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深江駅前、多国ラジオ庖の昭和30年代半liの正月風景。

ス?-9ーに注連飾り 、1苫頭には「謹賀新年jの張り紙が

ある。庖の前には初荷で納入された電化製品が山積みされ

ている。 1槽式の洗濯機な どが人気を集めた。看板にはテ

レビが描かれている。
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深
江
物
詩
川

昭
和
初
年
代
の
駅
前
界
限
を
歩
く

森

!こl

f占

深

江

叫

二
O
O
九
年
の
深
江
文
化
村
議
-M会
を
き
っ
か
け
に
生
ま
れ
た
深
江
川
世
で
は
、

地
域
位
民
の
メ
ン
バ
ー
が
何
月

一
一
凶
史
料
館
に
集
ま

っ
て
、
自
ら
の
体
験
や
記

憶
を
知
り
合
い
、
出
向
班
み
の
記
録
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
ま
た
尖
際
に
川
を
歩

き
、
山
拠
跡
を
附
叫
し
川
の
変
化
を
見
つ
め
な
お
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
本
庄
付
が

神
戸
市
に
合
制
し
た
仰
川
和
二
十
五
年

(一

九
在
O
)
前
後
の
深
江
駅
間
芥
限
を

テ
1
7
に
、
話
し
合
っ
た
成
呆
を
ま
と
め
ま
し
た
。

i
u
A
L
m
a事

西
国
浜
街
道
と
新
道

昭
和
二
十

一
年

(一

九
四
六
)
に
悶
道
心
号
線
の
都
市
計
画
決
定
が
な
さ
れ

ま
し
た
。
同
時
に
今
の
深
江
の
道
路
配
置
の
も
と
に
な
っ
た
復
興
計
画
決
定
もL

eゐ

な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
復
興
計
画
が
実
施
さ
れ
る

ω前
の
深
江
の
道
は

、
「新

。卵、道
」
と
剖
聞
浜
街
道
の
二
本
の
道
が
京
商
に
此
い
て
い
ま
す
。

明
治
凹
十
三
年

(一

九

-
O
)
の
地
図
で
は
、
深
江
を
束
凶
に
引
く
辺
は
何

回
浜
街
道
が
太
く
怖
か
れ
て
い
る
の
に
刈
し
、
新
道
は
制
く
途
中
で
注
切
れ
て

い
ま
す
。
大
正
」
!
二
年

(一

九
一=-一)

の
地
図
で
は
新
迫
は
深
江
と
戸
隠
の
境

で
あ
る
傍
示
川
で
浜
術
辺
と
南
北
に
分
か
れ
、
は

っ
き
り
し
た
辺
と
な
り
ま
す
。

二
つ
の
道
は
深
江
を
酋
に
向
い
本
庄
小
学
校
手
前
、
神
戸
V
川
等
尚
船
山
市寸校

(後

の
神
戸
市
同
船
大
学
、

現

神

戸
大
学
海
事
科
学
部
)
正
門
前
あ
た
り
で
科
び
合

流
し
て
い
ま
す
。
新
道
は
深
江
地
区
内
の
古
く
か
ら
あ
っ
た
道
を
利
用
し
て
‘

新
し
く
幹
線
道
路
と
し
て
造
ら
れ
た
道
で
、
浜
街
道
が
米
舗
装
だ
っ
た
こ
の
頃

に
「
新
道
」
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
の
道
路
で
し
た
。

ヰ
ヤ
同
が
判
例
台
を
引
く
車
も
通
行
し
、
西
宮
の
小
川
山
水
を
刑
法
メ
均
l
に
述

ん
で
い
ま
し
た
。
歩
道
と
車
道
の
分
離
は
な
く
人
も
車
も
牛
も
山
内
も
混
じ

っ
て

通
行
し
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
上
に
山
内
糞
や
牛
市
民
が
点
々
と
俗
ち
て
い
ま
し
た
。

車
と
言
っ

て
も
来

m車
は
効
ど
な
く
、
オ
ー
ト
一
一一
輪

(刊
一
称
パ
タ
コ
)
が
目

立
ち
ま
し
た
。
昭
和
二
十
年
代
に
は
、
町
を
結
ぶ
幹
線
道
路
と
し
て
は
深
江
区

間
に
限
れ
ば
、
浜
街
道
で
は
な
く
「
新
道
」
で
し
た
。

昭
和
イ
三
、
凶
作
ご
ろ
に
は
神
戸
高
等
商
船
学
校
正
門
か
ら
国
道

2
号
線
へ

直
線
の
粋
紘
迫
路
が
出
来
ま
し
た
。

大
白
神
社
と
卯
の
花
祭
り

供
街
道
に
附
し
て
叱
側
に
大
日
刊
誌
女
神
社

(通

科

大

口
神
判
)
が
あ
り
ま

す
。
大
日
叫
刊
行
v

本
搬
は
、
空
襲
に
も
焼
け
ず
に
残
り
ま
し
た
。
神
一戸
川
等
商
船

学
校
の
閣
の
海
辺
に
あ
っ
た
川
一
山
航
半
減

(現

新

明
利
工
業
)
は
、
吸
い
上

げ
ポ
ン
プ
で
山
内
の
砂
を
く
み
上
げ
急
造
し
た
組
立
地
に
総
治
さ
れ
、
市
岡
山
海
市

が
世
界
に
誇
る
二
式
水
上
飛
行
艇
や
戦
闘
機
「
紫
屯
改
」
を
製
造
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
た
め
こ
の
地
減
は
米
軍
の

B
m燥
際
機
に
よ
る
燥
控
目
標
と
な
り
、

広
い
範
聞
が
燦
郁
や
焼
夷
弾
の
被
害
に
あ
い
ま
し
た
。
本
庄
村
は
附
利
一
一
十
年

五
月
十

一
日
と
六
月
五
日
、
八
月
六
日
に
宝
仙
世
の
被
害
を
受
け
‘
八
月
六
日
に

は
大
日
抑
制
境
内
に
あ

っ
た
ダ
ン
ジ
リ
合
服
と
ダ
ン
ジ
リ
を
焼
失
し
ま
し
た
。

ダ
ノ
ジ
リ
合
町
は
白
土
壁
造
り
、

中
二
階
が
あ
り
江
戸
時
代
か
ら
の
ダ
ン
ジ
リ

を
解
体
し
て
保
伯
し
て
い
ま
し
た
。

K
H仲
村
の
例
大
祭
は
、
「
卯
の
花
祭
り
」
と
い
い
ま
し
た
。
卯
の
花
は
初

日
記
に
咲
く
ウ

y
ギ
の
花
の
別
名
で
す
。
卯
は
凹
需
目
を
意
味
し
、
月
で
い
え
ば

旧
暦
の
凶
月
で
す
。
そ
の
た
め
新
暦
五
月
の
十
九
日
を
宵
宮
、

三
十
日
を
本
宮

'U巳

av--a

と
し
て
祭
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
期
は
瀬
戸
内
で
は
「
品
'
白
川
時
」
と
い

い
豊
漁
に
な
る
季
節
と
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
深
江
の
海
も
弘
、
の
泊
い
か
ら
哀
の
漁

に
変
わ
る
区
切
り
の
時
山
別
だ
っ
た
の
で
す
。
仕
向
宮
の
十
九
日
は
本
庄
小
学
校
の

授
業
は
午
前
中
だ
け
で
お
し
ま
い
。
二
十
日
の
本
宮
は
お
休
み
で
し
た
。
本
家

と
言
わ
れ
る
家
に
は
、
お
嫁
に
出
た
娘
が
孫
を
巡
れ
て
制
り
、
泣
く
の
税
減
も

ワ匂
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や
っ
て
来
ま
す
。
そ
れ
ら
の
人
々
を
迎
え
る
家
の
嫁
は
何
か
と
酷
伽
に
大
変
で

'」れ~
。

打
ち
ま
し
た
。

こ
の
三
味
線
、
太
鼓
に
合
わ
せ
て

「
添
削
苛
孤
」
や
「
深
江
小
唄
」
が
唄
わ

れ
ま
し
た
。
作
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十

一
年
と
も
二
十
三
、
凶
年
と
も
一言
わ

れ
ま
す
。
と
く
に
深
江
音
頭
に
は
戦
災
復
興
の
航
い
希
裂
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

い
ず
れ
も
黒
削
消

一
さ
ん
が
竹
山
、
制
問
先
一
さ
ん
が
作
詞
、
縦
割
光
子

さ
ん
の
三
味
線
、
盟
回
浜
子
さ
ん
の
締
り
振
り
付
け
で
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

復
興
祭
り
と
ミ
ス
本
庄

昭
和
二
J
l

五
年
十
月
に
合
併
し
、
そ
の
月
に
神
戸
市
の
「
み
な
と
祭
り
」
に

あ
わ
せ
て
「
復
興
祭
り
」
が
神
村
を
中
心
に
学
行
き
れ
ま
し
た
。
ダ
ン
ジ
リ
や

神
興
、
釦
や
太
鼓
は
卯
の
“
化
祭
り
に
つ
き
物
で
す
が
、
こ
の
と
き
の
復
興
綴
り

に
は
「
ミ
ス
本
庄
」
を
逃
ぷ
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
「
み
な
と
祭
り
」

こ
の
頃
は
イ
チ
ゴ
の
季
節
で
も
あ
り
ま
し
た
。
他
所
か
ら
祭
り
の
た
め
に
船
っ

て
く
る
身
内
は
、
木
知
に
入
っ
た
イ
チ
ゴ
を
子
ど
も
た
ら
に
お
土
産
と
し
て
持
っ

て
き
て
く
れ
ま
し
た
。
イ
チ
ゴ
は
こ
の
祭
り
時
分
だ
け
の
「
季
節
の
川
市
物
」
で

し
た
。
温
室
栽
培
な
と
も
な
く
、
鳴
尾
辺
り
の
民
家
が
栽
培
し
た
も
の
が
中
心

で
し
た
。盆

踊
り

卯
の
花山
口
市
り
に
統
く
大
き
な
行
事
は
盆
蹄
り
で
す
。
邸
内
に
大
き
な
抑
制
が
組

ま
れ
ま
す
。
相
の
上
に
は
お
手
本
と
し
て
小
学
生
が
踊
り
子
と
な

っ
て
腕
り
ま

す
。
三
味
線
太
鼓
が
剛
押
さ
、
深
江
の
制
り
の
先
川1
1

出…
川
浜
子
さ
ん
が
太
鼓
を

深

江

音

頭

3 

深
江
ょ
い
と
こ
潮
風
受
け
て

今
日
も
出
始
か
勢
ぞ
ろ
ひ

仰
に
や
網
船
ポ
ン
ポ
船

・六
抑
大
出
で
廃
り
船

ア
リ
ベ
サ
y
ト
サ
y
ト

M
K
り
船

深
江
ょ
い
と
こ
そ
よ
胤
受
け
て

六
中
降
り
れ
ば
復
興
町

軒
弛
み
そ
ろ
へ
て
大
尉
昨
日

栄
え
栄
λ

て
明
け
て
行
く

ア
リ
ヘ
サ
y
ト
サ
ァ
卜
明
け
て
行
く

深
江
ょ
い
と
こ

六
甲
の
お
ろ
し
ヨ
イ
ヨ
イ

ーリ、

F

J

E

U
}

、

r
ivず
い
制
民

f
E

卯
の
花
祭
の
お
神
輿
を

浜
の
戎
さ
ん
が
手
で
招
く

ア
リ
ャ
サ
y
ト
サ
y
卜
手
で
招
く ヨ

イ
ヨ
イ

2 

ヨ
イ
ヨ
イ

深

江

小

唄

深
江
ょ
い
と
こ
ち
ぬ
の
海

悲
の
散
歩
も
白
浜
ゅ
ん
で

沖
の
か
も
め
や
浜
守
山

H
い
さ
さ
や
き
波
の
上

7
リ
ベ
サ

ッ
ト
サ
γ
ト

披
の
」

深
江
ょ
い
と
こ
初
日
を
受
け
て

今
円
も
工
場
で
槌
の
汗

怖
も
鍛
作
品
山
金
波

皆
ん
な
笑
聞
で
は
持
れ
て
行
く

ア
リ
ャ
付
一γ
ト
サ
フ
ト
計
れ
て
行
く

深
江
ょ
い
と
こ
復
興
は
進
む
ヨ
イ
ヨ
イ

踊
り
踊
れ
ば
彼
(
あ
)
の
娘
は
唄
う

歌
え
踊
れ
や
朗
ら
か
に

手
並
み
そ
ろ
え
て
深
江
音
頭

ア
リ
ャ
サ
y
ト
サ
y
ト
深
江
音
如

4 

ヨ
イ
ヨ
イ

深
江
名
所
は
踊
松

市
い
高
鮪
片
業
来

卯
の
花
祭
り
の
伊
達
姿

末
は
鶴
亀
五
諜
の
松

産
ん
だ
背
空
般
の
松

法
は
さ
ざ
波
白
帆
が
け
比
ゆ
る

粋
な
姉
さ
ん
の
馳
安

に
っ
こ
り
笑
え
ば
片
え
く
ぽ

今
円
は
東
風

(こ
ち
か
ぜ
)

出
舟
の
文
皮

肉
品
鉢
巻
ナ
セ
の
汗

ヱ
ン
サ
エ
ン
サ
の
羽
み
肌

続
く
大
漁
で
大
限

白
い
砂
浜
恋
の
夜

好
い
た
同
士
の
忍
び
逸
い

彼
(
あ
)
の
乙
女
(
こ
)
の
姿
が
浜
千
弘

何
に
時
く
の
か
漏
り
雌

2 

5 

ヨ
イ
ヨ
イ

3 

6 

-3ー
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で
「
ミ
ユ
村
戸
」
が
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
に
な
ら
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
「
ミ
ス
本
庄
」
も

「
準
ミ
ス
」
も
深
江
か
ら
選
ば
れ
、
オ
ー
プ
ン

ヵ
ー
な
ら
ぬ
卜
ラ
y
ク
の
荷
台
に
載
っ
て
、
深
江
の
町
を
パ
レ
ー
ド
し
ま
し
た
。

復
興
祭
り
以
後
は
「
ミ
ス
本
庄
」
を
選
ん
だ
り
し
た
訴
は
聞
き
ま
せ
ん
。
復
興

祭
り
に
限

っ
た
イ
ベ
ン
ト
だ

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
「
復
興
祭
り
」
で
は
「
政
部
の
お
じ
さ
ん
」
の
太
政
が
人
気
を
川
町
び
ま

し
た
。
こ
の
お
じ
さ
ん
は
「
阿
，ナ
応
の
お

っ
ち
ゃ
ん
」
と
も
呼
ば
れ
、
胸
ま
で

伸
ば
し
た
ヒ
ゲ
が
ト

レ

ド

7
!
?
で
し
た
。
そ
の
お
じ
さ
ん
、
派
手
な
身
似

り
で
太
鼓
を
打
ち
明
ら
し
ま
す
。
太
鼓
の
特
き
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
身

綴
り
手
振
り
に
制
政
は
や
ん
や
の
喝
采
で
し
た
。
尚
船
学
校
の
学

4
の
仮
設
行

列
も
あ

っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。

稲
荷
筋

大
日
神
村
境
内
の
凶
側
、
深
江
を
南
北
に
過
る
道
が
「
初
荷
筋
」
で
す
。
こ

の
道
は
、
阪
神
屯
市
深
江
駅
か
ら
国
道

2
号
娘
、
森
の
稲
荷
抑
制
の
赤
同
居
を

過
ぎ
て

J
R
の
鉄
道
ガ

l
ド
に
至
り
ま
す
。
赤
い2
府
は
、
戦
時
中
日
ぬ
が
こ
の

地
区
を
昨日
占
拠
す
る
と
き
に
目
印
と
し
た
と
吾
川わ
れ
ま
す
。
大
き
な
悠
物
も
な
い

あ
の
時
分
に
は
、

J
窓
か
り
見
れ
ば
ひ
と
き
わ
目
立
つ
住
浩
物
だ

っ
た
の
で
す
。

術
山
間
抑
制
は
山
林
、
深
江
、
古
木
の
三
か
村
共
通
の
氏
神
縦
で
す
。
卯
の
花
祭

り
に
は
、

こ
の
稲
荷
仲
村
山
か
ら
神
線
が
担
ぎ
排
に
心当
た
る
地
区
の
川
府
政
に
仰
が

れ
て
大
日
村
引
の
お
旅
所
ま
で
披
御
さ
れ
ま
し
た
。
稲
荷
筋
は
、
森
の
稲
荷
神

社
か
ら
神
械
が
深
臼
の
お
旅
一
山
ま
で
波
御
さ
れ
る
道
筋
で
し
た
。
そ
れ
が
抑
制
荷

筋
の
名
前
の
由
来
で
す
。
お
旅
所
は
昭
利
問
十
三

4
、
深
訂
会
館
建
築
の
後
に

な
く
な
り
ま
し
た
。

魚
屋
道

深
江
に
は
有
馬
へ
の
判
'
屋
道
が
あ
り
ま
す
。
「
と
と
や
み
ち
」
と
呼
び
「
と

と
」
は
魚
の
こ
と
で
す
。
深
江
の
浜
は
地
引
制
の
蝶
ん
な
所
で
し
た
。
深
紅
の

併
で
捕
れ
た
大
き
な
利
一
平
和
歌
山
辺
り
か
ら
ボ
ン
ボ
ン
船
で
迎
ば
れ
た
如
、
が
市

場
で
売
り
災
い
さ
れ
、
生
向
日
も
あ
り
ま
し
た
。
深
江
の
人
は
大
き
な
缶
、
を
天
秤

僚
で
初
吉
、
六
甲
の
山
道
を
伝
っ
て
有
馬
の
淵
泉
街
に
売
り
に
行
き
ま
し
た
。

生
の
白
…
だ
け
で
な
く
乾
物
の
イ
リ
コ
も
売
り
に
行
き
ま
し
た
。
深
江
の
イ
リ
コ

は
大
正
時
代
か
ら
白
内
庁
に
献
上
し
て
、
深
江
の
浜
の
名
誉
に
な
り
ま
し
た
Q

余
談
な
が
ら
、
「
魚
屋
道
」
の
碑
は
初
め
深
江
駅
北
西
の
銀
行
の
前
に
建
立

さ
れ
、
間
引
紅
は
大
口
州
制
品
川
に
拶
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
か
に
も
稲
術
筋
が
向
…
民

泣
の
よ
う
に
川
い
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
こ
れ
は
よ
り
多
く
の
人
の
日
に
悩
ま
る
こ

と
を
闘
っ
て
石
仰
を
仰
起
て
た
ま
で
で
、
本
当
の
魚
屋
辺
は
札
幼
迎
り
で
し
た
。

江
戸
時
代
の
地
図
を
凡
て
も
、
札
場
通
り
が
漁
師
川
の
中
心
で、

山
円
か
ら
札
場

通
り
の
係
先
で
品
川
の
水
妨
げ
、
収
引
が
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
札
場
迎
り
を
化
に

向
か
い
、
国
道

2
力
的
酬
を
越
え
て
か
ら
凶
に
斜
め
に
向
か
う
桁
初
抑
制
参
押
迫

が
あ
り
、
稲
荷
神
村
の
凶
を
抜
け
て
六
甲
の
山
越
え
を
す
る
の
が
正
規
の
也
“
屋

道
で
す
。

深
江
駅
南
の
宿
舗
と
銀
幕
ス
ヲ

l

深
江
駅
前
に
一閃
し
て
、
首
端
に
「
深
江
初
出
」
が
あ
り
ま
し
た
。

本
庄
村
に
は
、
神
戸
市
等
耐
船
学
校
が
あ
り
、
深
江
A
M
的
で
は
海
都
市
中
門
れけ

が
多
く
お
か
れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
本
庄
小
学
校
や
小
学
も
あ
り
ま
し
た

か
ら
児
設
の
な
ど
も
そ
ろ
え
て
い
ま
し
た
。

本
い
出
の
取
に
「
百
万
ド
ル
の
エ
ク
ボ
」
と
一円同
わ
れ
た
映
副
ス
タ

l
乙
羽
信
イ

の
家
、
加
治
家
が
あ
り
ま
し
た
。
乙
羽
伝
子
は
鳥
取
県
米
子
で
生
ま
れ
幼
い
時

に
、
後
「
引
を
扱
う
加
治
家
の
発
女
に
な
り
ま
し
た
。
彼
立
は
近
く
に
住
ん
で
い

た
同
じ
く
宝
塚
の
λ
夕

、
殺
原
邦
子
の
誘
い
で
宝
塚
歌
劇
団
に
入
り
、
映
画

界
へ
修
り
ま
し
た
。
「
加
盟
蒜
の
ス
タ

l
」
は
「
深
江
の
郎
く
星
」
と
し
て
、
今

で
も
深
江
の
人
の
誇
り
で
す
。

際
に
は
「
氷
販
売
応
」
が
あ
り
ま
し
た
。
コ

負
目
」
と
註
文
す
れ
ば
、
五

分
か

一
寸
も
あ
り
そ
う
な
鋭
い
刃
が
説
ん
だ
大
き
な
ノ
コ
ギ
リ
で
切
り
分
け
て

く
れ
ま
し
た
。
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深
江
銀
座
通
り
の
商
庖

稲
荷
筋
が
阪
神
深
江
駅
を
市
に
越
え
て
「
新
道
」
と
合
流
す
る
あ
た
り
ま
で

を
町
の

一
需
の
繁
華
街
と
い
う
意
味
で
「
深
江
銀
雌
辺
町
」
と
呼
び
ま
し
た
。

東
側
の
札
場
通
り
に
も
山
舗
が
山

edし
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
ど
ち
ら
と

Z
RH

え
ば
、
口
4
巾
の
身
の
回
り
u
川
な
ど
を
扱
う
「
近
所
の
山
」
と
一一叶
う
印
象
で
す
。

附
利
一一

1
九
年
に
深
江
駅
の
北
の
稲
荷
筋
沿
い
両
側
に
「
稲
荷
市
場
」
が
山
米

る
ま
で
は
、
こ
の
通
り
が
町

一
番
の
繁
華
街
で
し
た
。

氷
自
に
践
ん
で
「
の
ん
き
や
」
と
い
う
パ
ン
町
が
あ
り
ま
し
た

(写
真
l
、

2
)。
「
の
ん
き
や
」
の
隙
に
古
川
叶
一郎
、
続
い
て
喫
茶
山
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

喫
茶
庖
は
「
の
ん
き
や
」
と
税
戚
の
万
の
続
悦
で
す
。
終
戦
後
間
も
な
い
頃
、

コ
ー
ヒ
ー
や
紅
茶
は
ぜ
い
た
く
品
で
な
か
な
か
下
に
入
ら
ず
、
こ
の
防
も
外
向

人
の
知
り
合
い
を
通
し
て
仕
入
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

続
い
て
三
代
続
い
た
「
木
下
型
堤
防
」
、
辻
を
雨
に
波
っ
て
「
胤
館
山
」
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
麻
笹
山
は
深
江
に
あ
っ
た
HK
初
の
叫
従
応
で
す
。
府
筏
円
ー

が
五
、
六
円
十
ほ
ど
の
こ
の
悼
の
庖
と
し
て
は
こ
じ
ん
ま
り
し
た
も
の
で
し
た
。

雨
院
が
「
引
上
洋
品
応
」

(写
真

3
布
側
)
。
全
体
の
印
象
は
明
る
い
モ
ダ
ン

な
感
じ
の
応
で
し
た
。
白
内
北
側
は
金
而
ガ
ラ
ス
張
り
の
シ
ョ

ー
ウ
イ
ン
ド
ー

に
な

っ
て
い
ま
す
3

中
央
に
も
ふ
ん
だ
ん
に
ガ
ラ
ス
を
使
っ
て
商
品
を
比
や
す

く
し
て

い
ま
し
た
。
主
刈
商
品
は
ワ
イ
ン
ャ

y
な
ど
の
男
性
用
だ

っ
た
よ
う

で
す
。

坪
ロ
川
出
仙
の
帥
酬
が
八
百
円
照
と
呼
ば
れ
た
「
木
川
食
料
品
応
」

(写
只

3
中
央
)。

ぬ
う
商
品
は
今
の
時
代
と
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
、
包
M
K
は
全
て
新
聞
紙
で
し
た
。

一
片
付
は
さ
ん
で
版
物
山
。
人
々
の

U
AU
の
版
物
は

1
駄
と
靴
が
下
々
か
.
ど
ち

ら
か
と
弓
え
ば
下
駄
の
万
が
多
か

っ
た
気
が
し
ま
す
。
学
校
へ
行
く
の
ち
下
駄

版
き
の
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。

F
駄
の
仰
絡
は
家
出
で
も
修
理
で
き
ま
し
た
が
、

下
駄
の
前
が
府
り
減
れ
ば
版
物
や
で
山
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

多
国
ラ
ジ
オ
庖
と
街
頭
テ
レ
ビ

深
江
銀
極
通
り
と
い
う
呼
び
方
は
、

附
和
三
十
年
代
に
な
る
こ
ろ
に
は
殆
ど

が
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
当
吋
か
ら
あ

っ
て
阪
神
淡
路
大
災
災
後
も
営
業

し
て
い
た
椛
が
「
多
川
ラ
ジ
オ
(
沼
気
)
山
」
(
表
紙
写
具
、
写
真
4
、

5
)

で
す
。

テ
レ
ビ
が
欣
映
さ
れ
る
ま
で
の
氾
気
附
品
の
正
力
は
「
氾
球
」
で
す
。
こ
の

頃
の
氾
球
は
よ
く
切
れ
ま
し
た
。
家
庭
で
の
家
屯
製
品
の
代
表
は

O
球
ス
ー
パ
ー

と
い
う
ラ
ジ
オ
で
す
。

O
球
と
い
う
の
は
災
窓
竹

の
数
で
す
。
こ
の
W
H
t
z
H
U
も

よ
く
切
れ
た
そ
う
で
、
そ
の
取
り
持
え
も
氾
気
応
の
μ
旧
事
で
し
た
。

hνl
叫
吋
の
故
大
の
以
来
は
映
州
で
す
。
映
耐
と
ラ
ジ
オ
が
合
体
し
た
よ
う
な
テ

レ
ビ
の
山
現
は
驚
き
を
も

っ
て
人
々
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
テ
レ
ビ

は
令
く
の
向
級
品
で
、
附
利
二
卜
八
年
の
円
引
一…
テ
レ
ビ
の
値
段
は

一
七
万
五

0

0
0円
で
し
た
。
公
務
付
の
初
任
給
が
八
ヒ

O
O門
の
時
代
で
す
。
庶
民
に
と
っ

て
テ
レ
ビ
の
出
現
は
街
頭
テ
レ
ビ
に
始
ま
り
ま
す
。
プ
ロ
レ
ス
、

h
M
道
山
が
人

気
を
呼
び
プ
ロ
レ
ス
中
継
の
時
間
、
街
孤
一
ア
レ
ピ
の
前
は

U
本
中
ど
こ
で
も

mh
…
山
の
人
だ
か
り
に
な
り
ま
し
た
。
深
江
の
多
悶
ラ
ジ
オ
応
も
例
外
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
の
ガ
ラ
ス
が
三
度
判
明
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

ガ
ラ
ス
が
こ
れ
以
上
割
れ
る
の
は
問
る
と
、
テ
レ
ビ
を
大
日
神
社
境
内
の
お
旅

所

(写
真

6
)
の
上
に
泣
い
た
と
い
い
ま
す
。
ま
る
で
釘
外
映
画
館
で
、
観
客

が
大

H
神
社
の
い
聞
の
浜
街
道
に
ま
で
あ
ふ
れ
る
布
線
で
し
た
。
少
年
は
力
遊
山

比
た
さ
に
タ
氏
も
そ
こ
そ
こ
に
'
季
乞
飛
び
出
し
て
、
お
旅
所
の
前
に
座
っ
て
欣

送
を
待
っ
た
も
の
で
す
。
ま
た
ラ
ジ
オ
山
に
は
当
時
正
月
に
ま
と
ま
っ
て
屯
気

出
九
が
入
荷
す
る
初
"
川
が
あ
り
ま
し
た
。
メ
ー
カ
ー
の
法
依
を
消
た
社

U
た
ち

が
持
ち
込
み
‘
山
川
到
は
ほ
化
製
品
で
山

mm
み
に
な
り
ま
し
た
。

銀
座
通
り
の

「
き
ん
ざ
や
」

多
川
ラ
ジ
オ
巾
仙
の
隣
は
「
九
附
靴
山
川
」
。
大
人
の
履
く
靴
は
革
・
以
で
し
た
。

ド
駄
の
簡
の
直
し
が
あ
っ
た
よ
う
に
靴
の
市
の
張
り
伴
え
が
多
か

っ
た
の
で
す
。

cu 
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石井

本栂網筒

社務f1i

稲荷筋

志井
{深江11庖}

加指
ヲ治ロのんきやJ¥ン

話法 婚司庖{収口}

w 眉 喫茶広(山口)

ー'伊之板たばこや(ぽ剖

藤鈴木下倣鍵硲j 宮

ん

E 
') 

深江駅阪神電鉄

一一「

古家

大谷

苦闘

吉井図中

ヲ辰吉磯辺

ブリキ盟(組芥}

j{/ 

内海牛舎
(1 F) 

岱医者(河図}
(2円

矢
能
柏
崎
具
底

だ
る
ま
顎
防

吉
永
鉄
工
所

偏本

4旬ホ

西国街道浜街道

1M 
原

総I~

パチンコ'"語
哩

佐々木時計居高

総局濁米級広

図坦河
合宗

治
郎

山浦悶

文
化
住
宅

昭和20年代前半の深江駅前の町並み

(深江塾 ・大西令子さんが作成した原図に山口咲子さんらメンバーが修正した)

新泊

図

rι
付

r

年
血
寸

由
w

・
』
h
v

写真 1 のんきやの昭和30年代前半の庖頭

(大西令子さん収集、山口咲子さん提供)

-6← 

倍看板 (同)のんきゃと深江写真 2
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井上洋品底(樹木の向う側)と永田食料品

底 (写真中央)昭和30年代半ばと推定

(大西令子さん収集、多国康治さん提供)

写真3

大日雲女神社境内にあったお旅所

(当館所蔵)

写真6

写
真

7

昭
和
初
年
代
の
ぎ
ん
ざ
や

(大
西
令
干
さ
ん
収
集
、
多
国
康
治
さ
ん
提
供
) 昭和30年前後ごろの多田ラジオ底。看板に

洗濯機が渇かれている (同)

写真4

「初荷Jが入荷し賑わう昭和30年代半ばの

多国ラジオ底。看板にテレビが描かれてい

る (同)

写真5

7 

昭和40年代半Ifのぎん ざや。右は丸岡靴庖。

交通整理をするのは丸岡地次郎氏

(大西令子さん収集、丸岡良ーさん提供)

写真B
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酋
国
浜
街
道
と
深
江
銀
座
通
り
が
交
差
す
る
北
角
に
「
ぎ
ん
ざ
や
」

(写
真
7
、

8
)
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
活
板
は
ひ
と
き
わ
大
き
く
目
立
ち
ま
し
た
。
食
主

で
あ
り
喫
茶
応
で
あ
り
パ
ン
販
売
も
し
て
い
ま
し
た
。
山
内
に
テ
レ
ビ
が
低
い

て
あ
り
、
テ
レ
ビ
欣
送
を
凡
る
た
め
に
入
山
す
る
人
も
多
く
、
子
と
も
た
ち
は

ガ
ラ
λ
越
し
に
刑
事
さ
見
し
て
い
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
は
こ
の

「ぎ
ん
ざ
や
」
レ
ー

ト
ラ
ン
に
と

っ
て
は
集
客
の
民
主
な

Y
l
ル
で
し
た
。

「
日
さ
ん
ざ
や
」
で
人
々
の
印
象
に
残
る
の
は
蛍
光
幻
で
す
。
応
の
問
。
明
と
い

え
と
も
白
熱
球
が
多
か
っ
た
時
に
、
昼
間
と
変
わ
ら
な
い
色
で
そ
ノ
を
見
せ
る

蛍
光
灯
の
明
る
さ
に
、
人
々
は
目
を
み
は
り
ま
し
た
。

本
庄
村
立
建
物
と
庖
舗

浜
街
道
を
商
に
渡
っ
た
角
の
邸
限
局
に
正
ん
で
本
庄
村
立
の
述
練
式
二
階
建

て
の
建
物
が
あ
り
ま
し
た
。
二
階
建
て
で
し
た
が
普
通
の
居
宅
よ
り
少
し
柿
が

高
か

っ
た
印
象
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
建
物
一
附
が
応
舗
で
「
ポ
ン
プ
屋
」
が
あ

り
ま
し
た
。
附
和
二
十
年
代
に
は
水
道
は
ま
だ

一
般
家
・ば
に
は
来
て
お
ら
ず
、

封
一戸
を
利
川
し
て
い
ま
し
た
。
川内
戸
か
ら
の
水
の
汲
み
」
げ
は
、
釣
猟
が
多
か
っ

た
の
で
す
が
徐
々
に
ポ
ン
プ
が
骨
法
し
、
釣
瓶
と
共
存
し
て
い
ま
し
た
。
ポ
ン

プ
は
モ
ー
タ
ー
利
用
で
は
な
く
手
動
で
収
っ
手
を
上
下
に
動
か
し
て
汲
み
上
げ

る
も
の
で
す
。
汲
み
上
げ
た
水
は
大
き
な
カ
メ

(史
料
航
に
保
存
展
示
)
に
入

れ
て
、
使
用
の
た
び
に
柄
杓
で
必
要
な
分
だ
け
汲
ん
で
い
ま
し
た
。
ポ
ン
プ
設

置
や
修
理
と
一一言、つ
仕
事
を
生
業
と
す
る
の
が
「
ポ
ン
プ
屋
」
で
す
。

銀
座
通
り
は
樹
脂
が
多
く
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
銀
座
通
り
の
「
ハ
シ
ダ
文
具

庖
」
は
学
童
朋
文
具
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
オ
フ
ィ
ス
別
口
聞
を
そ
ろ
え
て
い
ま
し

た
。
「
ハ
ン
ダ
」
は
後
に
印
刷
業
へ
と
そ
の
王
力
業
務
を
拡
大
変
更
さ
れ
、
府

釧
の
場
所
も
変
わ
り
、
古
川
桁
川
京
の
浜
街
道
沿
い
に
移
り
ま
し
た
。

深
江
に
は
大
学
か
ら
幼
椛
悶
ま
で
そ
ろ
っ
て
い
て
文
具
の
需
要
は
少
な
く
な

く
、
本
庄
小
学
校
の
浪
門
に
金
昆
堂
、
南
側
の
正
門
に
も
う

一
応
あ
り
ま
し
た
。

文
兵
だ
け
で
な
く
、
児
ι泣
の
総
味
的
な
遊
び
道
具
小
物
、
例
え
ば
竹
ひ
ご
で
作

り
ゴ
ム
動
力
で
飛
ば
す
模
型
飛
行
機
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。

な
お
戦
前
に
は
街
道
に
而
し
て
学
校
の
東
側
に
別
に
三
角
文
Hr、
応
が
あ
り
ま

し
た
。
深
江
財
産
区
間
U
理
会
の
志
引
保
治
会
長
と
同
級
生
だ

っ
た
応
王
が
病
没

さ
れ
、
附
印
刷
し
ま
し
た
。
後
に
遺
族
が
小
学
校
に
多
簡
の
得
付
を
さ
れ
「
三
角

基
金
」
と
し
て
話

mさ
れ
て
い
ま
す
。

深
江
銀
座
通
り
の
東
筋

深
江
銀
座
通
り
の
東
側
は
、
復
興
計
画
に
基
づ
い
て
拡
開
工
事
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
通
り
の
北
半
分
を
占
め
て
い
た
大
日
神
相
も
こ
の
と
き
に
そ
の
敷
地
を

ず
い
ぶ
ん
道
路
と
し
て
提
供
し
ま
し
た
。

大
日
神
社
か
ら
浜
街
道
を
南
に
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
、
パ
チ
ン
コ
屋
が
あ
り
ま

し
た
。
パ
チ
ン
コ
台
が
墜
に
沿
っ
て
二
列
に
誕
ん
だ
程
度
の
こ
じ
ん
ま
り
し
た

府
で
す
。
換
気
も
よ
く
な
か

っ
た
の
か
す
パ
コ
の
燃
が
い

っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
印

象
が
あ
り
ま
す
。

銀
出
迎
り
に
沿

っ
て
パ
チ
ン
コ
民
の
商
に

「松
尾
酒
米
山
核
問
」
。
米
や
友
、

各
組
酒
、
畿
日
川
、
問
、
袖
な
ど
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
食
料
品
を
ぬ

っ
て
い

ま
す
。
こ
の
市
は
初
氷
も
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
米
や
変
は
台
秤
で
沿
り

光
り
が
普
通
で
し
た
。
補
や
仙
や
聞
も

一
到
ピ
ン
な
ど
で
も
売
っ
て
い
ま
し
た

が
、
サ
イ
フ
ォ
ン
で
吸
い
上
げ
て
の
立
り
売
り
が
け
つ
こ
う
多
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
頃
、
答
は
ピ
ン
持
参
で
す
。
近
所
の
子
ど
も
が
お
仰
い
で
夕
方
に
ピ
ン
を

z
a
MH 

持
っ
て
酒
を
買
い
に
や
ら
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
「
子
制
艇
が
徳
利
も

っ

て
酒
買
い
に
や
ね
」
と
言
う
而
白
い
一
言
葉
も
聞
き
ま
し
た
。
辞
書
で
は
「
畿
で

a

b

e

 

は
子
組
が
酒
蔵
に
住
ま
な
い
と
、
よ
い
摘
は
出
来
な
い
と
い
わ
れ
た
」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
援
の
酒
蔵
の
あ
る
海
辺
に
は
松
の
林
な
ど
自
然
も
多
く
、
狐
や

艇
が
蔵
に
住
み
許
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
深
江
に
も
畿
っ

か
の
楢
股
が
あ
り
ま
し
た
。

牛
舎
と
牧
場

探
江
銀
座
通
り
が
尽
き
る
ん問
の
端
の
二
階
に
的
利
医
院
が
あ
り
ま
し
た
。
阪

nnu 
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院
の

一
階
は
牛
令
が
あ
り
牛
の
に
お
い
に
柑
ち
て
い
ま
し
た
。
銀
出
と
医
院
と

牛
舎
と
一一U
う
不
思
淡
な
取
り
合
わ
せ
で
す
。
国
道
刊
号
線
は
都
市
計
画
決
定
か

ら
新
工
ま
で
、
お
よ
そ
十
数
年
か
か
り
ま
し
た
。
お
r
ム
ま
で
川
地
は
あ
ち
こ
ち

が
広
っ
ぱ
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
深
江
鋭
底
辺
り
の
南
に
も
道
路
川
地
に
な
る

前
に
は
牧
場
が
あ
り
ま
し
た
。
南
化
五

O
H制
、
東
西

一
O
O
M
ほ
ど
で
あ
っ
た

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
牧
場
で
は
、
午
た
ち
が
の
ん
び
り
日
を
浴
び
て
寝
そ
べ
っ

令

2

A

た
り
百
十
を
食
ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。
「
内
海
の
牧
場
」
と
昨
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
寝
そ
べ
っ
て
い
る
牛
の
尻
尽
に
触
っ
て
い
た
ず
ら
を
し
た
「
懇
ガ
キ
」
た

ち
に
、
牛
が
怒
っ
て
立
ち
上
が
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
牛
舎
で
子
午
が
生
ま
れ
た
と
き
泣
所
の
人
に
は
、
そ
の
子
牛
が
オ
ス
か

メ
ス
か
す
ぐ
に
分
か
っ
た
そ
う
で
す
。
大
人
の
牛
の
な
き
戸
で
分
か
る
の
で
す
。

オ
ス
の
子
牛
は
生
後
ト
け
の
経
た
な
い
う
ち
に
ど
こ
か
に
売
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

千
牛
を
引
き
帥
附
さ
れ
た
母
中
は
戸
を
上
げ
ま
す
。
町
牛
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
緒
に
い
る
牛
た
ち
が
み
ん
な
戸
を
上
げ
る
の
で
す
。
人
間
に
も
そ
の
牛
た
ち

の
戸
が
、
悲
一
舶
な
泣
き
戸
で
あ
る
事
は
分
か

っ
た
と
一言
い
ま
す
。
そ
の
牛
た
ち

の
戸
を
川
聞
く
子
ど
も
た
ち
は
、
子
ど
も
心
に
「
命
」
と
か
「
親
子
の
緋
」
と
か

を
言
葉
で
は
な
く
肌
で
感
じ
た
の
で
す
。

終
わ
り
に

昭
和
二
十
年
か
ら
の
十
年
間
は
、
わ
が
国
に
と

っ
て
歴
史
上
ま
れ
に
見
る
激

励
の
時
代
で
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
深
江
の
町
に
と

っ
て
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
あ
れ
か
ら
六
十
年
余
の
成
月
が
過
ぎ
ま
し
た
。
深
江
の
長
い
麿
史

か
ら
見
れ
ば
、
六
十
余
年
前
は
「
ち
ょ
っ
と
昔
」
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
方
で
、
そ
の
ち
ょ

っ
と
昔
の
こ
と
も
、
実
際
に
見
聞
き
し
体
験
し
か
っ
そ
れ

を
訪
れ
る
人
は
、
年
々
少
な
く
な

っ
て
き
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
記
録
す
る
こ

と
の
大
切
さ
を
揃
感
し
ま
す
。

こ
の
文
章
は
、
メ
ン
バ
ー
で
諸
り
あ
っ
た
こ
と
や
悠
者
の
記
憶
を
下
敷
き
に
、

筆
者
の
武
任
で
文
章
に
し
、
メ
ン
バ
ー
や
志
井
保
治
会
長
に
も
見
て
い
た
だ
き

修
正
を
加
え
ま
し
た
。
記
憶
述
い
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ぷ
り
が
あ
れ
ば

桁
摘
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
忠
い
ま
す
。
今
後
と
も
テ
!
?
を
変
え
て
記
憶
の

抑
り
起
こ
し
と
記
録
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
協
力
お
願
い
し

持
率
寸
'。

。

多
悶
ラ
ジ
オ
庖
を
経
営
し
て
い
た
多
田
正
市
氏
、
多
国
康
治
氏
、
一冗
丸
岡
靴

防
の
丸
岡
良

一
氏
に
も
協
力
を
得
て
、
写
真
の
年
代
特
定
を
し
、

一
部
修
正
を

加
え
ま
し
た
。
多
聞
ラ
ジ
オ
庖
の
看
板
は
、
写
其
4
は
洗
期
制
機
が
捕
か
れ
て
い

ま
す
が
、
写
真

5
に
な
る
と
テ
レ
ビ
に
変
わ
り
、
わ
ず
か
な
時
期
に
電
化
製
品

へ
の
慣
れ
が
変
わ
り
、
そ
れ
が
石
仮
に
ま
で
敏
感
に
反
映
し
て
い
ま
す
。
ま
た

附
利
凶
十
年
代
に
な
る
と
、
ぎ
ん
ざ
や
の
看
板
も
線
変
わ
り
し
、
コ
カ
コ

l

ラ
の
広
告
が
入
り
ま
す
。
こ
こ
に
も
生
前
文
化
の
変
化
が
読
み
取
れ
ま
す
。

な
お
以
街
化
に
先
立

っ
て
古
見
を
ー
父
わ
し
た
深
臼
狼
の
メ
ン
バ
ー
は
、
常
者

の
保
円
氏
の
ほ
か
‘
飯
間

一
雄、

M
m延
也
、
大
商
令
子
、

4
m忍
多
，r、
西

土
川
敏
、
内
出
信
山
也
‘
桜
木
古
江
、
地
問
行
雄
、

三
枝
問
・
於
、
山
口
咲
子
、
古
山

修
J

一の
各
氏
と
史
料
館
の
道
特
別
館
長
、
水
口
研
究

μと
史
料
館
長
で
す
。
協

h
H
い
た
だ
い
た
方
に
、
末
筆
な
が
ら
り
く
感
剥
い
た
し
ま
す

(
大
国
正
美
)
a

-9-

東
灘
区
区
制
六

O
周
年
写
真
展
に
協
力

巾
南
本
通
商
庖
街
振
興
組
合
が
商
問
街
の
空
き
脂
舗
を
使
い
、

二
O
一
O
年

七
月
、
東
縫
区
区
制
施
行
六
十
周
年
を
記
念
パ
ネ
ル
展
「
東
議
の
あ
ゆ
み
」
を

聞
き
、
史
料
館
も
神
戸
高
等
商
船
学
校
の
写
共
を
貸
し
出
す
な
ど
協
力
し
た
。

展
示
コ
ン
セ
プ
ト
の
提
案
や
、
資
料
写
真
を
検
索
す
る
な
ど
、
れ
恥
初
か
ら
企
薗

に
か
か
わ
っ
た
。
展
示
は
一
九
三
八
年
の
阪
神
大
水
書
の
写
兵
や
新
聞
記
事
の

パ
不
ル
、
東
灘
区
の
航
空
写
兵
記
事
な
ど
約
三

O
点
を
展
示
し
た
。(

大
国
正
美
)
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打
出
焼
と
精
道
村
尚
歯
会

判1

1'1 

成?

J 11 

山
判
削
研
究

U

二
O
O
八

q
去
に
先
制
調
先
が
お
こ
な
わ
れ
た

J
M巾
ペ
ハ
川
町
民
川
泣
跡
.e

一
地
点
で
、
明
治
末
か
ら
昭
和
初
則
に
か
け
て
の
食
器
、

生
活
道
日
パ
な
ど
が
大

H
M
に
出
土
し
た
。
食
器
類
は
陶
般
協
で
「
ノ
リ
デ
ウ
」
を
は
じ
め
出
級
日
食
協

が
出
土
し
、
そ
の
小
に
「
打
出
焼
」
依
片
五
点
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

一
仰
は
、

一
九
八
八

(附
利
」
ハ
」

)
句
に
A
花
見
さ
れ
た
徳
川
大
坂
減
収

し
ハ
叩
探
行
場
料
ケ
ド
刻
印
昨
か
ら
ド
さ
れ
た
船
似
み
，
川
の
行
財
終
打
場
で
あ
る
。

今
日
ま
で
』
ケ
所
か
ら

A
九
r
h
の
行
川
刊
が
先
日
比
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
保
山
、
前

川
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
a
N川
川
以
に
は

l
潮
時
の
折
、
数
U
H

の
行
材
を
け
ん
る

こ
と
が
で
き
る
。

今
川
の
卵
場
の
点
、
山
花
道
路
が
拡
川
制
さ
れ
る
際
、
道
路
と

T
行
し
て
流
れ

る
し
人
税
川
が
附
一
保
化
さ
れ
、
川
川
床
か
ら
も
「
打
川
焼
」

一
O
数
点
が
山

t
し

て
い
る
。

出
土
し
た
五
釘
の
内
訳
は
、

肌

一
ト
ペ
腕
二
点
、
小
鉢

一白

、
徳
利
.
内

。

「
精
道
村

こ
の
徳
利
に

と
疋
さ
れ
て
い
る
。

コ
バ
ル
ト
ブ
ル
!
の

向
的
会
」

下
般
に
近
い
も
の
で
、
全
体
の
ほ
ぼ
一
分
の

一
、
ト
却
の
み
で
現
向
五
七
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
底
部
町
山
任
問
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
隠
し
・
仙
台
で

「
柿
辺

村
尚
附
会
」
と
二
行
に
記
さ
れ
、
行
間

M
F
mに
ひ
ら
が
な
で

「う
ち
で
」

(

)

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

×
0
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
と
印
さ
れ
て
い
る
。

「
利
道
村

「尚
也
会
」

向
山
刷
会
」

に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
‘

に
つ
い
て
光
に

触
れ
て
み
る
。「

1時前
1介怯
救出
Eg 

年
に
文
部
省
に
「
通
俗
教
育
一凋
交
委
日
会
」
が
設

と
は
、
一
般
に
識
に
で
も
わ
か
り
や
す
く
救
出
け
す

一
九

一一

け
ら
れ
た
。

る
こ
と
で
、
今
日
の
引
会
教
育

に
あ
た
る
。
道
徳
、
体
行
な
ど

を
却
し
進
め
る
と
共
に
‘
知
的

出
同
議
能
h
H
、
川

ue能
h
H
を
山
川
め

る
こ
と
も
教
育
し
、

H
会

M
H慌

ら
迎
い
求
め
た
。

一
八
九
O

{
別，

E
=一
)
年

に
発
布
さ
れ
た
「
救
出
H
勅
話
」

に
続
く
も
の
で
、
日
パ
臨
戦
争

(

九

O
問
l

一
九

O
R
)、

一
北

一
O
(明
治
問
=
)
年
に

起
き
た
川
市
ぷ
日
附
殺
を
合
て

た
と
さ
れ
る
大
逆
恨

'nな
ど
吋
吋
の
品
川
附
加
す
る
村
会
を
山
川
以
に
、

川川氏

一
ーλ
と

な
る
こ
と
を
日
指
し
般
々
の
政
策
を
実
行
し
た
。
そ
の
中
の
.
っ
と
し
て
、

白川

仙
川
町
す
な
わ
ち
在
人
を
作
敬
し
大
切
に
す
る
事
業
と
し
て
、
「
向
的
会
」
が
地

域
ご
と
に
設
・
止
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
品
川
」
と
は

4
怖
を
さ
し
、
「尚」

と
は
老
人
へ
の
昨
敬
を
芯
味
す
る
。

『武
服
部
誌
」
(
一

九
一一一

H
大
正
一

O
)
年
を
日
比
る
と
、

IUX付
(宝
塚

市
)
、

n
dH村
(
神
戸
山
)
、
御
彬
町

(
神
戸
市
)
は

九

一
一
(
明
治
凶
凹
)

司
に
設
立
さ
れ
て
お
り
、
民
花
村
で
は
、
本
村
教
育
会
正
似
で
、
七
O
段
以

t

の
山
品
川
名
が
M
M
侍
さ
れ
、
茶
会
、
川
ん
世
の
，
'
I一千
会
な
ど
で
会
け
を
過
ご
し
た
。

住
i
H
H
刊
で
は
、
川
年
-
て
川

e

・
け
に
じ
O
成
以

t
の
山
附
お
を
川
町
い
た
間

安
の

一
川
を
過
ご
し
た
。
初
年
山
山
円
は
八

O
人
か
ら

O
O
人
を
数
え
た
。

御
彩
村
で
は
、
は
じ
め
御
影
『
時
市
小
学
校
巨
俄
だ
が
、

一
九

一
七

(大
正
，
ハ
)

年
か
ら
は
御
影
町
の
屯
慌
に
か
わ

っ
て
い
る
。
七
O
成
以
J
の
高
齢
者
を
初
伺

し
、
幼
碓
制
児
、
小
学
校
児
杭
な
ど
が
減
じ
た
。
一

九
=
=
一
(
昭
和
八
)
年
か

ら
は
御
影
公
会
却
に
場
所
を
移
し
て
い
る
。
こ
の
昨
の
必
袈
説
明
以
は
町
代
、
市

一10

企出土した打出焼徳利
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付
金
が
あ
て
ら
れ、

山川
淵
な
ど
の
寄
付
も
あ
っ
た
。

次
に
閥
滋
村
で
は
、
一
九

一
一
一
一
(
大
正
二
)
年
一

O
月
に
問
村
教
育
会
が
開

催
、
村
の
補
助
金
と
有
志
の
寄
付
で
ま
か
な
っ
た
。

地
元
本
庄
村
で
は

一
九
一
五
(
大
正
四
)
年

一
O
月
二
O
日
に
村
長
深
山
民

=
一
郎
に
よ
り
開
催
さ
れ
、
七
O
歳
以
上
の
七
八
名
が
出
席
し
た
。

以
上
が
こ
の
地
域
で
の
「
尚
歯
会
」
の
活
動
の
一
端
で
あ
る
。
た
だ
大
正
二

l
凶
年
と
開
催
が
遅
れ
た
版
図
に
つ
い
て
は
、
日
下
の
と
こ
ろ
な
ぜ
か
不
明
で

あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
各
地
域
ご
と
の
「
尚
前
会
」
が
い
つ
ま
で
続
い
た
の
か
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
太
平
洋
戦
争
勃
発
な
ど
、
戦
時
色
が
淡
く
な
っ

た
頃
に
途
絶
え
た
の
で
は
な
い
か
。
い
く
ら
品
川
船
者
を
大
切
に
と
い
う
気
迎
が

あ
っ
て
も
戦
地
へ
働
き
盛
り
の
若
者
を
送
り
出
し
た
り
、
勉
学
に
励
む
学
生
を

学
徒
動
只
し
た
り
す
る
中、

祝
い
事
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
し
て
い
る
。

き
て
、
精
道
村
に
つ
い
て
は
目
下
の
と
こ
ろ
記
録
を
確
認
し
て
い
な
い
。
精

道
村
は
そ
れ
ま
で
の
三
条
、
津
知
、
芦
屋
、
打
山
凶
付
が
一
八
八
九

(明
，
市
二

一
-
)
年
に
精
道
村
と
な
り
.
一

九
四
O
(
昭
和
一
五
)
年
に
町
制
か
ら
戸
田
市

制
へ
移
行
し
た
。

相
道
村
に
お
い
て
も
前
述
し
た
名
村
の
設
立
か
ら
抑
制
し
て
.

一
九

一一

(明
治
問
問
)
年
か
ら

一
九

一
五

(大
正
四
)
年
の
間
と
考
、
λ

て
さ
し
っ
か
え

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
折
殺
虫
記
念
品
と
し
て
参
列
者
に
配
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
明
治
四
四
年
と
言
え
ば
、
打
出
焼
初
代
坂
口
砂
山
が
術
問
の
斎
"膝
幾
多

の
お
庭
山
県
を
引
き
継
い
で
春
日
町
で
開
設
「
し
た
直
後
の
作
品
と
問い
わ
れ
る
。

精
道
村
か
ら
芦
屋
市
へ
至
る
ま
で
の
「
尚
歯
会
」
に
つ
い
て
の
記
録
は
な
く
、

当
市
に
お
い
て
「
尚
歯
会
」
に
つ
い
て
知
る
市
民
も
す
べ
て
故
人
で
あ
る
。

一
戦
後
芦
屋
市
に
お
け
る
老
人
会
の
活
綴
を
調
べ
て
み
る
と
、

一
九
五
五

(昭

和
三

O
)
年
代
、
市
内
在
住
の
画
家
背
木
氏
が
サ
ー
ク
ル
風
の
老
人
ク
ラ
ブ
を

結
成
し
、

一
九
五
七
(
昭
和
一
一
一
一
)
年
に
税
王
岡
崎
町
の
台
本
氏
が
、

一
九「五れ八

(
昭
和
=
三

一=三-ニ一
七
)
年
に
は
帥
椛
叩
町
の
小
林
説
次
郎
氏
が
各
町
で
老
人
会
を
川
結
如
成
し
、

一
九
六

二
一
(
昭
和
三
八
)
年
、
老
人
街
祉
法
の
成
立
を
前
に
、
六
月

二
二
日
、
各
町
の

老
人
会
を
「
芦
屋
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
」
と
し
、
今
日
、
市
内
に
は
万
一
ク

ラ
プ
の
老
人
に
よ
る
多
般
多
械
の
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

今
回
の
小
和
執
僚
に
あ
た
り
、
芦
屋
市
教
育
委
員
会
の
喜
ぶ
良
山
氏
に
は
快

〈
了
解
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
多
〈
の
聞
係
者
に
お
抑
制
を
お
か
け
し
ま

し
た
。
本
来
な
ら
ご
芳
名
を
記
す
る
と
こ
ろ
紙
聞
の
附
作
上
、
失
礼
な
が
ら
訓

愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
考
・
引
用
文
献

「文
化
財
特
集
考
古
学
が
解
き
明
か
す
芦
屋
」

『広
報
あ
し
や
』

一

二

O
O
八
年
二
一
月

藤
川
祐
作
「
六
甲
山
系
の
徳
川
大
坂
城
保
石
場
と
悩
み
山
し
地
」

『歴
史
と

神
戸
』
一

六

八

一

九

九

一
年

一
O
月

白
谷
間
世
「
打
出
焼
」
『
の
じ
ぎ
く
文
化
別
だ
よ
り
』
川

一
九
九
五
年

ー、t
j

j

j

 

他
山
ハ
山
メ
モ

じ
け
川
正
通
「
明
治
車
問
「
通
俗
教
育
例
制
作
A
K
U
会
」
川
ば
の
・
v
p〆阿川

l
N会

教
出H
飢
と
村
会
M
m
M
制
l
」
大
阪
府
立
大
学
付
会
協
相
マ
州
市

『H
H
会
問
題

研
究
』
一

九
七
九
年

O
川、

二
九
巻
一一
.号

O 
O 

~ 11 

神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
が
創
立
三

O
年

神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
は
、

一
九
八

一
年
二
月
二
十

一
日
、
神
戸

・
深

江
生
活
文
化
史
料
主
と
し
て
オ
ー
プ
ン
、
今
年
で
満
三
O
年
を
迎
え
ま
し
た
。

則
定
一区
抗
日
即
入
E

の
ご
迎
解
と
地
域
の
方
々
の
支
え
で

h

」
-」
ま
で
到
達
し
ま
し
た
。

今
後
も
地
肢
と
述
批
L
、
研
究
と
普
及
活
動
を
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
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深
江
の
青
年
団
と
夜
学
会ブ三

正

美

l主l

史
料
船
舶
民

大
日
明
正
女
神
村
境
内
で
蛾
彩
さ
れ
た

一
枚
の
写
只
が
あ
る
。
「
深
江
背
年
夜

学
会
創
立
紀
念
」
と
い
う
看
板
ら
し
き
も
の
が
見
え
る
。
夜
学
会
と
は
明
治
時

代
か
ら
各
地
で
刊
ら
れ
た
背
年
間
の
自
主
的
な
，
与
沼
会
が
ハ
ん
端
だ
と
さ
れ
る
。

明
治
時
代
は
、

家
業
設
悦
や
教
育
に
対
す
る
即

-meMほ
の
低
さ
な
ど
が
あ

っ
て

救
出
H
を
受
け
ら
れ
な
い
若
者
が
少
な
く
な
か

っ
た
。
こ
の
た
め
江
戸
同
代
以
米

の
若
者
仲
間
が
土
台
に
な
っ
て
、
夜
学
会
が
自
主
的
に
迩
ρ
門
出
さ
れ
、
州
民
村
部
で

は
、
昼
間
の
良
作
業
の
時
間
相
を
避
け
て
学
習
の
場
を
設
け
た
。
ま
た
自
治
戦

争

二

八
九
四

l
九
五
年
)
、
日
露
戦
争

(一

九

O
山

1
0
五
年
)
で
は
国
内

で
の
「
銃
後
の
前
動
」
が
霊
悦
さ
れ
、
校
出
寸
会
は
釘
政
に
よ
り
政
策
的
に
抑
進

さ
れ
、
飛
制
的
に
拡
大
し
た
。
民
間
の
学
問
活
動
と
い
う
よ
り
軍
事
教
育
や
愛

国
教
育
に
重
き
が
位
か
れ
た
と
い
う
。
明
治
末
川
か
ら
大
正
年
間
に
か
け
て
初

等
教
育
を
補
完
す
る
実
数
補
留
学
校
が
普
及
す
る
と
、
役
割
を
終
え
て
い
っ
た
。

深
紅
で
の
百
年
間
に
つ
い
て
は
、
大
正
十
年

(一

九
二

二

発
行
の

『
武
州

川
誌
』
に
よ
れ
ば
、
民
く
中
絶
し
て
い
た
後
、
大
正
九
年
五
月
、
深
江
捌
在
所

巡
資
佐
々
見
九

一
と
灼
志
家
阿
部
・民

一
郎
が
再
興
、
深
江
夜
目
の
十
五
段
か
ら

三
十
五
歳
の
男
子
を
制
維
、
副
長
は
四
七

O
人
に
及
ん
だ
と
い
う
。
会

長

刷

会
長
各
一
人
、
幹
事
=
一
十
凶
人
を
世
い
た
。
別
に
封
筒
剃
五
年
以
上
の
小
川
守
校

在
校
生
を
対
象
に
し
た
少
年
団
も
あ
っ
た
。
毎
夜
夜
学
会
を
聞
き
、
精
神
修
養

と
学
科
補
習
を
行
っ
た
。
そ
の
数
約
七

O
人
で
経
費
は
的
志
家
の
拠
出
に
よ
り
、

熱
心
な
街
噂
が
行
わ
れ
た
と
あ
る
。
大
王
後
半
に
な
っ
て
の
山
町
会
ぶ
り
や
行
政

か
ら
は
独
立
し
た
迎
営
な
ど
、
通
常
知
ら
れ
た
夜
学
会
と
は
か
な
り
級
相
が
拠

な

っ
て
い
る
。
夜
学
会
に
つ
い
て
は

『
武
昨
郡
誌
』
で
は
武
庫
郡
全
体
と
し
て

は
「
甚
だ
盛
ん
な
ら
ず
」
と
あ
る
か
ら
深
江
で
の
盛
会
ぶ
り
が
突
出
し
て
い
る
。

そ
の
山
川
P
M
に
あ
る
の
は
阿
部
貞

一
郎
と
い
う
人
物
に
あ
る
だ
ろ
う
。
阿
部
は

明
治
二
卜

4

証
。
(一

八
九

O
)
大
阪
に
中
ま
れ
、
大
阪
市
与
問
栄
町
」
T
校
を
卒
業
、

大
阪
株
式
取
引
所
な
と
に
勤
務
、
様
日
に
移
住
し
て
古
刊
間
前
助
や
村
会
議
只

な
ど
を
経
て
、
昭
和
六

4
(一
九
三

こ

に
は
県
会
議
只
に
当
選
し
た
。

さ
て
こ
の
写
真
で
あ
る
が
、
大
正
九
年
の
背
年
団
再
興
の
時
の
5
4
5
Hと
思
い

が
ち
だ
が
そ
う
で
は
な
い
。
後
列
カ
か
ら
=一
人
日
に
ち
っ
て
い
る
十
代
前
半
の

少
年
は
大
正
八
司
止
ま
れ
の
広
川
消
治
氏
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
年
附
か
・り
す

れ
ば
昭
和

一
け
た
の
勾
点
だ
ろ
う
。
勾
点
に
「
深
江
市
奇
抜
学
会
制
A
M
紀
念
」

と
あ
る
の
は
、
何
周
到
。
か
の
記
念
行
事
だ
ろ
う
か
。
七

O
人
と
い
う
盛
時
の
人

数
か
ら
み
れ
ば

一
九

昭和i罰則の深江青年団主催の夜学会 (大目霊女神社境内)

=永田清治氏の弟、勇雄氏提供

人
と
少
ι

な
く
な

っ
て

い
る
が
、
こ
の
時
期

ま
で
縦
続
し
て
い
た

こ
と
を
亦
し
、
ま
た

仲
村
境
内
に
大
き
な

松
が
あ
っ
た
こ
と
な

と
、
当
時
の
以
観
が

う
か
が
え
る
自
主
な

勾
災
で
あ
る
。

2
 

1
 

な
お
水
川
市
ム
川
氏

は
附
利
十
五

4
軍
隊

に
召
集
さ
れ
、
同
イ

八
年
ニ
ュ

1
ギ
ニ
ア

沖
で
戦
死
し
、

um
ら

ぬ
人
と
な

っ
た
。
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史
料
館
入
館
者
七
万
人
達
成

f

一
九
八
一
年
開
館
か
ら
三
O
周
年
を
迎
え
、

二
O
一一

ヰ
二
月

一
五
日

(火
)

に
史
料
館
の
入
鉛
者
が
七
万
人
に
述
し
ま
し
た
。
ヒ
万
人
目
の
人
館
者
は
、
神

戸
市
立
荒
田
小
学
校
三
年
生
の
み
な
さ
ん

(二
凹
名
)
で
す
。
当
日
、
道
谷
別

館
長
よ
り
「
来
飴
七
万
人
の
証
」
と
記
念
品
を
開
室
し
ま
し
た
。

‘

「
来
館
七
万
人
の
証
」

J
m
弘
、
句
J
4
1

H

H

山

崎
... r来館七万人の証j浸与

V大白神社境内での築合写真マ館内を見学する小学生のみなさん

「史
料
館
だ
よ
り
」

同

祐

の
電
子
公
開

史
料
館
研
究

u

!;i!!!jilljill!圏
titiiijj!?li叫;圏
i!日ibilljjjilii l調
i!!iliji!jillijiilil高
;!!判

同
物
館
の
機
能
と
し
て
①
資
料
の
収
集
、

②
保
管
分
類
、

①
調
査
研
究
、

@

教
育
普
及
が
あ
る
。
当
館
で
発
行
し
て
い
る
『
生
活
文
化
史
』
(
以
下
、
史
料

館
だ
よ
り
)
は

、
訓
査
研
究
の
成
果
を
公
開
普
及
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

「
史
料
館
だ
よ
り
」
を
広
く
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
は
、
当
抽
出
の
活
動
成
果
を
地

域
に
還
元
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
広
く
読
ん
で
も
ら
う
施
策
と
し
て
、
史
料

館
だ
よ
り
の
む
子
公
開
を
実
施
し
た
。

屯
子
化
自
体
に
つ
い
て
は
、

ニ
O
一
O
年
二
月
に
行
い
、
そ
の
概
要
を

『史

料
館
だ
よ
り
』
三
八
日
ち
に
て
報
告
し
た
。
就
い
て
二
O
一一

年

一
月
に
当
館
ホ
ー

ム
ベ
l
ジ
に
て
公
開
し
た
。
公
開
前
に
は
、
市
山
子
化
フ
ァ
イ
ル
を

O
C
R
認
設

に
か
け
、
文
・
'
子
列
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

今
後
の
諜
組
と
し
て
.
利
州
民
俗
の
向
上
を
阿
る
必
裂
が
あ
る
。
利
川
名
が
そ

れ
ぞ
れ
の
加
問
味
の
あ
る
旅
行
に
た
ど
り
治
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
の
た
め
に
は

、
た
と
え
ば
過
去
分
的
史
料
館
だ
よ
り
を
一
抗
で
文
・千
列
検

j

i

-

-31
一

z
i
-

|王i

3
 

1981. <l . 1 

ポ
を
で
き
る
よ
う
に
す

る
、
な
ど
で
あ
る
。
ま

た
自
殺
し
て
い
な
か

っ

企史料館だより創刊号

た
テ
1
7
に
興
性
再
っ

て
も
ら
う
H

川
崎
け
も
必

裂
だ
ろ
う
。
今
後
も
継

続
的
に
効
川市的
な
日
組

み
を
模
索
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
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資
料
登
録
カ
1
ド
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
連
携

ー

兵
庫
県
へ

リ
テ
l
ジ
マ
ネ
l
ジ
ベ

1
義
成
講
習
会
で
の
公
開
ーー

水

千

盟

lコ

史
伺
什
館
研
究
日

当
館
で
は
二
O
一
0
年
度
に
資
料
笠
録
カ
l
ド
を
刷
新
し
た
。
そ
の
目
的
の

ひ
と
つ
に
デ
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
に
利
使
性
の
高
い
項
目
設
定
を
す
る
こ
と
が

あ
っ
た

(「
史
料
館
だ
よ
り
』
一一
一八
号
参
照
)
。
完
成
後
、
新
活
資
料
の
笠
録
が

始
ま
り
な
が
ら
作
業
時
間
が
取
れ
ず
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
に
は
な
か
な
か

若
手
で
き
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
今
年
度
初
め
に
筆
者
が
「
兵
庫
県
へ
リ
テ
ー

ジ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
養
成
講
習
会
」
!
の
「
布
形
民
俗
文
化
財
の
後
録
禦
の
作
成
」

の
講
師
の
依
頼
を
受
け
た
。
講
習
日
ま
で
半
年
近
い
期
間
が
あ
る
こ
と
に
加
え

て
会
場
が
当
館
と
決
定
し
た
た
め
、
こ
れ
を
機
会
に
資
料
の
一
部
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
を
試
み
‘
続
叩
凶
で
公
開
す
る
こ
と
に
し
た
。

当
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
は
、
路
間
研
究
只
が
担
当
し
て
い
る
。
能
者

は
、
開
館
時
に
受
け
入
れ
た
資
料
の
記
述
内
容
を
、
設
定
し
た
項
目
に
位
き
換

え
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
誕
本
と
な
る
エ
ク

セ
ル
フ
ァ
イ
ル
品
川成
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
れ
以
降
の
完
成
ま
で
の
作
業
内
容
な

ど
に
つ
い
て
は
後
仰向
の
山
間
報
告
を
参

m.さ
れ
た
い
。

注
川

一
訳
出
山
教
育
委
H
H
会
は
、

二
O

一O
年

度
に
版
史
文
化
泊
施
を
発
見
し
、
保
有
し
、

ま
ち
づ
〈
り
に
参
剖
で
き
る
能
力
を
引
す
る

人
材
を
義
成
す
る
た
め
、
布
形
民
俗
文
化
財

の
分
野
に
閲
L
、
「
兵
雌
川町
へ
リ
テ
1
ンマ

ネ

ジ

4

l

(股
史
文
化
遺
『
日
市
川
附
批
准

μ
)

護
成
講
沼
会
」
を
開
催
し
た
。

企諦習会風景

資
料
登
録
カ

l
ド
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

史
料
館
研
究

μ

祐

IB 

当
館
は
、
資
料
を
収
集
し
、
保
管
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
保
管
分
類
す
る
た

め
に
、
資
料
受
入
時
に
情
報
を
資
料
登
録
カ
ド
に
記
入
し
て
い
る
。
こ
の
カ
ー

ド
に
よ

っ
て
モ
ノ
(
資
料
)
と
付
帯
情
報
(
寄
問
者
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
情
報
)
を

組
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
調
査
研
究
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
の
重
要

な
情
報
器
雄
と
い
え
る
。

現
在
、
当
館
で
は
、
資
料
肺
気
録
カ
1
ド
は
紙
の
カ
!
ド
で
あ
る
。
し
か
し
、

紙
の
力
ド
で
は
、
資
料
情
報
の
高
皮
利

mや
情
報
の
経
年
劣
化
を
防
ぐ
こ
と

が
雌
し
い
。
あ
る
判
定
の
資
料
情
報
を
集
計
し
た
り
す
る
に
は
、
手
れ
梁
だ
と

膨
大
な
附
間
が
か
か
る
。
寄
贈
者
の
住
所
な
ど
象
複
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
盤

合
判
口
を
篠
山
怖
し
続
け
る
の
は
縦
し
い
。
託
料
の
保
存
状
態
の
変
化
や
保
管
場
所

の
変
更
等
、
川
市
巾
に
カ
l
ド
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
な
け
れ
ば
、
経
年
劣
化
を
起
こ

し、

使
え
な
い
阿
川
報
の
墓
場
と
な
り
、
仙
川
報
器
舵
と
し
て
は
成
J
i
し
な
い
。

こ
れ
ら
の
川
凶
を
解
決
す
る
た
め
に
、
資
料
カ
ー
ド
の
デ
1
7
ベ
l
λ
化
を

行
う
こ
と
に
し
た
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
行
う
た
め
に
.
資
料
カ
l
ド
の
デ
l

p
モ
デ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。
デ
ー
タ
モ
デ
リ
ン
グ
と
は
、
デ
ー
タ
の
関
係
性
を

分
析
し
、
可
悦
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
デ
1
デ
モ
デ
リ
ン
グ
の
手
順
と
実

践
に
つ
い
て
は
、
へ
リ
テ
ジ

7
不
ジ
ャ
l
強
成
誹
沼
会
で
報
告
し
、
デ
1

7
ベ
l
λ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
公
開
し
た
。
今
後
は
、
水
口
研
究
只
が
入
力
し

て
い
る
デ
ー
タ
を
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
に
流
し
込
み
、
災
述
川
に
む
け
て
H
U
よ
げ
を

行
う
予
定
で
あ
る
。
将
来
的
に
は
、
デ
l
h
ア
ベ
ー
ス
を
外
部
公
開
し
、

一
般
の

方
も
利
朋
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
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ト
ラ
イ
や
る

• 
ウ
ィ
ー
ク
と
史
料
館

ー

l
本

庄

中
学
校

の

生
徒

を
受

け

入
れ

て

|

|

水

千

且l

|ごl

山
科
飢
印
刷
克
日

二
O
一
0
年
度
ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ
ー
ク
は
、
史
料
館
で
は
六
月
コ一
日
、
凶

日
の
二
日
間
本
庄
中
学
校
の
二
年
生
を
受
け
入
れ
た
。
今
回
体
験
を
し
た
の
は
、

学
校
の
作
業
学
習
で
学
ん
で
い
る
陶
芸
の
作
品
づ
く
り
に
一
生
懸
命
取
り
組
ん

で
い
る
池
田
伊
織
く
ん
と
、
サ
y
カ
l
部
に
所
印
刷
し
て
リ
7
テ
ィ
ン
グ
が
符
な

だ
と
い
う
岡
村
拓
馬
く
ん
の
二
人
で
あ
る
。

一
日
目
は
、
博
物
館
で
の
実
務
の
内
容
を
理
解
し
、
体
験
す
る
こ
と
に
重
点

を
お
い
た
。
ま
ず
資
料
の
収
集
と
栓
現
に
関
す
る

D
V
Dを
見
て
、
博
物
館
で

の
資
料
の
取
り
扱
い
方
法
な
と
を
，
字
ん
だ
。
恩
師
肝
を
深
め
た
あ
と
、
史
料
館
の

展
示
を
見
な
が
ら
ど
ん
な
展
示
物
が
あ
る
の
か
概
要
を
知
り
、
興
味
が
あ
る
資

料
を
何
占
か
侃
影
し
た
a

そ
の
中
か
ら
資
科
を
選
び
資
料
経
理
の
基
本
で
あ
る

託
料
奄
録
カ

l
ド
の
作
成
に
Y
M
手
し
た
。
池
山
く
ん
は
水
が
め
、
附
付
く
ん
は

紙
幣
と
そ
れ
守
れ
一
り
さ
な
資
料
を
選
ん
で
ぬ
影
し
‘
資
料
カ

l
ド
に
プ
リ
ン

l

ア
ウ
ト
し
た

ι?以
を
貼
り
、
資
料
情
報
を
記
入
し
て
完
成
さ
せ
た
。
ま
た
叫
務

処
閉
山
の
体
験
と
し
て
、
当
館
が
句
年
発
'刊
し
て
い
る

「史
料
館
だ
よ
り
』
(
本

芯
)
を
閃
述
機
関
に
発
送
す
る
た
め
に
、

三
つ
折
り
に
し
、
対
筒
に
一知
名
ン
l

ル
を
貼
っ
て
肘
筒
詰
め
の
門
業
を
お
こ
な

っ
た
。
慣
れ
な
い
行
業
だ

っ
た
せ
い

岡村拓馬くんV

....池田伊織くん

か、

『
史
料
館
だ
よ
り
」
を
三

つ
折
り
に
す
る
の
は
か
な
り
苦
労
し
た
よ
う

ご-
つ
二
。

J
F
'

4
-
A
7
'
 

二
日
円
は
、
季
節
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
の
五
月
人
形
を
収
成
政
に
収
め
た
あ
と
、

「
兵
の
風
物
詩
」
と
い
う
ず
イ
ト
ル
で
展
示
プ
ラ
ン
を
考
え
、
実
際
の
展
示
を

体
験
し
た
。
最
初
か
ら
や
り
方
な
ど
を
示
さ
ず
、
使
用
資
料
だ
け
を
波
し
て
白

山
な
発
怨
で
展
示
し
て
も
ら
っ
た
。
展
示
資
料
に
は
ガ
ラ
ス
製
の
ハ
エ
取
り
得

や
H
A
m

の
お
ひ
つ
な
ど
初
め
て
見
る
道
具
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は

使
川
方
法
を
学
習
し
理
解
し
た
上
で
、
二
人
で
話
し
合
い
協
力
し
て
展
示
を
す

る
と
い
う
作
業
に
熱
レ
に
取
り
組
ん
で
く
れ
た
。
感
知
文
に
よ
る
と
、
こ
の
展

示
が
も
っ
と
も
興
味
深
い
作
業
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
、
小
学
生
{
の

た
め
の
展
示
朋
と
し
て
、
か
ま
ど
、
流

L
、
水
が
め
、
ち
阜
、
ぷ
台
、
火
鉢
な
ど

が
拙
か
れ
て
い
る
む
か
し
の
道
具
の
イ
ラ
ス
ト
を
渡
し
、
彩
色
を
し
て
道
具
に

つ
い
て
の
説
明
文
を
小
学
生
に
も
わ
か
り
や
す
く
設
い
て
も
ら
っ
た
。
ひ
と
つ

ひ
と
つ
の
仕
事
を
と
て
も

7
寧
に
お
こ
な
っ
て
い
る
の
が
こ
ち
ら
に
も
よ
く
伝

わ
っ
て
き
た
。

わ
ず
か
二
日
間
の
体
験
で
は
あ
る
が
、

二
人
に
と

っ
て
地
放
の
歴
史
に
関
心

が
持
て
る
機
会
と
な
り
、
ま
た
こ
の

一
文
が
二
人
が
却
仮
っ
た
前
動
の
記
録
の

ひ
と

つ
に
な
れ
ば
と
館

μ
一
同
願
っ
て
い
，
Q

。
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史
料
館
日
誌
抄

〈

二

O

一O
年
V

5
月
日
日

中
市
大
学
文
，
'
子
部

(見
学
者

二
八
名
)

ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ
!
?
本
庄
中
学
校
二
今
生
二
名
を
受
け

入
れ
、

二
日
間
史
料
館
業
務
の
体
験
。

服
史
資
料
ヰ
y
ト
ワ
ー
ク
秘
抗
会

(参

加

者

八

O
名

於

深

江

会

館

)

大
阪
市
立
大
学
文
学
部

(見

学

者

凶

-一
名
)

京
灘
区
役
所
脇
只
研
修

(見
学
者

二
六
名
)

兵
昨
県
教
育
委
只
会
へ
リ
テ
l
ジ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
鑑
成
都
市
出

(見
学
者

一
五
名
)

(見
学
者

二
五
名
)

(見

学

者

八

三
名
)

6
刀
3
日
/

6
月

7
u

10 7 6 
1'1 11 )J 
3 15 26 
[J 1:1 1，1 

12 11 
)'J n 
17 16 
日日

2 11111^  
H H月 n刀 )'Jニ
1 31 27 25 21 18 0 
口 1'1LI 円 1:1H -

2
月
3
日

z
l
t
l
 

;
1
4
1
 

つ
日
阿
川
勺
f
n
口

内

L
同
月
C
O
口
u

史
料
航
開
館
語

二

O
一
O
年
四
月
以
降

[J 

大
手
前
大
学
博
物
館
尖
則
自
印
刷
修
生

縞

依

小

年

校

三
年
ヰ

一
年
V山

品
川
小
学
校

=一
年
生

本
山
第
三
小
学
校

三
年
生

稲

池

小

学

校

三
年
生

水

木

小

学

校

三
年
生

六
叩
ア
イ
ラ
ン
ド
小
学
校

三
年
生

灘

小

学

校

三
年
生

本
山
第
二
小
学
校

三
年
生

本
山
第
二
小
学
校

三
年
生

向

洋

小

学

校

三
年
生

東

灘

小

学

校

三

年

生

淡

小

学

校

三
年
生

宮

本

小

学

校

三

年

生

道(見
学
者

(見
学
者

(見
学
者

(見
J

午
者

(見
学
者

(見
学
者

(見
学
者

(見
学
者

(見
学
者

(見
学
者

(
見
学
者

(
見
学
者 谷

車

六

一
名
)

一
二
七
名
)

E
7八
名
)

五
九
名
)

九
八
名
)

六
一
方拍
)

一
O
六
名
)

一
凶
三
名
)

九
四
名
)

六
八
名
)

八
三
名
)

凶
二
名
)

3
'ι4
1
44
ハH
V
1
l哨

J
I
l
l
 

御

影

小

学

校

三
年
生

東

灘

小

学

校

三
年
生

科

目

小

学

校

三
年
生

荒

m
小

学

校

三
年
生

H
入
館
者
数
七
万
人
失
政
H

本

庄

小

学

校

=一
年
生

兵
昨
大
開
小
学
校

三
年
生

魚

崎

小

学

校

三
年
生

本

庄

小

学

校

三
年
止

(見
学
者

(見
学
者

(見
学
者

(見
学
者

2
月
M
日

3
-1
8
FhJJゴ

J
I
l
l
 

(比
学
者

(見
学
者

(比
学
者

(見
学
者

2
月
げ
日

2
月
凶

H

2
月
引

H
資
料
寄
贈
者
ご
芳
名

二 九 一
七九 一 O
:(， :1'， 0 JL 
--名名

三
二
名
)

一
五
六
名
)

二
三

名
)

六
問
名
)

(数

称

略

二

O
一
O
年
四
月
)
以
降

小
川
県
太
/
森
枠
連
夫
/
日
・
水
仔
代
子
/
山
本

男
/
松
原
市

一

(藤
川
祐
竹
山
肌

国国一四一岡山一

地
時
引
の
方
々
と
始
め
た
「
深
江
料
品」
で
昭
和

-
1
年
代
の
深
江
駅
前
の
胤
以

を
問
攻
、
況
録
し
ま
し
た
。
『
本
庄
村
山
人
』
は
現
代
史
の
記
述
が
不
十
分
で
、

住
民
の
み
な
さ
ん
の
記
憶
が
帥
聞
か
な
う
ち
に
記
録
化
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
す
。

と
は
い
え
記
憶
だ
け
に
、
同
叩
か
な
耶
実
は
何
か
と
、
凶
背
八
苦
し
ま
し
た
。
と

り
あ
え
ず
の
成
裂
と
し
て
公
開
し
ま
す
。
ご
芯
日
比
平
感
惣
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。
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