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2002・11.15 生活文化史第30号

新
発
見
資
料
を
含
む

住
吉
道
沿
い
の
道
標
に
つ
い
て

CJJ 
-=:~ 

)ヲ

川

1i:I 

山
ん
料
航
学

2
u

神
戸
市
京
灘
区
の
小
火
を
流
れ
る
日
吉
川
は
、
市
街
地
を
流
れ
る
川
と
し
て

は
、
山
川
流
と
し
て
巾
M
A
に
刺
し
ま
れ
て
い
る
。
川
の
凶
側
に
は
、

「川
口
六
辺
」

と
呼
ば
れ
る
、
か
つ
て
六
中
山
を
越
え
て
泌
の
町
柏
町
へ
通
じ
る
交
通
路
が
あ
っ

た
。
現
在
は
ハ

イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
布

馬
へ
通
じ
る
ル
l
ト
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
江
戸
吋
代
に
は
正
規
の
街
道
で
は

な
い
た
め
、
湯
山
川
辺
と
呼
ば
れ
、

し
ば
し
ば
宿
駅
と
の
間
で
争
論
が
起
こ
っ

て
い
た
。
明
，
的
以
後
に
は
、
巡
の
れ
米
が
白
山
に
な
り
、

」ハ
叩
山
越
え
の
迫
も

多
く
の
人
が
利
川
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
住
中
一
円
vM
は
有
馬
へ
の
主
県
道
と
な
り
、

有
馬
道
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
本
航
で
は
刊
小
山口
丸
山
沿
い
の
新
発
見
の
道

標
の
報
告
を
行
い
、
か
つ
住
吉
道
沿
い
に
見
ら
れ
る
有
馬
迫
に
関
わ
る
道
僚
を

紹
介
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
文
中
の
道
際
な
ど
に
付
け
ら
れ
た
番
号
は
、
地

図
中
の
祢
号
に

一
致
す
る
。

今
回
報
告
す
る
新
発
見
の
道
隙

(
①
)
は
、
れ
れ
も
川
の
四
、
自
よ
円
山
τ
=
l

回
の
山
間
区
民
会
館
前
の
住
主
敷
地
内
の
道
路
際
ド
納
た
わ

っ
て

い
る
。

-X
は
、
す
ぐ
南
の

0
44日
山
手

一
丁
日
三
の
=
叉
路

(刊
吉
道
沿
い
の
有
馬
追

に
関
わ
る
道
標
所
有
図
の
①
)
に
立
て
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
住
宅
改
築

の
際
撤
去
さ
れ
た
の
を
、
前
旧
一J

同
氏
が

一
O
年
ほ
と
前
に
自
宅
敷
地
内
に
移
動

さ
せ
保
倍
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
川
氏
は
「
山
祁
あ
る
荷
阿
川
辺
の
名
が
凡
ら
れ

る
追
悼
な
の
で
、
い
つ
か
は
主
て
ら
れ
た
ら
」
と
話
さ
れ
て
い
る
。
道
慨
は
"
化

向
山
布
製
。
日以訓
仰
が
櫛
型
の
四
角
H

日
で
、
川
松
山
は
七
八
セ
ン
チ
。
千
部
に
は
供
部

と
昨
ば
れ
る
土
に
抑
制
も
れ
て
い
る
部
分
が
凡
ら
れ
、
制
州
市
を
除
く
部
分
の

lM
さ

は
五
九
セ
ン
チ
で
、
幅
は
三
二

・
五
セ
ン
チ
、
奥
行
き
は

一
六
五
セ
ン
チ
を

「十
ιあ
り
ま
逃
」

と
除
刻
さ
れ
て
い

測
る
。

H
mの
表
聞
は
研
か
れ
て
お
り
、

る
。
側
而
は
机
い
加
工
山
政
が
凡
ら
れ
る
索
開
で
、
品
川
而
は
械
た
わ

っ
て
い
る
た

め
確
認
は
で
き
な
い
が
、
移
動
さ
れ
た
前
問
氏
は
正
而
だ
け
に
し
か
字
は
刻
ま

①今回新発見の道標..... 

-2ー

¢新発見道標拓影a‘ 
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れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
北

Hmの
一
部
を
見
る
と
、
側
一
川
と
同
じ
よ
う
な

粗
い
加
工
痕
が
確
認
で
き
た
の
で
、
字
な
と
は
刻
ま
れ
て
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「
左
」
と
い
う
竿
は
俗
字
で
、
江
戸
時
代
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
「
あ
り

ま
道
」
と
い
う
古
体
を
見
る
と
、
明
治
以
降
の
近
代
の
造
立
を
忠
わ
せ
る
。
大

正
六
年

(一

九

一
七
)
の
お
生
れ
で
あ
る
前
間
氏
が
、
「
子
供
の
時
に
は
な
か
っ

た
。
小
年
生
の
頃
に
立
っ
た
よ
う
に
目
、
つ
」
と
士一一日
わ
れ
て
い
る
の
で
、
山川
卯
初

期
に
山
崎
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
こ
の
辺
際
以
外
の
、
住
吉
道
沿
い
に
あ
る
辺
際
を
見
て
い
き
た
い
と
巴

う
。

J
R
住
官
駅
の
凶
北、

H
古
木
町

一
丁
同
と

一丁
円
の
間
の
附
応
街
が

「
有
馬
道
尚
出
術
」
と
あ
り
、
有
馬
巡
の
名
践
を
け
め
て
い
る
。
耐
応
街
を
雨

対、、

①新発見道標がかつて立てられていた場所

(正面ガレージ扉付近)

.... 

へ
下
り
、
旧
西
国
街
道
で
あ
る
国
道
二
号
線
と
交
差
す
る
、
本
住
吉
神
社
の
東

南
に
高
さ
一
七
0
セ
ン
チ
の
大
き
な
自
扶
石
の
道
標
(
②
)
が
立
っ
て
い
る
。

正
面
は
表
面
が
研
か
れ
て
い
て
、
「
有
馬
道
是
ヨ
リ
北
江
九
十
寸
」
と
陰

刻
さ
れ
て
い
る
。
明
治
七

4
(一
九
三
二
)
大
阪
神
戸
間
に
鉄
道
が
開
通

企 向かつて右が③二本の道を示す道標。

左が④水車用水路に架かっていた極楽橋を

偲んで建てられた石標。

②本住吉神社東の道標
4・‘

q
d
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り
、
道
の
化
方
で
合
流
し
て
い
る
。
道
標
の
棋
に
、
日
さ
八
二
セ
ン
チ
の
白
蛇

石
で

、
「
阿
世
楽
続
跡
」
と
陰
刻
さ
れ
た
石
標
(
④
)
が
あ
る
。
か
つ
て
、
白
鶴

美
術
館
の
上
手
か
ら
水
部
川
水
を
引
き
入
れ
た
水
路
が
あ
り
、
こ
の
三
叉
路
に

あ
る
巡
回
仰
の
，
山
を
雨
へ
流
れ
て
い
た
。
北
に
あ
る
小
林
一品
地

(極
楽
仲
土
)
に

辿
じ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
辺
り
に
梨
け
ら
れ
て
い
た
析
が
桜
楽
怖
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
そ
の
怖
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
有
限
で
あ
る
。
さ
ら
に
追
を
化
へ
進
み
、

前
述
の

「
4
あ
り
ま
泊
」
の
辺
仰
が
立

っ
て

い
た
二
叉
路
を
逃
惚
の
指
示
ど
お

り
に
左
へ

進
む
と
、
山
凶

R
民
会
館
が
あ
る
。
さ
ら
に
北
へ
行
く
と
右
手
に
一

体
の
地
蔵
立
像

(
⑤
)
が
見
ら
れ
る
。
傍
に
柿
の
木
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「柿

の
木
地
政
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
地
蔵
が
乗
る
一
一段
の
ム
口
座
は
薪
水
六
年
(
一

し
て
、
住
吉
駅
が
開
設
さ
れ
る
と
、
六
甲
を
位
、
え
て
有
出
向
川
川
!
川
市
へ
行
く
湯
治

容
遥
の
表
玄
関
に
な

っ
た
。
利
川
す
る
人
が
多
く
な

っ
た
た
め
、
明
治

一
O
年

(
一
九
三
一
五
)
に
道
路
を
改
修
し
た
が
、
こ
の
道
徳
は
そ
の
時
に
建
て
ら
れ
た

も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
川
町
街
を
北
へ
抜
け
た

一
叉
怖
に
、
!
日
川
さ

八
0
セ
ン
チ
の
自
然
石
の
辺
際

(
③
)
が
あ
る
。

d
而
に

「治

モ

た

モ

市

川
泊
」
と
除
刻
さ
れ
、
斤
而
に
「
山
本
八
郎
氏
印
刷
外
」
と
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。

六
叩
ラ
イ
ナ
ー
制
的
駅
化
側
の
花
の
I

仏
坊
に
処
て
ら
れ
て
い
る
、
仙
川
崎
村
と
利

吉
村
の
村
非
同
に
も
、
世
上U
村
の
世
話
係
と
し
て
山
本
八
郎
兵
術
の
名
が
刻
ま

れ
て
い
る
。
明
治
十
四
年

(
一
八
八

ご

の
銘
が
あ
る
の
で
、
同
じ
尚
代
に
道

標
も
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
道
棋
の
左
右
に
分
か
れ
た
道
は
、
銘
文
の
迎

企 住吉道沿いに建てられた有馬道に関わる道標所在図

{平成12if:.ll月1日尭行の国土地理院 1万分の 1地形図芦屋を利用したもの)

4 
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百
八
ご
)
の
年
ぢ
が
日
ん
ら
れ
、
述
く
武
球
同

(今
の
仲
人
小
川
県
)
の
人
が
有
周

辺
の
行
来
安
全
を
願

っ
て
廷
で
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
正

一
O
年
頃

(
一
九
こ
こ
に
地
蔵
に
牛
を
つ
な
い
で
い
た
と
こ
ろ
、
牛
が
暴
れ
だ
し
て
地

蔵
を
倒
し
首
が
折
札
て
し
ま
っ
た
。
今
の
地
従
は
そ
の
後
再
建
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
住
吉
川
治
い
に
水
車
産
業
が
栄
、
人
、
多
く
の
水
平
小
屋

が
あ

っ
た
。
そ
の
本
市
小
屋
で
仰
か
れ
る
米
を
運
ん
だ
り
、
上
流
で
切
り
出
さ

れ
た
御
影
れ
を
述
ぶ
の
に
、
「
ゴ
ロ
タ
」
と
呼
ば
れ
る
牛
に
引
か
せ
た
怖
中
が

有
河
辺
を
行
き
来
し
た
。
柿
の
木
地
縦
は
、
有
馬
逃
の
様
Fl
を
伝
え
る
地
械
で

あ
る
。
柿
の
木
地
蔵
か
ら
化
に
い
く
と
'U純
美
術
館
の
備
を
尚
一
り
、
二
つ
の
谷

筋
が
合
流
す
る
務
合
婦
に
出
会
、
っ
。
右
の
谷
筋
の
道
を
人
っ
た
と
こ
ろ
に
、
古
川

さ
二
0
0
セ
ン
チ
の
大
き
な
自
然
石
の
道
標
(
⑥
)
が
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

は
正
而
に

「
昭
和
十
三
年
七
月
五
日
水
災
紀
念
布
右
馬
道
左
六
叩
道
」

と
陰
刻
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
二
ニ
介

(一

九
二
八
)
の
阪
神
大
水
省
を
記
念
し

て
建
て
ら
れ
た
道
徳
で
、
台
座
に
は
当
時
の
出
本
一
品
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
に

明
治
二
二
年

(一

八
九
九
)
の
阪
的
欽
辺

(
A
F
の
J
R制
知
山
総
)
の
問
辿
や

昭
和

一
年

(一

九
二
八
)
の
神
い
術
的
中
山
鉄
(
現
神
戸
川
出
欽
)
の
開
通
で
、
日

古
か
ら
六
叩
山
を
盤
、
え
て
有
潟
へ
向
か
う
人
は
減
少
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
こ
の

水
害
に
よ
っ
て
、
有
馬
道
は
峻
滅
的
打
取
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
道

⑤柿の木地蔵.... 

⑥昭和13年の阪神大水害の記念碑A 

は
利
則
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
が
、
現
在
は
ハ
イ
キ
ン
グ
コ

1
1
と
し
て
、

休
日
に
は
ハ
イ
カ
ー
た
ち
で
賑
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
木
勝
利
一
郎
若

「
六
甲
北
限
ハ
イ
カ
ー
の
経
』
に
は
、
山

中
に
二
必
の
辺
保
の
存
在
を
記
し
て
い
る
が
、
現
砲
は
見
当
ら
な
い
。

こ
う
し
て
H
ん
て
い
く
と
、
明
治
七
年
の
れ円
台
駅
開
設
以
降
に
発
展
し
て
い
っ

た
巡
で
あ
る
た
め
に
、
迫
阿
川
も
明
治
以
降
の
も
の
し
か
凡
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

戦
災
ゃ
'
M
災

水

中
h

な
ど
が
あ
り
な
が
ら
、
欠
わ
れ
ず
に
立
て
ら
れ
続
け
た
道

標
を
今
後
も
見
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

結
後
に
な
っ
た
が
、
前
回
設
氏
に
多
大
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て

感
謝
巾
し
上
げ
ま
す
。

八
参
考
文
献
V

山
F
滋
雄
沢
凶
幸
川
内
永
瀬
縦

『神
戸
の
道
際
」
神
戸
新
聞
出
版
七
ノ
タ

神
一戸
新
聞
相

「兵
山
の
街
道
』
の
じ
ぎ
く
文
附

川
仇
旧
ヰ
叩
引

『補
地
神
戸
の
辺
標
』

荒
木
勉

『東
灘
区
の
道
し
る
べ
私
家
版
』

谷
田
盛
太
郎

「住
吉
村
誌
」
住
吉
村

「住
吉
川
消
流
の
会
二

O
周
年
記
念
誌
』
住
吉
川
清
流
の
会

-5 
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展
示
品
と
の
対
話
(
一
二
)

括猛(くくりざる)

括
猿

(
く
く
り
ざ
る
)水

二「

!I!. 

l二l

史
料
附
削
究
川

背
を
ま
る
め
て
糸
で
手
足
を
き
っ
ち
り
括
ら
れ
た

一
0
セ
ン
チ
ほ
ど
の
真
紅

《
《
h
リ
日

sd'

・

a
S
2
-
"
M
S
ゐ

の
絞
。
深
江
の
川
で
は
お
な
じ
み
の
「
括
狭
」
あ
る
い
は

「庇
除
狭
」
は
、
祭

り
に
は
欠
か
せ
な
い
大
切
な
お

L

勺
り
だ
。
安
全
と
他
肢
を
祈
願
し
て
、
法
被
の

出けの

「巴
」
と

「稲
川
叫
」
の
紋
の
あ
た
り
に
つ
け
ら
れ
る
。
現
紅
、
祭
で
悦
わ

れ
る
括
的
制
は
、
す
べ
て
深
江
南
町
在
日
の
北
村
さ
ん
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
兵
制
を
和
利
で
く
る
ん
で
鈴
を
つ
け
ら
れ
る
。

法
被
の
鮮
や
か
な

墜
と
白
に
彩
ら
れ
る
と
、
組
絹
の
く
っ
き
り
し
た
米
が
ひ
と
き
わ
目
立
つ
。

と
こ
ろ
で
こ
の
深
泊
の
括
絞
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
り
海
を
わ
た
っ
て
ド
イ

y

の
民
族
同
物
館
で
資
利
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
今
阿
の
「
以
示
品
と
の

対
話
」
は
そ
の
期
末
芯
で
も
あ
る
。
今
夏
、
弘
は
ド
イ
ツ
の
陣
物
館
に
あ
る
日

本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
閥
抗
に
出
か
け
た
。
わ
ず
か
二
迎
間
ば
か
り
の
滞
在
で
は

あ
る
が
、
現
地
博
物
館
関
係
者
の
協
力
を
得
る
た
め
の
交
渉
と
、
川
町
可
が
待
ら

れ
れ
ば
収
蔵
庫
の
資
料
の
記
録
な
ど
、
今
後
も
継
続
さ
れ
る
海
外
訓
貨
の
下
準

備
を
兼
ね
た
訓
抗
だ
。

ド
イ
ァ
は
、
ヨ

l
口
γ
パ
で
も
円
本
研
究
が
さ
か
ん
な
国
の
ひ
と
つ
で
、
日

本
文
化
を
部
門
と
し
て
い
る
研
究
者
が
多
い
。
ま
た
、
告
な
が
ら
の
地
域
独
自

の
文
化
を
伝
え
て
い
く
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
で
自
主
連
r'打
出
し
て
い
る
博

物
館
が
あ
り
、
史
料
館
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
機
会
に
、
日
本
で

は
め
ず
ら
し
い
財
産
区
で
迎
川
泊
さ
れ
て

い
る
史
料
航
を
桁
介
し
よ
う
と
、
パ
ン

7
レ
y
ト
知
や
お
祭
り
に
配
ら
れ
る
問
川
な
と
を
判
参
し
た
。
そ
の
巾
の
ひ
と

つ
に
指
紋
が
あ
っ
た
。

企

.，J 

祭りの時に着る法被に着けられた括猫
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以
初
の
訪
問
先
は
、
ド
イ

y
の
朽
郎
、
ベ
ル
リ
〆
郊
外
に
あ
る
ダ

レ
ム
民

族
問
物
館
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
合
同
肢
と
し
て

U
本
の
郷
土
玩
日
(
が
展
示
さ
れ

て
い
た
。
ダ
l
レ
ム
の
ア
ジ
ア
展
示
の
へ

y
ド
で
あ
る
ナ

l
サ
さ
ん
は
、
ヨ
ー

ロ
ァ
パ
の
日
本
文
化
研
究
の
第

一
人
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
日
本
語
が
堪
能
で
、

も
ち
ろ
ん
日
本
文
化
へ
の
造
詣
も
深
い
。
手
渡
し
た
括
絞
を
見
る
な
り
す
っ
か

り
気
に
入

っ
た
桃
子
で
、
こ
れ
に

つ
い
て
も
っ

と
詳
し
く
知
り
た
い
と
い
う
。

ま
た
、
ハ
ン
プ
ル
グ
民
校
同
物
館
で
は
京
洋
担
当
の
ク
ヌ

i
デ
ル
さ
ん
だ
け
で

な
く
、
館
長
も
「
で
き
る
な
ら
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム

シ
ヨ
ァ
プ
で
販
売
し
た
い
の
で

と
こ
で
口
え
る
の
か
教
え
て
ほ
し
い
」
と

い
う
ほ
ど
の
熱
心
さ
で
、
州
国
後
、

子様の査謂ので館物市守篠

I
/
l
民

I
l
l
i-
-
ムレず企

M
M
狼
に
つ

い
て
英
文
の
説
明
文
を
送
る
約
束
を
取
り
I

父
わ
し
た
。

な
ぜ
M
M
仙
叫
が
、
ド
イ

y
の
同
物
館
関
係
占
の
関
心
を
引
い
た
の
か
は
わ
か
ら

な
い
。
お
守
り
の
類
は
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
職
業
柄
拘
に
め

ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
私
自
身
こ
れ
ま
で
、
括
伎
を
こ
と
さ

ら
意
識
し
た
こ
と
も
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
改
め
て
眺
め
て
み
る
と
、
い
く
つ

か
不
思
議
に
思
え
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
以
ら
れ
た
手
足
で
あ
る
。
指
紋
は
刊
本
各
地
に
流
布
す
る

郷

t
ド抗
日
パ
の
日
刊
で
「
サ
ル
ポ
ポ
」
「
吋
ル
ポ
」
な
ど
と
川
ば
れ
る
こ
と
が
多

い
。
も
と
も
と
は
女
の
子
の
遊
び
道
H
円で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
が

j
供
の
健
康
を

お
守
り
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
庚
申
信
仰
と
も
関
わ
り
合
い
が

あ
り
、
千
疋
扶
と
し
て
利
先
や
応
先
に
迎
ね
て
吊
る
さ
れ
、
問
先
繁
雌
や
災
難

M

a司
』

除
け
を
祈
願
す
る
こ
と
も
あ
る
。
似
た
よ
う
な
形
の
「
近
子
」
を
凶印刷
工
と
す
る
と

い
う
説
も
あ
る
が
、
決
定
的
な
巡
い
は
「唯
一「
は
白
色
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
干

足
が
以
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
守
り
仙
円
で
あ
る
は
ず
の
扶
を

な
ぜ
が
ん
じ
が
ら
め
に
括
る
必
要
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
折

っ
た
手
足
に
は

ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

H
本
で
は
、
古
く
か
ら
結
び
ゃ
括
り
の
文
化
が
発
達
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て

い
る
そ
の
行
為
に
は
、
単
純
に
物
を
つ
な
げ
る
だ
け
で
な
く
、
柿
神
的
な
立

味
合
い
が
介
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
も
し
か
す
る
と
指
紋
は
、
行
段
引
払
た
ち
が

何
気
な
く
凡
逃
し
て
い
る
、
紙
、
契
り
、
な
ど
結
び
ゃ
招
り
が
H
刊
つ
日
本
文
化

批
判
有
の
芥
り
を
か
も
し
だ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ド

イ

y
の
人
た
ち
の

心
を
捉
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※

ド

イ

7
の
博
物
館
の
調
査
は
、
文
部
科
午
省
科
学
研
究
賢
補
助
金
特
定
領

域
研
究
刷

「政
が
国
の
科
学
製
明
則
資
料
の
体
系
化
に
山
す
る
調
査

。
研
究
i

江
戸
の
も
の
つ
く
り
l
」
の
川
削
研
究

A
0
6
a
「一

九
刊
紀
に
お
け
る
円

本
在
外
博
物

F
民
族
学
際
本
コ
レ
ジ
シ
ヨ
ン
の
実
態
調
査
」
の

一
環
と
し

て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

7 
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ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
と
史
料
館

水

千

lコ

史
科
館
研
究

μ

兵
山
県
が
旬
年
実
施
し
て
い
る
中
学
生
の
体
験
学
溜

「ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ

ク
」
が
、
平
成

一
四
年
も
尖
値
さ
れ
た
。
史
料
館
で
は
、
毎
年
、
本
庄
中
V
4

干
校

の
二
年
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
本
年
度
も
」ハ
月
六
日
、
七

H
の
二
H
川、

大
目
純

一
君
と
ジ
ョ
ス
エ
君
が
史
料
館
で
の
業
務
を
体
験
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

六
日
は
、
収
蔵
資
料
の
強
制
仕
作
業
の
一
端
と
し
て
、
資
料
台
帳
カ
!
ド
の
作

成
を
お
こ
な
っ
た
。
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
搬
彩
、
パ
ソ
コ
ン
に
よ

る
刷
像
処
理
、
印
刷
、
資
料
デ
ー
タ
の
記
入
な
ど
実
際
の
手
順
に
し
た
が

っ
て、

二
人
と
も
台
帳
カ
l
ド
を
完
成
さ
せ
た
。

じ
円
の
午
，
川
巾
は
、
史
料
館
近
辺
の
史
跡
を
別
査
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

の
基
礎
を
学
び
、
午
後
は
、
史
跡
前
去
の
デ
タ
般
理
と
季
節
展
示
コ

ナ

の
展
示
替
え
の
体
験
を
し
た
。
展
示
替
え
は
、
展
示
中
の
五
月
人
形
を
梱
包
し

収
蔵
庫
に
収
納
し
、
次
の
季
節
展
示

「夏
の
風
物
詩
」
に
使
用
す
る
資
料
を
収

‘ 大
野

純
一
く
ん

砂

ジ
ョ
ス
工
く
ん

政
山
咋
か
ら
山
し、

テ
ー
マ
に
沿

っ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
を
般
討
し
な
が
ら
災
際
に
展

示
作
業
を
お
こ
な

っ
た
。

二
人
と
も
、
海
外
で
過
ご
し
た
則
川
が
長
か

っ
た
た
め
か
、
少
し
前
の
日
本

の
生
活
文
化
を
よ
り
新
鮮
な
も
の
と
し
て
受
け
d
め
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
た
。
ま
た
、
今
後
の
博
物
館
の
整
理
作
業
で
必
要
と
な
る
デ
ジ
タ
ル
化
に
も

関
心
が
市
く
、
二
日
間
と
も
軌
心
に
作
業
を
取
り
組
ん
で
い
た
。
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編者E

二人で力を合わせて展示替え。

ごくろうさまでした。
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