
十
年
の
歩
み
と
展
望

設
立
と
遥
営
の
理
念

街
角
の
小
さ
な
博
物
館
が
開
設
さ
れ
て
満
十
年
が
過
ぎ

た
。
小
さ
な
灯
を
絶
や
さ
ず
に
こ
こ
ま
で
来
れ
た
こ
と
は
私

た
ち
に
と
っ
て
、
大
き
な
慶
び
で
あ
る
。
そ
の
問
、
多
く
の

方
の
お
力
添
え
に
よ

っ
て
助
け
ら
れ
、
行
て
ら
れ
て
き
た
。

改
め
て
厚
く
御
礼
申
上
げ
た
い
。

史
料
館
は
、
一
九
八
一
年
二
月
に
史
料
室
と
し
て
開
設
さ

れ
た
。
戦
前
か
ら
試
み
な
が
う
控
折
し
て
き
た
『
本
庄
村
史
』

の
編
纂
を
、
深
江
財
産
区
管
理
会
が
一
得
び
呼
儲
け
、
深
山
家

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
方
か
ら
資
料
提
供
が
あ
っ
た
こ

と
、
田
辺
良
人
・初
代
館
長
の
お
想
が
設
か
だ
っ
た
こ
と
、
周

囲
に
多
く
の
協
力
者
が
い
た
こ
と
が
、
直
接
の
契
俄
だ
っ
た
。

し
か
し
、
巨
視
的
に
は
‘
当
時
広
く
喧
伝
さ
れ
た
「
地
方

の
時
代
」
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
地
岐
社
会
の

独
自
性
と
個
性
を
噂
重
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
も
当
時
、

政
治

・
経
済

・
社
会
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
の
に
対
し
、
史
料
館
は
文
化
の
立
場
か
-り
「
地
方
の
時

代
」
を
実
験
す
る
場
で
あ
っ
た
。
「
ア
ン
チ
中
央
」
や
「
お
国

自
慢
」
と
い
う
狭
い
発
忽
で
は
な
〈
、
自
ら
の
よ
っ
て
立
つ

史料館だより
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史
料
館
館
長
代
行

大

美

国

正

什描
縫
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
を
語
ろ
う
と

す
る
発
想
で
あ
り
、
「
地
方
の
時
代
」
よ
り
「
地
域
主
義
」
と

い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
意
味
で
は
史
料
館
は
七

0
年

代
後
半
か
ら
の
社
会
風
潮
を
む
し
ろ
先
導
す
る
形
で
歩
ん
で

き
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
小
さ
な
灯
を
生
み
育
て
た
地
域

社
会
の
精
神
的
な
強
か
さ
に
、
感
謝
と
誇
り
を
感
じ
る
。

+
年
の
回
顧

こ
う
し
て
設
立
運
営
さ
れ
た
史
料
館
の
十
年
を
時
則
区
分

す
れ
ば
三
つ
に
分
け
-つ
れ
る
だ
ろ
う
。

第
一
期
は
、
史
料
室
時
代
で
あ
る
。
田
辺
前
館
長
を
中
心

と
し
て
全
く
手
探
り
の
時
代
で
あ
っ
た
。
活
動
の
拠
点
b
史

料
室
で
は
余
り
に
狭
く
、
市
民
の
中
に
う
っ
て
で
る
ゲ
リ
ラ

戦
法
の
色
彩
が
強
か
っ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
史
料
館
は
地

峡
社
会
と
一
体
に
な
り
、
多
く
の
支
え
る
人
を
得
た
。
こ
の

選
択
は
、
最
良
の
も
の
だ
っ
た
。

第
二
期
は
八
三
年
十
一
月
の
鉱
張
以
降
、
田
辺
前
館
長
が

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
赴
任
し
た
八
六
年
三
月
ま
で
で
あ

る
。
『
本
庄
村
史
』
資
料
編
編
纂
の
本
協
化
、
広
く
な
っ
た
史

料
館
を
拠
占
に
し
た
保
々
な
文
化
活
動
の
展
開
な
ど
、
そ
れ

ま
で
と
全
く
回
世
な
る
活
動
が
可
能
に
な
っ
た
。

第
三
期
は
、
田
辺
前
館
長
の
離
任
以
降
、
現
在
ま
で
で
あ

る
。
『
本
庄
村
史
』
本
編
の
準
備
が
始
ま
る
一
方
、
合
議
制
に

よ
る
運
営
、
館
円
以
の
得
意
分
野
の
分
担
制
、
特
別
展
の
活
性

化
、
研
究
機
関
と
し
て
の
水
準
の
向
上
を
目
棟
に
し
た
。
ま

さ
に
田
辺
氏
個
人
の
発
怨
に
よ
り
か
か
っ
て
い
た
時
代
か

ら
、
「
個
性
の
榔
く
時
代
」へ
、
運
営
の
質
的
な
転
換
が
計
ら

れ
た
。
成
否
の
判
断
は
市
民
に
委
ね
る
が
、
個
性
尊
重
の
方

向
は
、
史
料
館
の
理
念
に
適
う
と
思
っ
て
い
る
。

成
果
と
際
組

史
料
館
巡
動
十
年
の
中
で
、
日
制
も
大
き
な
成
果
は
、
地
峨

社
会
と
手
を
刷
出
え
、
文
化
活
動
を
定
着
で
き
た
事
だ
ろ
う
。

深
江
の
浜
か
ら
有
潟
へ
魚
を
迎
ん
だ
歴
史
の
迫
を
追
体
験
す

る
「
色
屋
道
を
歩
く
会
」
が
地
域
の
人
達
の
支
え
で
、
毎
年

開
催
で
さ
る
こ
と
は
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
史

料
館
は
文
化
活
動
の
肢
と
し
て
世
会
的
に
認
知
さ
れ
た
。

ま
た
館
員
が
外
部
の
機
関
か
ら
、
講
師
と
し
て
、
阪
航
軌
官

名
と
し
て
依
頼
さ
れ
る
こ
と
が
す
っ
か
り
定
着
し
た
の
は
、

個
性
叩
重
の
方
針
の
一
つ
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
さ

や
か
な
が
ら
地
域
に
担
も
れ
た
資
料
の
発
腕
と
記
録
保
存
に

も
貢
献
で
き
た
。
あ
る
文
也
静
の
場
合
は
、
土
問
に
直
間
き

し
て
い
た
た
め
に
、
湿
気
に
よ
る
破
峻
が
広
が
る
直
前
だ
っ

た
し
、
地
域
の
ネ
y
卜
ワ

l
ク
を
生
か
し
た
さ
め
細
か
な
資

料
探
し
は
、
史
料
館
の
特
性
を
フ
ル
に
生
か
す
む
の
だ
っ
た
。

と
は
言
う
も
の
の
今
後
の
課
題
は
多
い
。
当
而
は
、
こ
れ

ま
で
の
路
線
を
継
続
発
燥
さ
せ
な
が
ら
、
地
域
文
化
の
舷
と

し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
、
近
隣
の
博
物
館
相
当
施
設

や
大
学
と
の
連
携
を

一
層
進
的
、
館
長
同
士
で
チ

l
ム
を
組

み
、
テ
ー
マ
を
決
め
た
総
合
研
究
を
推
進
し
た
い
と
思
う
。
新

た
な
歩
み
に
一
回
の
ご
支
鐙
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
・

2



深
江
の
漁
業
に
つ
い
て

て
は
じ
め
に

本
庄
村
史
の
民
俗
調
査
も
昨
年
末
か
ら
、
一
ヵ
月
に
二

1
三
回
程
の
定
期
的
な
聞
き
位
き
が
行
な
わ
れ
、
昔
の
人
々

の
暮
ら
し
が
色
濃
く
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
今
秋
に
は
、
品
近
調
査
進
出凪
の
著
し
い
、
深
江
の

漁
業
に
つ
い
て
特
別
肢
を
行
な
う
巡
び
と
な

っ
た。

本
稿
で
は
、
特
別
日
間
に
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
の
漁
業
の

開
き
邸
き
の
中
か
ら
、
漁
法
の
統
略
に
つ
い
て
報
告
し
て
み

た
し
。二

、
深
江
の
漁
損
概
観

簡
略
で
は
あ
る
が
、
深
江
の
漁
業
史
を
概
観
す
る
。

深
江
は
、
江
戸
時
代
よ
り
の
漁
業
村
で
、
『
兵
山
県
漁
業
慣

行
録
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
年
闘
で
漁
船
数
六

O
、
漁
民

九
十
二
人
と
ぬ
業
が
盛
ん
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る

o
pな
漁
謹
物
は
、
イ
ワ
シ
、
ェ
ピ
な
ど
で
、
漁
法
と
し

て
は
地
曳
網
ぬ

・
打
瀬
縞
漁
・
手
繰
り
網
漁
な
ど
が
あ
っ
た
。

地
曳
網
漁
場
は
、
『
兵
庫
県
漁
業
伯
行
録
』
に
よ
る
と
束
芦
屋

村
境
字
傍
示
川
尻
よ
り
西
背
木
村
境
字
三
本
松
筋
ま
で
で
あ

っ
た
が
、

明
治
十
年
頃
よ
り
、
芦
屋
村
と
の
入
会
漁
業
(
芦

屋
村
も
深
江
村
も
そ
の
区
峨
で
魚
を
と
っ
て
も
よ
い
)
に
な

っ
た
。明

治

・
大
正

・
昭
和
初
期
と
深
江
の
漁
業
は
栄
え
た
が
、

昭
和
四
十
七
年
十
月
に
東
神
戸
一

判明
の
浜
の
埋
め
立
て
に
よ

り
、
深
江
を
含
む
神
戸
市
東
部
漁
協
は
解
散
し
、
砕
を
閉
じ

た。

史
料
館
研
究
口

下
久
保

望

月

二子

友 恵

=一
、
漁
法
の
種
類

深
江
の
漁
師
は
携
わ
っ
て
い
た
漁
法
に
よ
っ
て
い
く
つ
か

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
い
た
。
人
を
腐
っ
て
大
規
続
な
イ

ワ
シ
地
曳
網
漁
を
行
な
う
網
屋
や
、
打
瀬
網
漁
を
中
心
と
す

る
中
規
伎
の
漁
師
、
セ
ウ
タ
セ

・
て
ん
ぐ
り
網
漁
な
ど
浜
の

近
く
の
小
規
桜
網
漁
や
ハ
エ
ナ
ワ
泊
を
す
る
小
漁
師
(
多
数
)

で
あ
る
。
小
漁
師
が
網
屋
に
而
わ
れ
て
地
曳
網
漁
に
従
市
中
す

る
な
ど
、
当
然
グ
ル
ー
プ
間
の
交
流
は
あ
っ
た
が
、
日
常
の

つ
き
あ
い
は
各
グ
ル
ー
プ
内
部
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
下
、
主
な
品
開
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

①
地
曳
網
漁
(
四
月

3
+
一
月
)
図
1
参
照

約
四

O
人
が
か
り
で
行
な
わ
れ
る
大
規
悦
な
泊
。
綱
元
(
綱

座
)
は
村
外
か
ら
の
出
隊
ぎ
の
人
た
ち
も
多
く
雇
っ
た
。
戦

前、

深
江
の
網
屋
は
七

1
八
軒
で
、
ほ
と
ん
ど
が
一
ト
ウ
(
地

曳
網
に
必
要
な
ア
ミ

・
船
の

一
セ
y
ト

・
二
隻
の
船
と

一
時間

の
手
こ
ぎ
船
)
ず
つ
の
ア
ミ

・
船
を
所
有
し
て
い
た
。
戦
後

ま
も
な
く
人
力
で
ア
ミ
を
曳
く
か
わ
り
に
船
曳
網
漁
に
変
わ

つれ~。地
曲
目
網
で
獲
る
魚
は
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
が
主
で
、
加
工
し

て
ダ
シ
ジ
ャ
コ

・
チ
リ
メ
ン
ジ
ャ
コ
と
し
て
出
荷
し
た
。
マ

イ
ワ
シ
は
鮮
魚
と
し
て
市
場

へ
出
し
た
。
録
業
期
間
は
、
四

月

1
十

一
月
ま
で
だ
か
、
網
を
入
れ
て
も
採
算
が
と
れ
な
く

な
っ
た
時
点
で
、
そ
の
年
の
漁
は
終
わ
り
と
し
て
お
り
、

一

年
の
内
、
地
曳
網
漁
を
し
て
い
る
期
間
は
半
年
ほ
ど
だ
っ
た
。

制知
位二三乙

地曳網漁 f近蝕の生揖』 より図 1

一-? 一一個

二
隻
の
船
に
そ
れ
ぞ
れ
ろ
く
ろ
を
納
み
、

二

O
人
程
度
ず

つ
が
乗
っ
て
、
沖
ま
で
行
き
、
オ
キ
マ
ワ
シ
(
漁
防
長
)
が

指
示
し
て
、
魚
の
昨
れ
に
ア
ミ
を
入
れ
る
。
次
に
二
位
の
船

は
浜
ま
で
帰
り
、
浜
に
ろ
く
ろ
を
木
製
の
い
か
り
で
固
定
し
、

曳
き
綱
の
端
を
ろ
〈
ろ
に
と
め
る
。
網
の
部
分
は
ろ
く
ろ
で

浜
か
ら
曳
き
、
ア
ミ
の
部
分
は
手
で
た
ぐ
っ
た
。
ろ
く
ろ
を

ま
わ
す
人
が
八
人
、
ア
ミ
を
た
ぐ
る
人
が
八
人
、
そ
の
他
凹

人
の
役
割
分
担
で
白
取
し
た
。
ア
ミ
を
あ
げ
る
場
所
は
官
木

1
芦
屋
の
浜
。
あ
が
っ
た
魚
は
手
こ
ぎ
船
で
深
江
の
港
ま
で

持
ち
帰
り
、
加
工
屋
に
売
っ
た
。

水
錫
げ
は
十
万
円
あ
っ
た
ら
、
燃
料
代
と
米
代
で
二
万
円
、

親
方
が
四
万
円
、

残
り
四
万
円
を
オ
キ
マ
ワ
シ
、
カ
ジ
モ
チ

を
筆
頭
に
分
配
し
た
。
オ
キ
マ
ワ
シ
は
だ
い
た
い
三
人
前
の

分
け
前
を
も
ら
っ
た
と
い
う
。
オ
キ
マ
ワ
シ
は
出
品
川
場
所
を

決
め
、
烏
の
飛
来
、
魚
の
ハ
ネ
で
魚
群
を
み
つ
け
る
重
要
な



役
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
魚
群
探
知
機
に
か
わ
っ
た
。
戦
前

阪
神
間
で
は
、
御
影
・
魚
崎
・
深
江

・
芦
屋

・
西
宮
・
鳴
尾
・

尼
崎
に
綱
元
が
あ
っ
た
が
、
深
江
が
い
ち
ば
ん
よ
く
獲
っ
た

と
い
う
。
と
く
に
船
曳
き
に
な
っ
て
か
ら
は
、
灘
で
一
番
で
、

深
江
の
船
が
出
て
い
く
と
、
他
所
の
漁
師
が
つ
い
て
き
た
ほ

ど
だ
っ
た
。
ア
ミ
に
つ
い
て
の
情
報
交
挽
は
し
な
か

っ
た
。

ア
ミ
の
プ
ク
ロ
の
作
り
方
と
お
む
り
の
つ
け
方
が
ポ
イ
ン
ト

で
、
沖
で
底
が
深
け
れ
ば
網
が
浮
か
な
い
よ
う
に
下
に
お
ち

り
を
つ
り
る
な
ど
、
現
場
で
工
夫
し
た
。

地
曳
網
漁
の
オ
7
・
シ
ー
ズ
ン
の
冬
に
は
庖
わ
れ
の
乗
り

子
は
郷
里
へ
帰
っ
た
り
、
工
事
の
仕
事
や
パ
チ
ン
コ
で
し
の

い
だ
。
地
元
の
小
抽
出
師
は
ハ
エ
ナ
ワ
ゃ
あ
さ
り
係
り
を
し
て

生
討
を
た
て
た
。

②
打
満
網
漁

(
一
月

1
八
月
中
旬
、
九
月

1
十
二
月
)

打
瀬
船
と
呼
ば
れ
る
三
本
マ
ス
ト
の
帆
か
け
船
(
全
長
六

尋
約
十
四

・
四

m
)
で
風
を
受
け
、
ア
ミ
を
曳
く
漁
法
。
中

程
度
の
漁
師
が
主
に
自
家
労
働
力
で
操
業
し
た
。
カ
レ
イ

・

タ
コ
な
ど
海
底
に
い
る
魚
や
、
エ
ピ
、
貝
を
抽
出
る
漁
法
だ
が
、

季
節
や
漁
場
の
状
態
で
狐
う
盛
物
を
替
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て、

ア
ミ
の
顧
問
酬
や
か
け
方
も
い
ろ
い
ろ
に
変
化
さ
せ
た
。
風
や

時
期
に
よ
っ
て
ど
の
ア
ミ
を
選
ぶ
か
は
漁
師
の
技
術
や
経
験

の
見
せ
ど
こ
ろ
だ
っ
た
と
い
う
。
戦
後
は
エ
ン
ジ
ン
船
が
普

及
し
、
品
出
場
ま
で
エ
ン
ジ
ン
で
行
き
、
油
開
は
風
の
力
で
行
な

つれ~。
〈基
本
的
な
漁
法
〉

①

目

的
地
ま
で
は
前
の
二
本
の
帆
を
あ
げ
、
風
を
間
切
り

な
が
ら
進
ん
で
い
く
。

適
当
な
地
点
ま
で
来
た
ら
ア
ミ
を
お
ろ
し
、
ア
ミ
に
つ

な
い
だ
絹
の
端
を
打
瀬
船
の
帆
柱
な
ど
に
結
び
つ
り
る

(
ど
こ
の
に
結
び
つ
け
る
か
は
使
う
ア
ミ
の
種
類
に
よ

② 

っ
て
異
な
る
)
。

帆
を
三
本
と
も
は
り
、
船
の
横
側
か
ら
の
風
を
ま
っ
す

ぐ
受
け
る
よ
う
に
帆
の
向
き
を
整
え
る
。
そ
の
時
、

航

風
を
受
け
た
鉛
は
不
安
定
に
な
る
の
で
、
浮
き
上
が
っ

て
し
ま
う
。
そ
し
て
手
前
側
の
舟
べ
り
か
ら
お
も
り
を

入
れ
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
。

風
が
出
る
と
帆
に
風
を
あ
て
、
四
十
分
ぐ
ら
い
走
っ
て

か
ら
帆
を
降
ろ
し
、
ア
ミ
を
引
き
上
げ
る
。

⑤

①

1
③
を
繰
り
返
す
。

〈
イ
ッ
チ
ョ
ウ
網
〉
五
月

1
八
月
盆
頃

(図
2
参
照
)

カ
レ
イ

・
タ
コ
な
ど
の
底
も
の
を
獲
る
。
と
く
に
七
月
中

旬
1
八
月
初
め
は
シ
ラ
サ
エ
ピ

・
カ
レ
イ

・
ア
ナ
ゴ
な
ど
が

産
卵
期
で
砂
地
に
あ
が
っ
て
く
る
の
を
狙
っ
た
。
網
目
の
大

き
さ
は
シ
一
フ
サ
エ
ピ
用
と
タ
コ
・カ
レ
イ
用
の
二
種
あ
っ
た
。

③ ③ 

打瀬網論(イ yチョ ウ縞)図 2

船
の
ト
モ
と
へ
サ
キ
に
つ
い
た
ヤ
リ
ダ
シ
様
に
ア
ミ
の
先
に

つ
な
い
だ
網
の
両
端
を
そ
れ
ぞ
れ
つ
な
い
だ
。
従
っ
て
、
使

用
す
る
ア
ミ
は
ひ
と
つ
で
あ
る
。

ア
ミ
は
7

7
ロ
・
ワ
キ
で
構
成
さ
れ
、
垂
直
に
保
た
せ
る

た
め
に
ワ
キ
ア
ミ
の
手
前
に
テ
ギ
と
呼
ば
れ
る
三
角
形
の
板

を
取
り
付
け
る
。
そ
れ
に
直
径
一
寸
二
分
の
太
網
を
つ
け
、

そ
の
前
に
マ
エ
イ
シ
と
呼
ば
れ
る
お
も
り
石
を
つ
け
る
。
太

絹
は
海
底
の
ど
ろ
を
撹
持
し
て
魚
の
目
を
く
ら
ま
せ
る
役
目

を
す
る
。
マ
エ
イ
シ
は
風
の
強
い
時
、
ア
ミ
が
浮
か
な
い
よ

う
に
数
を

mや
す
な
ど
微
妙
な
調
繋
が
必
堕
だ
っ
た
。

〈
ジ
ョ
ウ
ゴ
網
〉

九
月

1
+月
中
句
(
図
3
参
照
)

「
う
わ
も
ん
」
と
呼
ば
れ
る
エ
ピ

・
エ
ピ
ジ
ャ
コ

・
ワ
タ

- 3ー

打瀬網漁{ジ ョウゴ網)図 3



打瀬網漁 (ケタ網)図 4

リ
ガ
ニ

・
ス
ズ
キ
を
護
っ
た
。

打
瀬
船
の
各
マ
ス
ト
に
ひ
と
つ
ず
つ
、
合
剖
3
つ
の
ア
ミ

を
つ
け
て
、
一
度
に
由
民
い
た
。
各
マ
ス
ト
に
は
網
I
本
を
結

び
つ
け
、
マ
エ
イ
シ
の
と
こ
ろ
で
網
を
両
側
に
分
け
た
。
さ

ら
に
、
関
口
部
に
ハ
リ
ダ
ケ
を
い
れ
、
お
も
り
の
ウ
デ
イ
シ

を
両
側
に
つ
付
て
、
安
定
さ
せ
た
。

〈
テ
ッ
ポ
ウ
網
〉
五
月
初
め

1
二
十
日
過
ぎ

ハ
リ
イ
カ

・
メ
イ
タ
ガ
レ
イ

・
タ
コ

・
ア
プ
ラ
メ
・
コ
チ

を
狙
う
。
形
は
イ
y
チ
ョ
ウ
ア
ミ
と
同
じ
だ
が
大
き
さ
が
小

さ
い
。
た
だ
し
獲
物
が
大
き
い
の
で
ア
ミ
の
回
の
大
き
さ
は

ジ
ョ
ウ
ゴ
ア
ミ
よ
り
大
き
い
。

〈
ケ
タ
〉

八
月
を
除
い
て
年
中
(
図
4
参
照
)

夏
の
漁
は
、
ト
リ
ガ
イ

・
シ
ラ
サ
エ
ピ

・
カ
レ
イ
、
冬
の

漁
は
ツ
メ
ガ
イ

(
サ
ル
ポ
ウ
)
・ア
カ
ガ
イ
を
獲
っ
た
。
ケ
タ

は
ひ
と
つ
の
打
瀬
網
に
品
商
で

8
つ
つ
け
、
船
の
端
に
つ
け

た
も
の
ほ
ど
ア
ミ
の
入
口
の
お
も
り
石
を
血
く
し
て
安
定
を

は
か

っ
た
。
ケ
タ
は
ア
ミ
の
入
口
に
鉄
の
ツ
メ
を
つ
け
、
そ

の
ツ
メ
で
海
底
の
獲
物
を
ひ
っ
か
け
て
ア
ミ
の
中
に
入
れ
る

漁
。
ツ
メ
の
間
が
獲
ろ
う
と
す
る
貝
な
ど
よ
り
広
す
ぎ
る
と

ひ
っ
か
か
ら
ず
、
狭
す
ぎ
る
と
ド
ロ
を
つ
ま
ら
せ
て
し
ま
う

の
で
、
獲
物
に
よ
っ
て
、
何
都
知
も
の
巾
の
道
具
が
あ
っ
た
。

ツ
メ
の
間
は
だ
い
た
い
ア
カ
ガ
イ
一
寸
三
分
、
ツ
メ
ガ
イ
(
サ

ル
ポ
ウ
)
九
分
、
ト
リ
ガ
イ
一
司
三
分
と
決
ま
っ
て
い
た
が
、

貝
の
育
ち
が
よ
い
時
は
大
き
め
の
も
の
を
使
う
な
ど
道
具
選

び
に
も
神
経
を
使
っ
た
。
ケ
タ
は
西
淀
川
の
福
(
大
阪
市
)

と
い
う
と
こ
ろ
で
附
入
し
た
。

ケ
タ
は
ア
ミ
の
数
が
多
く
、
水
路
げ
は
地
え
る
が
ア
ミ
を

錫
げ
る
た
め
の
労
働
も
き
つ
く
、
腕
の
あ
る
人
に
し
か
で
き

な
か
っ
た
。
ま
た
、
風
が
な
い
と
ケ
タ
の
数
が
た
く
さ
ん
ひ

け
な
い

の
で
、
ア
ミ
の
方
が
効
率
が
よ
く
な
る
た
め
、
ア
ミ

に
か
え
る
な
ど
魚
の
部
類
に
よ

っ
て
も
使
い
分
け
を
し
た
。

③
小
規
模
な
漁
法

〈
セ
ウ
タ
セ
〉
五
月

1
七
月

ツ
プ
イ
カ

・
カ
レ
イ

・
キ
ス

・
テ
ン
コ
チ
を
護
る
。
形

・

方
法
は
打
瀬
網
と
同
じ
だ
が
、
浅
瀬
で
行
な
う
た
め
船
、
ア

ミ
と
も
鋭
敏
が
小
さ
い
。
船
の
大
き
さ
は
五
尋

1
六
尋
(
約

九

m
1
十
・八

m
)。
セ
ウ
タ
セ
網
を
す
る
船
は
朝
夕
に
立
つ

市
の
合
間
に
帰
っ
て
き
て
、
新
鮮
な
魚
を
近
所
に
売
り
歩
い

て
、
現
金
収
入
を
得
る
。
五
月

1
七
月
以
外
は
地
曳
網
の
手

伝
い
を
し
て
生
計
を
た
て
て
い
る
人
も
あ
っ
た
。

〈
テ
ン
グ
リ
網
〉

(図
5
参
照
)

テ
ン
コ
チ

・
ア
プ
ラ
メ

・
キ
ス

・
ベ
ラ
な
ど
セ
ウ
タ
セ
網

と
同
じ
浅
瀬
の
獲
物
を
狙
う
が
、
船
は
セ
ウ
タ
セ
の
も
の
よ

り
さ
ら
に
小
さ
く
、
風
を
利
用
し
な
い
た
め
、
帆
は
な
い
。

ア
ミ
の
端
に
目
印
の
得
ウ
キ
を
つ
け
て
浮
か
し
て
お
き
、
叫
叫

を
逃
め
て
フ
ク
ロ
綱
を
沈
め
て
か
ら
門
を
附叩い
て
逆
の
附
を

袋網

テングリ絹漁

「瀬戸内海のく勺 Lと歴虫Jより

ゆ一一蜘浮
。，

y

で

縦
四
/

い

〈

ラ

曜

J

綱

哨
曳

wpz噛

ら
を
/
L
1
-f

f
、

日
鵬

、

筒
、いい
支

配

持
っ
て
目
印
の
ウ
キ
の
と
こ
ろ
ま
で
帰
っ
て
く
る
。
二
人
で

片
方
ず
つ
網
を
た
ぐ
り
寄
せ
(
こ
れ
が
名
前
の
由
来
)
船
の

上
に
曳
き
妨
げ
る
。
夜
間
に
出
漁
し
た
。

〈山崎網
〉
九
月

1
十
月

百
五
十
尋
(
約
二
七

O
m
)
の
長
さ
の
長
方
形
の
ア
ミ
を

約
百
枚
つ
な
い
で
、
海
岸
線
と
垂
直
の
方
向
に
張
る
。
魚
は

潮
の
方
向
に
逆
ら
っ
て
泳
ぐ
習
性
が
あ
る
の
で
、
潮
の
方
向

に
流
れ
る
ア
ミ
に
捕
ま
る
。
間
世
物
は
コ
ノ
シ
ロ
、
モ
ぜ
。
と

き
ど
き
ア
カ
の
子
が
入
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
回
目
は
夜
五

時
に
ア
ミ
を
張
り
、
八
時
に
揚
げ
、

二
回
目
は
明
三
時
に
張

り
、
六
時
に
錫
げ
た
。
深
江
で
は
こ

O
軒
ぐ
ら
い
や
っ
て
い

た。〈
ハ
エ
ナ
ワ
漁
〉
六
月

1
十
月

(
図
6
参
照
)

六
月

1
八
月
は
ウ
ナ
ギ
、
九
月

1
十
一
月
は
ア
ナ
ゴ
、
十

二
月

1
五
月
は
マ
ハ
ゼ
・
カ
レ
イ
を
釣
っ
た
。
打
瀬
網
漁
を

す
る
漁
師
は
あ
ま
り
ハ

エ
ナ
ワ
漁
は
し
な
か
っ
た
。
ハ
エ
ナ

ワ
は
ふ
る
い
の
よ
う
な
形
を
し
た
入
れ
物
に
釣
針
を
つ
け
た

釣
糸
約
二
百
本
を
入
れ
た
の
を
一
ハ
チ
と
呼
び
、
一
回
の
漁



に士一

1
四
十
ハ
チ
を
待
っ
て
い
っ
た
。
目
印
ウ
キ
を
両
端
に

つ
け
て
水
面
と
平
行
に
張
っ
た
太
糸
か
ら
一
尋
(
約
一

・
八

m
)
ご
と
に
細
糸
を
つ
る
し
、
そ
の
先
に
釣
針
を
つ
け
た
。

針
の
部
分
が
ち
ょ
う
ど
海
底
に
つ
く
ぐ
ら
い
に
し
た
。
糸
を

海
に
お
ろ
し
て
、
半
時
間
後
に
妨
げ
た
。
保
栄
時
間
は
、
カ

レ
イ
は
八
時

1
十
二
時
、
ア
ナ
ゴ
は
十
七
時

1
二
十
四
持
、

ウ
ナ
ギ
は
、
十
七
時

1
二
十
二
時
、
エ
サ
は
そ
れ
ぞ
れ
ゴ
カ

イ
、
イ
ワ
シ

・
サ
ン
マ

・
イ
カ
、
ミ
ミ
ズ
を
使
っ
た
。

〈イ
カ
釣
V

九
月

1
十
月

商
売
に
は
し
て
い
な
い
。
遊
び
ゃ
自
家
用
の
漁
。
疲
っ
た

の
は
マ
イ
カ
。
お
も
り
と
針
を
つ
け
た
釣
具
に
エ
サ
の
イ
ワ

シ
の
切
り
身
な
ど
を
固
定
し
(図
7
参
照
)
、
夜
間
ラ
ン
プ
を

、、._0
一ーι園都世ーーーーーーーp....-
三士二.;~ I~ 勺f憎泊三正ご向てで土J一一

一主糸 i司と611

-~ザ三、

図 6

ー一一__ rl4ラ
;~~'-17ア士て荷でで一三了7 二J ご二J

i♀4空間一 一 ー

ーl子主ど;日、ifd土
二 ソ ふ が、、 、¥-'-.-j司はEJ

ハヱナワ議 『民俗探訪事典Jより

つ
け
て
イ
カ
を
お
び
き
寄
せ
て
釣
っ
た
。

〈
タ
コ
釣
v

商
売
に
は
し
て
い
な
い
。
イ
カ
釣
と
よ
く
似
た
釣
具
に
エ

サ
の
小
ガ
ニ
を
く
く
り
つ
け
、
タ
コ
を
釣
っ
た
。

〈
タ
コ
盗
品
開
〉

州
刊
に
タ
コ
箆
を
た
く
さ
ん
つ
け
て
沈
め
、
引
き
揚
げ
て
中

に
入
っ
た
タ
コ
を
獲
る
。
深
江
で
は
一
軒
だ
け
や
っ
て
い
た
。

〈
一
本
釣
〉
八
月
末

1
十

一
月

サ
ワ
ラ

・
サ
ゴ
シ
を
mm
う
。
い
る
持
は
タ
チ
ウ
オ
も
獲
っ

た
。
エ
サ
は
サ
ワ
ラ
は
イ
ワ
シ
、
タ
チ
ウ
オ
は
ド
ジ
ョ
ウ
。

イ
ワ
シ
は
お
ろ
し
て
中
骨
を
抜
く
。
こ
う
す
る
と
エ
サ
が
ま

わ
ら
ず
、
生
き
て
い
る
よ
う
に
帰
れ
る
。
ひ
と
つ
の
船
か
ら

両
舷
に
二
つ
ず
つ
さ
お
を
出
し
て
釣
っ
た
。

戦
前
、
エ
ン
ジ
ン
紛
が
で
き
る
ま
で
は
、
夏
の
「
ニ
ガ
シ

オ
」
で
伊
海
で
漁
が
で
き
な
く
な
っ
た
打
瀬
網
ぬ
の
漁
師
た

ち
が
、
一
本
釣
に
切
り
替
え
、
沖
へ
逃
げ
た
魚
を
追
っ
て
、

須
磨

・
淡
路
ま
で
も
出
漁
し
た
。
こ
の
た
め
一
本
釣
の
こ
と

を
「
ハ
シ
リ
」
と
も
呼
ぶ
。

(
註
)

①
「
兵
庫
県
抗
議
揖
慣
行
録
巻
の
四
」

②
八
月
に
は
深
江
近
辺
の
海
底
は
腐
っ
て
ド
ロ
が
湧
い

た
。
こ
れ
を
ニ
ガ
シ
オ
と
呼
び
、
こ
の
時
期
、
街
は
酸

欠
状
態
に
な
る
の
を
避
け
て
、
沖
へ
逃
げ
た
。

イカ針図 7

〈〉
ス
タ

ッ
フ
か
ら

一
言
。

官
ひ
さ
し
ぶ
り
に
ス
タ
ッ
フ
か
ら
一
言
を
お
届
け
し
ま
す
。

前
館
長
の
回
辺
氏
が
帰
国
さ
れ
ま
し
た
。
関
岡
山
子
園
女
子
短

聞
大
学
の
助
教
授
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
ご
活
協

を
お
祈
り
し
ま
す
。

古
今
号
は
、
史
料
館
開
館
十
周
年
記
念
号
と
い
う
こ
と
で
、

館
員
の
普
段
の
地
道
な
活
動
の
成
果
の
発
表
を
、
多
く
掲
載

で
き
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

官
大
国
館
長
を
中
心
に
、
館
員

一
同
暑
い
夏
を
乗
り
切
り
、

秋
か
ら
始
ま
る
特
別
股
「
九
聞
を
と
る
」
の
準
備
に
燃
え
て
い

ま
す
。
後
に
普
か
れ
た
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
一
言
に
も
、
そ
の

決
意
が
感
じ
と
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

(H
・M
)

官
望
月
主
任
研
究
員
、
毎
度
編
集
ご
苦
労
線
。
私
自
身
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
の
採
石
場
の
調
査
研
究
に
加
え
て
、
石
工
名
の
採

集
に
走
り
回
っ
て
い
る
昨
今
で
す
。
若
林
泰
氏
を
偲
ぶ
会
も

近
々
に
向
か
を
お
届
け
で
き
る
は
ず
で
す
。

(
Y
・
F
)

世
漁
師
さ
ん
の
お
話
は
、
聞
く
た
び
に
新
し
い
発
見
が
あ
り

ま
す
。
ワ
ク
ワ

7
し
な
が
ら
の
聞
き
取
り
で
し
た
。

(K

・5
)

官
特
別
展
「
魚
を
と
る
」
で
た
く
さ
ん
の
絵
を
描
い
て
い
ま

す
。
批
評
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

{
R
・
1
)

合
夏
休
み
に
北
海
道
へ
と
計
画
し
た
も
の
の
、
飛
行
俄
が
と

れ
ず
に
断
念
、
結
局
ど
こ
へ

b
行
け
ず
じ
ま
い
の
立
で
し
た
。

秋
か
ら
の
特
別
展
の
準
備
に
、
館
員

一
同
フ
ル
回
転
。
特
別

展
「
魚
を
と
る
」
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

(T
・
M
)

古
こ
の
夏
、
北
陸
へ
旅
行
に
行
き
ま
し
た
。
各
博
物
館
を
見

学
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

(Y
・
M
)

一-， 一一



神
戸
女
子
薬
科
大
学
構
内
古
墳
日

史
料
館
研
究
員

ii事

神
戸
市
は
、

一
昨
年
市
制
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
丸
百
年
に

あ
た
り
、
恒
例
の
神
戸
ま
つ
り
に
協
賛
し
、
神
戸
深
江
生
活

文
化
史
料
館
で
は
特
別
展
と
し
て
、
「
東
濃
の
歴
史
」
展
を
平

成
元
年
度
に
行
な
っ
た
。

史
料
館
研
究
貝
の
道
谷
卓
氏
が
、
そ
の

一
部
を
ね
号
の
『生

活
文
化
史
」
に
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
岡
本
村
全
図

か
ら
扇
保
曽
塚
に
つ
い
て
位
出

・
方
位
に
つ
い
て
か
な
り
良

好
な
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
た
。

さ
て
、

刊
号

・
日
号
で
報
告
し
た
、
神
戸
女
子
孫
科
大
学

術
内
古
噴
の
出
土
辿
物

一
指
を
、
同
大
学
の
各
別
の
ご
配
慮

か
ら
借
用
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

私
が
叩
号
の
な
か
で
勝
手
な
心
配
を
し
た
、
昭
和
四
八
年

に

(
一
九
七
三
)
に
測
結
調
査
を
て
が
貯
た
、
神
戸
大
学
考

古
学
研
究
会
の
話
か
ら
、
か
な
り
の
遺
物
が
紛
失
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
の
心
配
は
、
今
回
の
借
用
で
ま
っ

た
く
杷

変
で
あ
る
こ
と
が
椛
恕
さ
れ
た
。
造
物
は
、

一
指
し
て
図
啓

館
内
の
コ

1
7
l
で
、
陳
列
ケ
ー
ス
に
入
っ
て
展
示
公
開
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
、
女
子
大
学
と
い
う
こ
と
か
ら
、
誰
で
も

が
古
墳
を
含
め
て
、
気
軽
に
見
学
で
き
な
い
点
は
残
念
で
あ

る
。
な
お
、
借
用
に
際
し
て
、
大
学
開
設
当
時
の
昭
和
九
年

(
一
九
三
四
)
の
同
古
境
の
全
景
写
真
が
残
さ
れ
て
お
り
、

遺
物
と
と
も
に
借
用
し
、
複
写
を
起
こ
し
た
(
第
1
図
)。
ま

た
、
遺
物
に
つ
い
て
は
柏
原
正
民
氏
の
手
に
よ
っ
て
、
あ
ら

た
め
て
実
測
図
を
作
成
し
た
。
遺
物
の
内
、
写
真
の
な
か
っ

た
高
郎

(第
2
図
)
・
背
銅
銭
(
第
3
図
)
を
報
告
し
、
借
用

佑

k
r
 

イ

111 

に
お
も
む
い
た
際
、
同
古
噴
の
近
長

(第
4
図
)
・
石
室
内
の

写
真
鍋
影
を
行
な
っ
た

(第
5
図
j
第
日
図
)
を
あ
わ
せ
て

報
告
す
る
。

な
お
、

日
号

・
日
号
に
若
干
の
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次

の
通
り
訂
正
を
し
て
お
く
。

刊
号
で
は
、
杯
蓋
の
観
察
で
、

2
・
4
以
外
は
焼
成
良
を
2
・
3
と
訂
正
。
第
2
図
の
2
・

3
を
入
れ
替
え
。
ロ
号
で
は
、
創
忠
則
帥
の
観
察
の
M
は
丸
味

で
薄
手
の
口
縁
部
に
訂
正
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
ひ
と
つ
の
十
日
現
の
紹
介
に
三
回
に
わ

た
り
報
告
し
て
き
た
結
果
、
読
者
の
皆
織
に
は
た
い
へ
ん
不

便
を
か
け
た
。
深
く
お
詫
び
し
た
い
。
ま
た
、
今
回
も
古
川

久
雄
氏
の
手
を
わ
ず
ら
わ
せ
た
。
記
し
て
感
謝
に
か
え
る
。

一
日
も
早
い
、
神
戸
大
学
考
古
学
研
究
会
の
手
に
よ
る
、

測
盆
調
査
報
告
書
の
発
刊
を
切
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

昭和 9年当時の遠景

高i不脚部

青銅銃
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神
戸
市
東
灘
区
深
江
北
町
四
丁
目
八
、
阪
神
電
車
深
江
駅

前
の
踏
切
か
ら
山
側
に
三
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
歩
い
た
宝
く
じ

売
場
の
前
に
一
基
の
マ
ン
ホ
ー
ル
が
あ
る
。

通
り
を
行
き
交
う
人
々
に
来
る
日
も
来
る
臼
も
一
以
を
踏
ま

れ
て
、
す
っ
か
り
表
面
が
す
り
減
っ
た
そ
の
益
は
、
周
り
の

激
し
い
人
通
り
と
は
対
照
的
に
ひ
っ
そ
り
と
行
ん
で
い
る
。

商
庖
街
に
面
し
た
深
江
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
る
こ
の

通
り
は
、
通
勤
や
通
学
、
買
物
客
と
い
っ
た
大
勢
の
人
た
ち

に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
通
る
人
は
多
い
け
れ
ど
、
マ

ン
ホ
ー
ル
の
存
在
な
ど
に
わ
ざ
わ
ざ
気
を
止
め
る
よ
う
な
人

は
滅
多
に
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
班
は
直
径
四
十
九

・
五
セ
ン
チ
、
形
は
門
で
鉄
製
と

考
え
ら
れ
る
。
表
面
は
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
激
し
く
す

り
減
っ
て
い
る
付
れ
ど
、
よ
く
見
る
と
全
体
に
斜
め
格
子
の

紋
織
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
中
心
に
は
西
宮
市
の
マ
ー
ク
を
配

し
、
そ
の
上
半
分
を
取
り
聞
む
よ
う
に
「
西
宮
市
下
水
道
」

の
六
文
字
が
脱
み
取
れ
た
。
郎
副
叫
具
合
か
ら
考
え
て
も
、
か

な
り
長
い
間
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
付
れ
ど
、
と
く

に
表
面
の
六
文
字
が
右
か
ら
左
へ
償
位
き
さ
れ
て
い
る
点
が

注
目
さ
れ
る
。
横
書
き
の
文
章
が
今
の
よ
う
に
左
か
ら
笹
き

始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
昭
和
二
十
六
年
以
降
の
こ
と
で

あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
蓋
が
造
ら
れ
た
の
は
そ
れ
よ
り
も
品
別
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
の
辺
り
に
水
道
が
造
ら
れ
た
の
は
い
つ
闘
の
こ
と

だ
ろ
う
か
。
東
護
区
は
神
戸
の
市
街
地
の
な
か
で
合
併
さ
れ

た
の
が
退
く
(
昭
和
二
十
五
年
て
そ
れ
以
前
は
御
影
・住
吉
・

魚
崎

・
本
庄

・
本
山
の
五
ヶ
町
村
に
わ
か
れ
て
い
た
。
昭
和

十

一
年
七
月
、
五
ヶ
町
村
や
神
戸
市
を
古
め
た
当
時
の
阪
神

間
三
市
十
三
町
村
は
、
合
同
し
て
淀
川
か
ら
取
水

1
る
上
水

道
の
建
設
を
計
画
、
阪
神
上
水
道
組
合
を
設
立
し
た
。
翌
年

よ
り
工
事
を
始
的
、
十
七
年
に
は
御
影
町
に
給
水
を
開
始
し

て
い
る
。
深
江
が
含
ま
れ
る
本
庄
村
は
、
魚
崎
町
と
と
も
に

本
山
町
北
畑
の
配
水
地
か
ら
水
の
分
配
を
受
け
る
計
画
で
あ

っ
た
が
、
十
三
年
の
阪
神
大
水
容
に
よ
る
被
害
や
財
政
上
の

困
難
か
ら
工
事
は
進
ま
ず
、
十
じ
年
に
よ
う
や
く
者
工
し
た
。
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以
上
が
五
ヶ
町
村
に
お
け
る
上
水
道
迎
設
の
慨
要
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
下
水
道
に
関
す
る
記
録
は
極
め
て
限
ら

れ
て
お
り
、
戦
前
に
下
水
道
が
造
ら
れ
た
か
ど
う
か
で
す
ら
、

既
刊
の
資
料
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
旧
御
影
町
に
あ
た

る
地
域
で
、
御
影
町
の
マ
ー
ク
を
つ
け
た
マ
ン
ホ
ー
ル
が
残

~西宮の文字の見える

柏原正民

っ
て
い
る
こ
と
を
随
惚
し
て
お
り
、

一
部
の
地
域
で
は
神
戸

市
と
の
合
併
よ
り
前
に
下
水
道
を
造
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
て
い
る
。
位
者
は
こ
の
よ
う
な
合
併
以
前
の
マ
ン

ホ
ル
に
興
味
を
抱
き
、
御
影
町
以
外
の
地
域
で
は
ど
う
か

と
思
っ
て
、
東
灘
区
内
を
あ
ち
こ
ち
探
し
歩
い
て
い
る
と
き

に
迎
過
し
た
の
が
、
今
回
紹
介
し
た
マ
ン
ホ
ー
ル
で
あ
っ
た
。

さ
て
最
後
に
、

な
ぜ
深
江
駅
前
に
西
宮
市
の
、
し
か
も
戦

前
も
し
く
は
終
戦
直
後
の
マ
ン
ホ
ー
ル
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
結
論
か
ら
言
、っ
と
、
そ
の
原
因
は
全
然
わ
か
ら
な
い
。

西
宮
市
で
下
水
道
が
進
ら
れ
る
の
は
昭
和
十
年
，
川
後
と
考
え

ら
れ
る
け
れ
ど
、
同
椴
の

マ
ン
ホ
ー
ル
は
今
の
と
こ
ろ
西
宮

市
域
で
も
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
貨
飯
な
存
在
で
あ
る
こ
と

だ
け
は
確
か
な
よ
う
だ
。

目
を
転
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
身
近
に
あ
る

そ
ノ
が
「
陛
史
の
町
人
」
の
役
捌
を
果
た
す
こ
と
も
少
な
く

な
い
。
モ
ノ
に
股
史
を
鰐
ら
せ
る
と
き
、
先
入
観
は
禁
物
だ
。

こ
ち
ら
の
勝
手
な
思
い
込
み
に
邪
刷
即
さ
れ
て
、
大
事
な
部
分

を
見
逃
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
紫
砲
な
気
持
ち
で
向
か

い
合
え
ば
、
ど
ん
な
モ
ノ
で
あ
っ
て
も

d
H料
e

へ
と
変
身

す
る
。
今
回
紹
介
し
た
マ
ン
ホ
ー
ル
は
不
明
な
部
分
が
多
い

け
れ
ど
、
当
の
西
宮
市
岐
に
お
い
て
も
珍
し
い
資
料
が
深
江

に
あ
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
興
味
探
い
。
「
た
か
が
マ
ン
ホ
ー

ル
」
な
ど
と
思
わ
ず
に
制
緩
的
に
働
き
か
け
れ
ば
、
も
っ
と

大
き
な
収
償
を
も
た
ら
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
ポ
ロ
は
泊
て
て
も
心
は
銚
」
「
見
か
け
じ
ゃ
な
く
て
中
身

で
勝
負
」
こ
の
こ
と
ば
は
人
間
だ
け
で
な
く
、
歴
史
の
資
料

と
b
正
し
く
お
つ
き
あ
い
す
る
エ
チ
ケ
y
ト
で
あ
る
こ
と
を

改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
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覚
浄
寺
の
延
事
三
年
銘
の
瓦
に
つ

い
て

一
、
は
じ
め
に

昨
年
の
五
月
二
十
七
日
付
け
の
神
戸
新
聞
に
、
「
江
戸
時
代

中
期
の
銘
入
り
瓦
」
と
い
う
見
出
し
で
、
神
戸
市
東
護
区
魚

崎
南
町
七
に
あ
る
党
浄
寺
の
瓦
の
こ
と
が
載
っ
て
い
た
。
新

聞
記
事
に
よ
る
と
、
本
堂
が
老
朽
化
し
て
、
雨
漏
り
が
す
る

よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
屋
恨
の
全
面
ふ
き
替
え
を
行
な
う

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
に
、
江
戸
時
代
中
期
の
銘
の
入

っ
た
丸
瓦
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

瓦
に
は
、
年
号
と
人
名

・
地
名
が
刻
ま
れ
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
な
の
で
、
そ
の
追
跡
調
査
を
行
な
い
、
そ
の
報
告
を

し
て
み
た
い
と
思
う
。
以
下
、
わ
か
っ
た
こ
と
を
省
き
綴
っ

て
み
た
い
。

二
、
瓦
の
観
察

新
聞
記
事
で
紹
介
さ
れ
た
瓦
は
、
丸
瓦
と
呼
ば
れ
る
瓦
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
丸
瓦
と
平
瓦
と
を
交
互
に
並
べ
て
葺
く
本

瓦
葺
き
に
使
用
さ
れ
る
瓦
の
一
つ
で
、
江
戸
時
代
以
降
の
普

儲
古里

望

月

浩

通
の
民
家
で
は
、
横
断
面
が

5
字
形
の
平
瓦
で
葺
い
た
桟
瓦

到
き
と
よ
ば
れ
る
む
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

丸
瓦
の
凸
面
に
、
次
の
よ
う
な
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
。

「延
享
三
年
丙
寅
年

白
木
新
村
瓦
子
徳
兵
衛

正
月
吉
日

藤
助
作
者
」

延
草
三
年
は
、
西
暦
一
七
四
六
年
に
あ
た
り
、
江
戸
時
代

中
期
の
徳
川
家
重
が
将
軍
に
な
っ
た
次
の
年
で
あ
る
。

三、

覚
浄
寺
に
つ
い
て

党
浄
寺
は
浄
土
真
宗
西
本
願
寺
末
で
、
か
つ
て
福
田
吋
寺
と

呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
が
、

凶
器
や
由
緒
は
不
明
で
あ
る
。

明
治
六
年
に
学
制
発
布
と
同
時
に
、
同
寺
を
借
用
し
て
魚
崎

小
学
校
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。

寺
の
縁
起
で
は
、
本
堂
は
延
事
三
年

(
一
七
四
六
)
三
月

近樋(神戸新聞社提供)瓦

に
建
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
き
た
。

回
、
泉
新
村
と
瓦
産
喋
に
つ
い
て

泉
新
村
が
ど
こ
の
場
所
に
当
た
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、
一
つ
の
村
の
名
前
に
し
て
は
、
不
自
然
な
の
で
、
泉

(
和
泉
国
)
の
新
と
い
う
村
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。

瓦
に
刻
ま
れ
て
い
る
「
泉
新
村
」
は
、
現
在
の
大
阪
府
阪

南
町
(
平
成
三
年
秋
に
は
阪
南
市
に
な
る
)
新
町
と
呼
ば
れ

る
地
区
で
あ
る
。
新
村
は
、
名
前
か
ら
見
て
他
の
村
か
ら
分

か
れ
た
と
思
わ
れ
、
南
西
に
あ
っ
た
波
有
手
村
か
ら
天
正
年

間

(
一
五
七
三

1
一
五
九
こ
に
分
離
し
た
集
落
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
当
初
は
、
「
北
淡
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
元
禄
年
間
(
一
六
八
八

1
一
七

O
三
)
に
は
、

品川
業
で

栄
え
て
い
た
記
録
も
あ
る
。

「
毛
吹
草
』
と
い
う
、
松
江
重
頼
が
寛
永
十
五
年
(
一
六

三
七
)
に
瞥
い
た
礎
物
を
見
る
と
、
和
泉
の
項
に
「
鳥
取
通

茶
隠
貝
塚
変
籾

大

島

草
履

鍛

冶

炭

天

川
尚
子

岡
田
干
鈴

石
律
神
民
政

瓦
」
と
名
物
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
が
近
世
初
期
に
和
泉
地
方
で
知
ら
れ
て
い
た
名

- 9 
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神戸市

産
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
す
で
に
、
瓦
と
い
う
文
字
が
見
ら

れ
る
。
近
世
か
ら
明
治
則
に
か
け
て
は
、
現
在
の
岬
町
あ
た

り
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
新
村
・
尾
崎
村
・
波
有
手
村
な
ど
、

現
在
の
阪
南
町
に
属
す
る
地
峡
b
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
瓦

の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

『花
闘
史
学
』
創
刊
号
の
術
品
雅
蔵
氏
「
関
東
関
代
土
浦

藩
の
泉
州
飛
地
統
治
」
と
い
う
論
文
が
掲
織
さ
れ
て
い
る
。

氏
は
、
『
阪
南
町
史
』
の
近
世
部
門
の
担
当
者
で
も
あ
る
。
論

文
の
な
か
に
、
「
泉
州
瓦
の
中
心
地
は
、
近
世
後
半
期
で
は
、

谷
川
村

・
深
日
村

・
箱
作
村
等
の
ほ
か
、
尾
崎
村

・
新
村

・

波
有
手
村
に
胎
て
も
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
」
と
あ
る
。

し
か
し
、
速
く
離
れ
た
党
待
寺
の
瓦
に
延
享
三
年
の
銘
が
あ

阪南町

C::?'" 

L
¥
モ
/

る
の
で
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
中
期
に
は
新
村
で
は
す
で

に
瓦
生
産
が
神
戸
ま
で
販
売
す
る
ほ
ど
、
盛
ん
に
行
な
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
新
町
に
は
現
在
は
瓦
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は

な
し
a

五
、
「徳
兵
衛
」
と
「
藤
助
」
に
つ
い
て

成
子
幹
一
氏
(氏
は
村
の
中
で
も
歴
史
に
詳
し
く
、
「
阪
南

町
史
」
の
協
力
者
に
な
っ
て
い
る
。)
の
話
よ
り

・
江
戸
時
代
末
期
ま
で
、
瓦
を
州
で
大
阪

・
神
戸
方
面
に
送

っ
て
い
た
。

・
特
に
港
か
ら
、
荷
物
を
出
荷
す
る
の
で
は
な
い
。
適
当
な

海
岸
に
船
を
近
付
け
て
き
て
、
停
泊
す
る
。
そ
し
て
、
伝 神戸市車道区と阪南町の位置関係

阪南町新町付近図 (./15000)

馬
紛
の
よ
う
な
小
さ
い
船
に
荷
物
を
乗
せ
て
、
停
泊
し
て

い
る
船
に
荷
物
を
航
み
込
む
。

・
成
子
家
は
、
新
町
の
他
の
人
た
ち
か
ら
、
「
川
六
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。

川
は
、
瓦
の
こ
と
。
昔
、
」
ハ
兵
術
と
い
う
人

が
瓦
の
商
売
を
し
て
い
た
。
作
っ
て
売
る
の
で
は
な
く
て
、

和
歌
山
の
方
か
ら
製
品
を
大
阪
方
面
に
出
荷
し
て
い
た
ら

1ν

い。

・
新
町
地
区
で
は
、
他
の
家
の
名
字
を
呼
ぶ
の
で
は
な
く
て
、

通
称
を
呼
び
あ
う
。
た
と
え
ば
、
成
子
家
は
、
瓦
屋
の
六

兵
衛
が
い
た
か
ら
「
川
(
瓦
)
六
」
さ
ん
。
成
子
家
か
ら

分
家
し
た
家
を
「
シ
ン
タ
ク
」
さ
ん
。
ひ
ど
い
の
は
、
大

阪
方
面
か
ら
来
た
人
は
、
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
「
大
阪
」
さ

ん
と
呼
ん
で
い
た
。

・
「
徳
兵
衛
」
「
勝
助
」
と
い
う
、
瓦
に
刻
ま
れ
て
い
た
人
名

で
呼
ば
れ
る
家
が
現
在
あ
る
。

辻
徳
治
郎
氏
の
話
よ
り

- 10ー



-
新
町
で
む

一
番
お
年
寄
り
の
辻
徳
治
郎
さ
ん
に
お
話
を
開

く
が
、
む
か
し
瓦
を
扱
っ
て
い
た
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ

と
が
な
い
と
話
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
「
徳
兵
衛
」
と
い
う

通
称
で
呼
ば
れ
る
家
は
、
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
む
か
し
徳

兵
衛
と
い
う
名
前
の
先
慣
が
い
た
こ
と
は
伝
え
聞
い
て
い

る
。
氏
の
名
前
色
、
徳
兵
衛
よ
り
一
字
取
っ
て
い
る
。

・
「藤
助
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
家
は
、
現
在
中
谷
と
い
う
姓
の

家
で
あ
る
。
「
辻
」

・
「
中
谷
」
両
方
と
b
地
域
内
で
は
何
軒

か
あ
る
の
だ
が
、
「
'
管
長
術
」
「
藤
助
」
と
呼
ば
れ
る
家
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
軒
だ
け
で
あ
る
。
「
勝
助
」
と
呼
ば
れ
る
中
谷

裂
で
は
訴
が
聞
け
な
か
っ
た
。
成
干
氏
に
よ
る
と
、
中
谷

家
む
何
b
知
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ち

な
み
に
、
慣
家
奇
で
あ
る
称
品
止
寸
の
基
地
へ
行
く
と
、
第

二
次
世
界
対
戦
の
時
に
亡
く
な
っ
た
人
の
基
に
、
中
谷
藤

助
と
い
う
名
前
が
あ
っ
た
。

六
、
和
泉
瓦

泉
南
地
方
の
銀
色
に
獅
〈
い
ぷ
し
瓦
は
、
「
和
泉
瓦
」
と
呼

ば
れ
、
か

つ
て
は
、
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
。

岬
町

・
阪
南
町
を
中
心
に
し
た
小
説
僚
な
裂
瓦
工
地
で
、

一
枚
一
枚
丁
寧
に
へ
り
磨
き
さ
れ
、
焼
き
あ
げ
-り
れ
た
む
の

が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
む
か
し
な
が
ら
の
製
法
を
し

て
い
る
瓦
工
嶋
は
、
現
在
で
は
岬
町
多
奈
川
の
一
軒
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
。

辿
売
住
宅
と
共
に
普
及
し
た
制
緩
瓦
(
俗
祢

・
色
瓦
)
や

プ
レ
ハ
ブ
住
宅
に
政
か
れ
る
軽
拡
瓦
な
ど
に
押
さ
れ
て
、
民

家
向
け
の
い
ぶ
し
瓦
の
需
要
は
減
少
し
た
。

加

えて、

む
と

も
と
普
及
タ
イ
プ
の
瓦
産
地
で
あ
っ
た
淡
路
品
の
品
質
が
向

上
し
て
比
較
的
廉
価
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

い
ぶ
し
瓦
は
、
焼
成
の
品
終
段
階
で
黛
の
通
風
ロ
を
閉
じ

て
不
完
全
燃
焼
さ
せ
、
発
生
し
た
煤
煙
に
よ
っ
て
着
色
す
る

と
同
時
に
粘
土
粒
子
の
微
細
な
間
隙
を
埋
め
て
漏
水
を
防
ぐ

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
い
っ
た
ん
火
を
止
め
て
か
ら
、
も

う
一

度
不
完
全
燃
焼
さ
せ
る
工
程
の
た
め
に
、
船
業
瓦
の
よ

う
に
連
続
焼
成
さ
せ
る
こ
と
が
む
ず
か
し
く
、
焼
成
炉
は
八

函
伐
か
ら
千
枚
似
み
込
め
る
小
型
の
「
ダ
ル
マ
熊
」
が
用
い

ら
れ
て
き
た
。

瓦
は
、
普
通
の
民
家
用
の
も
の
で

b
E恨
の
大
部
分
を
占

め
る
平
瓦
を
は
じ
め
、
軒
先
瓦

・
袖
瓦
な
ど
基
本
形
が
約
十

郎
類
に
分
か
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
大
小
や
変
形
な
ど
、
か
な

り
多
極
績
に
分
け
て
作
・り
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
各

組
の
瓦
は
、
淡
路
瓦
の
よ
う
に
工
程
別
に
な
か
ば
分
業
化
さ

れ
た
形
の
産
地
も
あ
る
が
、
和
泉
瓦
の
場
合
は
工
程

・
節制加

を
問
わ
ず
原
則
と
し
て
各
工
場
が
鬼
瓦
を
除
い
て
全
品
生
産

し
て
い
る
。

し
か
し
、
大
阪
市
内
か
・
り
泉
州
に
か
け
て
の
寺
院
の
多
く

は
「和
泉
瓦
」
で
毘
娘
が
誌
か
れ
て
い
る
。
寺
院
の
喝
合
は、

民
家
と
見
な
り
反
り
日
似
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
平
瓦
だ
け

で
b
形

・
大
き
さ

・
反
り
を
微
妙
に
変
化
さ
せ
た
十
数
磁
類

が
必
箆
な
他
、
装
飾
的
な
瓦
b
多
い
。
そ
の
た
め
、
淡
路
の

よ
う
な
抵
産
型
の
産
地
で
は
か
え
っ
て
作
り
に
く
く
、
加
え

て
、
寺
院
の
場
合
は
補
充

・
部
分
交
燥
用
の
需
要
が
多
い
た

め
、
従
来
の
窯
元
へ
注
文
す
る
ウ
ス
が
多
い
こ
と
む
あ
っ

て
、
和
泉
瓦
の
役
割
b
大
き
い
。

七
、
お
わ
り
に

以
上
、
党
浄
寺
に
見
つ
か
っ
た
延
享
三
年
銘
の
あ
る
丸
瓦

に
つ
い
て
の
調
査
報
告
を
終
り
た
い
と
思
う
。
党
浄
寺
側
に

当
時
の
記
録
が
な
く
、
具
体
的
資
料
に
乏
し
い
報
告
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
延
享
三
年
当
時
、
和
泉
函
新
村
か
ら
鉛
で
大

阪
南
を
北
上
し
、
運
ば
れ
て
き
た
瓦
を
本
堂
の
底
般
に
利
則

し
た
こ
と
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
瓦
は
、
当
時

の
新
付
に
い
た
徳
兵
衛
と
い
う
何
人
か
の
瓦
師
に
藤
助
と
い

う
職
人
が
お
り
、
彼
が
記
念
か
自
信
作
で
あ
っ
た
た
め
か
、

作
者
名
と
紀
年
銘
を
彫
っ
た
む
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
党

浄
寺
と
新
町
の
泉
養
寺
が
同
じ
浄
土
真
宗
本
願
寺
米
な
の

で
、
当
時
吋
の
僧
侶
同
志
の
交
流
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
た
り
む
し
て
み
た
い。

な
お
、
本
報
告
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
阪
南
町
立
図
由

館
な
ら
び
に
阪
南
町
新
町
の
泉
養
寺

・
成
子
幹
一
氏

・
辻
徳

治
郎
氏
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

実
測
図
は
藤
川
祐
作
研
究
員
な
・つ
び
に
森
岡
秀
人
氏
の
乎
を

煩
わ
せ
た
。
同
じ
く
感
謝
を
紀
し
た
い
。
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小部東小学校 3年生(見学者107名)

友の会第76回例会(参加者35名)

rr，\1 ì出「ニュージーランド日本交流のJi~新報」

田辺良人氏 B昔、深江会館

道谷史料館研究員誌抄

II月16日

11月25日

日史料館

本山第三小学校 3年生(見学者 123名)

渦が森小学校 3年生(見学者 106名)

魚崎小学校 3年生(見学者 216名)

東灘小学校 3年生(見学者 180<'，) 

凶灘小学校 3年生(見学者 68名)

渦が森小学校 3年生(見学者 101名)

筒池小学校 3年生(見学者 101名)

本庄小学校 3年生(見学者 229名)

本山南小学校 3年生(見学者 101名)

開l耶小学校 3年生(見学者 83名)

友の会第77回例会(宰加者 54名)

パスツアー創設10周年記念

「当足の旦lを訪ねる」

H 311三

1月12日

l月19日
1月25日

1月30日

2月 l日

2月2日

2月8日

2月9日

2月23日

3月10臼

間附逃谷市氏

友の金Zl178回例会 神戸まつり東灘区協賛

会共催(参加者 100名)

史料館/JWB!IO周年記念式典 ・友の会総会

記念摘出 「私と郷土史研究」

抑制落合fll1tl氏
友の会第79回例会 ・神戸市中央区役所共催

(参加者 120名)

見学会 rr中央区歴史物語jを少<J 
問師道谷 ~1氏望月

東灘区役所新規採用職n研修

{見学者 21名)

5月12日

6月23日

本山南小学校 3年生(見学者 91名)

西濃小学校 3年生(見学者 106名)

束護小学校 3年生(見学者 161名)

春日野小学校 3年生(見学者 61名)

渦ケ森小学校 3年生(見学者 209名)

魚崎小学校 3年生(見学者 201名)

本山第三小学校 3年生(見学者 125名)

友の会第70回例会(参加陥21名)

史料館開放9周年記念 ・友の会総会

神大附属住吉小学校 3年生

(見学者 120;畠)

福池小学校 3年生(見学者 108名)

1990容の特別展 「ザ ・ひがしなだ」展

(-9月2日まで)

友の会第71回例会(参加者50名)

講演「国際化の動さと外から見た日本」

田辺時人氏 鈴.深江会師I

友の会第72回例会(参加者52名)

パスツアー ri>日局のふる盟を訪ねるJ
開師近谷主主氏望月浩氏

友の会第73巨l例会 ・東護区役所後嬰

{参加者51名)

請出「ザ・ひがしなだー車種の陪史の足跡をたどるー」

道谷 l;i氏 診、深江会館

東灘区役所新iJl採用11;~n研修(見学者 26<'，) 

友の会第74回例会 ・東灘区体育協会共IIIi
(参加者100名)

第8回魚底辺を歩〈会

H 21.1三

1月20日

l月24日

l月27日

2月2日

2月3日

2月9日

2月10日
2月25日

3I'J 3 B 

3月9B

4月28B

5月20日

5月27日

7月 1日

7月2日

10月10日
浩氏

7月5日

案内盟月 浩氏

友の会第75回例会 ・政調区体育協会共flli
(妻j用者160名)

見学会 「史跡ウオ γチング ・東溜J
1再師道谷卓氏盟月

II月3日

浩氏

{

協

力

団

体

}

神
戸
市
教
育
委
只
会
/
神
戸
市
観
光
線
/
芦
の
芽
グ
ル
プ

芦
屋
市
教
育
委
員
会
/
国
立
神
戸
商
船
大
学
/
東
灘
区
役
所

日
本
玩
具
聞
物
館
/
御
影
町
校
地
隠
部
/
本
庄
五
校
関

神
戸
史
学
会
/
深
江
背
少
年
協
議
会
/
サ
ン
テ
レ
ビ

山県
灘
文
化
セ
ン
タ
ー
/
大
丸
百
貨
脂

深
江
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
/
明
石
市
立
天
文
科
学
館

{史
料
館
員

・
役
員
}

柏
市
:
磯
辺
信
三

/
大

国

正

美
/
太
問
屋
正
雄

小

嶋

悦

廊
/
坂
上
和
三
郎
/
志

川

正

夫

志

井

保

治
/
彰

浦

昭

典
/
田
辺
民
人

松

尾

福

夫
/
深

山

健

二

館

長

代

行

大

国

正

美

事

務

局

主

事

:

・

:

:
:

阿

部

英

子

主
任

研

究

只

・

望

月

治

研
究
円
以
・
伊
東
玲
子
/
下
久
保
恵
子
/
田
部
美
知
雄

藤

川

祐

作
/
迫

谷

点

/
望

月

友

二

山

本

文

雄

調

査

民

大

康

成

弘

/
西

村

敦

事

務

局

員

;

中

品

採

友

の

会

幹
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