
こ
こ
で
、
展
示
品
を
製
作
し
た
職
人
さ
ん

（
区
無
形
文
化
財
工
芸
技
術
保
持
者
）
た
ち

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

投
網
製
作

投と

網あ
み

は
、
上
部
に
手
綱
、
下
部
に
錘
お
も
り
を

付
け
た
円え
ん

錐す
い

形け
い

の
網あ
み

で
、
水
中
に
投
げ
広
げ

て
網
を
水
底
に
沈
め
、
手
綱
を
引
い
て
網
を

す
ぼ
め
、
魚
を
引
き
あ
げ
ま
す
。
お
も
に
川

や
浅
い
海
で
使
い
ま
す
。
大
久
保
亀
吉
さ
ん

は
、
明
治
３７
年
１２
月
５
日
に
生
ま
れ
、
家
業

の
船
宿
と
投
網
製
作
を
受
け
継
ぎ
、
４
代
目

と
な
り
ま
し
た
。
平
成
６
年
１１
月
１７
日
没
。

竹
工
（
釣
竿
）

江
戸
前
の
海
に
近
く
、
水
路
が
縦
横
に
走

り
、
釣
り
の
ポ
イ
ン
ト
が
た
く
さ
ん
あ
る
江

東
区
に
は
、
釣つ
り

竿ざ
お

職
人
が
多
く
い
た
と
い
わ

れ
ま
す
。
釣
竿
の
材
料
は
、
ま
っ
す
ぐ
な
矢

竹
で
す
が
、
矢
竹
１
本
で
一
竿
が
作
れ
る
の

で
は
な
く
、
６
本
継
の
竿
な
ら
、
そ
の
う
ち

の
１
本
し
か
作
れ
ま
せ
ん
。
菅す
が

野の
け
い

太た

郎ろ
う

さ

ん
は
、
明
治
３５
年
１２
月
１５
日
に
生
ま
れ
、
１５

才
よ
り
祖
父
以
来
の
技
術
を
父
か
ら
習
得

し
、「
竿
冨
士
」
と
号
し
ま
し
た
。
平
成
９

年
５
月
２８
日
没
。

船
大
工

船
大
工
は
船
番
匠

ふ
な
ば
ん
じ
ょ
う
と
も
い
わ
れ
た
よ
う

に
、
大
工
（
は
じ
め
番
匠
）
か
ら
分
か
れ
た

技
術
で
す
。
１５
世
紀
の
こ
ろ
、
船
の
大
型
化

と
製
材
技
術
の
発
展
に
と
も
な
い
、
船
大
工
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■工匠壱番館展示替え!!
☆水辺の工芸・はくもの

□平成15年度新指定・登録文化財紹介

○江東歴史紀行
☆校歌に見る江東区の原風景

◎第22回時雨忌記念講演会講演録
☆実践としての不易流行論

□あるく・きく・かく文化財レポート
☆天然理心流の創始者・近藤長裕の墓

○平成15年度民俗資料寄贈者リスト

横十間川親水公園で活躍中の佐野一郎さん作の和船（撮影協力：和船友の会）

水辺の工芸／はくもの水辺の工芸／はくもの

工 匠壱番館常設展示替え  工 匠 壱 番 館 常 設 展 示 替 え  

伝統工芸品を展示している工匠
たくみ

壱
いち

番
ばん

館
かん

（森下文化センター２階、森下

３―１２―１７、第１・３月曜日休館）では、常設展示の一部を替えま

した。今回は、「水辺の工芸」として投網・釣竿・和船（写真）・船釘を、

「はくもの」として袴・足袋・股引
ももひき

を展示します。

◆
◆
◆

水
辺
の
工
芸
　
◆
◆
◆



が
専
業
化
し
ま
し
た
。
佐
野
一
郎
さ
ん
は
、

大
正
９
年
２
月
１２
日
に
生
ま
れ
、
昭
和
６
年

ご
ろ
か
ら
家
業
の
造
船
業
を
手
伝
い
な
が
ら
、

技
術
を
習
得
し
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
佐
野

家
８
代
目
と
な
り
ま
し
た
。

金
工
（
船
釘
）

船ふ
な

釘く
ぎ

は
、
和
船
を
造
る
た
め
に
用
い
る
釘

で
す
。
船
大
工
が
使
い
や
す
く
、
打
ち
込
ん

で
も
板
が
割
れ
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
、
数
十

種
類
の
形
や
大
き
さ
が
あ
り
ま
す
。
大
き
な

艀
で
は
し
け
　

３
５
０
０
本
、
小
さ
な
海
苔
の

り

船
で
も

２
５
０
本
ほ
ど
を
使
い
ま
す
。
松
江
嘉
治
さ

ん
は
、
明
治
４２
年
８
月
２１
日
に
生
ま
れ
、
祖

父
亀
吉
さ
ん
以
来
の
船
釘
作
り
を
受
け
継
ぎ

ま
し
た
。
平
成
６
年
６
月
２８
日
没
。

仕
舞
袴
製
作

仕
舞
袴
は

し
ま
い
ば
か
ま
　

、
能
楽
の
う
が
く

や
踊
り
の
と
き
に
は
く

も
の
で
、
伝
統
文
化
に
興
味
を
お
持
ち
の
方

は
、
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
足
を
高

く
あ
げ
た
り
、
平
行
に
ず
ら
し
や
す
い
よ
う

に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
杉
浦
武
雄
さ
ん
は
、

大
正
３
年
１０
月
１０
日
に
生
ま
れ
、
１３
才
で
父

健
吉
さ
ん
に
弟
子
入
り
を
し
、
帯
・
袴
の
技

術
を
習
得
し
ま
し
た
。
仕
舞
袴
の
仕
立
て
は

戦
前
か
ら
は
じ
め
て
い
ま
す
。

相
撲
呼
び
出
し
裁
着
袴
製
作

裁
着
袴
と

た
っ
つ
け
ば
か
ま
　

聞
い
て
わ
か
る
人
は
、
相
当
の

相す

撲も
う

通つ
う

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
裁
着
袴
は
、

相
撲
の
取
り
組
み
の
前
に
力
士
の
名
を
呼
ぶ

「
呼
び
出
し
」
が
は
き
ま
す
。
富
永
皓
さ
ん
は
、

昭
和
１０
年
１
月
２
日
に
生
ま
れ
、
父
清
吉
さ

ん
に
つ
い
て
技
術
を
習
得
し
、
３７
才
か
ら
裁

着
袴
の
製
作
を
は
じ
め
て
今
日
に
至
っ
て
い

ま
す
。

足
袋
製
作

和
服
姿

の
時
に
は

く
足
袋
た

び

を

製
作
し
た

の
は
箕
輪

庄
太
郎
さ

ん
で
す
。

大
正
１１
年

１
月
３
日

に
生
ま
れ
、
１７
、
１８
才
の
こ
ろ
か
ら
父
博
さ

ん
を
手
伝
っ
て
足
袋
を
作
り
は
じ
め
ま
し
た
。

店
が
両
国
に
近
い
こ
と
も
あ
り
、
相
撲
力
士

の
足
袋
も
製
作
し
て
い
ま
す
。
稽け
い

古こ

の
時
な

ど
、
足
が
す
れ
る
の
を
ふ
せ
い
だ
り
、
出
歩

く
と
き
な
ど
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
大
き

さ
は
普
通
で
２８
㎝
ほ
ど
も
あ
り
、
３０
㎝
以
上

の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

鳶
装
束
製
作

深
川
周
辺
に
は
、
鳶
職

と
び
し
ょ
く
の
人
が
多
く
、
鳶

装
束
の
需
要
じ
ゅ
よ
う

も
高
か
っ
た
よ
う
で
す
。
鳶
装

束
は
半
天
、
股
引
も
も
ひ
き

、
腹
掛
、
シ
ャ
ツ
な
ど
で

成
り
、
そ
の
う
ち
股
引
と
半
天
を
展
示
し
て

い
ま
す
。
野
中
健
吉
さ
ん
は
、
大
正
１３
年
４

月
３
日
に
生
ま
れ
、
昭
和
２５
年
ご
ろ
か
ら
鳶

装
束
の
製
作
を
は
じ
め
、
独
学
で
工
夫
を
重

ね
て
い
き
ま
し
た
。
平
成
１０
年
５
月
２５
日
没
。

【
工
匠
壱
番
館
案
内
】

都
営
新
宿
線
・
大
江
戸
線

森
下
駅
徒
歩
１０
分

あ
な
た
は
振

袖
な
ど
に
描
か
れ

た
多
彩
で
華
麗
な

絵
模
様
に
魅
了
さ

れ
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
も

し
、
あ
の
美
し
い

色
彩
や
文
様
を
自

分
の
手
で
描
く
こ

と
が
出
来
た
な
ら

…
。
そ
う
思
い
の
方
、
日
本
の
伝
統
工
芸
の

技
を
習
得
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
本
講
座
で

は
色
挿さ

し
ま
で
の
工
程
を
習
得
し
ま
す
。

講
師
　
和
田
宣
明

（
区
登
録
無
形
文
化
財
保
持
者
）

期
間
　
５
月
２２
日
（
土
）
〜
１１
月
１３
日
（
土
）

午
後
２
時
か
ら
４
時
（
全
１２
回
）

※
６
回
で
１
工
程
。２

作
品
作
り
ま
す
。

場
所
　
江
東
区
森
下
文
化
セ
ン
タ
ー

定
員
　
１０
名

費
用

受
講
料
　
２
７，

０
０
０
円

教
材
費
　
３
０，

０
０
０
円

申
込
・
詳
細

江
東
区
森
下
文
化
セ
ン
タ
ー

森
下
３
―
１２
―
１７

1
５
６
０
０
―
８
６
６
６

2

◆
◆
◆

は
く
も
の
　
◆
◆
◆

左から裁着袴・仕舞袴・股引

水辺の工芸

はくもの（足袋）

森
下
文
化
セ
ン
タ
ー
前
期
講
座

伝
統
工
芸
入
門
手
描
友
禅
募
集
中
！



指
定
文
化
財

【
種
　
別
】
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）

【
名
　
称
】
縫
紋

ぬ
い
も
ん

【
保
持
者
】
天
野
一
政

縫
紋
は
、
羽
織
・
着
物
な
ど
に
、
刺し

繍
し
ゅ
う
で

家
紋
を
縫
う
技
術
で
す
。
紋
柄
は
、
一
般
的

な
家
紋
と
創
作
的
な
も
の
に
分
か
れ
ま
す
。

そ
の
う
ち
後
者
は
「
加
賀
紋
」
な
ど
と
呼
ば

れ
、
限
ら
れ
た
範
囲
に
松
・
竹
・
梅
な
ど
の

文
様
を
組
み
合
わ
せ
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
刺
繍

す
る
の
が
特
徴
で
す
。
ま
た
、
紋
の
柄
に
よ

っ
て
、
縫
い
方
・
色
彩
な
ど
も
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
長
年
の
経
験
が
必
要
で
す
。

天
野
さ
ん
は
、
深
川
富
岡
町
で
生
ま
れ
、

昭
和
１１
年
に
渋
谷
区
恵
比
寿
で
刺
繍
職
人
の

弟
子
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
縫
紋
の
仕

事
は
、
戦
後
深
川
に
も
ど
っ
て
か
ら
本
格
的

に
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
の
地
が
、
生
ま
れ
育

っ
た
場
所
で
あ
り
、
呉
服
問
屋
の
集
ま
る
日

本
橋
に
も
近
か
っ
た
た
め
で
し
た
。
以
降
、
深

川
で
５０
年
以
上
も
の
間
、
縫
紋
の
仕
事
を
続

け
、
平
成
元
年
に
江
東
区
登
録
無
形
文
化
財

（
工
芸
技
術
）
保
持
者
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

登
録
文
化
財

【
種
　
別
】
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）

【
名
　
称
】
染
織

せ
ん
し
ょ
く

（
無
地

む

じ

染ぞ
め

）

【
保
持
者
】
近
藤
良
治

り
ょ
う
じ

無
地
染
は
、
縮
緬
ち
り
め
ん

・
羽
二
重

は
ぶ
た
え

な
ど
の
白
生

地
を
、
染
料
を
溶
い
た
溶
液
に
つ
け
込
み
、

ム
ラ
な
く
染
め
る
技
術
で
、
更さ
ら

紗さ

や
小こ

紋も
ん

な

ど
の
型
染
め
と
は
違
い
ま
す
。
全
体
に
ム
ラ

が
な
い
よ
う
に
、
染
料
の
加
減
を
調
節
し
つ

つ
、
何
度
も
染
め
を
繰
り
返
し
ま
す
。
染
め

の
過
程
で
は
、
常
に
目
で
色
合
い
を
確
認
し

な
が
ら
、
均
一
に
染
め
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、

色
の
く
す
み
や
深
み
を
だ
す
こ
と
も
非
常
に

難
し
い
技
術

で
す
。
そ
の

判
断
に
は
、

色
合
い
を
見

極
め
る
、
長

年
の
経
験
が

必
要
で
す
。

江
戸
時
代
に

多
く
の
人
に

好
ま
れ
た
江
戸
紫
も
、
無
地
染
め
に
よ
っ
て

だ
さ
れ
た
色
合
い
で
し
た
。

近
藤
さ
ん
は
、
２２
歳
の
と
き
に
父
、
由
太

郎
さ
ん
に
弟
子
入
り
し
、
技
術
を
習
得
し
ま

し
た
。
１０
年
程
前
か
ら
は
、
無
地
染
め
の
技

術
を
応
用
し
、
色
を
重
ね
る
「
重
ね
染
め
」
に

も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

【
種
　
別
】
史
跡

【
名
　
称
】
伊い

東
深
水

と
う
し
ん
す
い

誕
生
の
地

【
所
在
地
】
森
下
１
、
常
盤
２
付
近

伊
東
深
水
は
、
明
治
３１
年
（
１
８
９
８
）

２
月
４
日
に
深
川
西
森
下
町
（
森
下
１
、
常

盤
２
付
近
）
で
生
れ
ま
し
た
。
本
名
は
一
は
じ
め
で

す
。
深
川
尋
常
高
等
小
学
校
（
現
、
深
川
小

学
校
）
に
入
学
し
ま
す
が
、
２
年
生
の
時
、

父
の
失
職
で
深
川
の
地
を
離
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
深
川
と
の
縁
は
深
く
、
明
治
４１
年
に

深
川
東
大
工
町
（
白
河
４
―
９
）
の
東
京
印

刷
株
式
会
社
に
勤
務
す
る
と
、
こ
こ
で
画
才

が
認
め
ら
れ
、
日
本
画
家
の
鏑
木
か
ぶ
ら
ぎ

清
方
き
よ
か
た

に
入

門
し
ま
し
た
。
深
水
の
雅
号
は
、
深
川
の
水

に
ち
な
む
も
の
で
清
方
が
つ
け
ま
し
た
。

入
門
の
翌
年
に
は
、
巽
た
つ
み
画
会
展
に
出
品
し

た
「
の
ど
か
」
が
初
入
選
。
大
正
３
年
に
は

「
桟さ

敷じ
き

の
女
」、
翌
年
に
は
「
十
六
の
女
」
が

院
展
、
文
展
で
入
選
す
る
な
ど
、
次
第
に
画

家
と
し
て
の
地
位
を
築
き
ま
し
た
。
深
水
は
、

江
戸
浮
世
絵
の
流
れ
を
汲
み
つ
つ
、
女
性
の

美
し
さ
を
創
出
す
る
日
本
画
家
と
し
て
、
日

本
の
近
代
美
術
史
に
大
き
な
功
績
を
残
し
ま

し
た
。
そ
の
功
績
か
ら
、
昭
和
３３
年
５
月
に

日
本
芸
術
院
会
員
に
な
り
、
４７
年
５
月
に
７４

歳
で
没
し
ま
し
た
。

登
録
解
除

【
種
別
】
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）

【
名
称
】
刺
繍

保
持
者
認
定
解
除

【
種
別
】
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）

【
保
持
者
（
名
称
）】

①
鈴
木
安
蔵
（
刺
繍
）

②
鈴
木
　
保
（
染
織
〈
更
紗
染
〉）

【
解
除
理
由
】
逝
去
の
た
め

3

縫紋は細かい作業の連続（天野さん）

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
１５
年
度
諮
問
分
の
う
ち
、
区
文
化
財
と
し
て
新
た
に
１
件
を
指
定
、
２
件
を
登
録

し
、
１
件
を
登
録
解
除
、
２
名
を
認
定
解
除
し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
江
東
区
内
に
あ
る
指
定
、
登

録
文
化
財
の
総
数
は
、
１
０
２
７
件
（
指
定
２３
件
、
登
録
１
０
０
４
件
）
に
な
り
ま
し
た
。

北鎌倉の画室にて（昭和30年代）

生地の染まり具合を調整（近藤さん）

新
指
定
・
登
録
文
化
財
の
紹
介 
新
指
定
・
登
録
文
化
財
の
紹
介 



１
、
は
じ
め
に

「
実
践
と
し
て
の
不
易
流
行
論
」
と
タ
イ

ト
ル
を
つ
け
ま
し
た
。
世
界
や
人
生
の
根
本

原
理
の
よ
う
に
説
か
れ
る
こ
の
思
想
を
、
本

日
は
俳
諧
は
い
か
い

と
い
う
文
芸
の
現
場
に
も
ど
し
て
、

実
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
行
脚
あ
ん
ぎ
ゃ

を
通
し
て

芭
蕉
の
心
に
熟
し
た
旅
の
本
質
が
、
連
句
の

魅
力
と
し
て
実
践
さ
れ
て
ゆ
く
文
芸
観
で
あ

っ
た
可
能
性
を
探
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

２
、
不
易
流
行
観
の
現
状

不
易
流
行
を
、
決
し
て
変
わ
る
こ
と
の
な

い
静
的
な
も
の
と
、
変
わ
り
続
け
る
動
的
な

も
の
、
つ
ま
り
対
立
す
る
二
項
と
し
て
説
明

す
る
人
が
い
ま
す
。
し
か
し
不
易
は
理
念
（
考

え
）
で
あ
り
、
流
行
は
情
況
（
様
子
）
で
す
。
理

念
は
理
念
と
、
情
況
は
情
況
と
し
か
向
か
い

合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の

説
明
は
な
り
た
ち
ま
せ
ん
。

一
方
、
俳
諧
に
お
け
る
不
易
流
行
の
定
義

は
、
元
禄
二
年
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅

以
後
に
、
芭
蕉
が
門
人
に
説
い
た
蕉
風
俳
諧

の
理
念
で
、
不
易
は
永
久
不
変
、
流
行
は

刻
々
の
変
化
を
意
味
す
る
が
、
両
者
は
根
本

で
同
一
で
あ
り
、
と
も
に
風
雅
の
誠
に
基
づ

く
と
説
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
宇
宙

の
根
源
主
宰
者
と
し
て
の
「
造
化
（
造
物
主
）」

の
恒
常
不
変
の
原
理
を
「
理
」、
生
成
創
造
の

活
動
を
「
気
」
と
し
、
そ
の
本
体
を
「
誠
」

と
す
る
考
え
方
に
基
づ
き
、
俳
諧
の
本
質
と

俳
諧
者
の
当
為
（
あ
る
べ
き
姿
）
を
示
す
も

の
だ
と
い
い
ま
す
。

そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
は
い
か
に
も
抽

象
的
で
芭
蕉
が
思
想
家
か
哲
学
者
で
あ
る
か

の
よ
う
に
難
し
く
、
私
は
歯
が
立
ち
そ
う
に

あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
こ
う
難
し
い
か
と
い
う

と
、
芭
蕉
が
直
接
不
易
流
行
に
つ
い
て
語
っ

た
も
の
が
な
く
、
門
人
の
記
述
を
通
し
て
考

え
る
よ
り
仕
方
が
な
い
か
ら
で
す
。

３
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
と
不
易
流
行

不
易
流
行
の
意
味
は
実
は
『
お
く
の
ほ
そ

道
』
の
「
行
き
交か

う
」
と
い
う
言
葉
が
解
明

し
て
く
れ
ま
す
。
例
の
序
章
に
あ
る
「
月
日

は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
（
ゆ
き
）
か
ふ

年
も
又
旅
人
也
」
と
い
う
一
文
で
す
。

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
出
立
が
千
住
の
、

行
く
春
や
鳥
啼な

き
魚う

お

の
目
は
泪
　

　
　
な
み
だ
　

で
始
ま
り
、
大
垣
の
、

蛤
の

　
は
ま
ぐ
り
　

ふ
た
み
に
わ
か
れ
行
秋
ぞ

と
結
ば
れ
て
、
こ
の
作
品
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が

「
行
く
」
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
「
行
く
」
だ
け
で
は
旅
の
本
質
と

し
て
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
く
春
は
来

る
夏
と
、
行
く
秋
は
来
る
冬
と
逢
っ
て
別
れ

る
の
で
す
。
芭
蕉
は
千
住
で
見
送
り
の
人
々

と
別
れ
、
大
垣
で
は
伊
勢
に
赴
く
た
め
に
、

芭
蕉
を
出
迎
え
て
く
れ
た
人
々
と
別
れ
る
、

つ
ま
り
「
行
き
交
う
」
相
手
が
あ
っ
て
、
初

め
て
旅
と
な
り
、
旅
人
と
な
る
の
で
す
。

平
成
八
年
に
、
芭
蕉
自
筆
本
の
『
お
く
の

ほ
そ
道
』
が
発
見
さ
れ
、
た
く
さ
ん
の
貼
紙

訂
正
や
推
敲
の
存
在
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ

の
一
番
最
初
の
貼
紙
が
「
立
ち
帰
る
」
か
ら

「
行
か
ふ
」
へ
の
推
敲
で
し
た
。
こ
れ
は
、

「
行
っ
て
戻
る
」
か
ら
「
逢
っ
て
別
れ
る
」

へ
の
推
敲
と
い
え
ま
す
。

つ
ま
り
序
章
は
、
月
と
太
陽
が
、
行
く
年

と
来
る
年
が
、
船
頭
や
馬ま

子ご

と
旅
人
が
逢
っ

て
別
れ
る
と
い
う
情
況
を
提
示
し
て
、
そ
う

い
う
万
物
流
転
の
場
で
あ
る
ゆ
え
に
立
ち
現

れ
る
情
と
い
う
も
の
が
旅
と
旅
人
の
本
質
な

の
だ
と
説
い
て
い
る
の
で
す
。
結
び
の
、

草
の
戸
も
住
替
る
代よ

ぞ
雛ひ

な

の
家

と
い
う
句
は
、
し
た
が
っ
て
『
お
く
の
ほ

そ
道
』
の
行
き
交
う
最
初
の
場
面
で
あ
り
ま

す
。
妻
子
も
定
職
も
持
た
な
い
世
捨
て
人
の

よ
う
な
芭
蕉
と
対
照
的
な
家
族
が
「
草
の
戸
」

と
い
う
場
で
入
れ
替
わ
る
。「
雛
の
家
」
と

い
う
言
葉
が
い
か
に
も
印
象
的
で
見
事
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

不
易
流
行
と
は
旅
と
旅
人
の
本
質
を
、
行

き
交
う
世
界
の
発
見
に
よ
っ
て
説
く
言
葉
で

あ
っ
た
と
思
う
ゆ
え
ん
で
す
。

４
、
不
易
流
行
と
連
句

と
こ
ろ
で
、
旅
と
旅
人
の
本
質
を
言
い
当

て
た
不
易
流
行
と
い
う
言
葉
は
、
連
句
の
本

質
を
突
く
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。
連
句
は
複

数
の
人
で
行
わ
れ
る
長
句
と
短
句
の
応
酬
で

す
が
、
付
句
を
請
け
負
う
局
面
と
い
う
の
は
、

実
に
旅
と
旅
人
に
似
て
い
ま
す
。

付
句
は
他
者
が
創
造
し
た
前
句
に
制
約
さ

れ
な
が
ら
、
自
分
の
感
慨
を
描
写
し
た
世
界

で
す
。
付
句
の
作
者
は
あ
た
か
も
『
お
く
の
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ほ
そ
道
』
の
序
章
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
予

想
だ
に
し
な
か
っ
た
前
句
の
世
界
と
出
逢
う

が
ゆ
え
に
、
む
し
ろ
未
知
の
己
お
の
れ
を
発
見
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
か
ら
一
例
を
あ
げ
ま

し
ょ
う
。
白
河
の
関
で
奥
州
に
入
っ
た
芭
蕉

は
、
須す

賀か

川が
わ

で
等
躬
（
と
う
き
ゅ
う
）
と
い

う
人
を
訪
ね
ま
す
。
そ
こ
で
等
躬
か
ら
、
歌

枕
で
あ
る
白
河
の
関
を
ど
ん
な
感
慨
で
越
え

た
か
と
問
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
芭
蕉
は
、
感

動
が
強
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
ろ
く
な
作
品
は
で

き
な
か
っ
た
と
弁
解
し
た
上
で
、

風
流
の
初
や
お
く
の
田
植
歌

と
い
う
句
を
披
露
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

「
脇
、
第
三
と
つ
づ
け
て
、
三
巻
と
な
し
ぬ
」

と
結
ん
で
い
ま
す
。
一
巻
は
三
十
六
句
で
す
。

芭
蕉
の
こ
の
句
を
発
句
ほ
っ
く

に
し
て
、
等
躬
と
曽そ

良ら

の
三
人
で
三
度
も
連
句
に
興
じ
た
と
い
う

の
で
す
。
発
句
に
続
く
二
句
（
脇
・
第
三
）

は
次
の
通
り
で
す
。

覆
盆
子
を
折
て
我
ま
う
け
草

水
せ
き
て
昼
寝
の
石
や
な
を
す
ら
ん

「
覆
盆
子
」
は
「
い
ち
ご
」
で
、
等
躬
の

作
で
す
。
芭
蕉
が
、
陸
奥
の
最
初
の
感
動
は

田
植
歌
で
し
た
と
挨
拶
し
た
発
句
を
う
け
て
、

田
舎
な
の
で
野
い
ち
ご
く
ら
い
し
か
お
も
て

な
し
は
で
き
ま
せ
ん
と
謙
遜
け
ん
そ
ん

し
た
の
で
す
。

ま
た
「
水
せ
き
て
」
の
句
は
曽
良
の
作
で
、

等
躬
が
も
て
な
す
野
い
ち
ご
を
脇
に
置
い
て
、

川
べ
り
で
く
つ
ろ
ぐ
人
物
を
描
い
て
い
ま
す
。

夏
目
漱
石
の
名
の
由
来
で
あ
る
枕
石
漱
流

（
ち
ん
せ
き
そ
う
り
ゅ
う
）
の
故
事
を
踏
ま

え
て
い
ま
す
。

連
句
の
世
界
は
こ
う
い
う
付
合
の
展
開
で

す
が
、
付
句
の
作
者
は
前
句
が
成
立
す
る
ま

で
何
の
準
備
も
で
き
な
い
こ
と
が
お
わ
か
り

い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ば
万
物

流
転
の
韻
文
の
様
式
で
、
旅
と
旅
人
同
様
に
、

連
句
は
不
易
流
行
の
真
剣
勝
負
を
快
感
と
す

る
世
界
な
の
で
す
。

５
、「
三
巻
と
な
し
ぬ
」
の
意
図

先
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
に
、『
お
く
の
ほ

そ
道
』
に
「
脇
、
第
三
と
つ
づ
け
て
、
三
巻

と
な
し
ぬ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
実
は
自
筆
本

に
は
「
一
巻
」
と
あ
り
、
そ
れ
を
写
し
た
曽

良
本
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
も
初
め
は
「
一
巻
」

で
、
そ
れ
を
推
敲
し
て
「
三
巻
」
と
直
し
て

い
ま
す
。
芭
蕉
の
「
風
流
の
」
と
い
う
発
句

を
も
と
に
し
た
連
句
は
一
巻
し
か
残
っ
て
い

ま
せ
ん
の
で
、「
三
巻
と
な
し
ぬ
」
と
い
う
事

実
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
推
敲
の
意
図
は
な
に
か

と
い
う
問
題
に
答
え
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
答
え
は
、
旅
と
同
じ
く
連
句

も
過
程
が
す
べ
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
プ

ロ
セ
ス
を
楽
し
ま
ず
に
終
着
点
へ
急
ぐ
こ
と

の
愚
か
さ
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
旅
は
不
易
流
行
の
連
続
で

あ
る
過
程
が
す
べ
て
で
す
。
死
に
急
ぐ
と
こ

ろ
に
人
生
が
な
い
の
も
い
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
つ
ま
り
こ
の
推
敲
に
は
、
念
願
の
陸

奥
入
り
を
果
た
し
た
興
奮
が
、
つ
い
に
三
巻

も
の
連
句
を
巻
か
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た

と
い
う
意
図
が
こ
め
ら
れ
た
の
で
す
。

芭
蕉
の
名
言
で
「
俳
諧
は
吟
呻
ぎ
ん
し
ん

の
間
の
楽

し
み
な
り
。
こ
れ
を
紙
に
写
す
時
は
反
古
ほ
う
ぐ

に

同
じ
」
と
か
、「
学
ぶ
事
は
つ
ね
に
あ
り
。
席

に
臨
ん
で
文
台
と
我
と
間
に
髪
を
い
れ
ず
、

お
も
ふ
事
速
か
に
い
ひ
出
で
て
、
爰こ
こ

に
至
り

て
迷
ふ
念
な
し
。
文
台
引
下
ろ
せ
ば
則
ち
反

古
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
不
易
流
行
観

と
無
縁
で
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
連

句
も
旅
も
、
そ
し
て
利き

い
た
風
な
こ
と
を
言

わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
人
生
も
こ
の
点
で

よ
く
似
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

６
、
む
す
び
と
し
て

連
句
の
実
践
に
は
、
前
句
と
の
関
わ
り
を

指
導
し
た
り
、
一
巻
全
体
を
見
渡
し
た
助
言

を
す
る
人
が
必
要
で
す
。
捌さ
ば

き
手
と
い
い
ま

す
。
例
え
ば
曽
良
が
第
三
を
案
じ
る
際
に
、

「
前
句
の
い
ち
ご
を
脇
に
置
い
て
、
川
べ
り

に
昼
寝
す
る
隠
逸
い
ん
い
つ

な
人
物
に
ふ
さ
わ
し
い
」

な
ど
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
「
石
に
枕
し
流
れ
に
漱
（
く
ち
す
す
）

ぐ
」
と
い
う
教
養
が
動
員
さ
れ
る
。
連
句
全

体
で
は
、
こ
う
し
て
時
に
源
氏
や
伊
勢
の
物

語
と
か
、
中
国
の
故
事
な
ど
が
効
果
的
に
引

用
さ
れ
て
格
調
を
調
と
と
の
え
ま
す
。
芭
蕉
の
本
領

は
こ
う
し
た
捌
き
に
あ
り
、
江
戸
市
中
に
あ

っ
て
俳
諧
師
に
専
念
し
て
い
た
時
代
は
、
こ

の
捌
き
の
能
力
で
生
計
を
支
え
た
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
残
さ
れ
て
い
る
連

句
作
品
は
、
そ
の
職
業
俳
諧
師
時
代
に
少
な

く
、
旅
の
俳
諧
師
と
な
っ
て
以
降
に
極
端
に

数
を
増
や
し
ま
す
。
そ
の
正
確
な
連
句
の
回

数
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
そ
の
も
の
を
読
ん

で
も
把
握
で
き
ま
せ
ん
が
、
未
完
の
も
の
を

含
め
る
と
、
こ
の
元
禄
二
年
の
旅
で
は
三
十

六
点
ほ
ど
の
作
品
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
連
句
作
品
は

漂
泊
の
旅
に
あ
っ
て
、
急
に
数
を
増
や
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
見
知
ら
ぬ
人
や
歴
史
と
の
、

予
期
せ
ぬ
遭
遇
が
旅
を
自
覚
さ
せ
、
連
句
の

魅
力
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
な
認
識
を
う
な
が

し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

連
句
と
は
こ
ん
な
ふ
う
に
魅
力
的
な
様
式

な
の
で
す
が
、
芭
蕉
没
後
は
す
こ
し
ず
つ
衰

退
の
歴
史
を
た
ど
り
ま
す
。
そ
れ
は
芭
蕉
以

後
の
捌
き
手
に
、
不
易
流
行
の
世
界
へ
誘
う

実
力
の
持
ち
主
が
出
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
も
あ
れ
、
連
句
の
世
界

が
見
え
な
い
と
、
俳
諧
や
芭
蕉
に
つ
い
て
見

誤
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
肝
に
銘
じ

て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

＊
こ
の
記
録
は
、
昨
年
１０
月
１２
日
に
行
な

わ
れ
た
、
時し

雨ぐ
れ

忌
記
念
講
演
会
の
内
容
を

要
約
し
た
も
の
で
す
。
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大
人
が
小
、
中
学
校
の
学
校
生
活
を
振
り

返
る
中
で
、
記
憶
の
か
た
す
み
に
残
っ
て
い

る
も
の
に
校
歌
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
実
際
、

一
般
的
に
入
学
式
や
卒
業
式
、
あ
る
い
は
学

期
の
始
業
式
、
終
業
式
の
場
で
校
歌
が
歌
わ

れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
で
き

ち
ん
と
歌
っ
て
い
よ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
メ

ロ
デ
ィ
や
歌
詞
の
一
部
を
比
較
的
覚
え
て
い

る
人
は
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
卒
業

後
の
同
窓
会
で
、
つ
い
校
歌
を
歌
っ
て
し
ま

う
人
た
ち
も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
校
歌
は

わ
れ
わ
れ
が
「
学
校
に
い
た
」
こ
と
を
認
識

す
る
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
拠
り
ど
こ
ろ
で

あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
こ
の
校
歌
で
す
が
、
実
は
学
校
設

立
に
あ
た
っ
て
は
必
ず
設
け
る
必
要
の
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
学
校
関
係
者
以
外
に
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
現
行

の
学
校
事
務
の
規
則
書
に
も
、
校
歌
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
項
は
見
あ
た

り
ま
せ
ん
。
で
は
、
な
ぜ
校
歌
を
作
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

江
戸
時
代
の
教
育
機
関
で
あ
る
藩
校
、
寺
子

屋
に
藩
校
歌
や
寺
子
屋
歌
な
ど
と
い
う
も
の

は
存
在
せ
ず
、
明
ら
か
に
明
治
以
降
の
産
物

で
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
元
来
、「
歌

を
歌
う
」
と
い
う
行
動
は
、
日
本
人
の
日
常

の
行
動
規
範
の
中
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
倉

田
喜
弘
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
ま
で
の
日

本
人
は
「
歌
わ
な
い
国
民
」
で
あ
り
、「
歌

え
な
い
国
民
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
ま
す

（『
近
代
歌
謡
の
軌
跡
』）。「
歌
え
な
い
国
民
」

と
評
し
た
の
は
、
開
国
以
降
に
来
航
し
た
外

国
人
で
、
こ
れ
は
従
来
の
日
本
の
音
楽
に
は

半
音
で
あ
る
「
フ
ァ
」
と
「
シ
」
が
用
い
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
し
た
。
ま
た
そ

の
一
方
で
、
外
国
人
の
演
奏
す
る
音
楽
を
聴

い
た
日
本
人
も
非
常
に
奇
異
な
も
の
と
し
て

映
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況

を
憂
慮
し
た
の
が
、
岩
倉
使
節
団
の
一
員
で

の
ち
に
文
部
大
輔
と
な
っ
た
田
中
不
二
麻
呂

で
し
た
。
彼
は
西
欧
列
強
で
行
わ
れ
て
い
た

唱
歌
教
育
に
目
を
つ
け
、
明
治
１２
年
（
１
８

７
９
）
に
文
部
省
内
に
音
楽
取
調
掛
を
設
置

し
ま
し
た
。
そ
し
て
お
雇
い
外
国
人
メ
ー
ソ

ン
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
唱
歌
教
育
を
実
践

し
て
い
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
文
部
省
の
取
り
組
み
に
対
応

し
て
、
各
府
県
で
も
同
様
の
動
向
が
見
ら
れ

ま
し
た
。
東
京
府
で
も
明
治
１３
年
（
１
８
８

０
）
に
学
務
課
内
に
唱
歌
編
製
を
担
当
す
る

部
署
が
置
か
れ
、
唱
歌
普
及
の
た
め
に
活
動

し
ま
す
。
校
歌
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
背
景
に
は
、
こ
の
唱
歌
教
育
の
普
及
が
大

き
な
要
因
と
な
り
ま
し
た
。
唱
歌
教
育
普
及

の
過
程
で
「
蛍
の
光
」
や
「
ふ
る
さ
と
」
と

い
っ
た
唱
歌
と
と
も
に
、
校
歌
も
作
ら
れ
て

い
き
ま
す
。
江
東
区
内
で
は
、
明
治
３６
年

（
１
９
０
３
）
に
制
定
さ
れ
た
深
川
尋
常
小
学

校
（
現
深
川
小
学
校
）
を
皮
切
り
に
、
明
治

４３
年
（
１
９
１
０
）
の
東
陽
尋
常
小
学
校

（
現
東
陽
小
学
校
）、
亀
戸
尋
常
小
学
校
（
現

第
一
亀
戸
小
学
校
）、
明
治
尋
常
小
学
校
（
現

明
治
小
学
校
）
と
相
次
い
で
作
ら
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
戦
前
ま
で
の
校
歌
は
、
必
ず

東
京
都
学
務
課
を
通
し
て
文
部
省
の
認
可
を

受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際

に
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
合
わ
せ
に
く
い
、
も
し

く
は
言
葉
遣
い
が
難
し
い
な
ど
の
理
由
で
訂

正
を
指
示
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
東

京
都
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
江
東
区

内
の
小
学
校
の
校
歌
申
請
書
類
は
３
点
で
、

東
陽
尋
常
小
学
校
、
臨
海
尋
常
小
学
校
（
現

臨
海
小
学
校
）、
扇
橋
尋
常
小
学
校
（
現
扇
橋

小
学
校
）
の
校
歌
に
つ
い
て
制
定
が
許
可
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
手
続
き
は
戦
前
ま
で
の
も
の

で
、
戦
後
に
な
る
と
各
学
校
が
学
校
教
育
の

内
容
や
地
域
環
境
に
合
わ
せ
、
独
自
に
制
定

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
中
に
は
戦
前

の
皇
国
教
育
を
背
景
と
し
て
制
定
さ
れ
た
校

歌
を
作
り
替
え
る
学
校
も
登
場
し
ま
し
た
。

特
に
第
二
大
島
小
学
校
は
校
歌
を
２
度
作
り

替
え
て
い
ま
す
。
昭
和
２６
年
（
１
９
５
１
）

ま
で
の
校
歌
は
「
大
内
山
の
真
東
に
御
恵
う

け
て
」
と
始
ま
り
ま
す
。「
大
内
山
」
は
皇
居

を
示
す
言
葉
で
、
そ
の
「
御
恵
を
う
け
」
る

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
こ
の
戦
前
色
の

強
い
校
歌
は
、
昭
和
２６
年
に
作
り
替
え
ら
れ

ま
し
た
。
新
た
な
校
歌
に
は
「
あ
た
ら
し
い

あ
た
ら
し
い
第
二
大
島
小
学
校
」
で
始
ま
る

も
の
で
、
「
み
ん
な
で
た
て
た
よ
い
学
校
」

「
正
し
い
道
を
進
も
う
よ
」
と
言
っ
た
歌
詞
が

並
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
校
歌
の
作
詞
者
は
不

明
で
す
が
、「
よ
い
学
校
」
や
「
正
し
い
道
」

と
い
う
言
葉
に
は
、
戦
前
に
対
す
る
批
判
が

見
て
取
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
校
歌
が

歌
わ
れ
た
の
は
わ
ず
か
３
年
ほ
ど
で
、
昭
和

３１
年
（
１
９
５
６
）
に
再
度
校
歌
が
変
わ
り

ま
し
た
。
こ
の
校
歌
は
現
校
歌
で
す
が
、
わ

ず
か
３
年
で
前
の
校
歌
を
替
え
た
理
由
は
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
校
歌
制
定
に
は
歴
史
的
な
背

景
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
現
在
で
は
、

学
校
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
各
学
校
の

周
年
記
念
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
取
り
上
げ

ら
れ
、
学
校
の
目
に
付
く
場
所
に
歌
詞
が
飾

ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
第
三
大
島
小
学

校
で
は
、
体
育
館
内
の
正
面
に
昭
和
５９
年
の

卒
業
記
念
で
作
ら
れ
た
銅
製
の
校
歌
額
が
飾

ら
れ
て
い
ま
す
。
体
育
館
は
入
学
式
や
卒
業
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式
な
ど
、
年
間
行
事
が
行
わ
れ
る
「
場
」
で

あ
り
、
必
ず
全
校
生
徒
や
教
職
員
の
目
に
触

れ
ま
す
。
ま
た
、
明
治
小
学
校
に
は
正
門
脇

に
昭
和
５７
年
（
１
９
８
２
）
に
作
ら
れ
た
校

歌
碑
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
碑
は
明

治
小
学
校
の
開
校
１
１
０
周
年
を
記
念
し
て

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
正
門
は
全
校
生
徒
や
教

職
員
だ
け
で
な
く
、
父
兄
や
来
客
の
目
に
も

触
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

校
歌
は
学
校
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
作
曲
者
や
作
詞
者
の
選
定
に
も
各
学
校

の
独
自
色
が
見
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
八
名

川
小
学
校
は
著
名
な
民
俗
学
者
で
あ
り
歌
人

で
も
あ
る
折
口
信
夫
、
砂
町
小
学
校
は
早
稲

田
大
学
の
「
都
の
西
北
」
の
作
詞
者
相
馬
御

風
と
い
っ
た
著
名
人
を
起
用
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
大
島
中
央
小
学
校
の
よ
う
に
校
内

に
校
歌
制
定
委
員
会
を
設
け
る
学
校
も
見
ら

れ
ま
す
。
作
詞
者
は
様
々
で
も
こ
の
よ
う
に

制
定
さ
れ
た
校
歌
の
歌
詞
に
は
、
学
校
の
教

育
方
針
や
そ
の
地
域
の
特
色
が
描
き
込
ま
れ

る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
の

学
校
の
校
歌
に
は
、
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
が
反

映
し
て
い
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

で
は
、
江
東
区
内
の
小
・
中
学
校
校
歌
の

歌
詞
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か

び
上
が
る
の
で
し
ょ
う
か
。
一
番
多
か
っ
た

キ
ー
ワ
ー
ド
は
富
士
山
で
す
。
現
在
、
江
東

区
内
で
は
高
層
住
宅
な
ど
に
登
ら
な
け
れ
ば

見
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
が
、
昭
和

４０
年
代
ま
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
以
外
に
は
、「
水
彩
都
市
・
江
東
」
の
イ

メ
ー
ジ
通
り
に
、
小
名
木
川
、
隅
田
川
、
荒

川
と
い
っ
た
言
葉
が
上
位
を
占
め
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
江
東
区
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
特
に

際
だ
っ
て
い
る
の
は
鉄
や
「
は
た
ら
く
」
と

い
っ
た
工
場
地
帯
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
で
す
。

こ
れ
ら
の
歌
詞
は
旧
城
東
区
域
の
小
・
中
学

校
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
治
以
降
、

東
京
の
工
場
地
帯
と
し
て
発
展
し
た
江
東
地

域
な
ら
で
は
の
語
句
で
、
特
に
戦
後
の
校
歌

に
は
「
は
た
ら
く
町
」（
第
一
大
島
小
・
第
四

大
島
小
・
第
四
砂
町
小
）、「
せ
い
さ
ん
の
町
」

（
第
三
砂
町

小
）
と
い
う

歌
詞
が
並
べ

ら
れ
、
高
度

成
長
を
支
え

た
江
東
区
域

を
如
実
に
示

し
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ

が
こ
の
よ
う

な
歌
詞
が
見

ら
れ
る
の

は
、
昭
和
３０

年
代
ま
で

で
、
公
害
問

題
が
顕
著
と

な
っ
た
昭
和

４０
年
以
降
の

校
歌
に
は
見

ら
れ
な
く
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う

に
、
時
代
背

景
な
ど
を
踏

ま
え
校
歌
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
地
域
の
歴

史
的
移
り
変
わ
り
を
見
て
と
れ
ま
す
。
な
に

げ
な
く
歌
っ
た
校
歌
に
も
歴
史
が
あ
り
、
ひ

い
て
は
そ
の
地
域
が
た
ど
っ
た
道
を
振
り
返

る
手
が
か
り
に
も
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
（
中
川
船
番
所
資
料
館
　
龍
澤
　
潤
）
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第三大島小学校体育館内の校歌額

明治小学校正門脇の校歌碑

順位 

1 

 

2 

 

2 

 
4 

4 

6 

6 

8 

8 

8

キーワード 

富士山 

 

小名木川 

 

船・汽笛 

 
隅田川 

鉄 

荒　川 

東京港・海 

労　働 

亀戸天神 

木　場 

校数 

11 

 

8 

 

8 
 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

5

【小・中学校の歌詞に見る江東区のイメージベスト10】 

※各学校の校歌より抽出した。キーワードに記された言葉そのものだけでなく、 
　そのキーワードを連想させる言葉が使用されている場合もその言葉として数えた。 

使用している学校 

臨海小・越中島小・豊洲小・浅間竪川小・第四大島小・砂町小・東砂小・

深川二中・深川六中・第三砂町中・第二南砂中 

大島南小・小名木川小・亀高小・第三大島小・第五大島小・元加賀小・ 

砂町中・第二大島中 

小名木川小・第二大島小・第三大島小・第二亀戸小・亀戸中・砂町中・ 

第二大島中・深川五中 

越中島小・川南小・第二亀戸小・八名川小・臨海小・第二南砂中・深川六中 

第一大島小・第三砂町小・第四砂町小・大島中・亀戸中・砂町中・第三亀戸中 

砂町小・第二砂町小・第五砂町小・東砂小・第二砂町中・第三砂町中 

豊洲小・東雲小・第三砂町中・辰巳中・深川三中・深川五中 

第一大島小・第四大島小・第三砂町小・第四砂町小・第三砂町中 

香取小・第一亀戸小・亀戸中・第二亀戸中・第三亀戸中 

数矢小・平久小・深川二中・深川四中・深川八中 
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天
然
て
ん
ね
ん

理り

心
し
ん
　
流
り
ゅ
う
と
聞
い
て
、
す
ぐ
に
思
い
当

た
る
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
す
、
現

在
大
河
ド
ラ
マ
で
放
映
さ
れ
て
い
る
「
新
選

組
！
」
の
局
長
・
近
藤
勇い
さ
み
の
武
術
流
派
で
す
。

多
摩
郡
上
石
原
村
（
調
布
市
）
の
豪
農
宮

川
家
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
勇
は
、
天
然

理
心
流
３
代
目
近
藤
周
助
の
養
子
と
な
り
、

同
派
の
４
代
目
を
継
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
天
然

理
心
流
の
創
始
者
が
近
藤
長
裕
な
が
ひ
ろ

で
あ
り
、
そ

の
墓
が
北
砂
２
丁
目
の
妙
久
寺
に
あ
り
ま
す
。

近
藤
長
裕
、
通
称
は
内
蔵
助

く
ら
の
す
け

。
出
身
は
遠

江
（
静
岡
県
）
と
あ
る
以
外
、
詳
細
は
不
明

で
す
が
、
諸
国
を
遊
歴
し
て
鹿
島
神
道
流
を

学
び
、
寛
政
期
（
１
７
８
９
〜
１
８
０
１
）

に
天
然
理
心
流
を
創
始
し
た
と
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
両
国
薬や

研げ
ん

堀ぼ
り

（
中
央
区
）
に
道
場
を

開
き
、
相
州
（
神
奈
川
県
）
や
武
州
多
摩
郡

に
足
を
の
ば
し
て
、
流
派
の
発
展
に
力
を
尽

く
し
ま
し
た
（
小
島
政
孝
『
新
選
組
余
話
』）。

長
裕
が
没
し
た
の
は
文
化
４
年
（
１
８
０
７
）

１０
月
１６
日
で
、
享
年
未
詳
、
法
号
は
「
智
正

院
顕
隆
日
理
居
士
」
で
す
。

墓
石
の
正
面
に
は
、「
近
藤
長
裕
先
生
墓
」

と
あ
り
、
そ
の
両
側
に
は
門
人
山
内
敏
元
ら

３
名
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
門

人
た
ち
が
金
５
両
を
寄
附
し
て
墓
を
建
て
た

こ
と
が
、
銘
文
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

墓
は
妙
久
寺
の
ほ
か
に
、
八
王
子
市
の
桂

福
寺
、
横
浜
市
西
区
の
勧
行
寺
に
も
あ
り
、

桂
福
寺
の
墓
は
、
近
藤
家
を
継
い
だ
２
代
三

助
が
建
立
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
墓

が
３
つ
存
在
す
る
の
は
、
近
藤
家
、
つ
ま
り

天
然
理
心
流
の
宗
家
そ
う
け

相
続
を
め
ぐ
る
確
執
が

あ
っ
た
た
め
の
よ
う
で
す
が
、
く
わ
し
い
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
（
林
栄
太
郎
「
近

藤
内
蔵
助
長
裕
」『
新
選
組
研
究
』
第
１
号
、

小
島
氏
前
掲
書
）。

の
ち
に
新
選
組
局
長
と
な
る
近
藤
勇
は
、

農
家
の
生
ま
れ
で
す
。
武
芸
と
は
本
来
、
武

士
が
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

な
の
に
な
ぜ
、
農
民
が
武
術
を
習
得
す
る
必

要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
国
定
忠
治
の

よ
う
な
ア
ウ
ト
ロ
ー
集
団
を
除
け
ば
、
農
民

が
武
術
を
習
得
す
る
意
味
は
、
文
化
的
な
面

か
ら
と
と
も
に
、
身
分
制
の
観
点
か
ら
考
え

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

結
論
を
記
せ
ば
、
農
民
が
武
芸
を
身
に
つ

け
る
と
い
う
こ
と
は
、
身
分
上
昇
を
は
た
す

た
め
の
一
つ
の
条
件
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
農
家
の
次
男
以
下
が

独
立
し
て
生
計
を
営
む
た
め
の
、
選
択
肢
の

一
つ
だ
っ
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
の
身
分
制
社
会
で
は
、
武
士
と

農
民
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
ま
し
た
が
、

決
し
て
硬
直
し
た
制
度
で
は
な
く
、
養
子
縁

組
に
よ
っ
て
「
人
」
の
身
分
移
動
が
可
能
で

あ
り
、
厳
格
な
が
ら
も
実
は
弾
力
性
の
あ
る

も
の
で
し
た
。

た
と
え
ば
旗
本
は
た
も
と

は
、
有
能
な
農
民
を
武
士

と
し
て
取
り
立
て
、
直
属
の
家
臣
と
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
し
（
高
橋
敏
『
江
戸
の
訴

訟
』）、
ま
た
、
農
民
・
町
人
出
身
で
も
侍
株

を
買
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
士
に
な
れ
ま
し

た
。
明
治
の
女
流
作
家
樋
口
一
葉
い
ち
よ
う

の
父
則
義

が
、
甲
州
（
山
梨
県
）
出
身
の
農
民
で
あ
り
、

江
戸
町
奉
行
所
の
同
心
株
を
購
入
し
て
武
士

と
な
っ
た
こ
と
は
有
名
で
す
。

江
戸
の
道
場
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
残
っ

て
い
な
い
た
め
に
不
明
な
点
が
多
い
の
で
す

が
、
人
間
同
士
の
結
び
つ
き
や
情
報
論
か
ら

光
を
当
て
て
い
く
べ
き
だ
、
と
い
う
指
摘
も

あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
つ
の
文
化
財

は
、
私
た
ち
に
、
歴
史
の
広
が
り
と
深
み
を
教

え
て
く
れ
る
の
で
す
。

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
１５
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

木
ノ
村
京
子
（
塩
浜
２
）

五
月
人
形

佐
藤
　
克
巳
（
大
島
１
）

置
き
ゴ
タ
ツ
他

新
田
徳
太
郎
（
平
野
３
）

雛
人
形

吉
田
　
孝
一
（
北
砂
４
）

五
月
人
形

岩
井
　
久
子
（
白
河
３
）

釜
他

寺
山
　
　
寛
（
常
盤
２
）

株
券

和
田
　
宣
明
（
亀
戸
７
）

ミ
シ
ン

飯
高
さ
き
子
（
南
砂
７
）

海
苔
庖
丁
他

太
田
　

三
（
足
立
区
）

古
写
真

水
口
　
幸
一
（
大
島
８
）

麻
雀
牌
他

田
中
　
浩
子
（
大
島
９
）

従
軍
記
章

鈴
木
秋
太
郎
（
千
石
２
）

古
紙
幣

高
木
　
重
治
（
南
砂
５
）

古
写
真

三
田
　
真
慈
（
北
葛
飾
郡
）
朱
塗
盃

田
中
　
利
雄
（
南
砂
２
）

網
針

今
年
度
も
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

近藤長裕の墓（区登録史跡）

天
然
理
心
流
創
始
者
　
近
藤
長
裕
の
墓 
天
然
理
心
流
創
始
者
　
近
藤
長
裕
の
墓 
文
化
財
レ
ポ
ー
ト

文
化
財
レ
ポ
ー
ト 
あ
る
く
・
き
く
・
か
く

あ
る
く
・
き
く
・
か
く 

 


