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　住吉の南、呉田区にある
本住吉神社御旅所です。
かつては海岸の砂浜がすぐ
近くでした。
　本住吉神社例大祭では
御鳳輦の渡御がここまで
行われ、宮入では住吉のだ
んじり7台が勢ぞろいして出
発するのもここからです。
　御旅筋から見て、鳥居と
松の木、大燈籠越しに「御

鳳輦請け」の玉垣が見えます。松は住吉ゆかりの木です。
　この大燈籠には、「寛政十二年庚申六月吉日　浪華住　高木武倫」と読める文字が彫られており、大坂の高木という人
が西暦１８００年に寄進したものです。非常に大きなもので、なぜ大坂からわざわざこの御旅所にとの疑問がわきます。
　大坂の住吉大社の宮司は代々津守家が勤めておられました。津守家にはその一門に「神主七家」という大社を守り立て
るべき家々があり、高木家もその一つです（太田亮『姓氏家系大辞典』）。「高木武倫さん」が、その神主七家の高木家ゆか
りのひとかどうかはわかりません。
　江戸時代中ごろ、高木武倫という人が、大坂の大社でなく兎原住吉の本住吉神社に、それも境内でなく御旅所に、このよ
うな大燈籠を寄進していることは本住吉神社の御鎮座沿革を考える上で示唆に富みます。

住吉のまちかど
ご  でん  く

お　たび しょ

■資料館の開館日は毎週木曜日の午前中です。
　また、別途、日曜日は展示室を開館しています。（世話人会の委員の方がお世話）
■資料館の座敷ではお茶会が「菟原茶華道会」主宰で開催されます。
　本年は、5月11日、7月13日、9月14日、11月9日の各日曜日です。

本住𠮷神社内御本殿西　 〒658-0053  神戸市東灘区住吉宮町7丁目1-2　 fax専用078-201-3738　 メールアドレス shiryoukan@iris.eonet.ne.jp

住𠮷歴史資料館ご案内

　開館の目的は、「住𠮷に住む人々が郷土を理解し、それ
を子供達に伝え、子供達も郷土に誇りを持ち、ずっと住み
続けたいと思うような町にしたい。住𠮷歴史資料館は文
化・歴史的の面からそれをお手伝いする。」ことです。
　
　そのため、以下を行います。
1．本住𠮷神社横田宮司家に伝わる古文書の整理。
　   関係文書、記念物、言い伝えの収集。
2．展示物のメンテ。
　  展示室、座敷を使用しての各種展示の企画。
3．やさしい、楽しいイベントを企画して
　   みんなの地域への理解を深める。
4．「住𠮷歴史資料館だより」を通しての広報。
　   成果の発表。

お願い
広くみなさまからの情報、資料のご提供をお願い致します。
　１． 各町協議会の古い記録類、書類。旧青年団、警防団の旗  など。
２． 各お家に伝わる古い書類、絵図、古文書  など。
３． 各お家に残っている、農耕具、或いは、馬や牛が牽引する荷車（いわゆる“馬力”）の道具類などの労働具。
４． 古い写真（近所、町内、住𠮷村、武庫郡、神戸  など)、小学校の卒業アルバム、卒業証書。
５． 災害時の記録や写真。（阪神大水害、阪神大震災、昭和42年水害  など）
６． 戦時中ののぼり、腕章、たすき、或いはバッジ、記念品など。
７． だんじり、住𠮷祭の写真。（渡御、宮入、宮出し  など）
　　また、長年住𠮷に住んでおられる方々に気軽にむかし話をしていただいております。“ああ、あの人なら、住𠮷
のこと“よお知ってはる”、という方をご紹介下さい。

編集後記
　来年１月17日は阪神淡路大震災からまる20年となります。改めて自然災害の凄さを思い亡くなった方に
哀悼の意を表します。資料館では平成24年以来、被災当時の聞き取りを進めており、来年初めには、聞き
取り資料集の第１号としてまとめます。ここではその内容主旨を掲載しました。まだまだ生々しいもので
あり印刷公刊はせずに、資料館でデータとして持ち、防災の必要に応じ、関係の皆さまに配布し役立てて
頂こうと思っています。お茶会は年々保護者の方にも参加頂いています。都会の真ん中にこんな静かな座
敷と庭があることに皆さん驚かれます。今年も元気な児童生徒の写真を掲載しました。吉田区のだんじり
については、昨年貴重な写真が発見されそれに基づき昭和30年当時のお祭りの宵宮を再現してみました。
木村先生には明治末の赤塚山からの眺望写真に基づき住吉村の風景の解説をして頂きました。あの時代に
タイムスリップする機会を頂き興奮します。今では想像もつかない広々とした風景の中に石屋川の土手、
御影師範学校の立派な建物、今も残る香雪美術館の洋館、本住吉神社の大きな森、小林墓地の野望堂も田
園の中の風景として写っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　    （M.U.記）
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とう ろう

お  たび すじ

ほう れん  う



3 2

洗
ト
イ
レ
な
ど
生
活
用
水
に
利
用
し
た
。ぎ

り
ぎ
り
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
は
維
持
で
き
た
。

２　
太
平
洋
戦
争
の
空
襲
の
体
験
を
生
か

し
た
。

　

昭
和
20
年（
１
９
４
５
）の
空
襲
後
、被
災

者
が
避
難
し
た
小
学
校
で
の
実
態
、あ
り
さ

ま
を
実
見
し
た
当
時
の
小
学
生
で
あ
っ
た
人

が
そ
の
体
験
を
思
い
出
し
、住
吉
中
学
校
の

避
難
所
で
そ
れ
を
生
か
し
た
取
り
組
み
を

行
っ
た
。特
に
ト
イ
レ
の
始
末
を
速
や
か
に

ル
ー
ル
化
し
た
。

３　
旧
村
以
来
の
寺
院
が
避
難
所
開

放
し
た
。神
社
も
被
災
者
救
護
を

行
っ
た
。

　

昭
和
13
年
大
水
害
で
い
ち
は
や
く
避
難

所
と
し
て
境
内
を
開
放
し
た
歴
史
を
持
つ

浄
土
宗
常
住
山
阿
弥
陀
寺
が
今
回
の
大
震

災
で
も
そ
れ
に
な
ら
い
、直
ち
に
境
内
を
被

災
者
に
開
放
す
る
決
断
を
さ
れ
た
。

　

鎮
座
千
八
百
年
と
言
わ
れ
旧
村
以
来
の

崇
敬
を
集
め
る
本
住
吉
神
社
で
は
、社
殿
、

鳥
居
、石
燈
籠
な
ど
ほ
ぼ
全
壊
の
状
況
の
な

か
社
務
所
大
広
間
で
被
災
者
怪
我
人
の
救

護
を
さ
れ
た
。こ
の
様
子
は
資
料
集
（Ⅱ）
以
降

で
記
述
す
る
。

４　
青
年
団
、町
内
自
治
会
の
行
動
が
的

確
迅
速
で
あ
っ
た
。

　

住
吉
村
時
代
か
ら
現
代
に
ま
で
続
く
青
年

団
、町
内
会
の
組
織
や
そ
の
活
動
が
生
き
て

お
り
、避
難
所
の
維
持
運
営
、支
援
物
資
の
取

得
な
ど
に
つ
き
、身
体
の
末
端
組
織
細
胞
の

よ
う
な
血
の
通
っ
た
活
動
を
お
こ
な
っ
た
。

　

住
吉
は
、昭
和
40
年
半
ば
ま
で
は
、1
小

学
校
、1
中
学
校
の
学
区
で
あ
り
、町
内
で

は
、ｘ
ｘ
ｘ
ｘ
ち
ゃ
ん
、ｙ
ｙ
ｙ
ｙ
ち
ゃ
ん
と

呼
び
合
う
子
供
仲
間
が
、若
い
と
き
に
は
だ

ん
じ
り
を
引
き
、大
人
に
な
り
町
内
の
役
員

を
つ
と
め
、地
理
も
人
も
体
で
知
っ
て
お
り

ツ
ー
カ
ー
で
迅
速
に
動
け
た
。

　

し
か
し
、そ
れ
だ
け
に
そ
の
行
動
は
外
部

の
人
、特
に
新
来
の
住
民
の
被
災
者
に
は
見

え
に
く
か
っ
た
。

５　
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
し
た
だ
け
の

こ
と
。

　

こ
れ
ら
の
地
元
生
え
抜
き
の
人
た
ち
は
、

町
内
の
た
め
、地
域
の
た
め
に
純
粋
に
動
い

た
行
為
が
殆
ん
ど
で
あ
り
、聞
き
取
り
で
、

こ
れ
ら
の
行
動
を
掘
り
起
こ
す
ま
で
は
表

に
出
ず
、こ
の
ま
ま
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
た
貴
重
な
行
動
で
あ
っ
た
。

　

ま
と
め
る
と
、こ
れ
ら
は
住
吉
に
長
年
住

ん
で
い
る
人
た
ち
が
過
去
の
災
害
、戦
禍
で

あ
る
昭
和
13
年
阪
神
大
水
害
、太
平
洋
戦
争

末
期
の
昭
和
20
年
空
襲
な
ど
の
教
訓
を
忘

れ
ず
に
、ま
た
、旧
村
時
代
か
ら
の
地
元
組

織
、地
縁
、血
縁
を
最
大
限
に
生
か
し
、新
旧

住
民
が
一
体
と
な
り
大
震
災
の
復
興
に
生
か

し
た
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。つ
ま

り
、神
戸
市
東
灘
区
住
吉
と
い
う
都
市
化
さ

れ
た
市
街
地
で
の
災
害
で
し
た
が
、神
戸
市

合
併
以
前
の
兵
庫
県
武
庫
郡
住
吉
村
以
来

の
住
民
が
地
元
の
地
理
、歴
史
を
実
際
に
災

害
復
旧
に
生
か
し
た
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
し
て
、住
吉
村
役
場
と
神
戸
市
合
併
後

は
財
団
法
人
住
吉
学
園
が
住
吉
の
人
た
ち

の
求
心
力
に
な
っ
て
常
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

て
来
た
体
制
が
あ
る
こ
と
が
も
う
一
つ
の
大

き
な
特
徴
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
教
訓
は
、神
戸
大
学
地
域
連
携

セ
ン
タ
ー
に
よ
る
東
北
被
災
地
復
興
支
援
の

活
動
の
な
か
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

資
料
集
は
地
元
住
吉
の
貴
重
な
記
録
で

あ
り
、資
料
集
（Ⅱ）
、或
い
は
資
料
集
（Ⅲ）
と
し

て
ま
と
め
て
行
き
ま
す
。併
せ
て
、聞
き
取

り
調
査
を
地
道
に
継
続
し
新
た
な
教
訓
を

探
っ
て
行
き
ま
す
。

　

現
在
、現
実
の
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て

い
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
対
策
へ
の
ヒ
ン
ト
、

あ
る
い
は
復
興
へ
の
努
力
が
続
く
東
北
の
人

た
ち
に
も
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
1
月
17
日
で
阪
神
淡
路
大
震

災
は
20
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　

住
吉
歴
史
資
料
館
で
は
、住
吉
の
人
々
の

20
年
前
の
記
憶
を
記
録
し
、そ
の
な
か
か
ら

教
訓
を
引
き
出
し
、防
災
の
た
め
に
生
か
す

こ
と
は
出
来
な
い
か
と
平
成
24
年
よ
り
震

災
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

神
戸
大
学
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
の
指
導
で
、

住
吉
に
住
む
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
災
害
に

対
処
し
て
い
っ
た
の
か
を
残
し
て
行
こ
う
と

す
る
事
業
で
す
。す
で
に
８
名（
の
べ
９
名
）の

方
々
に
聞
き
取
り
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

来
年
3
月
を
め
ど
に「
阪
神
淡
路
大
震
災

資
料
集
（Ⅰ）
」と
し
て
ま
と
め
よ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

資
料
集
（Ⅰ）
は
、平
成
24
年
7
月
19
日
と
平

成
24
年
9
月
13
日
に
行
っ
た
聞
き
取
り
調
査

で
、避
難
所
と
な
っ
た
神
戸
市
立
住
吉
中
学

校
と
J
R
住
吉
駅
の
西
に
あ
る
浄
土
宗
阿

弥
陀
寺
で
の
様
子
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　

聞
き
取
り
を
通
じ
て
分
か
っ
て
き
た
の
で

す
が
、震
災
の
復
旧
復
興
に
向
け
て
、や
は

り
住
吉
な
ら
で
は
の
特
徴
が
出
て
い
ま
す
。

　
１　
か
つ
て
の
水
車
の
水
路
を
利
用
し
た
。

　

水
道
は
断
水
し
た
が
住
吉
の
地
理
的
な

特
徴
で
あ
る
六
甲
山
の
南
斜
面
と
そ
の
中

を
流
れ
る
住
吉
川
か
ら
と
り
い
れ
た
旧
村

内
の
用
水
路
を
活
用
し
て
水
を
確
保
し
、水

阪
神
淡
路
大
震
災

住
吉
歴
史
資
料
館
事
業
推
進
委
員
会

住
吉
の
記
録
を
ま
と
め

そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と

　

平
成
25
年
11
月
30
日
(土)
に
恒
例
の
住
吉

小
学
校
・
渦
が
森
小
学
校
・
住
吉
中
学
校
の

合
同
お
茶
会
が
住
吉
歴
史
資
料
館
の
座
敷

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、イ
ベ
ン
ト

「
遺
跡
か
ら
見
る
住
吉
の
災
害
展
」、お
よ
び

住
吉
学
園
制
作
の
尚
歯
会
第
百
回
記
念
Ｄ

Ｖ
Ｄ
映
像『
我
が
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
住

吉
』を
見
ま
し
た
。合
計
で
約
90
名
の
児
童
・

生
徒
・
先
生
方
及
び
保
護
者
の
方
が
参
加
さ

れ
ま
し
た
。

　

お
茶
会
開
催
に
あ
た
っ
て
は
毎
年「
本
住

吉
神
社
世
話
人
会
」の
ご
支
援
と
、茶
事
の

ご
指
導
及
び
準
備
は「
莵
原
茶
華
道
会
」の

皆
さ
ま
に
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

お
茶
会
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
内
容
を
紹
介

し
ま
す
。

《
小
学
校
》

・　
昔
は
い
ろ
ん
な
災
害
が
お
き
て
、住
吉
に

も
古
墳
と
か
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
ん
だ

な
ー
と
思
い
ま
し
た
。（
小
６
女
子
）

・　
私
が
生
ま
れ
る
前
に
災
害
が
次
々
起
こ
っ

て
い
る
の
が
分
か
っ
て
、お
ど
ろ
い
た
。

（
小
６
女
子
）

・　
住
吉
に
こ
れ
ほ
ど
遺
跡
が
あ
る
の
は
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
大
変
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。（
小
６
女
子
）

・　
遺
跡
な
ど
か
ら
地
震
が
わ
か
る
な
ん
て

す
ご
い
と
思
っ
た
。（
小
５
男
子
）

《
中
学
校
》

・　
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
住
吉
の
昔

は
ひ
ど
い
災
害
が
あ
っ
た
な
ん
て
知
し
り

ま
せ
ん
で
し 

た
。（
中
Ⅰ
男
子
）

・　
住
吉
に
は
何
度
も
災
害
が
お
そ
っ
て
い
た

け
れ
ど
、地
域
と
の
つ
な
が
り
の
深
い
住

吉
だ
か
ら
こ
そ
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。（
中
２
女
子
）

住
吉
の
学
校
3
校
合
同
の
お
茶
会
及
び
展
示「
遺
跡
か
ら
見
る
住
吉
の
災
害
展
」

●
住
吉
小
学
校
の
児
童
さ
ん

●
渦
が
森
小
学
校
の
児
童
さ
ん

●
住
吉
中
学
校
の
生
徒
さ
ん

住
吉
歴
史
資
料
館
事
業
推
進
委
員
　
　
前
田 

康
三



5 4

　

参
加
の
皆
さ
ん
は
全
員
お
茶
会
は
楽
し

い
も
の
で
、作
法
・
茶
道
具
・
茶
室
・
歴
史
に
つ

い
て
も
っ
と
深
く
知
り
た
い
と
い
う
ご
意
見

で
し
た
。

　

住
吉
歴
史
資
料
館
が
本
住
吉
神
社
の
中

に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、54.5
％
の
方
が
知

ら
な
か
っ
た
と
回
答
さ
れ
て
お
り
、ま
だ
ま

だ
、P
R
活
動
が
必
要
な
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。

　

写
真
と
災
害
展
資
料
を
ご
紹
介
致
し
ま

す
。

〜
十
代
将
軍
家
治
の
時
代
で
す
（ 『
平
成
二

十
三
年
度
兎
原
だ
ん
じ
り
か
わ
ら
版
』
に

よ
る
）。

　

ま
た
、「
京
大
佛
住　

西
村
左
近
宗
春
作
」

は
鉦
の
作
者
の
銘
で
、
京
都
の
大
仏
殿
（
今

の
東
山
七
条
）
あ
た
り
に
住
ん
で
い
た
鋳

物
師
ら
し
い
で
す
。
江
戸
中
期
か
ら
後
期

に
か
け
て
活
躍
し
た
名
匠
だ
そ
う
で
す
（
大

阪
府
茨
木
市
東
福
井
の
浄
土
宗
阿
威
山
大

念
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
、
泉
大
津
の
お

寺
の
鉦
が
神
戸
の
東
灘
区
住
吉
の
吉
田
区

に
残
っ
て
い
る
の
か
は
残
念
な
が
ら
わ
か

り
ま
せ
ん
。

昭
和
三
十
年
頃
の
吉
田
区
だ
ん
じ
り

の
写
真
発
見
　

　

昭
和
三
十
年
代
の
本
住
吉
神
社
の
祭
礼

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
各
地
区

に
だ
ん
じ
り
小
屋
が
あ
り
、
五
月
十
二
日

に
引
き
出
さ
れ
、
そ
の
夜
神
社
に
宮
入
り

し
、
一
晩
泊
め
置
き
ま
し
た
。
翌
日
五
月

十
三
日
の
本
宮
で
は
御
鳳
輦
の
渡
御
の
あ

と
、
宮
出
し
し
、
渡
御
の
お
供
を
し
た
後
、

地
元
に
帰
り
、
夜
十
時
ご
ろ
ま
で
町
内
巡

行
、
い
わ
ゆ
る
「
町
引
き
」
を
し
て
楽
し

む
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

五
月
十
二
日
に
は
、
ま
ず
、
住
吉
の
七

台
の
だ
ん
じ
り
は
本
住
吉
神
社
の
鳥
居
前

頃
の
も
の
で
す
。
太
鼓
は
嘉
永
七
年
（
１

８
５
4
）
の
文
字
が
読
め
ま
す
。
ま
た
、

鉦
に
つ
い
て
は
、
裏
に
銘
が
あ
り
、「
泉
州

板
原
村
法
蔵
寺
什
物
梵
譽
代
」、
ま
た
、
そ

の
反
対
側
に
は
「
京
大
佛
住　

西
村
左
近

宗
春
作
」
と
あ
り
ま
す
。
現
在
の
大
阪
府

泉
大
津
市
板
原
に
あ
る
浄
土
宗
法
蔵
寺
の

仏
具
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。「
梵
譽
」
は
、
同
寺
の
記
録
で
は
、
１

７
３
４
年
〜
１
７
６
５
年
に
第
十
一
代
住

職
を
勤
め
た
人
で
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。

在
職
が
享
保
十
九
年
〜
明
和
二
年
に
あ
た

り
ま
す
の
で
、
江
戸
時
代
八
代
将
軍
吉
宗

吉
田
区
の
だ
ん
じ
り
の
言
い
伝
え

　

吉
田
区
の
だ
ん
じ
り
に
つ
い
て
は
、
古

い
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一

つ
に
、
昭
和
四
十
六
年
（
１
９
７
１
）、
本

住
吉
神
社
の
宮
司
さ
ん
が
、
古
い
人
た
ち

に
聞
き
取
り
調
査
を
さ
れ
た
と
き
、
明
治

二
十
七
年
（
１
８
９
４
）
生
れ
の
油
口
謙

次
さ
ん
と
い
う
ひ
と
は
次
の
よ
う
に
語
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。

　
吉
田
の
だ
ん
じ
り
は
河
内
の
方
か
ら

買
い
入
れ
て
手
を
加
え
た
も
の
で
、
も

と
は
そ
の
土
地
の
親
分
と
か
言
わ
れ
て

い
た
人
が
乗
っ
て
い
た
も
の
だ
そ
う
で

あ
る
。

　

現
在
で
も
、
い
ま
の
だ
ん
じ
り
は
昭
和

六
年
頃
（
或
い
は
昭
和
八
年
頃
）
に
大
阪

府
の
東
大
阪
か
ら
購
入
し
た
と
の
言
い
伝

え
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
別
の
い
い
つ
た

え
で
は
、
京
都
所
司
代
会
津
藩
主
松
平
容

保
の
お
伴
を
し
て
京
都
の
侠
客
「
会
津
の

小
鉄
」
が
乗
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

だ
ん
じ
り
の
お
囃
子
に
使
う
太
鼓
や
鉦

も
古
い
も
の
で
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期

　

太
平
洋
戦
争
の
三
度
の
空
襲
で
住
吉
は

大
変
な
被
害
を
う
け
ま
し
た
。
村
役
場
、

本
住
吉
神
社
を
は
じ
め
、
町
の
八
割
が
焼

け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
豪
華
な
だ
ん
じ
り

も
七
台
の
う
ち
四
台
が
焼
け
て
し
ま
い
ま

し
た
。
吉
田
区
の
だ
ん
じ
り
は
、
焼
け
ず

に
残
っ
た
貴
重
な
文
化
財
で
す
。

　

だ
ん
じ
り
は
本
住
吉
神
社
の
祭
礼
「
住

吉
祭
」
に
引
き
出
さ
れ
ま
す
。
五
月
五
日

に
は
、
住
吉
の
七
台
と
と
も
に
住
吉
川
の

東
、
庄
内
氏
子
地
区
の
四
台
と
合
わ
せ
、

計
十
一
台
が
宮
入
り
し
ま
す
。

　

吉
田
区
の
だ
ん
じ
り
は
第
三
番
目
に
宮

入
り
し
ま
す
。
宮
本
の
西
区
、
宮
西
の
茶

屋
区
に
続
き
、
宮
東
の
吉
田
区
の
順
番
で

す
。

　

吉
田
区
の
だ
ん
じ
り
は
、
戦
後
ず
っ
と

祭
礼
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
が
、
交
通
量

の
増
大
な
ど
で
昭
和
三
十
四
年
（
１
９
５

９
）
を
最
後
に
引
き
出
し
が
止
ま
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

昭
和
四
十
六
年
（
１
９
７
１
）
に
本
住

吉
神
社
境
内
で
住
吉
の
他
の
だ
ん
じ
り
と

共
に
一
括
保
管
す
る
た
め
に
十
二
年
ぶ
り

に
引
き
出
し
、
そ
の
後
、
昭
和
五
十
年
（
１

９
７
５
）
に
、
引
き
出
し
が
復
活
し
て
以

降
ず
っ
と
参
加
し
て
い
ま
す
。

鉦　銘が入っている（左の写真）

吉
田
区
の
だ
ん
じ
り

住
吉
歴
史
資
料
館
事
業
推
進
委
員
　
　
内
田 

雅
夫

平成25年11月30日遺跡から見る住吉の災害年表 住吉歴史資料館

年代 遺跡 地震や洪水

住吉宮町遺跡、郡家遺跡

住吉宮町遺跡

住吉東古墳

6世紀末

《古墳時代》
住吉宮町遺跡、郡家遺跡

1596年９月５日
（文禄五年閏七月十三日）
子刻
（真夜中の12時）

《安土桃山時代》

住吉宮町遺跡、郡家遺跡
西求女塚古墳

1938年（昭和１３年）７月５日 阪神大水害。住吉川の堤が決壊し、住吉は土砂で埋まる。

しかし！！
1995年（平成7年）1月17日午前5時46分52秒 阪神淡路大震災。Ｍ７．２ 住吉は甚大な被害を受ける。

5世紀末～
6世紀中ごろ

《古墳時代》

住吉宮町遺跡第24次・第32次
発掘調査報告書、
西求女塚古墳発掘調査報告書

本住吉神社誌

神戸は地震のない、おだやかなとても住み良いところとみんなが思ってきた。

どこに書いてあるか

郡家遺跡第83次
発掘調査報告書

郡家遺跡第83次
発掘調査報告書

住吉宮町遺跡第24次・第32次
発掘調査報告書

住吉宮町遺跡第9次
発掘調査報告書

Ｍ８クラスの巨大な地震が京都に発生した。慶長伏見地
震という。住吉にも大きな被害を出したことが遺跡や記
録でわかる。住吉宮町遺跡では、当時の地面から約1.5
メートルの深さを境にして、上側の地盤が横に２メート
ル近く滑り動いて、井戸の上半分が折れ曲がった跡が見
つかっている。西求女塚古墳では石室がずれて割れてし
まった。本住吉神社の記録：「豊公朝鮮出兵のとき神殿
鳴動する」

大洪水で住吉、御影の水田のすべてが埋まってしまう。
これまでのたび重なる災害にもちこたえた集落もこの大
洪水で壊滅的な被害を受ける。

この地方を治めていた有力な人が亡くなった。この人の
お葬式をするために古墳の上にお宮のような祭壇を作り、
おまつりをしようとしていたときに、住吉川に大洪水が
来て、そのまま流されてしまった。

洪水がおこり、1号墳～5号墳は埋まってしまったが、古
墳の上の部分は残って、頭を出していたようだ。7号墳～
9号墳はその後で造られた。

たびたび、大規模な地震が発生し、直後に洪水にみまわ
れたりした。
洪水→洪水→地震・洪水→大洪水が5世紀末から6世紀は
じめの50年の間に繰り返された。

み
ん
な
正
座
し
て…

飯塚校長先生には任期中最後のお茶会でした。「わがこころの住吉」上映中です。
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あ
り
、
こ
れ
は
幅
８
．２
３
メ
ー
ト
ル
、
正

面
鳥
居
か
ら
海
岸
ま
で
、約
１
、５
０
０
メ
ー

ト
ル
に
な
り
ま
す
。
海
岸
は
砂
浜
で
、
神

社
の
鳥
居
が
立
っ
て
い
ま
し
た
。
お
旅
筋

の
東
側
は
獺
川
の
清
流
が
さ
ら
さ
ら
と
な

が
れ
、
途
中
に
は
、
住
吉
神
社
と
関
係
の

深
い
大
海
神
社
が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

今
の
ダ
イ
エ
ー
の
と
こ
ろ
で
す
。

　

明
治
時
代
ま
で
は
、
大
海
神
社
と
と
も

に
、
そ
の
北
に
は
、
神
功
皇
后
が
お
姿
を

写
さ
れ
た
と
い
う
浅
澤
池
や
、
神
功
皇
后

釣
り
竿
の
竹
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
風
景
は
、
本
住
吉
神
社
の
鎮

座
伝
承
に
因
み
、
六
甲
山
の
南
、
大
阪
湾

に
の
ぞ
む
住
吉
の
素
晴
ら
し
い
風
景
の
中

心
で
も
あ
り
ま
し
た
。
大
正
二
年
（
１
９

１
３
）
発
行
の
「
阪
神
間
名
勝
史
」
に
「
灘

八
景
」
と
い
う
名
所
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
馬
場
先
の
景
色

は
「
住
吉
の
夕
照
」
と

し
て
選
ば
れ
て
い
ま

す
。

　

写
真
3
で
は
、
そ
の

大
海
神
社
の
森
（
神
社

は
遷
さ
れ
、
写
真
の
当

時

は

既

に
、
個
人

の
邸
宅
）、

並
び
に
、

獺
川
の
流

れ
が
写
っ

て

い

ま

す
。
松
と

清
流
の
馬

場
先
の
風

景
が
か
す

か
に
想
像

で
き
る
貴

重
な
写
真
で
す
。　

　

吉
田
区
の
だ
ん
じ
り
は
、
そ
ん
な
お
旅

筋
の
風
景
の
中
、
お
旅
所
に
向
か
っ
て
い

ま
す
。
あ
と
数
時
間
も
す
る
と
今
度
は
宮

入
を
行
う
た
め
に
、
提
灯
や
ぼ
ん
ぼ
り
に

灯
を
と
も
し
て
、
お
旅
筋
を
上
っ
て
く
る

の
で
す
。

　

大
海
神
社
は
明
治
四
十
三
年
（
１
９
１

０
）
に
住
吉
神
社
の
境
内
に
遷
さ
れ
ま
し

た
。
大
海
神
社
は
吉
田
区
の
守
護
神
で
も

あ
り
現
在
で
も
吉
田
区
が
住
吉
神
社
境
内

で
お
ま
つ
り
を
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
獺
川
は
ふ
た
を
さ
れ
、
森

の
と
こ
ろ
は
ダ
イ
エ
ー
と
な
り
、
風

景
は
一
変
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

新
発
見
の
写
真
と
と
も
に
、
昭
和

三
十
年
こ
ろ
の
住
吉
祭
と
住
吉
の
風

景
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。

呉田浜に面した鳥居（馬場先道の終点、浜より北を望む）

7 6

う
。
午
後
1
時
ご
ろ
で
す
。
吉
田
の
だ
ん

じ
り
の
前
後
に
は
国
道
に
沿
っ
て
、
西
側

は
空
区
、
東
側
に
は
茶
屋
区
の
だ
ん
じ
り

が
並
ん
で
い
た
は
ず
で
す
。

　

そ
し
て
、
写
真
3
は
、
鳥
居
前
に
集
合

し
た
あ
と
、
各
だ
ん
じ
り
が
お
旅
筋
を
南

に
下
り
始
め
、
吉
田
区
も
順
番
に
従
っ
て

下
っ
て
い
る
写
真
で
す
。

も
の
は
な
い
も
の
の
平
和
な
時
代
に
な

り
祭
が
復
活
し
た

　

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
写
真
を
通
し
て
わ
か

る
の
は
、
人
々
の
う
れ
し
さ
が
見
て
と
れ

る
こ
と
で
す
。
太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
て

平
和
に
な
り
、
お
祭
り
で
だ
ん
じ
り
を
出

せ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
だ
ん
じ

り
を
引
く
人
の
衣

装
が
、
戦
前
か
ら

の
も
の
、
あ
り
あ

わ
せ
の
も
の
、
普

段
着
そ
の
も
の
と

い
ろ
い
ろ
で
、
ま

だ
ま
だ
、
も
の
が

な
い
と
き
で
し
た

が
、
何
か
落
ち
着

い
た
気
分
の
時
代

で
あ
っ
た
こ
と
が

伝
わ
り
ま
す
。

　

写
真
1
に
は
、

昭
和
十
一
年
十
二
月
九
日
に

完
成
し
た
吉
田
会
館
が
写
っ

て
い
ま
す
。
現
在
の
吉
田
会

館
と
同
じ
場
所
で
す
。
吉
田

区
の
こ
の
あ
た
り
は
幸
い
に

も
空
襲
を
受
け
ず
、
会
館
完

成
当
時
は
住
吉
村
の
各
区
会

館
の
な
か
で
も
最
も
立
派
な

会
館
で
あ
っ
た
と
『
住
吉
村

誌
』
に
あ
り
ま
す
。
会
館
の

北
側
の
だ
ん
じ
り
小
屋
も
焼

け
ず
に
、
だ
ん
じ
り
も
焼
け

残
り
ま
し
た
。

国
道
２
号
線（
阪
神
国

道
）に
は
国
道
電
車
が

走
っ
て
い
た

　

写
真
２
で
は
、
阪
神
の
国

道
電
車
が
横
を
走
っ
て
い
る
の
が
わ
か
り

ま
す
。
国
道
２
号
線
と
い
っ
て
も
、
ま
だ
、

交
通
量
が
少
な
く
、
電
車
が
走
っ
て
い
ま

し
た
。
神
社
の
前
の
国
道
に
だ
ん
じ
り
が

時
刻
と
順
序
を
決
め
て
勢
ぞ
ろ
い
し
て
並

ぶ
こ
と
が
、
ま
だ
出
来
た
時
代
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
国
道
電
車
は
、
大
阪
の
阪
神
野
田

駅
か
ら
神
戸
脇
浜
ま
で
つ
な
が
り
、
そ
こ

で
神
戸
市
電
に
接
続
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

余
談
で
す
が
、
神
戸
み
な
と
祭
で
は
、
線

路
が
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
市
電
の
花
電

車
が
乗
り
入
れ
、
東
灘
区
ま
で
走
っ
て
き

て
い
ま
し
た
。

「
お
旅
筋
」、住
吉
の
代
表
的
な
風
景

―

今
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

　

今
は
お
旅
筋
と
い
っ
て
も
普
通
の
道
路

で
す
が
、
明
治
に
な
る
ま
で
は
本
住
吉
神

社
の
馬
場
で
、
馬
場
先
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。
古
い
記
録
で
は
、
幅
は
四
間
半
、

鳥
居
前
よ
り
海
岸
ま
で
五
百
四
拾
九
間
と

に
午
後
一
時
ご
ろ
集
合
し
、
鳥
居
前
か
ら

御
旅
筋
を
下
り
、
お
旅
所
に
集
結
し
ま
す
。

　

今
回
三
枚
の
写
真
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

写
っ
て
い
る
背
景
、
撮
影
の
推
定
時
間
帯
、

そ
し
て
、
写
っ
て
い
る
人
た
ち
の
表
情
な
ど

か
ら
昭
和
三
十
年
ご
ろ
の
祭
礼
宵
宮
五
月
十

二
日
の
様
子
、
並
び
に
、
そ
の
こ
ろ
の
住
吉

の
風
景
が
わ
か
る
貴
重
な
も
の
で
す
。

　

写
真
1
は
、
だ
ん
じ
り
小
屋
か
ら
引
き

出
さ
れ
国
道
２
号
線
の
北
側
吉
田
会
館
前

に
東
向
き
止
ま
っ
て
い
る
写
真
で
す
。
こ

の
後
、
国
道
を
Ｕ
タ
ー
ン
し
、
国
道
２
号

線
の
南
側
を
西
向
き
に
停
止
し
、
そ
の
と

き
に
撮
影
し
た
と
思
わ
れ
る
の
が
写
真
2

で
す
。
鳥
居
前
に
、
各
だ
ん
じ
り
が
神
社

前
に
集
ま
り
、
吉
田
区
も
そ
の
所
定
の
位

置
で
停
車
し
て
い
る
と
き
の
も
の
で
し
ょ

吉田区だんじり　吉田会館前国道　《写真1》　手前は、国道電車の線路

国道に停車中。左側に阪神国道電車が通る。  《写真2》

吉田区だんじりお旅筋南行き　《写真3》　鳴尾御影線のあたり。後ろの森が、今はダイエーとなっている。

馬場先お旅筋明治中期１９００ 馬場先の現況、お旅筋ほぼダイエーの前
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決
定
の
決
め
手
で
す
。
同
じ
よ
う
に
画
面

左
手
の
海
岸
近
く
の
二
本
の
煙
突
（
⑥
、

呉
田
に
あ
っ
た
酒
造
場
）
の
位
置
関
係
の

分
析
に
よ
っ
て
も
同
様
の
結
果
が
得
ら

れ
、
撮
影
地
点
が
赤
塚
山
の
山
上
部
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

撮
影
位
置
が
ほ
ぼ
特
定
で
き
た
こ
と
に

よ
り
、
写
真
に
写
っ
て
い
る
も
の
が
何
で

あ
る
か
が
あ
る
程
度
推
測
が
可
能
に
な
り

ま
す
が
、
な
に
ぶ
ん
一
〇
〇
年
も
前
の
風

景
で
す
か
ら
、
現
在
と
は
景
観
が
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
な
か
に
は
今
で
も

残
っ
て
い
る
建
物
や
風
景
が
写
っ
て
い
る

の
で
す
。

　

そ
の
一
つ
に
、
現
在
香
雪
美
術
館
と

な
っ
て
い
る
朝
日
新
聞
創
業
者
村
山
龍
平

旧
邸
の
洋
館
が
あ
り
ま
す
。
写
真
中
央
部

の
木
の
向
こ
う
に
銅
葺
き
寄
せ
棟
造
り
の

洋
館
の
屋
根
が
見
え
て
い
ま
す
（
③
）
。
こ

の
洋
館
は
明
治
四
二
年
に
建
て
ら
れ
た
の

で
、
写
真
に
写
っ
て
い
る
の
は
建
築
直
後

の
洋
館
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

（
写
真
２
）
。
旧
村
山
邸
の
あ
っ
た
の
は

比
較
（
図
２
）
し
て
も
、
赤
塚
山
を
視
点

と
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
た

と
え
ば
、
中
央
部
や
や
上
に
横
長
の
大
き

な
建
物
が
数
棟
建
ち
な
ら
ん
で
い
る
の
が

み
え
ま
す
（
②
）
が
、
こ
れ
は
現
在
の
神

戸
大
学
発
達
科
学
部
（
旧
教
育
学
部
）
の

前
身
で
あ
る
兵
庫
県
御
影
師
範
学
校
で

す
。
そ
の
建
物
群
の
東
南
隅
と
そ
の
手
前

に
み
え
る
洋
館
（
③
、
後
述
）
と
を
繋
い

だ
線
上
に
撮
影
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
同
じ
よ
う
に
画
面
の
右
手
海
岸
の
所

に
短
い
棒
状
の
も
の
（
④
）
が
見
え
ま
す

が
、
こ
れ
は
東
明
の
走
出
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
煙
突
（
恐
ら
く
酒
造
場
）
で
す

が
、
こ
れ
と
そ
の
手
前
に
見
え
る
上
石
屋

の
集
落
（
⑤
）
の
位
置
関
係
も
撮
影
地
点

る
こ
と
が
い
ち
お
う
主
題
に
な
っ
て
い
る

写
真
で
す
が
、
実
は
こ
の
写
真
は
赤
塚
山

の
山
上
か
ら
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

写
真
の
か
な
り
の
部
分
に
住
吉
村
の
領
域

が
写
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
ず
こ
の
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
地
点
で

す
が
、
ど
う
や
ら
前
号
で
ふ
れ
た
か
つ
て

（
忠
魂
碑
建
立
以
前
）
の
愛
宕
山
地
蔵
尊

の
す
ぐ
そ
ば
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
じ
つ
は
こ
の
写
真
に
は
影
に
な
っ
て

見
え
に
く
い
の
で
す
が
、
愛
宕
山
地
蔵
尊

の
石
祠
（
現
在
徳
本
寺
境
内
に
あ
る
石
祠

と
は
形
が
ち
が
う
よ
う
で
す
が
）
と
お
ぼ

し
き
も
の
が
写
っ
て
い
ま
す
（
①
）
。
そ

の
ほ
か
明
治
の
末
に
発
行
さ
れ
た
地
形
図

の
情
報
と
画
面
に
写
っ
て
い
る
も
の
と
を

　

『
資
料
館
だ
よ
り
』
第
７
号
で
は
、
赤

塚
山
が
住
吉
村
に
お
け
る
信
仰
の
聖
地
の

よ
う
な
場
所
だ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し

た
。
い
ま
で
も
場
所
に
よ
っ
て
は
い
い
眺

め
の
場
所
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
か
つ
て

の
赤
塚
山
の
山
上
か
ら
は
南
の
海
の
方
が

ひ
ろ
く
開
け
た
た
い
へ
ん
す
ば
ら
し
い
眺

望
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
偲
ば

せ
て
く
れ
る
ま
こ
と
に
貴
重
な
写
真
が
あ

り
ま
す
（
写
真
１
）
（
図
１
）
。

　

こ
の
写
真
は
明
治
四
四
年
（
一
九
一

一
）
に
発
行
さ
れ
た
『
御
影
の
里
』
と
題

さ
れ
た
風
景
写
真
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

一
枚
で
す
。
写
真
に
付
け
ら
れ
た
タ
イ
ト

ル
は
「
御
影
山
よ
り
見
た
る
御
影
町
」
と

あ
り
、
住
吉
の
隣
の
御
影
方
面
を
遠
望
す

住
吉
歴
史
資
料
館
の
座
敷
に
つ
い
て

 
赤
塚
山
か
ら
の
眺
望

神
戸
大
学
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
研
究
員
・
住
吉
歴
史
資
料
館
専
門
委
員
　
　
木
村 

修
二

あ
か
　
　
つ
か
　
　
や
ま

郡
家
村
・
住
吉
村
の
境
目
の
郡
家
側
な
の

で
、
そ
こ
か
ら
左
手
一
帯
が
住
吉
村
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
村
山
邸
の
東

（
左
）
隣
に
は
、
い
ま
は
あ
り
ま
せ
ん
が

旧
弘
世
邸
（
日
本
生
命
創
業
者
）
の
屋
根

（
⑦
）
が
白
く
光
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
現
存
し
て
い
る
も
の
は
、
小

林
墓
地
の
北
側
に
建
つ
「
野
望
堂
」
で

す
。
小
さ
く
て
わ
か
り
に
く
い
で
す
が
、

木
立
を
背
後
に
し
て
白
い
壁
の
小
さ
な
建

物
が
み
え
ま
す
（
⑧
）
が
、
こ
れ
が
「
野

望
堂
」
で
す
。
今
は
背
後
の
木
立
は
な
く

な
り
、
壁
も
傷
ん
で
ト
タ
ン
が
張
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
い
く
ど
か
の
取
り
壊
し
の
危

機
を
地
元
の
方
々
の
努
力
で
克
服
し
、
今

写真1. 「御影山より見たる御影町」（『御影の里』）

図1. 赤塚山遠望（解読図）
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（
⑫
）
。
こ
れ
は
天
保
四
年
（
一
八
三

三
）
の
年
記
の
あ
る
絵
図
（
「
天
保
四
年

水
掛
り
絵
図
」
（
神
戸
大
学
所
蔵
御
影
村

文
書
）
）
に
描
か
れ
た
一
本
松
の
立
つ
小

丘
と
思
わ
れ
ま
す
（
図
３
）
。
天
保
の
絵

図
に
は
こ
の
小
丘
の
東
側
に
「
此
所
ニ
水

汲
場
所
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
上
流
の
ほ

う
か
ら
流
れ
て
く
る
水
路
と
水
た
ま
り
の

よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
写
真

で
は
わ
か
り
に
く
い
で
す
が
、
少
な
く
と

も
絵
図
に
描
か
れ
た
ほ
ど
の
大
き
さ
の
水

た
ま
り
状
の
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
野
井
戸
の
よ
う
な

も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

本
住
吉
神
社
の
森
の
右
手
に
は
、
こ
の

こ
ろ
に
は
住
吉
尋
常
高
等
小
学
校
の
校
舎

お
宮
の
存
在
を
示
し
て
お
り
、
良
い
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
神
社
の

森
か
ら
海
に
向
か
う
よ
う
に
延
び
る
直
線

の
御
旅
筋
（
馬
場
先
道
）
が
見
え
ま
す

（
⑩
）
。
御
旅
筋
の
周
囲
に
は
ま
だ
田
ん

ぼ
が
多
く
残
っ
て
お
り
開
け
た
景
観
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

一
方
、
今
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
景
観

も
あ
り
ま
す
。
④
「
野
望
堂
」
の
す
ぐ
右

手
に
東
西
に
長
い
屋
根
の
建
物
が
見
え
ま

す
（
⑪
）
が
、
こ
れ
は
当
時
ま
だ
残
さ
れ

て
い
た
山
田
地
区
内
の
水
車
場
の
建
物
で

す
。
そ
の
さ
ら
に
右
手
（
海
側
）
に
も
大

き
な
屋
根
の
建
物
が
建
ち
な
ら
ん
で
い
ま

す
が
、
こ
れ
ら
も
水
車
場
の
建
物
で
し
ょ

う
。
現
在
の
よ
う
な
住
宅
地
と
い
う
よ
り

も
水
車
場
が
主
だ
っ
た
山
田
地
区
の
面
影

を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
右
手
、
画
面

中
央
付
近
に
畑
が
ひ
ろ
が
る
区
画
が
み
え

ま
す
が
、
こ
の
あ
た
り
は
現
在
の
住
吉
山

手
二
丁
目
お
よ
び
四
丁
目
附
近
に
相
当
し

ま
す
。
い
ま
で
は
す
っ
か
り
住
宅
地
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
明
治
の
末
は

ま
だ
畑
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く

わ
か
り
ま
す
。
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の

は
、
そ
の
エ
リ
ア
内
に
何
か
こ
ん
も
り
と

し
た
小
丘
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
ま
す

に
そ
の
姿
を
と
ど
め
て
い
ま
す
（
写
真

３
）
。
『
住
吉
村
誌
』
に
も
記
述
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
他
の
地
蔵
尊
の
現
状
と
と

も
に
別
の
機
会
に
改
め
て
触
れ
る
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
。

　

画
面
左
手
の
奥
に
や
や
霞
ん
で
い
ま
す

が
、
こ
ん
も
り
と
し
た
森
が
み
え
ま
す

（
⑨
）
。
こ
れ
は
本
住
吉
神
社
の
森
で

す
。
森
の
樹
木
が
今
よ
り
も
よ
く
繁
茂
し

て
い
た
よ
う
で
、
さ
す
が
に
社
殿
ま
で
は

見
え
ま
せ
ん
が
、
周
囲
に
高
い
建
物
の
な

か
っ
た
頃
に
は
、
森
の
存
在
そ
の
も
の
が

た
増
加
し
て
ゆ
き
、
現
在
で
は
約
三
八
〇

〇
〇
人
に
ま
で
増
え
て
い
ま
す
（
総
務
省

統
計
局
・
二
〇
一
〇
年
度
国
勢
調
査
の
人

口
統
計
に
よ
る
）
。
ま
た
、
第
二
次
世
界

大
戦
末
期
の
大
空
襲
に
よ
る
被
害
と
そ
の

後
の
復
興
過
程
に
お
け
る
町
並
み
の
変
化

な
ど
も
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
最
近
で
は
、

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
の
阪
神
淡
路
大

震
災
後
の
再
開
発
は
、
さ
ら
に
大
き
な
景

観
の
変
容
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

失
わ
れ
た
過
去
の
景
観
を
眼
前
に
取
り

戻
す
こ
と
は
不
可
能
で
す
が
、
古
い
写
真

の
中
に
偲
ぶ
こ
と
は
可
能
で
す
。
過
去
へ

の
小
さ
な
窓
と
も
い
え
る
古
写
真
が
で
き

る
だ
け
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま

れ
ま
す
。

き
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
う
か
が
え
ま

す
。
視
角
か
ら
外
れ
て
し
ま
っ
て
住
吉
川

が
見
え
て
い
な
い
の
が
残
念
で
す
が
、
右

手
上
方
に
み
え
る
石
屋
川
の
よ
う
に
、
ま

だ
こ
の
こ
ろ
の
住
吉
川
流
域
に
も
松
の
林

が
川
に
沿
う
よ
う
に
続
い
て
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
実
に
お
だ

や
か
な
風
景
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

住
吉
は
、
ほ
か
の
灘
目
の
地
域
同
様
、

こ
の
一
〇
〇
年
の
間
に
大
き
く
景
観
を
変

え
ま
し
た
。
そ
れ
は
宅
地
化
や
酒
造
業
な

ど
の
大
規
模
化
と
そ
れ
に

伴
う
人
口
の
増
加
の
影
響

が
大
き
い
で
し
ょ
う
。
明

治
の
半
ば
頃
に
は
三
〇
〇

〇
人
代
だ
っ
た
住
吉
村
の

人
口
は
、
こ
の
写
真
が
撮

ら
れ
た
明
治
四
〇
年
代
後

半
に
は
五
〇
〇
〇
人
代
に

な
り
、
大
正
か
ら
昭
和
に

か
け
て
さ
ら
に
一
万
人
以

上
も
増
え
一
八
〇
〇
〇
人

ほ
ど
ま
で
に
な
り
ま
し
た

（
『
住
吉
村
誌
』
）
。
終

戦
後
一
時
的
に
一
〇
〇
〇

〇
人
ぐ
ら
い
に
ま
で
減
り

ま
し
た
（
『
続
住
吉
村

誌
』
）
が
、
そ
の
後
は
ま

大
阪
湾
も
す
っ
か
り
遠
く
な
っ
た
印
象
で

す
。

　

東
方
か
ら
太
陽
の
光
を
受
け
る
か
た
ち

で
家
々
の
瓦
の
屋
根
が
光
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
朝
の
風
景
な
の
で
し
ょ
う
。
煙
が

東
か
東
南
の
方
向
へ
た
な
び
い
て
い
ま
す

か
ら
、
地
上
に
は
西
寄
り
の
風
が
吹
い
て

い
る
よ
う
で
す
。
撮
影
場
所
の
地
面
に
は

山
の
地
肌
が
露
出
し
て
お
り
、
禿
げ
山
の

名
残
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
あ
た
り
に

は
荒
れ
地
に
強
い
松
の
木
が
ず
い
ぶ
ん
大

が
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
霞

が
か
っ
て
い
て
は
っ
き
り
み
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
（
⑬
）
。
今
の
住
吉
小
学
校

は
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
移
転
・

落
成
し
た
も
の
で
す
。

　

御
旅
筋
（
馬
場
先
道
）
の
行
き
着
く
先

に
は
呉
田
の
集
落
が
あ
り
ま
す
（
⑭
）

が
、
そ
の
先
は
す
ぐ
に
海
で
す
。
現
在
は

呉
田
の
浜
は
な
く
な
り
、
運
河
を
へ
だ
て

て
住
吉
浜
町
の
埋
め
立
て
地
が
あ
り
、
さ

ら
に
南
に
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
が
出
来
て
、

写真3. 現在の野望堂

図3. 天保4年水掛り絵図（部分、神戸大学大学院人文学研究科古文書室所蔵）

図2. 撮影地点の推定図（正式二万分一陸測図を加工）

写真2. 旧村山邸洋館（香雪美術館）外観
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