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屋
号

同
じ
血
統
や
同
じ
姓
の
多
い
土
地
で
、

お
互
い
を
呼
び
分
け
る
た
め
に
生
じ
た
も

の
が
、
屋
号
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
屋
号

は
別
に
イ
エ
ナ
・
カ
ド
ナ
と
も
呼
ば
れ
ま

す
。
千
葉
県
で
も
、
家
の
あ
る
位
置
や
、

方
角
な
ど
に
よ
る
、
ム
カ
イ
ゴ
ウ
・
ヒ
ガ

シ
、
又
は
、
職
業
に
よ
る
カ
ジ
ヤ
・
コ
ウ

ヤ
な
ど
。
出
身
地
に
よ
る
イ
セ
ヤ
・
ア
ワ

ヤ
な
ど
は
各
地
に
あ
っ
て
よ
く
耳
に
す
る

屋
号
で
す
。
そ
の
他
地
形
に
よ
る
も
の
、

家
屋
の
構
造
・
材
料
に
よ
る
も
の
、
格
式

や
本
分
家
関
係
に
よ
る
も
の
、
村
内
行
事

の
任
務
に
よ
る
も
の
等
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
あ
る
時
代
の
そ
の
家
の
主
人
の
名
を

も
っ
て
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

屋
号
は
、
一
村
内
で
区
別
で
き
る
特
徴

に
も
と
ず
く
こ
と
が
多
く
、
隣
村
に
は
同

じ
屋
号
の
家
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

明
治
初
年
、
家
名
と
し
て
氏
姓
を
名
乗
る

こ
と
が
許
さ
れ
た
と
き
、
多
く
は
屋
号
を

姓
と
い
た
し
ま
し
た
。

東
京
湾
漁
携
習
俗
調
査
の
結
果
に
よ
り

ま
す
と
、
東
葛
郡
浦
安
町
に
は
、
あ
だ
名

の
よ
う
な
屋
号
が
何
軒
も
あ
り
ま
す
。
ア

タ
マ
・
シ
ッ
ポ
・
ド
ウ
ナ
ガ
・
ガ
ア
タ
ロ
・

カ
ッ
パ
・
カ
ナ
ブ
リ
・
ネ
ジ
リ
・
ガ
ネ
・

シ
ヤ
ク
メ
・
ニ
イ
ヤ
ン
マ
・
ツ
ッ
ケ
イ
ボ

ウ
等
が
そ
れ
で
す
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
が

富
津
市
富
津
で
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
サ
ッ
ペ
ロ
（
サ
ッ
パ
と
い
う
魚
）

ボ
ラ
・
ク
ダ
リ
（
耳
の
黒
い
大
う
な
ぎ
）

と
い
っ
た
名
の
下
に
ド
ン
を
つ
け
て
呼
び

ま
す
。近

世
の
商
人
は
、
一
般
に
苗
字
を
使
用

す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、

そ
の
屋
号
を
持
っ
て
称
し
た
の
で
し
た
。

い
わ
ゆ
る
何
屋
何
某
と
い
う
よ
う
に
使
わ

れ
、
屋
号
の
始
ま
り
は
室
町
時
代
か
ら
と

言
わ
れ
て
居
り
ま
す
。
一
四
二
○
（
応
永

二
七
）
年
の
文
書
に
よ
る
と
、
「
天
蓋
大

路
亀
屋
」
や
、
一
四
五
五
（
康
正
元
）
十

一
月
三
○
日
の
書
状
に
は
、
「
綾
小
路
大

宮
酒
屋
」
等
と
あ
り
、
魚
屋
、
鯛
屋
な
ど

の
名
も
見
え
ま
す
。
か
つ
て
は
米
屋
で
の

ち
に
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
場
合
に
も
、

そ
の
名
を
屋
号
と
し
て
名
乗
り
ま
し
た
。

〆

ま
た
出
身
地
で
は
な
く
て
も
、
主
家
か
ら
で
し
た
。
そ
し
て
鎌
倉
時
代
以
後
に
な
る

別
家
し
た
場
合
、
そ
の
主
家
の
地
名
の
屋
と
、
諸
国
の
武
士
が
そ
の
氏
を
称
せ
ず
に

号
を
名
乗
り
ま
し
た
。
商
人
に
と
っ
て
の
そ
の
出
身
地
あ
る
い
は
居
住
地
な
ど
を
名

屋
号
は
、
商
標
、
の
れ
ん
、
看
板
と
共
に
、
の
る
こ
と
が
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
。
苗

そ
の
家
の
営
業
上
の
信
用
を
そ
の
ま
ま
字
の
み
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
つ

示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
傷
つ
け
な
い
に
氏
は
儀
礼
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま

い
よ
う
、
そ
の
名
声
を
あ
げ
る
こ
と
に
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
苗
字
は
そ
の
意
義
を

努
力
が
は
ら
わ
れ
ま
し
た
。
又
、
二
人
ま
っ
た
く
変
じ
て
氏
と
同
一
な
性
質
を
持

が
協
同
し
て
経
営
し
た
も
の
に
は
○
○
屋
つ
よ
う
に
な
り
、
氏
と
苗
字
と
が
混
同
さ

と
×
×
屋
を
合
わ
せ
て
、
○
×
屋
と
い
う
れ
て
、
本
来
苗
字
で
あ
る
べ
き
も
の
が
氏

よ
う
に
組
合
せ
て
屋
号
と
し
た
も
の
も
あ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
古
来
氏
の
お
も
な
も
の
と
し

げ
ん
ぺ
い
と
う
き
っ

て
原
平
藤
橘
（
奈
良
時
代
以
来
そ
の
一
門

苗
字
・
姓

が
繁
栄
し
て
名
高
か
っ
た
四
氏
。
四
姓
）

氏
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
が
称
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
も
用
い

た
家
々
の
称
の
こ
と
。
そ
の
始
ま
り
は
よ
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
以
後

く
解
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
平
安
時
代
中
の
諸
家
の
称
は
、
ほ
と
ん
ど
苗
字
と
い
つ

期
ご
ろ
か
ら
同
一
の
氏
に
属
す
る
人
が
多
て
も
差
支
え
な
い
ほ
ど
と
な
り
ま
し
た
。

く
な
り
、
そ
れ
ら
の
家
々
を
区
別
す
る
必
そ
れ
ら
の
苗
字
に
は
地
名
・
官
職
名
・
寺

要
か
ら
起
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
号
あ
る
い
は
植
物
名
・
動
物
名
な
ど
か
ら

れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
氏
と
苗
字
と
は
同
で
き
た
も
の
な
ど
が
あ
っ
て
千
差
万
別
で

一
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
の
ち
に
す
。
古
来
苗
字
は
身
分
の
賎
し
い
も
の
は

は
ほ
と
ん
ど
そ
の
区
別
が
で
き
な
い
よ
こ
れ
を
称
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
風
習
で

ぅ
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
し
た
。
は
じ
め
名
字
と
書
か
れ
て
い
ま

藤
原
氏
の
一
族
で
京
都
の
一
条
に
住
む
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
同
極
同

も
の
を
一
条
家
、
九
条
・
近
衛
に
い
る
も
根
の
苗
斎
と
い
う
意
号
で
、
苗
字
と
書

の
を
九
条
家
・
近
衛
家
と
い
い
ま
し
た
。
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
維
新
後
、

そ
れ
ら
を
と
く
に
藤
原
と
は
い
わ
ず
に
一
法
律
の
上
で
は
「
氏
」
が
苗
字
や
名
字

条
・
九
条
・
近
衛
と
称
し
た
よ
う
な
も
の
を
表
す
用
語
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一

『
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舟
Ｉ
姓
↓
氏
」
と
名
前
を
あ
わ
せ
て
一
姓

凡
又
こ
「

名
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
名
字
は
男
子

が
成
年
後
、
実
名
の
ほ
か
に
名
の
っ
た

「
字
」
か
ら
起
こ
り
ま
し
た
。
字
は
、

大
化
の
改
新
の
頃
か
ら
、
役
人
や
学
者

が
中
国
に
な
ら
っ
て
本
名
の
か
わ
り
に

使
い
は
じ
め
た
も
の
で
す
。
字
に
は
、

官
職
名
や
職
業
名
を
簡
単
に
し
て
使
う

場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
も
の
の
居

住
す
る
地
名
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
く
な

－
か
卜
寺
可
▽
炉
』

り
、
や
が
て
「
名
字
」
と
い
う
熟
語
が
生

ま
れ
ま
し
た
。
名
字
の
分
布
は
、
武
士
団

の
移
住
と
深
い
関
連
が
あ
り
ま
し
た
。
室

町
時
代
に
は
単
独
相
続
が
発
達
し
、
家
督

を
つ
ぐ
者
だ
け
が
名
字
を
独
占
す
る
よ
う

に
な
っ
た
反
面
、
庶
民
も
武
士
に
な
ら
っ

て
名
字
を
名
の
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
江
戸
時
代
に
は
、
苗
字
帯
刀
は
武

士
だ
け
の
特
権
と
な
り
一
八
七
○
（
明
治

三
）
年
に
大
政
官
か
ら
苗
字
差
許
し
の
布

告
が
出
さ
れ
、
七
五
年
に
は
苗
字
を
も
つ

こ
と
が
強
制
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
苗
字
を
も

た
な
か
っ
た
人
々
も
苗
字
を
も
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
妻
が
夫
の
氏
を
称
す
る
よ

、
フ
に
な
っ
た
の
は
一
八
九
八
（
明
治
三
二

年
の
民
法
・
戸
籍
法
の
改
正
か
ら
が
始
ま

り
で
す
。
苗
字
と
い
う
の
は
、
代
々
伝
わ

る
そ
の
家
の
名
・
姓
・
家
名
で
、
同
一
の

氏
か
ら
分
か
れ
出
て
そ
の
住
む
地
名
な
ど

を
取
了
え
家
碇
名
。
｜
平
氏
か
鼻
壷
た
千

葉
・
三
浦
な
ど
の
類
。

千
葉
県
に
特
有
な
姓
は
、
石
井
・
湯
浅

石
毛
・
白
鳥
・
国
吉
・
植
草
・
深
山
・
安

蒜
・
染
谷
だ
と
い
う
の
が
褒
前
研
究
家
の

佐
久
間
英
氏
の
意
見
で
す
が
、
数
量
的
に

は
鈴
木
・
渡
辺
・
石
井
・
高
橋
・
佐
藤
と

い
う
姓
が
多
い
よ
う
で
す
。
ま
た
珍
し
い

、
し
０
幸
う
ゆ
お
の
う
え
じ
ゃ
み
た
え

姓
と
し
て
は
、
醤
油
・
螺
峰
・
闇
称
・
妙

み
郷
幼
心
い
い
え
②
の
じ
ま

見
・
雛
・
剛
長
・
廼
島
・
な
ど
と
い
う
難

し
い
姓
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。

佐
倉
藩
士
の
姓
に
も
難
解
な
も
の
が
多

と
ど
り
に
い
だ
つ
く
ら
な
み
あ
き
か
く
し
ろ

く
、
都
鳥
・
新
達
・
倉
次
・
安
積
・
久
代
．

と
つ
き
か
ん
ど
り
に
へ
へ
き
ゆ
げ
脇

都
筑
・
神
取
・
仁
戸
・
日
置
・
弓
家
・
餅

が
つ
づ
会
ち
よ
う
じ
ん
心
一
｝
う

和
・
続
・
長
・
神
・
向
な
ど
の
姓
が
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
。

r一‐

昭和47年頃の大谷ロ新田の坂川べ曾一
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回
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その他の紋 植物紋 動物紋

蓄
字
ま
た
に
称
号
の
ご
印
融
ご
：
蝿
二
：
｜
用

い
ら
れ
た
図
象
で
概
し
て
は
対
象
的
な
形

を
持
つ
も
の
を
さ
し
ま
す
。
日
月
星
・
動

物
・
植
物
・
文
字
な
ど
あ
ら
ゆ
る
事
物
に

取
材
し
、
優
美
な
も
の
、
苗
字
に
因
む
も

の
、
瑞
祥
的
（
め
で
た
い
し
る
し
、
吉
兆
）

な
も
の
、
家
の
歴
史
的
事
跡
を
記
念
す
る

も
の
、
尚
武
的
な
も
の
、
信
仰
に
因
ん
だ

も
の
を
家
紋
に
選
び
世
襲
し
ま
し
た
。

公
家
の
家
紋
は
、
平
安
時
代
末
期
よ
り

鎌
倉
時
代
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
、
興
車

や
、
衣
服
の
文
様
が
し
だ
い
に
転
じ
て
形
を

な
し
ま
し
た
。
武
家
よ
り
も
早
く
図
象
が

出
来
て
は
い
ま
し
た
が
そ
の
発
達
は
遅

れ
、
大
体
輿
車
・
馬
具
の
み
に
用
い
ら
れ

ま
し
た
。
武
家
の
家
紋
は
主
と
し
て
旗
や

幕
の
徽
章
と
し
て
お
こ
り
ま
し
た
が
、
衣

服
の
文
様
か
ら
転
じ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

家
紋
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
す
で
に

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
鎌
倉
時
代
に

な
る
と
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
末
期
に
は
諸
国
豪
族
は
み
な
家
紋
を

軍
旗
・
小
旗
・
兜
・
鎧
の
袖
な
ど
に
つ
け

て
敵
味
方
を
区
別
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
南
北
朝
時
代
・
室
町
時
代
は
同
族
相

分
か
れ
て
戦
う
こ
と
が
多
く
、
し
た
が
っ

て
同
族
間
で
も
紋
章
を
区
別
す
る
必
要
を

生
じ
、
紋
章
の
種
類
が
増
加
し
ま
し
た
。

一
五
世
紀
中
こ
ろ
に
は
「
見
聞
諸
家
紋
」
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に
二
五
五
個
の
家
紋
が
収
集
さ
れ
て
い
ま

す
。
軍
事
上
の
必
要
か
ら
戦
国
時
代
に
は

「
関
東
幕
注
文
」
（
上
杉
謙
信
に
よ
る
関
東
諸

豪
族
の
家
紋
を
あ
つ
め
た
も
の
）
「
阿
州

旗
下
幕
紋
控
」
（
三
好
幕
下
の
諸
将
の
家

紋
を
あ
つ
め
た
も
の
）
な
ど
が
つ
く
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
権
門
勢
家
の

紋
章
は
権
威
の
表
徴
と
み
ら
れ
、
功
あ
る

者
に
賜
与
さ
れ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
な
り
軍
事
上
の
用
途
は
す

た
れ
、
主
と
し
て
威
儀
を
正
す
目
的
に
用

い
ら
れ
ま
し
た
。
と
く
に
参
勤
交
代
で
往

来
す
る
際
や
、
登
城
の
折
に
名
氏
を
表
示

し
身
分
を
明
ら
か
に
し
、
礼
儀
作
法
に
過

失
の
な
い
よ
う
に
束
帯
の
他
は
必
ず
家
紋

を
用
い
ま
し
た
。
そ
し
て
公
務
上
・
社
交

上
の
必
要
か
ら
「
武
鑑
」
が
つ
く
ら
れ
年

毎
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
一
七
世
紀
末
（
貞
保
・
元
禄
ご
ろ
）

著
修
の
風
が
甚
だ
し
く
、
家
紋
も
装
飾
の

目
的
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
生
じ
、
庶
民

の
間
で
も
伊
達
紋
・
加
賀
紋
な
ど
新
奇
な

紋
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
明
治
に
入
る
と

苗
字
と
家
紋
の
関
係
は
薄
れ
、
黒
紋
付
と

い
っ
て
着
物
に
家
紋
を
つ
け
る
よ
、
７
に
な

り
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
装
飾
に
と
ど
ま
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

家
紋
の
図
柄
の
中
で
特
に
多
い
も
の
は
、

菱
。
花
菱
系
の
紋
・
文
字
紋
・
菊
系
の
紋
。

桐
紋
竹
や
笹
系
の
紋
二
扇
や
団
扇
系
の

紋
・
藤
紋
・
柏
紋
・
桔
梗
紋
な
ど
が
あ
り

ま
す
。菱

Ⅱ
蕊
花
菱
・
四
つ
花
菱
・
剣
花
菱
・

亀
甲
花
菱
・
武
田
菱
・
松
川
菱
等

菊
Ⅱ
十
六
菊
・
八
重
菊
・
裏
菊
菱
・
葉

付
菊
車
・
菊
水
な
ど
。

桐
Ⅱ
五
七
桐
．
五
三
鬼
桐
・
五
三
割
桐

な
ど
。

焼
印

○
農
作
業
は
協
同
作
業
が
多
か
っ
た
為
、

大
部
分
の
農
具
に
自
分
の
家
の
焼
印
が

押
し
て
あ
っ
た
。

〆

氏血
縁
関
係
の
あ
る
家
族
群
で
椛
成
さ
れ

た
集
団
。
氏
族
。
古
代
、
氏
族
に
擬
制
し

な
が
ら
実
は
祭
祁
・
居
住
地
・
官
職
な
ど

を
通
じ
て
結
合
し
た
政
治
的
集
団
。
そ
の

内
部
は
、
姓
（
か
ば
ね
）
を
異
に
す
る
家

族
群
に
分
か
れ
、
上
級
の
姓
を
持
つ
家
族

群
が
下
級
の
姓
の
家
族
群
を
支
配
し
、
最

下
層
に
は
部
民
（
べ
の
た
み
）
お
よ
び
奴

碑
（
ひ
こ
）
が
あ
る
。
家
々
の
血
統
に
従

っ
て
伝
え
て
称
す
る
名
。
ま
た
家
の
称
号

家
柄
。
近
世
、
武
士
階
級
の
間
で
、
多
く

同
雛
以
下
に
対
し
て
苗
字
に
添
え
て
用
い

た
敬
称
。

苗
字
朝
臣

四
位
の
者
に
つ
き
、
名
に
次
い
で
姓
（
か

ば
ね
）
の
朝
臣
を
書
く
こ
と
。

苗
字
御
免

江
戸
時
代
、
平
民
が
苗
字
を
唱
え
る
こ

と
を
許
さ
れ
た
こ
と
。

苗
字
帯
刀

家
柄
ま
た
は
功
労
に
よ
っ
て
、
平
民
が

特
に
苗
字
を
と
な
え
、
刀
を
腰
に
つ
け
る

こ
と
。旧

六
ヶ
村
の
成
り
立
ち

戦
国
時
代
、
こ
の
地
域
は
武
将
高
城
氏

の
支
配
下
に
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
川
の
沖

戸
L

こ
の
資
料
館
の
あ
る
新
松
戸
は
、
昭
和

妬
年
迄
は
旧
六
ヶ
村
の
内
の
「
大
谷
ロ
新

田
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
村
の

中
で
も
上
組
・
中
級
・
下
組
・
東
組
の
四

組
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
上
組
は
ア
ブ

械
地
に
突
き
出
た
台
地
と
Ｖ
う
地
形
を
利

用
し
て
、
永
正
五
年
（
一
五
○
八
）
に
は

根
木
内
城
が
築
か
れ
、
天
文
六
年
二
五

三
七
）
に
は
大
谷
口
に
小
金
城
が
築
か
れ

ま
し
た
。
高
城
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
頃

は
、
わ
ず
か
に
横
須
賀
村
と
台
地
周
辺
の

一
部
だ
け
が
水
田
化
さ
れ
、
大
部
分
の
地

域
は
沼
沢
地
あ
る
い
は
葦
原
の
ま
ま
で
放

置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
低
湿
地
帯
に
本

格
的
な
開
発
の
鍬
が
入
れ
ら
れ
た
の
は
、

江
戸
時
代
の
初
め
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
頃

は
自
然
の
地
形
を
利
用
し
、
水
は
け
の
よ
い

微
高
地
を
選
ん
で
開
発
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
旧
六
ヶ
村
の
開
発
を
担
っ
た
人
々
は
、

い
ず
れ
も
半
農
半
士
と
し
て
高
城
氏
に
つ

か
え
た
旧
家
臣
た
ち
で
し
た
。
そ
し
て
そ

の
後
住
み
や
す
い
立
地
条
件
の
所
に
は
次

々
と
分
家
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
し
た

が
っ
て
○
○
殿
（
ド
ン
）
と
い
う
名
前
が
多

く
な
り
ま
し
た
。
小
さ
な
村
で
は
重
複
が

少
い
た
め
、
地
名
、
地
形
、
職
業
、
方
角

な
ど
で
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

大
谷
ロ
新
田
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新
松
戸
駅
東
側
に
ひ
ろ
が
る
台
地
を
幸

谷
と
い
い
ま
す
。
区
画
整
理
以
前
ま
で
は

現
在
の
新
松
戸
駅
の
周
囲
も
幸
谷
の
地
区

ラ
ヤ
（
上
の
家
）
・
サ
コ
ウ
・
ア
キ
ヤ
マ

サ
ン
・
ウ
ス
ヤ
・
ワ
タ
ヤ
・
カ
ミ
シ
ン
タ

ク
・
シ
ン
ヤ
の
七
軒
で
し
た
。
中
組
は
ウ

ス
ヤ
シ
ン
タ
ク
・
チ
ョ
ウ
ベ
エ
シ
ン
タ
ク

ィ
ン
キ
ョ
・
ハ
ン
ニ
ム
ド
ン
・
セ
キ
バ
・
セ

キ
バ
シ
ン
タ
ク
の
六
軒
。
下
組
は
ハ
ン
ゾ

ウ
ド
ン
・
シ
ゲ
ノ
ウ
チ
・
ミ
ヤ
マ
エ
・
セ

ド
ノ
ウ
チ
・
ヤ
ス
イ
ム
ド
ン
・
タ
ナ
の
六

軒
。
束
組
は
カ
ネ
シ
タ
ド
ン
・
シ
ョ
ウ
タ

ロ
ウ
ド
ン
・
フ
ル
シ
ン
タ
ク
・
チ
ョ
ベ
エ

ド
ン
・
コ
ウ
ヤ
ミ
チ
・
シ
ョ
ウ
ゾ
ウ
ド
ン
・

コ
ウ
ヤ
バ
シ
の
七
軒
で
し
た
。
妬
軒
あ
る

大
谷
口
新
田
の
・
中
で
特
に
古
い
家
は
、
ア

ブ
ラ
ヤ
・
ウ
ス
ヤ
・
ハ
ン
ニ
ム
ド
ン
・
ハ

ン
ゾ
ウ
ド
ン
・
ミ
ヤ
マ
エ
・
チ
ョ
ウ
ベ
エ

ド
ン
な
ど
で
す
。
大
谷
口
新
田
は
、
幸
谷

・
小
金
の
飛
地
が
多
く
、
組
の
中
に
あ
り

な
が
ら
行
政
区
画
上
は
住
所
が
異
な
り
ま

し
た
。
東
組
は
明
摘
か
ら
昭
和
に
か
け
て

住
ん
だ
人
が
多
く
全
部
小
金
町
金
の
下
の

住
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
大
谷
口
新

田
は
唯
一
の
新
田
村
落
で
、
江
戸
初
期
に

江
戸
幕
府
の
土
地
の
一
環
と
し
て
新
田
開

発
さ
れ
ま
し
た
。
戸
数
妬
戸
。

幸
谷

で
し
た
。
馬
一
橘
か
ら
流
山
ま
で
連
行
さ
れ

て
い
る
流
山
電
鉄
の
新
松
戸
附
近
の
駅

名
が
、
幸
谷
と
あ
る
の
は
そ
の
当
時
の

地
名
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
為
で

す
。
こ
の
幸
谷
も
以
前
は
、
そ
の
大
部
分

が
台
地
に
は
さ
ま
れ
た
谷
津
田
で
し
た
。

こ
う
や

そ
の
谷
津
が
荒
谷
で
あ
っ
た
所
か
ら
、
住

民
の
幸
せ
へ
の
願
い
を
込
め
て
幸
谷
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
昔
か

ら
幸
谷
に
は
湧
水
が
あ
り
、
そ
の
水
を
溜

め
て
農
業
用
水
に
し
ま
し
た
。
そ
の
為
に

溜
の
上
・
溜
の
下
・
溜
脇
と
い
う
字
名
が

残
っ
て
い
ま
す
。
屋
号
と
し
て
は
溜
の
上

大谷ロ新田

“

に
あ
っ
た
家
と
い
う
意
の
、
溜
台
・
溜
台

新
宅
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
の
初
期
に

排
水
路
と
し
て
新
坂
川
が
掘
ら
れ
て
か
ら

こ
の
溜
の
水
も
梱
れ
、
溜
池
の
あ
っ
た
場

所
は
現
在
都
市
計
画
道
路
獅
号
線
と
な
り

昔
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
も

わ
ず
か
な
が
ら
台
地
か
ら
の
湧
水
が
数
ヶ

所
に
み
ら
れ
ま
す
。
神
社
は
赤
城
社
、
寺

は
曹
洞
宗
の
福
昌
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

赤
城
社
に
は
「
坂
川
治
水
の
父
」
と
も
い

わ
れ
る
渡
辺
庄
左
衛
門
が
、
坂
川
に
そ
そ

ぐ
小
さ
な
野
川
に
百
橋
架
け
た
と
い
わ
れ

る
石
橋
の
一
部
の
石
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

《
ツ
ー

こ
の
砿
石
は
、
江
戸
時
代
に
は
多
く
石
仏

な
ど
に
使
わ
れ
た
伊
豆
の
石
と
い
う
こ
と

で
す
。
幸
谷
の
中
に
も
七
橘
が
架
け
ら
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
残
さ
れ
て
い

る
橋
石
に
は
「
百
の
内
、
四
十
八
」
と
番

か
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
訓
年
頃
か
ら
の
交
通

の
大
き
な
変
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
さ
な

橋
は
不
用
と
な
り
、
幅
の
あ
る
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
橋
に
次
々
と
架
け
替
え
ら
れ
て
い

き
ま
し
た
。
そ
の
為
そ
の
橋
石
は
、
野
ざ

ら
し
に
さ
れ
た
り
ゆ
く
え
が
解
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
少
く
な
い
よ
う
で

す
。
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ニ
ッ
木

ニ
ッ
木
は
台
地
と
低
地
に
岐
れ
、
そ
の

大
部
分
は
台
地
に
狭
ま
れ
た
広
大
な
谷
津

田
で
し
た
。
そ
の
た
め
江
戸
川
や
坂
川
沿

い
の
水
田
村
落
と
異
な
り
、
洪
水
に
よ
る

被
害
も
な
く
良
質
で
み
の
り
豊
か
な
水
田

が
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た

水
田
と
畑
地
の
割
合
が
相
半
ば
し
て
い
る

地
形
環
境
の
良
さ
も
、
農
業
を
営
む
上
で

好
条
件
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

二
シ
木
の
地
名
に
つ
い
て
は
、
小
金
城

主
高
城
氏
の
家
臣
で
あ
る
林
氏
が
、
天
正

末
に
こ
の
地
に
定
着
し
た
と
こ
ろ
か
ら
姓

を
分
解
し
て
地
名
が
誕
生
し
た
と
す
る
説

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
本
土
寺
過
去
帳
に
よ

る
と
文
明
二
年
（
一
四
七
○
）
に
は
、
す

で
に
「
二
木
」
と
い
う
地
名
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
伝
承
の
反
対
で
地
名
か
ら
姓
名

が
生
ま
れ
た
の
か
ど
う
か
、
そ
こ
の
所
は
定

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
シ
木
向
台
の
地

に
千
葉
一
族
の
守
護
神
で
あ
る
蘇
羽
鷹
神

社
が
あ
り
、
ま
た
南
西
方
の
台
地
上
に
は

千
葉
頼
胤
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
寓
満
寺

が
あ
り
ま
す
．
蘇
羽
鷹
神
社
と
葛
満
寺
を

結
ん
だ
ニ
ッ
木
の
台
地
一
帯
を
み
る
と
、

字
名
に
上
ノ
台
・
作
台
な
ど
城
館
跡
に
関

係
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
地
名
が
残
っ
て

い
ま
す
。
又
蘇
羽
鷹
神
社
の
あ
た
り
に
は

溜
台
・
溜
井
下
な
ど
が
あ
り
昔
は
溜
が
あ

っ
た
様
子
が
伺
え
ま
す
。
こ
の
水
は
冬
な

ど
に
凍
る
と
そ
れ
を
貯
蔵
し
て
お
き
、
夏

縁

東保万氏あす 寺蔦光言は
か
な
り
豊
か
な
村
で
あ
一
↑
た
よ

に
三
ヶ
寺
を
持
つ
こ
の
村
は
当
時
雪
と
し
て

f癖、

う
で

朝眠

間
間
茨
Ｉ
砿

M

綴 瀞
尚谷

蝿や
（
十
金
）
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大
谷
ロ

大
谷
口
は
二
シ
木
、
幸
谷
と
同
じ
に
台

地
上
に
あ
る
畑
作
中
心
の
村
落
で
す
。
大
谷

口
は
そ
の
名
の
示
す
よ
う
に
、
大
き
な
谷
の

入
口
と
い
う
意
味
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
よ

う
で
す
。
戦
国
時
代
に
こ
の
地
を
支
配
し

て
い
た
豪
族
、
高
城
氏
の
居
城
で
あ
る
城

が
大
字
小
金
字
大
谷
口
に
小
金
城
と
し
て

築
か
れ
て
い
た
所
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

大谷ロ

城
は
自
然
の
地
形
を
利
氏
し
た
典
型
献
な

平
山
城
で
、
面
積
は
鯛
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
そ

の
周
辺
の
空
堀
は
深
さ
別
メ
ー
ト
ル
、
幅

訓
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
雄
大
な
も
の
で
し

た
。
一
時
は
そ
の
勢
力
が
市
川
市
域
に
ま

で
及
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
高
城
氏
も
、
秀

吉
の
関
東
攻
め
に
よ
っ
て
落
城
し
、
そ
の

権
勢
も
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
大
谷
口
に
は

番
場
、
馬
屋
敷
、
本
城
、
達
磨
な
ど
の
字

名
が
あ
り
、
小
金
城
と
の
関
連
が
伺
わ
れ

沼ﾉカ

'蝿
ノ

錐’

ま
す
‐
紅
肘
浬
坊
紅
ヰ
職
Ｔ
制
と
ｋ

分
か
れ
て
い
て
、
他
の
六
ヶ
村
と
の
違
い

は
地
名
が
屋
号
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ

と
で
す
。
中
組
の
達
磨
、
番
場
組
の
番
場

な
ど
が
そ
れ
で
す
。
現
在
で
は
、
そ
の
辺

り
も
宅
地
化
が
進
み
当
時
の
面
影
を
し
の

ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
昭
和
六
十
三

年
四
月
、
小
金
城
（
大
谷
口
）
達
磨
遺
跡
が

歴
史
公
園
と
し
て
一
般
に
解
放
さ
れ
ま
し

た
。

横須賀

《
鍵
ノ

横
須
賀

横
須
賀
は
そ
の
地
名
が
示
す
よ
う
に
、

横
に
発
達
し
た
砂
洲
に
で
き
た
集
落
で
す
。

地
盤
が
高
い
た
め
、
台
風
の
時
期
な
ど
も

比
較
的
水
害
の
被
害
が
少
な
く
米
の
収
穫

が
な
い
年
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
集
落
の
壇
家
は
、
半
数
近
く
が
大

勝
院
の
末
寺
で
あ
る
正
福
寺
で
す
が
、
そ

の
ほ
か
は
広
徳
寺
、
本
土
寺
、
東
福
寺
、
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仏
持
院
、
本
覚
寺
、
東
漸
寺
に
分
散
し
て

い
ま
す
。
こ
の
地
か
ら
、
弘
安
四
年
と
記

さ
れ
た
松
戸
市
内
で
発
見
さ
れ
た
板
碑
の

中
で
も
最
古
の
も
の
が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
こ
の
集
落
に
は
、
筑
波
女
大
神
、

い
ざ
な
み
の
善
冒

「
伊
弊
再
命
」
を
奉
斎
す
る
「
女
体
神
社
」

と
い
う
変
っ
た
名
前
の
神
社
が
あ
り
ま
す
。

い
つ
ご
ろ
に
奉
ら
れ
た
の
か
定
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
む
か
し
か
ら
こ
の
集
落
の

鎮
守
と
し
て
人
々
に
崇
拝
さ
れ
今
日
に
至

っ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
か
ら
流
山
と
小
金
を
結
ぶ
現

在
の
横
須
賀
の
県
道
は
二
間
ほ
ど
の
道
中

す
う
よ
う
り
ど
う

で
し
た
が
、
枢
要
里
道
（
か
ん
じ
ん
な
と

こ
ろ
．
又
は
要
の
道
）
と
し
て
人
力
車
な

ど
も
往
復
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
集
落
のば

く

屋
号
に
味
噌
屋
、
下
駄
屋
、
足
袋
屋
、
博

ろ
・
７労

（
牛
馬
を
売
買
す
る
人
の
こ
と
）
な
ど

商
い
に
か
か
わ
る
名
称
が
多
い
こ
と
か
ら
、

当
時
は
さ
ぞ
賑
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
横
須
賀
は
昔
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で

本
家
は
三
十
軒
と
変
ら
ず
、
分
家
が
二
軒

増
え
た
だ
け
と
い
う
所
で
す
。
横
須
賀
が

ま
だ
美
田
地
帯
だ
っ
た
頃
に
土
地
改
良
の

た
め
の
暗
渠
排
水
工
事
に
よ
っ
て
、
現
在

の
横
須
賀
小
学
校
の
近
く
か
ら
丸
木
舟
が

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
の
丸
木
舟

は
松
戸
市
の
文
化
ホ
ー
ル
に
展
示
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

小
金
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
水
戸
街

道
の
宿
場
町
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。
上

町
、
中
町
、
下
町
に
分
れ
、
街
道
に
沿

っ
て
一
月
寺
や
東
漸
寺
が
厳
然
た
る
構
え

を
み
せ
、
中
町
に
は
井
筒
屋
・
玉
屋
・
京

屋
・
膳
の
羽
屋
な
ど
大
き
な
宿
屋
が
あ
り

ま
し
た
。
現
在
の
小
金
小
学
校
入
口
の
南

側
に
は
、
小
金
御
殿
と
呼
ば
れ
る
水
戸
徳

川
の
旅
館
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
上
町
、

下
町
に
は
問
屋
が
軒
を
つ
ら
ね
、
中
町
の

賑
わ
い
は
「
小
金
中
町
江
戸
ま
さ
り
」
と

い
わ
れ
ま
し
た
。
正
面
は
天
王
様
（
八
坂

小 金小

‘識、
金

神
社
）
に
つ
き
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
左
手

に
小
金
牧
の
野
馬
奉
行
綿
貫
氏
の
御
用
屋

敷
が
あ
り
ま
し
た
。
天
王
様
で
道
は
二
つ

に
岐
れ
、
右
の
道
は
水
戸
街
道
の
旧
道

へ
、
脇
道
を
ま
つ
す
ぐ
に
行
け
ば
本
土
寺

の
参
道
へ
の
道
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
現

在
で
も
こ
の
岐
れ
道
に
は
「
本
土
寺
参
道
」

と
記
さ
れ
た
石
柱
が
立
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
町
の
鎮
守
の
天
王
様
に
ま
つ
わ
る

い
わ
れ
は
、
い
く
つ
か
数
え
ら
れ
ま
す
。

八
坂
神
社
の
ご
紋
章
が
胡
瓜
を
輪
切
り
に

し
た
模
様
と
似
て
い
る
の
で
、
小
金
町
で
は

以
前
は
胡
瓜
を
作
っ
た
り
、
食
べ
た
り
し
な

う
ぶ
す
な
が
み

か
つ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
「
産
土
神
物

需、

語
」
に
は
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
す
。
小
金

の
産
土
神
天
王
様
が
高
殿
で
酒
宴
中
、
興

に
の
っ
て
、
あ
る
力
自
慢
の
男
と
角
力
を

と
り
、
組
み
あ
っ
た
は
ず
み
で
二
人
は
二

階
か
ら
、
ど
っ
と
落
ち
て
し
ま
っ
た
そ
う

で
す
。
幸
い
、
け
が
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
落
ち
た
時
、
松
の
葉
で
眼
を
つ
い
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
天
王
様
は

松
の
木
と
表
二
階
を
嫌
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
小
金
の
町
は
、
表
二

階
を
建
て
る
者
や
屋
敷
に
松
の
木
を
植
え

る
者
が
少
く
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
伝

え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

－8－



屋号の分類表

現在の新松戸と旧六ケ村

露 '麺

慾亘

I
古
代
に
は
野
草
が
水
田
苗
代
の
肥
料
と

し
て
使
わ
れ
、
ま
た
草
木
灰
を
肥
料
に
す

る
た
め
に
焼
畑
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
地
力
の
回
復
維
持
の
た
め
に

田
畑
に
肥
料
を
施
す
こ
と
が
一
般
的
に
な

っ
た
の
は
、
二
毛
作
・
三
毛
作
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
中
世
以
降
に
な
り
ま
す
。

近
世
の
農
業
で
は
施
肥
を
す
る
こ
と
が
当

然
と
な
り
、
そ
の
重
要
性
が
特
に
高
ま
り

ま
し
た
。
苅
敬
・
厩
肥
、
池
や
沼
の
藻
、

人
糞
尿
な
ど
の
自
給
肥
料
の
ほ
か
に
、
購

ば
し
か

入
肥
料
と
し
て
の
干
鰯
・
油
粕
・
糠
な
ど

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
肥
料
を
与
え
て
作
物
を
作
る

の
は
、
年
貢
を
納
め
る
耕
地
に
対
し
て
で

し
た
。近

世
中
期
以
降
、
商
業
的
農
業
が
進
み

購
入
肥
料
の
使
用
の
度
合
い
が
高
ま
っ
て

い
き
ま
し
た
。
近
世
後
期
に
な
る
と
、
山

奥
の
村
々
に
至
る
ま
で
商
品
化
す
る
作
物

が
作
ら
れ
る
反
面
、
購
入
肥
料
も
こ
れ
ら

の
村
々
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
畿
内
・
中
国
で
は
干
鰯
・
し
め
粕
が

早
い
時
期
か
ら
多
く
使
わ
れ
、
関
東
で
は

「
豆
板
削
」

ｌ
肥
料
Ｉ

唖
〃

畑
方
て
糠
・
干
鰯
力
任
主
て
干
鰯
・
下

肥
が
使
わ
れ
、
江
戸
近
辺
で
は
下
肥
が
主

要
な
肥
料
と
な
り
ま
し
た
。

日
露
戦
争
後
、
中
国
大
陸
か
ら
大
豆
の

輸
入
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
、
肥
料
と

し
て
大
豆
油
の
搾
り
粕
な
ど
を
使
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
図
の
道
具
は
円
盤
状
に

固
め
た
大
豆
粕
を
細
か
く
砕
い
て
肥
料
と

し
て
使
う
た
め
の
道
具
で
す
。
肥
料
も
時

代
と
共
に
変
り
、
カ
ー
バ
イ
ト
エ
業
の
発

達
と
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
石
油
化
学
工

業
の
発
達
に
よ
り
化
学
肥
料
が
一
般
化
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
無
機

質
肥
料
の
み
の
大
晶
投
下
は
次
第
に
土
壌

を
や
せ
さ
せ
、
地
力
の
低
下
を
も
た
ら
す

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
為
こ
れ
か
ら

の
耕
地
へ
は
又
有
機
質
を
還
元
し
て
、
両

方
の
バ
ラ
ン
ス
の
あ
る
施
肥
が
必
要
な
時

代
に
な
り
ま
し
た
。

｡
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新
松
戸
を
横
切
っ
て
い
る
川
は
二
本
あ

り
一
本
は
坂
川
と
呼
ば
れ
、
も
う
一
本

は
新
坂
川
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
新

坂
川
は
昭
和
六
年
に
下
総
台
地
か
ら
の
水

を
集
め
る
た
め
に
掘
ら
れ
ま
し
た
。
横
須

賀
か
ら
根
本
ま
で
の
約
六
キ
ロ
の
長
さ
と

な
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
四
十
七
年
・
八
年

頃
ま
で
は
こ
の
新
坂
川
に
も
た
く
さ
ん
鮒

な
ど
が
い
て
、
近
隣
の
人
達
の
格
好
の
釣

場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和

五
十
六
年
に
ニ
ッ
木
幹
線
（
小
金
原
運
動

公
園
～
新
坂
川
迄
）
が
出
来
、
水
が
上
流

へ
逆
流
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
特
に

鮒
の
姿
を
見
る
こ
と
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
最
近
新
松
戸
駅
前
大
橋
下
の

松
戸
寄
り
の
異
臭
を
放
つ
川
面
に
四
・
五

十
匹
の
鮒
を
見
か
け
ま
し
た
。
幸
谷
は
ま

だ
台
地
の
多
く
残
っ
て
い
る
所
で
す
。
水

は
そ
の
台
地
か
ら
地
下
を
通
っ
て
新
坂

川
へ
湧
き
出
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

鮒
の
ほ
か
に
ど
じ
ょ
う
、
お
た
ま
じ
ゃ
く

し
等
も
い
ま
し
た
。
生
き
物
は
一
番
自
然

の
居
所
を
知
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

新
松
戸
の

魚
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17721

e〃
●■

428
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●

23
昭
和
鯛
年

館
報
三
号
「
坂
川
」
発
刊

館
長
新
松
戸
市
民
セ
ン
タ
ー
に
て

講
演

東
葛
地
区
市
会
議
員
来
館

旭
町
小
学
校
三
年
生
来
館

旭
町
小
学
校
三
年
生
来
館

新
松
戸
北
小
学
校
三
年
生
来
館

幸
谷
小
学
校
三
年
生
来
館

新
館
員
三
名
増
員
全
体
会
議

第
二
十
回
公
開
講
座
「
坂
川
の
む

か
し
と
今
」
開
催

夏
休
子
供
歴
史
教
室
準
備
開
始
全

体
会
議

理
事
会
及
び
会
計
監
査

全
体
会
議
館
報
四
号
用
「
屋
号

と
家
紋
」
調
査
開
始

八
千
代
市
睦
公
民
館
家
庭
教
育
学

級
来
館

松
戸
市
観
光
協
会
来
館

松
戸
市
史
跡
め
ぐ
り
来
館

全
体
会
議

松
戸
市
史
跡
め
ぐ
り
来
館

「
川
の
水
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ

）
棚
確
雫
踊
糾
蝿
年
生
民
具
の
ス
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〃
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25

松
戸
市
文
化
ホ
ー
ル
主
催
一
‐
歴
史

教
室
」
へ
参
加

全
体
会
議

第
二
十
一
回
公
開
講
座
開
催
「
人

間
と
造
形
．
そ
し
て
ロ
マ
ン
」
講

師
古
市
憲
一
氏

全
体
会
議

横
須
賀
小
学
校
四
年
生
来
館

馬
橋
北
小
学
校
四
年
生
教
員
研
修

の
為
来
館

「
坂
川
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
へ
研

修馬
橋
北
小
学
校
四
年
生
来
館

根
木
内
東
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
来
館

全
体
会
議

新
松
戸
南
小
学
校
四
年
生
来
館

松
戸
史
談
会
例
会
に
て
館
長
講
演

明
治
大
学
史
学
部
学
生
来
館

資
料
館
研
修

「
ひ
ま
わ
り
会
」
来
館

小
金
北
小
学
校
四
年
生
来
館

松
戸
市
史
跡
め
ぐ
り
来
館

全
体
会
議

館
内
大
掃
除

仕
事
納

－－－

第
五
回
夏
休
子
供
歴
史
教
室
開

催

《癖、

発
生
の
過
程
は
家
紋
と
は
異
な
り
ま
す

が
、
家
や
門
伐
を
対
象
と
し
な
い
マ
ー
ク

と
し
て
の
紋
章
が
あ
り
ま
す
。
国
旗
を
初

め
都
市
の
マ
ー
ク
、
会
社
や
国
体
の
商
標

な
ど
で
す
。
長
年
の
歴
史
を
持
つ
家
紋
は
、

デ
ザ
イ
ン
と
し
て
も
大
変
す
ば
ら
し
い
も

の
で
、
家
紋
を
変
形
さ
せ
た
も
の
が
シ
ン

ボ
ル
マ
ー
ク
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
す
。
今
後
も
こ
の
よ
う
な
使
い

方
は
ま
す
ま
す
ふ
え
て
行
く
と
思
い
ま
す
。

▽
開
館
日
毎
週
水
曜
～
日
曜
日

▽
時
間
加
時
～
略
時
（
た
だ
し
、
入

館
は
巧
時
訓
分
迄
）

▽
入
館
料
無
料

▽
所
在
地
松
戸
市
新
松
戸
３
１
”

新
松
戸
市
民
セ
ン
タ
ー
３
階

▽
電
話
査
“
・
１
９
０
９

〈
資
料
館
利
用
の
ご
案
内
〉

編
集
後
記
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