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歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
市
民
の
皆
様
か

ら
お
預
か
り
し
た
貴
重
な
資
料
を
た
く
さ
ん

保
管
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
資
料
は
、
常

設
展
示
に
加
え
て
、
テ
ー
マ
を
定
め
た
企
画

展
示
を
開
催
し
、
広
く
公
開
し
て
い
ま
す
。

　
企
画
展
示
『
描
か
れ
た
町
と
村
』
は
２
月

16

日
か
ら
開
催
し
て
い
ま
し
た
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
会

期
途
中
で
終
了
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
企
画
展
示
で
は
、
浮
世
絵
や
絵
馬
、

古
絵
図
な
ど
の
資
料
を
も
と
に
、
こ
れ
ら
を

描
き
、
必
要
と
し
た
人
び
と
の
暮
ら
し
を
表

現
し
ま
し
た
。
こ
の
記
事
で
一
部
を
紹
介
し

ま
す
。

　
平
和
が
続
い
た
江
戸
時
代
、
人
び
と
は

「
村
」
を
基
礎
と
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

先
人
た
ち
は
、
村

の
自
治
を
営
む
中

で
、
た
く
さ
ん
の

古
文
書
を
残
し
て

い
ま
す
。
そ
の
中

に
は
絵
図
が
含
ま

れ
、
村
の
来
歴
を

具
体
的
に
知
る
貴

重
な
資
料
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
「
舎
人
新
田
村
古
図
」
に
は
、
水
田
と
と

も
に
水
路
が
詳
し
く
描
か
れ
て
お
り
、
沼
地

の
水
を
治
め
て
水
田
と
し
て
拓
い
た
村
の
歴

史
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
も
中
期
に
な
る
と
、
人
び
と
は

社
寺
参
詣
の
旅
を
楽
し
み
、
そ
の
ま
な
ざ
し

は
村
を
超
え
て
日
本
各
地
へ
と
向
け
ら
れ
て

い
き
ま
し
た
。

　
桶
川
宿
の
伊い

せ

や

も

え

も

ん

勢
屋
茂
右
衛
門
は
、
麦
や
紅

花
を
商
う
豊
か
な
商
人
で
、
旅
を
好
ん
で
い

た
そ
う
で
す
。
茂
右
衛
門
は
、
弘こ

う

か化
３
年

（
1
8
4
6
）
に
伊
勢
皇
大
神
宮
、
金
毘
羅
社
、

善
光
寺
を
め
ぐ
る
旅
に
出
か
け
、
道
中
の
出

来
事
や
名
所
旧
跡
の
有
様
を
日
記
に
記
し
て

い
ま
す
。

　
当
時
の
人
び
と
は
旅
を
と
お
し
て
国
の
姿

を
知
り
、
そ
の
好
奇
心
は
世
界
に
ま
で
広

が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
幕
末
に
あ
た
る
文

ぶ
ん
き
ゅ
う久

３
年
（
1
8
6
3
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
江え

ど戸

大だ
い
せ
つ
よ
う
か
い
だ
い
ぐ
ら

節
用
海
内
蔵
』

に
は
、
世
界
に
開

か
れ
た
横
浜
の
開

港
場
や
世
界
の
図

ま
で
も
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
幕
末
の
開
国
か

ら
明
治
維
新
を
経
て
、
明
治
政
府
は
、
軍
事

や
税
制
と
い
っ
た
国
の
制
度
を
整
え
て
い
く

中
で
、
近
代
国
家
の
設
計
図
と
し
て
地
図
を

作
成
し
て
い
き
ま
す
。

　

明

治

11

年

（
1
8
7
8
）
に
桶お

け

川が
わ

宿じ
ゅ
く
こ
ち
ょ
う
や
く
ば

戸
長
役
場
が

作
成
し
た
「
地ち

租そ

改か
い

正せ
い

地じ

引び
き

絵え

図ず

」

は
、
600

分
の
１
縮

尺
の
大
き
な
測
量

図
で
す
。
こ
れ
は
、

国
家
が
国
税
の
基

礎
と
な
る
地
租
を

課
す
た
め
、
国
民
が
所
有
す
る
土
地
を
確
定

す
る
た
め
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
平
和
な
江
戸

時
代
に
旺
盛
な
知
的
好
奇
心
を
も
と
に
学
ん

だ
桶
川
の
先
人
た
ち
は
、
明
治
に
至
り
、
自

ら
の
土
地
の
測
量
を
と
お
し
て
近
代
国
家
の

建
設
に
参
加
し
て
い
た
の
で
す
。

　
一
方
、
中
山
道
桶
川
宿
以
来
の
旅
館
業
を

営
ん
で
い
た
武た

け
む
ら
と
く
ま
つ

村
徳
松
さ
ん
は
、
明
治
か
ら

昭
和
へ
と
移
り
変
わ
る
暮
ら
し
の
中
で
、
水

彩
画
を
描
い
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
絵

師
が
求
め
に
応
じ
て
描
い
た
絵
図
と
異
な

り
、
徳
松
さ

ん
の
ま
な
ざ

し
を
と
お
し

て
描
か
れ
た

桶
川
の
水
彩

画
は
、
近
代

を
生
き
た
個

人
の
心
象
風

景
を
表
現
し

た
も
の
で
し
た
。

　詳
し
く
は
蜊

歴
史
民
俗
資
料
館
☎
786

―

４
０
３
０

歴
史
民
俗
資
料
館

令
和
元
年
度
第
３
回
企
画
展
示

『
描
か
れ
た
町
と
村
』
よ
り

････････････････････････････････････････････････････････〈 広告 〉･････････ ･･･････････････････････････････････････････････

▲「舎人新田村古図」（寄託資料）

▲「地租改正地引絵図」（桶川宿東半部）

▲『江戸大節用海内蔵』

▲武村徳松画「浅間横丁」（個人蔵）
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