ
の
用
語
を
用
い
て
は
い
な
い
）
の
時

代
で
あ
る
と
把
握
す
る
。
こ
の
構
図
は
大
局
的
な

文
明
史
観
と
し
て
は
誤
っ
て
い
な
い
。
た
だ
難
を

言
え
ば
、
こ
の
七
〇
年
も
の
大
き
な
分
水
嶺
に
生

起
し
た
諸
々
の
歴
史
事
象
の
意
味
が
全
て
国
際
政

治
論
に
還
元
さ
れ
、
キ
メ
の
細
か
い
段
階
規
定
が

欠
落
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
第
二
次
産
業

草
命
は
進
行
中
の
第
三
次
産
業
革
命
と
の
構
造
的

連
関
を
問
わ
れ
る
べ
き
だ
し
、
帝
国
主
義
と
南
北

問
題
も
産
業
資
本
主
義
↓
独
占
資
本
主
義
↓
国
家

独
占
資
本
主
義
と
社
会
主
義
と
の
競
合
と
い
う
経

済
学
的
段
階
分
析
を
踏
ま
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま

た
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
の
不
十
分
さ
は
一
九
一
七

15e　（944）


