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の
方
法
に
よ
っ
て
、

伝
来
さ
れ
た
も
の

が
現
代
に
な
っ
て

寄
贈
さ
れ
る
と
い

う
場
合
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。
郷
土

と
資
料
と
の
関
わ

り
を
重
視
し
て
資

料
を
収
集
す
る
郷

土
博
物
館
資
料
の

な
か
で
、
刀
剣
資

料
は
特
別
な
も
の

で
あ
る
と
い
え
る
。

　

今
回
は
、
郷
土

博
物
館
に
は
ど
の

よ
う
な
刀
剣
が
あ

る
の
か
、
ま
た
、

美
術
価
値
の
高
い

名
刀
と
は
異
な
る

郷
土
資
料
と
し
て

の
刀
剣
の
例
に
つ

い
て
紹
介
す
る
。

■
幕
末
の
刀
剣

　

こ
こ
で
紹
介
す

る
の
は
、
刀
剣
資

料
の
な
か
で
も
、

比
較
的
状
態
が
よ

く
、
作
刀
の
来
歴

が
よ
く
わ
か
る
も

の
で
あ
る
。

　

写
真
は
展
示
紹

介
し
た
幕
末
の
川

井
久
幸
の
刀
で
あ

　

る
。
久
幸
は
旗
本
身
分
の
幕
臣
で
あ
る
が
、

天
明
元
（
１
７
８
１
）
年
か
ら
廃
刀
令
の

発
布
さ
れ
た
明
治
九
（
１
８
７
６
）
年
の

間
に
作
刀
さ
れ
た
「
新
々
刀
」
と
分
類
さ

れ
る
時
代
の
刀
工
の
祖
で
あ
る
水
心
子
正

秀
の
門
下
細
川
正
義
に
師
事
し
た
刀
工
で

あ
る
。
江
戸
小
石
川
に
居
住
す
る
武
蔵
国

の
刀
工
と
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
江
戸
の
幕

臣
た
ち
を
中
心
に
多
く
の
注
文
を
受
け
、

優
れ
た
腕
前
を
発
揮
し
た
。

　

久
幸
の
刀
は
師
事
し
た
水
心
子
派
の
作

風
を
残
し
つ
つ
、
そ
の
技
術
と
時
代
世
相

を
反
映
し
た
独
自
の
粋
が
あ
る
。
幕
末
の

世
の
動
乱
を
反
映
し
て
刀
も
再
び
実
戦
刀

の
色
を
強
め
、
久
幸
も
頑
丈
さ
や
切
れ
味

を
重
視
し
た
朴
訥
な
刀
を
目
指
し
て
い
た
。

し
か
し
、
質
素
な
美
し
さ
も
感
じ
ら
れ
、

本
刀
も
一
見
す
る
と
ゆ
る
い
互
い
の
目
乱

れ
が
単
調
に
見
え
る
が
、
光
に
翳
し
て
見

る
と
大
型
の
刀
身
全
体
に
柔
ら
か
な
匂
口
、

も
く
じ

川井久幸　銘

表：幕府士川井久幸七十二歳作之

裏：安政四丁巳年八月應源篤行需

（見やすいよう画像処理をしています）

当
館
で
所
蔵
す
る
刀
剣
資
料
は
、
重
要
美

術
品
に
な
る
よ
う
な
古
刀
、
大
名
家
ゆ
か

り
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
の
よ
う
な
名
刀

と
は
異
な
り
、
折
に
触
れ
照
れ
て
区
民
の

方
々
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
般
に
、
刀
剣
の
多
く
は
加
賀
・
肥
前
・

備
前
な
ど
で
作
刀
さ
れ
て
お
り
、
地
元
で

製
造
さ
れ
る
も
の
で
も
、
地
域
に
よ
っ
て

形
状
が
異
な
る
も
の
で
も
な
く
、
足
立
区

と
の
関
連
性
が
薄
い
。
購
入
や
譲
渡
な
ど

■
郷
土
博
物
館
の
刀
剣
資
料

　

先
日
、
短
期
間
だ
が
当
館

所
蔵
の
五
振
り
の
刀
剣
を
展

示
し
た
。
刀
剣
類
は
昔
か
ら

博
物
館
等
で
の
展
示
資
料
と

し
て
一
定
の
人
気
が
あ
る
が
、

現
在
と
く
に
刀
剣
人
気
が
高

ま
り
、
美
術
館
、
博
物
館
で

大
規
模
な
展
覧
会
が
開
催
さ

れ
て
い
る
。

川井久幸 ( 当館蔵 ) 安政 4（1857）年　全長 1060mm 刃長 782mm　再び長大化していく幕末刀の特徴がよく表れている

博物館の刀剣  　　　　はい、文化財係です10　改元と板碑  

行政文書に見る足立区の水害記録 ( 五 )  P3

P1 P2

博
物
館
の
刀
剣

奥
村 

麻
由
美

刃紋画像

①匂（におい）… 境目の白くぼやけた部分

②沸（にえ）… 細かい帯状の粒の部分

（見やすいよう画像処理をしています）
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細
か
な
沸
が
つ
い
て
、
質
実
剛
健
と
し
た

勇
壮
な
姿
に
対
し
て
細
雪
の
降
る
よ
う
な

繊
細
な
肌
身
の
美
し
さ
が
映
え
る
大
刀
で

あ
る
。

　
ま
た
久
幸
は
刀
剣
に
丁
寧
な
銘
文
を
彫

る
の
が
特
徴
で
、
本
刀
に
も
そ
れ
が
よ
く

現
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
安
政
四
（
一

八
五
七
）
年
八
月
、
七
十
二
歳
の
と
き
に

源
篤
行
と
い
う
人
物
の
求
め
に
応
じ
て
制

作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
幕
末
に
江
戸
で
作
ら
れ
、
所
有
者
も
江

戸
の
人
物
で
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
こ
と

か
ら
も
、
足
立
に
伝
来
し
た
こ
と
も
、
江

戸
近
隣
の
な
か
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

　
こ
の
よ
う
に
、
特
別
美
術
価
値
が
高
く

は
な
い
が
、
刀
身
自
体
が
し
っ
か
り
し
て

お
り
、
鑑
賞
す
る
こ
と
も
可
能
で
、
作
者

等
も
判
明
す
る
刀
剣
も
あ
る
。
伝
来
の
由

来
は
詳
ら
か
で
は
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
刀
剣
は
、
や
は

り
旧
家
等
に
伝
来
が
多
い
。

■
家
を
語
る
刀
剣
　
伊
興
宮
城
家
は
、
先

日
当
館
に
て
開
催
し
た
「
戦
国
足
立
の
三

国
志
」
展
の
中
で
取
り
上
げ
た
武
蔵
千
葉

氏
に
先
祖
の
流
れ
を
持
ち
、
帰
農
し
て
江

戸
時
代
に
は
伊
興
村
の
名
主
を
務
め
、
三

代
目
は
長
勝
寺
を
建
立
し
、
五
代
目
は
徳

川
家
光
か
ら
扇
を
賜
っ
た
と
伝
わ
る
旧
家

で
あ
る
。
そ
の
宮
城
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た

薙
刀
、
槍
の
一
揃
い
を
紹
介
し
た
い
。
刃

は
一
部
錆
び
て
い
る
が
、
銘
に
「
筑
前
住

源
信
國
吉
包
」
の
文
字
が
見
え
る
。
信
國

で
き
る
。
刀
剣
の
果
た
し
た
役
割
と
と
も

に
、
そ
の
特
殊
性
も
考
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
館
専
門
員
）

　
平
成
か
ら
令
和
へ
、
今
年
は
改
元
と
い

う
歴
史
的
な
年
と
な
り
ま
し
た
。
個
人
的

に
は
、
テ
レ
ビ
の
改
元
特
番
の
中
で
、「
西

暦
は
本
の
ペ
ー
ジ
で
、
年
号
は
本
の
章
の

よ
う
な
も
の
。
年
号
は
切
り
替
え
が
で
き

る
」
と
い
う
趣
旨
の
話
を
し
て
い
た
の
が

と
て
も
分
か
り
や
す
く
印
象
に
残
り
ま
し

た
。

　
そ
し
て
、
今
回
の
改
元
を
通
じ
て
日
本

人
に
年
号
が
深
く
根
差
し
て
い
る
こ
と
が

改
め
て
実
感
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
人
が

繁
華
街
や
寺
社
に
出
か
け
、
あ
る
い
は
テ

レ
ビ
な
ど
を
見
な
が
ら
、
平
成
が
終
わ
り

令
和
が
始
ま
る
瞬
間
を
共
有
し
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
感
覚
は
、
近

代
以
降
の
も
の
で
す
。
テ
レ
ビ
や
マ
ス
コ

ミ
と
い
っ
た
情
報
源
の
な
い
江
戸
時
代
以

前
の
人
々
は
、
改
元
さ
れ
た
と
い
う
情
報

を
知
る
に
は
、
一
定
の
時
間
が
必
要
だ
っ

た
か
ら
で
す
。

　
さ
て
、
今
回
は
板
碑
を
通
じ
て
、
改
元

の
歴
史
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
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い
る
。
こ
こ
で
い
う
有
事
の
備
え
と
は
、

一
つ
は
当
然
盗
賊
な
ど
に
入
ら
れ
た
際
の

自
衛
目
的
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
、
平
安

の
世
に
あ
っ
て
も
万
一
の
戦
事
に
備
え
る

と
い
う
武
士
精
神
の
反
映
を
表
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
家
柄
の
名
残
と

し
て
も
意
識
が
高
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
家

格
を
表
す
も
の
と
し
て
大
切
に
さ
れ
現
在

に
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
宮
城
家

だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
単
純

に
価
値
あ
る
刀
剣
を
所
有
す
る
意
味
合
い

で
は
な
く
、
そ
の
家
に
伝
わ
る
来
歴
と
実

用
に
合
致
し
て
所
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う

点
で
、
そ
の
家
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
資
料
な
の
で
あ
る
。

■
郷
土
資
料
と
し
て
の
刀
剣
　
こ
の
ほ
か
、

当
館
収
蔵
の
刀
剣
は
、
嫁
入
り
道
具
と
さ

れ
た
短
刀
、
戦
中
に
量
産
さ
れ
た
軍
刀
な

ど
、
そ
の
産
地
や
作
者
と
い
っ
た
刀
身
自

体
の
価
値
や
内
容
と
は
全
く
別
に
、
時
代

や
生
活
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
果

た
し
た
も
の
を
収
蔵
し
て
い
る
。
郷
土
博

物
館
で
は
、
こ
の
よ
う
な
地
元
の
人
々
の

生
活
の
中
で
の
刀
剣
、
歴
史
を
物
語
る
資

料
と
し
て
の
刀
剣
を
収
蔵
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
残
念
な
が
ら
全
て
の
来
歴
が
判
明
し
て

は
い
な
い
が
、
当
館
に
寄
贈
さ
れ
る
ま
で
、

い
ず
れ
も
家
の
な
か
で
特
別
な
も
の
と
し

て
保
存
さ
れ
て
き
た
様
子
も
含
め
、
刀
剣

に
向
け
る
人
々
の
気
持
ち
も
う
か
が
わ
れ

る
。
そ
こ
に
は
刀
剣
が
本
来
持
つ
、
神
聖

さ
や
権
威
な
ど
の
特
殊
性
を
見
る
こ
と
が

　
こ
う
し

た
薙
刀
や

槍
の
長
物

の
揃
い
は

有
事
の
際

に
備
え
る

も
の
と
し

て
所
有
さ

れ
る
こ
と

が
多
か
っ

た
。
特

に

長
押
の
上

に
掛
け
ら

れ
る
の
は
、

元
は
武
家

屋
敷
の
出

入
り
口
付

近
に
飾
ら

れ
、
真

っ

先
に
手
に

と
っ
て
飛

び
出
せ
る

よ
う
に
作

ら
れ
た
様

式
を
模
し

た
も
の
と

言
わ
れ
て

　

派
は
肥
前
（
福
岡
）
の
大
名
黒
田
家
お
抱

え
の
鍛
冶
刀
工
の
集
団
と
し
て
発
展
し
、

一
大
一
派
と
し
て
全
国
的
に
人
気
が
あ
っ

た
。
本
刀
は
恐
ら
く
江
戸
中
期
頃
の
吉
包
。

銘
の
國
の
字
の
み
逆
字
に
な
る
の
が
特
徴

で
あ
る
。

筑前住源信國吉包 ( 当館蔵 ) 薙刀　全長 768mm 刃長 460mm　刃部分の傷を漆で埋めた跡
や、目釘孔部分を支点にした僅かな歪みがあり、何かしらで実際に使用したのかもしれない

は
い
、
文
化
財
係
で
す

10

 

改
元
と
板
碑
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や
南
北
朝
時
代
の
足
立
の
様
子
が
背
景
に

見
え
て
く
る
の
で
す
。

　

参
考
文
献
：
国
立
公
文
書
館
『
平
成
三

十
一
年
度　

春
の
特
別
展　

江
戸
時
代
の

天
皇
』
〕
。

　
　

（
文
化
財
係
　
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

■
「
荒
川
出
水
々
量
調
　
附
日
誌
」
【
三
】

　

八
月
三
十
一
日
に
は
、
前
日
深
夜
（
と

い
う
か
こ
の
日
の
未
明
）
に
か
け
て
何
度

も
や
っ
て
き
た
永
野
氏
の
一
団
が
詰
め
か

け
て
き
た
の
で
、
職
員
を
熊
ノ
木
圦
（
現

在
の
江
北
三
丁
目
の
熊
の
木
ポ
ン
プ
所
の

あ
た
り
に
あ
っ
た
水
門
）
に
開
扉
時
刻
の

こ
と
で
視
察
に
や
っ
た
り
、
他
の
職
員
を

府
庁
に
派
遣
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
う

こ
う
し
て
い
る
と
、
十
三
時
頃
に
府
庁
よ

り
や
っ
と
電
話
が
あ
り
、
調
査
が
必
要
な

の
で
圦
の
開
扉
は
待
つ
よ
う
に
言
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
を
永
野
氏
一
団
に
伝
え
る
と
、

不
服
な
が
ら
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。

■
綾
瀬
村
よ
り
の
堤
防
切
開
き
の
陳
情

　

綾
瀬
村
の
吉
田
村
長
が
村
内
の
水
害
地

の
有
志
と
と
も
に
来
ま
し
た
。
浸
水
し
て

い
る
土
地
の
排
水
の
問
題
に
つ
い
て
の
陳

情
や
対
応
の
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。
舎
人

村
の
村
長
や
西
新
井
村
の
村
長
、
警
視
庁

安
二
年
九
月
二
十
三
日
で
貞
治
（
じ
ょ
う

じ
・
て
い
じ
）
へ
と
改
元
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

■
改
元
と
板
碑　

な
ぜ
改
元
前
の
年
号
が

使
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由
は

い
く
つ
か
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
新
し
い
年

号
を
定
め
た
人
に
従
い
た
く
な
い
と
い
う

意
図
的
・
政
治
的
理
由
が
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
、
初
代
古
河
公
方
（
く
ぼ
う
）
と
な
っ

た
足
利
成
氏
（
し
げ
う
じ
）
は
、
室
町
幕

府
に
不
服
従
の
姿
勢
を
示
す
た
め
、
享
徳

（
き
ょ
う
と
く
）
と
い
う
年
号
が
享
徳
四

年
（
一
四
五
六
）
で
改
元
さ
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
享
徳
二
十
七
年
（
一
四
七
八
）

ま
で
使
い
続
け
ま
し
た
。
こ
の
間
、
全
国

で
は
享
徳
・
康
正
（
こ
う
し
ょ
う
）
・
長

禄
（
ち
ょ
う
ろ
く
）・
寛
正
（
か
ん
し
ょ
う
）・

文
正
（
ぶ
ん
し
ょ
う
）・
応
仁
（
お
う
に
ん
）・

文
明
（
ぶ
ん
め
い
）
と
年
号
が
続
き
ま
し
た
。

そ
れ
を
成
氏
は
無
視
す
る
こ
と
で
、
自
身

の
政
治
的
立
場
を
表
明
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
年
号
の
使
用
に
は
政
治

的
意
図
が
あ
り
ま
し
た
が
、
郷
土
博
物
館

所
蔵
の
板
碑
を
立
て
た
成
阿
弥
陀
仏
に
そ

の
よ
う
な
政
治
的
意
図
が
あ
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
は
、
な
ぜ
改
元
前
の

年
号
を
用
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、
郷
土
博

物
館
所
蔵
の
板
碑
は
、
改
元
か
ら
一
ヶ
月

も
経
っ
て
お
ら
ず
、
京
都
か
ら
遠
く
離
れ

た
関
東
ま
で
改
元
の
情
報
が
届
い
て
い
な

か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
時
、

こ
う
し
た
こ
と
は
ご
く
普
通
の
こ
と
で
、

庶
民
だ
け
で
な
く
、
武
士
た
ち
も
改
元
の

　
　

情
報
を
知
る
に
は
一
定
の
時
間
が
必
要

だ
っ
た
の
で
す
。

■
江
戸
時
代
の
改
元　

江
戸
時
代
に
な
る

と
、
朝
廷
が
決
め
た
年
号
を
幕
府
が
一
般

民
衆
に
対
し
て
交
付
し
て
い
ま
し
た
。
市

中
で
は
、
新
し
い
年
号
が
公
布
さ
れ
る
前

か
ら
改
元
さ
れ
る
ら
し
い
と
い
う
噂
が
立

つ
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、

庶
民
は
幕
府
か
ら
交
付
さ
れ
る
前
に
新
し

い
年
号
を
知
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
正
式
に

幕
府
か
ら
交
付
さ
れ
る
ま
で
は
新
年
号
を

使
用
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
江
戸
時
代
の
庶
民
た
ち
も
、「
寛
永
」

と
い
う
年
号
の
文
字
を
分
解
し
、
「
ウ
サ

（
憂
）
を
見
る
事
永
し
」
と
批
判
し
た
り
（
ウ

は
寛
の
ウ
冠
、
サ
は
ウ
冠
の
下
の　

）
、「
正

保
」（
し
ょ
う
ほ
う
）
と
い
う
年
号
を
「
焼

亡
」
に
通
じ
る
、
あ
る
い
は
「
正
ニ
保
元

ノ
年
」
と
読
ん
で
、
保
元
の
乱
の
よ
う
な

大
乱
が
起
こ
る
と
批
判
し
た
と
い
い
、
こ

れ
を
受
け
た
幕
府
は
改
元
に
踏
み
切
っ
て

い
ま
す　
　

■
区
内
に
残
る
そ
の
他
の
板
碑　

区
内
に

は
郷
土
博
物
館
所
蔵
の
板
碑
の
他
に
も
、

明
応
院
・
性
翁
寺
・
瑞
応
寺
・
本
応
寺
・

玉
蔵
院
・
性
翁
寺
な
ど
に
こ
う
し
た
改
元

前
の
年
号
が
刻
ま
れ
た
登
録
文
化
財
の
板

碑
が
残
さ
れ
て
お
り
、
貴
重
な
資
料
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
ご
紹
介
し
た
板
碑
は
、
一
見
し
た

だ
け
で
は
通
常
の
板
碑
で
す
が
、
刻
ま
れ

た
年
月
日
を
子
細
に
検
討
し
て
い
く
と
、

改
元
を
め
ぐ
る
当
時
の
情
報
伝
達
の
状
況
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■
存
在
し
な
い
年
月
日
が
刻
ま
れ
た
板
碑

　

郷
土
博
物
館
で
は
、「
康
安
（
こ
う
あ
ん
）

二
年
十
月
十
八
日
」
と
刻
ま
れ
た
区
登
録

文
化
財
の
板
碑
を
所
蔵
し
て
お
り
、
同
年

は
西
暦
一
三
六
二
年
に
当
た
り
ま
す
。
成

阿
弥
陀
仏
と
い
う
人
物
が
逆
修
供
養
（
生

前
に
自
身
の
死
後
の
冥
福
を
祈
る
こ
と
）

の
た
め
に
立
て
た
板
碑
で
す
。
（
写
真
）

　

こ
の
時
代
は
天
皇
家
が
分
裂
し
て
争
っ

た
南
北
朝
時
代
の
真
っ
た
だ
中
で
し
た
。

そ
の
た
め
南
朝
・
北
朝
が
そ
れ
ぞ
れ
正
統

性
を
主
張
し
て
、
年
号
も
別
々
の
も
の
を

用
い
て
い
ま
し
た
。
「
康
安
」
と
い
う
年

号
は
北
朝
が
用
い
た
も
の
で
す
。
一
方
、

南
朝
は
一
三
六
二
年
に
は
「
正
平
（
し
ょ

う
へ
い
）
」
と
い
う
年
号
を
用
い
て
い
ま

し
た
。

　

郷
土
博
物
館
所
蔵
の
板
碑
は
、
も
と
は

足
立
区
江
北
に
あ
っ
た
も
の
で
、
北
朝
が

使
用
し
た
康
安
を
用
い
て
い
ま
す
。
足
立

区
内
に
残
さ
れ
た
板
碑
は
、
北
朝
の
年
号

を
使
用
し
て
お
り
、
当
時
の
足
立
区
域
が

北
朝
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。

　

こ
の
板
碑
に
刻
ま
れ
た
康
安
二
年
十
月

十
八
日
と
い
う
日
付
は
、
実
は
存
在
し
な

い
日
付
で
す
。
康
安
と
い
う
年
号
は
、
康

　

行
政
文
書
に
見
る

　  

足
立
区
の
水
害
記
録
（
五
）

　
　
　
　
　
　
　    

山
崎
尚
之



足 立 史 談

の
警
部
、
愛
国
婦
人
会
事
務
員
も
や
っ
て

き
ま
し
た
。

　

堤
防
の
切
開
き
（
排
水
の
た
め
の
一
部

破
壊
）
が
行
わ
れ
な
い
た
め
、
住
民
が
不

穏
な
行
動
を
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
心
配
か
ら
警
官
に
注
意
を
要
請
し
ま

し
た
。
農
地
や
宅
地
に
溜
ま
っ
た
水
を
排

出
し
な
い
ま
ま
の
状
態
が
続
い
て
い
る
の

で
、
人
々
が
力
に
訴
え
て
解
決
を
図
る
の

で
は
な
い
か
と
憂
慮
し
て
警
官
に
注
意
を

要
請
し
た
よ
う
で
す
。
二
十
九
日
以
降
は

晴
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
水
は
な
か
な

か
引
か
な
い
た
め
、
堤
防
を
切
開
い
て
こ

の
水
を
排
水
さ
せ
な
い
郡
役
所
に
対
し
て

鬱
憤
が
溜
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
た
よ
う
で

す
。

　

夜
二
十
三
時
三
十
分
に
永
野
氏
の
一
団

の
三
名
が
総
代
と
し
て
来
て
、
「
出
願
ノ

件
採
用
ナ
キ
モ
不
得
已
ニ
ヨ
リ
解
散
ス

ル
」
旨
を
申
出
ま
し
た
。
こ
れ
で
こ
の
件

は
一
段
落
つ
き
ま
し
た
。

　

九
月
一
日
の
深
夜
０
時
に
は
、
綾
瀬
村

の
吉
田
村
長
が
、
数
名
の
有
志
と
と
も
に

五
兵
衛
新
田
（
現
在
の
綾
瀬
四
・
七
丁
目
、

西
綾
瀬
四
丁
目
あ
た
り
）
の
切
開
き
の
こ

と
を
再
度
陳
情
し
に
き
ま
し
た
。

　

こ
の
日
の
午
前
中
に
東
京
府
へ
千
住
の

切
開
き
の
件
が
無
事
解
決
し
た
こ
と
と
五

兵
衛
新
田
の
切
開
き
の
こ
と
を
報
告
し
ま

し
た
。
十
四
時
に
は
、
こ
の
日
再
び
綾
瀬

村
の
吉
田
村
長
が
有
志
と
と
も
に
五
兵
衛

新
田
切
開
き
の
こ
と
で
「
懇
情
」
（
懇
願
）

に
来
ま
し
た
の
で
、
職
員
を
出
張
・
調
査

そ
し
て
、『
明
治
四
十
年
起　

出
水
書
類　

 

南
足
立
郡
役
所
』
の
簿
冊
で
は
、
こ
の
後

も
こ
の
年
の
町
村
か
ら
郡
役
所
へ
の
洪
水

被
害
報
告
や
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
郡
役
所

か
ら
東
京
府
へ
の
洪
水
被
害
報
告
が
続
き

ま
す
。

　

郡
役
所
か
ら
東
京
府
へ
の
洪
水
被
害
報

告
の
中
の
堤
防
の
部
分
を
見
る
と
、
ど
の

町
村
に
も
決
壊
被
害
は
な
く
、
破
損
被
害

が
、
千
住
町
・
江
北
村
・
綾
瀬
村
・
花
畑

村
に
あ
る
の
み
で
す
（
「
日
誌
」
に
は
「
決

壊
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
が

…

。
洪
水

発
生
時
点
で
は
噂
な
ど
が
行
き
交
う
混
乱

し
た
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
で
「
決
壊
」

と
書
い
て
し
ま
い
、
洪
水
が
過
ぎ
去
っ
た

後
に
は
被
害
程
度
の
低
い
「
破
損
」
に
改

め
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）
。「
洪
水
高
点
」

（
洪
水
の
最
高
到
達
点
）
は
、
千
住
町
・

江
北
村
・
綾
瀬
村
に
記
載
が
あ
り
、
花
畑

村
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
屋
の
浸
水
被
害

も
、
千
住
町
な
ど
の
三
町
村
が
三
桁
か
ら

四
桁
の
数
字
な
の
に
対
し
て
、
花
畑
村
は

二
桁
と
ず
っ
と
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
田
畑
や
宅
地
の
浸
水
被
害
の
面

積
は
、
花
畑
村
が
綾
瀬
村
よ
り
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
花
畑

村
で
は
、
村
を
流
れ
る
綾
瀬
川
の
堤
防
は

破
損
し
た
け
れ
ど
も
、
洪
水
は
起
こ
ら
ず
、

下
流
の
綾
瀬
村
で
堤
防
が
破
損
し
て
発
生

し
た
洪
水
が
花
畑
村
ま
で
押
し
寄
せ
た
、

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
当
館
専
門
員
）

さ
せ
ま
し
た
。

郡
役
所
で
は
水
が
約
五
十
セ
ン
チ
引
い
た

の
で
、
便
所
を
掃
除
し
た
り
舟
を
裏
門
の

外
に
出
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

深
川
の
田
中
常
太
郎
が
水
害
地
の
児
童
に

「
バ
ン
菓
子
」
（
パ
ン
？
）
を
寄
付
す
る
と

申
出
ま
し
た
。
田
中
は
自
分
の
舟
二
艘
を

持
ち
帰
っ
た
と
い
い
ま
す
。

■
洪
水
収
束
へ

　

九
月
二
日
は
水
害
対
策
も
大
分
落
ち
着

い
て
き
た
た
め
、
職
員
の
半
数
を
帰
宅
さ

せ
休
息
さ
せ
ま
し
た
。
宿
直
業
務
は
交
代

制
に
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
日
ま
で

職
員
は
全
員
ず
っ
と
泊
ま
り
込
ん
で
水
害

対
策
に
あ
た
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

災
害
時
に
は
起
こ
り
得
る
こ
と
と
は
い
え
、

な
か
な
か
大
変
で
す
。

　

こ
の
日
に
は
、
ま
た
ま
た
綾
瀬
村
の
吉

田
村
長
と
花
畑
村
の
浅
田
村
長
が
や
っ
て

来
て
、
切
開
き
の
こ
と
を
要
請
し
、
郡
長

の
出
張
を
求
め
ま
す
。
そ
こ
で
十
四
時
頃

に
視
察
に
出
張
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
堤

防
に
守
ら
れ
た
田
は
約
百
二
十
セ
ン
チ
の

水
に
浸
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に

鉄
道
線
路
を
使
用
し
て
郡
役
所
と
往
復
し

ま
し
た
。

　

午
前
中
に
は
、
千
住
の
炊
出
し
場
と
避

難
者
を
収
容
し
て
い
る
二
つ
の
小
学
校

（
千
寿
小
学
校
﹇
現
在
の
千
住
一
丁
目
東

京
芸
術
大
学
の
あ
る
と
こ
ろ
﹈
と
千
寿
女

子
小
学
校
﹇
現
在
の
千
住
三
丁
目
千
寿
本

町
小
学
校
の
あ
る
と
こ
ろ
﹈
）
を
視
察
に

行
き
ま
し
た
。
千
寿
女
子
小
学
校
を
視
察

　
　

し
た
後
に
、
大
雨
後
は
じ
め
て
家
に
帰
っ

た
の
で
す
が
、
両
方
と
も
周
り
が
浸
水
し

て
い
た
の
で
、
水
の
中
を
行
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
こ
の
日
誌
に
は

主
語
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
主
体
と
な
っ
て

い
る
の
は
郡
長
で
、
そ
れ
を
郡
の
職
員
が
、

あ
た
か
も
郡
長
が
書
き
記
し
て
い
る
よ
う

に
記
録
し
て
い
ま
す
）
。

　

こ
の
日
に
警
視
庁
の
第
一
部
長
が
来
て

千
住
警
察
署
と
麻
布
警
察
署
の
署
長
が
同

行
し
て
視
察
に
行
き
ま
し
た
。
堤
防
の
切

開
き
を
め
ぐ
る
住
民
の
衝
突
が
起
き
た
こ

と
か
ら
視
察
に
来
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

衛
生
関
係
の
職
員
も
来
ま
す
が
、
こ
れ
は

伝
染
病
を
心
配
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま

す
。
三
日
は
晴
れ
て
水
が
大
い
に
減
り
ま

し
た
。
四
日
は
南
葛
飾
郡
南
綾
瀬
村
の
村

長
が
来
て
水
防
の
費
用
に
つ
い
て
相
談
し

ま
し
た
。
五
日
は
雨
で
し
た
が
、
農
商
務

省
農
事
試
験
場
技
師
大
工
原
銀
太
郎
（
土

壌
学
者
、
後
の
九
州
帝
国
大
学
、
同
志
社

大
学
総
長
）
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。
被
害

を
受
け
た
農
作
物
と
農
地
を
視
察
す
る
た

め
に
来
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
六
日
は

晴
れ
て
や
っ
と
業
務
が
平
常
に
戻
り
ま
し

た
。

■
被
害
報
告
作
成
時
の
修
正

　

こ
れ
で
明
治
四
十
年
「
荒
川
出
水
々
量

調　

附
日
誌
」
の
「
日
誌
」
部
分
は
終
了

し
ま
す
。
「
荒
川
出
水
々
量
調　

附
日
誌
」

は
、
こ
の
後
、
八
月
二
十
四
日
十
五
時
か

ら
九
月
二
日
十
四
時
ま
で
の
千
住
大
橋
際

の
出
水
量
の
記
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
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