
私
た
ち
の
ま
ち
・
東
灘
は
、
ど
ん
な
歴
史
を
歩
ん
で
き

た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
「
住
吉
川
」
を
テ
ー
マ
に
、

住
吉
歴
史
資
料
館
の
お
二
人
を
お
招
き
し
て
、
豊
か
な

歴
史
の
あ
れ
こ
れ
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。
六
甲

の
山
並
み
か
ら
魚
崎
ま
で
流
れ
る
住
吉
川
に
、
ど
ん
な

歴
史
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
先
人
の
記

憶
に
思
い
を
馳
せ
、
し
ば
し
歴
史
の
旅
へ
と
出
発
し
ま

し
ょ
う
。

―
本
日
は
お
越
し
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
伝
統
と
文
化
の
豊
か
な
ま
ち
・
東
灘
の
知
ら
れ
ざ

る
歴
史
を
、「
住
吉
川
」
を
テ
ー
マ
に
お
伺
い
す
る
会

を
企
画
し
ま
し
た
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ま
ず
は
、
住
吉
歴
史
資
料
館
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
い
た

だ
け
ま
す
か
？

内
田　

神
戸
大
学
の
先
生
と
共
同
で
、
地
元
の
聞
き
取

り
や
資
料
の
調
査
を
行
い
、
記
憶
が
風
化
す
る
前
に
次

世
代
へ
継
承
し
よ
う
と
、
2
0
0
1
年
に
住
吉
学
園
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
資
料
館
に
は
、「
兎
原
（
う

は
ら
）
住
吉
、
昔
を
未
来
へ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が

あ
り
ま
す
。
兎
原
と
い
う
の
は
、
こ
の
辺
り
の
地
名
で

す
。

　

ざ
っ
と
住
吉
の
歴
史
を
説
明
し
ま
す
と
、
縄
文
時
代

か
ら
人
が
住
み
、
古
墳
や
遺
跡
も
た
く
さ
ん
発
掘
さ
れ

て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
幕
府
の
天
領
に
な
り
、

商
業
や
農
業
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
日
本
に
鉄
道
が

開
業
し
て
間
も
な
い
、
1
8
7
4
（
明
治
7
）
年
に
住

吉
駅
が
で
き
て
以
降
は
、
住
宅
街
と
し
て
発
展
し
て
き

ま
し
た
。
お
子
さ
ん
や
新
し
い
住
民
の
方
に
、
地
元
の

良
さ
を
伝
え
、
愛
着
を
も
っ
て
住
み
続
け
て
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
に
は
、
住
吉
独
特

の
復
興
の
形
が
あ
り
ま
し
た
。
専
門
家
の
先
生
か
ら
、

ぜ
ひ
記
録
に
残
す
べ
き
だ
と
勧
め
ら
れ
て
、『
阪
神
・

淡
路
大
震
災
資
料
集
Ⅰ
〜
Ⅲ 

住
吉
の
記
憶
』
と
い
う

資
料
集
に
ま
と
め
ま
し
た
。「
災
害
」
も
我
々
の
活
動

の
大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
り
、
水
害
や
震
災
の
時

に
、
地
元
の
人
が
ど
う
行
動
し
た
か
と
い
う
記
録
は
、

き
っ
と
将
来
役
に
立
つ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

―
山
路
庄
（
や
ま
じ
の
し
ょ
う
）
と
い
う
の
は
、
住
吉

の
古
い
地
名
な
の
で
し
ょ
う
か
？

内
田　

は
い
。
一
番
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
だ
ん
じ
り

ま
つ
り
で
す
。
本
山
、
野
寄
、
岡
本
、
西
岡
本
、
西
青

木
地
区
な
ど
の
だ
ん
じ
り
が
、
な
ぜ
住
吉
神
社
へ
集
ま

る
の
か
？ 

考
え
て
み
る
と
、
不
思
議
で
す
よ
ね
。 

実

は
住
吉
神
社
は
、「
山
路
庄
」
と
い
う
中
世
か
ら
の
大

き
な
荘
園
の
総
氏
神
だ
っ
た
の
で
、
山
路
庄
の
村
（
旧

七
ヶ
村
：
住
吉
村
、野
寄
村
、岡
本
村
、田
中
村
、横
屋
村
、

魚
崎
村
、
西
青
木
村
）
が
、
だ
ん
じ
り
を
出
し
て
き
て
、

宮
入
り
を
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
か
ら
な
の
で

す
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
山
路
庄
の
村
も
、
例
え
ば
尼

崎
藩
の
領
地
に
な
っ
た
り
、
幕
府
直
轄
の
天
領
に
な
っ

た
り
し
て
分
か
れ
ま
す
。
で
す
が
、
日
々
の
暮
ら
し
の

中
に
今
も
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
区
分
け
で
す
。

―
地
区
の
真
ん
中
を
流
れ
る
住
吉
川
に
つ
い
て
、
教
え

て
く
だ
さ
い
。

内
田　

住
吉
川
は
、
古
く
は
慈
明
寺
川
（
じ
み
ょ
う
じ

が
わ
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
す
。
白
鶴
美

術
館
の
近
く
に
、
慈
明
寺
と
い
う
大
き
な
お
寺
が
あ
っ

た
こ
と
に
ち
な
ん
で
い
ま
す
。
六
甲
山
の
急
流
で
、
水

量
が
豊
富
な
の
で
、 

農
業
用
水
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
川
の
水
を
基
に
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
た

の
が
、
山
路
庄
の
七
つ
の
村
々
と
い
う
こ
と
で
す
。

前
田　

住
吉
川
は
、
も
っ
と
西
を
流
れ
て
い
た
と
い
う

言
い
伝
え
も
あ
り
ま
す
。
川
の
流
れ
は
そ
う
簡
単
に
は

変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
住
吉
宮
町
遺
跡
や
郡
家
遺
跡
か
ら

御
影
石
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
出
て
く
る
の
が
、
そ
こ
に
水
が
流

れ
て
い
た
と
い
う
証
拠
で
す
。
白
鶴
美
術
館
付
近
の
尾

根
か
ら
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
ず
、
徐
々
に
東

へ
寄
っ
て
行
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

内
田　

山
路
庄
は
、
住
吉
川
を
中
心
に
成
立
し
て
発

展
し
た
村
々
で
す
。
た
だ
、
住
吉
川
は
、
ほ
ぼ
毎
年

必
ず
大
雨
で
溢
れ
て
い
て
、
最
後
の
ダ
メ
押
し
が
、

1
9
3
8
（
昭
和
13
）
年
の
阪
神
大
水
害
で
し
た
。
当

時
の
住
吉
村
に
は
、
日
本
の
政
治
経
済
を
動
か
す
人
た

ち
が
屋
敷
を
構
え
て
い
た
の
で
、
国
を
動
か
し
て
治
水

工
事
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
。
そ
の
流
れ
で
、
国
営
の

六
甲
砂
防
事
務
所
が
住
吉
東
町
に
あ
る
ん
で
す
よ
。

　

資
料
館
の
お
茶
会
に
来
て
く
れ
た
子
ど
も
た
ち
に

は
、
い
つ
も
水
害
の
話
を
し
ま
す
。
昔
は
、
中
学
生
ぐ

ら
い
に
な
っ
た
ら
、
土
嚢
（
ど
の
う
）
を
積
ん
で
、
各

戸
分
担
の
堤
防
を
守
る
役
割
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な

話
を
す
る
と
、
み
ん
な
驚
い
て
い
ま
す
ね
。

　
山
路
庄
の
話
に
戻
し
て
、
住
吉
周
辺
の
荘
園
の
名
前

も
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
隣
の
御
影
は
郡
家
庄
（
ぐ
ん

げ
の
し
ょ
う
）、
東
側
は
本
庄
（
ほ
ん
じ
ょ
う
）、
本
庄

の
隣
は
芦
屋
庄
（
あ
し
や
の
し
ょ
う
）。 

西
へ
行
っ
て
、

郡
家
庄
の
隣
が
得
井
・
時
枝
庄
（
と
く
い
・
と
き
え
だ

の
し
ょ
う
）
と
い
う
荘
園
で
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
領
主
が
い
て
、
山
路
庄
は
、
藤
原
氏
。
藤

原
氏
の
氏
神
で
あ
る
、
奈
良
の
春
日
大
社
の
荘
園
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
辺
で
は
春
日
明

神
を
よ
く
祀
（
ま
つ
）
っ
て
い
る
ん
で
す
。

―
「
住
吉
川
の
水
車
小
屋
跡
」
が
、
神
戸
歴
史
遺
産
に

認
定
さ
れ
ま
し
た
ね
。

前
田　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
の
お
か
げ
で
す
。申
請
者
は
、

山
田
ク
ラ
ブ
と
い
っ
て
、
元
は
住
吉
村
青
年
団
山
田
分

団
で
す
。 

神
戸
市
か
ら
委
託
を
受
け
て
、
登
山
道
整
備

を
実
施
し
て
も
う
60
年
以
上
に
な
り
ま
す
。
2
0
1
5

年
か
ら
、
梅
の
植
樹
を
行
っ
て
い
ま
し
て
、
若
い
人
た

ち
が
一
生
懸
命
や
っ
て
い
ま
す
。
き
れ
い
な
花
を
毎
年

咲
か
せ
ま
す
よ
。

内
田　

住
吉
川
の
流
域
に
水
車
が
掛
か
っ
て
い
た
な
ん

て
、
も
う
誰
も
知
り
ま
せ
ん
。
何
代
か
前
の
身
内
が
水

車
業
を
し
て
い
て
も
、
忘
れ
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。
神

戸
歴
史
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
後
世
に
伝
え
て

い
く
た
め
の
、
い
い
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

―
水
車
小
屋
跡
の
あ
る
八
輌
場
（
は
ち
り
ょ
う
ば
）
地

点
よ
り
上
流
に
は
、
砂
防
ダ
ム
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

よ
ね
。

前
田　

後
に
神
戸
市
長
に
な
る
原
口
忠
次
郎
さ
ん
が
、

内
務
省
時
代
に
「
五
助
ダ
ム
」
を
は
じ
め
、
多
く
の
砂

防
ダ
ム
を
設
計
・
建
設
し
ま
し
た
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

「
山
、
海
へ
行
く
」
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
後
も
、全
国
の
水
害
を
防
ぐ
、テ
ス
ト
ケ
ー

ス
と
し
て
い
ろ
ん
な
砂
防
ダ
ム
が
、
六
甲
砂
防
事
務
所

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
今
も
、
砂
防
に
関
わ
る

国
土
交
通
省
の
新
入
職
員
の
研
修
場
所
に
な
っ
て
い
る

ほ
ど
、
こ
こ
は
日
本
の
砂
防
の
要
な
ん
で
す
。

繁
栄
と
文
化
を
も
た
ら
し
た
、
川
の
恵
み

東
灘

住
吉
川
編

歴
史の
足
跡
を
た
ど
る

1804（文化元）年『播州名所巡覧図絵』に描かれた、本住吉神社。神社前の
街道は江戸時代の西国街道で、いまの国道２号線である

1938（昭和13）年の阪神大
水害で、住吉小学校で避難す
る児童たち

記
憶
と
記
録
を
未
来
へ

住
吉
歴
史
資
料
館
の
活
動

だ
ん
じ
り
ま
つ
り
に
見
る

荘
園
・
山
路
庄
の
名
残

度
々
繰
り
返
さ
れ
た

水
害
と
の
戦
い

石
谷
清
昌
に
見
出
さ
れ
、

住
吉
村
は
幕
府
の
天
領
に

い
し
が
や
き
よ
ま
さ

　

水
車
の
話
で
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
が
、 

石
谷
清

昌
（
い
し
が
や
き
よ
ま
さ
）
と
い
う
人
で
す
。
徳
川
吉

宗
の
側
近
だ
っ
た
、
紀
州
出
身
の
人
物
で
、
幕
府
の
勘

定
奉
行
や
長
崎
奉
行
な
ど
の
重
役
を
務
め
ま
し
た
。
彼

が
、
当
時
尼
崎
藩
だ
っ
た
住
吉
村
を
含
む
灘
地
方
の
豊

か
さ
を
見
出
し
、
1
7
6
9
（
明
和
6
）
年
に
幕
府
の

天
領
に
す
る
よ
う
に
老
中
に
献
策
し
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

 　

人
口
1
2
0
万
人
を
抱
え
る
江
戸
は
消
費
経
済
で
、

様
々
な
物
が
大
阪
か
ら
江
戸
へ
供
給
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
特
に
油
は
、
大
阪
が
供
給
源
で
、
価
格
の
高
騰
を

抑
え
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
後
に
幕
府
は
、
天
領
に

し
た
住
吉
村
な
ど
で
、
水
車
を
自
由
に
作
る
こ
と
を
許

可
し
、
油
の
大
量
生
産
を
可
能
に
し
ま
し
た
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
油
の
供
給
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し

ま
し
た
。

前
田　

灘
の
酒
造
業
が
繁
栄
し
た
鍵
は
、
水
車
に
あ
り

ま
す
。
水
車
が
解
禁
さ
れ
た
10
年
後
に
、
水
車
を
使
っ

て
の
精
米
が
始
ま
り
、
酒
の
大
量
生
産
が
可
能
に
な
り

ま
し
た
。
足
踏
み
精
米
だ
っ
た
他
の
酒
ど
こ
ろ
に
比
べ

て
、
水
車
の
精
米
能
力
は
約
10
倍
。
ま
た
、
精
米
度
合

い
が
85
〜
90
％
ま
で
上
が
り
、
お
酒
の
透
明
度
が
増
し

ま
し
た
。
江
戸
で
は
、
こ
の
透
明
で
キ
リ
ッ
と
し
た
味

わ
い
の
「
灘
の
男
酒
」
が
非
常
に
好
ま
れ
ま
し
た
。

内
田　

幕
末
頃
に
な
る
と
、
新
酒
を
江
戸
へ
運
ぶ
速
さ

を
競
う
、
新
酒
番
船
（
し
ん
し
ゅ
ば
ん
ふ
ね
）
と
い
う

レ
ー
ス
が
始
ま
り
ま
し
た
。
新
酒
を
積
み
込
ん
だ
、
酒

造
会
社
の
樽
廻
船
（
た
る
か
い
せ
ん
）
は
、
西
宮
沖
か

ら
一
斉
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
通
常
12
〜
14
日
ぐ
ら
い

か
か
る
と
こ
ろ
、
3
日
で
江
戸
へ
着
い
た
と
い
う
記
録

も
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、一
つ
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
（
販
促
活
動
）
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
灘
は
、
大
変
商

売
上
手
で
し
た
。
し
か
も
、
質
の
良
い
精
米
が
大
量
生

産
で
き
て
、
六
甲
南
の
気
候
と
水
、
杜
氏
（
と
う
じ
）

の
腕
、
出
荷
に
便
利
な
浜
辺
の
立
地
。
す
べ
て
が
揃
っ

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
他
の
産
地
を
凌
駕
し
て
、
灘
の
酒

が
江
戸
の
町
を
席
巻
で
き
た
の
で
す
。

 　

ま
た
、
灘
の
酒
造
家
が
素
晴
ら
し
い
の
は
、
莫
大

な
利
潤
を
、
文
化
振
興
に
使
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ

が
、
東
灘
区
の
文
化
的
な
香
り
、
他
の
地
域
と
は
ま
た

異
な
っ
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
と
、
私
た
ち
は

考
え
て
い
ま
す
。 

前
田　

話
は
少
し
変
わ
り
ま
す
が
、「
下
（
く
だ
）
り

酒
」
っ
て
ご
存
知
で
す
か
。
大
阪
か
ら
江
戸
へ
出
荷
す

る
こ
と
を
「
下
る
」
と
言
っ
た
の
で
す
が
、
悪
い
お
酒

は
下
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。「
下
ら
な
い
酒
」
こ
れ
が
、「
く

だ
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
で
す
。
知
っ
て
い
ま

し
た
？
こ
れ
私
、
ち
ょ
っ
と
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。

―
続
い
て
、
住
吉
川
沿
い
に
整
備
さ
れ
て
い
る
「
清
流

の
道
」
の
歴
史
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

内
田　

清
流
の
道
、
い
い
で
す
よ
ね
。
車
が
通
ら
な
い

し
、
皆
さ
ん
本
当
に
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
元

は
、
原
口
市
長
の
時
代
に
、
渦
が
森
を
削
っ
て
造
成
し

て
出
た
土
砂
を
運
ぶ
た
め
、
川
の
中
に
道
を
通
そ
う
と

い
う
こ
と
で
、
作
っ
た
道
で
し
た
。
ダ
ン
プ
カ
ー
が
市

街
地
を
通
る
と
な
る
と
、
信
号
も
あ
る
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
規
制
も
あ
る
の
で
、
一
気
に
行
け
る
よ
う
な
道
を
新

し
く
作
っ
た
の
で
す
。

　

ダ
ン
プ
カ
ー
は
、
新
落
合
橋
の
と
こ
ろ
か
ら
出
入
り

し
て
い
ま
し
た
。当
時
は
ま
だ
橋
が
掛
か
っ
て
お
ら
ず
、

今
、
そ
の
場
所
か
ら
川
を
見
て
も
ら
っ
た
ら
、
東
の
道

は
川
を
横
切
っ
て
、
ス
ロ
ー
プ
の
よ
う
に
上
が
っ
て
い

ま
す
。そ
こ
か
ら
ダ
ン
プ
カ
ー
が
出
入
り
し
た
ん
で
す
。

―
そ
の
後
、
清
流
の
道
と
し
て
、
き
れ
い
に
整
備
さ
れ

た
の
に
は
、
ど
ん
な
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

内
田　

お
そ
ら
く
、
み
ん
な
が
便
利
だ
か
ら
と
自
然
に

歩
い
て
い
て
、
行
政
側
は
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、

つ
ま
り
市
民
と
行
政
の
意
見
が
合
致
し
て
、
整
備
し
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
工
事
用
の
道
を
市
民
用
に

整
備
し
て
開
放
す
る
と
は
、素
晴
ら
し
い
発
想
で
す
ね
。

清
流
の
道
を
歩
け
ば
、
す
ぐ
図
書
館
に
行
け
る
し
、
区

役
所
へ
行
け
る
し
。
魚
崎
の
方
ま
で
歩
け
ば
、
散
歩
に

ち
ょ
う
ど
い
い
距
離
で
す
し
ね
。

前
田　

こ
の
道
は
、
集
客
力
が
あ
り
ま
す
よ
。
他
市
か

ら
引
っ
越
し
を
考
え
た
と
き
、
清
流
の
道
は
魅
力
的
で

す
。
四
季
折
々
の
川
の
風
景
を
眺
め
つ
つ
、
ジ
ョ
ギ
ン

グ
や
犬
の
散
歩
が
で
き
る
な
ん
て
、
最
高
で
す
よ
ね
。

―
来
年
1
月
で
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
30
年
で
す
が
、

住
吉
に
は
独
特
の
復
興
が
あ
っ
た
と
か
。

内
田　

ま
ず
こ
の
地
域
に
は
、
だ
ん
じ
り
ま
つ
り
の
た

め
の
地
元
の
繋
が
り
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
平

洋
戦
争
の
時
に
、
住
吉
中
学
校
へ
避
難
し
た
こ
と
や
、

水
路
が
村
中
に
走
っ
て
い
る
こ
と
を
、
地
元
に
住
む
人

が
、
知
識
と
し
て
共
有
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、

1
9
9
5
年
1
月
17
日
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
発
生

し
ま
し
た
。

　

我
々
も
、
当
時
走
り
回
り
ま
し
た
が
、
地
元
密
着
の

行
動
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
神
戸
大
学
の
専
門
の
先
生

か
ら
「
地
元
独
特
の
復
興
手
法
で
す
よ
、
ぜ
ひ
こ
れ
は

残
さ
な
い
と
い
け
な
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
我
々
で
、
地
元
の
方
に
聞
き

取
り
を
し
て
、『
阪
神
・
淡
路
大
震
災
資
料
集
Ⅰ
〜
Ⅲ 

住
吉
の
記
憶
』
に
ま
と
め
ま
し
た
。

―
具
体
的
に
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

内
田　

2
，0
0
0
人
が
避
難
し
た
神
戸
市
立
住
吉
中

学
校
は
、
断
水
し
て
い
て
、
近
く
を
流
れ
て
い
る
水
路

へ
水
を
汲
み
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
前
田

さ
ん
の
お
父
様
が
、「
あ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
汲
み
に
行

か
ん
で
も
、
こ
の
水
路
を
二
つ
か
三
つ
繋
げ
た
ら
、
こ

こ
へ
流
れ
て
く
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
。
縦
横
に
流
れ

て
い
る
水
路
に
加
え
て
、も
っ
と
細
か
な
網
の
目
状
に
、

溝
が
つ
な
が
っ
て
い
た
ん
で
す
。実
際
繋
げ
て
み
る
と
、

た
く
さ
ん
の
水
が
流
れ
て
来
ま
し
た
。
水
洗
ト
イ
レ
に

も
使
え
る
し
、
避
難
所
の
清
掃
に
も
使
え
ま
し
た
。

―
水
路
が
溝
で
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
方
々

は
皆
さ
ん
知
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

内
田　
「
そ
う
な
ん
や
、
へ
え
〜
」
と
い
う
感
じ
で
す
。

水
汲
み
が
長
く
続
く
と
、
し
ん
ど
く
な
る
か
ら
、
中
学

校
へ
流
し
た
方
が
良
い
と
い
う
発
想
は
、1
9
4
5（
昭

和
2
0
）
年
の
空
襲
の
時
に
避
難
し
た
と
き
の
教
訓
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
当
時
を
記
憶
し
て
い
る
人
曰
く
、

あ
の
ト
イ
レ
の
悲
惨
さ
を
、
再
現
さ
れ
て
は
た
ま
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
。

　

さ
ら
に
、
水
路
の
水
で
、
消
火
も
し
ま
し
た
。
消
防

も
手
が
回
ら
な
い
状
況
に
、
水
路
か
ら
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー

を
し
て
、
山
田
ク
ラ
ブ
の
若
い
人
5
〜
6
人
で
火
事
を

消
し
止
め
た
ん
で
す
。

　

水
路
を
繋
げ
る
と
い
う
知
恵
や
、
空
襲
の
時
に
ト
イ

レ
に
困
っ
た
と
い
う
記
憶
が
、
震
災
で
多
く
の
人
を
救

い
ま
し
た
。
住
吉
川
近
辺
の
地
理
と
歴
史
を
知
る
人
た

ち
は
、専
門
的
に
学
ん
で
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

住吉歴史資料館 事業推進委員
前田 康三さん

住吉歴史資料館 事業推進委員
内田 雅夫さん

日
常
の
肌
に
染
み
て
知
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
人
た
ち

が
、
震
災
に
遭
い
、
地
域
の
た
め
に
自
然
に
動
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

―
ほ
か
に
も
あ
り
ま
す
か
？

内
田　

住
吉
西
地
区
で
の
私
設
避
難
所
の
開
設
が
あ
り

ま
し
た
。
住
吉
駅
の
北
側
に
な
り
ま
す
が
、
震
災
で
甚

大
な
被
害
が
出
ま
し
た
。
す
る
と
、
阿
弥
陀
寺
に
避
難

し
た
方
が
自
然
に
集
ま
り
、
応
急
の
避
難
所
に
な
り
ま

し
た
。 

そ
こ
で
活
用
さ
れ
た
の
が
、
だ
ん
じ
り
ま
つ
り

の
ノ
ウ
ハ
ウ
で
し
た
。

　

各
地
区
の
会
館
は
、
だ
ん
じ
り
ま
つ
り
の
担
い
手
の

食
事
施
設
に
な
る
の
で
、
た
く
さ
ん
の
食
器
を
持
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
婦
人
会
の
人
た
ち
は
、
2
0
0
人

ぐ
ら
い
の
食
事
作
り
は
、毎
年
の
こ
と
で
慣
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
、
す
ぐ
に
炊
き
出
し
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

運
営
は
、
で
き
る
だ
け
避
難
民
の
自
主
性
に
委
ね
る

と
い
う
方
針
で
、
住
吉
西
地
区
の
自
治
会
と
青
年
団
が

上
手
に
や
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
運
営
側
で
ル
ー
ル
を

決
め
ず
に
、
自
分
た
ち
で
話
し
合
っ
て
決
め
て
も
ら
っ

た
の
で
す
。
場
所
取
り
や
食
事
の
配
給
に
も
タ
ッ
チ
し

ま
せ
ん
。文
句
を
出
さ
な
い
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
で
す
ね
。

　

歴
史
の
教
訓
と
い
う
と
固
い
話
に
な
り
ま
す
が
、
こ

う
い
っ
た
こ
と
も
後
世
に
残
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

今
、
女
性
と
子
ど
も
の
視
点
で
の
震
災
を
ま
と
め
た
、

『
阪
神
・
淡
路
大
震
災
資
料
集 

Ⅳ 

住
吉
の
記
憶
』
を

作
っ
て
い
ま
す
。

―
今
日
は
貴
重
な
お
話
を
、
た
く
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

内
田　

今
日
お
話
し
た
歴
史
の
出
来
事
や
先
人
の
知
恵

が
、
ど
こ
か
で
生
か
さ
れ
た
ら
、
嬉
し
い
で
す
。

前
田　

こ
れ
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
人
に
、
興
味
を
持
っ

て
も
ら
え
た
ら
い
い
で
す
ね
。
歴
史
を
知
り
、
そ
う
い

う
視
点
で
見
て
み
る
と
、
地
元
が
全
然
違
っ
て
見
え
る

と
思
い
ま
す
よ
。
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私
た
ち
の
ま
ち
・
東
灘
は
、
ど
ん
な
歴
史
を
歩
ん
で
き

た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
「
住
吉
川
」
を
テ
ー
マ
に
、

住
吉
歴
史
資
料
館
の
お
二
人
を
お
招
き
し
て
、
豊
か
な

歴
史
の
あ
れ
こ
れ
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。
六
甲

の
山
並
み
か
ら
魚
崎
ま
で
流
れ
る
住
吉
川
に
、
ど
ん
な

歴
史
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
先
人
の
記

憶
に
思
い
を
馳
せ
、
し
ば
し
歴
史
の
旅
へ
と
出
発
し
ま

し
ょ
う
。

―
本
日
は
お
越
し
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
伝
統
と
文
化
の
豊
か
な
ま
ち
・
東
灘
の
知
ら
れ
ざ

る
歴
史
を
、「
住
吉
川
」
を
テ
ー
マ
に
お
伺
い
す
る
会

を
企
画
し
ま
し
た
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ま
ず
は
、
住
吉
歴
史
資
料
館
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
い
た

だ
け
ま
す
か
？

内
田　

神
戸
大
学
の
先
生
と
共
同
で
、
地
元
の
聞
き
取

り
や
資
料
の
調
査
を
行
い
、
記
憶
が
風
化
す
る
前
に
次

世
代
へ
継
承
し
よ
う
と
、
2
0
0
1
年
に
住
吉
学
園
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
資
料
館
に
は
、「
兎
原
（
う

は
ら
）
住
吉
、
昔
を
未
来
へ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が

あ
り
ま
す
。
兎
原
と
い
う
の
は
、
こ
の
辺
り
の
地
名
で

す
。

　

ざ
っ
と
住
吉
の
歴
史
を
説
明
し
ま
す
と
、
縄
文
時
代

か
ら
人
が
住
み
、
古
墳
や
遺
跡
も
た
く
さ
ん
発
掘
さ
れ

て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
幕
府
の
天
領
に
な
り
、

商
業
や
農
業
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
日
本
に
鉄
道
が

開
業
し
て
間
も
な
い
、
1
8
7
4
（
明
治
7
）
年
に
住

吉
駅
が
で
き
て
以
降
は
、
住
宅
街
と
し
て
発
展
し
て
き

ま
し
た
。
お
子
さ
ん
や
新
し
い
住
民
の
方
に
、
地
元
の

良
さ
を
伝
え
、
愛
着
を
も
っ
て
住
み
続
け
て
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
に
は
、
住
吉
独
特

の
復
興
の
形
が
あ
り
ま
し
た
。
専
門
家
の
先
生
か
ら
、

ぜ
ひ
記
録
に
残
す
べ
き
だ
と
勧
め
ら
れ
て
、『
阪
神
・

淡
路
大
震
災
資
料
集
Ⅰ
〜
Ⅲ 

住
吉
の
記
憶
』
と
い
う

資
料
集
に
ま
と
め
ま
し
た
。「
災
害
」
も
我
々
の
活
動

の
大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
り
、
水
害
や
震
災
の
時

に
、
地
元
の
人
が
ど
う
行
動
し
た
か
と
い
う
記
録
は
、

き
っ
と
将
来
役
に
立
つ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

―
山
路
庄
（
や
ま
じ
の
し
ょ
う
）
と
い
う
の
は
、
住
吉

の
古
い
地
名
な
の
で
し
ょ
う
か
？

内
田　

は
い
。
一
番
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
だ
ん
じ
り

ま
つ
り
で
す
。
本
山
、
野
寄
、
岡
本
、
西
岡
本
、
西
青

木
地
区
な
ど
の
だ
ん
じ
り
が
、
な
ぜ
住
吉
神
社
へ
集
ま

る
の
か
？ 

考
え
て
み
る
と
、
不
思
議
で
す
よ
ね
。 

実

は
住
吉
神
社
は
、「
山
路
庄
」
と
い
う
中
世
か
ら
の
大

き
な
荘
園
の
総
氏
神
だ
っ
た
の
で
、
山
路
庄
の
村
（
旧

七
ヶ
村
：
住
吉
村
、野
寄
村
、岡
本
村
、田
中
村
、横
屋
村
、

魚
崎
村
、
西
青
木
村
）
が
、
だ
ん
じ
り
を
出
し
て
き
て
、

宮
入
り
を
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
か
ら
な
の
で

す
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
山
路
庄
の
村
も
、
例
え
ば
尼

崎
藩
の
領
地
に
な
っ
た
り
、
幕
府
直
轄
の
天
領
に
な
っ

た
り
し
て
分
か
れ
ま
す
。
で
す
が
、
日
々
の
暮
ら
し
の

中
に
今
も
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
区
分
け
で
す
。

―
地
区
の
真
ん
中
を
流
れ
る
住
吉
川
に
つ
い
て
、
教
え

て
く
だ
さ
い
。

内
田　

住
吉
川
は
、
古
く
は
慈
明
寺
川
（
じ
み
ょ
う
じ

が
わ
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
す
。
白
鶴
美

術
館
の
近
く
に
、
慈
明
寺
と
い
う
大
き
な
お
寺
が
あ
っ

た
こ
と
に
ち
な
ん
で
い
ま
す
。
六
甲
山
の
急
流
で
、
水

量
が
豊
富
な
の
で
、 

農
業
用
水
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
川
の
水
を
基
に
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
た

の
が
、
山
路
庄
の
七
つ
の
村
々
と
い
う
こ
と
で
す
。

前
田　

住
吉
川
は
、
も
っ
と
西
を
流
れ
て
い
た
と
い
う

言
い
伝
え
も
あ
り
ま
す
。
川
の
流
れ
は
そ
う
簡
単
に
は

変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
住
吉
宮
町
遺
跡
や
郡
家
遺
跡
か
ら

御
影
石
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
出
て
く
る
の
が
、
そ
こ
に
水
が
流

れ
て
い
た
と
い
う
証
拠
で
す
。
白
鶴
美
術
館
付
近
の
尾

根
か
ら
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
ず
、
徐
々
に
東

へ
寄
っ
て
行
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

内
田　

山
路
庄
は
、
住
吉
川
を
中
心
に
成
立
し
て
発

展
し
た
村
々
で
す
。
た
だ
、
住
吉
川
は
、
ほ
ぼ
毎
年

必
ず
大
雨
で
溢
れ
て
い
て
、
最
後
の
ダ
メ
押
し
が
、

1
9
3
8
（
昭
和
13
）
年
の
阪
神
大
水
害
で
し
た
。
当

時
の
住
吉
村
に
は
、
日
本
の
政
治
経
済
を
動
か
す
人
た

ち
が
屋
敷
を
構
え
て
い
た
の
で
、
国
を
動
か
し
て
治
水

工
事
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
。
そ
の
流
れ
で
、
国
営
の

六
甲
砂
防
事
務
所
が
住
吉
東
町
に
あ
る
ん
で
す
よ
。

　

資
料
館
の
お
茶
会
に
来
て
く
れ
た
子
ど
も
た
ち
に

は
、
い
つ
も
水
害
の
話
を
し
ま
す
。
昔
は
、
中
学
生
ぐ

ら
い
に
な
っ
た
ら
、
土
嚢
（
ど
の
う
）
を
積
ん
で
、
各

戸
分
担
の
堤
防
を
守
る
役
割
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な

話
を
す
る
と
、
み
ん
な
驚
い
て
い
ま
す
ね
。

　
山
路
庄
の
話
に
戻
し
て
、
住
吉
周
辺
の
荘
園
の
名
前

も
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
隣
の
御
影
は
郡
家
庄
（
ぐ
ん

げ
の
し
ょ
う
）、
東
側
は
本
庄
（
ほ
ん
じ
ょ
う
）、
本
庄

の
隣
は
芦
屋
庄
（
あ
し
や
の
し
ょ
う
）。 

西
へ
行
っ
て
、

郡
家
庄
の
隣
が
得
井
・
時
枝
庄
（
と
く
い
・
と
き
え
だ

の
し
ょ
う
）
と
い
う
荘
園
で
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
領
主
が
い
て
、
山
路
庄
は
、
藤
原
氏
。
藤

原
氏
の
氏
神
で
あ
る
、
奈
良
の
春
日
大
社
の
荘
園
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
辺
で
は
春
日
明

神
を
よ
く
祀
（
ま
つ
）
っ
て
い
る
ん
で
す
。

―
「
住
吉
川
の
水
車
小
屋
跡
」
が
、
神
戸
歴
史
遺
産
に

認
定
さ
れ
ま
し
た
ね
。

前
田　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
の
お
か
げ
で
す
。申
請
者
は
、

山
田
ク
ラ
ブ
と
い
っ
て
、
元
は
住
吉
村
青
年
団
山
田
分

団
で
す
。 

神
戸
市
か
ら
委
託
を
受
け
て
、
登
山
道
整
備

を
実
施
し
て
も
う
60
年
以
上
に
な
り
ま
す
。
2
0
1
5

年
か
ら
、
梅
の
植
樹
を
行
っ
て
い
ま
し
て
、
若
い
人
た

ち
が
一
生
懸
命
や
っ
て
い
ま
す
。
き
れ
い
な
花
を
毎
年

咲
か
せ
ま
す
よ
。

内
田　

住
吉
川
の
流
域
に
水
車
が
掛
か
っ
て
い
た
な
ん

て
、
も
う
誰
も
知
り
ま
せ
ん
。
何
代
か
前
の
身
内
が
水

車
業
を
し
て
い
て
も
、
忘
れ
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。
神

戸
歴
史
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
後
世
に
伝
え
て

い
く
た
め
の
、
い
い
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

―
水
車
小
屋
跡
の
あ
る
八
輌
場
（
は
ち
り
ょ
う
ば
）
地

点
よ
り
上
流
に
は
、
砂
防
ダ
ム
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

よ
ね
。

前
田　

後
に
神
戸
市
長
に
な
る
原
口
忠
次
郎
さ
ん
が
、

内
務
省
時
代
に
「
五
助
ダ
ム
」
を
は
じ
め
、
多
く
の
砂

防
ダ
ム
を
設
計
・
建
設
し
ま
し
た
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

「
山
、
海
へ
行
く
」
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
後
も
、全
国
の
水
害
を
防
ぐ
、テ
ス
ト
ケ
ー

ス
と
し
て
い
ろ
ん
な
砂
防
ダ
ム
が
、
六
甲
砂
防
事
務
所

に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
今
も
、
砂
防
に
関
わ
る

国
土
交
通
省
の
新
入
職
員
の
研
修
場
所
に
な
っ
て
い
る

ほ
ど
、
こ
こ
は
日
本
の
砂
防
の
要
な
ん
で
す
。

東
灘

神戸市東灘区住吉宮町 7 丁目 1-2 本住吉神社内
展示室は、木曜 10：00～14：00 のみ開館
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水
車
の
話
で
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
が
、 

石
谷
清

昌
（
い
し
が
や
き
よ
ま
さ
）
と
い
う
人
で
す
。
徳
川
吉

宗
の
側
近
だ
っ
た
、
紀
州
出
身
の
人
物
で
、
幕
府
の
勘

定
奉
行
や
長
崎
奉
行
な
ど
の
重
役
を
務
め
ま
し
た
。
彼

が
、
当
時
尼
崎
藩
だ
っ
た
住
吉
村
を
含
む
灘
地
方
の
豊

か
さ
を
見
出
し
、
1
7
6
9
（
明
和
6
）
年
に
幕
府
の

天
領
に
す
る
よ
う
に
老
中
に
献
策
し
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

 　

人
口
1
2
0
万
人
を
抱
え
る
江
戸
は
消
費
経
済
で
、

様
々
な
物
が
大
阪
か
ら
江
戸
へ
供
給
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
特
に
油
は
、
大
阪
が
供
給
源
で
、
価
格
の
高
騰
を

抑
え
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
後
に
幕
府
は
、
天
領
に

し
た
住
吉
村
な
ど
で
、
水
車
を
自
由
に
作
る
こ
と
を
許

可
し
、
油
の
大
量
生
産
を
可
能
に
し
ま
し
た
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
油
の
供
給
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し

ま
し
た
。

前
田　

灘
の
酒
造
業
が
繁
栄
し
た
鍵
は
、
水
車
に
あ
り

ま
す
。
水
車
が
解
禁
さ
れ
た
10
年
後
に
、
水
車
を
使
っ

て
の
精
米
が
始
ま
り
、
酒
の
大
量
生
産
が
可
能
に
な
り

ま
し
た
。
足
踏
み
精
米
だ
っ
た
他
の
酒
ど
こ
ろ
に
比
べ

て
、
水
車
の
精
米
能
力
は
約
10
倍
。
ま
た
、
精
米
度
合

い
が
85
〜
90
％
ま
で
上
が
り
、
お
酒
の
透
明
度
が
増
し

ま
し
た
。
江
戸
で
は
、
こ
の
透
明
で
キ
リ
ッ
と
し
た
味

わ
い
の
「
灘
の
男
酒
」
が
非
常
に
好
ま
れ
ま
し
た
。

内
田　

幕
末
頃
に
な
る
と
、
新
酒
を
江
戸
へ
運
ぶ
速
さ

を
競
う
、
新
酒
番
船
（
し
ん
し
ゅ
ば
ん
ふ
ね
）
と
い
う

レ
ー
ス
が
始
ま
り
ま
し
た
。
新
酒
を
積
み
込
ん
だ
、
酒

造
会
社
の
樽
廻
船
（
た
る
か
い
せ
ん
）
は
、
西
宮
沖
か

ら
一
斉
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
通
常
12
〜
14
日
ぐ
ら
い

か
か
る
と
こ
ろ
、
3
日
で
江
戸
へ
着
い
た
と
い
う
記
録

も
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、一
つ
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
（
販
促
活
動
）
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
灘
は
、
大
変
商

売
上
手
で
し
た
。
し
か
も
、
質
の
良
い
精
米
が
大
量
生

産
で
き
て
、
六
甲
南
の
気
候
と
水
、
杜
氏
（
と
う
じ
）

の
腕
、
出
荷
に
便
利
な
浜
辺
の
立
地
。
す
べ
て
が
揃
っ

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
他
の
産
地
を
凌
駕
し
て
、
灘
の
酒

が
江
戸
の
町
を
席
巻
で
き
た
の
で
す
。

 　

ま
た
、
灘
の
酒
造
家
が
素
晴
ら
し
い
の
は
、
莫
大

な
利
潤
を
、
文
化
振
興
に
使
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ

が
、
東
灘
区
の
文
化
的
な
香
り
、
他
の
地
域
と
は
ま
た

異
な
っ
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
と
、
私
た
ち
は

考
え
て
い
ま
す
。 

前
田　

話
は
少
し
変
わ
り
ま
す
が
、「
下
（
く
だ
）
り

酒
」
っ
て
ご
存
知
で
す
か
。
大
阪
か
ら
江
戸
へ
出
荷
す

る
こ
と
を
「
下
る
」
と
言
っ
た
の
で
す
が
、
悪
い
お
酒

は
下
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。「
下
ら
な
い
酒
」
こ
れ
が
、「
く

だ
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
で
す
。
知
っ
て
い
ま

し
た
？
こ
れ
私
、
ち
ょ
っ
と
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。

―
続
い
て
、
住
吉
川
沿
い
に
整
備
さ
れ
て
い
る
「
清
流

の
道
」
の
歴
史
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

内
田　

清
流
の
道
、
い
い
で
す
よ
ね
。
車
が
通
ら
な
い

し
、
皆
さ
ん
本
当
に
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
元

は
、
原
口
市
長
の
時
代
に
、
渦
が
森
を
削
っ
て
造
成
し

て
出
た
土
砂
を
運
ぶ
た
め
、
川
の
中
に
道
を
通
そ
う
と

い
う
こ
と
で
、
作
っ
た
道
で
し
た
。
ダ
ン
プ
カ
ー
が
市

街
地
を
通
る
と
な
る
と
、
信
号
も
あ
る
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
規
制
も
あ
る
の
で
、
一
気
に
行
け
る
よ
う
な
道
を
新

し
く
作
っ
た
の
で
す
。

　

ダ
ン
プ
カ
ー
は
、
新
落
合
橋
の
と
こ
ろ
か
ら
出
入
り

し
て
い
ま
し
た
。当
時
は
ま
だ
橋
が
掛
か
っ
て
お
ら
ず
、

今
、
そ
の
場
所
か
ら
川
を
見
て
も
ら
っ
た
ら
、
東
の
道

は
川
を
横
切
っ
て
、
ス
ロ
ー
プ
の
よ
う
に
上
が
っ
て
い

ま
す
。そ
こ
か
ら
ダ
ン
プ
カ
ー
が
出
入
り
し
た
ん
で
す
。

―
そ
の
後
、
清
流
の
道
と
し
て
、
き
れ
い
に
整
備
さ
れ

た
の
に
は
、
ど
ん
な
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

内
田　

お
そ
ら
く
、
み
ん
な
が
便
利
だ
か
ら
と
自
然
に

歩
い
て
い
て
、
行
政
側
は
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、

つ
ま
り
市
民
と
行
政
の
意
見
が
合
致
し
て
、
整
備
し
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
工
事
用
の
道
を
市
民
用
に

整
備
し
て
開
放
す
る
と
は
、素
晴
ら
し
い
発
想
で
す
ね
。

清
流
の
道
を
歩
け
ば
、
す
ぐ
図
書
館
に
行
け
る
し
、
区

役
所
へ
行
け
る
し
。
魚
崎
の
方
ま
で
歩
け
ば
、
散
歩
に

ち
ょ
う
ど
い
い
距
離
で
す
し
ね
。

前
田　

こ
の
道
は
、
集
客
力
が
あ
り
ま
す
よ
。
他
市
か

ら
引
っ
越
し
を
考
え
た
と
き
、
清
流
の
道
は
魅
力
的
で

す
。
四
季
折
々
の
川
の
風
景
を
眺
め
つ
つ
、
ジ
ョ
ギ
ン

グ
や
犬
の
散
歩
が
で
き
る
な
ん
て
、
最
高
で
す
よ
ね
。

―
来
年
1
月
で
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
30
年
で
す
が
、

住
吉
に
は
独
特
の
復
興
が
あ
っ
た
と
か
。

内
田　

ま
ず
こ
の
地
域
に
は
、
だ
ん
じ
り
ま
つ
り
の
た

め
の
地
元
の
繋
が
り
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
平

洋
戦
争
の
時
に
、
住
吉
中
学
校
へ
避
難
し
た
こ
と
や
、

水
路
が
村
中
に
走
っ
て
い
る
こ
と
を
、
地
元
に
住
む
人

が
、
知
識
と
し
て
共
有
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、

1
9
9
5
年
1
月
17
日
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
発
生

し
ま
し
た
。

　

我
々
も
、
当
時
走
り
回
り
ま
し
た
が
、
地
元
密
着
の

行
動
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
神
戸
大
学
の
専
門
の
先
生

か
ら
「
地
元
独
特
の
復
興
手
法
で
す
よ
、
ぜ
ひ
こ
れ
は

残
さ
な
い
と
い
け
な
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
我
々
で
、
地
元
の
方
に
聞
き

取
り
を
し
て
、『
阪
神
・
淡
路
大
震
災
資
料
集
Ⅰ
〜
Ⅲ 

住
吉
の
記
憶
』
に
ま
と
め
ま
し
た
。

―
具
体
的
に
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

内
田　

2
，0
0
0
人
が
避
難
し
た
神
戸
市
立
住
吉
中

学
校
は
、
断
水
し
て
い
て
、
近
く
を
流
れ
て
い
る
水
路

へ
水
を
汲
み
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
前
田

さ
ん
の
お
父
様
が
、「
あ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
汲
み
に
行

か
ん
で
も
、
こ
の
水
路
を
二
つ
か
三
つ
繋
げ
た
ら
、
こ

こ
へ
流
れ
て
く
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
。
縦
横
に
流
れ

て
い
る
水
路
に
加
え
て
、も
っ
と
細
か
な
網
の
目
状
に
、

溝
が
つ
な
が
っ
て
い
た
ん
で
す
。実
際
繋
げ
て
み
る
と
、

た
く
さ
ん
の
水
が
流
れ
て
来
ま
し
た
。
水
洗
ト
イ
レ
に

も
使
え
る
し
、
避
難
所
の
清
掃
に
も
使
え
ま
し
た
。

―
水
路
が
溝
で
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
方
々

は
皆
さ
ん
知
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

内
田　
「
そ
う
な
ん
や
、
へ
え
〜
」
と
い
う
感
じ
で
す
。

水
汲
み
が
長
く
続
く
と
、
し
ん
ど
く
な
る
か
ら
、
中
学

校
へ
流
し
た
方
が
良
い
と
い
う
発
想
は
、1
9
4
5（
昭

和
2
0
）
年
の
空
襲
の
時
に
避
難
し
た
と
き
の
教
訓
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
当
時
を
記
憶
し
て
い
る
人
曰
く
、

あ
の
ト
イ
レ
の
悲
惨
さ
を
、
再
現
さ
れ
て
は
た
ま
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
。

　

さ
ら
に
、
水
路
の
水
で
、
消
火
も
し
ま
し
た
。
消
防

も
手
が
回
ら
な
い
状
況
に
、
水
路
か
ら
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー

を
し
て
、
山
田
ク
ラ
ブ
の
若
い
人
5
〜
6
人
で
火
事
を

消
し
止
め
た
ん
で
す
。

　

水
路
を
繋
げ
る
と
い
う
知
恵
や
、
空
襲
の
時
に
ト
イ

レ
に
困
っ
た
と
い
う
記
憶
が
、
震
災
で
多
く
の
人
を
救

い
ま
し
た
。
住
吉
川
近
辺
の
地
理
と
歴
史
を
知
る
人
た

ち
は
、専
門
的
に
学
ん
で
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

歴史を未来へ紡ぐ
地元に伝わる資料を収集

水
車
な
く
し
て
は

語
れ
な
い
、灘
の
酒
造
り

清
流
の
道
は
、

ダ
ン
プ
カ
ー
の
道
だ
っ
た

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で

生
き
た
知
恵

地
元
に
受
け
継
が
れ
る

歴
史
を
日
常
に
生
か
す

日
常
の
肌
に
染
み
て
知
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
人
た
ち

が
、
震
災
に
遭
い
、
地
域
の
た
め
に
自
然
に
動
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

―
ほ
か
に
も
あ
り
ま
す
か
？

内
田　

住
吉
西
地
区
で
の
私
設
避
難
所
の
開
設
が
あ
り

ま
し
た
。
住
吉
駅
の
北
側
に
な
り
ま
す
が
、
震
災
で
甚

大
な
被
害
が
出
ま
し
た
。
す
る
と
、
阿
弥
陀
寺
に
避
難

し
た
方
が
自
然
に
集
ま
り
、
応
急
の
避
難
所
に
な
り
ま

し
た
。 

そ
こ
で
活
用
さ
れ
た
の
が
、
だ
ん
じ
り
ま
つ
り

の
ノ
ウ
ハ
ウ
で
し
た
。

　

各
地
区
の
会
館
は
、
だ
ん
じ
り
ま
つ
り
の
担
い
手
の

食
事
施
設
に
な
る
の
で
、
た
く
さ
ん
の
食
器
を
持
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
婦
人
会
の
人
た
ち
は
、
2
0
0
人

ぐ
ら
い
の
食
事
作
り
は
、毎
年
の
こ
と
で
慣
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
、
す
ぐ
に
炊
き
出
し
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

運
営
は
、
で
き
る
だ
け
避
難
民
の
自
主
性
に
委
ね
る

と
い
う
方
針
で
、
住
吉
西
地
区
の
自
治
会
と
青
年
団
が

上
手
に
や
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
運
営
側
で
ル
ー
ル
を

決
め
ず
に
、
自
分
た
ち
で
話
し
合
っ
て
決
め
て
も
ら
っ

た
の
で
す
。
場
所
取
り
や
食
事
の
配
給
に
も
タ
ッ
チ
し

ま
せ
ん
。文
句
を
出
さ
な
い
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
で
す
ね
。

　

歴
史
の
教
訓
と
い
う
と
固
い
話
に
な
り
ま
す
が
、
こ

う
い
っ
た
こ
と
も
後
世
に
残
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

今
、
女
性
と
子
ど
も
の
視
点
で
の
震
災
を
ま
と
め
た
、

『
阪
神
・
淡
路
大
震
災
資
料
集 

Ⅳ 

住
吉
の
記
憶
』
を

作
っ
て
い
ま
す
。

―
今
日
は
貴
重
な
お
話
を
、
た
く
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

内
田　

今
日
お
話
し
た
歴
史
の
出
来
事
や
先
人
の
知
恵

が
、
ど
こ
か
で
生
か
さ
れ
た
ら
、
嬉
し
い
で
す
。

前
田　

こ
れ
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
人
に
、
興
味
を
持
っ

て
も
ら
え
た
ら
い
い
で
す
ね
。
歴
史
を
知
り
、
そ
う
い

う
視
点
で
見
て
み
る
と
、
地
元
が
全
然
違
っ
て
見
え
る

と
思
い
ま
す
よ
。
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上／住吉川の両岸に続く「清流の道」。市民の憩いの場とし
て、愛されている
下／『阪神・淡路大震災資料集Ⅰ～Ⅲ 住吉の記憶』。
震災復興における地域活動を記録した貴重な資料。東灘図
書館にも所蔵されている

地場産業を支えた水車小屋跡に今も残る、水車用の水路や石垣

住
吉
川
編

歴
史の
足
跡
を
た
ど
る


