
SelKatsll BllnKa，必f

次目

く〉館長就任のごあいさつ 杉浦 昭典 2

0近世前期の東川用水の慣行と広減調整機僑 大国正美 3

0史料館の入館者3万人突破ノ ー ー ア

o深江の漁業について(その2) ・ ・ー・・ ・・ 下久保恵子 8 

01日本庄村の道路元標 0 ・… 望月 浩 10

く〉むかしのふうけい~箇道43号線のできるころ~ 道谷 卓 11

く〉史料館日誌抄 12 

砂旧本庄村道路元標

(説明はPl0)

1992，6.28 

N017 

神戸深江生活文化史料館



1992・6・28生活文化史:;jm勾

館
長
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

史
料
館
館
長

こ
の
た
び
大
国
船
長
代
行
よ
り
似
長
業
務
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
の
で
、
ご
あ
い
さ
つ
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
三
月
末
日
を
も

っ
て
退
職
し
ま
し
た
神
戸
商
船
大
学
勤
務
中
か
ら
、
史
料
館
型
事
と
し
て
、
ま
た
深

江
の
住
民
と
し
て
史
料
館
の
運
営
に
関
心
を
持
ち
見
守

っ
て
き
ま
し
た
が
、
ま
さ
か
館
長
と
い
う
立
場
に

な
ろ
う
と
は
思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

帆
船
航
海
技
術
史
を
専
門
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
地
域
相
会
の
生
前
文
化
史
に
つ
い
て
の
造
詣
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
強
い

て
云
え
ば
、
航
海
技
術
の
山中
の
ロ
l
プ
の
結
び
方
の
研
究
が
日
出
生
活
に
お
け

る
川
和
ぷ
作
業
に
も
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
し
て
勉
強
す
れ
ば
生
活
文
化
史

へ
の
糸

川
が
見
つ
か
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
考
え
た
り
し
て
い
ま
す
。

何
分
こ
の
よ
う
に
一小
川
れ
主
新
米
館
長
で
す
の
で
‘
大
同
船
長
代
行
に
は
新
し
く
副
館
長
と
し
て
引
き

続
き
火
料
館
泌
岱
に
ご
協
力
い
た
だ
く
と
同
時
に
‘
史
料
館
設
世
当
初
か
ら
の
主
目
的
で
あ
リ
ま
す

『本

山
村
山
と

編
纂
の
郁
務
相
当
と
い
う
こ
と
で
執
筆
州
進
の
大
役
を
も
お
闘
い
し
な
け
れ
ば

4
り
ま
せ
ん
。

初
代
の

m辺
館
長
が
蹴
任
さ
れ
て
か
ら
、
な
が
ら
く
船
長
不
在
で
あ

っ
た
と
は
言
い
ま
す
が
、
実
際
に

は
、
大
図
館
長
代
行
は
じ
め
全
館
員
の
尽
力
に
よ
っ
て
所
期
の
目
的
に
添
い
な
が
ら
、
よ
り
発
展
的
な
迩

営
が
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
絵
に
は
史
料
館
設
置
者
で
あ
る
深
江
財
産
区
管
理
会
の

強
い
後
府
と
友
の
会
の
償
制
的
な
協
力
が
あ

っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
ま
さ
ら
、

私
な
ど
の
山
る
本
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
来
り
か
か

っ
た
船
を
目
的
地
ま
で
安

全
確
災
に
航
海
さ
せ
る
の
が
船
長
と
し
て
の
務
め
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
航
跡
を
た
ど
り
な
が
ら

微
力
を
尽
く
す
所
存
で
す
。
針
路
設
定
ま
で
か
な
り
手
間
取
り
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
通
り
、
史
料
館

に
対
す
る
大
方
の
ご

m
mと
ご
協
力
を
お
則
、
い
巾
し
上
げ
ま
す
。

6
7
4
削

4
1
1
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近
世
前
期
の
東
川
用
水
の

慣
行
と
広
域
調
整
機
構

大

;た

III 

史
判
断
副
町
民

は
じ
め
に

織
目
時
代
町
戸
川
町
川
町
本
利
を
A
訓
じ
た

l
州
日
に
就
い
て
小
論
で
は
近

ma川

則
的
水
利

m'刊
と
そ
れ
を
決
定
す
る
村
々
の
広
域
刊
州
戦
機
仰
に
つ
い
て
与
え
て

み
た
い
。
念
の
た
め
.
戸
川
崎
川
を
巡
る
水
利
償
行
と
村
部
組
織
の
凶
m
Mを
川
円
前
官

瑚
す
る
と
、
本
山
口
一
方
村
(
深
口、

巾・
野
、
緑
、
冷
知
、

三
条
)
は
戸
Mm
川

一

円
月
予
か
ら
取
水
し
た
点
川
川
水
を
川
水
源
と
し
て
い
た
。
し
か
し
.
の
判
手

が
戸
川
村
阿
川
内
に
あ
リ
、
し
か

b
、
そ
の
ド
流
に
戸
川
町
村
が
取
水
口
に
し
て
い

る
こ
の
月
平
、

二
円
引
干
が
あ
る
た
め
、
-
の
叫

T
へ
の
配
分
を
巡
っ
て
戸
川

村
と
本
庄
五
カ
村
の
水
論
が
頻
発
し
た
。
ト
キ
陀
五
カ
村
と
外
部
と
の
紛
争
で
あ

る
。
一

方
、
本
庄

.h
カ
村
の
内
部
で
は
、

=
粂
村
の
畦
垣
内
が
点
川
か
ら
毎
日

収
ホ
の
特
権
を
も

っ
て

い
た
た
め
、

二
一条
村
と
伐
る
問
カ
村
と
が
水
請
を
頻
発

さ
せ
た
。
戸
保
川
を
巡
る
近
刊
の
水
論
は
.
本
山
外
部
と
内
部
の

つ
の
パ
タ

ー
ン
に
集
約
さ
れ
る
。
水
を
巡
る
地
域
情
造
も
こ
の
こ
つ
で
あ
る
。
(凶
l
参
照
)

さ
て
こ
う
し
た
水
利
慣
行
が
文
引
で
明
文
化
さ
れ
た
ち
の
と
し
て
‘
良
平
凶

年
(
，
六
八
七
)
の
得
刻
版
(
『新
修
わ
い
町
市
山

r
資
料
門
川
二
)
が
あ
る
。
こ

の
品
川
は
.
本
川
百
方
村
が
戸
以
川
の

一
の
井
手
か
ら
い
胤
川
川
水
を
民
社
て
取
水

す
る
附
需
を
決
め
た
ら
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で、

一一
条
村
は
①
畦
町
内
・
飢
古

川
に
毎
日
取
水
す
る
②
七
月
十
五
日
は
ど
こ
の
村
町
需
で
あ

っ
て
ら
三
条
村
に

分
水
す
る
③
三
条
村
沖
知
村
が
許
水
で
制
付
け
を
す
る
時
に
は
・
両
日
と
ら

こ
の
ニ
カ
村
に
分
木
す
る
ー
と
い
う
料
怖
が
認
め
ら
札
た
。
こ
れ
以
前
の
戸
川
町

川
の
川
本
似
行
に
附
す
る
火
料
は
、

J

，
問
り
で
取
り
」
げ
た
ポ

J
H
4じ
4
町
史

料
と
ド
北
川伸
一
守
年
の
戸
刊
町
村
と
深
江
村
の
紛
争
の
史
料
(
川
)
し
か
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
‘
こ
の
水
利
慣
行
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
は
っ

き
り
し
な
か

っ
た
。
し
か
し

『本
庄
村
山
と
編
纂
の
過
碍
で
、
後
年
同
地
中
写
史

料
な
が

句
.
内
-U

寸
の
水
利
悦
行
の
う
ち
三
粂
村
の
判
椛
が
成
立
す
る
本
的
を
州

定
さ
せ
る
火
判
が
凡
つ
か
っ
た
。
こ
の
史
料
は

『本
庄
村
史
』
資
料
編
三
に
収

録
し
、
そ
れ
主
り
の
解
説
ら
加
え
て
い
る
が
、

水
利
慣
行
と
村
落
問
の
調
整
に

つ
い
て
引
き
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
は
附
い
た
い
。

三
条
村
・
畦
垣
内
の
取
水
由
緒
讐

ま
ず
、

こ
の
新
史
料
の
内
芥
を
簡
単
に
印
刷
介
し
よ
う
。

①
止
円

三
条
村
(
山
ド
尽
市
)
八
崎
村
社
内
に
観
百
常
が
あ
り
、
そ
こ
の
仙
川
出

が
本
庄
の
年
寄
衆
に
「
川
内
H
引
・
制
叫
t
H
の
御
供
川
と
し
て
荒
れ
地
を
附
発
し
た
い
」

と
刺
み
、
本
庄
は
ど
の
村
の
収
ホ
順
番
で
も
分
水
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
川

3 

盆

戸

E 

打

山

m川
向

C::> 

条

図

庄

C::> 中

野

森

本

河
床
汁
バ
品

冶
序
州
刈



1992・6・28生活文化史第17号

はけい
μ

の
垣
内
と
い
う
。
そ
の
代
わ
り
、
東
川
用
水
の
特
別
を
す
る
時
に
は

の
僧
侶
が
茶
掛
の
も
て
な
し
を
す
る
ロ
な
お
こ
の
宙
の
垣
内
と
は
‘
制
川
道
草

氏
者

『芦
屋
郷
土
詑
』
に
よ
る
と
、
畦
垣
内
の
こ
と
で
‘
神
祇
が
吋日間
淑
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
。

②
天
和
二
年

(
一
六
八
二
)
五
月
、
中
野
村
(
東
灘
区
)
の
取
水
の
需
の
時
、

官
の
垣
内
の
問
主
的
三
条
村
・
佐
次
丘
ハ
山
仰
が
水
を
安
求
す
る
と
、

中
野
村
の
庄

um-は
若
く
て
そ
の
山
絡
を
知
ら
ず
、
水
を
抗
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
・
年
寄
一仰

の
川
出
口
村

・
甚
右
術
門
に
説
明
す
る
と
納
得
し
、
中
野
村
に
命
じ
た
た
め
取
水

が
で
き
た
。

③
こ
の
円
の
取
水
時
間
が
変
更
に
主

っ
た
こ
と
に
対

L
.
戸
川
四
村
か
ら
ク
レ

ー
ム
が
付
き
綜
村
(
東
灘
区
)
久
友
術
門
宅
で
惣
中
寄
合
を
し
、
中
野
村
が
「
三

条
村
の
い
う
通
り
か
」
と
尋
ね
、
探
江
村

・
甚
右
術
門
が
「
そ
の
通
り
」
と
説

明
し
て
、

三
条
村
の
特
比刊
が
確
定
し
た
。

こ
の
史
料
は
.
組
名
J
U
年
号
ら
な
い
。
末
尾
に
は
、
こ
の
惣
中
市
合
的
参
加

者
と
し
て
、
深
江
、

川
辺
、
中
貯
称
、
津
知
、

三
条
の
谷
村
の
代
表
者
の
名

前
が
告
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
三
条
村
の
村
役
人
を
代
々
務
め
た
小
阪
家

に
伝
来
し
た
も
の
で
.
こ
の
史
料
を
私
は
‘

三
粂
村
が
料
比
慨
を
主
張
す
る
た
め

の
取
水
山
体
制
引
と
呼
ん
で
い
る
。

さ
て
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
‘
山
て
く
る
人
名
に
つ
い
て
、
若
干
の
訟
写

が
あ
る
こ
と
を
‘

『本
庄
村
山
と

資
料
編
三
の
解
説
の
中
で
指
摘
し
た
。
加
え
て
、

こ
の
山
銘
刊
の
①

I
A凶
の
内
‘
①
の
八
附
判
制
と
紡
び
つ
け
た
説
明
は
、
深
江

村
な
ど
と
の
認
識
と
災
な

っ
て
お
リ
、
本
実
か
ど
う
か
分
か
ら
む
い
こ
と
も
桁

摘
し
た
。
即
ち
、

卒
保
イ

一
年

(
一
七
二
六)、

三
条
村
と
‘
深
江
村
な
ど
本

庄
町
村
々
と
の
間
に
起
き
た
水
論
的
士
山
文
品
川H
(

同
)
に
よ
る
と
、
深
江
村
な
ど

は
、
わ
庄
川
か
ら
東
川
川
本
ま
で
の
水
路
が
漏
水
が
ち
で
、
そ
の
補
修
を
三
条

村
が

一
平
に
行
う
ζ

と
こ
そ
が
.
政
府
-山
い
が
侮
口
取
水
で
き
る
桜
拠
だ
と
主
張

し
た
。
し
か
し
こ
の
神
相
と
結
び
付
け
た
説
明
が
仮
に
伝
承
だ
っ
た
と
し
て
も
、

税
引
何
力
を
持

っ
た
の
は
‘

三
条
村
に
は
、
本
庄
九
カ
村
の
氏
寺

・
北
門
山
宗
円

寺
が
あ
り
、
万
治
三
年

(
一
六
六

O
)
本
庄
中
が
世
帯
加
し
て
本
尊

・
観
音
菩
躍

を
作
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
岡
本
知
)
。
三
条
村
は
中
世
以
米
、

本
庄
の
中
心
で
あ
り
、
近
世
前
川
は
そ
の
影
響
力
が
色
濃
く
残
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
①
に
あ
る
制
限
と
本
伎
と
の
や
り
取
り
が
事
実
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、

一
定
の
膝
史
的
な
背
円
加
を
も
と
に
、
告
か
れ
た
、
あ
る
い
は
伝
氷
さ
れ
た
こ
と

だ
け
は
恥
実
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
こ
の
文
書
が
作
ら
れ
た
背
景
は
何
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

三
条
村
と
本
庄
凶
カ
村
の
紛
争
が
、
戸
届
川
町
水
利
紛
争
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン

の
う
ち
の

一
つ
で
あ
り
、
特
に
近
山
中
後
期
は
、
こ
の
三
粂
村
の
判
怖
を
縮
小

さ
せ
る
動
き
が
本
庄
の
内
部
で
釧
若
に
な
る
。

こ
の
山
祁
将
は
こ
う
し
た
動
き

に
対
抗
し
て
、

三
粂
村
が
作

っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

三
条
村
の
特
格

的
制
拠
に
つ
い
て
は
幾
ら
か
の
誇
阪
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
の
恥
柄
に

つ
い
て
は
、
他
村
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
も
、
前
引
山
瓦
を
合
ん
で
い
る
と
見
る
の

が、

論
理
的
で
あ
る
。

天
和
二
年
の
か
な
り
以
前
か
ら
本
庄
五
カ
村
内
番
制

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、

三
条
村
の
特
叫
酬
は
市
附
行
似
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

年
寄
殺
で
も
古
老
を
除
い
て
は
余
り
知
ら
れ
て
お

り
ず、

天
和
二
年
に

m立
し

た
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
、
と

『本
庄
村
史
』
資
料
編
三
の
解
説
で
述
べ
た
。
さ

ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
深
江
村
の
甚
右
衛
門
が
年
寄
頭
と
い
う
訂
訓
告
を
持

ち
・
そ
の
指
示
で
附
水
が
三
条
村
に
下
さ
れ
た
。
似
文
で
は

「
拡
右
術
門
倣
A
H

山
…
-
一
而
早
速
(
さ

っ
そ
く
)
中
川
川
村
江
仰
せ
付
け
ら
れ
る
」
と
あ
り
、
惣
中
世可

A
n
の
府
で
も
、
甚
右
衛
門
の
一
言
で
三
条
村
の
特
怖
が
再
確
認
さ
れ
て
お
り
、

陸
右
衛
門
的
水
利
慣
行
決
定
に
お
け
る
優
位
性
が
強
制
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
別
の
史
料
も
あ
り
節
を
改
め
て
再
び
論
じ
た
い
。
ま
た
天
和

内
川
当
時
、
惣
中
谷
A
H
と
い
う
村
叶
怖
を
越
え
た
組
織
が
協
議
機
関
と
し
て
、
有

効
性
を
持

っ
て

い
た
こ
と
も
事
尖
だ
ろ
う
。

さ
て
こ
う
考
え
る
と
、
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貞
享
の
番
割
帳
の
性
格
と
背
景

次
に
点
字
凶

4
の
番
制
川
帳
的
制
的
怖
を
川
ら
か
に
す
る
た
め
に
ま
ず
、

J

，
凶
口勺

で
紹
介
し
た
天
正
十
七
年
の
の
史
料
の
末
尾
に
注
目
し
た
い
。
関
係
分
だ
け
引

附
し
よ
う
。

(
市
川
時
)

右
円
辻
ハ
戸
鼠
之
年
寄
同
下
百
始
迄
相
談
仕
候
て
判
定
巾
.

ん
有
間
敷
候
、
為
後
日
状
如
何

天
正
拾
七
年
五
月
十
七
日

此
上
ハ
少
も
い
ら

戸
屋
村
年
寄
中

右

京

介

花

押

山
路
庄
御
年
寄

mm
丸
太
夫

花

押

畑

弥

右

衛

門

殿

太

郎

右

術

門

横

山

又

左

衛

門

殿

与

左

衛

門

州

市

大

夫

殿

山

川
左
術
川

花

抑

住

吉

藤

次

介

殿

治

仰

徴

衆

上

申

跡

品

川

H

も
う

一
点
、
新
史
料
と
し
て
紹
介
し
た
史
料
の
末
尾
は

(市
川
略

)

此
う
へ

ハ
戸
尾
羽
山
年
老
衆
あ
ひ
す
ま
し
、

に
て
候
。

右
天
正
扮
七
年
五
月

u七
日

い
ら
ん
あ
る
ま
し
く
、
為
英
知
此

芦
屋
年
老
中

は
た
弥
右
衛
門
般

ょ
こ
回
又
右
衛
門
殿

は
た
市
太
夫
殿

藤
次
郎
介
殿

左
京
介

狼
丸
太
夫

太
郎
右
衛
門

一
3
-E
V灯
同
l

一

!1
ι
I
ド

弥
兵
衛

，、:
-
I
l

出
右
砕
い

昔前
く
わ
ん
殿

北
右
衛
門
殿

此
御
あ
っ
か
い
/
御
衆
と
し
て

と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
実
際
に
水
割
を
決
め
た
天
正
十
七
年
五
月
二
十
七
日

付
け
の
文
告
は
「
戸
底
庄
年
寄
中
」
と
あ
る
だ
け
で
側
人
名
は
告
か
れ
て
い
主

い
。
こ
の
=一
点
の
文
告
で
、
水
利
似
行
の
決
定
に
際
し
紛
争
当
附
者
と
主
っ
た

の
は
「
芦
屋
年
寄
同
下
百
川
町
」
「
芦
屋
打
出
年
老
衆
」
だ
け
と
い
う
点
に
注
目
し
、

私
は
前
稿
で
天
正
十
七
年
の
紛
争
は
芦
屋
荘
(
芦
屋
村

・
打
出
村
)
内
部
で
起

き
た
と
州
判
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
点
字
削
年
の
得
制
帳
は
ど
う
か
。
末
尾
は

次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

士
山
略
)

一
、
間
続
筋
候
節
は
、
聞
辺
村
七
左
衛
門
水
掛
リ
庄
屋
中
立
会
見
分
之
以
、
十
一品

下
組
、
之
取
可
申
候
、
自
今
以
後
立
会
見
分
之
上
ハ
、
何
れ
も
方
御
了
簡
之
通

ニ
い
た
し
相
守
可
巾
本

右
之
通
、
庄
屋
年
寄
立
会
棚
磁
判
形
致
世
者
也

上
勺
4
1

h

，品
a
m
u
J
M川
v
rじ
1

・

i
z
E
4
3
 

七
月
甘
二
日中

町
村
庄
屈

問

村

年

寄

同

村

同

断

中
野
村
庄
屋

岡

村

年

寄

深
江
村
庄
展

開

村

年

寄

同

村

岡

断

森

村

庄

昼

間

村

年

寄

- 5 

弥
三
左
衛
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佐

次
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術

次
郎
左
衛
門

作

左

衛

門

市

右

衛

門

巾
U

E

(

市間

十

右

術

門

弥
=
一
右
衛
門

久

左

衛

門

島，

一ニ

丘
(
街
…
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抗日

巾
ω

dh
ハ

術

次

在

術

門

主
王
町
内
J

九
切
'
J
A
ι
A
L円

H
t

九
郎
右
衛
門

じ
7
1

U

川
l

1
1
l
 

i

:

;

I

I

l

j

 

m
訂

引

北
昨
刊
l

向

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ

の
格
制
が
上
洗
の
戸
υ町
村
を
抜
き
に
作
成
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戸
川
町
川
か
ら
配
分
さ
れ
る
水
悦
が
悦
に
決
ま

っ
て
い
て
、

そ
の
水
川刊
を
本
月
五
カ
村
内
部
で
ど
う
配
分
す
る
か
を
決
め
る
の

が
.
こ
の
許
制
の
HU
大
の
目
的
だ

っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
日
い
換
、
え
る
と
.

ζ

れ
以
前
に
本
庄
が
取
水
す
る
柿
利
と
そ
の
川
市
は
雌
定
し
て
お
り
、
山
州
刊

h

ド川
の

①
に‘

三
条
村

・
時
日
日内
の
引
怖
が
成
』
す
る

uM
に
‘
併
訓
が
あ

っ
た
ニ
と
を

続
わ
せ
る
表
引
ら
あ
る
泊
り
、
帯
別
は
か
な
り
以
前
か
ら
'
汀
わ
れ
て
い
た
と
み

て
よ
か
ろ
う
。
天
和、

-H
e干
の
水
利
引
行
的
決
定
は
本
庄
内
部
で
起
き
た
紛
争

が
契
機
に
な

っ
て
お
り
天
正
則
の
紛
争
と
は
恭
本
的
に
剖
絡
を
先
に
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

ま
た
、
芦
屋
川
か
ら
の
本
庄
の
水
利
椛
が
い

つ
定
ま

っ
た
の
か
は
、
明
ら
か

に
出
米
む
い
が
、
本
庄
と
い
う
惣
結
人
い
を
巾
位
に
川
水
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
の
水
利
怖
を
内
部
で
分
配
す
る
に
際
し
て

.
T匂
で
は
な
く
、
三
条

ゆ
知

村
に
厚
く
配
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
‘
や
は
リ
近
世
の
村
と
し
て
分

別
さ
れ
る
以
前
で
あ
ろ
う
。
怒
ら
く
小
刊
後
則
に
は
本
陀
と
し
て
の
水
利
権
を

J
U

っ
て

い
た
と
与
え
ら
れ
る
。
そ
じ
て
惣
を
山
川
成
す
る
外
村
が
、
“
北
川
体
と
し

て
も
行
政
村
と
し
て
より
独
宜
し
た
と
き
川
水
の
分
配
は
当
然
町
二
と
と
し
て

問
題
に
な

っ
た
。

長
い
間
を
か
け
て
谷
村
が
そ
れ
ま
で
の
権
利
に
凡
合

UI小 同 W h;J間 三 岡

出十キ J 拘 ~'J 村 条十l
辺村十l 十l

IJ::年!主 |日l年庄!日l
村十JI堅苦rIi! 断 守~ Ii，! 断

以
降
、

;.'fr， 

:1( 

fll 

?fi 

工i:，、

1'11 

(，i< 

.6: 

ド11ド11ド11fll 日lド11

っ
た
形
で
取
水
す
る
方
法
と
し
て
.
格
別
訟
を
形
成
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
な

昧
で
い
え
ば
こ
の
品
川
似
は
、
そ
れ
ま
で
の
似
行
の
成
文
化
し
た
も
の
で
あ
り、

近
世
的
な
的
行
の
完
成
で
あ
る
。

『新
修
戸
川
出
市
山
と
が
こ
の
帯
州
制
仰
の
成
立
を
.

中
山
的
む
水
利
引
行
の
解
体
と
と
ら
え
る
の
は
7w.縦
で
は
な
か
ろ
う
。

水
利
償
行
の
調
整
機
構

さ
て
、
で
は
中
世
的
な
的
行
を
近
間
的
に
変
換
さ
せ
た
地
域
相
会
の
付
組
み

は
ど
う
か
。
そ
こ
で
こ

の
添
削
艇
に
間
切
れ
る
人
名
に
改
め
て
注
目
し
よ
う
。
こ

の
記
名
し
て
い
る
村
役
人
の
う
ち
、

小
肝
村
の
庄
原
が
二
人
い
る
の
は
、
領
主

が
別
だ

っ
た
こ
と
に
よ
る
。
と
す
る
と
、

村
役
人
で
む
な
い
の
に
末
足
に
将
名

し
て
い
る
探
れ
村
と
川
辺
村
の

一人
的
判
妹
怖
が
際
立
つ
。
川
辺
村
町
ヒ
た
術

川
は、

引
川
し
た
条
文
に
あ
る
，
辿
リ
、
水
不
足
の
附
の
分
配
に
山
口
問
中
と
同
等

あ
る

い
は
そ
れ
以
上
の
発
己
山
怖
を
布
し
た
。
深
口
付
の
什
苗
右
術
門
に

つ
い
て
は
.

条
文
に
明
文
化
さ
れ
て
な
い
が
、
前
向仰
で
見
た
辿
リ
、

出入
和
二
年
行
川
町
紛
争

で‘

米
た
し
た
役
別
を
与
え
る
と
.

七
十
川
術
川
に
山
中
ず
る
役
捌
を
犯

っ
て
い
た
.

と
考
え
て
よ
い
。
逆
に
一パ
え
ば
、

山
一半
の
格
別
似
に
必
右
術
門
が
特
別
に
指
名

に
加
わ

っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
.

J

川
節
の
山
州制
いけ
の
天
和
二
年
の
山
米
ご
と
を
事

実
に
近
い
と
也
、
つ
の
で
あ
る
。

さ
て
彼
ら
は
い
か
む
る
存
功
な
の
か
。
勿
論
村
役
人
で
は
な
い
し
、
大
作
配
座

主
ど
上
級
の
機
桝
に
属
す
る
も
の
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
中
世
か
ら
の
有
力
附

の
系
訓
を
引
き
、
か
つ
て
は
村
役
人
で
、

明
日
な
絞
験
が
権
威
と
な
り
、
村
役

人
と
い
う
機
山川
上
の
柿
戚
と
は
別
に
、
水
利
な
ど
村
裕
共
同
体
的
死
前
川
州
出
に

つ
い
て
強
大
な
先
日
出
酬
を
持

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
村
桜
内
部
で
柿
威
が
村
役

人
に

一
元
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、

こ
の
叫
州
の
地
域
附
造
の

一
つ
の
特
徴

だ
っ
た
。
こ
こ
で
さ
ら
に

U
な
し
た
い

の
は、

h

川
町叩
で
述
べ
た
‘
「
惣
中
世可
A
H
」

こ
の
胤
で
.
-
粂
村
の
特
怖
が
帥
開
立
し
た
と
あ
る
が

い
う
ま
で
も
な

と
は
、

中
世
の
惣
紡
A
H
が
変
質
し
な
が
ら
む
依
然
解
体
さ
れ
ず
に

6 

で
あ
る
。

く
「
惣
中
」
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伐
存
し
た
む
の
で
あ
る
。
水
利
怖
の

Mm定
と
い
う
共
同
体
的
死
訊
問
題
を
決
定

す
る
広
域
的
な
最
古
川
機
関
と
し
て
機
能
し
、
七十
h
術
門
や
弘
治
術
川
ら
が
広
域

的
な
村
沼
間
の
調
路
機
能
を
川
市
た
す
坊
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

近
世
前
期
の
村
と
水
利
|
ま
と
め
に
代
え
て

以
上
、
水
利
慣
行
の
近
開
化
す
る
過
程
と
、
そ
の
巾
で
来
た
し
た
中
間
的
な

出
域
村
湾
機
怖
を
凡
て
米
た
。
そ
の
集
会
を
小
靴
さ
な
が
ら
に
「
惣
中
脊
A
円」

と
呼
ぴ
、
孫
右
術
門
ら
組
織
に
基
づ
か
む
い
判
定
の
例
人
が
全
体
の
決
定
を
左

右
す
る
力
を
持
っ
た
。

し
か
し
小
民
経
伐
の
洲
市
山
花
を
受
け
、
村
が
小
泌
氏
中
心
に
述
科
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
‘
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
も
大
き
主
変
化
が
判
官
れ
る
。
天
和
内
川
に
絶

大
な
力
を
発
姉
し
た
甚
布
衛
門
的
名
前
は
点
半
の
添
削
帳
の
本
文
の
中
に
は
疏

リ
込
ま
れ
な
か

っ
た
。
ま
た
こ
の
格
別
で
は
七
在
術
門
と
庄
山
町
，中
が
・止
ち
会
う

こ
と
が
明
文
化
さ
れ
、
そ
の
立
昧
で
ヒ
左
衛
門
の
よ
心
情
Hr
が
机
除
さ
れ
る
体

制
が
結
え
ら
れ
た
と
J
U
い
え
る
。
そ
し
て
甚
右
術
門
や
七
イ
ハ
一
術
門
的
な
存
在
は
、

そ
の
直
後
か
句
姿
を
消
す
。
彼
ら
は
有
力
者
を
小
心
に
述
訂
さ
れ
た
中
刊
の
自

治
村
十
時
的、
伐
影
を
鋭
徴
す
る
作
花
で
あ
っ

た
。
彼
ら
の
院
な
く
な
っ

た
村
は
‘

以
後
一円
三
水
論
を
起
こ
す
。
そ
れ
は
、
開
発
が
進
ん
で
、

水
町
需
袈
が

一
階
u
川

ま

っ
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、

H

刊
務
内
部
の
変
質
に
伴
い
広
域
付
誌
の
別
件

機
能
の
低

l
が
品川口
一um

に
あ
る
の
で
あ
る
。
克
政
」
，
一
年
に
戸
川
町
村
と
本
庄
と
の

聞
で
起
き
た
水
論
で
、
大
坂
町
奉
行
所
は
こ
の
点
字
的
条
文
を
取
り
上
げ
、

川

辺
村
七
左
衛
門
的
名
前
を
出
し
て
和
解
を
命
じ
た
が
当
時
と
な

っ
て
は
、
ら

は
や
七
右
術
門
や
此
右
術
門
と
同
じ
縦
威
を
持
つ
人
物
は
な
く
、
近
村
の
村
役

人
が
仲
裁
を
か
つ
て
出
た
だ
け
で
、
和
解
に
失
敗
し
て
い
る
。

一
九
九
二
年
二
月
八
日

ωに
一
九
八

一
4
一
月
二
J
l
-
H

開
館
以
来
.

三
万

人
を
突
破
し
ま
し
た
。
三
万
人
目
の
人
館
者
と
主
っ
た
の
は
神
戸
市
中
央
区

の
神
戸
市
立
が
日
肝
小

》
校
三
有
刊
の
み
も
さ
ん

でハ

1
八
名
)
で
、
史
料
航

よ
り
「
米
航
者
三
万
人

H
の
一品
」
と
記
念
品
を
附
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
生
徒
さ
ん
か
ら
お
礼
の
作
文
が
問
き
、
史
料
館
で
展
示
を
行
な
い
ま

し
た
。史料館の入館者3万人突破/

神戸市立審日野小学校3年生のみ立さん

7 -
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深
江
の
漁
業
に
つ
い
て
(
そ
の

2
)

下
久
保

恵

子

史
料
航
研
究
凸

一
、
は
じ
め
に

前
回
(
第
刊
号
)

の

『
生
活
文
化
史
』
で
は
、
打
瀬
網
漁
・

地
曳
網
漁
な
ど

の
深
江
町
代
表
的
な
漁
法
を
紹
介
し
た
。

的
附
の
「
海
の
暮
ら
し
」
の
基
本
は
加
や
風
な
ど
小
山
に
あ
わ
せ
て
漁
に
出

暮
ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
季
節
に
よ
っ
て
漁
法
や
山
漁
時
間
が
変
わ
る
と

い
う
事
実
は
、
従
来
良
薬
の
制
流
し
か
行
な

っ
て

い
な
い
私
に
は
新
鮮
な
鍛
き

だ

っ
た
。
人
は
海
に
あ
わ
せ
て
寝
起
き
す
る
の
だ
。

今
回
は
視
点
を
変
、
え
て
海
に
出
る
人
た
ち
の

、一

、
。

'
人

L

「
幕
句
し
」
に
つ
い
て
報
告
し

二
、
漁
師
の
一
日

漁
師
は
風
や
季
節
に
よ
っ
て
出
へ

川
る
附
川
が
述
、
っ
。

漁
‘
秋
か
ら
冬
は
夜
の
仰
と
い
う
の
が
羽
通
だ

っ
た
。

小
砕
か
ら
又
は
畳
間
の

川川
和
刊
年
代
に
市
場
の

休
み
が
決
ま
る
と
、

あ
わ
せ
て
土
問
日
に
休
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、

そ
れ
ま
で

は
天
気
や
風
が
よ
く
な
い
附
に
休
む
く
句
い
で
、

、
-o

ヂ
ム

休
み
は
決
ま
っ
て

い
な
か
っ

三
、
日
常
の
食
事

漁
師
の
日
常
食
は
飯
・
内

・
菜

っ
ぱ

煮
物
主
ど
で
、
海
の
述
い
股
村
で
は

ご
ち
そ
う
だ
つ
た
加
が
よ
く
食
卓
に
の
ぼ
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
ま
た
、
海
上

で
食
べ
る
夜
食
別
に
は
、
お
か
ず
と
別
に
阪
を
お
ひ
つ
ご
と
持

っ
て
い

っ
た
。

梅
干
し
の
極
を
海
に
捨
て
な
い
・
聞
の
も
の
は
避
け
る

ど
独
特
の
タ
ブ
ー
も
あ

っ
た
。
行
事
食
も
季
節
の
加
が
ふ
ん
だ
ん
に
登
場
し
、

彩
り
あ
ざ
や
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
日
の
食
事
の
回
数
は
三
l
四
回
で
あ

っ
た
。

(
紫
で
帰
る
か
ら
)
な

)'1 

IJ 

四

特
別
な

行 日
tJJ: の

食
事

辛|

理II

1
1
1
1
 

1

1

 

τ
i
同
円
ヲ
'
口
u

2
月

3
日

q
u
n円、
υ
口
M

3
月
幻
日

4 
月

5
月
5
日

5 
月

20 19 
日日

7
月
M
日

l
J
2
 

;
l

l

 

正
月

雑
煮
(
モ
チ

・
シ
-
フ
サ
エ
ピ

・
ト
ウ

7
・
コ
ポ
ウ
・
子
イ

モ

・
ニ
ン
ジ
ン

・
大
級
)

お
せ
ち
(
エ
ビ
の
強
焼
、

の
キ
ズ
シ
、
ゴ

7

メ
、

ニ
ラ
ミ
鯛
の
尾
顕
ツ
キ

・
サ
パ

コ
ン
ニ
ャ
ク

・
コ

ン
ブ

・
豆
の
煮

物
な
ど
)

七
草
が
ゆ

節
分

節
句

(
春
の
七
平
を
集
め
て
お
か
ゆ
を
た
く
)

く
わ

い
の
炊
い
た
も
の

・
豆
の
炊
い
た
も
の

巻
舟
司
、
は
ら
舟
司
(
か
や
く
め
し
)

(
巻
舟
可
を
も
っ

て
網
船
の
あ
た
り
へ
行
っ
て
、
船
の
ま

わ
り
で
食
べ
伐
し
を
ぶ
つ
け
あ
っ
て
遊
ん
だ
り
も
し
た
)

- 8 

B

庄
主

ポ
タ
モ
チ

花
見

風
の
な
い
目
、
漁
を
休
ん
で
、
ゆ
が
い
た
ン
ャ
コ
、
弁
当

を
も

っ
て
.
家
紋
で
叩
子
附
や
夙
川
に
で
か
け
た

hv  ~ 

勿を L!IJ 
句

巻
血
対
司

赤
飯
、
カ
ソ
オ
の
生
ブ

y
を
あ
ま
く
炊
い
た
も
の
、

の
刺
身
(
得
A
H
い
の
と
き
)

赤
飯
、
ア
ナ
ゴ
の
つ
け
焼
き
、

(
夏
越
祭
)

精
進
料
別
勺

フ
リ

];.[ 
t~志川、

7

ナ
ガ
ソ
オ
の
つ
け
焼
き

1ft 

コ
ン
ニ
ャ
ク
干
い
も
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8
M

M
日

同
肝
ど
う
ふ

・
大
恨
の
に
し
め
主
ど

(
同
日
、
初
日
筑
の
家
は
小
さ
な
木
地
船
に
お
供
え
を
の
せ

て
流
す
。
同
日
は
「
粘
進
あ
げ
」
と
い
い
、
盆
の
矧
間
抑
…

を
休
ん
で
い
た
漁
師
が
仰
に
山
る
。
流
し
た
お
供
え
船
に

川
会
う
と
持
ち
帰
り
た
く
な
い
と
き
は

一
度
ひ
ろ
い
あ
げ

て
船
の
逆
側
へ
流
す
。
持
っ
て
帰
る
と
き
は
、

め
て
持

っ
て
仰
っ
た
。
)

百ι
lifi 

か
や
く
ご
は
ん

漁師の仕事着

一
旦
し
ず

9
月
川
日

の
す
き
焼
き

浜
然

赤
飯

・
か
し
わ
(
ね
肉
)

だ
ん
こ

・
子
い
ち
を
供
え
る

9
月
刊
日

月
見

J
1
3
1
 

《
‘，
J

フ
旬F
B

ポ
タ
モ
チ

昨
K
H昌子

'f

・1

五
、
漁
師
の
仕
事
着

立
は
腰
巻
ひ
と
つ
で
仕
事
を
し
た
。
春

・
秋
は
茶
色
の
7
分
納
シ
ャ
ツ

製
)
を
桔
た
。
「
パ
y
チ
」
と

い
う
名
称
の
ひ
J
U

で
結
ぶ
半
ズ
ボ
ン
に
「
ド
テ
ラ
」

と
い
う
腰
ま
で
の
分
厚
い
上
衣
を
活
た
。
一以
に
は
筒
状
町一
肌
巾
を
か
ぶ

っ
て
防

寒
し
た
~
。

腰
巻
は
哀
は
南
地
、
冬
は
綿
入
れ
で
作
り
.

沖
に
行
く
と
き
以
外
の
休
日
は
、

ス
ソ
に
刊
い
紘
が
入

っ
た
A
附
日
の
本
ユ
不
ル
製
の
も
の
を
者
問
し
た
。

ノ、

ア
ミ
の
手
入
れ

だ ア
つ ζ

た
。船

な
ど
グ〉

道
具
グ〉

千
人

i.'L 
カf

陸
に
い
る
と
き
の
漁
師
の
大
切
な
。

9 

4

5

日
漁
に
出
る
と
、
「
カ
シ
ア
ゲ
」
と
い
う
赤

上
の
よ
う
な
凶
ま
り
を
く
だ
い
て
入
れ
た
湯
で
た
い
て
、
庭
ゃ
あ
き
地
に
干
し

た
。
こ
う
す
る
と
、
ア
ミ
が
凶
く
な

っ
て
、
ヒ
キ
が
強
く
な
る
。
ま
た
、
破
れ

た
場
所
を
給
う
の
も
、
似

H
の
仕
事
だ

っ
た
。
漁
師
町
家
は
刺
下
の
ヒ
サ
ン
を

広
く
出
し
た
っ
く
り
に
主
っ
て
い
て
、
そ
の
下
を
ア
ミ
置
場
と
し
、
絡
い
も
こ

ア
ミ
は
l
池
山
の
内

こ
で
行
主
っ
た
。

船
ら
虫
が
つ
か
な
い
よ
う
に

一
月
に

一
回
ぐ
句
い
、
底
に
く
っ
つ

い
た
カ
キ

や
ア
オ
モ
を
は
が
し
‘
火
で
あ
ぶ

っ
て
子
入
れ
を
し
た
。
こ
れ
を
「
カ
ワ
卜
コ
」

と
呼
ん
だ
。

打
瀬
網
の
帆
は、

し
を
し
た
。

的
の
合
間
に
芦
屋
川
に
持

っ
て
い
き
、
円
止
で
踏
ん
で
楓
山
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七
、
漁
師
の

一
年
(
漁
業
暦
)

深

υ地
方
に
お
け
る
l
年
間
の
漁
の
械
チ
。

l
H

山
口
エ
ピ
ス
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
漁
を
休
ん
だ
。

2
月
北
風
が
強
く
、
漁
師
か
ら
は
雌
わ
れ
た
季
節
で
あ
る
。

風
を
う
ま
く
利
川
し
て
市
の
泉
州
ま
で
船
を
川
し
、
仕
か
ら
の
7

ゼ
(
市
刊
の
肌
)
で
比
品
川
に
反

っ
て
く
る
品
川
を
し
た
。

A
M
8

灯
頃

(
銑
の
同
川川
}
は
、
海
の
な
か
で
ド
ロ
が
わ
き
唱
く
さ
っ
た
よ
う
な

状
態
に
な
り
、
加
は
い胤

へ
移
動
す
る
た
め
、
品
川
は
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た
。

台
地
引
制
品
川
は、

日
ー
は
け
く
ら

い
ま
で
続
く
が
、
制
を
入
れ
て

L
探
訪
が
合

わ
な
く
も
っ
て
く
る
と
、
そ
の
年
の
泌
を
終
え
て
い
た
。

し
か
し
、

A
N

ハ
エ
ナ
ワ
漁
(
ア
ナ
ゴ

・
カ
レ
イ
)
ケ
タ
を
使
っ
た
打
漁
網
漁
(
カ
レ
イ

・

取
る
彼
物
は
季
節
に
よ

っ
て
変
え
た
が
.

ア
カ
ガ
イ

・
シ
ラ

サ
エ

ビ
)
は
、

ほ
ぽ

↑
守
中
行
主
わ
れ
て
い
た
。

〈註〉
本
航
は

一
九
九

一
刊

一
O
日
l
一
九
九

年
一一-
川
ま
で
の
特
別
肢
の

の
展
示
内
容
と
も
軍
複
し
ま
す
ロ

「さ
か

な
を
と
る
」

~t 

旧
本
庄
村
の
道
路
元
標

}'J 

治

吉」

史
料
町

l
任
問
究

U

神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
の
あ
る
神
戸
市
東
灘
区
は
、
昭
和
二
十
五
年
ご

九
五

O
)
に
旧

E
か
川
村
が
「
東
灘
区
」
と
し
て
発
足
し
、
神
戸
市
に
合
併

し
た
も
の
で
あ
る
。

川
五
か
川
村
と
は
、
明
治
二
十
二
年

三

八
八
九
)
に
市

制

・
川
村
制
が
施
行
さ
札
た
と
き
に
制陸
生
し
た
.
御
阪
川
目
古
村

・
魚
崎
村

(
後
に
魚
崎
町
)

・
本
山
村

・
本
庄
村
の
五
か
町
村
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
旧
川
村
名
は
、
合
併
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
伐
っ
て
い
る
。
川

名

・
学
校
名

・
公
附
名
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
が
、
道
端
の
μ
円
附
に
も
そ
れ
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
表
紙
の
写
真
が
そ
の
例
で
こ
札
は

「
道
路
元
椋
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
、
日
さ
は
山
部
ま
で
が
六
十
五
セ
ン
チ
で
、

一川
二
十
五
ヒ
ン
チ
、

奥
行
ご
11
6
t
ノ
チ
を
川
る
。
副
部
は
市
針
形
を
し
て
い
る
。
表
耐
に
は

「本

庄
村
道
路
元
椋
」
と
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。

明
治
新
政
府
は
、

明
治
九
年
(
一
八
七
六
)

に
悶
山
道
と
史
迫
と
の
制
度
を

定
め
、
道
路
即
時
U

備
を
は
じ
め
た
。
そ
し
て
法
に
悲
つ
く
道
路
官
邸
は
、
大
H

八

年

(
一
九

一
九
)
公
布
の
道
路
法
に
よ
リ
附
定
的
な
む
の
に
な
っ

た
。
こ
の

法
に
よ
っ
て
、
迫
川
町
は
凶
道

・
府
県
道

・
市
町
村
道
な
ど
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
等
級
を
定
め
て
、

叩U
明
者
や
山
口
川

nM刊
制
も
規
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
た

な
か
で
、
道
路
元
杭
は
為
市
町
村
に

一
側
ず
つ
世
く
こ
と
を
脱
近
し
、
そ
の
表

而
山・
央
に
は
市
町
村
名
と
そ
れ
に
続
け
て
「
道
路
元
税
」
の
文
字
を

一
行
に
し

て
刻
む
こ
と
に
な
っ

た
。
東
灘
区
に
は
他
に
同
型
の
も
の
と
し
て、

旧
制
吉
村

と
川
魚
崎
町
の
む
の
が
引
存
し
て
い
る
。

(
引
川
文
献

『灘
神
戸
地
方
史
の
研
究
』
若
林
泰
)

10 
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む
か
し
の
ふ
う
け
い

ー
国
道
必
号
線
の
で
き
る
こ
ろ
1

jJ'i: 

ヰキ

車

:
tr
i
f
t
-
1
 

4
千
島
由
ヲ

l

史
料
館
で
は
、
例
道
日
旧
日ザ
線
を
造
成
し
て
い
る
凶
の
航
空
写
真
を
所
蔵
し
て

い
る
。
こ
の
写
真
は
川
和
コ一
十
問
年
九

H
十
六

H
に
搬
彩
さ
れ
た
も
の
で
、
神

戸
市
来
部
か
ら
大
阪
市
新
淀
川
ま
で
を
写
し
て
お
り
.
全
て
揃
え
は
六
十
八
枚

に
な
る
が
、
史
料
館
で
所
践
し
て
い
る
の
は
そ
の
う
ち
の
五
十

一
枚
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
れ
句
の
写
只
は
刊
日
線
治
成
に
新
手
し
た
他
殺
折
返
綾
地
方
処
設

川
が
ア
ジ
ア
航
測
に
依
頼
し
て
船
ら
れ
た
ら
の
で
、
間
同
か
ら
史
料
航

へ
者
附

さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
持
つ
。
上
空
ヒ
六

O
れ
か
ら
セ
ス
ナ
機
で
船
影
し

一

枚
の
大
き
さ
は
縦
附
」
'
じ
勺
櫛
五
」
l

じ
勺
、
縮
尺
は
百
千
分
の

つ

附
認
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
こ
の

↑
セ
ッ
ト
し
か
呪
存
し
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
写
誌
の
不
ガ

b
奈
良
凶
立
文
化
財
研
究
所
が
委
託
を
受
け
永
久
保
存
し

て
い
る
が
#
公
開
の
た
め
、
日
古
川
に
山川市
一な
γ
J
内
ハ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

阪
林
間
の
大
動
脈

・
国
道
刊
号
線
が
造
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
頃
の
ま
ち
づ

く
リ
に
、
航
空
写
真
が
佐
川
さ
れ
る
と
い

7
、
ま
さ
に
都
市
川
州
に
航
空
字
以

が
仙
わ
れ
る
は
し
り
と

川
え
よ
う。

年
一
引
同
的
町
山
づ
只
に
比
べ
、
か
な
り
低
宅

か
ら
船
影
し
て
い
る
の
で
、
道
筋
や

二
戸
一
戸
の
家
は
も
ち
ろ
ん
、
路
上
を
行

き
交
う
人
や
中
ま
で
写
し
だ
さ
れ
て
い
る
。

今
回
紹
介
す
る
写
真
は
、
神
戸
深
訂
生
前
文
化
史
料
館
の
あ
る
深
江
間
辺
町

物
で
あ
る
。

γ
づ
民
的
中
央
を
J
e

ハ
ホ
に
走
る
太
い
山
酬
が
、
造
成
小
町
川
内
道
日
目
線
で
あ
る
。

だ
い
た
い
民
家
の
立
ち
退
き
む
済
み
.
道
路
の
務
地
に
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ

ぐ
ら
い
に
み
う
け
ら
れ
る
。
上
の
方
に
は
阪
神
屯
車
が
走
り
、
そ
の
』只
ん
中
に

深
訂
以
が
あ
る
。
駅
の
ホ
側
を
市
北
に
走
る
稲
荷
筋
(
仙
川
村
道
)
に
は
数
台
向

車
が
走
る
。
ら
ち
ろ
ん
、
大

H
村
判官
の
現
内
に
は
史
料
館
の
影
ち
形
も
主
い
。

日
前
川
の
河
川
の
船
市
り
に
は
数
多
く
の
漁
船
が
川
町
泊
し
て
い

る
(
ち
な
み
に
、

深
江
の
沢
の
四
め
立
て
が
始
ま
り
漁
協
が
解
散
し
た
の
は
昭
和
凶
イ
七
年
)
。

左
上
に
見
え
る
校
舎
と
グ
ラ
ン
ド
は
本
庄
小
学
校
で
‘
そ
の
商
に
は
旧
本
庄
村

役
場
(
引
本
庄
公
民
館
)
が
比
え
る
。
左
下
に
は
神
戸
市
船
大
学
の
学
合
や
グ

ラ
/
ド
が
写
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
昭
和
問
イ
二
内
に
保
存
が
決
定
さ
れ
た

進
徳
丸
の
安
は
ま
だ
な
い
。
が
、
昭
和
凹

q
に
設
問
さ
れ
た
陸
上
帆
船

・
昭
如

九
の
姿
は
凡
る
こ
と
が
で
き
る
(
昭
和
三
J
f

七
年
撤
収
)
昭
和
三
イ
六
年
に
開

校
さ
れ
た
東
灘
小
学
校
内
場
所
は
ま
だ

一
而
が
問
問
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
‘
こ

の
写
誌
に
は
採
れ
近
辺
の
昭
和
一二
十
年
代
な
か
ば
の
の
ど

か
な
胤
M
M
が
前
き
前
き
と
写
し
だ
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
写
其
は
‘

で
は
じ
め
て
公
開
さ
れ
た
。

?
A叫
J

平
成
二
年
の
特
別
展

「ザ

-
ひ
が
し
な
だ
」
展
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⑥船溜り

⑦阪神深江駅

⑨稲荷筋

⑨大日神社

⑬現東灘小学校付近

⑪造成中の国道43号線

①本庄小学校

②旧本庄村役場

(現本庄公民館)

①昭和丸(陸上帆船)

④神戸商船大学

⑤高橋川
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