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生
活
文
化
史
料
館
拡
張
再
開
館神

戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
長

県

立

問
彫
高
等
学
校
教
説

回

辺

長

旧
深
江
村
の
村
誌
編
集
中
に
収
集
さ
れ
と
民
只
や
史
料
の

収
蔵
岡
山
示
の
た
め
に
、
深
江
財
産
区
(
太
田
垣
正
雄
会
長
)

が
昭
和
五
六
年
二
円
二
一

日
に
開
設
し
た
「
神
戸
深
江
会
館

生
活
文
化

史

料

害

は

、
わ
ず
か
LA
O
平
花
川
の
施
設
で
し

た
。
し
か
し
、
深
江
で
六
代
続
く
医
師
深
山
健
二
家
は
じ
め

市
民
か
ら
寄
附
さ
れ
た
当
初
千
点
の
資
料
を
展
示
し
て
い
く

フ
ち
に
、
郷
土
キ
量
し
平
ぽ
・フ
と

い
う
市
民
や
、
地
域
社
会

の
歴
史
と
生
活
文
化
の
歩
み
を
学
ぼ
う
と
い
う
学
校
教
育
関

係
者
か
ら
大
き
な
反
響
が
あ
り
、
市
役
所
や
報
道
関
係
の
方

方
も
大
き
な
声
認
を
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

深
江
住
民
は
じ
め
県
下
か
ら
数
千
点
の
資
料
が
提
供
さ
れ

る
一

方
、
こ

の
市
民
の
歴
史
の
市
民
の
博
物
館
を
支
え
よ
う

と
、
有
志
で
結
成
さ
れ
た
友
の
会
(
小
嶋
悦
廊
会
長
)
も
庭

史
を
身
近
に
感
じ
学
ぶ
ナ
ウ

い
企
画
を
実
現
し
、

三
百
名
の

参
加
を
み
た
魚
屋
道
会
歩
く
会
の
よ
う
に
大
き
な
成
果
を
あ

げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
深
江
で
五

O
年
も
掘
の
刻
々
ら
育
て
て

き
た
神
戸
商
船
大
学
か
ら
の
海
事
資
料
の
貸
出
し
展
示
の
話

も
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

昭
初
五
八
年、

を
決
定
し
、
五
円
着
工
八
月
」
倣

・
十
円
竣
工
。
十
月
三

O
日
に
、
神
戸
商
船
大
学
松
本
音
恭
平
長
や
仁
木
覧
人
東
灘

区
長
な
ど
一
五

O
名
の
人
々
が
参
加
し
て
拡
張
閉
館
を
祝
い
、

名
称
も
「
神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
」
と
改
め
ま
し
た
。

一
階
に
は
通
史
、
二
階
に
は
官
の
生
活
民
共
深
山
記

念
医
事
史
料

村
戸
商
船
大
手
海
事
資
料
の
五
展
示
室
が
あ

り
、
三
階
的
ミ
ニ
ホ
ー
ル
で
は
パ
ネ
ル
股
や
澗
泌
会
が
聞
け

ま
す
。

こ
こ
で
は
附
銘
記
念
に
神
戸
市
立
森
林
植
物
国
の
ご

協
力
で
「
人
の
く
ら
し
と
植
物
展」

を
聞
き
、
好
評
を
樽
し

ま
し
た
。

史
料
室
時
代
の
二
年
半
で
約
三
干
名
の
見
学
者
が
あ
り
ま

し
た
が
、
拡
張
開
館
後
は
三
カ
月
で
約
二
千
人
が
来
館
さ
れ

ま
し
た
。
文
化
の
臼
に
神
戸
巾ム
レ
求
訴
の
大
会
が
あ
っ
た
ほ
か
、

魚
崎
小
J
十
校
卒
庄
小
J

千
枝
市
池
小

M

干
校
e

東
灘
小
学
校
な

ど
が
、
平
年
単
位
で
見
学
さ
れ
、
今
後
の
学
校
教
育
の
持
と
の

述
携
が

一
層
則
侍
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
兵
肱
山
品川
博
物
館
協
会

へ
の
加
盟
も
認
可
さ
れ
ま
し
た
。

と
も
か
く
析
と
な

一
歩
を
踏
み
出
し
た
史
料
館
を
、

と
も
よ
ろ

L
く
お
願
い
し
ま
す
。

財
産
区
は
市
の
協
力
で
施
設
の
拡
張
充
実

人今
r& 

展示室の内部

昔の生活展示室には市民カら

寄附された農具・漁具があり、

いろりを聞む部屋にl阜、品111
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深
江
と
商
船
大
学
海
事
資
料
館

終
戦
の
翠
目
、私
は
満
十
七
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ま
し
た
。

市
寺
商
船
学
校
に
在
学
中
だ
っ
た
払
は
、
海
平
予
備
生
徒
と

し
て
、
上
院
間
近
と
伝
え
ら
れ
9
米
軍
を
迎
え
撃
っ
た
~
め
、

そ
の
前
日
ま
で
は
陸
戦
訓
練
に
明
け
謀
れ
の
毎
日
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
既
に
三
十
八
年
経
ち
ま
し
た
が
、
そ
の
凶
の
こ
と

が
そ
ん
在
に
迎
い
也
ど
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

A
7
で
も
、

上
級
生
に
し
ご
か
れ
て
い
る
夢
を
兄
て
は
聞
を
覚
ま
し
、
あ

あ
夢
で
良
か
っ
た
と
思
う
こ
と
が
時
折
あ
り
ま
す
。

も
し
も
私
が
」
1

七
歳
の
自
に
一一民

っ
て
三
」『
八
年
を
逆
に
辿

っ
た
と
し
た
ら
明
治
四
十

一
年
に
な
り
ま
す
。
そ
の
三
年
前

に
は
日
露
戦
争
が
あ
っ
た
の
で
す
。
子
供
の
頃
、
日
鍔
戦
争

な
ど
と
い
う
も
の
は
述
い
迷
い
昔
の
こ
と
の
よ
う
に
思
っ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、

A
J
に
な
っ
て
与
一
え
て
み
ま
す
と
、
そ

の
頃
の
大
人
に
と

っ
で
は
そ
A
な
に
告
の
山
米
市
中
で
は
な
か

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
私
に
と
っ
て
日
露
戦
争
は
も
う

ぼ
史
の
巾
に
あ
り
ま
し
た
。
呪
在
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
原

山
町
中
で
占
め
る
位
百
と
附
憾
で
す
。
歴
史
と
は
古
く
て
新

し
い
も
の
、
ま
さ
に
私
た
ち
自
身
が
庇
史
を
作
っ
て

い
る
の

で
あ
り
、
一
日
一

日
を
大
事
に
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

神
戸
商
船
大
学
の
股
史
は
大
正
九
年
創
立
の
神
戸
市
等
商

船
学
校
か
ら
、
さ
ら
に
大
正
六
年
創
設
の
私
立
川
崎
商
船
学

校
ま
で
六
十
六
年
の
廿
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

川
崎
商
船
学

校
は
、

川
崎
造
船
所
の
社
主
川
崎
正
政
氏
の
遺
志
を
継
い
だ

神
戸
商
船
大
学
教
綬

虫
料
館
山
田
市
中

iili 

11自

JlIl r、

杉

川
崎
芳
太
郎
氏
が
私
財
を
投
じ
て
設
立
し
た
も
の
で
、
や
が

で
官
立
移
管
を
企
図
し
な
が
ら
志
半
ば
で
倒
れ
た
た
め
、
川

崎
武
之
助
氏
に
よ

っ
て
神
戸
市
等
商
船
学
校
附
校
の
逃
が
聞

か
れ
ま
し
と
。
戦
災
で
焼
失
し
た
旧
校
舎
の
鬼
瓦
に
は
、
川

崎
抵
工
な
ど
の
社
説
に
兄
ら
れ
る
川
崎
宮
町
川
を
図
案
化
し

と
マ

ー
ク
が
刻
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

校
地
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
取
は
大
阪
の
浜
寺
か
ら
一
山
は

明
石
に
至
る
ま
で
、
大
阪
湾
沿
岸
の
浜
辺
を
細
か
く
実
地
踏

査
し
た
上
で
、
武
庫
山
本
庄
村
深
江
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
の

土
地
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
東
京
高
等

商
船
学
校
が
そ
の
所
古
地
の
地
名
か
ら
越
中
品
と
岬
，
ぴ
慣
ら

わ
さ
れ
て
来
た
よ
う
に
、
神
戸
高
等
商
船
学
校
は
深
江
の
名
で

級
し
ま
れ
、

今
日
で
も
阿
iM船
大
学
は
京
の
邸
中
山
と
凶
の

深
江
と
い
う
こ
と
で
日
本
の
商
船
教
討
を
二
分
し
て
い
ま
す
。

川
崎
商
船
学
校
は
本
庄
村
、
神
戸
商
船
大
学
は
本
庄
町
、

東
灘
区
、
神
戸
市
、
兵
応
県
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
地
元
の
方
々

の
創
設
に
付
す
る
熱
v

一也
と
応
慢
に
よ

っ
て
実
現
し
ま
し
と
。

神
戸
尚
船
大
学
の
校
史
に
は
、
必
ず
川
崎
商
船
学
校
以
来
の

経
紛
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

間
M
h
L
〈
学
と
地
元
と
の
つ
な
が
り
が
川
む
ほ
ど
出
按
で
な
く
な

っ
て
来
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
巴
え
る
こ
と
で
す
。

時
あ

た
か
も
深
江
文
化
史
料
館
増
築
に
際
し
、
神
戸
商
船
大
平
海

事
資
料
展
示
室
を
設
け
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
が
深
日
と
尚
船
大
干
の
き
ず
な
を
縦
か
め
合
う
契
機
に

生
れ
ば
児
に
幸
い
で
サ
。

神
戸
商
船
大
字
は
海
技
点
門
字
院
の
施
設
を
継
承
し
て
昭

和
二
十
七
年
に
新
設
さ
れ
ま
L
た
。
し
か
し
、
似
災
を
ま
ぬ

が
れ
と
教
材
や
戦
後
に
入
手
し
た
機
器
の
中
に
は
日
進
円
宇

の
技
術
救
出
川
に
適
し
な
く
な
っ
た
も
の
が
多
く
、
セ
の
ま
ま

で
は
や
が
て
ど
こ
か
へ
散
逸
し
て

L
ま
う
お
ぞ
れ
が
あ
っ
と

た
め
、
一
カ
所
に
集
め
で
保
存
し
、
い
ず
れ
は
海
事
博
物
館

を
建
設
し
て
そ
の
股
示
資
料
に
使
い
と
い
と
い
う
気
迎
が
興

り
ま
し
た
。
そ
の
結
梨
、
先
ず
昭
和
三
十
三
年
五
月
か
ら
海

市
中
参
考
館
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。

折
よ
く
建
造
さ
れ
た
ば
か
り
の
実
習
船
深
江
丸
を
使
い
、

海
市
制
査
団
を
編
成
し
て
瀬
戸
内
海
を
巡
り
、
品
地
で
可
能

な
限
り
の
資
料
を
収
集
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
判
資
航

海
は
』
昨
年
春
休
み
と
夏
休
み
を
利
用
し
て
行
い
、
そ
の
聞
に

は
古
舎
古
物
尚
か
ら
の
腕
人
や
陸
路
に
よ
る
制
査
旅
行
で

L

史
料
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
制
査
聞
を
来
せ
た
深
日
丸
は
海

賊
船
だ
と
ま
で
言
わ
れ
@
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
て
の
成

果
は
目
覚
ま
し
く
、
和
船
関
係
で
は
他
に
矧
の
な
い

ユ
ニ
ー

ク
な
史
科
が
集
ま
り
ま
し
と
。

海
水
参
考
館
は
昭
和
一ニ
イ
六
年
に
海
市
資
料
館
と
改
称、

昭
和
四
十
二
年
に
現
在
の
建
物
が
完
成
、
務
制
さ
れ
ま
し
た
。

専
属
職
員
の
配
訳
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
K
-十一
附
以
図
品川u
紛

で
管
理
し
て
い
ま
す
が
、
千
め
山
eL
込
ん
で
明
け
れ
ば
見
学

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
文
化
史
料
館
の
尚
船
大
学
コ
ー
ナ

ー
に
は
、
海
郁
資
料
館
股
示
資
料
の
中
か
ら
判
に
深
江
と
関

係
の
あ
る
史
料
の
他
、
一
般
'開
山
中
資
料

L
川
開
削
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
尚
船
大
学
を
よ
り
身
近
に
感
じ

て
頂
け
る
よ
う
に
、
そ
し
で
大
学
側
か
ら
も
深
江
の
尚
船
大

学
で
あ
る
こ
と
を
再
認
織
で
き
る
均
と
し
て
こ
の
展
示
室
が

役
立
つ
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん。

_?-



史
料
に
読
む
深
江
の
歴
史

川

広
が
る
水
田
、

さ
か
ん
な
開
発

深
江
村
に
ま
つ
わ
る
原
典
史
料
は
樋
め
で
限
ら
れ
て
い
る
。

大
半
が
、
先
人
が
皿
の
に
じ
む
思
い
で
筆
写
し
た
二
次
史
料

が
あ
る
だ
け
だ
。
あ
る
い
は
写
L
M
M
り
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

し
か
し
今
、
私
た
ち
に
残
さ
れ
た

μ

歴
史
時
代
の
深
江
村
H

を
探
訪
す
る
の
は
、
こ
の
史
料
に
し
か
頼
れ
な
く
な
っ
た
。

不
卜
分
な
こ
と
は
十
分
知
っ
た
?
え
で
、
叩
枕
さ
れ
た
史
料
か

ら
れ
庇
史
時
代
の
深
江
村
仰
を
再
脱
し
て
み
と
い
。
た
だ
、

順
次
史
料
編
を
刊
行
し
、
続
終
的
に
は
通
史
編
を
世
に
送
る

計
画
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
犯
の
専
門
分
野
の
近
世
史
(
主

に
織
盛
時
代
か
ら
江
戸
時
代
)
に
限

っ

τ、
そ
の
出
附
ノ
ー

ト
の
意
味
し
か
辛
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
似
い
と
い
。

。
。

一
回
目
は
‘
土
地
台
帳
を
取
り
上
け
る
。
深
江
付
に

つ
い

て
は
、
寛
文
四
年
三
六
六
回
)
の
検
地
帳

1
③
、
寛
文
七

年

二

六

六
七

)neの
新
田
依
地
帳
が
大
部
分
で
あ
る
。

¢
に
よ
れ
ば
、
江
戸
前
期
、

深
江
村
は
五
百
十
七
石
余
り
の

石
高
が
あ
っ
た
。
当
時
の
全
国
の
付
の
石
市
平
均
は
三
、
四

百
石
と
言
一わ
れ
て
お
り
、
全
国
的
に
は
や
や
大
き
い
付
と
言

え
る
が
、

中
で
も
近
岬
陣
地
方
は
古
代
か
ら
生
産
力
の
お
い
地

が
多
く
、
近
畿
地
方
で
は
中
程
度
の
回
収
伎
と
古
え
る
。

そ
の
内
訳
は
、
大
半
が
田
地
で
凶
百
四
十
九
石
九
斗
。
訓

告
に
し
て
全
勝
地
(
屋
敷
地
も
古
む
)
の
八
七
%
を
占
め
る
。

こ
れ
に
対
し
て
畑
地
は
九
%
、
屋
数
地
四
%
。
深
江
の
よ
う

な
浜
地
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
既
に
水
利
粂
円
が
設
い
、

本
を
多
く
必
要
と
す
る
問
地
が
極
め
て
多
か
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。

た
と
そ
の
主
流
を
占
め
る
の
は
中
田
と
下
回
(
剖
四
百
十

三
石
)
で
、
最
も
生
産
力
の
す同

い
上
回
は
わ
ず
か
イ
七
石
余

り
し
か
な
い
。
肥
料
や
労
働
力
を
制
い

っ
ぱ
い
つ
ぎ
込
ん
で

も
兄
返
り
の
少
な
い
田
地
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の

生
活
の
苦
し
さ
は
怒
し
て
余
り
あ
る
。

さ
で
、
そ
の
わ
ず
か
三
年
後
の
②
の
史
料
で
、
計
六
十
四

百
も
の
新
回
が
析
と
に
検
地
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
は
卯
年
(
寛
文
三
年
)
、
民
年

(同
四
年
)
、
巳

(同

五
年
)
、
未
(
同
七
年
)
に
開
発
さ
れ
た
新
田
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
代
は
全
図
的
に
見
て
も
耕
地
が
急
拡
大
す
る
時
代
で
、

統
一
政
権
の
成
立
付
落
の
中
で
の
農
民
隔
の
成
長
を
背
景

に
、
開
発
行
為
が
盛
λ
に
行
わ
れ
て
い
た
活
気
あ
る
時
代
の

悌
子
が
し
の
ば
れ

τ
卑
近
な
例
を
あ
げ
れ
ば
‘
昭
和
三
、

四
十
年
代
の
高
度
成
長
期
に
似
た
現
象
が
当
時
の
日
本
や
深

江
村
で
も
進
行
し
て
い
た
と
百
つ
で
よ
か
ろ
う
。

次
に
、
村
の
中
の
経
済
的
な
力
関
係
に
目
を
移
そ
う
。
寛

文
四
年
に
は
村
内
に
、

傾
主
か
ら
一
人
前
の
百
姓
と
し
て
認

め
ら
れ
と
農
民
が
百
人
い
た
。
そ
の
持
徴
は
、
飛
び
抜
け
て

大
き
な
土
地
所
有
者
が
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
れ刷
一品
が
三
町

三
反
余
り
で
せ
い
ぜ
い
四
十
石
止
ま
り
。
江
戸
幕
府
は
、
州
民

民
が
相
続
に
よ
っ
て
代
を
経
る
ご
と
に
耕
地
を
細
分
化
し、

農
業
経
語
の
基
盤
を
悲
化
さ
せ
る
こ
と
を
伍
疫
に
嫌

っ
と
。

検
地
帳
か
ら

史
刊
館
副
主
白

神
戸
初
聞
記
者

児

王

昌

巴

農
業
経
世
の
安
定
が
年
実
の
安
定
確
保
に

つ
な
が
り
、
さ
ら
に

幕
府
、
大
名
の
財
政
を
安
定
さ
せ
る
か
ら
だ
。
こ
の
た
め
一
般

の
百
姓
が
十
石
未
満
の
耕
地
に
な
る
分
割
伺
絞
を
禁
じ
た
(

分
地
制
限

A
Z
。
こ
の
規
準
か
ら
見
る
と
、
深
江
村
の
均
合
、

長
川
力
、
次
男
に
分
別
相
続
で
き
る
農
民
は
わ
ず
か
二
、
三
人

し
か
い
な
い
。
つ
ま
り
大
半
の
農
民
は
、
次
男
、
三
男
に
は

全
く
財
産
分
け
の
不
可
能
な
農
民
だ

っ
た
わ
け
だ
。
そ
の

一

方
、
経

・三
官
自
身
が
数
月
の
田
畑
し
か
待
た
な

い
牢
も
あ
り
、

操
業
だ
け
で
は
生
活
が
で
き
な
い
農
民
日
明
も
多
か

っ
た
。
深

十
辻
村
は
け

っ
し
て
小
さ
♀
村
で
は
な
か

っ
た
~が
人
口
語
皮
が

品
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後、

幕
末
ま
で
二
十
四
の
祈
回

険
地
が
行
わ
れ
て
い
句
。

て
の
よ
半
は
、
江
戸
前
中
則
的

李
保
時
代
(
八
代
将
軍
吉
宗
の
こ
ろ
)
に
集
ま
っ
て
い
る

が、

モ
れ
だ
け
し
ば
し
ば
耕
地
開
発
の
努
力
が
ゆ
与
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
。
た
だ
、
ほ
と
ん
ど
は
五
石
未
満
の
小
田
梶
山
田

な
開
発
に
過
ぎ
な
い
。
一
吉
い
か
え
る
と
、
江
戸
幕
府
開
設
後

の
六
、
七
十
年
後
の
斑
文
則
ま
で
に
、
開
発
の
容
易
な
土
地

は
半
ば
緋
し
尽
く
さ
れ
た
『
の
で
あ
司包
。
し
か
し
生
活
に
窮
し

た
農
民
は
、
ル
小
の
使
の
惑
い
石
こ
ろ
の
多
い
荒
地
を
次
か
ら

次
へ
と
開
発
し
続
け
る
努
力
を
重
ね
と
の
で
あ
っ
た
。

幕
末
か
ら
明
，

mに
か
け
て
は
、
茂
左
術
門
家
、
祈
在
術
門
家

が
土
地
集
阪
を
進
め
る
が
、
他
地
域
の
萩
農
と
比
べ
れ
ば
、

足
元
に
も
及
.
は
な
い
組
問
問
だ
っ
た
。

-3-



展
示
品
と
の
対
話
間

打
出
焼
に
つ
い
て

望

月

浩

打
出
焼
は
、
汁
披
焼
山
石
焼
明
治
初
則
か
ら
の
琴
浦

焼
(
尼
崎
市
)
と
並
ん
で
知
ら
れ
る
地
方
の
焼
物
で
あ
る
。

平
安
の
頃
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
、
在
原
業
平
時
代
の
大
宮
人

が
.
こ
の
地
で
焼
き
物
を
焼
い
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い

コ。

ま
た
、
業
平
自
身
が
元
祖
ど
と

い
・?
伝
説
も
あ
る
。
が
、
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
史
実
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

打
出
の
土
地
は
、
古
〈
か
-b
a民
質
の
帖
土
を
産
し
て
、
打

出
の
粉
土
と
呼
ば
れ
て
、
壁
土
の
産
地
と
し
て
知
一
勺
れ
た
。

土

籾

瓦

の

原
料
に
も
利
附
さ
れ
.
西
宮
や
神
戸
市
の
新
在

家
方
而
に
も
か
な
り
迎
ば
れ
た
。

明
治
の
中
頃
に
芦
屋
の
、
斎
藤
幾
多
氏
が
そ
の
良
質
の
粘

土
に
告
白
し
て
、
今
の
崎
町
に
建
て
と
別
荘
、

い
わ
ゆ
る
斎

藤
御
殿
に
陶
工
を
招
い
で
庭
焼
の
議
を
築
い
た
。

俳
人
の
阪
口
庄
市
凪
氏
(
初
代
砂
山
)
が
、

明
治
山
十
二
年

二

九

O
九
)
に
打
出
丘
陵

(
芦
屋
市
打
出
春
日
町
七
・
旧

打
出
村
宇
古
敷
二
十
三
)
に
議
を
築
い
て
、
製
陶
を
始
的
、

大
正
三
均

二

九

一
凹
)

一
円
に
は
、
資
本
金

一
万
円
の
合

資
会
社
打
出
焼
陶
出
工
助
を
設
立
し
た
。
以
来
、
工
夫
と
研

究
を
霊
ね
、
花
器
や
茶
鵠

-m
e小
鉢
な
ど
が
般
か
れ
て
、

広
く
京
阪
神
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

太
平
洋
戦
争
前
に
、
初
代
砂
山
氏
が
寺
く
な
り
、
阪
口
淳

氏
が
ニ
代
目
と
し
て
窯
元
を
継
ぎ
、
「
打
山
山
焼
」
の
目
且
に

努
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
昭
和
三
十
年
頃
か
ら
岩
国
翠
ヶ
丘
付
近
が
宅

地
化
し
、
原
料
の
粘
土
が
不
足
す
る
た
め
、
伊
釘

・
信
山
町

田苛
都
な
ど
の
土
を
織
入
し
、
一
抑
制
官
を
み
と
し
た
。

昭
和
四
十
年
以
か
ら
製
作
は
中
止
さ
れ
、
内
捕
を
閉
じ
た
。

そ
の
後、

一ニ
代
自
の
阪
口
孝
氏
も
、
向
芸
の
世
界
を
芯
L
、

術
部
弥
式
氏
に
師
事
し
、
陶
芸
救
室
の
よ
う
主
形
で
打
山
焼

を
再
開
し
た
が
、
か

つ
て
の
よ
う
な
日
間
食
器
の
製
造
と
い

う
よ
フ
な
も
の
で
は
な
い
。

一一

次
に
、
打
出
焼
の
製
造
工
尽
を
述
べ
よ
う
。

ま
ず
粘
土
で

型
を
と
り
、
手
ロ
ク
口

、
蹴
ロ
ク
ロ
を
用
い

て
形
を
整
え
る
。

打
出
の
土
は
鉄
分
が
多
い
の
で
摂
氏
約
八
百
度
で
紫
焼
き
し
、

(抑
型
、
手
法
り
の
方
法
に
よ

っ
て
紫
焼
き
す
る
こ
と
も
あ

る
。
)
下
絵
、
胞
軸
を
し
て
、
登
議
で
M
M
氏
千
三
百
度
に
品

す
る
。
二
昼
夜
ぶ

っ
通
し
で
焼
く
と
、
赤
昧
を
山崎
ぴ
た
製
品

が
で
き
る
。

登
り
議
と
い
う
の
は
、
階
段
式
の
議
で
、
手
前
に
低
く、

た
き
口
か
ら
怯
の
薪
を
入
れ
て
焼
く
の
で
あ
る
。
黛
の
中
の

温
度
を
均

一
に
則
前
置
す
る
た
め
に
、
ゼ
l
ゲ
ル
と
い
う
机
度

計
を
入
れ
で
お
き
、
側
面
の
穴
か
ら
の
ぞ
く
よ
フ
に
な

っ
て

い
る
。
こ
の
本
焼
で
一
応
仕
上
が
る
わ
け
だ
が
、
仕
上
製
品

ま
で
に
二
、
三
ヶ
月
は
か
か
っ
た
と
い
フ
。

そ
の
作
品
は
、
赤
味
期
昧
が
特
徴
で
、
ド
y

ン
リ
と
し

た
感
じ
で
光
沢
も
あ
り
、
冴
え
た
音
が
し
て
催
維
な
般
を
た

た
え
て
い
る
。
手
の
込
ん
だ
も
の
は
、

吏
に
上
絵
を
描
き
、

電
気
炉
に
通
じ
て

H
上
げ
て

い
た
。

三

神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
に
は
、
仏
門
型
小
鉢

・
花
弁
型

小
皿

・
菓
子
鉢
抹
茶
茶
腕
が
収
蔵
さ
れ
て

い
る
。

四

こ
の
打
出
焼
に
関
し
て
記
し
た
文
献
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

天
王
寺
助
太
夫
「
打
出
史
郎
』
天
王
奇
肋
太
夫

附

同
日ε

畑
山
澄
惣
五
郎

『
荷
屋
市
史

・
本
編
』
芦
屋
市
教
育
委
円
以
合

間
引
。

細
川
辺
平

司芦
屋
郷
土
記
』
戸
屋
史
談

会

昭

泊

。

背
木
重
雄
「
兵
出
の
や
き
も
の
』
神
戸

っ
干

編

集

室

附

5
。
4
 

苛
木
霊
峰
タ
抗
原
の
や
き
も
の

』
神
戸
新
聞
山
版
七
ノ
タ

l

目
白
。

間
辺
氏
人
他
♂
戸
屋
の
生
活
文
化
史
』
芦
出
市
教
育
委
円H

会

開

制

。

-，-
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監張工事中の生活主化史料館

神戸市都市控 liij 公祉の監打 。 設計、 クニ 工務院の施工てヘ 111 ~;工11<1':行われた 。 5 1'114日にl血釧祭が行われ. 8 

月13日に上棟、 お、孟あけから 外装内装にかかった。10J1II Hに消防検査、10円20日に峻工 L、その倍、アー トデ

fレクタ ーの佐伯道子氏らのご協力で展示をすすめ、30目的オ ープμ にこ ぎつけました。古lよ法院工事完了後σ
鉄筋illみたて 、 '1' は J: I~! II:'tの !干上部分。 1i: 1 ;t工 i.Hl.ltの史料館外観。 ょ うや く 完成田 日を胆λ る い 当 っ て 、工'"関
係者 在町会 市役所の皆様のご協力に深謝 Lます。また.近隣町市民の皆保や見学者の1;~.. など、工事中いろ

いろとご迷惑をおかけ しましとこ とをお詫び申Lあげ ます.

竣工式祝賀会受付

10円30日は快晴。深江会館 2

階ホールでの祝賀会のため、

友の会幹事住肝末夫氏らが受

付けのi悼{曲。

開館記章特別展

3 階の クリオルームでI~ . 神

戸市立帯林捕物図の協力で

F人の くらLと個物展Jを1>>1き
好評でしと。

初めての入館者町方々

l閉館世;i}紗Jに入館される 、{布

から)杉浦昭典尚船大羊教授

磯辺市三大日神社務資金及。

在はLは!且田隆商船大宇教授。

古い迎具の展示

問深江漁業協同組合の皆さ人

の全fflill'J協力で収Jr，されたイ

カ釣り具や致干 し製造j:!.)(

j.<<\!~ など、廿の主主コ ー ナー 。

拡張

前後

展示室の艶備

史料館nや友の金古志によっ

て、竣II世オー プン までの川

に k ，'i:i!.~'で展示室が整備され

101-130日を侍った。

入 金のおすすめ 神戸史学会 (代型 落合i問 )

機関誌 r歴史と村1戸J (隅円刊)

神戸華僑歴史博物館 {館長 隙他仁)

9時-17時 (年中属体)

金問 年tfi 2，叩O円 (1-12円分前納) 大人 3日0門 学生 200円 110人以」団体制引m
国鉄元町駅 西口から南へ 5 分の海i~通角

〒653 神戸市長田区川西通 3丁目 8 太陽印刷内 〒650 神戸市中央区梅J字通3丁目班南戸lKCCピル2階
.. (078) 691-2085 仮曾口腔 神戸4018 .. (078) 331ー1277
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争キ

郷
土
の
歴
史
を
後
世
に

一
服
“
町
長
問
装
い
新
た
に
再
オ
ー
プ
ン

郷
土
の
ミ
ニ

聞
物
館
と
し
て
枕
し
ま
九
て

い
る

「
神
戸
探
江
生
活
文
化
史
料
館
』

(
四

辺
異
人
節
祭
)
が

ニ

の
た
び
噌
築
さ
九
十

月
三
+
自
に
裟
い
ら
新
た
に
一
件
才

l
プ
ぷ
し

ま
し
た
・

ニ
の
由
先
制
"
舘
は

去
る
同
町
何
子治
4
4ハ
年
に

浪
江
“
刊
誌
の
編
集
を
金
回
し
た
mm
に
集
守

た

多
く
の
主
語
文
化
史
"
を
展
示
す
る
た
め
に

陪
江
財
産
区
管
理
会
(
太
図
忠
正
榊
低
金
"と

の
乎
で
深
江
等
町
三
丁
目
(
大
目
窓
女
神
佳

境
内
}
に
福
松
さ
代
史
料
主
と
し
て
ス
タ

ト
.
之

包

曜

だ

け

の
開
館
に
du
b
a
h

ii詰-L揚縫謹55iiii1
22起EE L4jt E器止で JZ43語 3担当号

車231i君主 i睡EJ-ー孟~十111打IJ器禁
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原 作iji墜事gii;jiii
時 Z li i U壇画iiiiiii
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東蕩区広組組蛾関 υがしなど/昭和路年12月 '21

灘

〈日間日)

2
1、
小

中
学
生
の
児
教
は
も
ら

ら

ん

多

〈
の
箆
史
ウ
ア
ン
に
岐
し
定
八
て
い
ま
し
た
・

し
カ
し
そ
の
後
も

廃
品
や
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担E張開館のあいさ つ

史料館~~，)I長 太田垣正雌氏(深

品川JYi.区管且!会長)から、事会の

方々へのあいさつ。

来賓商船大学長田祝辞

松本古官神戸商船大:;:::j:1是から来

査を代'1，して、お1日のことばをい

たどいた。

史料館鉱張の絞鈍

史料館J'Il 'I~ .問IJI拙太郎氏(深江

迎合肉治会員)から、史料室開設

より拡搬にいとるあらま Lの説明。
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博
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感謝状間呈

祝賀式ではクニ工務JJiやライ

オンズグラブに、友の金総会

では小的悦郎荘。〉合員に、Jlt

底区と出料館から感謝状問盟。

神戸史学会の集会と見学 (11円3日}

文化の 日に神戸虫学会は、恒例の神戸虫学金1'(受賞式をi幸司会

館 2Priホールで単行。その後、100人あまりの史学会nが史料館

を見学。 指は部合担信代古からの受賞式。在は木fト住の受賞者

石田普人間山大半数慌の;記念講演「兵J;lt~;J..()) 11"1 1止虫J

開館後、団体見学の方々もふえる

綿入団体や小学校の団体見 γもさ

かんで、本庄Os会人宇級や1'116
の:Ei混合、俳句のさわらび告など

の団体が来館

小学生の団体見学

郷土千習の，(~~曲者本庄町i池東灘晶小古 I ~の

三'1生全員が見宇に来館。

l'ーイスカウ卜のうI同1(;ども よく却とられる。
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っ
た

ふ
う
に
生
活
用
具
が
ぎ
っ
し
り
と

で
す
。

酎
耳
思
も
ま
だ
ま
だ
途
中
の
よ
う
で
、
出
入
口
付
近
に

は
と
く
さ

A
の
資
料
が
償
ま
れ
で
い
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
の

も
の
を
盤
思
す
る
の
は
大
変
だ
と
思
い
な
が
ら
も
三
年
前
の

深
江
の
資
科
務
担
を
懐
し
く
巴
い
山
し
ま
し
た
。

香
寺
民
俗
資
料
館
か
ら
ほ
ん
の
少
し
で
判
上
郷
土
玩
具
館

が
あ
り
ま
す
。
白
壁
土
蔵
造
り
の
建
物
は
剖
上
館
長
の
大
き

4
町
会
幹
事

il主

氷

子

な
手
作
り
で
す
。
こ
の
時
は
西
ド

f
ツ
の
お
も
ち
ゃ
が
展
示

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
一

つ
の
展
示
室
に
は
実
際
に
玩
具
で
遊

べ
る
コ

ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
お
と
な
も
童
心
に

か
え
っ
て
こ
ま
や
お
手
玉
に
宇
中
に
な
れ
ま
す
。
遊
び
つ
か

れ
た
後
は
、
岡
山
示
館
の
白
浜
側
に
、
挺
を
は
さ
ん
で
立
つ
ラ
ノ

プ
の
ま
で
休
憩
。
こ

こ
で
図
炉
裂
を
臨
ん
で
、
い
ろ
ん
な
人

と
ち
と
話
が
で
き
た
ら
な
ァ
音
ん
て
山
じ
い
ま
し
た
。

ひ
と
い
き
い
れ
た
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
、
柄
附
町
辻
川
へ。

日
本
民
俗
平
の
創
始
者
柳
田
国
男
の
生
家
を
訪
ね
、
隣
接
す

る
記
念
館
へ
人
り
ま
す
。

こ
こ
に
は
先
生
の
逸
品
、
車
柏
市
u
主

ど
の
他
、
そ
の
兄
弟
(
総
間
五
兄
弟
)
の
遺
品
も
収
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
玄
関
ロ
ピ
に
ピ
デ
オ
が
叩
泣
か
れ
た
り
、
テ
ー

プ
解
説
が
流
れ
て
い
た
り
し
て
全
体
的
に
ゆ

っ
た
り
と
し
た

気
分
で
見
学
で
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
加
古
川
流
域
沌
野
歴
史
民
俗
資
料
館

へ。

加
古

川
流
域
の
生
菜
、
舟
巡
の
程
史
を
中

4
に
鮎
漁
方
法
ま
で
説

明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、
殺
虫
の
た
め
の
煉

茶
室
が
整
っ
て
い
て
、
羨
ま
し
く
思
い
ま
し
た
。
展
示
の
日

方
も
、
高
瀬
舟
の
出
世
型
や
、
座
敷
の
よ
う
な
台
生
ど
展
示
の

工
夫
が
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

五
つ
の
館
を
か
け
足
で
ま
わ

っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
フ

に
お
ど

2ET'し
た
。
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
錐
し
く
主

9
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
ら
か
の
方
法
で
館
の
人
た
ち

と
兄
，
干
ー者が

一
体
に
な
れ
る
部
分
、
じ
か
に
さ
わ
れ
る
こ
と

の
で
き
る
コ

l
ナ

が

で

き

れ

ば
品
自
で
は
な
い
か
と
思
い

ム

E
+
'
。

井上郷土玩且館

際献と主主理された体果的IJJ.且示.

井上館長ご去警のし、あとたまる

歓迎に、館員と見学者の空流の

必要性を術感LまLた

香寺民俗資料館

雑多な収磁品に阻まれて、おl1!

敬て'島ill館i去の苦労ぱなしを1111

きました

。一

加古川流域滝野歴史民俗資料館

近代的な辿築と熔談室主ど立派

な施設と工去された展示が事者

になりま Lと
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東
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子

史
料
室
調
査
員

玲

弓シ

深
江
史
誌
編
纂
の
た
め
の
聞
き
む
き
別
査
を
始
め
て
、
は

や
半
年
が
た
つ
た
。
多
く
の
方
々
の
御
協
力
で
、
今
年
度
末

に
は
民
俗
調
査
の
概
報
を
刊
行
官
る
予
定
で
あ
る
。

深
江
の
信
仰
行
事
と
し
て
、

一
年
の
う
ち
で
肢
も
規
模
の

大
き
か
っ
た
も
の
に
、
縦
稲
荷
神
社
の
卯
之
楽
祭
り
が
あ
る
。

五
月
二
十
日
の
こ
の
祭
り
に
は
、
森
青
木
と
共
に
深
江
で

.，
.

a

，F
e

y

-

s

 

も
、
法
仲
と
よ
ば
れ
る
百
年
述
が
隙
ぬ
と
よ
ば
れ
る
頒
を
中

ι
s
'
'
B
M
U
E
'
 

心
に
、
神
輿
を
か
き
地
平
を
引
い
て
村
中
を
練
り
歩
い
た
『
の

で
あ
る
。
神
輿
は
三
つ
の
村
が
毎
年
交
代
で
、
森

深

江

・

苛
木
の
順
に
か

い
て
い
と
が
、
深
江
の
番
の
年

に
は
、

神
輿

を
海
へ
政
り
込
も
う
と
す
る
若
仲
を
止
め
る
の
が
、
世
話
人

の
役
目
で
あ
っ
た
。

J
仰
輿
を
海
へ
欣
り
込
ん
だ
年
は
大
漁

だ
」
と
言
わ
れ
て
、
若
仲
は
競
っ
て
や
ろ
う
と
し
た
。

又
、
神
山
闘
を
か
く
叫
の
神
輿
間
引
が
作
ら
れ
、
八
人
の
古
頭

取
り
に
よ
っ
て
品
初
は
全
日
で
、
道
中
は
二
人
一
組
に
な
っ

て
音
訓
が
取
ら
れ
た
。
音
頭
は

『況
い
め
で
た
の
若
松
憾
よ
、

肢
も
栄
え
て
H

革
も
茂

4

匂
」
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
神
輿
唄
は

時
勢
に
合

h
せ
て
毎
年
作
り
変
え
ら
れ
た
。
古
頭
取
り
は
神

興
行
列
の
先
頭
に
立

っ
て
唄
フ
の
で
、
祭
の
前

に
は
生
王
子

を
飲
み
、
当
日
そ
の
泊
中
は
氷
砂
川
削
を
と
か
し
た
湯
を
飲
ん

で
、
美
声
を
川
か
せ
た
と
い
う
。

祭
り
に
は
、
他
村
の
税
額
や
敏
い
で
い

っ
た
立
性
遣
も
よ

ば
れ
、
村
人
と
共

に
赤
飯
を
飲
い
て
祝

っ
た
。

訓
資
を
し
て
い
て
、
こ
の
よ
う
に
生
き
生
き
と
し
た
お
話

を
聞
か
せ
て
い
た
ど
く
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
調
査
員
に
と

っ
て
似
し

い
限
り
で
あ
る
。
今
後
と
も
御
協

力
を

願
い
と
い
。

「
|
神
戸
深
江
生
活
史
料
館
。
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史
料
館

友

の

〈云

活

動

待
ち
に
待

っ
と
史
料
館
増
菜
も
や

っ
と
竣
工
式
を
迎
士
匂

ニ
と
が
で
き
、
文
字
ど
お
り
生
活
文
化
史
料
給
と
し
て
開
館

の
直
び
と
な
り
ま
し
た
。

}
の
大
地
築
を
機
会
に
史
料
館
後
段
団
体
と
し
て
の
友
の

会
の
活
動
内
存
を

小
り
返
り
、
会
員
の
方
々
の
一

層
の
後
支

援
と
御
協
力
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

友
の
会
の
あ
ゆ
み
に
つ

い
て
は
別
記
「
友
の
会
の
王
寺
行

事
」
を
参
附

し
で
下
さ
い
。
発
足
以
来
ニ
ヰ
半
で
第
十
五
回

目
の
例
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

回
を
経
る
ご
と
に

参
加
者
も

mえ
、
会

n数
L
m加
の
一

途
を
と
ど
っ

て
ま
い

り
ま
し
た
。

一
円
末
現
在
で
会
員
数
は
二
九
五
名
に
透
し
て

お
り
ま
す
。

例
会
の
あ
い
ま
に
は

「友
の
会
通
信
」

の
印
刷

先
行
や
、

例
会
の
下
見
、
パ
ス
や
舵
の
予

約

交

渉

、
次
回
例
会
計
画

打
ち
合
せ
、
企
画
の
検
汀
、
更
に
今
同
町
会
口
名
簿
づ
く
り

等
、
会

μ
に
純
し
ま
れ
る

「友
の
会
」
を
願
い
つ

つ
、
幹
事

森林組物園にて

六甲町植物か ら生活の1立虫 を寺

ぷ会で。 大脇図畳、 三宅さん、

協氷さ入、お世話にt，:りま した。

(58.8.281 

まの会発足 神戸深江会館生活

文化史料室オ ープンの 日の夕刻

この時全員50名

衰の酒蔵をき告こう

(30名審制)

南蛮美術と摩耶山からの夜景を楽

しもう 一泊見学会

芦屋ルナ ホール郷土芸能のタベ

ざんざか踊 りなど鑑賞

神戸田史跡を2階建てハスで 須

磨 の谷考古舘 居留地社北

野町 。ポ トアイ ラノド且平 (60

名事加)

1周年記念総会

この時全員120名

須磨の歴史散告と須胞のカメラ ア

ングルJjjl見学 (30名書加)

なつかしい野外映画のタベ

名書加)

夏、海と在畳と神戸の歴史

リノ グツアー (210名事加)

東をかついで車屋道を歩こう

甲越え登山 (300名書加)

芦鹿ルナ ホール郷土芸能のタベ

須!日一絃琴な ど鑑賞

2周年E己主総会 「魚屋追を事 〈

合Jビデオ上映と 「新酒を くみか

わしながらi曜の酒を語ろう J(75名
参加)この時全員230名

北神戸 山田・淡河の歴史と文化

をたずねて パス ツア (85名寄

加)

六甲の植物から生活の歴史を学ぶ

見学会 神戸市立森林柏物幽f量級
(50品事hU)ニの時金只fx260名
史料館増集配意祝賀会(90名事加}

芦屋ルナ ホール郷土芸能のタベ

淡路人形浄府塙鑑賞

県
守
持
千
品
目
数
倍加

史
料
館
友
の
合
会
長

向。

悦

民11

一
向
多
忙
な
月
日
を
過
ご
し
て
ま
い
り
ま
し
と
。
そ
し
て
、

地
元
幹
事
の
方
に
は
「
友
の
会
通
信
」
発
行
の
た
び
に
、
通

信
州H
節
約
の
た
め
会
員
宅
に円
止
を
述
人
で
取
き
、

川山々

の
資

料
、
刊
行
物
の
配
布
や
会
民
徴
集
主
ど
も
行

っ
て
出

い
て
お

り
ま
す
。
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
会
員
の
方
に
は

「東
滋
犀
史
散
歩
」
「
市
民
的
グ

ラ
フ
こ
う
べ

|
住
吉
川
!
」
「
神
戸
の
歴
史
ノ

l
」
「
市

民
の
グ
ラ
フ
ニ

ヲ
ベ
一
」フ
ベ
の
池

」
「
ひ
が
し
寺
だ
文

化
レ
ク
リ
ェ

ン

ョ
ン
マ
y
プ
」
等
の
配
本
の
ほ
か
「
友
の

会
通
信
」

(創
刊
号

1
第
九
号
)

「史
料
館
疋
よ
り
」

(
削

名

半日ツアー

(150名参加)

司E
，-
fT 

57/ 2 /21 (日)

56/ 2 /21 (士)

4 /12 (日)

8 /15 (土)

8 /16 (日)

10/17 (土)

(日)

(日)

年/月/日

12/ 6 

5/9 

回数

2 

3 

5 

6 

4 

外国人墓地にて

第13回例会。都 l次

世昨大戦制没者慰1:.!

碑の見学。

刊
号

1
第
六
号
、
同
別
品
川
)
等
を
お
開
け
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。

司
会
明日一

、

0
0
0円
分
を
十
分
還
元
で
き
る
友
の
会

で
あ
り
と
い
と
念
願
し
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

L
会
品
町

方
に
は
で
き
る
だ
け
友
の
会
例
会
に
参
加
し
た
り
、
附哨
築
さ

れ
と
史
料
館
を
訪
れ
て
市
引
き
と
い
と
思
い
ま
す
。

今
後
と
も
物
心
岡
市
に
h
と
り、

川
町
か

い
仰
支
般
を
お
願

い
放
し
ま
す
。

(180 

一日一

セー

，、

7 /25 (日)

8/28 (日)

10/30 (日)

11 /12 (土)

8 /29 (日)

10 /10 (日)

11 /13 (土)

58/2/20 (日)

5 /29 (日)

7 

8 

10 

14 

15 

12 

13 

11 

9 



資
料
寄
贈
者
ご
芳
名

拡
張
開
館
に
際
し
て
、
改
め
て
ご
芳
名
を
記
し
、
謝
意
を

表
し
ま
す
。

深
山
健
二
生
活
用
具
、
史
料
等
干
余
占
/伊
吹
順

隆

件

特
/
清
水
久
雄
。
古
鋭
、

傾

/
志

弁

正

夫

自
給

/
永
井
博

彦

文
舎
、
写
民
/永
井
静
江
・

消
防
団
資
料
/
神
戸
市
教

育
委
員
会
文
化
課
合
符
/
黒
田
博

・
時

計

/
中
川
文
雄

山
世
間
間
/小
西
秋
二

生
活
用
具
/
三
浦
文
子

玩
具
等
/
結

械
正
佳

作

係

/
岩
本
正
義

陶

鵠

/

企
岡
章
支

地
図
/

士
山
井
保
治
写
真
、
戦
時
資
料
/
鎌
田
武
大
品
川
脈
、
盃
/

林
芳

男

性

桁

/
深
江
青
年
回
青
年
団
資
料
/
久
保
川
章

雄

似

時

資

料
/
落
合
重
信

件
待
、
版
画
/
松
本
ヤ
ス

数
行
資
料
、
生
活
用
具
/
森

信

夫

農

具
/
佐
久
間

一

段

共

/
伴
き
せ
・

生
活
用
呉
/
田
辺
異
人
位
協
刷
、
地
図
、
生

活
問
共
/
太
田
垣
正
雄

火
純
銃
、
生
活
問
具
、州
民
具
、
機

/
深
江
消
防
団
半
純
、
消
防
資
料
/
神
戸
商
船
大
学
教

育
資
料
/神
戸
市
立
本
庄
小
学
校

教
行
資
料
/
深
江
漁
業

協
同
組
合
-
漁
業
資
料
/
梶
正
雄
戦
時
資
料
、
火
鉢
/
志

井

礼

子

葉

古
/
寺
田
徳
雄
・
古
写
只
/
岡

田

直

広

古
写

点
/
芦

原

常

夫

漁
業
資
料
/中

山

菊

治

漁
業
資
料
/
大

川
常
夫

?
9ベ
/
宇
都
宮
字
作

ラ
ジ
オ
/
凝
固
望
。
古

銭
/
気
賀
峰
子

古

銭

/
吉
川
徹

竿
科
、
納
/
永
田
健
・

古
士
山
川
円
、
酒
造
史
料
/
納
幸
和
夫
・
紀
市
矧
/
上
回
儀
重
郎

生
活
用
共
/
村
上
政
輝
・

文

献

/
太
田
垣
勉

織
機
、
段

具
、
生
活
問
具
/
深
江
大
白
神
社
奉
賛
会
写
真
/
新
田
利

隆

夫
秤
様
お
/
福
井
健
一

古

銭

/
梶
井
一
正
。

旧
背
木

村
地
閃
/
篠
原
孝
裕
古
銭
、
古
文
書
/
中
村
ま
さ
え

名

簿
、
生
活
用
具
/永
井

一
郎

古

銭

/
小
滋
純

一
。
古
銭
/

望
月
浩
出
筒
、
土
法
/
児
玉
昌
巳
・

合
符
矧
/
竹
田
賢
太

郎
叫
削
/
柴
崎
数
馬
e

画
開
、
フ
ィ
ル
ム
/角

本

案

書

符

/
宮
内
一
房
吉

漁
業
資
料
/
立
住
隆
典

玩

具

/
坪
内
光
重

磁
器

{
以
上
鉱
躍
的
}

期
第
鉱
川
間
後
の
資
料
川
市
川
附

飯
田
信

一・

消
防
附
係

(肱
な
ど
)
/志
井
礼
子
・
柳
行
李

古

銭

/
井
浪
昭
幸

品
川
口
符
/
野
田
正
厳

格

災

者

証

明

/
前

中
隆
一
・

メ
ダ
ル
/
大
川
弘

メ
ダ
ル
/
吉
井
定
雄
ョ

パ
y

ヂ

/
池
田
英
美

パ

ァ
ヂ
/杉
浦
昭
典
。

商
船
大
写
真
/片

田
は
つ
・

必

具

提

灯

/
永
井
博
彦
写
其
・
新
聞
/
寺
田

音
松
漁
具
唱
す
/
竹
田
一

雄

山

倣
m
nH

提
灯
箱
/長
谷
弥

太
郎
漁
日
封
等
/
志
井
保
治

漁
具
等
/山
本
清
次
郎
大
泊

以
図
版
/
志
井
正
夫

古
銭

・
市
札
。絵

図

/
納
多
春
雄

・
記

念
タ
オ
ル
/
渡
部
宗

一
記
念
タ
オ
ル
/
鎌
田
武
。
写
真
等
/

山
川
実
。

船
箔
笥

・
自
在
鈎
な
ど
/
今
窟
友
吉
じ
よ
れ
ん

西
国
春
野
・

法
制
恥
/
磯
辺
信
=
一
・

写
其
/
新
田
利
隆

写
真

/
黒
田
梅
吉
・

耳

其

/
天
主
寺
山
〈
白
輝
男

写

其

数

珠

/
山

口
郁
三
者
…
干
い
わ
し
製
造
道
具
等
/
田
辺
異
人

佐
官
附
/
前

田

邦

夫

土
一
抗
原
本
/
太
田
垣
勉
・

出
向
段
兵
等
/梶
正
雄

知
明
官
公
報
等
/
本
屋
敷
勝
也
ー
銀
貨

銑

の

火

装

卯

入
れ
的
船
(
模
型
)
等
/芦
原
常
夫
地
引
き
網
じ
よ
れ

ん
(
模
型
)
/
岩
井
高
夫
打
湘
網
(
模
型
)
/花
谷
松
夫

打
瀬
船
の
帆

(棋
型
)

/
太
田
垣
正
雄
酒
ラ
ベ
ル
カ
メ

ラ

/
岡
田
飽
太
郎

掛
時
計
深
江
字
限
悶
等
/村
上
康
治

日
の
丸
寄
せ
品
川
H

・
支
部
全
土
地
図
/城
く
に
・

銀

貸

/
中
堂

モ
ト

源
氏
物
語
絵
巻
/
納
多
和
夫
・

賞
状
/
大
亦
八
郎
・

卒
業
ア
ル
バ
ム
/原
知
々
夫
恐
怖

玩
具
等
/足
立
宏
行

む
し
ろ
あ
み
も
っ
こ
等
/
柏
原
正
民

マ
ン
ト
・
記
章
/

村
上
辰
夫

記
念
銀
貨
/
望
月
浩

容
符

(
順
不
同
敬
件
喧

ご
協
力
に
感
謝
致
し
ま
す
。
地
域
文
化
の
振
興
の
た
め
に

末
ホ
く
史
料
館
に
収
蔵
し
、

市
民
へ
の
展
示
に
努
め
ま
す
。
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