
摂
津
の
考
古
学
7J込

ら
み
た
東
j難
個)

東
灘
区
周
辺
の
縦
文
遺
跡
で
恥
も
数
多
い

の
は
晩
期
に
属

す
る
巡
跡
で
あ
る
。
縄
文
時
代
円
以
末
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

晩
期
の
時
期
は
、

一
般
的
に
集
落
自
体
の
沖
郡
平
野
進
出
が

図
ら
れ
て
お
り
、
凶
探
地
域
tu大
半
の
晩
期
遺
跡
が
傑
-仙
の

低
い
一
附
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
東
灘
区
で
は
、
本
山
町

・

北
背
木

・
本
庄
町
な
ど
の
遺
跡
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
同
一

地

峡
で
弥
生
時
代
前
期
の
遺
跡
も
形
成
さ
れ
て
い
る
。
隣
接
す

る
芦
屋
市
域
で
も
寺
田
遺
跡
や
芦
屋
廃
寺
遺
跡
が
山
箆
線
以

南
に
営
ま
れ
て
お
り
、
前
者
は
や
は
り
弥
生
前
期
の
泣
跡
と

関
連
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
く
最
近
の
小
調
査
で

つ
い
に
山
崎

白
川
式
土
却
を
含
む
土
織
な
ど
の
辿
附
が
見
出
さ
れ
た
。

狩
猟
採
集
の
純
文
時
代
か
ら
水
稲
段
緋
の
弥
生
時
代
へ
と

そ
の
推
移
を
巧
み
に
説
明
す
る
の
は
社
会
科
の
教
科
告
で
あ

る
が
、
考
古
学
の
研
究
が
進
み
す
ぎ
て
、
そ
う
簡
単
に

い
か

な
く
な
っ
た
昨
今
、
身
の
ま
わ
り
の
遺
跡
で
そ
の
あ
た
り
の

複
雑
さ
を
採
っ
て
み
る
の
ら
お
も
し
ろ
い
と
思
う
。

今
号
で
は
、
考
古
学
界
の
品
新
の
前
野
な
ど

b
混
え
つ
つ
、

稲
作
段
耕
の
始
ま
り
に

つ
い
て
若
干
の
思
考
を
め
ぐ
ら
そ
う

と
田U
う
。
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神
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生
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文
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史
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潔
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人

岡

秀

突
帯
文
土
器
H
弥
生
土
器
品
。

純
文
晩
期
後
半
の
土
鴇
は
、
通
常
、
突
裕
文
土
照
と
呼
ば

れ
て
い
る
粗
製
の
深
鉢
形
土
中
間
が
主
体
を
な
す
。
刻
み
目
を

施
し
た
峰
山
市
を
口
縁
部
や
制
部
に

一
1
二
条
と
り
つ
け
た
だ

付
の
文
織
が
き
わ
め
て
附
紫
な
士
山
m
で
あ
り
、

一
般
の
人
か

ら
は
と
う
て
い
純
文
j
加
と
は
思
わ
れ
縫
い
代
物
で
あ
る
が
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
出
自
の
た
ど
れ
る
歴
然
と
し
た
純
文
時
代
の

日
常
容
器
で
あ
る
。

な
に
ゆ
え
こ
の
よ
う
に
強
調
し
た
か
と
い
う
と
、
近
年
、

船
橋
式
や
長
原
式
と
い
っ
た
型
式
呼
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る

い
わ
ゆ
る
突
裕
文
土
部
を
民
緋
相
会
に
入
っ
て
以
降
の
所
産

と
い
う
だ
け
で
、
弥
生
土
器
に
み
た
て
て
し
ま
う
考
古
学
者

が
著
し
く
多
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

健
か
に
北
部
九
州
地
方
や
山
陽
地
方
で
は
、
突
都
文
土
器

文
化
期
の
初
期
水
田
が
明
確
な
畦
畔
を
伴
っ
て
検
出
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
段
階
の
人
々
が
水
間
制
限
耕
を
悩
ん
で

い
た
事
実

が
立
証
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
偏
向
県
仮
付
巡
跡
や
白
釘
川
町
菜
畑

遺
跡
、
岡
山
県
出
品
江
道
遺
跡
が
そ
の
代
表
例
で
あ
り
、
水

田
こ
そ
ま
だ
未
発
見
で
あ
る
が
、
ご
く
最
近
、
香
川
県
高
松

図

牟
礼
遺
跡
出
土
縄
文
覗
期
井
堰
の
現
地
脱
明
風
景

《

1
9
8
5
年

筆
者
織

E
V

市
林
坊
城
追
跡
で
は
木
製
民
具
が
縄
文
晩
期
の
土
擦
を
伴
っ

た
と
い
う
伝
聞
に
接
し
て
お
り
、
四
国
地
方
に
お
い
て
む
縄

文
時
代
の
伎
耕
追
跡
が
存
在
す
る
こ
と
は
疑
い

え
な
い
も
の

と
な

っ
て
い
る
。

我
が
近
畿
地
方
に
あ
っ
て
も
、
ま
だ
記
憶
の
生
々
し
い
一

九
八
五
年
、
大
阪
府
茨
木
市
牟
礼
泣
跡
か
ら
船
橋
式
よ
り
も

一
段
階
古
い
滋
賀
塁

W
式
期
の
井
曜

・
取
水
路

・
ホ
図
面
が

見
出
さ
れ
て
お
り
、
題
構
造
に
若
干
疑
義
を
残
す
も
の
の
、

純
文
時
代
晩
期
後
半
に
は
民
業
を
沼
み
始
め
た
人
々
が
い
た

ら
し
い
約
併
が
看
取
さ
れ
る
(
図
l
)
。
兵
脱
出
伊
丹
市
口
澗

列
遺
跡
で
は
、
船
桁
式
か
ら
長
原
式
に
依
但
づ
け
可
能
な
陪

製
石
包
丁
二
占
'
が
存
在
し
、
一
つ
は
緑
色
片
山石
製
の
直
線
刃

半
月
形
、
い
ま
一
つ
は
粘
仮
岩
製
の
外
寄
刃
船
形
と
報
じ
ら

れ
て
い
る
(図
2
)。
さ
ら
に
、
大
阪
府
山
賀
泣
跡
(
そ
の
こ

郡
五
区
の

D
5
ト
レ

ン
チ
の
縄
文
晩
則
柵
当
似
か

ら
は
栽
時

イ
ネ
が
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
に
よ
る
土
療
分
析

(
細
胞
化
石

の
認
定
)
な
ど
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
九
州
山
の
寺
式
に
併
行
す
る
時
期
か
ら
、
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図2

凶
日
本
全
体
が
限
緋
世
会
に
突
入
し
て
い

O
世
桝
性
が
日
ま

っ
て
い
る
昨
今
で
あ
る
が
、
私
は
依
然
と
し
て
、
突
俗
文
土

器
は
純
文
人

・
純
文
目
会
の
作
り
使
っ
た
端
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
時
代
は
稲
刊
を
既
に
始
め
て
い
よ
う
と
制
文
時
代
と
咋

ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
る
。
生
産
経
済
移
行
の
段

陪
か
ら
弥
生
先
l
則

(1
弥
生
早
川
)
と
呼
ん
で
弥
生
時
代

と
規
定
づ
け
る
佐
原
真
氏
の
定
義
に
百
歩
扱
っ
て
し
た
が
っ

と
し
て

b
、
突
川
市
文
土
訟
を
弥
生
土
田
川
と
名
称
換
え
し
て
し

ま
う
よ
う
な
議
論
だ
け
は
断
固
許
せ
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

弥
生
時
代
に
純
文
土
慌
が
残
る
と
考
え
て

b
、
け

っ
し
て
恕

く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

読
者
の
諸
民
は
い
か
が
か
な
。

本
庄
町
遺
跡
の
弥
生
前
湖
水
田
祉
を
め
〈
っ

τ

さ
て
、
京
灘
区
に
お
い
て
一

九
八
四
年
、
京
都
の
平
安
悼

物
館
が
発
仰
を
行
っ
た
本
庄
町
泣
跡
で
は
、
こ
の
近
辺
で
似

古
の
生
産
道
帥
別
で
あ
る
弥
生
時
代
前
川
の
水
凹
岨
が
み
つ
か

っ
て
い
る
。
六
甲
山
地
前
而
の
標
高
四
れ
を
測
る
沖
積
低
地

で
、
国
道
一
一
号
線
よ
り
南
に
訓
査
地
点
は
位
出
し
て
い
る
。

海
浜
か
ら
は
約

一
日
の
臨
海
部
で
あ
り
、
戸
島
川
や
住
吉
川

な
ど
大
阪
湾
へ
と
注
ぐ
河
川
の
本
流
か
ら
は
少
し
距
離
を
お

い
て
い
る
。

ζ

ん
な
市
街
地
の
深
部
に
只
山
川
市
で
は
品
b
士円

〈
暗
え
て
い
い
本
旧
泣
仰
が
眠

っ
て

い
た
の
だ
か
ら
、
て
の

山
刊
に
出
世
し
た
時
は
た
だ
な

ーり
ぬ
的
占
を
然
じ
併
な
か
っ
た
@

出
叫
出
品
さ
れ
た
本
聞
は
、
川
口
附
の
」
而
に
広
が
り
、
長
方

形
の
限
ら
れ
た
発
掘
区
の
中
に
一
凹
枚
の
印
刷
を
数
え
る
よ

と
が
で
き
る
(図

3
)o
m
行
さ
れ
た
報
告
白
に
よ
る
と
、

m

mに
は
四
平
方
れ
か
ら
凶
二
平
方
れ
ま
で
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
み
ら
れ
る
が
、
ニ

O
平
方
幻
代
の
大
き
さ
の

b
の
が
目

立
つ
よ
う
で
あ
る
。
回
而
を
走
る
畦
畔
は
師
二
0
1凶
O
句
、

J
H
M
さ
一

OHY前
後
を
測
り
、
断
而
形
は
ム
円
形
な
い
し
カ
マ
ポ

コ
形
と
な
っ
て
い
る
。

ホ

m全
体
の
区
画
は
傾
斜
す
る
自
然
地
形
に
叩
し
た
小
さ

な
区
割
で
、
背
士
山
学
で
は
泊
円山

「小
区
州
水
川
」
と
附
け
ん
で

い
る
部
鎮
の
む
の
で
あ
る
。
区
間
を
成
す
畦
昨
の
連
絡
は
そ

れ
ぞ
れ
直
交
せ
ず
、
互
い
迎
い
と
な
っ
て
お
り
、
三
又
状
に

交
わ
る
部
分
も
み
ら
れ
る
。

水
口
は
水
聞
け
と
水

m
uの
聞
に

一
か
所
だ
け
認
め
ら
れ

る
が
、
各
回
面
へ
の
川
水
の
供
給
は
、
畦
畔
を
オ
ー
バ

ー
フ

ロ
ー
さ
せ
る
い
わ
ゆ
る
院
選
し
訓
削
減
の
方
法
が
採
ら
れ
た
よ

1985カ、ら〉本庄町遺跡的弥生前湖水田祉〈古代学協会
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う
で
あ
り
、
そ
れ
は
多
分
に
水
聞
の
立
地
し
た
地
形
に
彩
秤

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
本
庄
町
出
跡
は
東
方
の
東
川
扇
状
地
、
凶

方
の
川
稲
川
扇
状
地
の
中
間
に
あ
っ
て
、
緩
や
か
な
陥
状
地

状
地
形
の
上
に
の
っ
て
お
り
、
前
前
に
は
東
西
方
向
に
細
長

く
の
び
る
深
白
砂
洲
が
存
在
し
、
そ
れ
と
の
問
に
は
な
だ
ら

か
な
傾
斜
の
後
背
海
地
が
広
が
る
環
境
の
下
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

排
水
が
容
易
で
な
い
泥
沼
地
が
生
産
峨
と
し
て
巡
択

さ
れ
て
い
な

い
点
は
、
後
に
ふ
れ
る
が
市
-
裂
な
立
地
条
例
と

い
え
る
だ
ろ
う
。



水
聞
の
耕
土
は
、
一

0
1
一
五
与
の
厚
さ
の
灰
皿
色
土
か

ら
成
り
、
緋
土
而
に
は
足
跡
が
明
瞭
に
検
出
さ
れ
て
い
る
。

辿
跡
に
お
け
る
古
代
人
の
足
跡
は
、
近
畿
地
方
で
は
水
因
調

査
が
活
発
化
し
始
め
た
一
九
七

0
年
代
後
半
頃
よ
り
各
地
で

確
認
例
が
増
し
て
き
た
が
、
精
密
に
調
査
さ
れ
た
応
初
の
例

は
、
大
阪
府
の
瓜
生
堂
遺
跡
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
以
前
に
も
古
債
の
主
体
部
の
粘
土
而
に
残
る
ヒ
卜

の
足
跡
な
ど
に
気
づ
か
れ
た
考
古
学
者
も
あ
る
が
、
足
跡
の

形
状
や
法
主
に
大
き
な
関
心
が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
の
は
、
や

は
り
水
田
遺
構
の
発
砲
を
契
機
に
し
た
と
み
て
よ
い
。
実
際
、

粘
土
や
シ
ル
卜
質
土
問
か
ら
形
成
さ
れ
る
水
回
商
に

つ
け
ら

れ
た
足
跡
は
、
洪
水
砂
や
火
山
灰
な
ど
に
よ
り

一
気
に
埋
没

「

図 4

す
る
と
、
非
常
に
検
証
し
や
す
い
状
態
に
な
る
の
で
あ
る
。

私
の
勤
務
す
る
芦
屋
市
で
初
め
て
埋
没
水
聞
が
検
出
さ
れ

た
時
も
、
最
初
は
砂
川
で
班
わ
れ
た
粘
土
而
に
残
る
加
数
の

微
妙
な
起
伏
と
結
果
的
に
は
カ
ラ
ス
キ
の
耕
作
跡
と
解
さ
れ

た
浅
い
条
痕
に
注
意
を
十
分
払
っ
た
か
ら
こ
そ
気
が
つ
い
た

と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
発
加
を
二

1
三
年
や
り
始
め
た
程

度
の
者
で
も
、
粘
土
の
凹
み
に
陥
人
し
た
砂
の
存
在
は
き
わ

め
て
判
り
や
す
く
、
ス
プ
ン
や
へ
一
フ
で
コ
ツ
コ

γ
恨
る
忍

耐
と
時
間
さ
え
許
さ
れ
れ
ば
、
一
応
は
煽
り
こ
な
せ
る
巡
附

で
あ
る
が
、
糸
口
を
見
出
す
に
は
そ
れ
な
り
の
経
験
と
観
察

眼
が
や
は
り
必
要
で
あ
り
、
私
ど
も
芦
屋
の
調
査
チ

l
ム
は

昨
年
実
施
さ
れ
た
久
保
遺
跡
の
中
世
水
間
枇
の
発
抑
で
よ
う

や
く
体
得
で
き
た
技
術
と
い
え
る
。

少
し
街
道
に
そ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
本

H
町
遺
跡
の
足
跡

は
歩
行
状
況
ま
で
よ
く
読
み
取
れ
る
占
が
れ
歪
で
あ
る
。
水

問
4
・
5
・
7
・
8
・
9
に
あ
っ
て
は
、
粧
を
越
え
て
連
続

歩
行
す
る
保
子
が
川
山
医
さ
れ
て
お
り
、
院
昨
が
民
業
労
働
の

完
結
単
位
に
な
り
川町
て
い
な
い
こ
と
が
知
り
れ
る
(
図

4
1

た
だ
し
、
足
跡
か
ら
作
業
の
具
体
的
内
容
ま
で
は
立
証
で

3

ず
、
巾
ド
純
歩
行
を
示
す
・」
と
だ
け
な
の
か
む
し
れ
な
い
。

水
田
は
比
取
か
ら
雨
凶
方
向
に
向
か
っ
て
低
〈
な
る
傾
斜

地
に
地
形
を
よ
く
克
服
し
て
附
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
問
水

的
機
能
を
県
た
し
て
い
た
と
抑
測
さ
れ
る
淋
4
、
そ
れ
か
ら

水
回
日
へ
引
水
す
る
情
5
、
北
か

り
南
西
方
向
に
流
れ
、
治

4
と
南
に
分
抗
す
る
憎
6
、
北
東
か
ら
南
西
へ
流
れ
る
海
7

な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
給
排
水
を
考
え
る
上
で
盟
裂
な
役
刑
を
担

っ
て
い
る
。
ま
た
、
滞

6
・
7
の
存
在
す
る
発
縦
区
の
南
点

部
に
は
淀
状
の
高
ま
り

b
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
水
田
の
時
期
は
ど
の
よ
う
に
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
は
り
土
器
が
鍵
を
縫
っ
て
い
た
。
出

土
泣
物
の
時
期
は
、
岡
山
序
を
よ
く
反
映
し
て
お
り
、
上
か
ら

H
b
岡
山
は
一
四
世
紀
代
、

川

a
M
は
一
三
世
紀
代
、

w
a
-

w
b
府
は
六
世
紀
後
半

1
七
世
紀
前
半
と
願
次
古
く
な
っ
て

い
る
。
問
題
の
水
図
面
の
広
が
る

m
a
Mか
ら
は
、
発
掘
区

南
京
駅
の
限
定
さ
れ
た
区
域
な
が
ら
弥
生
前
期
の
土
襟
片
一

O
数
占
と
抑
制
文
土
器
片
一
占
が
検
出
さ
れ
て
い
る
(
図

5
1

他
に
不
純
な
泣
物
が
み
ら
れ
な
い
た
め
、
消
極
的
で
は
あ
る

も
の
の
弥
生
時
代
前
期
後
半
と
推
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
水
田
祉
を
県
下
で
む
最
古
の
部
類
に
位
置
づ
付
、
そ

れ
な
り
の
評
価
を
与
え
る
に
は
、
同
時
期
水
田
の
類
例
研
究

が
ぜ
ひ
と
む
必
要
で
あ
り
、
私
も
多
少
試
み
て
い
る
。
以
下

は
、
い
ま
少
し
眼
を
広
げ
て
近
畿
地
方
と
い
う
レ
ベ
ル
で
こ

の
段
階
の
水
稲
農
耕
祉
の
実
態
を
垣
間
見
て
み
よ
う
。

京奇襲¥J

7
M
L'
 

¥4J 

3 
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大
阪
湾
沿
岸
に
集
中
す
る
初
期
水
田
枇

近
畿
圏
で
弥
生
時
代
前
則
に
ま
で
遡
る
初
源
段
階
の
水
印

刷
は
、
け
っ
し
て
多
く
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
分
布
は
現

状
の
と
こ
ろ
、
河
内
潟
の
南
岸
に
広
が
る
低
平
地
に
集
中
し

て
お
り
、
そ
の
す
べ
て
が
長
瀬
川

1
玉
串
川
間
の
仮
も
低
所

に
偏
っ
て
存
在
す
る
。
潟
川
伸
に
近
い
北
側
か
ら
順
次
あ
げ
る

と
、
大
阪
府
東
大
阪
市
の
若
江
北
追
跡
、
山
川
μ
遺
跡
、
友
舟

東
遺
跡
、
八
尾
市
の
英
悶
遺
跡
の
四
例
で
、
い
ず
れ
も
近
畿

J
f斤

一
、
l
i
J
l
γ
1
i
l
j

dd引

y
f
、¥
(
1
1
(

十¥~

2 . 

自
動
車
道
天
理

i
吹
郎
総
の
建
設
事
業
に
伴
っ
て
発
掘
さ
れ

た
河
内
平
野
間
指
の
大
池
跡
で
あ
る
(
図
6
)
。

こ
れ
ら
の
泣
跡
で
見
出
さ
れ
た
弥
生
前
則
水
問
枇
に
共
通

し
て
み
ら
れ
る
特
徴
は
、
化
部
九
州
の
板
付
遺
跡
の
よ
う
な

タ
イ
プ
の
も
の
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
幹
線
人
工
水
路
に
よ
る
大
規
艇
な
澗
慨
を
制
極
的
に
笑

修
し
、
杭
や
矢
阪
で
補
強
策
を
施
し
た
常
設
畦
畔
を
別
い
て

五

O
O
平
方
幻
を
越
え
る
よ
う
な
大
型
水
田
を
営
む
内
開
業
形

c 

。

3 若江北(大阪)

6 英国(大阪)

1 . 

近銀地方の初期水田遺跡的骨布

1 戎町(兵庫 2.'-ド庄町(兵庫)
4 山首(大阪) 5 在井車(大阪)

図 6

態
は
考
え
難
く
、
そ
の
経
嘗
の
あ
り
方
に
差
逃
が
感
じ
と
れ

る
の
で
あ
る
。

水
間
区
画
の
比
較
的
犯
仮
し
や
す
い
山
賀
巡
跡
で
は
、
問

而
が
二
三
枚
以
上
惣
定
さ
れ
、

一
枚
の
間
割
引
は
五

0
1
一
四

O
平
方

M
程
度
を
測
る
。
水
口
や
排
水
口
は
畦
に
つ
く
ら
れ

て
お
ら
ず
、
自
然
地
形
を
利
則
し
た
給
排
水
の
状
況
が
推
測

で
き
、
本
庄
町
追
跡
と
よ
く
似
た
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。

友
井
東
遺
跡
で
は
南
北
約

一
O
OM
の
範
囲
で
凶
か
所
と
も

不
定
形
な
平
間
プ
ラ
ン
を
示
し
、
陛
畔
は

一
方
が
開
放
さ
れ

た
も
の
が
多
く
、
区
画
と
し
て
間
選
し
て
い
な
い
。
水
凹
一

枚
と
し
て
の
惣
定
而
引
は

一
一一
一1
一
八
平
方
針
で
け

っ
し
て

大
き
い
も
の
で
は
な
く
、
凶
而
に
は
日
低
廷
が
執
し
く
み
ら

れ
る
。
雨
は
自
然
河
川
に
よ
り
制
さ
れ
て
い
る
。

小
河
川
に
よ
り
凹
聞
が
限
ら
れ
る
級
相
は
美
悶
遺
跡
や
山

首
泣
跡
で
も
認
め
ら
れ
、
自
然
の
小
流
路
と
は
切
り
雌
せ
な

い
立
地
条
件
が
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。
本
庄
町
辿
跡
で
験
出

さ
れ
て
い
る
海
逃
仰
の
中
に
は
こ
う
い
っ
た
自
然
の
流
路
ち

合
ま
れ
て
い
た
可
能
伯
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
、
比
較

的
大
き
な
川
の
近
く
は
避
け
ら
れ
る
傾
向
が
全
体

μ
み
ら
れ

る。

4 

と
こ
ろ
で
、
兵
庫
県
下
で
は
昨
年
の
秋
、
紛
れ
も
な
く
弥

生
前
川
に
比
定
で
き
る
良
好
な
水
間
剥
が
同
じ
神
戸
市
の
街

路
区
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
戎
町
泣
跡
と
町
ば
れ
る
弥
生
追

跡
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
現
地
表
下
二
幻
の
所
に
水
回
面
が

存
在
し
、
三

1
八
平
方
幻
位
伎
の
続
く
ほ
ど
極
小
区
間
の
水

聞
が
か
な
り
の
規
則
性
を
有
し
て
連
な
っ
て
い
た
。
副
町
畔
に

つ
い
て
は
、
南
北
方
向
に
明
確
で
あ
る
一
方
、
東
凶
の
方
向

に
は
不
明
瞭
と
い
っ
た
特
徴
む
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

ひ
そ
か
に
導
水
の
シ
ス
デ
ム
を
暗
示
す
る
。

こ
の
巡
跡
で
重
要
な
点
は
、
弥
生
前
期
後
半
の
迫
椛
に
よ



っ
て
水

m自
体
が
明
ら
か
に
切
削
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
弥

生
前
期
前
半
に
だ
っ
て
遡
る
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
類

似
し
た
小
規
悦
規
格
志
向
型
の
水
凹
は
、
岡
山
県
津
島
江
道

遺
跡
(
突
山
市
文
土
刷
出
期
)
や
一
一
州
知
県
聞
村
巡
跡
(
弥
生
前
期
)

で
む
確
認
さ
れ
て
お
り
、
か
よ
う
な
小
区
画
水

mが
導
入
期

の
水
稲
耕
作
か
ら
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
む
は
や

事
実
と
し
て
認
め
ね
ば
生
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

本
庄
町
泣
跡

b
他
の
初
期
水
旧
制
と
の
凪
位
比
較
か
・り
弥

生
前
期
の
蕊
然
性
は
す
こ
ぶ
る
引
く
、
私
は
報
告
習
の
位
世

づ
け
通
り
こ
の
時
期
の
む
の
と
み
て
不
自
然
な
点
は
在
い

と

考
え
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
同
じ
東
灘
区
の
よ
り
溺
浜
部

に
位
協
す
る
弥
生
前
川
，川
半
か
ら
先
行
し
て
岱
ま
れ
た
北
行

木
巡
跡
は
注
目
す
べ
き
存
在
と
い
え
、

H

深
江
作
と
い

う
地
名

の
由
来
を
正
し
く
伝
え
る
旧
海
岸
線
の
入
江
は
、
西
か
ら
瀬

戸
内
沿
い
に
伝
指
し
て
き
た
初
期
段
耕
文
化
の
大
阪
湾
岸
に

お
け
る
一
つ
の
定
着
地
と
し
て
且
裂
な
土
地
で
あ

っ
た
と
忽

仙
即
さ
れ
る
。

本
庄
町
泣
跡
の
初
期
水
間
却
は
そ
れ
を
端
的
に
物
訴
る

b

の
と
し
て

b
っ
と
評
価
さ
れ
て
よ
い
し
‘
私
た
ち
は
湿
潤
地

で
経
営
が
開
始
さ
れ
た
と
さ
れ
る
排
水

E
体
引
の
噂
入
矧
水

聞
の
相
政
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
も
う
そ
ろ
そ
ろ
抜
け
出
さ
主
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

晩
期
縄
文
人
は
果
た
し
て
稲
作
を
し
た
の
か

今
号
の
し
め
く
く
り
と
し
て
、
日
出
後
に
近
畿
地
方
の
晩
期

縄
文
人
が
水
稲
川
出
耕
を
始
め
て
い
た
か
否
か
を
、
水
田
遺
跡

の
傑
相
を
も
と
に
若
干
考
え
て
み
た
い
。

先
に
記
し
た
大
阪
府
下
の
弥
生
前
期
水
田
祉
の
み
ら
れ
た

四
遺
跡
に
は
、
土
器
様
相
に
お
い
て
い
ま
一

つ
盛
大
な
共
通

項
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
む
な
く
、
純
文
晩

則
終
末
の
長
原
式
土
器
を
向
出
し
な
い
点
で
あ
る
。
長
瀬
川

以
南
に
分
布
す
る
久
宝
寺

・
佐
堂

・
城
山

・
長
原
な
ど
の
諸

追
跡
や
玉
串
川
以
来
の
生
駒
西
飽
に
立
地
す
る
鬼
虎
川

・
鬼

塚
両
遺
跡
が
良
原
武
を
中
む
と
す
る
突
智
文
土
総
主
体
の
鋭

落
で
あ
る
こ
と
を
思

え
ば、

そ
れ
ら
に
は
さ
み
ニ
ま
れ
た
低

温
部
の
弥
生
前
則
水
川
地
引
が
す

-』
ぷ
る
先
進
刊
を
悦
び
て

み
え
て
く
る
。
川
則
の
凶
泣
跡
は
そ
の
す
べ

て
が
第
I
栂
式

後
半
か
ら
岱
ま
れ
始
め
た
む
の
で
あ
り
、
現
状
で
は
弥
生
前

期
後
半
に
始
則
を
む

つ
岡
山
当
結
束
力
の
強
い
本
船
的
な
m
M
耕

集
団
に
い
訂
い
て
、
初
め
て
ま
と
ま
り
あ
る
生
産
域
の
脱
聞
が

促
さ
れ
た
む
の
と
仰
附
さ
れ
る
。

わ
が
本
庄
町
泣
跡
に

つ
い
て
む
同
僚
な
解
釈
を
与
え
た
い

と
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
担
い
手
が
周
辺
純
文
人

た
ち
の
急
激
な
同
化
変
革
に
よ
る
む
の
な
の
か
、
瀬
戸
内

ル
ト
に
よ
っ
て
猛
ス
ピ
ー
ド
で
東
進
し
て
き
た
外
来
者
集

団
に
よ
る
む
の
な
の
か
、
今
の
私
に
は
に
わ
か
に
決
し
鋭
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
少
な
く
と
む
近
畿
地
万
に
あ
っ
て
は、

大
地
と
不
可
分
な
水
川
岨
自
体
が
純
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
見

山
さ
れ
て
い
在
い
以
上
、
初
瓜
土
加
や
行
包

7
の
存
在
を
砿

ち
に
食
槻
生
産
の
開
始
と
結
び
つ
け
る
昨
今
の
学
界
の
動
的

に
は
針
同
で
き
仕
い
の
で
あ
る
。

(

つ

づ
く
)

調宜土器

【
ス
タ
ッ
フ
か
ら
二
=
ニ

*
神
戸
市
立
中
央
図
出
館

・
2
F
郷
土
資
料
室
の
机
の
数
が

少
な
い
。
む
っ

と
附
や
し
て

F
さ
ら
な
い
と
、
郷
土
資
料
が

閲
覧
出
来
ま
せ
ん
。
御
一
考
の
ほ
ど
を
。

(Y
・
M
}

-R今度
、
新
し
く
人
っ
た
事
務
局
日
の
中
品
煎
で
す
。

一正
気

い
っ
ぱ
い

頑
似
り
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
む
倣
い
し
ま
す。

(K
-
N
)
 

*
暑
い
時
は
向
む
す
る
気
が
起
こ

り
ず
ひ
た
す
ら
む
て
お
り

ま
し
た
。
暑
さ
が
通
り
過
ぎ
、

「
さ
あ

っ
」
と
思
い
き
や
気
候

が
よ
く
な
る
と
ま
た
ま
た
陸
施
が
。
人
間
に
睡
眠
と
い
う

欲
盟
が
な
け
れ
ば
払
は
今
頃
大
学
者
に
な

っ
て

い
た
の
で
は

(H
-
M
)
 

- 5 -

*
学
生
の
町
と
巡
っ
て
、
毎
日
い
そ
が
し
い
日
を
過
ご
し
て

い
ま
す
が
、
ど
う
む
生
活
サ
イ
ク
ル
が
乱
札
て
悶
っ
て
い
ま

す
。
元
の
生
活
に
も
ど
り
た
い
。

(T
o
n
-
N
)

-R
2
F
で
新
し
く
深
江
北
町
泊
跡
を
中
心
と
し
た
考
古
の
企

図
腐
を
実
施
中
で
す
。
ぜ
ひ
一

度
ご
ら
ん
下
さ
い
よ
M
-
K
)

*
今
回
、
一
階
展
示
室
に
戦
争
資
料
コ
ナ
を
開
設
し
ま

し
た
。
戦
後
日
年
、
戦
争
を
知
ら
な
い
子
供
述
だ
け
で
な
く

そ
の
子
供
述
む
大
人
の
仲
間
入
り
を
す
る
今
。
忘
れ
去
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る
戦
争
の
悲
惨
さ
を
展
示
さ
れ
て
い
る
資
料

を
泊
し
て
今
一
度
考
え
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

(r
・
M
)



一
魚
屋
道
周
辺
の
史
跡
伺

神
戸
薬
科
大
学
構
内
古
墳
同

本
誌
一

O
号
で
怨
者
は
「
神
戸
女
子
議
科
大
学
術
内
古
別
」

(
以
下
「
前
報
告
」
と
略
)
と
し
て
、
そ
の
地
形
実
測
図
の

紹
介
と
出
土
遺
物
の

一
部
に
つ
い
て
報
告
を
行
な
っ
た
が
、

そ
の
中
で
、
鉄
則
耐
の
実
測
図
が
拠
供
さ
れ
た
こ
と
と
、
引
制
池

山
の
実
測
図
が

一
郎
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仙
川
足
報
告

を
約
束
し
て
い
た
の
で
報
告
す
る
。

ま
ず
、
神
戸
大
学
考
古
学
研
究
会
へ
、
石
室
の
築
制
の
舵

供
を
お
願
い
し
て
い
た
が
、
よ
い
返
亦
を
い
た
だ
け
な
か
っ

た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
前
報
告
で
b
し
る
し
た
よ
う
に
、

あ
ら
た
め
て

一
目
白
早
い
報
告
旬
発
刊
を
切
聞
出
し
た
い
。

さ
て
、
須
恵
器
の
実
測
図
{
原
図
)
b合
的
、

一
指
し
て

資
料
が
芦
屋
市
教
育
委
民
会
に
保
管
さ
れ
て
い
る
可
能
制
が

強
い
の
で
、
担
当
者
の
岩
本
昌
三
、
森
岡
秀
人
両
氏
に
碓
惚

を
お
願
い
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
過
日
そ
の
一
括
保
管
が
確
認

さ
れ
、
文
、
当
時
岩
本
氏
の
手
に
よ
っ

て
閉
山
影
さ
れ
た
遺
物

写
真
も
合
せ
て
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
材
料
と
し
て
、

に
つ
い
て
報
告
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

主
と
し
て
泌
物

ま
ず
、
前
報
告
の
若
干
の
訂
正
か
ら
。

収
開
削
し
た
日
点
の

出
j
遺
物
の
内
、

1
1
m
の
実
測
者
は
尼
崎
恵
美
子
立
史
、

は
は
鈴
木
町
登
氏
、
鉛
mn
ト
レ

ー
ス
は
尼
崎
山
子
女
史
の
平

に
よ
る
む
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ト
レ

ー
ス
の
被
写
別
3
枚
の

う
ち
筆
者
の
手
元
に
あ
っ
た

2
枚
を
再
ト
レ
ー
ス
し
た
も
の

を
報
告
し
た
。
残
る

H
-
U
は
、
一

九
八
三
年
神
戸
大
学
考

史
料
館
研
究
員

藤

J 11 

祐

作

古
学
研
究
会
発
刊
の
六
甲
祭
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
所
収
の
「
神
戸

女
子
孫
科
大
学
術
内
十
u
杭
測
抵
調
査
既
望
」
か
ら
、
や
は
り

一円
ト
レ
ー
ス
し
た
む
の
で
あ
る
。

今
回
舵
供
さ
れ
た
資
料
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
尼
附
女
史
と

村
川
行
弘
氏
の
手
に
か
か
る
、
出
土
泣
物
の
間
府
間
哉
と
照
合

し
た
と
こ
ろ
、
前
報
告
分
は
の
他
に
須
恵
協
で
は
郎
身
片
2

点

・
日
間
町
郎
部
片
l
占
…
・
平
版
l
点

・
謎
片
3
点
の
断
面
図

と
拓
本
が
舵
惚
さ
れ
た
。
以
上
の

7
点
の
須
必
仰
は
、
原
凶

か
ら
l
レ
ー
ー
し
た
。

次
に
、
鉄
総
の
実
測
図
は
神
戸
大
学
考
古
川
子
研
究
会
が
本

別
の
測
量
調
査
を
実
施
し
た
お
り
、
森
岡

・
松
田
和
義
両
氏

に
依
頼
し
て
実
測
さ
れ
た
む
の
で
、
松
回
氏
よ
り
ト
レ

ー
ス

の
絞
写
が
悦
供
さ
れ
た
ら
の
を
一
円
ト
レ
ー
ス
し
た
。

な
お
、
芦
鹿
市
教
育
委
円
以
会
保
管
資
料
の
中
に

b
、
前
報

告
の
杯
類
お
よ
び
一
一
品
杯
脚
部

・
中
げ
銅
銃

・
鉄
器
各
l
占
ず
つ

の
実
測
原
図
が
あ
る
。
文
、
実
測
図
な
ど
は
な
い
が
、
観
察

表
に
は
須
恵
山
耐
の
呼
身
片
l
占

・
別問
販
す
}
片
1
占

・
土

師
器
片
の
器
観
不
明
の
l
占
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

今
回
あ
ら
た
に
実
測
図
の
提
供
さ
れ
た
辿
物
を
、
観
察
表

を
元
に
紹
介
す
る
。

手
16の 1，1須
は口 ・恵
問縁 15器
材、問1は(
杯。杯第
剖l 身 l
でで図

薄
手
0) 

口
縁
甜1

H
1
m
)
 

川
は
丸
味
の
あ
る
U
U脚
部
。

日
は
部

一
条
の
枕
線
あ
り
。 一

げ
は
平
版
で
、
日
さ
八
・三

Hf
胴
径

一
0
・
一
H
f
口
縁

筏
五
・
O
Hン
を
計
り
、
口
矧
部
と
胴
部
の
継
自
に
は
手
ひ
ね
り

の
痕
跡
を
残
す
。
焼
成
良
。

日
i
m
は
抱
胴
部
片
で
、

国
は
外
商
に
叩
目
、
内
而
明
日
海

波
、
焼
成
良
。
円
は
内
術
作
海
波
。

却
は
内
前
山
行
海
波
、
外

内
而
共
に
悶
粍
激
し
い
。

鉄
器

(第
l
問、

引
1
お

・
第
2
図
)

引
は
万
子
。
お
は
ャ
リ
ガ
ン
ナ
(
フ
)
。
他
不
明
。

刻
忠
則
耐
の
う
ち
H
M
則
自
と
平
版
に
つ
い
て
は
間
組
は
な
い

が
、
叫
川
知
此
口
分
と
あ
わ
せ
て
は
点
の
郎
額
は
、
そ
の
形
態
か

ら
l
・
3
・
4
・
5
の
呼
・
血
が
第
2
図
の

D
・
B
・
C
-
A

に、

7
・
8
・
9
・
刊
の
杯
身
が

H
・
E
-
G
・
F
に
、
そ

，
 

れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
叫
わ
れ
る
。
鉄
山
耐
に
つ
い
て
は
、
実
測

図
の
存
在
す
る
む
の
よ
り
は
る
か
に
多
く
の
む
の
が
写
真
に

写
っ
て
お
り
、
銃
化
の
程
度
の
問
題
ら
あ
る
の
で
照
合
は
差

し
使

え
た
。

6 -

nh
後
に
い
つ
む
な
が
ら
本
小
前
を
品
目
く
に
あ
た
っ
て
は
、

次
の
諸
氏
の
協
力
が
あ
っ
た
。
記
し
て
深
謝
に
か
え
る
ロ
芦

屋
市
教
育
委
員
会

・
岩
本
昌
三

・
森
岡
秀
人

・
怯
田
和
議
各

氏
、
古
川
久
脱
出
子
友
に
は
全
般
に
わ
た
っ
て
ご
協
力
が
あ
つ

れ~
。な

お
、
前
報
告
で
も
の
べ
た
よ
う
に
、
将
来
、
造
物
が
一

倍
し
て
史
料
館
に
寄
託
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
あ
ら
た
め

て
創
出
慌
の
生
産
地
な
ど
に
つ
い
て
論
究
し
て
み
た
い。
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一
東
灘
考
古
学
文
献
目
録
稿
付

は
じ
め
に

日
本
中
至
る
と
こ
ろ
で
開
発
が
行
な
わ
れ
て
い
る
今
日
、

そ
れ
に
伴
う
発
掘
調
査
の
数
も
爆
発
的
な
勢
い
で
地
え
続
け

て
い
る
。
例
え
ば
神
戸
市
の
場
合
を
見
て
み
る
と
、
少
し
古

い
例
で
は
あ
φ
が
一
九
八
三
年
の
一
年
間
に
行
な
わ
れ
た
発

姻
刻
査
は
三
五
円
で
、
こ
の
他
の
小
規
絞
な
試
抑
一
訓
奇
や
立

ち
会
い
調
査
む
含
め
る
と
さ
ら
に
膨
大
仕
数
に
の
ぽ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
東
灘
区
で

b
例
外
で

は
な
く
、
区
内
の
あ
ち
こ
ら
で
測
班
が
行
な
わ
れ
、

多
く
の

新
た
な
事
実
が
判
明
す
る
な
ど

H
抵
な
成
川
町
を
お
さ
め
て
い

ザ令。
神
戸
地
域
の
考
古
学
関
係
の
文
献
を
収
め
た
も
の
に
、
兼

成
保
明

・
真
野
修
両
氏
の
労
作
「
神
戸

・
明
石
関
前
考
古
学

文
献
目
録
」
(
「隆
史
と
神
戸
』
ぬ
六
六
、

一
九
七
凶
年
)
が
あ

る
。
そ
れ
か
ら
経
過
守
る
こ
と
十
四
年
。
別
荘
の
数
に
正
比

例
し
て
そ
の
成
果
を
著
し
た
論
文
や
報
告
的
傾
も
、
と
も
す

れ
ば
専
門
に
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
人
で
も
完
全
に
担
湿
す

る
の
が
難
し
い
の
で
は
、
と
思
え

令
ほ
ど
問
え
て
い
る
。

現
在
神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
に
お
い
て
却
者
は
、
神

戸
市
の
東
灘
区
周
辺
で
行
な
わ
れ
た
発
抑
制
行
の
デ

l
グ
収

集
を
思
い
た
ち
、
そ
の
作
業
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
集
ま
り
つ
つ
あ
る
東
灘
区
に
閉
す
る
考
古
MVの
成
川
市
や

築
制
を
監
理
し
、
ま
た
紹
介
し
て
ゆ
く
芯
味
合
い
を
兼
ね
て

点
灘
区
考
古
学
文
献
目
録
制
を
発
表
し
て

い
き
た
い
と
思
う
。

単
に
目
録
を
渇
げ
る
の
で
は
な
〈
、
京
灘
区
内
の
考
古
学
発

史
料
館
調
査
ぬ

柏

民

原

正

見
、
研
究
史
風
に
告
さ
進
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
が
、

な
に

ぶ
ん
、
護
者
が
浅
学
で
、
ま
た
収
集
を
始
め
て
川
も
主
い
こ

と
か
り
貴
重
な
文
献
の
見
落
し
な
ど
、
至
ら
ぬ
占
も
少
な
く

な
い
か
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
事
項
は
追
っ
て
怖
い
、
よ
り

完
設
な
物
に
近
づ
け
る
よ
う
努
力
し
た
い
と
思
う
の
で
、
多

く
の
方
々
の
御
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

一
、
明
治
か
ら
大
正

さ
て
今
回
は
明
治
か
ら
大
正
ま
で
の
時
則
を
、
古
附
引
に
附

す
る
問
中刑引
を
中
心
に
取
り
抜
い
た
い
と
思
う
。
対
象
と
し
て

い
る
神
戸
市
東
灘
区
は
旧
武
山
郡
御
彩
、
佐
官
出
、
印
、
帆
州
、
本

山
、
本
庄
の
五
ケ
町
村
の
地
域
に
相
当
す
る
。

江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
地
誌
矧
に
よ
る
と
、
こ
の
地
域

に
数
誌
の
古
郡
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る

(l
)。
当
然
考

古
学
的
見
地
に
よ
る
記
述
で
は
な
い
の
で
内
容
も
不
」
l

分
だ

が
、
伊
賀
塚
古
墳
な
ど
早
く
に
消
滅
し
た
古
尉
の
存
在
を
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る

(2
)。

東
灘
区
内
の
古
債
の
中
で
御
影
原
町
2
丁
目
に
あ
る
処
女

塚
古
噴
と
そ
の
東
西
に
位
位
す
る
求
女
嫁
古
墳
は
、
菟
原
処

と
め

f
d

女
と
二
人
の
壮
士
に
よ
る
安
問
い

の
伝
説
な
ど
に
よ
っ
て
古

く
か
ら
有
名
で
あ
っ
た
。
一
八
九
七
年
奥
村
探
古
は
こ
の
三

つ
の
古
郡
を
前
方
後
円
慣
と
し
て
位
回
付
け
、
そ
の
当
時
の

現
状
や
出
土
巡
物
の
情
況
等
を
報
告
し
た

(3
)。
さ
ら
に
吉

打
良
秀
は
》
」
の
三
士
口
抗
を
伝
説
の
主
人
公
の
誌
で
は
な
く
、

こ
の
地
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
古
代
の
京
阪
、
凡
河
内

氏
の
品
に
比
定
す
る
考
え
を
発
表
し
て
い

O
(
4
1

処
女
探
古
噴
の
束
、
白
士
口
宮
町

一
丁
目
の
求
女
同
時
古
別
は

一
八
七

O
年
こ
説
に
は
一

八
七
七
年
)
墳
丘
の
土
取
り
作

2
g
f
 

業
を
し
て
い
た
際
に
銅
鋭
や
盟
主
製
車
輪
石
が
出
土
し
た
。

一
九

O
O年
頃
に
も
銅
鋭
二
商
が
発
見
さ
れ
た
が
、

一
九

O

四
年
に
は
阪
神
電
車
の
線
路
工
事
に
よ
っ
て
前
方
部
が
破
喫

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
の
様
子
は
現
場
に
立
ち
会
っ
た

福
原
潜
次
郎
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る

(
5
1
ち
な
み
に

出
土
し
た
鋭
や
車
輪
石
な
ど
は
、
一
九
一
二
年
住
吉
町
役
場

か
ら
東
京
帝
室
博
物
館
(
現
束
京
国
立
博
物
館
)
へ
寄
附
さ

れ
て
現
在
に
至
る
。

間
本
町
一
丁
目
に
あ
っ
た
前
方
後
円
刷
、

ヘ
ボ
ソ
四
時
古
坑

も
明
治
初
年
間
引
か
ら
悶
聞
の
開
発
等
で
墳
丘
が
削
平
を
受
け

て
い
た

(6
)。
一
八
九
五
年
、
当
時
の
地
主
の
手
で
附
切
れ
保

髄
の
た
め
の
石
垣
を
榊
築
中
に
、
工
都
に
あ
た
っ
た
右
工
ら

i-L
〈

L
A

〈

M
た
a
a
M
V
R
Z

が
銅
鋭
六
一向
、
君
主
製
石
釧
、
管
玉
、
勾
玉
な
ど
を
盗
捌
し

た
。
後
に
こ
れ
を
知
っ
た
地
主
は
売
り
に
出
さ
札
た

一
部
の

泣
物
を
口
民
し
東
京
帝
室
博
物
館
に
寄
贈
し
た
。

こ
の
地
域
一
帯
に
存
在
す
る
こ
れ
ら
の
古
別
に
目
闘
を
寄

せ
る
二
人
の
一
一品
名
な
学
者
が

い
た
。
寝
間
貞
吉
と
梅
原
末
治

で
あ
る
。
文
献
史
学
の
み
な
ら
ず
建
築
史
や
考
古
学
な
ど
多

方
面
に
足
跡
を
残
し
た
学
者
喜
田
貞
吉
は
、

古
代
の
西
摂
地

方
を
概
説
し
た
論
文
で
旧
武
庫
郡
の
古
漬
に
触
れ
て
い
た。

た
だ
江
戸
時
代
以
前
の
諸
記
録
の
検
討
を
中
心
と
し
た
た
め

考
古
学
的
見
地
に
や
や
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
。
も
う

一
人

の
悔
原
末
治
は
考
古
学
者
の
立
場
か
ら
近
鎚
地
方
に
あ
る
古

境
の
研
究
を
進
め
て
い
た
が
旧
武
郎
郡
の
古
杭
に
も
強
い
関

心
を
寄
せ
て
い
た

(8
)
(9
)。
悔
際
は

一
八
九

E
年
兵
出

県
の
委
託
を
う
け
て
県
下
の
古
肢
を
出
土
辿
物
の
観
察
も
交

え
て
詳
細
に
験
対
し
た
(
川
)。

悔
川
町
の
研
究
は
、
こ
の
地
峡

の
古
別
研
究
に
大
き
な
画
期
を
も
た
ら
し
た
柴
山
制
と
し
て
位

自



目
付
け
ら
れ
る
。

間
本
の
山
手
‘
岡
本
悔
林
の
あ
っ
た
山
添
い
の
一
郁
(
岡

本
六

1
七
丁
目
付
近
)
に
は
多
く
の
群
保
明
が
存
在
し
た
よ

う
だ
が
、
明
治
初
年
頃
よ
り
こ
の
地
域
が
住
宅
地
と
し
て
開

発
さ
れ
る
に
歪
り
多
く
の
古
柄
引
が
消
滅
し
た
。
そ
の
工
事
中

に
発
見
さ
れ
た
石
倍
、
同
相
輪
片
や
須
志
保
そ
し
て
周
辺
に
弥

生
土
擦
が
散
布
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、

今
で
は
そ
の
面
影
す
ら
う
か
が
う
こ
と
は
出
来
な
い
(
日
)

(

ロ

)

。

(

つ

づ

〈

)

A

註
v

(1
)
今
回
参
昭
し
た
地
誌
額
は
次
の
通
り
。

a
、
岡
田
健
志

『
際
陥
昨
談
」
一
七

O
一
年

b
、
並
河
誠
所
「
妓
沖
芯
』
一
七
三
四
年

c
、
秋
型
簸
品

『川
悦
津
名
所
図
会
』
一
七
九
六
年

(
2
)
伊
賀
原
古
郡

・
東
灘
区
御
影
町
西
平
野
伊
賀
原
に
あ

っ
た
と
さ
れ
る
古
坑
。
摂
凶
作
志
に
そ
の
名
が
見
え
る
。
『
神
戸

地
方
古
坑
地
名
表
』(
神
戸
地
方
古
頃
調
査
保
存
準
備
の
会
他

編
、
一
九
五
六
年
)
に
よ
る
と
六
基
の
方
刷
と
記
峨
さ
れ
て

い
る
。

(3)
奥
村
探
士
口
「
摂
津
国
武
服
部
お
と
め
塚
」
『
考
古
学
会

雑
誌
』

一
l
六
考
古
学
会
一
八
九
じ
年

(4
}
吉
井
良
秀

「
伎
作
図
武
山
郎
灘
の
処
女
原
」
『
考
古
学

雑
誌
」

=
丁
九
考
古
学
会
一
九
一
三
年

(5)
日
間
原
潜
次
郎
「
妓
沖
御
悶
村
の
京
乙
女
塚
」
「
考
古
山
升
」

三
l
九

考

古

常

会

一

九

O
四
年

(6
)
士u
引
良
秀
「
岡
本
村
両
保
目
四
時
考
」
『
考
古
宇
雑
誌
」

一
O
l七
考
古
学
会
一
九
二

O
年

(7
)
巡
回
貞
吉
「
上
代
の
武
開
地
方
」
『
渋
神
郷
土
史
論
』

日
本
歴
史
地
理
学
会
一
九
一
八
年
(
後
に
『
神
戸
市
史
』

別
録
一
に
再
録
)

(
8
)
悔
応
末
治
「
近
俄
の
川
刷
物
と
遣
制

(
3
)
」
「
歴
史
地

理
』
二
六
l

一
日
本
版
山
人
地
問
叫
学
会
一
九
一
五
年

(9)
悔
原
末
治

「川
悦
沖
武
山
伴
叩
に
胎
け
る
こ
、

=一の
古
式

境
基
(l
)
」
『
考
古
学
雑
誌
』
一
一
一
l

一
二
考
古
学
会
一

九
二
二
年

{同
}
悔
原
末
治
「
県
下
に
除
け
る
古
式
古
杭
の
分
布
」

『兵

一

新閣議一

山
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
白
』

一
九
二
冗
年

(日
)
吉
村
川
良
秀
「
棋
凶
仲
間
武
隊
部
岡
本
村
野
小
百
備
に
就

い
て
」

『考
古
学
雑
誌
』
=
一
一
一
考
古
学
会
一
九
一

一二

年
(ロ
}
松
下
胤
信
「
兵
庫
県
岡
本
梅
林
泣
跡
に
就
い
て
」

『山人

前
学
雑
誌
』
六
六
史
前
学
会
一
九
三
四
年

兵
附
山
町
山

去
る
四
月
三
十
日
か
ら
五
月
二
十
九
日
ま
で
行
な
わ

れ
た
特
別
展
「
近
代
の
着
物
に
見
る
生
活
史
」
は
好

評
の
う
ち
に
無
事
終
了
し
ま
し
た
。
ご
協
力
い
た
だ

い
た
関
係
者
各
位
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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一一
近
世
の
宿
駅
争
論
か
ら
み
る

舟
坂
間
道

一
年
に

一
回
、
十
月
十
日
に
史
料
館
友
の
会
主
似
の
行
事

と
し
て
、
「自
民
辺
を
歩
く
会
」
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
遣
が

近
世
に

「
湯
山
川
辺
」
と
呼
ば
れ
、
生
瀬

・
小
浜
な
ど
の
宿

駅
と
論
争
を
く
り
返
し
て
き
た
こ
と
は
、
聞
辺
白
人
氏
が
『白

昼
過
の
往
来
l
近
世
束
六
甲
の
山
越
え
交
通
史
』
(
『
歴
史

と
神
戸
』
胤、

一
O
八
、
昭
和
五
十
六
年
十
月

一
日
刊
、
に
所

収
。
後
に
昭
和
五
十
七
年
十
月
十
日
、
深
江
財
産
区
官
思
会

よ
り
依
刷
、
復
刊
さ
れ
る
。
)
で
詳
し
く
論
述
さ
れ
て
い
る
。

事
者
b
的
年
」
l

同
J
l

日
発
行
の

『生
活
文
化
史
l
史
料
館
だ

よ
り

m
m
Hdl』
で
、
前
述
の
「
魚
川出
道
の
白
米
」
を
路
川
田

し、

『本
庄
村
史
資
料
編
第
二
巻
』
に
収
録
し
て
い
る
何
心
場

開
発
に
つ
い
て
の
史
料
を
用
い
主
が
ら
、
近
世
に
お
り
る
印

医
道
を
め
ぐ
る
人
々
の
綿
子
を
小
文
に
し
て
み
た
。

だ
が
、
六
甲
山
を
南
北
に
横
断
す
る
抜
け
荷
の
道
l
六
甲

山
間
近
ー
は
魚
屋
道
だ
け
で
は
な
く
、
他
に
む
諸
物
資
を
通

行
し
て
い
た
迫
が
い
く
筋
か
あ
っ
た
。
本
文
で
は
向川
桜
山
道

と
呼
ば
れ
る
迫
に
つ
い
て
告
さ
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

一一

徳
川
氏
が
江
戸
に
訴
仰
を
聞
き
、
全
国
を
支
配
す
る
よ
う

に
な
る
と
交
迎
制
度
の
確
立
が
政
治

・
別
事
上
の
支
配
ロ
倣

の
た
め
に
も
必
要
不
可
欠
と
在

っ
た
。

幕
府
は
江
戸
を
中
心
と
し
た
五
街
道
の
整
備
に
岩
手
し
、

元
緑
時
代
の
頃
に
は
本
格
的
な
近
世
宿
駅
制
度
を
確
立
し
て

い
っ
た
と
さ
れ
る
。
正
徳
元
年

{一

七

一
こ
に
は
、
定
的

史
料
館
主
任
研
究
員

浩

望

月

ら
れ
た
宿
駅
で
の
荷
物
の
縦
ぎ
立
て
が
義
務
づ
付
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
術
駅
を
通
ら
な
い
荷
物

の
通
行
は
違
法
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
諸
物
資
の
往
来
が
活

発
に
な
っ
て
く
る
段
安
年
間
頃
か
ら
は
、
こ
の
継
ぎ
立
て
椛

利
を
め
ぐ

っ
て
争
論
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

一一
一

本
文
で
と
り
あ
げ
る
舟
収
間
道
も
、
生
瀬
等
の
宿
駅
か
ら

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
、

抜
け
前
の
道
で
あ
る
と
訴
え
ら
れ
て

き
た
道
で
あ
る
が
、
こ
の
辺
は
い
く
筋
か
あ
る
六
甲
山
間
道

の
中
で
も
む
っ
と

b
東
寄
り
を
泊
っ
て
い
た
道
で
あ
る
。
打

川
か
ら
船
出世

(凶
富
市
山
口
町
)
を
泊
り
、
船
坂
峠
を
唱
え

て
隙
林
寺
を
経
て
凶
自
の
悩
岩
神
社
へ
通
じ
て
い
た
。

回

文
政
元
年
(
一
八
一
八
)
に
山
川
坂
村
が
道
筋
七
、
八
丁
に

わ
た
っ
て
道
幅
を
二
聞
に
切
り
広
げ
た
。
こ
れ
に
対
し
生
瀬

駅
が
訴
訟
を
お
こ
し
た
。
訴
訟
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
、

「松
駅
処
之
儀
は
丹
波

・
丹
後

・
但
馬

・
因
幡

・
伯
持
、
什
片

外
崎
州
辺
通
り
米
候
迫
筋
ニ
仰
坐
候
、
桝
…
処
布
往
来
之
旅

人
間
別
歩
行
荷
等
引
仰
物
件
山
内
即
時
ニ
て
御
川
之
手
透
ニ
相川刷、

結
迄
駅
所
制
税
制
来
似
処
、
此
度
舟
坂
村
-
一
新
脱
ニ

凶
ノ

国
へ
山
ヲ
山
川
し
、
首
米
ヲ
抗
、
右
処
々
之
荷
物

・
旅
人
等

ヲ
引
請
、
西
ノ
宮
へ
通
行
い
た
さ
せ
度
存
念
に
御
坐
候
」

訴
訟
の
結
果
、
和
談
が
成
立
し
た
が
、

「
当
村
山
道
造
立
候
儀
此
度
西
宮
領
境
「
唾
逗
リ
候
故
旅
人
通

行
仕
候
巴
後
山
道
造
リ
皮
候
節
ハ
領
境
迄
は
造
リ
立
不
中

-
前

境
目
よ
り
壱
丁
口
口
ニ
て
造
リ
止
メ
申
候
約
定
ニ
御
座
候

尤
本
文
ニ
生
瀬
よ
り
差
障
不
中
と
有
之
候
得
共
道
造
リ
之

節
立
会
之
上
道
造
リ
可
申
候
為
添
付
叫
依
て
知
件
」

す
な
わ
ち
、

舟
坂
村
領
分
と
西
宮
町
節
分
と
の
境
界
点
と

他

一
ケ
所
に
木
戸
を
絞
け
、
村
人
だ
け
の
通
路
と
し
て
、
そ

の
他
の
甘
来
を
停
止
す
る
。
飢
分
境
の
地
占
よ
り
一
町
手
前

で
近
作
り
を
す
る
こ
と
な
ど
が
条
件
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
訴
訟
が
出
さ
れ
て
い
る
川
b
、
岬
郎
郡
上

ケ
阪
新
川
の
百
姓
が

4
を
ひ
い
て
問
追
を
辿
過
し
た
り
、
揃

州
神
束
郡
4
M付
の
百
姓
が
大
坂
へ
出
る
た
め
に
通
過
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
遠
方
の
者
b
利
用
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
舟
板
村
と
西
宮
本
町
の
平
訟
昆
宮

兵
衛
が
結
ん
で
、
人
や
荷
物
を
過
し
て
い
た
こ
と
が
席
回
附
し

た。

@
 

そ
の
後
、先
の
和
談
が
成
立
し
た
三
年
後
の
文
政
四
年
二

八
二
ご

に
舟
桜
村
が
川
辺
を
地

umし
、
こ
の
辺
は
大
道
だ

と
近
隣
の
在
郷
に
伝
え
広
め
と
り
し
た
。
そ
の
た
め
に
ま
た

b
や
生
瀬
の
的
駅
よ
り
訴
訟
が
山
さ
れ
た
。

五

ま
た
、
刑
保
」
1

年

(
一
八
三
九
)
に
は
、
舟
原
村
が
先
の

約
定
(
文
政
元
年
)
を
破
り
、
字
消
水
谷
よ
り
約
二

O
町
の

距
雌
を
二
川
幅
の
道
路
に
切
り
広
げ
た
。
こ
の
こ
と
が
ま
た

争
論
を
ひ
き
お
噂
』
し
た
よ
う
で
あ
る
。

文
政
元
年
の
約
定
の
後
も
、
た
び
た
び
川
辺
判
的
を
行
な

っ
た
の
で
、
生
瀬
の
宿
駅
b
抑
制
杭
を
と
が
ら
ゼ
て
き
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
例
が
次
に
あ
げ
る
万
延
元
ヰ
の
事
件
で
あ
る
固

万
延
一
光
年
ご
八
六

O
}
八
月
二
六
日
付
の
生
瀬
駅
役
人

か
ら
下
山
口
村
(
西
宮
市
山
口
町
}
に
あ
て
た
「
船
坂
村
間

道
荷
物
運
送

一
件
引
合
的
」
で
、

- 10ー

「此
度
以
御
村
佐
兵
衛
俄
駅
々
的
問
別
之
及
差
支
候
舟
原
村
よ



り
六
甲
山
打
越
之
間
道
之
荷
物
致
辿
送
候
此
設
立
(
協
ニ
差

白
候
ハ
、
駅
々
御
問
継
立
之
相
妨
ク
と
相
成
候
」

と
訴
え
、
下
山
円
付
御
役
人
に
、
佐
兵
術
が
な
ぜ
間
道
一
泊
行

を
し
た
の
か
、
取
調
べ
を
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
い
る
。

こ
の
訴
訟
に
対
し
て
佐
兵
衛
は
次
の
よ
う
な
託
証
文
を
徒

出
し
て
い
る。

「抑
娘山地ー本
岩
村
へ
縁
付
為
致
候
ニ
付、

当
五
月
三
日
吉
円

ニ
て
右
荷
物
船
振
付
迄
龍
山
候
処
右
同
付
ニ
て
聞
及
候
処

此
比
-削
除
統
候
て
川
越
耀
出
来
阪
様
巾
居
候
ニ
付
何
む
な

く
山
越
ニ
山
道
打
越
へ
般
市
ド
ニ
仰
使
似
・

」

と
嫁
入
り
道
具
を
巡
ん
だ
と
釈
明
し
、
ま
た
、
舟
板
か
ら
生

撤
へ

の
有
W
1
4
が
雨
の
た
め
交
通
困
難
で
あ
っ
た
と
言
っ
て

い
る
。
確
か
に
生
瀬
|
山
川
版
削
の
凶
キ
ロ
ほ
ど
の
道
は
、
大

多
聞
川
の
河
原
や
渓
谷
を
通
る
の
で
、
訓
常
に
雑
渋
を
さ
h

め
た
。
前
述
の
行
野
道
を
通
過
す
る
理
由
に
、

「
附
…
共
生
瀬
一
円
よ
り
船
収
村
皇
室
余
之
所
川
之
瀬
伝
従
来

H
候
、
大
雨
之
折
節
ハ
不
及
巾
、

一
時
之
洪
水
に

b
適
切

り
中
肢

」

と
し
て
あ
る
。

サ
一樹
か

り
行
問
へ
京
る
辺
筋
の
前
半
を
大
多
山
川
内
十
八

瀬
と
い

っ
て
い
る
が
、
『掛
川
m有
馬
紀
行
』
に、

「水
ま
す
と
き
は
と
び
こ
へ
こ
の
上
を
水
な
が
れ
行
く
、
以

中小
の
中
を
と
ひ
越
か
よ
ふ
な
り
、
全
体
大
石
多
く
小
石
b

ま
じ
る
甚
だ
の
な
ん
所
な
り
、
往
来
の
道
筋
た
し
か
な
ら

ず
、
お
り
/
¥
の
大
水
に
て
主
が
れ
る
故
、
そ
の
度
に
道

か
は
る
か
な
り
、
此
ゆ
へ
に
往
来
の
む
の
、
人
の
か
よ
ふ

足
の
あ
と
を
し
る
へ
に
し
て
往
来
す
る
ゆ
へ
、
い
た
っ
て

わ
か
り
が
た
し
、
か
る
が
ゆ
へ
に
あ
ん
な
い
な
く
て
は
し

れ
ず
云
々
」

と
あ
る
か
・
っ
、
実
際
生
瀬
へ
は
交
通
困
難
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

・コ。

六

六
巾
山
間
道
に
物
資
輸
送
の
泌
惇
を
む
っ
と
ら
受
け
た
の

は
、
生
瀬
で
あ
ろ
う
。

凶
出

・
兵
印
へ
行
く
荷
物
が
で
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
こ
の
舟
板
間
近
は
、

m
H
野
道
に
よ
っ

て
京

・
伊
丹
へ
向
か
う
荷
物
が
頼
り
だ
っ
た
だ
け
に
、
神
経

企
と
が
ら
せ
て
い
た
。

ま
た
、
こ
の
舟
坂
川
辺
は
、
的
伝
道
と
迎
い
、
在
郷
が
特

拍
的
宿
駅
と
対
抗
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
り
事
者
は
、
結
局
一
山
宮
へ
行
く
荷
物
で
あ
る

し、

mh自の
平
松
歴
訪
兵
術
が
か
・
勺
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
児

西
宮
駅
が
兵
庫

湯
山
の
よ
う
に
叫
認
を
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
路
間
た
る
史
料
が
な
い
の

で
は
っ

3
り
と
は
合
一え
な
い
が
。

ま
た
、

F
山
口
村
佐
兵
衛
の
地
合
の
よ
う
に
、
生
瀬
l
舟

駁
問
の
交
通
事
的
の
悲
い
持
の
バ
イ
パ
ス
代
わ
り
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

λ
u
シ』、

《註
v

①
『
西
中
川
市
山
人
」
第
五
巻
八
二
じ
百

「船
坂
村
新
鋭
辺
巡
り

に
っ
さ
故
障
中
立
て
」

②
『
山
口
村
総
』
三
九
三
賀
「
為
取
智
一

札
ニ
添
証
文
之
事
」

③

『商
品
市山人
』
第
二
巻
六
三
O
頁

@
『
生
瀬
の
庇
史
』
九

O
頁

③
『
西
宮
市
史
』
第
二
巻
六
三

O
頁

⑥
『
西
宮
市
史
』
第
五
巻
八
二
八
頁

⑦

向
右
「
嫁
入
荷
物
間
道
輪
送
花
証
文
」

⑥
『
四
日
市
山
人』
第
五
巻
じ
九
四
日
「
生
瀬
村
民
的
給
凶
郎

断
椴
」

(
主
な
参
考
文
献
)

『西
宮
市
史
』
第
二
巻
/
印
澄
惣
五
郎
/
西
宮
市
役
所

『
白
富
市
史
』
第
五
巻
/
武
藤
誠

・
有
坂
隆
辺
/
丙
宮
市
役

所『品
川
血
泊
の
往
来
』
/
川
辺
民
人
/
深
E
財
政
区
廿
邸
会

『山
口
村
誌
』
/山
門
村
誌
編
纂
委
員
会
/
西
宮
市
役
所

「近
世
の
宿
駅
争
論
」
『
近
代
』
第
七
号
/
八
木
哲
浩

「滑
椛
有
馬
紀
行
」
/大
恨
土
成
/
文
邸
主

「生
瀬
の
歴
史
」
/松
岡
孝
彰

「街
道
と
水
巡
」
持
政
講
座
日
本
歴
史
叩
近
世
2
/
渡
辺
臼

夫
/
岩
技
内
町
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街地小学校 6年生(見学者 115名)

この日 入他者 2万人目 {ljl山さん御一家

友 の会第49回例会 (害加者 35名)

神戸史学会第25@例会

ITiWM 近代の初物にみる 生活5tJ 伊東玲子氏

rr円治 ・大正の京友禅J 志村光山氏

友の会第50回例会(参加者 50名)

見学会 「京税のHZ史を歩く」

高司附 riU'1浩氏

神戸史学会釘26四例会(参加者16名)

初出 「近世田戸送り樹の偽仰と間際航」 石川道子氏

「凱z倭人伝から邪馬台回世見つける手法J '1、合彬~I 氏
友の会第51問例会(参加者 25名)

スライドと t;結 f'-I"国辺境ところどころ」 水凹照雄氏

11 官作土から見たニュージーラン!:7ヶ月」 山本文!1低
辰馬考古資料館比二ず会(見学者 55*1} 

友の会第52回I~I会 (参加者 21 名)

~I'戸史学会第27回例会

部副 f'l'i止やl'戸の売券状について」 木南弘氏

「主m・村 k定とやl'戸日報J 成田誠吉氏

金問i町文化協会 (よL学者 45名)

友の会 Zl1531日例会 (参加者 55名)

東灘歴史散歩講師望月浩氏 ill谷!~I.L\:

川 口さっき史料館事務局主務史料館日誌抄

56:ドド

5F17EI 

5/-18日

研修会への館員派造

563. 5.27 
63年度 兵山県博物館協会総会

総会 決算報告・役員改選・'11;';計画

見学特別展「ほとけ、かみ、ひと

一一三田の文化財」

(派遣館員研究j:l迫谷1;1)

6f1 5 101 

道主主!~I氏

7月3日

9 HI8日
9月2:11'1

71"IIOEI 

7 I:J:! I日

911 .1 FI 

…… 守山一一一
去
る
五
月
七
日
に
、
開
館
以
来
二
万
人
目
の

入
館
者
が
来
ら
れ
ま
し
た
。
東
灘
区
北
背
木

の
仲
山
さ
ん
ご
一

家
で
、
「
雨
の
中
、
来
た
か

い
が
あ
り
ま
し
た
。
新
聞
で
よ
く
こ
う
い
う

記
事
を
見
ま
す
が
、
ま
さ
か
自
分
が
あ
た
る

と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
」と
史
料
館
か
ら

の
記
念
品
を
手
に
忍
び
の
戸
を
あ
げ
て
い
ま

し
た
。

史料館の入館者2万人突破/

資事|寄贈者ご芳名 (11)

〈資料〉

!日111'，;1'雌・腕部/八木保・椛災自民 2山/

土居芳樹 ・ひな人形/川野勝一 いもん

ぷくろ/野旺l正副 ・長持/矢品文子 も

んペ 1，下/大国正英 ・衣料切符他 12占

〈替特〉

ì，~jl 兆三 ・ ({，吹八幡神主i 秋祭絵巻

尼崎市教育要員会 ・尼崎の漁業、

尼崎の苛IIlf

近勝雅樹 ・仕事者

尼崎市立地域研究史料館 ・地域史研究

第 1 7巻耳~ 3 号

芦屋市教育委員会新修t.t-eTli史本編、

資料編2
辰!日考717資料館 ・11JE日間雄収集資料目録

他181111
有野克~l:.b1撲協同組合有WY. l lJ f品;

伊丹市立博物館 ・地峡研究いたみ第17号
兵庫紙幣史編纂所 ・兵I司I紙幣紙の研究

耳'C6 --8号
j'J"の芽グループ .ffl'f値 50....... 54 ~3.

兵隊県教育委正i会 ・深江 Itlll)i立跡報告書

1I日制16:1年4月以降

1?1祢Bii

。編者力、，，0
初めて史料館だよりの編集を但当しま

した。j)Ii号までの担当者の軒労が今さら

ながらよくわかりました。私の味を少し

wしてみたつ むりです。また本誌へのご

感知 ご意見をお待らしております。

(H. MJ 

百己主:品を手に喜びの仲山さん 家

協

力

団

体

神
戸
市
教
育
委
品
会
出
戸
市
観
光
限

戸
毘
市
教
育
普
日
告
東
灘
区
役
所

国
立
神
戸
而
船

大

学

神

戸
史
学
会

神
戸
市
立
森
林
刷
物
凶
本
庄
冗
校
凶

明
石
市
立
天
文
科
学
館
サ
ン
テ
レ
ビ

神
戸
部
的
財
史
問
物
館
大
丸
百
貨
山

口
の
当
グ
ル

ー
プ

神
戸
共
同
印
刷
側

日
本
玩
良
博

物

館

御
臨
川
校
地
陸
部

認
江
背
少
年
協
脱
会

深
江
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

車
置
文
化
セ
ン
タ

史
料
開
且
・
桂
昌

彦

融

辺

市

三

大

川

正

美

太

山

厄

正

雌

小

的

悦

臨

極

上

和

三
郎

志

井

正

夫

志

列

保

治

杉

刊

昭

典

凹

辺

時

人

松

尾

嗣

夫

桜

山

地

二

館

長

代

行

大
国

H
占

事
時
局
主
事

川
口
さ
つ
3

主
催
研
究
員

引

川

市

研

究

員

伊

取

玲

子

m部
英

知

雌

勝

川

祐

円

泊

谷

点

望

月

友

二

山

本

文

脱

間

査

員
白
日

E
忌

4
b
I
l
 

w'輯
周

白

友
田
会
幹
市
修

正
訓

同

出

門

前

刊
村
山
間

時

辺

信

三

大

川

弘

品
目

r
w
T

多
間

閥
抗

納

多

容

胤

E里
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兵 Ul ri訂佐口古 ~i' IJ、中 凶 大
臓器ホ野zjll間船 山村 埠
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