
私
た
ち
の
ま
ち
・
東
灘
は
、
ど
ん
な
歴
史
を
歩
ん
で
き

た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
「
深
江
文
化
村
」
を
テ
ー

マ
に
、
神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
の
道
谷
副
館
長
を

お
招
き
し
て
、
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

ま
し
た
。半
農
半
漁
の
村
と
し
て
栄
え
て
き
た
深
江
に
、

大
正
末
期
に
誕
生
し
た
西
洋
建
築
の
住
宅
街
。
美
し
い

芝
生
の
庭
で
、
外
国
人
と
日
本
人
が
交
流
し
、
芸
術
談

義
に
花
を
咲
か
せ
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
の
深
江
だ
っ
た
の

か
、
ど
の
よ
う
な
交
流
が
あ
っ
た
の
か
、
阪
神
間
モ
ダ

ニ
ズ
ム
が
生
ま
れ
た
現
場
を
訪
ね
、
そ
の
暮
ら
し
を
紐

解
き
ま
す
。

―
ま
ず
、
深
江
文
化
村
が
生
ま
れ
た
当
時
の
こ
と
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

　

深
江
文
化
村
は
、
1
9
2
4
（
大
正
13
）
年
に
誕
生

し
ま
し
た
。
こ
の
土
地
の
所
有
者
は
、
坂
口
磊
石
（
さ

か
ぐ
ち
ら
い
せ
き
）
と
い
う
地
元
の
医
師
で
し
た
。
彼

が
2
，0
0
0
坪
の
土
地
に
、
文
化
の
香
り
の
す
る
住

宅
街
を
作
ろ
う
と
、
開
発
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

　

設
計
を
担
当
し
た
の
は
、
当
時
近
く
に
住
ん
で
い
た

建
築
家
・
吉
村
清
太
郎
で
す
。
彼
の
師
匠
は
、
関
西
学

院
大
学
や
神
戸
女
学
院
大
学
と
い
っ
た
、
優
れ
た
近
代

建
築
を
数
多
く
設
計
し
た
建
築
家
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
メ

レ
ル
・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
で
し
た
。
吉
村
清
太
郎
は
、
13
軒

の
家
が
「
ヤ
ー
ド
」
と
い
う
共
通
の
芝
生
の
庭
を
囲
む
、

西
洋
風
の
住
宅
街
を
作
り
ま
し
た
。
路
地
沿
い
に
家
が

並
ぶ
、
日
本
の
住
宅
街
と
は
全
く
違
う
発
想
で
す
。

―
深
江
文
化
村
の
誕
生
に
影
響
を
与
え
た
も
の
は
、
何

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

吉
村
清
太
郎
が
、ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
弟
子
だ
っ
た
こ
と

が
大
き
い
で
す
。ヴ
ォ
ー
リ
ズ
か
ら
学
ん
だ
西
洋
建
築

の
良
さ
を
、
深
江
文
化
村
に
生
か
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
1
9
0
5
（
明
治
38
）
年
に
阪
神
電
鉄
が
三

宮
駅
（
神
戸
）―
出
入
橋
駅
（
大
阪
）
間
で
開
業
し
ま

し
た
。阪
神
電
鉄
の
方
針
と
し
て
、「
郊
外
居
住
の
勧
め
」

と
い
う
の
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
大
阪
の
経
営
者
や
大

阪
で
働
く
人
に
、
も
う
少
し
離
れ
た
環
境
の
良
い
と
こ

ろ
に
住
ん
で
、
電
車
で
通
う
と
い
う
新
し
い
暮
ら
し
を

提
案
し
ま
し
た
。
こ
の
P
R
の
影
響
も
あ
り
、
大
阪
か

ら
阪
神
間
に
移
住
す
る
人
た
ち
が
増
え
ま
し
た
。

　

阪
神
間
に
住
む
人
は
も
ち
ろ
ん
、
大
阪
の
芸
術
家
や

文
化
人
も
、
深
江
文
化
村
の
文
化
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
惹
か
れ
て
集
い
、
た
く
さ
ん
の
交
流
が
生
ま
れ
ま
し

た
。
阪
神
電
鉄
は
当
時
ま
だ
路
面
電
車
で
し
た
が
、
芦

屋
や
深
江
に
駅
が
あ
っ
た
の
で
、
大
阪
か
ら
ア
ク
セ
ス

し
や
す
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

―
ど
ん
な
方
々
が
暮
ら
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

1
9
1
7
（
大
正
6
）
年
に
起
き
た
ロ
シ
ア
革
命
か

ら
逃
れ
て
、
日
本
へ
亡
命
し
た
多
く
の
ロ
シ
ア
人
が
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
1
9
2
3
（
大
正
12
）
年
の
関
東

大
震
災
で
被
災
し
、
大
阪
や
神
戸
で
住
む
場
所
を
探
し

た
ロ
シ
ア
人
が
、
深
江
文
化
村
を
知
り
、
そ
の
環
境
に

惹
か
れ
て
住
み
始
め
た
の
で
す
。

　

13
軒
の
家
に
、
外
国
人
と
日
本
人
が
混
在
し
て
住
ん

で
い
ま
し
た
。
文
化
人
だ
け
で
な
く
、
貿
易
関
係
の
仕

事
を
し
て
い
る
人
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、

西
洋
文
化
と
日
本
文
化
の
交
流
が
生
ま
れ
た
ん
で
す

ね
。
休
日
に
は
約
4
0
0
坪
あ
る
広
い
芝
生
の
庭
に
、

住
人
た
ち
が
集
い
ま
し
た
。
音
楽
や
美
術
と
い
っ
た
共

通
の
話
題
で
語
り
合
う
う
ち
に
、
こ
こ
で
文
化
が
花
開

い
て
い
き
ま
し
た
。
家
々
が
独
立
し
た
庭
を
持
っ
て
い

る
形
だ
っ
た
ら
、こ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

や
は
り
、
ヤ
ー
ド
の
存
在
は
大
き
い
で
す
ね
。

―
ど
ん
な
家
が
建
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
に
1
枚
の
写
真
（
左
上
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

1
9
6
1
年
の
写
真
に
は
、
深
江
文
化
村
の
ほ
ぼ
す
べ

て
の
洋
館
が
映
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
の
1
軒
、
古
澤

邸
を
設
計
し
た
の
は
、
ラ
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
と
い
う
建
築

家
で
す
。
彼
も
亡
命
ロ
シ
ア
人
で
、
深
江
文
化
村
に
住

ん
で
い
ま
し
た
。
土
地
の
持
ち
主
で
あ
る
、
坂
口
磊
石

の
家
も
あ
り
、
角
に
小
さ
な
交
番
も
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
住
民
の
請
願
で
で
き
た
駐
在
所
で
、
街
並
み
に

合
わ
せ
た
洋
風
建
築
で
し
た
。
今
は
も
う
、
ヤ
ー
ド
も

ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
当
時
の
家
は
1
軒
の
み
と

な
り
ま
し
た
。

　

各
戸
に
は
、
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
設
備
が
整
っ
て
い

ま
し
た
。
例
え
ば
、
13
軒
全
体
に
配
水
で
き
る
よ
う
な

井
戸
や
上
下
水
道
も
完
備
さ
れ
、
汚
水
を
処
理
す
る
浄

化
層
が
あ
っ
た
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
う

い
っ
た
最
新
の
住
宅
地
を
、
個
人
で
開
発
し
た
坂
口
磊

石
の
先
見
の
明
に
は
、
驚
か
さ
れ
ま
す
ね
。

―
続
い
て
、
深
江
文
化
村
で
花
開
い
た
、
阪
神
間
モ
ダ

ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
お
願
い
し
ま
す
。

　

こ
こ
に
は
エ
マ
ヌ
エ
ル
・
メ
ッ
テ
ル
と
い
う
、
非
常

に
有
名
な
ロ
シ
ア
の
音
楽
家
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
朝

比
奈
隆
や
服
部
良
一
と
い
っ
た
名
だ
た
る
音
楽
家
も
、

メ
ッ
テ
ル
を
慕
っ
て
、
深
江
文
化
村
で
学
ん
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

メ
ッ
テ
ル
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
の
際
に
注
目
さ
れ
、
N
H
K
か
ら
の
取
材
も
あ
り

ま
し
た
。
実
は
、
私
も
メ
ッ
テ
ル
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身

だ
と
気
づ
い
て
い
な
く
て
、
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
て
、

初
め
て
気
が
つ
い
た
ん
で
す
。

　

深
江
文
化
村
は
、
メ
ッ
テ
ル
を
は
じ
め
、
同
じ
ウ
ク

ラ
イ
ナ
出
身
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
・
モ
ギ
レ
フ
ス

キ
ー
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
ル
ー
チ
ン
、
指
揮
者
の
ラ
ス
カ
、

宮
廷
楽
団
長
な
ど
、
多
く
の
音
楽
家
が
集
い
ま
し
た
。

ま
た
、バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
ミ
ハ
エ
ル
・
ウ
ェ
ク
ス
ラ
ー

に
師
事
し
た
貴
志
康
一
は
、
ラ
ス
カ
に
も
師
事
し
て
い

て
、
旧
制
甲
南
高
等
学
校
で
学
び
ま
し
た
。

　

音
楽
以
外
で
は
、
古
澤
邸
を
設
計
し
た
ラ
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
が
住
ん
で
い
ま
し
た
し
、
画
家
の
小
磯
良
平
、
詩

人
の
竹
中
郁
（
た
け
な
か
い
く
）
も
深
江
文
化
村
を
訪

れ
て
影
響
を
受
け
、
絵
を
描
い
た
り
、
詩
を
詠
ん
だ
り

し
た
そ
う
で
す
。
メ
ッ
テ
ル
の
妻
は
、バ
レ
リ
ー
ナ
で
、

宝
塚
音
楽
歌
劇
学
校
の
先
生
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

住
人
は
、
ロ
シ
ア
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、 

ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
と
い
っ
た
国
の
人
が
、
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り

住
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
最
初
の
人
が
建
て
た
家
を
、

次
の
人
に
譲
っ
て
い
き
ま
し
た
。
約
1
0
0
年
前
に
、

深
江
で
華
や
か
な
国
際
交
流
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た

な
ん
て
、
驚
き
で
す
よ
ね
。

　

主
に
ロ
シ
ア
か
ら
来
た
人
た
ち
と
の
交
流
を
通
し

て
、
芸
術
が
花
開
い
た
深
江
文
化
村
は
、
ま
さ
に
阪
神

間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
の
拠
点
で
し
た
。
し
か
し
、
こ

こ
に
集
う
人
た
ち
と
地
元
の
深
江
の
住
民
と
の
間
に
、

ど
の
よ
う
な
交
流
が
あ
っ
た
か

は
、
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

も
し
か
し
た
ら
、
少
し
異
質
な
存

在
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
で

す
。
で
す
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化

が
、
深
江
か
ら
日
本
全
体
に
広

が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

　

深
江
南
町
に
あ
る
太
田
酒
造
貴

賓
館
（
旧
小
寺
家
別
荘
）
も
、

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
が
設
計
し
た
建
築
で
、
小
寺
家
を
訪
れ
る

人
た
ち
と
も
交
流
は
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
亡
命
ロ

シ
ア
人
を
含
め
て
外
国
人
の
方
が
、
深
江
文
化
村
だ
け

で
は
な
く
、
深
江
周
辺
に
住
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
。

―
華
や
か
な
交
流
は
い
つ
ま
で
、
続
い
た
の
で
し
ょ
う

か
？

　

1
9
3
5
（
昭
和
10
）
年
頃
ま
で
で
し
ょ
う
か
。
日

本
が
戦
時
体
制
に
な
り
、
中
国
と
の
関
係
が
悪
化
し
て

い
く
な
か
で
、
日
本
は
国
際
的
に
ど
ん
ど
ん
孤
立
。
す

る
と
、
外
国
人
た
ち
は
国
外
へ
と
移
住
し
て
い
き
ま
し

た
。
深
江
文
化
村
が
最
も
栄
え
た
時
期
は
、
大
正
時
代

か
ら
昭
和
一
桁
頃
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

音
楽
家
が
集
う
庭
か
ら
生
ま
れ
た

阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム

東
灘

深
江
文
化
村
編

歴
史の
足
跡
を
た
ど
る

深江文化村にあった13軒の西洋建築住宅のうちの一軒、古澤邸。
深江文化村に住んでいたロシア人建築家・ラディンスキーによる設計

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
弟
子
が
設
計
し
、

深
江
文
化
村
が
誕
生

西
洋
と
東
洋
が
交
流
し
た

芸
術
の
庭

―
深
江
の
ま
ち
は
、
こ
の
歴
史
を
、
今
後
ど
の
よ
う
に

活
か
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

　

深
江
の
歴
史
の
足
跡
と
し
て
、
深
江
文
化
村
は
で
き

る
だ
け
残
し
た
い
で
す
し
、
史
料
館
に
は
伝
え
て
い
く

使
命
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
最
後
に

残
っ
た
1
軒
は
、
個
人
の
住
宅
で
す
か
ら
、
無
理
強
い

も
で
き
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
に
歴
史
を
伝
え
て
い
く
た
め

に
は
、
史
料
館
で
き
ち
ん
と
展
示
を
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
先
日
、
古
澤
邸
が
残
念
な
が
ら
解
体
さ
れ
ま
し

た
が
、
調
度
品
や
建
築
部
材
を
で
き
る
だ
け
史
料
館
で

引
き
取
り
、
当
時
の
様
子
を
再
現
で
き
る
よ
う
展
示
し

て
い
ま
す
。

　

実
は
、
深
江
文
化
村
は
昔
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
存
在

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
音
楽
家
の
間
で
は
知
ら
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
市
民
レ
ベ
ル
で
は
、

も
う
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
た
存
在
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。 

そ
れ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
深
江
文
化
村
の

存
在
が
広
ま
る
に
つ
れ
、
史
料
館
を
訪
ね
て
く
る
人
が

増
え
ま
し
た
。
史
料
館
で
は
、
資
料
を
作
っ
て
提
供
し

た
り
、
深
江
文
化
村
の
向
か
い
の
神
楽
町
公
園
に
看
板

を
立
て
た
り
、
場
所
を
ご
案
内
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

―
史
料
館
で
の
展
示
が
素
敵
な
古
澤
邸
で
す
が
、
解
体

の
前
に
調
査
に
入
ら
れ
た
と
か
。

　

2
0
2
3
年
10
月
、
解
体
す
る
直
前
に
、
許
可
を
い

た
だ
い
て
調
査
に
入
り
ま
し
た
。
中
の
調
度
品
は
既
に

全
部
出
さ
れ
て
、
も
う
何
日
か
後
に
解
体
と
い
う
時
期

で
し
た
。
館
長
が
、
持
ち
帰
れ
る
も
の
を
、
史
料
館
で

展
示
し
た
い
と
お
願
い
し
た
ら
、
古
澤
さ
ん
は
ぜ
ひ

飾
っ
て
ほ
し
い
と
、
快
諾
い
た
だ
け
た
ん
で
す
。

　

古
澤
邸
は
、
三
角
屋
根
が
特
徴
の
２
階
建
て
の
西
洋

建
築
で
す
。
屋
根
裏
部
屋
で
、
棟
上
げ
の
時
に
棟
梁
や

施
主
の
名
前
や
、
建
築
年
月
日
を
書
い
た
も
の
が
な
い

か
調
べ
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
大
阪
窯
業
と
い
う
刻
印
の
あ
る
レ
ン
ガ
を
使
っ

た
暖
炉
や
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
様
式
の
階
段
が
あ
り
、
２
階

に
は
違
い
棚
の
あ
る
和
室
も
あ
り
ま
し
た
。
手
作
り
ガ

ラ
ス
や
タ
イ
ル
は
と
て
も
美
し
く
、
ス
イ
ッ
チ
類
に
至

る
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
飾
ら

れ
て
い
た
絵
か
ら
、
ド
ア
ノ
ブ
、
格
子
戸
、
階
段
の
一

部
ま
で
、
譲
っ
て
い
た
だ
い
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
展
示

し
て
あ
り
ま
す
。照
明
は
天
井
か
ら
吊
る
し
た
り
、カ
ー

テ
ン
レ
ー
ル
に
は
カ
ー
テ
ン
を
つ
け
た
り
、
な
る
べ
く

部
屋
の
様
子
を
想
像
し
て
も
ら
い
や
す
い
よ
う
に
工
夫

し
て
い
ま
す
。

―
ほ
か
に
も
何
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？

　

設
計
当
初
の
青
焼
き
の
設
計
図
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち

ら
は
、
寄
託
と
い
う
形
で
お
預
か
り
し
て
展
示
し
て
い

ま
す
。
古
澤
邸
の
と
こ
ろ
に
は
、「T

H
E RESID

EN
CE

O
F M
R.FU

RU
SA
W
A

（
ザ
・
レ
ジ
デ
ン
ス
・
オ
ブ
・

ミ
ス
タ
ー
・
フ
ル
サ
ワ
）」
と
記
載
が
あ
り
ま
す
。

1
9
2
5
年
の
設
計
図
の
現
物
が
残
っ
て
い
る
の
は
、

大
変
貴
重
で
す
。

―
唯
一
残
っ
て
い
る
冨
永
邸
に
つ
い
て
、
教
え
て
く
だ

さ
い
。

　

1
9
2
5
（
大
正
14
）
年
に
冨
永
初
造
が
建
て
た
、

日
本
で
初
め
て
の
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
建
築
ら
し
い
で

す
。 

冨
永
初
造
は
、
鈴
木
商
店
の
シ
ア
ト
ル
支
店
の
駐

在
員
だ
っ
た
の
で
、
ア
メ
リ
カ
暮
ら
し
が
長
く
、
そ
の

時
の
イ
メ
ー
ジ
を
日
本
の
暮
ら
し
の
中
に
持
ち
込
ん
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
貿
易
の
仕
事
を
し
て
い
て
、
深

江
文
化
村
に
住
ん
で
い
た
外
国
人
と
国
際
色
豊
か
な
交

流
を
し
ま
し
た
。

　

煙
突
の
あ
る
瓦
屋
根
の
西
洋
建
築
で
す
が
、
屋
根
に

日
本
瓦
が
使
わ
れ
る
な
ど
、
日
本
の
建
築
資
材
も
使
わ

れ
て
い
て
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
13
軒
あ
っ
た
深
江
文
化
村
の
家
も
、
相
続
な
ど

を
理
由
に
代
替
わ
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
1
軒
ま
た
1

軒
と
解
体
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

―
史
料
館
で
は
以
前
か
ら
、
小
学
生
の
団
体
見
学
を
受

け
入
れ
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。

　

小
学
３
年
生
の
社
会
科
の
「
昔
の
暮
ら
し
」
と
い
う

単
元
を
学
ぶ
た
め
、
コ
ロ
ナ
禍
前
は
毎
年
30
校
以
上
が

見
学
に
来
て
い
ま
し
た
。
東
神
戸（
中
央
区
よ
り
東
側
）

だ
と
、こ
う
い
っ
た
昔
の
生
活
文
化
が
分
か
る
展
示
は
、

う
ち
に
し
か
な
い
の
で
。
ち
な
み
に
西
神
戸
は
、
西
区

の
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
へ
見
学
に
行
き
ま
す
。

　

当
館
は
、
1
9
8
1
年
に
、
史
料
室
と
い
う
形
で
小

さ
な
施
設
を
作
っ
て
、
1
9
8
3
年
に
拡
張
し
て
今
の

史
料
館
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
当
初
、
見
学
に
来
て

い
た
の
は
、
本
庄
・
東
灘
・
福
池
と
い
う
、
地
元
小
学

校
３
校
が
メ
イ
ン
で
し
た
が
、
先
生
が
転
勤
し
て
別
の

学
校
に
行
く
と
、
そ
の
学
校
の
子
を
連
れ
て
く
る
と
い

う
形
で
、
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

―
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

　

は
い
。
1
9
9
0
年
代
前
半
頃
は
ま
だ
、
祖
父
母
の

家
に
昔
の
道
具
が
あ
り
、そ
れ
を
学
校
に
持
っ
て
き
て
、

実
物
を
み
ん
な
で
見
せ
合
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
時

代
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
地
震
の
直
前
ぐ
ら
い
に
な
る

と
、
祖
父
母
の
家
で
も
処
分
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
震
災
で
家
が

倒
壊
す
る
な
ど
で
、全
く
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。

そ
こ
か
ら
、
小
学
校
の
見
学
数
は
増
え
て
き
ま
し
た
。

本
物
は
、
家
に
も
学
校
に
も
な
く
、
史
料
館
や
博
物
館

神戸深江生活文化史料館
副館長 道谷 卓さん

に
し
か
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。

　

た
だ
残
念
な
が
ら
、指
導
要
領
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
、

「
昔
の
暮
ら
し
」
の
授
業
時
間
数
が
半
減
し
ま
し
た
。

今
ま
で
だ
っ
た
ら
、
校
外
学
習
と
兼
ね
て
、
史
料
館
や

博
物
館
見
学
の
時
間
が
取
れ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
ほ

と
ん
ど
取
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
今
は
、
午
前
中
の
４

時
間
を
使
っ
て
、
学
校
を
出
発
し
て
見
学
し
、
給
食
ま

で
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
、
徒
歩
圏
内
の
小
学
校
だ
け

が
見
学
に
来
て
い
ま
す
。

―
史
料
館
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
何
を
伝
え
た
い
で

す
か
。

　

史
料
館
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
見
学
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
い
ま
す
。
本
当
は
実
物
を
見
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、

z
o
o
m
で
実
物
を
見
せ
な
が
ら
説
明
す
る
、
と
い
う

こ
と
が
で
き
な
い
か
、数
年
前
か
ら
検
討
し
て
い
ま
す
。

双
方
向
な
の
で
映
像
を
見
せ
な
が
ら
、「
こ
れ
、な
に
？
」

と
質
問
を
受
け
て
答
え
ら
れ
る
と
い
い
な
、
と
個
人
的

に
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

収
蔵
品
の
３
Ｄ
写
真
を
公
開
し
て
い
ま
す
。
映
像
を
ぐ

る
っ
と
回
し
て
裏
側
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す

よ
。

　

歴
史
に
は
日
本
や
世
界
の
動
き
と
い
う
大
き
な
流
れ

と
、
地
域
や
私
た
ち
の
暮
ら
し
と
い
う
小
さ
な
流
れ
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
ど
ち
ら
も
を
知
る
こ
と
で
、
物
事
を

立
体
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

時
代
が
変
わ
っ
て
も
、
先
人
が
遺
し
た
物
を
通
し
て
、

子
ど
も
た
ち
が
神
戸
や
深
江
の
歴
史
に
触
れ
る
機
会
を

こ
れ
か
ら
も
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

1961年に撮影された深江文化村の全景。中央の「ヤード」と呼ばれる共通の
庭を囲んで建つ様子がよく分かる（冨永泰史氏撮影）

メッテル（写真中央・白い着物の男性）を中心に。外国人と日本人が
交流し、阪神間モダニズムの拠点となった
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神戸深江生活文化史料館

阪神深江駅の南東すぐの住宅街にある史料館。江
戸時代の農具や漁具をはじめ、昔の暮らしの道具
を展示しています。地元で医業を営んできた深山
家ゆかりの品や深江文化村についての展示も見ど
ころ。個人・団体からの生活文化史料の提供も随
時受け付けています。

私
た
ち
の
ま
ち
・
東
灘
は
、
ど
ん
な
歴
史
を
歩
ん
で
き

た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
「
深
江
文
化
村
」
を
テ
ー

マ
に
、
神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
の
道
谷
副
館
長
を

お
招
き
し
て
、
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

ま
し
た
。半
農
半
漁
の
村
と
し
て
栄
え
て
き
た
深
江
に
、

大
正
末
期
に
誕
生
し
た
西
洋
建
築
の
住
宅
街
。
美
し
い

芝
生
の
庭
で
、
外
国
人
と
日
本
人
が
交
流
し
、
芸
術
談

義
に
花
を
咲
か
せ
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
の
深
江
だ
っ
た
の

か
、
ど
の
よ
う
な
交
流
が
あ
っ
た
の
か
、
阪
神
間
モ
ダ

ニ
ズ
ム
が
生
ま
れ
た
現
場
を
訪
ね
、
そ
の
暮
ら
し
を
紐

解
き
ま
す
。

―
ま
ず
、
深
江
文
化
村
が
生
ま
れ
た
当
時
の
こ
と
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

　

深
江
文
化
村
は
、
1
9
2
4
（
大
正
13
）
年
に
誕
生

し
ま
し
た
。
こ
の
土
地
の
所
有
者
は
、
坂
口
磊
石
（
さ

か
ぐ
ち
ら
い
せ
き
）
と
い
う
地
元
の
医
師
で
し
た
。
彼

が
2
，0
0
0
坪
の
土
地
に
、
文
化
の
香
り
の
す
る
住

宅
街
を
作
ろ
う
と
、
開
発
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

　

設
計
を
担
当
し
た
の
は
、
当
時
近
く
に
住
ん
で
い
た

建
築
家
・
吉
村
清
太
郎
で
す
。
彼
の
師
匠
は
、
関
西
学

院
大
学
や
神
戸
女
学
院
大
学
と
い
っ
た
、
優
れ
た
近
代

建
築
を
数
多
く
設
計
し
た
建
築
家
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
メ

レ
ル
・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
で
し
た
。
吉
村
清
太
郎
は
、
13
軒

の
家
が
「
ヤ
ー
ド
」
と
い
う
共
通
の
芝
生
の
庭
を
囲
む
、

西
洋
風
の
住
宅
街
を
作
り
ま
し
た
。
路
地
沿
い
に
家
が

並
ぶ
、
日
本
の
住
宅
街
と
は
全
く
違
う
発
想
で
す
。

―
深
江
文
化
村
の
誕
生
に
影
響
を
与
え
た
も
の
は
、
何

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

吉
村
清
太
郎
が
、ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
弟
子
だ
っ
た
こ
と

が
大
き
い
で
す
。ヴ
ォ
ー
リ
ズ
か
ら
学
ん
だ
西
洋
建
築

の
良
さ
を
、
深
江
文
化
村
に
生
か
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
1
9
0
5
（
明
治
38
）
年
に
阪
神
電
鉄
が
三

宮
駅
（
神
戸
）―
出
入
橋
駅
（
大
阪
）
間
で
開
業
し
ま

し
た
。阪
神
電
鉄
の
方
針
と
し
て
、「
郊
外
居
住
の
勧
め
」

と
い
う
の
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
大
阪
の
経
営
者
や
大

阪
で
働
く
人
に
、
も
う
少
し
離
れ
た
環
境
の
良
い
と
こ

ろ
に
住
ん
で
、
電
車
で
通
う
と
い
う
新
し
い
暮
ら
し
を

提
案
し
ま
し
た
。
こ
の
P
R
の
影
響
も
あ
り
、
大
阪
か

ら
阪
神
間
に
移
住
す
る
人
た
ち
が
増
え
ま
し
た
。

　

阪
神
間
に
住
む
人
は
も
ち
ろ
ん
、
大
阪
の
芸
術
家
や

文
化
人
も
、
深
江
文
化
村
の
文
化
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
惹
か
れ
て
集
い
、
た
く
さ
ん
の
交
流
が
生
ま
れ
ま
し

た
。
阪
神
電
鉄
は
当
時
ま
だ
路
面
電
車
で
し
た
が
、
芦

屋
や
深
江
に
駅
が
あ
っ
た
の
で
、
大
阪
か
ら
ア
ク
セ
ス

し
や
す
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

―
ど
ん
な
方
々
が
暮
ら
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

1
9
1
7
（
大
正
6
）
年
に
起
き
た
ロ
シ
ア
革
命
か

ら
逃
れ
て
、
日
本
へ
亡
命
し
た
多
く
の
ロ
シ
ア
人
が
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
1
9
2
3
（
大
正
12
）
年
の
関
東

大
震
災
で
被
災
し
、
大
阪
や
神
戸
で
住
む
場
所
を
探
し

た
ロ
シ
ア
人
が
、
深
江
文
化
村
を
知
り
、
そ
の
環
境
に

惹
か
れ
て
住
み
始
め
た
の
で
す
。

　

13
軒
の
家
に
、
外
国
人
と
日
本
人
が
混
在
し
て
住
ん

で
い
ま
し
た
。
文
化
人
だ
け
で
な
く
、
貿
易
関
係
の
仕

事
を
し
て
い
る
人
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、

西
洋
文
化
と
日
本
文
化
の
交
流
が
生
ま
れ
た
ん
で
す

ね
。
休
日
に
は
約
4
0
0
坪
あ
る
広
い
芝
生
の
庭
に
、

住
人
た
ち
が
集
い
ま
し
た
。
音
楽
や
美
術
と
い
っ
た
共

通
の
話
題
で
語
り
合
う
う
ち
に
、
こ
こ
で
文
化
が
花
開

い
て
い
き
ま
し
た
。
家
々
が
独
立
し
た
庭
を
持
っ
て
い

る
形
だ
っ
た
ら
、こ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

や
は
り
、
ヤ
ー
ド
の
存
在
は
大
き
い
で
す
ね
。

―
ど
ん
な
家
が
建
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
に
1
枚
の
写
真
（
左
上
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

1
9
6
1
年
の
写
真
に
は
、
深
江
文
化
村
の
ほ
ぼ
す
べ

て
の
洋
館
が
映
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
の
1
軒
、
古
澤

邸
を
設
計
し
た
の
は
、
ラ
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
と
い
う
建
築

家
で
す
。
彼
も
亡
命
ロ
シ
ア
人
で
、
深
江
文
化
村
に
住

ん
で
い
ま
し
た
。
土
地
の
持
ち
主
で
あ
る
、
坂
口
磊
石

の
家
も
あ
り
、
角
に
小
さ
な
交
番
も
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
住
民
の
請
願
で
で
き
た
駐
在
所
で
、
街
並
み
に

合
わ
せ
た
洋
風
建
築
で
し
た
。
今
は
も
う
、
ヤ
ー
ド
も

ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
当
時
の
家
は
1
軒
の
み
と

な
り
ま
し
た
。

　

各
戸
に
は
、
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
設
備
が
整
っ
て
い

ま
し
た
。
例
え
ば
、
13
軒
全
体
に
配
水
で
き
る
よ
う
な

井
戸
や
上
下
水
道
も
完
備
さ
れ
、
汚
水
を
処
理
す
る
浄

化
層
が
あ
っ
た
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
う

い
っ
た
最
新
の
住
宅
地
を
、
個
人
で
開
発
し
た
坂
口
磊

石
の
先
見
の
明
に
は
、
驚
か
さ
れ
ま
す
ね
。

―
続
い
て
、
深
江
文
化
村
で
花
開
い
た
、
阪
神
間
モ
ダ

ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
お
願
い
し
ま
す
。

　

こ
こ
に
は
エ
マ
ヌ
エ
ル
・
メ
ッ
テ
ル
と
い
う
、
非
常

に
有
名
な
ロ
シ
ア
の
音
楽
家
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
朝

比
奈
隆
や
服
部
良
一
と
い
っ
た
名
だ
た
る
音
楽
家
も
、

メ
ッ
テ
ル
を
慕
っ
て
、
深
江
文
化
村
で
学
ん
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

メ
ッ
テ
ル
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
の
際
に
注
目
さ
れ
、
N
H
K
か
ら
の
取
材
も
あ
り

ま
し
た
。
実
は
、
私
も
メ
ッ
テ
ル
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
身

だ
と
気
づ
い
て
い
な
く
て
、
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
て
、

初
め
て
気
が
つ
い
た
ん
で
す
。

　

深
江
文
化
村
は
、
メ
ッ
テ
ル
を
は
じ
め
、
同
じ
ウ
ク

ラ
イ
ナ
出
身
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
・
モ
ギ
レ
フ
ス

キ
ー
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
ル
ー
チ
ン
、
指
揮
者
の
ラ
ス
カ
、

宮
廷
楽
団
長
な
ど
、
多
く
の
音
楽
家
が
集
い
ま
し
た
。

ま
た
、バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
ミ
ハ
エ
ル
・
ウ
ェ
ク
ス
ラ
ー

に
師
事
し
た
貴
志
康
一
は
、
ラ
ス
カ
に
も
師
事
し
て
い

て
、
旧
制
甲
南
高
等
学
校
で
学
び
ま
し
た
。

　

音
楽
以
外
で
は
、
古
澤
邸
を
設
計
し
た
ラ
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
が
住
ん
で
い
ま
し
た
し
、
画
家
の
小
磯
良
平
、
詩

人
の
竹
中
郁
（
た
け
な
か
い
く
）
も
深
江
文
化
村
を
訪

れ
て
影
響
を
受
け
、
絵
を
描
い
た
り
、
詩
を
詠
ん
だ
り

し
た
そ
う
で
す
。
メ
ッ
テ
ル
の
妻
は
、バ
レ
リ
ー
ナ
で
、

宝
塚
音
楽
歌
劇
学
校
の
先
生
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

住
人
は
、
ロ
シ
ア
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、 

ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
と
い
っ
た
国
の
人
が
、
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り

住
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
最
初
の
人
が
建
て
た
家
を
、

次
の
人
に
譲
っ
て
い
き
ま
し
た
。
約
1
0
0
年
前
に
、

深
江
で
華
や
か
な
国
際
交
流
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た

な
ん
て
、
驚
き
で
す
よ
ね
。

　

主
に
ロ
シ
ア
か
ら
来
た
人
た
ち
と
の
交
流
を
通
し

て
、
芸
術
が
花
開
い
た
深
江
文
化
村
は
、
ま
さ
に
阪
神

間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
の
拠
点
で
し
た
。
し
か
し
、
こ

こ
に
集
う
人
た
ち
と
地
元
の
深
江
の
住
民
と
の
間
に
、

ど
の
よ
う
な
交
流
が
あ
っ
た
か

は
、
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

も
し
か
し
た
ら
、
少
し
異
質
な
存

在
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
で

す
。
で
す
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化

が
、
深
江
か
ら
日
本
全
体
に
広

が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

　

深
江
南
町
に
あ
る
太
田
酒
造
貴

賓
館
（
旧
小
寺
家
別
荘
）
も
、

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
が
設
計
し
た
建
築
で
、
小
寺
家
を
訪
れ
る

人
た
ち
と
も
交
流
は
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
亡
命
ロ

シ
ア
人
を
含
め
て
外
国
人
の
方
が
、
深
江
文
化
村
だ
け

で
は
な
く
、
深
江
周
辺
に
住
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
。

―
華
や
か
な
交
流
は
い
つ
ま
で
、
続
い
た
の
で
し
ょ
う

か
？

　

1
9
3
5
（
昭
和
10
）
年
頃
ま
で
で
し
ょ
う
か
。
日

本
が
戦
時
体
制
に
な
り
、
中
国
と
の
関
係
が
悪
化
し
て

い
く
な
か
で
、
日
本
は
国
際
的
に
ど
ん
ど
ん
孤
立
。
す

る
と
、
外
国
人
た
ち
は
国
外
へ
と
移
住
し
て
い
き
ま
し

た
。
深
江
文
化
村
が
最
も
栄
え
た
時
期
は
、
大
正
時
代

か
ら
昭
和
一
桁
頃
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

東
灘

神戸市東灘区深江本町 3-5-7
土曜・日曜 10：00～17：00 開館
（入館は 16：30 まで）
TEL 078-453-4980
http://fukae-museum.la.coocan.jp/index.html

―
深
江
の
ま
ち
は
、
こ
の
歴
史
を
、
今
後
ど
の
よ
う
に

活
か
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

　

深
江
の
歴
史
の
足
跡
と
し
て
、
深
江
文
化
村
は
で
き

る
だ
け
残
し
た
い
で
す
し
、
史
料
館
に
は
伝
え
て
い
く

使
命
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
最
後
に

残
っ
た
1
軒
は
、
個
人
の
住
宅
で
す
か
ら
、
無
理
強
い

も
で
き
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
に
歴
史
を
伝
え
て
い
く
た
め

に
は
、
史
料
館
で
き
ち
ん
と
展
示
を
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
先
日
、
古
澤
邸
が
残
念
な
が
ら
解
体
さ
れ
ま
し

た
が
、
調
度
品
や
建
築
部
材
を
で
き
る
だ
け
史
料
館
で

引
き
取
り
、
当
時
の
様
子
を
再
現
で
き
る
よ
う
展
示
し

て
い
ま
す
。

　

実
は
、
深
江
文
化
村
は
昔
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
存
在

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
音
楽
家
の
間
で
は
知
ら
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
市
民
レ
ベ
ル
で
は
、

も
う
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
た
存
在
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。 

そ
れ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
深
江
文
化
村
の

存
在
が
広
ま
る
に
つ
れ
、
史
料
館
を
訪
ね
て
く
る
人
が

増
え
ま
し
た
。
史
料
館
で
は
、
資
料
を
作
っ
て
提
供
し

た
り
、
深
江
文
化
村
の
向
か
い
の
神
楽
町
公
園
に
看
板

を
立
て
た
り
、
場
所
を
ご
案
内
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

―
史
料
館
で
の
展
示
が
素
敵
な
古
澤
邸
で
す
が
、
解
体

の
前
に
調
査
に
入
ら
れ
た
と
か
。

　

2
0
2
3
年
10
月
、
解
体
す
る
直
前
に
、
許
可
を
い

た
だ
い
て
調
査
に
入
り
ま
し
た
。
中
の
調
度
品
は
既
に

全
部
出
さ
れ
て
、
も
う
何
日
か
後
に
解
体
と
い
う
時
期

で
し
た
。
館
長
が
、
持
ち
帰
れ
る
も
の
を
、
史
料
館
で

展
示
し
た
い
と
お
願
い
し
た
ら
、
古
澤
さ
ん
は
ぜ
ひ

飾
っ
て
ほ
し
い
と
、
快
諾
い
た
だ
け
た
ん
で
す
。

　

古
澤
邸
は
、
三
角
屋
根
が
特
徴
の
２
階
建
て
の
西
洋

建
築
で
す
。
屋
根
裏
部
屋
で
、
棟
上
げ
の
時
に
棟
梁
や

施
主
の
名
前
や
、
建
築
年
月
日
を
書
い
た
も
の
が
な
い

か
調
べ
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
大
阪
窯
業
と
い
う
刻
印
の
あ
る
レ
ン
ガ
を
使
っ

た
暖
炉
や
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
様
式
の
階
段
が
あ
り
、
２
階

に
は
違
い
棚
の
あ
る
和
室
も
あ
り
ま
し
た
。
手
作
り
ガ

ラ
ス
や
タ
イ
ル
は
と
て
も
美
し
く
、
ス
イ
ッ
チ
類
に
至

る
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
飾
ら

れ
て
い
た
絵
か
ら
、
ド
ア
ノ
ブ
、
格
子
戸
、
階
段
の
一

部
ま
で
、
譲
っ
て
い
た
だ
い
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
展
示

し
て
あ
り
ま
す
。照
明
は
天
井
か
ら
吊
る
し
た
り
、カ
ー

テ
ン
レ
ー
ル
に
は
カ
ー
テ
ン
を
つ
け
た
り
、
な
る
べ
く

部
屋
の
様
子
を
想
像
し
て
も
ら
い
や
す
い
よ
う
に
工
夫

し
て
い
ま
す
。

―
ほ
か
に
も
何
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？

　

設
計
当
初
の
青
焼
き
の
設
計
図
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち

ら
は
、
寄
託
と
い
う
形
で
お
預
か
り
し
て
展
示
し
て
い

ま
す
。
古
澤
邸
の
と
こ
ろ
に
は
、「T

H
E RESID

EN
CE

O
F M
R.FU

RU
SA
W
A

（
ザ
・
レ
ジ
デ
ン
ス
・
オ
ブ
・

ミ
ス
タ
ー
・
フ
ル
サ
ワ
）」
と
記
載
が
あ
り
ま
す
。

1
9
2
5
年
の
設
計
図
の
現
物
が
残
っ
て
い
る
の
は
、

大
変
貴
重
で
す
。

―
唯
一
残
っ
て
い
る
冨
永
邸
に
つ
い
て
、
教
え
て
く
だ

さ
い
。

　

1
9
2
5
（
大
正
14
）
年
に
冨
永
初
造
が
建
て
た
、

日
本
で
初
め
て
の
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
建
築
ら
し
い
で

す
。 

冨
永
初
造
は
、
鈴
木
商
店
の
シ
ア
ト
ル
支
店
の
駐

在
員
だ
っ
た
の
で
、
ア
メ
リ
カ
暮
ら
し
が
長
く
、
そ
の

時
の
イ
メ
ー
ジ
を
日
本
の
暮
ら
し
の
中
に
持
ち
込
ん
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
貿
易
の
仕
事
を
し
て
い
て
、
深

江
文
化
村
に
住
ん
で
い
た
外
国
人
と
国
際
色
豊
か
な
交

流
を
し
ま
し
た
。

　

煙
突
の
あ
る
瓦
屋
根
の
西
洋
建
築
で
す
が
、
屋
根
に

日
本
瓦
が
使
わ
れ
る
な
ど
、
日
本
の
建
築
資
材
も
使
わ

れ
て
い
て
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
13
軒
あ
っ
た
深
江
文
化
村
の
家
も
、
相
続
な
ど

を
理
由
に
代
替
わ
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
1
軒
ま
た
1

軒
と
解
体
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

―
史
料
館
で
は
以
前
か
ら
、
小
学
生
の
団
体
見
学
を
受

け
入
れ
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。

　

小
学
３
年
生
の
社
会
科
の
「
昔
の
暮
ら
し
」
と
い
う

単
元
を
学
ぶ
た
め
、
コ
ロ
ナ
禍
前
は
毎
年
30
校
以
上
が

見
学
に
来
て
い
ま
し
た
。
東
神
戸（
中
央
区
よ
り
東
側
）

だ
と
、こ
う
い
っ
た
昔
の
生
活
文
化
が
分
か
る
展
示
は
、

う
ち
に
し
か
な
い
の
で
。
ち
な
み
に
西
神
戸
は
、
西
区

の
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
へ
見
学
に
行
き
ま
す
。

　

当
館
は
、
1
9
8
1
年
に
、
史
料
室
と
い
う
形
で
小

さ
な
施
設
を
作
っ
て
、
1
9
8
3
年
に
拡
張
し
て
今
の

史
料
館
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
当
初
、
見
学
に
来
て

い
た
の
は
、
本
庄
・
東
灘
・
福
池
と
い
う
、
地
元
小
学

校
３
校
が
メ
イ
ン
で
し
た
が
、
先
生
が
転
勤
し
て
別
の

学
校
に
行
く
と
、
そ
の
学
校
の
子
を
連
れ
て
く
る
と
い

う
形
で
、
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

―
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

　

は
い
。
1
9
9
0
年
代
前
半
頃
は
ま
だ
、
祖
父
母
の

家
に
昔
の
道
具
が
あ
り
、そ
れ
を
学
校
に
持
っ
て
き
て
、

実
物
を
み
ん
な
で
見
せ
合
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
時

代
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
地
震
の
直
前
ぐ
ら
い
に
な
る

と
、
祖
父
母
の
家
で
も
処
分
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
震
災
で
家
が

倒
壊
す
る
な
ど
で
、全
く
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。

そ
こ
か
ら
、
小
学
校
の
見
学
数
は
増
え
て
き
ま
し
た
。

本
物
は
、
家
に
も
学
校
に
も
な
く
、
史
料
館
や
博
物
館

地域の暮らしを伝える
まちかどの歴史博物館

収
蔵
品
が
静
か
に
語
る

知
ら
れ
ざ
る
地
域
の
歴
史

古
澤
邸
の
解
体
と

現
存
す
る
冨
永
邸

次
世
代
に
受
け
継
ぐ

生
活
の
歴
史

に
し
か
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。

　

た
だ
残
念
な
が
ら
、指
導
要
領
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
、

「
昔
の
暮
ら
し
」
の
授
業
時
間
数
が
半
減
し
ま
し
た
。

今
ま
で
だ
っ
た
ら
、
校
外
学
習
と
兼
ね
て
、
史
料
館
や

博
物
館
見
学
の
時
間
が
取
れ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
ほ

と
ん
ど
取
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
今
は
、
午
前
中
の
４

時
間
を
使
っ
て
、
学
校
を
出
発
し
て
見
学
し
、
給
食
ま

で
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
、
徒
歩
圏
内
の
小
学
校
だ
け

が
見
学
に
来
て
い
ま
す
。

―
史
料
館
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
何
を
伝
え
た
い
で

す
か
。

　

史
料
館
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
見
学
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
い
ま
す
。
本
当
は
実
物
を
見
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、

z
o
o
m
で
実
物
を
見
せ
な
が
ら
説
明
す
る
、
と
い
う

こ
と
が
で
き
な
い
か
、数
年
前
か
ら
検
討
し
て
い
ま
す
。

双
方
向
な
の
で
映
像
を
見
せ
な
が
ら
、「
こ
れ
、な
に
？
」

と
質
問
を
受
け
て
答
え
ら
れ
る
と
い
い
な
、
と
個
人
的

に
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

収
蔵
品
の
３
Ｄ
写
真
を
公
開
し
て
い
ま
す
。
映
像
を
ぐ

る
っ
と
回
し
て
裏
側
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す

よ
。

　

歴
史
に
は
日
本
や
世
界
の
動
き
と
い
う
大
き
な
流
れ

と
、
地
域
や
私
た
ち
の
暮
ら
し
と
い
う
小
さ
な
流
れ
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
ど
ち
ら
も
を
知
る
こ
と
で
、
物
事
を

立
体
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

時
代
が
変
わ
っ
て
も
、
先
人
が
遺
し
た
物
を
通
し
て
、

子
ど
も
た
ち
が
神
戸
や
深
江
の
歴
史
に
触
れ
る
機
会
を

こ
れ
か
ら
も
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

収蔵品を解説する、神戸深江生活文化史料館 大国正美館長。
日本近世史が専門で著書多数

昔はどの家庭でも使っていた道具たち。子どもたちが史料館で
現物を見て学ぶ意義は大きい

神戸深江文化村の古澤邸で使われていた調度品
が、当時の暮らしぶりを伝える

歴
史の
足
跡
を
た
ど
る
深
江
文
化
村
編

１．解体される直前の古澤邸。印象的な三角屋根も建築当時のまま　２．屋根裏に上が
ると、しっかりした梁（はり）や柱が出現　３．洋室にあった暖炉。レンガには「大阪窯業」
の刻印があった　４．優雅なたたずまいの階段。手すり部分の凝った装飾が美しい。手
すりの一部は神戸深江生活文化史料館にて展示している
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