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ー、
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嚢

毎灘
日緊懇 劃

酔

馳
ぜ

識購繍繍灘曝騨1麟

驚纏議薩幽.
鐵

鱗聾

一

技
術
お
よ
び経
営

の革
新
を
内
容
と
し

て
合
理化
政
策
が
展

開
さ
れ委
糧
で
、

わ
が国
のφ
葉
は
、

い
わ
ゆる
,質
金
近

代
化
`
を
、安
定
質

金
の
構
想
の
も
と
、職
務
給化
を
中
心

に
す
え
て
お
し
進
め
て
いる
に反
し
、

組
合
の
質
金
政
策は
混
迷
の
一語
に
つ

き
る
.
そ
れ
は質
金鵠
に関
す
る
研
究

頓
域
で
の
理
融
的錨
綜
と
関
係
す
る
.

く
り
か
え
さ
れ
る春
闘
の賃
金
闘
箏

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パな
み
の質
金
、し
た

が
って
「大
幅
賞
上
げ
」を
た
だ
一
つ

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
す
る組
合
の質
金
政

策
は
(政
策
と
名付
け
られ
る
べき
も

の
で
は
な
い
が
)
混
迷
が
生
み
だし
た

妥
協
的
産
物
で
あ
る
。
組
合は
、年
功

質
金
を
否
定
す
る
の
か
、
固
執
する
の

か
不
明
で
あ
る
。
「岡
一労
働
同
一質

金
の
原
則
」
の
具
体
化
に
つ
い
ても
明

かと
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に不

明
確
で
あ
る
が
故
に
「大
幅
質
上
げ
」

に集
約
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

ある
。
年
功
賃
金
論
お
よ
び
同
一労
働

同
一賃
金
論
の
不
明
確
さ
の
反
映
で
あ

る
と
い
って
よ
い
。
し
た
が
って
、
質

金
礪
験
の鱈
線
状
態
を
整
理
し
、
理
齢

的
這
すじ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
亡
が
、

質
金
政策
の上
か
ら
も
不
司
欠
の
問
題

で
あ
る
と
いわ
ね
ば
な
ら
な
い
.
岸
本

英
太
郎編
蕾
「日
本
賃
金
論
史
」
は
、

ま
さ
に
こ
の問
題
意
識
か
ら
と
り
く
ま

れ
元
研
究
成果
で
あ
る
。

二

表
題
が
示
すよ
うに
、
本
書
は
年
功

質
金
論
と
國
一労
働
岡
一賃
金
論
を
軸

に
、
質
金
理
齢を
論
史
のか
た
ち
で
ま

と
め
ら
れ
て
いる
。そ
れ
は
第
一に
胎

史
風
で
あ
る
た
め
に
、
わが
国
賃
金
論

の
理
論
麗
開
の
プ
ロ
セ
スと
現
舳爵
悶の

闘
題
点
の
内
容
が
明
確
に指
摘
す
る
。

第
二
に
、
そ
の
薦
論
的
検
討
は労
働
力

の
価
値
法
則
を
基
底
に
労
働
力
の市
場

価
値
法
則
⊥
吊蘂

法
則
ー労
働
の

■
嚢

■器
。2番

鵠

認
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滋
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罵
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鴨ジ

馨

聯
離
鍵
鑛
糖

螺賜」鐸

攣

驕
雛

蠣

靴暢
具体

「

歴

お
い
て
壽

は
塁

羅

の本
質
養
金
の
浮

し尽
。
て
い
る
。

的
究
明
で
も
あ
る
。
第
三
に
、本
蓄
は
・簡
単
に
内
器
鵡
ふ
れ
よ
う
。

P
p

鰍嚢
鹸
馨
鍵

第も
・ず蒙
年功貿

縢
躍
携
鎌

鵬
霧

躍
機

蠣墨

　
　
　

　
ぱ
　　　
　
の
　
なを
む
ゆ
み
　
　
な
　
を
　
　
と
い
っ
た
も
の
で

離

議
灘

飴
蠣
一灘鱗

難

一
醐
嘉
蟻

礁
謙

同

策

刑
と
し
て
これ
が
笑
現
し
た
の
で
あ
る
。

現
在
の技
術
革
新
に
年
功
賃
金
は
必

働
歌

ず
し
も
適応
しな
い。
資
本
は
新
た
な

「質
金
節
約
と職
制
支
配
の
強
化
」
を

前

霧

稔

に
も
とめ
てき
た
.
こ
こ
で

労

的

本
醤
は
職
務
給化
政策
を
検
討
し
、
こ

れ
に
ガ
ユ
さ
る
べ
き
　を
の　
ゑ
　
　

博
艦

購
叢

囚

第
二
章
は
、
同
一労
働
聞
一賀
金
論

に
視
点
を
す
え
て
、
戦
後
、
総
評
「質

金
綱
領
」
に
至
る
期
間
の
賞
金
論
の
展

開
が
追
析
さ
れ
て
い
る
。

日
本
労
働
組
合
の
悲
劇
は
横
断
的
な

質
率
U
岡
一労
働
同
一質
金
確
立
と
い

う質
金
の根
不原
則
に
つ
い
て
の
意
識

をも
た
ず
「自
ら
の
労
働
の
稻
付
け
を

行
なお
うと
せ
ず
、
辱
ら
資
本
の
ぺ
1

一ス
の中
で質
上
げ
に
終
始
レ
た
」
(八

二頁
)点
に
あ
る
。
こ
の
誤
ま
れ
る
運

論支
柱
が
た
ん
な
る
生
活
給
理
論
で
、

著
者は
そ
の典
型
と
し
て
「標
準
家
族

轡

、
・

,隔ん

》
惚画 碑_∴ ・ご 桝

り単伊〉 ノ

譲 ㌶ 灘 撫
轟謬 鴨勢評

の最
低
生
活
蟹
を
生
活
給
と
し
て
ま
ず

確
保
し
て
の
み
は
し
め
て
同
一憎
働
同

一質
金
が
笑
現
す
る
。
低
い
質
金
水
準

の段
階
で
同
一労
働
同
一質
金
を
要
求

す
る
こと
は
誤
り
」
(
「民
同
の
質
金

理
論
」
一九
四
八
年
十
二
月
産
労
月

報
)
を指
摘
す
る
。
こ
の
時
点
で
同
一

労
働同
一賃
金
の漂
則
の
正
し
い
螺
解

も渠

蕊蓉

ゼな

讐禦

緩
断賃
率
の
意
義
を明
か
に
し
て、

 

も
の
に
す
ぎな
か
った
。
そ
の後
、
理

論
的停
迷
は
つづ
き
、
総
評
「賃
金
綱

一領
」
の埋
論
的
浅
薄
も
そ
のあ
ら
わ
れ

と
著
省
は
み
る
。
かく
て
「同
一労
働

同
一賃
金
の
原
則
に
つ
い
て
の
理
解

は
、理
諭
的
に
は
、
一九
五
四
年
に

じ
ま
った
く
労
働
の
価
格
の法
則
V論

争
を
へて
〈
労
働
力
の
市
場
価
値
法

則
〉
の
究
明
と
批
判
を
通
じ
、
実
践
的

に
は
「質
金
綱
領
」
運
動
の
発
震
の
な

か
で
深
め
ら
れ
て
い
った
の
で
あ
る
」

ρ
一二
〇
頁
)
。
こ
の
実
践
的
側
面
で

の
深
化
に
第
三
章
、
理
論
的
深
化
に
第

四
・五
章
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

五

第
三
章
で
、
こ
れ
が
い
か
に
労
働
組

台
自
身
に
よ
って
深
め
ら
れ
た
か
が
、

総
評
「寅
金
綱
領
研
究
会
」
の
討
論
の

な
か
で
検記
さ
れ
る
。
「岡
一労
働
同

一畏
金信
貴
金体
系
の原
則
で
は
な

い
」
と
い
っ
た質
金
理
論家
に対
し
、

組
合
幹
部
の
批判
は
正
し
いと
評
価
す

る
善
首
は
、
こ
の
問
題
を明
碓
に
「企

一業
の
枠
を
こ
え
た
横
断
的
な同
一労
働

同
一質
金
の
原
則
の確
立
が
、
まさ
に

労
働
組
合
の
質
金
政
策
に
よ
っ
て笑
現

し
て
ゆ
く
べ
き
労
働
者
的
賓
金
体
糸
に

ほ
か
な
ら
な
い
」
(
一七
三
頁
)
と
い

う
。つ

い
で
最
低
賀
金
制
と
横
断
賀率
を

め
ぐ
る
論
争
が
整
瑚
検
討
さ
れ
、
と
く

そ
の
移
行
の
政
策
が
提
起
さ
れ
る
。

第
四
・五
章
は
同
一労
働
同
一寅
金

論
を
経
済
学
範
鋳
と
の
関
連
で
、
そ
の

論
理
構
造
を
解
明
す
る
に
あ
て
ら
れ
て

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
賃
金
の
本
質
で

あ
る
「労
働
力
の
価
値
」
と
現
実
の
質

金
間
題
と
の
理
論
的
直
す
じ
で
あ
る
。

こ
の
理
論
的
検
討
によ
っ
て
(本
窪
に

よ
っ
て
「貝
体
的労
働
力
の価
値
」
内

答
が
か
な
り
明碓
化
し
てき
て
いる
こ

と
は
検
討
に
値
いす
る
)同
一労
働
岡

一蟹
金
の
内
岱
も理
論
的
に明
ら
か
と

さ
れ
て
き
た
。そ
れ
は
つ
ぎ
のよ
う
に

要
約
さ
れ
る
。
(一)同
じ
質
の労
働
力

は
働
値
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
。
そ
の

価
櫨
差
が
生
ず
る
の
は
市
場
価
値
の
次

元
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
(二
)
岡

{労
働
同
一賞
金
の
原
則
は
「労
働
の

価
格
」
の次
元
で
、
つ
ま
り
労
働
紐
合

が
労
働
諸
条
件
の
共
通
規
制
と
の
統
　

に
お
い
て横
断
的
な
労
働
の
時
間
賃
率

を碓
立
す
る
こ
と
に
よ
って
実
現
す

}る
。
(三
)同
一労
働
岡
r賀
金
の
原

繭
舗
霧
饗
胴繍
雛
輩
肇
劉
認
駝
舞
罪
嬬

闘
の
不
当
格
差
撤
廃
。妥
当
格
差
設立

四
)に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、労
働
組
含
論

の
原
則
で
あ
る
。
(四
)
同
一労
働
同

と
の関
連
が
埋
論
的
に
解
明
さ
れ
て
い

一費
金
は
労
働
組
合
団
紬
の
基
礎
で
あ

か
に発
展
せし
め
ら
れ
る
か
であ
る
。

る
。
(三
六
三
ー
五
貢
)

(ミ
ネ
ルヴ
ァ書
房
刊
・B
六判
ニ
ニ

本
普
は
日
本
賃
金
問
題
を
理
論
的
に

七
六
頁
・七
八
〇
円
)
(京
大
経
済学

も
、
政
績
的
に
も
前
進
さ
せ
る
も
の
で
一部
助
教
授
・社会
政
策
鴇
)

す
ぐ
れ
た
啓
蒙
的
道
標

的
に
提
起
し
、
そ
の
理論
的
解
明
を
行

な
う
も
の
で
あ
れ
ぱ
、
す
ぐれ
た
政
策

的
課
題
に
も
答
え
る
も
の
であ
る。

本
書
の
構
成
は
、
第
一章年
功
質
金

論
と
同
一労
働
同
一質
金
第
二章
戦

後
に
お
け
る
同
一労
働
同
一質
金
論
の

展
開
と
総
評
「質
金
綱領
」
第
三
章畏

期
質
金
政
策
を
め
ぐ
る
同
一労
働
同
一

質
金
鹸
と
棋
断
質
率
論

第
四
章
「労

働
の
価
格
の
法
則
」
論
と
同
一労
働
岡

閥

岡

鱒卿

疎
外
現
象
把
握
に
疑
問

向
坂
教
授
が
笑

践
的
に
日
本
の
社

会
改
新
の
運
動
に

た
いし
て
大
き
な

貢
献
を
し
て
お
ら

れ
る
こ
と
は
周
知

の拳
実
で
あ
る
が

終
戦
の
のち
に
教

授
が
醤
か
れ
た
埋

論
的な
論
文
が
ま

と
ま
っ
て
一冊
の

醤
物
に
な
る
時
が
来た
。学
界
のた
め

に
、
ま
た
教
脅騨
の
ため
に
、大
へ
ん

よ
ろ
こ
ば
し
い
.

出

本
畜
の
囚
答
は
四
つ
の
部
分
か
ら
な

って
い
る
。
序
説
に
お
い
て
、
マ
ル
ク

ス
・エ
ン
ゲ
ル
ス
の
世
界
観
と
史
的
唯

物
論
と
社
会
科
学
と
の
闘係
が
説
明
さ

れ
、
第
一編
に
お
い
て
は
、
育
年
マ
ル

ク
ス
の
思
想
か
ら
隔
後
の
展開
へ
の
芽

が
つ
み
出
さ
れ
、
第
二
編
と
第
三
編
に

お
い
て
は
「資
本
論
」
研
究
上
の
諸
問

題
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に

た
い
す
る
教
授
の
見
解
が
の
べ
ら
れ
て

い
る
ほ
か
に
、
日
本
の
独
占
資
本
に
た

いす
る
簡
単
な
見
通
し
と
シ
ュ
ム
ペ
ー

タ
ー
に
た
い
す
る
批
評
の
一文
が
入
っ

て
いる
。
最
近
の
出
版
物
と
し
て
は
、

へ酬
「も
う
読
ん
だ
か
」

嫡
「あ
あ
読
ん
だ
よ
」

}
「君
も
僕
も
新
聞
屋
だ
か
ら
、
滝
川

事
件
は
つ
い
て
は
一般
人
よ
り
いく

{
ら
か
詳
し
く
知
って
る
わ
け
だ
ネ
」

「そ
う
だ
。
だ
け
ど
、
な
お
今
ま
で

、
わ
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
も
、
い
く
ら
か
は

一し
あ
った
ナ
」

{

「亭
件
の
当
事
者
が
、
三
十
年
と
い

へ
う
冷
却
期
聞
を
お
い
て
、
あ
け
す
け

に
督
いて
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
で
真

相
が
全
部
さ
ら
け
だ
さ
れ
た
こ
と
に

なる
」
「よ
く
ま
あ
、
先
生
、
克
明

削
に
メ
モ
を
と
って
お
か
れ
た
も
の
だ

ロ
と感
心
し
た
」

{{

「先
生
の能
文
小
説
家
は
だ
し
だ
ナ

囲
」
「う
ん、
こ
れ
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ

叩
ヨ
ン
だ
が
、ま
った
く
ラ
ク
に
読
め

た
」
「話
は
ち
が
う
が
、
城
山
三
郎

のあ
れ
読
んだ
か
」

「小説
日
本
銀
行
か
。
あ
れ
は
雑
誌

に
の
った
も
のだ
が
、
一万
田
法
皇

や
、池
田
蔵
相
も
出
て
く
る
し
、
実

話
小説
と
し
て面
白
く
読
ん
だ
。
し

か
し
貧
乏
人
には
、縁
の
な
い銀
行

の
語
じ
ゃ
、そ
れ
よ
りわ
れ
わ
れ
に

は
学
問
の
こ
と
が大
畢
だ。
大
学
人

こ
ろ
は
大
き
い
ナ
」

「と
こ
ろ
で
君
、
こ
の
本
で
一番
ど

こ
に
関
心
を
も
った
か
」

「わ
か
ら
な
か
った
点
が
、
い
ろ
い

ろ
わ
か
って
あ
り
が
た
か
った
が
、

先
生
が
一番
不
愉
快
に
思
わ
れ
な
が

ら
、
欝
き
た
く
な
い
と
思
わ
れ
な
が

ら
、
し
か
も
な
お
か
つ
欝
か
ね
ば
な

ら
な
か
った
一項
目
が
あ
る
」

「そ
こ
だ。
御
忠
告
に
従
って
、
多

く
は
百わ
ぬ
が
、
再
建
後
の
法
学
部

教授
会
が
、
あ
ん
な
状
態
だ
った
と

は
、ま
っ
た
く
想
像
の
ほ
か
だ
っ

た
」「二

四
二
ペー
ジ
の
と
こ
ろ
か
」

「こ
こ
を読
んだ
り
、
話
は
も
と
へ

戻
る
が
、
亭
件当
時
の文
部
官
僚
の

策
謀
や
、
こ
れ
に呼
応
し
て
露
動
し

"大
学

の
自
治
4に
示
唆

≡
≡
・滝

川

元
総
畏
の
絶
筆
"
激
流
"
を
読
む
…
三・、

入

ぎ
;山
し●●●.」

 

「ど
こ
だ
よ
そ
れ
は
」

「先
生
が
法
学
部
畏
に
返
り
咲
い
て

の
ち
の
こ
と
、
一一年
の
約
束
で
講
舳

に
就
任
さ
れ
た
、
佐
々
木
先
生
の
後

任
教
授
詮
嬉
の
教
授
会
の
い
き
さ
つ

だ
」「ア

マ
ノ
ジ
ャク
は
や
め
と
け
よ
」

「い
や
、
す
で
に
初
版
一万
何
干
部

は
世
に
出
て
い
る
。
そ
れ
を
百
う
て

も
差
支
な
か
ろ
う
」

「教
授
会
の
内
各
な
ど
、
雲
の
上
の

出
来
乙と
で
、
わ
れ
わ
れ
に
は
う
ナ

が
い
知れ
な
い
の
だけ
れ
ど
…
…
」

ぎ
;雄
亀●■●.・3

門日〔
】

た
諸教
授
、
そ
れ
か
ら
法
学
部
の
裏

切
組
や
、寧
件
後
立
命
大
か
ら
、
京

大
に復
帰
した
若
い
人
々
の
こ
と
な

ど
読
む
と
、
むろ
ん自
分
も
含
め
て

だ
が
、
人
聞
不
儲
か
ら
自
己
嫌
悪

に
、
お
ち
い
ら
ざる
を
え
な
い
」

「で
は
話
題
を
か
え
よ
う
」

「初
版
刑
法
読
本
の巻
頭
に
、
中
国

胆
の
美
人
の
写
真
が
あ
っ
沈
のを
覚

え
て
い
る
か
」

「あ
あ
、
あ
れ
は
ナ
ゾ
の
女
性
で
あ

うた
ナ
」

「あ
の
写
異
に
つ
い
て
は
、
読
本
の

ど
こ
に
も
何
の
説
明
も
な
か
った
.

先
生
の
序
文
に
、
原
稿
の筆
写
や校

正
κ
、
妻
静
子
を
偽
わ
した
と
、喬

幽

い
て
あ
る
の
で
、
こ
れ
は奥
様
か
い

ナ
と
思
う
て
い
た
。
と
こ
ろ
が大
間

違
い
で
、
こ
の
美
女
は
中国
の留
学

生
侯
玉
芝
嬢
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の

酬

本
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
.
当時
あ
っ

た
三
国
学
生
会
の
指
導
を
、
総
長
か

ら
依
嘱
さ
れ
た
、
そ
の
学生
の
一人

で
あ
り
、
ラ
ジ
オ
放
送
を
鱗
記
した

人
だ
が
、
こ
の
口
絵
の
た
め
に
も

慶敵
国
入
の
写
真
を
の
せ
た
8
と
、

{

軍
耶
から
に
ら
ま
れ
、
不
愉
快
な
目

触漣

に
あ
った
と
、書
いて
お
ら
れ
る
」

蝋

「戦
後
刑
法
読
本
は
再
刊
さ
れた
ナ
」

「簡
島
氏
の
世
界
思
想
社
が
出
し

た
。
そ
の
と
き
こ
の初
版
本
を
高
島

甲

氏
に
提
侠
し
た
の
だ
った
が
、
候
さ

ん
の
写
真
は
割
愛
し
た
」

岬

「ま
だ
話
は
つ
き
ぬ
が
…
…」

曲

「四
百
字
詰
二
枚
と
い
う編
集
長
の

刷

注
文
だ
か
ら
、
つ
ぎ
の
穣
会
に
、
ま

た
話
す
こ
と
に
し
よ
う
」
(河
出
ペ

ー
パ
ー
バ
ック
ス
・二
八
〇
頁
・二

五
〇
円
・別
に
特
装
本
あ
り
六
〇
〇

円
)
(本
社
名
誉
顧
間
)

写
翼は
初版
裂

続
本
の
ロ
絵
に

剛

な
っ
た
中
国貿
孚生
、
岡
憲
社
大

副

・大
学
院
倶
玉
2さ
ん

が
相
亙
に
一定
の
関
係
を
紬
ん
で
い
る

ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘへ

の
で
、真
の人
貯
的
結
合
は
み
ら
れ
な

へい。
封
建社
会
を
突
き
破
っ
て人
類
解

放
を
果
そ
う
と
し
た
ブ
ルジ
ョワ
革
命

は
、
こ
の
私
有
財
産
の支
配
す
る
市
民

社
会
を
絶
果
し
た
た
め
に
、
績局
は
共

同
体
を
し
め
だ
さ
ざ
る
を
え
なく
な
っ

て
し
ま
った
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
で

は
主
体
そ
の
も
の
も
分
裂
し
、
現
笑
に

生
き
る
利
己
的
個
入
と
公
民
と
に
分
か

れ
て
お
り
、
一般
に
分
裂
性
や
「人
閻

疎
外
」
が
頂
点
に
達
し
て
い
る
。

こ
の
疎
外
状
況
が
は
っ
き
り
あ
ら
わ

れ
て
い
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
神
で
あ

る
貨
幣
で
あ
っ
た
。
「貨
幣
は
人
間
の

労
鋤
と
存
圧
と
が
人
間
か
ら
疎
外
さ
れ

た
も
の
で
あ
って
、
こ
の
疎
外
さ
れ
た

一も
の
が
人
聞
を
支
配
し
、
人
間
は
こ
れ

を
礼
拝
す
る
の
で
あ
る
。
」
そ
こ
で
は

目
的
と
手
段
と
が
顛
倒
し
、
社
会
の
紐

は
利
己
主
義
と
個
人
の
欲
求
の
み
で
あ

って
、
頁
の
入
類
の
共
同
的
な
納
含
は

の
ぞ
む
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
疎
外
か
ら
の
人
類
解
放
の
課

題
を
「
へー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
」

の
な
か
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
アー
ト
に
求

め
た
の
で
あ
った
。

三

だ
が
、
市
民
社
会
に
お
け
る
人
聞
存

在
の
疎
外
状
況
は
、
そ
の
物
質
的
潴
関

係
を
あ
き
ら
か
に
せ
ず
し
て
は
と
ら
え

ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
当
時
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
の
理
論
的
武
器
た
る
私
有
財
産

のイ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
対
決
し
、
こ
れ
を

批
判
的
に
克
服
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
歴

史
的
課
題
を
果
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

一マル
ク
ス
は
こ
う
し
て
「経
済
学
ノ
ー

ト
」を
執
筆
す
る
こ
と
と
な
った
。
こ

こ
に、
マル
ク
ス
思
想
の
形
成
の
な
か

に
、経
済
学
が
媒
介
す
る
こ
と
と
な
っ

た
の
であ
る
。

市
民
社
会
に
お
い
て
、
人
聞
は
商
品

所
有
首と
し
て
父換
過程
で
一定
の
関

係
を
とり
鮎
ぷ
のだ
が
、
こ
の
関
係
が

い
か
に類
的
存
在
と
か
け
は
な
れ
て
い

る
の
か
、
これ
を客
観
的
世
界
の
合
法

則
性
の
な
か
で解
明
す
べき
で
あ
ろ

う
。
マル
ク
ス
は
人
間
と
人
闘
と
は
こ

の
社
会
で
は
、
物
と物
と
の
関係
と
し

て
し
か
も
商
品
と
商品
と
の
関係
と
し

て
あ
ら
わ
れ
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が支

配
す
る
の
であ
る
。
こ
の
市
民
社
会
に

お
け
る
妹外
過
程
を
経
済
的
カ
テ
ゴ
リヘ

へ

ー
の
展開
にし
た
が
って
、
主
に
交
換

ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ

過
程
の地
平
で
あ
き
ら
か
に
し
た
。
っ

ま
り
、
私有
財
産
は
商
品
と
し
て
ま
ず

あ
ら
わ
れ
、
そ
の交
換
が
ブ
ル
ジ
ョワ

社
会
の
紐帯
で
あ
る
、
の
み
な
ら
ず
そ

れ
は
価
債物
とし
て
貨
幣
態
に
結
晶
す

る
。
さ
ら
に
、貨
幣
は
そ
れ
自
体
で
質

金
属
か
ら
紙幣
へ
の形
態
変
化
を
と
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、先
の疎
外
は
頂
点

に
達
す
る
で
あ
ろ
う。

こ
う
し
た
私
的
商品
の交
換
が
市
民

社
会
を
共
同
体
か
ら引
き
は
な
す
ので

あ
る
が
、さ
ら
に
、こ
の
交換
のた
め
に

労
勘
そ
の
も
の
も
私嶺
財産
を
獲
得
す

ヘ
ヘ
ヘ
へ

る
た
め
の
営
利
労
働
に
お
とさ
れ
、し

ヘ
へ

か
も
分
菓
は
極
度
に
抽
象化
さ
れ精
神

と
肉
体
を
不
具
に
し
て
し
ま
う
の
であ

る
。
労
働
は
自
己
自
身
か
ら
分
裂
し
、

労
働
と
資
本
と
が
分
裂
し
て
し
ま
う
の

ヘ
ヘ
ヘ
へ

で
あ
り
、
こ
こ
に
疎
外
が
生
断適
程
に

ま
で
侵
透
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

「経
済
学
ノ
匙

」
で
は
こ
の
生
産
・

"

「山父
換

」
か

・4り
「生

産

」
へ

疎
外
の

幽

一八
四
三
年
も

終
り
に
近
い+
月

の末
、
マル
ク
ス

は
、
か
って
ル
ソ

ー
が
自
然
の
面
影

を
求
め
て
よ
く
散

歩
し
た
パリ
郊
外

のサ
ン
・ジ
まル

マン
に
居
を
移
し

て
、経
済
学
研
究

を
始
め
た
。
こ
の研
究
は
璽
商
主
義
か

ら
古
典
学
派
に
ま
でお
よぷ
多
数
の経

済
学
の
著
螢
に
つ
い
てな
さ
れ
一八
四

四
年
か
ら
翌
五
珂
に
か
け
て
マル
ク
ス

は
こ
れ
を
籾
力
的
に抜
革
した
り
、自

弁
証
法

へ
の
媒
介
項

己
¢
員
解
を
辞
注
と
し
て欝
いた
。
こ

の
ノ
ー
ト
を
一九
三
二年
にア
ド
ラ
ツ

ヰ
ー
が
編
集
し
て
「マ
ルク
ス
・
エン

ゲ
ル
ス
全
集
」
の
一章
に収
録
し
た
の

で
あ
る
が
轟
さ
ら
に
訳
首
が評
注を
中

心
に
こ
れ
を
訳
出
し
た
も
のが
、本
欝

で
あ
る
。
本
面
に
は
、
エ
ンゲ
ル
ス
を

は
し
め
、
セ
ー
、
ス
カ
ル
ベク
、ス
ミ

ス
、
リ
カ
ー
ド
ゥ
、
ジ
ェー
ムズ
・ミ

ル
、
マ
カ
ロ
ッ
ク
、
デ
ス
テ
ユ
ソト
・

ド
ゥ
・ト
ラ
シ
イ
、
ボ
ア
ギ
ュ
ベー
ル

の
九
人
の
掌
者
の
十
一の
響作
に関
す

る
マ
ル
ク
ス
の
ノ
k

が
収め
ら
れ
て

お
り
、
ほ
ぼ
こ
の
訳
肖
に
よ
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
は
こ
の
時
期
の
マ
ル
ク
ス
の
経

済
学
研
究
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き

平

井

よ
う
。

わ
れ
わ
れ
に
い
ま
こ
こ
で
、
こ
の
ノ

玉

の
な
か
で
も
っと
も
中
心
を
な
す

「ジ
ェー
ム
ズ
・ミ
ル
評
庄
」
を
て
が

か
り
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
マ
ル
ク
ス

の
経
済
学
研
究
の
内
容
と
慧
義
と
の
一

端
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。

ニ

マル
ク
ス
は
一八
四
四
隼
か
ら
翌
五

伍
に
か
け
て
、
は
じ
め
て
経
済
学
研
究

に
た
ず
さ
わ
った
の
で
あ
る
が
、
ど
の

よ
うな
実
践
的
・歴
史
的
課
題
の
も
と

で
、ま
た
いか
な
る
思
想
的
境
地
で
お

こな
った
ので
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
、

マル
ク
ス
は
「独
仏
箆誌
」
の
た
め
に

「ユ
ダヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
」
を
執
筆

俊

彦

し
、
そ
の
な
か
で政
治
的
解
放
1ー
ブ
ル

ジ
ョワ
革
命
の限
界
を
洞
察
し
、
三
月

ヘ
ヘ
へ

前
期
に
お
い
て人
類
的
解
放
1ー
プ
ロ
レ

ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ

タ
リ
ア革
命
の歴
史
的
課
題
を
提
起
し

へた。
そ
し
て
、こ
の思
想
的
基
礎
は
つ

ぎ
の
よ
う
であ
る
。
マル
ク
ス
は
そ
の

三
源
泉
の
一つ
であ
る
へー
ゲ
ル
払
哲

学
か
ら
出発
し
、そ
の批
判
を
す
す
め

て
き
た
が
、
こ
の時
期
に
は
フ
ラ
ン
ス

革
命
お
よ
び革
命
思
想
を
研
究
し
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ブル
ジ
ョワ
革
命
に

よ
って
は
人
類
の
目由
は回
復
さ
れ
ず

そ
れ
は
市
民
社
会
と
い
う私
有
財
産

社
会
を
生
み
だ
し
た
に
す
ぎ
な
い。
そ

こ
で
は
、
私
的
利
益
を
遣
求す
る
人
聞

ヘ
ヘ
ヘ
へ

労
働
の
疎
外
も
私
有
財
産
の
交
換
過
程

か
ら
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

へ

社
会
に
お
け
る
疎外
の深
部
は
、
自
然

と
労
働
と
の
物
質
代
謝
の過
程
で
の
み

あ
き
ら
か
に
さ
れ
、
そ
こ
で
こ
そ
貿
労

働
と
資
本
と
の
対
決
が
みら
れる
であ

ろ
う
。
こ
れ
は
つ
ぎ
の
「経
済
学
・哲

学
手
橘
」
に
よ
って
果
さ
れる
の
であ

る
。
「経
済
学
ノ
ート
」は
、疎
外
の

交
換
過
程
か
ら
生
産
過
程
へ
の転
換
の

寸
前
の
姿
で
あ
り
「疎
外
の
弁
証
法
」

を
確
立
す
る
媒
介
項
だ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
わ
た
し
は
「経
済
学
イ
ト
」
を

こ
の
よ
う
に
読
み
、
経
済
学
を
媒
介
と

し
て
マル
ク
ス
の
疎
外
の
弁
証
法
の
形

成
さ
れ
る
過
程
を
雌
思
惟
し
た
い
。
と

と
も
に
、
こ
れ
を
と
お
し
て
、
現
実
の

疎
外
状
況
の
分
析
の
一つ
の
理
論
的
手

が
かり
を
あ
た
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れる
の
であ
る
。
(未
釆
柱
刊
・A
五

判
・一=
六
ペ
ー
ジ
・七
八
Q
円
)

舎
納大
経
済
学
部
助
教撲
・経
済
哲
学
)

口

勇

め
ず
ら
しく
定価
が
やす
いこ
と
は
、

本
書
の普
及
には
好
都
合
な
こ
と
で
あ

る
に
ち
が
い
な
い。

賓
年
マル
ク
ス
の思
想
と
そ
の
後

の
そ
の
展開
をど
のよ
うに
理
解
す
る

か
は現
代
に
課せ
ら
れた
思
想
上
の
課

題
の
一つ
であ
り
、そ
れ
に
は
、
内
外

を
間
わ
ず
、多
く
の人
が取
り
組
ん
で

い
る
.
歴
史
哲
学
上
の問
題
と
し
て
取

り
上
げ
る
人
もあ
れ
は
、疎
外
論
を
中

心
に
吟
昧
しよ
う
と
す
る
人も
あ
り
、

経
演
学
説
上
の展
開
滋化
の峨
穆と

し
て
こ
の
問
題
を
と

上
げよ
うと
す

る
入
も
あ
る
。
し
か
し
著
者は
こ
の閥

題
を
は
「物
神性
」
の
発
見
と
い
う点

か
ら
解
こ
う
と
さ
れ
る
の
であ
る
.

蓄
者
の
追
究
は
、
日
本
に
な
い文
献

を
海
外
に
求
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で

至
って
お
り
、
ド
・プ
ロ
ス
の
「物
神

性
の
崇
拝
に
つ
い
て
」
が
モ
ス
ク
ワ
の

研
究
所
で
さ
が
し
あ
て
ら
れ
て
、
そ
こ

で
読
ま
れ
そ
こ
で
完
結
を
み
た
論
文
が

第
一篇
の
中
に
あ
る
.
評
者
も
ま
た
そ

れ
に
つ
い
て
知
る
と
こ
ろ
が
な
か
った

か
ら
、
著
者
か
6
教
え
ら
れ
た
こ
と
を

よ
ろ
こ
ぶ
.
そ
の
ほ
か
「ド
イ
ツ
・イ

蔵

デ
オ
。
ギ
ー
」
の
竪

か
ら
「共
麹

物
か
ら
ふ
た
た
蕎

馨

か
え
る

竃
言
」
に
い
た
る
ま
で
の
マ
ル
ク
ス
・

エ
ン
グ
ル
ス
の
身
辺
を
め
ぐ
る
革
命
運

動
の
経
過
に
つ
い
て
も
、
い
ま
ま
で
よ

り
も
は
っき
り
知
る
こ
と
が
で
き
て
、

う
れ
し
か
った
。
こ
の
よ
ろ
こ
び
は
評

者
に
だ
げ
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
多
く
の
専
攻
看
も
ま
た
評
者
と
周

じ
思
い
に
さ
そ
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
述
べ
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
ぬ
こ
と

は
、
物
神
性
に
お
い
て
疎
外
を
理
解
す

る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
も
、
響
看
が
諫

外
現
象
を
ぱ
正
し
く
琿
解
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
、
範
間
の
余
地
が
あ

る
と
いう
こ
と
で
あ
る
。
署
者
は
人
聞

と
人
間
と
の
関
係
が
物
と
し
て
現
わ
れ

る
こ
と
を
み
て
、
た
だ
ち
に
物
神
性
で

あ
り
、
疎
外
現
象
だ
と
さ
れ
る
よ
う
で

あ
る
が、
翼
冥
に
は
そ
う
で
は
あ
る
ま

い。
人
聞
関
係
が
物
と
し
て
表
現
さ
れ

たと
し
ても
、
も
し
も
そ
の
物
か
ら
人

聞
へ
の
逆
の通
路
が
み
つけ
ら
れ
、
人

蘭
と
物
と
の聞
に
い
き
い
き
し
た
往
復

が
可能
であ
る
な
ら
は
、
そ
れ
は
疎
外

で
は
な
い。
疎
外
と
いう
の
は
、
人
聞

関係
が
物
にお
い
て衷
示
せ
ら
れ
、
そ

の
物
の
固有
の性
質
のた
め
に
、
そ
の

　

灘
雛
撹
鍾
購
些

え
る
と
、
人
聞
と
物
と
が
一面
で
は
肯

定
的
な
関
係
に
あ
り
な
が
ら
他
面
で
は

否
定
的
な
関
係
に
あ
る
ば
あ
い
に
、
疎

外
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ

の弁
証
法
的
な
亭
態
に
つ
い
て
十
分
に

考
え
てお
ら
れ
ぬ
よ
う
に
み
え
る
。
疎

外
の
回復
と
い
って
も
、
入
間
関
係
が

物
によ
っ
て媒
介
さ
れ
る
こ
と
を
全
面

的
に
否定
し
て
いる
の
で
は
、
来
発
展

な
共同
体
にし
か立
ち
も
ど
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

一般
的
に
い
っ
て、
著
者
の
研
究

は
、
マ
ルク
ス
の思
想
の
う
つ
り
ゆ
き

が
「資
本
論
」
へ
の道
に
絞
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
道
す
がら
、爵
年
時
代
に
は

あ
っ
て
後
に
消
え去
って
い
った
も
の

に
つ
い
て
は
、
配慮
さ
れ
な
い
.
へー

ゲル
の
思想
と
の
つな
が
り
か
ら
の
み

わ
か
っ
てく
る
は
ず
の、
こ
の
問
題
意

識
が蓄
者
に
な
いこ
と
は
、
従
釆
の
マ

ルク
ス研
究
に共
通
の
特
色
で
あ
る
と

と
も
に
、欠
点
でも
あ
る
と
い
い
た

い
.
マ
ル
ク
ス
と
エン
ゲ
ル
ス
と
の
思

想
上
の
差異
が省
みら
れ
な
い
こ
と
も

ま
た
伺じ
であ
る
.

し
か
し
な
がら
、本
醤
は
聡
門
的
研

究
へ
の
遭
を随
所
に
指
示
し
て
い
る
、

す
ぐ
れ
た
啓
蒙
的な
役
割
を
は
た
す
好

一響
で
あ
っ
て
、多
方
面
な
問
題
が
諭
ぜ

一ら
れ
て
い
る
か
ら
、サ
ー
ク
ル
の
高
等

皿な
テ
ヰ
スト
と
し
て適
当
な
も
の
で
あ

}ろ
う
.

余
白
が
な
い
の
で
、他
の問
題
に
ふ

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、最
後
に
一

魂
既

新

晶
穰
韓

彬

歪

くい霧
が・れてい勇
で、

一読
省
の
理
解
を
さ
ま
た
げ
て
いる
。

一
「資
本
論
」
の
訳
者
で
も
あ
る著
者
に

は
、
も
っと
よ
い
訳
文
を
、
と
庄文
し

て
も
、
そ
れ
は
無
理
で
は
あ
る
ま
い
と

思
う
.
(岩
波
轡
店
刊
・A
五
判
・四

〇
九
頁
・六
八
〇
円
)
(京
大
経
済
学

一部
教
授
・経
済
史
)

〃近 〃

〃着 〃

〃雑 〃

 

文
学
界

三
月
号

ク誌〃作
家
の評

価
が
一カ
月

に苗
く
校
数

に
よ
っ
て決

め
ら
れ
る
よ
う
な
昨
今
で
は
、
作家
た

ち
に
"も
っと
ま
し
な
も
の
を
酋
け
μ

と
要
求
す
る
こ
と
自
体
そ
も
そ
も
無
騨

な
こ
と
か
も
し
れ
ぬ
が
、
今
月
号
を
読

ん
で
、
"職
業
作
家
∬
た
る
も
の
が
、

いま
のま
ま
で
は
結
局
自
分
の
オ
能
を

自
分
で食
い
つぶ
し
て
い
る
の
で
は
な

い
かと
いう
感
を
強
く
し
た
。

由
起
し
げ
子
は
「臼
痴
の
中
に
」
(

百
六十
枚
)
、
河
野
多
慰
子
は
「夢
の

城
」
(百
枚
)
を
そ
れ
ぞ
れ
発
表
し
て

い
る
が
、
いず
れも
実
に
皮
肉
な
こ
と

に
同
人雑
誌
推
薦
作
三原
誇
「た
た
か

い
」
の
前
では
顔
色
な
し
と
い
った
と

こ
ろ
。
「た
た
か
い
」
は
、
銃
の
代
り

に
ス
コ
ップ
を
か
っい
だ
く兵
隊
サ
ン

V
が中
学
生
の
〈ぼ
く
〉
の
家
に
宿
営

す
る
、と
い
った
中
学
生
の
眼
を
通
し

て
の終
戦
ま
ぎ
わ
の状
態
を
み
こ
と
に

描
き
だし
てい
る
。
平
和
で
牧
歌
的
な

生活
が
過
ぎ
て
いく
が
、
終
盤
で
あ
ざ

や
か
な転
換
を
し
て
いる
。
た
く
み
な

筆
の運
び力
な
ど
に
新
鮮
さ
の
あ
ふ
れ

た
作品
であ
る
。

こ
の
ほ
か
、篠
田
一士
の
「横
光
利

一の
ため
に
」は
、横
光
論
に
対
す
る

新
た
な視
卓
を
展
開
し
てい
る
の
が
注

目
さ
れ
る。
なお
、松
本
清
張
の
連
載

物
も
登
場
し
て
い
る
.

(荻
)

一部
落
泓
難

二
月
号

学
」
を特
集

O金
達
寿
○

あ
り
、
部
落
や
朝
鮮
人
の
嚴
かれ
て
い

る
現
実
を
し
っか
り
見
つ
め
、
そ
こ
か

ら
の
解
放
と
い
う
た
だ
か
い
に
こ
そ
、

一文
学
の
真
の
存
在
を
見
出
し
た
い
」
と

自
ら
の
作
家
王
体
の
位
蹴
を
定
め
て
い

る
。
関
随
大
震
災
に
お
け
る
朝
鮮
人
虐

殺
や
「庚
京
小
松
川
事
件
」
の
李
珍
宇

少
年
な
ど
在
日
朝
鮮
人
の
た
ど
った
道

を説
明
す
る
中
で
「差
別
を
確
認
す
る

こ
と
で否
認
す
る
」
態
度
の
霞
要
性
を

説
い
て
い
る。
「底
辺
の
運
動
と
思
想

の
一断
面
」
(秋
山
健
二
郎
。底
辺
の
会

員
)
ー
全日
自
労
や日
患
同
監
な
ど
と

「若
い
根
っ
子
の
会
」
「ア
リ
の
街
」

と
は
同
じ
唇
辺
の
内
側
から
の遵
動
で

あ
り
な
が
ら
ち
ょ
っ
と
異質
な性
格
を

も
って
い
る
.
例
え
ば前
者
には
常
に

被
支
配
階
級
全
体
に
共
通
なス
ロー
ガ

ン
を
か
か
げ
、°支
配
階級
の圧
迫
を
ぶ

ち
破
って
要
求
を
つ
ら
ぬく
姿
勢
が
あ

る
が
後
者
に
は
そ
れ
が
な
い
。
近
ごろ

マ
ス
コ
ミ
に
「明
る
い
話題
」と
し
て

た
び
た
び
登
場
し
て
く
る
「着
い格
っ

子
の
会
」
が
秘
め
て
い
る
危険
性は
ま

さ
に
そ
の
姿
勢
の
有
無
に
か
か
わ
っ
て

い
る
。
同
じ
く
底
辺
の
会
員
、
山
下竹

史
の
「山
谷
亭
件
の
意
味
す
る
も
の1

山
谷
を
つ
く
る
条
件
」
の
中
の
一
エピ

ソ
「
ド
(
あ
る
座
談
会
で
山
谷
畢件

の
こ
と
が
話
題
に
な
り
、
結
論
と
し
て

ル
ン
ペ
ン
ど鶏
の
暴
勤
と
い
う
こ
と
に

な
り
そ
うに
な
った
.
そ
こ
で
私
が

「港
湾
労
働
者
を
ど
う
思
い
ま
す
か
」

と聞
く
と
「港
湾
労
働
者
は
、
最
も
先

進
的
な労
働
であ
り
、
ア
メ
リ
カ
な
ど

も最
も
強
い
組合
で
あ
る
」
と
の
答
え

が
出
て
きた
.
次
に
ア
ン
コ
と
か
風
太

郎
と
か
い
わ
れる
立
ち
ん
ぼ
の
こ
と
を

聞
く
と
そ
れ
は
ル
ン
ペン
だ
と
の
答
え

が
出
て
き
た
.
こ
の人
た
ち
に
は
港
湾

労
働
者
と
は
ア
ン
コ
のこ
と
で
あ
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
ど
うし
ても
出
て
こ

な
い
の
で
あ
る
。
1
)
は左
翼
陣
営
の

中
で
の
「労
働
者
」
のイ
メ
ー
ジ
と
現

笑
の
そ
れ
と
の
大
き
な
ズレ
を鋭
く
つ

い
て
い
る
。
前
者
と
後
者が
7ズ
レ
8

の
部
分
を
残
す
こ
と
な
く
ぴ
っ
た
り密

着
し
た
時
に
は
じ
め
て
医
辺
の
思想
は

一つ
の
方
向
を
見
い
出
す
で
あ
ろ
う
。

こ
の
エピ
ソ
ー
ド
の
瞳
示
し
て
い
る
左

翼
陣
営
内
部
の
ウ
ィ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
、

す
な
わ
ち
「美
化
さ
れ
た
幻
想
的
労
働

者
」
のイ
メ
ー
ジ
を
打
ち
や
ぶ
る
こ
と

は
早
急
に
解
決
せ
ね
は
な
ら
な
い
問
題

蒙

る
.
他
に
黒
禽

を
扱
。藷

讃
演
筆
記
「人
聞
蓬別
と文
学
」は
部

落
問
題
を
自
か
ら
の置
かれ
て
いる
位

置
、
す
な
わ
ち
在
日
朝
鮮
人間
題
と
の

関
違
の
中
で
と
ら
え
「文学
と
は
、
人

聞
存
在
の
不平
等
と
た
た
か
うも
ので

一稿
「ミ
シ
シ
ッヒ
ー
畢
件
の
背
景
」

(レ
オ
・ヒ
ュー
バ
ー
マ
ン
)
、
「ア

ル
ジ
ェリ
ア
め
解
放
と
文
学
」
(本
田

烈
)
「貧
困
と
讐
別
に
集
約
す
る
眼
-

今
村
昌
平
の
9パ
ラ
ジ
醒
と
映
圏
に
ふ

れ
て」
(羽
山
英
作
)
な
ど
粒
よ
り
。

(A
)

音順大阪予備校連盟

電^大

鹸 阪蛍
市A云1

η1大天

溝 王讐寺

九　区

南

河

堀

町

一

0

番

大
阪
市
西
区
土
佐
堀
通

二
丁
目

一
二

(市
電
江
戸
堀
北
通
二
丁
目
電
停
前
)

電

話

代

表

(姐
)
〇

八

九

=
番

大
阪
市
浪
速
区
新
川

三
丁
目
六
二
〇

(ナ
γ
パ
府
立
体
育
館
横
)

電

話

(冊
)
九
二
一コ
。

(韻
)
二
一=
囚

(戯
)
八
八
二
一
番

火
阪
市
阿
倍
野
区
松
崎
町
=
丁
目
一
一
六

(国
鉄
天
王
寺
駅
東
口
南
二
丁
東
入
)

電

話

(m
)

二

払

扮

酌

翻

電^大大

話 阪 阪
駅

藝蝉
五 北

三 分
一 　 区

芝

田

町

六
九

一
〇

・
二

一
六
六
番

火

阪

市
天
王
寺
区

上
本
町
五

ノ
四
L

(
上
六
交
差
点
北
へ
一
丁
東
海
銀
行
上
六
支

店
東
入
)

電

話

(観
)

一
九
七
一
・
一
九
七
二
番

火
阪
市

天
王
寺
区
大
道
一
丁
目
一
七
八

(国
鉄
天
王
寺
駅
北
一
丁
東
入
天
王
寺
中
学

西
隣
)

電

話

(ヱπ
)

四
八
〇
三

・
四
四
五
二
番
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