
摂
津
の
考
古
学
か
ら
み
た
東
灘

は
じ
め
に

つ
い
先
日
、
芦
屋
市
打
出
小
鎚
古
境
の
発
縄
調
査
を
終
え
、

ホ
y
と
一
息
つ
い
て
い
る
。
本
年
二
月
七
日
に
突
如
と
し
て
、

住
宅
街
の
ど
真
ん
中
に
そ
の
姿
の
一
部
を
現
し
、
五
世
紀
後

半
の
大
型
古
噴
の
威
容
を
酒
一
間
見
た
の
も
束
の
問
、
調
査
の

完
了
し
た
八
月
四
日
の
朝
方
、
こ

の
古
積
は
マ
ン
シ
ョ
ン
建

設
工
事
の
基
礎
造
成
に
よ
り
消
滅
し
た
。
約
五
十
日
間
に
お

よ
ぶ
調
査
を
担
当
し
た
者
と
し
て
、
そ
れ
に
立
会
い
な
が
ら

し
ば
し
の
問
虚
脱
感
に
似
た
も
の
に
襲
わ
れ
、
数
名
の
発
抑

参
加
学
生
と
と
も
に
そ
の
最
期
を
見
と
ど
け
る
の
だ
っ
た
。

行
政
措
置
と
し
て
実
施
し
た
緊
急
発
問
問
調
査
の
宿
命
で
あ
り
、

私
自
身
同
じ
よ
う
な
場
面
に
何
度
居
合
わ
せ
た
-
」
と
だ
ろ
う

か
。
泣
き
ご
と
は
も
う
言
う
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ご
く
身
近
な
所
で
埋
・
鳳
文
化
財
と
称
さ
れ

る
巡
跡
が
発
見
さ
れ
、
発
担
調
査
を
緩
て
大
概
の
場
合
、
消

滅
の
一
途
を
た
ど

っ
て
い
る
。
東
混
と
い
う
土
地

b
例
外
で

は
な
く
、
こ
の
数
年
、
新
し
く
発
見
さ
れ
た
泣
跡
が
目
立
つ

B 
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史
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森

秀

人

岡

戸
屋
市
教
背
番
目
会

て
い
る
地
域
の
一
つ
で
あ
る
。
隣
接
す
る
芦
屋
市
と
問
機
、

六
甲
山
地
南
麓
斜
面
ま
で
住
宅
地
と
化
し
て
い
る
神
戸
市
東

灘
区
で
は
、
元
来
市
街
地
か
ら
遺
跡
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
自
体
稀
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
私
は
四
歳
か
ら
二
十

一

政
ま
で
の
十
七
年
間
を
本
山
町
森
で
過
ご
し
た
が
、
街
中
の

身
近
な
場
所
で
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
る
と
い
っ
た
光
景
に
つ
い

ぞ
お
目
に
か
か
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
私
が
神
戸
市
立
本
山

第
三
小
学
校
に
通
っ
て
い
た
一
九
六

0
年
代
前
半
、
学
校
周

辺
に
は
舗
装
の
ゆ
き
と
ど
か
な
い
瓦
様
の
広
い
道
が
走
り
、

国
側
や
設
約
場
が
あ

っ
て
、
容
に
は
つ
く
し
取
り
の
で
き
る

神
戸
市
東
郊
の
の
ど
か
な
団
関
風
最
が
展
開
し
て
い
た
。
そ

の
頃
、
少
し
ず
つ
始
ま
っ
て
い
た
道
路
の
盤
備
工
事
な
ど
に

よ
り
、
森
北
町
や
森
西
町
で
断
片
的
な
考
古
資
料
が
採
集
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
、
後
に
知
り
合
っ
た
芦
の
芽
グ
ル

プ
の

藤
川
祐
作
氏
に
教
え
て
頂
い
た
こ
と
で
あ
り
、
同
じ
道
を
毎

日
の
よ
う
に
歩
い
て
い
な
が
ら
、
当
時
小
学
校
一
ア
了
白，
《at‘

だ
つ
た
私
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
つ
た
。

今
日
市
街
地
で
、
陸
続
と
確
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
縄
文
持
代

や
弥
生
時
代
の
遺
跡
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
頃
片
鱗
を
う
か
が

わ
せ
た

b
の
と
思
う
が
、
当
世
に
比
べ
考
古
学
に
対
す
る
市

民
間
の
関
心
も
詳
く
、
ま
た
文
化
財
保
能
行
政
も
遅
々
と
し

た
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
大
方
の
認
識
を
得
る
に
は
至

っ
て

い
な
い
。
そ
の
当
時
の
巡
跡
発
見
状
況
は
、

当
史
料
館
発
行

の
司
市
川
神
戸
の
考
古
学
限
』
(
別
立
の
特
別
展
パ
ン
フ
、
一
九

八
四
年
七
月
)
に
詳
し
い
。

さ
て
、
近
年
に
お
け
る
東
灘
地
方
の
考
古
学
上
の
遺
跡
・

追
物
の
発
見
に
は
、
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
る
。
私
の
記
憶

が
正
し
け
れ
ば
、
そ
の
口
火
と
な
っ
た
発
姻
訓
査
は
、

一
九

七
九
年
五
月
頃
に
笑
施
さ
れ
た
神
戸
市
教
育
香
凸
会
に
よ
る

郡
家
大
識
巡
跡
で
あ
ろ
う
。
あ
る
日
、
そ
の
調
査
を
担
当
さ

れ
た
喜
谷
美
立
氏
(
現
神
戸
市
立
博
物
館
学
芸
謀
長
)
が
芦

屋
の
郷
土
史
料
室
に
来
室
さ
れ
、
私
に

こ
れ
か
ら
菟
原
郡
街

推
定
地
を
発
掘
す
る
の
で
、

一
度
見
に
来
れ
ば
と
声
を
か
け

て
下
さ
っ
た
。
そ
の
折
、
『住
吉
村
誌
』
の
記
述
を
ど
う
し
て

も
読
み
た
い
と
、
そ
れ
を
借
用
し
て
い
か
れ
た
こ
と
を
党
え

て
い
る
。
そ
の
後
、
私
は
そ
の
発
掘
現
場
を
実
見
す
る
機
会

を
得
、
こ
ん
在
住
宅
街
に
よ
く
ぞ
辿
椛
が
残
っ
て
い
る
ら
の

だ
と
つ
く
っ
く
感
心
し
、

一
方
で
は
将
来
、
行
政
的
主
対
処

が
非
'
吊
に
困
難
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
し
た
。

- I← 
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以
後
に
も
た
ら
さ
れ
た
市
街
地
各
所
で
の
泣
跡
発
見
例
は
す

べ
て
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
、
既
に
近
代
附
発
で
引

な
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
街
並
の
地
下
b
卸

r同
文
化
財
の

宝
庫
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
山
世
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。町

の
生
い
た
ち
を
知
る
上
で
、
物
的
資
料
を
差
別
な
く
舵

供
す
る
考
古
学
の
知
見
は
欠
か
せ
な
い
。
大
告
の
深
江
、
原

始

・
古
代
の
京
総
の
歴
史
を
正
し
く
刷出
解
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
数
年
の
間
に
矢
抑
制
ざ
早
に
み
つ

か
っ
て
き
た
追
跡
や
泊

物
の
性
絡
や
地
峨
性
を
学
び
、

そ
の
発
見
が
ど
の
よ
っ
に
地

域
の
歴
史
と
結
び
つ
い
て
い

る
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

本
連
戦
は
、
摂
津
地
方
の
考
古
学
研
究
と
い
う
や
や
広
い

視
野
と
立
場
か
ら
、
新
発
見
の
遺
跡
の
陛
史
的
記
義
を
み
ん

な
で
考
え
て
い
く
手
が
か
り
を
似
宗
す
る
も
の
で
あ
る
。

急
増
す
る
縄
文
遺
跡
と
そ
の
動
き

市
街
地
で
の
埋
蔵
文
化
財
剥
査
が
進
抄
す
る
過
程
で
、
私

が
応

bmい
て
い
る
こ
と
は
、
地
下
深
〈
に
純
文
土
器
を
出

す
泣
跡
が
眠
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
阪
仰
地
方
の
考
古
学

資
料
は
何
と
い
っ
て

b
弥
生
文
化
に
関
係
す
る
も
の
が
花
形

で
あ
っ
て
、
そ
の
前
の
時
代
で
あ
る
純
文
文
化
に
ま
つ
わ
る

実
例
は
ほ
ん
の
ひ
と
握
り
で
し
か
な
か

っ
た
。

そ
れ
が
、
近

年
の
発
開
制
調
査
に
よ
り

一
即
時
倍
加
し
、
し
か
も
大
規
模
な
遺

跡
が
そ
の
片
鱗
を
う
か
が
わ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

数
年
前
、
私
は
J
戸
の
芽
ヒ
ニ
イ
五
円勺

(
一
九
八
二
、
三
)

に
「
阪
神
地
方
そ
の
過
疎
時
代
」
と
題
す
る
小
文
を
寄
せ
た

が、

そ
れ
に
は
県
沖
地
方
の
縄
文
追
跡
が
い
か
に
少
な
く
、

か
つ
ま
た
実
態
不
詳
な
も
の
が
い
か
に
多
い
か
を
論
じ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
当
時
既
に
伊
丹
市
口
溜
井
逃
跡
(
晩
期
)

や
芦
屋
市
山
芦
屋
逃
跡
(
早

・
前

・
後
期
)
な
ど
が
発
見
さ

れ
、
積
極
的
に
調
査
が
手
が
け
ら
れ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て

も
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
折
、
芦
屋
市
教
委
主
催
で
「
酋
肢
の

縄
文
文
化
」
展
な
る
さ
さ
や
か
な
展
示
が
聞
か
れ
た
が
、
発

行
し
た
パ
ン
フ
に
や

っ
と
の
思
い
で
凶
十
じ
遺
跡
を
拾
っ
て

い
る
。
今
は
ど
う
な
ろ
う
か
。
昨
日
少
し
調
べ
て
み
る
と
、

慌
に
六
十
泣
跡
を
超
え
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
の
附
加
資

料
の
大
部
分
が
神
戸
市
灘
区
か
ら
芦
屋
市
に
集
中
し
て
お
り
、

こ
の
東
灘
を
中
心
に
明
ら
か
に
新
し
い
縄
文
逃
跡
が
地
え
て

き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
原
因
を
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
た
が
、
結
論
は
市
街
地

に
あ
っ
て
も
深
部
に
は
ま
だ
ま
だ
純
文
追
跡
が
泣
存
し
て
お

り
、
再
開
発
な
ど
を
契
機
と
す
る
埋
版
文
化
財
の
隊
認
調
査

に
よ
り
、
今
に
な
っ
て
よ
う
や
く
姿
を
現
し
始
め
た
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
地
え
て
い
く
こ
と
が
予
惣

さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
東
灘
区
に
凪
す
る
逃
跡
を
中
心
に
そ
の
周
辺

で
み
つ
か
っ
た
新
し
い
縄
文
遺
跡
を
少
し
な
が
め
て
み
よ
う
。

篠
原
遺
跡
(
神
戸
市
灘
区
篠
原
中
町
)

六
甲
山
地
南
町
の
山
路
傾
斜
地
に
立
地
し
、
根
↑nM
は
六
イ

討
を
前
後
す
る
。
六
甲
川

・
仙
谷
川
合
流
部
の
複
合
扇
状
地

上
で
、
明
治
の
末
頃
、
土
器
の
発
見
が
注
意
さ
れ
て
い
た
が
、

一
九
二
八
年
の
小
林
行
雄
氏
の
調
査
が
著
名
で
あ
る
。
こ
の

点
、
新
出
遺
跡
と
は
言
い
難
い
が
、
昭
和
五
十
年
代
に
入
っ

て
ニ
カ
所
で
本
格
的
に
発
担
割
査
さ
れ
、
ま
す
ま
す
そ
の
重

要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

一
九
八
三
年
、
共
同
住
宅
建
設
に
先
立
っ
て
平
安
情
物
館

が
事
前
調
査
を
実
施
し
た

A
地
占
で
は
、
縄
文
時
代
中

・
後

期
と
晩
期
の
逃
椛
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
中
期
末
の
住
居

制

・
土
拡
、
後
期
前
半
の
土
拡
、
さ
ら
に
土
認
溜

・
礁
湖
、

晩
期
の
土
地

・
小
ピ
ッ
ト

・
自
然
河
道
な
ど
で
あ
る
。
当
地

方
で
検
出
例
の
珍
し
い
住
居
祉
は
東
西
四

・
二
灯
、
南
北
三
・

三
れ
の
不
盤
円
形
プ
ラ
ン
で
、
北
側
に

つ
き
出
し
部
分
を
有

し
て
い
る
。
大
小
の
柱
穴
が
認
め
ら
れ
、
土
器
多
数
と
石
鎌

一一一4
占
が
出
土
し
て
い
る
(
第
l
図
)
。
他
の
泣
柿
群
は
住
居

の
北
西
方
に
偏
在
し
て
分
布
し
、
何
ら
か
の
有
機
的
関
係
が

考
え
ら
れ
る
。
晩
期
の
迫
構
に
関
し
て
は
、
石
器
製
作
と
関

連
す
る
土
地
や
小
ピ
ッ
ト
が
み
ら
れ
、
興
味
を
ひ
く
。

ほ
ぽ
同
じ
頃
神
戸
大
学
工
学
部
が
調
査
し
た

B
地
点
は
、

晩
期
前
半
の
ご
く
限
ら
れ
た
時
期
の
拡
域
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

多
数
の
土
球
棺
や
土
以
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
出
土
土
器
に

は
、
東
日
本
の
大
洞
系
統
の
注
口
土
器
が
認
め
ら
れ
、
同
文

化
に
属
す
る
遮
光
探
形
土
偶
b
み
つ
か
っ
て
お
り
、
列
島
東

西
の
制
文
文
化
の
交
疏
を
考
え
る
よ
に
質
量
な
追
跡
で
あ
る
。

幸
い
岡
地
点
と
も
発
掘
現
場
を
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
、

小
林
氏
の
調
査
記
録
(
「焼
津
国
神
戸
市
篠
原
辿
跡
に
就
い

て
」『
史
前
学
雑
誌
』
一

四

・
五
、
一
九
二
九
)
に
登
場
す
る

突
帯
文
深
鉢
形
土
器
の
存
在
意
義
を
深
く
か
み
し
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
(
つ
づ
く
)

2 

(
一
九
八
六

ー、、

」、

/

プ
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第 1図



深
江
北
町
逃
跡
の
発
掘
調
査

深
江
北
町
辿
跡
で
は
、
県
営
住
宅
の
改
築
工
事
に
先
立
っ

て
、
昭
和
五
十
九
年
十

1
十
二
月
、
六
十

一
年
三

1
五
月
に

か
け
て
の
二
度
に
渡
っ
て
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
弥
生
時

代
末
期
の
円
形

m
m且
群
や
、
奈
良

I
平
安
時
代
の
集
落
と

水
凹
跡
が
み
つ
か
り
話
題
と
な
っ
た
。

。u
n
H
aaBE----

W
E
 

e-， 

兵
庫
県
教
育
岳
民
生

山

下

史

朗

. 、

海
辺
の
遺
跡

東
神
戸
地
区
で
は
-
」
れ
ま
で
に
数
多
く
の
遺
跡
が
発
仮
調

査
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
六
甲
山
路
部
に
集
中

し
、
海
伴
部
に
は
あ
ま
り
図
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
、
海
辺
で
は
遺
跡
は
地
中
深
く
埋
も
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
上
に
、
早
く
か
ら
市
街
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と

に
よ
る
。
こ
の
た
め
海
伴
部
に
は
泊
跡
は
ほ
と
ん
ど
存
雀
し

な
い
と
い
う
声

b
mか
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近

年
の
調
査
で
は
い
た
る
所
で
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、
海
岸
部
に

も
数
多
く
の
遺
跡
が
眠
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

義
C
れ
ん
。

今
か
ら
六
千
年
ほ
ど
前
の
純
文
時
代
前
期
ご
ろ
は
気
候
が

温
暖
で
、
羽
在
の
国
道
二
号
線
の
あ
た
り
ま
で
海
が
進
入
し

て
い
た
。
こ
れ
を
縄
文
海
進
と
い
う
。
そ
の
後
気
候
の
寒
冷

化
が
進
ん
で
、
徐
々
に
海
岸
線
は
後
退
し
て
い
っ
た
が
、
そ

の
際
に
波
平
海
流
に
よ
り
何
列
か
の
砂
堆
(
小
規
模
な
砂
丘
)

が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
砂
椴
上
は
集
落
の
立
地
条
件
が
よ
く
、

逆
に
背
後
に
形
成
さ
れ
た
後
背
湿
地
は
水
間
耕
作
に
適
し
た

土
地
と
な
っ
た
。
弥
生
時
代
の
初
め
に
は
人
々
は
こ
の
砂
堆

上
に
定
住
を
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
。
深
江
北
町
追
跡
は
こ

の
砂
堆
上
に
立
地
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

漏
り
出
さ
れ
た
海
辺
の
村
と
水
田
跡

昭
和
五
十
九
年
に
は
A
、
B
、
D
地
区
が
発
掘
調
査
さ
れ

た
。
こ
の
う
ち
の
砂
堆
上
に
位
位
す
る

A
、
B
地
区
で
は
、

奈
良

3
平
安
時
代
の
抑
立
柱
娃
物
跡
や
榔
列
等
の
辺
情
か
ら
、

須
恵
器
や
土
師
器
な
ど
多
数
の
土
器
と
と
も
に
円
而
硯
や
盛

山
土
器
、
飯
蛸
銭
や
土
錘
な
ど
が
出
土
し
た
。
遺
跡
が
海
辺

の
砂
堆
上
に
立
地
す
る
こ
と
や
ぬ
具
関
係
の
泌
物
が
出
土
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
海
辺
の
漁
村
を
恕
わ
せ
る
が
、
円
削
硯

等
の
文
字
関
係
資
料
や
柵
列
か
ら
は
単
な
る
漁
村
で
あ
る
以

上
に
、
有
力
者
の
館
や
役
所
の
存
在
を
挑
定
さ
せ
る
。
ま
た
、

後
背
湿
地
に
位
也
す
る

D
地
区
で
は
、

A
、
B
地
区
の
巡
椛

の
年
代
と
ほ
ぼ
問
時
代
の
水
回
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
日
取

も
深
い
所
で
は
地
表
下
約
二
口
で
、
あ
ぜ
に
聞
ま
れ
、
人
や

牛
、
日
目
な
ど
の
足
跡
が
刻
ま
れ
た
水
田
が
認
め
ら
れ
た
。
こ

の
水
剖
跡
は
芦
昆
川
の
氾
濫
に
よ
る
土
砂
で
壊
も
れ
た
も
の

で
、
阿
川
山
に
む
わ
た
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
度
情
な
る
洪

水
と
、
そ
れ
に
た
ち
向
か
う
人
々
の
営
み
が
手
に
取
る
よ
う

に
わ
か
る
発
見
で
あ
っ
た
。

3 

群
集
す
る
円
形
周
溝
墓

昭
和
六
十
一
年
に
実
施
さ
れ
た
C
地
区
北
側
の
剥
貨
で
は

予
想
む
し
な
い
遣
制
の
出
土
に
誰
む
が
驚
い
た
。
す
で
に
C

地
区
南
側
で
は
、
弥
生
時
代
の
構
や
古
境
時
代
の
畷
穴
住
居

跡
に
重
な
っ
て
、
奈
良
時
代
の
偲
立
柱
建
物
跡
が
こ
棟
以
上

み
つ
か
っ
た
よ
に
、
役
人
の
山
市
を
飾
る
金
具
で
あ
る
銅
製
の

鍔
帯
や
小
型
鋭
が
出
土
し
て
お
り
、
昭
和
五
十
九
年
の
測
査

で
得
た
「
有
力
者
の
館
や
役
所
」
と
い
う
推
定
を
裂
づ
け
る

成
果
が
あ
が
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
関
連
の
巡
回
刑
の
検
出
を

目
摂
に
北
側
の
澗
査
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
、
当
初
は
予
想
も

し
な
か
っ
た
弥
生
時
代
末

1
古
漬
時
代
初
め
の
円
形
周
滞
在

が
十
一
基
七
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

周
期
榊
基
と
は
、
周
聞
に
方
形
ま
た
は
円
形
に
併
を
め
く
ら

し
た
低
い
境
丘
を
有

1
る
甚
で
、
弥
生
時
代
初
出
に
近
畿
地



方
に
始
ま
り
全
国
に
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近

畿
地
方
で
は
弥
生
時
代
を
通
じ
て
見
受
け
ら
れ
、
古
境
時
代

に
入
る
と
造
ら
れ
な
く
b

ゆ
る
が
、
問
辺
地
峨
で
は
な
お
継
続

し
て
造
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
深
江
北
町
辿
跡
の

m
m滋
は

近
畿
で
は
肢
も
新
し
い
時
期
の
も
の
と

い
え
る
。
兵
館
以
下

で
は
こ
れ
ま
で
に
二
十
三
以
上
の
遺
跡
で
周
潟
村
曲
が
み
つ
か

っ
て
い
る
が
方
形
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
円
形
の
も
の
は

八
遺
跡
十

一
例
が
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
一
7了，【【‘‘巴

す
べ
て
が
門
形
の
も
の
で
川附刷
成
さ
れ
て

い
る

b
の
は
、
弥
生

時
代
の
も
の
と
し
て
は
全
国
で
b
他
に
例
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
深
江
北
町
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
円
形

m
m

墓
群
は
、
近
畿
で
は
弥
生
時
代
の
方
形
周
博
基
と
、
土
口
明
時

代
の
古
杭
と
の
間
に
位
位
し
、
移
行
期
の
別
基
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か

b
円
形
で
十
一
基
む
ま
と
ま

っ
て

い
る
と

い

う
特
徴
を
も
ら
、
古
坑
の
起
源
や
相
会
の
変
革
問
に
お
付
る

地
域
の
権
力
を
考

え
る
う
え
で
、
冊
出
現
な
発
旧
制
と
な
っ
た
。

， 
8号 r周，開基J(弥生時代末期)

‘高島

広三

)周 il"~基11;&:
口割引~Jlb /II る

. 
4号墓の蛮棺(弥生時代末期)

i J，~ . 
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埋
蔵
文
化
財
に
地
域
の
関
心
を

「
二
月
十
七
日
よ
り
県
営
住
宅
建
設
予
定
地
の
発
抱
調
査
を

し
ま
す
」
と
い
う
述
絡
を
も
ら
っ
た
の
は
、
試
問
酬
の
一
巡
間

前
。
前
回
の
同
じ
工
事
(
五
十
九
年
)
に
お
い
て
も
、
土
鰐

等
が
多
く
出
土
し
て
い
る
の
に
、
地
峡
の
住
民
に
は
何
の
説

明
も
な
〈
述
築
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
近
所
の
方
々
に
「ど

ん
な
物
で
も
い
い
か
ら
出
土
し
た
ら
連
絡
を
し
て
下
さ
い
」

と
お
願
い
し
ま
し
た
。
案
の
定
試
験
偲
り
で
土
器
が
発
御
さ

れ
、
本
調
査
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

本
調
査
に
入
り、

三
月
二
十
五
日
に
近
所
の
方
か
ら
「
お

b
し
ろ
い
物
が
出
て
い
る
ら
し
い
」
と
い
う
連
絡
を
む
ら
い、

早
速
現
場
に
行
き
、
調
査
資
任
者
の
県
教
委

・
山
下
史
朗
氏

を
訪
ね
る
と
「
奈
良
時
代
後
期
か
ら
平
安
前
期
の
土
器
や
姻

立
柱
の
建
物
跡
が
発
開
削
さ
れ
た
」
と
の
こ
と
。「
地
域
の
人
々

で
関
心
の
あ
る
人
に
説
明
を
し
て
欲
し
い
」
と
巾
し
入
れ
る

と
、
気
持
ち
よ
く
引
き
受
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
早
速
自

治
会
会
員
に
呼
び
か
け
、

四
月
四
日
に
一
回
目
の
地
元
説
明

会
が
閲
か
れ
ま
し
た
。
あ
い
に
く
当
日
は
豪
雨
に
な
り
、
終

始
簡
易
事
務
所
の
中
で
の
お
話
し
と
な
り
ま
し
た
が
、
二
十

五
人
が

一
時
間
半
に
わ
た
っ
て
然
、
む
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
カ
月
後
の
凶
月
二
寸
五
目
。
全
国
で
も
珍
し

い

「円
形
周
溝
墓
碑
叶
」
が
発
砲
さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を

受
け
、
現
場
に
行
っ
て
み
る
と
「
円
形
周
期
帥
諮
」
が
十

一
基。

弥
生
時
代
の
円
形
周
溝
作
曲
が
こ
れ
だ
け
一
度
に
発
楓
さ
れ
た

の
は
他
に
例
が
盤
い
、
と
の
こ
と
で
早
速
二
回
目
の
地
元
説

明
会
を
聞
く
準
備
に
か
か
り
ま
し
た
ロ
と
ζ

ろ
が

「
こ
の
迎

車
柴
自
拍
全
会
長

佐

野

夫

末

跡
は
四
月
末
で
思
め
戻
し
て
工
事
を
す
る
予
定
」
と
聞
か
さ

れ
、
県
住
宅
建
設
諜
に
工
事
を
少
し
遅
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う

お
願
い
す
る
一
方
で
、
地
元
へ
二
回
目
の
説
明
会
を
聞
い
た

り
、
地
核
の

一
人
で

b
多
く
の
人
た
ち
に
、
こ
の
埋
蔵
文
化

財
を
見
て
も
ら
お
う
と
、
市
立
東
漉
小
学
校
に
働
き
か
け
て
、

児
童
三
百
人
の
見
学
会
も
実
現
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
活
動

に
県
教
委
b
理
解
を
示
し
て
く
れ
、
五
月
に
入
っ
て
公
式
的

な
現
地
説
明
会
を
行
い
、
新
聞
発
表
b
す
る
と
の
連
絡
を
受

け
ま
し
た
。
こ
う
し
て
地
峨
の
方
々
の
関
心
と
協
力
で
、
よ

う
や
く
ζ

の
「
深
江
北
町
遺
跡
」
が
日
の
目
を
見
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

O 

。

今
後
の
保
存
計
画
案

写
真
展
示

写
真
バ
ヰ
ル
を

「神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
」
に

除
い
て
永
久
展
示
す
る
。

現
地現

状
保
存
に
つ
い
て
は
、
多
方
面
の
方
々
と
も
意
見

交
彼
を
し
た
が
、
砂
地
地
峨
で
む
あ
り
現
状
保
存
は
不

可
能
で
、
白
磁
プ
レ
ー
ト
か
ス
テ
ン
レ
ス
、
銅
仮
等
の

碑
を
建
て
る
。

泣
物
の
展
示

九
月
六
回
、
七
日
「
神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
」

で
展
示
会
を
行
う
。

そ
の
後
は
、
調
査
報
告
白
作
製
終
了
後
に
長
期
ヘ
一

2 3 

4 

年
間
契
約
)
の
貸
し
出
し
を
受
け
て
「
神
戸
深
江
生
活

文
化
史
料
館
」
に
展
示
す
る
。

模
型現

状
保
存
が
不
可
能
な
た
め
、
発
掘
現
場
の
侠
型
を

作
製
し
、
「
神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
」
に
保
存
、
展

示
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

本
庄
村
史
資
料
編
第
一
巻

近

世

土

地

制

度

史

料

世
戸
市
灘
灘
区
を
偶
成
す
る
旧
武
山
州
都
五
A
M

町

H
の
フ
句
、
本
庄
村山
氏

の
み
が
未
刊
で
あ
っ

た
。
そ
の
欠
を
補
う
た
め
.
今
‘
村
山X
の
嗣
訴
が
、

深
江
財
産
区
合
中
山
U

に
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の的
M
M
H
岨
の
第

-
曹

と
し
て
、
本
衝
が
刊
行
さ
れ
た
.

こ
の
中
に
は
、
村
尚
由
民
約
と
険
地
般
と
五
人
組
縦
町
内
金
制
U
M
.

神
戸
大
学
高
尾
敏
Mmの
序
文
金
合
め
て
‘
的
-
ニ

0
ペ
ー
ジ
.

鍋偏一
。
。。
円

問
い
合
ぜ
は
.
発
行
所
豊
一戸
滞
江
生
活
文
化
史
料
館
へ

A

泊
訴

O
七
八

i
四
五
三
1
四
九
八

O
}

た
だ
し
土
日
曜
日
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
み
受
付
.

曲。円

ユニパ y ア ド抑戸大会と国際背年年金記念して
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「
時
代
を
語
る
写
真
」
眠
っ
て
い
ま
せ
ん
か
?

史
料
館
刑
制
査
研
究
委
員
会

毎
日
見
慣
れ
た

風

対

な

の

に

、

大

き

な

迫

が

つ

き
、
木
造
の
建
物
が
マ
ン
シ
ョ
ン
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
、

急
に
過
去
の
風
景
を
思
い
出
せ
な
く
な
る
こ
と
が
、
し
ば
し

ば
あ
り
ま
す
。
「
即
時
か
、
路
地
の
向
を
山
が
っ
た
と
こ
ろ
に
駄

菓
子
屈
が
あ
っ
て

」
と
思
い
出
そ
う
と
す
る
が
、
そ
の

路
地
そ
の
む
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

思
い
山
T
き
っ
か

け
b
つ
か
め
な
い
の
で
す
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
単
に
風
対
が
思
い
山
せ
な
く
な
る
ば
か

り
で
な
く
、
そ
の
景
観
の
中
で
営
ま
札
た
生
活
そ
の
む
の
む
、

少
し
ず
つ
記
憶
の
問
に
埋
没
さ
せ
て
い
く
よ
う
で
す
。

。

。

神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
で
は
、
文
献
資
料
の
技
開
、

聞
き
取
り
剥
脊
の
実
施
、
多
く
の
方
々
か
じ
ソ
寄
附
を
受
け
た

館
誠
口
問
の
監
理
を
通
じ
て
、
生
活
文
化
史
の
研
究
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、

明
治
、
大
正
、
閉
山
刊
の
慨
し
い
写
真
の
収
集
、

保
存
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
見
ら
れ
な

く
な
っ
た
風
封
や
球
観
を
物
語
る
写
真
、
時
代
像
を
象
徴
す

る
写
真
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
御
協
力
下
さ
い
。
な
お
写
真

は、

一
時
い
ね
預
か
り
し
て
彼
写
し
た
後
、
お
返
し
し
ま
す
。

御
協
力
飢

え
る
力
は
、
金
附
、
土
附
、
口
附
の
午
，
山
十
時

1

午
後
五
時
ま
で
、
山
人
料
飢

(0
7
8
・
4
5
3
・
4
9
8
0
)

へ
御

一
報
下
さ
い
。

従
供
い
た
だ
い
た
写
真
の
っ
ち
、
持
軍
な
も
の
は
随
時
「
史

料
館
だ
よ
り
」
で
紹
介
し
ま
す
。
今
回
は
、
本
庄
町
一
ノ
四

ノ
二
四
、
熱
田
梅
士
固
さ
ん
{
七
ヒ
)
か
ら
提
供
を
受
け
た

「昭

あ
る
円
、

和
九
年
九
月
、
室
戸
台
風
の
被
告
状
況
」
を
掲
峨
し
ま
す
。

却
固
さ
ん
は
、
旧
本
庄
村
深
江
出
身
。
「
黒
田
製
鎖
所
」
を

絞
営
。
昭
和
の
初
出
こ
ろ
、
取
り
引
き
業
者
の
知
人
か
ら
ド

イ

y
製
の
カ
メ
ラ
を
積
り
受
け
、
そ
の
カ
メ
ラ
で
台
風
が
践

し
た
爪
跡
を
術
協
し
た
そ
う
で
す
。

主
一円
台
風

昭
和
九
年
九
月
二
十

H
q後
J
l

時
ご
ろ
か
ら
小
雨
が
降
リ
‘

一一」
l

一
日
未
明
か
ら
天
候
強
化
。
山
下
で
は
淡
路
・阪
神
間

・

但
馬
で
激
し
い
被
告
が
出
た
。
川
市
下
の
死
者
は
二
百
六
十
六

人
、
行
方
不
明
十
五
人
、
車
問
三
百
二
十

一
人
、
経
向
千
三

百
十
四
人
。
本
庄
村
に
限
っ
て
む
死
目
十
六
人
、
屯
傷
者
三

人
、
軽
傷
円
六
十
六
人
に
及
ん
だ
。
以
下
の
他
物
被
引
u
は、

+
一
明
が
二

T
百
二
十
二
戸
、
半
峨
二
千
七
百
八
十
八
戸
。

室
戸
台
風
は
、
直
接
的
な
被
害
を
む
た
ら
し
た
ば
か
り
で

な
く
、
高
潮
の
影
響
で
地
下
水
を
底
水
化
さ
せ
、
酒
造
り
に

欠
か
せ
な
い
「
宮
水
」
を
使
用
不
能
に
さ
せ
た
。
こ
の
た
め

北
側
に
新
た
に
井
戸
を
掘
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

阪
神
間
は
、
こ
の
室
戸
台
風
に
始
ま
り
、
十
三
年
の
大
水

山下けなど
、
空
，
川
の
被
宵
に
み
ま
わ
れ
た
。
(
文
武

・
大
国
}

理
江
荷
町
四
丁
目
付
近
。
左
右
閉
じ
形
由
稼
花
っ

た
が
‘
右
冊
目
家
は
、
一
階
部
分
が
押
し
茸
さ
れ
.

二
階
録
八す
だ
け
が
理
っ
た
。
も
ぎ
取
ら
れ
た
一
時
度

根
回
跡
が
痛
々
し
い
0

・

一
-h-1」

-6-

千



土畢が落ち、佐だけ

に与った民穫。中央付

近に、跡かたづけに疲

れ果て、すわり込七人々

が見える。現在由理江

南町三丁目的海岸付近。

• 

司砂

:掌闘 も廃績のよう。理江南町二

丁gあたり。当時はこんなに級林

があった。

J 

、

_，;0' ーヲニ刊号:.~... ・-
時 一 ・ー

" . - ー 叩

4ト 理江南町二丁目付近の海館。砂

防のため白紙や-01:亘が並ぶ。

深江南町三丁目あたり。誼神社も冊..した。右翁に鳥居町一邸が

昆える。左倒に位、浸水 Lたおひ.たt:L. ¥..'畳白山。 ψ

• ‘ . 
" .. 

- ー 司

ー
で ー---
• 、

~!J司、よt. .. . '，_.- ε ヨ よさー
一 日 一 日 - ."，- . 

、
巴・ ， 

『
-
‘~ 

機閣しになリ、がれきの山町上

回漁船。漁に出れるのはいつのa
町二と か 。理江南町ニ、三丁目

付近。
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山
野
を
め
ぐ
る
本
庄

・
芦
屋

・
西
宮
の
農
民
た
ち

史
料
に
読
む
深
江
の
歴
史

ω

紛
争
の

τん
ま
つ

今
回
は
本
庄
九
ケ
村
(
深
江
、
東
山
H
木
、
森
、
中
野
、

小

路
、
北
畑
、
田
辺
、

三
条
、
津
知
)
と
芦
屋
庄
(
芦
屋
、
打

出
)
、
西
宮
社
家
郷
の
三
つ
ど
も
え
の
山
林
の
境
界
争
い
を
取

り
上
げ
る
。
山
野
は
、
一
刈
敷
と
呼
ば
れ
る
肥
料
や
薪
な
ど
の

供
給
の
場
と
し
て
質
量
で
、
自
給
自
足
経
済
を
理
想
像
と
し

て
要
求
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
良
民
に
と
っ
て
、
山
林
の
抽
出
界

争
い
は
死
活
問
題
と
い
っ
て
も
過
震
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

だ
け
に
、
山
論
は
近
世
を
通
じ
て
再
三
、
激
し
く
起
き
た
。

こ
の
三
者
の
紛
争
の
形
態
は
、
十
八
町
の
芦
盛
庄
の
山
林

の
う
ち
、
京
十
二
町
を
西
宮
社
家
郷
が
、
四
六
町
を
本
庄
が

押
領
す
る
、
と
い
う
形
だ
っ
た
。

最
初
の
紛
争
は
天
文
二
十
四
年
二
五
五
五
〉
起
き
た
。

芦
屋
庄
の
民
民
が
「
本
庄
、
西
宮
が
山
を
横
領
し
た
」
と
時

の
権
力
者

・
三
好
長
股
に
訴
え
た
が
、
逆
に
三
好
は
本
庄
主

ど
の
主
張
を
認
め
る
判
決
を
下
し
た
。
不
満
の
芦
屋
庄
民
は

村
を
捨
て
て
耕
作
を
放
棄
し
た
。

と
こ
ろ
が
二
年
後
の
弘
治
三
年
の
こ
と
。
三
好
の
家
臣
で

主
を
上
回
る
力
を
つ
け
つ
つ
あ
っ
た
松
永
久
秀
が
芦
屋
庄
民

を
呼
び
出
し
て
「
，
川
々
の
よ
う
に
山
を
支
配
す
る
よ
う
に
」

と
命
じ
た
。
こ
れ
を
受
付
て
摂
津
下
郡
の
郡
代

・
三
好
長
肢

が
「
本
庄
勝
訴
の
岱
物
は
反
故
(
ほ
ご
)
」
と
い
う
判
決
を
下

し
、
さ
ら
に
永
禄
三
年
ご
五
六

O
)
、
西
宮
の
押
領
も
退
け

た
。
こ
れ
が
二
度
目
の
紛
争
で
あ
り
、
以
降
、
こ
れ
が
真
実

と
し
て
国
定
さ
れ
て
い
く
。

山
輪
の
訴
状
か
ら

史
料
館
研
究
員

神
戸
新
聞
記
者

国

正

大

次
は
天
正
十
年
(
一
五
八
二
三
本
庄
は
再
び
訴
え
を
起
こ

し
た
が
、
時
の
領
主

・
池
田
忠
勝
は
、

三
好
長
政
の
裁
許
状

を
も
と
に
芦
屋
庄
の
勝
利
を
宜
雷
同
し
た
。

そ
の
後
、
剛
嵐
長
十
七
年
二
六
一
二
)
、

山百
臣
氏
の
代
官
片

桐
旦
元
、
元
和
元
年
(
一
六

一
五
)
、
同
じ
く
大
野
治
長
に
そ

れ
ぞ
れ
同
じ
様
な
訴
え
が
持
ち
込
ま
れ
た
形
跡
が
あ
る
が
、

芦
屋
庄
が
反
論
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

や
や
時
代
が
下
が
っ
て
究
保
二
年

{
一
七
四
二
)
に
な
っ

て
、
芦
屋
庄
と
西
宮
社
家
郷
と
の
問
に
再
び
山
論
が
起
こ
り
、

問
者
が
絵
図
を
作
ろ
う
と
し
た
時
、
本
庄
九
ケ
村
が

「本
庄

の
山
の
領
域
を
侵
犯
し
て
い
る
」
と
再
び
挺
訴
し
た
。
延
事

三
年
二
七
四
六
)
の
こ
と
で
あ
る
。
恨
拠
と
し
た
の
は
百

九
十
年
も
前
、
反
故
に
な
っ
た
三
好
長
成
の
判
決
文
。
し
か

し
こ
れ
が
通
る
は
ず
も
な
く
、

先
延
三
年
(
一
七
五

O
)、
大

坂
町
奉
行
所
は
本
庄
、
西
宮
社
家
郷
の
全
面
敗
訴
を
言
い
渡

し
、
二
世
紀
に
わ
た
る
山
論
は
と
う
と
う
結
若
を
み
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
紛
争
と
歴
史
の
背
景

こ
う
し
て
見
る
と
、
山
愉
の
庇
史
に
は
際
だ
っ
た
特
徴
が

あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
闘
時
代
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
は
、

領
主
が
変
わ
る
た
び
に
山
論
が
起
き
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時

の
裁
判
が
、
個
々
の
領
主
の
愁
意
を
か
な
り
含
ん
で
お
り
、

領
主
の
交
替
で
裁
決
自
体
が
逆
転
す
る
可
能
性
を
多
く
含
ん

で
い
た
た
め
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
山
林
の
利
用
が
戦
国
期
に
一

防
盛
ん
に
な
り
、
境
界
争
い
が
先
鋭
化
す
る
条
件
が
諮
っ
て 美

き
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
中
央
集
権
的
な
国
家
が
完
成
し
て
し

ま
う
と
、
そ
の
も
と
で
出
さ
れ
た
決
定

・
判
決
は
な
か
な
か

く
つ
が
え
ら
な
く
な
る
。
ま
た
近
世
織
力
は
「
内
済
」
と
呼

ば
れ
る
門
町
民
間

・
山
村
聞
の
和
解
を
奨
励
、
訴
訟
を
極
力
控

え
さ
せ
る
方
針
を
取
っ
た
こ
と
も
、
紛
争
が
表
面
化
し
な
く

な
る
理
由
だ
ろ
う
。

さ
て
、
近
世
前
期
は
新
回
開
発
が
全
国
的
に
進
む
時
期
で

あ
る
。
こ
の
た
め
採
草
地
が
大
幅
減
少
。
一
方
、

打
出
村
の

岩
ケ
平
新
聞
の
よ
う
に
、
傾
斜
の
丘
陵
地
ま
で
新
回
開
発
の

手
が
伸
び
る
と
、
二

E
の
意
味
で
山
野
の
持
つ
意
味
が
大
き

く
な
っ
て
く
る
。
党
保
二
年
に
こ
の
山
論
が
再
発
し
た
の
は

こ
う
し
た
歴
史
的
な
背
骨
を
伴
っ
て
い
た
。

さ
て
、
寛
延
三
年
に
裁
決
を
み
る
と
、
さ
し
も
の
紛
争
も

蒋
発
せ
ず
、
明
治
維
新
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
幕

府
が
相
対
訴
し
令
を
出
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

民
事
訴
訟
が
急
地
し
、
都
府
が
一

mm強
い
盛
勢
で
無
益
な
提

訴
を
抑
圧
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
苅
敷

な
ど
自
給
肥
料
よ
り
も
、
速
効
性
の
あ
る
干
鰯
な
ど
金
肥
に

重
点
が
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。
こ
れ
は
良
作
物
が

稲
作
か
ら
、
商
品
作
物
の
綿
作
、
菜
積
栽
培
に
移
行
し
、
よ

り
高
い
収
益
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
ゆ
え
に
、
よ
り
向
い

投
資
を
進
ん
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
深
い
附
係
が
あ

る
。
同
時
に
、
や
み
〈
も
に
新
回
目
耕
地
を
求
め
て
Hm
的
鉱

大
を
は
か
っ
た
時
代
か
ら
、
狭
く
て
も
集
約
的
な
ぬ
撲
を
行

い
質
的
鉱
大
を
求
め
る
時
代
へ
と
移
る
転
換
別
だ

っ
た
の
で

ホ…
7

。。
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一
見
、
同
じ
に
見
え
る
山
論
だ
が
、
そ
れ
が
起
き
て
く
る

背
長
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
。

時
代
は
大
き
く
変
わ
り
な
が

ら
も
、
時
に
同
じ
紛
争
を
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。



立
ち
上
が

っ
た
農
民
た
ち

さ
て
、
こ
の
山
論
に
は
む
う

一
泊
、

残
っ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
延
事
三
年
、
本
庄
は
，
n取
後
の
山
冶
e

を
目
掛
け
る
の
だ
が
、
翌
年
に
は
正
式
な
裁
判
で
は
な
く
、

和
解
の
方
向

へ
と
傾
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
村
役
人
た
ち

だ
け
の
手
で
行
わ
れ
た
た
め
、
村
々
の
百
姓
た
ち
が
反
発
。

結
束
を
閤
め
て
迎
判
状
を
作
成
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

①

奴
判
が
終
わ
る
ま
で
経
費
が
ど
れ
だ
け
か
か

っ
て

b
抑
制
切
ら

な
い
②
部
が
言
い
渡
さ
れ
る
時
に
は
、
全
員
が
こ
れ
を
受
け

る
③
も
し
、

一
人
だ
け
が
制
せ
ら
れ
て
b
、
耕
作
や
貨
問
の

臼
舶
は
A1
h
H
が
行
う
④
述
判
に
加
わ
ら
な
い
者
は
村
付
き
合

い
を
せ
ず
、
裁
判
の
決
着
後
は
山

へ
入
れ
な
い
ー
と
い
う
四

条
の
綻
を
定
め
た
。
こ
れ
は
、
津
知
村
の
文
初
だ
が
、

『
新
修

芦
口
血
市
史
資
料
編
二』

に
よ
る
と
、
中
野
村
で
も
ほ
ぽ
同
じ

織
な
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
@
訴
訟
で
ど
れ
だ
け
白
川
が
必
製
で

b
臼
担
す
る
②

特
定
の
人
が
罪
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

て
む
、

個
人
に
だ
け

負
担
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
、
と
い
う
内
容
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
史
料
か
ら
分
か
る
軍
要
な
占
は
、
①
一
般
の
百
姓
た

ち
が
、
村
役
人
に
強
く
反
発
し
、
別
行
動
を
と
っ
て
い
る
②

こ
こ
に
集
ま
っ
た
百
姓
た
ち
が

m
平
等
。

の
原
理
に
立

っ
て

い
る
こ
と
。
こ
の
錠
に
背
く
者
は
有
力
民
民
で
あ

っ
て

b
、

村
づ
き
あ
い
か
ら
外
す
、
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
③
こ
う

し
て
出
来
た
社
会
集
団
は
、
領
主
法
の
精
神
を
無
視
し
そ
の

口
徹
を
妨
げ
よ
う
と
し
た
。

領
主
は
首
謀
者
を
過
重
に
制
し

て
く
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
百
姓
側
は
そ
の
負
担
を
分
担
し

て
平
準
化
す
る
こ
と
で
、
領
主
側
の
狙
い

t
領
主
法
が
村
の

隅
々
に
ま
で
行
き
渡
る
こ
と
を
妨
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

お
む
し
ろ
い
史
料
が

あ
る
。

-』
う
し
た
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
白
体
が
近
世
の
目
会
で

は
違
法
で
あ
る
が
、
百
姓
た
ら
は
こ

っ
し
て
集
団
を
作
り
、

そ
し
て
、

一
度
は
和
解
に
傾
占
か
け
た
山
論
の
交
渉
を
決
裂

さ
せ
た
。
結
川市
的
に
、
敗
訴
し
た
と
は
い
え
、
付
役
人
た
ち

の
意
向
を
逆
転
さ
せ
る
だ
け
の
力
を
示
し
た
こ
と
は
貨
屯
で

地 域 文化 賞

中
位
で
は
、

・』
う
し
た
こ
と
を
ご
味
神
水
」
「
二
世
」
と

呼
ん
だ
。
近
世
で
は
百
姓
一
授
と
い
え
ば
す
ぐ
に
暴
動
を
述

怨
す
る
が
、
そ
-ヲ
し
た
集
団
の
中
の
U
組
み
や
成
り
立
ち
な

ど
に
つ
い
て
む
研
究
を
進
め
て
行
く
必
要
が
あ
る
。

芦屋庄一社家郷山論図

(西宮市史ニ巻よ り)
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世叩永 f

門削百出

、ヤ岡ー火

'!-':)I:泉託Z

d、相世凪

f.lj!功、臨t'H役場

持 政一

印 10.10 ..，日馬温品副光協会

念 仏 ~'i'

小 田担 誕

八同加代 子

情凹旭1:~

F正， "1 
1: IIJ *m"¥: 
凶571I谷舟J:!

H ヒ政醐

出附 敵 同

輩 出 相 代

制野陣子

山口 周子

fJ'限時子

山本 文雌

山拙 万 m子

河野価三

賞"" A 

回 3.3

曲 4.28

6/.3 . 2 
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展
示
品
と
の
対
話
回

農

そ
の

一

具

現
在
、
史
料
館
で
は
数
多
く
の
民
H
討を
民
示
し
て
い
る
が
、

今
で
は
そ
の
名
称
、
用
途
主
ど
を
知
ら
な
い
人
が
多
い
と
閉
山

う
。
そ
こ
で
、
紙
上
に
て
間
単
な
続
税
を
行
な
っ
て

い
き
た

い
ロ
日
出
初
は
肌
M
H
円
か
ら
述
べ
て
い
く
。

一
、
唐
箕
(
ト
ウ
ミ
)

史
料
館
で
故
初
に
自
に

つ
く
段
以
は
、
山
凶
作
品
だ
と
思
わ
れ

る
。
元
禄
時
代

二
六
八
八

l
一
七

O
一一一)に
中
国
か
ら
伝

史
料
館
研
究
員

望

浩

月

箕

わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
ワ

・
キ
ピ

・
ソ
パ

・
ヒ
エ
な
ど

の
殺
物
を
脱
穀
す
る
際
に
、
山
出
や
ワ
ラ
く
ず
が
い
っ
し
ょ
に

つ
い
て
い
る
の
を
風
逃
し
た
り
、
稲

・
変
を
脱
穀
し
て
殺
と

突
を
比
箆
選
別
す
る
用
具
で
あ
る
。

ろ
う
と

府
箕
の
上
の
漏
斗
部
に
穀
物
を
流
し
込
み
、
把
手
を
回
転

さ
せ
、
榊掛
車
を
回
転
さ
せ
風
を
起
こ
す
。
穀
粒
は
気
流
に
の

っ
て
風
胴
内
を
流
動
す
る
間
に
、
笑
り
粒
や
砕
笑
、
さ
ら
に

堅
い
物
を
順
に
分
離
さ
れ
落
ち
て
く
る
。

刷出
手
を
強
く
回
す
と
、
熟
成
の
殺
粒
ま
で
も
吹
き
と
ん
で

し
ま
う
し
、
弱
く
回
す
と
殺
粒
に
陛
が
ま
じ
っ
て
降
り
る
。

従
っ
て
唐
箕
は
、
経
験
鋭
か
な
年
説
者
に
委
せ
ら
れ
る
こ
と

が
多
か

っ
た
。

包
シ
ブ
ア
ド
e
司
令
?
シ
プ
タ
ド
宥
シ

ニ
、
千
石
通
(
万
石
通
)

一
八
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
使
わ
れ
始
め
た
と
さ
れ
て
い
る

米
粒
の
選
別
機
。

穀
物
を
疏
し
込
む
漏
斗
部
と
傾
斜
し
た
長
い
飾
部
と
か
ら

で
き
て
い
る
。
上
の
漏

4
部
か
ら
米
を
入
れ
る
と
、
長
い
飾

部
は
金
網
で
、
粒
の
大
き
い
分
は
勢
い
よ
く
下
ま
で
転
が
り

落
ち
る
が
、
粒
の
小
さ
い
よ
く
な
い
分
は
網
の
ほ
ぽ
中
央
か

ら
網
目
を
く
く
っ
て
垂
直
に
落
ち
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
度
に
千
石
も
通
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
千
石
迎
、
さ
ら
に

は
千
石
は
お
ろ
か
万
石
も
通

1
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら、

万
石
迎
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

三
、
干
歯
扱
き
(
千
歯
)

木
の
台
に
鉄
製
の
悌
(
歯
)
を
揃
の
幽
の
よ
う
に
埋
め
こ

唐

千
石
過
し

釦
• 

，

'l』
，
自

L

“rt
f【』ー

羽島陰鮎
一司

ん
だ
脱
殺
加
具
。

鉄
製
の
簡
で
、
稲
束
を
引
っ
掛
け
て
も
み
を
し
ご
き
落
1
0

俗
称
「
後
家
だ
お
し
」
と
い
い
、
従
前
の
扱
箸
(
こ
き
ば
し
)

ー
箸
状
の
二
本
の
竹
絡
に
稲
穂
を
は
さ
ん
で
引
き
抜
き
、
実

を
落
と
す
用
具
。
江
戸
時
代
中
川
以
降
千
歯
扱
き
の
出
現
で
、

消
滅
。
よ
り
数
倍
の
能
率
が
あ
が
り
、
脱
殺
の
工
程
で
、

後
家
の
労
力
が
不
必
要
に
な
っ
た
。

元
禄
時
代
に
大
坂
口
石
の
大
工
が
鉄
製
の
的
を
も
っ
ち
の

を
考
案
し
た
と
い
わ
れ
る。

広
く
日
本
中
に
普
及
さ
れ
、
各
地
の
資
料
館
で
も
よ
く
収

集

・
展
示
さ
れ
て
い
る
民
具
の

一
つ
で
あ
る
。

特
産
地
と
し
て
、
大
坂
の
堺
周
辺

・
伯
持
(
今
の
鳥
取
県
}

。
か
さ

の
倉
吉

・
若
狭

(
今
の
相
押
県
)
の
早
瀬
な
ど
が
あ
る
が
、

拡
末

・
明
治
時
代
に
は
、
各
地
に
地
元
産
の
千
的
が
出
現
し

た
。
大
正
時
代
中
期
に
足
踏
脱
殺
が
普
及
す
る
ま
で
広
く
使

附
さ
れ
た
。
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干歯級き

回
、
除
草
機

閲
随
後
の
回
の
管
理
に
、
水
の
管
理

・
除
草

・
病
虫
容
の

防
除

・
追
肥
な
ど
が
あ
り
、

て
の
う
ち
除
草
に
使
用
さ
れ
た

農
具
に
つ
い
て
述
べ
る
。

手
押
し
除
草
機
が
つ
か
わ
れ
る
ま
で
は
、
紫
手
で
行
な
っ

て
い
た
ほ
か
、
雁
爪
(
ガ
ン
ヅ
メ
)
で
稲
と
稲
の
附

・
株
間

を
打
ち
か
え
す
こ
と
に
よ
っ
て
除
草
し
て
い
た
。
曲
が
っ
た

三
、
四
本
の
鉄
製
の
爪
が

つ
い
て
い
て
、
田町
い
柄
を
も
っ
て

打
ち
な
が
ら
逃
む
の
で
あ
る
。
明
治
に
な

っ
て
か
ら
は
、
各

地
で
回
転
式
の
除
草
俄
が
出
回
っ
た
。

円
筒
状
の
網
に
句
仙
し
た
爪
が
幾
つ
も
つ
き
、
水
聞
の
中

で
押
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
胴
が
回
転
し
爪
で
表
土
を
う
が
ち
、

除
草
す
る
。
母
初
は
市
中
が
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
後
に
株
間
二

列
を
一
度
に
除
草
で
占
る
こ
っ
車
が
で
て
き
た
。
そ
の
前
段

階
と
し
て
、
八
反
取
(
ハ

y
タ
ン
ド
リ
)
と
呼
ば
れ
る
も
の

む
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
単
純
に
土
の
上
を
前
に
押
し
た
り
、

手
前
に
引
い
た
り
し
て
、
除
草
す
る
む
の
で
あ
る
。(

つ
づ
く
)

と

と

や

ん

h

歴
史
の
道

「魚
屋
道
」
を
歩
き
ま
せ
ん
か

史
料
館
友
の
会

友
の
会
が
主
催
し
て
い
る
「
魚
屋
巡
を
歩
く
会
」
も
好
評

を
得
な
が
ら
、
今
年
で
早
四
回
目。

体
育
の
目
、
あ
な
た
む

歴
史
の
追
を
歩
く
ハ
イ
キ
ン
グ
に
挑
戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

「
品
屋
造
」
は
、
江
戸
時
代
に
「
六
甲
越
え
」
「湯
山
間
道」

の

7
3

と
呼
ば
れ
、
六
甲
が
な
ま
っ
て
「
乃
体
申
越
」
と
む
円
か
れ

ま
し
た
。
本
来
有
馬
へ
の
巡
は
、
小
浜
(
宝
塚
市
)
、
生
瀬
(西

宮
市
)
を
経
由
し
て
六
甲
山
系
の
東
側
を
通
る
も
の
で
し
た

が
、
灘
地
区
か
ら
有
馬
に
行
く
に
は
大
変
な
遠
回
り
。
そ
こ

で
こ
う
し
た
六
甲
越
え
の
道
が
開
拓
さ
れ
ま
し
た
。

除草機

(左から古い順に並んで

いる)

し
か
し
、
こ
の
六
甲
越
え
の
逃
が
盛
ん
に
利
用
さ
れ
る
と、

小
浜
宿
、
生
瀬
宿
を
通
過
す
る
旅
客
、
荷
物
が
大
幅
に
減
る

た
め
、
宿
喝
の
商
人
た
ち
は
再
三
、
迫
を
閉
ざ
す
よ
う
訴
え

ま
し
た
@
幕
府
も
「
依
け
術
」
を
禁
止
す
る
立
場
か
ら
「
新

規
の
道
」
を
禁
止
し
ま
し
た
が
、
滋
の
人
た
ち
は
、
こ
っ
そ

り
と
交
易
を
続
け
ま
し
た
。

参
加
者
は
十
月
十
日
午
前
九
時
、
阪
神
深
江
駅
集
合
.
有

馬
ま
で
約
十
ニ
キ
ロ
で
、
午
後
五
時
ご
ろ
に
は
有
馬
到
着
の

予
定
。
疲
れ
た
方
は
、
昼
食
を
と
る
本
庄
稲
か
ら
芦
有
道
路

に
依
け
、
阪
急
パ
ス
で
下
山
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
参
加

者
に
は
、
資
料
、
通
行
手
形
を
配
布
、
福
引
き
も
あ
り
ま
す
。

参
加
費
三
百
五
十
円
。
弁
当
持
参
。

J
〕
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神戸史学会第18回例会(参加者 13名)

(保久良だんじり祭りの地理学的考察
神戸地方出版の現状

第3回!(¥底追を歩く金 (参加者 !88名)
桝l戸史学会第19回例会(参加者 22名)

(判内側について 山下道雄氏
孫文研究会について 田鍋倍行氏

神戸史学会耳120回例会史学会賞受賞式(書加者 36名)

近世海辺の発展 柚木学氏

本山南小学校 3年生(見学者 116名)
魚崎財産区(見学者 II名)

東溜小学校教輸(見学者 35名)
東灘小学校6年生{見学者 67名)

友 の会第29回例会(幸加者 67名)

灘ぬ酒蔵と西国街道を歩く会 *この日入館者l万人突破

事"戸史学会第21回例会(参加者 10名)
近世兵庫の交易 蹄岡俊二氏

友の会第30回例会(参加者 70名)
「外国人の見た現代日本」を諦るつどい

ブオミ =ワカン リチヤード zキャンベル 朴鈍玄
オードラ.1ムソン アン=ケイコ zノ、スラー

友の会第31回例会(参加者 32名)
r]巨の翁舞J 見学会

本庄小学校3年生(見学者指名)

神戸史学会第22回l
友の会 第32回j合同例会(参加者 60名)

「歴史上のハレーすい星J を学ぶ会 河野健三氏
再び輪悶庄について 木南弘氏

神大付属住吉小学校3年生(見学者 120名)

福池小学校3年生 (見学者 128名)

本山第 3小学校3年生 (見学者 150名)

魚崎小学校3年生 (見学者 250名)

御影北小学校 3年生 (見学者 170名)
友の会第33臣l例会一総会ー (参加者 62名)

田辺館長社行会(参加者 63名)

老眼大学(見学者 305名)
友の会第34回例会 ノマスツアー ー (参加者 60名)

古代の遺跡と昆の博物館を訪ねる会

姉人大学{見学者 8名)
友の会第35回例会(参加者 32名)

東側のシルクロード ー勘海使のI!i"史

神陵台野老人会(見学者 10名)

史料館主事 川口さっき

伊東玲子氏
谷口公夫氏

史料館日誌抄
560年
9月21日

10月10日
19日

II月3日

29日
12日3日

6日
7日
8日

資料寄贈者ご芳名田

l昭和60'1'8月以降

敬称略

望月浩.m籍/納多和夫木柄、/今林滋子・

本庄村遺族企資料/牧野克 ・カメラ/奥却l

協議会 ・奥畑史/田辺員人 ・仰鮪/淡路文

化史料館・図録/尼崎市立地域研究史料館・

岱籍/西宮市立郷土資料館 ・。鮪/大尿一

生 ・写真/堀博 ・8鮪/苛回音松 ・ilr隊毛

布/竹困難ー・ 考古資料/東灘区役所 ・由

緒/北山みのり ・ひなまつり道具/山中薗i

子 ・古銭、南極盃/芦屋市教育委員会 ・由

緒/天王寺己之助 ・掛軸、 Rei:t

21日

22日

56!年
1月14日

研修会への館員派遣

60・11・8
兵庫県博物館協会第 2図研修会

高源寺・遥身苛・丹波伝統工芸会館

伝統産業会館など見学

講演丹波焼の百it'L 中西通氏

(派遣館員研究貝大国正英)
18日

28日
31日

2月3日
7日

8日
3月2日

16日
17日
23日

6月21日
6月29日

61・2・12
博物館資料取扱研修会

講演

発表

il14iiil.笑技指導

(派遣館員日制
PJwtm 

1/ 

61. 6 .28 

近畿民俗学会

講ピiii J'ノ口草次氏

(派必館員制査員柏原正民)

北村幸久氏

西川卓志氏

藤原正彦氏

問岩太郎氏

大悶正英¥

伊東玲子 l
盟月友二/

る白血ばらた舶 プく いいど今ベ ー 寄取 れ生 b 市 い合メ位ドの

E ;E ?F 25;?詰592eatTai i t ?5自宅;?;そ22
まく OMf土品十い合型取市 5り、だだたぱ謀mt器 Z五;て師s
a ごた起用人りでの~品主一五島区祭器うと 一 昨は か し 恋 し 思
議そず合が と サは"1'_:":i :l't つ 立耳カ官 、か G し人物、 史 合材寸てが

うるつ、いががくも佳子て万に!料多らいて 一 間全 米↓ L、が。 ユー
に公こけ白う、宮プ 7 行い<.陥ドのく、と民人で凶 館、住川 ユ 年
ニっと るら l打l守合 ラ に い た ち り を 監の fhI叫主のすで そ矢口〈辺 l 川

25=官主主 毛 az主 hcitT学芝 日EEEJ皇 器官 斗 Ef文
りそる々、 か Ifl 't. 佳子王と‘円た リ か 地 サ行干tす し しI.l¥ つのラ G
tι 初lとれ刷 つ 辺、 つ '。思とヲ。らで ・.b~かい でした代 ン 折

富 吉 間研 z 理 主主星雲控望書里E型
会 宜 究 コ シ世f玩 l噂司w市市帥 m市

主霊堂古屋市整li罪草野詩型員集員再提非2陸自需罪空，z3Z最器躍美童話害警也
和 一 ピ協物凹史文林船畳畳 引

車問弘主総生撃E 整数jk草 川t英語 ?t望;界atF22A
低 ム〆 神臨やl'

時im町内圃 ?52ig;EBfi体

悲話Z型高E訴iiic 話器日JEZ話芸芸書

雄氏

H

踊

者

か

ら

H

上回
7月27日

ra 
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