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江戸後期の千住宿図
( 郷土博物館蔵高田家文書 )

　

左
の
絵
図
は
江
戸
時
代
に
作

成
さ
れ
た
千
住
宿
図
の
一
つ
で

す
。
真
ん
中
を
南
北
に
走
る
の

が
日
光
道
中
、
南
に
描
か
れ
て

い
る
の
が
千
住
大
橋
で
す
。

　

千
住
二
丁
目
の
名
主
を
つ
と
め
た
高
田

家
が
伝
来
し
た
絵
図
で
す
。
町
役
人
が
宿

場
と
し
て
の
機
能
を
確
認
す
る
た
め
に
作

成
さ
れ
た
絵
図
ら
し
く
、
本
図
で
の
み
確

認
で
き
る
記
述
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

■
「
御
関
札
」　

例
え
ば
宿
場
の
入
口
に

設
置
さ
れ
た
「
関
札
」
の
記
載
で
す
。
関

札
は
宿
場
を
利
用
す
る
大
名
や
公
家
な
ど

の
名
前
を
掲
示
し
て
、
他
の
大
名
た
ち
に

宿
場
の
利
用
状
況
を
知
ら
せ
る
役
割
が
あ

り
ま
し
た
。
今
日
の
ホ
テ
ル
や
旅
館
で
掲

げ
ら
れ
る
歓
迎
看
板
の
役
割
に
近
い
機
能

で
し
ょ
う
か
。

　

本
図
を
見
る
と
千
住
大
橋
側
に
は
、
現

在
の
千
住
河
原
町
南
部
に
一
ヶ
所
、
北
側

に
は
千
住
五
丁
目
に
一
ヶ
所
設
置
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
参
勤
交
代
は

一
般
的
に
四
、六
、八
、十
二
月
に
国
元
出
発
、

江
戸
出
発
が
八
月
が
あ
り
ま
す
が
、
と
く

絵
図
が
語
る
千
住
宿

郷

土

博

物

館

千住五丁目の関札部分

（拡大）本写真は上が西
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に
「
武
家
諸
法
度
」
で
指
示
さ
れ
て
い
る

四
月
中
は
集
中
し
、
関
札
の
機
能
は
宿
場

の
円
滑
利
用
の
た
め
に
不
可
欠
で
し
た
。

■
本
陣　

千
住
宿
の
本
陣
は
千
住
三
丁
目

南
端
の
街
道
西
側
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

構
造
は
現
在
、
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
が

本
図
に
は
そ
の
手
が
か
り
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
右
の
部
分
拡
大
し
た
記
載
に
よ
る

と
、
街
道
側
に
冠
木
門
が
あ
り
、
中
に
入

る
と
棟
門
が
見
え
ま
す
。
さ
ら
に
本
陣
の

主
屋
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
形
は
本

陣
の
格
式
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
（
歌
川

広
重
《
東
海
道
五
十
三
次　

関　

本
陣
早

立
》
な
ど
）、
大
名
や
日
光
門
主
、
公
家

た
ち
が
利
用
し
た
当
時
の
よ
う
す
を
連
想

さ
せ
ま
す
。
上
に
記
さ
れ
た
「
三
丁
目　

本
陣　

市
郎
兵
衛
」
は
秋
葉
市
郎
兵
衛
家

の
こ
と
で
長
く
千
住
宿
の
本
陣
を
つ
と
め

て
明
治
に
至
っ
て
い
ま
す
。

■
小
菅
御
殿　

ほ
か
に
将
軍
家
御
殿
で
あ

る
小
菅
御
殿
も
宿
場
の
北
東
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。
将
軍
家
の
御
殿
は
、
四
代

将
軍
の
徳
川
家
綱
が
利
用
し
た
慶
安
年

間
（
一
六
五
〇
年
ご
ろ
）
設
置
の
千
住
御

殿
が
あ
り
ま
し
た
が
、
享
保
年
間
の
は
じ

め
（
一
七
一
〇
年
頃
）
ま
で
に
廃
止
さ
れ
、

そ
の
後
、
小
菅
に
あ
っ
た
屋
敷
（
は
じ
め

代
官
伊
奈
氏
の
屋
敷
、
の
ち
側
用
人
柳
沢

吉
保
の
屋
敷
）
に
、
御
殿
が
構
築
さ
れ
、

八
代
吉
宗
と
九
代
家
重
が
た
び
た
び
利
用

し
ま
し
た
。
将
軍
の
通
行
も
し
ば
し
ば
行

わ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
千
住
宿
に
隣
接

す
る
重
要
施
設
で
し
た
。

　

本
絵
図
は
、
こ
の
た
び
千
住
本
町
商
店

街
振
興
組
合
さ
ん
が
掲
示
し
た
「
千
住
ほ

ん
ち
ょ
う
商
店
街
歴
史
散
歩
」（
下
記
参

照
）
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

江
戸
四
宿
最
大
の
宿
場
で
あ
っ
た
千
住

宿
の
姿
を
想
像
す
る
よ
す
が
と
し
て
是
非

ご
覧
く
だ
さ
い
。

 
（
郷
土
博
物
館
）

新
し
い
千
住
宿
案
内
が
で
き
ま
し
た
！

　
千
住
一
丁
目
の
旧
ト
ポ
ス
・
第
一
生
命

ビ
ル
・
都
税
事
務
所
の
一
帯
は
再
開
発
ビ

ル
建
設
の
た
め
解
体
工
事
中
で
す
。

　
こ
の
工
事
フ
ェ
ン
ス
に
、
千
住
本
町
商

店
街
振
興
組
合
（
千
住
ほ
ん
ち
ょ
う
商
店

街
）
と
工
事
会
社
㈱
フ
ジ
タ
の
ご
協
力
に

よ
り
、
六
月
一
九
日
、
千
住
宿
の
案
内
を

掲
示
し
ま
し
た
。

　
旧
道
の
商
店
街
側
で
は
、
「
千
住
ほ
ん

ち
ょ
う
商
店
街
歴
史
散
歩
」
と
題
し
、「
森

鷗
外
の
旧
居
」
と
「
繁
栄
　
千
住
宿
」
の

案
内
を
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
、
森
鷗
外

の
父
静
男
が
医
院
を
開
い
た
場
所
で
、
鷗

外
も
こ
の
家
か
ら
人
力
車
で
東
大
病
院
へ

通
っ
て
い
ま
し
た
。
文
京
区
立
森
鷗
外
記

念
館
所
蔵
の
肖
像
写
真
が
当
時
の
鷗
外
の

姿
を
示
し
て
い
ま
す
。
鷗
外
と
は
「
千
住
」

を
示
す
と
い
う
名
前
の
由
来
も
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　
「
繁
栄
　
千
住
宿
」
で
は
、
郷
土
博
物

館
所
蔵
の
千
住
宿
絵
図
（
上
記
参
照
）
を

提
供
し
ま
し
た
。
現
在
と
の
比
較
も
で
き

高
詳
細
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
た
め
、
絵
図

の
細
か
い
表
現
も
楽
し
め
ま
す
。

　
郷
土
博
物
館
制
作
の
も
の
は
、
「
千
住

宿
場
案
内
」
と
題
し
、
千
住
宿
の
特
徴
を

「
細
長
い
敷
地
」
・
「
寺
と
神
社
」
・
「
日
光

道
中
と
つ
く
り
」
・
「
二
つ
の
堤
防
」
・
「
問

屋
の
ま
ち
」
と
い
っ
た
五
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
を
取
り
上
げ
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
も
旧
街
道
を
歩
い
て
実
感
で
き
る
内

容
で
す
。
ま
た
、
工
事
中
の
た
め
一
時
撤

去
し
て
い
る
「
鷗
外
碑
」
の
解
説
も
。
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
を
見
て
「
鷗
外
碑
」
を
探
し

て
い
る
方
へ
も
対
応
し
て
い
ま
す
。
地
元

に
お
住
ま
い
の
方
は
も
ち
ろ
ん
、
史
跡
巡

り
に
訪
れ
た
方
に
も
、
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
る
内
容
で
す
。

三丁目南の千住宿本陣の記載

商店街側の貼り込み作業（上）

絵図シートは 900 × 3600 ｃｍの大きさで

見ごたえ充分。

郷土博物館の「千住宿場案内」（下）

旧道から、通称「のみ横」へ至る道側へ掲

示しています。
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■
資
料
の
概
要

　

昨
年
十
月
、
当
館
に
千
寿
第
四
小
学

校
（
現
千
寿
常
東
小
学
校
）
卒
業
生
で
あ

る
松
村
幸
司
氏
の
ご
遺
族
内
田
幸
子
様
か

ら
、
戦
前
～
前
後
に
か
け
て
の
同
校
に
関

す
る
資
料
が
寄
贈
さ
れ
た
。

　

※ 
千
寿
第
四
小
学
校
と
い
う
名
称
は
、

戦
後
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
身
は

千
寿
第
四
尋
常
小
学
校
だ
が
、
昭
和

十
六
年
四
月
一
日
の
国
民
学
校
令
に

よ
り
、
千
寿
第
四
国
民
学
校
に
名
称

が
変
わ
っ
た
。
松
村
氏
は
昭
和
十
四

年
に
入
学
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で

は
千
寿
第
四
小
学
校
と
表
記
す
る
。

　

松
村
氏
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
二

月
に
千
住
旭
町
で
生
ま
れ
、
昭
和
十
四
年

四
月
に
千
寿
第
四
尋
常
小
学
校
に
入
学
し

た
。
生
前
松
村
氏
は
一
年
生
か
ら
六
年
生

ま
で
の
資
料
を
丁
寧
に
整
理
し
、
保
存
さ

れ
て
い
た
。

　

寄
贈
さ
れ
た
資
料
は
、
松
村
氏
が
小
学

校
時
代
に
授
業
の
一
環
で
作
成
し
た
作

文
・
図
画
・
習
字
や
試
験
答
案
、
学
校
側

が
作
成
し
生
徒
に
配
布
し
た
文
書
な
ど
、

全
部
で
二
〇
三
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
中
か
ら
、
い
く
つ
か
の
資
料
を
紹
介

し
、
戦
時
下
の
小
学
校
で
ど
の
よ
う
な
教

育
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
を

見
て
み
た
い
。

■
資
料
に
見
る
戦
争
と
日
常

　

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
時
勢

を
反
映
し
た
資
料
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小

学
校
二
年
生
の
時
に
描
い
た
図
画
は
、
日

独
伊
三
国
同
盟
の
成
立
を
祝
う
資
料
で

あ
る
（
写
真
１
）。
日

独
伊
三
国
同
盟
は
、
昭

和
十
五
年
九
月
二
十
七

日
に
成
立
し
、
日
本
の

国
際
的
孤
立
を
深
め
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
当
時
の

日
本
で
は
好
意
的
に
受

け
止
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
政
治
的
な
話

題
が
小
学
校
二
年
生
の

図
画
の
時
間
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
他
に
も
、
戦
闘
機
や
軍
艦
の
図
画

な
ど
も
み
ら
れ
る
。

　

資
料
の
中
に
は
、
賞
状
類
も
多
く
含
ま

れ
て
い
る
。
昭
和
十
四
年
七
月
に
は
「
今

事
変
に
際
し
恤
兵
金
御
寄
付
に
つ
き
」
と

記
さ
れ
た
陸
軍
大
臣
板
垣
征
四
郎
の
感
謝

状
が
あ
る
。「
今
事
変
」
と
は
、
同
年
五

月
十
一
日
か
ら
九
月
十
六
日
ま
で
継
続
し

た
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
恤
兵
（
じ
ゅ
っ
ぺ
い
）
と

は
、
物
品
を
送
っ
て
、
戦
地
の
兵
士
を
慰

問
す
る
こ
と
で
あ
る
。つ
ま
り
松
村
氏
は
、

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
に
際
し
て
陸
軍
に
寄
付

金
を
贈
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
昭
和
十
四

年
と
い
え
ば
、
松
村
氏
は
ま
だ
小
学
校
に

入
学
し
た
ば
か
り
だ
。

　

こ
う
し
た
戦
時
色
は
、
作
文
に
お
い
て

顕
著
に
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
松
村
氏
の

作
文
を
二
つ
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
は
昭
和

十
六
年
十
二
月
十
二
日
に
書
か
れ
た
も
の

を
見
て
み
よ
う
。

◦
〔　

〕
は
先
生
の
校
訂
・
コ
メ
ン
ト

◦ 
旧
字
は
す
べ
て
新
字
に
改
め
、
適
宜
句

読
点
を
補
っ
た
。

　
日
米
英
戦
争

十
二
月
八
日
朝
、
ラ
ヂ
オ
で
「
戦
争
が
始

ま
っ
た
。」
と
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
言
っ
た
。

僕
は
「
い
よ
〳
〵
始
っ
た
な
」
と
思
っ
た
。

学
校
で
十
一
時
三
十
分
に
天
皇
陛
下
か
ら

「
戦
を
や
れ
」
と
言
ふ
勅
が
下
っ
た
。
学

校
で
は
ラ
ヂ
オ
で
り
ん
じ
ニ
ュ
ス（
マ
マ
）

を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
け
い
防
だ
ん
の

を
ぢ
さ
ん
も
聞
い
て
い
た
。
僕
は
胸
が
ど

き
〳
〵
し
て
来
た
。
僕
は
一
枚
の
紙
で
も

む
だ
に
し
な
い
で
、し
っ
か
り
勉
強
し
て
、

体
を
ぢ
や
う
ぶ
に
し
て
、
大
き
く
な
っ
た

ら
お
国
の
た
め
に
や
く
立
人
に
な
り
た
い

と
思
ひ
ま
し
た
。
学
〔
校
〕
か
ら
か
へ
る

と
ラ
ヂ
オ
が
り
ん
時
ニ
ュ
ス
と
音
楽
ば
か

り
や
っ
て
い
〔
ゐ
〕
ま
し
た
。
い
ま
で
は

ハ
ワ
イ
・
グ
ア
ム
島
・
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
ぐ

ん
島
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
上
陸
し
、
爆
撃
し

て
き
ま
し
た
。
夜
に
な
る
と
け
い
か
い
け

い
は
う
が
鳴
り
ま
し
た
。
僕
は
前
か
ら
わ

る
口
を
い
っ
て
い
た
米
英
が
一
日
で
も
早

く
つ
ぶ
れ
ま
す
や
う
に
神
様
に
お
い
の
り

を
し
て
い
ま
す
。
終

　 〔
。
の
下
を
一
字
あ
け
て
か
き
ま
せ
う
。

あ
の
日
の
気
持
が
よ
く
か
け
て
ゐ
ま

す
。〕

　

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
、
日
本
は
米

国
の
真
珠
湾
を
攻
撃
し
、
太
平
洋
戦
争
が

勃
発
し
た
。
こ
の
作
文
は
、
そ
の
わ
ず
か

四
日
後
に
書
か
れ
て
い
る
。
松
村
氏
は
、

「
い
よ
〳
〵
始
っ
た
な
」
と
思
っ
て
お
り
、

ま
だ
三
年
生
な
が
ら
、
米
英
と
の
戦
争
が

始
ま
る
こ
と
を
予
感
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
松
村
氏
が
朝
に
聞
い
た
ラ
ジ
オ
は

家
で
聞
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
学
校

に
行
っ
て
警
防
団
の
人
も
含
め
て
皆
で
ラ

ジ
オ
を
聞
い
た
。
松
村
氏
は
胸
が
ド
キ
ド

キ
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、「
お
国
の
た

戦
時
下
の
小
学
校
生
活

―
千
寿
第
四
小
学
校
関
係
文
書
―

写真１　２年生の図画（昭和１５年）

日独伊の国旗が描かれている
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〈再生紙を使用しています〉

め
に
」
役
立
つ
人
間
に
な
り
た
と
い
願
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
軍
事
色
の
一
方
で
、

先
生
の
コ
メ
ン
ト
に
は
、
句
点
の
下
を
一

文
字
開
け
て
書
く
よ
う
に
と
い
う
指
導
が

書
か
れ
て
お
り
、
今
と
変
わ
ら
ぬ
教
育
の

あ
り
方
も
う
か
が
え
る
。

　

次
に
当
時
の
日
常
生
活
を
記
し
た
五
年

生
（
昭
和
十
九
年
）
の
時
の
作
文
を
み
て

み
よ
う
。

　
交
通
の
一
日

僕
は
毎
朝
五
時
頃
お
き
て
〔
ま
す
。
〕
外

へ
出
る
と
産
業
戦
士
の
小
父
さ
ん
が
駅
に

向
か
つ
て
走
る
や
う
に
歩
い
て
行
き
ま

す
。
七
時
頃
中
学
生
達
が
二
列
に
並
ん
で

歩
ち
や
う
を
そ
ろ
へ
て
学
校
の
方
へ
歩
る

（
マ
マ
）
い
て
行
き
ま
す
。
僕
達
も
隣
組

の
一
年
生
か
ら
呼
び
集
め
て
学
校
へ
行
き

ま
す
。
こ
〔
か
〕
う
す
れ
ば
自
輪
〔
転
〕

車
に
も
自
動
車
に
も
し
よ
う
と
つ
し
ま
せ

ん
。
学
校
か
ら
帰
〔
へ
〕
る
と
お
使
ひ
に

行
き
ま
す
。
よ
く
本
を
見
な
が
ら
歩
い
て

る
人
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
あ
ぶ
な
い

か
ら
や
め
ま
せ
う
〔
な
と
思
ひ
ま
す
〕
。

十
じ
ろ
を
つ
っ
き
る
時
は
信
号
を
よ
く
守

つ
て
歩
き
ま
す
。
信
号
の
な
い
所
で
は
左

右
を
よ
く
見
て
か
ら
通
り
ま
す
。
帰
へ
つ

て
来
て
ろ
じ
か
ら
い
き
な
り
で
る
の
は
き

け
ん
で
す
か
ら
、
そ
の
時
は
ゆ
つ
く
り
と

落
ち
着
い
て
出
ま
す
〔
る
や
う
母
に
言
は

れ
ま
す
。
〕
。
あ
そ
ぶ
時
は
な
る
べ
く
道
ろ

で
遊
ば
な
い
や
う
に
し
ま
せ
う
〔
す
〕。

米
英
の
子
供
に
負
け
ず
〔
体
を
き
た
へ
〕、

乗
物
で
死
ぬ
こ
と
は
犬
死
と
お
な
じ
で

す
。
お
国
の
か
ら
だ
で
す
か
ら
大
切
に
し

て
、道
を
歩
く
時
は
左
側
を
歩
き
ま
す〔
通

行
を
守
り
ま
す
〕。
鉄
道
線
路
に
ぜ
つ
た

い
は
い
ら
な
（
い
脱
）
や
う
に
し
ま
せ
う
。

そ
し
て
敵
米
英
を
げ
き
め
つ
し
ま
せ
う
。

〔
少
年
団
の
常
会
で
き
め
ま
し
た
。
小
さ

い
子
に
も
皆
で
注
意
し
て
い
ま
す
。〕

　〔 
僕
は
自
転
車
に
の
れ
ま
す
が
、
夜
は

ど
ん
な
急
ぎ
の
お
便
で
も
の
ら
な
い

こ
と
に
し
て
ゐ
ま
す
。〕

　

冒
頭
に
出
て
く
る
産
業
戦
士
と
は
、
戦

時
下
の
労
働
者
の
こ
と
で
、
戦
争
を
支
え

る
戦
士
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
十
六

年
十
月
に
は
、
ビ
ク
タ
ー
か
ら
「
少
年
産

業
戦
士
の
歌
」
と
い
う
歌
が
出
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
同
年
（
月
不
明
）
に
は
テ
イ

チ
ク
も
「
産
業
戦
士
の
歌
」
を
発
売
し
て

お
り
、
冒
頭
の
歌
詞
は
「
銃
は
と
ら
ね
ど

ハ
ン
マ
ー
も
つ
て　

俺
等
銃
後
の
産
業
戦

士
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
産
業
戦
士
と

は
戦
時
色
の
強
い
言
葉
で
あ
る
が
、
父
親

達
が
急
ぎ
足
で
出
勤
す
る
日
常
の
光
景
が

目
に
浮
か
ぶ
。

　

つ
い
で
松
村
氏
は
隣
組
の
一
年
生
等
を

呼
び
集
め
て
登
校
す
る
。
面
白
い
の
は
、

本
を
見
な
が
ら
歩
い
て
い
る
人
を
注
意
し

て
い
る
こ
と
で
、
現
代
、
歩
き
ス
マ
ホ
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
と
痛

感
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
日
常
の
生
活

が
書
か
れ
て
い
る
が
、
最
後
の
方
で
は
、

や
は
り
時
代
を
反
映
し
て
軍
国
的
内
容
も

出
て
く
る
。

■
学
校
作
成
の
資
料

　

学
校
が
作
成
し
た
資
料
と
し
て
は
、
通

信
簿
や
休
業
中
の
心
得
、
副
級
長
の
任
命

書
、
学
業
や
実
技
に
関
す
る
種
々
の
賞
状

な
ど
が
あ
る
。

　

昭
和
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
に
配
布

さ
れ
た
「
冬
季
休
業
中
の
心
得
」
の
冒
頭

に
は
「
皆
さ
ん
（
戦
は
こ
れ
か
ら
）
国
民

が
も
つ
と
く
心
を
引
き
し
め
て
立
ち
上
が

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
昭
和
十
六

年
も
近
づ
い
て
冬
休
み
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
休
み
中
は
年
末
年
始
の
忙
し
い
時
で

あ
り
、
又
御
馳
走
を
食
べ
す
ぎ
た
り
風
邪

を
ひ
い
た
り
、
と
か
く
病
気
に
か
か
り
や

す
い
時
で
す
。
皆
さ
ん
は
次
の
事
を
よ
く

守
つ
て
幸
の
多
い
新
年
を
迎
へ
て
下
さ

い
。」と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、衛
生
・

遊
び
・
お
行
儀
勉
強
・
非
常
時
の
四
項
目

に
つ
い
て
心
得
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

中
に
は
「
活
動
写
真
、
其
他
人
込
の
と
こ

ろ
に
は
な
る
べ
く
行
か
な
い
や
う
に
し
ま

せ
う
」
と
い
っ
た
歓
楽
街
に
出
入
り
し
な

い
よ
う
に
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
こ
こ
で

も
現
在
と
変
わ
ら
ぬ
姿
を
見
て
取
れ
る
。

■
疎
開
資
料

　

太
平
洋
戦
争
の
戦
火
が
激
し
く
な
る

と
、
松
村
氏
は
群
馬
県
の
沼
田
に
縁
故
疎

開
し
て
い
る
。
そ
の
時
発
行
さ
れ
た
「
都

市
疎
開
ニ
伴
フ
地
方
転
出
証
明
書
」（
写
真

２
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
足
立

区
長
が
発
行
し
た
も
の
で
、
発
行
日
は
昭

和
二
十
年
三
月
九
日
、
転
出
予
定
日
は
同

二
十
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
証
明
書
が
発

行
さ
れ
た
翌
日
は
東
京
大
空
襲
の
日
で
あ

る
が
、
千
住
地
域
は
橋
戸
町
や
河
原
町
な

ど
で
被
害
が
あ
っ
た
も
の
の
松
村
氏
の
い

た
旭
町
は
比
較
的
被
害
が
少
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
疎
開
資
料
は
、
大
変
貴
重
な

も
の
で
あ
る
。

■
お
わ
り
に

　

今
回
寄
贈
さ
れ
た
資
料
は
、
戦
時
下
の

足
立
区
の
小
学
生
の
生
活
を
物
語
る
も
の

で
、
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
ま
と
ま
っ

て
残
っ
て
い
る
点
で
も
貴
重
で
あ
る
。
今

後
も
大
切
に
保
存
し
て
い
き
た
い
。

 
（
専
門
員　

佐
藤
貴
浩
）

写真２　

「都市疎開ニ伴フ地方転出証明書」

（昭和 20 年 3 月 9 日）
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