
開
さき尺」
員又

当

周

年

昭
和
五
十
五
年
春
、
私
ど
も
深
江
財
産
区
で
は
田
辺
県
人

先
生
に
編
集
を
委
嘱
し
て
、
深
江
史
誌
刊
行
に
着
手
し
ま
し

と
。
資
料
あ
つ
め
の
さ
寺
か
、
明
治
七
司
に
建
築
さ
れ
戦
災

を
免
が
れ
た
旧
深
山
邸
が
改
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
当
主

深
山
他
二
先
生
か
ら
旧
邸
内
の
古
く
か
ら
の
所
蔵
品
で
史
誌

編
集
に
役
立
つ
も
の
が
あ
れ
ば
総
て
提
供
す
る
旨
の
申
し
出

が
あ
り
ま
し
た
。

早
述
調
査
願
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
数
多
く
の
古
文
品
川
u
始
め

武
重
な
資
料
が
発
見
さ
れ
ま
し
と
。
こ
れ
ら
の
散
逸
は
ま
こ

と
に
忍
び
難
〈
、
で
き
れ
ば
資
料
館
を
設
け
一
般
に
展
示
、

後
世
に
泣
す
べ
き
だ
と
の
田
辺
先
生
の
助
言
に
よ
り
、
当
時

建
築
中
の
大
日
並
女
神
討
の
官
服
を
怠
拠
二
階
建
と
し
、
そ

の
二
階
(
十
二
坪
)
に
深
江
生
活
文
化
史
料
室
を
開
設
し
ま

し
と
の
が
昭
和
五
十
六
年
二
月
。
丁
度
二
カ
年
を
迎
え
る
今

日
ま
で
に、

地
域
の
方
々

の
ご
協
力
に
よ
り
、

二
千
占
を
越

す
資
料
が
蒐
ま
り
ま
し
た
。

更
に
こ
の
た
び
深
江
の
神
戸
商
船
大
学
か
ら
も
海
市
中
資
料

の
展
示
協
力
の
お
話
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

1983・2. 21 

ー
ニ
周
年
記
念
号
1

出
辺

抗
人

神
戸
・
深
江
会
館

生

活

文

化

史

料

室

神
戸
市
淑
血
圧
海
江
場
町
内

3

5

7

神
戸

-
0
7
8
}
4
1
1
1
0
1
7
5

発編
11' 1!s 

m〒

:1;拙

つ

て
深
江
財
産
区
管
理
合
会
長

生
活
文
化
史
料
館
理
事
長

太
田
垣

正

』佳

参
町
叫
者
も
週
二
日

(土
、
日
間
)
の
州
館
で
す
が
既
に
二

千
四
百
人

(
開
館
日

一
日
平
均
一
五
人
)
を
数
え
る
現
状
で

ご
ざ
い
ま
し
て
、
現
古
の
技
術
で
は
資
料
の
格
納
展
示
岱

等
も
意
の
如
く
寺
ら
ず
、
ま
こ
と
に
扶
障
な
状
態
と
な
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。

折
角
寄
せ
て
出
引
き
ま
し
た
こ
れ
一
足
以
前
一
な
資
料
を
有
誌
に

利
用
し
ま
す
た
め
に
も
、
ま
た
子
供
逢
へ
の
教
育
的
利
問
を

は
か
る
た
め
に
も
、
出
来
川
町
れ
ば
施
設
を
拡
張
し
た
~υ

と図じ

っ
て
お
り
ま
す
。
地
域
文
化
的
一
層
の
向
上
の
た
め
、
大
方

の
山官僚
の
ご
協
力
を
待
て
酬
明
築
計
画
を
進
め
て
い
る
次
第
で

ご
ざ
い
ま
す
。

探
山
健
二
先
生
が
史
誌
一
掘
さ

A
の
た
め
に
校
ぜ
ら
れ
た
資

料
寄
贈
の一

石
の
波
紋
は
、
年
と
共
に
地
域
的
方
々

の
協
力

を
得
て
、
そ
の
輸
を
拡
げ
、
多
く
の
博
物
館
郷
土
舘
を
は

じ
め
海
外
の
博
物
館
と
も
協
力
関
係
を
結
び
、
友
交
を
深
め

つ
つ
あ
り
ま
す
ニ
と
は
、
ま
ニ
と
に
結
び
に
耐
え
ま
せ
ん
。

私
た
ち
の
史
料
館
は
、
国
や
府
県
、
市
な
ど
に
よ
る
広
大

な
情
物
館
と
は
迷
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
私
達
の
祖
先
の
遣
し

ま 14た
す館生
。 と活

L 文
て化
'11' M 
てを

今 心
f友 に

も
j'!l! !也
"l~; l!!~ 
L の
て 持
参色
るあ
所る
{Oi生
で活
ご文
ざ ft
い史

一
方
、
史
誌
の
編
さ
ん
も
、
近
世
史
料
集
の
稲
本
も
分
析

叫川究
を
進
め
て
お
り
、
史
料
館

m築
完
成
を
叫
に
史
料
編

}

号
を
刊
行
、
以
後
続
刊
の
干
定
で
す
。
ま
た
、
近
羽
代
の

生
活
史
に
つ
い
て
は
、
近
く
口
碑
採
集
に
若
手
し
、
本
年
中

に
原
稿
を
完
成
し
、
次
年
一
反
発
行
の
青
九
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ど
う
か
今
後
共
、
史
料
館
に
史
誌
編
さ
ん
に
陥
別
の
ご
協

力
を
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

昭和57年10月10日

s¥をかついて・m，底辺を

書く会。かつぐ仙の準

備をする納芸春技氏。

魚屋道の記念惇

J.t <会当日、廿ゐった泊 L

るべに1チして完成しと石碑。



条

里

制

研

究

か

ら

み

た

深

江

明
治

一
八
年
の
陸
地
測
批
郎
の
地
図
で
、

(あ

l
関
学
J

叩

)

深
江
村
あ
た
り
を
兄
て
い
て
、
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
、
フ
ォ

ー
ク
状
の
高
縞
川
で
あ
ろ
う
。東
か
ら
伊
勢
野
川
四
ツ
松
川

(什
出
川
)
串
田
川
仲
間
川
市
宮
玄
寺
川
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

仲
間
川
が
延
々

一
O
阿

(約

一J
M
M
)

も
東
西
に
流
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
(
現
在
は
変
っ
て
い
る
が
て
神
戸
地
方
と

し
て
は
尋
常
で
は
な
い
。
う
し
ろ
に
六
甲
山
系
を
負
い
、
そ

の
岩
石
が
花
尚
岩
だ
か
ら
、
風
化
し
た
砂
を
ど
ん
ど
ん
流
し
、

し
か
も
海
が
近
い
た
め

に
、
川
は
す
べ
て
直
線
的
に
南
比
に

流
れ
る
。
ど
か
ら
こ
の
川
が
来
凶
に
長
〈
流
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
人
為
的
な
T
一作
が
胞
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

L

fl
い司令
。

そ
れ
は
、

一
一
川
方
格
に
区
切
っ
て
開
拓
し
て
い
っ
た
条
主

制
の
緋
地

へ
橘
慨
す
る
と
め
に
、
耕
地
に
添
う
よ
う
に
流
協

会
』
変
え
た
も
の
で
あ
る
。
陥
川
は
、
旧
間
本
梅
林
の
あ
と
り

か
ら
流
れ
て
く
る
背
谷
川
・

天
上
川
の
水
を
福
井
池
皿

池
の
二
つ
の
池
あ
た
り
で
受
け
て
、
そ
こ
か
ら
条
虫
耕
地
に

添
っ
て
、
東
へ
約
一

J
H川
の
官
川
崎
川
へ
合
流
さ
せ
た
も
の
で

みの
ω
匂
。

こ
の
地
方
の
条
里
制
研
究
は
、
吉
計
良
尚
氏
の
「
武
肱
郡

の
条
旦
〔
実
は
菟
原
仰
の
粂
製
〕
」

(
M
川一一川剛
川山
山
第
十

一
樹

昭
叩

3
)
に
は
じ
ま
る
。
古
訓
氏
は
付
図
と
し
て
詳
細

な
復
版
図
を
付
け
て
お
ら
れ
る

{第

1
図
)
。

古
訓
氏
は
そ

の
復
原
図
に
「
条

h
E」
を
記
入
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
打

出

西

宮

併

の
期
切
川
あ
た
り
を

一
条
と
し
、
そ
れ
よ
り
凶

神
戸
山
土
子
会
代
表

?骨

信

ぷ入

'" 
重

へ
十
五
条
を
数
え
て
、
凶
灘
五
合
界
あ
た
り
で
終
る
。
型

は、

山
す
そ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
海
岸
ま
で
四
虫
と
す
る
、
も

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
一
町
向
に
区
切
っ
て
開
拓
し
て
ゆ
く
条

思
制
開
拓
が
施
工
さ
れ
と
の
は
い
つ
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
だ

い
た
い
粂
虫
制
の
附
妬
の
時
則
は
、
中
則
古
墳
が
脱
人
に
築

造
さ
れ
た
五
世
紀
か
ら
、
班
回
収
授
の
廃
絶
す
る

一
O
世
紀

ご
ろ
ま
で
の
間
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
、
地

方
地
方
の
状
況
に
よ

っ
て
開
拓
の
時
則
を
定
め
て
ゆ
く
わ
け

だ
が
、
わ
と
し
は
、
そ
の
間
何
時
川
を
、
山
比
原
仰
に
存
在
す

る
同
本

ヘ
ポ
ノ
塚
と
三
つ
の
お
と
め
塚
古
漬
と
の
関
係
か
ら

求
め
て
み
よ
う
と
し
た
。
(
拙
若

『粂
虫
制
』吉
川
弘
文
館
)

三

つ
の
お
と
め
塚
と
い
う
の
は
、
京
か
ら
、

川

呉

国

の
求
立
塚
(
東
灘
区
住
吉
町
呉
回
)

ω
京
明
の
乙
女
壕

(京
灘
区
御
影
石
町
)

ω
昧
泥
の
求
立
場
(
灘
区
都
通
二
丁
目
)

そ
れ
ぞ
れ
一
五
J
主
い
し
こ

J
の
等
間
闘
を
も
っ
て
有

庄
し
、
い
ず
れ
も
山
鈍
か
ら
は
辛
れ
て
、
き
わ
め
て
海
岸
に

接
近
し
て
存
在
す
る
(
第

2
図
)
。

こ
れ
』
勺
の
中
川
古
墳
が

築
か
れ
た
こ
う
|
|
そ
れ
は
岡
崎
で
は
な
く
一

世
代

一
基
と

考
え
る
の
で
あ
る
が
、
山
涜
か
ら
海
岸
の
間
に
械
た
わ
る
十

J
あ
ま
り
の
長
さ
の
判明
の
よ
う
主
細
長
い
平
野
は
ど
う
な
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
っ
と
く
土
木
開
拓
で
あ
っ
て
は
、

次
々
そ
れ
ら
の
古
墳
が
海
岸
に
築
か
れ
て
巾
け
る
わ
け
が
な

い
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
ろ
す
で
に
、
伏
制
度
に
し
ろ
条
毘
制

-2ー

諸

国

菟
原
郡
条
里
復
原
因

(吉
井
良
尚
氏
}

に
し
ろ
広
大
な
段
地
開
拓
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
代
制
と
は
弘
た
ち
の
い
う
長
地
形



地
訓
告
も
つ
粂
山
一
制
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
製
自
も
な
お
顕
苦

に
の
こ
る
菟
原
郡
の
条
皇
制
遊
園
刑
が
そ
れ
で
あ
る
。
弘
た
ち

は
こ
の
三
つ
の
古
墳
に
、
さ
ら
に
岡
本
の
ヘ
ホ
ソ
塚
(
第

2

図
参
照
)
を
加
え
る
ニ
と
に
よ
っ
て
、

青
え
る
。

次
の
よ
う
な
こ
と
を

岡
本
ヘ
ポ
ソ
塚
古
墳
は
、
前
期
古
墳
と
し
て
、
全
国
で
も

最
も
古
い
古
境
の
一
つ
に
教
え
ら
れ
て
い
る
が
出
土
品
と

し
て
現
在
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、中島田
畑
ロ山
を
w
H
戻
し
た
も

の
ど
か
ら
、
そ
の
全
貌
は
も
一
つ
明
ら
か
で
な
い
け
れ
ど
、

主
要
♀
も
の
と
し
て
、

鏡石
釧

~，、
山一

{ 個

角

I~ 
1it 
組.. 
'r!i 

神

nJ: 
i主

面

き
血
11 

第2図菟原郡条里における三つのおとめ埠とヘポソ爆

扇
状
乳
給
協
脱
出
仲
献
峰
、
平
悼
式
二
神

一日投、

献
帯
鋭
}

が
あ
げ
ら
れ
る
。
呉
田
の
求
女
原
の
出
土
品
も
全
部
が
収
め

ら
れ
て
い
な
い
の
で
全
貌
は
わ
か
ら
幸
い
が

一
例

六
而

一
円
以
宜
子
百
内
行
正
文
焼
絵
版
仰
惜
凹
仲
間
酬

焼
、
三
向
峠
事
純
情
凶
神
凹
前
段
、
三
川
村
三
神

t立石
jJI 

三
日
鏡
)

出
土
ロ
聞
が
大
体
似
て
い
る
の
で
‘

こ
の
古
噴
も
ヘ
ポ
ノ
古
墳

と
同
服、

叫川
削
古
墳
に
以
え
ら
れ
た
が
‘
そ
の
後
の
小
林
行

銚
氏
の
同
氾
鋭
的
研
究
に
よ
る
と
‘
二
の
方
は
今
ま
で
考
え

ら
れ
と
よ
り
か
な
り
時
代
が
〈
だ
る
も
の
と
さ
れ
占
。
よ
う
に

な
っ
た
。
私
た
ち
は
そ
の
立
地
粂
円
か
ら
、

中
間
に
か
か
る

も
の
と
い
う
兄
解
を
と
る
。

三
つ
の
お
と
め
塚
町
-フ
ち
右
の
弘
田
の
求
女
塚
は
す
で
に

完
全
に
破
液
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
境
形
を
明
ら
か
に
し

が
た
い
が
、
東
明
の
乙
女
塚
と
、
味
泥
の
求
女
塚
で
は
、
同

じ
前
方
後
円
墳
で
は
あ
る
が
、
治
形
に
お

い
て
明
ら
か
♀
時

代
の
推
移
が
兄
ら
れ
る
。
点
則
的
は
中
聞
の
典
型
的
生
形
を

し
て
お
り
、
味
泥
の
は
前
方
却
が
大
き
く
明
ら
か
に
前
方
後

円
墳
と
し
て
後
期
の
憾
相
を
示
し
て
い
-
9
0

呉
回
と
の
問
に

お
い
て
時
代
的
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
け
れ
ど
、

一
方
が
前
則
古
墳
と
み
ら
れ
る
出
土
品
を
出
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
呉
問
の
方
が
古

い
こ
と
ほ
ぼ
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ

う
す
る
と
‘

へ
ポ
リ
ノ
塚

i
呉

岡

市

胤

m
l
味
泥

の
関
係
は
さ
ら
に
、
す
す
ん
で
、

ヘ
ポ
ノ
塚

l
呉
国

i
京
明

l
昧
泥

の
関
係
が
推
測
さ
れ
、
東
か
ら
順
次
回
へ
移
っ
て
い
る
状
態

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
ヘ
ポ
ソ
塚
か
ら
呉
即

井上量殺)

悟週水雌休館 (祝日は開館 盟自体館)

(館並井上郷土玩具館
10時-17時

í~.仁 )

9時-17時 (年中黒休)

大人 3凹円 学生 2∞円(10人以上団体育Ii引有)

i'!i口から南へ 5升の海岸通ff，

陳神戸華僑歴史博物館 (館長

姫路眠から時国鉄娼m線で23分の雷呂駅下車

車へi主事10分。国鉱元町駅

兵刷県神崎間l骨直'j中仁野671-3 ・(07933)2 -4388 

干697-21神戸市中央区海岸通 3 丁 目東南I~K C Cピル2陪・(078)331-1277 

〒650

z-ι丙 r:rv
⑤盟臨rLlI!!J岨

務合i1HiJ)

同関誌 r歴史と神戸J (陥月刊)

会費 年M 2.同O門 (1 -12円分前納)

入会の台すすめ神戸史学会 (代岩

3 

神戸市長日I区川西通 3丁 目8 太陽印刷内・(078)691-2085 揖仔口座 神戸4018

〒653



第

3
図

菟
原
郡
条
皇
制
彼
市
町
図
(
吉
本
昌
弘
氏
原
図
)

信阿 ;，，，.;，，. 
"""==='処

10.' • "，. 

" 
。
t 花

王
川

求
女
域
に
移
る
川
に
山
鈍
か
ら
平
岡
川
地
帯
の
海
伴
寄
り
に
移

っ
て

い
る
の
が
児
ら
れ
る
。
こ
の
地
方
の
H
M
初
の
粂
皇
制
削

拓
は
、
こ
の
ヘ
ポ
ソ
塚
築
造
と
呉
回
求
女
塚
築
造
の
間
に
求

め
ら
れ

9
0

古
墳
の
編
司
が
も
っ
と
ね
訟
に
な
り
確
か
に
な

れ
ば
、
こ
の
地
方
の
粂
皇
制
開
拓
の
時
期
は
か
な
り
な
と
こ

ろ
ま
で
臨
か
め
得
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

吉
引
良
尚
氏
に
よ
っ
て
お
」
な
わ
れ
た
町
出
版
図
に
つ
い
て

よ
く
見
る
と
、
今
ま
で
誰
も
注
意
し
主
か
っ
た
け
れ
ど
、
一

町
角
の
条
皐
復
原
方
絡
線
と
条
里
遺
締
道
路
と
の
聞
に

一
致

し
辛
い
部
分
が
比
ら
れ
る
。

吉
井
氏
の
復
原
図
は
旧
本
山
村
小
尚

一
ノ
坪
一
プ
坪
同
村

北
刷
三
ノ
坪
の
並
ぶ
あ
た
り
を
法
制
叩
と
し
た
と
み
え
て
、
六

粂

I
九
条
の
あ
と
り
は
方
絡
線
と
道
路
が

一
致
し
て
い
る
け

れ
ど
、
十
条
の
石
屋
あ
た
り
か
ら
凶
に
お
い

て
は
丈
レ
が
目

立
ち
、
そ
れ
か
ら
西
へ
行
く
に
し
と
が

っ
て
ズ
レ
は
大
き
く
、

十
四
条
に
至
っ
て
は、

二
十
問
あ
ま
り
の
ズ
レ
を
み
せ
て
い

る
の
だ
か
ら
大
き
い
(
第

l
図
)
。

石
屋
川
あ
た
り
で
、
条

阜
の
設
計

・
施
工
方
法
時
間
が
変
っ
て

い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
感
が
深
い
。

そ
う
い
え
ば
、
復
原
の
恭
準
と
さ
れ
と
か
と
忠
一え
る
六
条

か
ら
東
へ
行
っ
て
も
、
ま
だ
そ
こ
に
ズ
レ
が
自
に
つ
く
。
市民

か
ら
芦
屋
川
住
吉
川
石
屋
川
あ
た
り
を
中
心
に
お
の
お

の
附
拓
の
時
州
が
迷
う
と
こ
ろ
か
-
り
、
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
が

生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
四
つ
の
古
墳
の
区

分
と
必
ず
し
も

一
致
し
主
い
け
れ
ど
、
傾
向
と
し
て
は
、
同

じ
で
あ
る
。

以
上
に
よ

っ
て
、
わ
と
し
は
こ
の
地
方
の
粂
皇
制
開
拓
を

中
州
古
墳
の
時
代
五
世
紀
に
は
じ
ま
っ
た
~
と
す
る
。
も
ち
ろ

ん
附
拓
即
応
地
U
水
田
化
と
い
フ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
軌

凹
化
の
た
め
に
は
長
い
歳
月
を
要
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

町
出
閉
山
図

(第

l
図
)
か
ら
い
?
と
、
深
日
付
は
四
条
四
虫

あ
た
り
に
当
る
。
吉
本
昌
弘
氏
の
復
原
図

(
第

2
図
)
に
兄

ら
れ
る
よ
う
に
、
三
条
に
は
三
粂
村
が
、
八
粂
に
は
岡
本
村

の
八
条
垣
(
内
)
が
あ
る
。
粂
を
名
来
る
集
落
が
あ
る
と
い

う
ニ
と
は
、
そ
の
条
内
に
そ
こ
だ
け
に
し
か
集
部
が
な
い
と

い
コ
こ
と
で
あ
る
か
『勺

(他
に
も
民
訴
が
あ
れ
ば
そ
の
名
弥

で
は
他
と
ま
ぎ
れ

ε、
こ
の
あ
た
り
で
は
集
柿
が
山
寄
り

に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
古
代
で
は
集
落

は
多
く
山
寄
り
に
あ
る
こ
と
を
通
例
と
し
て
い
る
が
。
だ
か

ら
深
江
集
落
が
で
き
匂
の
は
、
そ
れ
よ
り
か
な
り
時
代
が
降

る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
主
い
。
そ
れ
で
は
、
深
江
村
の

属
す
る
四
条
五
条
に
は
古
代
集
結
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
も
山
寄
り
に
あ

っ
て
、
古
い
伝
承
を
持
つ
稲
荷

仲
村
の
耕
作
叫
穏
で
あ
っ
た
と
者
e
A

ら
れ
る
。

沼
山
山
内
吋

hvι
也

、
b
F
山
&
町
白
F

U

d
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i
i
s島

町

、

祭
神
は
宇
迦
御
魂
神
ほ
か
六
位
。
神
社
の
緑
起
で
は
、

元
正
天
皇
の
輩
他
一光
司

(七

一
五
)
卯
月
初
卯
の
日
の
よ

る
、
こ
の
捕
の
海
辺
に
光
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
村
人
は

ふ
し
ぎ
に
思
っ
て
海
辺
に
集
ま
る
と
、
一
基
の
御
輿

(み

こ
し
)
が
放
に
浮
ん
で
寄
っ
て
来
た
。
そ
し
て
、
わ
れ
は

船
荷
大
明
神
の
奇
塊
(
く
し
と
ま
)
で
あ
る
が
、
こ
の
山

辺
の
森
に
ま
つ
れ
ば
望
人
を
幸
福
に
守
ろ
う
、
と
告
げ
ら

れ
と
の
で
、
現
在
の
地
へ
ま
つ
り
、
そ
の
日
を
吉
日
と
し

て
毎
年
祭
り
を
し
た
と
こ
ろ
、
五
慢
ゆ
た
か
に
村
は
栄
え

た
と
い
う
。

海
か
ら
あ
が
ら
れ
と
場
所
は
、
寛
政

一
O
均

二

七
九

八
)
の
『
摂
津
名
所
図
会
』
に
よ
る
と
、
深
江
の
オ
ド
リ

松
の
地

(山
間
船
大
学
的
敷
地
内
)
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る。

祭
日
に
は
、
そ
こ
ま
で
神
幸
式
が
あ

っ
た
が
、
明
，
間
以
降

は
絶
え
て
い
る
。
神
社
の
古
文
舎
は
士
悼
昨
年
中

二
五
九

'1-



二
l
)
の
火
災
で
失
わ
れ
、
元
除

ご
六
八
八

l
)
以
後

の
記
録
が
の
こ

っ
て
い
る
と
い
う
。

(
『紳
戸
の
史
跡
』

昭
印
年
版
)

こ
こ

に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
深
江
は
森
集
務
・

稲
荷
神
社
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
漁
村
か
ら
発
途
し
た
も

の
か
と
巴
わ
れ
る
。
実
測
図
(
第
一
図
)
に
よ
る
等
高
線
を

見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ず

っ
と
古
い
時
代
に
は
住
吉
川
と

戸
屋
川
の
扇
状
地

(も

?
少
し
詳
し
く
い
え
ば
、
天
上
川
系

と
芦
屋
川
と
の
)
に
挟
ま
れ
て
湾
入
し
た
深
江
の
地
で
あ
つ

れ~
。二

つ

の
扇
状
地
に
挟
ま
れ
た
土
地
で
あ

っ
た
か
ら
、
前
に

あ
げ
た
五
つ

の
川
が
こ
ζ

に
流
れ
込
む
こ
と
に
な

っ
た
。
そ

し
て
そ
れ
ら
の
川
の
多
く
は
条
皇
制
耕
地
に
規
制
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
規
制
は
条
盟
制
耕
地

へ
の
削
減
の
た
め
で
あ

っ
た

か
ら
、
粂
里
制
捌
拓
地
の
う
ち
で
も
泌
祇
に
恵
ま
れ
て
い
と
。

だ
か
ら
、

農
作
物
は
捻
り
多
く
、
的
村
と
し
で
ば
か
り
で
な

く
、
農
村
と
し
て
発
達
す
る
要
紫
を
持

っ
て

い
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

(
村
内
に
は
、
ま
た
三
玉
持
、
泉
珂
と
い
っ
た

条
星
坪
付
の
字
名
も
あ
る
)
。

そ
れ
で
は
、
律
令
制
の
郷

(そ
れ
は
多
分
芦
屋
郷
で
あ
っ

と
と
忠
わ
れ
る
が
)
の
中
か
ら
、

独
立
し
た
集
落
と
し
て
深

江
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
れ
ゆ
文
献
の
出
現
を
兄
主
い
か
ぎ
り
、
わ
か
ら
な
い
と

い
フ
よ
り
ほ
か
な
い
。
た
だ
近
隣
の
例
か
ら
み
て
、
平
安
末

期
臨
時
官
初
期
で
は
な
い
か
と
恕
除
し
て
み
る
だ
け
で
あ
る
。

実
測
図
(
第

一
図
)
で
み
る
と
、
税
在
の
海
岸
線
は
、
住

吉
川
芦
屋
川
の
流
す
土
砂
に
よ
っ
て
、
深
江
で
あ
っ
た
も

の
が
埋
め
ら
れ
て
ゆ
き
、
比
較
的
な
だ
ら
か
に
な
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
五
灯
な
い
し
、

二

丘
い
じ
非
日
線
で
み
る
と
、
は

っ
き
り
そ
の
湾
入
の
様
相
が
わ
か
り
、
し
か
も
深
江
集
落
(
青

木
も
そ
う
だ
が
)
は
そ
れ
よ
り
南
に
あ
る
の
が
見
ら
れ
，匂
。

三
H
M
l
四
H
M
等
高
線
は
、
だ
い
た
い
約
五

1
六
千
年
前
の

縄
文
海
逃
を
示
す
線
だ
と
い
ら
れ
る
か
ら
、
ほ
ぽ
純
文
中
間

後
間
の
様
相
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
次
第
に
海
退

が
は
じ
ま
り
、
弥
生
中
間

(西
暦
紀
元
ご
ろ
)
に
は
、
弥
生

小
海
退
と
い
っ
て
最
高
潮
に
至

L
、
現
在
の
海
面
よ
り
二
灯

も
低
下
し
た
と
い
わ
れ
る
(
神
戸
市
立
教
育
研
究
所
『
六
甲

の
森
と
大
阪
湾
の
誕
生
ヒ
。

て
し
て
そ
れ
が
現
在
の
海
伴
線

に
復
す
る
に
は
、
土
地
土
地
の
状
況
に
よ
っ
て
ち
が
う
よ
う

で
あ
る
。
明
石
林
崎
の
よ
う
に
仰
の
突
出
部
分
が
海
面
下
に

没
し
て
し
ま

っ
て

い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
弥
生
時

代
よ
り
逸
か
に
陸
地
が
進
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
包
弥

生
小
海
退
二
げ
と

い
フ
の
は
そ
の
ま
ま

一
般
的
に
信
じ
て
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
方
而
に
肝
い
わ
た
し
に
は
な
A
と

も
言
え
な
い
。
た
だ

「深
江
」
の
名
を
の
こ
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
弥
生
時
代
以
'
住
も
企
お
、
ま
だ
湾
入
の
隙
柑
な

り
、
何
ら
か
の
印
砕
を
の
こ
し
て
い
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
と
思
う
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

E吾 首会 左町
神戸 4F-『r 
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日曜日

神
戸

・
深
江民具提供2千点増築も検討

泡
す
れ
ば
二
皮
と
民
ら
な
い
、
と
深

江
間
産
区
脅
雲
諸
問
U

、
展
示
周

の
主
と
し
て
つ
く
っ
た
。
地
一
お

旧
家
な
ど
か
ら
笥
せ
ら
れ
た
民
兵
期

千
二
百
点
で
ス
主
l
ト
し
た
が
、
そ

の
桂
も
二
十
軒
ぐ
ら
い
か
ら
の
位
仇

が
あ
り
約
二
干
点
に
。
剛
出
汁
地
区
は

耐
糊
被
再
や
岨
し
い
怨
磁
の
た
め
、

残
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
と
い
わ

れ
た
が
、
山
県
や
生
活
用
謀
、古
い
写

買
な
ど
が
出
立
っ
た
。

開
館
は
土
、

日
明
だ
廿
だ
が
、
子
ど
も
辿
れ
の
入

何
者
が
書
い
た
め
、
立
体
み
中
は
、

館
、
融
具
や
酒
造
り
の
用
具
な
ど
を

中
心

ι約
四
百
点
在
阪
示
、

苛
の
生

原
活
動
を
し
の
ん
で
も
ら
う
。

同開
H

到
合
会
長
の
太
田
厄
罫
却
さ

ん
宅
る
は
「
子
ど
も
た
ち
が
、
自
分

ら
の
一生
ま
れ
た
町
の
舵
史
を
知
ろ一っ

と
い
う
疫
勢
は
大
切
に
し
た
い
。
予

知
以
上
に
雌
供
も
多
く
、
史
料
富
が

手
狭
に
な
っ
た
の
で
、
楠
簡
を
検
射

し
て
い
る
」
と
い
う。

史
料
室
の
受

甘
付
け
や
負
制
路
辺
は
、
大
学
、
高

校
住
ら
七
、
八
人
が
交
代
で
埠
陥
っ

て
お
り
、
関
学
大
四
年
時
岡
暁
子
さ

ん
(
ニ
む
は
「
近
世
史
を
邸
攻
し
て
い

ま
す
が
、
民
真
に
は
、
生
き
た
生
活

の
車
軸
が
あ
り
、
勉
強
に
な
り
ま

す」

。
的
措
図
面
で
は
、
雌
史
粒
室

を
聞
い
た
り
、
土
地
の
人
の
桂
や
写

諮
問
な
ど
が
で
き
る
部
隠
が
ほ
し
い

と
い
っ
た
声
が
出
、
一
世
は
広
が
っ
て

い
る。関

川
は
土
、

日
聞
の
午
前
十
時
l

午
佐
主
時
で
無
料
。

口町一

地
境
の
人
の
手
に
さ
心
神
F
市
東

i
一
躍
区
深
江
本
町
三
丁
目
、
民
栴
博
物

一一間
「一神
戸
深
江
会
館
宇
一
討
文
他
史
料

一室
」
却
す
ど
も
た
ち
の
吏
悼
み
に
合

一わ
せ
て
二
十
四
日
か
ら
、

「白
の
事

ヨ
一

ら
し
良
」
を
始
め
た
。
同
史
料
蛍

E
一
は
、
オ
ー
プ
ン
し
て

一
年
半
。

町
の

一
人
か
ら
の
民
兵
の
提
器

撃

た

た

一
ず
、
期
割
引
商
も
出
る
な
ど
、
定
着

-
し
て
い
る。

司
-

問
史
料
設
は
、
町
の
服
史
の

秒間

宙
t
-
人
e
で
あ
る
民
共
が
、
ひ
と
た
び
散

1982年 (昭和57年)マ月 25日

、震E審
陸前

明1鈴、

地元で担 供された;魚具や 生，舌用具を並べた 「昔 の暮 ら

し展j = 神戸市 東 灘区澱江本町 3丁目、 深江会館内で

(土眼目〕CJ983年)1 Fl29日昭和58年男罰

広さ 5倍、3階に増築

表JT-主主主言室主

海や医の資料も展示

監班計画がまとまった生活皇制宣
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史

事ヰ

館
増

築

計

画

と

ぷ〉、
マ

後

旧
本
庄
深
江
の
村
誌
編
集
を
計
画
し
た
財
産
区
の
呼
び

か
け
に
対
し
て
、
深
江
町
住
民
は
じ
め
多
く
の
市
民
か
ら
数

多
く
の
生
活
文
化
財
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
と
。
そ
れ
ら
が
街
か

と
の
歴
史
や
祖
先
の
生
活
の
歩
み
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
貴
重

♀
歴
史
資
料
で
あ
る
こ
と
を
浬
解
し
た
財
産
区
で
は
、
昭
和

五
十
六
司
に
こ
れ
ら
の
資
料
の
保
存
展
示
施
設
と
し
て
、

公
民
館
で
あ
る
深
江
会
総
の
止
に
別
館
と
し
て
「
生
活
文
化

史
料
室
」
を
開
設
し
ま
し
た
。

観
光
地
で
も
な
い
深
江
で
手
持
ち
の
資
料
で
-
」
の
よ
う
主

施
設
を
作
っ
た
も
の
の
、
関
係
者

一
同
は
そ
の
将
来
性
に
不

安
を
抱
い
て
山
発
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

来
館
者
が
就
く
か

の

運

営県
立
御
酔
古
川
校
教
組

主
活
主
化
史
料
室
長

辺

政

人

国

ど
う
か
、
ま
た
股
示
に
耐
え
る
質
員
の
資
料
が
収
集
で
き
9

カ
ど
う
か
l
l
l
。

と
こ
ろ
が
、
開
館
し
て
み
る
と
、
史
料
室
は
干
想
以
上
に

厨
評
で
し
た
。
地
方
の
時
代
が
叫
ば
れ
、
歴
史
教
育
の
分
野

で
も
地
峨
社
会
的
陛
史
と
文
化
の
干
習
の
必
型
柑
が
路
認
さ

れ
つ
つ
あ
る
昨
今
、
わ
が
術
的
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の田町
史
を

知
今
う
と
い
う
市
民
の
反
特
は
大
き
く
、
一
}
の
二
年
間
で
二

千
五
百
名
、
ほ
ぽ
円
平
均
百
名
の
見
学
舟
が
、
土

e
H
附
の

公
開
日
に
展
示
室
を
訪
ね
ら
れ
ま
し
と
。
当
初
千
点
で
あ

っ

と
資
料

L
.
そ
の
後
の
ご
寄
贈
が
続
き
二
千
占
と
倍
増
。
側

面
か
ら
史
料
室
を
支
え
よ
う
と
い
う
友
の
会
も
、
現
在
で
は

い
お
か
丈
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f
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H
U
E
s
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会
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S
Aw-ρ芝
公
司

h

二
百
三
一
十
名
の
大
所
帯
で
活
発
に
見
学
会
や
講
街
会
を
聞
い

て
活
動
し
て
い
ま
す
。

見
平
者
や
住
民
の
中
か
勺
践
す
ぎ
る
と
い
う
声
が
徐
々
に

高
ま
り
、川
叫
在
の
施
設
で
は
展
示
不
能
寺
大
き
な
資
料
が
同

協
な
ど
か
ら
寄
贈
さ
れ
、
と
う
と
う
財
産
区
で
は
、
神
戸
市

当
局
や
深
江
住
民
の
協
力
で
、
史
料
室
の
大
拡
張
に
踏
み
切

り
ま
し
た
。

計
画
で
は
、
財
源
や
放
地
に
閲
す
る
条
内
が
許
す
か
F
り

で
、
深
江
が
後
世
に
遣
す
に
足
る
文
化
純
設
に
し
よ
う
と
い

う
お
織
の

L
と
に
、
鉄
筋
三
階
建
で
床
而
縦
は
現
在
の
六
倍

強
に
。
一

階
に
は
「
也
の
生
活
宝
」
で
百
司
前
の
深
U
の
展

示
を
行
い
、
町
内
九
室
と
資
料
収
政
仰
を
也
き
ま
す
。
二
階
は

「
通
史
展
示
室
」
と
「
民
具
展
示
室

τ}れ
が
今
の
展
示
室
)」に

加
え
て
、
開
設
以
来
ご
後
提
し
て
下
さ

っ
た
神
戸
商
船
大
学

と
の
提
携
で
「
神
戸
市
船
大
学
海
事
資
料
展
示
室
」
を
設
誼

し
ま
す
。
そ
し
て
三
階
に
は
、
開
設
の
き
っ
か
け
と
主

っ
た

大
鼠
の
民
以
の

一
括
寄
附
を
し
て
下
さ
っ
と
深
山
随
一-
京
か

ら
の
資
料
を
中
心
に
「
医
引
史
料
出
示
室
」
を
設
け
、

「
A

花
笠
昨
判
別
企
幽
展
示
室
」
を
作
り
ま
す
。
こ
の
部
川
崎
は
、

医
史
教
室
や
講
演
会
の
ほ
か
、リ住
や
写
兵
を
と
し
な
ん
て
ハ

る
地
峡
住
民
の
方
々
に
、
ミ
ニ
個
展
の
ぬ
と
し
て
提
供
し
た

い
と
肯
え
て
い
ま
す
。

完
成
す
れ
ば
、
市
民
か
一勺
鋭
し
ま
れ
る
街
か
ど
の
川町
史
博

物
館
で
あ
匂
と
と
も
に
、
全
国
的
に

L
一両
〈
評
価
さ
れ
て
い

る
商
船
大
下
の
資
料
や
幕
末
の
国
崎
史
料
な
と
希
有
の
医
事

史
料
が
、
当
施
設
の
価
値
を
一

層
お
め
で
:
れ
る
で
し
ょ
う
e

ミ
ニ
制
度
が
ま
す
ま
す
、
地
域
文
化
の

t
J
タ
ー
と
し
て
、

本
館
の
有
在
意
殺
を
高
め
て
く
れ
る
で
し
ょ
フ
。

第
三
司
皮
は
、
こ
の
よ
う
な
し人
発
展
の
年
で
す
。

よ
ご
支
援
、
ご
協
力
ーを
お
願
い
致
し
ま

1
。

いー
よ
い



問
書
き
調
査
に
当
っ

て
望

治

J守

史
料
室
制
査
員
そ
し
で
深
江
町
史
誌
編
さ
ん
に
附
す
る
聞

き
出
き
削
査
を
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
刊
誌
円
治
で
す
。

ぼ
く
が
深
江
の
史
料
室
を
初
め
て
訪
れ
た
の
は
、
去
年

の

九
月
半
ば
で
し
た
。
大
学
で
博
物
館
の
レ
ポ
ー
を
合
く
こ

と
に
な
り
、
「
地
域
の
人
た
ち

の

手

で

つ

く

ら

れ

た

」

と

い

7
説
明
文
句
に
ひ
か
れ
、
深
江
の
史
料
室
を
訪
ね
た
の
で

し
た
。
ぞ
し
て
、
受
付
の
古
制

的
親
切
な
説
明
を
聞
き
辛
が

ら
、
帥
E
M
と
誕
べ
ら
れ
た
史
料
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
で
こ
で
、
田
辺
先
生
に
お
会
い
し
た
の
で
し
た
~
。
刑
制
限

高
校
の
地
服
部
の
と
き
に
、
顧
問
の
位
原
先
生
の
話
宇
ど
か

ら
名
前
は
よ
く
耳
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
気
む
つ
か
し
い
先

生
を
恕
像
し
て
い
た
-
り
、
と
て
も
気
さ
く
な
先
生
で
し
た
。

や
が
て
、
民
俗
制
資
を
し
て
み
寺
い
か
と
言
わ
れ
た
時
は
、

意
欲
と
不
安
が
半
々
で
し
た
。
初
め
の
フ
ち
は
、
訪
ね
た
不

が
留
守
だ
と
ほ

っ
と
す
る
事
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち

に
慣
れ
て
き
て
、
い
ろ
ん
な
お
話
を
聞
き
ど
せ
る
よ
う
に
寺

り
ま
し
た
。
自
分
で
は
、
無
我
夢
中
で

や

り

ま

し

た

が

昔

の
生
活
に
附
す
る
知
識
の
不
足
を
術
感
し
ま
し
た
。

川
年
秋
か
ら
の
こ
の
民
俗
制
査
の
体
験
を
、
今
後
の
深
江

の
聞
き品川
U

き
調
査
に
生
か
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

A
7
は
各
閉
山

の
民
俗
調
査
の
報
告
お
を
読
ん
で
、
こ
れ
か
ら
の
調
査
の
ヒ

ノ
l
に
し
よ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

若
山
却
で
す
が
、
深
江
の
史
料
編
集
に
微
力
を
尽
く
し
ま
す

の
で
、
聞
き
密
主
に
参
り
ま
し
た
時
に
は
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

(

史

料
室
制
査
貝

花
園
大
字
史
学
科

生
)

史
料
室
か
ら

品ミ

~ 

H~ 

守ー

史
料
'
主
も
今
年
二
月
で
満
二
才
、
駄
に
は
明
築
工
事
も

完

成
す
る
予
主
で
す
。

こ
こ
ま
で
順
別
に
発
展
し
て
ま
い
り
ま

し
た
の
も
、
ひ
と
え
に
深
江
住
民
や
見

字
に
来
ら
れ
た
皆
雌

の
お
か
げ

と
、
深
く
感
謝
し
て
い
ま
す
。

展
示
室
内
の
「
見
学
者
の
お
と
」
は
、
多
く
の
小
学
生
の

桜
町
U

ふ
さ
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
の
品
物

に
つ
い
て
計
出
に
興
味

が
あ
る
よ
う
で
す
。
展
示
中
の
古
銭

・
ま

ま

ご

と

道

具

蓄

音
機

扇
風
機
な
ど
の
こ
と
が
、
よ
く
舎
か
れ
て
い
ま
す
。

大
人
の
方
止
ち
は
、
慨
し
く
思
わ
れ
た
り
、
よ
く
保
得
さ

れ
て
い
た
な
あ
と
感
心
さ
れ
と
り
で
、
ム
γ
ほ
も
こ
の
よ
う
な

活
動
を
続
け
て
下
さ
い
と
い
う
ご
む
児
を
よ
く
恐
か
れ
て
い

ま
す
。
当
初
か
ら
借
地
し
た
資
料
で
す
が
、
改
め
て
、
ご
寄

附
下
さ
っ
た
~
方
々
の
こ
芳
名
を
記

L
、
感
謝
い
た
し
ま
す
。

理
山
健
二
止
叫
用
具
、
史
料
等
/伊
映
順
陸
時
持
、
地
図
/
清
水

久
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古
銭
、
初
/
志
弁
正
夫
掛
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、
日
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史
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書
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/永
持
博

彦

旺
昨
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vyuH等
/
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戸
市
鞄
官
署
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化
探
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献
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民
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能
等
似
Mm
刊
/黒
田
博

時
計
/中
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主
総

本
山
付
誌
/小
西
秋

ニ

生

活

m
E
/三
浦
文
子
ま
ま
ご
と
道
具

/
結
措
正
福

世
昨
の

歴
史
等
書
箱
/
岩
本
正
義
抹
茶
々
腕
/室
岡
章
宜

克
原
郡
地
図

/

志
弁
悟
ム
旧

制
時
資
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矧
/
鎌
田
武
大
漁
師
事
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時
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理
江
青
年
団

留
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団
資
料

/
久
梶
川
議
雄

制
時
資
料
等
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本
ヤ

ス

教

育
資
料
等

/
太
田
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正
雄
火
純
銃
、
世
和
信
柑
/
田
辺
直
人

作
目
相
、
新
聞
専
/
理
江
消
防
団
司
師
、
消
防
史
料
/
蝿
正
雄
副
時

資
料
、
火
鉢
/
志
芥
礼
子
輩
出
/
寺
田
徳
雌

古
写
真
/
岡
田
直
広

古
写
其
/
芦
原
常
夫

大
漁
旗
符
出
品
/
轟
活
炎

農
品
等
/中
山

葡
泊

捕
、
カ
ジ
/大
川
常
夫

つ
る
ベ
、
く
ま
手
/
{
子
都
宮
字
博

ラ
ン
オ
/
頼
回
望

古
銭
/
買
賀
峰
子

古
銭
/吉
川
徹

竿
枠
制

等

/
永
田
健

古
士
軒
、
酒
造
史
料
等
/納
幸
和
夫

記

産

主

車

/

上
回
世
重
郎
生
活
肌
具
/深
江
大
白
神
社
大
鳥
居
再
瞳
奉
賀
会

写

兵

/
拓
国
利
隆

天
ぴ
ん
伸
、
か

つ
V
陣
/
棉
芥
健
一

古
政
/棉
弁

一正

旧

貯

木

村

地

図

(

史
料
宜
主
誠
)

協

力

団

体

阿
と
か
二
年
が
終
り
ま
し
た
が
円
一
神
戸
市
位
町
会
以
会
車
品
川
区
役
川

百
名
町
見
学
#
て
の

一
川
で
の
主
的
一
芦
屋
市
牡
宵
各

日

会

神

戸
山人
学
会

会
々

H
m
?
と
帯
附
し
て
く
ど
き
一
甲
折
戸
商
船
主
武
宮
宝
石

る
資
料
と
、
問
問
に
記
践
が
更
新
さ
れ
一
神
戸
市
立
森
林
舶
物
園
大
丸
百
世
間

る
感
じ
で
聞
係
者

一
同
は
大
法
聞
で
一
明
石
市
立
天
文
科
ペ
サ
蛇
サ

ン
テ
レ
ピ

中
一
川
戸
脱
却
師
時
史
博
物
館
神
揃
社
内
相

す
/史
料
諜
ー
た
よ
り
高
五
月
に
は
神
一

・
一民
家
博
物
船
山
田
付

神
戸
共
同
印
刷

戸
田
府
公
的
問
凶

ー
部
合
銀
問
先
生
カ
一一

川
ト
訴
1
呪
μハ制
御
臨
甲山
位
地
M
M山

ら
古
代
の
土
地
制
度
に
叫
す
主
】拍
均
一

十

一一
時
臼
町
少
年
協
師
会

を
聞
き
ま
し
た
/別
冊
に
左
の
会
二
句一

一保
江
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ヒ
ン
タ
1

日
の
特
集
口
付
を
作
り
ま
し
た
が
同
会
ィ

も
す
で
に
二
百
名
を
組
え
ど
大
所
帯
、

川
年
同
宣
の
舵
ア
ア
や
軌
町
山
内
ト

ト
ヤ
近
ハ
イ
キ
ソ

J

グ
U
J
の
惜
し
を
と

い
よ
い
よ
ユ
ニ
ー
ク
念
行
棋
を
企
削
中

で
.
幹
前中
さ
ん
と
も
は
大
は
り
き
り
で

す
/
自
陣
問
に
と
号
h
し
た
『
帥
戸
服

歴
史
ノ
ー
ト
』
も
サ
ン
チ
カ
の
イ

〆フ

ォメ
1
ン
ョ
ン
こ
っ
べ
を
中
じ
に
剛
山

に
先
れ
で
い
ま
す
の
で
、
お
知
り
あ
い

の
古
に
お
間
め
ー
さ
い
/
伊
東
時
了

間
川
出
両
氏
ら
を
中
b
に
ふ
る
さ
と
の

聞
muき
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