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大
阪
か
ら
神
戸
へ
向
か
っ
て
電
車
に
乗
る
と
、

し
ば
ら
く
し
て
、
進
行
方
向
右
手
に
、
小
さ
な

お
わ
ん
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
、
か
わ
い

ら
し
い
形
を
し
た
山
が
見
え
て
く
る
。
兵
庫
県

西
宮
市
の
シ
ン
ボ
ル
、
甲か
ぶ
と

山や
ま

だ
。
海
抜
三
〇
九

メ
ー
ト
ル
。
そ
の
ま
あ
る
い
形
が
、
な
ん
と
も

人
な
つ
っ
こ
い
こ
の
山
を
目
に
す
る
た
び
に
、

ぼ
く
は
「
帰
っ
て
き
た
な
あ
」
と
感
じ
る
。

　

春
に
な
る
と
、
甲
山
の
付
け
根
に
一
か
所
、

桜
の
織
り
な
す
美
し
い
雲
が
か
か
る
。
そ
の
あ

た
り
が
、
神か
ん

呪の
う

寺
の
境
内
だ
。
近
く
に
は
森
林

公
園
や
貯
水
池
な
ど
も
あ
っ
て
、
西
宮
市
民
の

い
こ
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
ぼ
く
も
子
ど
も

の
こ
ろ
、
よ
く
ハ
イ
キ
ン
グ
に
行
っ
た
も
の
だ

し
、
今
で
も
帰
省
し
て
時
間
が
あ
る
と
、
散
歩

に
足
を
伸
ば
す
こ
と
が
あ
る
。

　

神
呪
寺
と
は
、
お
寺
に
し
て
は
妙
な
名
前
だ
。

だ
が
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
は
、
そ
ん
な
こ
と
は

ま
っ
た
く
考
え
な
か
っ
た
。
神
呪
寺
が
「
神
の

呪
い
の
寺
」
と
も
読
め
る
の
に
気
づ
い
た
の
は
、

い
っ
た
い
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
だ
っ
た
か
。

　

そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
れ
、
ぼ
く
は
小
学

生
の
こ
ろ
か
ら
、「
呪
」
と
い
う
漢
字
を
知
っ

て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
が
『
常
用
漢
字

表
』
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の

は
、
東
京
に
出
て
社
会
人
に
な
っ
て
、
出
版
社

で
高
校
の
国
語
教
科
書
編
集
の
仕
事
を
す
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。

　

神
呪
寺
の
前
か
ら
、
バ
ス
道
を
し
ば
ら
く

下
っ
て
い
く
と
、
夙し
ゅ
く

川が
わ

と
い
う
小
さ
な
川
に

出
る
。
こ
こ
も
、
桜
の
名
所
だ
。
河
口
ま
で
ほ

ん
の
数
キ
ロ
だ
が
、
常
緑
の
松
並
木
と
、
桜
の

花
の
は
な
や
か
な
ピ
ン
ク
と
の
対
照
が
、
思
う

存
分
、
満
喫
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
夙
」

と
い
う
漢
字
も
常
用
漢
字
で
は
な
い
。

　

夙
川
の
流
れ
を
渡
っ
て
数
百
メ
ー
ト
ル
西
へ

行
く
と
、
も
う
お
隣
の
芦
屋
市
に
な
る
。
こ
の

「
芦
」
だ
っ
て
、
常
用
漢
字
で
は
な
い
の
だ
。

　
『
常
用
漢
字
表
』
は
、
一
九
八
一
（
昭
和

五
六
）
年
、「
一
般
の
社
会
生
活
に
お
い
て
、

現
代
の
国
語
を
書
き
表
す
場
合
の
漢
字
使
用
の

目
安
」
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
だ
。
収
め
ら

れ
た
漢
字
の
数
は
、
一
九
四
五
。
こ
こ
数
年
か

け
て
、
文
化
審
議
会
の
国
語
分
科
会
で
見
直
し

作
業
が
進
め
ら
れ
て
き
て
、
字
数
を
一
九
六
増

や
し
た
最
終
案
が
、
あ
と
は
答
申
を
待
つ
ば
か

り
と
な
っ
て
い
る
。

　

常
用
漢
字
に
対
し
て
は
、「
ど
う
し
て
こ
の

漢
字
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
か
？
」
と
い
う
疑

問
の
声
を
、
よ
く
耳
に
す
る
。
た
い
し
て
む
ず

か
し
い
と
も
思
え
な
い
、
あ
り
ふ
れ
た
漢
字
が

入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
だ
。
ぼ
く
も
教

科
書
編
集
の
仕
事
を
始
め
た
こ
ろ
に
は
、
そ
ん

な
思
い
を
し
ば
し
ば
感
じ
た
も
の
だ
。

　

し
か
し
、
ぼ
く
に
と
っ
て
〝
あ
り
ふ
れ
た
〟

漢
字
が
、
世
間
一
般
で
も
〝
あ
り
ふ
れ
た
〟
も

の
な
の
か
、
ど
う
か
。「
呪
」
は
さ
す
が
に

今
回
の
追
加
文
字
の
中
に
も
入
る
く
ら
い
メ

ジ
ャ
ー
だ
が
、「
芦
」
は
ど
う
だ
ろ
う
？　

人

名
や
地
名
以
外
で
使
い
道
が
あ
る
か
ど
う
か
。

「
夙
」
に
至
っ
て
は
、
こ
れ
を
常
用
漢
字
に
入

れ
ろ
と
い
う
主
張
を
支
持
し
て
く
れ
る
の
は
、

ぼ
く
の
故
郷
の
住
民
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

　

常
用
漢
字
は
一
般
社
会
で
の
「
漢
字
使
用
の

目
安
」
だ
か
ら
、
義
務
教
育
で
学
習
す
る
漢
字

は
、
基
本
的
に
こ
の
範
囲
内
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
高
校
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
て
、
常
用

漢
字
以
外
の
漢
字
は
、
国
語
の
授
業
で
は
習
わ

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
ぼ
く
は
、

「
呪
」や「
夙
」や「
芦
」と
い
っ
た
漢
字
を
知
っ

て
い
る
。
ど
こ
で
覚
え
た
の
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、

西
宮
で
過
ご
し
た
少
年
時
代
、
と
し
か
答
え
よ

う
が
な
い
。

　

こ
と
ば
と
は
本
来
、
生
活
の
中
で
自
然
と
習

得
し
て
い
く
も
の
だ
。
漢
字
と
て
同
じ
こ
と
で
、

だ
か
ら
、
育
つ
環
境
が
異
な
れ
ば
、
知
っ
て
い

る
漢
字
も
異
な
る
。〝
あ
り
ふ
れ
た
〟
漢
字
が

人
に
よ
っ
て
違
う
の
は
、
当
然
な
の
だ
。
特
に

近
年
、
情
報
機
器
の
発
達
に
よ
っ
て
人
々
が
漢

字
に
触
れ
る
機
会
は
大
幅
に
増
え
た
。
メ
ー
ル

や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
目
に

す
る
漢
字
の
数
は
、
膨
大
な
も
の
だ
。
そ
の
結

果
、〝
あ
り
ふ
れ
た
〟
漢
字
の
個
人
差
は
大
き

く
拡
大
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

と
す
れ
ば
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
〝
あ
り
ふ
れ

た
〟
漢
字
を
持
ち
寄
っ
て
「
漢
字
使
用
の
目
安
」

を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
、
無
理

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

漢
字
と
は
、
あ
る
時
期
、
組
織
的
に
学
習
す

る
こ
と
で
、
そ
の
後
の
習
得
が
格
段
に
容
易
と

な
る
も
の
だ
。
そ
こ
に
、
学
校
で
の
漢
字
教
育

の
重
要
性
が
あ
る
。
国
民
全
体
に
共
通
す
る
漢

字
学
習
の
基
礎
の
上
に
、
一
人
ひ
と
り
の
〝
漢

字
体
験
〟
も
可
能
と
な
る
の
だ
か
ら
。

　

個
々
人
の
〝
漢
字
体
験
〟
が
ま
す
ま
す
多
様

化
し
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
時
代
に
、
全
国
民

に
共
通
す
る
あ
る
種
の
漢
字
表
が
必
要
だ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
、
学
校
教
育
と
切
り
離
し
て
は

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
み
ん
な
が
し
っ
か
り

と
学
習
し
て
い
て
、
そ
れ
を
使
え
ば
確
実
な
意

思
疎
通
が
で
き
て
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
習
得

の
基
礎
と
し
て
も
有
効
な
漢
字
の
セ
ッ
ト
。
そ

れ
こ
そ
が
、
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

漢
字
表
の
主
人
公
は
、
ぼ
く
た
ち
大
人
で
は

な
い
。
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ

か
ら
言
語
体
験
を
積
み
重
ね
な
が
ら
成
長
し
、

や
が
て
未
来
の
社
会
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
、

子
ど
も
た
ち
な
の
で
あ
る
。

漢
和
辞
典
編
集
者　

円え
ん

満ま
ん

字じ

二じ

郎ろ
う 

0203

ま
す
ま
す

多
様
化
が
進
む

時
代
に

円満字  二郎
 　えんまん  じ         じ ろう




