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上
町
台
地
の
鮮
下
に
位
慨
す
る
人
阪

市
四
成
区
天
下
茶
爆
東
２
丁
目
の
一
角

に
、
塞
か
ら
一
方
に
だ
け
業
が
生
え
る

「片
業
の
奪
」
が
一
面
に
自
住
し
て
い

る
。，
ユ
ニ
ー
ク
な
形
状
で
、
空
海
や
親

鸞
な
ど
麟
史
上
の
人
物
に
ま
つ
わ
る
伝

説
や
あ
ら
ゆ
る
民
語
が
全
国
各
地
に
残

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
阪
で
も
後
世

に
伝
え
よ
う
と
近
く
有
志
が
保
存
の
余

を
発
越
さ
せ
た
い
考
え
だ
。

血
町
台
地
塵
下
に
向
盤

種
の
保
存
を
訴
え
て
い
る
の
は
、
地
元

の
大
下
茶
凝
導
常
小
（堪
。
大
下
茶
屡
小
）

出
身
で
、
阿
倍
野
区
在
住
の
人
島
新
一
郎

さ
ん
（】
ヽ
人
島
さ
ん
は
昨
年
９
月
ご
ろ
、

地
域
防
災
に
関
連
し
て
近
隣
の
丼
声
に
つ

い
て
調
べ
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
地
に
ヨ
シ

（ア
シ
）
の
群
生
地
を
発
見
り
ま
た
、
同
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勒国に民眈、な説
有志が爆存餃設立へ

時
期
に
見
つ
け
た
母
校
発
行
の
伝
記

「天

下
茶
経
の
う
つ
け
か
わ
け
こ

（１
９
６
１

年
）
に

″ナ
ニ
ハ
の
カ
タ
ハ
ア
シ
″
と
記

さ
棒
た
項
目
を
見
つ
け
、
瀬
き
水
が
あ
っ

た
こ
と
で
騨
年
間
生
き
延
び
て
こ
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
仮
説
を
立
て
て
い
る
．

ヨ
シ
は
樹
地
帯
に
住
え
る
イ
ネ
科
の
多

年
車
で
、
秋
に
は
ス
ス
キ
に
似
た
穂
を
張

マＲ
　
「ム
下
茶
屡
の
―
」
に
は
、
古
代
、

上
町
台
地
は
海
岸
に
近
か
っ
た
こ
と
か
ら

「ふ
き
つ
け
る
風
で
―
、
し
ま
い
に
は
は

え
て
く
る
業
が
み
ん
な
カ
タ
ハ
に
な
っ
て

い
ま
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
．
ま
た
、

大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館
の
担
当
者
に
よ

る
と
、
繊
と
し
て
．は
存
在
せ
ず
１１１
‐変
興
の

も
の
で
は
な
い
か
ぃ
た
ま
に
交
じ
る
こ
と

は
あ
る
が
、
群
生
し
て
い
る
の
は
聞
い
た

こ
と
が
な
い
」
と
し
て
い
る
．

図
螂
す
る
逸
話
は
、全
国
各
地
に
機
る
ぃ
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