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も
く
じ

【写真上から】

辰沼稲荷神社梵天祭り

　４月８日

入谷小金井家大般若会

　５月１６日

　疫病対策のためといい昭和３３年

　ころまで、経箱を担いで地域を

　回っていた。

押部八幡神社百万遍

　５月２８日に近い日曜日

集
落
内
に
悪
疫
を
入
れ
な
い
た
め
に
行
わ

れ
る
儀
礼
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一

つ
が
、
「
じ
ん
が
ん
な
わ
」
で
す
。
藁
ヘ

ビ
を
掲
げ
て
そ
の
威
力
を
期
待
す
る
儀
礼

で
す
（
２
月
号
参
照
）
。

　

五
色
の
幣
束
を
挿
し
た
梵
天
（
ぼ
ん
て

ん
）
を
神
社
に
建
て
る
辰
沼
稲
荷
神
社
の

梵
天
祭
り
も
、
梵
天
と
各
家
に
配
ら
れ
る

幣
束
の
神
力
で
集
落
を
守
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
百
万
遍
・
百
万
遍
念
仏
も
行
わ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
直
径
が
三
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
に
も
な
る
大
き
な
数
珠
を
大
勢
で

回
し
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
る
も
の
で
、
大

　

勢
の
人
々
が
繰
り
返
す
念
仏
の
威
力
を
使

い
ま
す
。
約
六
〇
年
前
ま
で
は
、
集
落
の

家
々
を
回
っ
て
数
珠
回
し
を
し
た
と
い
い

ま
す
。

　

さ
ら
に
大
般
若
会
（
だ
い
は
ん
に
ゃ
え
）

と
い
う
儀
礼
で
は
、
大
般
若
経
六
百
巻
の

転
読
に
加
え
、
経
典
の
入
っ
た
箱
を
、
集

落
を
担
い
で
回
る
行
事
が
、
大
谷
田
、
花
畑
、

保
木
間
、
伊
興
な
ど
で
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
尊
い
経
典
は
モ
ノ
自
体
に
力
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
た
の
で
す
。

　

区
内
で
の
伝
承
は
薄
れ
て
い
ま
す
が
、

「
お
獅
子
様
」
な
ど
と
呼
び
、
雄
雌
二
頭

　

はい、文化財係です⑲ … P3

行政文書に見る足立区の水害記録（十三）… P2P1

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま

な
対
応
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

か
つ
て
、
伝
染
病
は
「
流
行
病
」（
は

や
り
や
ま
い
）
と
い
わ
れ
、
地
域
一

帯
に
蔓
延
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
ハ
シ
カ
や
水
疱
瘡
、
日
本

脳
炎
や
猩
紅
熱
な
ど
が
そ
の
例
で
、

な
か
で
も
疫
痢
や
赤
痢
な
ど
は
、
衛

生
観
念
が
未
発
達
な
時
代
に
た
び
た

　

び
発
生
し
、
重
篤
化
す
る
こ
と
も
多

か
っ
た
の
で
す
。
人
々
は
病
原
菌
に

つ
い
て
の
知
識
が
な
い
た
め
、
「
疫

病
神
」
の
よ
う
な
存
在
を
想
像
し
、

そ
の
よ
う
な
悪
疫
（
あ
く
え
き
）
に

対
抗
す
る
に
は
、
神
仏
の
霊
力
を

使
っ
て
追
い
払
う
こ
と
や
、
疫
病
神

の
嫌
が
る
こ
と
を
す
る
、
あ
る
い
は

だ
ま
し
て
目
を
そ
ら
す
と
い
っ
た
よ

う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

区
内
で
は
、
自
分
た
ち
の
暮
ら
す

　

悪
疫
退
散
の
民
俗

荻
原 

ち
と
せ
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の
獅
子
頭
に
ア
オ
リ
（
布
の
胴
体
）
を
つ
け
、

厄
除
け
と
し
て
こ
れ
を
担
ぐ
儀
礼
も
周
辺

地
域
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
儀
礼
は
病
気
の
み
な
ら
ず
災

害
な
ど
の
す
べ
て
の
厄
を
払
い
、
（
そ
の

結
果
）
五
穀
豊
穣
や
家
内
安
全
と
い
っ
た

集
落
の
幸
せ
が
訪
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
農
耕
の
始
ま
る
早
春

か
ら
、
初
夏
ま
で
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
「
一
年
に
先
駆
け
て
」
と
い
う
意
識

が
強
く
う
か
が
え
ま
す
。

　

「
疫
病
退
散
」
が
最
も
意
識
さ
れ
て
い

る
の
は
花
畑
の
三
匹
獅
子
舞
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
花
畑
に
流
行
し
た
疫
病
祓
い
の

行
事
と
し
て
始
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
七

月
に
行
わ
れ
る
こ
の
獅
子
舞
は
、
祈
祷
獅

子
舞
と
よ
ば
れ
、
夏
の
暑
い
季
節
に
流
行

り
や
す
い
疫
病
を
抑
え
る
こ
と
を
期
待
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。
大
正
年
間
に
病
気
が

流
行
っ
た
と
き
に
は
、
集
落
内
の
家
を
獅

子
が
一
軒
ご
と
に
回
っ
た
と
い
い
ま
す
。

獅
子
が
舞
う
こ
と
で
そ
の
効
力
が
集
落
内

に
広
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
儀
礼
は
、
生
活
を
す
る
上
で

共
同
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
集
落
と
い
う
単

位
に
、
疫
病
を
追
い
払
い
、
「
バ
リ
ヤ
」

を
張
る
よ
う
に
進
入
を
防
ご
う
と
、
そ
こ

で
暮
ら
す
人
々
が
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ

て
行
っ
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
悪
疫
を
払
う
ま
じ
な
い
も
行
わ

れ
ま
し
た
。
古
く
か
ら
朱
色
（
赤
）
は
魔

避
け
の
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
病
気
に

か
か
ら
ず
健
康
に
育
つ
よ
う
に
子
ど
も
に

　

米
・
梅
干
は
不
足
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
。

　

八
時
に
は
減
水
の
た
め
事
務
室
の
中
央

廊
下
が
現
れ
ま
し
た
。

　

八
持
三
十
分
に
郡
の
職
員
が
綾
瀬
村
と

東
渕
江
村
の
救
助
状
況
視
察
に
出
張
し
ま

し
た
。

　

八
時
二
十
五
分
に
救
助
米
と
船
舶
の
件

で
梅
島
村
の
村
長
が
来
庁
し
ま
し
た
。

　

九
時
二
十
分
に
、
郡
長
は
郡
の
農
会
職

員
を
連
れ
て
梅
島
村
と
花
畑
村
へ
出
張
し

ま
し
た
。

　

十
時
に
は
郡
役
所
の
出
水
は
床
板
以
下

に
減
水
し
ま
し
た
。
同
時
刻
に
救
助
米
の

こ
と
で
綾
瀬
村
村
長
が
来
庁
し
ま
し
た
。

　

千
住
中
組
の
源
長
寺
の
傍
ら
に
炊
出
し

場
を
設
け
る
準
備
を
七
時
三
十
五
分
よ
り

着
手
し
ま
し
た
（
請
負
人
は
田
中
長
兵
衛
）
。

　

十
一
時
に
上
野
駅
発
の
列
車
で
赤
十
字

社
の
救
護
班
員
が
来
庁
す
る
と
の
通
知
が

あ
り
ま
し
た
。

　

零
時
四
十
分
に
救
助
米
を
受
領
す
る
た

め
花
畑
村
村
長
が
来
庁
し
ま
し
た
。

　

午
後
一
時
に
救
護
食
料
の
寄
贈
の
件
で

京
橋
区
南
金
六
町
（
現
在
の
中
央
区
銀
座

八
丁
目
の
一
部
）
の
宇
都
宮
回
漕
店
（
明

治
二
十
三
年
﹇
一
八
九
〇
﹈
に
横
浜
で
創

業
し
た
宇
都
宮
徳
蔵
回
漕
店
の
銀
座
通
り

店
。
現
在
の
株
式
会
社
宇
徳
）
の
代
表
社

員
が
来
庁
し
ま
し
た
。

　

二
時
に
救
助
状
況
視
察
の
た
め
出
張
し

て
い
た
郡
職
員
が
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

■
東
京
府
知
事
の
来
庁
　
二
時
三
十
分
に
、
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赤
い
着
物
を
着
せ
た
り
、
赤
い
色
の
玩
具

を
与
え
た
り
し
ま
し
た
。
と
く
に
疱
瘡
と

よ
ば
れ
た
天
然
痘
は
、
し
ば
し
ば
流
行
し

た
恐
ろ
し
い
伝
染
病
で
あ
っ
た
た
め
、
赤

物
・
赤
絵
と
い
っ
た
疱
瘡
除
け
の
縁
起
物

が
作
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
身
近
に
置
く
こ
と

で
、
疫
病
神
に
襲
わ
れ
な
い
よ
う
に
気
を

つ
け
た
の
で
す
。

　

五
月
節
供
の
人
形
や
幟
の
画
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
る
鍾
馗
（
し
ょ
う
き
）
は
、

唐
の
玄
宗
皇
帝
の
夢
の
な
か
で
鬼
（
病
神
）

を
退
治
し
て
皇
帝
の
病
気
を
治
し
た
と
さ

れ
る
人
物
で
、
疫
病
除
け
、
魔
除
け
の
効

力
が
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
、

朱
色
で
描
か
れ
た
朱
鍾
馗
（
し
ゅ
し
ょ
う

き
）
は
、
と
く
に
強
く
魔
除
け
を
目
的
と

し
た
も
の
で
す
。
区
内
の
旧
家
で
も
赤
い

鍾
馗
の
掛
軸
が
伝
来
し
て
お
り
（
前
ペ
ー

ジ
下
段
図
参
照
）
、
鑑
賞
と
魔
除
け
の
縁

起
を
兼
ね
た
美
術
的
な
鍾
馗
像
の
普
及
の

様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
疫
病
除
け
の
儀
礼

や
ま
じ
な
い
は
数
多
く
あ
り
、
い
か
に

人
々
が
疫
病
を
恐
れ
て
い
た
か
が
う
か
が

え
ま
す
。
儀
礼
や
ま
じ
な
い
に
現
実
的
な

効
果
は
求
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

疫
病
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
、
一
人
ひ
と

り
が
気
を
つ
け
、
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ

る
と
い
う
気
概
を
持
つ
こ
と
が
大
切
だ
と

い
う
こ
と
は
、
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
こ

と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
（
郷
土
博
物
館
学
芸
員
）

　
■
日
誌
【
七
】
（
明
治
四
十
三
年
水
害
）
　

八
月
十
五
日
は
晴
れ
て
、
救
助
物
資
が

続
々
と
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

午
前
六
時
に
は
水
が
引
い
て
き
た
た
め
、

事
務
室
の
床
板
面
が
現
れ
た
と
の
こ
と
で

す
。「

…

減
水
ノ
為
メ
事
務
室
ノ
椽
（
マ
マ
）

板
面
現
ハ
ル
中
央
ノ
廊
下
上
一
寸
」
と
書

か
れ
て
い
る
の
は
、
廊
下
の
上
一
寸
の
浸

水
状
態
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
日
の
朝
に
東
京
府
よ
り
送
付
さ
れ

た
白
米
二
百
俵
は
、
次
の
よ
う
に
分
配
す

る
と
の
こ
と
で
す
。
綾
瀬
村
七
十
俵
、
梅

島
村
七
十
俵
、
花
畑
村
三
十
俵
、
東
渕
江

村
三
十
俵
。
船
は
綾
瀬
村
と
東
渕
江
村
に

一
艘
、
花
畑
村
と
梅
島
村
に
一
艘
を
渡
す

と
警
察
よ
り
通
報
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
東
京
府
よ
り
送
付
さ
れ
た
梅
干
は
次

の
よ
う
に
分
配
す
る
と
の
こ
と
で
す
。
綾

瀬
村
四
十
樽
、
梅
島
村
三
十
樽
、
花
畑
村

十
樽
、
東
渕
江
村
二
十
樽
。
白
米
の
分
配

量
と
比
例
し
て
い
ま
せ
ん
。
各
村
既
存
の

白
米
・
梅
干
の
量
を
勘
案
し
て
の
配
分
に

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
白
米

に
し
て
も
梅
干
に
し
て
も
、
こ
の
時
点
で

は
こ
の
四
村
以
外
に
は
分
配
し
て
い
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
他
の
町
村
は
炊
出
し
用
の
白

　

行
政
文
書
に
見
る

足
立
区
の
水
害
記
録
（
十
三
）

　
　
　
　
　
　
　

山
崎 

尚
之
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■
新
開
橋
の
流
失
　
『
都
新
聞
』
八
月
十

六
日
条
に
は
、
新
開
橋
が
十
五
日
に
流
失

し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
千
住
の
新

開
橋
は
一
昨
日
来
危
険
な
り
し
が
、
昨
暁

三
時
遂
に
中
央
よ
り
折
れ

…

（
中
略
）

…

鉄
道
架
橋
ま
で
流
れ
来
り
し
を
警
戒
中
な

り
し
消
防
本
部
員
は
懸
命
に
之
れ
を
防
ぎ

漸
く
引
上
げ
た
る
が

…

」
と
、
流
失
し
た

橋
の
部
材
が
鉄
道
架
橋
に
衝
突
す
る
の
を
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災
害
状
況
視
察
の
た
め
東
京
府
知
事
が
群

役
所
に
来
庁
し
ま
し
た
。
同
時
刻
に
、
赤

十
字
社
救
護
員
が
来
て
、
直
ち
に
救
護
所

に
向
か
い
ま
し
た
（
千
住
一
丁
目
の
藤
屋

旅
館
に
投
宿
し
ま
し
た
）
。

　
五
時
に
郡
長
は
郡
の
農
会
職
員
と
共
に

出
張
先
の
梅
島
村
と
花
畑
村
か
ら
帰
庁
し

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
府
知
事
の

視
察
の
た
め
の
来
庁
は
、
郡
長
に
知
ら
さ

　

れ
て
い
な
い
突
然
の
も
の
だ
っ
た
か
、
ま

た
は
対
応
す
る
必
要
の
な
い
も
の
だ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　
六
時
四
十
分
に
、
洪
水
で
の
傷
病
者
の

収
容
に
つ
い
て
打
合
せ
の
た
め
に
病
院
長

（
病
院
名
不
明
）
が
来
庁
し
ま
し
た
。

　
午
後
九
時
二
十
分
に
、
雷
鳴
と
共
に
降

雨
が
あ
り
ま
し
た
が
、
夜
更
け
に
止
み
ま

し
た
。

　

消
防
士
が
防
い
だ
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

『
読
売
新
聞
』
八
月
十
五
日
条
に
は
、
「

…

大
橋
と
共
に
浮
上
り
て
危
険
を
報
ぜ
ら
れ

た
る
新
開
橋
は
十
四
日
午
後
八
時
遂
に
流

失
し
た
り
」
と
、
流
失
を
十
四
日
の
こ
と

と
し
て
報
じ
て
い
ま
す
。
流
失
が
十
四
日

な
の
か
、
十
五
日
な
の
か
判
然
と
し
ま
せ

ん
が
、
お
そ
ら
く
、
十
四
日
に
は
人
が
渡

る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
危
険
な
状
態
で

あ
っ
た
た
め
に
流
失
日
の
相
違
が
う
ま
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
郷
土
博
物
館
専
門
員
）

　　
足
立
区
に
は
、
か
つ
て
鷹
場
橋
（
入
谷

三
丁
目
）
や
東
鷹
番
橋
（
竹
の
塚
二
丁
目
）・

西
鷹
番
橋
（
竹
の
塚
一
丁
目
）
と
い
っ
た

鷹
の
つ
く
場
所
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

目
黒
区
の
学
芸
大
学
駅
付
近
は
、
現
在
も

鷹
番
と
い
う
地
名
が
残
り
、
住
居
表
示
に

も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
な
ぜ

こ
う
し
た
地
名
が
残
っ
て
い
る
の
か
を
、

登
録
有
形
文
化
財
「
鷹
番
廃
止
の
高
札
」

（
写
真
）
を
通
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
江
戸
幕
府
と
鷹
狩
　
「
は
い
文
化
財
係

で
す
」
⑪
で
「
御
鹿
狩
勢
子
村
旗
渕
江
領

島
根
村
」
を
ご
紹
介
し
た
際
に
も
触
れ
ま
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下

は
い
、
文
化
財
係
で
す

⑲

 

鷹
番
廃
止
の

　
　
　
　 

高
札



足 立 史 談

し
た
が
、
江
戸
幕
府
の
将
軍
は
、
初
代
の

徳
川
家
康
を
は
じ
め
と
し
て
、
鷹
狩
を
愛

好
し
た
者
が
多
く
い
ま
し
た
。
鷹
狩
は
、

軍
事
調
練
や
民
情
視
察
な
ど
を
兼
ね
て
い

た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
五
代
将
軍
徳
川

綱
吉
が
い
わ
ゆ
る
生
類
憐
み
の
令
を
発
す

る
と
、
鷹
狩
も
禁
止
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
鷹
狩
を
復
活
さ
せ
た
の
は
八
代
将
軍
徳

川
吉
宗
で
、
吉
宗
は
特
に
鷹
狩
を
愛
好
し

て
い
ま
し
た
。
吉
宗
は
、
享
保
三
年
（
一

七
一
八
）
に
葛
西
筋
・
岩
淵
筋
・
戸
田
筋
・

中
野
筋
・
品
川
筋
・
六
郷
筋
の
六
筋
を
鷹

　

（
す
え　

※

鷹
の
単
位
）
に
つ
き
三
人
の

人
足
が
村
に
課
さ
れ
、
夜
は
行
灯
を
灯
す

な
ど
し
て
、
鷹
を
一
日
中
見
張
っ
て
い
ま

し
た
（『
越
谷
市
史
』
三
）。
ま
た
、
獲
物

と
な
る
野
鳥
の
管
理
や
、
鷹
場
内
の
道
・
橋
・

舟
の
営
繕
、
下
草
刈
り
な
ど
も
担
っ
て
い

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
鷹
番
は
、
村
に
と
っ

て
大
き
な
負
担
で
あ
り
、
享
保
六
年
（
一

七
二
一
）
七
月
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。「
鷹
番

廃
止
の
高
札
」
は
、
こ
の
時
出
さ
れ
た
も

の
で
す
。
縦
三
八
㎝
、
横
七
一
㎝
の
立
派

な
木
札
で
、
伊
興
村
の
常
田
家
に
伝
わ
り
、

現
在
は
、
郷
土
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い

ま
す
。
書
い
て
あ
る
内
容
を
現
代
語
訳
す

る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

鷹
番
は
今
後
廃
止
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

　

村
中
の
者
共
は
、
日
々
油
断
す
る
こ
と

　

な
く
心
が
け
て
、
疑
わ
し
い
者
が
い
た

　

な
ら
ば
、
し
っ
か
り
と
取
り
調
べ
る
よ

　

う
に
せ
よ
。
も
し
、
今
後
、
鳥
を
捕
ま

　

え
る
者
が
い
る
の
に
取
り
調
べ
し
な
け

　

れ
ば
、
村
の
名
主
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

　

村
中
の
者
た
ち
を
処
分
す
る
。
そ
の
上
、

　

廃
止
し
た
鷹
番
を
再
び
命
じ
る
こ
と
に

　

す
る
。

　

ま
ず
、
鷹
番
を
廃
止
す
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
後
は

村
中
の
者
た
ち
が
常
日
頃
か
ら
密
猟
者
の

警
戒
を
す
る
よ
う
に
定
め
、
村
の
者
た
ち

が
不
審
者
を
取
り
調
べ
な
か
っ
た
場
合
は
、

そ
の
罪
が
村
全
体
に
及
ぶ
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
文
末
に
は
、
こ
の
規
定
を
守
ら
な
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か
っ
た
ら
鷹
番
を
復
活
さ
せ
る
と
ま
で
書

い
て
お
り
、
か
な
り
威
圧
的
な
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。
鷹
番
は
廃
止
さ
れ
ま
し

た
が
、
村
の
負
担
が
ど
れ
ほ
ど
軽
く
な
っ

た
の
か
は
、
疑
問
も
残
り
ま
す
。

■
鷹
場
の
痕
跡
　
こ
の
「
鷹
番
廃
止
の
高

札
」
は
、
幕
府
が
一
斉
に
各
村
に
交
付
し

て
お
り
、
区
内
の
島
根
・
赤
羽
家
に
栗
原

村
の
高
札
が
伝
来
し
て
い
た
事
例
（
『
葵

の
御
威
光
』
、
郷
土
博
物
館
、
二
〇
〇
六
年
）

や
埼
玉
県
春
日
部
市
な
ど
に
も
伝
来
し
て

い
ま
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鷹
場
は

江
戸
の
都
心
部
の
郊
外
に
六
筋
設
定
さ
れ

て
い
た
た
め
、
足
立
区
以
外
に
も
「
鷹
番

廃
止
の
高
札
」
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
冒
頭
で
ご
紹
介
し
た
地
名
は
、
か
つ

て
鷹
場
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
痕
跡
で
す
。

　

足
立
区
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
周
辺
の

鷹
場
は
、
現
在
、
ほ
と
ん
ど
が
住
宅
街
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
「
鷹
番
廃
止

の
高
札
」
や
鷹
場
に
ま
つ
わ
る
地
名
は
、

か
つ
て
鷹
場
だ
っ
た
歴
史
を
今
に
伝
え
て

い
ま
す
。

　
　   

（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

▼
編
集
　
郷
土
博
物
館
は
現
在
休
館
中

で
す
。
ぜ
ひ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
書
籍
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ

の
資
料
画
像
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
鷹
番

廃
止
の
高
札
」
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

﹇
検
索　

足
立
区　

博
物
館
﹈
／
連
載
中

の
「
綾
瀬
・
吉
田
家
文
書
の
紹
介
」
は
紙

幅
の
都
合
で
休
載
し
ま
す
。
次
号
を
お

待
ち
く
だ
さ
い
。

逃
し
た
場
合
は
村
ご
と
処
罰
す
る
、
⑤
鷹

場
の
村
々
に
あ
や
し
い
者
を
置
い
て
は
い

け
な
い
、
と
定
め
て
い
ま
す
（
『
東
武
実

録
』
・
『
竹
橋
余
筆
』
）
。
ま
た
、
寛
永
十
九

年
（
一
六
四
二
）
に
は
、
江
戸
廻
り
の
鷹

場
に
案
山
子
（
か
か
し
）
を
立
て
る
こ
と

が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

千
住
以
下
の
村
々
は
、
こ
う
し
た
鷹
に

関
す
る
幕
府
の
命
令
に
従
う
必
要
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
う
し
て
設
置
さ
れ
た
の
が
鷹

番
と
い
う
監
視
役
で
す
。

■
鷹
番
廃
止
の
高
札
　
鷹
番
は
、
鷹
一
居

　

場
に
指
定
し
、
こ
の
六
筋
内
で
は
、

鷹
の
獲
物
と
な
る
鳥
な
ど
を
勝
手

に
捕
ま
え
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
ま

し
た
。
足
立
区
域
は
、
葛
西
筋
に

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

時
代
が
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、

三
代
将
軍
徳
川
家
光
は
、
寛
永
五

年
（
一
六
二
八
）
に
千
住
・
竹
ノ
塚
・

花
又
（
花
畑
）
・
舎
人
・
沼
田
を

含
む
江
戸
近
郊
五
里
以
内
の
五
四

か
村
に
、
以
下
の
五
か
条
の
内
容

を
記
し
た
木
札
（
鑑
札
）
を
下
し
、

①
将
軍
の
黒
印
の
捺
さ
れ
た
こ
の

木
札
を
持
っ
て
い
る
者
以
外
に
鷹

を
つ
か
わ
せ
て
は
い
け
な
い
、
②

鷹
を
移
動
さ
せ
る
と
き
は
鷹
場
の

村
々
が
送
り
届
け
る
こ
と
、
③
こ

の
木
札
を
所
持
せ
ず
鷹
を
つ
か
っ

て
い
る
者
が
い
た
ら
身
柄
を
拘
束

し
て
幕
府
に
報
告
す
る
こ
と
、
④

報
告
す
れ
ば
褒
美
を
与
え
る
が
見

　

享保 6（1721）年　鷹番廃止の高札　栗原村（郷土博物館蔵）
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