
天
野
さ
ん
は
、
大
正
１２
年
に
区
内
富
岡
で

生
ま
れ
、
昭
和
１１
年
に
渋
谷
区
の
刺
繍
職

人
・
渋
谷
仙
太
郎
氏
（
つ
た
屋
）
に
弟
子
入

り
し
、
同
１８
年
ま
で
修
業
を
積
み
ま
し
た
。

戦
後
、
横
浜
で
独
立
し
て
「
天
野
刺
繍
」

を
開
業
し
ま
し
た
。
当
時
は
、
進
駐
軍
向
け

に
土
産
物
用
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
や
ガ
ウ
ン
の
刺

繍
を
手
が
け
ま
し
た
。
同
２８
年
に
牡
丹
に
移

転
し
、
縫ぬ
い

紋も
ん

（
刺
繍
に
よ
る
紋
）
の
仕
事
を

再
開
。
同
３１
年
に
白
河
に
移
り
、
ま
も
な
く

東
京
刺
繍
協
同
組
合
に
加
入
し
て
仕
事
を
続

け
ま
し
た
。
平
成
元
年
に
、
刺
繍
（
紋
章
）

技
術
を
対
象
と
し
て
区
登
録
無
形
文
化
財

（
工
芸
技
術
）
保
持
者
と
し
て
認
定
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
江
東
区
伝
統
工
芸
展
（
毎

年
１１
月
開
催
）
に
お
い
て
、
出
品
や
実
演
公

開
な
ど
を
お
こ
な
い
、
区
内
外
に
縫
紋
の
技

術
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
同
１３
年
に
は
、
東

京
都
優
秀
技
能
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
展
示
で
は
、
縫
紋
額
の
ほ
か
、
縫

紋
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
着
物
を
展
示
し
ま
す
。

ま
た
天
野
さ
ん
の
刺
繍
技
術
を
あ
ま
す
と
こ

ろ
な
く
見
ら
れ
る
刺
繍
額
な
ど
、
色
と
り
ど

り
の
作
品
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

会
場
　
工
匠
弐
番
館

（
森
下
文
化
セ
ン
タ
ー
内
、

森
下
３
―
１２
―
１７
）

※
２
月
７
日
（
土
）
・
８
日
（
日
）
・
１１
日

（
水
・
祝
）
・
１４
日
（
土
）
午
前
１１
時
〜

午
後
３
時
ま
で
作
者
の
実
演
公
開
あ
り
。
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■工匠館第７回特別展
刺繍ひとすじ七十年　天野一政作品展

◎芭蕉記念館新展示
其角とその系譜
芭蕉－その人生と旅－　他

■歴史と生活展
富士信仰と近郊農村の祈り

■写真展「江東のむかしといま」

○中川船番所資料館
特別企画展記念講演講演録

小名木川をめぐる流通と商人たち

△中川船番所資料館企画展
校歌に見る江東区の原風景

○第二辰巳小学校に30周年資料室
◎第5回「江東ふるさと歴史研究」

入選者表彰式

工匠弐番館では、来る２月７日から15日までの間、特別展を開
催します。
今回は、区登録無形文化財（工芸技術）保持者の天野一政さん
の刺繍作品を展示します。



紋
帳
も
ん
ち
ょ
う
に
な
い
紋
や
図
柄
は
、
客
の
注
文
に

そ
っ
て
、
自
分
で
考
え
て
彫
り
ま
す
。

②
生
地
の
準
備

生き

地じ

に
刺
繍
す
る
場
所

を
決
め
ま
す
（
ツ
モ
リ
を
入
れ
る
と
い
う
）。

紋
の
頭
が
く
る
と
こ
ろ
に
印
を
つ
け
て
、
は

縫
い
を
し
ま
す
。

③
生
地
を
張
る

作
業
台
の
上
に
、
角か
く

枠わ
く

を
の
せ
、
生
地
を
張は

り
ま
す
。
角
枠
に
は
布

が
ま
い
て
あ
り
、
生
地
の
厚
さ
に
よ
っ
て

調
整
ち
ょ
う
せ
い
し
ま
す
。
生
地
は
、
四
方
か
ら
同
じ

力
が
掛
か
る
よ
う
に
均き
ん

等と
う

に
ピ
ン
と
張
り
ま

す
。
同
じ
力
で
張
ら
な
い
と
で
き
あ
が
っ
た

紋
の
形
が
崩く
ず

れ
ま
す
。

④
型
を
う
つ
す

生
地
に
型
紙
を
の
せ

て
、
胡ご

粉ふ
ん

を
用
い
て
型
を
写
し
ま
す
。

⑤
糸
を
撚
る

釜か
ま

糸い
と

（
撚よ

っ
て
い
な
い
糸
）

を
、
紋
章
の
種
類
や
図
柄
に
合
っ
た
太
さ
に

撚
り
ま
す
。
金
糸
・
銀
糸
は
そ
の
ま
ま
使
用

し
ま
す
。

⑥

縫

う

刺
繍
し
ま
す
。
普
通
の
刺
繍
に

使
う
針
よ
り
も
細
い
針
を
用
い
る
こ
と
が
多

い
で
す
。
ケ
シ
、
カ
ゲ
ス
ガ
、
ジ
ャ
バ
ラ
、

ヒ
ナ
タ
、
カ
ゲ
、
マ
ツ
リ
、
ベ
タ
な
ど
１０
種

類
以
上
の
縫
い
方
を
模
様
に
応
じ
て
使
い
分

け
ま
す
。
金
糸
・
銀
糸
を
用
い
る
場
合
は
、

直
接
縫
い
つ
け
ず
、
他
の
細
糸
で
と
め
ま
す

（
ト
ジ
マ
ワ
シ
、
金
コ
マ
ヌ
イ
と
い
う
）。

⑦
仕
上
げ

刺
繍
が
終
わ
る
と
、
裏
に
糊の
り

を
塗ぬ

っ
て
糸
を
定
着
さ
せ
ま
す
。
太
い
糸
を

用
い
た
場
合
は
、
さ
ら
に
湯
の
し
を
し
ま
す
。

は
縫
い
を
と
き
、
反た
ん

物も
の

の
状
態
に
も
ど
し
て

完
成
で
す
。

展
示
構
成

日
本
刺
繍
と
は
？
／
縫
紋
と
は
？

天
野
氏
年
譜
／
作
品
展
示
／
工
程

記
録
ビ
デ
オ
上
映

◆
縫
紋
と
は

日
本
に
ほ
ん

刺
繍
し
し
ゅ
う

は
、
絹
糸
き
ぬ
い
と

を
使
っ
て
、
絹
地
き
ぬ
じ

の

表
面
に
図
案
を
縫ぬ

い
あ
ら
わ
す
技
術
ぎ
じ
ゅ
つ
で
す
。

そ
の
歴
史
は
古
く
、
日
本
で
は
飛
鳥
あ
す
か

時
代
よ

り
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
日
で
は
、

羽
織
は
お
り

や
振
袖
ふ
り
そ
で

、
帯お
び

な
ど
の
和
服
を
は
じ
め
、

額
絵
が
く
え

、
能の
う

や
歌
舞
伎

か

ぶ

き

の
衣
装
い
し
ょ
う

、
舞
台
ぶ
た
い

の
緞
帳

　
ど
ん
ち
ょ
う

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
使
わ
れ
て
い

ま
す
。

刺
繍
は
、
紋も
ん

付つ

き
な
ど
の
紋
も
ん
　
章
し
ょ
う
を
描か

く

と
き
に
も
使
用
さ
れ
ま
す
。
筆
で
描
く
描
き

紋
に
対
し
、
刺
繍
に
よ
る
紋
章
は
「
縫ぬ
い

紋も
ん

」

と
呼
ば
れ
ま
す
。

紋
章
は
、
１
０
０
０
年
代
前
半
、
公く

家げ

が

衣い

服ふ
く

や
調
ち
ょ
う
度ど

品ひ
ん

に
好
み
の
文も
ん

様よ
う

を
用
い
た
の

が
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時

代
中
ご
ろ
に
な
る
と
、
武ぶ

家け

が
自
己
の
武ぶ

功こ
う

を
し
め
す
必
要
か
ら
、
他
人
と
区
別
す
る
た

め
の
目
印
と
し
て
紋
章
を
用
い
る
こ
と
が
一

般
化
し
ま
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
襲
し
ゅ
う
来
　
ら
い
（
１
２

７
４
・
１
２
８
１
年
）
の
こ
ろ
に
は
全
国
に

広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
今
日
見
る
よ
う
な

明め
い
　
瞭
り
ょ
う
か
つ
単
た
ん
　
純
じ
ゅ
ん
な
図ず

様よ
う

の
紋
章
は
、
こ
の

こ
ろ
か
ら
形
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
菊き
く

・
桐き
り

・
葵
あ
お
い
紋
　
も
ん
、

お
よ
び
領
り
ょ
う
主
　
し
ゅ
の
紋
を
除
い
て
は
、
苗
み
ょ
う
字じ

の

よ
う
に
紋
の
使
用
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
紋
付
き
を
着
る
こ
と
の

で
き
る
者
は
、
勝
手
次
第
に
紋
を
用
い
て
い

ま
し
た
。
流
行
の
最
先
端
は
役
者
の
紋
で
、

好
み
の
衣
装
の
模
様
や
図
柄
が
ま
ね
さ
れ
、

紋
章
の
優
美
化
、
替か
え

紋も
ん

の
増
加
に
一
層
拍は
く

車し
ゃ

を
か
け
ま
し
た
。

縫
紋
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
ご
ろ
（
１
６

０
０
年
代
後
半
）
か
ら
一
般
的
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
京
都
・
大
坂
で
は
江

戸
よ
り
遅
れ
、
１
８
０
０
年
代
前
半
ご
ろ
か

ら
流
行
し
ま
し
た
。
女
性
の
訪ほ
う

問も
ん

着ぎ

な
ど
に

は
、
加
賀
か

が

紋も
ん

と
呼
ば
れ
る
紋
章
が
刺
繍
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
加
賀
紋
は
、
紋
の
ま
わ

り
に
梅う
め

・
竹た
け

・
蘭ら
ん

・
菊
の
四
君
子

し
く
ん
し

を
あ
し
ら

っ
た
り
す
る
装
飾

そ
う
し
ょ
く
的
　
て
き
な
紋
で
す
。
縫
紋
は

あ
ま
り
目
立
た
な
い
よ
う
に
刺
繍
す
る
の
が

よ
い
と
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
刺
繍
の
技
術
ぎ
じ
ゅ
つ

が

生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
紋
の
縫
い
上
が
る
ま
で

①

型

紙

の

彫

刻

客
の
注
文
に
応
じ
て

渋し
ぶ
紙が
み

に
紋も
ん

の
型
を
小
刀
で
彫ほ

り
ま
す
。
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折鶴に花の丸家紋風（子供物被布一越ピンク地）

縫い紋の各種（中央が加賀紋）

仕事中の天野一政さん。仕事場の雰囲気にも注目。



今
回
の
展
示
で
は
、
こ
れ
ま
で
、
幻
の
芭

蕉
の
手
紙
と
い
わ
れ
て
き
た
、
貞
享
４

　
じ
ょ
う
き
ょ
う
　
年
（
１

６
８
７
）
４
月
３
日
付
の
「
林
桐
葉

は
や
し
と
う
よ
う
あ
て
芭

蕉
書
簡
」
を
所
蔵
者
の
ご
好
意
に
よ
り
、
特

別
展
示
し
て
い
ま
す
。（
２
月
１
日
ま
で
）

＊
新
出
「
芭
蕉
書
簡
」

林
桐
葉
あ
て
芭
蕉
書
簡

（
貞
享
４
年
４
月
３
日
付
）
《
個
人
蔵
》

本
紙
　
縦
２７
・
２
㎝
、
横
８０
・
４
㎝

文
化
１３
年
（
１
８
１
６
）
刈か
り

谷や

の
秋
し
ゅ
う
挙
　
き
ょ
が

筆
写
し
た
も
の
の
原
簡
で
、
１
８
７
年
ぶ
り

に
再
発
見
さ
れ
た
も
の
。

内
容
は
、
芭
蕉
の
先
に
出
し
た
手
紙
が
事

故
で
紛
失
し
た
こ
と
の
わ
び
や
、
江
戸
の
俳

諧
宗
匠
一
い
っ
　
晶
し
ょ
う
と
芭
蕉
の
点
の
つ
け
方
の
違
い
、

ま
た
熱あ
つ

田た

の
叩こ
う

端た
ん

子し

の
句
を
「
御
佳
作
」
と

ほ
め
、
そ
の
他
同
地
の
東と
う

藤と
う

子し

・
工こ
う

山ざ
ん

・
大

田
氏
・
市
右
衛
門
な
ど
の
名
が
出
て
く
る
。

秋
挙
の
筆
写
に
は
２
行
分
の
脱
文
や
誤
写
な

ど
が
あ
り
、
今
回
の
原
簡
に
よ
っ
て
正
し
い

本
文
を
得
た
こ
と
に
な
り
貴
重
で
あ
る
。
ま

た
本
書
簡
は
懐か
い

紙し

２
枚
を
つ
い
で
染せ
ん

筆ぴ
つ

さ
れ

た
貞
享
期
の
珍
し
い
書
簡
で
、「
芭
蕉
桃と
う

青せ
い

」

と
記
し
た
下
に
花か

押お
う

が
書
か
れ
て
い
る
の
も

注
目
に
値
す
る
。
桐
葉
は
熱
田
の
人
。

（
解
説
　
早
稲
田
大
学
教
授
　
雲
英
き

ら

末
雄
）

◎
　
其
角
と
そ
の
系
譜

元
禄
７
年
（
１
６
９
４
）
芭
蕉
が
没
す
る

と
江
戸
の
俳
壇
は
、
生
前
芭
蕉
か
ら
「
草
庵

に
桃
桜
あ
り
、
門
人
に
キ
角
・
嵐
雪
有
。」

両
の
手
に
桃
と
桜
や
草
の
餅

と
句
に
詠
ま
れ
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
、

其き

角か
く

と
嵐ら
ん

雪せ
つ

を
中
心
に
発
展
し
ま
す
。

其
角
の
作
風
は
、
芭
蕉
の
閑
寂
と
は
対
照

的
で
、
都
会
趣
味
に
満
ち
、
ま
た
華
麗
で
か

つ
闊か
っ

達た
つ

で
あ
り
、
と
き
に
は
豪
放
さ
を
伴
っ
て

展
開
し
、
江
戸
市
民
の
人
気
を
さ
ら
い
ま
す
。

門
下
に
は
、
巴は

人じ
ん

・
秋
色
・

　
し
ゅ
う
し
き
　

淡た
ん

々た
ん

・
湖こ

十
じ
ゅ
う
を

輩
出
、
交
友
関
係
も
多
彩
で
、
大
坂
の
西
鶴
、

伊
予
国
松
山
藩
主
松
平
定
直
（
三
嘯
）
や
備

前
松
山
藩
主
安
藤
信
友
（
行
露
）
ら
大
名
、

ま
た
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
（
千せ
ん

山ざ
ん

）
・
伊
勢

屋
七
郎
兵
衛
（
大
町
）
ら
の
豪
商
が
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
新
興
の
沾せ
ん

徳と
く

一
派
と
合
流
、
彼

ら
の
俳
風
は
、
身
近
な
世
態
人
情
を
軽
妙
に

表
現
す
る
洒し
ゃ

落れ

風
と
呼
ば
れ
、
江
戸
俳
壇
の

主
流
と
な
り
ま
す
。

一
方
嵐
雪
は
、
宗
匠
と
し
て
独
立
し
ま
す

が
、
晩
年
は
参
禅
し
て
法ほ
っ

体た
い

と
な
り
、
次
第

に
俳
壇
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
き
ま
す
。

今
回
の
展
示
は
、
其
角
か
ら
、
湖
十
、
永

機
、
機
一
、
永
湖
へ
と
続
く
江
戸
座
と
呼
ば

れ
る
一
つ
の
系
統
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

写
真
は
、
姫
路
藩
１６
代
藩
主
酒
井
忠た
だ

以ざ
ね

の

弟
で
、
画
家
で
あ
り
、
俳
諧
も
た
し
な
ん
だ

酒
井
抱
一
の
描
い
た
其
角
肖
像
で
す
。
文
化

３
年
の
其
角
百
年
忌
の
際
に
描
い
た
と
さ
れ

る
百
幅
の
肖
像
画
の
一
つ
と
み
ら
れ
、
肖
像

画
の
上
に
は
、
其
角
を
賞
賛
す
る
文
と
句
が

添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
に
生
ま
れ
、
江
戸
の
洒
落
、
粋い
き

の
世

界
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
、
其
角
と
そ
の
系
譜

の
人
々
の
作
品
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

（
左
部
純
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
ご
入
場
く
だ
さ
い
。）

展
示
室
休
室

月
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

入
館
料

大
人
１
０
０
円
・
小
中
学
生
５０
円

交
　
通

都
営
地
下
鉄
新
宿
線
・
大
江
戸
線

森
下
駅
下
車
　
徒
歩
７
分

問
合
せ

芭
蕉
記
念
館

江
東
区
常
盤
１
―
６
―
３

℡
　
０
３
（
３
６
３
１
）
１
４
４
８

3

新出　林桐葉あて芭蕉書簡（個人所蔵）

酒井抱一筆　其角肖像

ほ
う
い
つ

◎
其
角
と
そ
の
系
譜 

◎
芭
蕉
―
そ
の
人
生
と
旅
―
　
他 

 

平
成
１６
年
６
月
１３
日（
日
）ま
で 

＊
新
出
「
芭
蕉
書
簡
」
特
別
展
示 

 

平
成
１６
年
２
月
１
日（
日
）ま
で 

 芭
蕉
記
念
館
新
展
示 



古
来
よ
り
富
士
山
は
霊
峰
と
し
て
信
仰

を
集
め
て
き
ま
し
た
が
、
と
り
わ
け
江
戸
時

代
に
は
「
江
戸
八
百
八
講
」
と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
の
お
び
た
だ
し
い
数
の
富
士
講
が
活
動
し
、

多
く
の
人
々
が
登と

拝は
い

し
ま
し
た
。
富
士
を
信

仰
す
る
人
々
は
住
居
の
近
く
に
富
士
山
を
真

似
た
「
富
士
塚
」
を
築
造
し
、
毎
年
６
月
１

日
（
旧
暦
）
に
山
開
き
を
行
い
ま
し
た
が
、

こ
の
行
事
は
江
戸
の
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

江
東
区
で
は
、
区
指
定
有
形
民
俗
文
化

財
の
「
亀
戸
の
富
士
塚
」
を
は
じ
め
、
３
つ

の
富
士
塚
を
中
心
に
数
多
く
の
富
士
講
が
活

動
し
て
い
ま
し
た
。
亀
戸
の
富
士
塚
は
、
現

在
、
都
の
再
開
発
事
業
の
中
で
整
備
さ
れ
、

公
園
と
し
て
の
公
開
を
待
っ
て
い
ま
す
。
富

岡
八
幡
宮
の
境
内
に
あ
る
高
さ
１
・
５
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
小
さ
な
富
士
塚
は
平
成
１４
年
に

復
活
し
た
お
そ
ら
く
日
本
で
最
も
新
し
い
富

士
塚
で
す
。
７
月
１
日
に
は
江
戸
時
代
以
来
の

伝
統
あ
る
山
開
き
行
事
も

行
わ
れ
ま
し
た
。
富
賀
岡

八
幡
宮
（
南
砂
）の
富
士
塚
も
、

山
吉
丸

や
ま
き
ち
ま
る
す
御お

水み
ず

講
が
今
も
富

士
登
山
を
行
っ
て
お
り
健

在
で
す
。

多
く
の
人
々
を
惹
き
つ
け

た
富
士
塚
・
富
士
信
仰
と
は

一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
に

残
る
遺
品
・
石
造
物
の
拓
本

な
ど
を
通
し
て
探
っ
て
い
き

ま
す
。

一
方
、

江
戸
の

近
郊
農

村
で
あ

っ
た
城

東
地
域

に
は
、

富
士
信

仰
だ
け

で
は
な

く
庚
申

待
ち
行
事
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
「
庚
申
塔
」
や

念
仏
講
で
あ
る
「
四
十
町

し
じ
ゅ
っ
ち
ょ
う
講
」
に
関
わ
る
特

色
あ
る
民
間
信
仰
が
見
ら
れ
ま
す
。
砂
村
の

旧
家
・
大
石
家
で
は
、
四
十
町
講
の
講
元
こ
う
も
と

と

成
田
山
の
「
八
日
講
」
の
講
元
も
兼
ね
、
富

士
講
に
も
属
し
て
い
ま
し
た
。
大
石
家
か
ら

持
宝
院
（
北
砂
）
に
寄
贈
さ
れ
た
数
多
く
の

掛
軸
や
同
じ
苗
字
を
名
乗
る
旧
大
石
家
住
宅

の
屋
根
裏
に
残
さ
れ
て
い
た
２
０
０
枚
を
超

え
る
祈
祷
札
は
城
東
地
域
の
旧
家
の
信
仰
を

物
語
る
も
の
と
し
て
貴
重
で

す
。展

示
会
で
は
区
民
の

方
々
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
数

多
く
の
民
俗
資
料
の
な
か
か

ら
、
特
に
大
島
・
砂
町
地
区

の
民
間
信
仰
に
関
す
る
も
の

を
展
示
い
た
し
ま
す
。

ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

日
時

１
月
２４
日
（
土
）
〜
２９
日
（
木
）

午
前
９
時
〜
午
後
８
時
３０
分

１
月
２６
日
（
月
）
は
文
化
セ
ン
タ
ー

休
館
に
つ
き
見
学
は
で
き
ま
せ
ん
。

場
所
　
江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー

２
階
展
示
ロ
ビ
ー（
東
陽
４
―
１１
―
３
）

入
場
　
無
　
料

な
お
、
こ
の
展
示
会
に
関
連
し
た
講
演
会

を
行
い
ま
す
。
国
指
定
の
重
要
文
化
財
「
長

崎
富
士
」（
豊
島
区
高
松
）
を
調
査
さ
れ
た
専

門
家
が
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
、
富
士
塚
の
石
造

物
の
銘
文
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
お
話
く

だ
さ
い
ま
す
。
江
東
区
の
富
士
塚
と
比
べ
て

み
る
と
大
変
面
白
い
で
し
ょ
う
。

演
題
　
「
富
士
塚
の
石
碑
か
ら
わ
か
る
こ
と
」

講
師
　
豊
島
区
立
郷
土
資
料
館
学
芸
員
　

福
岡
直
子

日
時
　
１
月
２７
日
（
火
）

午
後
６
時
３０
分
〜
８
時
３０
分
　

場
所
　
江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー

６
階
第
１
会
議
室

参
加
費
　
無
料
　

定
員
　
６０
人
（
先
着
順
）

申
込
　
電
話
に
て

申
込
先生

涯
学
習
課
文
化
財
係

1（
３
６
４
７
）９
８
１
９

4

参詣者でにぎわう深川富士（江東区教育委員会所蔵『東都歳事記』巻2）

今
回
の
テ
ー
マ
は
富
士
塚
を
中
心
と
し
た
江
東
区
内
の
民
間
信
仰
に
つ
い
て
で
す
。
江
東
区
に

は
３
つ
の
富
士
塚
を
始
め
、
近
郊
農
村
特
有
の
民
間
信
仰
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
展
示
会
は
区
民
の
方
々
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
６
０
０
０
点
を
超
え
る
民
俗
資
料
の
中
か
ら
テ

ー
マ
に
合
っ
た
も
の
を
選
び
、
展
示
・
解
説
し
て
い
く
も
の
で
す
。

区登録有形民俗文化財「行衣
ぎょうい

」（鈴本隆氏所蔵）

吉
す

昭和30年ごろの砂村富士（南砂 富賀岡八幡宮）



な
つ
か
し
い
昭
和
３０
年
代
の
古
写
真
を
中

心
に
展
示
し
ま
す
。
ふ
る
さ
と
江
東
の
移
り

変
わ
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

江
東
区
は
、
江
戸
時
代
か
ら
首
都
の
一
部

と
し
て
、
開
発
が
い
ち
じ
る
し
く
、
風
景
が

さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
変
化
を

と
ら
え
た
写
真
は
郷
土
の
資
料
と
し
て
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
ま
す
。
古
写
真

に
は
現
在
の
様
子
を
と
ら
え
た
写
真
を
添
え

ま
し
た
。
昔
と
今
を
見
く
ら
べ
て
、
み
な
さ

ん
で
ふ
る
さ
と
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
展
示
の
前
に
、
こ

こ
で
何
点
か
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

①
は
、
現
在
の
猿
江
２
―
４
付
近
の
交
差

点
で
、
北
の
住
吉
方
向
を
見
て
い
ま
す
。
は

す
向
か
い
に
は
東
京
ガ
ス
の
建
物
が
見
え
、

通
り
に
は
都
電
が
走
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
都

電
２８
系
統
は
、
錦
糸
町
駅
前
か
ら
猿
江
、
東

陽
、
門
前
仲
町
、
茅
場
町
を
へ
て
、
丸
の
内

に
あ
っ
た
都
庁
ま
で
を
結
ん
で
い
ま
し
た

（
昭
和
４４
年
〈
１
９
６
９
〉
１０
月
、
日
本
橋
ま

で
に
短
縮
）
。
市
内
交
通
の
花
形
で
あ
っ

た
都
電
も
、
自
動
車
の
増
加
に
よ
る
路
面
渋

滞
の
た
め
姿
を
消
し
て
い
き
ま
す
。
昭
和
２１

年
３
月
に
開
通
し
た
２８
系
統
も
同
４７
年
１１
月

に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

②
は
、
現
在
の
深
川
１
―
１
・
３
付
近
で
、

東
の
冬
木
方
向
に
の
び
て
い
く
葛
西
橋
通
り

を
と
ら
え
て
い
ま
す
。
信
号
の
あ
る
と
こ
ろ

は
清
澄
通
り
と
の
交
差
点
で
す
。
手
前
の
橋

は
黒
亀

橋
で
、

木
場
か

ら
隅
田

川
を
東

西
に
結

ぶ
油
堀

川
に
架

か
っ
て

い
ま
し

た
。
油
堀
川
は
昭
和
５３
年
（
１
９
７
８
）に
埋

め
立
て
ら
れ
、
現
在
、
首
都
高
速
道
路
９
号

深
川
線
が
上
を
通
っ
て
い
ま
す
。

③
は
、
昭
和
３１
年
（
１
９
５
６
）
９
月
２５

日
〜
２７
日
に
台
風
１５
号
が
区
内
を
襲
っ
た
時

の
写
真
で
す
。
江
東
区
は
台
風
の
被
害
を
数

多
く
受
け
た
地
域
で
、
昭
和
２２
年
〜
４１
年
の

間
に
２８
回
も
被
っ
て
い
ま
す
。
左
隅
に
写
っ

て
い
る
電
柱
に
「
大
島
３
―
１
１
０
」
と
あ

り
、
こ
こ
は
現
在
の
大
島
３
―
２
に
あ
た
り
、

明
治
通
り
を
亀
戸
方
面
に
向
か
っ
て
撮
っ
た

も
の
で
す
。

④
は
、
旧
葛
西
橋
を
東
砂
側
（
現
東
砂
５

―
１５
）
か
ら
撮
っ
た
写
真
で
す
。
旧
葛
西
橋

は
現
在
の
葛
西
橋
か
ら
３
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
上
流
に
架
か
っ
て
い
ま
し
た
。
大
正
１４
年

（
１
９
２
５
）
に
着
工
し
、
３
年
後
の
昭
和

３
年
（
１
９
２
８
）
に
竣
工
し
ま
し
た
。
鋼

工
桁
で
、
長
さ
は
５
４
９
・
１
メ
ー
ト
ル
、

幅
は
６
・
１
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
同
３８
年
に
現
在
の
葛
西
橋
が
完
成
し
、

そ
の
役
目
を
終
え
ま
し
た
。
橋
の
手
前
に
は

「
中
村
や
」
「
や
な
ぎ
（
や
な
ぎ
や
ヵ
）
」

と
い
っ
た
釣
具
屋
が
見
え
ま
す
。

⑤
は
、
現
在
の
塩
浜
２
―
３
・
４
の
首
都

高
速
道
路
９
号
深
川
線
が
走
っ
て
い
る
所
か

ら
、
平
へ
い
　
久
き
ゅ
う
運
河
に
架
か
る
白
妙
橋
を
望
ん
だ

も
の
で
す
。
左
右
に
は
浅
上
航
運
倉
庫
（
現

ア
サ
ガ
ミ
株
式
会
社
）
の
倉
庫
群
が
立
ち
並

ん
で
い
ま
す
。

5

①四ツ目通り（昭和40年頃）

②葛西橋通り（昭和40年頃）

③大島3丁目（昭和31年9月）

④旧葛西橋（昭和30年頃）⑤白妙橋遠景（昭和30年頃）



は
じ
め
に

い
ろ
い
ろ
な
方
が
小
名
木
川
を
見
て
い
る

と
思
う
の
で
す
が
、
少
し
前
ま
で
は
、
モ
ノ

が
ど
こ
の
地
域
か
ら
ど
の
よ
う
に
江
戸
に
入

っ
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
し
か
研
究
は
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
小
名
木
川
を
通

じ
て
関
東
内
陸
か
ら
江
東
地
域
に
入
っ
て
く

る
荷
物
を
受
け
入
れ
る
側
の
視
点
か
ら
見
る

事
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
誰
が
ど
の
よ
う

に
実
際
に
モ
ノ
を
積
ん
で
取
引
し
て
、
売
買

さ
れ
て
、
と
い
う
話
を
少
し
考
え
て
み
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
生
産
者
と
消
費
者
だ

け
で
は
モ
ノ
は
動
き
ま
せ
ん
。
流
通
業
者
も

ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
人
が
い
て
、

船
頭
や
小
船
に
積
み
替
え
る
人
、
人
足
な
ど

い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と

を
こ
の
地
域
を
中
心
と
し
て
見
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

海
辺

う
み
べ

大
工

だ
い
く

町
の
艀
下

は
し
け

宿や
ど

渡
世

と
せ
い

海
辺
大
工
町
と
い
う
の
は
面
白
い
地
域
だ

と
前
か
ら
思
っ
て
い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は

万
年
橋
の
と
こ
ろ
か
ら
扇
橋
ま
で
の
小
名
木

川
南
岸
（
清
澄
・
白
河
）
が
海
辺
大
工
町
と

な
り
ま
す
。
関
東
か
ら
モ
ノ
が
入
っ
て
く
る

ひ
と
つ
の
拠
点
と
な
る
地
域
で
す
。
艀

下
宿
渡
世
と
い
う
の
は
、
利
根
川
筋
か
ら
船

で
入
っ
て
き
た
荷
物
を
小
さ
い
船
に
積
み
替

え
て
江
戸
市
中
に
運
ぶ
者
で
す
。
し
た
が
っ

て
モ
ノ
が
集
ま
り
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な

所
へ
行
く
と
い
う
、
ま
さ
に
窓
口
の
役
割
を

果
た
し
た
地
域
に
な
る
わ
け
で
す
。
い
つ
ご

ろ
か
ら
こ
う
い
っ
た
渡
世
が
あ
っ
た
か
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
海
辺
大
工
町
で
艀
下
宿
を

し
て
お
り
ま
す
境
屋
庄
三
郎
の
史
料
で
は
、

寛
永
の
こ
ろ
、
小
名
木
川
が
堀
り
入
っ
た
こ

ろ
か
ら
こ
こ
で
仕
事
を
し
て
い
ま
す
（
海
辺

大
工
町
町
方
書
上
）。
利
根
川
筋
、
渡
良
瀬
川

な
ど
の
筋
か
ら
運
ば
れ
た
荷
物
を
扱
っ
て
い

ま
す
。
具
体
的
に
は
武
蔵
国
・
下
野
国
・
上

野
国
・
常
陸
国
・
上
総
国
・
下
総
国
あ
た
り

か
ら
運
ば
れ
る
荷
物
を
扱
う
渡
世
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
人
た
ち

は
、
幕
府
公
認
で
両
国
橋
の
御
用
を
務
め
て

い
ま
す
。
両
国
橋
の
架
け
替
え
を
優
先
的
に

行
う
、
あ
る
い
は
火
防
と
か
出
水
の
節
に
御

用
を
務
め
る
と
い
う
こ
と
で
幕
府
に
認
め
ら

れ
て
お
り
、
幕
府
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ

と
が
家
の
由
緒
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
せ
っ
か
く
幕
府
の
御
用
を
担
っ
て
い
る

の
だ
け
れ
ど
、
だ
ん
だ
ん
稼
業
が
衰
微
す
い
び

し
て

い
く
、
こ
れ
が
ど
う
し

て
か
と
い
う
と
こ
ろ
に

海
辺
大
工
町
の
問
題
が

あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
艀
下
宿
が
ど

う
い
う
形
で
渡
世
が
行

わ
れ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
を
、
同
じ
く
境
屋

庄
三
郎
の
史
料
か
ら
見

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
小
松
原
康
之
助

家
文
書
）。
親
の
代
か
ら
常
州
境
河
岸
（
茨
城

県
境
町
）
の
小
松
原
家
と
商
売
を
し
て
き
ま

し
た
が
、
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
弟
に

株
分
け
を
し
て
、
商
売
を
広
げ
て
い
こ
う
と

考
え
て
い
る
の
が
延
享

え
ん
き
ょ
う
３
年
（
１
７
４
６
）

の
こ
と
で
す
。
次
に
非
常
に
断
片
的
で
す
が
、

送
ら
れ
て
く
る
蓮
の
荷
物
が
江
戸
に
な
か
な

か
着
か
ず
荷
主
が
難
渋
し
て
い
る
。
着
船
し

た
ら
昼
夜
に
限
ら
ず
取
扱
い
、
艀
下
の
者
た

ち
が
遅
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
諸

経
費
は
境
屋
持
ち
と
し
ま
す
と
い
う
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
リ
ア
ル
な
荷
主
と
艀
下

宿
の
関
係
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
史
料

は
天
保
１５
年
（
１
８
４
４
）
で
す
か
ら
、
艀

下
が
衰
微
し
て
き
て
、
な
ん
と
し
て
も
荷
主

を
確
保
し
た
い
と
い
う
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。

次
に
、
平
塚
河
岸
（
群
馬
県
境
町
）
と
い

う
所
の
史
料
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

利
根
川
を
遡
っ
て
境
を
過
ぎ
、
栗
橋
（
埼
玉

県
栗
橋
町
）
を
過
ぎ
ま
す
と
平
塚
と
い
う
河

岸
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
積
ま
れ
る
荷
物

は
大
豆
だ
い
ず

で
す
。
１
俵
が
４
斗
８
升
入
り
の
大

豆
２５
俵
、
船
の
賃
金
が
金
１
分
と
銀
６
匁
４

分
２
厘
、
上
州
茂
呂
村
（
群
馬
県
伊
勢
崎
市
）

の
百
姓
銀
太
夫
（
生
産
者
・
荷
主
）
が
平
塚

河
岸
に
荷
物
を
持
っ
て
い
き
新
蔵
と
い
う
船

に
積
ん
で
利
根
川
を
下
り
、
関
宿
（
千
葉
県

野
田
市
）
か
ら
江
戸
川
へ
入
り
、
海
辺
大
工

町
の
雑
穀
問
屋
上
州
屋
喜
三
郎
の
と
こ
ろ
へ

や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
喜
三
郎
が
命
じ

た
の
は
金
兵
衛
と
い
う
艀
下
宿
へ
荷
揚
を
さ

せ
て
、
代
金
は
喜
三
郎
か
ら
江
戸
飛
脚
問
屋

を
通
じ
て
上
州
の
船
問
屋
幾
右
衛
門
へ
渡
さ

れ
る
（
平
塚
河
岸
問
屋
北
爪
家
・
俵
物
取
調

帳
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
実
際
の
取
引
が
行
わ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

具
体
的
に
何
が
送
ら
れ
て
、
誰
が
ど
の
よ
う

に
と
い
う
、
実
際
の
問
屋
と
水
揚
げ
を
し
た

艀
下
宿
と
の
関
係
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
こ
う
し
た
良
い
形
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
船
と
い
う
の
は
「
板
子
一
枚
下
は

地
獄
」
と
い
う
く
ら
い
安
定
性
が
低
い
と
い

い
ま
す
。
そ
こ
で
難
船
の
史
料
を
見
ま
す
と
、

笹
ケ
崎
村
（
江
戸
川
区
）
の
名
主
、
船
堀
村

（
江
戸
川
区
）
の
宿
、
そ
れ
か
ら
深
川
の
境
屋

庄
三
郎
、
境
町
船
差
喜
惣
次
と
い
う
４
名
が

連
印
し
、
笹
ケ
崎
村
界
隈
の
村
に
対
し
て
出

さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
（
須
原
家
文
書
）。

こ
こ
で
は
難
船
し
て
流
失
し
た
も
の
が
あ
っ
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て
も
持
っ
て
行
か
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と

と
と
も
に
、
難
船
の
状
況
を
と
て
も
リ
ア
ル

に
「
船
底
半
分
ハ
打
破
ラ
レ
」
と
ま
で
書
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
実
際
に
史
料
を

見
る
と
、
船
渡
世
の
者
は
こ
う
し
た
面
倒
な

こ
と
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

ど
う
し
て
こ
の
商
売
が
う
ま
く
い
か
な
く

な
っ
て
き
た
の
か
。
最
初
の
う
ち
は
非
常
に

良
か
っ
た
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
と
荷
物
が

離
れ
て
い
く
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

海
辺
大
工
町
か
ら
関
東
が
み
え
る

海
辺
大
工
町
に

は
、
小
名
木
川
が

開
削
さ
れ
た
後
、

寛
永
の
こ
ろ
か
ら

艀
下
宿
渡
世
が
存

在
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
両
国
橋

に
関
わ
る
御
用
を

務
め
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
ま
ず
考

え
な
く
て
は
い
け

な
い
の
は
、
こ
の

中
川
船
番
所
（
大

島
）
が
出
来
る
前

は
、
小
名
木
川
の

隅
田
川
に
近
い
所

（
常
盤
）
に
番
所

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
（
区
登
録
史
跡

「
川
船
番
所
跡
」）。
と
い
う
こ
と
は
荷
物
の
改

め
は
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
。
海
辺
大
工
町

と
い
う
の
は
、
荷
物
の
改
め
を
受
け
る
前
に

着
く
場
所
で
、
１７
世
紀
前
半
に
は
海
辺
大
工

町
に
モ
ノ
が
集
ま
っ
て
く
る
と
い
う
構
造
が

出
来
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
が
中
川
口
へ
番
所
が
移
っ
て
い
く

と
、
そ
こ
で
荷
物
を
降
ろ
す
必
要
性
が
無
く

な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
中
川
番
所
か
ら
直

接
神
田
（
千
代
田
区
）
や
小
網
町
（
中
央
区
）

の
方
へ
行
っ
た
り
す
る
と
、
だ
ん
だ
ん
と
そ

の
稼
業
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。
た
だ
し
昔

か
ら
の
縁
が
あ
る
の
で
高
橋
や
海
辺
大
工
町

界
隈
に
荷
物
を
下
ろ
そ
う
か
と
い
う
人
も
引

き
続
き
い
ま
す
が
、
だ
ん
だ
ん
と
衰
退
し
て

い
く
。
そ
う
な
る
と
頼
み
の
綱
は
幕
府
の
御

用
だ
け
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
幕
府
の
御
用
も

務
め
ら
れ
な
く
な
る
の
で
、
な
ん
と
か
し
て

欲
し
い
と
い
う
こ
と
を
幕
府
に
願
い
出
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
問
題
が
１８
世
紀
後
半
に
お

こ
り
、
１９
世
紀
前
半
に
深
刻
化
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ふ
た
つ
め
は
廻
状
を
ど
の
よ
う
に
廻
す
か

と
い
う
も
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
順
達

じ
ゅ
ん
た
つ
を
利

根
川
筋
に
流
す
わ
け
で
す
が
、
起
点
は
ど
こ

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
幕
末
に
な
っ
て
も
起

点
は
深
川
海
辺
大
工
町
だ
と
い
う
こ
と
で
す

（
須
原
家
文
書
）。
し
た
が
っ
て
、
に
わ
か
に

衰
微
は
し
て
い
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

海
辺
大
工
町
の
持
つ
役
割
と
い
う
の
は
幕
末

ま
で
残
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
幕
府
の
方
は

両
国
橋
の
御
用
を
務
め
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
あ
る
し
、
順
達
も
海
辺
大
工
町
か
ら
行
う

の
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
の
商
売
上
の
取
引
の

問
題
、
運
航
状
態
を
見
る
と
だ
ん
だ
ん
と
海

辺
大
工
町
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
小

網
町
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
そ

れ
は
小
網
町
と
の
間
に
揉も

め
事
も
起
こ
る
で

し
ょ
う
。
だ
か
ら
衰
微
し
て
い
く
と
い
う
の

は
仕
方
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
た
だ

し
１７
世
紀
の
後
半
ま
で
は
確
実
に
海
辺
大
工

町
と
い
う
の
は
、
荷
物
の
揚
げ
降
ろ
し
を
す

る
場
所
と
し
て
最
適
な
場
所
、
と
く
に
利
根

川
か
ら
来
る
最
適
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い

ま
す
。
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
一
昔
前
に
上
野
駅
と
い
う
駅
、
東

北
の
人
た
ち
に
と
っ
て
東
北
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
場
所
と
い
う
時
代
が
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
が
今
は
だ
ん
だ
ん
と
変
わ
っ

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
同

じ
よ
う
に
１７
世
紀
後
半
の
海
辺
大
工
町
と
い

う
と
、
関
東
の
言
葉
が
飛
び
交
い
、
あ
そ
こ

へ
行
け
ば
北
関
東
の
茨
城
言
葉
や
上
州
言
葉

が
飛
び
交
っ
て
い
た
地
域
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
。
で
す
か
ら
そ
こ
へ
行
け
ば
関
東

が
分
か
る
、
そ
う
い
う
場
所
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
な
と
思
う
の
で
す
。
常
陸
か
ら
上

野
・
下
野
、
場
合
に
よ
っ
て
は
奥
州
か
ら
の

荷
物
も
来
れ
ば
、
そ
こ
で
何
か
し
ら
の
雰
囲

気
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
１７
世
紀

後
半
に
芭
蕉
が
深
川
へ
移
っ
て
き
ま
す
。
単

に
日
本
橋
小
田
原
町
か
ら
川
向
う
の
世
界
へ

移
っ
て
来
た
の
で
は
な
く
、
川
向
う
よ
り
先

に
、
関
東
・
東
北
が
見
え
て
い
た
の
か
な
、

と
い
う
気
も
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
気

持
ち
で
見
る
と
、
ま
た
違
っ
た
形
で
こ
の
地

域
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

最
後
に
、
私
は
お
配
り
し
た
資
料
に
「
流

通
世
界
に
と
ど
ま
ら
な
い
」
と
書
き
ま
し
た
。

今
日
は
流
通
の
話
、
商
人
の
世
界
で
し
た
が
、

小
名
木
川
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
流
通
世
界
だ
け

で
作
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
川
船
番

所
資
料
館
に
は
旅
人
の
様
子
が
書
か
れ
て
い

る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
関
東
の
内
陸
へ
行
っ

た
紀
行
文
の
展
示
も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
展

示
を
通
し
て
小
名
木
川
の
い
ろ
い
ろ
な
世
界

を
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ

の
先
小
名
木
川
を
全
部
埋
め
立
て
る
と
い
う

こ
と
は
多
分
行
わ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

永
久
に
残
る
史
跡
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す

し
、
そ
う
信
じ
て
お
り
ま
す
。
何
年
後
、
何

十
年
後
小
名
木
川
の
景
観
は
変
わ
っ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
小
名
木
川
を
中
心
と

し
た
研
究
が
ま
す
ま
す
進
ん
で
い
く
こ
と
を

願
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
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【
日
時
】
２
月
２１
日
（
土
）
〜
３
月
２８
日
（
日
）

【
場
所
】
中
川
船
番
所
資
料
館
　
１
階

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
・
資
料
閲
覧
学
習
室

わ
た
し
た
ち
は
小
・
中
学
校
で
、
入
学
式

や
卒
業
式
と
い
っ
た
節
目
ご
と
に
校
歌
を
歌

う
場
面
に
出
会
っ
て
き
ま
し
た
。
校
歌
を
歌

っ
た
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
で
、「
そ
の
学
校

に
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
ら
れ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
校
歌
は
明
治
時
代
以
降
に

学
制
が
公
布
さ
れ
、
近
代
教
育
制
度
が
作
り

上
げ
ら
れ
る
過
程
に
お
い
て
登
場
し
て
き
ま

し
た
。
戦
前
ま
で
は
、
校
歌
を
歌
う
こ
と
に

よ
っ
て
愛
校
心
を
醸
成
す
る
と
と
も
に
、
日

本
国
民
と
し
て
の
道
徳
を
も
身
に
つ
け
さ
せ

ら
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
戦
後
に
入
り
自
由
教
育
の
波
が
訪
れ

る
と
、
歌
詞
の
語
句
な
ど
が
よ
り
平
易
で
わ

か
り
や
す
い
も
の
と
な
り
、
ど
の
学
校
に
も

校
歌
が
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
校
歌
の
歌
詞
に
は
教
育
理
念
な
ど

と
と
も
に
、
地
域
の
特
色
が
入
れ
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
子
供
た
ち

に
未
来
に
お
け
る
地
域
の
担
い
手
と
し
て
の

意
識
を
感
じ
取
っ
て
も
ら
う
目
的
が
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち

が
歌
っ
て
き
た
校
歌
を
み
て
い
く
と
、
そ
の

地
域
の
特
徴
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
展
示
で
は
、「
校
歌
に
み
る
江
東
区
の

原
風
景
」
と
い
う
こ
と
で
、
江
東
区
の
地
域

的
特
色
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
校
歌
の
歴

史
的
な
う
つ
り
か
わ
り
に
つ
い
て
も
み
て
い

き
ま
す
。

去
る
１２
月
１９
日
に
、
第
５
回
「
江
東
ふ
る

さ
と
歴
史
研
究
」
の
入
選
者
表
彰
式
が
江
東

区
教
育
長
室
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
入

選
さ
れ
た
の
は
岩
松
精
氏
と
増
田
宏
氏
で
、

日
頃
の
地
道
な
研
究
の
成
果
が
評
価
さ
れ
ま
し

た
。
入
選
論
文
は
『
江
東
ふ
る
さ
と
歴
史
研
究
』

５
号
と
し
て
、
文
化
財
係
で
有
償
（
３
０
０

円
）
頒
布
し
ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
に
な
っ

て
く
だ
さ
い
。
選
考
さ
れ
た
論
文
の
一
覧
は

次
の
と
お
り
で
す
（
敬
称
略
・
五
十
音
順
）。

◎
入
選

「『
瓢
池
園
』
と
『
旭
焼
』
―
深
川
を
通
り
抜

け
て
い
っ
た
近
代
陶
磁
器
産
業
―
」

岩
松
　
　
精
（
江
東
区
高
橋
）

「
慶
応
二
年
の
打
ち
こ
わ
し
と
深
川
」

増
田
　
　
宏
（
港
区
芝
）

○
佳
作

「
三
月
十
日
空
襲
　
炎
と
影
の
記
録
」

及
川
　
　
哲
（
江
東
区
白
河
）

「
海
辺
化
と
堀
辺
化
に
お
け
る
寺
院
と
神
々

―
江
戸
時
代
・
深
川
の
宗
教
的
特
質（
序
論
）」

小
野
沢
永
秀
（
江
東
区
北
砂
）

「
北
方
領
土
と
深
川
の
四
傑
」

桑
名
　
正
行
（
江
東
区
古
石
場
）

訃
　
報

江
東
区
登
録
無
形
文
化
財
（
工
芸
技

術
・
染
織
）
保
持
者
鈴
木
保
氏
（
大
島

６
―
２５
―
１
）
は
、
去
る
１２
月
１７
日
に

逝
去
さ
れ
ま
し
た
（
８１
歳
）。

謹
ん
で
追
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

て
も
懐
か
し
く
て
お
も
し
ろ
い
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
。
展
示
を
担
当
さ
れ
た
水み
ず

鳥と
り

先
生
は

「
資
料
を
集
め
る
の
に
苦
労
し
ま
し
た
が
、
子

供
た
ち
に
は
実
物
を
通
し
て
昔
の
こ
と
を
知

っ
て
ほ
し
い
で
す
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

資
料
室
は
３
月
中
旬
ま
で
公
開
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
た
く
さ
ん
の
子
供
た
ち
の
目
に
ふ
れ
て

民
俗
資
料
た
ち
も
幸
せ
一
杯
だ
と
思
い
ま
す
。

文
化
財
係
で
は
区
民
の
方
々
か
ら
、
昔
懐

か
し
い
道
具
類
を
民
俗
資
料
と
し
て
寄
贈
し

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
現
在
６
０
０

０
点
を
超
え
る
資
料
た
ち
は
中
川
船
番
所
資

料
館
の
収
蔵
庫
や
そ
の
他
い
く
つ
か
の
倉
庫

に
眠
っ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
最
も
多
く
の

資
料
を
保
管
し
て
い
る
の
が
旧
第
二
辰
巳
幼

稚
園
の
校
舎
を
利
用
し
た
倉
庫
で
す
。
こ
ち

ら
は
区
立
第
二
辰
巳
小
学
校
（
辰
巳
１
）
と

同
じ
敷
地
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
度
、

同
校
の
開
校
３０
周
年
を
記
念
し
た
資
料
室
に

冷
蔵
庫
や
お
釜
、
七
輪
し
ち
り
ん

や
練
炭
れ
ん
た
ん

な
ど
１８
点
の

民
俗
資
料
が
貸
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
資
料

は
「
昭
和
の
生
活
コ
ー
ナ
ー
」
に
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
に
も
「
昔
の
教
科
書

コ
ー
ナ
ー
」「
３０
年
前
の
給
食
再
現
」
な
ど
先

生
方
手
作
り
の
解
説
板
も
豊
富
で
、
生
徒
だ

け
で
は
な
く
父
兄
さ
ん
た
ち
に
と
っ
て
も
と

校
歌
に
見
る
江
東
区
の
原
風
景 
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展示されている民俗資料たち


