
歴
史
散
歩

大
阪

同
志
社

川
口
居
留
地
跡
記
念
碑

年
追
想
し
て
詠
ま
れ
六
も
の
で
あ
る
。
し
い
歳
打
の

^
^
」
一
ら
^
^
」
一
9
こ
と
^
一
じ
き
な
^
た
こ
^
^
^

な
歌
か
ら
判
断
し
て
も
、
い
か
に
、
こ
の
大
阪
の
失

敗
が
先
生
に
深
い
心
の
痛
手
を
与
え
九
か
を
知
る
こ

と
か
で
き
よ
、
つ
0

そ
れ
で
、
こ
れ
か
ら
大
阪
を
散
歩
す
る
に
あ
た
り
、

こ
の
明
治
8
年
の
で
き
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
淀
川

べ
り
か
、
冬
い
て
い
こ
う
と
忠
う
。

は
じ
め
に

主
義
と
立
ち
七
義
と
什
れ
ん
致
身
な
り

浪
華
の
夢
の
世
に
し
あ
ら
ね
ぱ

明
治
8
年
の
は
じ
め
、
先
生
は
、
大
阪
に
宿
願
の

学
校
を
創
設
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
周
囲
の

器
か
ら
、
そ
れ
は
失
敗
に
終
り
、
あ
わ
れ
一
場
の

夢
と
化
し
た
。
冒
頭
の
和
歌
は
そ
の
時
の
こ
と
を
後

鏑
木
路
易

川
口
外
人
居
留
地
の
跡

先
生
は
、
帰
国
し
て
の
し
ぱ
ら
く
阜
、
、
安
中
の
家

庭
で
送
ら
れ
た
の
ち
、
明
治
8
年
1
剣
器
日
に
、
湘

路
大
阪
に
上
陸
き
れ
た
。
そ
し
て
、
川
口
与
力
町
3

番
に
あ
っ
た
宣
教
師
ゴ
ル
ド
ン
の
邸
宅
を
仮
り
の
住

居
と
し
て
、
阪
初
地
方
で
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
に
従

出
し
て
お
ら
れ
た
。
阪
神
地
方
の
外
人
宣
教
肺
の
多

く
は
、
は
じ
め
英
語
の
私
塾
を
開
い
て
い
九
が
明
治

6
年
2
月
、
切
支
丹
禁
制
の
高
札
の
撤
去
の
頃
か

ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
条
格
的
に
開
始
し
て
い

九
。
先
生
は
、
そ
の
応
援
の
た
め
に
、
は
る
ば
る
こ

の
地
忙
招
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
川
口
と
は

0

江
月
時
代
、
諸
国
諸
蕪
の
艦
は
、
堂
周
川
に
、

1
佐
堀
川
に
、
水
路
も
狭
し
と
鉾
き
あ
っ
て
い
た
。

そ
の
頃
、
川
H
は
船
番
所
の
あ
っ
た
、
い
わ
ぱ
、

港

ω
監
督
場
で
あ
っ
北
。
そ
れ
が
将
末
か
ら
維
新
に
か

け
、
大
阪
か
開
市
・
剛
港
す
る
と
、
こ
の
川
口
は
、

貿
鼎
と
し
て
生
れ
変
わ
り
、
付
近
は
、
洋
商
館
や

外
人
の
邸
宅
力
判
を
列
ね
る
異
人
街
と
な
っ
九
。
宵

教
師
ゴ
ル
ド
ン
の
邸
宅
は
そ
の
中
に
あ
っ
た
で
山

る
。
だ
か
ら
、
大
阪
の
文
明
開
化
の
波
は
、
こ
こ
か

ら
則
剛
に
そ
の
波
紋
を
拡
げ
て
い
っ
た
し
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
仏
遭
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
も
ど
・
も
、
こ
こ

を
そ
の
中
心
地
と
し
六
の
で
あ
る
。

記
録
に
ょ
れ
ぱ
、
明
治
8
年
に
は
、
外
国
舩
は
一

隻
も
川
口
に
人
港
し
て
い
な
い
。
士
砂
の
流
入
が
多

く
、
水
深
が
浅
い
淀
川
は
、
港
を
つ
く
る
に
も
不
適

当
だ
っ
た
か
ら
、
貿
易
港
と
し
て
の
繁
誉
神
戸
に

奪
わ
れ
九
の
で
あ
る
。
先
生
は
、
こ
の
桃
を
ど
の

よ
う
に
看
取
き
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
後
、
川
口
は
明
治
巧
年
に
廃
港
と
な
り
、
外

人
居
留
地
も
、
条
約
改
正
に
と
も
な
い
明
治
部
年
に

こ
こ
か
ら
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今

は
上
場
、
倉
庫
の
並
靴
踏
の
地
と
な
っ
て
お
り
、

記
<
芯
碑
の
み
が
そ
の
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
ろ
に
過

ぎ
な
い
。

土
佐
堀
川
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先
生
は
大
阪
に
来
ら
れ
て
間
も
な
く
、
 
1
月
部
日

に
、
い
わ
ゆ
る
『
大
阪
会
議
』
に
出
席
す
る
六
め
木

戸
孝
允
が
来
阪
中
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
れ

た
。
大
川
難
波
町
の
鹿
島
邸
に
木
戸
を
訪
ね
て
朕

し
、
学
校
の
創
群
画
を
打
ち
明
け
、
そ
の
支
援
是

乞
わ
れ
北
。
そ
の
の
ち
も
、
先
生
は
、
:
度
、
三
度
、

鹿
島
邸
や
筑
前
橋
の
尾
道
屋
に
、
木
戸
を
訪
ね
ら
れ

こ
こ
で
、
先
生
が
、
木
.
戸
を
訪
ね
る
九
め
、
幾
度

か
往
復
き
れ
九
で
あ
ろ
う
士
佐
堀
川
の
、
当
時
の
姿

を
想
起
し
て
み
ょ
う
。

江
戸
時
代
の
土
佐
堀
川
一
帯
の
地
は
両
替
屋
が
多

く
、
蔵
屋
敷
の
多
か
っ
た
堂
島
川
沿
岸
と
と
も
に
、

『
天
下
の
台
所
・
大
阪
の
心
臓
部
を
構
成
し
た
。

幕
末
か
ら
維
新
に
か
け
、
こ
の
心
臓
部
に
、
戲
屋
敷

の
廃
止
・
株
仲
間
の
解
散
な
ど
と
い
う
征
矢
が
、

本
、
三
本
と
撃
ち
込
ま
れ
、
そ
の
器
は
乱
醇
き

わ
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
写
＼
は
な
か
た
没

落
す
る
老
舗
に
替
っ
て
、
新
し
く
興
た
商
人
た
ち

は
、
、
し
の
不
死
身
の
心
臓
を
.
冉
び
正
淵
に
戻
し
て
い

つ
六
。
明
治
8
作
の
上
佐
堀
川
は
、
そ
、
フ
し
た
新
し

い
息
吹
が
、
ひ
し
ひ
し
、
感
し
ら
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
力
空
気
の
中
を
征
復
さ
れ
た
先
生
は
、

そ
の
^
相
^
ぞ
^
^
せ
ん
と
す
る
、
^
屈
の
鬪
志
ゆ

、

0

つ
で
う
か
き
立
て
ら
れ
六
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し

今
も
、
こ
の
あ
北
り
は
、
官
庁
、
商
社
の
群
丑
9

る
、
大
大
阪
の
心
臓
撃
あ
る
こ
と
は
知
ら
ぬ
人
も

な
い
。

磯
野
と
渡
辺

木
.
戸
孝
允
が
来
阪
し
た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に

大
阪
会
議
』
に
出
席
す
る
九
め
で
あ
る
。
木
戸
を

は
じ
め
、
大
久
保
・
板
垣
・
伊
藤
・
井
上
と
い
っ
た

削
野
の
実
力
者
奈
り
、
明
治
の
新
し
い
政
治
の
方

向
を
泱
定
づ
け
九
A
途
じ
あ
る
。
先
生
に
支
援
を
乞

わ
れ
た
木
戸
は
、
こ
の
重
要
な
会
議
の
あ
い
間
を
、

先
生
の
六
め
に
割
く
こ
と
を
す
こ
し
も
厭
わ
な
か
っ

た
。
豪
商
磯
野
小
右
禽
に
、
鞍
鴛
の
資

金
と
し
て
、
二
万
の
大
金
を
出
す
こ
と
爲
束

さ
せ
、
知
耶
波
辺
昇
に
、
学
枝
設
゛
.
の
許
可
を

、
゛

1

与
え
る
よ
う
説
い
力
で
し
て
、
そ
の
結
果
を

先
中
に
伝
え
て
、
木
i
は
東
京
へ
上
っ
て
い
っ

た
し
力
し
 
2
剣
終
り
先
牝
力
知
*
に

、

ー
た
と
こ
ろ
、
先
生
の
器
一
と
す
る
キ
リ
ス

Z

ト
教
々
票
、
ど
ぅ
し
て
も
知
器
森
す
る

"

と
こ
ろ
と
な
、
り
ず
、
卞
義
に
立
っ
た
先
件
は
、
'
↓

宿
願
の
学
惇
ぜ
、
大
阪
に
創
設
す
る
こ
と
を
晰
.
、

<
ゞ
れ
九
の
で
血
る
。
磯
野
の
資
金
も
、
そ
n

と
と
・
0
^
、
 
J
ザ
^
ル
^
と
な
っ
^
L
田
^
つ
て
し
ま
六

怖
志
社
の
歴
史
の
上
で
は
、
不
え
関
係
名
と
な

つ
た
磯
野
と
腸
も
、
大
阪
の
歴
史
の
上
で
は
,
」
心
れ

る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で
女
。

磯
野
は
、
木
.
"
と
ω
じ
く
、
長
州
萩
の
人
で
山
る
。

玲
才
の
時
、
 
F
関
に
出
て
上
業
に
失
敗
、
つ
い
で
大

阪
に
移
り
、
維
新
の
混
乱
則
を
巧
み
に
泳
き
入
相
場

で
一
躍
豪
商
と
な
っ
六
人
で
あ
る
。

そ
の
の
ち
も
、
磯
野
は
初
代
堂
島
米
商
会
所
頭
取

第
6
代
米
穀
取
引
所
瑞
長
を
歴
任
し
て
*
り
、

.藤
田
仏
二
郎
と
と
も
に
、
大
阪
財
界
の
長
州
閥
を
つ

'
,
一

゛

磯
野
は
、
大
阪
に
移
っ
た
当
座
、
し
ぱ
ら
く
、
長

r
Y
圏
弘

:
゛
一
'
.
气
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州
の
密
偵
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
頃
、
木
戸

は
、
札
小
万
郎
と
し
て
京
洛
で
活
躍
し
て
い
た
か

、し

ら
、
両
名
の
関
係
は
、
そ
う
し
九
と
こ
ろ
か
ら
は
じ

ま
っ
北
の
で
は
あ
ろ
ま
い
か
。

渡
辺
昇
は
大
村
藩
の
人
。
江
戸
で
、
学
を
安
井
息

軒
に
、
剣
を
斎
簾
弥
九
郎
に
教
え
ら
れ
九
。
木
戸
と

と
も
に
、
斎
簾
門
下
の
三
羽
鳥
L
需
わ
れ
た
剣
t
で

あ
る
。
渡
辺
が
大
阪
府
知
器
な
っ
力
の
も
、
木

の
援
助
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
正
知
事
に
な
っ
九

の
は
、
明
治
Ⅱ
年
1
門
で
あ
る
か
ら
、
先
生
が
会
わ

れ
た
明
治
8
年
は
、
ま
だ
権
知
事
と
い
う
位
草
あ

つ
た
こ
と
に
な
る
。
渡
辺
知
雫
は
、
キ
リ
ス
ト
教
々

育
に
反
対
し
九
が
、
師
の
爰
井
昇
も
明
治
の
は
じ

め
、
反
キ
リ
ス
ト
教
主
義
者
と
し
て
有
名
で
あ
っ

た
。
と
は
い
ぇ
、
暢
は
名
知
事
の
一
人
で
あ
る
。

例
治
8
年
4
月
、
先
生
は
大
阪
の
失
敗
に
ょ
っ
て

受
け
ら
れ
北
傷
心
の
身
を
駆
コ
L
、
京
都
で
学
校
創

券
一
釜
を
き
れ
た
が
、
つ
い
に
、
同
年
6
月
、

蒸
気
で
淀
川
を
遡
航
、
両
度
、
京
都
に
上
ら
れ
、
同

心
社
の
設
立
と
と
も
に
、
こ
こ
を
、
水
住
の
地
と
き
れ

九
の
で
あ
る
。
 
6
月
8
日
付
パ
X
民
治
へ
忠
筒
に
、

一
昨
日
大
阪
に
罷
り
帰
り
、
咋
日
蒸
気
船

-
N
て
淀
Ⅱ
に
湖
り
上
京
致
し
京
肺
に
於
て
:
:
:
』

と
禽
い
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
し
ぱ
ら
く
、
当

時
の
川
蒸
気
を
中
心
と
し
て
、
天
満
橋
付
近
を
散
少

し
て
み
ょ
、
ク
。

こ
の
あ
九
り
は
、
往
時
の
渡
辺
の
電
で
、

『
わ
た
の
べ
や
大
江
の
岸
に
,
宿
り
し
て
・
・
:
:
』

と
、
謡
曲
『
船
辧
慶
一
に
う
た
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
、

渡
辺
綱
の
故
地
で
あ
る
。
楠
正
行
が
、
寒
中
、
、
'

に
落
ち
た
敵
号
救
出
し
た
と
い
う
、
渡
辺
橋

一
名
大
鴛
・
・
・
・
・
・
の
古
戦
場
地
で
も
あ
る
。
^
奇
妙
な

こ
と
に
堂
島
川
に
、
渡
辺

僑
・
火
江
橋
が
あ
る
。

こ
四
倫
橋
の
西
票
、
江
戸
時
代
代
三
十
石
鼎

の
充
着
場
と
し
て
賑
っ
た
八
軒
家
で
あ
ろ
。

『
・
・
・
・
・
・
数
も
限
ら
ぬ
家
々
あ
一
、
い
か
に
名
つ
け
て

天
満
橋
と
川
蒸
汽

＼
^
^
^
^
^
^
^
^
ト
リ
,
ー
:
:
:
^
^
^
、
^
^

犬
網
1
四
で
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
^
地
^
の
起

り
は
、
八
軒
の
家
が
あ
っ

た
力
ら
と
^
^
^
る

^
は
り
、
こ
^
^
^
"
^
を
^
^
^
と
し
て
、
明
^

2
年
以
来
、
川
蒸
気
が
三
十
右
船
に
替
二
＼
議

往
還
の
人
々
に
の
ど
か
寵
川
凧
擧
満
喫
き
せ
て

く
^
た
。
そ
し
て
、
絢
^
響
^
と
い
わ
^
た
^
^
^

^
^
^
を
^
リ
^
し
六
^
^
^
^
^
^
^
じ
あ
る
^

一
.
】1

ノ
」

ら
、
先
生
と
し
て
は
、
京
都
に
上
る
に
は
、
こ
の
川
蒸

気
を
利
用
さ
れ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

岡
蒸
気
が
走
っ
て
も
、
上
り
6
時
閻
の
気
楽
な
船

旅
を
喜
ぶ
人
々
も
多
く
、
そ
の
利
用
者
は
そ
う
減
ら

な
か
っ
北
。
し
か
し
、
明
治
の
終
り
、
や
は
り
天
満

橋
を
発
着
場
と
す
条
阪
電
車
が
出
現
す
る
と
、

川

蒸
気
は
急
速
坂
微
し
、
大
正
も
深
ま
る
托
つ
れ
、
淀

川
か
ら
姿
轟
し
て
し
ま
た
今
は
、
双
輔
の

一
】
0

女
王
』
川
蒸
気
も
、
古
老
の
語
0
;
千
と
は
な

ナ

そ
の
示
阪
.
蜑
も
、
今
俸
は
、
淀
屋
橋
ま
で
延
長

き
れ
、
天
満
橋
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

の
性
桜
を
失
わ
ん
と
し
て
い
る
ま
こ
と
に
、
こ
う

し
て
、
稿
り
つ
づ
け
る
上
『
吻
治
は
遠
く
な
り
に
け

り
』
と
い
う
亘
小
讐
涌
感
き
せ
ら
れ
る
。

(
香
里
筒
杖
教
綸
・
社
会
)

(淀川の河蒸気)
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