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淀川の外輪船

「
母
な
る
川
」
淀
川
は
昔
か
ら

民
を
う
る
お
し
、
実
り
を
も
た
ら

せ
て
き
ま
し
た
が
、
同
時
に
京
・

大
坂
を
結
ぶ
重
要
な
交
通
路
と
し

て
大
切
な
役
割
を
は
た
し
て
き
ま

し
た
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、
古
代

の
文
献
に
は
舟
便
が
あ
っ
た
と
し

る
さ
れ
て
い
ま
す
。

＿三＿十石名言

三
十
石
船
は
、
朝
・
晩
の

二
回
、
伏
見
と
大
坂
間
を
定

期
的
に
双
方
か
ら
上
下
し
、

上
り
は
一
日
ま
た
は
一
夜
、

下
り
は
半
日
ま
た
は
半
夜
を

要
し
た
。
下
り
は
椿
を
使
い

上
り
は
引
網
で
船
を
引
く
が

順
風
の
際
に
は
帆
も
用
い
た
。

船
頭
四
人
、
乗
客
二
十
八
人
。

妥康広蜜r吉和名和1り

京
に
都
が
移
さ
れ
る
と
交
通
路

と
し
て
の
役
割
は
、
さ
ら
に
増
大

し
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
東
海
道
・

中
仙
迫
等
の
街
前
借
備
が
進
め
ら

れ
る
と
、
旅
人
が
増
大
し
、
そ
れ

に
と
も
な
い
淀
川
の
水
運
も
活
発

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
種
類

も
多
彩
と
な
り
ま
し
た
。
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5月14日から5月20日まで

午前9仁寺から午後4仁寺まで

ところ
摂津市千里丘三丁目　金剛院

〇
第
七
号
で
お
伝
え
し
ま
し
た

不
動
明
王
立
像
の
修
復
が
無
明

終
／
し
、
こ
の
た
び
公
開
展
示

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

〇
本
像
は
、
大
飯
直
　
。
．
一
診

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
し
こ
ま
す
。

○
護
摩
堂
の
本
尊
、
寄
木
造
り
、

彩
色
の
等
身
像
で
光
背
・
台
座

を
有
し
ま
す
。
平
安
時
代
の
作

と
推
定
さ
れ
ま
す
。

⊥
W

H
■凝北銅号3第

五
色
塚
古
墳
を
た
ず
ね
て

丘
雀
左
往
　
甘
・
写

小
学
生
六
年
の
孫
の
社
会
科
の

本
を
開
い
て
い
た
ら
、
五
色
塚
古

墳
の
写
真
が
写
っ
て
い
ま
し
た
。

摂
津
市
か
ら
日
帰
り
で
行
け
ま
す

の
で
、
急
に
行
き
た
く
な
り
家
を

飛
び
出
し
ま
し
た
。

正
雀
か
ら
阪
急
電
車
に
乗
り
、

三
宮
駅
で
山
陽
電
車
に
乗
り
換
え

垂
水
駅
で
降
り
、
歩
く
こ
と
約
十

五
分
で
古
墳
に
つ
き
ま
し
た
。
古

墳
と
い
え
ば
草
木
が
生
い
茂
っ
た

小
山
を
想
像
し
て
い
ま
し
た
が
、

本
来
の
古
墳
と
は
こ
ん
な
も
の
だ

と
思
う
と
、
驚
き
と
同
時
に
唖
然

と
し
ま
し
た
。
長
い
年
月
を
か
け

て
鳥
が
草
木
の
種
を
運
び
、
そ
れ

が
育
ち
、
よ
く
見
か
け
る
草
木
が

生
い
茂
っ
た
現
在
の
古
墳
の
姿
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

古
墳
の
上
に
上
が
っ
て
み
る
と
、

目
の
前
に
大
阪
湾
が
あ
り
、
淡
路

島
が
大
き
く
見
え
、
明
石
大
橋
が

雄
大
に
見
え
ま
し
た
。
な
ん
と
壮

大
な
景
色
は
、
歴
史
に
関
係
な
く

見
ご
た
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な

所
に
古
墳
を
築
造
す
る
人
は
ど
ん

な
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
今
は

前
に
建
物
が
建
っ
て
．
大
阪
湾
が

見
え
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、

古
代
は
大
阪
湾
か
ら
よ
く
見
え
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
朝
鮮
半
島
や
九

州
か
ら
船
で
来
る
古
代
人
に
　
「
ど

ん
な
も
の
だ
」
　
と
言
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。
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摂
津
市
域
は
水
に
悩
ま
さ
れ
た

所
で
、
安
威
川
を
は
さ
ん
で
、
南

側
は
水
が
多
す
ぎ
て
悩
み
、
北
側

は
水
が
な
く
て
悩
ん
だ
所
で
あ
り

ま
し
た
。
咲
誇
地
域
は
し
ば
し
ば

用
水
の
不
足
に
も
悩
ま
さ
れ
た
水

干
両
難
の
地
で
し
た
。
こ
こ
で
は

川
水
は
、
安
威
川
や
番
田
川
な
ど

の
水
を
堰
き
揚
げ
た
り
、
山
田
川

や
i
E
尺
（
雀
）
川
の
水
を
利
用
し

た
り
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
不
足
す
る
の
で
、

溜
池
を
掘
り
池
水
に
よ
る
潅
漑
を

行
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
南
北
の

祁
速
が
時
に
は
利
佃
．

．
の
対
立
を
生

み
目
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

と
く
に
、
そ
の
接
点
と
な
る
味
舌

下
村
な
ど
で
は
、
し
ば
し
ば
そ
の

矛
盾
が
顕
在
化
す
る
こ
と
に
も
な

り
ま
し
た
。
水
の
問
題
は
村
々
に

と
っ
て
痕
も
重
大
な
問
題
で
あ
り

ま
し
た
。

庄
屋
村
は
、
中
央
に
山
田
川
が

あ
り
、
東
側
に
境
川
、
西
側
に
正

尺
川
が
あ
る
が
、
用
水
渡
と
し
て

は
、
も
っ
ぱ
ら
山
田
川
を
利
用
し

て
い
ま
し
た
。
毎
年
、
川
中
に
土

砂
溜
め
を
二
カ
所
作
り
、
そ
れ
で

も
用
水
が
上
り
か
ね
る
と
き
は
、

さ
ら
に
戸
関
板
で
締
め
切
っ
て
揚

水
し
ま
し
た
。
そ
の
用
水
樋
と
し

て
は
、
東
用
水
樋
一
カ
所
、
瓦
樋

二
カ
所
が
あ
り
、
さ
ら
に
豊
幌
樋

と
呼
ば
れ
る
■
用
悪
水
樋
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
山
田
川
の
流
水

は
き
わ
め
て
乏
し
く
、
日
照
り
が

十
日
も
続
け
ば
干
上
が
っ
て
し
ま

い
、
あ
と
は
井
戸
水
を
昼
夜
改
み

上
げ
る
が
、
そ
れ
も
せ
い
ぜ
い
七

八
日
の
こ
と
で
、
そ
れ
ユ
上
に
な

る
と
干
損
が
生
じ
ま
し
た
小
　
そ
こ

で
、
古
く
か
ら
年
足
池
と
い
う
溜

池
（
面
積
九
反
四
畝
歩
、
約
九
三

二
二
平
方
メ
ー
ト
ル
）
　
か
ら
水
を

引
い
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
取
水
権
は
味
舌
下
村
が
三
分
の

二
を
占
め
、
庄
屋
村
は
三
分
の
一

だ
け
で
あ
っ
て
、
用
水
は
な
お
不

充
分
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

明
和
年
間
二
七
六
四
年
か
ら
一

七
七
一
年
ま
で
）
　
に
は
新
し
い
用

水
溜
池
の
造
成
を
願
い
出
て
許
さ

れ
て
平
地
を
掘
り
立
て
て
普
請
し

ま
し
た
。
こ
の
池
が
』
和
の
時
代

ま
で
存
在
し
て
い
た
明
和
池
　
（
面

積
六
反
三
畝
歩
）
　
で
し
た
。
こ
れ

で
か
な
り
の
干
損
が
防
げ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

反
面
、
こ
れ
ら
の
池
の
維
持
費
や

水
の
出
し
入
れ
の
人
足
賃
な
ど
用

水
資
が
か
さ
み
、
高
二
二
〇
石
余

小
村
で
あ
る
庄
屋
村
の
財
政
を
圧

迫
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
た
め
年
々
、
夫
食
米
の
支
給
を

願
い
出
て
、
認
め
ら
れ
て
い
る
あ

り
さ
ま
で
し
た
。

味
舌
上
村
の
潅
漑
用
水
施
設
と

し
て
、
正
尺
川
・
山
田
川
・
大
池

（
現
市
場
池
）
・
小
池
か
ら
の
用

水
樋
一
四
カ
所
や
堰
三
カ
所
が
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
少
し
日
照

り
が
続
く
と
、
川
水
も
池
水
も
絶

え
て
、
井
手
（
堰
）
　
の
し
た
た
り

水
を
汲
む
や
ら
、
深
井
戸
の
水
を

汲
み
上
げ
る
や
ら
、
庄
屋
村
同
様

に
用
水
の
苦
労
が
多
い
村
で
し
た
。

欄断言戸皐ク葬濾借　　上ユ現在の市場池
※
大
食
（
ふ
じ
き
）
　
江
戸
時
代

に
は
一
般
に
農
民
の
食
糧
を
さ
す

語
で
す
が
、
美
食
黛
と
い
っ
て
、

凶
作
飢
饉
の
さ
い
に
は
幕
府
・
諸

は
飯
米
の
な
い
農
民
に
米
穀
ま

は
金
銭
を
貸
し
付
け
ま
し
た
。

公園みどり課作成パンフより

「
摂
津
市
史
」
　
よ
り
　
担
当
　
（
者
荷
）
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水
田
発
掘
の
あ
ゆ
み

一
八
七
七
年
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・

S
・
モ
ー
ス
が
大
森
貝
塚
を
発
掘

し
て
、
わ
が
国
で
も
科
学
的
な
考

古
学
に
よ
る
発
掘
調
査
の
あ
ゆ
み

が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
モ

ー
ス
の
報
告
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の

祖
先
が
ど
の
よ
う
な
植
物
質
の
食

料
を
利
用
し
て
い
た
か
ど
う
か
は

言
及
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

後
一
九
一
七
年
に
い
た
り
九
州
大

学
に
い
た
中
山
平
次
郎
が
、
福
岡

県
八
女
郡
長
峰
村
か
ら
出
土
し
た

土
器
と
と
も
に
多
量
な
焼
米
が
出

土
し
た
と
報
告
し
て
い
ま
す
。

一
九
二
五
年
に
は
山
内
晴
男
が

宮
城
県
多
賀
城
市
の
桝
形
囲
貝
塚

か
ら
採
集
さ
れ
た
土
器
の
底
に
稲

籾
の
朕
痕
が
つ
い
て
い
る
こ
と
を

発
見
し
反
響
を
よ
ぴ
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
現
在
で
は
弥
生
時
代
の

特
徴
と
し
て
稲
作
農
耕
が
常
識
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
代
に

は
、
弥
生
時
代
に
は
ま
だ
稲
作
が

始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の

が
一
般
的
な
認
識
で
し
た
。

そ
の
後
弥
生
文
化
研
究
が
軌
道

に
の
り
は
じ
め
た
の
は
、
青
銅
器

研
究
の
た
め
パ
リ
に
留
学
し
て
い

た
森
本
六
爾
が
帰
国
し
て
か
ら
に

な
り
ま
す
。
森
本
は
弥
生
時
代
の

実
相
に
せ
ま
る
目
的
で
束
京
考
古

学
会
を
設
立
し
在
野
の
有
志
ら
と

と
も
に
情
熱
的
に
活
動
し
て
い
き

ま
す
。
ま
た
多
数
の
著
作
を
あ
ら

わ
し
、
後
の
弥
生
研
究
の
基
礎
を

つ
く
り
ま
し
た
。

ま
た
森
本
は
、
は
や
く
か
ら
弥

生
集
落
の
立
地
が
、
水
田
経
営
に

ふ
さ
わ
し
い
低
地
を
選
ん
で
い
る

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
摂
津
市
内

で
も
淀
川
に
近
接
す
る
鳥
飼
西
地

区
か
ら
弥
生
時
代
前
期
に
属
す
る

壷
が
採
集
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在

展示のお矢口らせ

唸金糸金時
弥生文イヒを開いた人々

と　き　4月17日～6月27日

ところ　大阪府立弥生文化博物館

和泉市池上町443

休館日　毎週月曜日　5月3日は開館
5月6日は休館

℡0725－46－2162

修覿g
その大いなる遺産　古墳・飛鳥を運ぶ

と　き　4月20日～6月20日

ところ　大雪府立近つ飛鳥博物館

南河内部河南町大字東山299番地

休館日　毎週月曜日　5月3日は閂輯
5月6日は休館

℡0721－93－8321

光
蓮
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
の

土
辞
は
壷
棺
な
ど
特
殊
な
用
途
が

想
定
で
き
、
稲
作
農
耕
を
直
接
に

示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

摂
津
市
に
お
け
る
淀
川
周
辺
の
弥

生
人
の
生
活
を
考
え
る
う
え
で
重

要
な
資
料
と
い
え
ま
す
。

（
次
号
へ
つ
づ
く
）

【
す
】
　
須
恵
器

○
古
墳
時
代
や
そ
の
後
奈
良
・
平

安
時
代
に
存
続
し
た
土
器
。
同
じ

時
代
の
⊥
師
辞
が
素
焼
で
あ
る
の

に
対
し
穴
無
に
よ
る
還
元
鮪
で
焼

か
れ
ま
し
た
。
○
色
調
は
灰
色
・

青
灰
色
で

く
緻
密
な

〇
五
世
紀

の
工
人
に

へ
も
た
ら

た
。
須
恵

‾i、≒“∵∴∃

隣関鰐稗闇
比
較
的
堅

土
器
で
す
。

ご
ろ
大
陸

よ
り
日
本

さ
れ
ま
し

器
の
導
入

へ
イ
桝
形
国
見
塚
出
土
の
籾
痕
土
器
底

水
田
の
考
古
学
・
エ
菓
着
通
よ
り

に
よ
り
従
来
の
土
器
で
は
国
難
で

あ
っ
た
貯
蔵
の
容
器
と
し
て
広
く

使
用
さ
れ
ま
し
た
。
摂
津
市
で
も

千
里
丘
地
域
を
中
心
に
比
較
的
多

く
出
土
し
ま
す
。
担
当
　
（
伊
部
）


