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人 口 調 べ

( 昭 和47年12 月1 日現在)
世 帯　190, 658
男　305, 453

女　294, 959
計　600, 412
( 前月より445 人増)

謹
賀
新
年

子
ど
も
は
風
の
子

お
だ
や
か
な
冬
の
朝
陽
が
、
校
庭
い
っ
ぱ
い
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

冷
た
い
風
が
、
上
気
し
た
子
ど
も
た
ち
の
ほ
は
を
な
で
る
と
、
ち
っ
と
ば
か
り
暖
た
ま
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
冷
た
い
風
も
や
さ
し
く
な
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
縄
跳
び
を
す
る
の

で
す
。

い
ち
に
、
さ
ん
し
、
ご
う
ろ
く
、
し
ち
は
ち
、

縄
跳
び
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
ん
ど
は
子
ど
も
の
方
で
冷
た
い
風
に
さ
わ
り
た
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
子
ど
も
も
冷
た
い
風
も
、
み
ん
な
友
だ
ち
に
な
っ
て
明
る
く
元
気
に

い
ち
に
、
さ
ん
し
、
ご
う
ろ
く
、
し
ち
は
ち
、

こ
こ
千
寿
小
学
枚
で
は
、
毎
朝
十
時
四
十
五
分
か
ら
、
全
校
生
徒
が
い
っ
せ
い
に
縄
跳
び

を
し
て
い
ま
す
。
み
ん
な
仲
よ
く
跳
び
は
ね
て
元
気
い
っ
ぱ
い
。

こ
の
小
学
校
の
子
ど
b
た
ち
は
、
ど
ん
な
に
寒
い
H
で
も
。
モ
モ
引
き
な
ん
て
は
き
ま
せ

ん
。
長
ズ
ボ
ン
も
は
き
ま
せ
ん
。
男
の
子
は
み
な
短
か
い
半
ズ
ボ
ン
。
女
の
子
も
み
な
ス
カ

ー
ト

。
ス
ラ
ッ
ク
ス
や
長
靴
下
は
ひ
と
り
も
い
ま
せ
ん
。
み
ん
な
可
愛
い
膝
小
僧
を
み
せ
て

い
ま
す
。

こ
う
な
っ
た
の
は
、
小
池
諒
先
生
が
子
寿
小
学
校
の
校
長
先
生
に
な
っ
て
こ
ら
れ
た
昭
和

四
十
四
年
か
ら
で
す
が
、
は
じ
め
は

『
子
ど
も
が
風
邪
を
引
く
か
ら
』「
う
ち
の
子
は
弱
い
か

ら
」
と
お
母
さ
ん
方
の
心
配
や
ら
反
対
が
あ
り
ま
し
た
。
校
長
先
生
は
ひ
と
り
ひ
と
り
説
得

し
て

、
つ
い
に
全
貝

、
長
ズ
ボ
ン
。
長
靴
下
は
や
め
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

「
は
じ
め
は
風
邪
を
引
く
の
で
は
な
い
か
と
、
心
配
で
し
た
。
で
も

。
風
邪
引
き
や
す
か

っ
た
子
が
、
あ
ま
り
引
か
な
く
な
り
ま
し
た
の
よ
」
と
、
お
母
さ
ん
方
も
、
い
ま
で
は
お
お

よ
ろ
こ
び
。
学
校
は
学
校
、
家
庭
は
家
庭
と

、
家
で
長
ズ
ボ
ン
を
は
か
せ
て
は
、
か
え
っ
て

寒
さ
に
な
れ
ま
せ
ん
か
ら
。
家
で
も
、
ど
こ
で
も
、
足
を
ニ
ュ
ウ
つ
と
出
し
て
い
ま
す
。
子

ど
も
は
風
の
子

、
「
寒
く
な
い
?

」
と
き
き
ま
し
た
ら
、
「
寒
く
て
も
な
れ
ち
ゃ
っ
た
か
ら

平
気
さ
」
と
元
気
な
声
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

冬
の
陽
の
長
い
影
が
の
び
た
り
ち
じ
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。

一
年
生
の
ち
っ
ち
ゃ
な
彰
、
六
年
生
の
で
っ
か
い
影
が
、
の
び
た
り
ち
じ
ん
だ
り
し
て
い
ま

す
。

子
ど
も
た
ち
が
繩
を
跳
び
こ
す
と
小
さ
な
響
き
が
地
面
に
お
こ
り
、
そ
れ
が
校
庭
い
っ
ぱ
い

に
拡
が
っ
て
い
き
ま
す
。

い
ち
に
、
さ
ん
し
、
ご
う
ろ
く
、
し
ち
は
ち
、

胸
を
は
っ
て
、
大
き
く
跳
ん
で
、
元
気
(
ツ
ラ
ツ

明
る
い
笑
顔

い
ち
に
、
さ
ん
し
、
ご
う
ろ
く
、
し
ち
は
ち
、

■ 区役所の電話882- 1111　 第二庁舎886- 3165　 足立福祉事務所888- 3141　 中部福祉事務所889- 1481　 東部福祉 事務所605- 7101　 西部福祉事務所897- 5011



区 の お 知 ら せ ( 2)

ご
利
用
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

―

あ
な
た
の
近
く
に
こ
の
よ
う
な
施
設
が―

東 部 区 民 福 祉 セ ン タ ー

東綾瀬一丁目5 ―17　 　605 ―7101

こ の 施 設 に は 、 図 書 室/ 音 楽 室/ 工作

室/ 科 学 漂 本室/ 披 露 室, / 結 奏昏式 場/ 集 会

室/ 映 写室/ 大 ホ ー ル があ り ま す。

▲ 交 通 公 園
この 交通公園 には 、ゴー カ

ー卜・ 豆自動 車など があ り、
道路 もホンモノそ っくりに標
識や信 号匹設置され 、児童が
遊びながら 交通道徳 を身 につ
けられ るように なっていま す。
区内 では唯一の 交通公園の た
め 、学 校での授 業などに利 用
され連日に ぎわってい ます。

▲ 茶 道 教 室

ここ 東部区民福 祉
セン ターでは、文学
教室 ・茶道教室・手
芸教 室・生花教室な
どの 「趣味 の教室 」
が行 なわれていま す。
茶道 をとおし て女性
としての教 養を身に
つけよう と真剣に先
生の話し を聞い てい
ます。

中 部 区 民 福 祉 セ ン タ ー
関 原 二 丁 目10 ―10 　889 ―1484

この施設には 、 老人集会 室・娯楽室/
ホール/ 集会室/ 図書 室(一 般用・児童用) /
音楽室/ 卓球 室/ 工作 室/ 科学宇宙 室

があり ます。

▲ プラネタ リウ ム
いまの東京の夜空

は スモ ッグでおお わ
れ 、星を見るこ とも
できなくなって きま
し た。 ここだけほ そ
の ようなこ とはな く、
冬の 星座 ・夏の星座
な どじっ くり観察す
ること ができます。

▲ 老 人 娯 楽 室
カ ラーテレビ・将棋・ 碁・あ ん

ま機な どがあ り、お年寄 りたちは
思い思いに 、お 茶を飮 みながら世
間 話しをし てい ます。 また、将棋
や碁をさし て、一 日 を楽し く過 ご
レ てい ます。

西部区民福 祉 センター 鹿 浜 二 丁 目24 ―2 　897 ―5016
こ の施 設 に は 、 大 ホ ー ル/ 老人 集 会 室・和 室/ ト レ ー ニ ン グ室/ 浴 室/ 音 楽 室/

卓球 室/ 図 工室/ 大・小 会 議 室/ 和 室/ 図 書 室( 一般 用 ・ 児 童 用) があ り ます。

▲ わ ら べ う た

10 歳 ぐ ら い の 女 の 子

が 仲 良 く 輪 をつ く り 、
昔 な つ か し い わ ら べ う

た を歌 い な が ら、遊 ん で

い ま す。 い ま で は こ の
よ う な遊 び が町 で は 見

ら れ な くな り まし た 。

わ ら べ うた でや さ し い
心 を 育 て ま し ょ う。

▲ 児童図書 室
絵 本から図鑑
までそろい、広
い 室Cり中で児 童
たらは、熱心、に
本を読 んでい ま
す。
宿題などは 、こ
こ で調べ てみま
せ んか。

卓 球 室 ▲
国際式 卓球台 が四 台、 子
どもたちは、元 気に ラ ケッ
ト で白球 を追い川 わし、小
学 生も中 学生 も仲良 く一緒
に スポー ツを楽し ん でい ま
す、夏休 み 、冬休 みにな る
と順 番を待つ 子どむたちで、
広い 卓球室 も狹 く感 匕られ
るほ どです。

工 作 室 ▲

木工 作 ・ 紙 工

作 ・ 帖 土工 作 な

どの 工 作 が で き

ま す。 子ど もた
ち は無 我 夢 中 で

製 作 に 没贖 し 、
完 成 す る ま で 真

剣 に 取 り く ん で

い ま す。

児
童
・
老
人
施
設
、
図
書
館
に
つ
い
て
は
無
料
で
す
。
そ
の
ほ
か
の
施
設
は
「
わ
た
し
の
便
利
帳
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日( 火)区役所第二庁舎・1 月24 日( 水)鹿浜小学校 、1月30日( 火) 北千住駅西口・1 月31日( 水) 加平小学校　時間は午前10～午後3 時



昭 和48 年1 月1 日( 3)

千 住区民福 祉 センター
千 住 元 町33 　882 ―2765

この施設 には、老人集 会室、娯楽
室/ 浴室/ トレ ーニ ング室/ 老人
図 寄室/ 大会議室/ 和室/ 収球 室/
音 楽室/ 幼 児室/ 大 ホールがあり
ます。

▲ 老 人 図 書 室

お年寄りに読書を楽しんでいただ
こうと、写真集などがおいてありま
す。そのほか、時代小説・文学書も
そろっており、ゆったりとくつろい
だ気分で続 審がで きます。

▲ 老 人 集 会室
踊りの好 きなお 年寄 りが集 まり、

音楽に 合わせて舞 台で踊ってい ます。
ときには閧i 重えるこ ともありますが、
そのよ うなことは気に せず、楽し ん
でい ます。

▲ トレーニング室
足 ・腰 を きたえるために 、ビュー

テ ィサイク ルに乗っ たり、体 力の衰
えを防 ぐためにエ キ スパン ダーや 各
楝器 具を使 い、お年 寄りた ちは 、額
に汗 をうかべ声を かけ ながら 頑張 っ
てい ます。

体 育 館 中 央 本町 一 丁目17 ―2 　886- 6013

▲ 体 育 館 を 開 放
毎 週 水 嵶 日 は 、 体 育館 を鬨 放 し て

い ま す。 使 用 料 は 三 時 閥 単 位 で、 一
般 は40 円 、 高 校 生 ま で20 円 、 日頃 ス

ポ ー ツ に 縁 遠 い 人 た ち が大 勢集 ま り、
卓球 や バ ド ミ ン ト ン な どに 興 じ て い

ま す。 日頃 ス ポ ーツ に 親 し む機 会 の
ない 方 は 会 社 の 帰 り に で もい か が で

す か 。

中 央 図 書 館　 梅田七丁目13―l 　840―4646

この施設 には、中学生室/ こど も室/ 郷 土
資 料室/ 一般閥覧 塞/ 展示 室/ 新 聞雛誌 室/
学 生閲覧室/ 特別研 究室/ 会議塞/ レコード
ライフ'ラリ ー。/視樽 覚 ホー心/ フィル ムライ
ブ ラリ一があり ます。

▲ 郷 土 資 料 室

区 内 で発堀され た各種 の土器 、昔使 わ
れ てい た用具な どが陳列 され、昔 の生活
様式 がしのぱれ ます。歴 史に興味 のあ る
・むなどに大いに一喜ば れてい ます。 年に数
回は地域ご との郷 土資 料展が開 催され、
歴史の罕黔に役立 つています。

▲学 生 閲 覧 室
ここ学生閲覧蜜 では、受験

準備ク)学生や 、予習 ・復背 を
する学 生が静かな雰囲 気 で勉
強 しています。受験 シー ズン
ともなると、ここは 熱気があ
ふれ んば かり です。

西 伊 興 児 童 館
西伊興町37―5 　897 ―6948

▲ 昨 年の12 月16

日 に 開 館 し た 、
こ の児 童 館に は、

避 戯 室・青 成 室・
相 頡 室・工 作 家・

図 書 室 ・ 音 楽室

な ど があ り ます。

い ま まで こ の よ
う な 施設 が な か

っ た 伊 興 地 城 に

建 設 し ま し た の
で 、 こ の 地 域の

方 か ら大 い に 喜

ば れ て い ま す 。

▲ レ コードライブラリー

クラシックから ポピュ ラーまで、自う少心好きな レ
コ- ドをj 篋ぴ、へ ヴドホ四ンを使用し てきくこ とが
できます。回 りの椎音 も気になりませ んの で、自分
だけ の ン サートをお楽し みください。

ご
あ
い
さ
つ

足
立
区
議
会
議
長

藤

来

勇

区
民
の
皆
さ
ま
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
に
希
望
の
新
春
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
皆
さ
ま
の
ご
清
福
と
ご
繁
栄
を
心
か

ら
お
祈
り
申
し
卜
げ
ま
す
。

私
は
、
一
昨
年
議
長
に
就
任
い
た
し
ま

し
て
以
来
、
議
会
の
円
満
な
運
営
と
ぼ
勢

の
伸
艇
を
第
一
義
と
し
て
誠
心
誠
意
努
力

し
て
ま
い
り
。
お
か
げ
を
も
ら
ま
し
て
大

過
な
く
越
緊
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
ひ
と
え
に
皆
さ
ま
の
ご
支
援
と
ご

協
力
の
た
ま
も
の
と
心
か
ら
感
謝
の
憲
を

表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

ご
承
知
の
と
お
り
、
当
区
の
人
口
も
年

々
増
加
の
。
途
を
な
ど
町

す
で
に
六
十

万
を
こ
え
る
に
至
り
ま
し
た
。

人
口
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
都
市
と
し

て
の
絶
対
的
な
要
件
で
は
あ
り
ま
す
が
、

激
増
す
る
人
口
を
手
放
し
で
喜
こ
ん
で
は

い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
。
本
区
の
現

况
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。

区
民
の
皆
さ
ま
の
福
祉
を
増
進
し
、
生

活
の
安
定
を
図
る
に
は
、
な
お
蔵
要
問
越

が
山
積
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

さ
き
に
策
定
さ
れ
ま
し
た
足
竄
区
伎
期

計
倒
の
推
進
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
れ
ら
問

題
の
解
決
を
図
る
こ
と
は
、
直
接
区
政
を

担
当
す
る
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
責
務

で
あ
り
、
国
お
よ
び
郡
の
施
策
と
併
行
し
、
K

財
政
の
範
囲
内
に
お
い
。て
最
大
の
効
果

が
L
が
る
よ
う
努
力
を
尽
く
す
覚
悟
で
あ

り
ま
す
。

昭
和
四
十
八
年
こ
そ
は
、「
調
和
の
と
れ

た
住
み
よ
い
足
立
区
」
建
設
の
た
め
の
躍

進
の
年
と
し
て
、
心
を
新
た
に
し
、
K
政

全
般
に
わ
た
っ
て
内
容
充
実
刀
た
め
最
人

の
努
力
を
傾
注
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
な
に
と
ぞ
倍
旧
の
ご
指
導
と
ご
穣
撻

を
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

年
頭
に
あ
た
り
、
い
さ
さ
か
所
感
を
述

べ
て
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

■ 献 血推 進 強 調月 間 … … 1 月10 日 ～2 月9 日 ■ 愛の 献 血 にご 協 力を … 1 月11 日( 木) 花 畑 小 学校 ・1 月17 日( 水) 本木 小学 校 ・1 月2:



昭 和48 年1 月1 日 区 の お 知 ら せ ( 4)

初
詣
案
内

足
立
の
社
寺

■
千
住
神
社
千
住

富
元
町

二

四
-

一

国

電
北
千
住

駅
下

車
徒
歩

十
五
分

国
道
か
ら
大
師
道
を
入
っ
て
す
ぐ
左
側
に
あ
る
。「
西

森
様
」
と
も
言
い
、
そ
の
昔
は
ク
ーツ
廠
」
と
も
呼
ば

れ
た
。一元
は
千
住
『

二
丁
目
の
鎮
守
様
。
ま
た
、
氷

川
杜
と
稲
荷
杜
が
別
々
に
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
、「
酉
」

で
あ
り
{
二
ご

と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

弘
化
二
年

二
八
四
五
}
永
野
政
氤
の
「
両
杜
草
創

奉
額
」
に
よ
る
と
、
先
に
稲
荷
明
神
が
鮹
躋
き
れ
後
に

氷
川
杜
が
祀
ら
れ
た
と
あ

る
。
今
境
内
に
あ
る
明
治

二
4
三
年
建
立
の
J
円
森

神
社
之
碑
」
に
も
、
そ
の

緑
起
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

明
治
六
年
簡
杜
は
今
祀
さ

れ
て
西
森
神
社
と
な
り
、

社
格
も
郷
社
に
列
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
大
正
四
年
現
社

名
に
改
称
さ
れ
て
旧
千
住
町
一
円
の
総
鎮
守
と
な
っ
气

古
図
に
よ
る
と
両
杜
は
堀
を
め
ぐ
ら
し
た
境
内
九
段
歩

7
一
七
〇
〇
坪
)
余
あ
り
、
古
木
う
っ
そ
う
た
る
神
域

で
あ
っ
た
。
戦
災
を
蒙
り
そ
の
面
影
は
哭
わ
れ
た
。
現

杜
酘
は
昭
和
四
十
二
年
の
再
建
。「
も
の
言
へ
ぱ
唇
寒
し

秋
の
風
」
芭
蕉
の
句
碑
が
あ
る
。

■
大
鷲
神
社花

畑
町
一

東

武
バ
ス
北
千
住
駅

か
ら
大

鷲
神
社
行
終

点
下

車

花
畑
の
お
と
り
様
で
知
ら
れ
て
い
る
。
祭
神
は
日
本

武
尊
ほ
か
三
柱
。
平
安
の
昔
新
羅
三
郎
義
光
が
戦
勝
祈

願
を
し
た
伝
説
で
知
ら
れ
て
い
る
。
武
運
の
神
と
し
て

昔
は
武
士
た
ち
の
崇
敬
が

篤
か
っ
た
。
そ
の
頃
は
船

で
綾
瀬
川
を
上
り
、
今
の

内
匠
檎
近
く
で
船
を
下
り

そ
こ
か
ら
歩
い
て
参
詣
す

る
客
が
多
か
っ
た
と
言
う
。

「
花
乂
村
鷲
大
明
神
、
平

素
は
い
と
淋
し
き
地
な
る
が
、
霜
月
酉
の
月
は
水
陸
よ

り
参
詣
に
来
る
者
群
集
す
」(
遊
歴
雑
記
)
「
綾
瀬
を
通

る
屋
根
船
に
唐
の
芋
」
。(唐
芋
は
酉
の
市
の
み
や
げ
)

な
ど
そ
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
一
の
鳥
居
か
ら
一
町

幄
の
石
畳
を
進
む
と
社
殿
で
あ
る
。
こ
の
問
側
は
け
や

き
大
樹
の
並
木
で
あ
っ
た
が
今
は
數
本
を
残
す
の
み
と

な
り
た
。
社
殿
の
四
方
入
母
腿
唐
破
風
の
屡
根
は
美
し

い
。
拝
殿
の
薯
額
は
寛
政
四
年
一
七
九
二
)
佐
竹
義
方

(
秋
田
藩
主
)
の
奉
納
。
屋
根
棟
の
日
の
丸
扇
の
紋
は

同
家
の
も
の
で
、
当
社
と
の
縁
故
を
語
っ
て
い
る
。
本

殿
は
二
十
二
年
か
か
っ
て
明
治
八
年
竣
工
し
た
も
の
で

桂
の
昇
り
電
、
降
り
奄
の
彫
刻
は
美
し
い
。年
二
回
(
七

月
・
十
一
月
)
当
社
で
被
露
さ
れ
る
獅
子
舞
と
と
も
に
、

出
区
が
誇
る
文
化
財
で
あ
る
。

■
氷
川
神
社

舎
人
五
丁

目
一
九
―
六

東
武

バ
ス
竹
の
塚
駅

か
ら
舎
人
・
入
谷
行
舎

人
町
下

車
徒
歩
五
分

区
の
西
北
蛾
舎
人
町
の
鎮
守
。
畏
い
参
道
を
通
り
一

段
高
い
所
に
社
殿
が
あ
る
。
社
伝
に
よ
る
と
正
治
二
年

こ

二
〇
〇
)
大
宮
氷
川
神
杜
の
分
祀
と
言
う
。

古
来
社
宝
懸
け
仏
{
御
正
体
}
は
有
名
で
あ
る
が
今

は
肝
心
の
仏
体
か
見
当
ら
な
い
と
の
こ
と
。
そ
れ
よ
り

も
夲
毆
そ
の
も
の
の
建
築
と
彫
劃
が
繁
睛
ら
し
い
。
江

戸
末
期
の
建
遣
と
思
わ
れ
る
が
工
人
は
不
明
。
正
面
両

柱
の
昇
降
竜
、
三

方
の
壁
面
を
飾
る

神
話
と
千
支
の
彫

刻
は
区
内
随
一
で

あ
る
。
鉄
骨
造
り

の
履
屋
と
金
網
で

保
護
さ
れ
て
い
て
、
鑑
賞
に
は
や
や
不
便
で
あ
る
が
、

近
辺
開
発
の
様
子
か
ら
み
る
と
や
む
を
得
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
杜
轂
の
姥
つ
地
が
区
内
最
高
の
地
盤
で

あ
る
。

■
勝
専
寺
千
住
二
丁
目

一
一

国
電
北
千
住
駅
下

車
徒
歩
五
分

俗
に
言
う
赤
門
寺
。
そ
の
赤
色
も
勝
予
に
塗
っ
た
の

で
は
な
い
。幕
府
か
ら
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。街
道
沿

い
の
当
寺
は
匸
一
代
将
軍
秀
忠
以
来
ご
一代
家
光

、四
代

家
綱
と
歴
代
将
軍
が
お
休
み
に
な
り
、
家
綱
公
は
日
光

杜
参
の
帰
途
荒
川
洪
水
の
た
め
、
二
泊
三
日
間
逗
留
し

た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
関
係
か
ら
門
の
朱
塗

り
や
葵
の
紋
使
用
許
可
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

山
門
に
か
か
る
「
三
宮
神
山
」
は
当
寺
の
山
号
。
巻

菱
潭
の
筆
で
あ
る
。
明
治
十
二
年
五
月
明
治
天
皇
当
地

巡
幸
を
記
念
し
て
揚
げ
た
と
言
う
。
門
を
入
る
と
正
面

が
本
堂
。
赤
煉
瓦
を
使
っ
た
部
分
は
明
治
三
十
九
年
の

媼
造
と
あ
る
が
、
幽
時
の
寺
院
建
築
と
し
て
は
ざ
ん
新

な
様
式
で
あ
っ
た
。
本
寺
の
縁
起
な
ど
に
つ
い
て
は

、

「
武
蔵
風
土
記
槁
」
に
く
わ
し
い
が
、
文
応
二
年
こ

二
六
〇
)
開
基
と
言
う
浄
土
京
の
古
刹
で
あ
る
。
本
尊

は
阿
弥
陀
三
尊
。
寺
宝
に

荒
川
々
底
よ
り
出
た
と
伝

わ
る
千
手
観
音
の
小
像
が

あ
る
。

本
堂
前
横
の
馬
頭
観
音

の
位
置
は
、
家
光
公
の
乘

馬
を
洗
っ
た
堀
址
と
か
。

赤
門
横
の
お
え
ん
ま
様
は
正
月
・
七
月
の
ご
開
帳
で
親
し

ま
れ
て
い
る
。
鐘
楼
に
か
か
る
鐘
(
現
在
は
峨
後
鋳
造
)

は
「
時
の
鐘
」
と
し
て
千
住
一
円
は
お
ろ
か
近
郷
近
在

ま
で
鳴
り
ひ
び
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

■
西
新
井
大
師
西
新
井
一
丁
目
一
五
―
一

東
武

線
大

師
前
下

車
徒
歩
二
分

厄
除
大
師
で
親
し
ま
れ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
五
祷

山
遍
照
院
偉
持
寺
。
戦
時
中
供
出
し
た
梵
鐘
が
、
終
戦

後
米
国
に
持
ち
去
ら
れ
、
バ
サ
デ
ィ
ナ
庁
舎
の
前
に
臧

利
昴
と
し
て
十
年
間
も
飾
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
十

年
梵
鐘
の
寺
銘
が
物
を
言
っ
て
無
事
返
還
さ
れ
た
こ
と

は
記
憶
に
新
し
い
。
そ
し
て
、
四
十
五
年
、
万
博
へ
こ

ら
れ
た
同
市
の
。元
市
長
ウ
ォ
-
レ
ン

ー
ド
ー
ン
氏
夫
妻

が
わ
ざ
わ
ざ
大
師
に
立
寄
っ
て
こ
の
鐘
を
打
っ
た
。

当
寺
は
縁
起
に
よ
る
と
天
畏
二
年
弘
法
大
師
東
国
巡

行
の
折
。
幽
地
住
民
の
悪
疫
退
散
の
た
め
自
作
十
一
面

観
音
像
並
び
に
自
像
を
安

置
し
て
祈
願
し
た
の
が
起

り
と
さ
れ
て
い
る
。
江
戸

時
代
に
朱
印
寺
領
二
十
石

を
寄
進
さ
れ
、
将
箪
鷹
狩

の
際
に
は
御
膳
所
と
し
て

休
息
さ
れ
た
格
式
を
持
っ

て
い
る
。

本
堂
懸
額
の
一
つ
酒
井
抱
一
筆
「
洋
大
図
」
は
昨
餒

国
立
博
物
館
開
館
百
年
記
念
「
琳
派
煢
」
に
展
一
ボ
さ
お

異
彩
を
は
な
っ
て
い
た
。
現
本
堂
は
昨
年
五
月
藩
慶
し

た
。

(
勝
山
準
四
郎
)

掲
示
板

保
育
園
児
募
集

申
込
み
1
月
1
0日
～
3
1日

保
育
側
は
、
児
童
福
祉
法
に
釜

づ
い
て
設
け
ら
れ
る
児
童
福
祉
施

跋
で
す
。

保
育
園
へ
の
入
聞
申
込
み
は
、

福
祉
事
務
所
で
毎
日
受
付
け
て
い

ま
す
が
、
特
に
昭
和
四
十
八
年
四

月
入
園
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
に

行
な
い
ま
す
。

入
園
ご
希
望
の
方
は
、
あ
な
た

の
住
む
地
域
を
所
管
す
る
福
祉
謇

務
所
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
み
で
き
る
方
―
未
就
学
児

の
保
育
に
あ
た
る
方
が
い
な
か
っ

た
り
、
勦
い
て
い
た
り
、
あ
る
い

は
、
病
気
な
ど
の
た
め
、
め
ん
ど

う
が
み
ら
れ
な
い
ご
家
庭

申
込
み
期
間
-
四
十
八
年
一
月

十
日
(
水
)
一
三
十
一
日
{
水
}
　

申
込
み
先
―
あ
な
た
の
地
域
を

所
管
す
る
次
の
福
祉
事
務
所
へ

□
足
立
福
祉
事
務
所
(
千
住
柳
町

一
二
―
五
)八

八
八
―
三
一
四
一

□
中
部
福
祉
事
務
所
(
関
原
二
丁

目
一
〇
―
一
〇
)

八
八
九
―
一
四
八
一

□
東
部
福
祉
事
務
所
(
東
綾
瀬
一

丁
目
五
―
一
七
)

六
〇
五
―
七
一
〇
一

□
西
部
福
祉
事
務
所
(
鹿
浜
二
丁

目
二
四
―
二
)

八
九
七
―
五
〇
一
一

用
意
す
る
も
の
―
①
印
か
ん

②
次
の
該
蝿
す
る
書
類
全
部

▽
昭
和
四
十
七
年
度
分
特
別
区
民

税
額
の
わ
か
る
も
の
{
例
―
納

棍
通
知
書
、
特
別
徴
収
通
知
書

課
税
証
明
書
な
ど
)

▽
昭
和
四
十
七
年
分
所
得
税
額
の

わ
か
る
も
の
(
例
―
納
税
通
知

書
。
源
泉
徴
収
气

確
定
申
告

潜
の
控
な
ど
)

た
だ
し
、
四
十
七
年
分
か
未

篠
定
の
場
羚
は
四
十
六
年
分
の

も
の

▽
昭
和
四
十
七
年
度
分
固
定
資
産

税
額
の
わ
か
る
も
の
(
土
地
、

家
屋
を
r
持
ち
の
方
の
み
)

く
わ
し
く
は
、
各
福
祉
事
務
所

へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

成

人

式

へ

お

い
で

く
だ

さ

い

―
1
月
1
5日
成
人
の
日
―

区
と
区
教
育
委
員
会
・
区
選
挙

管
理
委
員
会
で
は
、
こ
と
し
成
人

に
な
ら
れ
る
方
を
対
象
に
、
「
成

人
式
の
つ
ど
ご

を
次
の
と
お
り

開
催
し
ま
す
。

成
人
と
な
ら
れ
る
方
に
は
、
年

賀
(
ガ
キ
で
ご
案
内
を
さ
し
あ
げ

ま
し
た
の
で
、
当
日
会
場
へ
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

な
お
、
服
装
は
華
美
に
な
ら
な

い
よ
う
、
平
服
で
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

▽
対
象

昭
和
二
ト
七
年
一
月
十

六
日
か
ら
昭
和
二
十
八
年
一
月

十
五
日
ま
で
に
生
ま
れ
足
立
区

に
住
ん
で
い
る
方

▽
同
時

昭
和
四
十
八
年
一
月
十

五
日
(
月
)
午
前
十
時
三
十
分

▽
会
場

①
足
立
区
体
育
館
(
中

火
本
町
一
丁
目
一
七
人

ご
=

第
六
・
七
・
十
・
十
四
・
十
五

・
十
六
・
東
栗
原
出
張
所
管
内

の
方

②
第
十
五
中
学
校
体
育
館
(
千

住
宮
元
町
二
七
―
六
)
=
常
東

・
第
三
・
四
・
五
出
張
所
管
内

の
方

③
江
北
中
学
校
体
育
館
(
江
北

一
丁
目
一
九
―
一
)
n
第
八
・

九
・
十
二
・
十
=
∵
二
十
出
張

所
管
内
の
方

④
東
綾
瀬
中
学
校
体
育
館
i

瀬
三
丁
川
一
卜
丁
一
四
)
H
第

十
七
・
十
八
・
十
九
・
束
綾
瀬

出
張
所
管
内
の
方

▽
講
演

第
①
会
場
五
漫
画
家

近
藤
日
出
造
氏

第
②
会
場
…

医
学
博
士

杉
靖
三
郎
氏

第

③
会
場
…
立
正
女
子
大
学
畏

小
尾
迎
雄
氏

第
④
会
場
・
:

俳
人

楠
本
憲
吉
氏

▽
軽
音
楽
と
新
成
人
の
つ
ど
い

会
場
―
足
立
区
文
化
会
館

時

間
―
午
後
・
時
か
ら

出
演
―

岡
田

実
と
ヤ
ン
グ

、ト
ウ

フ
ン
ズ

な
お
、
当
日
式
場
へ
こ
ら
れ
な

か
っ
た
方
は
、
一
月
十
八
日
か
ら

二
十
六
日
ま
で
の
間
に
(
ガ
キ
を

お
近
く
の
出
張
所
へ
お
持
ち
に
な

り
、
記
念
品
を
お
受
け
と
り
く
だ

さ
い
。成

人
学
校

区
教
育
委
員
会
で
は
、
次
の
よ

う
に
成
人
学
校
を
開
催
し
ま
す
。

余
暇
を
利
用
し
气

飢
軽
に
楽
し

め
る
も
の
ば
か
り
で
す
。
條
了
証

も
さ
し
あ
げ
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ

て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

期
間

一
月
二
十
三
日
か
ら
三

月
一
日
ま
で
の
毎
週
火
・
木
曜
日

午
後
六
時
か
ら
八
時

・
会
場

区
宵
年
絋
(
東
武
線
大

師
前
駅
前
)

科
目

盆
栽
と
家
庭
園
芸
・
蹶

价
彫

、予
芸
(
き
め
こ
み
人
形
〉

資
格

区
内
在
住
・
在
勤
の
方

定
員

各
科
目
と
も
五
十
名
に

な
り
次
第
締
切
り

受
講
料

無
料
(
た
だ
し
、
材

料
費
は
自
己
負
担
)

申
込
み
は
、
一
月
八
日
か
ら
区

教
育
委
員
会
文
化
係
で
受
付
け
ま

す
。特

別
区
の

職
員
募
集

▲
募
集
職
種
・
人
員

化
学
約
六

十
名

造
園
約
四
十
名

福
祉
指

導
約
三
十
名

▼
受
験
資
絡

昭
和
十
八
年
四
月

二
口
か
ら
昭
和
二
十
六
年
四
月
一

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
か
、
昭
和・

四
十
五
年
三
月
か
ら
昭
和
四
十
八

年
三
月
ま
で
に
大
学
卒
業
ま
た
は

卒
業
見
込
み
の
方

▼
賦
験
日

昭
和
四
十
八
年
一
月

二
十
八
日
(
日
)

▼
申
込
受
付
期
間

郵
送
―
昭
和

四
十
八
年
一
月
十
八
日
(
木
)

持
参
―
昭
和
四
十
八
年
一
月
一
了

五
日
(
木
)

▲
申
込
書

区
役
所
案
内
所
・
出

張
所
ま
た
は
都
庁
案
内
所

く
わ
し
く
は
、
特
別
区
人
事
管

理
調
査
室
へ
ど
う
ぞ
。

二
六
苙
―
○
六
七

―

届
き
ま
し
た
か
!

「
わ
た
し
の
便
利
帳
」

み
な
さ
ん
の
お
宅
へ
「
わ
た
し

の
便
利
帳
」を
お
配
り
し
ま
し
た
。

ま
だ
届
い
て
い
な
い
ご
家
庭
や
、

新
し
く
転
入
さ
れ
た
方
に
は
、
最

寄
り
の
出
張
所
で
差
し
あ
げ
ま
す

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
配
付
は
稟
者
に
委
託
し

た
も
の
で
、
不
行
届
の
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
お
わ
び
い
た
し
ま
す
。

ま
た
ま
こ
と
に
恐
れ
い
り
ま
す

が
。
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

次
の
よ
う
に
訂
正
の
う
え
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▽
二
十
ニ
ペ
ー
气
住
民
表
示
」

を
「
住
暢
表
示
」
に

■ お忘れなく… …住民税・給与支払報告書の提出は1 月31日までです。 ■ 昭和48年度分償却資産( 固定資産税) の申告は、1 月16日までに 200, 000I ・N


