
２２
日
（
土
）
に
は
「
落
語
＆

釣
り
ト
ー
ク
」
と
題
し
て
、
第

一
部
で
は
、
江
東
区
在
住
の
三

遊
亭
歌
司
師
匠
に
釣
り
に
ま
つ

わ
る
落
語
「
野
ざ
ら
し
」
を
披

露
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
第

二
部
で
は
、「
江
戸
和
竿
と
釣

り
の
魅
力
」
と
題
し
て
、
歌
司

師
匠
が
進
行
役
と
な
り
、
松
本

三
郎
氏
（
竿
師
６
代
目
東と
う

作さ
く

）・
中
根
喜
三
郎
氏
（
竿
師

４
代
目
竿
さ
お
　
忠
ち
ゅ
う
）
・
井
上
博
司
氏

（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
フ

ィ
ッ
シ
ン
グ
カ
レ
ッ
ジ
学
科

長
）
・
渡
辺
紀
行
氏
（
財
団
法

人
日
本
釣
振
興
会
本
部
評
議

員
）
・
樋
口
正
恭
氏
（
東
京
釣

具
博
物
館
理
事
）
・
室
橋
昭
江

東
区
長
の
６
人
の
方
を
パ
ネ
リ

ス
ト
と
し
て
、
和
竿
の
魅
力
や

江
東
区
と
釣
り
に
関
す
る
話
に

花
を
咲
か
せ
ま
し
た
。
資
料
館
の
２
階
に
は
、

東
京
釣
具
博
物
館
か
ら
寄
贈
を
受
け
た
江
戸

和
竿
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
あ
わ
せ

た
催
し
物
で
し
た
。

２３
日
（
日
）
に
は
、
開
館
記
念
講
演
会
と

し
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
関
東
周
辺
の
河

川
流
通
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
、
千
葉

経
済
大
学
教
授
の
川
名
登
先
生
を
招
い
て

「
中
川
番
所
と
そ
の
背
景
」
を
テ
ー
マ
に
、

関
所
の
実
態
や
関
東
一
円
の
河
川
水
運
と
中

川
番
所
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
、
旗
本
の
家

来
が
番
所
役
人
に
出
し
た
関
所
手
形
の
コ
ピ

ー
を
交
え
、
２
時
間
に
も
及
ぶ
熱
の
入
っ
た

ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
２
日
間

の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
の
べ
千
名
を
超
え
る
方

が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

全
国
的
に
も
珍
し
い
水
運
の
専
門
資
料
館

と
し
て
大
い
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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■中川船番所資料館開館!!

◎第21回時雨忌記念講演会講演録
★芭蕉の転機

●工匠壱番館展示替え
★さまざまな工芸材料による作品

■横綱力士碑を指定!!
平成14年度指定・登録文化財紹介

●平成14年度民俗資料寄贈者リスト

●工匠館ミニ展示
職人の仕事場模型

去る3月22日（土）に中川船番所資料館（大島9-1-15）がオープンしま

した。これにあわせて東大島文化センターにおいて、22日と翌23日の2日

間にわたり開館記念イベントが行われました。

「川の関所」を実物大で再現

都営新宿線東大島駅ホームからも見える茶色い建物です。

1階エントランスホールでのテープカット

開館！！�



中
川
船
番
所
は
、
江
戸
幕
府
が
小
名
木
川

の
中
川
口
に
設
け
た
川
の
関
所
で
す
。
寛か
ん

文ぶ
ん

元
年
（
１
６
６
１
）
に
小
名
木
川
の
隅
田
川

口
に
あ
っ
た
江
戸
幕
府
の
「
深ふ
か

川が
わ

口ぐ
ち

人ひ
と

改
之

あ
ら
た
め
の

御ご

番ば
ん

所し
ょ

」
が
移
転
し
て
き
た
も
の
で
す
。

そ
の
跡
地
に
つ
い
て
は
、『
江え

戸ど

名め
い

所し
ょ

図ず

会え

』
や
各
種
の
江
戸
図
か
ら
、
江
東
区
大
島

９
―
１
が
有
力
な
候
補
地
と
し
て
推
定
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

平
成
６
年
度
、
同
地
に
お
い
て
土
壌
処
理

作
業
が
行
わ
れ
た
際
、
多
数
の
瓦
片
が
出
土

し
た
た
め
、
土
地
所
有
者
の
日
本
化
学
工
業

（
株
）
が
主
体
と
な
っ
て
、
江
東
区
中
川
船
番

所
遺
跡
発
掘
調
査
団
が
組
織
さ
れ
、
番
所
の

礎
石
の
一
部
や
柱
材
・
硯
や
下
駄
な
ど
を
発

掘
し
、
番
所
跡
地
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ

ま
し
た
。

中
川
番
所
の
役
人
に
は
、
寄よ
り

合あ
い

の
旗は
た

本も
と

の

な
か
か
ら
３
名
か
ら
５
名
が
任
命
さ
れ
て

「
中
川
番
」
と
呼
ば
れ
、
５
日
交
代
で
勤
め

て
い
ま
し
た
。
普
段
は
旗
本
の
家
臣
が
派
遣

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

番
所
で
は
、
小
名
木
川
の
す
ぐ
そ
ば
に
番

小
屋
が
建
て
ら
れ
、
川
を
通
行
す
る
船
を
見

張
っ
て
い
ま
し
た
。
主
に
夜
間
の
通つ
う

船せ
ん

、
女

性
の
通
行
、
武
器
・
武
具
の
取
り
締
ま
り
、

船
で
運
ば
れ
る
荷
物
な
ど
を
検
査
し
ま
し
た
。

中
川
番
所
が
置
か
れ
た
場
所
は
、
中
川
と
、

番
所
の
手
前
を
流
れ
る
小
名
木
川
、
そ
し
て

行
徳
（
千
葉
県
市
川
市
）
へ
と
つ
な
が
る
船

堀
川
が
交
差
す
る
地
で
、
利
根
川
や
江
戸
川

な
ど
の
河
川
を
通
じ
て
江
戸
と
関
東
内
陸
を

結
ぶ
重
要
な
場
所
で
し
た
。

「
通
り
ま
す
通
れ
葛
西
の
あ
う
む
石
」
と

川せ
ん
　柳り
ゅ
う
に
詠
ま
れ
た
よ
う
に
、
通
船
の
増
加
に

よ
っ
て
そ
の
手
続
き
は
形
式
化
し
て
い
っ
た

よ
う
で
す
が
、
幕
府
の
流
通
統
制
政
策
に
基

づ
き
、
江
戸
に
入
る
物
資
の
改
め
を
厳
し
く

取
り
行
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
館
内
を
ご
案
内
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ケ
ッ
ト
を
買
っ
た
ら
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で

３
階
に
上
が
り
ま
し
ょ
う
。

１
　
中
川
番
所

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
出
る
と
、
そ
こ
は
江
戸
時

代
で
す
。
時
間
は
何
時
ご
ろ
で
し
ょ
う
か
。
８

分
間
で
鶏
が

　
に
わ
と
り
　

鳴
く
朝
か
ら
、
行あ
ん

灯ど
ん

に
灯
が
と

も
る
夜
ま
で
時
が
進
み
ま
す
。
さ
あ
、
足
元
の

小
名
木
川
か
ら
正
面
の
石
段
を
上
が
り
ま
し

ょ
う
。
中
川
番
所
の
前
に
出
ま
す
。

座
敷
に
座
っ
て
い
る
番
頭

ば
ん
が
し
ら
か
ら
問
い
掛
け

ら
れ
ま
し
た
。

（『
下
町
文
化
』
の
取
材
な
ん
で
す
け
ど
…
）

お
侍
さ
ん
に
褒
め
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

セ
リ
フ
は
３
パ
タ
ー
ン
あ
り
ま
す
の
で
、
お
楽

し
み
に
。

こ
こ
の
常
設
展
示
室
で
は
、
瓦
屋
根
の
中
川

番
所
と
検
査
を
受
け
る
酒
樽
を
積
ん
だ
和
船

の
再
現
ジ
オ
ラ
マ
を
中
心
に
、
出
土
遺
物
や
番

所
に
関
す
る
資
料
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
コ
ー

ナ
ー
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
形
づ
く
ら
れ
る
江
東

○
中
川
番
所
の
成
立

○
中
川
番
所
の
役
割

○
中
川
番
所
の
廃
止

壁
に
は
、
帆
掛
け
舟
が
遠
く
に
見
え
、
葦あ
し

や

松
林
に
囲
ま
れ
た
の
ど
か
な
農
村
風
景
が
描

か
れ
て
い
て
印
象
的
で
す
。

２
　
江
戸
を
め
ぐ
る
水
運

さ
あ
、
常
設
企
画
展
示
室
に
入
り
ま
し
ょ

う
。
ま
ず
は
、「
江
戸
を
め
ぐ
る
水
運
」
コ
ー

ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。

○
河
岸
か

し

と
さ
ま
ざ
ま
な
物
資

○
江
戸
内
の
物
流
と
行
き
交
う
船

○
川
浚さ
ら

い
―
小
名
木
川
の
維
持
管
理
―

江
戸
時
代
の
河
川
水
運
に
つ
い
て
、
河
岸

に
関
す
る
資
料
や
江
戸
時
代
の
和
船
の
模
型
、

海う
み

辺べ

大
工
町
（
現
江
東
区
清
澄
・
白
河
）
や

小
名
木
川
の
川
さ
ら
い
に
関
す
る
各
種
の
資

料
の
展
示
・
紹
介
を
し
て
い
ま
す
。

展
　
望
　
室

さ
て
、
勉
強
の
し
過
ぎ
で
頭
が
少
し
疲
れ

ま
し
た
。
展
望
室
で
休
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の

部
屋
に
は
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
窓
が
設
け
ら
れ

て
お
り
、
江
戸
時
代
の
想
像
眺
望
図
を
眺
め

な
が
ら
、
旧
中
川
と
小
名
木
川
、
そ
し
て
江

戸
川
区
の
大
島
・
小
松
川
公
園
と
旧
小
松
川

2

番所役人も子どもにはタジタジです。

3階常設・企画展示室「江戸をめぐる水運」コーナー



3

閘
門
こ
う
も
ん
を
展
望
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
開
館

日
は
快
晴
だ
っ
た
の
で
、
非
常
に
い
い
眺
め

で
、
大
変
好
評
で
し
た
。

３
　
江
戸
か
ら
東
京
へ

さ
あ
、
展
示
室
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
蒸
気
船
の
登
場
な

ど
に
よ
る
水
運
の
近
代
化
を
、
通
運
丸
や
小

名
木
川
の
古
写
真
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
小
名
木
川
沿
い
の
文
化
財
・
史

跡
を
案
内
し
て
い
る
「
小
名
木
川
今
昔
物
語
」

を
見
て
、
史
跡
散
歩
の
予
習
を
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

２
と
３
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
水
運
や
江
東
区

の
歴
史
に
関
す
る
資
料
を
展
示
す
る
コ
ー
ナ

ー
で
、
特
別
展
や
企
画
展
を
行
う
時
は
展
示

替
え
と
な
り
ま
す
。

常
設
展
示
室
に
戻
り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
脇

の
階
段
で
、
２
階
に
降
り
ま
し
ょ
う
。

２
階
は
東
京
釣
具
博
物
館
よ
り
寄
贈
を

受
け
た
江
戸
和
竿
を
中
心
と
す
る
釣
具
関
係

資
料
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
コ
ー
ナ
ー
名
は

次
の
と
お
り
で
す
。

○
江
戸
和
竿
の
歴
史

○
さ
ま
ざ
ま
な
江
戸
和
竿

○
江
戸
和
竿
の
材
料
「
竹
」

○
江
戸
和
竿
を
つ
く
る
竿
師

○
江
戸
和
竿
の
で
き
る
ま
で

○
企
画
展
示

○
学
習
展
示

企
画
展
示
で
は
、
現
在
春
夏
の
も
の
を
展

示
し
て
い
ま
す
。
秋
に
は
秋
冬
用
の
展
示
に

な
り
ま
す
の
で
期
待
し
て
く
だ
さ
い
。

再
び
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
脇
の
階
段
を
下
り

て
、
１
階
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。

１
階
に
は
、
区
内
の
歴
史
や
水
運
に
関
す

る
資
料
が
閲
覧
で
き
る
資
料
閲
覧
学
習
室
が

あ
り
ま
す
。
展
示
を
見
て
疑
問
に
思
っ
た
こ

と
や
興
味
を
持
っ
た
こ
と
な
ど
を
調
べ
て
み

ま
し
ょ
う
。

受
付
で
は
、
常
設
展
示
図
録
の
他
に
錦
絵

『
名
所
江
戸
百
景
』
の
「
深
川
万
年
橋
」「
中

川
口
」
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
ハ
ン
カ
チ
が
売
っ

て
い
ま
す
。
な
か
な
か
き
れ
い
に
仕
上
が
っ

て
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
購
入
下
さ
い
。

中
川
船
番
所
資
料
館
の
利
用
案
内
・
交
通

案
内
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
利
用
案
内
】

□
開
館
時
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

□
観
覧
時
間

午
前
９
時
３０
分
か
ら
午
後
５

時
ま
で
（
但
し
、
入
館
は
午
後
４
時
３０
分

ま
で
）

□
休
館
日
　
月
曜
日
（
祝
日
や
振
替
休
日
の

と
き
は
翌
日
）、
１２
月
２８
日
か
ら
１
月
４
日

ま
で
。
但
し
、
資
料
整
理
等
の
た
め
臨
時

に
休
館
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

□
観
覧
料

一
般
・
高
校
生
以
上

２
０
０
円
（
１
５
０
円
）

小
・
中
学
生
　
５０
円
（
３０
円
）

カ
ッ
コ
内
は
団
体
（
２０
人
以
上
）
料
金
。

障
害
者
手
帳
等
を
交
付
さ
れ
て
い
る
方

及
び
介
護
者
１
名
　
半
額

【
交
通
案
内
】

□
地
下
鉄
（
都
営
新
宿
線
）

「
東
大
島
駅
」
下
車
徒
歩
５
分

□
バ
ス
（
都
営
バ
ス
）

・
亀
２４
甲
（
葛
西
橋
〜
亀
戸
駅
）

・
門
２１
　
（
東
大
島
駅
〜
門
前
仲
町
）

・
錦
２８
甲
（
東
大
島
駅
〜
錦
糸
町
駅
）

・
亀
２４
乙
（
東
大
島
駅
〜
浅
草
寿
町
）

「
第
五
大
島
小
」
下
車
徒
歩
２
分

・
錦
２８
乙
（
東
大
島
駅
〜
平
井
駅
）

・
Ａ
Ｌ
０１
（
東
大
島
駅
〜
東
大
島
駅
）

「
東
大
島
駅
前
」
下
車
徒
歩
５
分

【
問
い
合
わ
せ
】

□
中
川
船
番
所
資
料
館

江
東
区
大
島
９
―
１
―
１５

1
０
３
―
３
６
３
６
―
９
０
９
１

3階展望室　旧中川がみえています。

2階展示室　左に見えるのが和竿の材料・竹

新大橋通り
�

東大島駅�

中川船番所資料館�中川船番所資料館�

船番所跡�

小名木川�

旧
中
川�

番
所
橋
通
り�

中川大橋�

番所橋�

第五�
大島小�

児童館�

宝塔寺�

〒�

スーパー�

都営新宿線�

東大島文化センター東大島文化センター�東大島文化センター�

�
・東大島サービスセンター東大島サービスセンター�
・東大島図書館東大島図書館�

�
・東大島サービスセンター�
・東大島図書館�

大島・小松川公園�

�
わんさか広場�

�
スポーツ広場�

�
野球場・庭球場�

駅入口�
バス停� 東大島駅前バス停�東大島駅前バス停�

第五大島小�
バス停�

案内図

　
皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。



今
月
は
、
俳
句
の
実
作
者
の
立
場
か
ら

「
芭
蕉
」
が
「
芭
蕉
」
ら
し
く
な
っ
た
転
機

に
つ
い
て
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
、
芭
蕉
の
虚
像
と
実
像

「
芭
蕉
」
と
い
う
俳
号
は
３９
歳
か
ら
用
い
ま

し
た
。
現
在
の
俳
人
は
、
あ
ま
り
俳
号
を
好

み
ま
せ
ん
が
、
昔
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
俳
号

を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
本
名
と
俳
号
が
あ
る

と
、
自
分
を
切
り
替
え
る
の
に
役
立
ち
、
ま

た
二
つ
の
自
分
が
持
て
る
の
で
、
俳
号
を
持

つ
こ
と
は
、
悪
い
事
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

近
代
、
現
代
の
俳
人
で
言
い
ま
す
と
、
高

浜
虚
子
は
、
清
と
い
う
本
名
を
も
じ
っ
て
、

「
虚
子
」
と
俳
号
を
付
け
ま
し
た
。
ま
た
、

山
口
誓
子
は
、
本
名
を
「
新
比
古
」（
ち
か
ひ

こ
）
と
い
い
、
俳
号
を
「
誓
子
」（
ち
か
い
こ
）

と
も
じ
っ
て
付
け
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
投
句

し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
師
の
虚
子
に
会

っ
た
時
に
「
君
が
誓
子
（
せ
い
し
）
君
か
」

と
言
わ
れ
、
そ
れ
以
来
「
せ
い
し
」
と
発
音

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
藤
田
湘
子
は
、

湘
南
ボ
ー
イ
な
の
で
「
湘
子
」
と
付
け
ま
し

た
。
私
の
俳
号
は
「
石
寒
太
」
と
言
い
ま
す
。

始
め
は
本
名
で
「
寒
雷
」
に
投
句
し
て
い
ま

し
た
が
、
あ
る
日
師
の
楸
邨
か
ら
「
君
は
明

日
か
ら
石
寒
太
だ
」
と
言
わ
れ
、
そ
れ
か
ら
、

そ
れ
が
俳
号
に
な
り
ま
し
た
。

芭
蕉
は
、
三
重
県
の
伊
賀
上
野
で
生
ま
れ

幼
名
を
「
金
作
」
と
言
い
ま
し
た
。
長
じ
て

通
称
は
「
忠
右
衛
門
」「
甚
七
郎
」、
名
乗
り

を
「
宗
房
」（
む
ね
ふ
さ
）、
俳
号
は
初
め
「
桃

青
」（
と
う
せ
い
）
を
使
い
ま
す
。
深
川
に

移
り
住
ん
だ
時
「
風
羅
坊
」
と
も
言
っ
て
い

ま
し
た
。
新
築
祝
い
に
弟
子
の
李
下
（
り
か
）

が
芭
蕉
の
一
株
を
贈
っ
た
と
こ
ろ
、
庭
で
大

き
く
育
ち
ま
し
た
。
芭
蕉
の
大
き
な
葉
は
、

野
分
（
台
風
）
が
来
る
と
破
れ
て
ば
ら
ば
ら

に
な
る
の
が
、
風
流
で
よ
い
と
芭
蕉
は
大
変

気
に
入
っ
た
の
で
「
芭
蕉
」
を
庵
の
名
に
し

ま
し
た
。
延
宝
９
年
・
改
元
し
て
天
和
元
年

（
１
６
８
１
）
芭
蕉
３８
歳
の
こ
と
で
す
。
俳

号
と
し
て
初
め
て
見
え
る
の
は
、『
武
蔵
曲
』

３９
歳
の
時
で
す
。

ま
た
芭
蕉
は
、
芭
蕉
翁
や
、
俳
聖
芭
蕉
と

呼
ば
れ
、
大
変
に
歳
を
と
っ
た
お
じ
い
さ
ん

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
ま
す
。

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
３
０
０
年
の
と
き
、
多

く
の
芭
蕉
像
が
作
ら
れ
ま
し
た
が
背
を
丸
め
、

杖
を
つ
い
て
歳
を
と
っ
た
芭
蕉
像
に
な
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
芭
蕉
が
芭
蕉
ら
し
い
句

を
作
っ
た
の
は
４１
歳
の
と
き
か
ら
で
、
芭
蕉

が
亡
く
な
っ
た
の
は
５１
歳
、
ち
ょ
う
ど
１０
年

間
で
芭
蕉
ら
し
い
俳
句
を
確
立
し
た
の
で
す
。

２
、
生
誕
か
ら
芭
蕉
庵
ま
で

芭
蕉
は
伊
賀
上
野
赤
坂
の
農
人
町
で
生
ま

れ
ま
し
た
。
柘
植
説
も
あ
り
ま
す
が
、
現
在

は
赤
坂
が
主
流
で
す
。
父
は
松
尾
与
左
衛
門

と
い
い
、
あ
ま
り
身
分
の
高
い
人
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

芭
蕉
は
次
男
で
す
の
で
、
伊
賀
上
野
の
藤

堂
新
七
郎
家
に
台
所
役
人
と
し
て
出
仕
し
ま

し
た
。
藤
堂
家
の
若
殿
様
は
藤
堂
良
忠
と
い

っ
て
、
芭
蕉
と
二
歳
違
い
の
、

吟
と
い
う

俳
号
を
持
つ
俳
諧
を
嗜
む
人
で
し
た
。
そ
の

蝉
吟
と
の
出
会
い
が
芭
蕉
が
俳
句
を
つ
く
る

き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
　
吟
は

２５
歳
の
若
さ
で
、
突
然
に
亡
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
芭
蕉
は
大
変
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

ま
し
た
。
が
、
や
が
て
俳
諧
で
身
を
た
て
よ

う
と
、
故
郷
を
捨
て
江
戸
に
下
り
ま
す
。

芭
蕉
が
始
め
の
頃
作
っ
て
い
た
の
は
、
松

永
貞
徳
の
貞
門
の
俳
諧
で
し
た
が
、
西
山
宗

因
を
祖
と
す
る
談
林
派
が
盛
ん
に
な
る
と
、

談
林
調
の
俳
句
を
作
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

突
然
芭
蕉
ら
し
い
俳
句
を
作
っ
た
の
で
は
な

く
、
芭
蕉
も
当
時
流
行
の
俳
句
を
作
っ
て
い

た
の
で
す
。
そ
の
こ
ろ
の
芭
蕉
の
句
を
紹
介

す
る
と
、

あ
ら
何
と
も
な
や
き
の
ふ
は
過
て
ふ
く
と
汁

と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
昨
夜
、
河
豚
汁

を
恐
る
恐
る
食
べ
た
が
、
何
で
も
な
か
っ
た

ほ
っ
と
し
た
よ
。
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、

言
葉
遊
び
の
俳
句
で
す
。

ま
た
、
天
和
期
『
虚
栗
』
の
時
代
に
は
、

漢
詩
文
調
の
、
歯
切
れ
は
い
い
が
、
難
解
な

言
葉
を
駆
使
し
た
句
を
多
く
作
っ
て
も
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
深
川
の
芭
蕉
庵
に
移
っ
た

頃
、
芭
蕉
は
今
ま
で
の
俳
句
に
飽
き
足
ら
な

さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、

芭
蕉
の
身
辺
に
色
々
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。

ま
ず
、
伊
賀
上
野
の
生
母
が
亡
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
江
戸
に
大
火
が
起
こ
り
、
芭
蕉
庵
も

類
焼
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、
飢
饉
が

あ
っ
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
芭
蕉
は
書

簡
に
、「
無
常
迅
速
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
一

生
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
人
生
は
無
常
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

貞
享
元
年
（
１
６
８
４
）
芭
蕉
４１
歳
の
時
、

旅
に
出
よ
う
と
決
意
し
ま
す
。
旅
に
出
て
自
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5

然
に
ふ
れ
、
山
や
川
、
出
会
っ
た
人
た
ち
に

直
（
じ
か
）
に
触
れ
て
、
旅
と
自
分
の
俳
句

を
一
つ
に
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
す
。
そ
の

初
め
て
の
試
み
が
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅

な
の
で
す
。

３
、
旅
の
始
ま
り
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』

第
１
句
目
の
俳
句
は
、

野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
か
な

で
す
。「
野
ざ
ら
し
」
は
し
ゃ
れ
こ
う
べ
・
髑

髏
の
こ
と
で
す
。
旅
に
出
る
と
、
行
き
倒
れ

野
ざ
ら
し
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
秋
風
は

こ
と
さ
ら
身
に
沁
む
こ
と
だ
、
で
も
そ
ん
な

こ
と
は
良
い
、
旅
の
第
一
歩
を
進
め
よ
う
。

と
、
そ
ん
な
決
意
の
一
句
で
す
。

２
句
目
の
、

秋
十
年
却
つ
て
江
戸
を
指
す
故
郷

の
句
は
、
江
戸
に
出
て
十
年
が
た
っ
た
。
伊

賀
上
野
が
本
当
の
故
郷
だ
が
、
母
も
亡
く
な

り
、
今
と
な
っ
て
は
む
し
ろ
江
戸
の
方
が
故

郷
の
よ
う
に
な
じ
ん
で
し
ま
っ
た
、
と
い
う

意
味
の
句
で
す
。

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
は
、
東
海
道
を

上
り
、
伊
勢
へ
、
そ
し
て
故
郷
の
伊
賀
上
野

で
越
年
し
、
大
和
、
京
都
を
巡
遊
し
、
木
曽

路
を
経
て
江
戸
に
帰
る
９
ヶ
月
の
、
旅
と
自

分
を
一
つ
に
す
る
、
初
め
て
の
旅
で
す
。
次

の
旅
は
、『
鹿
島
詣
』
と
い
っ
て
、
芭
蕉
の
禅

の
師
、
仏
頂
を
訪
ね
月
見
を
す
る
旅
で
す
。

そ
し
て
『
笈
の
小
文
』『
更
科
紀
行
』
が
あ
り
、

元
禄
２
年
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
に
な
る

わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
、
次
々
に
旅
を
し
て

自
分
を
磨
い
て
い
く
訳
で
す
が
、
そ
の
き
っ

か
け
に
な
っ
た
の
が
、『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の

旅
な
の
で
す
。

芭
蕉
の
紀
行
文
の
書
き
方
に
は
、
文
章
が

あ
り
句
が
あ
り
、
そ
れ
を
く
り
返
す
と
い
う

パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、『
お

く
の
ほ
そ
道
』
は
句
文
の
融
合
が
す
ば
ら
し

く
、
紀
行
文
の
代
表
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

芭
蕉
の
句
は
一
句
単
独
で
詠
ま
れ
た
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

さ
み
だ
れ
を
あ
つ
め
て
早
し
最
上
川

は
歌
仙
で
す
。
座
の
文
芸
で
、
５
・
７
・
５

と
７
・
７
。
５
・
７
・
５
と
７
・
７
、
と
鎖

状
に
つ
な
が
っ
て
３６
句
ま
で
続
き
、
終
わ
り

の
句
、
挙
句
で
止
ま
り
ま
す
。「
挙
句
の
は
て
」

は
こ
こ
か
ら
来
て
い
て
、
こ
れ
で
終
わ
り
と

い
う
意
味
で
す
。
１
番
目
の
句
は
「
発
句
」

２
番
目
の
句
は
、
そ
れ
の
脇
に
つ
け
る
の
で

「
脇
句
」
３
番
目
の
句
は
「
第
三
」
と
言
い

ま
す
。
４
番
目
の
句
か
ら
３５
句
目
は
、
平
句

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
連
句
は
２
花
３
月
の

約
束
ご
と
が
あ
り
、
３６
句
の
な
か
に
２
箇
所

「
花
の
座
」、
３
箇
所
の
「
月
の
座
」
を
も
う

け
ま
す
。
さ
ら
に
、
恋
は
場
所
が
決
ま
っ
て

い
ま
せ
ん
。
ど
こ
か
に
恋
の
句
を
い
れ
、
バ

ラ
ン
ス
よ
く
、
３６
歌
仙
を
つ
く
り
ま
す
。

歌
仙
は
、
宗
匠
が
中
心
に
な
っ
て
、
発
句

か
ら
始
ま
り
、
挙
句
に
終
わ
る
３６
句
を
、
共

同
で
作
り
ま
す
。
１
句
、
１
句
で
は
評
価
さ

れ
ず
、
最
後
に
な
っ
て
み
ん
な
で
作
っ
た
歌

仙
が
、
よ
か
っ
た
か
ど
う
か
評
価
さ
れ
ま
す
。

「
さ
み
だ
れ
」
の
句
は
、
山
形
県
の
大
石
田

で
巻
い
た
歌
仙
で
す
。
始
め
は
、

さ
み
だ
れ
を
集
め
て
涼
し
最
上
川

と
い
う
、
高
野
家
へ
の
挨
拶
句
で
し
た
。
そ

れ
が
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
本
文
で
は
、
最
上

川
の
水
嵩
の
多
い
急
流
を
見
て
、「
早
し
」
と

変
え
ま
す
。
つ
ま
り
１
句
で
は
独
立
し
て
い

な
い
の
で
す
。

４
、
晩
年
の
十
年
間
と
死

芭
蕉
を
巡
る
人
々
の
な
か
に
は
、
職
業
、

年
齢
、
性
別
が
様
々
な
、
蕉
風
山
脈
と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
優
れ
た
人
々
が
い
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
ス
ポ
ン
サ
ー
の
鯉
屋
杉
風
は
、

魚
問
屋
。
許
六
は
絵
描
き
で
芭
蕉
の
絵
の
先

生
。
染
物
問
屋
。
女
性
の
園
女
等
々
で
す
。

芭
蕉
は
弟
子
の
良
い
と
こ
ろ
を
吸
収
し
て
句

を
作
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
伊
勢
、
美
濃
、

伊
賀
な
ど
で
、
蕉
門
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

俳
諧
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
座
の
な
か
で
、

職
業
、
年
齢
、
男
女
の
性
別
な
く
、
句
を
出

し
合
っ
て
戦
う
事
で
す
、
芭
蕉
は
座
の
中
で
、

切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
句
を
作
り
、
芭
蕉
と
い

う
俳
人
が
、
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。

芭
蕉
ら
し
い
句
を
作
っ
た
の
は
、
晩
年
の

１０
年
、
４１
歳
か
ら
５１
歳
ま
で
の
、
旅
に
出
て

自
然
と
自
分
の
句
を
一
つ
に
し
よ
う
と
試
み

て
か
ら
で
す
。
座
と
は
場
所
で
あ
り
仲
間
で

す
。
こ
れ
を
別
の
言
葉
で
言
う
と
宴
（
う
た

げ
）
と
も
言
い
ま
す
。
片
方
で
、
孤
独
の
中

で
句
を
磨
き
、
宴
の
中
で
皆
で
鑑
賞
す
る
。

「
文
台
引
き
お
ろ
せ
ば
反
故
」
と
芭
蕉
は
言
っ

て
い
ま
す
。
作
る
と
き
は
一
生
懸
命
作
り
、

出
来
て
し
ま
っ
た
ら
、
作
品
は
自
分
の
手
か

ら
離
れ
評
価
は
他
人
に
ま
か
せ
る
、
ひ
と
り

歩
き
す
る
、
紙
屑
の
よ
う
な
も
の
に
等
し
い
、

と
言
う
こ
と
で
す
。
芭
蕉
は
真
に
こ
れ
が
で

き
た
人
だ
と
思
い
ま
す
。

今
日
こ
れ
か
ら
私
は
、
琵
琶
湖
に
行
き
ま

す
。
奇
し
く
も
、
芭
蕉
の
墓
は
生
前
の
遺
言

通
り
近
江
の
「
義
仲
寺
」
に
納
め
ら
れ
ま
し

た
。
芭
蕉
は
旅
の
途
中
、
大
坂
の
御
堂
筋
で

倒
れ
ま
し
た
。
辞
世
の
句
は
、

旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る

で
す
。
旅
の
途
中
、
病
に
倒
れ
て
も
、
ま
だ

も
が
き
旅
を
夢
中
に
さ
迷
っ
て
い
る
の
で
す
。

芭
蕉
の
旅
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、

４１
歳
の
と
き
の
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
で
す
。

深
川
の
芭
蕉
庵
に
入
っ
て
か
ら
、
旅
と
俳
句

を
一
つ
に
す
る
と
い
う
、
新
し
い
考
え
が
始

ま
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
非
常
に
大
事

な
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
転
機
で
し
た
。

今
日
は
、
深
川
の
芭
蕉
記
念
館
で
、
ほ
ん

と
う
に
「
芭
蕉
」
が
「
芭
蕉
」
ら
し
い
俳
句

を
作
っ
た
の
は
い
つ
か
、
そ
う
い
う
話
を
し

た
く
て
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
中
心
に
お
話
し

し
た
次
第
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

＊
こ
の
記
録
は
、
昨
年
１０
月
１３
日
に
行
な
わ

れ
た
、
講
演
会
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
で
す
。



工
芸
品
は
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
材
料
に
よ

り
、
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
今

回
の
展
示
で
は
、
工
芸
材
料
に
注
目
し
、
ど

の
よ
う
な
材
料
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
作
品
が

生
み
出
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
展
示
品
を
製
作
し
た
職
人
（
無

形
文
化
財
工
芸
技
術
保
持
者
）
さ
ん
た
ち
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

石い
し

工く石
か
ら
仏
像
な
ど
を
彫
り
出
し
て
い
く
の

は
、
新し
ん

川か
わ

昇
さ
ん
で
す
。

昭
和
６
年
に
淡
路
島
で
６
代
続
い
た
石
工

の
家
に
生
ま
れ
た
新
川
さ
ん
は
、
父
親
の
も

と
で
技
術
を
習
得
し
ま
し
た
。
昭
和
３０
年
新

川
家
を
継
い
で
清
澄
３
丁
目
に
移
り
、
仕
事

を
続
け
て
い
ま
す
。
石
仏
な
ど
の
彫
刻
を
得

意
と
し
、
区
内
で
は
、
仙
気
稲
荷
社
前
の
神

使
石
像
、
円
隆
院
の
水
子
地
蔵
な
ど
を
手
が

け
て
い
ま
す
。
昭
和
５９
年
保
持
者
認
定
。

ガ
ラ
ス
工
（
江
戸
切
子
）

屈く
っ

折せ
つ

率
が
高
く
非
常
に
透
明
感
の
あ
る
ク

リ
ス
タ
ル
ガ
ラ
ス
に
巧
み
に
刻き
ざ

み
を
い
れ
、

切
子
を
つ
く
り
出
す
の
は
、
須
田
富
雄
さ
ん

で
す
。

須
田
さ
ん
は
、
大
正
１３
年
に
向
島
（
墨
田

区
）
で
生
ま
れ
、
昭
和
１１
年
に
堀
口
市
雄
さ

ん
に
弟
子
入
り
し
て
技
術
を
習
得
し
ま
し
た
。

現
在
、
自
宅
の
工
房
「
秀
し
ゅ
う
石
　
せ
き
」
で
製
作
を
続

け
、
後
進
の
指
導
に
も
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

平
成
３
年
保
持
者
認
定
。

金
工

き
ん
こ
う

（
鍛た

ん

金き
ん

）

貴
金
属
で
あ
る
金
や
プ
ラ
チ
ナ
な
ど
か
ら

装
飾
品
を
つ
く
り
出
す
の
は
、
佐
生
明
義
さ

ん
で
す
。

昭
和
１７
年
に
向
柳
原
（
台
東
区
）
で
生
ま

れ
、
昭
和
３６
年
か
ら
父
親
の
も
と
で
技
術
を

習
得
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
八
丁
堀
の
杉
本

金
工
な
ど
で
技
術
を
磨
き
、
高
橋
商
店
街
に

「
ジ
ュ
エ
リ
ー
リ
フ
ォ
ー
ム
シ
ョ
ッ
プ
　
サ
シ

ョ
ウ
」
を
開
き
、
今
日
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。

平
成
４
年
保
持
者
認
定
。

象ぞ
う

牙げ

細
工
（
三
味
線
駒
）

貴
重
な
工
芸
材
料
と
な
っ
た
象
牙
か
ら
三

味
線
の
駒
を
つ
く
り
出
す
の
は
、
前
田
賢
次

さ
ん
で
す
。

前
田
さ
ん
は
、
大
正
１５
年
に
本
所
緑
町

（
墨
田
区
）
で
生
ま
れ
、
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
、

父
親
の
手
伝
い
を
し
て
技
術
を
習
い
覚
え
ま

し
た
。
昭
和
４４
年
ご
ろ
か
ら
本
格
的
に
三
味

線
駒
を
手
が
け
、
長
唄
・
清
元
・
浪
曲
・
小

唄
な
ど
の
用
途
に
応
じ
た
駒
を
つ
く
っ
て
い

ま
す
。
昭
和
５９
年
保
持
者
認
定
。

竹
工
（
釣
竿
）

身
近
な
植
物
で
あ
る
竹
か
ら
釣
竿
を
つ
く

り
出
し
た
の
は
、
松
枝
良
雄
さ
ん
で
す
。

大
正
６
年
に
深
川
安
宅
町
（
現
、
新
大
橋
）

で
生
ま
れ
た
松
枝
さ
ん
は
、
父
親
に
つ
い
て

技
術
を
習
得
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
、
幕
府

の
御
家
人
で
あ
っ
た
祖
父
が
釣
竿
を
つ
く
り

は
じ
め
、
明
治
に
入
っ
て
本
格
的
に
開
業
し
、

以
来
３
代
に
わ
た
っ
て
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。

戦
後
、
大
島
２
丁
目
に
移
り
、「
竿
良
」
と
号

し
ま
し
た
。
昭
和
５６
年
保
持
者
認
定
。
平
成

９
年
没
。

べ
っ
甲
細
工

今
や
貴
重
な
工
芸
材
料
で
あ
る
べ
っ
甲
か

ら
装
身
具
や
置
物
を
つ
く
り
出
し
た
の
は
、

神か
み
村む
ら

辰
也
さ
ん
で
す
。

神
村
さ
ん
は
、
明
治
４４
年
に
高
砂
町
（
中

央
区
）
で
生
ま
れ
、
１３
歳
ご
ろ
か
ら
人
形
町

の
川
島
べ
っ
甲
店
で
３
年
ほ
ど
修
業
し
、
そ

の
後
は
父
親
に
つ
い
て
技
術
を
習
得
し
ま
し

た
。
簪
や

　
か
ん
ざ
し
　

櫛

な
ど
の
髪
飾

り
や
、
ブ
ロ

ー
チ
な
ど
の

装
身
具
も
手

が
け
ま
し
た
。

昭
和
６０
年
保

持
者
認
定
。

平
成
１３
年
区

外
転
出
。
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区
内
の
職
人
さ
ん
が
製
作
し
た
伝
統
工
芸
品
を
展
示
し
て
い
る
工
匠
壱
番
館
（
森
下
文
化

セ
ン
タ
ー
２
階
、
森
下
３
ー
１２
ー
１７
、
第
１
・
３
月
曜
日
休
館
）
で
は
、
毎
年
度
常
設
展
示

替
え
（
一
部
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
工
芸
材
料
に
よ
る
作
品
」
と
し
て
、
地
蔵
、
江
戸
切き

り

子こ

、
櫛く

し

や
帯お

び

留ど

め
、
三し

ゃ

味み

線せ
ん

駒
、
釣
竿
、
べ
っ
甲
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。



【
有
形
文
化
財
（
歴
史
資
料
）】

横
綱
力
士
碑

附
　
陣じ

ん

幕ま
く

・
不し

知ら

火ぬ
い

顕
彰
碑
二
基
、

日
月
石
寄
附
碑
、
地
固
め
寄
附
碑
、

土
台
石
垣
、
魚
か
し
石
柱
二
本
、

土
台
下
玉た

ま

垣が
き

富
岡
１
―
２０
―
３
　
富
岡
八
幡
宮

横
綱
力
士
碑
は
、
第
１２
代
横
綱
の
陣
幕
久

五
郎
が
中
心
に
な

り
、
富
岡
八
幡
宮

境
内
に
建
て
た
も

の
で
、
周
囲
を
飾

る
石
造
物
の
一
部

と
と
も
に
明
治
３３

年
に
竣
工
し
ま
し

た
。
碑
の
表
面
に

は
、
当
時
著
名
な

書
家
で
も
あ
っ
た

太だ

宰ざ
い

府ふ

の
宮
小
路

康
文
氏
に
よ
る
「
横
綱
力
士
碑
」
の
文
字
と
、

「
明
治
二
十
八
年
三
月
吉
旦
」
の
年
月
が
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
年
号
は
、
書
を
依
頼
し

た
年
を
示
す
も
の
と
推
測
さ
れ
、
実
際
の
竣
工

年
代
と
は
異
な
り
ま
す
。

裏
面
に
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
歴
代
横

綱
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
記
載
内
容
は
、

横
綱
就
任
の
年
、
出
身
地
、
横
綱
名
の
順
で
、

初
代
明
石
志
賀
之
助
か
ら
４５
代
若
乃
花
勝
治

ま
で
で
す
。
こ
の
う
ち
江
戸
時
代
に
横
綱
に

就
任
し
た
力
士
は
１２
人
い
ま
す
が
、
そ
の
最

後
が
慶
応
元
年
（
１
８
６
５
）
に
横
綱
に
な

っ
た
陣
幕
で
し
た
（
４６
代
以
降
は
隣
の
碑
）。

富
岡
八
幡
宮
が
建
碑
の
地
と
し
て
選
ば
れ

た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
同
社
が
勧か
ん

進じ
ん

相
撲
と

深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

勧
進
相
撲
と
は
、
寺
社
の
建
立
や
復
興
に

奉
仕
す
る
目
的
か
ら
開
催
さ
れ
た
興
行
で
、

幕
府
は
貞
享
元

　
じ
ょ
う
き
ょ
う
　
年
（
１
６
８
４
）
に
春
・
冬

２
場
所
を
許
可
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
開

催
場
所
が
富
岡
八
幡
宮
で
、
明め
い

和わ

期
（
１
７

６
４
〜
７
１
）
に
は
、
２
回
の
本
場
所
の
う

ち
１
回
を
同
社
境
内
で
行
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
に
加
え
、
富
岡

八
幡
宮
に
は
、
相
撲
の
祖
先
と
い
わ
れ
る
野の

見み
の

宿す
く

禰ね

の
社
も
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

建
碑
の
地
に
決
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
「
陣
幕
・
不
知
火
顕
彰
碑
二
基
」

「
日
月
石
寄
付
碑
」
「
地
固
め
寄
付
碑
」
も

同
時
に
建
て
ら
れ
、
現
在
の
土
台
を
支
え
る

石
垣
も
当
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
魚
か
し
石
柱
二
本
」「
土
台
下
玉
垣
」
は
、

関
東
大
震
災
直
後
の
も
の
の
よ
う
で
す
。

こ
れ
ら
の
碑
は
、
富
岡
八
幡
宮
と
相
撲
の

歴
史
的
な
関
わ
り
を
示
す
も
の
で
、
地
域
に

と
っ
て
も
貴
重
な
文
化
財
と
い
え
ま
す
。
そ

の
た
め
、
横
綱
力
士
碑
の
み
な
ら
ず
、
周
辺

を
飾
る
石
造
物
も
含
め
、
指
定
文
化
財
と
い

た
し
ま
し
た
。

【
史
跡
】

中
川
船
番
所
跡

大
島
９
―
１

中
川
船
番
所
は
、
小
名
木
川
の
中
川
口
北

岸
に
設
置
さ
れ
、
江
戸
に
出
入
り
す
る
人
と

中
川
船
番
所
の
設
置
以
前
に
江
戸
へ
出
入

り
す
る
川
船
の
改
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
小

名
木
川
の
隅
田
川
口
北
岸
に
設
置
さ
れ
た
深

川
番
所
（
常
盤
１
―
１
付
近
）
で
し
た
。

し
か
し
、
寛か
ん

文ぶ
ん

元
年
（
１
６
６
１
）
６
月

６
日
、
深
川
番
所
が
中
川
口
に
移
転
し
、
中

川
船
番
所
が
成
立
し
ま
し
た
。
明
暦
３
年

（
１
６
５
７
）
の
江
戸
大
火
後
の
本
所
・
深
川

地
域
の
開
発
で
同
地
域
が
事
実
上
江
戸
市
中

に
組
み
込
ま
れ
、
深
川
番
所
に
お
け
る
査
検

が
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
た
た
め
、
中
川
口

へ
移
転
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

中
川
船
番
所
の
規
模
は
、『
新
編
武
蔵
風
土

記
稿
』
に
は
東
西
２６
間
余
（
約
４７
ｍ
）、
南
北

１７
間
余
（
約
３１
ｍ
）
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

『
江
戸
名
所
図
会
』
の
挿
絵
に
よ
る
と
、
番
所

の
周
囲
に
は
木
柵
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
槍や
り

１０
筋

が
装
備
さ
れ
て
お
り
、
小
名
木
川
縁
に
は
番

小
屋
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
川
船
番
所
の
査
検
は
、
乗
船
者
に
笠
や

頭ず

巾き
ん

を
取
ら
せ
、
乗
物
は
戸
を
開
く
よ
う
命

じ
、
女
性
の
通
行
は
許
可
し
な
い
と
い
う
も

の
で
し
た
。
ま
た
、
鉄
砲
や
武
具
類
に
は
数

量
規
制
が
課
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
査
検

は
次
第
に
形
式
化
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
、

な
ど
と
い
う
川
柳
も
み
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
中
川
船
番
所
に
は
、
米
・
酒
・

硫い

黄お
う

・
俵
た
わ
ら
物
　
も
の
・
樽た
る

物も
の

な
ど
を
査
検
し
、
そ
の

品
目
と
数
量
を
把
握
す
る
機
能
も
担
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
享
き
ょ
う
保
　
ほ
う
年
間
（
１
７
１
６
〜
３
６
）

以
降
、
幕
府
の
経
済
・
流
通
政
策
の
展
開
の

中
で
整
備
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

中
川
船
番
所
は
明
治
維
新
後
、
新
政
府
に

引
き
渡
さ
れ
ま
し
た
が
、
明
治
２
年
（
１
８

６
９
）
４
月
、
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
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江
東
区
教
育
委
員
会
は
、
文
化
財
保
護
審
議
会
（
会
長
段
木
一
行
・
法
政
大
学
講
師
）
か
ら

登
録
・
指
定
文
化
財
の
答
申
を
受
け
、
新
た
に
１
件
を
登
録
、
２
件
を
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
１５
年
３
月
２８
日
現
在
で
、
登
録
文
化
財
は
１
０
２
８
件
に
、
指
定
文
化
財
は
２２
件
に
な

り
ま
し
た
。

つ
け
た
り

め
い
れ
き

物
資
を
査
検
し
た
川
船
改
の
た
め
の
関
所
で
す
。

か
わ
ふ
ね
あ
ら
た
め�
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【
史
跡
】

高
田
早さ

苗な
え

誕
生
の
地

森
下
４
―
２４
付
近

高
田
早
苗
は
明
治
〜
昭
和
初
期
に
か
け
て

の
政
治
学
者
・
政
治
家
・
教
育
者
で
、
万
延

元
年
（
１
８
６
０
）、
深
川
伊
予
橋
通
り
に
あ

っ
た
旗は
た

本も
と

吉
田
家
の
長
屋
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

彼
は
明
治
１５
年
（
１
８
８
２
）、
東
京
大

学
在
学
中
、
小
野
梓
あ
ず
さ
に
大お
お

隈く
ま

重し
げ

信の
ぶ

を
紹
介
さ

れ
、
立り
っ

憲け
ん

改か
い

進し
ん

党と
う

の
結
成
に
参
加
。
卒
業
後
、

大
隈
の
東
京
専
門
学
校
（
明
治
３５
年
、
早

稲
田
大
学
に
改
称
）
創
立
に
参
画
し
ま
し
た
。

明
治
２１
年
、
読
売
新
聞
に
主
筆
と
し
て
入

社
。
明
治
２３
年
、
衆
議
院
議
員
と
な
り
ま
し

た
。
明
治
４０
年
、
早
稲
田
大
学
学
長
と
な
り
、

大
正
４
年
（
１
９
１
５
）、
第
２
次
大
隈
内

閣
の
文
部
大
臣
に
就
任
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
大
正
１２
年
〜
昭
和
６
年
（
１
９
３

１
）、
ま
で
早
大
総
長
を
つ
と
め
、
昭
和
１３
年

に
７９
歳
で
没
し
ま
し
た
。

【
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）】

漆し
つ

芸げ
い

新
大
橋
２
―
１３
―
９

大
岩
仲な
か

治は
る

（
解
除
理
由
）
死
亡
の
た
め
。

【
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）】

漆し
っ

工こ
う

石
島
１２
―
７
　
下
崎
勝か
つ

喜よ
し

（
解
除
理
由
）
死
亡
の
た
め
。

【
有
形
民
俗
文
化
財
】

阿
弥
陀
供
養
塔
　
元げ

ん

禄ろ
く

９
年
在
銘

如に
ょ

意い

輪り
ん

観
音
供
養
塔
　
寛か

ん

文ぶ
ん

６
年
在
銘

六
十
六
部
廻か

い

国こ
く

供
養
塔
　
宝ほ

う

永え
い

８
年
在
銘

亀
戸
３
―
３４
―
２
　
龍
眼
寺

（
解
除
理
由
）
遺
失
の
た
め
。

【
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）】

石せ
き

造ぞ
う

燈と
う

籠ろ
う

御お

作さ
く

事じ

方か
た

・
御お

勘
か
ん
　

定
じ
ょ
う

方
　
が
た

・
御
材
木
方
奉
納
一
対

猿
江
２
―
２
―
１７

猿さ
る

江え

神
社
内
藤
森
稲

ふ
じ
も
り
い
な
荷り

神
社

【
有
形
民
俗
文
化
財
】

水す
い

盤ば
ん

野
村
屋
五
郎
兵
衛
奉
納

猿
江
２
―
２
―
１７

猿
江
神
社
内
藤
森
稲
荷
神
社

第
５
回
「
江
東
ふ
る
さ
と
歴
史
研
究
」

論
文
募
集
中
！
（
６
月
２７
日
〆
切
）

詳
細
は
文
化
財
係
ま
で
。

文
化
財
係
で
は
、
区
内
で
使
わ
れ
て
い
た

古
い
生
活
の
道
具
を
、
郷
土
を
知
る
た
め
の

貴
重
な
資
料
と
し
て
収
集
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
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
。

平
成
１４
年
度
は
次
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
寄
贈

い
た
だ
き
ま
し
た
（
寄
贈
順
、
敬
称
略
）。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

寄
贈
者
名

（
住
所
）

寄
贈
物
件

杉
浦
　
　
允
（
東
砂
８
）

ひ
な
人
形

塩
田
　
　
真
（
北
砂
３
）

五
月
飾
り

山
谷
　
明
作
（
白
河
３
）

蚊
帳

木
村
す
み
子
（
富
岡
１
）

つ
い
た
て
他

田
吹
　
文
雄
（
松
戸
市
）

伊
達
綱
村
書
状

澤
田
　
　
猛
（
三
好
３
）

額
他

丸
山
ふ
さ
江
（
上
田
市
）

森
家
文
書

松
枝
　
き
く
（
大
島
２
）

和
竿

野
口
　
敏
夫
（
古
石
場
１
）
本

中
村
　
千
鶴
（
八
尾
市
）

古
写
真
他

田
中
　
浩
子
（
大
島
９
）

奉
公
袋
他

新
田
徳
太
郎
（
平
野
３
）

竿
は
か
り

斎
藤
美
江
子
（
北
砂
３
）

二
重
廻
し

堀
江
　
絹
子
（
亀
戸
７
）

手
あ
ぶ
り
火
鉢

関
口
　
喜
永
（
大
島
７
）

刺
子
他

磯
貝
　
房
吉
（
大
島
５
）

投
網

高
田
　
　
晃
（
佐
賀
１
）

肥
料
粉
砕
石

浜
村
　
元
治
（
船
橋
市
）

古
写
真

今
年
度
も
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

伝
統
工
芸
品
を
展
示
し
て
い
る
工
匠
館
は

森
下
文
化
セ
ン
タ
ー
（
森
下
３
―
１２
―
１７
）

の
２
階
に
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
２
階
の
廊
下

に
工
芸
品
の
ミ
ニ
展
示
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
。
今
回
、
工
匠
壱
番
館
の
常
設

展
示
替
え
（
６
頁
参
照
）
に
あ
わ
せ
て
、
展

示
品
を
替
え
ま
し
た
。

展
示
品
は
、
桶
職
人
の
仕
事
場
を
忠
実
に

１０
分
の
１
に
縮
小
し
た
模
型
で
す
。
模
型
化

し
た
の
は
、「
桶
栄
」
を
屋
号
と
す
る
川
又

栄
一
さ
ん
の
仕
事
場
（
扇
橋
１
）
で
、
川
又

さ
ん
は
３
代
続
く
桶
職
人
で
す
。

木
製
の
桶
は
、
飯
び
つ
・
風
呂
桶
な
ど
実

に
大
小
さ
ま
ざ
ま
に
使
わ
れ
ま
す
。
材
料
は

サ
ワ
ラ
を
使
い
ま
す
。
模
型
を
見
て
わ
か
る

よ
う
に
、
仕
事
場
の
軒の
き

先
に
は
材
料
と
な
る

板
や
、
加
工
し
た
部

材
が
天て
ん

日ぴ

に
さ
ら
さ

れ
、
桶
に
な
る
時
を

待
っ
て
い
ま
す
。

次
回
以
降
の
仕
事

場
模
型
の
展
示
は
、

５
月
は
漆
職
人
、

６
月
は
釣
竿
職
人
、

７
月
は
更
紗
職
人
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

工
匠
館
ミ
ニ
展
示

職
人
の
仕
事
場
模
型

高田早苗（日本学士院所蔵）
『国史大辞典』（吉川弘文館）より転載。


