
れ
て
い
る
石
碑
の
中
で
最
も
古
い
の
は
天
保
４

年
（
１
８
３
３
）
で
す
の
で
、
文
化
・
文
政
期

か
ら
天
保
４
年
ま
で
の
間
に
造
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
塚
は
現
在
、
神
社
境
内
の
北
側
に

あ
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
２０
ｍ
ほ
ど
北
に
あ

り
、
昭
和
３７
年
７
月
に
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
建

設
の
た
め
、
現
在
地
に
移
築
し
ま
し
た
。
移
築

直
前
の
写
真
を
見
る
と
、
塚
の
形
状
が
若
干
変

わ
っ
て
い
ま
す
が
、
烏
帽
子

え

ぼ

し

岩い
わ

碑ひ

、
経
ヶ
岳

き
ょ
う
が
た
け
碑ひ

、

小
御
こ

み

獄た
け

社し
ゃ

祠し

な
ど
の
主
な
石
造
物
の
配
置
は

変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

区
内
に
は
他
に
２
基
の
富
士
塚
（
富
岡
八
幡

宮
・
亀
戸
浅
間
神

社
）が
あ
り
ま
す
が
、

砂
町
の
富
士
塚
の

み
が
現
在
も
講
が

存
続
し
、
活
動
の
拠

点
と
し
て
、
山
開
き

（
７
／
１
）
な
ど
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

1

NO.

229
2005.4.28

□16年度新指定・
新登録文化財紹介

○囲炉裏ばた③　古民家と薪

□　八百八町調査隊　
大江戸を掘る！

△時雨忌記念講演録
「現代詩の窓から見た俳句」

◎区外資料調査報告
中川番所の史料をもとめて

□江東今昔（６）

□寄贈民俗資料リスト

●文化財掲示板

ミニチュア富士山�
砂町の富士塚を指定！！�
　江東区教育委員会は、文化財保護審議会（会長・中村ひろ子・神奈川大学教授）の答申を受け、
平成16年度諮問分のうち、区文化財として新たに1件を指定、5件を登録し、1件を登録解除、1名
を認定解除しました。この結果、登録文化財の総数は1031件、指定文化財は24件になりました。�
（写真は移築前の富士塚・背面大宮口、山倉晤良氏所蔵）�

周囲に高い建物がなく、
目立っていました（昭和30年頃）

指
定
文
化
財

【
有
形
民
俗
文
化
財
】
砂
町
の
富
士
塚

南
砂
７
―
１４
―
１８

富
賀
岡
八
幡
宮

富
士
塚
は
富
士
山
を
模
し
た
小
型
の
人
造

山
で
す
。
富
賀
岡
八
幡
宮
の
富
士
塚
は
、
江

戸
富
士
講
の
流
れ
を
汲
む
山
吉
や
ま
き
ち
ま
る
す

御お

水み
ず

講こ
う

が

中
心
と
な
っ
て
信
仰
し
て
き
ま
し
た
。

山
吉
講
は
食じ
き

行
ぎ
ょ
う
身み

禄ろ
く

の
直
弟
子
と
さ
れ
る

渋
谷
道
玄
坂
の
地
主
吉
田
平
左
衛
門（
三さ
ん

行
ぎ
ょ
う

貞て
い

山ざ
ん

・
？
〜
１
７
５
４
）
が
創
始
し
た
富
士

講
で
す
。
講
が
結
成
さ
れ
た
詳
し
い
時
期
は

不
明
で
す
が
、
人ひ
と

穴あ
な

浅せ
ん

間げ
ん

神
社
じ
ん
じ
ゃ

（
静
岡
県
富

士
宮
市
）
に
あ
る
文
化
９
年
（
１
８
１
２
）

の
墓
塔
か
ら
、
文
化
・
文
政
期
（
１
８
０
４

〜
３
０
）
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
そ
の
後
、
近
代
に
入
り
、
砂
村
の

「
す
」
を
表
し
た
　
と
、
富
士
山
の
頂
上
に
湧

く
金
明
水

き
ん
め
い
す
い

に
由
来
し
た
「
御
水
」
を
あ
わ
せ

て
　
御
水
講
と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う

で
す
。

富
士
塚
に
つ
い
て
で
す
が
、
塚
に
配
置
さ

現在の富士塚（正面・吉田口）

す

す

す



登
録
文
化
財

【
有
形
民
俗
文
化
財
】

馬
頭
観
世
音
供
養
塔
　
昭
和
３
年
在
銘

北
砂
２
―
１
―
４０

妙
久
寺

馬
頭
観
音
塔
は
牛
馬
の
供
養
の
た
め
に
建

て
ら
れ
ま
す
。
戦
前
の
城
東
地
域
は
輓
馬
ひ
き
う
ま

業

や
搾さ
く

乳
に
ゅ
う
業
に
携
わ
る
人
々
が
多
く
、
本
碑
も

こ
れ
に
関
係
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。

山
玉
講
同

や
ま
た
ま
こ
う
ど
う

行
ぎ
ょ
う

碑ひ

附
　

つ
け
た
り

拓
本
２
枚
昭
和
２９
年
６
月
１７
日
採
拓

富
岡
１
―
２０
―
３
　
富
岡
八
幡
宮

八
幡
宮
境
内
の
北
西
に
あ
る
富
士
塚
の
左

側
に
建
っ
て
い
ま
す
。
富
岡
八
幡
宮
の
富
士

塚
（
区
登
録
史
跡
）
は
別
名
「
深
川
富
士
」

と
い
い
、『
東と
う

都と

歳さ
い

事
記
じ

き

』
な
ど
に
描
か
れ

る
名
所
で
し
た
。
文
政
３
年
（
１
８
２
０
）

に
築
造
さ
れ
た
富
士
塚
は
昭
和
４０
年
頃
に
壊

さ
れ
ま
し
た
が
、
平
成
１４
年
に
塚
が
再
建
さ

れ
、
関
連
す
る
石
碑
が
周
囲
に
置
か
れ
ま
し

た
。
本
碑
は
そ
の
う
ち
の
１
基
で
す
。

本
碑
は
下
部
の
み
の
残
欠
で
す
が
、
昭
和

２９
年
に
採
っ
た
拓
本
に
よ
っ
て
、
文
政
３

年
６
月
に
山
玉
講
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
山
玉
講
は
本
所
猿
江

（
猿
江
）
・
深
川
今
川
町
（
佐
賀
２
）
の
清
山
せ
い
ざ
ん

正し
ょ
う

行
ぎ
ょ
う
こ
と
田
中
屋
清
六
が
創
始
し
た
講
で
、

富
岡
八
幡
宮
の
富
士
塚
を
築
造
し
た
講
で
す
。

講
員
は
深
川
が
中
心
で
す
が
、
亀
戸
浅
間
神

社
（
亀
戸
９
）
に
山
玉
講
が
寛
政
７
年
（
１

７
９
５
）
に
奉
納
し
た
水
盤
が
あ
り
、
広
い

範
囲
で
活
動
し
て
い
ま
し
た
。

深
川

ふ
か
が
わ

山
山

や
ま
や
ま

講こ
う

登と

山
再

ざ
ん
さ
い

建こ
ん

立
り
ゅ
う

手
伝

て
つ
だ
い

碑ひ

富
岡
１
―
２０
―
３
　
富
岡
八
幡
宮

山
玉
講
同
行
碑
の
左
側
に
あ
り
ま
す
。
山

山
講
の
詳
し
い
結
講
の
時
期
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
遅
く
と
も
慶
応
４
年
（
１
８
６
８
）

に
は
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
ま
す
。
富
士
浅

間
神
社
（
山
梨
県
富
士
吉
田
市
）
の
御
師
お

し

・

大
国
だ
い
こ
く

屋や

田た

辺な
べ

四し

郎ろ
う

家け

に
伝
来
す
る
文
書
に
よ

れ
ば
、
幕
末
の
草
莽
そ
う
も
う

隊
の
ひ
と
つ
蒼
龍

そ
う
り
ゅ
う
隊
一

同
が
深
川
富
士
を
参
詣
し
た
帰
り
に
平
野
町

（
平
野
１
・
２
）
で
山
山
講
か
ら
馳ち

走そ
う

を
う
け

て
い
ま
す
。
御
師
田
辺
氏
は
山
山
講
を
檀
那

と
し
、
年
始
に
玉
串
た
ま
ぐ
し

や
守
ま
も
り

札ふ
だ

を
配
り
に
深
川

一
帯
を
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
講
員
は
５０
〜
７５

名
ほ
ど
で
、
範
囲
は
材
木
町
（
福
住
２
）、
木

場
（
木
場
２
〜
５
）、
富
岡
八
幡
宮
一
の
鳥
居

（
門
前
仲
町
１
〜
４
）、
蛤
は
ま
ぐ
り

町
ち
ょ
う
（
永
代
２
）

と
、
深
川
南
部
が
中
心
で
し
た
。

【
史
跡
】

松
平
定
信
海は

ま

荘
や
し
き

跡
牡
丹
３
、
古
石
場
２
・
３
付
近

寛
政
期
に
老
中
と
し
て
幕
政
改
革
に
取
り

組
ん
だ
松
平
定
信
が
文
化
１３
年
（
１
８
１
６
）

に
入
手
し
た
抱
か
か
え

屋や

敷し
き

で
す
。
定
信
は
造
園
家

と
し
て
も
有
名
で
、
こ
の
屋
敷
も
桜
や
ツ
ツ

ジ
な
ど
を
植
え
た
瀟
し
ょ
う

洒し
ゃ

な
庭
園
で
し
た
。

洲
崎
球
場
跡

新
砂
１
―
１
・
２
付
近

洲
崎
球
場
（
別
称
・
洲
崎
大
東
京
球
場
）

は
、
日
本
プ
ロ
野
球
草
創
期
の
野
球
場
で
、

昭
和
１１
年
（
１
９
３
６
）
２
月
に
日
本
で
６

番
目
に
結
成
さ
れ
た
プ
ロ
野
球
チ
ー
ム
「
大

東
京
軍
」
の
本
拠
地
で
し
た
。

プ
ロ
球
団
結
成
は
昭
和
９
年
に
開
催
さ
れ

た
日
米
野
球
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
同
年
１２

月
に
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
に
相
次
い
で
誕

生
し
、
昭
和
１１
年
に
は
７
球
団
に
よ
る
プ
ロ
野

球
公
式
試
合
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
東
京
に
は
プ
ロ
が
使
用
で
き
る

野
球
場
が
な
く
、
在
京
球
団
の
本
拠
地
建
設

が
急
が
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
洲
崎
球
場

は
わ
ず
か
３
ヶ
月
ほ
ど
で
完
成
し
、
秋
に
大

日
本
東
京
野
球
倶
楽
部
（
現
読
売
巨
人
軍
）

と
タ
イ
ガ
ー
ス
（
現
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
）
に

よ
る
初
の
日
本
一
決
定
戦
が
開
催
さ
れ
、
沢

村
栄
治
投
手
を
擁
す
る
巨
人
が
初
代
王
座
に

つ
き
ま
し
た
。
こ
の
試
合
は
プ
ロ
野
球
史
上

屈
指
の
好
ゲ
ー
ム
と
い
わ
れ
、
現
在
の
「
伝

統
の
一
戦
」
の
由
来
に
な
り
ま
し
た
。

洲
崎
球
場
は
急
い
で
造
ら
れ
た
た
め
、
満

潮
時
に
は
潮
が
入
り
、
バ
ケ
ツ
で
海
水
を
取

り
除
い
て
使
用
し
た
そ
う
で
す
（
川
上
哲
治

『
回
顧
録
』
よ
り
）。
洲
崎
球
場
は
、
昭
和
１３

年
の
３
試
合
を
最
後
に
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。

登
録
解
除

【
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）】

足
袋

た

び

製
作

認
定
解
除

【
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）】

箕
輪
庄
太
郎
（
足
袋
製
作
）

〔
解
除
理
由
〕
逝
去
の
た
め
。

2

左から順に、平成14年に再建された富士塚、山玉講
同行碑、深川山山講登山再建立手伝碑（富岡八幡宮）

洲崎球場：「国民新聞」
昭和11年11月30日
（東京新聞社所蔵）

馬頭観世音供養塔
（妙久寺）



3

古
民
家
と
薪� ま 

き�

③�
自
然
と
深
い
関
わ
り
を
も
ち
つ
つ
、
人
々

の
生
活
が
成
り
立
っ
て
い
た
江
戸
時
代
の
村
。

ス
イ
ッ
チ
ひ
と
つ
で
電
気
、
ガ
ス
が
使
え
る

現
代
と
は
大
き
く
異
な
り
、
山
や
雑
木
林
な

ど
が
生
活
の
た
め
の
燃
料
を
確
保
す
る
場
と

し
て
重
要
で
し
た
。
と
く
に
冬
は
、
囲
炉
裏

や
火
鉢
で
暖
を
と
る
た
め
、
薪
や
炭
は
欠
か

す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
、
囲

炉
裏
や
火
鉢
が
生
活
の
主
役
だ
っ
た
時
代
は
、

つ
い
四
、
五
十
年
程
前
ま
で
続
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
こ
数
十
年
の
間
に
生
活
様
式

は
様
変
わ
り
し
、
日
常
生
活
で
薪
や
炭
を
使

う
光
景
は
、
あ
ま
り
見
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
江
戸
時
代
末
に
建

て
ら
れ
た
旧
大
石
家
住
宅
は
、
そ
の
建
築
技

術
と
と
も
に
、
当
時
の
生
活
様
式
を
現
在
に

伝
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
貴
重
な
文
化

財
と
い
え
ま
す
。

旧
大
石
家
住
宅
は
、
月
〜
金
曜
の
間
、「
旧

大
石
家
住
宅
友
の
会
」
の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て

維
持
・
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
活
動
内
容
は
、

室
内
外
の
清
掃
や
囲
炉
裏
へ
の
火
入
れ
で
、

こ
れ
ら
は
、
萱
屋
根
や
家
屋
を
維
持
す
る
た

め
の
大
切
な
活
動
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
便
利

に
な
っ
た
社
会
は
、
古
民
家
の
囲
炉
裏
で
使

う
薪
の
確
保
を
難
し
く
し
ま
し
た
。
昭
和
３０

年
代
ま
で
は
農
村
風
景
を
残
し
た
こ
の
あ
た

り
も
、
そ
の
後
の
都
市
化
に
よ
り
、
状
況
が

一
変
し
ま
し
た
。

現
在
は
、
区
内
に
あ
る
公
園
の
剪
定
木

せ
ん
て
い
ぼ
く

を

一
部
分
け
て
い
た
だ
き
、
薪
と
し
て
い
ま
す
。

夏
は
風
通
し
も
よ
く
、
非
常
に
涼
し
い
古
民

家
も
、
冬
に
な
る
と
い
ち
だ
ん
と
冷
え
込
み
、

薪
の
使
用
量
も
大
幅
に
増
え
ま
す
。
今
後
と

も
、
薪
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
、
安
定
的
な
供

給
に
努
め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

旧
大
石
家
住
宅
は
、「
旧
大
石
家
住
宅
友
の

会
」
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
よ
り
維
持
・

管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
人
で
も
多
く
の
方

に
ご
参
加
い
た
だ
き
た
く
、
ご
案
内
い
た
し

ま
す
。
文
化
財
保
護
に
関
心
が
あ
り
、
区
内

在
住
で
平
日
に
参
加
可
能
な
方
を
対
象
と
し

ま
す
。
主
な
活
動
内
容
は
、
囲
炉
裏
で
火
を

焚
く
こ
と
、
室
内
外
の
清
掃
で
す
。
ご
応
募

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
問
合
先
】
教
育
委
員
会
文
化
財
係

電
話
０
３
（
３
６
４
７
）
９
８
１
９

江
東
区
は
江
戸
時
代
に
大
き
く
発
展
し
ま

し
た
が
、
現
在
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
や
高
速
道

路
が
走
り
、
往
時
の
町
並
み
は
消
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
の
町
は
、
今
で

も
地
面
の
下
に
静
か
に
眠
っ
て
い
ま
す
。

発
掘
調
査
と
い
う
と
、
縄
文
時
代
な
ど
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、
江
戸
時
代
も
立

派
な
埋
蔵
文
化
財
と
し
て
、
数
多
く
調
査
を

し
て
い
ま
す
。

今
回
の
調
査
は
、
白
河
３
丁
目
で
す
。
こ

こ
は
江
戸
時
代
の
絵
図
に
よ
る
と
「
海
辺
大

工
町
」
と
い
う
町
屋
で
し
た
。
小
名
木
川
の

南
に
面
し
て
お
り
、
木
材
な
ど
を
荷
揚
げ
を

す
る
の
に
便
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
発
見
さ
れ
た
の
は
、
近
代
の
下
水

溝
と
江
戸
時
代
の
整
地
の
跡
で
す
。
今
、
私

た
ち
が
立
っ
て
い
る
地
面
か
ら
下
に
２
ｍ
ほ

ど
の
と
こ
ろ
に
、
近
代
の
下
水
溝
が
あ
り
ま

し
た
。
溝
は
南
北
方
向
に
延
び
て
お
り
、
お

そ
ら
く
小
名
木
川
へ
と
排
水
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
面
白
い
の
は
、
中
に
江
戸
時
代
の

良
質
な
石
垣
石
も
使
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。

こ
の
石
は
、
大
型
の
下
水
溝
の
一
部
で
あ
る

可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
か
ら
の
石

材
を
近
代
ま
で
有
効
に
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
近
代
の
層
か
ら
１
ｍ
下
に
、
焼
土

（
赤
く
焼
け
た
土
）
と
青
灰
色
の
シ
ル
ト
（
砂

と
粘
土
の
中
間
の
粒
の
泥
）
が
２０
cm
ほ
ど
の

厚
さ
で
、
交
互
に
重
な
っ
た
層
が
見
ら
れ
ま

し
た
。
焼
土
層
の
中
に
は
、
焼
け
た
江
戸
時

代
の
瓦
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、

地
盤
の
強
化
や
水
は
け
を
良
く
す
る
た
め
の

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
火
事
な
ど
で
焼
け

た
壁
土
や
瓦
を
う
ま
く
再
利
用
し
て
、
計
画

的
に
整
地
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

小名木川�

間知石�

排水溝�

礎石？�

石組�

近代下水溝の出土状況

1m

シルト層�

近代整地層�

焼土層�

現地表面�

2m

近世の整地層

薪置場の様子
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１
、
は
じ
め
に

僕
は
詩
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
は
じ
め
は

俳
句
だ
っ
た
ん
で
す
。
最
初
に
作
っ
た
句
が

小
学
校
４
、
５
年
の
時
で
中
学
に
入
っ
て
か

ら
、
毎
日
中
学
生
新
聞
に
俳
句
投
稿
欄
が
あ

り
、
出
す
と
必
ず
と
っ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生

が
い
て
、
自
覚
的
に
俳
句
を
作
る
き
っ
か
け

に
な
り
、
二
十
歳
位
ま
で
続
き
ま
し
た
。
詩

を
始
め
た
の
は
二
十
一
歳
位
か
ら
で
、
そ
れ

ま
で
は
ず
っ
と
俳
句
を
書
い
て
い
ま
し
た
。

僕
は
二
十
歳
頃
っ
て
い
う
と
、
ち
ょ
う
ど

金
子
兜と
う

太た

さ
ん
等
の
、
一
種
の
社
会
性
俳
句

の
時
代
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
詩
に
移
る
わ
け
で

す
が
、
そ
の
辺
り
を
お
話
す
る
と
、
現
代
詩

の
窓
か
ら
見
た
俳
句
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ

て
い
く
か
と
思
い
ま
す
。

２
、
転
機

１
９
６
１
年
に
俳
句
を
一
度
や
め
た
ん
で

す
。
安
保
闘
争
の
頃
で
す
。
そ
の
頃
僕
は
有

季
定
型
句
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
中
村
草く
さ

田た

男お

の
「
萬ば
ん

緑
り
ょ
く
」
誌
に
、
句
を
書
き
、
一
方
で

は
政
治
的
な
活
動
も
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る

う
ち
、
俳
句
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
と
。
ふ
っ
と

自
分
が
一
生
懸
命
両
方
や
っ
て
い
る
の
は
変

じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
気
分
に
な
っ
て
、
俳

句
で
は
と
に
か
く
政
治
が
詠
め
な
い
、
短
す

ぎ
て
、
五
・
七
・
五
と
い
う
意
味
で
い
う
と

器
が
小
さ
く
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
あ
り
ま
し
て
、
当
時

京
都
に
俳
句
の
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
そ

の
句
会
に
だ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ

り
、
兼
題
で
い
く
つ
か
持
っ
て
い
っ
た
ら
、

激
賞
さ
れ
た
。
た
だ
、
ほ
め
て
い
た
だ
い
た

の
は
う
れ
し
い
の
で
す
が
、
ほ
め
て
い
た
だ

い
た
と
こ
ろ
と
、
力
を
い
れ
た
と
こ
ろ
が
全

然
違
う
。
そ
う
い
う
読
ま
れ
方
も
あ
る
の
か
、

と
い
う
の
ば
か
り
。
そ
の
つ
も
り
で
書
い
た

の
じ
ゃ
な
い
の
に
、
そ
ん
な
評
価
が
あ
っ
て

し
か
も
褒
め
ら
れ
て
、
こ
れ
は
長
く
続
く
わ

け
な
い
。
先
生
の
見
当
違
い
に
の
っ
て
ず
っ

と
自
分
の
人
生
も
い
く
の
か
、
み
た
い
な
。

俳
句
は
た
し
か
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、

芭
蕉
に
つ
い
て
も
、
同
じ
句
に
対
し
て
解
釈

が
何
通
り
も
あ
る
。
句
全
体
の
解
釈
は
い
ろ

い
ろ
あ
っ
て
よ
い
と
思
う
し
、
解
釈
が
あ
っ

て
初
め
て
作
者
が
生
き
る
と
こ
ろ
も
俳
句
に

は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
僕
は
当
時
気
が
つ

か
な
か
っ
た
。
青
春
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
何
分

の
一
か
を
か
け
て
や
っ
て
い
た
つ
も
り
が
そ

う
い
う
風
な
こ
と
に
た
ま
た
ま
出
会
っ
て
し

ま
っ
て
、
そ
こ
で
安
保
と
す
る
か
、
先
生
の

せ
い
で
は
な
い
け
ど
、
も
っ
と
自
由
な
形
式

で
モ
ノ
を
書
き
た
い
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

３
、
詩
へ
の
移
行
そ
し
て
俳
句
へ

自
由
詩
っ
て
い
う
の
が
僕
ら
の
書
い
て
い

る
詩
、
俳
句
み
た
い
に
約
束
事
は
な
い
。
俳

句
か
ら
自
由
詩
と
い
う
も
の
に
移
ろ
う
と
思

っ
た
、
と
こ
ろ
が
書
い
て
み
る
と
全
然
書
け

な
い
。
あ
ん
ま
り
俳
句
を
熱
心
に
や
り
す
ぎ

た
た
め
に
、
リ
ズ
ム
と
か
も
の
の
見
方
と
か

俳
句
を
ず
い
ぶ
ん
ひ
き
ず
っ
て
い
る
な
あ
、

と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
し
た
。
俳
句
っ
て
な

か
な
か
一
回
溺
れ
る
と
助
か
ら
な
い
っ
て
い

う
か
、
大
変
な
も
の
で
す
ね
。
と
に
か
く
俳

句
は
毒
だ
な
っ
て
こ
と
を
自
由
詩
を
書
き
出

し
た
頃
に
は
特
に
思
い
ま
し
た
。
そ
の
反
対

の
例
だ
と
、
自
由
詩
を
書
い
て
い
て
俳
句
を

や
る
っ
て
い
う
の
が
僕
の
友
達
に
い
ま
し
て
、

詩
の
天
才
で
「
今
に
名
句
を
作
る
か
ら
」
っ

て
い
う
気
概
で
入
っ
て
き
た
ん
で
す
が
、
俳

句
に
入
れ
な
い
ん
で
す
。
長
く
な
っ
た
り
、

詰
め
込
み
す
ぎ
る
。
さ
っ
き
の
毒
じ
ゃ
な
い

け
ど
、
毒
を
か
ぶ
っ
て
な
い
か
ら
ど
う
に
も

作
り
方
が
わ
か
ら
な
い
、
詠
み
方
が
わ
か
ら

な
い
。
つ
ま
り
俳
句
と
現
代
詩
と
い
う
の
は
、

そ
れ
だ
け
違
う
世
界
っ
て
い
う
か
同
じ
詩
歌

の
世
界
で
あ
り
な
が
ら
違
う
構
造
。
そ
こ
か

ら
抜
け
出
す
の
が
ほ
ん
と
僕
は
大
変
で
し
た
。

ず
っ
と
詩
を
書
い
て
三
十
年
位
た
っ
て
か

ら
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
俳
句
っ
て
面
白
い

か
な
、
子
ど
も
の
頃
と
は
違
う
思
い
で
見
直

す
と
い
う
時
が
来
た
。
俳
句
に
突
然
目
が
さ

め
て
、
い
ろ
ん
な
人
の
句
を
読
み
始
め
ま
し

た
。
年
齢
な
の
か
、
昔
の
解
釈
と
は
ず
い
ぶ

ん
違
っ
て
き
た
。
そ
う
す
る
と
、
今
度
は
自

分
で
作
り
た
く
な
っ
て
く
る
。
あ
ち
こ
ち
本

を
読
ん
で
俳
句
の
作
り
方
を
も
う
一
回
勉
強

し
て
な
ん
と
な
く
俳
句
み
た
い
な
も
の
を
書

い
て
き
ま
し
た
。
句
集
も
、
も
う
二
冊
目
、

自
分
な
り
に
気
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

専
門
俳
人
の
方
の
俳
句
と
ど
っ
か
違
っ
て
い

て
、
な
ぜ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

４
、
俳
句
界
に
つ
い
て

最
近
の
俳
句
雑
誌
な
ど
を
割
に
ま
め
に
読

ん
で
い
て
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
も
お
も
し

ろ
く
な
い
。
俳
壇
っ
て
い
う
の
は
れ
っ
き
と

し
て
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
、
い
わ
ゆ
る
結
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社
が
寄
り
集
ま
っ
て
い
る
摩
訶
不
思
議

ま

か

ふ

し

ぎ

な
空

間
。
そ
こ
に
む
け
て
俳
句
を
書
い
て
い
る
か

ら
だ
ろ
う
と
。
俳
句
を
外
に
開
い
て
い
く
っ

て
姿
勢
が
み
ら
れ
な
い
、
全
体
の
傾
向
と
し

て
俳
句
の
窓
か
ら
し
か
世
の
中
を
見
て
い
な

い
と
い
う
俳
句
が
あ
ま
り
に
多
い
。
文
芸
と

い
う
の
は
基
本
的
に
は
誰
に
で
も
開
か
れ
て

い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
し
か
し
、
仲
間
内

の
文
芸
に
俳
壇
は
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で

書
い
た
こ
と
の
な
い
方
が
参
入
し
に
く
い
世

界
。
仲
間
内
で
お
も
し
ろ
が
っ
て
る
句
が
多

く
て
社
会
的
な
開
か
れ
方
が
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
く
な
い
一
つ
の

原
因
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
有
季
定
型
句
に
限
り
ま
す
が
、

季
語
と
い
う
も
の
に
非
常
に
狭
く
縛
ら
れ
て

い
る
と
い
う
事
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、

芭
蕉
の
昔
か
ら
固
定
的
に
と
ら
え
る
と
い
う

か
。
季
語
と
い
う
も
の
は
自
然
現
象
で
誰
に

で
も
わ
か
る
よ
う
あ
る
程
度
の
共
通
感
覚
の

上
に
成
り
立
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
芭
蕉

の
時
代
と
現
代
と
で
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
わ
け

で
す
。
自
然
現
象
で
あ
ろ
う
と
も
、
や
は
り

現
代
の
社
会
的
な
動
き
と
人
間
的
な
動
き
と

連
動
し
て
そ
こ
に
あ
る
。
本
意
っ
て
あ
り
ま

す
ね
、
本
当
の
意
味
、
本
意
と
い
う
の
を
あ

ま
り
に
も
重
視
し
て
、
古
い
ま
ん
ま
の
姿
を

そ
の
ま
ま
生
か
そ
う
っ
て
い
う
方
は
専
門
俳

人
の
中
に
特
に
多
い
。
つ
ま
り
、
俳
句
の
季

語
の
昔
の
目
で
現
代
を
捉
え
よ
う
と
非
常
に

ト
リ
ッ
キ
ー
な
こ
と
を
お
や
り
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
の
俳
句
が
お
も
し
ろ
く
て

も
、
今
の
社
会
と
全
然
連
動
し
て
い
な
い
。

今
の
社
会
と
連
動
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

我
々
に
と
っ
て
そ
ん
な
俳
句
は
必
要
で
な
い

と
思
い
ま
す
。
何
故
そ
う
狭
く
な
っ
ち
ゃ
う

の
か
、
も
う
少
し
オ
ー
プ
ン
に
出
せ
な
い
か
。

特
に
有
季
定
型
句
と
い
う
こ
と
を
標
榜
さ
れ

る
、
写
生
と
い
う
こ
と
を
標
榜
さ
れ
る
方
に

は
そ
の
傾
向
が
あ
っ
て
僕
は
不
安
で
す
。

人
事
句
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
、
人
の
こ
と
を

詠
む
。
今
の
俳
句
の
世
界
を
見
渡
す
と
、
定

年
退
職
を
さ
れ
た
方
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し

ゃ
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
俳
句
で
人
事
を
詠

む
っ
て
方
は
非
常
に
少
な
い
。
主
婦
の
場
合

は
、
自
分
の
持
ち
場
に
つ
い
て
詠
む
人
は
非

常
に
多
い
、
優
れ
た
句
も
結
構
あ
る
。
主
と

し
て
男
の
俳
句
作
り
と
い
う
の
は
会
社
の
事

は
な
か
っ
た
よ
う
な
句
が
多
い
。
せ
っ
か
く

表
現
す
る
ん
だ
っ
た
ら
一
番
良
く
知
っ
て
い

る
こ
と
を
な
ん
で
書
か
な
い
の
か
と
思
い
ま

す
。
自
分
に
も
そ
う
い
え
ば
そ
う
い
う
時
が

あ
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
時
が
あ
り
え
た
だ

ろ
う
と
か
、
そ
う
い
う
た
と
え
ば
美
し
さ
を

自
分
が
感
じ
て
い
た
と
か
、
と
に
か
く
ひ
と

り
よ
が
り
に
な
る
と
人
に
通
じ
な
い
と
い
う

の
は
体
験
上
み
な
さ
ん
お
持
ち
か
と
思
い
ま

す
が
。
そ
の
あ
た
り
を
も
う
少
し
掘
り
下
げ

て
、
も
う
少
し
幅
を
広
げ
て
、
自
然
だ
け
で

な
く
、
会
社
と
か
人
間
関
係
、
人
事
そ
う
い

う
と
こ
ろ
に
ど
ん
ど
ん
踏
み
込
ん
で
い
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
俳
句
を
作
る
人
っ
て
い
う
の

は
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
関
心
を
お
持
ち
に
な

ら
な
い
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
が
、
現

代
詩
を
書
い
て
る
人
間
は
俳
句
も
短
歌
も
詠

ん
で
る
。
俳
句
の
人
は
も
ち
ろ
ん
俳
句
第
一

で
す
か
ら
俳
句
の
勉
強
が
一
番
大
事
だ
と
思

わ
れ
て
い
る
の
は
わ
か
り
ま
す
が
、
同
じ
日

本
の
詩
な
ん
だ
か
ら
、
現
代
詩
も
楽
し
み
、

短
歌
も
楽
し
み
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
俳
句
は

一
番
で
す
か
ら
俳
句
を
楽
し
む
と
い
う
姿
勢
、

趣
味
嗜
好
と
い
う
の
が
な
い
方
が
非
常
に
多

い
の
で
は
な
い
か
。
詩
人
で
芭
蕉
の
「
奥
の

細
道
」
を
読
ん
で
な
い
人
は
ひ
と
り
も
い
な

い
く
ら
い
で
す
が
、
更
に
子
規
・
虚
子
を
読

ん
で
る
し
、
そ
う
い
う
関
心
の
持
ち
方
と
い

う
の
は
、
自
分
の
書
く
も
の
に
必
ず
ど
こ
か

毒
に
な
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
栄
養
に
な
る

場
合
も
あ
っ
て
、
そ
の
事
自
体
が
お
も
し
ろ

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

現
代
詩
の
窓
か
ら
見
て
み
る
と
俳
句
と
い

う
の
は
非
常
に
魅
力
の
あ
る
詩
型
で
す
が
、

な
に
か
狭
い
ん
で
す
。
短
い
か
ら
狭
い
ん
じ

ゃ
な
く
て
、
な
ん
か
隠
遁
者
の
文
学
っ
て
い

う
わ
け
で
は
俳
句
は
な
い
の
で
す
が
、
庶
民

の
も
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
隠
遁

者
め
い
て
き
た
よ
う
な
気
さ
え
す
る
事
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
俳

句
が
結
構
あ
っ
て
、
そ
の
へ
ん
が
や
っ
ぱ
り

生
き
て
い
る
以
上
い
く
ら
リ
タ
イ
ア
し
て
家

に
い
て
時
々
散
歩
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

発
表
す
る
以
上
は
そ
う
い
う
目
を
持
っ
て
書

か
な
い
と
僕
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
が
。

僕
た
ち
に
必
要
な
文
芸
で
あ
る
か
ど
う
か
は

そ
れ
ぞ
れ
の
受
け
取
り
方
で
結
構
で
す
が
、

僕
と
し
て
は
俳
句
は
そ
う
な
っ
て
欲
し
く
な

い
気
が
い
た
し
ま
す
。

５
、
む
す
び

長
い
間
現
代
詩
を
書
い
て
き
て
そ
れ
で
三

十
年
く
ら
い
経
っ
て
、
昔
熱
中
し
た
俳
句
に

戻
っ
て
み
る
と
俳
句
と
い
う
の
は
い
か
に
す

ば
ら
し
い
か
と
い
う
こ
と
も
よ
く
わ
か
り
ま

す
が
、
文
芸
と
し
て
駄
目
な
と
こ
ろ
が
あ
る

か
っ
て
い
う
こ
と
も
非
常
に
よ
く
分
か
っ
た

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
と
に
か
く
、
俳
句
の

窓
か
ら
だ
け
俳
句
を
見
る
こ
と
だ
け
は
、
そ

こ
だ
け
は
な
ん
と
か
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
と

い
い
た
く
な
っ
て
き
ま
す
。
願
わ
く
ば
先
ほ

ど
か
ら
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
現

代
の
社
会
的
な
動
き
と
連
動
し
た
季
語
と
い

う
も
の
を
意
識
し
て
、
芭
蕉
だ
っ
て
新
し
い

こ
と
を
や
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
っ

た
と
こ
ろ
で
こ
れ
か
ら
の
わ
れ
わ
れ
も
句
を

詠
む
と
い
う
、
時
に
は
現
代
と
い
う
の
を
意

識
し
て
、
作
っ
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
な

あ
と
い
う
風
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

＊
こ
の
記
録
は
、
昨
年
１０
月
１０
日
に
行
わ
れ

た
、講
演
会
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
で
す
。
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江
東
区
の
昔
を
た
ど
る
こ
と
の
で
き
る
記

録
は
、
区
内
に
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
関
東
大
震
災
や
東
京
大
空
襲
、
た
び

か
さ
な
る
水
害
な
ど
に
よ
っ
て
古こ

文も
ん

書じ
ょ

類
は

ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
江
戸
時
代

の
江
東
地
域
を
知
る
た
め
に
は
、
幕
府
な
ど

の
残
し
た
公
的
な
記
録
類
に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
江
東
区
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
記
録
類
は
な
に
も
江
東
区
内
に
し
か
残

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

江
東
区
は
「
水
彩
都
市
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
隅
田
川
や
中
川
、
小
名
木
川
と
い
っ
た

河
川
・
水
路
の
恩
恵
を
受
け
、
発
展
し
て
い

っ
た
街
で
す
。
ま
た
、
海
に
隣
接
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、
全
国
各
地
の
荷
物
が
江
東
区
域

に
集
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
も
の
や
人

の
交
流
が
行
わ
れ
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と

い
え
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

江
東
区
と
他
地
域
を
結
び
つ
け
る
史
料
は
数

多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
東
区
古
文
書
調

査
団
（
団
長

吉
原
健
一
郎
・
成
城
大
学
教

授
）
で
は
、
江
東
区
教
育
委
員
会
よ
り
区
外

に
あ
る
江
東
区
関
係
の
資
料
を
捜
索
し
、
撮

影
な
ど
の
手
段
で
記
録
す
る
作
業
を
委
託
さ

れ
ま
し
た
。
昨
年
度
は
、
茨
城
県
水
戸
市
に

あ
る
茨
城
県
立
歴
史
館
に
収
蔵
・
収
集
さ
れ

た
史
料
類
に
関
し
て
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

茨
城
県
立
歴
史
館
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
古

文
書
写
真
の
中
に
三
好
家
文
書
と
い
う
文
書
群

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
好
家
は
麻あ

生そ
う

藩
の
家
老

職
を
勤
め
た
家
で
し
た
。
麻
生
藩
は
慶
長
９
年

（
１
６
０
４
）
に
新
庄
直
頼
が
入
封
し
、
外
様

大
名
と
し
て
成
立
し
ま
し
た
。
当
初
は
３
万
３

千
石
の
領
地
を
有
し
て
い
ま
し
た
が
、
延
宝
４

年
（
１
６
７
６
）
に
跡
継
ぎ
が
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
領
地
を
一
時
没
収
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、

同
年
に

一
族
の

新
庄
直

時
に
家

督
を
相

続
し
て

か
ら
は
、

１
万
石

の
大
名

と
し
て

明
治
４

年
（
１
８
７
１
）
の
廃
藩
は
い
は
ん
置ち

県け
ん

ま
で
存
続
し
ま

し
た
。

こ
の
麻
生
藩
の
陣
屋
は
行
方
な
め
か
た

郡
麻
生
（
現

茨
城
県
行
方
郡
麻
生
町
）
に
置
か
れ
ま
す
。

麻
生
は
江
戸
時
代
に
は
麻
生
藩
の
城
下
町
と

し
て
、
藩
士
屋
敷
や
町
人
た
ち
が
集
め
ら
れ

ま
し
た
。
現
在
で
も
そ
の
面
影
は
残
さ
れ
、

家
老
の
一
人
で
あ
っ
た
畑
家
の
屋
敷
は
麻
生

藩
家
老
屋
敷
記
念
館
と
し
て
一
般
に
公
開
さ

れ
て
い
ま
す
【
写
真
１
】。

ま
た
、
こ
の
記
念
館
に
は
「
麻
生
御
殿
向

表
御
間
取
」
と
名
付
け
ら
れ
た
麻
生
陣じ
ん

屋や

の

見
取
り
図
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
【
写
真
２
】。

こ
の
見
取
り
図
は
い
つ
作
成
さ
れ
た
の
か
は

不
明
で
す
が
、
写
真
下
方
と
右
側
に
門
が
設

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た

左
側
に
見
え
る
山
は
御
殿
の
庭
園
と
思
わ
れ
、

屋
敷
同
様
に
立
体
的
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
陣
屋
の
跡
地
に
は
麻
生
小
学
校
が
建

て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
陣
屋
は
高
台
に
設
け

ら
れ
、
陣
屋
の
周
り
に
は
藩
士
た
ち
の
屋
敷

が
、
霞
ヶ
浦
沿
い
に
降
り
た
と
こ
ろ
に
は
町

人
た
ち
の
住
ま
い
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
麻
生
藩
の
参
勤
交
代
の
際
に
は
、

麻
生
河
岸
か
ら
船
に
乗
っ
て
出
発
し
て
い
ま

す
。三

好
家
文
書
に
は
麻
生
藩
の
公
用
日
記
か

ら
書
き
抜
い
た
と
思
わ
れ
る
「
日
記
書
抜
」

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
目
録
上
か
ら
は
、
１２

冊
の
日
記
書
抜
が
確
認
で
き
ま
す
が
、
大
き

く
分
け
て
二
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
麻
生

日
記
と
題
さ
れ
た
も
の
は
、
基
本
的
に
は
国

元
（
麻
生
）
で
起
こ
っ
た
事
柄
が
中
心
に
記

さ
れ
、
一
方
江
戸
日
記
と
題
さ
れ
た
も
の
は

江
戸
の
藩
邸
や
大
坂
や
駿す
ん

府ぷ

に
加
番
と
し
て

出
向
し
た
際
の
事
柄
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
麻
生
日
記
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
麻
生

町
が
町
史
の
史
料
編
に
全
て
収
録
し
て
い
る

た
め
、
手
軽
に
内
容
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
日
記
の
中
に
、
中
川
番
所
の
記
述

が
見
ら
れ
る
の
で
す
。

麻
生
藩
の
参
勤
交
代
は
、
２
ル
ー
ト
確
認

で
き
ま
す
。
一
つ
は
、
麻
生
河
岸
か
ら
霞
ヶ

浦
対
岸
の
土
浦
（
現
茨
城
県
土
浦
市
）
に
上

陸
し
、
水
戸
街
道
を
南
下
し
て
松
戸
金
町
関

所
を
通
過
す
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
も
う

一
つ
は
麻
生
河
岸
か
ら
牛
堀
（
現
茨
城
県
潮

【写真1】麻生藩家老屋敷記念館

【写真2】「麻生御殿向表御間取」（麻生町指定文化財）

16
年
度
委
託
調
査
・
区
外
史
料
調
査
報
告�
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来
市
）
へ
抜
け
、
利
根
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て

木き

下
お
ろ
し

河
岸
（
現
千
葉
県
印
西
市
）
で
上
陸
し
、

木
下
街
道
を
南
下
し
て
行
徳
に
出
て
、
船
堀

川
か
ら
中
川
番
所
を
通
過
す
る
方
法
で
す
。

日
記
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
当
初
は
土
浦

廻
り
で
あ
っ
た
も
の
が
、
あ
る
段
階
で
木
下

廻
り
に
替
え
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
ま

た
、
中
川
番
所
を
通
過
す
る
た
め
に
作
成
さ

れ
た
武
器
の
通
行
手
形
や
中
川
番
所
に
対
す

る
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
の
記
述
も
み
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
の
事
例
を
い
く
つ
か
紹
介
す

る
と
、
麻
生
日
記
の
安
永
４
年
（
１
７
７
５
）

５
月
晦
日
の
条
に
、
参
勤
交
代
で
中
川
番
所

を
通
過
す
る
た
め
武
器
の
通
行
手
形
を
作
成

し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
武
器
と

同
じ
く
「
御
的
弓
」
２０
張
に
つ
い
て
も
通
行

手
形
を
作
成
し
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
御

的
弓
」
は
、
武
器
と
は
区
別
し
て
記
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
藩
主
の
稽
古
用
の
弓
で

あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
こ
の
弓
が
実
際

の
武
器
と
し
て
機
能
す
る
の
か
ど
う
か
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
あ
え
て
分
け
て
記
し
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
殺
傷
能
力
な
ど
に
は
欠
け

て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら

の
通
行
手
形
は
「
武
器
御
断
こ
と
わ
り
」
の
使
者
箕
輪

五
郎
左
衛
門
に
よ
っ
て
中
川
番
所
へ
届
け
ら

れ
ま
し
た
が
、
６
月
２
日
の
条
に
、「
御
的
弓
」

の
通
行
手
形
は
不
用
で
あ
る
た
め
、
証
文
が

返
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
麻
生
日
記
の
文
化
８
年
（
１
８
１

１
）
６
月
２９
日
の
条
に
は
、
藩
士
の
中
に
忌

中
の
者
が
い
る
が
、
長
髪
の
ま
ま
中
川
番
所

を
通
行
し
て
い
い
か
ど
う
か
と
の
問
い
合
わ

せ
に
対
し
て
、
江
戸
家
老
か
ら
は
前
例
の
通

り
、
月
代
さ
か
や
き

を
剃
っ
て
通
行
す
る
よ
う
に
と
の

返
答
が
き
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
江
戸
日
記
に
は
、
文
化
２
年
（
１

８
０
５
）
６
月
朔
日
の
条
に
、
江
戸
へ
の
参

勤
交
代
の
際
、
天
候
が
思
わ
し
く
な
い
た
め

に
船
の
進
行
が
遅
れ
、
中
川
番
所
の
通
行
が

夜
間
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
藩
士
三
好
弥

惣
を
使
者
と
し
て
中
川
番
所
に
送
り
、
な
ん

と
か
通
過
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
麻
生
藩
の
日
記
か
ら
は
、
大
名
行

列
が
中
川
番
所
を
通
行
し
て
い
く
具
体
的
な

過
程
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

麻
生
藩
と
江
東
区
の
つ
な
が
り
は
、
中
川

番
所
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
麻
生
藩
の
下

屋
敷
は
亀
高
新
田

か
め
た
か
し
ん
で
ん
（
現
北
砂
）
に
あ
り
ま
し
た

【
写
真
３
】。
麻
生
日
記
や
江
戸
日
記
に
も
下

屋
敷
の
記
述
が
見
ら
れ
、
近
所
の
火
事
で
類
焼

し
た
こ
と
、
そ
の
後
に
材
木
な
ど
を
調
達
し
た

こ
と
な
ど
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
三

好
家
文
書
に
は
、
江
東
区
域
に
関
す
る
記
述
を

数
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

江
戸
時
代
の
江
東
地
域
を
知
る
方
法
と
し

て
は
、
こ
の
よ
う
な
区
外
史
料
か
ら
た
ど
る

方
法
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
積

み
重
ね
に
よ
っ
て
江
東
区
の
歴
史
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

（
江
東
区
古
文
書
調
査
団
　
龍
澤
　
潤
）

香
取
神
社
（
亀
戸
３
）
の
所
蔵
す
る
区
指

定
有
形
文
化
財
（
絵
画
）
の
歌
川
広
重
筆

「
紙し

本ほ
ん

淡た
ん

彩さ
い

道ど
う

祖そ

神じ
ん

祭さ
い

図ず

」
の
修
復
が
完
了

し
ま
し
た
。
巻
き
込
み
が
原
因
で
生
じ
て
い

た
激
し
い
折
れ
が
な
く
な
り
、
シ
ミ
も
薄
く

な
っ
て
、
き
れ
い
に
修
復
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
絵
画
は
、
亀
戸
村
で
毎
年
正
月
１４
日
に
行

わ
れ
て
い
た
行
事
で
、
子
供
た
ち
が
宝
船
を

担
ぎ
、「
千
艘
万
艘
御
ふ
ね
が
参
っ
た
、
銭
で

も
米
で
も
ど
ん
と
一
ぱ
い
、
お
つ
つ
め
ろ
、

さ
い
の
神
を
祝
ふ
」
と
家
々
を
練
り
歩
き
、

初は
つ

穂ほ

を
受
け
取
っ
て
廻
っ
た
と
い
う
行
事

で
す
（『
東
都
歳
事
記
』）。
明
治
１０
年
頃
ま
で

は
行
わ
れ
て
い
た
と
も
い
い
、
長
谷
川
雪
旦
せ
っ
た
ん

の
『
江
戸
名
所
図
会
』
の
挿
絵
に
も
描
か
れ

る
な
ど
有
名
な

も
の
で
す
。

画
面
右
下
に

「
廣
重
」
と
い
う

署
名
と
落
款
ら
っ
か
ん

が

あ
り
、
晩
年
の

歌
川
広
重
の
肉

筆
と
さ
れ
る
貴

重
な
も
の
で

す
。
境
内
に
写

真
入
り
説
明
板

が
設
置
さ
れ
て

い
ま
す
。

【写真3】安政５年（1858）「本所深川絵図」（部分）（『江東区史』
上巻付図）写真の上端を横切るのが小名木川、小名木川の下方（南方）
に「新庄亀次郎」の文字が見える。

修復前修復後
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左
の
写
真
は
、
昭
和
３０
年
こ
ろ
の
小
名
木

川
小
学
校
（
北
砂
５
‐
２２
）
の
正
門
で
す
。

小
名
木
川
小
学
校
は
、
昭
和
２２
年
、
江
東

区
と
同
時
に
誕
生
し
た
小
学
校
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
以
前
に
は
同
じ
場
所
に
、
前
身
と

も
い
え
る
小
名
木
川
高
等
小
学
校
が
あ
り
ま

し
た
。
小
名
木
川
高
等
小
学
校
は
、
昭
和
１６

年
１
月
に
砂
町
尋
常
高
等
小
学
校
か
ら
分
か

れ
て
開
校
し
ま
し
た
。
同
年
３
月
に
第
１
回

の
卒
業
生
を
送
り
出
し
ま
し
た
が
、
国
民
学

校
令
の
公
布
に
よ
り
、
４
月
に
は
小
名
木
川

国
民
学
校
高
等
科
と
校
名
を
変
更
し
ま
し
た
。

高
等
小
学
校
時
代
は
木
造
２
階
建
の
校
舎

で
し
た
が
戦
災
で
焼
失
し
ま
し
た
。
そ
の
た

め
小
名
木
川
小
学
校
は
、
砂
町
小
学
校
の
バ

ラ
ッ
ク
校
舎
の
一
部
を
借
り
て
開
校
し
、
昭

和
２３
年
６
月
２５
日
に
新
校
舎
が
落
成
し
、
移

転
し
ま
し
た
。
写
真
の
校
舎
は
こ
の
新
校
舎

で
す
。
最
も
児
童
数
が
多
か
っ
た
の
は
昭
和

３０
年
度
で
、
３１
学
級
、
１
７
１
１
名
の
児
童

が
通
っ
て
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
写
真

が
撮
影
さ
れ
た
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。

写
真
を
み
る
と
、
学
校
の
脇
に
は
側
溝
が

あ
り
、
校
門
の
前
に
木
製
の
小
さ
な
橋
が
架

け
ら
れ
て
い
ま
す
。「
江
東
区
立
小
名
木
川
小

学
校
」
と
校
名
が
懸
け
ら
れ
た
校
門
の
脇
か

ら
レ
ン
ガ
塀
が
続
い
て
い
ま
す
。
現
在
の
第

四
砂
町
中
学
校
の
西
側
お
よ
び
北
砂
５
丁
目

団
地
と
郵
政
宿
舎
の
間
に
も
レ
ン
ガ
塀
が
一

部
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
塀
と
関
連
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
ご
存
知
の
方
は
文
化
財
係

ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

平
成
１６
年
度

寄
贈
民
俗
資
料
リ
ス
ト

文
化
財
係
で
は
、
区
内
で
使
わ
れ
て
い
た

生
活
道
具
を
、
郷
土
を
知
る
た
め
の
「
民
俗

資
料
」
と
し
て
収
集
・
保
管
し
て
い
ま
す
。

現
在
６
千
点
を
越
え
る
民
俗
資
料
は
、
ほ
と

ん
ど
が
区
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
寄
贈
い
た
だ

い
た
も
の
で
す
。
今
年
度
は
次
の
資
料
を
ご

寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
（
寄
贈
順
、
敬
称
略
）。

寄
贈
物
件

寄
贈
者
名
（
住
所
）

消
防
団
帽
子
他

前
田
初
太
郎
（
東
陽
）

旗
台
石
製
レ
リ
ー
フ

大
久
保
正
治
（
扇
橋
）

五
ツ
玉
ソ
ロ
バ
ン

西
澤
智
美（

門
前
仲
町
）

小
学
男
子
中
隊
名
簿

斉
藤
富
三
（
東
砂
）

絵
葉
書
他

加
藤
　
健
（
亀
戸
）

電
気
ア
イ
ロ
ン
他

和
田
宣
明
（
亀
戸
）

学
校
関
係
資
料

池
澤
正
子
（
平
野
）

定
規
他

木
ノ
本
博
通
（
枝
川
）

高
下
駄
他

嶋
谷
純
世
（
横
浜
市
）

足
踏
式
ミ
シ
ン

中
西
　
操
（
白
河
）

大
　
鋸

岩
本
助
次
（
北
砂
）

手
あ
ぶ
り
火
鉢

米
谷
正
男
（
南
砂
）

地
　
図

楠
　
　
勤
（
亀
戸
）

映
像
機
材

野
口
眞
雄
（
文
京
区
）

焼
夷
弾
破
片

安
田
貞
次
（
北
砂
）

こ
の
う
ち
焼
夷
弾
は
早
速
「
江
東
区
平
和

祈
念
パ
ネ
ル
展
　
東
京
大
空
襲
―
６０
年
目
を

迎
え
て
―
」
で
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
も
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

文
化
財
ニ
ュ
ー
ス

刀
剣
研
師
・
臼
木
さ
ん
無
鑑
査
に
！

区
登
録
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）
保
持

者
の
臼
木
良
彦
さ
ん
（
古
石
場
１
）
は
、
刀

剣
研
磨
の
技
術
を
高
く
評
価
さ
れ
、
去
る
２

月
２３
日
の
7
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
理
事

会
に
お
い
て
、「
無
鑑
査
」
に
認
定
さ
れ
ま
し

た
。
無
鑑
査
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
審
査

の
必
要
の
無
い
最
高
位
と
い
う
意
味
で
、
全

国
約
３
５
０
名
の
刀
鍛
冶
の
頂
点
に
立
つ
一

握
り
の
方
々
で
す
。
現
在
、
無
鑑
査
は
人
間

国
宝
の
２
名
を
筆
頭
に
約
２０
名
し
か
お
り
ま

せ
ん
。
臼
木
さ
ん
に
は
、
毎
年
秋
の
伝
統
工

芸
展
に
お
い
て
実
演
し
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

第
６
回
『
江
東
ふ
る
さ
と
歴
史
研
究
』
論
文
募
集
中
！

江
東
区
の
歴
史
や
文
化
に
関
す
る
日
頃
の

研
鑽
の
成
果
を
論
文
に
ま
と
め
て
み
ま
せ
ん

か
。
詳
細
は
区
報
５
月
１１
日
号
、
も
し
く
は

文
化
財
係
（
３
６
４
７
―
９
８
１
９
）
ま
で
。

【
締
め
切
り
】
６
月
２４
日
（
金
）

【
募
集
内
容
】
①
歴
史
研
究
部
門
（
２０
〜
４０
枚
）

と
②
文
化
財
愛
護
活
動
部
門
（
〜
４０
枚
）。

【
応
募
資
格
】
ど
な
た
で
も
。

訃
　
報

江
東
区
登
録
無
形
文
化
財
（
工
芸
技

術
・
提
燈
製
作
）
保
持
者
・
杉
田
礼
二
氏

（
住
吉
２
）
は
、
去
る
３
月
２３
日
に
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。
享
年
７５
歳
。

謹
ん
で
追
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

昭和30年頃の小名木川小学校の正門

現在の小名木川小学校の正門


