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務
す
る
父
の
も
と
同
社
の
社
宅
の
あ
る
西

新
井
に
生
ま
れ
、
戦
中
戦
後
の
動
乱
期
を

同
地
で
過
ご
し
つ
つ
、
東
京
府
立
航
空
工

業
学
校
、
東
京
物
理
学
校
（
二
部
、
現
東

京
理
科
大
学
）
へ
と
進
学
し
て
機
械
工
学

を
学
び
ま
し
た
。
卒
業
後
は
一
時
、
教
員

と
し
て
梅
島
第
一
小
学
校
へ
と
勤
務
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
絵
画
の
道
へ
の
志

向
は
こ
の
前
後
よ
り
あ
っ
た
も
の
と
見
ら

れ
、
物
理
学
校
在
学
中
に
描
か
れ
た
油
彩

画
が
現
存
す
る
他
、
教
員
と
し
て
勤
務
中

の
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
は
、

教
育
者
の
発
表
機
関
と
し
て
結
成
さ
れ
た

美
術
団
体
「
大
潮
会
（
だ
い
ち
ょ
う
か
い
）」

へ
と
作
品
を
出
展
し
、
入
選
す
る
に
至
っ

て
い
ま
す
。

　

画
家
の
萌
芽
を
見
せ
つ
つ
、
教
員
の
道

を
歩
み
は
じ
め
た
丹
野
氏
で
す
が
、
数
年

で
教
職
を
辞
し
、
続
い
て
少
女
漫
画
家
と

し
て
の
道
へ
と
進
む
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
少
女
漫
画
家
と
し
て　

丹
野
氏
の
ご
遺

族
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
十
年
代
、
西
新
井

の
近
在
地
域
に
絵
画
を
嗜
好
す
る
青
年
た

ち
が
集
ま
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
と
言
い

ま
す
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
出
版
社
に
通

じ
た
人
物
も
お
り
、
画
才
あ
る
人
た
ち
に

漫
画
を
描
く
こ
と
を
勧
め
、
実
際
に
雑
誌

へ
漫
画
作
品
を
掲
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た

人
物
も
複
数
い
た
と
言
い
ま
す
。
丹
野
氏

も
ま
た
、
こ
の
集
い
に
出
入
り
す
る
中
で

漫
画
家
へ
の
道
が
開
か
れ
た
一
人
で
し
た
。

　

丹
野
氏
自
筆
の
経
歴
書
に
よ
れ
ば
、
漫

画
の
執
筆
を
開
始
し
た
の
は
、
昭
和
二
十

　

二
〇
一
九
年
も
二
月
を
迎
え
、
い
よ
い

よ
「
平
成
」
か
ら
新
元
号
へ
の
転
換
が
間

近
に
迫
っ
て
き
ま
し
た
。「
平
成
」
も
過

去
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
、「
昭
和
」
は
さ

ら
に
遠
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

近
年
の
文
化
遺
産
調
査
で
は
、
こ
の
昭
和

初
中
期
に
お
け
る
区
内
の
美
術
・
文
芸
分

野
に
お
け
る
展
開
や
、

そ
の
担
い
手
に
も
目
を

向
け
、
調
査
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
そ

の
中
で
、
平
成
三
十
年

（
二
〇
一
八
）、
ご
遺
族

か
ら
の
関
連
作
品
・
資

料
の
調
査
お
よ
び
寄
贈

の
申
し
出
を
頂
き
、
そ

の
活
動
へ
の
調
査
が
は

じ
ま
っ
た
の
が
、
昭
和

の
は
じ
め
に
西
新
井
に

生
ま
れ
、
戦
後
か
ら
平

成
に
か
け
て
同
地
を
拠

点
に
漫
画
家
、
水
彩
画

家
、
そ
し
て
工
業
デ
ザ

イ
ナ
ー
と
、
多
彩
な
方

面
で
の
活
躍
を
展
開
し

た
丹
野
雄
司
（
た
ん
の 

ゆ
う
じ
、
一
九
二
九
〜

二
〇
一
六
）
氏
で
し
た
。

　

戦
後
足
立
に
お
け
る
芸
術
家
の
一
人
と

し
て
、
今
回
は
こ
の
丹
野
雄
司
氏
の
足
跡

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
教
員
か
ら
漫
画
家
へ　

丹
野
雄
司
氏
は

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）、
日
清
紡
績
に
勤

漫画家にして水彩画家、丹野雄司　1 P・2 P　　行政文書に見る水害記録（一）　3 P
はい、文化財係です。８（本田家文書）　4 P

図 2 丹野雄司 筆《西新井大師 山門》
　　 平成 19年 水彩・紙 当館蔵

図 1 原作：御荘金吾 作画：丹野ゆうじ
『アイヌ・ウエペケレ』第 1 話原稿
『少女クラブ』昭和 33 年 7 月号掲載 当館蔵
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七
年
（
一
九
五
二
）
の
こ
と
で
、
作
品
掲

載
の
主
な
舞
台
と
し
た
の
は
『
な
か
よ

し
』、『
り
ぼ
ん
』、『
少
女
ク
ラ
ブ
』、
と

い
っ
た
年
少
の
女
子
を
対
象
と
す
る
雑
誌

で
し
た
。
特
に
『
少
女
ク
ラ
ブ
』
へ
の
掲

載
は
多
く
、
丹
野
氏
の
主
な
作
品
掲
載
の

場
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　
『
少
女
ク
ラ
ブ
』（
創
刊
時
は
『
少
女
倶

楽
部
』）
は
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）、

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
（
現
・
講
談
社
）

か
ら
発
刊
さ
れ
た
少
女
雑
誌
で
す
。
少
女

向
け
の
小
説
・
詩
の
掲
載
を
中
心
と
し
て

掲
載
陣
容
を
整
え
ま
し
た
が
、
次
第
に
画

中
心
の
漫
画
の
掲
載
を
増
や
し
、
少
女
漫

画
雑
誌
へ
と
進
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
昭

和
二
十
〜
三
十
年
代
に
は
手
塚
治
虫
の『
リ

ボ
ン
の
騎
士
』、『
火
の
鳥
』
や
、
長
谷
川

町
子
の
『
サ
ザ
エ
さ
ん
』
な
ど
が
連
載
を

行
い
、
お
お
い
に
人
気
を
博
す
こ
と
と
な

り
ま
す
。
こ
の
『
少
女
ク
ラ
ブ
』
に
丹
野

氏
が
初
め
て
掲
載
し
た
の
が
、
昭
和

三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
七
月
号
の
、
放

送
作
家
・
劇
作
家
の
御
荘
金
吾
（
み
し
ょ

う 

き
ん
ご
、
一
九
〇
八
〜
八
五
）
の
原
作

に
丹
野
氏
が
作
画
を
行
っ
た
、
ア
イ
ヌ
の

黄
金
を
め
ぐ
る
時
代
冒
険
活
劇
『
ア
イ
ヌ・

ウ
エ
ペ
ケ
レ
』（
図
１
、
ウ
エ
ペ
ケ
レ
＝
広

く
「
昔
ば
な
し
」
の
意
）
の
連
載
で
し
た
。

同
時
期
に
は
石
ノ
森
章
太
郎
や
ち
ば
て
つ

や
が
漫
画
を
連
載
し
、
彼
ら
と
共
に
連
載

を
続
け
た
丹
野
氏
は
、
こ
れ
以
降
も
「
よ

し
子
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
少
女
を
主
人
公
と

す
る
一
話
完
結
の
連
載
話
『
よ
し
子
ち
ゃ

ん
物
語
』（
図
３
）
を
は
じ
め
と
す
る
多
く

の
物
語
を
掲
載
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

少
女
漫
画
家
と
し
て
懸
命
な
作
画
を
行

っ
て
い
た
丹
野
氏
で
し
た
が
、
作
画
活
動

お
よ
そ
十
年
を
経
た
昭
和
三
十
七
年

（
一
九
六
二
）、
持
病
の
喘
息
の
悪
化
に
よ

り
漫
画
家
と
し
て
の
執
筆
を
断
念
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
に
続
き
、

丹
野
氏
が
進
ん
だ
の
が
、
か
つ
て
学
ん
だ

機
械
工
学
の
知
識
を
活
か
し
た
工
業
デ
ザ

イ
ン
の
道
で
し
た
。

■
工
業
デ
ザ
イ
ナ

ー
か
ら
水
彩
画
へ

漫
画
執
筆
を
断
念

し
た
丹
野
氏
は
翌

三
十
八
年
、
工
業

製
品
の
設
計
や
デ

ザ
イ
ン
を
請
け
負

う
「
プ
ラ
ス
工
房
」

を
設
立
し
、
足
立

区
内
外
の
メ
ー
カ

ー
か
ら
の
受
注
を

受
け
て
カ
セ
ッ
ト
レ
コ
ー
ダ
ー
な
ど
の
工

業
器
機
や
、
プ
ラ
モ
デ
ル
な
ど
の
設
計
・

デ
ザ
イ
ン
（
図
４
）
を
請
け
負
う
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
世
の
工
業
生
産
が
活

発
化
し
て
い
く
中
、
丹
野
氏
も
多
く
の
製

品
デ
ザ
イ
ン
を
手
掛
け
、
ま
た
昭
和
四
十

年
頃
か
ら
は
デ
ザ
イ
ン
と
合
わ
せ
て
自
身

で
も
西
新
井
の
自
宅
を
店
舗
と
し
て
模
型

店
「
ピ
ッ
ト
イ
ン
」
を
開
業
し
、
地
域
の

子
供
た
ち
に
プ
ラ
モ
デ
ル
な
ど
の
販
売
を

行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
冷

め
や
ら
な
か
っ
た
の
が
、
絵
画
へ
の
志
向

で
し
た
。

　

昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）、
模
型
店

や
工
業
デ
ザ
イ
ナ
ー
業
を
行
い
つ
つ
絵
画

の
制
作
も
続
け
て
い
た
丹
野
氏
は
、
同
じ

く
足
立
区
内
を
拠
点
に
活
動
を
行
っ
て
い

た
、美
術
団
体「
太
平
洋
美
術
会
」の
重
鎮
、

椿
悦
至
（
つ
ば
き 

え
つ
し
、
一
九
一
四
〜

二
〇
〇
三
）
に
師
事
し
、
改
め
て
自
身
の

画
業
を
始
動
し
て
い
き
ま
す
。

　

丹
野
氏
は
、
師
の
所
属
す
る
太
平
洋
美

術
会
を
主
な
発
表
・
研
鑽
の
場
と
し
、
港

湾
に
浮
か
ぶ
船
舶
を
主
体
的
な
モ
テ
ィ
ー

フ
と
し
つ
つ
、
自
身
が
暮
ら
す
足
立
区
や

西
新
井
大
師
（
図
２
）、
そ
し
て
近
在
の

埼
玉
県
見
沼
田
ん
ぼ
や
菅
生
沼
な
ど
へ
と

足
し
げ
く
通
い
、
そ
の
光
景
を
水
彩
画
と

し
て
写
し
取
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
制
作
を
続
け
る
中
で
椿
氏
に
師
事

し
始
め
た
昭
和
五
十
五
年
に
早
く
も
太
平

洋
美
術
会
で
初
入
選
を
飾
っ
て
か
ら
は
、

同
会
へ
の
出
展
を
続
け
て
入
選
・
受
賞
を

重
ね
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
に
は
同

会
展
へ
出
展
し
た
、
や
は
り
船
舶
を
題
と

す
る
《
廃
》（
現
在
当
館
蔵
）
が
文
部
大

臣
奨
励
賞
を
受
賞
す
る
に
至
り
ま
す
。
そ

し
て
そ
の
後
は
、
同
会
の
主
宰
す
る
太
平

洋
美
術
会
研
究
所
の
講
師
も
務
め
つ
つ
、

後
進
の
育
成
に
も
尽
力
し
ま
し
た
。

■
お
わ
り
に　

教
員
か
ら
漫
画
家
へ
、
そ

し
て
工
業
デ
ザ
イ
ナ
ー
か
ら
水
彩
画
家

へ
、
多
様
な
経
歴
を
歩
ん
だ
丹
野
氏
で
す

が
、
平
成
二
十
八
年
、
そ
の
後
の
活
躍
を

嘱
望
さ
れ
つ
つ
こ
の
世
を
去
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
活
動
は
漫
画
、
工

業
、
水
彩
と
い
っ
た
様
々
な
動
向
に
お
い

て
稀
有
な
痕
跡
を
残
す
も
の
と
な
り
ま
し

た
。「
昭
和
」が
遠
く
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
、

我
々
は
改
め
て
そ
の
時
代
を
歩
ん
だ
人
々

の
足
跡
を
顧
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
丹

野
雄
司
氏
の
足
跡
を
伝
え
る
諸
資
料
は
、

そ
の
好
資
料
と
し
て
、
今
後
見
て
い
く
べ

き
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
館
学
芸
員
）

図 3 丹野ゆうじ 筆
『よし子ちゃん物語』原稿
『少女クラブ』昭和 34 年 9 月号掲載

図 4 丹野雄司 筆
「カセットレコーダー デザイン図案」
当館蔵
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■
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
南
足
立
郡

役
所
の
書
類　

現
在
、
世
田
谷
区
玉
川
に

あ
る
東
京
都
公
文
書
館
（
二
〇
一
九
年
度

中
に
国
分
寺
市
に
移
転
予
定
）
の
所
蔵
す

る
「
東
京
府
・
東
京
市
行
政
文
書
」

（
三
三
八
〇
七
点
）
は
、
平
成
二
十
六
年
に

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

指
定
に
あ
た
っ
て
の
文
化
審
議
会
答
申
に

付
属
す
る
「
解
説
」
に
は
、「
慶
応
四
年

（
一
八
六
八
年
）
開
設
の
東
京
府
及
び
明
治

二
十
二
年
（
一
八
八
九
年
）
開
設
の
東
京

市
及
び
関
係
機
関
に
て
授
受
、
作
成
、
保

管
さ
れ
て
き
た
近
代
行
政
文
書
群
で
、
昭

和
十
八
年
（
一
九
四
三
年
）
の
東
京
都
設

置
以
前
の
文
書
を
対
象
と
す
る
一
括
資
料
。

（
中
略
）
個
々
の
文
書
事
案
か
ら
は
東
京
府

及
び
東
京
市
の
基
本
政
策
や
行
政
機
構
の

み
な
ら
ず
、
東
京
の
都
市
形
成
過
程
が
理

解
さ
れ
る
。
我
が
国
の
首
都
の
歴
史
的
展

開
を
知
る
上
で
重
要
な
基
本
資
料
で
あ

る
。」
と
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
重
要
文
化
財
指
定
さ
れ
た

「
東
京
府
・
東
京
市
行
政
文
書
」
の
中
に
、

ま
さ
に
東
京
府
の
関
係
機
関
で
あ
る
南
足

立
郡
役
所
で
作
成
さ
れ
た
行
政
文
書
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
表
紙
に
『
明
治
四
十
年

起　

出
水
書
類　

南
足
立
郡
役
所
』
と
墨

書
さ
れ
た
二
百
三
十
二
枚
四
百
六
十
四
頁

ほ
ど
の
簿
冊
（
行
政
文
書
）
で
す
。
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
、
こ
の
書
類
を
読
む

こ
と
で
明
治
期
に
起
こ
っ
た
水
害
の
様
子

を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
数
少
な
い
南
足
立
郡
役
所
の
簿
冊
（
行

政
文
書
）　

東
京
都
公
文
書
館
の
所
蔵
す
る

行
政
文
書
の
中
で
も
南
足
立
郡
役
所
の
簿

冊
は
五
冊
だ
け
で
、
そ
の
中
で
も
明
治
期
の

も
の
は
こ
れ
と
兵
事
関
係
書
類
の
二
冊
だ

け
で
す
。
そ
の
た
め
か
南
足
立
郡
の
書
類
が

東
京
都
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
南
足
立
郡
役
所
関
係
の

文
書
は
、
東
京
都
公
文
書
館
の
情
報
検
索
シ

ス
テ
ム
で
検
索
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
他
に
も

届
け
や
願
い
、
伺
い
等
の
件
名
レ
ベ
ル
ま
で

調
べ
る
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
簿
冊
の
中
に

南
足
立
郡
関
係
の
文
書
を
見
つ
け
ら
れ
ま

す
が
、
一
冊
す
べ
て
が
南
足
立
郡
関
係
の
簿

冊
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
明
治
期
で
は
こ

れ
ら
二
冊
の
み
し
か
な
く
、
さ
ら
に
定
例
業

務
の
結
果
と
し
て
の
簿
冊
が
多
い
中
、
或
る

年
の
水
害
の
み
を
記
録
し
た
珍
し
い
記
録

は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
こ
の
簿
冊
を
見
て
い
く
と
、

そ
の
中
に
「
鶴
川
村
各
大
字
区
会
議
員
」

と
東
京
府
の
用
紙
に
書
か
れ
た
名
簿
が
五

頁
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
鶴
川
村
」
と
い
う

の
は
「
東
京
府
南
多
摩
郡
鶴
川
村
」（
現
在

の
東
京
都
町
田
市
鶴
川
）
と
い
う
場
所
で
、

南
足
立
郡
と
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
な

ぜ
鶴
川
村
の
名
簿
が
簿
冊
の
中
ほ
ど
に
挟

ま
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
こ

の
『
出
水
書
類
』
を
構
成
す
る
各
書
類
が
、

治
四
十
年
（
一
九
〇
七
年
）
の
水
害
、
も

う
一
つ
は
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
年
）

の
水
害
で
す
。
両
方
と
も
、
台
風
の
通
過

に
よ
る
大
雨
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
す
が
、

明
治
四
十
三
年
の
水
害
が
、
大
災
害
と
し

て
多
く
の
書
物
に
記
録
さ
れ
、
石
碑
に
刻

ま
れ
、
後
々
ま
で
人
々
に
記
憶
さ
れ
た
の

に
対
し
て
、
明
治
四
〇
年
の
水
害
は
記
録
・

記
憶
と
も
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

今
回
、
こ
の
簿
冊
の
記
録
を
読
ん
で
み
る

と
、
明
治
四
〇
年
の
水
害
も
大
き
な
も
の

で
、
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
様
子
が
見
ら

れ
ま
す
。
簿
冊
の
枚
数（
頁
数
）と
し
て
も
、

四
〇
年
の
水
害
が
約
百
五
十
枚
（
三
百
頁
）

な
の
に
対
し
て
四
十
三
年
の
水
害
は
約

八
〇
枚
（
百
六
十
頁
）
ほ
ど
で
す
。
作
成

さ
れ
た
書
類
の
量
と
残
さ
れ
た
そ
れ
が
比

例
し
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
が
、

四
十
三
年
の
水
害
の
倍
近
く
の
書
類
が
残

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
に
大
き
な

水
害
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
後
世
の
記
録
と
し
て
は
、
明

治
四
十
三
年
の
水
害
の
被
害
の
印
象
が
圧

倒
的
で
あ
っ
た
た
め
か
、
大
量
に
記
録
が

残
さ
れ
、
ま
た
、
人
々
の
記
憶
の
中
に
も

「
四
十
三
年
の
水
害
は
大
災
害
」
と
し
て
残

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た

め
に
、
明
治
四
〇
年
の
水
害
の
記
憶
は
、

人
々
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
、
も
し
く
は
、

四
十
三
年
の
水
害
の
記
憶
の
中
に
埋
も
れ

て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

次
回
は
、
具
体
的
に
『
出
水
書
類
』
を

見
た
い
と
思
い
ま
す
。　
（
当
館
専
門
員
）　　
　
　
　

 

　
　

も
と
も
と
南
足
立
郡
役
所
に
あ
っ
た
時
も

東
京
府
の
関
係
部
署
に
何
ら
か
の
理
由
で

後
に
所
蔵
さ
れ
た
時
も
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態

で
存
在
し
て
い
て
、
最
終
的
に
所
蔵
す
る

こ
と
に
な
っ
た
東
京
府
の
関
係
部
署
の
人

が
一
冊
に
綴
っ
た
時
に
誤
っ
て
鶴
川
村
の

書
類
も
中
に
入
れ
て
し
ま
い
、『
明
治
四
十

年
起 

出
水
書
類 

南
足
立
郡
役
所
』
と
題

名
と
作
成
部
署
の
み
を
墨
書
し
た
表
紙
を

付
け
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
（
定
例

的
文
書
な
ら
分
類
や
種
別
が
表
紙
に
記
載

さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
文
書
の
表

紙
に
は
そ
れ
ら
が
な
い
こ
と
か
ら
、
残
っ

て
し
ま
っ
た
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
文
書
な
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
）。
恐
ら
く
こ
の
よ

う
な
過
程
を
経
て
、
こ
の
書
類
は
簿
冊
と

し
て
で
き
あ
が
り
東
京
府
に
残
っ
た
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
お
か
げ
で
、
当

時
は
お
び
た
だ
し
く
作
成
さ
れ
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
現
在
で
は
、
あ
ま
り
残
さ
れ
て

い
な
い
南
足
立
郡
役
所
の
原
議
や
当
時
の

南
足
立
郡
内
の
町
村
（
千
住
町
や
江
北
村
、

綾
瀬
村
な
ど
十
町
村
）
の
書
類
も
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
な
ぜ
、
南
足
立
郡
の
明

治
時
代
の
大
水
害
の
記
録
が
、
東
京
府
に

譲
渡
さ
れ
て
保
管
さ
れ
た
の
か
、
経
緯
は

不
明
で
す
が
、
東
京
府
か
ら
東
京
都
に
組

織
が
変
更
さ
れ
て
も
保
管
さ
れ
続
け
た
こ

と
に
よ
り
、
私
た
ち
は
水
害
の
様
子
を
よ

り
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

■
記
録
と
し
て
残
っ
た
二
度
の
水
害　

こ

の
簿
冊
の
中
に
は
、
二
度
の
水
害
の
様
子

が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
目
は
、
明

行
政
文
書
に
見
る

　
　足
立
区
の
水
害
記
録
（
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　山
崎

　尚
之
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上
杉
氏
と
そ
の
同
族
で
関
東
管
領
の
山
内

（
や
ま
の
う
ち
）
上
杉
氏
と
戦
い
、
扇
谷

上
杉
氏
を
滅
亡
さ
せ
、
山
内
上
杉
氏
を
衰

退
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。
こ
の
結

果
、
岩
付
太
田
氏
も
北
条
氏
に
従
属
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

敗
れ
た
山
内
上
杉
氏
は
、
越
後
国
の
長

尾
景
虎
（
後
の
上
杉
謙
信
）
を
頼
り
、
北

条
氏
を
攻
め
る
よ
う
に
要
請
し
ま
す
。
こ

れ
を
受
け
、
長
尾
景
虎
は
、
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）
に
関
東
に
向
け
て
出
兵
し

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
反
北
条
勢
力
は
力

を
得
て
、
岩
付
太
田
氏
も
北
条
氏
か
ら
離

反
し
ま
す
。

■
葛
西
城
を
め
ぐ
る
攻
防　

足
立
区
の
す

ぐ
隣
の
下
総
国
葛
西
城
（
葛
飾
区
青
砥
）

は
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
に
北
条
氏

綱
が
攻
略
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
長
尾

景
虎
が
関
東
に
攻
め
寄
せ
て
く
る
と
、
景

虎
に
味
方
し
た
房
総
半
島
の
戦
国
大
名
里

見
氏
の
手
に
落
ち
ま
す
。

　

長
尾
景
虎
は
関
東
で
越
年
し
、
そ
の
ま

ま
小
田
原
城
を
包
囲
し
ま
し
た
が
、
落
と

す
こ
と
が
で
き
ず
、
越
後
国
へ
帰
国
し
て

し
ま
い
ま
す
。
す
る
と
北
条
氏
は
反
撃
を

始
め
、
葛
西
城
攻
略
に
乗
り
出
し
ま
す
。

■
葛
西
城
の
攻
防
と
本
田
氏　

葛
西
城
攻

防
を
め
ぐ
る
第
一
級
の
史
料
が
足
立
区
立

郷
土
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
本
田
家

文
書
で
す
。
本
田
氏
は
、
三
郷
市
茂
田
井

や
葛
飾
区
金
町
に
居
館
を
有
し
た
と
伝
わ

る
領
主
で
す
。

　

本
田
家
文
書
に
は
、
戦
国
時
代
の
古
文

主
）
の
岩
付
太
田
氏
の
家
臣
宮
城
氏
・
舎

人
氏
、小
田
原
城
（
神
奈
川
県
小
田
原
市
）

を
拠
点
と
す
る
戦
国
大
名
の
北
条
氏
に
従

属
し
て
い
た
武
蔵
千
葉
氏
の
三
氏
が
存
在

し
ま
し
た
。

■
岩
付
太
田
氏
と
北
条
氏
の
対
立　

岩
付

太
田
氏
は
、
武
蔵
国
を
拠
点
と
し
て
い
た

扇
谷
（
お
う
ぎ
が
や
つ
）
上
杉
氏
の
家
宰

と
し
て
名
高
い
太
田
道
灌
（
一
四
三
二
〜

一
四
八
六
）の
流
れ
を
く
む
名
門
で
す
が
、

十
六
世
紀
初
頭
に
は
独
立
し
た
存
在
と
な

っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
頃
、関
東
に
は
新
興
勢
力
と
し
て
、

北
条
氏
が
台
頭
し
て
き
ま
す
。北
条
氏
は
、

武
蔵
国
へ
の
攻
勢
を
強
め
、
天
文
十
五
年

（
一
五
四
六
）
に
は
、
河
越
合
戦
で
扇
谷

　

足
立
区
立
郷
土
博
物
館
で
は
、
三
月

一
九
日
（
火
）
か
ら
五
月
六
日
（
月
・
祝
）

に
か
け
て
、「
戦
国
足
立
の
三
国
志
―
宮

城
氏
・
舎
人
氏
・
武
蔵
千
葉
氏
―
」
と
題

し
た
展
示
を
開
催
い
た
し
ま
す
。今
回
は
、

そ
の
展
示
に
関
係
し
た
文
化
財
と
し
て
、

本
田
家
文
書
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

■
戦
国
時
代
の
足
立
区　

戦
国
時
代
の
足

立
区
は
、
岩
付
城
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

岩
槻
区
※
戦
国
時
代
は
岩
付
と
書
か
れ
て

い
ま
し
た
）
を
拠
点
と
す
る
国
衆
（
戦
国

大
名
に
従
属
し
つ
つ
、
独
立
性
の
強
い
領

書
が
九
点
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
八

点
が
葛
西
城
攻
防
戦
に
関
す
る
も
の
で

す
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
中
に
は
、
北
条
氏

康
が
本
田
氏
に
対
し
て
、葛
西
城
を
「
忍
」

（
し
の
び
）
を
も
っ
て
乗
っ
取
る
よ
う
に

命
じ
た
も
の
が
あ
り
ま
す（
写
真
）。「
忍
」

を
忍
者
と
考
え
る
か
、
目
立
た
な
い
よ
う

に
と
い
う
意
味
で
考
え
る
か
で
議
論
が
あ

り
ま
す
が
、
本
田
氏
が
葛
西
城
の
攻
略
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
葛
西
城
は
、

永
禄
五
年
四
月
二
十
四
日
に
本
田
氏
の
活

躍
に
よ
っ
て
落
城
し
ま
し
た
。

■
第
二
次
国
府
台
合
戦
と
足
立　

葛
西
城

落
城
か
ら
二
年
後
、
葛
西
城
か
ら
す
ぐ
そ

ば
の
国
府
台
（
千
葉
県
市
川
市
・
松
戸
市
）

で
北
条
氏
対
里
見
・
岩
付
太
田
連
合
軍
の

合
戦
が
起
こ
り
、
岩
付
太
田
氏
に
属
し
た

舎
人
孫
四
郎
が
華
々
し
く
活
躍
し
ま
す
。

し
か
し
、
舎
人
氏
は
北
条
氏
に
敗
れ
た
た

め
没
落
し
て
し
ま
い
ま
す
。
一
方
、
宮
城

氏
は
、
北
条
氏
に
従
属
す
る
道
を
選
び
、

家
を
存
続
さ
せ
ま
す
。
し
か
し
、
北
条
氏

は
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
豊
臣
秀

吉
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
宮
城
氏
・
武
蔵

千
葉
氏
も
運
命
を
共
に
し
ま
し
た
。

　

展
示
で
は
本
田
家
文
書
を
は
じ
め
、
よ

り
詳
細
に
足
立
区
の
戦
国
時
代
に
つ
い
て

ご
紹
介
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
展
示
を
ご
覧
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
　
（
文
化
財
係　

学
芸
員　

佐
藤
貴
浩
）

永禄５年３月 22日北条氏康判物　本田家文書

は
い
、
文
化
財
係
で
す
。
８

本
田
家
文
書

中
世
の
戦
乱
を
物
語
る
貴
重
資
料

読
み
下
し

　葛
西
要
害
を
忍
び
を
も
っ
て
乗
っ
取
り

　上
げ
申
す
に
つ
い
て
は
、
御
褒
美
と
し

　て
下
さ
る
べ
き
知
行
方
の
事
、

一
ヶ
所

　曲
金
（
葛
飾
区
高
砂
）

二
ヶ
所

　両
小
松
川
（
江
戸
川
区
）

一
ヶ
所

　金
町
（
葛
飾
区
）

　以
上

一
代
物
五
百
貫
文
同
類
衆
中
え
出
す
べ
き

事
、
以
上

右
、
か
の
地
乗
っ
取
る
べ
き
事
、
頼
み
お

ぼ
し
め
さ
れ
候
、
こ
の
上
は
身
命
を
惜
し

ま
ず
忠
節
を
ぬ
き
ん
ず
べ
き
も
の
な
り
、

よ
っ
て
状
く
だ
ん
の
ご
と
し
、

　永
禄
五
年

　
　三
月
廿
二
日

　氏
康
（
花
押
）

　
　
　
　本
田
と
の
へ


