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地
域
研
究
史
料
館
を

利
用
す
る

　「
？
」を
抱
き
、扉
を
開
け
た
ら
　
私
は
大
学
の
卒
業
論
文
で
、

尼
崎
地
域
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
歴
史
を
調
べ
ま
し
た
。
な

に
げ
な
く
大
正
期
以
降
の
地
図
を
眺
め
て
い
た
ら
、
尼
崎
地
域

に
農
地
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
き
、
そ
し
て
そ
れ
が
徐
々

に
、
あ
る
い
は
と
き
に
急
速
に
、
宅
地
や
工
場
地
域
へ
と
す
が

た
を
変
え
て
い
く
さ
ま
に
、
興
味
を
惹
か
れ
ま
し
た
。

　

な
ぜ
尼
崎
に
、
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
ん
だ
ろ
う
？

　

そ
ん
な
「
？
」
を
ぼ
ん
や
り
抱
き
、
私
は
初
め
て
尼
崎
市
立

地
域
研
究
史
料
館
を
訪
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
私
を
待
っ

て
い
た
の
は
、
想
像
だ
に
し
て
い
な
か
っ
た
、
数
々
の
出
会
い

で
し
た
。

　

ま
ず
、
同
館
所
蔵
の
「
森も

り
げ
ん
い
つ

源
逸
氏
文
書
」
や
「
太
田
善
夫
氏

文
書
」
な
ど
、
大
正
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
の
土
地
区
画
整
理
事

業
に
関
す
る
史
料
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
ら

千
点
以
上
に
の
ぼ
る
史
料
群
と
格
闘
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

史
料
館
に
毎
日
通
い
、一
点
ず
つ
写
真
撮
影
や
写
し
書
き
を
し
、

史
料
を
読
み
込
み
ま
し
た
。
私
の
力
で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い

史
料
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
に
は
、
職
員
さ
ん
の
サ
ポ
ー
ト
を
受

け
、
乗
り
越
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
史
料
館
を
通
し
て
、
元
尼
崎
市
職
員
で
長
年
土
地
区

画
整
理
事
業
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
枝
川
初は

つ
し
げ重
さ
ん
と
出
会
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
数
十
年
の
キ
ャ
リ
ア
に
も
と
づ
い
た
お

話
の
数
々
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

事
情
や
信
念
で
、
地
域
の
新
た
な
す
が
た
を
作
り
上
げ
て
い
っ

た
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
そ
の
も
の
で
し
た
。
そ

れ
は
、
文
献
資
料
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
で
は
決
し
て
出
て

く
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
史
料
や
人
と
の
出
会
い
を
幾
度
も
幾
度
も
繰
り
返

し
、
私
は
卒
業
論
文
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
（
１
）
ぼ

ん
や
り
と
し
た
「
な
ぜ
？
」
が
、
史
料
館
の
扉
を
開
け
た
そ
の

日
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
「
そ
う
か
！
」
へ
と
姿
を
変
え
て
い
っ

た
の
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、
次
に
繋
が
る
新
た
な
「
？
」
も
得

て
ゆ
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
私
の
経
験
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
地
域
研
究
史
料
館

の
使
い
方
―
史
料
館
で
得
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
―
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

　
情
報
と
出
会
う
　
史
料
館
か
ら
、
私
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
手

段
で
、
多
く
の
情
報
が
得
ら
れ
ま
す
。
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

は
、
検
索
シ
ス
テ
ム
や
公
開
目
録
で
、
ど
ん
な
史
料
を
所
蔵
し

て
い
る
か
を
調
べ
る
こ
と
で
き
ま
す
。
ま
た
ウ
ェ
ブ
版
尼
崎
地

域
史
事
典
〝
ア
ペ
デ
ィ
ア
〟（apedia

）
や
ウ
ェ
ブ
版
図
説
尼

崎
の
歴
史
、
尼
崎
藩
家
臣
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〝
分ぶ

げ
ん限
〟
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
公
式
ブ
ロ
グ
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
は
、
史
料
館
の

日
々
の
よ
う
す
が
発
信
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
電
話
や

フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー
ル
で
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

自
分
に
と
っ
て
便
利
な
方
法
、
楽
し
め
る
コ
ン
テ
ン
ツ
で
、
史

料
館
か
ら
情
報
を
得
る
こ
と
は
、
地
域
の
豊
か
な
歴
史
に
触
れ

る
、
大
き
な
は
じ
め
の
一
歩
に
な
り
ま
す
。

　
史
料
と
出
会
う
　
史
料
館
で
は
、
実
際
に
史
料
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
物
の
史
料
に
は
、
ウ
ェ
ブ
上
の
デ
ジ
タ

ル
デ
ー
タ
か
ら
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
、
匂
い
が
あ
り
ま
す
。
手

触
り
が
あ
り
ま
す
。
う
っ
す
ら
と
残
る
、
何
度
も
書
き
直
し
た

跡
を
見
つ
け
、
当
時
の
人
た
ち
の
試
行
錯
誤
の
よ
う
す
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
実
物
の
史
料
を
、
み

ず
か
ら
の
五
感
を
使
っ
て
調
べ
る
こ
と
で
、
地
域
の
歴
史
が
よ

り
身
近
に
、
面
白
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
「『
史
料
を
使
っ
て
歴
史
を
調
べ
る
』
な
ん
て
、
む
ず
か
し
そ

う
、
面
倒
そ
う
」
と
い
う
た
め
ら
い
も
、
大
丈
夫
で
す
、
心
配

は
い
り
ま
せ
ん
。
史
料
館
で
は
職
員
さ
ん
が
、
私
た
ち
の
調
べ
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も
の
を
お
手
伝
い
し
て
く
れ
ま
す
。こ
れ
を
、「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
い
ま
す
。

　

史
料
館
は
国
立
国
会
図
書
館
の
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
協
同
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
（
レ
フ
ァ
協
）」
事
業
に
参
加
し
て
お
り
、
ど
の
よ
う

な
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
事
例
を

レ
フ
ァ
協
の
サ
イ
ト
（
２
）上
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。こ
れ
を
見
れ
ば
、

史
料
館
に
は
、
私
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
頼
も
し
い
ナ

ビ
ゲ
ー
タ
ー
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ

う
。

「
史
料
館
っ
て
、
専
門
家
や
研
究
者
が
行
く
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い

の
？
」

　

そ
ん
な
言
葉
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
い
え
、
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
の
歴
史
に
「
？
」
が
浮
か
ん
だ
す

べ
て
の
人
が
、
思
う
存
分
、
利
用
す
る
場
所
な
の
で
す
。

　
人
と
出
会
う
　
史
料
館
で
出
会
う
の
は
、
史
料
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
地
域
を
生
き
て
き
た
、
今
ま
さ
に
生
き
て
い
る
、

人
と
の
出
会
い
も
待
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
地
域
の
歴
史
を
調
べ
る
手
法
の
ひ
と
つ
に
、「
聞
き

取
り
調
査
」
が
あ
り
ま
す
。
（
３
）
史
料
館
は
、
お
話
し
し
て
く
だ
さ

る
誰
か
（
話
し
手
）
と
私
た
ち
（
聞
き
手
）
を
引
き
合
わ
せ
て
く

れ
る
サ
ポ
ー
ト
も
担
っ
て
い
ま
す
。

　

私
が
史
料
の
文
字
を
追
う
だ
け
で
精
一
杯
だ
っ
た
と
き
、
元

市
職
員
の
枝
川
初
重
さ
ん
を
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
枝
川

さ
ん
は
、
関
わ
っ
た
事
業
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
た
く
さ
ん
お
話
し

し
て
く
だ
さ
り
、
調
べ
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
い
た
だ
き
ま
し
た

（
枝
川
さ
ん
は
、
ご
自
身
で
も
尼
崎
地
域
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
歴

史
に
つ
い
て
調
べ
、
寄
稿
し
て
お
ら
れ
ま
す
）
（
４
）。
そ
れ
か
ら
は
、
土

地
や
人
の
名
前
、
単
な
る
で
き
ご
と
で
し
か
な
か
っ
た
史
料
の

文
字
列
に
、
土
地
の
匂
い
、
人
々
の
息
遣
い
、
で
き
ご
と
の
臨

場
感
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

話
し
手
の
語
り
に
触
れ
る
と
、
自
分
と
は
無
関
係
に
、
ど
こ

か
遠
く
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
個
人
の
歴
史
、
地
域
の

歴
史
、
国
家
の
歴
史
に
、
現
実
感
や
親
近
感
が
湧
き
ま
す
。
史

料
館
で
は
そ
ん
な
、
日
常
で
は
得
が
た
い
感
覚
を
経
験
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
場
と
出
会
う
　
史
料
館
は
、
講
座
や
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
・
支

援
し
、
私
た
ち
が
地
域
の
歴
史
と
触
れ
合
う
場
づ
く
り
も
行

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
史
料
整
理
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
は
じ
め

と
し
て
、
史
料
館
は
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
メ
ニ
ュ
ー
の
市
民
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
、
史
料

館
を
支
え
る
力
と
な
る
場
で
す
。

「
私
た
ち
が
、
史
料
館
を
支
え
る
？
」

　

そ
れ
っ
て
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
が
史
料
館
を
利
用
し
続
け
る
に
は
、
史
料
館
が
絶
え

ず
地
域
の
史
料
を
収
集
・
整
理
・
保
存
し
、
公
開
し
続
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
史
料
の
数
は
膨
大
で
、
形
態
も
多

種
多
様
。
公
開
に
至
る
ま
で
に
は
多
く
の
丹
念
な
作
業
を
要
し

ま
す
。
そ
こ
で
私
た
ち
が
、
そ
の
作
業
の
担
い
手
と
な
り
、
公

開
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
支
え
る
マ
ン
パ
ワ
ー
と
な
る
の
が
、
史

料
整
理
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

　

ま
だ
誰
の
目
に
も
触
れ
て
い
な
い
史
料
の
山
に
は
、「
？
」

や
「
！
」
が
い
っ
ぱ
い
。
そ
れ
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
紐
解
い
て
い

く
楽
し
さ
は
、
史
料
整
理
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
醍
醐
味
で
す
。
そ

し
て
、
私
た
ち
が
史
料
館
を
支
え
る
こ
と
で
、
史
料
館
と
双
方

向
的
な
関
係
を
築
き
、
私
た
ち
自
身
が
地
域
の
歴
史
を
次
世
代

に
繋
げ
て
い
く
力
と
な
る
面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

講
座
、
イ
ベ
ン
ト
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。
自
身
の
興
味
関
心
、

体
力
や
生
活
ス
タ
イ
ル
に
マ
ッ
チ
す
る
場
が
、
史
料
館
の
ど
こ

か
に
き
っ
と
あ
り
ま
す
。

　「
？
」
と
「
！
」
の
宝
箱
　「
尼
崎
」
は
、ど
う
し
て
「
尼
崎
」

と
い
う
地
名
に
な
っ
た
の
？

　

テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
「
忍
た
ま
乱
太
郎
」
の
登
場
人
物
に
、
尼
崎

の
地
名
に
ち
な
ん
だ
名
前
が
多
い
の
は
な
ぜ
？

　

尼
崎
に
、
空
襲
は
あ
っ
た
の
？

　

阪
神・淡
路
大
震
災
で
は
、ど
ん
な
被
害
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
？

　

津
波
被
害
に
遭
っ
た
こ
と
は
あ
る
の
か
な
？

　

さ
あ
、
ふ
と
浮
か
ん
だ
「
？
」
を
抱
き
、
史
料
館
の
扉
を
開

け
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
扉
の
向
こ
う
に
は
、
期
待
通
り
の

「
！
」、
思
い
が
け
な
い
「
！
」、
あ
る
い
は
新
た
な
「
？
」
を

得
ら
れ
る
、
出
会
い
の
尽
き
な
い
世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

〔
注
〕

（
１
）
卒
論
後
も
こ
の
テ
ー
マ
の
研
究
を
継
続
し
、
博
士
論
文
に

ま
と
め
た
。
こ
れ
を
再
構
成
し
た
の
が
、
拙
稿
「
昭
和
戦
前
期

に
お
け
る
旧
大
庄
村
地
域
の
土
地
区
画
整
理
事
業
―
『
旧
大
庄

村
芋
地
区
森
源
逸
氏
文
書
』
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
」（『
地
域

史
研
究
』
第
三
六
巻
第
二
号
）
で
あ
る
。

（
２
）http://crd.ndl.go.jp/reference/

（
３
）
本
書
第
Ⅲ
部
第
六
章
第
二
節
〈
史
料
編
〉
５
「
聞
き
取
り

調
査
の
方
法
」
参
照

（
４
）
枝
川
初
重
「
尼
崎
市
北
部
耕
地
整
理
事
業
に
つ
い
て
―
昭

和
初
期
、
別
所
・
東
難
波
に
お
け
る
宅
地
開
発
―
」（『
地
域
史

研
究
』
第
三
一
巻
第
三
号
、二
〇
〇
二•

三
）。
ま
た
枝
川
氏
は
、

尼
崎
都
市
・
自
治
体
問
題
研
究
所
の
所
報
『
尼
崎
ま
ち
づ
く
り

研
究
ノ
ー
ト
』
の
第
一
号
～
第
三
号
（
一
九
九
九
・
一
一
～

二
〇
〇
一
・
一
二
）
に
、
現
尼
崎
市
域
に
施
行
さ
れ
た
耕
地
整

理
事
業
・
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
論
考
計
四
本
を
寄
せ

て
お
ら
れ
る
。

〔
執
筆
者
〕
森も
り
も
と本　

米ま

き紀

特
論
３

尼
崎
の
歴
史
・
文
化
財
施
設
２

文
化
財
収
蔵
庫
・

田た

の能
資
料
館

　
は
じ
め
に
　
私
た
ち
が
住
む
尼
崎
市
で
は
、
弥
生
時
代
以

降
の
多
く
の
遺
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
現
在
よ
り
気
候
が

温
暖
で
海
水
面
が
高
か
っ
た
縄
文
時
代
、
市
域
の
大
部
分
は
海

だ
っ
た
の
で
す
。そ
れ
が
弥
生
時
代
以
降
し
だ
い
に
陸
地
化
し
、

人
々
が
住
み
始
め
ま
し
た
。
現
在
の
市
域
北
部
を
中
心
に
、
弥

生
時
代
の
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
約
二
、
〇
〇
〇
～
三
、

〇
〇
〇
年
の
間
に
、い
ま
の
市
域
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

私
が
は
じ
め
て
地
元
の
遺
跡
を
見
学
し
た
の
は
、
田た

の能
遺
跡

で
し
た
。
こ
の
と
き
の
こ
と
は
あ
ま
り
く
わ
し
く
記
憶
し
て
い

な
い
の
で
す
が
、
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
の
東
園
田
遺
跡

の
現
地
説
明
会
は
、
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。

こ
の
経
験
が
、私
が
考
古
学
を
勉
強
す
る
原
点
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
当
時
、
私
は
園
田
学
園
女
子
大
学
の
聴
講
生
で
し
た
。

そ
れ
で
、
大
学
の
授
業
で
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
市
内
の
遺
跡
を
紹

介
す
る
記
事
を
書
く
た
め
、
当
時
は
ま
だ
立
花
小
学
校
の
敷

地
内
に
あ
っ
た
市
立
文
化
財
収
蔵
庫
を
訪
ね
ま
し
た
。
ま
だ
弥

生
土
器
と
土は

じ

き
師
器
の
区
別
の
知
識
も
な
く
、
収
蔵
庫
の
学
芸
員

の
先
生
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
の
取
材
で
し
た
。
二
階
に
は
、

出
土
遺
物
や
民
俗
資
料
が
所
せ
ま
し
と
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

現
尼
崎
市
域
に
連
綿
と
続
く
古
代
か
ら
の
歴
史
を
、
あ
ら
た

め
て
認
識
し
た
の
も
、
こ
の
と
き
か
ら
の
こ
と
で
す
。

　
文
化
財
収
蔵
庫
の
展
示
　
文
化
財
収
蔵
庫
は
、
平
成
二
一
年

一
月
に
現
在
地
の
南
城
内
、
旧
市
立
城
内
中
学
校
の
建
物
に
移

転
し
ま
し
た
。
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
尼
崎
高
等
女
学
校

校
舎
と
し
て
建
て
ら
れ
一
三
年
に
増
築
さ
れ
た
も
の
で
す
。
常

設
展
示
室
に
続
い
て
、
平
成
二
六
年
度
に
は
企
画
展
示
室
も
開

設
さ
れ
ま
し
た
。

尼
崎
城　

収
蔵
庫
に
入
っ
て
最
初
に
目
に
す
る
の
が
尼
崎
城

の
展
示
で
す
。
収
蔵
庫
が
あ
る
場
所
は
、
近
世
初
頭
に
戸
田
氏う

じ

鉄か
ね

が
尼
崎
城
を
築
い
た
、
そ
の
本
丸
跡
に
あ
た
り
ま
す
。
尼
崎

城
は
戸
田
氏
か
ら
青
山
氏
、そ
し
て
松
平
氏
へ
と
受
け
継
が
れ
、

明
治
初
年
ま
で
存
続
し
て
い
ま
し
た
が
、明
治
六
年（
一
八
七
三
）

の
廃
城
令
に
よ
り
地
上
の
建
物
や
石
垣
な
ど
が
取
り
壊
さ
れ
消

滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
地
下
に
は
石
垣
の
一
部
な
ど
の
遺
構

が
残
っ
て
お
り
、
発
掘
調
査
も
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

収
蔵
庫
の
尼
崎
城
展
示
の
中
心
は
、
縮
尺
五
百
分
の
一
の
尼

崎
城
下
復
元
模
型
で
す
。
そ
の
隣
に
は
、
天
守
・
御
殿
な
ど
尼

崎
城
本
丸
が
縮
尺
百
分
の
一
で
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
尼
崎
城

と
城
下
町
の
図
面
や
絵
図
な
ど
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
か
つ
て

の
様
子
を
正
確
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

尼
崎
城
本
丸
跡
発
掘
調
査
の
際
に
作
製
さ
れ
た
土
層
の
剥
ぎ

取
り
標
本
、
こ
の
発
掘
調
査
や
城
内
の
武
家
屋
敷
、
城
下
町
の

発
掘
調
査
で
出
土
し
た
茶
碗
や
鉢
な
ど
の
陶
磁
器
、
土
人
形
、

本
丸
御
殿
に
葺
か
れ
て
い
た
鬼
瓦
な
ど
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

弥
生
時
代
　
市
内
に
は
、
多
数
の
弥
生
時
代
の
遺
跡
が
存
在

し
て
い
ま
す
。
文
化
財
収
蔵
庫
に
は
、
弥
生
時
代
以
降
の
遺
跡

か
ら
出
土
し
た
遺
物
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
三
四
年
か
ら
三
七
年
に
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
上か

み
のノ

島し
ま

遺
跡
出
土
の
弥
生
土
器
は
、
近
畿
地
方
の
弥
生
時
代
前
期
の

基
準
資
料
と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
遺
跡
地
に
は
、
初
期

の
農
耕
集
落
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

東
武
庫
遺
跡
は
、
平
成
五
年
の
調
査
に
よ
り
、
弥
生
時
代
前

期
前
半
か
ら
中
期
初
頭
の
方ほ

う
け
い
し
ゅ
う
こ
う
ぼ

形
周
溝
墓
二
二
基
が
発
掘
さ
れ
ま

し
た
。弥
生
時
代
前
期
前
半
の
木
棺
に
使
わ
れ
て
い
た
板
材
は
、

年
輪
年
代
法
に
よ
り
、
紀
元
前
四
四
五
年
と
い
う
年
輪
年
代
が

測
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

武む
こ
の
し
ょ
う

庫
庄
遺
跡
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
の
復
興
共
同
住
宅

建
設
に
と
も
な
い
平
成
八
年
に
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
弥
生

時
代
中
期
後
半
の
独
立
棟む

な
も
ち
ば
し
ら

持
柱
を
持
つ
大
型
掘
立
柱
建
物
跡
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
建
物
の
規
模
は
大
き
く
、
地
中
に
残
存
し

田能遺跡史跡公園　かや葺き屋根が葺き替
えられた円形平地式復元住居
平成28年1月撮影

文化財収蔵庫展示室　尼崎城下復元模型を囲ん
で学芸員の説明を聞くボランティア・メンバー
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第
Ⅲ
部
特
論
３
「
尼
崎
の
歴
史
・
文
化
財
施
設
」

第
Ⅲ
部
特
論
３
「
尼
崎
の
歴
史
・
文
化
財
施
設
」

た
柱
は
年
輪
年
代
法
に
よ
り
、
紀
元
前
二
四
五
年
か
ら
あ
ま
り

下
ら
な
い
時
期
に
伐
採
さ
れ
た
ヒ
ノ
キ
材
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
こ
の
柱
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

東
園
田
遺
跡
で
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
に
と
も
な
う
発
掘
調

査
が
平
成
一
五
年
に
行
な
わ
れ
、
八
月
に
現
地
説
明
会
が
あ
り

ま
し
た
。
出
土
し
た
大
量
の
タ
コ
壺
の
な
か
の
一
点
に
シ
カ
の

線
刻
が
描
か
れ
、
こ
の
シ
カ
の
絵
柄
は
稲
作
と
結
び
つ
け
て
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
雄
シ
カ
は
年
に
一
度
角
が
生
え
変
わ
り
、

稲
作
も
年
に
一
度
収
穫
し
ま
す
。
稲
作
を
毎
年
無
事
行
な
う
こ

と
が
で
き
る
こ
と
を
願
い
、
シ
カ
の
角
に
あ
や
か
る
よ
う
に

祈
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
後
、
平

成
二
五
年
三
月
に
も
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
に
と
も
な
う
発
掘
調
査

の
現
地
説
明
会
が
あ
り
、多
数
の
市
民
が
見
学
に
訪
れ
ま
し
た
。

東
園
田
遺
跡
か
ら
は
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
、

つ
ま
り
卑
弥
呼
の
時
代
の
遺
物
も
た
く
さ
ん
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
平
成
二
六
年
に
は
、
園
和
小
学
校
の
耐
震
化
工
事
に
と

も
な
い
深
田
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
調
査
の

成
果
を
、
収
蔵
庫
の
展
示
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

古
墳
時
代
か
ら
中
世
　
古
墳
時
代
前
期
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る

水み
ず
ど
う堂
古
墳
は
水
堂
須す
さ
の
お

佐
男
神
社
の
境
内
に
あ
り
、
粘
土
郭
の
遺

構
が
覆
屋
内
に
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。
出
土
品
は
収
蔵
庫
に
あ

り
、
三さ

ん
か
く
ぶ
ち

角
縁
神し
ん
じ
ゅ
う獣
鏡き
ょ
う

（
本
書
第
Ⅰ
部
に
写
真
掲
載
）
を
展
示
室

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
水
堂
古
墳
の
粘
土
郭
に
残
っ
て
い

た
朱
は
、
奈
良
大
学
の
西
山
要
一
教
授
が
分
析
さ
れ
た
結
果
、

高
純
度
の
水
銀
朱
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
築
造
さ
れ

た
当
時
は
海
岸
近
く
に
立
地
し
て
い
た
、
地
域
の
首
長
墓
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
墳
丘
の
土
取
り
作
業
中
に
出
土
し

た
大
塚
山
古
墳
の
副
葬
品
の
複
製
な
ど
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

歴
史
時
代
の
展
示
物
と
し
て
は
、
猪
名
寺
廃
寺
の
鴟し

び尾
片
が

あ
り
ま
す
。
鴟
尾
全
体
が
復
元
さ
れ
、
そ
の
巨
大
さ
が
わ
か
り

ま
す
。
猪
名
寺
廃
寺
は
法
隆
寺
式
伽が

ら
ん藍
配
置
の
古
代
寺
院
で
、

猪
名
氏
の
氏
寺
だ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

大だ
い
も
つ物
遺
跡
の
出
土
品
と
し
て
、
経き
ょ
う
せ
き石や
交
易
に
よ
り
伝
来
し
た

陶
磁
器
な
ど
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
尼
崎
地
域
は
、
中
世
に

は
神
崎
川
・
淀
川
を
通
じ
て
京
と
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
り
、

瀬
戸
内
一
円
や
海
外
と
の
交
流
・
交
易
も
盛
ん
で
し
た
。

産
業
・
民
俗
資
料
　《
工
都
尼
崎
の
あ
ゆ
み
》
コ
ー
ナ
ー
に
は
、

か
つ
て
尼
崎
市
水
道
の
水
道
管
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
木
製

管
や
、
い
ま
は
姿
を
消
し
た
火
力
発
電
所
の
タ
ー
ビ
ン
ロ
ー

タ
ー
、
東
京
農
工
大
学
附
属
繊
維
博
物
館
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
リ

ン
グ
精
紡
機
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。《
ち
ょ
っ
と
昔
の
く

ら
し
の
道
具
》
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
あ
ん
ど
ん
、
あ
ん
か
や
自
転

車
な
ど
懐
か
し
い
昭
和
の
生
活
用
具
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

企
画
展
示
　
平
成
二
六
年
度
か
ら
年
に
五
回
の
企
画
展
示
が

行
な
わ
れ
、
収
蔵
庫
所
蔵
資
料
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
館
外
で
の
開
催
と
な
り
ま
す
が
、
企
画
展
に
加
え
て
年

一
回
秋
の
時
期
に
、
東
桜
木
町
の
尼
信
会
館
を
会
場
と
す
る
市

教
育
委
員
会
収
蔵
資
料
展
が
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
文
化
財
収
蔵
庫
の
活
動
　
私
が
市
内
の
遺
跡
に
興
味
を
持
っ

て
調
べ
て
い
た
と
き
、
奈
良
大
学
文
学
部
文
化
財
歴
史
学
科
の

通
信
教
育
部
の
募
集
が
あ
り
、
こ
れ
に
応
募
し
て
平
成
一
七
年

に
編
入
学
し
、
本
格
的
に
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。
市
内
の
遺
跡

を
巡
り
歩
き
、
ま
た
、
卒
論
研
究
が
古
墳
で
し
た
の
で
、
市
内

や
近
隣
の
古
墳
を
探
し
求
め
、
な
か
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
古

墳
の
場
合
は
石
室
の
見
学
に
行
き
ま
し
た
。
卒
業
後
に
学
芸
員

資
格
の
勉
強
も
始
め
、
無
事
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
収
蔵
庫
の
「
文
化
財
資
料
保
存
・
活
用

サ
ポ
ー
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
養
成
講
座
が
始
ま
り
ま
し
た
。
平

成
二
一
年
に
第
一
期
の
募
集
が
あ
り
、
私
は
た
だ
ち
に
応
募
し

ま
し
た
。
一
年
間
の
研
修
で
、
市
内
の
遺
跡
や
出
土
遺
物
に
つ

い
て
の
講
義
、
土
器
の
洗
浄
実
習
、
他
市
博
物
館
や
市
内
の
遺

跡
見
学
な
ど
に
参
加
し
無
事
修
了
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
は
、
サ
ポ
ー
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
一
員
と
し
て
活
動

し
て
い
ま
す
。
遺
物
の
洗
浄
・
整
理
作
業
は
、
大
き
な
土
器
資

料
の
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
小
さ
な
破
片
で
す
。

古
代
の
人
た
ち
の
生
活
必
需
品
だ
っ
た
土
器
、
お
米
な
ど
の
食

料
を
煮
炊
き
し
て
い
た
生
活
が
染
み
つ
い
て
い
ま
す
。
月
例
会

も
あ
り
、
講
師
の
先
生
方
の
遺
跡
や
遺
物
に
関
す
る
研
究
を
学

び
、
遺
跡
や
歴
史
施
設
を
訪
ね
て
勉
強
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
収
蔵
庫
で
は
、
綿
・
藍あ

い
・
尼
い
も
を
育
て
、
綿わ
た
く繰
り
・

糸い
と
つ
む紡
ぎ
・
機は
た
お織
り
・
藍
染ぞ
め

な
ど
の
体
験
学
習
を
支
援
し
、
尼

崎
ゆ
か
り
の
お
話
を
人
形
劇
で
伝
え
る
活
動
な
ど
に
取
り
組
む

「
れ
き
し
体
験
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
も
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

月
一
回
の
水
曜
歴
史
講
座
も
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
（
八
月
は

文化財収蔵庫に展示される旧尼崎第二火力発電所のタービン
ローター

休
講
）。
そ
の
と
き
ど
き
の
研
究
や
、
市
内
の
ホ
ッ
ト
な
話
題

が
紹
介
さ
れ
、
文
化
財
収
蔵
庫
や
田
能
資
料
館
の
学
芸
員
の
先

生
方
が
講
師
を
務
め
て
い
ま
す
。

　
田
能
資
料
館
と
史
跡
公
園
　
尼
崎
・
伊
丹
・
西
宮
三
市
共
同

工
業
用
水
園
田
配
水
場
の
工
事
現
場
で
、
田
能
遺
跡
が
発
掘
さ

れ
た
の
は
昭
和
四
〇
年
の
こ
と
で
す
。
大
量
の
弥
生
土
器
が
出

土
し
、
緊
急
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
土ど

こ
う
ぼ

壙
墓
、
木も
く
が
い蓋

土
壙
墓
、
木も

っ
か
ん
ぼ

棺
墓
、
壺つ
ぼ

・
甕か
め
か
ん
ぼ

棺
墓
が
出
土
し
、
こ
の
遺
跡
の
発

見
を
通
じ
て
近
畿
地
方
の
弥
生
時
代
の
墓
制
が
は
じ
め
て
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た

　

発
掘
は
工
事
に
追
い
か
け
ら
れ
る
よ
う
な
過
酷
な
状
態
で
行

な
わ
れ
、
大
学
教
員
や
学
生
、
市
民
や
中
学
生
ま
で
も
が
発
掘

に
加
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
貴
重
な
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
り
、
市
民
団
体
そ
の
他
に
よ
る
活
発
な
保
存
活
動

が
取
り
組
ま
れ
た
結
果
、
遺
跡
が
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
現
在
史
跡
公
園
と
な
っ
て
い
る
場
所
が
保
存
地
で
、
遺

構
を
地
下
に
保
存
し
、
上
に
盛
り
土
を
か
ぶ
せ
た
構
造
に
な
っ

て
お
り
、
地
上
に
は
竪た

て
あ
な
し
き

穴
式
住
居
な
ど
も
復
元
さ
れ
ま
し
た
。

　

田
能
遺
跡
の
出
土
遺
物
は
、
資
料
館
に
保
管
・
展
示
さ
れ
て

い
ま
す
。弥
生
人
の
お
墓
か
ら
見
つ
か
っ
た
管く

だ
だ
ま玉
の
首
飾
り（
本

書
第
Ⅰ
部
に
写
真
掲
載
）
や
白
銅
製
釧く
し
ろ

（
腕
輪
）、
銅
剣
鋳
型
と

い
っ
た
、
貴
重
な
遺
物
の
数
々
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
銅

剣
鋳
型
の
出
土
は
、
か
つ
て
近
畿
を
中
心
と
す
る
銅ど

う
た
く鐸
文
化
圏

と
九
州
を
中
心
と
す
る
銅ど

う
ほ
こ矛
銅
剣
文
化
圏
と
し
て
、
地
域
的
に

区
分
さ
れ
て
い
た
説
の
見
直
し
に
寄
与
す
る
発
見
で
し
た
。
ほ

か
に
も
讃
岐
や
二に

じ
ょ
う
ざ
ん

上
山
（
奈
良
県
・
大
阪
府
の
府
県
境
付
近
）
の

サ
ヌ
カ
イ
ト
、
糸
魚
川
な
ど
日
本
海
沿
岸
に
産
す
る
硬こ

う
ぎ
ょ
く玉（

ヒ

ス
イ
）・
碧へ
き
ぎ
ょ
く玉
製
の
勾ま
が
た
ま玉
・
管
玉
、
紀
州
の
結
晶
片
岩
を
用
い

た
石
包
丁
、
畿
内
周
辺
や
遠
く
関
門
海
峡
付
近
の
土
器
な
ど
が

見
つ
か
っ
て
お
り
、
列
島
各
地
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。

　

工
事
の
た
め
保
存
で
き
な
か
っ
た
お
墓
も
、
資
料
館
の
展
示

室
に
保
存
・
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
史
跡
公
園
内

の
お
墓
が
あ
っ
た
場
所
の
地

上
に
は
花
壇
が
配
置
さ
れ
て

い
て
、
遺
構
の
目
印
に
な
っ

て
い
ま
す
。

体
験
学
習
　
田
能
資
料
館

で
は
土
器
作
り
や
勾
玉
作
り
、

古
代
米
の
田
植
え
・
収
穫
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
学
習

が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。「
古

代
の
く
ら
し
体
験
学
習
会
」

と
銘
打
つ
こ
の
企
画
に
参
加

す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
も
大

人
も
ひ
と
と
き
、弥
生
人
の
気
分
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成
二
六
年
一
一
月
、
体
験
学
習
会
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
仲
間

と
参
加
し
ま
し
た
。
弥
生
時
代
の
鏡
を
、
弥
生
時
代
と
同
じ
よ

う
に
制
作
し
て
い
く
の
で
す
。
最
初
に
、
九
州
大
学
総
合
研
究

所
博
物
館
の
岩
永
省
三
先
生
か
ら
、
弥
生
時
代
の
青
銅
製
の
鏡

や
武
器
に
つ
い
て
の
講
義
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。そ
の
う
え
で
、

ま
ず
は
砂
を
固
め
た
鋳
型
に
、
参
加
者
た
ち
が
金
串
を
使
っ
て

鏡
の
文
様
を
彫
っ
て
い
き
ま
す
。
彫
り
終
え
る
と
、
鋳
造
工
場

の
技
術
者
で
あ
る
笹
部
一
郎
先
生
と
前
島
昌
広
先
生
が
、
鋳
型

に
千
二
百
度
に
も
熱
し
た
青
銅
を
流
し
込
み
ま
す
。
昼
休
み
を

間
に
は
さ
ん
で
、
鋳
型
か
ら
鏡
を
取
り
出
し
、
磨
い
て
い
き
ま

す
。
と
て
も
力
の
い
る
作
業
で
、
一
生
懸
命
磨
き
ま
し
た
が
、

終
了
時
間
ま
で
か
か
っ
て
も
、
鏡
面
に
顔
が
映
る
よ
う
に
は
磨

け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

鋳
型
づ
く
り
か
ら
「
ゆ
」
の
流
し
込
み
、
研
磨
ま
で
の
一
連
の

作
業
す
べ
て
を
館
内
で
行
な
う
本
格
的
な
体
験
学
習
は
、
全
国
的

に
み
て
も
田
能
資
料
館
が
最
初
の
事
例
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
お
わ
り
に
　
尼
崎
市
の
歴
史
を
理
解
し
て
い
く
う
え
で
、

遺
跡
や
文
化
財
の
存
在
を
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
尼
崎
の
土
地
に

人
が
住
み
始
め
た
こ
と
が
遺
跡
や
遺
物
で
確
認
で
き
る
弥
生
時

代
以
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
人
た
ち
が
作
り
、
使
っ
て
き
た

道
具
の
お
椀
や
お
皿
な
ど
は
材
質
が
違
っ
て
い
て
も
、
そ
の
形

態
は
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
私
た
ち
サ
ポ
ー
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
は
、
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
な
ど
の
遺
物
を
洗
浄
し
な
が

ら
、む
か
し
の
人
た
ち
の
生
活
を
想
像
し
、対
話
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
高
め
る
た

め
に
、
遺
跡
や
遺
物
、
文
化
財
を
後
世
に
残
し
、
伝
え
て
い
く

た
め
の
一
員
に
な
れ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

〔
執
筆
者
〕
横よ
こ
ぢ地　

悦え
つ
こ子
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