
創
刊
に
あ
た
　
っ
　
て

伝し現　りて　げで
えた場こまほまで、日

しした’先々
く’足人’
な忘元達生

た
〕

れ
か
ち

か
ち
見

こ
と
な

し
た
く

生　　息どえ、いれがの活
性　　つ、てこ　行さく暮し
督　て描くの　事らすらて
菅　お土る邁　やれぐしい
諾　　り摂こ信　風よっのる
長　ま津とで　習うた鉦わ

すのや’なとくがた
ミ　　〇一、市　どしな眠し

味市民　、てるった

野．　ち民の　摂い感てち
がの皆　津るじい摂

者　晶琵琶還一諾宣誓
一　　　報に発　にもま恩鞄

をお堀　も忘すうの
お閲の　あれ○だ下

平
成
九
年
度
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摂
津
市
発
票
査
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㌧

摂
津
市
に
お
い
て
、
平
成
九
年
度
に
実
施
さ
れ

た
発
掘
調
査
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て

い
ま
す
。、闇を最前射

◎
雷
折
諾
鮎
の
古
墳
時
代
の

◎
提
出
に
髭
雛
悪
霊
よ

◎
諾
解
態
諾
欝
空
し

お
知
ら
　
せ

∴
こ
不
．
の
　
案
　
内

冨
山
右
近
と
そ
の
時
代
』

、
場
　
　
所

開
館
時
間

休

館

日

吹
田
市
立
博
物
飽

午
前
九
時
三
十
分
～
午
後
五
時

五
月
六
日
、
十
一
日
、
十
八
日

二
十
五
日

期
　
　
間
　
平
成
十
年
四
月
二
十
九
日
か
ら

五
月
三
十
一
日
ま
で

是
の
妄
警
官
し
て
い
与
○

学ご事摂
習協等津◇
課力に市埋
まを対で蔵
で求しは文
台め事’化
問て前市財
いいに内の
合ま試で取
わす掘実り
せ　○窮施政
下詳査さい
さし・れと
いく立るお
○は会土塵
生等木い
匿の工



お
じ
い
さ
ん
・
お
ば
あ
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た

ち
ょ
っ
と
昔
の
く
ら
し

「
伊
勢
神
茎
」
麦
と
米
の
収
穫
の
頃
、
㌦
勢
か
ら
来
た

ル
　
脅
◎
召
『

「
大
晦
8
」
ヨ
ー
ネ
ン
コ
と
い
う
て
遅
く
ま
で
選
ん
で
、

除
夜
の
抜
か
鳴
る
と
雑
煮
で
お
祝
い
し
て
、
お
宮

さ
ん
に
お
参
り
し
ま
す
．

「
あ
正
月
」
学
校
で
式
が
あ
り
、
紅
白
の
マ
ン
ジ
ュ
ウ

を
も
ら
い
ま
す
．
大
人
は

集
会
所
な
ど
に
集
ま
っ
て

新
年
の
あ
い
さ
つ
を
し
ま

す
．

「
と
ん
ど
」
一
月
十
五
日
、
葉
を
付
け
た
ま
ま
の
長
い

竹
を
伺
本
も
組
ん
で
、
正
月
飾
り
と
い
っ
し
ょ
に

燃
や
し
ま
す
．
燃
え
残
り
の
火
を
結
っ
て
帰
っ
て
、

ア
ズ
キ
ガ
ユ
を
炊
い
て
食
べ
ま
す
．

「
噂
の
併
し
お
餅
を
た
く
さ
ん
つ
い
て
、
ア
ラ
レ
や
カ

キ
モ
チ
に
し
て
、
一
年
じ
ゅ
う
の
オ
ヤ
ツ
に
し
ま

す
．

「
味
噌
作
り
」
ど
こ
の
家
も
自
分
の
家
の
味
噌
を
作
り

ま
す
．

「
山
行
き
し
村
じ
ゆ
う
み
ん
な
で
、
コ
チ
ソ
ウ
を
結
っ

て
、
ジ
ネ
ン
ジ
山
（
毎

日
放
送
の
あ
る
山
）
な

ど
に
行
っ
て
遊
び
ま
す
．

安
威
川
に
ヤ
マ
イ
キ
し

た
と
こ
う
も
あ
り
ま
す
．

「
村
芝
居
」
青
年
団
や
旅
役
者
が
、
田
ん
ぼ
や
空
き
地

に
由
時
の
小
屋
を
作
っ
て
芝
居
を
し
ま
す
．

獅
子
舞
が
各
家
を
回

り
ま
す
．
今
で
も
回
っ

て
い
る
と
こ
う
が
あ

り
ま
す
．

「
田
纏
え
し
腰
を
か
が
め
て
、
苗
を
植
え
ま
す
．
学
校

は
休
み
で
、
子
ど
も
も
子
守
や
弁
当
運
び
な
ど
を

手
伝
い
ま
す
．

「
さ
な
ぶ
り
」
田
超
え
の
後
の
休
み
。
ポ
タ
モ
チ
を
作
っ

て
食
べ
ま
す
．

「
草
取
り
」
暑
い
頃
の
つ
ら
い
仕
事
で
す
．
だ
か
ら
ヒ

ノ
ツ
リ
と
い
っ
て
昼
寝
も
し
ま
す
．

「
虫
送
り
」
夜
、
タ
イ
マ
ツ
を
点
け
て
、
カ
ネ
を
叩
い

て
行
列
し
ま
す
．
遠
く
か
ら
も
見
え
て
美
し
い
も

の
で
す
．

「
夏
祭
り
し
秋
祭
り
よ
り
地
味
．
で
す
．

「
お
盆
」
摂
津
市
地
域
は
浄
土
真
宗
が
多
い
の
で
、
派

手
な
行
事
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
．
ヤ
フ
イ
リ
で
、

看
嫁
さ
ん
や
奉
公
人
が
実
家
へ
帰
り
ま
す
．

「
野
外
映
宙
会
し
学
校
の
運
動
場
に
白
い
布
を
立
て
て
、

吹
き
を
映
心
ま
す
．
蓑
か
ら
も
見
え
ま
す
．

「
盆
囁
り
」
浴
衣
か
け
で
、
江
州
音
頭
な
ど
に
合
わ
せ

て
踊
り
ま
す
．
殻
夜
で

踊
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
．
好
き
な
人
は
よ

そ
の
村
の
踊
り
に
も
で

か
け
ま
す
．

「
地
蔵
盆
」
お
地
蔵
さ
ん
の
前
に
亨
ど
も
が
集
ま
っ
て
、

遊
ん
だ
り
食
べ
た
り
し
ま
す
．

「
タ
、
／
コ
突
き
」
お
月
見
の

あ
タ
ン
コ
を
、
子
ど
も

が
竿
で
突
い
て
盗
み
に

回
る
行
事
で
す
．

「
秋
祭
り
」
毒
は
盛
大
で
し
た
．
授
業
も
ち
号
と
だ

け
で
終
わ
り
・
親
戚
も
集
ま
っ
て
き
て
、
カ
シ
ワ

を
つ
ぶ
し
て
ス
キ
ヤ
キ
に
し
て
食
べ
ま
す
．

「
運
動
会
」
午
前
は
亨
ど
も
の
運
動
会
、
午
後
は
大
人

の
運
動
会
で
す
。
仮
装
行
列
も
あ
り
ま
し
た
．
村

の
大
き
な
行
事
で
す
．

「
田
刈
り
（
稲
刈
り
）
」
稲
木
に
架
け
て
、
天
日
で
よ

く
干
す
と
、
お
い
し
い
お
米
に
な
り
ま
す
．

「
椙
揆
大
会
」
苗
は
ス
モ
つ
が
盛
ん
で
し
キ
プ
ロ
の

相
撲
取
り
も
住
ん
で
い
ま
し
た
．
相
撲
の
強
い
人

は
女
性
に
よ
く
も
て
ま
し
た
．

「
ホ
ン
コ
さ
ん
（
報
恩
講
）
」
お
寺
で
お
説
教
が
あ
り

ま
す
．
こ
れ
も
楽
し
み

で
し
た
．
箆
店
が
お
祭

り
以
上
に
出
た
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
。

「
い
の
こ
」
男
の
子
た
ち
が
、
ネ
ギ
を
ワ
ラ
て
包
ん
だ

も
の
を
持
っ
て
、
各
象
を
回
っ
て
、
歌
い
な
が
ら

地
面
を
叩
き
ま
す
。

「
し
め
な
わ
ぬ
い
」
切
詰
で
ま
で
に
、
神
社
の
シ
メ
ナ

ウ
を
新
し
く
作
り
ま
す
．
近
年
は
、
作
れ
る
人
が

少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
．

（
苦
か
ら
摂
津
市
地
域
で
首
ら
し
て
こ
ち
わ
た
六
十
歳

代
か
ら
八
十
歳
代
の
五
十
人
ほ
ど
の
お
方
に
「
昔
の
暮

ら
し
の
桂
子
」
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
ま
と
め
で
す
．
）



郷
土
史
コ
ー
ナ
ー

各
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
ご
案
内

摂
祐
仔
持
田
の
I
l
い
わ
れ
と
範
顧
四

「
古
事
記
」
に
倭
1
大
和
国
、
川
内
1
河
内
、
山
代

－
山
城
（
山
背
）
　
の
地
名
表
記
は
あ
り
ま
す
が
、
摂
津

に
対
応
す
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

国
の
地
域
区
分
は
、
山
や
川
な
ど
の
自
然
的
倭
件
や

有
力
豪
族
の
勢
力
範
囲
と
い
っ
た
歴
史
的
条
件
に
基
づ

く
の
が
普
適
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
摂
津
国
の
「

摂
汚
し
は
難
波
津
を
管
理
す
る
と
い
う
意
味
で
す
の
で

難
波
津
を
重
視
す
る
律
令
国
家
の
必
要
に
よ
っ
て
造
ら

れ
た
国
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
律
令
政
府

に
よ
る
設
定
ま
で
は
、
摂
排
国
の
主
要
な
部
分
は
、
河

内
の
地
域
の
一
部
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

横
澤
国
は
、
は
じ
め
「
洋
国
」
と
称
し
て
い
た
よ
う

で
す
1
国
名
を
二
字
に
統
一
す
る
課
程
で
、
米
国
・
紀

国
が
紀
伊
由
に
改
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
建
国
も
摂
津
国

と
表
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
又

摂
津
国
と
書
い
て
「
つ
の
く
に
し
と
読
む
の
が
舌
代
以

来
の
慣
例
で
あ
り
ま
し
た
。

摂
津
国
の
範
囲
は

東
l
三
島
郡
島
本
町
ま
で
　
（
山
城
国
と
按
す
る
）

西
l
神
戸
市
須
磨
区
ま
で
　
（
播
磨
国
と
按
す
る
）

南
l
大
阪
市
住
吉
区
ま
で
　
（
和
泉
国
と
接
す
る
）

北
l
欺
諾
謂
岬
欝
で
（
丹
波
国
と
掌
る
）

井
波
の
津

淀
川
と
大
和
川
と
が
合
流
し
て
大
阪
線
に
注
ぐ
河
口

を
利
用
し
た
港
で
し
た
が
、
は
や
く
か
ら
水
上
交
通
の

盛
ん
な
瀬
戸
内
海
に
直
結
す
る
交
通
上
の
要
地
で
あ
り

ま
し
た
。
朝
鮮
や
中
国
の
進
ん
だ
文
物
や
渡
来
の
人
々

も
、
多
く
は
こ
の
津
を
経
由
し
て
畿
内
の
地
に
入
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

ニ
ー
島
の
い
わ
れ
と
範
浦
田

ど
う
し
て
三
島
の
名
が
つ
い
た
か
、
は
っ
き
り
と
わ

か
ら
な
い
が
、
説
を
紹
介
し
ま
す
。

「
伊
予
国
風
土
記
」
逸
文
に
「
津
の
国
の
御
声
と

み
え
る
が
、
こ
の
r
御
島
」
が
正
規
の
表
記
と
す
る
説

が
あ
り
ま
す
。

三
島
郡
と
は
、
現
在
の
吹
田
市
、
摂
津
市
、
茨
木
市

高
槻
市
、
島
本
町
が
含
ま
れ
ま
す
。
明
治
二
十
九
年
前

ま
で
は
、
島
上
郡
（
現
高
槻
市
、
島
本
町
）
と
鳥
下
郡

（
現
吹
田
市
、
摂
津
市
、
茨
木
市
）
に
分
か
れ
て
い
ま

し
た
。大

化
前
代
の
摂
津
市
城
は
、
三
嶋
県
に
展
し
た
と
忠

綴
∵
洋
二
回
▲
∵
江
戸
時
代
）

わ
れ
ま
す
二
二
嶋
県
あ
る
い
は
三
畦
郡
と
呼
ば
れ
た
摂

津
国
東
北
部
は
、
協
上
郡
と
峨
下
郡
に
分
轄
さ
れ
ま
し

た
・
両
郡
の
文
献
上
の
初
見
は
和
銅
四
年
（
七
二
）

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
欽
明
和
か
ら
元
明
朝
に
至
る
間
、

大
化
改
新
あ
る
い
は
律
令
制
下
に
分
轄
さ
れ
た
と
思
わ

れ
ま
す
．

昭
和
四
十
一
年
に
三
島
郡
三
島
町
か
ら
摂
津
市
に
、

昭
和
十
五
年
に
三
島
郡
吹
田
町
（
周
辺
の
村
含
む
）
か

ら
吹
田
市
に
、
昭
和
二
十
三
年
に
三
島
郡
茨
木
町
（
周

辺
の
村
含
む
）
か
ら
茨
木
市
に
、
昭
和
十
八
年
に
二
東

野
高
槻
町
（
周
辺
の
町
村
含
む
）
か
ら
高
槻
市
に
、
別

在
、
三
島
群
は
島
本
町
だ
け
に
な
り
ま
し
た
．
（
着
荷
）
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
最
近
の
考
古
学
の
成
果
を
中
心

に
わ
か
り
や
す
く
古
代
の
生
活
や
道
具
に
つ
い
て
説
明

で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
近
年
の
発
掘
調
査
の

件
数
は
う
な
ぎ
の
ぼ
り
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
昭
和
四

十
八
年
に
は
、
二
〇
六
六
件
で
あ
っ
た
発
掘
調
査
の
件

数
（
届
出
等
合
計
・
文
化
庁
に
よ
る
。
）
が
、
平
成
八

年
に
は
四
一
八
八
〇
件
ま
で
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
発
掘
所
童
の
増
加
に
よ
り
、
お
び
た
だ
し
い
数

の
報
告
書
が
作
成
さ
れ
、
重
要
な
デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ

て
い
ま
す
．
そ
の
中
に
は
新
聞
の
一
面
を
飾
る
よ
う
な

発
見
も
あ
い
つ
い
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
発

見
に
よ
り
日
々
歴
史
は
書
き
換
え
ら
れ
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
も
縄
文
時
代
の
発

掘
瞬
査
成
果
に
つ
い
て
は
、
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
り

ま
す
．
最
近
、
話
題
の
三
内
丸
山
遺
跡
の
成
果
も
そ
の

ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
よ
り
、
青
森
県

の
三
内
丸
山
遺
跡
の
発
掘
調
査
の
成
果
を
中
心
に
縄
文

時
代
の
生
活
に
．
思
い
を
馳
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。
き
っ
と

想
像
以
上
に
進
ん
だ
当
時
の
生
活
や
技
術
に
驚
か
れ
る

こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
の
前
に
ち
ょ
っ
と
縄
文
時
代
に

つ
い
て
お
さ
ら
い
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▲
抱
文
時
代
は
、
土
器
の
出
現
を
も
っ
て
始
ま
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
土
紫
の
出
現
・
発
展
・
展

開
に
つ
い
て
は
蕗
説
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
世
界
の
土

器
の
な
か
で
も
極
め
て
古
い
と
い
う
事
と
、
そ
の
完
成

度
の
高
さ
に
つ
い
て
は
異
論
の
余
地
痕
あ
り
ま
せ
ん
。

討
暖
汐
雪
風
脚
豊
靡
霊
感
轡

土
詮
の
出
現
に
よ
り
、

人
類
の
食
生
活
に
お
お
き

な
変
革
を
も
た
ら
し
ま
し

た
．
煮
炊
き
に
よ
る
調
理

や
食
物
を
貯
姦
す
る
こ
と

が
生
活
の
一
部
に
加
わ
っ

た
の
で
す
。
（
．
つ
づ
く
）
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て
ん
申
し
　
や
な
ぎ
も
と
ら
⊥
う
く
ろ
づ
か
こ
ふ
ん
　
　
▲
ん
ち
上
，
よ
　
l
い

奈
良
県
天
理
市
柳
本
町
の
泉
塚
古
墳
の
墳
頂
部
の
埋

そ

う

し

せ

つ

　

　

　

　

　

　

　

　

ど

う

せ

よ

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

き

ん

か

く

鼻

も

葬
施
設
か
ら
大
量
の
銅
鏡
が
出
土
し
ま
し
た
二
二
角
扱
t

枇
耶
鋸
耶
朝
鮮
呼
が
甥
の
国
か
ら
も
ら
っ
た
鏡
だ
と
考

え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
今
回
の
発
見
に
よ
り
邪
馬
台
国

の
畿
内
説
が
強
ま
っ
た
感
は
あ
り
ま
す
。
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【
あ
】
　
明
石
庶
人

○
昭
和
六
年
兵
庫
県
明
石
市
の
西
八
木
海
岸
に
お
い
て

直
良
信
夫
が
人
間
の
腰
骨
の
破
片
を
発
見
す
る
。
こ
の

腰
骨
は
直
良
の
豪
が
戦
災
に
あ
い
焼
失
し
て
し
ま
う
．

そ
の
後
、
東
大
人
類
学
教
室
の
長
谷
部
盲
人
が
腰
骨
の

模
型
と
写
真
を
見
つ
け
て
「
廉
人
」
段
階
の
化
石
人
骨

で
あ
る
と
考
え

生
き
た
時
代
は

八
十
万
～
十
五

え
ら
れ
て
い
る

た
。
○
庶
人
が

こ
う
し
ん
曽
い

更
新
世
中
期
（
．

万
年
前
）
　
と
考

○
し
か
し
、
そ

の
後
の
比
較
・
研
究
に
よ
り
原
人
の
可
能
性
は
低
い
と

い
う
問
題
提
起
が
さ
れ
た
。
昭
和
六
十
年
に
は
大
規
模

な
発
掘
訴
査
が
実
施
さ
れ
、
結
果
は
化
石
・
石
朱
は
出

土
せ
ず
に
終
わ
る
。


