
千
里
山
の
果
て
は
今
(
一
)

(千
里
山
駅
の
東
側
と
永
楽
園
)

二
十
四
回
生
奥
田
陽
一

大
正

問
年
に
住
宅
地
が
開
発
さ
れ
る
前
は
、
今
の
千
里
山
一

帯
は
佐
井
寺
の
農
家
の
人
々
が
所
有
す
る
畑
が
拡
が
り
桃
、
梅
、

柿
、
み
か
ん
な
ど
果
樹
が
主
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

佐
井
寺
か
ら
は
私
た
ち
の
通
学
路
だ
っ
た
旧
千
二
小
の
前
を
通

る
一
本
道
が
下
新
田
ま
で
続
い
て
い
ま
し
た
。
農
作
業
用
の
牛

車
が
よ
う
や
く
通
れ
る
細
い
道
で
す
。
佐
井
寺
の
住
人
か
ら
見

る
と
千
里
山
は
「
佐
井
寺
の
西
の
果
て
」
で
し
た
。

下
新
田
か
ら
は
急
な
山
道
が
続
き
、

日以
阪
口
善
雄
前
市
長
が

「
7
0
年
の
あ
ゆ
み
」
に
寄
稿
さ
れ
た
文
章
に
よ
る
と
、
電
車

が
開
通
し
た
千
里
山
と
の
太
い
パ
イ
プ
を
作
る
目
的
で
、
昭
和

6
年
人
力
に
よ
る
難
工
事
の
末
現
在
の
道
(
新
道
l
し
ん
み
ち
)

が
出
来
た
そ
う
で
す
。
下
新
田
か
ら
見
る
と
千
里
山
は
「
東
の

果
て
」
で
す
。

こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
の
は
小
学
校
低
学
年
の
時
魚
釣

り
、
ド
ン
グ
リ
拾
い
、
タ
ン
ポ
ポ
摘
み
な
ど
に
行
っ
た

一
帯
の

思
い
出
で
す
。
「
千
里
山
の
果
て
」
と
書
く
の
は
佐
井
寺
や
下

新
田
の
方
々
に
お
こ
が
ま
し
い
の
で
す
が
、
家
か
ら
遠
く
離
れ

た
と
こ
ろ
へ
行
く
冒
険
心
も
あ
り
、
学
校
が
終
わ
っ
た
後
さ
す

が
に
一
人
で
行
く
の
は
怖
く
て
、
友
達
何
人
か
と
連
れ
だ
っ
て

ま
し
た
。
魚
釣
り
と
同
様
親
が
知
っ
た
ら
目
を
む
く
よ
う
な
遊

び
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
幸
い
池
に
は
ま
る
こ
と
も
生
き
埋

め
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
こ
ろ
千
里
山
線
の
折
り
返
し
地
点
の
崖
の
北
側
で
住
宅

地
の
開
発
が
始
ま
り
ま
し
た
。
友
達
の
家
が
あ
り
よ
く
遊
び
に

行
き
ま
し
た
、
最
初
は
千
里
山
に
珍
し
い
応
急
の
バ
ラ
ッ
ク
建

て
で
中
で
遊
ぶ
に
は
楽
し
か
っ
た
の
で
す
が
、

周
り
に
住
宅
が

建
ち
始
め
る
頃
に
は
堂
々
た
る
本
建
築
に
建
替
え
ら
れ
ま
し

た
。
当
時
は
ダ
ン
プ
カ
ー
な
ど
は
な
く
、
線
路
を
敷
い
て
ト
ロ

ッ
コ
で
土
を
運
ぶ
の
を
飽
き
ず
に
眺
め
た
も
の
で
す
。

昭
和
知
年
に
住
宅
公
団
の
団
地
建
設
が
始
ま
り
、
真
っ
先
に

遊
び
場
だ
っ
た
崖
が
崩
さ
れ
る
な
ど
こ
の
辺
り
一
帯
は
大
き
く

変
わ
り
ま
し
た
。
団
地
が
完
成
し
た
後
も
住
宅
地
は
あ
る
程
度

残
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
が
、
昭
和
制
年
の
阪
急
電
車
の
延

伸
工
事
で
殆
ど
の
住
宅
が
立
ち
の
き
に
な
り
ま
し
た
。
住
宅
地

に
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
同
窓
生
と
確
認
に
行
っ
た
所
、
見
覚
え

の
あ
る
建
物
は
数
軒
し
か
な
い
そ
う
で
す
。
そ
の
千
里
山
団
地

も
建
設
後
見
年
が
経
ち
建
替
え
工
事
が
進
み
、
オ
ア
シ
ス
跡
に

〈

BF
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
も
あ
る
商
業
施
設

が
開
業
、
駅
前
広
場
も
工
事
中
で
景
色
が
一
変
し
ま
し
た
。
画

一
的
な
団
地
様
式
で
は
な
く
、
建
設
会
社
が
設
計
を
競

っ
た
そ

れ
ぞ
れ
に
デ
ザ
イ
ン
が
違
う
マ
ン
シ
ョ
ン
が
立
ち
並
ん
で
い
ま

す
。

エ
レ
ベ

ー
タ
ー
は
完
備
さ
れ
た
は
ず
で
す
が
、
シ
ニ
ア
層

に
は
団
地
内
巡
回
パ
ス
サ
ー
ビ
ス
も
欲
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

行
っ
た
場
所
で
す
。
家
に
は
「

O
Oち
ゃ
ん
と
こ
へ
遊
び
に
行

く
」
と
だ
け
行
っ
て
、
日
が
暮
れ
る
前
に
は
獲
物
を
手
に
し
て

何
食
わ
ぬ
顔
で
帰
っ
て
お
り
ま
し
た
。
子
供
の
脚
で
行
く
場
所

で
す
か
ら
せ
い
ぜ
い
家
か
ら
却
分
位
で
す
が
、

竹
や
ぶ
や
雑
木

林
、
た
め
池
、
畑
な
ど
あ
っ
て
、
整
然
と
住
宅
の
並
ぶ
千
里
山

と
全
く
違
う
場
所
で
す
。

千
里
山
駅
の
東
側

私
が
千
二
小
に
通
学
し
て
い
た
頃
は
、
地
下
道
を
く
ぐ
っ
て

す
ぐ
に
「
山
田
寺
」
か
「
佐
井
寺
観
音
」
の
ど
ち
ら
だ
っ
た
か

忘
れ
た
の
で
す
が
、
と
て
も
目
に
つ
く
道
標
が
建
っ
て
い
た
の

を
覚
え
て
い
ま
す
。

通
学
路
の
右
手
は
田
園
、
左
手
に
は
小
川
が
流
れ
雑
木
林
の

あ
る
小
山
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
人
家
も
両
側
に
数
軒
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
山
に
は
た
め
池
が
幾
つ
も
あ
り
、
ご
」

ぶ
な
」
や
「
ボ
テ
ン
」
が
よ
く
釣
れ
ま
し
た
。
時
に
は
「
赤
ん

ぽ
ら
」
と
呼
ん
で
い
た
、
お
腹
が
赤
い
ト
カ
ゲ
の
よ
う
な
生
き

物
ま
で
釣
れ
、
気
持
ち
が
悪
く
て
針
か
ら
外
し
て
池
へ
返
す
の

に
苦
労
し
ま
し
た
。
さ
す
が
に
通
学
路
か
ら
人
の
庭
を
通
っ
て

山
に
入
る
の
は
遠
慮
し
て
、
上
の
噴
水
か
ら
坂
を
下
っ
て
山
に

行
き
ま
し
た
。

地
層
が
見
え
る
崖
が
あ
り
絶
好
の
遊
び
場
で
し
た
。
子
供
心

に
は
高
い
崖
と
思
い
ま
し
た
が
、
せ
い
ぜ
い
叩
メ
ー
ト
ル
位
の

高
さ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、

脇
道
を
通
っ
て
頂
上
ま
で
登
っ
た

り
裾
の
方
に
小
さ
な
シ
ャ
ベ
ル
で
隠
れ
家
と
称
し
て
穴
を
掘
り

現千里寺辺りから望む駅前風景と駅東側の盤{千星山初年のあゆみより}
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録B臨時期は美和遊間(遊具は写っていない}があるので昭和 rT年から公団千星山団組

工事開始前の昭和 30年迄の聞か.娠前方に見えるのは柔道場、ーーが働かつてないので

昭和 30年頃中学の級友と入り込んで柔道のまねごkをしました.
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永
楽
園

地
層
の
見
え
る
崖
か
ら
少
し
北
へ
歩
く
と
大
き
め
の
池
が
あ

り
、
池
の
左
手
か
ら
始
ま
る
桜
並
木
を
進
む
と
左
右
に
住
宅
が

並
び
「
永
楽
園
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
野
球
場
の
「
後
楽

園
」
や
西
宮
に
あ
る
「
苦
楽
園
」
と
い
う
住
宅
地
は
当
時
で
も

知
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
思
う
と
「
永
楽
園
」
は
素
晴
ら
し

い
名
前
だ
と
思
い
ま
す
。

;

昔
の
「
永
楽
翻
」
の
写
真

「7
0
年
の
あ
ゆ
み
」
よ
り

撮
彫
時
期
不
鮮
昭
和
却
年
代

初
期
頃
か
?

手
前
に
抽
出
が
あ
り
、
池
の
向
こ

う
側
が
「
永
楽
園
」
住
宅
地
で

す
。
池
の
手
前
の
細
道
を
右
の

方
へ
に
行
く
と
関
大
駿
員
住
宅

が
あ
り
ま
し
た
。

「
永
楽
園
」
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
と
心
配
し
て
、

加
浅
野
倉
平
さ
ん
に
調
査
と
写
真
撮
影
を
お
願
い
し
、
ま
た
昨

年
日
月
に
は
千
里
山
在
住
の
同
窓
生
に
案
内
を
頼
ん
で
現
地
を

訪
れ
ま
し
た
。
幸
い
阪
急
電
車
は
「
永
楽
園
」
を
迂
回
し
「
永

楽
園
」
内
の
道
筋
は
昔
の
ま
ま
で
安
堵
し
ま
し
た
。

し
か
し
「
永
楽
園
の
池
」
は
あ
と
か
た
も
な
く
埋
め
立
て
ら

れ
、
関
大
自
動
車
部
の
合
宿
所
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。
家
々
は

千
里
山
同
様
ほ
ぽ
完
全
に
建
替
え
ら
れ
て
し
ま
い
、

一
帯
の
地

名
は
「
千
里
山
西
六
丁
目
」
に
変
わ
り
「
永
楽
園
」
の
名
は
浅

野
さ
ん
が
撮
ら
れ
た
電
住
の
写
真
に
「
西
永
楽
」
と
あ
る
の
と
、

線
路
を
跨
ぐ
「
永
楽
園
跨
線
橋
」
の
銘
板
と
し
て
残
る
だ
け
で

し
た
。

前ベ

l
ジ
の
写
真
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
か
ら
の
現
況
撮
影

前ベ
l
ジ
の
写
真
の
手
前
に
あ
る
細
道

の
真
上
に
架
か
っ
た
歩
行
者
専
用
の

跨
線
緩
か
ら
の
写
真
で
す
。
盗
か
彼
方

の
今
も
変
わ
ら
ぬ
高
圧
送
電
柱
に
ご注

目
下
さ
い
.

池
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
そ
こ
に
建
て

ら
れ
た
関
大
自
動
車
部
合
宿
所
の
看
板

が
、
写
っ
て
い
ま
す
。

最
初
に
池
を
訪
れ
た
時
水
際
ま
で
簡
単
に
降
り
て
い
く
こ
と

が
で
き
、
釣
り
の
跡
ら
し
き
場
所
も
あ
る
の
で
喜
ん
で
釣
り
を

始
め
ま
し
た
。
待
て
ど
暮
ら
せ
ど
当
た
り

一
つ
な
く
、
ボ
テ
ン

す
ら
釣
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
た
ち
は
「
永
楽
園
の
池
」
と
呼

び
ま
し
た
が
、
以
後
釣
り
を
し
た
覚
え
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
池
の
前
の
細
道
を
行
く
と
聞
大
の
教
員
住
宅
が
あ
り
、
更

に
そ
の
先
へ
行
く
と
も
う
佐
井
寺
で
、
旧
精
華
女
学
校
が
あ
る

と
聞
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
さ
す
が
に
そ
こ
ま
で
足
を
伸
ば
す

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
女
学
校
跡
は
現
在
「
謹
券
グ
ラ

ウ
ン
ド
」
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
「
永
楽
園
」
に
住
む
友

達
も
居
り
ま
し
た
が
遊
び
に
行
っ
た
こ
と
は
な
く
、
住
宅
地
内

部
の
様
子
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
殆
ど
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

吹
田

一
中
に
通
い
だ
す
と
通
学
路
と
は
別
に
池
の
横
の
階
段

を
上
る
と
朽
ち
か
け
た
裏
門
が
あ
り
、
「
永
楽
園
」
に
つ
な
が

っ
て
い
る
こ
と
が
判
り
時
々
寄
り
道
し
て
通
り
ま
し
た
。
水
の

き
れ
い
な
た
め
池
が
も
う

一
つ
あ
り
、
春
先
の
ま
だ
寒
い
日
に

友
達
の
身
体
を
洗
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
幸
い
誰
も
元
気
で

風
邪

一
つ
引
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
学
芸
会
(
卒
業
生
を
送
る
会

だ
っ
た
か
も
)
で
「
世
界
一
周
」
と
題
し
て
め
い
め
い
外
人
に

扮
し
ま
し
た
。
何
人
か
の
身
体
中
に
墨
を
塗
っ
た
り
絵
の
具
で

絵
を
描
い
て
、
腰
み
の
を
着
け
た
土
人
に
仕
立
て
上
げ
た
時
の

思
い
出
で
す
。
当
時

一
中
に
は
プ

i
ル
は
な
く
、
シ
ャ
ワ
ー
を

探
す
な
ど
考
え
も
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
。
一

中
に
通
っ
た
方
で

も
、
裏
門
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。

阪
急
電
車
の
延
伸
で
こ
の
辺
り
は
切
り
通
し
で
分
断
さ
れ
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電
柱
に
西
永
楽
の
銘
板
が
、
線
路
の
東
側
に
は
東
永
楽
の
表
示
も
あ
り
ま
す
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跨
線
橋
銘
板
に
残
る
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永
楽
園
」
の
名
前



突
き
当
た
り
ま
で
行
く
と
金
網
の
向
こ
う
に
、

一
中
跡
地
に

建
っ
た
ジ
ャ
ス
コ
の
駐
車
場
の
屋
根
が
見
え
、
一
中
裏
口
が
あ

っ
た
場
所
の
よ
う
で
し
た
。
通
り
が
か
り
の
人
に
尋
ね
る
と
、

近
く
に
ジ
ャ
ス
コ
へ
の
入
口
も
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

千
里
山
開
発
当
時
の
開
発
地
平
面
図
に
は
「
永
楽
園
」
の
部

分
が
欠
落
し
て
お
り
ま
す
。
昭
和
7
年
の
国
土
地
理
院
の
千
里

山
地
図
で
は
「
永
楽
園
」
の
地
名
は
あ
り
ま
せ
ん
が
「
永
楽
園
」

内
の
道
筋
と
「
永
楽
園
の
池
」
は
確
か
に
載
っ
て
お
り
ま
す
。

大
阪
住
宅
経
営
会
社
が
千
里
山
住
宅
地
の
一
部
と
し
て
同
時

期
に
開
発
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
す
が
、
「
永
楽
園
」

だ
け
が
住
宅
地
か
ら
少
し
離
れ
て
孤
立
し
た
場
所
に
あ
り
、
規

模
も
小
さ
い
の
で
別
の
会
社
が
独
自
に
開
発
し
た
可
能
性
も
捨

て
ら
れ
ま
せ
ん
。
「
7

0
年
の
あ
ゆ
み
」
に
は
「
永
楽
園
」
の

写
真
が
あ
り
ま
す
が
説
明
は

一
切
な
し
、
「
今
昔
展
図
録
」
に

は
「
永
楽
園
」
の
記
述
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
但
し
両
資
料
に
転

載
さ
れ
た
児
山
攻
氏
作
成
の
「
昭
和
初
年
頃
の
千
里
山
の
図
」

に
は

一
中
裏
門
と
共
に
「
永
楽
園
」
が
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

関
西
大
学
百
年
史
に
よ
る
と
「
千
里
山
駅
北
東
の
永
柴
園
池

ノ
上
(
現
吹
田
市
千
里
山
月
が
丘
)
の
丘
陵
地
約
九
千
坪
(
二
万

九
七
五

0
平
方
メ
ー
ト
ル
)
を
昭
和
二
十
四
年
七
月
に
京
阪
神

急
行
(
現
阪
急
電
鉄
)
か
ら
購
入
し
、
こ
こ
に
昭
和
二
十
六
年
八

月
教
職
員
用
の
住
宅
五
棟
を
建
て
、
恵
風
園
住
宅
と
名
付
け
た
」

と
あ
り
ま
す
。
小
生
の
同
期
の
中
井
君
の
家
が
あ
り
ま
し
た
。

千
里
山
線
延
伸
に
伴
い
阪
急
と
の
問
で
土
地
交
換
も
有

っ
た

は
ず
で
す
が
「
永
端
末
園
の
池
」
埋
立
て
地
や
そ
の
周
辺
に
聞
大

の
寮
や
合
宿
所
が
多
い
理
由
が
判
り
ま
す
。

後

記
本
稿
の
原
稿
を
当
時
「
永
楽
園
」
に
住
ん
で
居
ら
れ
た
会
員

の
お
金
尾
景
子
さ
ん
に
お
送
り
し
て
事
実
関
係
や
思
い
出
な
ど

追
加
し
て
頂
く
よ
う
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
弟
さ
ん
の
お
尾
崎

光
彦
さ
ん
(
神
戸
市
在
住
)
に
協
力
を
依
頼
し
て
頂
き
、
お
二
人

か
ら
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
ら
れ
た
結
果
や
思
い
出
、
昔
の
貴
重
な

写
真
を
お
送
り
下
さ
り
、
小
生
の
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
思
い

違
い
な
ど
多
数
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。
次
べ
i
ジ
以
降
に
謹
ん

で
掲
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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