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の
同
開
立
制
建
物
跡
と
し
よ
う
。
こ
の
上
回
の
岡
山
立
住
建
物
跡

の
南
東
に
は
竪
穴
逃
附
の
周
囲
に
柱
穴
を
持
つ
辿
物
が
あ

る
。
こ
れ
を
③
剛
剛
叫
制
対
剖
叫
叫
到
対
剃
倒
と
呼
ぽ
う
。

ま
た
、
上
段
(
標
高
七
九

m
)
か
ら
は
建
物
に
関
連
す
る
と

忠
わ
れ
る
淋
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
潜
の
片
側
に
は
石

刑
制
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、
石
例
制
み
の
あ
る
方
に
建
物
が
辿

っ

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
④
片
方
に
石
駁
み
を
も

っ
構
状
遺
備
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
さ
ら
に
、
下
段
の
東
端
か

ら
は
⑤
石
垣
状
の
巡
回
附
の
一
部
が
み
っ
か
り
、
そ
こ
に
瓦
や

陶
磁
器
な
ど
が
役
察
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
状
況
か
ら
建
物
に

と
も
な
っ
た
施
設
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に

φ
ム
凶
の
祷
号

を
付
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
泣
併
に
つ
い
て
概
裂
を
記
し
て
お

く
① 

上
屈
の
据
立
柱
建
物
跡

調
査
地
区
の
西
に
偏
っ
て
一

O
m
四
方
の
範
囲
に
ピ
ッ
ト

群
が
あ
り
、
ぞ
の
う
ち
七

・
E
m
四
方
に
辿
物
が
立
つ
よ
う

に
ピ

y
i
の
配
列
が
見
・つ
れ
る
。
し
か
し
今
一
つ
ピ
ッ
ト
の

組
合
せ
が
判
然
と
せ
ず
、
検
討
中
で
あ
る
が
、
点
西
三
間
×

南
北
四
間
{
七

・
五

m
x
九

m
)
と
三
間
×
五
間
(
六

・
七

m
×
十

m
)の
二
仰
の
建
物
が
迎
ち
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
が
っ
ち
り
し
た
建
物
で
は
な
く
、
作
業
小
屋
程
度

の
簡
単
な

υ
の
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ピ
シ
ト
鮮
の
東
南
東
一

O
m
に
4
号
墳

が
あ
る
。

4
号
境
の
石
室
は
縞
一

m
、
残
存
長
さ
五

・
ニ

m

で
あ
る
が
、
そ
の
東
側
が
大
き
く
締
り
こ
ま
れ
、
石
室
の
天

封
石
む
は
ず
さ
れ
、
石
室
の
空
間
b
含
め
た
そ
の
穴
に
は
、

花
岡
岩
を
は
つ
っ
た
と
き
に
で
き
る
石
屑
な
ど
が
投
棄
さ
れ

て
い
た
。

4号墳石室全量

ち
ょ
う
ど
こ
の
地
域
は
花
岡
山
右
の
産
地
と
し
て
有
名
で
、

ム

か
げ
い
L

こ
の
あ
た
り
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
石
は
『
御
影
石
』
と
呼
ば

れ
、
花
山
間
岩
の
代
名
詞
に
む
な
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
山

か
う
切
り
出
さ
れ
た
石
は
ふ
ら
と
の
作
業
場
ま
で
運
ぱ
札
、

そ
こ
で
目
的
に
応
じ
て
手
を
加
え
う
れ
、
出
百
出
さ
れ
た
~
。
そ

の
際
、
多
量
の
石
附
が
で
き
え
こ
の
石
周
な
ど
を
処
理
し

た
の
が
、
前
述
し
た
古
墳
石
室
と
そ
の
東
側
に
婦
ら
れ
た
ご

み
捨
て
穴
で
あ
ろ
う
。
ニ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
所
に
も
「
石

工
」
の
作
業
場
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

石
室
に
捨
て
-つ
れ
て
い
た
石
屑
は
、
石
室
の
西
側
す
な
わ

ち
ピ
γ
ト
群
が
あ
る
方
か
っ
裾
り
込
ま
れ
て
お
り
、
石
室
の

西
側
に
作
業
場
が
あ
っ
た
と
考
え
り
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
石

室
か
ら
一

O
m
の
空
間
(
広
場
)
を
隔
て
て
あ
る
ピ
ン
ト
詳

が
石
工
の
作
業
施
設
に
結
び
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

ピ
ッ
ト
詳
が
作
業
小
屋
な
ど
の
建
物
に
な
る
な
っ
ば
、
作
業

小
屋
の
前
に
切
り
だ
し
た
石
を
安
置
す
る
広
場
、
そ
し
て
そ

の
前
に
石
岡
な
ど
を
徐
て
る
渇
所
と
い
っ
た
有
機
的
に
結
び

つ
い
た
広
が
り
が
忽
定
で
き
る
。

②

下
層
の
抱
立
柱
建
物
跡

4
号
績
の
す
ぐ
北
側
か
ら
見
つ
か
っ
た
一
間
×
二
間
む
し

く
は
二
間
四
方
の
建
物
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
北
側
と
凶

側
の
柱
通
り
が
二
問
ず
つ
確
認
で
き
た
の
に
対
し
、
東
側
の

住
通
り
は
南
端
と
其
ん
中
の
二
本
の
柱
穴
を
破
訟
で
き
な
か

っ
た
た
め
、
確
定
で
き
な
い

か
つ
で
あ
る
。
一
間
X
二
間
分

の
柱
穴
は
す
べ
て
陥
っ
て
お
り
、
路
実
に
は

一
間
×
ニ
聞
の

建
物
が
辿
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

柱
穴
の
大
き
さ
は
直
径
二
五
叩
程
で
、
住
の
太
さ
は
一

o

m
程
で
あ
る
。
方
位
は
真
北
に
対
し
て
二
五
度
西
に
娠
っ
て

い
7
9

。
③

周

囲

に
柱
穴
を
も
っ
竪
穴
建
物
跡

上
層
の
掘
立
柱
建
物
跡
の
南
東
三

m
の
と
こ
ろ
に
あ
る
経

物
跡
で
あ
る
。
三

m
四
方
の
竪
穴
遺
構
の
四
隅
外
側
に
、
竪

穴
遺
構
を
阻
む
よ
う
に
住
穴
を
も
っ
。
竪
穴
遺
附
の
南
側
は

削
平
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
全
容
は
不
明
で
あ
る
。
柱
穴
の
直

径
は
二
五

1
三

O
聞
を
は
か
り
、
間
隔
は
一
間
四
方
で
、
東

西
三

m
、
南
北
三

・
一二
m
で
あ
る
。
竪
穴
遺
構
か
う
は
土
師

質
土
器
の
土
鍋
と
須
恵
質
の
担
ね
鉢
な
ど
が
出
土
し
た
。

こ
の
建
物
跡
は

4
号
墳
の
西
側
に
接
し
て
お
り
、
こ
れ
を
つ

く
る
に
あ
た
っ
て
建
物
の
東
側
三

・
五

m
と
南
側
六

m
に
わ

6
1う

た
っ
て
地
形
(
整
地
)
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
地
形
と

は
、
東
側
は

4
号
墳
の
墳
丘
と
の
境
を
画
す
る
た
め
の
石
前

み
が
三
段
に
前
ま
れ
、
南
側
は
建
物
か
ら
一

m
余
り
の
と
こ

ろ
に
一

1
ニ
段
の
土
留
め
石
が
般
ま
れ
、
整
地
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

9 

ニ
の
建
物
の
時
代
は
室
町
時
代
中
頃

(
中
世
)

札。句。

と
考
え
ら



@

片

方
に
石
摘
み
を
も
っ
渦
状
遺
跡

I
区
西
地
区

t
段
か
り
南
化
に
は
し
る
幅

一
・
七

m
、
深

さ
=一

O
mの
滞
状
遣
問
を
発
開
削
し
た
。
こ
の
満
の
西
側
の
法

師
に
は
こ
0
3五
O
m大
の
石
が
煎
り
つ
け
・
つ
れ
て
い
た
。

石
の
張
り
つ
け
ば
片
簡
の
み
で
、
朽
の
悦
リ
つ
い
て
い
る
ほ

う
が
内
側
に
な
る
む
の
と
忠
わ
れ
る
。
山
山
物
あ
る
い
は
宅
地

を
取
り
巻
く
潟
の
一
部
で
あ
ろ
う
か
。

⑤

石
垣
状
的
遺
憎

l
区
西
地
区
下
段
の
東
端
に
お
い
て
石
垣
状
の
泣
仰
を
確

認
し
た
。
発
旧
制
面
的
の
都
合
上
ご
く
一
部
し
か
発
掘
で
き
な

か
っ
た
た
め
、
そ
の
規
伎
な
ど
は
わ
か
り
な
い
。
日
さ
は
八

五
叩
で
三
段
に
ほ
ぽ

E
E
に
石
が
飢
ま
れ
で
あ
り
、
石
垣
の

F
に
は
深
さ

一
O
刷
、
幅

一

o
mmの
叫
が
細
長
い
石
で

U

っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
石
市
一
は
京
側
企
表
に
組
ま
れ
て
あ 周回に柱穴をもっ竪穴遭構

っ
た
。
石
担
を
埋
め
た
よ
砂
に
は
瓦
や
陶
怨
鴨
川
が
多
祉
に
含

ま
れ
て
た
。
こ
れ
り
の
む
の
は
江
戸
時
代
後
半
の
む
の
で
、

瓦
穎
が
多
誌
に
投
棄
さ
れ
て
い
た
-
】
と
か
ら
石
垣
の
内
側
に

は
瓦
立
の
建
物
が
総
て
ら
れ
て
い
た

b
の
と
舵
定
さ
れ
る
。

こ
の
石
垣
遣
問
の
東
側
に
は
日
区
で
検
出
し
た
水
車
関
係

の
遺
併
が
あ
り
、

5

D

l
の
水
市
に
取
付
く
樋
が
こ
れ
に

平
行
に
架
け
・
つ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
野
容
大
山
田
水
車
に
関

連
し
た
挫
物
で
あ
っ
た
こ
と

b
考
モ
り
れ
る
。
生
活
に
関
係

し
た
遺
物
が
出
土
し
て
H
る
}
と
か
・
っ
、
水
準
を
管
理
し
て

い
た
人
の
辿
物
か
も
し
札
な
い
。

五
、
お
わ
り
に

西
岡
本
遺
跡
の
発
問
問
調
査
は
ち
ょ
う
ど
一
年
を
費
や
し
て

終
了
し
、
そ
の
間
三
回
に
わ
た
っ
て
主
な
遣
問
の
概
要
を
連

戦
し
て
き
た
。
そ
の
内
容
は
調
査
の
逃
行
に
と
む
な
っ
て
報

告
す
る
方
法
を
と
っ
た
た
め
、
時
代
版
に
並
べ
る
こ
と
も
、

』
き
方
を
統
一
す
る
こ
と
ら
で
き
ず
、
煩
雑
に
な
っ
た
点
は

お
許
し
願
い
た
い
。
日
以
後
に
凶
岡
本
遺
跡
の
変
遷
を
簡
単
に

眺
め
て
締
め
く
く
り
に
し
た
い
。

住
吉
川
の
両
作
に
は
非
叩
に
発
述
し
た
扇
状
地
が
聞
け
、

き
れ
い
な
同
心
円
状
の
等
尚
線
が
弧
を
描
い
て
い
る
。
西
岡

本
遺
跡
は
こ
の
扇
状
地
の
段
高
位
に
位
世
し
、
パ
ノ
ラ
マ
状

に
展
開
す
る
大
阪
湾
の
股
盟
を
目
前
に
し
た
住
環
境
に
段
通

な
場
所
で
あ
る
。
入
額
が
自
然
の
洞
簡
や
岩
陰
を
利
用
し
た

住
居
か
・
っ
脱
し
、
自
ら
の
手
で
大
地
に
働
き
か
け
て
住
居
を

つ
く
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
過
し

た
住
環
度
に
集
H

品
を
，
悩
む
よ
う
に
な
る
。
い
ま
だ
生
産
経
済

に
移
行
し
な
い
制
文
時
代
に
あ
っ
て
は
、
自
然
の
め
ぐ
み
を

加
と
し
て
針
山
や
梅
川
の
狩
猟

・
採
集

・
漁
労
に
過
し
、
外

敵
か
ら
む
守
れ
る
場
所
が
選
定
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
怒
味
に

お
い
て
西
岡
本
遺
跡
は
非
常
に
よ
い
地
の
利
を
得
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

西
岡
本
遺
跡
は
い
ま
か
・っ
八
千
年
程
前
の
純
文
時
代
早
期

に
集
落
が
定
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
住
み
つ
い
た
純

文
人
は
、
野
山
に
兎
や
初

・
鹿
を
追
い
か
け
、
本
の
実
を
採

っ
て
生
活
し
て
い
た
。
石
の
矢
尻
(
石
鍛
)
や
木
の
実
を
出

し
た
と
思
わ
れ
る
石
山
な
ど
の
出
土
品
が
そ
の
こ
と
を
物
芯

っ
て

い
よ
う
。
今
回
の
調
査
で
は
，
て
れ
以
前
に
人
組
が
何
ら

か
の
，
凶
み
を
行
な
っ
て
い
た
か
は
磁
か
め
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
純
文
時
代
早
川
削
以
後

4糾
と
現
在
ま
で
人
知
の
日
み
が

絞
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
MM
み
は
時
代
に
よ

っ

て
娯
な
り
‘
あ
る
と
き
は
集
結
や
山
崎
物
が
鈍
か
れ
、
あ
る
と

き
は
士
口
出
引
が
つ
く
ら
れ
、
あ
る
と
き
は
田
仰
が
附
附
さ
れ
た
り

し
た
。

し
か
し
、
純
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
、
そ
し
て
古
墳
時
代

前
則
に
か
け
て
迎
統
的
に
-=
」
に
総
務
が
留
ま
れ
た
の
か

は
、
今
回
の
調
布
で
は
即
時
か
め
ら
れ
な
か

っ
た
。
と
い
う
の

は
純
文
時
代

・
弥
生
時
代

・
古
墳
時
代
前
則
の
生
活
而
で
あ

る
辿
物
を
包
含
す
る
土
問
が
銭
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。
そ
れ
が
人
為
的
な
削
平
に
よ
る
む
の
な
の
か
、
流
失
に

よ
る
む
の
生
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
巡
物
包
含
凶
と
と
も
に

泣
附
が
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
程
失
わ
れ
て
い
た
。
か
ろ

う
じ
て
純
文
時
代
早
期
と
弥
生
時
代
後
期
の
住
居
跡
の

一
部

が
残
っ
て
い
た
た
め
、
近
畿
地
方
で
は
め
ず
ら
し
い
純
文
早

期
の
住
居
跡
を
発
掘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
古
川
引
時

代
前
期
の
治
問
は
ま
っ
た
く
即
時
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
後
期

の
古
墳
の
封
土
(
凝
り
土
)
か

ら
前
期
の
土
出
が
見
つ
か
っ

て
お
り
、
古
摘
出
時
代
前
期
に
む
生
活
の
あ
と
が
あ

っ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

古
境
時
代
後
則
に
な
る
と
様
相
は

一
変
し
、
生
活
の
坊
で

あ
る
集
落
か
り
奥
津
械
(
お
く
つ
さ
)
と
し
て
古
坑
が
築
か
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れ
る
よ
つ
に
な
る
ロ
発
問
問
調
査
で
確
認
で
き
た
だ
け
で
十
三

弘
、
聞
き
取
り
に
よ
る
数
基
を
加
え
て
十
六
、
七
基
以
上
の

古
境
が
つ
く
ウ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
神
戸
市
域
の
六
甲

山
南
認
に
は
詳
集
噴
が
数
多
く
営
ま
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
は
じ
め
て
そ
の
実
態
に
メ
ス
を
入
れ
る

こ
と
が
で
き
た
立
設
は
大
き
い
。
古
頃
は
六
世
紀
後
半
か
・り

七
世
紀
初
以
に
か
け
て
盛
ん
に

つ
く
ら
れ
た
た
め
、
次
の
奈

良
時
代
に
は
こ
こ
は
奥
津
城
と
し
て
手
は
つ
け
-
つ
れ
な
か
っ

た
の
か
、
奈
良
時
代
の
遊
惰

・
遺
物
は
み
ら
れ
な
い
。

次
に
人
類
が
航
極
的
に
働
き
か
け
を
行
な
う
段
階
は
、
平

安
時
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
大
が
か
り
な
艶
地
が

行
な
わ
れ
、
古
附
引
の
破
駿
が
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
強
地
は

ひ
必
死
ん

級
担
状
に
行
な
わ
れ
、
一
部
に
水
田
化
が
見
ら
れ
る
が
、
庶

nv
よ
《
均
う

民
に
は
あ
ま
り
縁
の
な
い
緑
紬
陶
器
が
か
な
り
出
土
す
る
と

こ
ろ
か
ら
貴
族
的
性
他
の
強
い
辿
物
な
ど
が
辿
て
・つ
れ
て
い

た
こ
と

b
考
え
占
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
遺
情
は
確
認
で
き

な
か
っ
た
が
、

I
区
西
地
区
上
段
か
ら
倹
出
し
た
片
方
に
石

積
み
を
も
っ
潟
状
遺
構
が
こ
れ
に
あ
た
る
か
も
し
れ
な
い
。

中
世
に
な
る
と
、
周
囲
に
住
穴
を
む
つ
竪
穴
住
居
や
偲
立

柱
辿
物
な
ど
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
世
の
終
わ
り

ご
ろ
に
は
石
工
の
作
業
場
が

つ
く
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
は
六
甲
山
南
秘
で
水
車
産
業
が
始
ま
る
。
そ

の
最
初
は
野
寄
で
操
業
を
開
始
し
た
と
い
め
れ
て
い
る
。
灯

火
用
の
泊
を
絞
る
た
め
に
操
業
を
開
始
し
た
水
車
は
設
五
郷

の
地
に
現
悦
を
鉱
大
し
、
江
戸
時
代
後
間
に
は
酒
造
問
の
精

米
b
加
わ
り
、
日
川
市
川
時
に
は
三
百
両
近
い
水
車
が
保
働
し
て

い
た
と
い
う
。
灘
の
溜
が
日
本

一
と
な
っ

た
原
動
力
は
、

こ

の
水
車
力
に
よ
る
精
米
に
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
・つ
な

い
。
西
岡
本
遺
跡
か
・り
見
つ
か
っ
た
野
寄
大
山
田
水
車
は
炭

化
し
て
銭

っ
て
い
た
随
子
髭
定
の
結
梨
、
綿
実
油
を
絞
っ
て

お
り
、
泊
車
と
し
て
操
業
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し

か
し
、
明
治
末
、
』
こ
に
捉
人
館
が
建
て
ら
れ
る
に
お
よ
ん
で
、

水
準
の
位
置
も
東
側
に
移
動
し
、
酒
造
問
の
水
車
に
転
化
を

図
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

明
治
に
入
る
と
文
明
開
化
と
と
も
に
神
戸
は
国
際
港
と
し

て
凶
か
れ
、
西
洋
人
が
居
留
し
、
異
人
館
や
西
洋
風
建
築
を

取
り
入
れ
た
洋
館
が
数
多
く
建
て
ら
れ
た
。
明
治
の
終
わ
り

に
は
そ
の
範
聞
は
東
離
に
む
拡
が
り
、
い
く
つ
か
の
著
名
な

建
物
が
十
数
年
前
ま
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

い
ま
は
ま
っ
た
く
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
一

つ

に
プ
レ
ン
(
シ
ュ
キ
ル
)
邸
が
あ
る
。
こ
の
山
県
人
館
は
東
西

二
六

m
、
南
北

一
六

m
の

建
物
で
、
建
坪
は
ニ
二

0

.m
あ
ま
り
の
木
造
二
階
建

で
あ

っ
た~
。
明
治
末
ド
イ

ツ
人
ブ
レ
ン
氏
に
よ
っ
て

建
立
さ
れ
、
そ
の
後
日
本

人
の
手
を
経
て
昭
和
の
は

じ
め
ド
イ

y
人
シ

ュ
ネ

ル

氏
に
わ
た
り

γ
ュ
ネ
ル
氏

が
亡
く
な
る
ま
で
使
わ
れ

た
。
そ
の
期
間
は
半
世
紀

あ
ま
り
に
わ
た
る
。
敷
地

は
、
法
物
の
あ
る
上
段
と

庭
の
下
段
に
分
か
れ
、

一

段
低
い
南
側
の
敷
地
に
は

遊
歩
道
で
つ
な
が
れ
、
滝

と
池
が
配
さ
れ
た
庭
園
が

つ
く
う
れ
て
い
た
。
ま
た
、

庭
先
に
は
石
で
組
ま
れ
た

----，...........--

-hmの
犬
の
話
が
並
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
シ
ュ
ネ
ル
氏
が
大

変
な
犬
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
で
解
決
し
た
が
、
西
洋
人
の
ベ

ァ
ト
に
対
す
る
心
配
り
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

い
ま
西
岡
本
遺
跡
は
、
土
地
プ

l
ム
の
中
で
新
し
い
開
発

が
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
よ
り
現
代
的
な
む
の
へ
変

わ
っ
て
ゆ
く
酉
間
本
遺
跡
は
、
そ
の
大
地
の
ベ
ー
ル
を

一
枚

一
枚
は
が
す
こ
と
に
よ
っ
て

一
万
年
の
庇
史
を
見
て
ゆ
く
こ

と
が
で
き
た
。
一
万
年
の
歴
史
を

一
つ
一

つ
手
繰
っ
て
い
く

こ
と
の
で
き
る
遺
跡
を
発
掘
で
き
た
喜
び
を
、
い
ま
私
た
ち

は
大
い
に
か
み
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
文
訂

浅
間
俊
夫
)

二J
弥生時代の住居赴(実測図)
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O 
編

カ、

句。

者

AV
今
号
は
、
考
古
関
係
の
二
文
誌
だ
け
の
拘
縦
と
な
り
ま
し

た
が
、
い
ず
れ

b
東
神
戸
の
古
代
史
の
一

ペ
ー
ジ
を
解
明
す

る
質
量
な

一
文
で
す
。

古
来
年
は
、
史
料
館
も
十
年
を
と
か
え
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の

お
笑
な
歩
み
を
さ
ら
に
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
み

な
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

古
本
年
度
の
特
別
展

「
ザ

・
ひ
が
し
な
だ
」
肢
も
好
評
の
う

ち
に
終
了
し
ま
し
た
。
関
係
者
各
位
の
ご
協
力
に
感
却
し
ま

一
。

4
qJ
 

合
編
集
の
都
合
上
、

次
回
に
回
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
原
稿
が

あ
り
ま
す
。
藤
川
佑
作
研
究
只
の

「神
戸
女
子
薬
科
大
凶
予
備

内
古
杭
三
」
で
す
。
お
楽
し
み
に
。

会
史
料
館
で
は
、

今
後
も
充
実
し
た
活
動
を
続
け
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
な
か
で
い
っ
し
ょ
に
活
動
を

し
て
い
き
た

い
ー
と
思
わ
れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
お

気
軽
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す
。

『ザ・ひがしなだJ好評発売中

東灘区発足40周年を記念して、

史料館友の会かり東灘の史跡や町

1 /111の本としてまと

東灘の歴史を拘lり、身近な史跡

巡りにかかせな~ ¥ IJ、/IIf子です。

史料館 ・インフォメーションこ

うべで、l冊300内で発売していま

i6の由来を、

的、発刊しました。
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1;1) 道谷

見学

す。

{協

力

団

体

】

神
戸
市
教
育
委
員
会
/
神
戸
市
観
光
線
/
芦
の
芽
グ
ル
ー
プ

芦
屋
市
教
育
委
員
会
/
悶
立
神
戸
商
船
大
学
/
東
灘
区
役
所

日
本
玩
呉
博
物
館
/
御
影
高
校
地
歴
部
/
本
庄
五
校
図

神
戸
史
学
会
/
深
江
背
少
年
協
議
会
/
サ
ン
テ
レ
ビ

東
機
文
化
セ
ン
タ

/
大
丸
百
貨
庖

深
江
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
/
明
石
市
立
天
文
科
学
館

{
史
料
館
員

・
役
員
}

市
中
出
削
辺
信
三

/
大

国

正

英
/
太
田
垣
正
雄

小
嶋

悦
郎
/
坂
上
和
三
郎
/
志

剖

正

夫

志

損

保

治
/
杉

浦

問

山
内
/
田

辺

民

人

松

尾

福

夫

/
深
山

他
ニ

館

長

代

行

大

国

正

美

事

務

局

主

事

・

:
:
:
:

阿
部

英
子

主

任

研

究

員

望

丹

市

研

究

只

伊

東

玲

子

/
下
久
保
忠
子
/
岡
部
英
知
雌

藤
川

祐
作
/
道

谷

卓

/
望

月

友

二

山

本

文

雄

調

査

口
。
大

塚

股

弘
/
西

村

敦

都

務

局

只

中

川

州

派

友

の

会

幹

事

小

嶋

保

治

/
寺
岡

一
夫

門

前

永

子

/
磯

辺

信

三

(
以
上
常
任
)

末
夫
/
佐

原

浩

平

成
治
/
田
辺
ゆ
か
り

理

納消大
多水川

悦
廊
/
志
剖

菩
康
/
吉
川

弘
/
佐
野

久
雌
/
多
田

容
雌
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