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平
成
十
一
年
三
月
七
日
（
日
）

午
前
八
時
四
十
五
分

摂
津
市
役
所
　
玄
関
前

市
内
在
住
・
在
勤
者

二
十
五
名

l耳①①③

∴∵二言†単一．

コ
≡
別
府
文
化
セ
ミ
ナ
占
】
］

ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
に
登
録
さ

れ
た
姫
路
城
を
は
じ
め
、
．
わ
が
国

の
各
地
に
残
る
数
々
の
名
城
は
、

最
も
日
本
ら
し
い
歴
史
遺
産
と
し

て
、
国
内
を
は
じ
め
世
界
中
の
人

々
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
日
本
の
名
城
と
は
何
な
の

か
？
そ
の
特
徴
と
は
？
そ
の
魅
力

と
は
？
に
つ
い
て
語
る
。

お
知
ら
せ
■

摂
津
す
枝
村

主
　
　
催

摂
津
市
政
育
委
員
会

摂
津
市
文
化
財
愛
護
会

※
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
行

き
ま
す
。
雨
天
決
行

食事と拝観
料は実費

講
　
　
師

奈
良
県
文
化
財

保
護
指
導
委
員

梶
井
孝
昭
氏

鹿
田
等
住
職

大
竹
玄
峰
氏

とき：2月21日出矧時30分～3時

日本の名城
その特級と魅力を操る

ところ：摂斬立願公甜2階集会室

大
阪
府
内
で
開
催
さ
れ
る
展
示
・

講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
の

情
報
を
い
ち
は
や
く
、
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

十
一
巌

と

　

き

三
月
二
十
二
日
ま
で

［
見
　
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥

博
物
館

南
河
内
郡
河
南
町
大
字
東
山

二
九
九
番
地

℡
〇
七
二
一
－
九
三
－
八
三
二
一

ニ
∴
∵
圭
山
．

三
月
二
十
二
日
ま
で

受
講
料
　
無
料

講
　
　
師
　
大
阪
城
天
守
閣
館
長

渡
辺
武
氏

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
電

話
ま
た
は
直
接
別
府
公
民
館
へ

摂
津
市
別
府
ニ
ー
二
四
－
二
一

℡
〇
六
－
六
三
四
九
－
八
五
〇
〇

［
国
見
凹
　
大
阪
府
立
弥
生
文
化

博
物
館

和
泉
市
池
上
町
四
四
三

℡
〇
七
二
五
－
四
六
－
二
∴
ハ
二

◎
期
間
中
は
、
記
念
講
演
会
『
ナ

イ
ル
の
恵
み
・
古
代
エ
ジ
プ
ト

の
食
生
活
』
や
弥
生
カ
ル
チ
ャ

ー
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
最
新
世
界
の

考
古
学
事
情
も
開
催
。
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き
い
ぺ
J
ん
・
お
ば
あ
え
に
聞
ま
し
た

摂
津
市
域
　
葛
農
笥
盈
苛
痢
W
≪
か
勤
≠
什
抄

そ
の
十
　
正
雀
駅
・
千
里
丘
駅

来

郷．r汀：激評添いに　置ノ易．凋射

摂
津
市
域
で
は
、
舟
が
主
要
な

交
通
手
段
で
あ
っ
た
時
代
は
、
淀

川
に
接
す
る
南
部
地
域
が
い
わ
ば

表
玄
関
、
つ
ま
り
人
や
物
や
文
化

の
出
入
口
で
し
た
。

昭
和
に
入
っ
て
、
三
年
に
正
雀

駅
、
十
一
年
に
産
業
道
路
（
大
阪

高
槻
京
都
線
）
、
十
三
年
に
千
里

丘
駅
が
で
き
て
　
「
表
玄
関
」
は
北

部
地
域
に
移
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
駅
や
道
路
が
で
き
た

か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
に
ぎ
や

か
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
農
村
地
帯
で
は
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
町
通
勤
客
は
あ
ま
り
な
く
、
工

場
が
建
ち
駅
前
開
発
が
進
む
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
都
市
化
し
て
い
っ

た
の
で
す
。

街
な
ど
都
市
化
が
始
ま
っ
た
の
は

正
雀
駅
前
か
ら
で
す
。

ゴ
狩
り
に
来
て
も
ら
お

長

全

ラ
を
作
っ
た
り
、

＊
駅
が
で
き
た
境
は
、
今
の
よ
う

な
ガ
ー
ド
は
な
Y
、
線
路
を
い
く

つ
も
ま
た
い
で
渡
り
ま
し
た
。

駅
の
周
り
の
鳳
と
い
え
ば
、
北

柵
に
ウ
ド
ン
鼻
が
一
軒
あ
る
だ
け

で
し
た
。

＊
出
征
兵
士
を
送
る
と
き
、
村
の

人
が
宮
さ
ん
に
集
ま
っ
て
、
タ
イ

コ
を
打
ち
ラ
ッ
パ
を
吹
い
て
、
並

ん
で
千
里
丘
の
駅
ま
で
送
る
の
で

す
。
敵
前
は
乗
り
降
り
す
る
人
も

わ
ず
か
で
、
駅
が
に
ぎ
わ
う
の
は

そ
ん
な
時
ぐ
ら
い
で
し
た
。

（
雪
の
正
雀
駅
～
昭
和
二
十
九
年
）

第101・号

正
雄
駅
は
新
京
阪
電
鉄
（
現
阪

急
電
車
）
　
が
駅
前
の
住
宅
開
発
を

前
提
に
作
っ
た
駅
で
す
。

摂
津
市
域
で
、
住
宅
街
や
商
店

＊
正
雀
駅
前
に
料
理
屋
や
カ
フ
ェ

な
ど
が
建
ち
始
め
、
ち
ょ
っ
と
し

た
歓
楽
街
み
た
い
な
感
じ
に
な
り

ま
し
た
。
風
呂
屋
も
で
き
て
、
遠

I
田
山
目
指
関
鎚
一

千
里
丘
駅
が
で
き
る
ま
で
は
、

国
鉄
　
（
l
R
）
　
に
乗
る
た
め
に
は

吹
田
か
茨
木
ま
で
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
、
非
常
に
不
便
で

し
た
。だ

か
ら
千
里
丘
に
駅
が
で
き
た

こ
と
は
、
摂
津
市
域
の
発
展
に
と

っ
て
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で

す
。

（
建
設
中
の
初
代
千
里
丘
駅
）

担
当
　
（
源
）
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郷

土

史

コ

ー

ナ

ー

石
山
合
戦
と
疎
音

部．・汗：髄：3

文
明
六
年
二
四
七
四
年
）
　
に

蜂
起
し
た
加
賀
の
一
向
一
揆
は
、

史
上
初
の
百
姓
と
守
護
の
対
決
と

み
ら
れ
、
時
の
人
に
戦
国
の
開
幕

を
は
っ
き
り
と
告
げ
る
衝
撃
と
な

り
ま
し
た
。
⊥
向
一
揆
と
戦
国
大

名
と
の
対
立
は
、
全
国
に
波
及
し

て
い
き
ま
し
た
。
一
揆
は
ヨ
コ
型

の
結
び
つ
き
を
基
礎
に
し
、
広
い

分
散
と
つ
な
が
り
、
破
門
権
だ
け

で
自
前
の
武
力
を
持
ち
ま
せ
ん
■
で

し
た
。
本
領
寺
宗
主
へ
の
自
発
的

な
求
心
力
こ
そ
が
、
「
仏
法
領
」

と
呼
ば
れ
、
「
門
徒
は
み
な
開
山

（
親
鸞
）
　
の
門
徒
な
り
」
が
組
織

の
原
則
で
し
た
。
そ
れ
は
、
ま
と

ま
っ
た
領
域
を
準
佗
と
し
、
タ
テ

型
の
個
人
的
な
主
従
制
・
知
行
制

と
武
力
の
強
制
で
結
ば
れ
た
、
戦

国
大
名
の
「
領
国
」
と
は
質
の
逢

う
世
界
で
し
た
。

本
願
寺
十
一
世
頴
知
は
戦
国
動

乱
に
さ
い
し
中
立
の
立
場
を
．
守
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
信
長
か

ら
蓮
如
以
来
の
要
害
石
山
本
意
寺

の
明
け
渡
し
を
迫
ら
れ
る
な
ど
、

本
壊
寺
滅
亡
の
危
機
を
眼
前
に
み

て
、
つ
い
に
信
長
を
法
敵
と
す
る

姿
勢
を
明
確
に
し
ま
し
た
。
元
亀

元
年
二
五
七
〇
年
）
、
頚
知
は

全
国
各
地
の
門
徒
に
、
協
力
を
拒

む
者
は
破
門
に
す
る
と
い
う
強
硬

な
政
文
を
配
布
し
て
、
総
決
起
を

う
な
が
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
応
え

て
、
一
向
宗
が
信
仰
を
証
す
「
一

揆
の
軍
旗
」
を
押
し
立
て
て
、
石

山
の
戦
い
に
駆
け
付
け
ま
し
た
。

ま
た
、
支
援
物
資
も
石
山
に
送
り

届
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
三
好
党

や
浅
井
・
朝
倉
と
も
密
接
に
連
絡

を
と
っ
て
、
信
長
と
の
決
戦
に
ふ

み
き
り
ま
し
た
。

信
長
の
徹
底
し
た
鎮
圧
は
石
山

の
敗
北
と
な
り
ま
し
た
。
天
正
八

年
（
一
五
八
〇
年
）
　
三
月
は
じ
め

信
長
は
天
皇
の
命
令
に
よ
る
講
和

と
い
う
形
を
と
っ
て
、
顕
如
の
大

坂
立
ち
退
き
と
引
替
え
に
一
揆
す

べ
て
の
生
命
を
保
障
し
よ
う
と
提

奏
し
ま
し
た
。
顔
知
は
降
伏
し
て
、

各
地
の
一
揆
衆
に
停
戦
令
を
出
し
、

四
月
は
じ
め
大
坂
か
ら
紀
州
に
移

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
息
子
の
故

知
は
「
法
敵
の
巣
と
な
り
果
て
候

は
ん
こ
と
、
一
宗
の
無
念
」
と
い

い
、
徹
底
交
戦
を
呼
び
か
け
る
政

文
を
全
国
に
送
り
ま
し
た
。
摂
津

・
播
磨
・
加
賀
で
も
、
信
長
と
の

対
決
は
続
き
ま
し
た
。
地
方
一
揆

の
あ
い
つ
ぐ
鎮
圧
が
進
む
と
力
尽

き
て
、
八
月
は
じ
め
、
故
知
は
本

願
寺
に
火
を
放
っ
て
放
浪
の
旅
に

出
ま
し
た
。

※
後
に
故
知
は
、
家
康
と
鮨
び
、

新
浄
院
（
の
ち
の
東
本
願
寺
）
　
を

興
し
ま
し
た
。

ふ
ふ
ふ
‥
寺

明
応
五
年
二
四
九
六
年
）
、

本
陵
寺
八
世
蓮
如
が
現
在
の
大
阪

城
の
付
近
に
坊
合
を
た
て
て
隠
居

所
と
し
ま
し
た
。
石
山
御
坊
と
も

呼
ば
れ
ま
し
た
。
後
に
石
山
の
寺

内
町
は
発
展
し
て
繁
栄
を
誇
り
、

石
山
御
坊
も
石
山
本
願
寺
城
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
戦
国
時
代
屈
指
の

堅
城
と
な
り
ま
し
た
。
織
田
信
長

と
十
一
年
に
わ
た
る
戦
い
に
も
属

し
な
い
城
で
し
た
。

味
え
■
つ
七
わ
ざ
わ
い
し
、
天
正
八
年

碁
∴
信
長
は
正
義
討
伐
の
た
め
に

丹
羽
査
廠
左
・
輯
門
長
秀
の
ひ
き
い

を
二
千
額
を
壌
舌
に
向
か
わ
せ
ま

し
た
ナ
そ
れ
を
知
っ
た
正
義
は
た

だ
ち
に
止
々
昌
美
村
■
（
箕
面
市
）

に
逃
げ
の
ぴ
、
そ
の
家
臣
木
下
助

兵
衛
と
い
う
強
弟
が
正
義
の
身
摩

り
と
な
っ
て
討
死
し
た
と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。
地
域
の
人
が
平
成
八

年
に
三
島
の
地
に
石
碑
を
建
立
し

■
て
い
ま
す
。

※
摂
津
市
史
、
週
刊
朝
日
百
科

「
日
本
の
歴
史
」
・
よ
り

担
当
　
　
　
（
第
荷
）
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と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ

ま
だ
粗
末
な
食
生
活
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
歯
が
斜
め

に
す
り
へ
っ
て
い
る
部
分
も
あ
り
、

食
事
以
外
に
道
具
と
し
て
歯
を
利

用
し
て
い
た
よ
う
で
す
．

都雄二　鑑沖的　ヒ　ル．虎．諷亀吉

縄
文
人
の
素
顔

縄
文
人
は
ど
ん
な
姿
・
か
た
ち

を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？
今

と
な
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
で
す

が
、
縄
文
人
の
顔
か
た
ち
を
見
た

こ
と
が
あ
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
し

か
し
出
上
す
る
骨
か
ら
あ
る
程
度

復
元
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

縄
文
人
の
顔
の
骨
の
特
徴
は
、

L
上
下
に
短
い
ァ

ま
た
、
眉
と
ヒ
ゲ
が
濃
く
、
二
重

ま
ぶ
た
で
、
唇
は
厚
め
だ
っ
た
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
顔
立
ち
は
、
現
在
で
は
濃
い
顔

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
の

系
統
は
、
大
き
く
わ
け
る
と
南
方

系
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
逆
に

渡
来
系
弥
生
人
の
影
響
を
強
く
受

け
た
現
代
人
日
本
人
の
多
く
は
、

の
っ
ぺ
り
し
た
顔
立
ち
が
多
く
厳

寒
の
気
候
に
適
応
し
た
北
方
系
の

顔
だ
と
考
え
ら
れ

縄
文
人
の
体
格

号0第

え
幅
が
広
く
角
は
っ

て
い
る
。

a
眉
間
が
突
出
し
鼻

梁
は
高
い
。

4
歯
が
小
さ
め
で
、

口
が
ひ
っ
こ
ん
で

い
る
。

以
上
か
ら
、
縄
文
人

の
顔
立
ち
は
彫
り
が

深
く
引
き
締
ま
り
四

角
は
っ
た
鮎
だ
と
想

像
さ
れ
ま
す
。

て
い
ま
す
。

縄
文
人
の
顔
の

骨
は
頑
丈
で
す
。

歯
槽
骨
が
厚
く
歯

が
し
っ
か
り
と
植

わ
り
噛
む
た
め
の

筋
肉
が
発
達
し
て

い
ま
す
。
縄
文
時

代
に
は
土
器
が
使

用
さ
れ
煮
炊
き
が

は
じ
ま
り
食
生
活

は
豊
富
に
な
っ
た

骨
の
大
き
さ
を
見
れ
ば
体
格
や

プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
が
わ
か
り
ま
す
。

縄
文
人
は
小
柄
だ
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
男
性
で
平
均
一
五
七

セ
ン
チ
程
で
し
た
。
プ
ロ
ポ
ー
シ

ョ
ン
も
胴
長
で
、
決
し
て
良
い
と

は
い
え
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し

か
し
骨
を
調
べ
る
と
筋
肉
は
、
良

く
発
達
し
て
い
た
痕
跡
が
見
ら
れ

ま
す
。

文皮
、
木
片
な
ど
も
使
用
し
ま
す
。

Q
4
③
従
来
の
定
説
を
く
つ
が

え
す
多
さ
で
す
．
Q
5
③
定
住

生
活
が
証
明
さ
れ
ま
し
た
。
Q
6

①
Q
7
②
Q
8
0
膨
大
な

土
量
で
す
。
Q
9
0

【
こ
】
　
皇
勒
十
二
銭

○
和
銅
開
称
（
七
〇
八
年
）
に
は

じ
ま
り
、
乾
元
大
宝
（
九
天
八
年
）

ま
で
鋳
造
さ
れ
た
日
本
古
代
の
銅

銭
十
二
種
の
こ
と
で
す
。
○
す
べ

↓
縄
文
人
の
顔
立
ち

（
集
英
社
・
日
本
の
歴
史
・
第
一
巻
）

て
円
形

の
孔
を

す
。
次

型
化
し

粗
悪
に

す
。
私

横
行
に

弊
と
し

で
方
形

有
七
ま

第
に
小

飼
質
も

な
り
ま

鋳
銭
の

よ
り
貨

て
、
信

用
を
失
い
使
用
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

○
最
近
、
奈
良
尾
歳
鳥
池
追
跡
よ

り
和
銅
開
称
よ
り
古
い
と
さ
れ
る

富
本
銭
が
出
土
し
注
目
を
集
め
て

い
ま
す
。
　
担
当
　
（
伊
部
）


