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入館者 5万人達成 1

平成15年 2月6日に、院l館以来 5万人
目の入舘者となった魚崎小学校 3年生
のみなさんの見学風景。(P.7参照)惨
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月

神
戸
市
東
灘
区
青
木
所
在
の

火
の
見
櫓
に
つ
い
て

tコJ
3ヱ

史
科
的
学
芸
口

if~i 
企火の見櫓所在図(平成12年11月1日発行の国土

地理院 1万分の 1地形図芦屋を利用したもの)

か
つ
て
川
や
村
の
集
落
の
中
心
に
あ
り
、

一
帯
目
立
つ
建
築
物
と
い
え
ば
、

「火
の
見
料
」
で
あ
っ
た
。
火
の
見
仰
は
、
集
部
の
巾
心
や
見
附
ら
し
の
良
い

と
こ
ろ
に
建
て
ら
れ
、
火
災
な
ど
を
い
ち
早
く
発
見
報
知
に
重
要
な
役
目
を

川市た
し
た
。
ま
た
、
村
部
で
は
火
災
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
緊
急
時
の
辿

絡
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

村
落
で
見
ら
れ
る
も
の
は
、
人
が
上
が

M
A
L
l-も

ば

ん

3

れ
る
椴
形
式
で
は
な
く
、
半
鎖
や
桜
木
な
ど
を
家
屋
よ
り
や
や
高
い
自
然
の
初

木
や
柱
に
設
世
し
て
、
通
信
の
た
め
の
施
設
と
し
て
活
用
し
て
い
た
。

し
か
し
、
火
の
見
粉
も
時
代
と
共
に
都
市
部
を
中
心
に
姿
を
消
し
て
い
る
。

今
回
、
そ
の
存
在
が
質
重
に
な

っ
て

い
る
火
の
見
附
が
、
神
戸
市
街
地
に
現
存

し
て
い
る
の
で
、
報
告
し
た
い
。

今
回
報
告
す
る
火
の
見
物
は
、
神
戸
傑
江
生
活
文
化
史
料
館
か
ら
ほ
ど
近
い

、

れ

A
V
S

仲
戸
市
東
灘
区
中U
木
五

T
H
一
の
古
木
文
化
セ
ン
タ
の
関
商
の
す
ぐ
傍
ら
に

悠
っ
て
い
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
悲
礎
上
に
山
本
の
柱
か
ら
な
る
鉄
刊
を
組
み
、

上
仰
山
に
は
凹
角
形
の
抑
が
組
ま
れ
て
い
る
。
仰
部
分
も
鉄
製
で
、
凶
角
錐
の
座

制
が
あ
る
。
屋
根
下
に
か
つ
て
は
半
錨
が
釣
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
。
鉄
製
の
部

内
ノ

企火の見櫓全長図(東北から出影.I苗影望月)



2003・3・31生活文化史第31号

分
は
、
赤
く
ペ
ン
キ
が
強
ら
れ
て
い
る
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
基
礎
部
は
、
収
納
庫
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
上
部

に
煙
突
が
あ
り
、
燃
料
の
ガ
ス
抜
き
用
の
も
の
で
あ
る
。
績
に
扉
が
あ
り
、
中

に
は
時
代
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
収
納
し
て
い
た
。
手
押
し
ポ
ン
プ
車

が
配
備
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
照
明
用
の
ラ
ン
プ
や
そ
の
燃
料
が
、
蒸
気
ポ
ン

プ
車
の
時
に
は
石
炭
、
消
防
自
動
車
の
時
に
は
ガ
ソ
リ
ン
が
収
納
さ
れ
て
い
た
。

今
は
、
何
も
収
納
さ
れ
て
い
な
い
。
背
木
の
街
を
見
下
ろ
し
て
き
た
火
の
見
初

で
あ
る
が
、
現
在
で
は
半
銭
も
下
ろ
さ
れ
、
消
防
団
の
ホ
ー
ス
を
乾
か
す
た
め

に
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ホ
ー
ス
は
二

0
メ
ー
ト
ル
の
長
き
で
あ
る
の

で
、
二
つ
に
折
っ
て
干
し
て
か
け
る
と
、
市
さ
二
二
メ
ー
ト
ル
の
火
の
見
柏
が
、

ち
ょ
う
ど
い
い
長
さ
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
び
落
と
し
さ
び
止
め
ペ
ン
キ

塗
り
な
と
を
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
七
年
に
隣
接
す
る
背
木
文
化
セ

ン
タ
ー
を
建
て
る
と
き
に
撤
去
す
る
意
見
も
あ
っ
た
が
、
保
存
さ
れ
る
こ
と
と

む
る

u

h

1

4

な
っ
た
。
か
つ
て
は
、
東
は
西
宮
市
川
町
尾
付
近
、
凶
は
御
影
の
束
明
付
近
ま
で

二
一
年
で
き
て
い
た
が
、
今
で
は
す
ぐ
傍
ら
の
建
物
す
べ
て
が
火
の
見
附
よ
り
山

、

~櫓部分 (西北から撮影 ・撮影望月 )

く
な
っ
て
し
ま
い
、
思
没
し
た
景
観
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
こ
の
火
の
見
仰
は
、

京
縫
消
防
団
青
木
分
間
の
所
有
で
、
青
木
財
産
区
で
管
理
し
て
い
る
。

火
の
見
檎
に
吊
さ
れ
、
火
事
の
時
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
て
い
た
半
銭
が
二
日
保

管
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
総
高
が
約
四
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
側
部
に

「
背
木
医
/
寄
贈
/
一
禍
辰
合
金
」
と
彫
銘
が
あ
る
。
銘
に
見
ら
れ
る
福
辰
合
金

は
、
神
一戸
市
東
灘
区
本
庄
町
三
丁
目
に
所
在
し
、
附
和
二
四
年
に
合
名
会
制
一制

辰
合
金
製
作
所
と
し
て
設
立
さ
れ
て
い
る
。
郁
辰
合
金
に
問
い
合
せ
て
み
た
が
、

詳
細
は
不
明
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
半
鐙
の
側
部
に
は
穴
が
聞
い
て
い
る
。
的
ら

し
て

い
る
と
き
に
岐
れ
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
、
そ
の
た
め
も
う
一
口
の
昭

和
十
年
に
寄
附
さ
れ
た
半
鐘
を
使
用
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

昭
和
十
年
寄
聞
の
半
銭
は
、
総
高
は
五
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
側
部
に

「
昭
和
拾
年
/
拾
弐
月
士
口
日
/
寄
贈
者
/
貝
谷
藤
十
郎
/
紀
品
粉
川
/
中
間
元

清
作
」
と
彫
銘
が
あ
る
。
昭
和
五
十
年
代
に
下
ろ
さ
れ
た
。
こ
の
二
口
と
は
別

に
、
も
う

一
口
あ
っ
た
そ
う
だ
が
現
在
は
不
明
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ

れ
が
れ
恥
初
に
火
の
見
仰
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

3 

企福辰合金寄贈の半鐘(撮影望月 )
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次
に
、
火
の
見
柏
が
い
つ
ご
ろ
建
て
ら
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
火
の

見
柏
の
建
設
時
期
は
記
録
に
な
く
、
火
の
見
棉
そ
の
も
の
に
も
建
設
時
期
の
手

が
か
り
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
た
だ
し
、
全
体
が
ペ
ン
キ
で
塗

ら
れ
て
い
る
の
で
、
消
え
て
い
る
可
能
性
ー
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
正
五
年

(
一
九

二
ハ
)
生
ま
れ
の
背
木
在
住
の
海
野
太
二
郎
氏
に
よ
る
と
、
物
心
が

つ

い
た
と
き
に
は
既
に
建
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
背
木
在

住
の
鈴
木
武
氏
は
、
「
古
老
の
大
正
八
年
頃
建
て
ら
れ
た
と
い
う
話
や

「武
庫

郡
誌
」
な
ど
の
記
述
か
ら
、
大
正
三
年

(
一
九
一
四
)
l
同
八
年
(
一
九

一
九
)

頃
に
建
て
ら
れ
た
の
で
は
よ

と
指
摘
が
あ
っ
た
。
『
武
庫
郡
誌
」
の
「
背
木
村

消
幼
組
」
の
項
に
は
、
「
明
治
三
十
七
年

(一

九
O
四
)
の
組
織
に
か
、
り
、

符
附
金
を
以
て
二
鋭
卿
筒

一
去
、
及
共
他
の
用
具
を
購
入
せ
り
。
話
時
組
只
凹

イ
六
名
あ
り
き
。
大
正
三
年
六
月
二
十
四
日
公
設
消
防
組
と
な
り
、
更
に
寄
附

金
を
募
集
し
、
金
百
聞
を
基
本
財
産
と
し
、
他
を
以
て
、
諸
道
具
の
監
理
補
充

を
な
し
、
服
装
を

一
定
せ
り
。
組
員
三
十
四
名
あ
り
。」

と
あ
る
。
こ
の
「
諸

道
具
整
備
補
充
」
の
中
に
火
の
見
物
建
設
も
含
ま
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

企昭和10年貝谷藤十郎寄贈の半鐘(姻影望月)

大
正
三

4
の
佐
役
と
す
れ
ば
、
山
川
附
氏
の
話
と
も
矛
盾
し
な
い
。
そ
の
後
の
古

木
消
防
分
間
の
記
録
に
は
、
消
防
車
の
新
制
な
ど
は
見
ら
れ
る
が
、
施
山
政
の
充

尖
勾
の
記
述
は
H
凡
当
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
火
の
見
物
は
大
正

コ
ヰ

引
に
住
股
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
か

つ
て
火
災
発
見
に
威
力
を
発
抑
し
た
火
の
見
初
で
あ
る
が
、

一
般

に
は

い
つ
ご
ろ
か
ら
設
世
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

江
戸
時
代
に
江
戸
の
町
は
、
「火
事
と
随
時
は
江
戸
の
輩
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
火
邪
が
多
か

っ
た
。
そ
の
中
で
も
明
府
三
年

(
一
六
五
七
)
の
振
袖
火

事
と
も
川
町
ば
れ
る
明
暦
の
大
火
は
、
江
戸
閉
山
川
以
来
の
惨
禍
と
い
わ
れ
た
。
こ

れ
を
機
に
、
非
附
は
江
戸
の
川
の
防
災
対
鍛
の
聡
仰
を
わ
な
う
の
で
あ
る
。
そ

の
一
つ
と
し
て
、
明
応
大
火
の
迎
年
の
万
治
元
年

(一

六
五
八
)
に
脱
本
に
よ

る
定
火
消
四
組
を
創
設
し
た
。
こ
の
時
に
火
の
見
物
が
、
定
火
消
の
拠
点
と
な

る
火
消
屋
敷
に
建
て
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
出
さ
は
三
丈

(約

九
メ
ー
ト
ル
)
で
、
外
四
い
の
都
は
白
木
の
生
渋
絵
り
で
あ
っ
た
。

相
に
は
大

き
な
太
鼓
を
ぶ
ら
下
げ
四
隅
に
半
錨
を
吊
し
で
あ
っ
た
。
相
に
は
常
時
二
名
の

見
張
り
詐
が
い
た
。
他
に
も
究
永
二
O
年

(一

六
四
三
)
般
世
さ
れ
た
、
大
名

火
消
の
役
に
つ
い
た
八
万
石
以
上
の
大
名
座
敷
に
も
池
て
ら
れ
た
。白
川
さ
は
定

火
消
の
も
の
よ
り
低
く
、

二
丈
五
尺
(
約
七
五
メ
ー
ト
ル
)
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

脚
部
は
板
で
囲
ま
れ
、
閉
盟
塗
り
で
あ
っ
た
。

拘
に
は
板
木
が
吊
し
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
享
保
三
年
(
一

七
一
八
)
に
設
置
さ
れ
た
町
火
消
と
い
う
町
方
の
消
防

組
織
が
設
置
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
に
、
十
町

(約

一

O
九
キ
ロ
メ
ト
ル
)

に

一
つ
ず
つ
火
の
見
的
を
建
て
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
高
さ
は
屋
線
上
九
尺

(約

二

・
七
メ
ー
ト
ル
)
、
眺
望
は
二
川
程
見
通
せ
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

脚
部
は
板
で
凶
わ
な
い
骨
組
み
の
ま
ま
で
あ
り
、
定
火
消
や
大
名
火
消
と
区
別

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
身
骨
庭
の
屋
根
の
上
に
梯
子
だ
け
設
位
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
自
身
番
屋
の
火
の
見
拘
は
、
火
災
が
あ
れ
ば
板
木
を
打
っ

て
報
せ
る
こ
と
に
し
、
ま
た
火
の
見
櫓
近
く
に
風
鈴
を
釣
っ
て
お
い
て
、
風
が
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強
く
て
こ
の
鐙
が
自
然
に
仙
切
る
よ
う
な
時
は
、
番
人
の

一
人
が
櫓
に
上
が
っ
て

監
視
を
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

大
名
火
消
と
町
火
消
が
使
う
火
の
見
柚
に
は
制
約
が
あ
り
、
定
火
消
が
太
鼓
を

叩
か
な
い
限
り
、
他
の
相
で
半
銭
を
略
ら
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

明
治
以
降
に
な
る
と
、
若
者
組
の
組
織
を
継
承
し
た
消
防
組
が
各
村
洛
に
組

織
さ
れ
、
火
の
見
椴
が
建
て
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
消
防
署
や
消
防
分
署

ぽ
令
の
う

消
防
派
出
所
に
も
火
の
見
椴
が
設
世
さ
れ
た
。
大
正
時
代
に
な
る
と
、
「
削
孟
楼
」

と
名
前
が
改
め
ら
れ
火
災
発
見
に
役
立
っ
て
き
た
が
、
今
で
も
「
火
の
見
櫓
」

企昭和38年頃の火の見櫓。鳥居は八坂神社。

手前の道は国道43号線。火の見櫓以外に高い

建物が見当らない。

と
い
う
名
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
後
建
物
の
高
層
化
や
、
電
話
で
の
火

事
の
通
報
が

一
般
的
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
東
京
消
防
庁
で
は
、
昭
和
四
八
年

(一

九
七
三
)
に
望
楼
の
運
用
を
中
止
し
た
。
し
か
し
、
各
地
に
は
拡
声
穏
な

ど
を
糊
の
四
隅
に
設
世
し
た
り
し
て
、
情
報
伝
達
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

る
も
の
も
残
っ
て
い
る
。

背
木
の
火
の
見
櫓
も
今
は
役
目
を
終
え
、
ひ

っ
そ
り
と
文
化
セ
ン
タ
ー
検
で

立
っ
て
い
る
が
、
子
供
た
ち
の
地
域
学
習
の
対
象
と
し
て
ヒ
ン
タ
l
へ
問
い
合

わ
せ
も
多
い
と
い
う
。
い
つ
ま
で
も
地
域
の
歴
史
の
証
人
と
し
て
保
存
さ
れ
て

ほ
し
い
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
海
野
太
二
郎
氏
海
野
拓
司
氏
鈴
木
武
氏
に
は
多
大

な
ご
教
示
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

八
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・
都
市
生
活
史
事
典
』

原

田

伴

彦

芳
賀
登

森

谷

魁

久

能

倉
功
夫

/
柏
書
房

『火
と
の
斗
い

(江
戸
時
代
編
)
l
消
防
戦
術
の
ル
1
7
を
た
ど
る
l
』
竹
内

平
/
全
国
加
除
法
令
出
版

『江
戸
の
火
事
と
火
消
』
山
本
純
美
/
河
出
舎
一房一
新
社

『別
冊
歴
史
読
本
幻
江
戸
の
危
機
管
理
」
新
人
物
往
来
社

『江
戸
時
代
「
生
活
文
化
」
総
覧
」
西
山
松
之
助
他
/
新
人
物
往
来
社

「江
戸
火
消
年
代
記
』
藤
口
透
吾
/
創
思
社

『日
本
消
防
百
年
史
」
日
本
消
防
協
会
百
周
年
記
念
事
業
常
任
委
只
会
/
日
本

消
防
協
会

-5ー
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展
示
品
と
の
対
話

(一

三
)

や

ぶ

ち

出
制
附
研
究
此

台
;;j( 

lコ
午

m 

「
こ
の
机
の
名
前
、
知
っ
て
る
か
な
ワ
」

「
ち
ゃ
ぶ
台
!
」

毎
年
恒
例
の
小
学
校
三
年
生
の
団
体
見
学
で
、
私
の
質
問
に
子
と
も
た
ち
は

い
つ
も
元
気
よ
く
答
え
て
く
れ
る
。
ち
ゃ
ぶ
台
は
、

三
年
生
が
「
む
か
し
の
く

ら
し
」
で
学
ぶ
代
表
的
な
く
ら
し
の
道
具
で
あ
る
。
史
料
館
の
ち
ゃ
ぶ
台
の
上

に
は
、
レ
λ
ト
ラ
ン
の
ウ
イ
ン
ド
ウ
に
あ
る
よ
う
な
粉
巧
な
蝋
訓
工
の
焼
き
仙

や
お
ひ
た
し
な
ど
が
並
ん
で
い
て
、
子
ど
も
た
ち
の
歓
声
が
あ
が
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
ち
ゃ
ぶ
台
、
よ
く
見
る
と
少
し
私
通
の
も
の
と
述
う
。
子
と
も
た
ち

か
ら
も
時
々

「ど
う
し
て
?
」
と
質
問
を
受
け
る
。
史
料
館
の
ち
ゃ
ぶ
台
は
、

ま
ん
な
か
に
四
角
い
穴
が
あ
い
て
い
る
の
だ
。

明
治
に
登
場
し
た
ち
ゃ
ぶ
台
が
全
国
的
に
普
及
し
た
の
は
、
大
王
以
降
だ
と

言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
銘
々
脆
か
ら
家
族
が
単
を
囲
ん
で
食
部
'
を
す
る

形
態
へ
の
変
化
は
、
日
本
の
生
活
の
近
代
化

の
象
徴
と
す
ら
言
わ
れ
て
い
る
。
ム
半
紙
ム
口
、

茶
献
ム
ロ
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
泌
字
が
あ
て
ら
れ
、

持
概
は
長
崎
の
シ
ァ
ポ
ク
料
理
の
食
EV
で
は

と
い
う
説
が
有
力
で
は
あ
る
が
明
ら
か
で
な

い
。
第
二
次
大
戦
後
に
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
が

あ
る
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
る
ま
で
、
多
く
の
家
庭
で
愛
用
さ
れ
て

会
C
れ
」
。

A ちゃぶ台

川
ソ
ザ
エ

さ
ん
の
影
響
か
ら
か
、
ち
ゃ

ぶ
台
と
い
う
と
丸
い
形
を
川
島
い
坪
か
べ

る
人
が
多
い
が
、
実
は
四
角
い
も
の
の
方
が
多
か
っ
た
。
食
器
を
入
れ
る
引
き

出
し
を
つ
け
る
な
ど
、
数
々
の
ア
イ
デ
ィ
ア
商
品
も
出
現
し
た
。
穴
の
あ
い
た

ち
ゃ
ぶ
台
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
発
明
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
「
す
き
焼
き
用

の
穴
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
コ
ン
ロ
や
七
輸
を
入
れ
て
釧
を
の
せ
て
使

則
し
た
。
鍋
物
好
き
の
日
本
人
が
い
か
に
も
好
み
そ
う
な
辺
共
で
あ
る
。
こ
の

穴
あ
き
タ
イ
プ
は
各
地
で
使
わ
れ
て
い
て

「
し
っ
ぽ
く
台
」
「
七
輪
台
」
「
す
き

や
き
台
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
史
料
館
の
資
料
は
、
平

成
七
年

(一

九
九
五
)
に
阪
神
淡
路
大
震
災
で
臓
が
倒
壊
し
た
お
宅
か
ら
寄
贈

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
珂
川
州
者
の
お
宅
は
神
戸
市
来
灘
区
森
化
川
に
あ
り
、

被
告
が
大
き
か
っ

た
地
区
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
。

ち
ゃ
ぶ
台
に
は
、
穴
を
あ
け
る
以
外
に
も
い
ろ
ん
な
工
夫
が
施
さ
れ
た
。
よ

く
見
る
の
は
脚
を
祈
り
幻
め
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
、
特
許
や
実
附
新
案
の
公

報
に
多
く
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
残
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
狭
い
住
宅
で
、
使
い
終

わ
っ
た
ら
簡
単
に
折
り
目
ん
で
壁
際
に
立
て
か
け
れ
ば
布
団
が
敷
け
る
と
い
う

の
は
大
き
な
魅
力
だ

っ
た
だ
ろ
う
。

ち
ゃ
ぶ
台
が
す
た
れ
、
テ
ー
ブ
ル
と
初
子
が
普
及
し
ダ
イ
ニ
ン
グ
の
場
所
が

独
立
し
た
こ
と
は
、

一
般
的
に
は
日
本
の
世
宅
事
情
の
改
善
と
迎
叩附
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
折
り
白
ん
で
片
付
け
れ
ば
、
そ
こ
に
ど
ん
な
風
に
も
利
用
で
き

る
ス
ペ
ー
ス
が
生
ま
れ
る
ち
ゃ
ぶ
台
は
、
関
住
而
叫
刊
の
小
さ
い
日
本
家
屋
に
い
胤

も
迎
し
た
家
具
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
政
近
若
い
人
の
間

で
テ
ー
ブ
ル
こ
た
つ
が
見
出
さ
れ
人
気
を
集
め
て
い
る
こ
と
と
決
し
て
批
凶
係

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

八
主
要
参
考
文
献
V

国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
別
附

一
六
号

「現
代
日
本
お
け
る
家
庭
と

食
卓
|
銘
々
脇
か
ら
チ
ャ
プ
ム
口
へ

l
」
石
毛
白
巡
引
上
忠
司
縦

一
九
九

一
年

国

立
民
族
学
博
物
館

- 6ー
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史
料
館
の
入
館
者

5
万
人
突
破
i

二

Oo=年
二

月

六

日

(木

)

に
、

一
九

八

一
年

二

月

二

1
日
開
館
以
来
、

五
万
人
を
突
破
し
ま
し
た
。
五
万
人
目
の
入
館
者
と
な
っ
た
の
は
、
神
戸
市
立

魚

崎

小

学

校

三

年

生

の

み

な

さ

ん

(
二

O
五
名
)
で
、
杉
浦
館
長
よ
り
「
米
他

者
五
万
人
目
の
一刊
」
と
記
念
品
を
贈
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

4aa--校
舘

H

A''u学
典

.

小
昭

崎
浦

魚

杉
が
へ

」
ん

証
く

の
-m

目
立
る

人
足
れ

万

表

さ

五
代
渡

者
の
手

館

生

り

来
年
よ

「
3
長

企

1昔杖t才者曹官V 昭和56j干

2 Jl 2 I崎 I~ I司官官 tγ }'J.

井、.A.万人 aの入館者じ

な Ij 1 L tーのマ 孟正ど言巴

~:k rA昔、せプマ 、 t~ 1( ~ 

ます.

ヰ ~ 15斗 2 iJ 6 1:) 

企来館者五万人の証

h
p
J‘

文
化
史
料
笹
川
同
区
間
在
一
盟
企
が
村
児
岡
県
を
市
街
.

、
L

4
叫
U
Y

昏
「

本問一一一

H
が
六
日
、
五
万
人
一
江
戸
時
代
栓
朋
か
ら
昭
和
に

ιb
-引
H
Aげ
必

一い

目
白
人
間
者
を
通
え
た
。
匝
一か
廿
て
植
わ
れ
て
い
た
生
活

け
リ
ペ

4
耳
寺

-
E
見

抑
横
路
大
圏
閉
山
町
危
櫨
も
一
用
品
や
古
文
曹
な
ど
敵
平
点

U
一
、

3
ら

眠
り
哩
え
て
割
過
し
た
曲
目
一
芸
閉
ざ
れ
ち

J
i
F
-
置

に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
一

安

で

は
す
ぐ
宙
開
の
匝

+
t

・4'
4

2
E
一
か
か
わ
る
館
臼
ら
は
「
地
雄
一
抑
百
端
近
路
な
ど
は
闇
圃
し

災

ー

、

児

に
岨
付
い
た
史
料
館
と
し
て
一
た
が
、
開
跡
的
に
史
料
舶
の

怒

』

ノ

小

新
た
な
出
雲
に
し
た
い
」
一
組
怒
号
、
半
年
桂
に
同

年
百
J

崎

お
し
て
い
る
e

一
オ
ー
プ
ン
し
た
@
現
在
、
地

ら
れ

1

，，LI
-

-

A

同
史
料
館
は
一
九
八
二
居
住
民
や
匝
史
に
興
味
の
あ

除

i
'
F百

年
、
地
既
異
有
財
警
官
一
柔
ラ
ン
テ
ィ
ア
ら
約
十
人

1
一

日

t
t
頃

館

副

ず

る

開

江

路

容

器

一
で
饗
し
て
い
る
.

-d
一

川
ー
ヲ
'
'
引
軒
が
世
立
し
た
。

一

五
万
人
目
と
な
っ
た
凪
崎

日
一

M

M牲
骨

密
度
に
隣
接
す
る
宵
一小
一一一
年
生
約
二

更

に
は
、

に
一

し
巳

A
t

H

酌
化

木
西
腎
木
地
区
は
、
一
八
一
肥
愈
u

闘
が
問
ら
れ
、
代
官
し

m
m
一
吉
田

?

へ

霊

八
九
年
か
一
宗
務
と
し
て
て
足
立
面
禁
走
、
福

山明一

ノ

捗
ん
で
き
た
が
、
一
九
五
O
一間
典
町
民
吉
邑
か
ら
賀
状
が

叩
一
斑
置
区
の
旧
本
庄
村
の
佳
一年
、
斑
置
区
誕
生
に
伴
う
合
一
手
躍
さ
杭
た

.
t
冊
館
毘
は

出

一
民
ら
が
世
立
、
亜日
vじ
て
い
一
併
で
問
輔
し
た
困
問
え
た
村
一
「
告
の
生
活
を
知
ら
な
い
子

旧

一
る
博
物
問

「州
問
開
灯
生
活
一
の
間
見
在
員
そ
う
と
、
同
智
一
ど
も
た
宅
」
見
て
も
ら
う
こ

mu
-

-

と
で
、

脚
土
盟
闘
を
は
く
く

一
む
助
け
に
な
れ
ば
」
と
括
し

て
い
た
。

童曙日日調葺号干.F=' 字申

住民事づくりの師向田1"物 闘が 5万人呂田入
曲者。 魚 崎小児監が 普 由主主活道具そ興味深そ

うに見学した=神田原江主活文血史料館

企神戸新聞、平成15年2月7日朝刊
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史
料
館
日
誌
抄

ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ
ー
ク
本
庄
中
学
校
二
年
生
二
名
を
受
入

れ、

二
日
間
に
波
り
史
料
館
の
業
務
を
体
験
し
て
も
ら
う
。

東
灘
区
役
所
新
規
採
用
職
貝
研
修
(
見
学
者

二
八
名
)

東
灘
区
役
所
わ
く
わ
く
親
子
医
史
探
険
隊

(見
学
者
凹
七
名
)

H
月

例

日

刷

神
一戸
行
木
股
史
ウ
オ
ー
ク

(見
学
者

一
O
O
O
人
)

八
平
成
十
五
年
V

i
月
川
口

六
叩
a
小
山
寸
校

三
年
生

(
H
凡
学
者
五

一
名
)

酋
郷
小
学
校

三
年
生

(見

学

者

六

二
名
)

な
ぎ
さ
小
学
校

三
年
生

(見
学
者
五
六
名
)

本
庄
小
学
校

三
年
並

(見
学
者

一
O
五
名
)

こ
う
べ
小
学
校

三
年
生

(
見
学
者
八
九
名
)

東
灘
小
学
校

三
年
生

(見
学
者

一
四
五
名
)

本
山
第
三
小
学
校

三
年
生

(見
学
者
八
六
名
)

福
住
小
学
校
=
一年
生

(
見
学
者
六
四
名
)

雲
中
小
学
校

三
年
生

(見

学

者

八

O
名
)

魚
崎
小
学
校

三
年
生

(見
学
者

二
O
五
名
)

H
入
館
者
五
万
人
突
破

西
濃
小
学
校

三
年
生

(見
学
者
五
六
名
)

本
山
南
小
学
校

三
年
生

(見

学

者

七

一
名
)

陛
耶
小
学
校

=一
年
生

(凡
学
者
五
四
名
)

灘
小
学
校

三
年
生

(見山
手
者

間
凶
名
)

縞
池
小
学
校

三
年
生

(見

学

者

六

O
名
)

宮
本
小
学
校

三
年
生

(見
学
者

二
O
名
)

八
平
成
十
四
年
V

6
月
6
日

/
7
日

7
月
5
日

7
月
幻
日

ー
月
初
日

l
月
幻
日

l
月
幻
自

l
月
旧
日
日

l
月
初
日

1
月
引
日

2
月
3
日

2
月

4
日

2
月
6
日

勺
，6-
問
円
マ
，
口口

q
〆-コ叶，
A
H
v
門
同

j
l
f
 

2
月門日川日

2
月
比
日

2
月
初
日

2
月
幻
日

史
料
飢
研
究
且

道

谷

身L

平
成
十
四
年
凶
月
以
降

2
月
お
日

水
木
小
学
校

御
影
小
学
校

一年
生

(見
学
者

一年
生

(見
学
者

五
七
名
)

六
七
名
)

資
料
寄
贈
者
ご
芳
名

(敬
称
略
二
O
O
二
年
四
月
)
以
降

銭〈
一 回
式垣
/良
八甜t
深 v
江野
会外
館用
〉お
ダり
イた
ヤ元
み々

A ア
黒 l

f写プ
ー
出司 Jレ
， 、

八腕

t / 
明〈
和北
〉条
大み
型ち
m< 寸日

行 〉
飽古

国
盟
国
国

開
館
二
二
年
で
入
館
者
五
万
人
と
い
う
大
き
な
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。
今
度

は
六
万
人
の
節
目
に
向
け
、
さ
ら
に
史
料
館
の
活
動
を
充
災
し
て
い
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

今
年
も
恒
例
の
小
学
校
三

4
生
の
閉
体
見
学
の
受
け
入
れ
を
無
事
終
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
過
去
最
多
の

一
八
校
の
子
供
述
が
ち
ょ

っ
と
む
か
し
の
く

ら
し
を
体
験
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

(T

・
M
)

。。
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