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で
、東
京
に
は
ほ
と
ん
ど
就
職
口
が
な
く
、

私
は
家
付
き
娘
ゆ
え
地
方
に
行
く
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
折
、
両
親

が
同
郷
で
あ
っ
た
ご
縁
も
あ
り
、
近
所
で

親
し
く
お
付
き
合
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
方
の
お
力
沿
い
（
今
で
は
、
あ
ま
り
聞

か
な
く
な
っ
た
縁
故
採
用
か
も
し
れ
ま
せ

ん
）
で
東
渕
江
小
学
校
に
奉
職
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
小
学
校
の
免
許
が
無

い
私
が
、
ど
う
し
て
小
学
校
教
員
に
な
れ

た
か
で
す
か
？
そ
の
当
時
は
、
仮
免
許
制

度
（
自
動
車
み
た
い
で
す
ね
）
が
あ
り
、

三
年
間
の
実
績
を
積
ん
で
認
め
ら
れ
れ
ば

本
免
許
が
取
れ
た
時
代
な
の
で
す
。
時
代

も
よ
か
っ
た
で
す
し
、
近
所
に
住
ま
わ
れ

て
い
た
こ
の
同
郷
の
先
生
と
の
巡
り
合
い

が
な
け
れ
ば
、
教
職
（
今
で
は
天
職
だ
っ

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。）
を
三
〇
年
も
続

け
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
人

と
の
つ
な
が
り
は
、
ど
ん
な
時
も
不
思
議

な
縁
が
あ
り
大
事
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

時
代
は
、
終
戦
の
五
年
後
で
「
復
興
」

と「
増
産
」が
巷
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

就
職
口
を
見
つ
け
る
の
に
苦
労
し
、
社
会

の
仕
組
み
も
人
間
関
係
の
何
も
わ
か
ら
な

い
二
十
一
歳
が
、
三
十
三
歳
ま
で
（
昭
和

三
七
年
）
東
渕
江
小
学
校
で
の
教
員
生
活

を
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

【
通
勤
】

　
通
勤
は
、
自
宅
の
あ
る
池
袋
か
ら
二
つ

目
の
東
長
崎
駅
か
ら
池
袋
ま
で
西
武
線
を

使
い
、
環
状
線
（
今
の
山
手
線
）
を
日
暮

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
大
戦
中
の
昭
和

十
七
（
一
九
四
二
）
年
に
は
学
級
数

二
十
五
、
生
徒
児
童
数
一
五
二
八
名
だ
っ

た
の
に
対
し
て
昭
和
二
十
五
年
に
は
生
徒

児
童
数
が
二
六
七
七
名
に
達
し
て
い
ま
し

た
。
こ
の
生
徒
数
を
受
け
入
れ
た
の
が
、

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
年
に
東
渕

江
尋
常
国
民
学
校
と
し
て
開
設
さ
れ
た
、

私
が
初
め
て
教
壇
に
立
つ
東
渕
江
小
学
校

だ
っ
た
の
で
す
。（
次
頁
参
照
）

　
申
し
遅
れ
ま
し
た
が
、
私
は
、
現
在
豊

島
区
在
住
の
今
年
で
九
〇
歳
に
な
り
ま
す

渡
邉
梅
子
で
す
。
こ
れ
か
ら
ご
紹
介
す
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
古
き
良
き
時
代
の
と
っ

て
も
お
お
ら
か
な
お
話
で
す
。
今
で
は
、

す
ぐ
に
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う

な
出
来
事
も
出
て
き
ま
す
が
、
昔
を
懐
か

し
み
な
が
ら
お
付
き
合
い
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　
私
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
日
本
大
学
を

卒
業
し
、
高
校
と
中
学
の
社
会
・
国
語
科

の
免
許
状
を
取
得
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
の

教
員
免
許
状
に
は
、
連
合
国
最
高
司
令
官

総
司
令
部
（
所
謂
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
お
墨
付

き
も
記
載
し
て
あ
り
ま
し
た
。
教
員
と
し

て
考
え
方
に
問
題
が
な
い
こ
と
を
与
え
る

意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

二
〇
代
の
私
に
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
お
墨
付
き

よ
り
も
教
員
に
な
れ
た
う
れ
し
さ
で
自
分

が
教
壇
に
立
っ
た
時
を
想
像
し
て
不
思
議

な
高
揚
感
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
年
に
は
、
私
の
期

待
は
淡
く
消
え
て
し
ま
い
そ
う
な
状
況

昭和二十五年頃の東渕江小学校　1 1 P
行政文書に見る足立区の水害記録（二）　2 P 「戦国足立の三国志」　3 P

　
「
カ
ー
ン
、カ
ー
ン
、カ
ー
ン
」

東
渕
江
小
学
校
の
始
業
で
す
。

学
校
内
に
放
送
設
備
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
昭
和
二
十
五
年

（
一
九
五
〇
）
に
は
、
代
表
の

先
生
が
今
で
言
う
「
ハ
ン
ド
ベ

ル
」
を
鳴
ら
し
な
が
ら
学
校
内
に
始
業
を

伝
え
回
り
ま
し
た
。

　
昭
和
二
十
五
年
頃
の
東
渕
江
小
学
校
の

あ
る
地
区
は
、
戦
後
の
周
辺
地
域
の
宅
地

開
発
が
進
み
、
日
立
製
作
所
の
亀
有
工
場

等
に
人
が
集
ま
り
人
口
増
加
は
目
覚
し
い東渕江小学校周辺 （昭和 28年航空写真）

昭
和
二
十
五
年
頃
の
東
渕
江
小
学
校 

一

昭
和
二
十
五
年
頃
の
東
渕
江
小
学
校 

一

渡
　邉
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渡
　邉
　梅
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里
で
常
磐
線
に
乗
り
換
え
て
、
亀
有
に
向

か
い
ま
す
。
常
磐
線
の
北
千
住
を
過
ぎ
る

と
、
街
並
み
の
様
子
が
一
変
し
て
、
本
当

に
見
渡
す
限
り
の
田
ん
ぼ
で
し
た
。特
に
、

亀
有
駅
の
周
り
に
は
何
も
な
く
、
広
場
だ

け
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
駅
の
左

手
に
金
物
屋
さ
ん
が
あ
っ
て
右
手
に
岡
田

新
衛
門
宅
の
大
き
な
屋
敷
林
が
あ
っ
た
の

だ
け
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
亀
有
駅
か
ら
、東
渕
江
小
学
校
ま
で
は
、

直
線
距
離
に
す
る
と
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と

少
し
で
、
徒
歩
で
十
五
分
程
度
で
し
た
。　

駅
前
か
ら
は
、
今
と
違
っ
て
何
も
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
、
学
校
の
校
舎
を
遠
く
に
確
認

で
き
た
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
通
勤

経
路
は
、
亀
有
駅
を
北
に
向
か
っ
て
農
業

用
の
用
水
路
を
左
手
に
見
な
が
ら
大
谷
田

橋
で
左
に
曲
が
る
ル
ー
ト
で
し
た
。
こ
の

場
所
は
昭
和
三
十
五
年
に
、
飯
塚
橋
（
大

谷
田
橋
の
東
側
）
が
開
通
す
る
と
、
大
谷

田
橋
の
交
通
量
が
増
え
、
通
学
の
子
供
た

ち
を
交
通
事
故
か
ら
守
る
た
め
に
先
生
方

が
週
番
で
見
守
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ま

だ
、
集
団
登
校
は
な
か
っ
た
の
で
、
先
生

方
は
大
谷
田
橋
と
東
渕
江
小
の
正
門
前
の

両
方
で
通
学
時
間
帯
の
見
守
り
を
行
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
大
谷
田
橋
に
あ
っ
た

火
の
見
櫓
を
左
に
曲
が
り
、
週
番
の
先
生

に
挨
拶
す
れ
ば
、
東
渕
江
小
学
校
の
正
門

は
も
う
す
ぐ
で
す
。

　
帰
宅
す
る
時
は
、
学
校
の
周
り
に
民
家

も
ま
ば
ら
で
、
夜
は
街
灯
も
十
分
に
な
く

夜
の
暗
さ
は
覚
え
て
い
ま
す
が
、
若
さ
の

せ
い
で
し
ょ
う
か
、
特
に
寂
し
さ
も
気
に

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
学
校
の
様
子
】

　
用
水
路
を
左
に
曲
が
る
と
小
学
校
の
校

門
が
見
え
て
き
ま
す
。
校
門
を
入
る
と
右

側
に
昇
降
口
が
あ
り
、
左
手
に
は
学
校
長

官
舎
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
官
舎
に
校
長

先
生
が
住
ま
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
今
で
は
聞
か
な
く
な
っ
た
学
校
の
用

務
員
さ
ん
（「
小
使
い
さ
ん
」
と
呼
ん
で

い
ま
し
た
）
が
住
ま
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

用
務
員
さ
ん
は
、
教
育
備
品
の
修
繕
か
ら

学
校
行
事
の
必
要
備
品
の
買
い
出
し
ま

で
、
時
に
は
近
所
の
農
家
か
ら
先
生
方
が

頂
い
た
野
菜
の
漬
物
作
り
ま
で
様
々
な
雑

用
を
こ
な
し
て
く
れ
て
、
た
い
へ
ん
助
か

っ
た
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。

　
官
舎
の
奥
に
、
校
舎
と
し
て
使
っ
て
い

た
古
い
建
物
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
校
舎

は
、
石
積
み
の
土
台
の
上
に
木
造
の
校
舎

を
乗
せ
た
構
造
で
、
床
が
高
い
こ
と
が
特

徴
で
し
た
。
そ
の
構
造
か
ら
、
特
に
印
象

に
残
っ
て
い
る
の
は
、
教
員
生
徒
共
用
の

ト
イ
レ
で
す
。
水
洗
式
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
の
で
用
を
足
す
際
、
奈
落
の
底
を

思
わ
せ
る
深
さ
に
、
い
つ
も
恐
る
恐
る
使

用
し
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
生
徒
数
が
多
か
っ
た
せ
い
で
、
こ
の
年

（
昭
和
二
十
五
年
）
に
は
分
校
（
大
谷
田

小
学
校
）
が
開
校
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ

れ
ま
で
も
限
ら
れ
た
教
室
で
大
人
数
の
生

徒
に
授
業
を
行
う
わ
け
で
す
か
ら
、
一
回

の
授
業
で
は
対
応
で
き
ず
、
二
部
制
の
授

業
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
午
前
と
午
後
の

ク
ラ
ス
の
二
部
制
で
す
。
午
後
の
ク
ラ
ス

に
指
名
さ
れ
た
子
供
た
ち
は
、
午
前
中
は

遊
び
ほ
う
け
て
、
午
後
の
授
業
を
待
ち
ま

す
。
午
後
の
ク
ラ
ス
の
子
供
た
ち
は
、
ま

さ
に
時
を
忘
れ
て
遊
び
ま
す
の
で
、
遅
刻

が
心
配
で
し
た
。
で
も
、
そ
の
心
配
は
杞

憂
で
し
た
。
子
供
た
ち
の
カ
バ
ン
（
ラ
ン

ド
セ
ル
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
）
に
は
「
午

後
ク
ラ
ス
」
を
意
味
す
る
表
示
（
印
）
が

あ
り
ま
し
た
。
今
の
よ
う
に
個
人
情
報
が

う
る
さ
い
時
代
で
は
、
考
え
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
周
り
の
大
人
た
ち
は
、
こ
の
印
を
み

て
子
供
た
ち
を
午
後
の
ク
ラ
ス
に
送
り
出

し
て
い
た
の
で
し
た
。

　
私
が
最
初
に
任
さ
れ
た
ク
ラ
ス
は
、
四

年
四
組
で
し
た
。
四
年
生
の
教
室
は
学
校

の
西
側
に
あ
り
、
軍
の
馬
小
屋
を
移
築
し

た
と
の
こ
と
で
し
た
。馬
小
屋
で
す
か
ら
、

天
井
板
は
無
く
、
教
室
の
上
を
見
上
げ
れ

ば
ハ
リ
が
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。
四
年
生

の
元
気
盛
な
級
の
子
は
、
時
に
ハ
リ
の
途

昭
和
25
年
こ
ろ
の
校
舎
の
見
取
り
図

昭
和
29
年
の
写
真 

『
東
渕
江
小
学
校
70
周
年
記
念
』
よ
り
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中
に
の
ぼ
り
、
私
を
見
下
ろ
し
た
り
し
て

い
ま
し
た
。
床
板
は
、
隙
間
だ
ら
け
で
エ

ン
ピ
ツ
、
消
し
ゴ
ム
等
を
机
か
ら
落
と
す

と
、
床
板
か
ら
落
ち
て
み
つ
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
充
分
な
学
用
品
が

無
か
っ
た
時
代
で
す
か
ら
、
机
か
ら
何
か

を
落
と
し
た
時
に
は
、
ク
ラ
ス
が
大
騒
ぎ

だ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
移
築
の
校
舎
で
す
か
ら
、
廊
下

な
ど
は
な
く
、
ク
ラ
ス
が
独
立
し
て
い
る

と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
の
で
す
が
、
各

ク
ラ
ス
に
個
別
の
出
入
り
口
が
あ
り
、
下

駄
箱
は
教
室
の
窓
の
外
に
あ
り
ま
し
た
。

子
供
た
ち
は
洒
落
た
ス
ニ
ー
カ
ー
で
は
な

く
、
下
駄
を
履
い
て
登
校
し
て
い
ま
し
た

の
で
雨
の
日
に
は
汚
れ
た
足
を
ク
ラ
ス
の

出
入
り
口
に
あ
っ
た
雨
戸
井
か
ら
あ
ふ
れ

出
た
雨
水
で
洗
っ
て
教
室
に
上
が
っ
て
き

て
い
ま
し
た
。

　
当
時
は
、
教
育
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る

児
童
心
理
及
び
教
育
の
技
術
に
つ
い
て

充
分
な
知
識
を
持
た
ず
に
教
員
に
な
っ

た
私
（
他
の
先
生
は
、
違
い
ま
す
）
で
す

の
で
、
授
業
は
単
調
に
な
り
、
こ
の
漢
字

は
こ
う
読
む
の
、
掛
け
算
は
九
九
を
使
っ

て
こ
う
す
る
の
、
と
今
考
え
れ
ば
、
か
な

り
メ
リ
ハ
リ
の
無
い
授
業
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

子
供
た
ち
は
、
面
白
い
わ
け
が
な
く
、

授
業
中
は
お
と
な
し
く
し
て
い
る
は
ず
も

な
く
、私
は
毎
日
怒
っ
て
ば
か
り
で
し
た
。

で
も
、
私
の
ク
ラ
ス
の
ご
父
兄
の
皆
さ
ま

は
、
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
て
く
だ
さ
り
、

私
の
こ
と
は
一
切
怒
ら
ず
に
、
か
え
っ
て

「
お
前
が
悪
い
」
と
子
供
た
ち
を
叱
っ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
モ
ン
ス
タ
ー
ペ
ア
レ

ン
ト
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
当
時
は
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
は
じ
め
て
の
級
の
ご
父
兄
の
皆
さ
ま
か

ら
信
頼
さ
れ
た
こ
と
で
、
自
分
に
自
信
が

生
ま
れ
、
教
職
を
天
職
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
一
生
の
仕
事
と
し
て
教
員
で
い

ら
れ
た
こ
と
を
、
ご
父
兄
の
皆
さ
ま
に
感

謝
し
て
い
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）

　
　
元
東
渕
江
小
学
校
教
員

■
明
治
四
〇
年
の
水
害
記
録

　
具
体
的
に
『
明
治
四
十
年
起　
出
水
書

類　
南
足
立
郡
役
所
』
の
内
容
を
見
て
い

き
ま
す
。
最
初
に
、
明
治
四
〇
年
の
水
害

記
録
に
つ
い
て
。

■
千
住
河
原
の
渡
船

　
四
〇
年
の
水
害
書
類
に
は
、
最
初
に
渡

船
開
始
の
原
議
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
八

月
二
十
五
日
午
前
八
時
に
千
住
河
原
往
還

（
中
組
河
原
畷
）
が
「
…
一
面
汎
濫
シ
、

激
流
脚
ヲ
没
シ
、
通
行
危
険
…
」
な
た
め

渡
船
を
開
始
す
る
と
南
足
立
郡
役
所
か
ら

東
京
府
に
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の「
千

住
河
原
」
と
い
う
場
所
は
、
現
在
の
千
住

橋
」（
南
足
立
郡
で
は
、
千
住
大
橋
に
次

ぐ
大
橋
で
し
た
）
な
の
に
、
な
ぜ
記
載
が

な
い
の
か
、
そ
の
後
の
渡
船
の
記
載
は
あ

る
の
に
…
、
理
由
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

■
堤
防
防
禦
の
た
め
の
援
助

　
八
月
二
十
六
日
に
は
、
荒
川
・
綾
瀬
川

の
堤
防
防
禦
の
た
め
の
人
夫
を
差
し
出
す

よ
う
に
と
の
通
牒
が
郡
役
所
か
ら
舎
人

村
・
梅
島
村
・
淵
江
村
・
伊
興
村
に
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
本
来
、こ
の
四
村
は
荒
川・

綾
瀬
川
と
は
ほ
と
ん
ど
接
合
し
て
い
な
い

の
で
堤
防
の
防
禦
を
行
う
必
要
は
な
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、「
…
地
先
町
村

ノ
力
ニ
及
ハ
サ
ル
旨
、
両
川
堤
塘
水
防
組

合
管
理
者
ヨ
リ
特
ニ
申
出
候
条
、
左
記
ノ

方
法
ニ
依
リ
至
急
人
夫
其
他
差
出
有
之
度

…
」
と
い
う
こ
と
で
援
助
す
る
よ
う
郡
役

所
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
両
川
堤

塘
水
防
組
合
」
と
い
う
、
い
か
に
も
近
代

的
な
名
前
の
河
川
水
害
対
策
の
組
織
が
明

治
期
の
足
立
と
い
う
地
域
に
存
在
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
組

織
で
ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か
、
興

味
を
そ
そ
ら
れ
ま
す
。
各
村
の
援
助
の
内

容
は
、
舎
人
村
が
江
北
村
地
内
の
荒
川
堤

に
人
夫
五
十
人
、
明
俵
百
枚
、
梅
島
村
が

千
住
地
内
の
綾
瀬
川
堤
と
荒
川
堤
に
人
夫

各
二
十
五
人
、
明
俵
各
百
枚
、
淵
江
村
が

綾
瀬
川
堤
に
人
夫
五
十
人
、明
俵
二
百
枚
、

伊
興
村
が
千
住
地
内
の
荒
川
堤
に
人
夫

二
十
五
人
と
明
俵
百
枚
、
ほ
か
に
各
村
で

鋤
と
鍬
な
ど
持
参
と
な
っ
て
い
ま
す
。
他

町
村
に
比
べ
て
少
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ

河
原
町
と
橋
戸
町
あ
た
り
で
、
江
戸
時
代

以
来
、掃
守
堤
の
堤
外
地
と
し
て
荒
川（
隅

田
川
）
の
汎
濫
地
（
現
在
で
言
え
ば
河
川

敷
の
よ
う
な
と
こ
ろ
）
と
な
っ
て
い
た
と

こ
ろ
で
す
。
汎
濫
地
と
な
っ
て
い
た
た
め

沼
沢
地
（
低
湿
地
）
で
、
茅
場
の
よ
う
な

と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
こ
に
日
光
街
道
と
い

う
大
交
通
網
が
通
っ
て
い
た
と
い
う
状
況

で
す
。
通
行
す
る
人
も
多
か
っ
た
で
し
ょ

う
。
大
雨
な
ら
渡
船
が
必
要
に
な
る
わ
け

で
す
。
し
か
し
、
同
日
の
午
後
九
時
に
は

千
住
大
橋
際
の
水
量
が
増
水
し
て
渡
船
が

危
険
な
た
め
中
止
し
て
い
ま
す
。
減
水
し

て
き
た
た
め
安
全
と
認
め
ら
れ
、
渡
船
が

再
開
さ
れ
る
の
は
二
十
九
日
午
後
一
時
、

水
が
引
い
て
渡
船
の
必
要
が
な
く
な
り
渡

船
が
停
止
さ
れ
る
の
が
九
月
一
日
午
後
八

時
で
す
。
こ
の
よ
う
な
千
住
中
組
河
原
で

の
渡
船
の
実
施
は
、
四
十
三
年
の
水
害
の

際
に
も
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
四
十
三

年
に
は
、
前
年
四
月
に
こ
の
沼
沢
地
に
架

け
ら
れ
た
「
新
開
橋
」
と
い
う
長
さ
五
十

ｍ
幅
八
ｍ
ほ
ど
の
橋
が
あ
り
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
橋
が
四
十
三
年
の
水
害
で

流
失
し
て
し
ま
い
ま
す
（
四
十
三
年
八
月

十
五
日
に
流
失
）。
そ
こ
で
こ
の
時
も
渡

船
が
行
わ
れ
る
事
と
な
っ
た
わ
け
で
す

（
開
始
は
八
月
十
七
日
以
降
）。
新
開
橋
は

一
年
数
ヶ
月
だ
け
存
在
し
た
短
命
な
橋
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
『
出
水
書

類
』
の
中
に
は
新
開
橋
が
流
失
し
た
記
載

が
あ
り
ま
せ
ん
。
架
橋
時
に
は
渡
り
初
め

を
し
て
、
記
念
写
真
ま
で
撮
影
し
た
「
大

行
政
文
書
に
見
る

　
　足
立
区
の
水
害
記
録
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　山
崎

　尚
之
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キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
登
場
！

　
３
月
１
９
日
か
ら
５
月
６
日
ま
で

　
足
立
の
中
世
を
取
り
上
げ
る
こ
の

展
示
で
は
、
現
在
の
地
名
で
も
馴
染

み
の
深
い
、
区
内
で
活
躍
し
た
三
氏

の
動
向
を
、
貴
重
な
古
文
書
か
ら
読

み
解
き
ま
す
。

　
今
回
は
、
三
武
将
の
イ
メ
ー
ジ
を

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
し
、
ポ
ス
タ
ー
に

登
場
さ
せ
た
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ミ

ニ
キ
ャ
ラ
が
、
展
示
室
内
で
ご
案
内

を
し
て
い
ま
す
。

　

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
は

deco

先
生
。
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
・

漫
画
家
と
し
て
ご
活
躍
中
で
す
。
担

て
「
水
害
救
助
施
行
中
ノ
雇
人
員
ハ
、
各

自
ノ
警
戒
上
逃
走
シ
タ
リ
」。
そ
こ
で
人

員
を
徴
発
し
な
が
ら
、
明
朝
ま
で
準
備
を

怠
ら
ず
に
警
戒
・
救
助
を
で
き
る
よ
う
に

す
る
覚
悟
だ
、
と
い
う
も
の
で
す
。
埼
玉

県
と
東
京
府
と
近
代
行
政
区
画
で
は
自
治

体
を
別
に
し
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
以

来
の
地
続
き
の
互
助
的
関
係
は
生
き
て
い

て
、
こ
の
水
害
で
は
そ
れ
が
発
揮
さ
れ
た

よ
う
で
す
。

　
江
北
村
長
の
報
告
を
受
け
て
郡
内
各
町

村
に
、
警
戒
す
る
よ
う
に
と
い
う
通
牒
が

郡
役
所
か
ら
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。芝
川
は
、

荒
川
に
注
ぐ
川
で
す
が
、
荒
川
が
増
水
す

る
と
川
水
が
逆
流
し
、
氾
濫
す
る
こ
と
が

多
か
っ
た
川
で
す
（
現
在
は
放
水
路
で
あ

る
新
芝
川
が
で
き
て
汎
濫
は
な
く
な
り
ま

し
た
）。
ま
た
、「
水
害
救
助
施
行
中
ノ
雇

人
員
」
と
い
う
こ
と
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

は
な
く
て
、「
金
銭
で
雇
わ
れ
た
」
と
い

う
こ
と
で
、
そ
の
た
め
「
各
自
ノ
警
戒
上

逃
走
シ
タ
リ
」（
自
宅
の
警
戒
の
た
め
に

逃
げ
帰
っ
た
）
と
い
う
こ
と
が
発
生
し
た

の
で
し
ょ
う
。
村
と
村
の
間
で
困
難
時
は

助
け
合
う
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
は

す
ば
ら
し
い
で
す
が
、
現
在
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
と
は
違
い
、
自
ら
も
水
害
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
状
況
で
は
、
善
意
で
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
行
く
こ
と
は
な
か
な
か
で
き

な
い
よ
う
な
事
情
が
う
か
が
え
ま
す
。

（
当
館
専
門
員
）

ぞ
れ
の
村
で
も
水
害
の
被
害
は
あ
り
ま
し

た
か
ら（
梅
島
村
が
浸
水
戸
数
五
三
五
戸
、

救
助
見
込
人
数
四
九
〇
人
で
四
村
の
中
で

は
も
っ
と
も
被
害
が
大
き
か
っ
た
）、
そ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
あ
る
程
度
ま
と

ま
っ
た
人
数
を
援
助
と
し
て
提
供
す
る
こ

と
は
、
手
配
が
大
変
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
郡
役
所
の
通
牒
に

対
し
て
各
村
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の

か
と
い
う
返
牒
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

同
じ
簿
冊
の
中
の
「
明
治
四
十
年
八
月
廿

四
日　
荒
川
出
水
々
量
調　
附
日
誌
」
の

日
誌
部
分
の
八
月
二
十
六
日
の
条
に
「
梅

島
・
淵
江
・
伊
興
等
綾
瀬
堤
防
ニ
助
力
ス　

舎
人
ハ
江
北
ヘ
助
力
ス
」
と
あ
る
の
で
、

実
際
に
援
助
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
援
助
活
動
は
、
江
北
村
長

か
ら
の
次
項
の
よ
う
な
報
告
を
受
け
て
な

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
江
北
村
長
か
ら
の
荒
川
堤
の
決
壊
通
報

　

江
北
村
長
か
ら
、「
荒
川
堤
防
警
戒
事

項
報
告
」
が
郡
長
あ
て
に
二
十
六
日
に
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
同
日
午

後
三
時
三
〇
分
に
柳
村
（
現
在
の
川
口
市

南
部
の
う
ち
芝
川
東
部
地
域
）
か
ら
堤
防

が
洪
水
で
危
険
な
た
め
援
助
を
求
め
ら
れ

た
の
で
出
向
い
た
と
こ
ろ
、既
に
辻
村（
柳

村
の
北
部
、現
在
の
川
口
市
坂
下
町
附
近
）

で
芝
川
の
堤
防
が
数
か
所
で
決
壊
し
、
目

的
地
で
あ
る
十
二
月
田
（
し
わ
す
だ
）
村

（
現
在
の
川
口
市
朝
日
・
末
広
附
近
）
を

防
禦
で
き
な
い
の
で
帰
村
し
て
村
の
警
戒

に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
こ
の
報
せ
を
聞
い

当
者
の
伝
え
た
情
報
を
も
と
に
、
親
し
み

や
す
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
生
み
出
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
三
武
将
も
展
示
室
で
お
待
ち
し
て
い
ま

す
！
ぜ
ひ
ご
来
館
下
さ
い
。

企
画
展
　
戦
国
足
立
の
三
国
志

宮
城
氏
・
舎
人
氏
・
武
蔵
千
葉
氏

イラスト協力：株式会社しまや出版・deco

主君の窮地を救った義勇
のあるイメージで。

舎人氏
北条氏に敗れ、舎人は宮
城氏の領地になった。居
城の跡が「見沼代親水公園
駅」付近にうかがわれる。

舎
とねり

人孫
まごしろう

四郎

千
ち ば

葉守
もりたね

胤千葉守胤
平氏の流れをひく名族
で、和歌にも秀でた雅な
イメージで。
武蔵千葉氏
北条方について秀吉に滅
ぼされたが、区内には武
蔵千葉氏との縁を名乗る
旧家も多い。

宮
みやぎ

城四
しろうひょうえ

郎兵衛宮城四郎兵衛
行政的なこともこなした
怜悧なイメージで。

宮城氏
宮城の土地とは離れてし
まったが、旗本となって
幕末を迎えた。


