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大
阪
の
都
心
再
生
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

と
り
わ
け
強
い
意
志
を
持
っ
て
、
府
や
市
の
担

当
者
と
と
も
に
、
河
川
空
間
の
美
観
の
創
出

に
取
り
組
ん
で
き
た
。

気
候
の
良
い
時
期
に
、
ぜ
ひ
中
之
島
公
園

に
出
向
い
て
欲
し
い
。
薔ば

ら薇
や
桜
が
咲
き
誇

る
両
岸
に
、
水
際
に
席
を
用
意
し
た
洒し

ゃ
れ落

た

レ
ス
ト
ラ
ン
が
増
え
た
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ

う
。
船
着
き
場
も
増
え
た
。
夜
に
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照

明
で
、
堤
防
や
橋
梁
が
美
し
く
照
射
さ
れ
て

い
る
。
幸
運
で
あ
れ
ば
、
民
間
企
業
の
社
会
貢

献
に
よ
る
巨
大
な
ア
ヒ
ル
の
ア
ー
ト
に
出
会
う

こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

「
汚
い
」
と
自
虐
的
に
評
価
す
る
ほ
か
な
か
っ

た
大
阪
の
水
辺
に
、
か
つ
て
な
い
美
観
が
生
ま

れ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
レ
ス
の
ブ
ル
ー
テ
ン
ト
が

川
沿
い
を
占
拠
し
て
い
た
数
年
前
を
思
え
ば
、

見
違
え
る
は
ず
だ
。

こ
の
試
み
で
私
が
重
視
し
た
の
は
、
都
市

基
盤
を
再
整
備
す
る
と
同
時
に
、
都
市
の
物

語
を
再
生
さ
せ
る
作
業
で
あ
る
。

か
つ
て
大
阪
は
パ
リ
に
た
と
え
ら
れ
た
。
水

路
が
市
街
地
を
縦
横
に
貫
き
、
都
心
に
象
徴

的
な
中
洲
と
丘
が
あ
る
地
勢
に
、
そ
こ
を
訪

問
し
た
外
国
人
た
ち
が
「
華
の
都
」
と
の
近

似
を
見
て
と
っ
た
。
さ
ら
に
明
治
三
〇
年
代
に

な
っ
て
、
大
阪
は
「
東
洋
の
ベ
ニ
ス
」、
す
な

わ
ち
「
水
の
都
」
と
い
う
冠
を
手
に
い
れ
る
。

こ
の
時
、
人
々
は
過
去
に
遡
っ
て
「
物
語
」

を
描
き
直
し
た
。
近
江
・
山
城
・
丹
波
・
大
和

な
ど
諸
国
の
水
を
集
め
て
海
に
注
ぐ
難
波
の

地
に
は
、
飛
鳥
や
奈
良
の
都
の
外
港
が
置
か

れ
る
。大
陸
へ
の
使
節
も
、こ
の
地
か
ら
旅
だ
っ

た
。
や
が
て
「
徳
川
の
平
和
」
の
も
と
、
幾

筋
も
の
掘
割
を
抜
い
て
水
を
排
し
、
湿
地
は

商
人
た
ち
が
住
む
城
下
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
。

水
路
を
動
脈
と
し
て
発
展
し
た
都
市
は
「
天

下
の
台
所
」
と
呼
ば
れ
る
繁
栄
を
み
た
。
道

頓
堀
の
芝
居
茶
屋
街
、
淀
川
舟
運
や
琴
平
参

詣
の
客
で
賑
わ
う
旅
館
群
、
天
保
山
な
ど
の

行
楽
地
な
ど
、
運
河
沿
い
に
独
特
の
名
所
が

点
在
し
た
。
そ
の
す
べ
て
が
「
水
の
都
」
の
物

語
に
収

し
ゅ
う

斂れ
ん

す
る
。

大
阪
は
、
西
欧
諸
都
市
と
の
比
較
の
う
え

で
、
他
律
的
に
「
水
の
都
」
と
い
う
尊
称
を

得
た
。
し
か
し
人
々
は
、
は
る
か
古
代
に
ま
で

遡
る
風
物
や
生
業
を
、
我
が
街
の
固
有
性
に

読
み
替
え
る
。
結
果
、
西
欧
諸
都
市
の
模
倣

で
は
な
い
、
独
自
の
「
水
の
都
」
の
物
語
を
描

き
き
っ
た
。

し
か
し
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
に
あ
っ
て
、

汚
染
し
た
水
路
に
背
を
向
け
た
大
阪
は
「
水

の
都
」
と
い
う
美
称
を
失
う
。
市
民
の
意
識

も
生
活
も
水
辺
と
疎
遠
と
な
り
、
結
果
と
し

て
、
か
つ
て
の
都
市
の
物
語
や
市
民
の
誇
り
も

忘
れ
去
ら
れ
た
。

よ
う
や
く
、
新
た
な
「
水
の
都
」
の
物
語

を
描
き
直
す
時
期
が
到
来
し
た
。
こ
の
数
年
、

私
が
実
践
し
て
い
る
美
観
の
整
備
は
、
単
な

る
ハ
ー
ド
の
拡
充
で
は
な
い
。
あ
ま
り
に
も
自

虐
的
な
わ
が
街
の
語
り
を
脱
し
、
都
市
の
ブ

ラ
ン
ド
力
を
再
生
す
る
と
と
も
に
、シ
ビ
ッ
ク・

プ
ラ
イ
ド
ー
す
な
わ
ち
「
市
民
の
誇
り
」
を

蘇そ

生せ
い

さ
せ
る
試
み
で
も
あ
る
。
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