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渡
部
毒
さ
ん
と
史
料
館
運
動

大

|盟

支

山
九
円
相
副
館

H

ん
似
部
さ
ん
が
逝
っ
た
。

『本
山
村
山
と
の
編
纂
に
は
な
く
て
は
も
ら
な
い
人
だ

っ
た
。
突
然
的
M
干
す

ぎ
る
他
界
を
惜
し
み

つ
つ
.
山
料
館
巡
品川
の
な
か
で
減
却
さ
ん
が
来
た
し
た
役

刻
を
以
彰
し
た
い
。

今
一史
言
う
ま
で
も
な
く
・

こ
の
史
料
館
は
、
地
域
内
人
た
ち
の
軌
芯
に
よ

っ

て
、
地
域
の
人
た
ち
の
た
め
に
挫
て
ら
れ
‘
そ
し
て
地
域
的
人
た
ち
に
よ
っ
て

狙
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
‘
こ
う
し
た
人
た
ち
は
.
私
を
合
的
て
、
火
料
館
以

外
に
本
米
の
何
事
を
持
ち
、

H
々
の
生
活
を
包
ん
で

い
る
。
「
羽
業
で
な
い
こ
と
」

が
業
組
向
上
で
は
同
時
々
な
限
界
を
持
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
「
羽
柴
で
な
い
こ
と
」

こ
そ
が
、
地
域
に
根
付
い
た
文
化
の
却
し
で
あ
る
こ
と
は
凝
い
主
ぃ
。
た
だ
、

長
ら
く
、
私
た
ち
は
将
来
で
な
い
こ
と
に
、

H
え
て
き
た
而
が
あ
っ
た
こ
と
は

耳
内
的
な
い
。

史
料
知
的
例
法
円
で
あ
る
川
辺
氏
人

M

川
館
民
が
、
ニ
ュ

l
ジ

l
-フ
〆
ド
に
よ

っ
た
川
町
和
六
ト
年
九
川
、
突
然
船
長
代
行
の
大
役
を
命
じ
ら
れ
た
私
は
、
伐

さ
れ
た
仲
川
と
.
今
後
に
つ
い
て
「
私
た
ち
が
何
を
な
し
た
か
で
は
な
く
‘
こ

れ
ま
で
な
せ
な
か

っ
た
も
」
と
に
.
ど
う
挑
戦
し
た
か
を
大
切
に
し
よ
う
」
と
話

し
あ
っ
た
。
成
以
そ
の
も
の
よ
リ
・
途
中
経
過
を
大
事
に
し
よ
う
と
い
う
安
勢

で
あ
る
。
川
辺
氏
と
い
う
プ
ラ
ン
ナ
を
失
っ
て
‘
私
た
ち
の
で
き
る
こ
と
は
、

山
分
た
ち
の
け
止
で
歩
く
こ
と
で
あ

っ
た
ロ
そ
れ
ま
で
の
よ
う
志
、
指
示
す
る
側

行
動
す
る

と
さ
れ
る
側
と
い
う
関
係
で
は
な
く
、
個
々
が
主
体
的
に
発
想
し
、

集
団
、

そ
れ
が
私
の
当
閣
の
目
標
と
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

た
だ
、
史
料
館
が
相
会
的
な
認
知
を
受
け
れ
ば
交
け
る
ほ
ど
‘
成
山
市
そ
の
も

の
が
川
わ
れ
る
の
は
‘
当
然
の
川
で
あ
る
。

T
皮
そ
の
こ
ろ
、
私
は
仕
山
中
で
必

J
U
多
忙
を
極
め
る
附
川
を
迎
え
て
い
た
。
も
と
も
と
怠
仰
な
私
は
、
忙
し
さ
に

か
ま
け
、
史
料
館
例
設
以
来
の
街
組
で
あ
る

『木
町
村
山
と

の

作
業
を
停
滞
さ

せ
、
史
料
館
に
ろ
く
に
飢
も
山
さ
な
い
附
則
が
続
い
た
。
そ
の

一
方
史
料
館
は

地
域
相
会
の
な
か
で
、
岡
山
火
山
料
保
存
機
凶
と
し
て
の
役
刑
J
U
背
負
い
始
め
て

い
た
。
そ
ん
な
時

『本
山
村
山
と

の

発
刊
を
悲
願
と
す
る
太
川
町
一正
抑

mw巾
長

会
」
附
)
が
強
力
な
助

っ
人
と
し
て
呼
ん
だ
の
が
械
部
さ
ん
で
あ

っ
た
。

実
に
凡
帳
而
で
、
十
引
他
な
方
で
あ

っ
た
。
頼
ん
だ
仕
事
は
‘
こ
ち
句
が
鰐
く

ほ
ど
の
丁
此
a
さ
と
年
さ
で
‘
処
思
し
て
頂
い
た
。
飢
を
合
わ
せ
る
皮
に
、
次
の

仕
事
の
出
促
を
さ
れ
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
に
逆
に
私
が
つ
い
て
行
け
ず
、
「
今
は

特
に
仕
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
な
ど
と
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

う
ち
、
自
分
か
ら
M
u
w
v
を
燃
し
て
、
次
々
此
質
主
史
料
務
理
を
さ
れ
た
。

平
成
元
年
十
二
月
、
本
終
的
に
編
纂
委
日
以
会
を
発
足
さ
せ
、
山
が
リ
な
り
に

ら
編
纂
本
業
が
次
の
ス
テ
y
プ
に
移
れ
た
の
も
・
地
部
さ
ん
が
準
備
さ
れ
た
作

業
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

思
え
ば
、
一
説
'怖
さ
ん
は
、
成
mー
そ
の
も
の
よ
り
、
途
中
経
過
を
屯
~ん
じ
ね
は

な
ら
な
か

っ
た
当
吋
の
史
料
館
の
限
界
と
、
史
料
館
が
相
会
的
必
知
を
さ
れ
‘

結
民
を
求
め
句
れ
る
耐
火
引
と
の
ギ
ヤ

y
プ
を
叫
め
る
役
川
を
判
っ
て
、
以
刊
中小ん

の
ご
と
く
史
料
航
に
小型
を
引
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
役
川
は
十
二
分
に
川市
た

さ
れ
た
。
そ
の
川、

当
初
の
私
の

H
論
見
以
上
に
、
品
い
ス
タ

y
7
は
多
彩
な

成
長
を
見
せ
て
く
れ
た
。

鋭
部
さ
ん
と
の
思
い
川
で
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
や
は
り
的
川
崎
八
柿
神
H

引
文

品川
町
舷
官
邸
で
あ
る
。
附
和
六
十

二
司
八
川
、

『本
陀
村
巾
と
紺
鎮
の
た
め
に
、

向
山
崎
八
附
神
剖
の
合
印
で
初
め
て
文
代
日を
引
見
し
た
川
に
は
、
勿
論
円
鉱
な
ど

2 -
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む
な
く
.
出
れ
の
た
め
に
文
川
町
政
成
が
急
激
に
進
行
中
で
あ
り
、
『小
平
陀
村
史
』

に
必
要
な
文
ドい
だ
け
を
附
位
す
る
'
」
と
が
.

か
え

っ
て
文
刊
の
破
岐
を
進
め
か

ね
な
い
状
況
だ

っ
た
。
そ
、」
で
魚
崎
財
産
区
特
別
山会
に
ご
無
理
を
お
願
い
し
て
、

会
占
を
史
料
館
に
的
川
し
、

新
修
神
戸
市
史
制
集
室
と
合
同
で
幣
副
引
を
行

っ
た
。

H
U
M
を
採
る
際
に
も
波
部
さ
ん
が
、

き
ぼ
り
が
ち
の
私
に
代
わ

っ
て
大
車
輪
の

目
録
が
山
米
、

返
却
期
限
が
迫
っ
て

ご
と
く
働
い
た
。

J
U
.
 

一
年
一
か
月
を
か
け
、

一
山
向
に
文
書
解
説
の
作
業
を
始
め
な
い
私
的
た
的
に
、

渡
部
さ
ん
は
五
千

山
'
余
り
も
の
火
山
H

を
丁
寧
に

一
任
ず
つ
読
み
返
し
、

『本
庄
村
史
』
に
必
要
主

文
」
刊
の
複
裂
を
取

っ
て
下
さ
っ
た
。
歴
史
学
を
専
門
に
干
は
れ
た
方
で
は
な
い

グ〕

そ
の
同
断
の
的
確
さ
に
は
舌
を
巻
い
た
。

く
ず
し
J

J
U

急
速
に

一札
め
る
よ
う
に
な
ら
れ
、

こ
れ
は
と
思
う
史
料
の
コ
ピ

を
収
リ
出
し
て
は
凶
旧
制
別
紙
を
黙
々
と
埋
め
て
お
ら
れ
た
。
中
澗
な
作
業
を

不
平

一
つ

けわ
ず
こ
な
さ
れ
る
姿
に
、

鋭
的
下
が
る
思
い
を
何
度
む
し
た
。

川
回
以
で
釘
頼
で
き
る
仕
事
ぷ
り
は
、

長
年
勤
務
し
て
い
た
芦
回
市
か
ら
も
日

外
郭
同
体
の
仕
事
も
任
さ
れ
、

多
忙
に
も
附
わ
ら
ず
、

史
料
航

く
河
川
さ
れ

に
は
き

っ
ち
り
け
止
を
巡
ん
で
ド
さ

っ
た
。
体
訓
を
山
附
さ
れ
て
か
ら
J
U
、
こ
ち
ら

が
波
部
さ
ん
の
体
調
を
気
泣
う
似
に
随
分
と
史
料
幣
型
を
さ
れ
た
~
。

先

お

心
J
川
を

rし
上
げ
た
仙川
に
は
、

今
午
の
在

「
岐
か
く
な

っ
た
り
、
ま
た
行
か
せ
て

そ
れ
が
.

と
お

っ
し
ゃ
っ
た
.

私
の
波
部
さ
ん
と
交
わ
し
た
A
f

も
ら
い
ま
す」

引
円
以
後
阿

川市
市
と
な

っ
た
。

あ
と
で
聞
い
た
、
」
と
だ
が
、

化
問
迫
る
小
で、

岐
部
さ
ん
は
ほ
と
ん
ど
う
わ

け
の
よ
う
に
「
机
の

t
の
i
H
文
♂
の
写
し
を
」

と
家
紋
に
い
わ
れ
た
そ
う
で

技
部
さ
ん
の
点
任
感
肉
強
さ
を
改
め
て
知
句
さ
れ
た
思
い
だ
。

今
、
岐
部
さ
ん
と

一
緒
に

みめ
'
A
V

。

『本
庄
村
山
と

発
刊
を
祝
え
な
か

っ
た
こ
と
が
、

『本
庄
村
山

t

川
に

つ
け
て
も
残
念
で
な
句
な
い
。

一
日

b
u十
く

を
刊
行
し
‘

抽
J

川
に
弔
す
る
こ
と
し
か
、

で
き
な
く
な

っ
た
こ
と
が
不
条
町
に
思
え
て
な
ら

改
め
て
泌
加
さ
ん
の
冥
一加
を
桁
り
た
い
。

合
掌

c
、
。

犬
d
L

生
活
文
化
史
料
館
と
父てEプ

ロ

子

}ll 

永

お
へ
の
生
前
の
皆
昨
悼
の
ご
厚
引
に
改
め

去
る
四
月

一
日
に
逝
き
ま
し
た
父
、

て
御
礼
巾
し
上
げ
ま
す
。

ハ
え
が
残
し
た
の
は
、
資
料
の
袋
の
山
で
コ
ピ
と
原
稿
用
紙
だ
ら
け
で
す
。

ど
こ
か
ら
干
を
つ
け
て
よ
い
も
の
や
ら
、
ま
が
生
き
巡
っ
て
務
理
す
る
わ
け
が

な
い
の
で
す
が
、
未
だ
に
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
す
。
ま
だ
ま
だ
勉
強
し
た
か
っ

た
ら
し
く
、
こ
の
年
明
け
に
も
際
稿
用
紙
だ
の
フ
ロ

ッ
ピ
ー
だ
の
と
口
い
に
山

か
け
て
お
り
ま
し
た
。

川U
い
返
せ
ば
、
我
が
家
と
深
江
と
の
お
つ
き
あ
い
は
昭
和
五
十
五
年
夏
、

史
料
室
の
誕
生
山
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
史
料
率
は
史
料
館
と
し
て

大
き
く
な
リ
、
附
和
六
十
二
年
、
私
に
か
わ

っ
て
初
め
て
父
は
太
川
町
一正
雄
氏

に
お
会
い
し
ま
し
た
。
「せ

っ
か
ち
な
人
ゃ
な
あ
J

(太
田
民
一さ
ん
ご
め
ん
な

さ
い
)
と

い
い
な

が

ら

も

ど

こ
か
'日
分
の
父
鋭
を
比
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
、

と
て
も
信
頼
し
て
お
り
ま
し
た
。
火
料
館
に
ら
行
き
来
す
る
う
ち
に
父
の
も

っ

て
い
た
人
の
輸
が
大
き
く
な

っ
た
よ
う
で
し
た
。

一
方
、
住
ま
い
、
勤
め
た
芦
尾
と
の
つ
き
あ
い
J
U
州
十
日
可
、
山
を
背
に
れ

い、

目
前
に
は
大
阪
湾
が
広
が
り
‘
き
れ
い
主
水
と
紋
に
凶
ま
れ
た
戸
佳
か
ら

神
戸

・
明
石
町
辿
リ
ま
で
が
本
当
に
大

M
き
で
し
た
。
水
道
の
伎
術
如
何
人
が

「戸
川町
市
水
道
辿
水
百
十
年
史
」
(
干
成
元
年
刊
)
の
た
め
の
資
料
集
め
を
し

て
い
く
中
で
、
人
と
の
交
わ
り
ゃ
古
文
科
と
の
出
会
い
に
年
巾
姿
も
な
く
ワ
ク

ワ
7
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
涼
訂
と
芦
屋
と
は
「
水
」
を
一泊

し
て
ら
古
い
同
代
か
ら
関
わ
リ
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
ら

つ
と
さ
ま
ざ
ま
な
関

- 3-
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わ
リ
A
H
い
を
教
え
て
く
れ
る
古
文
引
け
に
も
自
分
な
り
の
こ
だ
わ
り
が
あ

っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
い
つ
の
ま
に
か
地
域
火
を
選
ん
で
い
た
の
は
.
過
ご
し
て

き
た
環
涜
と
性
僚
に
よ
る
も
の
だ
と
思

っ
て

い
ま
す
。
先
的

「
通
水
此
」
に
参

加
で
き
た
こ
と
や
「
戸
屈
の
う
つ
リ
か
わ
り
」
(
平
成
二
年
刊
)
に
関
わ
れ
た

こ
と
Ju.

い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
よ
か

っ
た
な
あ
と
思

っ
て
い
ま
す
。

四
月
二
日
に
生
ま
れ
.

一
日
に
亡
く
な
る
ま
で
九
七
」
1

年
の
問
に
は
、
さ
ま

さ
ま
な
山
む
谷
も
あ
り
ま
し
た
。
今
担
え
ば
、
火
料
館
で
十
日
文叩一
H

に
山
会

っ
た

こ
と
が
、
父
に
と
っ
て
は
人
性
で
以
後
の
没
以
で
き
る
楽
し
み
と
主
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

ボ
a
成
=
午
六
円
.
突
帥
"
の
品
川
病
か
ら
入
院
、
八
日
の
干
術
、
そ
の
後
の
人
単

院
と
印
か
二
午
の
川
で
し
た
が
こ
の
川
皆
川
相
に
は
ご
心
配
を
お
か
け
し
.
ま
た

励
ま
し
の
お
・
い
と
ば
を
い
た
だ
き
ま
し
て
本
丸
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

術

後

の

秋

す

っ
か
り
元
討
に
な
リ
.
同
年
作
か
ら
は
、
ま
た
史
料
館
に
出

か
け
て
し行
文
計
を
手
懸
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
し
た
か
句

昨
午
十
.
川
辺
院
の
川
に
は
史
料
の
与
し
と
以
前
川
紙
で
包
み
が

一
つ
で
き
て

お
り
ま
し
た
の
に
。

ぷ
だ
に
何
か
し
て
お
り
ま
し
で
も
後
ろ
か
ら
「
お

い
J

と
戸
が
山
こ
え
そ

う
な
毎
日
で
す
。
先
日
も
史
料
館

へ
お
問
い
し
ま
し
た
ら
、
「
あ
そ
こ
の
附
段

か
句
降
リ
て
き
そ
う
で
‘
ま
だ
信
じ
ら
れ

へ
ん
で
す
よ
J
と
立
っ
て
い
た
だ
き
.

改
め
て
縦
し
く
し
て

い
た
だ
い
て
い
た
-
」
と
を
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。

父
の
「
外
刷
」
を
あ
ま
リ
知
ら
な
い
の
で
す
が
、
而

h
い
と
い
う
印
総
は
主

い
の
だ
ろ
う
主
と
也
い
ま
す
。
小
川
で
日
の
大
き
い
、
と

つ
つ
き
に
く
そ
う
な

お
じ
さ
ん
じ
ゃ
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
H
H
く
お
つ
き
あ
い
い
た
だ
い
て
は
じ

め
て
良
さ
と
い
う
か
昧
が
わ
か
る
と

い
う
人
で
し
た
~
。
一象の
中
で
は
、
人
に
J
U

胤
し
い
か
わ
り
に
向
分
に
も
献
し
い
人
で
し
た
か
ら
・
私
が
子
供
の
頃
に
は
、

主
ん
と
而
煩
の
ガ
ン
コ
お
や
じ
だ
ろ
う
と
川じ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
相
当
大
き
く

も
っ
て
か
ら
、
他
所
般
に
対
し
て
は
「
外
而
」
の
い

い
人
だ
と
知

っ
た
次
第
で
す
。

と
リ
と
め
ら
主
〈
思
い

つ
く
ま
ま
に
引
い
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
ま
た
新
た

に
始
ま

っ
た
深
日
の
街
で
の
人
と
ふ
れ
あ
い
の
大
き
な
愉
に
忠
ま
れ
た
こ
と
‘

本
当
に
忍
ん
で
い
た
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
て
有
賄
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

大
花
十
一
年
間
川
二
日

附
和
十
六
年
三
月

附
利
十
九

q九
川

月
日
ト
L
ド
L

l

山
平
」
11
引

7
J

川
町
利
二

4
司

一
月
十
日

昭
和
二
十
年

E
H

附
利
二
十
年
八
月

昭
和
二
十
三
年
七
円

mM刊
二
十
三
年
十
月

附
和
丸
十

一
年
三
月

昭
和
日
十

一
年
四
月

山川和
六
十

一
年
三
月

昭
和
六
十
二
年
五
円

ur
i
x
vじ
E
l
u
マ1

4
b
7
1
H
j
 

平
成
三
年
十
月

平
成
五
年
四
月

一
日

渡t
部2

喜
氏

田各

歴

大
阪
市
に
生
ま
れ
る

大
阪
府
主
生
野
中
学

(
川
制
}
卒
業

宇
部

1
栄
町
叶
門
学
校
機
械
利
一叫
山
N
LAvf
1
7

8
卒
業

ト
ヨ
タ
自
動
耶
工
業
附
入
村
愛
知
川町
刈
谷
勤
務

召
集
に
よ
り
広
九
第
二
部
隊
入
隊

術
開
川町
折
尾
へ
転
M
帆

折
尾
に
て
終
戦
を
迎
え
る
再
び
愛
知
川町
刈
谷
へ

ト
ヨ
タ
自
動
車
道
職

山ド
い伸一
市
役
所
入
所
ホ
非
北
勤
務

戸
届
市
建
設
部
を
迅
峨

側
恒
和
設
備
工
業
に
入
相

同
制

引

返

戸
屋
市
水
道
部
附
託
勤
務
こ

の
矧
よ
リ
火
料
館
に

戸
屋
市
水
道
サ
ー
ビ
ス
協
会
発
足

同
協
会
へ
勤
続

六
月

発

病

治

療

の
た
め
過
峨

午
後
五
時
五
十
五
分

氷

川
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原

正

深
江
の
漁
具

ー
史
料
館
所
蔵
の
漁
具
に
つ
い
て

柏

一
、
は
じ
め
に

神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
に
は
数
多
く
の
民
具
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
な

か
で
も
深
江
の
浜
で
附
和
凶
十
七
年
以
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
漁
具
は
現
証
す

っ
か
り
対
観
を
変
え
て
し
ま

っ
た
海
辺
町
線
干
を
伝
え
る
資
料
で
あ
る
。

深
江
で
行
わ
れ
て

い
た
漁
業
に

つ
い
て
は
、
「
本
庄
村
山
ι
」

編
纂
に
お
け
る

民
俗
調
布H
が
行
わ
れ
て
お
り
‘
平
成
三

4
皮
肉
特
別
展
「
魚
を
と
る
」
で
ら
そ

の
成
川市
に
つ
い
て
展
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
び
録
者
は
、
深
江
で
使
わ
れ
て
き
た
漁
具
に

つ
い
て
観
殺
す
る
機
会

を
得
て
、
順
次
実
測
作
業
等
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
興
味

を
持

っ
た
こ
つ
の
漁
具
、

「
モ
ン
ド
リ
カ
ゴ
」
と
「
タ
コ
ツ
ポ
」
に

つ
い
て

気
づ
い
た
点
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

二
、
モ
ン
ド
リ
カ
ゴ

(図

1
・
表
紙
写
真
)

魚
を
捕
ま
え
る
カ
ゴ
で
、
酒
の

E
A口
瓶
に
似
た
形
を
し
て
い
る
。
川
や
海
の

流
れ
に
沿

っ
て
く
る
魚
介
類
が
入
り
込
む
と
こ
ろ
を
、
後
戻
り
で
き
な
い
習
性

を
利
用
し
て
捕
ま
え
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
主
漁
を
捕
他
用
の
カ
ゴ
の
名
称
か

ら
「
笠
(
ウ
ケ
)
漁
」
と
呼
び
、
全
国
各
地
で
カ
ニ
ウ
ナ
ギ

・
ア
ナ
ゴ
な
ど

を
揃
倍
す
る
の
に
行
わ
れ
て
い
る
。

史
料
館
所
蔵
の
答
は
‘
地
元
で
は
「
モ
ン
ド
リ
カ
ゴ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

氏

ア
ナ
ゴ
漁
の
た
め
使
用
さ
れ
た
も
の
で
.
全
長
は
三
十
八
八
聞
を
測
る
。
瓶

の
底
に
あ
た
る
部
分
が
附
い
て
お
り
、
こ
ニ
か
句
魚
が
人
る
。
全
体
は
正
円
形

で
直
径
は
十
二

・
八
/
十

四
/
三

・
四
聞
の
先
制
り
、
底
部
の
内
側
は
道
三

角
鐙
の
地
ゴ
を
入
れ
込
ん
だ
二
重
栴
造
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
身
の
制
い
白
川は

身
動
き
が
出
米
な
く
な
る
臼
組
み
で
あ
る
。
ま
た
、
先
端
に
は
綿
を
束
ね
た
絵

が
し
て
あ
り
、

捕
ま
え
た
魚
は
こ
こ
か
ら
抜
き
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

本
体
は
、

節
を
抜

い
た
二
本
の
竹
筒
に
よ

っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
外
部
(
図

i
下
半
部
)
で
は
、
竹
の
片
側
だ
け
を
制
く
十
=
一
等
分
し
て
升
と
し
、
竹
の
翰

与

I 0，・o 

- 5ー

モンドリ カゴ(柏原実測)図 1
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を
編
み
毘
ね
て
阿
剣
形
を
形
作
る
。
適
度
に
本
が
政
け
る
よ
う
に
目
を
附
け
て

お
り
、
軍
ね
方
は
縦
軸
航
軌
双
五
を
交
五
に
飢
み
A
H
わ
す
バ
タ
ー
ン
を
と
る
。

削
ら
ず
に
残
し
た
竹
町
部
分
が
仰
を
抜
く
先
端
と
な
る
。

内
部
(
州

1
1半
部
)
は
‘
直
径
三

・
六
聞
の
竹
を
同
じ
く
片
側
だ
け
十
三

等
分
に
制
り
、
円
相
即
土
に
編
ん
で
あ
る
。

外
部
の
底
か
ら
柿
入
し
て
、

日
の
部

分
を
針
金
で
回
'
正
し
て
い
る
。
外
部
と
同
じ
く
交
互
に
組
み
合
わ
し
て
編
ん
で

行
く
が
、

一
本
の
納
品
刊
の
師
二

川
と
ず
い
ぶ
ん
制
い
ロ
別
ら
ず
筒
状
に
伐
し
た

片
側
は
長
さ
」
l

・
四

m
で
、
内
部
に
仙
川が

一
度
入
り
込
ん
で
か
ら
、
後
戻
り
し

に
く
い
よ
う
先
端
ま
で
注
し
て
い
主
い
。
表
耐
は
い
ぶ
し
て
以
化
さ
せ
、
仕
上

げ
て
い
る
。

山
中
純
に
沈
れ
を
必
耐
久
と
す
る
こ
と
を
宅
地
す
れ
は
川
仰
の
ほ
う
が
辿
し
て

い
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
本
絡
的
な
尚
一
だ
け
で
な
く
、
内
凶
作
業
の
合
間
に
水
路

に
笠
を
沈
め
て
ド
ジ
ョ
ウ
な
ど
を
捕
る
こ
と
は
比
較
的
よ
く
行
な
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
尼
崎
で
は
漁
民
が
ウ
ナ
ギ
漁
に
使
用
し
て
お
り
、
タ
コ
ツ
ボ
と
同
じ
く

枠
制
に
く
く
り
付
け
て
沖
合
に
沈
め
て
州
彼
し
て
い
た
と
い
う
。

ん体

U
で
は
よ
く
浜
辺
に
沈
め
で
あ
っ
た
そ
う
で
、

川
リ
に
似
わ
れ
て
い
た
以
外
的
詳
細
は
不
川
だ
が
、

漁
法
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

一
、
タ
コ
ツ
ボ

(図
2
・
写
真
1

大
阪
湾
沿
山
で
は
多
く
の
地
区
で
み
ら
れ
、

治
川
が
タ
コ
ソ
ボ
に
よ
る
品
川
を
行

っ
て
い
る
。

涼
川
以
で
使
わ
れ
て
い
た
タ
コ
ツ
ポ
は

る
カf

告
を
使

っ
た
タ
コ
仰
は
あ
ま
り

J

悦
ん
で
は
な
く

な
お
深
口
で
は
副
次
的
な
ら
の
だ
が

カ
ニ
を
仰
と

な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
て
針
に
く
く
リ
付
け
タ
コ
を
釣
る
ぬ
も
あ
っ
た
。

史
料
舶
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
タ
コ
ソ
ボ
は

こ
の
資
料
も
海
で
ア
ナ
ゴ

什
手
間
的
な
色
彩
の
強
い

明
石
や
泉
州
で
は
今

L
多
く
の

一
以
だ
け
を
収
政

・
川出
示
し
て
い

数
料
し
か
行

っ
て
い

全
長
二
十
五

・
五

m
を
測
る
索

タコツポ(藤川撮影)写真 1

- 6ー

焼
き
の
査
で
あ
る
。
広
口
・

平
底
で、

胴
部
分
が
少
し
張
る
。
口
縁
の
直
径
十

二

m
・
底
部
後
九
・
八
四
、
胴
の
最
大
径
十
四
八
聞
を
そ
れ
ぞ
れ
測
る
。
口

縁
部
分
は
外
に
聞
き
、
こ
こ
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
紐
(
枝
縄
)
を
く
く
リ
つ

け
る
。
ナ
イ
ロ
ン
の
紙
を
編
ん
だ
も
の
で
、
口
織
を
日
間
し
て
あ
る
ほ
か
に
も

う

一
本
別
の
組
を
通
し
て
よ
リ
頑
女
に
し
て
あ
る
。

外
側
の
緋
聞
は
な
め
ら
か
だ
が
、
内
而
に
は
読
を
作
る
時
に
初
み
上
げ
た
粘

土
の
接
合
痕
跡
が
残

っ
て
い
る
。
ま
た
底
の
外
而
に
は
「
ほ
」
の
文
字
が
引
か

れ
て
い
る
が
、
査
を
引
き
上
げ
た
と
き
判
別
で
き
る
工
夫
で
あ
ろ
う
か
。

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
タ
コ
ソ
ボ
は
、

明
石
型
・
伊
予
型

・
讃
岐
虫
の
大
き

く

3
つ
の
形
態
に
分
知
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
使
川

す
る
漁
場
町
性
質
に
よ
る
も
の
で

一u
い
出
問
え
れ
ば
ア
コ
ソ
ポ
が
部
放
先
に
合

わ
せ
て
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
タ
コ
ツ
ボ
は
明
石
引
に
侃
す

る
も
の
で
.
測
の
流
れ
が
迎
い
漁
場
を
反
映
し
て
、

安
定
性
の
-H
川
い
ズ
ン
ド
ウ

形
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
形
態
の
ソ
ボ
は
、
兵
庫
県
の
慌
磨
灘
か
ら
大
阪
湾
沿

岸
の
泉
州
・
和
歌
山
に
か
け
て
分
布
し
て
い
る
。
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回
、
お
わ
り
に

容
を
使
っ
て
加
を
採

っ
た
り
、
タ
コ
を
州
ま
え
る
た
め
に
程
を
用

い
る
漁
法

は
、
よ
n
く
弥
生
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
ら
に
磁
物
的
自
性
を
利

用
す
る
漁
で
あ
リ
.
人
聞
が
こ
れ
ら
の
利
性
を
古
く
か
句
知

っ
て
い
た
こ
と
は
、

人
間
の
知
忠
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
る
。
史
料
館
に
泊
さ
れ
た
漁
具
と
と
も
に、

出
山
仰
川
の

一一
向
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
た
阪
神
間
で
は
姿
を
出
し
て
し

ま
っ
た
漁
業
の
昨
日
子
を
知
る
上
で
む
世
主
主
資
料
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
漁
は
当
時
の
深
江
に
お
い
て
主
洗
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
な
か

っ
た
。
組
織
的
な
地
曳
き
網
漁
が
主
体
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
網
の
入 タユツポ(柏原実測)図2

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
附
則
に
行
な

っ
て
い
た
か
.
綱
元
に

M
さ
な
い
漁
師
が

行
な
っ
て

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
独
立
的
な
抽
出
仰
の
行
在
に
つ
い

て
は
、
阪
神
間
で
も
あ
ち
こ
ち
で
雌
認
さ
れ
て
お
リ、

今
後
機
会
を
改
め
て
前

交
し
て
み
た
い
。

今
何
紹
介
し
た
以
外
の
ぬ
け
A

に
つ
い
て
も
順
次
実
測
を
行

っ
て
お
リ
.
機
会

を
改
め
て
報
告
す
る
。
ま
た
、
当
時
深
訂
で
行
わ
れ
て
い
た
只
体
的
な
漁
法
な

ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
報
告
が
あ
る
た
め
本
航
で
は
く
わ
し
く
触
れ
な
か

っ
た
。
以
前
向
報
文
を
参
附
し
て
い
た
だ
け
れ
は
辛
い
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
資
料
紛
介
に
当
た
っ
て
は
、
本
庄
村
山
編
纂
委
円以
会
民
俗
判中
立

山恨
の
諸
氏
に
数
多
く
の
ご
教
示
を
得
た
。
ま
た
資
料
の
写
真
搬
彩
は
藤
川
祐
作

研
究
員
の
手
を
煩
わ
せ
た
。
文
末
な
が
ら
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

本
人
の
知
識
不
足
と
吋
聞
の
制
約
か
ら
、
不
十
分
な
内
容
で
あ
る
こ
と
は
自
認

し
て
お
り
‘
引
き
続
き
淵
査
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
資
料
的
図
化

に
お
け
る
ご
批
判
号
も
合
的
て
、

み
な
さ
ま
の
線
々
な
ご
立
凡
ご
教
示
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
中
し
上
げ
ま
す
。

- 7ー

〈
参
考
文
献
v

〈〉
小
林
茂
「
笠
」

『民
共
研
究
ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
』

維
山
附

(
一
九
八
五
)

〈〉三
枚
妙
子

「
た
こ
っ
ぽ
(
タ
コ
蛮
)
」

『民
共
実
測
図
的
方
法
(
漁
具
編
)』

神
奈
川
大
学
日
本
市
民
文
化
研
究
所
調
査
報
告
第
口
集

ご

九
八
九
)

〈〉
其

野

修

「
原
始

・
古
代
的
飯
蛸
壷
縄
漁
の
検
討
」

『神
戸
古
代
史
』
8
号

神
戸
古
代
史
研
究
会
(
一
九
八
九
)

〈〉
望
月
友
二

・
下
久
保
忠
子
「
深
江
の
漁
業
に
つ

い
て
」

『生
活
文
化
史
』
山

号

神

戸
深
訂
生
活
文
化
史
料
館
(
一
九
九

二

〈〉
下
久
保
息
子
「
深
江
の
漁
業
に
つ
い
て
(
そ
の
2
)
」
『生
活
文
化
史
』
げ
号

神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館

(
一
九
九
二
)

〈〉
森

隆

明

司尼
崎
の
品
川
業
』

尼
崎
市
教
育
委
員
会
(
一
九
八
八
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神
戸
市
東
灘
区
深
江
地
域
の

路
傍
の
石
造
遺
物
分
布
調
査
報
告

望

史
料
館

h
問
研
究

u

月

『本
庄
村
史
』
制
鎮
の

一
れ
と
し
て
石
造
泣
物
洲
市
川
を
進
め
て
い
る
。
石
造

泣

物

は

元

米

信
仰
の
対
象
と
し
て
造
立
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の
所

在
地
は
当
初
の
筑
内
地
や
芯
地
主
ど
に
よ
く
児
ら
れ
る
。
し
か
し
、

苦
段
見
逃

し
て
い
る
町
の
な
か
に
も
、
地
蔵
盆
の
附
な
ど
に
は
飾
り
付
け
ら
れ
て
目
主
つ

の
で
、
こ
ん
な
所
に
も
あ
る
の
か
と
思
う
こ
と
が
多
い
。
今
回
は
、
そ
う
し
た

路
傍
に
所
在
す
る
石
造
造
物
の
分
布
訓
賀
町
報
告
を
し
た
い
。
よ
っ
て
、
首
相
・

民
地

・
側
人
宅
内
の
物
は
、
除
外
し
て
い
る
。
写
真
船
形

・
桁
本
は
望
月
が
行

っ
た
。
な
お
、

側
々

の
得
H
V
は
、
分
布
地
凶
の
許
可
に
対
比
す
る。

o
h
1
 

*
一州
在
地
・
本
庄
町
三

1
日

本
庄
町
公
附
内
北
側
人
リ
H
付
近

-

一
石
日
輪
出
川
十
三

・
長
足
形

一
石

H
愉
応
十
四
石
仏
(
す
べ
て
弥

IK
如
来

か
?
)
七

・
石
椋

一
・
そ
の
他
二

総
数
三
十
七
。
石
仏
、

一
石
五
輪
出情
と
も

室
町
時
代
の
頃
と
也
わ
れ
る
。
佐
川
辺
物
の
計
測
他
は
、
別
の
機
会
に

一
覧
に
し

て
抑
止
口
す
る
千
定
で
あ
る
の
で
.
こ
こ
で
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
大
半
は

総
河
口
」
l
m
か
ら
」
ハ

l
m
の
物
で
あ
る
。
石
仏
は
風
化
の
た
め
、
山
陣
容
は
不
明
。

昭
和
十
凶
年
の
民
同
抽
出
明
の
昨
に
、
出
前
川
の
見
防
付
近
か
句
山
士
し
た
と
い

わ
れ
て

い
る
。
地
蔵
訟
の
附
に
は
公
附
内
で
彼
抑
り
が
行
わ
れ
る
。

o
h
2
 

本
所
在
地
。

派
江
北
町
四
丁
目

白
鴎
怖
の
す
ぐ
束
、
高
橋
川
の
雨
。

i告

石仏N.l 

-
近
代
に
な

っ
て
作
ら
れ
た
、

o
h
3
 

*
所
在
地
深
江
北
町
四
丁
目
高
橋
川
と
要
玄
苛
川
の
合
流
地
点
北
側
。

-
仏
像
が
防
刻
さ
れ
た
板
仰

一
基
(
総
市
八
十
五
叩
)
と

一
石
五
輪
慌
が
二
法
。

板
仰
は
室
町
附
代
の
物
と
忠
わ
れ
る
。
矧
部
は
山
形
で
、
風
化
で
仙
剛
容
が
わ
か

り
に
く
い
が
、

日以
に
冠
の
よ
う
な
形
が
児
ら
れ
る
こ
と
か
ら
大
日
如
米
と
思
わ

れ
る
。
両
脇
の

一
石
五
輪
出
畑
は
、
向

っ
て
左
側
が
総
市
凹
イ
三

m
で
完
形
。
右

側
は
笠
風
輪
の
み
で
現
高
十
五

m
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
材
質
は
花
尚
岩
。

o
h
4
 

*
所
在
地

・
深
江
北
町
四
丁

目

阪

神
屯
草
深
訂
駅
北
、
通
称
稲
荷
筋
か
ら
凶

へ
路
地
を
入

っ
た
と
こ
ろ
。

-
近
代
の
石
仏
が

一
器
犯
ら
れ
て
い
る
。

o
h
5
 

*
所
副
地
法
泊
北
町
三

1
目
阪
神
屯
車
保
訂
駅
化
、

ぬ

4
の
反
対
側
の
筋
を
入
っ
た
北
側
。

-
花
山
岡
山石
製
の
完
形
の

一
石
五
輪
出
引
が

一
基
と
、

地
蔵
石
仏
を
二
器
犯
っ
て
い
る
。

8 -

辿
称
稲
荷
筋
よ
り

砂
岩
製
の

一
石
五
輪
駐
の
笠
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;だ輔、恥

機鱗議
~'}!\哨EE守:

肌
愉
却
が
化
ら
れ
て
い
る
。
花
山
附
山
口
川
町
の
方
は
、

総
出
四
十
八
開
。
や
や
破
加

が
日
立
つ
が
.

ほ
ぽ
完
形
。
砂
山村
町
tH
は‘

現一
日川
J
1

七
聞
で
あ
る
。
空
風
拾
の

ど
ち
ら
も
室
町
時
代
的
物
か
、

や
や
砂
山村
刷
棋
の
方

形
は
上川
刊
州
を
は
必
じ
さ
せ
る
。

が
ト
リ
い
と
思
わ
れ
る
。

o
h
6
 

本
所
在
地

深

日

北

町

6
丁
目

阪
神
深
江
駅
西
踏
切
北
京
向
。

-
近
代
に
な

っ
て
か
句
世
ら
れ
た
地
必
石
仏
が
-
一法
。

板碑N.3 拓本(12.5%に縮小)N.3 

.' 

" ・一・ :念品主-C4L“

N.5 砂岩製一石五輔塔空風輸部

， 

o
h
7
 

*
所
在
地
深
江
本
町
三
丁
目

E
I--
。

立
a
円
山

H'

・
辿
称
‘
同
州
り
松
地
蔵
。
近
代
に
な

っ
て
か
ら
た
て
ら
れ
た
石
仏

一
基
と
、

石
五
輪
出
引
が
凶
十
九
基
。

一
石
五
輪
俗
は
い
ず
れ
も
花
尚
岩
製
。
お
泣
物
の
汎

10 

旧
浜
街
道
と
お
絹
川
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
化関前、 一石五輪塔左塔N.7 
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川
直
立
、

i
l
l
 別
の
機
会
に

一
覧
に
し
て
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
‘

引
H
M
m
さ
せ
て
い
た
だ
く。

総
市
は
‘

山
十
聞
か

句
六
十
聞

の
物
が
多
い
。

辺
リ
に
散
す
机
し
て
い
た
も
の
を

一
ケ
所
に
集
め
て
叩

っ
て
い
る
。
日刊
の
的
に
あ

る
て
基
は
本
的
情
担
。

'hw
a
 

向
っ
て
右
の
物
に
は
‘

々
打
出
向
方
に
党
字
が
刻
ま
れ
て
い

」
こ
で
は

」

ITJ 調前、 一石五輪培右塔N.7 石仏N.8 

o
h
8
 

*
所
有
地
派
口
北
町
二
T
H
東
灘
小
中
校
出
来
約
J
R
治
い
。

-
光
背
を
備
え
た
弥
陀
如
来
と
忠
わ
れ
る
石
仏
が

一
法
。
総
前
日
十
六

叩

風

化
が
激
し
く
、
出
陣
容
は
判
別
し
に
く
い
。
花
山間
山口
製
。

O
陥

9

*
所
在
地
一
深
江
本
町
三
丁
目
通
称
札
場
筋
沿
い
凶
の
歩
道
上
。

-
A
n
掌
印
を
し
た
首
か
ら
下
の
部
分
の
花
向
山
石
製
町
石
仏
的
上
に
、
砂
岩
製
の

頭
部
の
石
仏
を
乗
せ
て
い
る
。
他
に

一
石
五
輪
防
(
部
分
)
が
凶
基
と
、
反
花

の
あ
る
基
附
叫
が

一
法
制
札
ら
れ
て
い
る
。

-北uは
地
蔵
盆
の
時
に
数
珠
繰
り
を
し
て
い
た
。
も
う
大
分
前
か
ら
行
わ
れ
て

い
な
い
。
数
珠
は
現
在
磯
野
家
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

* 0 jifr N. 
;(1: 10 
地

I菜
口
北
関I

丁
目

本
庄
町
巾・
公
附
市
‘

路
地
入
り
口
。

- 11 

石仏N.9 
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司

ラL

風輪

十フ
火輪

-
一
石
E
輪
開川が
二
法
。
左

総
一日
川
四
十
五
問
、

附
に
は
、
北
の
本
庄
町
中
公
闘
に
移
動
さ
せ
て
.

て
い
た
。
い
ず
れ
も
花
尚
山
石
川
説
。

右

・
三
十
四
四
ロ
地
山
崎
銑
の

盆
踊
り
な
ど
の
お
祭
り
を
し

o
u聞け

*
所
在
地
・

深
江
本
川
二

1
目
。
栄
公
附
の
束
、
浜
街
道
が
悶
逃
凹
十
三
号
線

に
A
円
旅
す
る
と
こ
ろ
。
一光
は
栄
公
闘
の
凶
、
浜
街
道
北
側
に
あ

っ
た
が
道
路
拡

張
後
、
現
在
位
世
に
移
動
。
(」
I

七
、
八
年
稼
前
)

・
仏
似
が
刻
ま
れ
た
板
碑
が

一
基
と
そ
れ
に
寄
り
添
う
よ
う
に
光
背
を
術
、
え
た

石
仏
が
六
悲
(
耐
の
中
)
。
間
外
に

一
石
五
輪
出
川が
三
基
。
板
碑
は
、
恥
3
よ

り
版
部
町小
山
リ
が
目
立
つ。

〉

0
2

r
l

、、M
N
'
l

*
所
在
地
一
泌
江
本
川
三
丁
目
。
大
日
公
附
南
西

聞

道

凹

十
三
号
線
北
側
。

・
長
足
形

一
石
戸h
輸
出
川
の
地
輪
部
と
思
わ
れ
る
花
山
岡
山
石
(
高
さ
二
十
八
四
)
の

」
に
、
砂
山
石
製
の
地
政
石
仏
の
一
山
部
を
来
せ
て
い
る

(
現
前
三
十
八
聞
)
。
傍

ら
に
は
近
代
の
制
神
仙
略
的
石
像
が
見
句
れ
る
。

五輪塔岳部名称

〉

ロ
3

f
¥
M
川

'E

*
所
在
地
深
江
南
町
三
丁
目
国
道
四
十
三
号
線
南
、
旧
札
場
筋
東
沿
い
。

・
一
石
五
輪
広
が
五
基
、

一
石
五
輪
借
地
輪
部
(
石
仏
が
防
刻
)
の
み

一
基

光叫
H
を
備
え
た
石
仏
が
二
基
。
い
ず
れ
も
室
町
時
代
の
物
と
忠
わ
れ
る
。
い
ず

れ
も
花
尚
山布
製
。

〉

a
4

f
¥
M
刊

'
l

*
所
在
地
深
江
南
町
三
丁
目

公
衆
屯
稲
の
織
。

-
近
代
に
主
っ
て
か
ら
つ
く
ら
れ
た
地
磁
石
仏
が

一
器
削
ら
れ
て
い

る。

〉

0
5

f
t

、、M
N
--

ψ

令
所
在
地
深
江
南
町
二
丁

目

見

附

住
宅
束
。

-
上
部
が
水
平
に
な

っ
て

い
る
光
背
を
備
え
た
石
仏
が

一
基
。
総
高
凶
十
五

m
。

風
化
で
保
容
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
が
、
弥
陀
如
来
と
思
わ
れ
る
。
花
・削
岩

製
。

h
mよ
り
南
東
方
向
の
凹
つ
角
の
南
東
角
、

- 12ー

* 0 
i'Ji No. 
在 16
I也

I架
D: 
I軒
別T

EI 

市
営
住
宅
繭
側
。
路
地
奥
。

石仏N.15 
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-
石
仏
が
刻
ま
れ
て
い
る
、
長
足
形
の
一
石
五
輪
塔
の
地
輪
部
が
一
基
杷
ら
れ

て
い
る
。
現
高
四
十

・
E
m
。
花
山
間
岩
製。

〉

a
7

f
f
、、
M
N
'
l

*
所
在
地
深
江
南
川
二
丁

目

神

楽

橋

跡
の
帥
よ
り
雨
凶
、
伊
丹
氏
宅
化
束

の
塀
に
洞
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。

-
一一
山
口
輪
出
憎
が

一
基
配

」つ
れ
て
い
る
。
宅
姶
が
欠
け
て
お
り
別
石
の
空
風

給
を
旧
聞
え
て
い
る。

別
世
尚
丘
十
六
問
。

以
ー
が
ん
体
汀
地
域
に
お
け
る
分
布
川
先
日
封
品
川
市
川
附
告
で
あ
る
が
、

完
全
に
市
街

地
化
し
て
い
る
地
区
に
あ

っ
て
は
以
外
と
多
い
と
い
う
の
が
実
感
で
あ
っ
た
。

ま
と
め
る
と
次
の
泊
リ
で
あ
る
。

-
近
位
以
前
向
石
仏

卜
七
基

九
十
八
基

-
一
石
五
輪
出
川

・
近
代
以
後
の
石
仏

・
そ
の
他

-
仏
像
が
刻
ま
れ
た
紋
附

1，1; 

七
1，~ 

ICll 
悲

と
な

っ
て
い
る
。

日
仰
の
厚
き
が
伺
え
る
。
j也
h注

し
か
も
す
べ
て
が
桐
に
安
置
さ
れ
て
い
て
、

ほ
と
ん
ど
が
提
灯
等
で
飾
り
付
け
を
し
て
い
る
。
::'I! 

" L、

役
の
行
本
の
時
に
は
、

一石五輪塔地輪部N.16 

N.17 一石五槍塔

て
き
た
よ
う
に
、
綱
の
中
に
は
一
石
五
倫
塔
だ
け
杷
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、

そ
れ
で
も
地
政
策
に
は
地
蔵
と
し
て
紀
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
神
戸
市
街
地
の

他
地
械
で
も
兄
ら
れ
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
混
同
し
て
肥
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
興

味
の
対
象
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

地
蔵
石
仏
は
す
べ
て
近
代
に
な
っ
て
か
ら

の
物
で
、
他
の
近
世
以
前
の
石
仏
で
見
ら
れ
る
の
は
、
弥
陀
如
来
が
大
半
で
あ

っ
た
。
弥
陀
如
来
は
、
浄
土
ゆ
土
真
宗
の
本
部
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
東
灘

区
に
多
い
浄
七
・

浄
土
真
宗
の
寺
と
の
関
係

L
‘
今
後
の
研
究
対
集
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

- 13 

ま
た
材
質
は
ほ
と
ん
ど
が
花
山
岡
山村
で
あ
る
。
こ
れ
は
御
彬
石
の
産
地
に
近
い

と
い
う
背
景
が
あ
る
が
、

一
基
だ
け
砂
山
村
の
造
物
が
見
句
れ
、
そ
の
m
脱
出
ル
ー

ト
J
U
研
究
課
題
と
主
る
で
あ
ろ
う
。

は
な
は
だ

m単
で
あ
る
が
、
今
回
の
利
市
u
加
抑
止
け
が
今
後
の
研
究
の

一
助
に
な

れ
は
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、
今
川
の
判
官
に
お
い
て
は
、
史
料
航
の
藤
川
桁
作

・
伊
東
玲
干
、
深

日
在
住
の
志
判
保
治
清
水
久
雄
・
村
上
政
輝

・
森
尚
美
の
か
た
が
た
の
ご
協

力
を
い
た
だ
い
た
。
文
末
で
は
あ
る
が
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
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わ
た
し
の
歴
史
あ
ん
な
い

史
料
館
調
査
研
究
会

神
戸
以
日
生
活
文
化
史
料
館
も
川
船
以
来
十
二
午
を
数
え
る
。
ま
た
街
角
の

小
さ
も
「
史
料
宅
」
の
川
代
か
り
「
史
料
航
」
へ
と
施
設
の
充
実
を
は
か

つ
て

今
刊
で
九
|
年
同
川

H
が
経
過
し
た
『。
こ
の
川
、
地
滅
的
住
民
的
方
々
の
町
一併

と
事
く
の
米
航
者
に
ご
支
援
い
た
だ
き
巡
れ
し
て
こ
れ
た
こ
と
は
、

一
一例
こ

の

|
主
い
点
び
で
あ
る
。
時
悦
の
1
1

ぷ
此
な
ど
を
白
か
ず
、
ス
タ

y
7
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
間
収
さ
れ
て
い
る
丸
附
は
、

「問
物
館
」
と
し
て
の
止
前
と
J
U
--M
う

べ
き
川
組
を
辺
平
に
と

っ
て
、
悦
い

7
y
ト
ワ

ク

で

巡

引

を
ね

っ
て
い
る
。

過
去
に
行
わ
れ
て
き
た
判
別
展
な
ど
は
、
当
肘川
の
例
目
と
ス
タ
ソ

7
の
努
力
の

引
れ
と
自
負
し
て
い
る
。

し
か
し
す
べ
て
が
順
風
満
帆
と
-品う
沢
で
は
な
く
.
諜
州
出
JU
数
多
い
。
と
り

わ
け
抗
而
す
る
大
き
な
も
の
は
、
当
舶
の
股
示
ン
ス
テ
ム
の
あ
り
方
で
あ
る
。

例
え
ば
市
設
以
一市
は
別
本
ま
で
部
分
的
な
変
更
を
行

っ
て
い
る
も
の
の
、
柿
成

そ
の
も
の
は
開
館

ω米
変
吏
し
て
い
な
い
。
当
初
考
え
て
工
夫
し
た
展
示
方
法

L
内
山
内
経
過
の
，巾
で
い
さ
さ
か
く
た
び
れ
て
き
た
。
と
は
言
え

Y山
設
展
」

と
い
う
山
一正
成
さ
れ
た
展
示
の
中
で

は

「
変
化
」
を

つ
け
る
こ
と
に
も
限
界
が

あ
る
。

現
k

北
町
民
↑4
1
川
削
で
は

川
山
川
と
し
て

刊
に

一
回
の
判
別
印
刷
の
ほ
か
に

二
F
の
四
炉
以
端
に
季
節
に
あ
わ
せ
た

q
m川
只
の
殴
示
を

ま
た

一
F
の
ほ

の
川
に
は
正
月
の
お
飾
り

・
三
川
の
雛
人
形

-
U
H
の
武
名
人
形
な
ど
を
陳
列

す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
展
示
を
行

っ
て

い
る
。
ま
た
新
し
く
収
蔵
し
た
資
料
の
利

介
も
随
川
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
部
分
は
.
展
示
ス
ペ
ー
ス
か
ら

み
れ
ば
全
体
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
ず
、

二
凶
日
以
降
に
訪
れ
る
方
に
と

っ
て
は
「
変
化
」
に
乏
し
い
印
象
を
与
え
て
い
る
。

全
而
的
に
出
設
展
示
を
改
訂
す
る
こ
と
が
、

一
つ
の
解
決
策
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
限
ら
れ
た
当
館
の
殴
示
ス
ペ
ー
ス
と
人
員
の
中
で
、
大
師
な
変
更

を
実
施
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
不
可
能
に
近
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
か
わ
る
特

別
肢
の
企
問

・
開
催
に
ら
限
界
が
あ
る
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
長

い
時
間
を
か
け

て
漸
次
的
に
改
良
し
て
い
く
こ
と
が
精
い

っ
ぱ
い
な
の
で
あ
る
。

一
方
で
ス
タ

y

7
の
川
に
は
、
「
こ

の
ま
ま
変
わ
リ
映
え
し
な
い
・
目
新
し

き
が
な
い
肢
示
を
就
け
る
こ
と
は
、
新
た
な
米
飢
者
向
川
の
問
w刊
に
つ
な
が

っ
て

行
か
な
い」

と
の
危
機
感
が
市
に

つ
き
ま
と
っ
て

い
る
。

悦
目
的
立
ジ

レ

ノ
7

の
中
で
、
こ
れ
ら
を
少
し
で
も
附
川
し
よ
う
と
ス
タ
ッ

フ
が
却
し
合
っ
た
結
集

一
つ
の
試
み
が
悦
楽
さ
れ
た
。
比
較
的
向
山
主
展
示

が
可
能
な

一
F
の
ス

ペ
ー
ス
を
利
川
し
て
煩
い
企
幽
属
を
行
う
も
の
で
あ
る
o

M
也
市
内
特
は
飢
辺
白
と
平
行
し
て
行
な

っ
て
い
る
ス

タ

y
7
の
自
主
的

4
研

究
成
州
市
を
「
展
示
」
と
員、
つ
形
で
発
表
し
て
み
る
の
は
ど
う
か
、
と
の
な
U
L
が

だ
さ
れ
た
。
立
兄
淵
撃
を
進
め
た
結
果
、

「
わ
た
し
の
岡
山
史
あ
ん
な
い
」

の
タ

イ
ト
ル
の
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
姻
性
を
生
か
し
た
テ

7

・
股
示
が
開
催
さ

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

第

一
回
は
史
料
館
周
辺
の
石
造
泣
物
の
祐
本
展
を
お
こ
な
う
。
本
庄
村
山
ι
編

纂
に
と
も
な
い
周
辺
の
石
仰
や
石
仏
な
ど
の
石
造
泣
物
が
制
ホ
け
さ
れ
.
石
に
刻

ま
れ
た
深
江
周
辺
の
隠
史
を
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
今
回
の
凶
示
で
は
刊
に

四
つ
の
石
造
法
物
に

つ
い
て
、

そ
の
拓
本
を
展
示
し
た
。

①

旧
本
山
村
道
路
一光
板

②

探
江
北
町
四
丁
目
所
夜
の
仏
像
が
紛
判
別
さ
れ
た
版
仰

③

大

口
付
相
続
内
の
一街
灯
従
(
元
禄
七
昨
銘
)

- I ~ ー
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高
橋
川
に
架
か
っ
て
い
た
石
備
の
恭
礎
石
(
正
徳
二
年
銘
)

ま
た
第
二
川
は
「
史
料
館
周
辺
で
行
わ
れ
た
発
旧
制
調
十
代
」
と
越
し
.
丘
ハ
仰
川
町

内
政
文
化
財
調
先
事
務
所
の
協
力
を
得
て
、
史
料
航
円
近
辺
で
、
」
こ
対
近
行
わ

れ
た
先
似
利
点
け
の
成
来
に

つ
い
て
、
先
制
川
世
間制
の
V

争
点
を
中
心
に
紛
介
す
る
，
l

定
で
あ
る
。

史
料
館
で
は
以

H

川
、
深
江
北
町
泣
跡
の
発
問
問
調
官
が
行
わ
れ
た
際
、
特
別
股

♂
体
江
北
町
追
跡
凶
」

と
し
て
、
山

t
n川
や
訓
点
H
成
川
市
の
展
示
を
行
っ
た
。
そ

の
後
ら
深
口
問
辺
で
は
、
様
々
な
川
代
の
け
瓜
跡
が
見
つ
か
り
、
発
抑
制
育
が
行

わ
れ
て
い
る
.
兵
印
刷
町
駅
蔵
文
化
財
訓
流
事
務
所
の
ご
協
力
を
受
け、

コ
ヶ一
叶

(①
北
山H
木
遺
跡

・
北
引
木

一
丁
目

②
小
路
大
町
泣
跡

・
本
山
南
町
二

I
R

@ 

第 1回展示風最(藤川撮影)

③
本
山
川
泣
跡

・
本
山
町
)
の
泣
跡
に
つ

い
て、

V
斗

dw
H
パ
ネ
ル
で
制
介
す
る
。

今
後
J
U
凹
カ
月
の
則
川
で
数
阿
の
ロ

l
テ
l
y
ョ
ン
を
お
こ
な
い
.
様
々
な

テ

7

の
M
也
市
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
こ
の
さ
さ
や
か
な
企
例
版
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
研
究
活
動
|
貯
奇
心
的
公
開
と
同
附
に
、
「
変
化
」
が
乏
し
い

引
夜
の
股

一市
に
対
す
る
ス
タ

y
7
の

一
つ
の
挑
暇
で
あ
る
。

今
後
の
史
料
館
に
お
け
る
仮
示
ス
タ
イ
ル
を
校
索
す
る
上
で
の

一
つ
の
実
験

と
し
て
、
多
く
の
方
々
に
ご
立
見

・
ご
感
必
を

い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
数
多

く
の
ご
来
館
を
お
待
ち
す
る
次
第
で
あ
る
。

(
文
点

本
年
間

M
一
H
に
、
史
料
館
で
卜
υ
文
件
の
訓
十昨日
を
さ
れ
て
き
た
波
部
門
山
氏
が

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

若
い
ス
タ

y
7
が
多
い
史
料
館
に
お
い
て
、
父
観
的
存
消
で
わ
れ
わ
れ
を
兄

守

っ
て
く
れ
て
い
ま

し
た
.
こ
こ
に
.
ご
冥

耐
を
お
祈
り
し
ま
す
。

1988.10.23 友の会和歌山方面パスツアーで

真中男性が漉部膏さん(望月撮影)

杵l
Jf.i 

- 15-

奥
ゆ
か
し
い
方
で

あ
っ
た
の
で
、
以
外

と
史
料
館
で
徹
影
し

た
生
仰
の
お
姿
は
少

な
か

っ
た
の
で
す
が
、

そ
の
中
の

一
枚
を
梢

載
し
ま
す
。
山h
7
N
で

む
兄
ら
れ
ま
す
が
、

史
料
航
で
も
よ
く
馳

わ
れ
て
い
た
タ
バ
コ

迩
が
今
で

b
討
に
浮

か
び
ま
す
。
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抄吾士
AJC1、日料館史

i'Ui'小己主l!i 3勾'1::(見ィー者 52名)

事1m 小学校 3年生(見学古 49名)

ut灘小学校 3年生(見学者 190:(，'，) 

本山第三小学校 3年生(見学一円 146名)

本山fli小学校 3 '1日七(見学者 111t.) 
向洋小 "(C校 :l {f. ~七(見学者 140名)

福池小学校 3 .1 1~~t (見f一帯 102名1

*uo小学校 :111日t (見学者 227名)

魚崎小学校 3 '1【生(見学者 2001'i ) 

諏紡111小学校 3 '1日七(見学者 91名)

友の合 前!121副刷会(害加者 70名)

a料館l持lrut12周年記念講師 ・友の合総会

記念鵠ijiir紅茶をjlliんだイギリス船」

g1imli 杉ii1川{{リ陸上t
宜的合 第9:31百l例会(吾加者 110名)

パスンアー「史跡ウォ γザング東灘」

~lII nil Î 噌月浩氏道谷市氏

東灘区役所柄胤採川職員研修(且年者30名)

伊丹，1，"1全侃祉協議会(見学折 38名}

H 5 J I ~ 

1 11221'1 

1 1J29 fI 

1 11301'1 

11'151'1 

1月 61'1 

2月1011

2 Fl19日

2 rJ20E1 

2 1'126日

2 1127日

31'128日

Gfl6f1 

(j 1=128口

7i'1121'1 

車;11 1ズ役所Wi品!l~川職 II研修(見学者 17 r，) 
瓦町会 郁8711111列企(事加者 80名)

パスツ7-r点防I{~の仏教 地域文化を訪ねてJ

~'in市川ill.in人 11:
庄の全 部88111J例会 ・耳Ullt区民センタ 一、

東灘区役所'!U1Ii (事加者 120r. ) 
点灘区民センターオープン記念摘出会

rl1本史的中町東灘」 講師 i且谷 市rl:
友内全 部89凹例会車灘区体育協会共lIIi
{参加者 901¥ ) 
r;n1O問肌111illを事〈全J 案内型月出11:

友の全 ~901日l伊l全 ・ 和l'戸 ili 中央区役所jl，出

(事加者 120名}

~~ Si:~告 「革 31百l 中央区脱出物，mを Jþ ( J 

情川 且谷 ・;tL¥: 噌円 前11:
カブスカウト神戸331守1(凡 :f: ~t;. 16名)

御蔵小ーバ主 1 '1生(見学者 '"世;1

』どの全部91同l州全(事加者削7，)

パスツア 「ι'I:J.成跡を劫ねてJ

g，:;附 J且特 J;UJ，: 

1-14'1 

G '12511 

6112811 

1011101-1 

101'1251'1 

IlFI221J 

11112711 

II 11 29 11 

811811 

く〉協力団体。
神戸市教育委只会/ 戸届市教育委員会

東灘区役所/大丸百貨応/本庄五校|語l
1~'1石市立天文科学館/140'・/芥グループ
派ai~;'少年協自民会/ 日本玩具 1\'1物館
東灘区民センター/神戸商船大学
l菜ilショ yピングセンター

サンテレビ/や1
'
戸 史学会

く〉史料館員・役員く〉

事。磯辺信三/大国
太EElti[正!fV小向島
j庇上和三郎/志ヲ|

志弁 117古/杉iili
m辺 浪 人/松尾
~~~山世ß二

館長 杉浦 H日>>I~
副 館 長 大111 正薬
事務局主事 。阿部 英子

主任研究員 望 月 端
研 究 員 伊 東 冷 子/T久保恋子

藤川 NiI1'/泊谷 1;1 
~m 友二

事務局員 111部英知1M主

(11~i1; 1百J )

正英
悦廊

正夫
11日.!JI!
杭夫

E里
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毎週土・日曜日開館

午前10時~午後5時まで

入館無料
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