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文
化
財
防
火
デ
ー

特
別
展
開
催
中

配
給
・
顧
問
・
空
襲
～
戦
時
下
の
練
馬
～

平
成
4
年
2
月
2
9
日
ま
で

巻脚半、鉄かぶと、防空ずきん

郷
土
資
料
室
℡
禦
5
6
3

石
神
井
図
書
館
地
階
3
0

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
4

6
年
余
が
経
過
し
、

戦
争
体
験
が
風
化
し
っ
つ
あ
り
ま
す
。
今
回
、
戦
時

下
に
、
練
馬
の
地
で
人
々
が
ど
う
生
き
て
き
た
か
、

国
家
統
制
下
で
の
苦
し
い
生
活
の
様
子
や
親
元
を
離

れ
て
の
学
童
疎
開
の
様
子
な
ど
の
資
料
や
写
真
を
、

平
和
へ
の
祈
り
を
こ
め
て
展
示
し
て
い
ま
す
。
是
非

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
入
場
無
料

▼
期
間
中
の
休
室
日

月
曜
日
・
祝
日
・
1
／
4
i
／
甲
2
／
2
8

心
豊
か
な
明
日
の
た
め
に

文
化
財
を
火
災
か
ら
守
ろ
う

昭
和
2
4
年
1
月
2
6
日
に
法
隆
寺
金
堂
壁
画
が

焼
損
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
こ
の
日
が
「
文
化

財
防
火
デ
ー
」
と
定
め
ら
れ
、
全
国
で
文
化
財

防
火
運
動
が
行
わ
れ
ま
す
。
区
内
で
は
、
各
消

防
署
に
よ
り
、
次
の
3
か
所
で
消
火
訓
練
を
行

い
ま
す
。
多
く
の
区
民
の
皆
様
の
見
学
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

▼
日
時
・
場
所
1
月
2
4
日
妙
福
寺

（
南
大
泉
5
－
6
－
讐

1
月
鉾
日
南
蔵
院

（
中
村
1
－
1
5
－
1
）

1
月
2

6
日
長
命
寺

（
高
野
台
3
－
1
0
－
3
）

い
ず
れ
も
午
前
1
0
時
開
始
予
定

各
会
場
で
記
念
品
を
差
し
上
げ
ま
す
。

土支田八幡宮にて
平成3年1月26日
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㌻扉Wの側rl鵬州’ゝ柵n州’素

ユ
ニ
ー
ク
な

呈

葺

き

竜

宮

」

狐
の
大
根
取
り
入
れ
図
絵
扇

文
化
財
保
護
推
進
員
　
石
井
薫

受
験
シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
、
あ
ち
こ
ち
の
神
社
や

お
寺
に
、
合
格
祈
願
や
合
格
お
札
等
の
小
絵
馬
が
沢

山
奉
納
さ
れ
て
い
る
の
を
見
か
け
ま
す
。

絵
馬
は
、
い
つ
頃
か
ら
始
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
大

昔
の
人
は
、
生
き
た
馬
を
そ
の
ま
ま
神
様
に
奉
納
し

ま
し
た
。
平
安
時
代
の
頃
に
な
る
と
、
生
馬
を
奉
納

で
き
な
い
人
が
、
馬
の
絵
を
画
い
た
額
を
奉
納
し
た

と
い
い
ま
す
。
こ
れ
が
絵
馬
の
は
じ
ま
り
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

大根取り入れ図絵馬
練馬区登録有形民俗文化財

絵
馬
信
仰

が
、
一
般
庶

民
の
間
に
定

着
し
た
の
は

鎌
倉
時
代
と

言
わ
れ
、
室

町
時
代
に
な

る
と
、
馬
の

絵
だ
け
で
な

く
、
い
ろ
い

ろ
な
画
題
の

絵
篤
が
奉
納

さ
れ
ま
し
た
。

区
内
に
は
、
約
三
百
枚
の
大
・
中
の
絵
馬
が
各
神

社
や
お
寺
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
年
代
は
、
江
戸

時
代
、
そ
れ
も
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）

と
推
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
最
古
で
、
そ
れ
以
降
の

も
の
ば
か
り
で
す
。

さ
て
、
こ
の
絵
馬
の
中
で
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の

と
し
て
、
西
大
泉
の
諏
訪
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
あ
る

「
狐
の
大
根
取
り
入
れ
図
絵
馬
」
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

こ
の
絵
馬
は
色
彩
が
大
変
美
し
い
上
に
、
江
戸
時

代
か
ら
の
大
根
の
特
産
地
で
あ
る
練
馬
の
地
で
、
お

稲
荷
様
の
お
っ
か
い
で
あ
る
白
狐
七
匹
（
家
中
総
出
）

が
、
大
根
の
収
穫
を
し
て
い
る
と
い
う
、
ユ
ニ
ー
ク

な
も
の
で
す
。

大
泉
地
域
の
郷
土
史
研
究
家
で
あ
っ
た
故
加
藤
惣

一
郎
氏
は
、
こ
の
絵
馬
を
奉
納
さ
れ
た
加
藤
彦
治
郎

氏
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

が
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
根
等
の
豊
作
を
祈
願

し
て
奉
納
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
現
在
、
諏
訪
神
社

の
本
殿
に
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
の
は
複
製
の
も
の
で
あ

り
、
実
物
は
大
切
に
保
有
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
か
ら
七
・
八
年
前
で
す
が
、
郷
土
資
料

室
で
郷
土
資
料
カ
ー
ド
を
作
成
し
頒
布
し
た
と
き

「
狐
の
大
根
取
り
入
れ
図
絵
馬
」
の
カ
ー
ド
が
、
中

学
・
高
校
の
受
験
期
の
生
徒
の
間
で
、
受
験
の
お
守

り
と
し
て
大
変
評
判
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
「
絵
馬
の
正
面
に
遠
望
す
る
富
士
山
は
受

験
志
望
校
を
表
わ
し
、
左
上
の
赤
鳥
居
の
神
社
が
受

験
の
時
、
必
勝
合
格
を
守
護
し
て
く
れ
る
ゾ
　
「
幸
運

の
自
狐
七
匹
（
ラ
ッ
キ
ー
セ
ブ
ン
）
が
大
根
（
学
習
）

を
授
け
て
く
れ
る
㌦
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
こ

れ
は
受
験
生
の
間
で
の
解
釈
で
あ
り
、
友
人
か
ら
友

人
に
伝
わ
り
、
評
判
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

2

「
氏
は
、
大
泉
学
固
町
の

篤
農
家
で
信
仰
の
厚
い
人

で
あ
っ
た
。
大
根
の
裁
培

と
沢
庵
漬
け
の
生
産
を
手

広
く
や
っ
て
い
た
。
ま
た
、

稲
荷
講
な
ど
の
世
話
も
熱

心
に
や
っ
て
い
た
人
だ
そ

う
で
す
ノ

製
作
年
代
は
明
治
末
期

か
大
正
期
と
思
わ
れ
ま
す

郷
土
資
料
室
収
蔵
品
　
シ
リ
ー
ズ
第
1
0
回

挽き石臼（直径36m・高さ20・2cm）

挽
き
石
臼

重
い
花
崗
岩
で
作
ら
れ
た
挽
き
石
臼
が
、
当
時
そ

れ
を
乗
せ
て
使
用
し
て
い
た
古
び
た
木
製
の
が
っ
し

り
し
た
台
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
石
臼
を
見
て
い
る
と
農
家
の
土
間
で
ゆ
っ
く

り
と
臼
を
固
し
て
い
る
人
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。

回
転
す
る
上
の
臼
の
平
た
い
窪
み
に
乗
せ
ら
れ
た
小
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ヤ

甘

藍

三

i

A

t

●

◆

圭

石

▼

与

▲

・

畠

冒

▼

l

雪

a

i

冒

喜

一

胃

▼

●

●

1

寧

i

ヌ
石
神
井
に
と
も
る

大
山
講
の
灯

文
化
財
保
護
推
進
員
　
長
坂
淳
子

童

－

董

●

重

曹

書

芸

▲

童

i

●

▲

▲

亨

◆

章

■

≡

◆

・

皇

毎

年

7

月

26

日

、

下

石

神

井

二

丁

目

の

畑

の

中

に

こ

の

地

域

の

大

山

代

参

講

の

人

達

1

5

名

が

長

年

守

っ

て

い

る

灯

龍

が

立

ち

ま

す

。

青

々

と

し

た

竹

と

、

し

め

か

ぎ

り

が

よ

り

神

聖

さ

を

添

え

ま

す

。

御

神

酒

を

そ

え

、

拝

礼

を

し

〝

お

灯

寵

立

て

″

が

終

り

ま

す

。

そ

の

後

、

宴

席

を

囲

み

、

歓

談

の

楽

し

い

ひ

と

と

き

を

持

ち

ま

す

。

豆

腐

だ

け

は

欠

か

せ

ま

せ

ん

。

豆

腐

は

大

山

の

名

物

で

も

あ

る

の

で

す

。

講

元

の

新

倉

豊

吉

さ

ん

（

下

石

神

井

二

丁

目

）

は

次
の
よ
う
に
話
し
て
い
ま

す
。

「
灯
龍
が
い
つ
作
ら
れ

た
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん

が
、
木
目
も
浮
き
で
て
お

り
、
か
な
り
古
い
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
〝
お
灯
籠

立
て
〟
か
ら
8
月
1
6
日
の

〝
お
灯
寵
じ
ま
い
〟
ま
で
、

麦
が
、
そ
こ
に
開
け
ら
れ
た
穴
か
ら
少
し
ず
つ
落
と
さ
れ
て
い
く
と
、
い
つ
の
間
に
か

下
の
臼
の
周
囲
に
白
い
粉
の
小
さ
な
山
が
で
き
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
情
景
も
大
正
末

期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
し
だ
い
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
戦
後
の
高
度
成

長
時
代
の
波
に
よ
っ
て
完
全
に
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

鎌
倉
時
代
に
花
崗
岩
な
ど
堅
い
石
材
の
加
工
技
術
が
中
回
か
ら
伝
わ
っ
た
。
そ
れ
に

伴
っ
て
渡
来
し
た
石
工
集
団
が
挽
き
石
臼
も
伝
え
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

庶
民
の
中
に
挽
き
石
臼
と
し
て
普
及
し
た
の
は
江
戸
時
代
中
期
の
こ
と
で
あ
る
。
普

及
す
る
と
、
う
ど
ん
、
そ
ば
な
ど
を
食
べ
る
よ
う
に
な
り
、
食
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
。

下石神井のお灯籠立て

講
の
人
達
が
回
り
番
で
毎
晩
火
を
入
れ
ま
す
。
今
は

ロ
ー
ソ
ク
で
す
が
、
昔
は
と
う
し
み
を
便
い
ま
し
た
。

箕
の
上
に
お
菓
子
を
の
せ
、
子
供
た
ち
に
分
け
た
時

代
も
あ
り
ま
し
た
。
子
供
た
ち
に
と
っ
て
も
楽
し
い

行
事
の
一
つ
で
し
た
ゾ

神
奈
川
県
伊
勢
原
市
に
あ
る
大
山
阿
天
利
神
社
は

「
雨
降
山
」
と
言
わ
れ
、
雨
乞
い
や
農
作
物
の
神
と

し
て
信
仰
を
集
め
、
江
戸
時
代
、
大
山
参
り
が
さ
か

ん
に
な
り
、
講
が
普
及
し
ま
し
た
。
ま
た
、
統
制
の

厳
し
い
社
会
に
あ
っ
て
信
仰
に
名
を
か
り
、
遠
隔
地

へ
参
詣
す
る
こ
と
は
、
楽
し
い
憂
さ
晴
ら
し
で
も
あ

り
、
広
く
見
聞
を
求
め
る
機
会
で
も
あ
り
ま
し
た
。

新
倉
さ
ん
は
代
参
に
つ
い
て
「
毎
年
、
く
じ
引
き

で
大
山
ま
で
代
表
し
て
参
詣
に
行
く
人
を
選
び
ま
す
。

代
参
人
は
講
申
分
の
お
札
を
い
た
だ
い
て
帰
り
、
4

月
の
お
目
待
ち
に
お
渡
し
し
ま
す
。
今
は
串
で
日
帰

り
出
来
て
し
ま
い
ま
す
が
、
千
川
の
ほ
と
り
に
灯
龍

を
立
て
、
川
で
水
垢
離
を
と
り
、
身
を
清
め
て
か
ら

出
掛
け
た
時
代
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
い
と
話
し
て
い

ま
す
。練

馬
の
ほ
ぼ
中
央
部
を
、
練
馬
、
谷
原
、
石
神
井
、

関
と
東
か
ら
南
西
に
横
断
し
、
田
無
、
府
中
を
経
て

伊
勢
原
に
達
す
る
富
士
大
山
街
道
は
、
江
戸
時
代
、

大
山
参
り
で
に
ぎ
わ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
道
者
の

中
に
下
石
神
井
の
講
の
人
た
ち
も
入
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
お
灯
籠
じ
ま
い
が
す
む
と
、
ま
わ
り
の
竹
は
小

さ
く
折
り
、
畑
に
残
し
、
翌
年
灰
に
し
て
土
に
返
し

ま
す
。
物
を
最
後
ま
で
て
い
ね
い
に
扱
う
精
神
が
生

き
て
い
ま
す
。
講
の
皆
さ
ん
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。
お
灯
籠
が
実
在
し
て
い
る
限
り
続
け
て
い
き
た

い
ゾ
と
、
新
倉
さ
ん
は
静
か
に
語
ら
れ
ま
し
た
。

耕
す
生
活
の
営
み
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
地
域
で
は

ぐ
く
ま
れ
、
現
在
消
え
か
か
っ
て
い
る
慣
習
、
伝
統

の
中
に
も
、
も
う
一
度
目
を
向
け
て
み
た
い
精
神
文

化
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

3
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文
化
財
保
護
の

理
解
と
認
識

文
化
財
保
護
推
進
員
　
林
　
勇

財
に
対
す
る
認
識
と
理
解
を
得
る
た
め
大
変
な
苦
労

と
努
力
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

文
化
財
は
歴
史
を
知
る
上
で
貴
重
な
遺
産
で
す
。

大
切
に
保
護
し
後
世
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責

任
が
私
た
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

練
馬
区
に
は
、
先
人
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
数
多

く
の
文
化
財
が
、
古
代
、
中
世
、
近
世
を
経
て
伝
承

さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
種
類
は
私
達
の
身
近

に
あ
る
遺
跡
や
建
造
物
、
石
造
物
、
寺
院
、
神
社
、

古
文
書
、
有
形
無
形
の
文
化
財
な
ど
で
す
。

区
で
は
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
二
十
八
日
、
文
化

財
保
護
条
例
を
制
定
し
て
、
区
民
に
保
護
、
保
存
の

協
力
を
求
め
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
区
民
は
、
文
化

財
に
理
解
と
関
心
を
深
め
保
護
、
保
全
に
協
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
社
会
情
勢
の
変
化
で
都
市
化
が
進
み
土
地

開
発
に
伴
っ
て
、
路
傍
に
あ
っ
た
、
庚
申
塔
、
馬
頭

観
音
、
地
蔵
尊
な
ど
民
間
信
仰
に
関
す
る
石
仏
や
石

塔
が
破
損
や
滅
失
の
危
機
に
あ
る
の
か
現
状
で
す
。

後
世
に
残
す
べ
き
遺
産
が
一
点
で
も
消
滅
し
て
し

ま
う
こ
と
は
大
変
残
念
な
こ
と
で
す
。

1
1
月
6
、
7
日
の
両
日
、
文
化
庁
主
催
の
文
化

財
愛
護
全
国
研
究
集
会
が
、
上
野
の
国
立
博
物
館
で

催
さ
れ
出
席
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
。

文
化
庁
、
文
部
省
の
担
当
官
と
各
県
の
代
表
者
数

人
よ
り
、
文
化
財
保
護
の
研
究
発
表
が
あ
り
、
文
化

初
午
の
行
事
に
つ
い
て

文
化
財
保
護
推
進
員
　
鈴
木
曹
元
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私
が
住
む
桜
台
は
、
羽
沢
、
栄
町
、
練
馬
の
地
域

と
と
も
に
、
昔
の
地
名
で
は
「
下
練
馬
村
」
と
い
い

ま
し
た
。
村
の
中
は
字
と
い
う
小
さ
な
地
域
に
分
か

れ
て
い
て
、
宿
湿
化
味
、
出
軍
正
久
保
台
な
ど
の
、

今
で
は
懐
し
い
地
名
で
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

頃
に
は
、
旧
暦
で
諸
々
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
今
回
は
、
そ
の
中
か
ら
「
初
午
の
行
事
」
を
紹

介
し
ま
す
。

初
午
は
、
2
月
の
は
じ
め
の
午
の
日
（
旧
暦
の
節

分
の
後
の
午
の
日
）
に
行
わ
れ
ま
す
。
明
治
時
代
ま

で
は
、
子
供
が
中
心
に
な
っ
て
村
の
家
々
を
ま
わ
り
、

費
用
を
奉
納
し
て
も
ら
い
、
し
め
飾
り
の
縄
作
り
等

を
し
ま
し
た
。
ま
た
子
供
た
ち
は
、
し
の
竹
か
ら
旗

竿
を
作
り
、
2
0
c
m
X
H
3
c
m
程
の
旗
紙
の
白
い
所
に
は

キ
ッ
ネ
の
絵
、
赤
緑
黄
紫
の
色
紙
に
は
稲
荷
大
明
神

と
書
き
、
神
社
に
奉
納
し
ま
し
た
。

当
日
、
親
は
神
社
に
絵
馬
・
御
酒
・
赤
飯
・
油
揚

げ
・
蛤
・
野
菜
・
果
物
・
鄭
鋸
を
奉
納
し
ま
し
た
。

ま
た
今
の
中
学
生
位
の
年
長
の
子
供
た
ち
に
よ
る
、

村
の
守
り
神
や
し
き
た
り
、
性
教
育
等
の
話
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
大
正
時
代
頃
か
ら
大
人
（
当
主
）
が
中

心
と
な
っ
た
祭
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
当
番

の
宿
を
作
っ
て
、
そ
こ
で
直
会
（
宴
会
）
を
行
い
、

村
の
行
事
を
決
め
た
り
し
ま
し
た
。
神
社
に
奉
納
さ

れ
た
赤
飯
・
油
揚
げ
・
野
菜
・
果
物
・
菓
子
・
賽
銭

は
、
子
供
た
ち
が
、
自
ら
分
け
ま
し
た
。

時
代
は
移
っ
て
、
平
成
に
な
り
ま
す
と
、
当
主
だ

け
の
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
次
第
で
す
。

今
で
も
、
初
午
の
旗
・
絵
馬
・
そ
の
他
の
物
は
、

北
町
の
「
神
馬
屋
松
原
」
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

以
上
、
資
料
取
材
等
は
、
浅
見
調
之
進
氏
、
二
六

会
、
羽
沢
町
会
、
桜
台
1
～
6
丁
目
、
栄
町
、
練
馬

1
～
4
丁
目
に
住
む
区
民
の
皆
様
に
伺
っ
た
も
の
で

す
。
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