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◎守り伝える古民家
旧大石家住宅移築10周年

□囲炉裏端（大石家日記）特大号

○《第2弾！》
芭蕉記念館開館25周年特別展
芭蕉前後の俳諧
－館蔵資料を中心として－

★区外資料調査報告
安政の大地震と羅漢寺復興計画

◇江東今昔（7）

●文化財掲示板

■
解
体
か
ら
再
築
・
公
開

旧
大
石
家
住
宅

は
、
江
戸
時
代
の

民
家
建
築
を
伝
え

る
区
内
唯
一
の
建

築
物
で
す
。
も
と

は
八
郎
右
衛
門
新

田
（
東
砂
６
〜
８

丁
目
付
近
）
の
中
央
を
流
れ
る
舟
入
川
の
南

端
の
堀
留
に
面
し
て
建
っ
て
い
ま
し
た
。

数
々
の
災
害
を
免
れ
、
こ
の
地
域
の
民
家
の

姿
を
現
在
ま
で
残
す
大
変
貴
重
な
建
築
物
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
６
年
に
区
の
有
形
文

化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
る
と
と
も
に

解
体
調
査
を
行
い
、
同
８
年
に
現
在
地
に
移

築
復
元
さ
れ
ま
し
た
。

解
体
時
の
大
石
家
住
宅
は
、
茅
葺
屋
根
が

鉄
板
で
覆
わ
れ
、
土
間
の
一
部
は
改
造
し
て

台
所
と
玄
関
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
再
築
に

あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
だ
け
古
い
形
に
も
ど

す
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。
も
と
の
建
築
材

を
で
き
る
だ
け
使
用
す
る
こ
と
も
そ
の
ひ
と

つ
で
す
。
ど
う
し
て
も
新
し
い
木
材
を
使
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
使
い
込
ま

れ
た
風
合
い
が
で
る
よ
う
に
加
工
し
ま
し
た
。

柱
の
一
本
一
本
を
よ
く
見
る
と
、
継
い
だ
痕

跡
が
見
つ
か
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
住
宅
の
見
所
を
簡
単
に
ご
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。
中
に
入
る
と
ま
ず
囲
炉
裏

が
目
に
入
り
ま
す
。
部
屋
の
中
央
で
は
な
く 茅を取り除いた大石家
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端
の
ほ
う

に
あ
り
ま

す
が
、
解

体
調
査
の

時
に
床
下

か
ら
囲
炉

裏
の
跡
が

見
つ
か
っ

た
こ
と
か
ら
こ
の
場
所
に
再
現
し
ま
し
た
。

次
に
上
を
見
上
げ
る
と
屋
根
裏
が
見
え
ま
す
。

屋
根
裏
に
は
箪
笥
や
長
持
ち
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。
大
石
家
住
宅
の
建
て
ら
れ
て
い
た

八
郎
右
衛
門
新
田
を
含
む
砂
村
一
帯
は
、
つ

ね
に
水
害
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
地
域
で
、
浸

水
時
に
は
一
時
的
に
屋
根
裏
で
生
活
で
き
る

よ
う
に
「
登
の
ぼ
り

梁は
り

形
式
」
と
い
う
屋
根
裏
を
大

き
く
使
え
る
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

土
間
を
見
回
す
と
、
桶
や
甕か
め

の
ほ
か
に
、

見
慣
れ
な
い
道
具
が
置
い
て
あ
る
こ
と
に
気

が
付
き
ま
す
。
こ
れ
は
大
石
家
で
使
っ
て
い

た
海
苔
養
殖
の
道
具
で
す
。
現
在
の
東
砂
周

辺
で
は
明
治
の
末
頃
か
ら
海
苔
養
殖
が
始
め

ら
れ
ま
し
た
。
大
石
家
で
も
小
松
菜
や
つ
ま

み
菜
な
ど
を
栽
培
す
る
畑
作
と
海
苔
養
殖
を

行
う
半
農
半
漁
の
暮
ら
し
を
し
て
い
ま
し
た
。

外
に
出
て
家
の
周
囲
を
廻
る
と
、
北
側
に

屋
根
か
ら
一
段
下
げ
て
庇
が
つ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
囲
炉
裏
で
使
用
す
る
薪
の

保
管
場
所
で
下
屋
げ

や

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

茅
屋
根
の
保
存
に
は
囲
炉
裏
で
の
燻
煙
は
欠

か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
囲
炉
裏

以
外
で
は

火
気
の
使

用
が
禁
止

さ
れ
て
い

る
旧
大
石

家
住
宅
で

は
、
冬
期

の
暖
房
と
し

て
薪
の
確
保

は
大
き
な
問

題
で
す
。
１０

年
の
間
に

は
、
薪
が
少

な
く
心
細
い

冬
を
過
ご
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
最
近

で
は
公
園
の
剪
定
木

せ
ん
て
い
ぼ
く
を
定
期
的
に
も
ら
え
る
よ

う
に
計
画
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
裏
手
か
ら
庭

に
廻
る
と
、
植
え
込
み
の
中
に
卵
形
の
石
が
置

い
て
あ
り
ま
す
。
正
面
に
は
う
っ
す
ら
と
「
さ

し
石
」
と
刻
ん
で
あ
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
区
内
に
い

く
つ
か
あ
る
力
石

の
ひ
と
つ
で
、
解

体
の
時
に
柱
の
下

か
ら
発
見
さ
れ
た

も
の
で
す
。

■
事
件
簿ロ

ケ
ッ
ト
花
火
投
げ
込
ま
れ
る

以
前
、
旧
大
石
家
の
庭
に
ロ
ケ
ッ
ト
花
火

の
燃
え
カ
ス
が
ち
ら
ば
っ
て
い
た
と
、
朝
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
か
ら
通
報
が
あ
り
ま
し

た
。
幸
い
大
事
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

大
変
危
険
な
行
為
で
す
。
交
番
に
届
け
、
パ

ト
ロ
ー
ル
し
て
も
ら
う
よ
う
に
お
願
い
す
る

と
と
も
に
、
近
所
に
住
む
友
の
会
の
方
々
に

も
目
を
配
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
結

新しい木材（手前）を継いだ柱

海苔養殖の道具

下屋の様子

果
、
こ
の
よ
う
な
悪
質
な
イ
タ
ズ
ラ
は
な
く

な
り
ま
し
た
が
、
文
化
財
保
護
も
や
は
り
地

域
力
が
大
切
だ
と
つ
く
づ
く
感
じ
ま
し
た
。

い
た
ず
ら
カ
ラ
ス

再
築
後
間
も
な
く
、
屋
根
の
茅
を
カ
ラ
ス

が
引
き
抜
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

カ
ラ
ス
は
巣
の
材
料
と
し
て
茅
を
持
っ
て
い

き
ま
す
が
、
遊
び
で
引
き
抜
く
こ
と
も
あ
る

そ
う
で
す
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
写
真
の

「
セ
ン
サ
ー
バ
ー
ド
」
で
す
。
セ
ン
サ
ー
が
鳥

の
影
を
感
知
す
る
と
撃
退
音
を
出
す
と
い
う

も
の
で
す
が
、
カ
ラ
ス
が
一
番
嫌
っ
た
の
は
、

毎
日
囲
炉
裏
か
ら
立
ち
上
る
煙
や
庭
で
動
く

人
影
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
旧
大
石
家
の

屋
根
を
見
る
と
、

カ
ラ
ス
が
引
く
抜

き
か
け
て
そ
の
ま

ま
に
な
っ
た
茅
が

飛
び
出
し
て
い
る

の
が
わ
か
り
ま
す
。

■
公
開
日

土
・
日
・
休
日
の
旧
大
石
家
住
宅
の
公
開

日
に
は
平
成
８
年
９
月
の
公
開
か
ら
昨
年
度

ま
で
に
約
５
万
７
千
余
名
の
方
が
見
学
に
訪

れ
ま
し
た
。
な
か
に
は
外
国
か
ら
旅
行
で
来

ら
れ
た
方
も
含
ま
れ
ま
す
。
仙
台
堀
川
公
園

内
と
い
う
立
地
条
件
も
あ
り
、
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
の
会
・
自
然
観
察
の
会
・
写
生
の
グ
ル
ー

プ
と
い
っ
た
団
体
も
多
く
訪
れ
ま
す
。
公
開

日
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
会
員
の
方

に
交
代
で
管
理
し
て
い
た
だ
き
、
入
館
者
数

を
記
録
し
て
い
ま
す
が
、
桜
の
季
節
と
秋
の

砂
町
地
区
ま
つ
り
の
日
に
は
、
入
館
者
が
数

え
ら
れ
な
い
ほ
ど
賑
わ
い
ま
す
。

■
旧
大
石
家
住
宅
友
の
会

貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る
旧
大
石
家
住
宅

を
後
世
ま
で
残
す
た
め
に
、
移
築
と
同
時
に
、

平
日
の
保
存
活
動
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
旧
大
石
家
住
宅
友
の
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。

友
の
会
で
は
、
一
緒
に
活
動
し
て
い
た
だ

け
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
区
内
在
住
で

平
日
の
活
動
が
可
能
な
方
、
古
民
家
の
保
存

や
地
域
の
歴
史
・
文
化
財
に
興
味
が
あ
る
方
、

旧
大
石
家
住
宅
の
保
存
活
動
に
参
加
し
て
み

ま
せ
ん
か
。
申
込
み
用
紙
は
区
役
所
６
階
文

化
財
係
と
旧
大
石
家
住
宅
に
置
い
て
あ
り
ま

す
。
不
明
な
点
は
文
化
財
係
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

℡
（
３
６
４
７
）
９
８
１
９

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
文
化
財
係

さし石

センサーバード
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●
初
め
て
の
・
・
・�

　
平
成
９
年
１
月

６
日
、
移
築
後
初

め
て
の
お
正
月
を

迎
え
ま
し
た
。
砂

村
囃
子
睦
会
の
方
々

の
獅
子
舞
で
昔
と

お
り
の
お
正
月
を

再
現
し
ま
し
た
。�

　
文
化
財
防
火
デ

ー
に
先
立
つ
１

月
２４
日
、城
東
消
防
署

の
指
導
の
も
と
で
、

初
め
て
消
火
訓
練
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
写

真
は
発
炎
筒
を
焚
い

て
臨
場
感
を
出
し
た
主
屋
へ
消
火
器
を
持
っ

て
駆
け
つ
け
る
会
員
の
皆
さ
ん
で
す
。�

●
自
然
に
親
し
む�

　
庭
の
小
さ
な
畑
で
す
が
、
会
員
の
皆
さ

ん
の
丹
精
で
こ
れ
ま
で
に
亀
戸
大
根
や
ネ

ギ
、
小
松
菜
、
枝
豆
を
は
じ
め
四
季
の
草

花
を
栽
培
し
ま

し
た
。
す
く
す

く
と
育
つ
様
子

を
眺
め
る
の
は

楽
し
み
の
ひ
と

つ
で
も
あ
り
、

住
宅
の
景
観
を

豊
か
に
し
よ
う

と
す
る
気
持
ち

が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。�

　
日
誌
を
開
く
と
「
ウ
グ
イ
ス
の
初
音
」
が

聞
け
た
こ
と
や
毛
虫
退
治
の

記
載
が
あ
り
ま
す
。
夏
に
は

庭
で
せ
み
の
抜
け
殻
を
見
つ

け
ま
し
た
。
旧
大
石
家
の
庭

は
都
会
の
喧
騒
を
忘
れ
さ

せ
て
く
れ
る
空
間
で
す
。�

●
年
中
行
事�

　
旧
大
石
家
住
宅

で
は
雛
飾
り
や
五

月
飾
り
な
ど
昔
か

ら
伝
わ
る
年
中
行

事
を
再
現
し
て
い

ま
す
。
写
真
は
、

頼
り
が
い
の
あ
る
会
員
の
皆
さ
ん
に
手
伝

っ
て
も
ら
い
な
が
ら
鯉
の
ぼ
り
を
設
置
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
鯉
が
元
気
よ
く
泳

げ
る
よ
う
に
ポ
ー
ル
を
建
て
る
位
置
や
ロ

ー
プ
の
張
り
方
に
も
気
を
配
り
ま
す
。�

　
一
年
の
締

め
く
く
り
は

や
は
り
煤
払

い
で
す
。
毎

日
囲
炉
裏
に

火
を
入
れ
て

い
る
旧
大
石
家
住
宅
で
は
欠
か
せ
な
い
行

事
で
す
。
皆
さ
ん
の
お
陰
で
、
毎
年
清
清

し
い
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

●
特
別
公
開
と
学
校
見
学�

　
秋
の
文
化
財
保
護
強
調
月
間
の
期
間
中
に

は
平
日
の
特
別
公
開
が
あ
り
、
会
員
の
皆
さ

ん
に
解
説
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
昨
年
か

ら
始
め
た
、
幼
稚
園
・
保
育
園
の
年
長
児
を

対
象
と
し
た
お
話
会
は
大
変
好
評
で
、
た
く

さ
ん
の
園
児
が
訪
れ
ま
し
た
。
古
民
家
で
聞

く
昔
話
は
一
味
違
っ
た
趣
が
あ
り
、
み
ん
な

目
を
輝
か
せ
て

真
剣
に
お
話
に

聞
き
入
っ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
期
間
は
小

学
生
の
団
体
見

学
で
も
賑
わ
い

ま
す
。
家
の
中

を
自
由
に
見
学
し
て
も
ら
い
ま
す
が
、
子
ど

も
た
ち
の
予
期
せ
ぬ
質
問
に
四
苦
八
苦
し
な

が
ら
も
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。�

●
研
修
会�

　
去
る
５
月
２４
日
、
友
の
会
研
修
会
で
横
浜

市
の
都
筑
民
家
園
と
横
浜
歴
史
博
物
館
を
訪

れ
ま
し
た
。
都
筑
民
家
園
は
、
江
戸
時
代
中

期
の
民
家
旧
長
沢
家
住
宅
を
移
築
復
元
し
た

も
の
で
す
。
国
指
定
史
跡
「
大
塚
歳
勝
土
遺

跡
」
公
園
に
隣
接
し
、
た
く
さ
ん
の
緑
に
囲

ま
れ
て
い
ま
す
。
管
理
は
「
都
筑
民
家
園
管

理
運
営
委
員
会
」
が

横
浜
市
の
委
託
を
う

け
て
行
い
、
民
家
が

市
民
共
有
の
文
化
遺

産
と
し
て
充
分
活
用

さ
れ
る
よ
う
、
さ
ま

ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
他
の
地
域
の

古
民
家
を
見
学
す
る
こ
と
は
、
会
員
の
間

で
も
旧
大
石
家
住
宅
の
保
存
と
活
用
に
つ

い
て
新
た
な
展
開
を
模
索
し
て
い
く
よ
い

題
材
に
な
り
ま
す
。
１１
年
目
か
ら
の
友
の

会
に
ま
す
ま
す
期
待
で
き
そ
う
で
す
。�

写
真
で
振
り
返
る
友
の
会
の
10
年�

特
大
号�

　
旧
大
石
家
の
10
年
間
は
友
の
会
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
れ

ま
で
の
活
動
を
写
真
と
と
も
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

す
す�

つ�

づ
き�

お
お�

つ
か�

さ
い�

か
ち�

ど�

す
が�

す
が�

は
ら�
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芭
蕉
以
前
の
俳
諧
は
、
里
村
家
を
中
心
に

し
た
連
歌
や
、
松
永
貞
徳
や
北
村
季
吟
の
貞

門
俳
諧
、
さ
ら
に
は
西
山
宗
因
を
祖
と
す
る

談だ
ん

林り
ん

俳
諧
を
へ
て
、
芭
蕉
の
蕉
風
俳
諧
へ
と

至
り
ま
す
、
そ
し
て
芭
蕉
は
、
俳
諧
を
文
学

の
領
域
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
芭
蕉
の
没
後
は
、
次
第
に
俳
諧
は

低
俗
化
の
傾
向
を
迎
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
、

蕪
村
ら
の
登
場
を
待
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
回
の
展
示
で
は
、
そ
の
芭
蕉
の
時
代
前
後

の
俳
諧
に
焦
点
を
あ
て
て
い
ま
す
。

と
く
に
初
の
展
示
と
な
る
大
淀
三
千
み

ち

風か
ぜ

の

巻か
ん

子す

は
、
タ
テ
３
２
・
３
b

×
ヨ
コ
１
５

５
・
５
b
で
、
５８
行
に
及
ぶ
内
容
で
す
。

三
千
風
は
、
寛
永
１６
年
（
１
６
３
９
）
〜

宝
永
４
年
（
１
７
０
７
）、
６９
歳
。
伊
勢
国
射い

和さ
わ

の
生
ま
れ
。
談
林
系
統
の
俳
諧
師
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
特
定
の
師
を

持
た
な
か
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

３１
歳
の
時
、
俳
諧

師
と
な
る
た
め
松

島
に
赴
き
、
の
ち

仙
台
に
約
１５
年
滞

在
。
延
宝
７
年

（
１
６
７
９
）
３

月
５
〜
６
日
、
矢や

数か
ず

俳
諧

は
い
か
い

に
挑
戦

し
、
２
８
０
０
句

独
吟
ど
く
ぎ
ん
を
成
就
。
追

加
２
０
０
句
を
加

え『
仙
台
大
矢
数
』

と
し
て
刊
行
、
こ

れ
が
三
千
風
の
号
に
由
来
し
ま
す
。
天
和
３

年
（
１
６
８
３
）
４
月
に
は
、『
日
本
行
脚
文

集
』
の
旅
に
出
発
し
、
元
禄
２
年
（
１
６
８

９
）
ま
で
の
７
年
間
、
諸
国
の
俳
人
と
風
交

を
重
ね
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。

展
示
の
巻
子
は
、
こ
の
三
千
風
が
『
日
本

行
脚
文
集
』
の
旅
中
に
故
郷
の
射
和
村
を
天

和
３
年
１０
月
に
訪
れ
た
折
の
事
を
書
き
連
ね

た
も
の
で
、
翌
天
和
４
年
の
元
旦
に
書
き
上

げ
た
も
の
で
す
。『
日
本
行
脚
文
集
』
に
は
、

こ
の
と
き
の
事
を
伝
え
、「
予
も
縁
起
一
軸
す
、

略
す
」
と
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
巻
子
の
こ
と

と
思
わ
れ
ま
す
。
全
体
は
５２
行
の
前
書
に
３

句
を
添
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最
後
に

「
日
本
修
行
寓
言
堂

ぐ
う
げ
ん
ど
う

大
箭
数
大
臣
　
三
千

風
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
矢
数
俳
諧
は
、
は

じ
め
西
鶴
が
１
日
に
１
６
０
０
句
で
記
録
を

作
り
、
こ
の
記
録
を
破
っ
た
の
が
三
千
風
で
、

西
鶴
は
延
宝
８
年
夏
に
４
０
０
０
句
を
作
り

記
録
を
塗
替
る
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
４
年
後
の
こ
の
巻
子

に
、
三
千
風
が
い
ま
だ
「
大
箭
数
大
臣
」
と

称
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
の

年
の
貞
享
元
年
６
月
、
西
鶴
は
、
住
吉
の
社

頭
で
３
回
目
の
矢
数
俳
諧
を
興
行
し
、
実
に

一
昼
夜
で
２
万
３
５
０
０
句
の
偉
業
を
達
成

す
る
の
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
巻

子
は
、
当
時
の
三
千
風
の
動
静
を
知
る
貴
重

な
資
料
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

ま
た
、
西
山
宗
因
の
「
小
家
な
れ
ど
」
句

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
�

毎
週
月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
） 
�

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
�

江
東
区
芭
蕉
記
念
館
�

江
東
区
常
盤
１
―
６
―
３
�

1
０
３（
３
６
３
１
）１
４
４
８
�

短
冊
は
、
宗
因
が
「
一
幽
」
の
別
号
を
記
し

た
極
め
て
珍
し
い
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

今
回
の
展
示
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
里
村
家

の
連
歌
師
か
ら
、
貞
徳
・
季
吟
、
蕉
門
の
俳

人
、
そ
し
て
享
保
期
ま
で
の
俳
人
な
ど
を
取

り
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
是
非
御
覧

く
だ
さ
い
。

（
横
浜
文
孝
）

《
第
2
弾
》
芭
蕉
記
念
館
開
館
25
周
年
特
別
展�

　
江
東
区
芭
蕉
記
念
館
は
、
昭
和
56
年
（
1
9
8
1
）
４
月
19
日
の
開
館
か
ら
今
年
で

25
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
を
記
念
し
て
芭
蕉
記
念
館
で
は
、
さ
き
に
4
月
27
日
か

ら
７
月
９
日
ま
で
開
館
25
周
年
の
記
念
特
別
展
を
開
催
し
、
好
評
の
う
ち
に
終
了
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
記
念
館
で
は
、
第
2
弾
と
し
て
館
蔵
品
を
も
と

に
し
た
特
別
展
を
開
催
し
ま
す
。
今
回
の
展
示
で
は
、
62
点
の
う
ち
、
初
公
開
の
資
料

11
点
が
含
ま
れ
、
大
変
貴
重
な
展
示
で
す
。�

平
成
１８
年
７
月
１３
日（
木
）〜
１２
月
１７
日（
日
）ま
で�

三千風筆巻子（部分）

宗因筆
「小家なれど」句短冊
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少
し
前
の
話
し
に
な
る
が
、
３
月
２８
日
は
、

前
日
の
天
気
予
報
と
は
違
い
、
薄
日
の
差
す

穏
や
か
な
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
は
、
千
葉

県
か
ら
来
た
京
葉
園
遊
会
ハ
イ
キ
ン
グ
ク
ラ

ブ
の
２０
名
と
、
森
下
か
ら
清
澄
庭
園
ま
で
約

４
km
の
コ
ー
ス
を
半
日
か
け
て
、
桜
を
見
な

が
ら
文
化
財
を
め
ぐ
り
歩
い
た
。
今
年
の
桜

は
例
年
よ
り
早
く
、
こ
の
日
は
ち
ょ
う
ど
七

分
咲
き
で
見
頃
で
あ
っ
た
。
案
内
し
た
の
は
、

文
化
財
ガ
イ
ド
員
の
岡
本
さ
ん
、
黒
羽
さ
ん
、

木
ノ
本
さ
ん
の
３
人
で
、
い
ず
れ
も
ガ
イ
ド

の
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
る
。

み
な
さ
ん
は
文
化
財
ガ
イ
ド
員
を
ご
存
知

で
す
か
？
　
ガ
イ
ド
員
と
は
、
江
東
区
教
育

委
員
会
が
認
定
し
た
、
区
の
歴
史
と
文
化
財

に
つ
い
て
の
解
説
を
専
門
と
す
る
人
た
ち
で

す
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
初
級
・
中
級
講
習
会

を
受
講
し
、
協
力
員
を
経
験
し
て
お
り
、
中

に
は
１０
年
の
協
力
員
任
期
を
満
了
し
た
猛
者

も
い
る
。
ま
た
、
日
頃
か
ら
自
主
グ
ル
ー
プ

で
区
内
の
歴
史
や
文
化
財
を
勉
強
し
て
い
る

人
も
多
く
、
そ
の
知
識
と
経
験
は
豊
か
だ
。

話
し
を
戻
そ
う
。
今
回
の
ガ
イ
ド
は
区
外

か
ら
の
依
頼
で
あ
っ
た
が
、
ガ
イ
ド
員
の
３

人
に
気
負
い
は
な
か
っ
た
。
各
ポ
イ
ン
ト
で

の
解
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
調
べ
た
資

料
を
も
と
に
、
小
道
具
を
使
い
な
が
ら
分
か

り
や
す
く
説
明
し
て
い
く
。
各
人
の
個
性
が

光
る
解
説
は
、
ガ
イ
ド
員
の
腕
の
見
せ
所
だ
。

新
大
橋
や
万
年
橋
の
浮
世
絵
な
ど
を
巧
み

に
使
い
、
朗
々
と
説
明
す
る
の
は
岡
本
さ
ん

の
持
ち
味
だ
。
参
加
者
か
ら
は
「
浮
世
絵
で

描
か
れ
て
い
る
富
士
山
は
、
ど
の
辺
に
み
え

る
の
？
」
と
い
っ
た
質
問
が
飛
ぶ
。
浮
世
絵

と
同
じ
ポ
イ
ン
ト
か
ら
み
え
る
風
景
を
比
べ

る
の
は
、
文
化
財
め
ぐ
り
の
面
白
さ
の
ひ
と

つ
だ
。
黒
羽
さ
ん
は
、
平
岩
弓
枝
の
小
説

『
御
宿
か
わ
せ
み
』
か
ら
小
名
木
川
を
小
舟
で

下
っ
て
ゆ
く
情
景
を
引
用
し
て
、
江
戸
時
代

の
深
川
情
緒
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
ほ
と
ん

ど
流
れ
の
な
い
小
名
木
川
に
、
小
さ
い
舟
が

ゆ
っ
た
り
と
進
む
の
が
瞼
ま
ぶ
た
に
浮
か
ぶ
。
一
方
、

切
絵
図
が
描
か
れ
た
ハ
ン
カ
チ
を
大
き
く
広

げ
て
、
深
川
寺
町
と
言
わ
れ
る
由
縁
を
熱
っ

ぽ
く
語
る
の
は
木
ノ
本
さ
ん
だ
。
街
の
う
つ

り
変
わ
り
が
激
し
い
江
東
区
だ
が
、
深
川
地

域
に
は
昔
と
変
わ
ら
な
い
場
所
に
、
今
で
も

多
く
の
寺
院
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ひ
と
つ
の
解
説
ポ
イ
ン
ト
で
説
明
で
き
る

事
柄
は
、
実
は
非
常
に
多
い
。
こ
れ
を
全
部

話
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
交
通
量
の
多
い
場

所
で
は
、
安
全
面
か
ら
長
く
解
説
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
文
化
財
の
解
説
は
１

つ
か
２
つ
に
絞
っ
て
話
す
の
だ
。
ま
た
、
案

内
す
る
側
と
し
て
は
、
地
元
の
面
白
い
と
こ

ろ
、
良
い
と
こ
ろ
を
沢
山
知
っ
て
も
ら
い
た

い
の
が
人
情
で
あ
る
。
し
か
し
「
こ
れ
が
一

番
、
難
し
い
で
す
よ
」
と
木
ノ
本
さ
ん
は
苦

笑
す
る
。

こ
の
日
は
、
時
間
の
都
合
で
見
学
を
カ
ッ

ト
し
た
場
所
も
あ
っ
た
が
、
ガ
イ
ド
は
大
変

好
評
で
あ
っ
た
。
案
内
も
終
わ
り
、
解
散
す

る
時
に
は
、
参
加
者
か
ら
「
楽
し
か
っ
た
」

「
ま
た
別
の
コ
ー
ス
で
ガ
イ
ド
を
頼
み
た
い
」

と
い
う
声
が
あ
が
っ
た
。
参
加
者
か
ら
の
拍

手
と
お
礼
の
言
葉
に
、
案
内
を
し
た
岡
本
さ

ん
、
黒
羽
さ
ん
、
木
ノ
本
さ
ん
の
３
人
は
少

し
照
れ
く
さ
そ
う
に
、
そ
し
て
誇
ら
し
げ
で

あ
っ
た
。

（
取
材
　
文
化
財
専
門
員
　
小
川
祐
司
）

万年橋の解説をするガイド員の岡本さん・木ノ本さん

桜の咲く芝翫河岸を歩く

森下駅（集合）�

新大橋�

旧新大橋の碑�

昼食�

深川江戸資料館�

霊巖寺�

本誓寺�

清澄庭園�

清澄白河駅（解散）�

芭蕉記念館�
芭蕉庵史跡展望庭園�

今回のコース�

10：00

12：00

15：00

文
化
財
ガ
イ
ド
員
と
歩
く 

下
町
こ
う
と
う�
文
化
財
ガ
イ
ド
員
と
歩
く 

下
町
こ
う
と
う�

江
東
区
文
化
財
ガ
イ
ド
員
密
着
レ
ポ
ー
ト�
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今
ひ
そ
か
に
大
島
ブ
ー
ム
が
到
来
し
て
い

る
よ
う
で
す
。
５
／
２２
〜
６
／
１２
日
に
行
い

ま
し
た
第
４７
回
地
区
別
講
習
会
は
大
島
地
区

を
テ
ー
マ
と
し
、
毎
回
１
０
０
名
を
超
え
る

参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
こ
ん
な

質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

「
大
島
の
災
害
に
つ
い
て
教
え
て
ほ
し
い
の

で
す
が
、、」

（
Ｈ
さ
ん
よ
り
）

「
江
戸
時
代
の
羅
漢
寺
に
つ
い
て
も
っ
と
詳

し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
か
？
」

（
Ｔ
さ
ん
よ
り
）

残
念
な
こ
と
に
区
内
に
は
古
文
書
は
ご
く

わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ご
存
じ
の

よ
う
に
関
東
大
震
災
と
東
京
大
空
襲
に
よ
る

被
害
や
、
近
代
以
降
の
急
激
な
都
市
化
に
よ

っ
て
そ
の
多
く
が
焼
失
、
散
逸
し
て
し
ま
っ

た
か
ら
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
教
育
委
員
会
で
は

区
外
に
あ
る
関
係
史
料
を
広
く
蒐か
い

集
し
ゅ
う

し
、
区

の
歴
史
を
復
原
し
よ
う
と
試
み
て
い
ま
す
。

さ
て
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
昨

年
８
月
に
史
料
調
査
に
訪
れ
た
柳
川
や
な
が
わ

古
文
書

館
で
先
の
質
問
に
応
え
ら
れ
そ
う
な
史
料
を

見
つ
け
ま
し
た
。
大
島
ブ
ー
ム
を
さ
ら
に
盛

り
上
げ
る
べ
く
、
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
テ
ー

マ
で
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ａ
阿
部
伊
勢
守
殿
御
渡
候

御
書
付
寫
壱
通
、
相
違
候

之
間
、
被
得
其
意
無
遅
滞

順
達
、
従
届
堀
伊
豆
守
方
江

可
被
相
返
候
、
以
上
、

十
月
朔
日
　
　
大
目
付

細
川
越
中
守
殿

藤
堂
和
泉
守
殿

松
平
内
蔵
頭
殿

宗
対
馬
守
殿

津
軽
越
中
守
殿

松
平
土
佐
守
殿

此
方
様

佐
竹
右
京
大
夫
殿

松
平
大
蔵

（
膳
ヵ
）大

輔
殿

右
留
守
居

Ｂ
　
大
目
付
江本

所
　
羅
漢
寺

武
蔵

上
総

下
総

美
濃

信
濃

越
後

右
、
諸
堂
舎
其
外
地
震

相
潰
候
付
、
再
建
為
助

成
右
六
ヶ
国
勧
化
御
免
、

寺
社
奉
行
連
印
之
勧
化

状
持
参
、
役
僧
・
役
人
共
当

辰
十
月
よ
り
来
ル
申
九
月

迄
御
料
・
私
領
・
寺
社
領

・
在
町
共
可
致
巡
行
候
間
、

信
仰
之
輩
者
物
之
多
少
ニ

よ
ら
す
可
致
寄
進
旨
、
御
料
者

御
代
官
、
私
領
者
領
主
・
地
頭

よ
り
可
被
申
渡
候
、

辰
九
月

右
之
通
可
被
相
触
候

こ
れ
は
２
通
の
文
書
を
一
紙
に
書
き
写
し

た
も
の
で
す
。
Ａ
は
大
目
付
か
ら
大
名
家

留
守
る

す

居い

役や
く

へ
の
廻
状
、
Ｂ
は
「
阿
部
伊
勢
守

殿
」
か
ら
大
目
付
へ
の
書
付
で
す
。
こ
の
よ

う
に
藩
で
は
幕
府
か
ら
の
公
文
書
を
複
写
し

て
お
き
ま
し
た
。

ま
ず
Ａ
の
内
容
で
す
が
、
阿
部
伊
勢
守
か

ら
出
さ
れ
た
書
付
の
写
し
に
訂
正
が
あ
る
の

で
、
そ
の
旨
を
確
認
し
、
滞
り
な
く
回
覧
し

て
、
最
後
は
堀
伊
豆
守
へ
返
す
よ
う
に
、
と

あ
り
ま
す
。
末
尾
に
記
さ
れ
た
大
名
の
留
守

居
に
通
達
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
訂
正
済
の

阿
部
伊
勢
守
の
書
付
が
Ｂ
な
の
で
し
ょ
う
。

Ｂ
を
見
る
前
に
両
文
書
が
い
つ
の
も
の
な

の
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
Ａ
は
１０
月
１

日
、
Ｂ
は
辰
年
９
月
で
、
内
容
か
ら
両
文
書
と

も
同
年
の
も
の
と
見
て
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
辰
年
と
い
っ
て
も
江
戸
時
代
に
は
２０
回

以
上
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
文
書
中
に
登
場
す

る
人
物
に
目
を
向
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
Ａ
に
よ

れ
ば
最
後
に
堀
伊
豆
守
ま
で
返
す
よ
う
に
と
あ

り
ま
す
。
Ａ
の
差
し
出
し
は
大
目
付
で
す
の

で
、
堀
伊
豆
守
は
大
目
付
堀
利
堅
と
し
か
た
（
在
任
期
間

１
８
４
５
〜
５
８
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
そ
し
て
大
目
付
は
老
中
の
管
轄
で
す
の

で
、
冒
頭
の
阿
部
伊
勢
守
は
幕
末
期
の
老
中
阿

部
正
弘
（
在
任
期
間
１
８
４
３
〜
５
７
）
に
比

定
で
き
ま
す
。
そ
し
て
両
者
の
在
任
期
間
中
で

辰
年
に
該
当
す
る
年
を
探
す
と
安
政
３
年
（
１

８
５
６
）
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
Ｂ
を
見
ま
し
ょ
う
。
内
容
は
、

①
昨
年
の
大
地
震
に
よ
っ
て
羅
漢
寺
の
諸
堂

舎
が
倒
壊
し
て
し
ま
っ
た
。

細川�

藤堂�

松平（池田）�

宗�

津軽�

松平（山内）�

此方（立花）�

佐竹�

松平（毛利）�

肥後/熊本（54）�

伊勢/津（32）�

備前/岡山（32）�

対馬/府中（10）�

陸奥/弘前（10）�

土佐/高知（24）�

筑後/柳川（10） �

出羽/久保田（20）�

周防/萩（36）�

平井新田（東陽４）に抱屋敷  �

南本所大川端（墨田区両国１）�

不明�

深川六間堀（墨田区千歳３）に中屋敷�

柳島村（現亀戸３）に抱屋敷�

八右衛門新田（北砂２）に下屋敷�

深川に下屋敷（場所は不明）�

柳島村（亀戸１・２）に中屋敷 �

深川鶴歩町（東陽６）に町並屋敷�

砂村新田（南砂２）に抱屋敷�

�

大名家名� 国/藩（石高【万】）�本所深川に所有する屋敷地�

表１：文書Ａの廻状順�

柳川古文書館

区
外
史
料
調
査
報
告

ニ
而
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②
堂
舎
再
建
の
助
成
と
し
て
右
の
６
カ
国
で

の
勧か
ん

化げ

（
勧
進
行
為
）
を
認
め
る
。

③
寺
社
奉
行
が
連
印
し
た
勧
化
状
を
持
参
し

て
役
僧
・
役
人
が
今
年
の
１０
月
か
ら
来
年

の
９
月
に
か
け
て
勧
進
す
る
。

④
こ
の
際
、
幕
府
領
・
私
領
・
寺
社
領
・
町
方

を
問
わ
ず
廻
る
の
で
、
信
仰
す
る
者
は
額
の

多
少
に
関
わ
ら
ず
寄
進
す
る
よ
う
に
。

⑤
こ
の
旨
を
幕
府
領
は
代
官
が
、
私
領
は
各
領
主

（
藩
主
な
ど
）
が
申
し
渡
す
よ
う
に
。

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
昨
年
の
大
地
震
と

は
、
安
政
２
年
１０
月
２
日
に
起
こ
っ
た
安
政

の
大
地
震
の
こ
と
で
す
。
こ
の
地
震
は
関
東

大
震
災
に
匹
敵
し
、
倒
壊
家
屋
は
１
万
戸
を

越
え
、
死
者
は
町
人
だ
け
で
４
千
人
に
も
及

び
ま
し
た
。『
武
江
年
表
』
に
羅
漢
寺
が
倒
壊

し
た
記
事
が
載
っ
て
い
ま
す
。

五
ツ
目
五
百
羅
漢
寺
本
堂
大
破
、
左
右

の
羅
漢
堂
并
び
に
天
王
殿
（
布
袋
、
四

天
王
、
関
羽
を
安
ず
）
潰
れ
、
三
匝
堂

（
さ
ゞ
え
堂
と
い
ふ
）
大
破
に
及
べ
り
、

こ
の
地
震
で
本
堂
や
羅
漢
さ
ん
が
祀
ら
れ

て
い
る
東
西
の
羅
漢
堂
、
そ
し
て
羅
漢
寺
の

シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
さ
ざ
え
堂
も
潰
れ
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
羅
漢
寺
復
興
の
助
成
と
し
て
、
武

蔵
・
上
総
・
下
総
・
美
濃
・
信
濃
・
越
後
の

６
カ
国
で
勧
進
す
る
許
可
を
老
中
か
ら
出
さ

れ
ま
し
た
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
内
容
の
文

書
が
立
花
家
に
残
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
廻
状
の
宛
名
を
表
１
に
ま
と
め
ま
し

た
。
み
な
１０
万
石
以
上
の
国
持
ち
大
名
で
す

が
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
外
様
大
名
で

あ
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が

本
所
・
深
川
や
亀
戸
・
大
島
・
砂
村
に
屋
敷

を
所
有
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
立
花
家
も
深

川
の
い
ず
れ
か
に
下
屋
敷
を
所
有
し
て
い
た

こ
と
が
別
の
文
書
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
書
付
は
、
本
所
・
深
川
地
域

の
大
名
屋
敷
に
勧
進
が
伺
う
こ
と
を
通
達
す

る
一
方
で
、
上
記
の
大
名
に
も
喜
捨
を
求
め

て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。「
信
仰
の
輩
は
物
の

多
少
に
よ
ら
ず
寄
進
致
す
べ
し
」
と
い
わ
れ

て
、
本
所
五
ツ
目
の
名
刹
羅
漢
寺
の
周
辺
に

屋
敷
を
持
つ
大
名
家
が
出
さ
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
で
し
ょ
う
。

黄
檗
宗
の
寺
院
天
恩
山
大
阿
羅
漢
寺
は
元

禄
期
に
開
基
松
雲
元
慶
が
等
身
大
の
羅
漢
像

を
安
置
し
た
の
に
始
ま
り
ま
す
。
３
代
象
先

に
よ
っ
て
羅
漢
堂
と
三
匝
堂

さ
ん
そ
ん
ど
う

が
建
立
さ
れ
ま

し
た
。
三
匝
堂
は
別
名
「
さ
ざ
え
堂
」
と
呼

ば
れ
る
３
階
建
て
の
建
物
で
、
時
計
回
り
に

３
回
転
し
て
登
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
つ
き

ま
し
た
。
内
部
に
は
観
音
札
所
の
観
音
像
が

配
置
さ
れ
て
お
り
、
さ
ざ
え
堂
を
一
回
り
す

る
だ
け
で
西
国
三
十
三
番
、
坂
東
三
十
三
番
、

秩
父
三
十
四
番
の
百
ケ
寺
を
参
詣
し
た
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
実
に
便
利
な
参
詣
シ
ス
テ

ム
で
す
が
、
さ
ざ
え
堂
は
同
じ
場
所
を
２
度

通
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
非
常
に
お
も
し
ろ

い
構
造
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
庶
民

に
受
け
て
羅
漢
寺
は
大
い
に
賑
わ
い
、
錦
絵

に
描
か
れ
ま
し
た
。

さ
て
、
史
料
に
も
ど
り
ま
す
と
、
安
政
の

大
地
震
で
倒
壊
し
た
羅
漢
寺
を
復
興
し
よ
う

と
し
ま
し
た
が
、
結
局
は
以
前
の
よ
う
な
隆

盛
は
取
り
戻
せ
ず
、
羅
漢
寺
は
冬
の
時
代
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

名所江戸百景
五百羅漢さゞゐ堂（広重）

江戸名所道戯尽廿六
五百羅漢さゞゐ堂（広重）

東都名所　五百羅漢さゞ ゐ堂（広重）

東都名所　五百羅漢さゞ ゐ堂（広重）

長善寺さざえ堂

曹源寺さざえ堂

羅漢寺
�

�

能持院�

成身院�

曹源寺�

正宗寺�

梅園院�

長禅寺�

妙音寺�

長勝寺�

西新井大師�

観音院�

竜照寺�

大栄寺�

東京都江東区
�

�

栃木県茂木町�

埼玉県児玉町�

群馬県太田市�

福島県会津若松市�

東京都台東区�

茨城県取手市�

群馬県桐生市�

青森県弘前市�

東京都足立区�

埼玉県小鹿野町�

新潟県新潟市�

茨城県結城市�

安永9：1780
�

�

天明5：1785�

天明5：1785�

寛政5：1793 �

寛政8：1796�

寛政11：1799�

享和1：1801�

1820-40頃�

天保10：1839�

天保11頃：1840�

18世紀後半�

明治8：1875�

未詳�

安政2年（1855）地震で倒壊、�

明治8年（1875）取壊し�

明治4年（1871）台風で倒壊�

明治44年（1911）再建 現存�

現存�

現存�

完成直後に取壊し�

現存�

天保13年（1842）焼失�

現存�

明治時代に再建、現存�

明治26年（1893）焼失�

焼失�

現存せず�

寺院名� 建立年代� 備考�所在地（建立当時）�

表２：全国さざえ堂一覧 �

羅
漢
寺
で
初
め
て
建
立
さ
れ
た
さ
ざ
え
堂

は
各
地
で
次
々
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
（
表
２
）。

残
念
な
が
ら
羅
漢
寺
の
さ
ざ
え
堂
は
明
治
８

年
（
１
８
７
５
）
に
壊
さ
れ
ま
し
た
が
、
群

馬
県
太
田
市
の
曹
源
寺
や
茨
城
県
取
手
市
の

長
禅
寺
の
さ
ざ
え
堂
が
羅
漢
寺
の
も
の
に
似

て
い
る
そ
う
で
す
。
折
に
触
れ
て
訪
れ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
文
化
財
専
門
員
　
赤
澤
春
彦
）
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江
東
区
登
録
無
形
文
化
財
（
工
芸
技

術
・
木
工
）
保
持
者
の
川
又
栄
一
氏
は
、

去
る
５
月
１３
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
（
７１

歳
）。
氏
は
、
明
治
時
代
中
期
か
ら
続
く

桶
結
お
け
ゆ
い
師し

「
桶
栄
」
の
３
代
目
で
し
た
。

慎
ん
で
追
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
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昔
か
ら
こ
こ
に
あ
っ
た
富
士
塚

左
の
古
写
真
は
、
昭
和
３０
年
ご
ろ
に
、
亀

戸
９
丁
目
に
あ
る
浅
間
神
社
の
社
殿
を
正
面
か

ら
撮
っ
た
も
の
で
す
。
石
造
の
鳥
居
の
下
か
ら

敷
石
が
社
殿
に
向
か
っ
て
続
い
て
い
ま
す
。
社

殿
は
塚
の
上
に
あ
り
、
石
段
を
登
っ
て
参
拝
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

塚
は
、
富

士
塚
と
呼
ば

れ
る
、
富
士

山
を
模
し
た

小
型
の
人
造

山
で
す
。
区

内
に
は
こ
の

「
亀
戸
の
富

士
塚
」
の
他

に
、
富
賀
岡
八
幡
宮
（
南
砂
７
）
に
「
砂
町
の

富
士
塚
」
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
区
の
指

定
有
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
富
岡
八
幡
宮
（
富
岡
１
）
の
富
士
塚
は
近

年
再
び
築
か
れ
た
も
の
で
す
。

亀
戸
の
富
士
塚
は
、
今
ま
で
移
転
し
た
こ

と
は
な
く
、
昭
和
５４
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
亀

戸
・
大
島
・
小
松
川
地
区
の
再
開
発
を
も
乗
り

越
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
様
子
は
大
き
く
変
わ

り
ま
し
た
。
社
殿
は
塚
か
ら
移
転
し
、
塚
の
あ

る
と
こ
ろ
は
公
園
と
な
り
ま
し
た
。

古
道さ

て
、
古
写
真
を
見
る
と
、
鳥
居
の
手
前

に
道
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
こ
の
道
は

古
く
、
延
宝
７
年
（
１
６
７
９
）
の
「
増
補
江

戸
大
絵
図
」
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
道
を
往

来
す
る
人
を
案
内
し
て
い
た
の
が
、
か
つ
て
竪

川
の
六
之
渡
し
付
近
に
あ
っ
た
「
富
士
せ
ん
げ

ん
道
道
標
」（
享
和
元
年
・
１
８
０
１
）
で
す
。

道
標
の
正
面
に
は
、「
是
よ
り
右
　
富
士
せ

ん
げ
ん
　
亀
戸
天
神
　
六
阿
ミ
だ
　
あ
さ
く

さ
　
道
」
と
あ
り
、
竪
川
北
岸
か
ら
、
浅
間

神
社
、
亀
戸
天
神
、
六
阿
弥
陀
常
光
寺
、
浅
草

に
通
じ
る
道
を
示
し
て
い
ま
す
。
古
写
真
の
左

側
方
向
を
行
く
と
、
水
神
社
（
亀
戸
４
）
に
行

き
当
た
り
、
そ
こ
で
二
股
に
分
か
れ
た
道
の
左

手
を
行
く
と
亀
戸
天
神
（
亀
戸
３
）
に
、
右
手

を
行
く
と
常
光
寺
（
同
）、
そ
し
て
北
十
間
川

を
沿
っ
て
浅
草
へ
と
至
り
ま
す
。
現
在
、
大
部

分
の
道
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
浅
間

神
社
の
あ
た
り
は
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

古
写
真
は
、
か
つ
て
の
浅
間
神
社
の
す
が

た
を
と
ど
め
る
写
真
で
あ
る
と
と
も
に
、
江
戸

時
代
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た
古
道
を
記
録
し
た

写
真
で
も
あ
る
の
で
す
。

現在の亀戸の富士塚
（亀戸浅間公園内）

富士せんげん道道標
（浅間神社内）

す
で
に
６
月
１１
日
号
の
区
報
で
も
お
伝

え
し
て
い
る
よ
う
に
、
伝
統
工
芸
の
体
験

が
行
わ
れ
ま
す
。
職
人
さ
ん
の
て
い
ね
い

な
指
導
の
も
と
で
、
江
戸
の
職
人
気
分
を

味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

申
込
　
電
話
に
て
文
化
財
係
ま
で（
先
着
順
）

電
話
（
３
６
４
７
）
９
８
１
９

締
切
　
定
員
に
な
り
し
だ
い

費
用
　
有
料

内
容
　
左
の
通
り

◆
午
前
の
部
（
１０
時
〜
１２
時
）

江
戸
切
子
・
麻
の
葉
模
様

定
員
１２
人
・
費
用
１
０
０
０
円

更
紗
染
・
東
海
道
五
十
三
次
「
箱
根
」

定
員
７
人
・
費
用
２
０
０
０
円

無
地
染
・
し
ぼ
り
染
め
ス
カ
ー
フ

定
員
１０
人
・
費
用
２
０
０
０
円

べ
っ
甲
細
工
・
根
付
ま
た
は
ペ
ン
ダ
ン
ト

定
員
２０
人
・
費
用
１
５
０
０
円

江
戸
指
物
・
桐
の
筆
皿

定
員
２０
人
・
費
用
１
５
０
０
円

◆
午
後
の
部
（
１３
時
〜
１５
時
）

江
戸
切
子
・
麻
の
葉
模
様

定
員
１２
人
・
費
用
１
０
０
０
円

更
紗
染
・
東
海
道
五
十
三
次
「
由
井
」

定
員
７
人
・
費
用
２
０
０
０
円

木
彫
刻
・
定
員
計
１５
人

①
桐
の
文
箱
　
　
費
用
２
０
０
０
円

②
菓
子
皿
　
　
　
費
用
１
０
０
０
円

③
コ
ー
ス
タ
ー
　
費
用
１
０
０
０
円

江
戸
表
具
・
菓
子
盆

定
員
６
人
・
費
用
６
０
０
円

建
具
組
子
・
ミ
ニ
衝
立

定
員
２０
人
・
費
用
１
５
０
０
円

※
い
ず
れ
の
体
験
も
、
汚
れ
て
よ
い
軽
作

業
の
で
き
る
服
装
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

「
深
川
体
験
わ
ー
る
ど
」
で
モ
ノ
作
り
体
験�

期
日
　
７
月
16
日（
日
）�

会
場
　
森
下
文
化
セ
ン
タ
ー（
森
下
３
―
12
―
17
）�

江戸職人�
気分を味�
わおう！�

締
切

締
切

締
切

締
切

締
切


