
『
江
東
古
写
真
館
〜
想
い
出
の
あ
の
頃
へ
〜
』

は
、
昭
和
３０
〜
４０
年
代
を
中
心
と
す
る
古
写

真
約
９０
点
を
集
め
た
写
真
集
で
す
。
映
画
館
、

都
電
、
ノ
リ
干
し
、
金
魚
池
、
田
園
、
木
場

と
い
っ
た
な
つ
か
し
い
ふ
る
さ
と
の
情
景
が

そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
現
在
の
様
子
を

撮
っ
た
写
真
と
見
比
べ
る
こ
と
で
、
風
景
の

移
り
変
わ
り
も
わ
か
り
ま
す
。
ご
覧
に
な
れ

ば
、
そ
の
変
化
の
大
き
さ
に
お
ど
ろ
か
れ
る

で
し
ょ
う
。

本
書
を
手
に
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
ふ
る
さ

と
江
東
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
ぜ
ひ
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。

●
頒
布
価
格
　
１
０
０
０
円
（
Ａ
４
版
９６
頁
）
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▼
刊
行
の
経
緯

『
江
東
古
写
真
館
』
は
、
平
成
３
年
３
月

に
刊
行
さ
れ
た
『
想
い
Ｄ
Ｅ
写
真
館
』
の
続

編
と
し
て
企
画
し
ま
し
た
。
先
輩
格
の
『
想

い
Ｄ
Ｅ
写
真
館
』
は
、
１
３
０
余
点
の
写
真

を
掲
載
し
、
現
状
の
写
真
を
添
え
た
も
の
で
、

大
変
ご
好
評
を
い
た
だ
き
、
完
売
と
な
っ
て

い
ま
す
（
図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
）。
そ

の
後
も
、
在
庫
や
、
掲
載
写
真
の
利
用
希
望

な
ど
の
お
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
復
刊
も
検
討
し
ま
し
た
が
、
他

に
も
ご
紹
介
し
た
い
古
写
真
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
体
裁
を
あ
ら
た
に
し
た
写
真
集
を
刊
行

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

▼
古
写
真
展
の
開
催

も
う
本
書
を
ご
覧
に
な
ら
れ
た
方
の
な
か

に
は
、
あ
れ
っ
、
こ
の
写
真
は
最
近
見
た
な

と
思
わ
れ
た
方
も
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
掲
載
し
た
写
真
の
中
に
は
、
昨
年
１

月
２６
日
か
ら
３０
日
の
間
で
、
区
役
所
２
階
ロ

ビ
ー
で
開
催
し
た
写
真
展
「
江
東
の
む
か
し

と
い
ま
」
で
展

示
し
た
写
真
が

含
ま
れ
て
い
ま

す
。
最
近
見
か

け
た
と
思
わ
れ

た
方
は
、
こ
の

写
真
展
で
見
ら

れ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

写
真
展
で
は
、
３０
点
の
古
写
真
と
、
対
応

す
る
現
状
の
写
真
、
そ
し
て
撮
影
ポ
イ
ン
ト

を
落
と
し
た
地
図
を
展
示
し
ま
し
た
。
ま
た

年
表
や
、
江
東
区
の
人
口
・
面
積
の
移
り
変

わ
り
と
い
っ
た
資
料
パ
ネ
ル
も
展
示
し
ま
し

た
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
本
書
の
内
容
と
似

通
っ
た
展
示
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
で

し
ょ
う
。
本
書
の
骨
格
は
、
こ
の
写
真
展
に

よ
っ
て
い
る
の
で
す
。

▼
文
化
財
係
所
蔵
の
古
写
真

写
真
展
で
展
示
し
た
古
写
真
の
大
部
分
は
、

文
化
財
係
所
蔵
の
も
の
で
す
。
以
下
、
所
蔵

古
写
真
の
う
ち
で
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
り
を

持
つ
写
真
群
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
昭
和
３２
年
刊
『
江
東
区
史
』
写
真
】

所
蔵
古

写
真
の
柱

と
な
る
写

真
群
は
、

旧
『
江
東

区
史
』
編

さ
ん
時
点

で
撮
影
さ

れ
た
も
の
で
す
。
５
４
１
点
あ
り
、
現
在
は

係
で
ネ
ガ
を
所
蔵
管
理
し
て
い
ま
す
。
昭
和

３０
年
ご
ろ
の
江
東
区
を
写
し
た
写
真
と
し
て

は
、
お
そ
ら
く
一
番
ま
と
ま
っ
た
写
真
群
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
本
書
に
は
５５
点
を
掲

載
し
、
結
果
全
体
の
６
割
を
占
め
ま
し
た
。

【
大
正
１４
・
１５
年
刊
『
深
川
区
史
』
写
真
】

次
に
、
江
東
区
の
前
身
で
あ
る
深
川
区
時

代
に
刊
行
し
た
『
深
川
区
史
』
の
写
真
群
が

注
目
さ
れ
ま
す
。
原
版
の
ガ
ラ
ス
乾
板
（
１

０
６
点
）
自
体
が
文
化
財
的
価
値
を
有
し
て

い
ま
す
し
、
大
正
末
と
い
う
年
代
は
所
蔵
古

写
真
の
な
か
で
は
古
い
部
類
に
入
る
な
ど
、

大
変
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。
内
容

は
、
絵
画
や
地
図
、
石
造
物
な
ど
の
資
料
を

撮
影
し
た
も
の
が
多
く
、
波
除
な
み
よ
け

碑
の
写
真
な

ど
は
、
大
変
資
料
的
価
値
が
高
い
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
（
写
真
参
照
）。

一
方
で
、

風
景
写
真
は

２２
点
と
少
な

く
、
う
ち

「
猿
江
の
三

橋
」
を
本
書

（
１６
頁
）
に
掲

載
し
ま
し
た
。

【
昭
和
４２
年
刊
『
江
東
区
二
十
年
史
』
写
真
】

『
江
東
区
二
十
年
史
』
は
、
区
誕
生
か
ら

２０
年
と
い
う
節
目
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
掲
載
写
真
は
編
さ
ん
過
程
で
撮
影
収
集
さ

れ
た
も
の
で
す
。
係
に
は
、
掲
載
写
真
を
厚

紙
に
貼
っ
た
写
真
帳
が
あ
り
ま
す
。
ネ
ガ
が

な
い
た
め
、
一
枚
ず
つ
接
写
し
て
ネ
ガ
を
作

成
し
、
紙
焼
き
の
整
理
を
進
め
て
い
ま
す
。

一
部
は
、
本
書
に
も
収
め
て
い
ま
す
。

こ
の
他
、

寄
贈
を
受

け
た
写
真

な
ど
も
あ

り
ま
す
。

ま
た
借
用

し
た
写
真

は
複
写
し

て
お
返
し

し
て
い
ま

す
。

▼
古
写
真
整
理

係
で
所
蔵
す
る
写
真
の
出
所
は
、
さ
ま
ざ

ま
で
す
。
そ
し
て
整
理
も
い
ろ
い
ろ
な
ア
ル

バ
ム
、
フ
ァ
イ
ル
な
ど
を
用
い
て
お
り
、
統

一
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
必
要
な

写
真
を
た
や
す
く
見
い
出
す
た
め
に
、
統
一

し
た
検
索
手
段
を
整
え
て
い
ま
す
。
す
べ
て

の
古
写
真
に
つ
い
て
、
写
真
を
貼
っ
た
写
真

台
帳
を
作
り
、
検
索
の
便
に
役
立
つ
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
検
索
台
帳
は
、
地
域
ご
と
に

2

猿江の三橋（大正12年以前）

波除碑の今昔（平久橋西詰）
左：平成16年、右：大正12年以前

小名木川遠望（昭和40年頃）（北砂3と大島4の境）

辰己武蔵野館（昭和30年頃）
（門前仲町2-10）



3

連
番
を
振
っ
て
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
て
い
ま
す
。

地
域
は
、
深
川
北
部
、
深
川
南
部
、
城
東
北

部
、
城
東
南
部
、
臨
海
部
、
区
外
・
不
明
と

し
て
い
ま
す
。
深
川
は
旧
深
川
区
域
で
、
仙

台
堀
川
を
境
に
南
北
に
分
け
て
い
ま
す
。
ま

た
城
東
は
、
旧
城
東
区
域
で
、
亀
戸
・
大
島

を
北
部
、
砂
町
地
域
を
南
部
と
し
て
い
ま
す
。

臨
海
部
は
、
明
治
以
降
の
海
浜
開
発
域
で
す
。

こ
の
地
域
割
り
は
、
文
化
財
係
の
業
務
上
で

も
何
か
と
利
用
さ
れ
る
地
域
割
り
で
、
本
書

の
地
域
区
分
も
こ
れ
に
よ
っ
て
い
ま
す
。

検
索
台
帳
を
見
る
と
、
現
在
整
理
済
み
の

古
写
真
は
、
深
川
北
部
２
５
６
点
、
深
川
南

部
２
０
１
点
、
城
東
北
部
１
４
４
点
、
城
東

南
部
８１
点
、
臨
海
部
１
０
０
点
、
計
７
８
２

点
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
数
は
、
あ
く

ま
で
も
文
化
財
係
で
収
集
し
た
も
の
で
あ
り
、

区
全
体
で
把
握
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
他
の
部
署
で
も
古
い
写
真
を
資
料
と
し

て
持
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら

も
含
め
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
は
今
後
の

課
題
で
す
。

▼
『
江
東
古
写
真
館
』
の
構
成

体
裁
は
、
Ａ
４
版
縦
の
計
９６
頁
で
、
う
ち

８７
頁
で
古
写
真
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。『
想
い

Ｄ
Ｅ
写
真
館
』
と
比
べ
て
掲
載
点
数
が
少
な

い
の
は
、
古
写
真
を
な
る
べ
く
大
き
く
お
見

せ
し
た
い
と
の
考
え
か
ら
で
す
。
ま
た
、
表

紙
や
中
扉
な
ど
に
も
極
力
載
せ
ま
し
た
の
で
、

掲
載
点
数
は
計
９２
点
に
な
り
ま
し
た
。

古
写
真
は
深
川
北
部
、
深
川
南
部
、
城
東

北
部
、
城
東
南
部
、
臨
海
部
に
分
け
て
い
ま

す
。
上
段
は
、
古
写
真
を
出
来
る
限
り
大
き

く
載
せ
て
解
説
文
を
付
し
、
下
段
に
は
撮
影

ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
た
地
図
と
現
状
の
様
子

を
撮
っ
た
写
真
を
添
え
ま
し
た
。

ま
た
、
巻
末
に
は
資
料
編
と
し
て
、
年
表
、

人
口
な
ど
の
デ
ー
タ
、
電
車
案
内
図
（
昭
和

３２
年
）、
江
東
区
詳
図
（
昭
和
３０
年
）
な
ど
を

載
せ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
電
車
案
内
図
は
よ

く
知
ら
れ
た

も
の
で
す
が
、

昭
和
３２
年
版

は
あ
ま
り
刊

行
物
に
載
っ

て
い
な
い
の

で
は
と
思
い

ま
す
。

▼
古
写
真
を
選
ぶ

予
算
額
を
に
ら
ん
で
掲
載
点
数
を
割
り
出

し
、
検
索
台
帳
に
目
を
通
し
な
が
ら
、
地
域

ご
と
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
き
、
そ
れ
ら

を
地
図
に
落
と
し
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
で
苦

労
し
た
の
は
撮
影
場
所
の
割
り
出
し
で
す
。

写
真
と
に
ら
め
っ
こ
し
な
が
ら
、
地
図
に
落

と
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
や
は

り
富
岡
八
幡
や
亀
戸
天
神
な
ど
を
取
り
巻
く

観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
写
真
が
多
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
で
き
る
限
り
か
た
よ
ら
な
い

よ
う
に
選
び
ま
し
た
。
そ
の
後
、
現
地
に
行

き
、
現
状
写
真
の
撮
影
を
行
い
ま
し
た
。
あ

ま
り
の
変
わ
り
様
に
驚
き
な
が
ら
シ
ャ
ッ
タ

ー
を
切
り
ま
し
た
。

古
写
真
の
な
か
に
は
、『
想
い
Ｄ
Ｅ
写
真
館
』

と
重
複
す
る
写
真
が
あ
り
、
４
、
１３
、
１４
、

２９
、
４９
、
７５
頁
の
写
真
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま

す
。
こ
れ
ら
に
写
さ
れ
て
い
る
の
は
、
新
大

橋
、
福
富
川
水
門
、
猿
江
材
木
貯
木
場
、
門
前

仲
町
交
差
点
、
亀
戸
九
丁
目
京
葉
道
路
、
南

砂
ノ
リ
干
し
で
す
。
江
東
区
の
地
域
的
特
徴

を
よ
く

表
し
て

い
る
写

真
ば
か

り
で
、

重
複
す

る
か
ら

載
せ
な

古写真検索台帳

本文（86頁）電車案内図（昭和32年）

い
と
い
う
の
で
は
、
区
の
景
観
を
知
る
う
え

で
は
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
な
か

で
も
ノ
リ
干
し
は
、
砂
町
地
域
で
は
よ
く
見

ら
れ
た
光
景
で
す
が
、
そ
の
写
真
は
あ
ま
り

な
く
、『
想
い
Ｄ
Ｅ
写
真
館
』
掲
載
の
も
の
が

主
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ノ
リ
干
し
だ
け
で

は
な
く
、
砂
町
地
域
の
古
写
真
は
他
地
域
と

比
べ
て
少
な
く
、
今
後
の
収
集
が
ま
た
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。

◎
古
写
真
を
集
め
て
い
ま
す

「
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
」
と
は
よ
く
言

っ
た
も
の
で
、
写
真
を
見
れ
ば
当
時
の
様
子

が
ま
た
た
く
ま
に
よ
み
が
え
っ
て
き
ま
す
。

失
わ
れ
た
風
景
は
、
も
う
み
な
さ
ん
の
心
の

記
憶
と
写
真
の
中
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
今

後
も
写
真
展
や
写
真
集
な
ど
で
広
く
ご
紹
介

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
昭
和
４０

年
代
以
前
の
古
写
真
を
お
持
ち
で
し
た
ら
、

お
借
り
し
て
複
写
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
思

い
ま
す
。
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。
み
な

さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
、
ふ
る
さ
と
の
風

景
を
残
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

★
お
詫
び

不
本
意
な
が
ら
、
第
１
刷
で
一
部
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
。
正
誤
表
に
よ
り
訂
正
し
、
お

詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
第
１
刷
を
購
入
さ
れ

て
正
誤
表
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
手
数
で

す
が
、
文
化
財
係
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。
正
誤
表
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

ノリ干し風景（昭和30年頃）
（南砂2-23付近）
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本
日
は
近
世
考
古
学
と
は
何
か
、
ま
た
何

が
わ
か
っ
て
き
て
い
る
の
か
と
い
う
お
話
を

し
ま
す
。
近
世
考
古
学
と
い
う
分
野
が
盛
ん

に
な
り
始
め
た
の
は
２０
年
ぐ
ら
い
前
で
、
こ

こ
１０
年
、
つ
ま
り
９０
年
代
に
入
っ
て
か
ら
市

民
権
を
得
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
が
特

に
対
象
と
し
て
い
る
の
は
江
戸
で
、
現
在
の

千
代
田
・
中
央
・
港
・
新
宿
・
文
京
・
台

東
・
墨
田
・
江
東
の
８
区
が
そ
の
お
お
よ
そ

の
範
囲
で
す
。
１８
世
紀
前
半
の
江
戸
の
人
口

は
だ
い
た
い
町
人
と
武
士
が
５０
万
人
ず
つ
で
、

神
官
・
僧
侶
が
２
万
６
千
人
、
そ
の
他
の
さ

ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
を
入
れ
て
、
合
計
１

３
０
万
人
ぐ
ら
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
中
で
江
戸
の
敷
地
の
約
７
割
が
武
家
地
、

２
割
以
下
が
町
地
で
す
。

考
古
学
と
い
え
ば
縄
文
や
弥
生
・
古
墳
時

代
な
ど
が
中
心
で
、
近
世
と
い
う
新
し
い
時

代
の
遺
跡
を
掘
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、

な
か
な
か
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
転
機

と
な
り
ま
し
た
の
は
７０
年
代
で
、
中
世
考
古

学
が
成
立
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
と
、
歴
史

学
の
中
で
都
市
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て

き
た
と
い
う
素
地
が
あ
り
ま
し
て
、
近
世
考

古
学
が
次
第
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
時
期
に
江
戸
遺
跡
の
発
掘
が
始

ま
り
ま
し
た
。
東
京
と
い
う
の
は
大
都
市
で

開
発
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
江

戸
遺
跡
は
壊
さ
れ
て
残
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う

と
い
う
の
が
大
多
数
の
見
解
で
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
が
７０
年
代
の
中
頃
か
ら
都
心

の
各
地
で
江
戸
遺
跡
が
み
つ
か
り
、
こ
の
発

見
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
８０
年
代
に
入
っ
て
江
戸
遺
跡
の
発
掘
が

盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
ま
し
て
近

世
考
古
学
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
当
初
か
ら
よ
く
「
江
戸
な
ん
か
掘
っ
て

何
に
な
る
の
だ
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ

で
江
戸
遺
跡
を
発
掘
す
る
意
味
を
論
理
的
に

説
明
で
き
る
よ
う
考
え
ま
し
た
。
私
は
、
江

戸
時
代
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
三
つ
の
窓
口

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
歴
史
学
、
つ
ま

り
文
字
の
記
録
で
す
ね
。
も
う
ひ
と
つ
は
民

俗
学
、
伝
承
や
し
き
た
り
で
す
。
そ
し
て
遺

跡
を
扱
う
考
古
学
の
三
つ
で
す
。
私
は
歴
史

学
や
民
俗
学
だ
け
で
す
べ
て
が
わ
か
る
と
は

思
い
ま
せ
ん
し
、
考
古
学
だ
け
で
す
べ
て
が

わ
か
る
と
も
思
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
学
問

が
す
べ
て
束
ね
ら
れ
て
江
戸
時
代
が
本
当
に

わ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は

歴
史
学
が
対
象
と
す
る
文
字
の
記
録
に
は
次

の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
ま

ず
、
文
字
記
録
に
は
書
き
残
す
理
由
が
あ
る
、

つ
ま
り
書
き
残
す
必
要
の
な
い
も
の
は
残
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
次
に
書
き
手
の
立

場
が
介
在
す
る
、
つ
ま
り
そ
こ
に
は
書
き
手

の
意
思
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
す
べ
て
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
と

い
う
点
で
す
。
そ
し
て
、
日
常
生
活
が
記
録

さ
れ
に
く
い
と
い
う
点
が
重
要
で
す
。
つ
ま

り
江
戸
時
代
の
人
々
の
生
活
の
実
態
が
わ
か

り
に
く
い
の
で
す
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
き

に
文
字
記
録
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
の
で
す
。

一
方
、
伝
承
や
し
き
た
り
を
研
究
対
象
と
す

る
民
俗
学
は
人
々
の
日
常
を
記
録
し
た
も
の

で
す
が
、
村
落
が
中
心
で
都
市
は
あ
ま
り
対

象
と
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
以
上
か
ら
私
た

ち
は
考
古
学
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
の
人
々
の

生
活
が
よ
り
鮮
明
に
描
き
出
せ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
考
古
学

に
も
限
界
が
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
学
・
民
俗

学
・
考
古
学
が
互
い
に
そ
の
限
界
を
認
識
す

る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

そ
れ
で
は
江
戸
遺
跡
の
発
掘
調
査
か
ら
い

っ
た
い
何
が
わ
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
具
体

的
に
お
話
し
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

①
江
戸
城
の
普
請
の
実
態

江
戸
城
の
北
の

丸
公
園
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
８
ｍ
も
の
盛も
り

土ど

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
家
康

入
府
以
降
に
江
戸
城
を
造
る
際
、
か
な
り
手

を
加
え
た
こ
と
が
実
際
に
確
認
で
き
ま
し
た
。

江
戸
城
の
普ふ

請し
ん

と
い
う
の
は
大
規
模
な
土
木

工
事
だ
っ

た
の
で
す
。

次
に
寛
永

１３
年
（
１

６
３
６
）

に
行
わ
れ

た
江
戸
城

外
堀
普
請

の
石
垣
を

み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
外
堀
普
請
は
幕
府
が
各

大
名
に
担
当
を
割
り
振
り
、
一
気
に
作
り
ま

し
た
。
こ
れ
も
ま
さ
に
大
土
木
工
事
と
い
え

ま
し
ょ
う
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
外
堀
普

請
に
よ
っ
て
出
た
大
量
の
土
を
周
辺
の
市
街

地
の
造
成
に
使
用
し
て
い
る
点
で
す
。
つ
ま

り
、
江
戸
城
の
外
堀
普
請
は
都
市
の
拡
充
と

同
時
に
行
わ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
外
濠
そ
と
ぼ
り

通

り
の
拡
幅
工
事
の
際
に
行
わ
れ
た
発
掘
調
査

で
証
明
さ
れ
ま
し
た
。

②
武
家
屋
敷
の
研
究

先
ほ
ど
話
し
ま
し
た

よ
う
に
江
戸
の
約
７
割
は
武
家
地
で
し
た
の

で
、
発
掘
調
査
も
必
然
的
に
武
家
屋
敷
が
多

く
な
り
、
一
時
期
は
武
家
屋
敷
ば
か
り
掘
っ

て
い
ま
し
た
。
一
方
、
歴
史
学
で
は
従
来
、

武
家
屋
敷
と
い
う
の
は
あ
ま
り
研
究
が
進
ん

で
い
な
か
っ
た
分
野
で
し
た
が
、
考
古
学
の

成
果
の
増
加
と
と
も
に
、
近
年
で
は
大
き
く

前
進
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
加
賀
金
沢
藩
前

田
家
の
上
屋
敷
の
発
掘
調
査
で
は
屋
敷
の
絵

図
面
と
の
比
較
に
よ
っ
て
多
く
の
こ
と
が
わ

早
稲
田
大
学
人
間
科
学
部
教
授�

                        
谷
川 

章
雄 

先
生�

江戸城の盛土
『江戸城跡北の丸公園遺跡』より



5

か
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
文
献
史
料
と
照

ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
が
広
が

る
の
が
近
世
考
古
学
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
す

し
、
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
た
く
さ
ん
転
が
っ
て

い
る
の
で
す
。
こ
の
調
査
で
大
名
屋
敷
の
空

間
的
な
構
造
が
だ
い
ぶ
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

大
名
屋
敷
は
大
別
し
て
殿
様
が
住
む
御ご

殿て
ん

空

間
と
、
家
来
が
住
む
詰
人
つ
め
に
ん

空
間
と
に
わ
か
れ

て
い
ま
し
た
。
後
者
が
含
ま
れ
る
長
屋
跡
を

見
ま
す
と
、
土
間
ど

ま

や
か
ま
ど
、
下
水
の
溝
や

流
し
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
礎
石
の
存
在
か
ら
こ
の
長
屋
は
瓦
葺

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

③
町
屋
の
発
掘

新
宿
区
の
細さ
い

工く

町ま
ち

遺
跡
を

み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
町
は
拝
領
町
屋
と
い
う

幕
臣
ば
く
し
ん

の
拝
領
地
に
建
て
ら
れ
た
町
で
、
簡
単

に
言
え
ば
幕
臣
が
経
営
す
る
町
の
こ
と
で
す
。

こ
の
町
の
大
き
な
特
徴
は
遺
構
が
密
集
し
て

い
る
、
つ
ま
り
人
口
密
度
が
高
く
、
住
民
の

流
動
性
も
高
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら

大
量
に
ゴ
ミ
が
発
生
す
る
の
で
す
。
次
に
中

央
区
の
日
本
橋
一
丁
目
遺
跡
で
す
が
、
幸
い

な
こ
と
に
江
戸
中
心
部
の
町
地
の
遺
跡
が
そ

の
ま
ま
残
さ
れ
て
お
り
、
地
割
り
、
石
組
や

木も
く

樋ひ

の
下
水
溝
、
土
蔵
、
穴
蔵
と
呼
ば
れ
る

地
下
ち

か

室む
ろ

な
ど
が
出
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
四よ
つ

谷や

塩し
お

町
ち
ょ
う
一
丁
目
と
い
う
町
地
で
は
一
戸
建
て

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
よ
う
に
一

口
に
町
地
と
い
っ
て
も
多
様
な
形
態
を
と
っ

て
い
た
の
で
す
。

④
江
戸
の
ご
み
処
理
の
問
題

現
在
、
新
宿

歴
史
博
物
館
が
建
っ
て
い
る
三
栄
さ
ん
え
い

町
ち
ょ
う
遺
跡
か

ら
、
深
さ
３
〜
４
ｍ
の
巨
大
な
ご
み
穴
が
み

つ
か
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
幕
臣
の
組
屋
敷
で
、

一
時
的
に
ご
み
の
投
棄
場
所
と
し
て
使
わ
れ

て
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
武
家
屋
敷
は
江

戸
時
代
半
ば
に
は
も
う
解
体
し
は
じ
め
、
特

に
下
級
武
士
の
生
活
が
か
な
り
崩
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
考
古

学
の
大
き
な
成
果
と
い
え
ま
す
。

よ
く
江
戸
は
リ
サ
イ
ク
ル
都
市
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
ま
す
が
、
三
栄
町
遺
跡
な
ど
の
ご
み
穴

を
み
る
と
ど
う
も
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う

感
じ
が
し
ま
す
。
江
戸
の
町
人
地
の
ご
み
は
基

本
的
に
埋
め
立
て
で
、
江
東
区
の
永
代
島
や
越

中
島
が
そ
の
場
所
で
す
ね
。
よ
く
わ
か
ら
な
い

の
が
武
家
地
の
ご
み
で
、
大
名
屋
敷
で
は
お
そ

ら
く
自
ら
処
理
し
、
下
級
武
士
は
敷
地
内
に
埋

め
る
場
合
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
特
に

四
谷
や
市
谷
な
ど
の
山
の
手
と
呼
ば
れ
る
地
域

は
ご
み
を
船
で
運
べ
ま
せ
ん
の
で
、
三
栄
町
遺

跡
の
よ
う
な
巨
大
な
ご
み
穴
が
で
き
た
の
で
し

ょ
う
。
次
に
リ
サ
イ
ク
ル
の
問
題
で
す
が
、

徳
利
と
っ
く
り
や
茶
碗
と
い
っ
た
陶
磁
器
は
ご
み
と
し
て

大
量
に
出
て
き
ま
す
の
で
、
多
く
は
リ
サ
イ
ク

ル
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
金
属
製
品
は
か
な
り
の
割
合
で
回
収
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
江
戸
の
遺
跡
か
ら
は
鋸
の
こ
ぎ
り

や

金
槌
か
な
づ
ち
、
鍋
・
釜
と
い
っ
た
金
属
製
品
が
ほ
と
ん

ど
出
て
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
コ
ス
ト

の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

⑤
江
戸
初
期
の
上
水

地
下
鉄
南
北
線
の
敷

設
工
事
の
発
掘
調
査
で
内
側
に
木
枠
を
入
れ

た
寛
永
１３
年
の
木
樋
が
出
て
き
ま
し
た
。
ま

た
、
慶
長
期
の
上
じ
ょ
う

水す
い

樋ひ

が
八
重
洲
北
口
か
ら

出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
神
田
・
玉
川
上

水
以
前
の
上
水
で
す
。
ど
う
も
神
田
・
玉
川

上
水
以
前
か
ら
江
戸
に
は
上
水
が
あ
っ
た
こ

と
が
い
え
そ
う
で
す
。

⑥
墓
制
の
研
究

大
名
の
墓
を
見
ま
す
と
、

石
室
の
中
に
漆
喰
し
っ
く
い

を
は
さ
ん
だ
二
重
の
木
の

棺
桶
を
入
れ
て
い
ま
す
。
旗
本
は
た
も
と

に
な
る
と
若

干
ラ
ン
ク
が
下
が
っ
て
甕
棺
か
め
か
ん

に
な
り
ま
す
。

上
級
の
旗
本
の
甕
棺
は
炭
を
詰
め
た
木
の
箱

に
入
れ
て
あ
り
、
手
が
込
ん
で
い
ま
す
。
ま

た
、
副
葬
品
も
鼈
甲
べ
っ
こ
う

や
数じ
ゅ

珠ず

と
い
っ
た
高
級

品
を
も
つ
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
一

般
の
庶
民
に
な
り
ま
す
と
木
棺
も
っ
か
ん

や
直
径
６０
㎝

ぐ
ら
い
の
桶
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
都
市
下

層
民
の
墓
に
は
副
葬
品
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
。
墓
は
密
集
状
態
で
、
ま
さ
に
投
げ
込

み
状
態
で
す
。
墓
は
身
分
や
階
層
を
も
っ
と

も
鮮
明
に
あ
ら
わ
し
、
享
保
年
間
（
１
７
１

６
〜
３
６
）
ぐ
ら
い
に
社
会
的
な
身
分
秩
序

と
墓
の
関
係
が
固
ま
っ
た
と
考
え
ま
す
。

⑦
江
戸
の
都
市
空
間
と
地
域
の
歴
史

こ
の

よ
う
に
発
掘
調
査
を
続
け
て
い
ま
す
と
、
江

戸
の
広
さ
を
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
町
地
や
武

家
地
に
は
実
に
様
々
な
形
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。
江
戸
に
は
地
域
性
が
あ

り
、
そ
れ
と
遺
跡
と
の
関
連
が
だ
い
ぶ
読
み

取
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
墨
田
区
・
江

東
区
は
や
は
り
違
っ
た
雰
囲
気
を
持
っ
て
い

ま
す
。
ま
ず
、
開
発
が
遅
れ
て
始
ま
っ
た
と

い
う
点
が
あ
り
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
水
運

で
す
。
木
場
や
蔵
が
多
く
、
さ
ら
に
多
く
の

寺
院
が
移
っ
て
い
ま
す
。
江
東
区
に
眠
る
遺

跡
の
発
掘
の
成
果
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
近
世
考
古
学
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ

れ
て
い
る
か
で
す
が
、
発
掘
調
査
し
た
場
所
は

そ
の
後
ど
う
な
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
の

多
く
は
壊
さ
れ
て
ビ
ル
な
ど
が
建
ち
ま
す
。

我
々
は
現
代
の
中
に
生
き
て
い
ま
す
が
、
過
去

に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
の
上
に
立
っ
て
生
き
て

い
ま
す
。
ゆ
え
に
、
そ
こ
が
ど
う
い
う
場
所
だ

っ
た
か
と
い
う
土
地
の
記
憶
を
引
き
継
い
で
い

く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
遺
跡
の

発
掘
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
っ
た
土
地
の
記
憶

を
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
大
き
な
特
徴

で
す
。
そ
し
て
多
く
の
人
に
見
て
も
ら
う
と
と

も
に
、
後
世
に
何
を
残
し
て
い
く
か
と
い
う
こ

と
が
重
要
な

の
で
す
。

＊
こ
の
記
録

は
、
昨
年
１０

月
６
日
（
水
）

に
行
わ
れ
た

講
演
会
の
要

旨
で
す
。
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明
治
前
期
の
俳
壇
は
、
旧
態
依
然
と
し
た

天
保
期
以
降
の
月
並
俳
諧
が
主
流
で
、
門
閥

的
な
宗
匠
制
度
が
支
配
し
て
い
ま
し
た
。

明
治
２０
年
代
に
入
る
と
、
こ
れ
ら
「
旧
派
」

に
飽
き
足
ら
ず
、
俳
風
革
新
の
気
運
が
高
ま

　
江
東
区
芭
蕉
記
念
館
（
常
盤
１
―
６
―
３
）
で
は
、
正
岡
子
規
・
河
東
碧
梧
桐
・

高
浜
虚
子
を
は
じ
め
飯
田
蛇
笏
・
山
口
誓
子
・
秋
元
不
死
男
な
ど
近
現
代
俳
句
隆
盛

の
礎
と
な
っ
た
百
俳
人
の
遺
墨
１
１
４
点
を
展
示
し
て
い
ま
す
。�

り
、
正
岡
子
規
し

き

の
「
日
本
派
」、
尾
崎
紅
葉
こ
う
よ
う

の

「
秋
し
ゅ
う

声
会
せ
い
か
い

」、「
大
学
派
」
と
も
呼
ば
れ
た
「
筑

波
会
」
等
が
活
動
を
始
め
ま
す
。

こ
と
に
、
子
規
は
新
聞
『
日
本
』
の
俳
句

欄
を
通
し
て
全
国
的
に
俳
句
革
新
を
進
め
ま

し
た
。
日
本
派
の
機
関
誌
と
も
い
う
べ
き

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
は
、
愛
媛
松
山
の
柳
原
極
き
ょ
く

堂ど
う

か
ら
東
京
の
高
浜
虚き
ょ

子し

に
引
き
継
が
れ
、
近

代
俳
句
確
立
の
中
心
的
勢
力
と
な
っ
て
い
き

ま
す
。
子
規
没
後
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
は
一
時

総
合
文
芸
誌
の
よ
う
な
形
に
な
り
ま
す
が
、

大
正
２
年
に
虚
子
が
雑
詠
欄
を
本
格
的
に
再

開
し
、
渡
辺
水す
い

巴は

・
村
上
鬼き

城
じ
ょ
う
・
飯
田
蛇だ

笏こ
つ

・
原
石
鼎
せ
き
て
い

・
長
谷
川
か
な
女
等
の
俊
英
が

集
ま
り
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
俳
句
の
第
一
次
黄
金

期
を
迎
え
ま
す
。
以
後
も
山
口
青
邨
せ
い
そ
ん

・
富
安

風
生
ふ
う
せ
い

・
川
端
茅
舎
ぼ
う
し
ゃ

・
松
本
た
か
し
・
中
村
草く
さ

田
男
た

お

・
中
村
汀
女
て
い
じ
ょ

・
星
野
立た
つ

子こ

等
多
彩
な
作

家
を
次
々
輩
出
し
て
い
き
ま
す
。

一
方
、
子
規
の
没
後
虚
子
と
の
対
立
を
深

め
た
河か
わ

東
ひ
が
し

碧へ
き

梧ご

桐ど
う

は
、
自
然
主
義
的
な
文
学

運
動
と
の
関
わ
り
の
中
で
新
傾
向
俳
句
を
提

唱
し
ま
し
た
が
、
や
が
て
定
型
破
壊
・
季
題

無
用
の
兆
し
が
み
ら
れ
、
荻
原
井
泉
水

せ
い
せ
ん
す
い

等
に

よ
る
自
由
律
俳
句
が
出
現
し
ま
す
。

今
回
の
展
示
は
、
俳
句
黎
明
期
の
「
旧
派
」

「
秋
声
会
」
「
筑
波
会
」
「
日
本
派
」
「
新
傾

向
・
自
由
律
」
な
ど
の
作
品
を
系
統
的
に
ご

覧
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
虚
子
以
降
の
近
現

代
俳
人
の
作
品
を
併
せ
て
１
１
４
点
（
内
３９

点
が
初
公
開
）
を
紹
介
し
ま
す
。
初
公
開
の

資
料
の
中
に
は
、
渡
辺
水
巴
「
五
つ
来
て
」

の
句
幅
（
省
亭
せ
い
て
い

画
）
や
山
口
誓せ
い

子し

「
海
に
出

て
」
の
句

幅
な
ど
貴

重
な
も
の

が
多
数
あ

り
ま
す
。

今
日
の

俳
句
隆
盛

の
源
流
と

も
い
う
べ

き
近
現
代
百
俳
人
の
遺
墨
を
十
分
に
ご
鑑
賞

く
だ
さ
い
。

（
石
渡
宏
子
）

芭
蕉
記
念
館

【
開
館
時
間
】
午
前
９
時
３０
分
〜
午
後
５
時

（
４
時
３０
分
ま
で
に
お
入
り
く
だ
さ
い
）

【
展
示
室
休
室
】
月
曜
日
（
祝
日
は
除
く
）

【
入
館
料
】
大
人
１
０
０
円
（
団
体
７０
円
）

小
中
学
生
５０
円
（
団
体
３０
円
）

＊
団
体
は
２０
名
以
上

【
交
通
】
都
営
地
下
鉄
新
宿
線
・
大
江
戸
線

森
下
下
車
　
徒
歩
７
分

【
問
い
合
わ
せ
】
芭
蕉
記
念
館
　

江
東
区
常
盤
１
―
６
―
３

1
０
３
―
３
６
３
１
―
１
４
４
８

第
6
回
「
江
東
ふ
る
さ
と
歴
史
研
究
」

の
論
文
を
募
集
し
ま
す
。
締
め
切
り
は

6
月
24
日
（
金
）。
詳
し
く
は
区
報
2
月

11
日
号
お
よ
び
次
号
の
『
下
町
文
化
』

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

高浜虚子・河東碧梧桐・正岡子規

青木月斗原石鼎・飯田蛇笏

山口誓子
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冬
の
小
春
日び

和よ
り

、
障
し
ょ
う
子じ

を
通
し
た
柔
ら
か

い
日
差
し
。
こ
ん
な
平
和
な
時
は
あ
ろ
う
か
。

ふ
と
郷
愁
と
ひ
と
と
き
の
至
福
を
味
わ
っ
て

い
ま
す
。
今
か
ら
８
年
前
、
旧
大
石
家
住
宅

友
の
会
に
入
会
し
ま
し
た
。
交
替
で
毎
週
１

回
の
掃
除
・
通
気
・
囲
炉
裏
の
火
入
れ
の
日

課
で
す
が
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
に
は
、
夏

は
障
子
を
取
り
外
し
、
秋
に
は
又
立
て
入
れ

て
い
ま
す
が
、
毎
年
囲
炉
裏
の
火
入
れ
の
た

め
新
し
い
紙
に
貼
り
替
え
て
い
ま
す
。
年
を

重
ね
、
今
年
で
８
回
目
と
な
り
ま
す
。

今
年
も
１１
月
初
旬
か
ら
１
週
間
に
２
枚
を

目
安
に
、
４
週
で
完
成
す
る
予
定
で
作
業
を

致
し
ま
し
た
。
窓
２
枚
、
縁
側
６
枚
、
床と
こ

の

間ま

小
２
枚
、
欄ら
ん

間ま

１
枚
、
台
所
小
窓
４
枚
の

計
１５
枚
で

す
。
始
め
は

見
よ
う
見
ま

ね
で
剥
が
し

方
、
糊
の
煮

方
、
刷
毛
は

け

の

使
い
方
、
貼

り
方
、
切
り

口
の
揃
え

方
、
紙
の
切

り
方
、
紙
の

裏
表
、
仕
上

げ
の
霧
の
吹
き
方
等
、
な
か
な
か
面
倒
な
事

が
判
り
ま
し
た
。
乗
り
か
か
っ
た
船
で
、
何

と
か
仕
上
げ
よ
う
と
班
員
全
員
が
気
を
揃
え

完
成
し
ま
し
た
。
回
を
重
ね
る
う
ち
手
順
が

判
り
一
番
効
率
的
で
早
い
方
法
が
判
り
ま
し

た
。
最
近
は
分
担
し
て
、
剥
が
し
方
、
障
子

の
掃
除
方
、
紙
の
段
取
り
切
り
方
、
糊
付
け

方
、
貼
り
方
等
手
分
け
し
て
完
成
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
部
屋
の
中
の
明
る
さ
に

満
足
の
喜
び
は
ひ
と
し
お
で
す
が
、
困
っ
た

こ
と
に
は
小
学
生
の
見
学
者
が
時
た
ま
珍
し

い
の
か
障
子
紙
を
指
で
つ
つ
い
て
穴
を
開
け

る
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
は
折
角
の
も
の
を
、

と
の
思
い
で
す
が
、
切
り
貼
り
補
修
で
何
と

か
難
を
逃
れ
て
い
ま
す
。

作
業
中
、
昔
の
思
い
出
が
よ
み
が
え
り
ま

し
た
。
障
子
の
影
絵
。
狐
、
鳶
、
犬
の
手
の

影
で
障
子
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
し
て
兄
や
姉
に

教
わ
っ
た
思
い
出
に
し
た
っ
た
り
、
倹
約
の

教
科
書
で
尼
僧
が
障
子
の
破
れ
を
直
す
の
に
、

切
り
貼
り
を
し
た
等
。
ま
た
大
石
家
の
先
住

者
は
貼
り
替
え
た
こ
の
明
か
り
の
部
屋
で
家

族
で
何
を
語
っ
て
い
た
の
か
遡
っ
て
思
い
を

し
た
り
。
ま
た
友
の
会
の
後
に
続
く
方
、
障

子
の
認
識
と
大
石
家
の
楽
し
さ
を
継
承
し
て

頂
け
れ
ば
と
の
思
い
で
す
。
俳
句
の
季
語
に

「
障
子
洗
う
」「
障
子
貼
る
」「
障
子
貼
替
」
が

あ
る
の
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

大
石
家
そ
れ
ぞ
れ
手
分
け
障
子
貼
る

（
木
曜
班
　
中
村
正
男
）

ら
、
少
し
ず

つ
う
ま
く
な

っ
て
い
く
も

の
で
す
。
今

回
、
特
に
人

気
が
高
か
っ

た
の
は
ベ
ー

ゴ
マ
で
、
は

じ
め
て
の
子

供
た
ち
に
、

ヒ
モ
の
巻
き
方
な
ど
を
大
人
が
教
え
る
光
景

が
よ
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
旧
大
石
家

住
宅
特
別
公
開
の
大
切
な
ひ
と
こ
ま
で
す
。

特
別
公
開
は
、
無
事
終
了
し
ま
し
た
が
、

今
後
と
も
旧
大
石
家
に
親
し
む
こ
と
の
で
き

る
機
会
を
設
け
、
文
化
財
保
護
に
ご
理
解
い

た
だ
け
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
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
皆
さ
ん
に
よ
り
維
持
・
管
理
さ
れ
て

い
ま
す
。
一
人
で
も
多
く
の
方
に
こ
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
ご
参
加
い
た
だ
き
た
く
、

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。
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
や
室

内
外
の
掃
除
な
ど
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

1
０
３
（
３
６
４
７
）
９
８
１
９

教
育
委
員
会
で
は
、
去
る
１０
月
１８
日
か
ら

２４
日
ま
で
の
一
週
間
、
江
東
区
南
砂
に
あ
る

旧
大
石
家
住
宅
の
特
別
公
開
を
実
施
い
た
し

ま
し
た
。
旧
大
石
家
は
、
区
内
に
た
だ
一
軒

だ
け
残
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
民
家
で
、
区
指

定
文
化
財
（
建
造
物
）
で
す
。
普
段
は
、

土
・
日
・
休
日
の
み
の
公
開
で
す
が
、
平
日

も
公
開
す
る
と
あ
っ
て
、
期
間
中
は
多
く
の

方
に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。

来
場
者
の
中
に
は
、
建
物
に
刻
ま
れ
た
歴

史
に
触
れ
、
た
だ
昔
を
懐
か
し
む
だ
け
で
な

く
、
江
戸
時
代
の
民
家
造
り
の
技
術
を
語
り
、

そ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
材
料
に
見
入
る
人

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
茅
葺
か
や
ぶ
き

屋
根

の
家
は
、
つ
い
３０
〜
４０
年
ほ
ど
前
ま
で
比
較

的
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
急
速
に

失
わ
れ
た
た
め
、
昔
の
民
家
建
築
を
あ
ら
た

め
て
見
直
す
機
会
に
し
て
い
た
だ
け
た
も
の

と
思
い
ま
す
。

ま
た
、「
昔
の
子
供
の
遊
び
」
を
テ
ー
マ
に
、

ベ
ー
ゴ
マ
、
竹
と
ん
ぼ
、
あ
や
と
り
、
ヨ
ー

ヨ
ー
な
ど
も
用
意
い
た
し
ま
し
た
。
子
供
た

ち
だ
け
で
な
く
、
大
人
も
子
供
だ
っ
た
頃
の

遊
び
が
で
き
て
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
も

の
と
思
い
ま
す
。
昔
の
子
供
の
遊
び
道
具
は
、

現
代
の
よ
う
に
ス
イ
ッ
チ
ひ
と
つ
で
楽
し
む

も
の
で
は
な
く
、
自
分
で
試
行
錯
誤
し
な
が

障
子
貼
り� ②�
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刀
剣
研
磨
師
・
臼
木
さ
ん
木
屋
賞
受
賞
Z

江
東
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
、
３
年

前
の
「
特
賞
　
千
葉
賞
」
受
賞
に
引
き
続
き
、

第
５７
回
刀
剣
研
磨
・
外
装
技
術
発
表
会
の
研

磨
部
門
に
お
い
て
「
特
賞
　
木
屋
き

や

賞
（
第
１

位
）」
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
木
屋
賞
の
受
賞

は
第
５４
回
発
表
会
に
引
き
続
き
２
度
目
の
受

賞
と
な
り
ま
す
。

臼
木
さ
ん
は
昭
和
３１
年
生
ま
れ
、
千
代
田

区
九
段
の
刀
剣
研
磨
師
・
故
藤
代
松
雄
氏
の

も
と
で
修
行
し
、
技
能
を
修
得
し
ま
し
た
。

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
。

江
東
区
伝
統
工
芸
保
存
会
、
善
意
の
寄
附

去
る
１２
月
６
日
、
江
東
区
伝
統
工
芸
保
存

会
（
会
長
・
岸
本
忠
雄
）
が
区
社
会
福
祉
協
議

会
に
対
し
て
、
１０
月
の
伝
統
工
芸
展
と
同
時
開

催
さ
れ
た
チ
ャ
リ
テ
ィ

ー
バ
ザ
ー
ル
の
売
上
金

の
一
部
を
寄
附
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

伝
統
工
芸
保
存
会

に
よ
る
御
寄
附
は
毎

年
の
こ
と
で
す
。

亀
戸
天
神
は
今
春
も
受
験
生
を
は
じ
め
と

す
る
数
多
く
の
参
拝
客
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

今
年
は
酉と
り

年
で
す
の
で
、
鳥
に
関
す
る
文
化

財
を
亀
戸
天
神
か
ら
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

文
化
９
年
、
岸が
ん

駒く

の
野
梅
に
、
小
池
曲
き
ょ
っ

江こ
う

が
黄こ
う

鵲じ
ゃ
く
を
書
き
加
え
た
花
鳥
図
碑
（
有
形
文

化
財
・
歴
史
資
料
）
が
境
内
に
あ
り
ま
す
。

石
の
上
を
走
る
刻
線
が
繊
細
で
見
事
な
も
の

で
す
。

そ
し
て
、
来
る
正
月
２４
（
月
）
・
２５
（
火
）

日
に
行
わ
れ
る
、
区
登
録
無
形
民
俗
文
化
財

（
風
俗
慣
習
）「
鷽
替
」
を
紹
介
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
前
年
の
檜
製
の
鷽
を

納
め
て
、
新
し
い
鷽
を
買
い
求
め
る
行
事
で
、

文
政
３
年
太
宰
府
天
満
宮
か
ら
移
し
た
も
の

と
さ
れ
ま
す
。
亀
戸
天
神
で
は
こ
の
神
事
の

縁
起
を
彫
っ
た
大
正
５
年
の
板
木
も
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
（
有
形
文
化
財
・
歴
史
資
料
）。

な
お
、
鷽
は
山
地
に
住
む
ス
ズ
メ
科
の
冬
の

野
鳥
で
、
雄
の
体
色
は
青
灰
色
で
顔
と
尾
が

黒
く
、
ピ
ン
ク
の
マ
フ
ラ
ー
を
巻
い
て
い
る

よ
う
な
綺
麗
な
か
わ
い
い
小
鳥
で
す
。
今
年

は
明
る
く
幸
せ
な
一
年
に
ト
リ
か
え
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

＊
記
録
ビ
デ
オ
『
鷽
製
作
（
区
登
録
無
形

文
化
財
・
工
芸
技
術
）』
貸
し
出
し
中
。

文
化
財
保
護
の
地
域
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
す

る
目
的
で
開
催
し
て
き
た
江
東
区
文
化
財
保

護
推
進
員
講
習
会
が
、
今
年
度
で
２０
周
年
を

迎
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
区
民
が
参
加
す
る

文
化
財
保
護
や
、
ど
の
よ
う
に
地
域
の
歴
史

を
学
習
す
る
の
か
を
考
え
る
た
め
、
講
演
会

と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
地

域
の
歴
史
に
興
味
が
あ
る
け
れ
ど
、
学
習
の

仕
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
方
、
ほ
か
の
区

で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
を
知
り
た

い
方
は
、
他
区
の
学
芸
員
か
ら
直
接
話
を
聞

け
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
演
題
】
地
域
の
歴
史
を
発
見
し
よ
う
！

―
文
化
財
保
護
と
博
物
館
を
と
お
し
て
―

【
講
師
】
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
学
芸
員

谷
口
　
榮

【
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
】

豊
島
区
教
育
委
員
会
学
芸
員
　
横
山
恵
美

練
馬
区
郷
土
資
料
室
学
芸
員
　
渡
邉
嘉
之

板
橋
区
教
育
委
員
会
学
芸
員
　
吉
田
政
博

【
司
会
】
江
東
区
文
化
財
専
門
員
　
小
泉
雅
弘

【
日
時
】
２
月
８
日
（
火
）
午
後
６
時
３０
分
〜

【
会
場
】
江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
６
階

（
東
陽
４
―
１１
―
３
）

【
定
員
】
５０
人
（
先
着
順
）

【
申
込
】
文
化
財
係
ま
で
電
話
で

３
６
４
７
―
９
８
１
９

工
匠
た
く
み
の

館や
か
た
で
は
平
成
４
年
の
オ
ー
プ
ン
以
来
、

さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
工
芸
品
と
そ
の
製
作
者
で

あ
る
職
人
さ
ん
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
紹
介
し

て
き
ま
し
た
。
今
年
度
の
企
画
展
は
、
工
匠

壱
番
館
の
常
設
展
示
に
お
い
て
撮
影
し
た
写

真
の
中
か
ら
、
と
く
に
工
芸
品
製
作
過
程
の

手
先
に
焦
点
を
あ
て
た
写
真
展
で
す
。
渾
身

の
力
を
込
め
て
ノ
ミ
を
握
る
た
く
ま
し
い
手
。

寸
分
の
狂
い
な
く
筆
を
動
か
す
し
な
や
か
な

指
。
伝
統
工
芸
品
を
生
み
出
す
指
先
と
そ
の

瞬
間
を
是
非
ご
覧
下
さ
い
。

【
会
期
】
２
月
２６
日
（
土
）
〜
３
月
６
日
（
日
）

【
時
間
】
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

【
会
場
】
工
匠
弐
番
館
　
　
　
　

入
場
無
料

森
下
文
化
セ
ン
タ
ー
２
階

（
森
下
３
―
１２
―
１７
）

ま
た
、

工
匠
壱
番

館
の
常
設

展
示
替
え

も
予
定
し

て

い

ま

す
。
詳
し

く
は
区
報

で
お
知
ら

せ
い
た
し

ま
す
。

提灯に家紋を描く指先（渋沢昭男氏）
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