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職
人
の
技
を
知
る

長
い
歴
史
を
経
て
、
現
代
に
伝
え
ら
れ
た

技
。
伝
統
的
な
そ
の
技
を
受
け
継
ぐ
人
は
職

人
と
呼
ば
れ
ま
す
。
区
内
に
は
、
現
在
も
多

く
の
職
人
が
居
住
し
、
仕
事
を
続
け
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
技
術
を
一
般
の
方
が
目

に
す
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、「
匠た
く
み

の
粋い
っ
ぴ
ん
ど
こ
ろ

品
処
」
は
、
狭
い
ス
ペ
ー

ス
な
が
ら
、
職
人
の
技
へ
の
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
く
場
と
し
て
、「
工
匠
壱
番
館
」
に

代
わ
り
、
深
川
江
戸
資
料
館
の
常
設
展
示
隣

（
有
料
ス
ペ
ー
ス
）
に
新
た
に
設
け
ら
れ
ま

し
た
。

同
館
の
常
設
展
示
は
、
江
戸
後
期
の
深
川

佐
賀
町
の
一
部
（
商
家
や
長
屋
な
ど
）
を
再

現
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
時
代
は
、
商
品
経

済
が
著
し
く
発
展
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
が
商

品
と
し
て
流
通
し
は
じ
め
ま
し
た
。
江
戸
の

町
で
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
た
の
は
、
そ
れ

ら
を
作
っ
て
い
た
職
人
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

人
々
は
長
屋
な
ど
に
住
み
、
自
宅
で
、
あ
る

い
は
仕
事
場
で
モ
ノ
づ
く
り
に
従
事
し
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
街
並
み
を
体
感
し
た

あ
と
に
、
当
時
の
職
人
の
姿
に
想
い
を
馳は

せ

つ
つ
、
そ
の
技
術
を
受
け
継
い
だ
展
示
品
を

ご
覧
い
た
だ
く
の
も
一
興
か
と
存
じ
ま
す
。

深
川
江
戸
資
料
館
に
ご
来
館
の
際
は
、「
匠

の
粋
品
処
」
の
展
示
作
品
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。
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江
東
区
教
育
委
員
会
は
、
こ
れ
ま
で
に

区
指
定
文
化
財
や
登
録
史
跡
の
所
在
地
に
そ

の
由
来
や
変
遷
な
ど
を
紹
介
す
る
文
化
財
説

明
板
を
設
置
し
て
き
ま
し
た
。
平
成
28
年
度

は
2
基
を
新
た
に
設
置
し
ま
し
た
（
前
号

2
7
7
号
）。
そ
の
全
て
を
見
た
方
は
少
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
区
内
各
所
に
あ
る
文
化
財

説
明
板
を
紹
介
し
ま
す
。
街
中
で
見
か
け
た

時
の
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

指
定
文
化
財
説
明
板
と
史
跡
説
明
板

現
在
、
区
内
に
は
指
定
と
な
っ
て
い
る
有

形
文
化
財
・
有
形
民
俗
文
化
財
が
35
件
あ
り

ま
す
。
説
明
板
に
は
、
解
説
の
他
に
写
真
・

絵
図
な
ど
も
付
け
て
い
ま

す
（
写
真
1
・
上
段
が
解

説
、
下
段
が
写
真
）。
写

真
な
ど
を
加
え
る
こ
と

で
、
普
段
は
見
る
機
会

し
た
も
の
で
す
。
興
味
を
お
持
ち
の
方
は
、

神
社
・
俳
句
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
文
化
史

上
の
用
語
が
ど
の
よ
う
に
英
訳
さ
れ
て
い
る

か
、
見
て
く
だ
さ
い
。

 

文
化
財
愛
護
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク

さ
て
、
こ
こ
ま
で
文
化
財
説
明
板
を
紹
介

し
ま
し
た
が
、
写
真
1
・
3
の
説
明
板
に
は

文
化
財
愛
護
を
象
徴
す
る
マ
ー
ク
が
入
っ
て

い
ま
す
（
拡
大
写
真
1
・
2
）。
こ
の
マ
ー

ク
は
、
ひ
ろ
げ
た

両
手
の
手
の
ひ
ら

の
パ
タ
ー
ン
に

よ
っ
て
日
本
建
築

の
重
要
な
要
素
で

あ
る
斗と

栱き
ょ
う（
組
み
も
の
）
を
表
し
、
こ
れ
を

三
つ
重
ね
る
こ
と
で
文
化
財
を
過
去
、
現
在
、

未
来
に
わ
た
り
永
遠
に
伝
承
し
て
ゆ
く
と
い

う
愛
護
精
神
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

文
化
財
説
明
板
を
守
る
活
動

一
方
で
江
東
区
内
に
は
こ
れ
ら
の
説
明
板

を
守
る
、
自
主
的
な
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
江
東
区
文
化
財
保
存
愛

護
会
（
以
下
、
愛
護
会
）
と
い
い
ま
す
。

愛
護
会
は
、
4
月
か
ら
11
月
ま
で
の
期
間
、

月
1
回
地
域
を
決
め
て
、
文
化
財
説
明
板
を

は
じ
め
、
各
種
標
識
・
石
碑
・
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
の
清
掃
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
（
写
真

4
）。文

化
財
説
明
板
を
全
て
見
て
回
る
こ
と

は
、
難
し
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も
も
し

街
中
で
見
か
け
た
時
に
は
、
是
非
一
度
読
ん

で
み
て
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
場
所
に
文
化
財
が
あ
っ
た
の
か
と

あ
ら
た
め
て
文
化
財
へ
の
関
心
を
深
め
る
機

会
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ

ら
に
文
化
財
説
明
板
を
通
じ
、
文
化
財
の
保

護
、
地
域
の
歴
史
に
関
心
を
も
も
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

功く
ぬ
ぎ刀

俊
宏
）

が
少
な
い
文
化
財
、
さ
ら
に
現
在
で
は
見
る

事
の
で
き
な
い
往
時
の
姿
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。一

方
で
史
跡
と
は
、
江
東
区
の
歴
史
の
正

し
い
理
解
の
た
め
欠
く
こ
と
が
で
き
ず
、
か

つ
学
術
的
な
価
値
の
あ
る
も
の
を
指
し
ま

す
。
江
東
区
に
は
2
5
4
件
あ
り
ま
す
。

写
真
2
の
説
明
板
は
「
逆
井
の
渡
し
跡
」

（
亀
戸
村
と
西
小
松
川
村
（
江
戸
川
区
）
を

結
ん
だ
中
川
の
渡
し
・
亀
戸
9
︱
12
〜
江
戸

川
区
）
の
説
明
板
で
す
。
こ
の
説
明
板
で
は

歌
川
広
重
（
1
7
9
7
〜
1
8
5
8
）
に

よ
る
「
名
所
江
戸
百
景
」
な
ど
浮
世
絵
・
絵

画
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
文
章
だ
け
で
は
イ

メ
ー
ジ
し
に
く
い
史
跡
に
つ
い
て
の
理
解
を

助
け
て
い
ま
す
。

二
ヵ
国
語
表
記
の
説
明
板

ま
た
、
区
で
は
一
昨
年
よ
り
二
カ
国
語
表

記
（
日
本
語
・
英
語
）
に
よ
る
説
明
板
を
設

置
し
て
い
ま
す
（
写
真
3
）。
下
段
の
英
文

の
表
記
は
、
上
段
の
日
本
語
の
説
明
を
要
約

写
真
１　

指
定
文
化
財
説
明
板「
石
造
燈
明
台
」

（
深
川
公
園
内
）

拡
大
写
真
１

写
真
2　

史
跡
説
明
板「
逆
井
の
渡
し
跡
」（
亀
戸
9
丁
目
）

写真3　二カ国語表記説明板「採荼庵跡」（海辺
橋南西側橋台地）上段が日本文、下段が英文です

写真4　愛護会の清掃活動の様子

文化財愛護
シンボルマーク

区
内
文
化
財
を
た
ず
ね
て

〜
説
明
板
を
め
ぐ
る

「
小
さ
な
旅
」〜

拡大写真2



3

橋
銘
札

左
の
錦
絵
は
、
明
治
6
年
（
1
8
7
3
）

に
中
村
座
で
初
演
さ
れ
た
歌
舞
伎
「
梅つ

ゆ雨

小こ
そ
で
む
か
し
は
ち
じ
ょ
う

袖
昔
八
丈
（
髪か
み
ゆ
い結
新し
ん

三ざ

）」
の
一
幕
を
描

い
た
も
の
で
す
。
恨
み
を
晴
ら
そ
う
と
す
る

弥
太
五
郎
源
七
（
左
側
）
に
迫
ら
れ
た
新
三

（
右
側
）
が
、「
ち
ょ
う
ど
所
も
寺
町
に
娑し
ゃ

婆ば

と
冥め
い

土ど

の
別
れ
道
、
そ
の
身
の
罪
も
深
川
に

橋
の
名
さ
え
も
閻え
ん

魔ま

堂ど
う
、
鬼
と
い
わ
れ
た
源

七
が
こ
こ
で
命
を
捨
て
る
の
も
、
餓が

き鬼
よ
り

弱
い
生
業
の
地
獄
の
か
す
り
を
取
っ
た
報
い

だ
」
と
捨
て
台ぜ
り

詞ふ

を
吐
く
場
面
で
す
。

台
詞
に
出
て
く
る
閻
魔
堂
橋
は
油
堀
に
架

か
っ
て
い
た
富
岡
橋
の
こ
と
で
す
。
近
く
の

法
乗
院
閻
魔
堂
（
現
深
川
2
）
に
ち
な
ん
で

地
元
で
は
「
閻
魔
堂
橋
」
と
呼
ん
で
い
ま
し

た
。
錦
絵
を
見
る
と
、
新
三
の
右
腕
越
し
に

「
ゑ
ん
ま
堂
橋
」
と
書
か
れ
た
木
札
に
気
が

つ
き
ま
す
。
こ
れ
を
橋き
ょ
う
め
い
ふ
だ

銘
札
と
言
い
ま
す
。

往
来
人
の
便
利
を
考
え
て

江
戸
時
代
も
末
の
弘こ
う
か化

2
年
（
1
8
4
5
）

4
月
8
日
、
町
奉
行
所
は
江
戸
向
や
本
所
深

川
の
町
々
へ
、
往
来
人
の
通
行
便
利
の
た
め

に
、
橋
の
男お

と
こ
ば
し
ら柱
か
袖そ
で
ば
し
ら柱

（
下
図
参
照
）
に
橋

銘
札
を
付
け
る
よ
う
に
命
じ
て
い
ま
す
（
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
「
嘉か
え
い
せ
ん
よ
う
る
い
し
ゅ
う

永
撰
要
類
集
」）。

奉
行
所
が
示
し
た
橋
の
一
覧
に
は
、
江
戸
向

で
は
御
入
用
橋
28
橋
と
町
入
用
橋
46
橋
、
本

所
深
川
で
は
御
入
用
橋
48
橋
と
町
入
用
橋
22

橋
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
高
欄

な
ど
の
無
い
石
橋
や
小
橋
・
板
橋
、
ま
た
武

家
や
寺
院
な
ど
支
配
違
い
の
橋
に
つ
い
て
は

対
象
外
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

町
奉
行
所
は
一
覧
に
洩も

れ
が
あ
る
な
ら
ば

申
し
出
る
よ
う
に
と
命
じ
、
ま
た
本
所
深
川

の
町
々
へ
は
、
自
分
橋
や
入
堀
橋
な
ど
で
往

来
に
便
利
だ
と
思
わ
れ
る
場
合
は
同
様
に
札

を
付
け
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
掘
割
を
往
来
す
る
舟
の
た
め
に
橋

杭
に
も
札
を
付
け
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
ま
し

た
が
、
舟
で
往
来
す
る
人
は
船
乗
り
任
せ
で

あ
る
し
、
そ
も
そ
も
堀
筋
を
覚
え
る
こ
と
は

船
乗
り
の
心
得
で
あ
る
か
ら
要
ら
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

橋
銘
札
を
付
け
な
い
橋

と
こ
ろ
で
一
覧
に
は
肝
心
な
橋
た
ち
が

載
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
日
本
橋
・
江
戸

橋
・
京
橋
・
両
国
橋
・
永
代
橋
・
新
大
橋
・

大
川
橋
で
す
。
当
初
、
こ
れ
ら
7
橋
に
つ
い

て
も
橋
銘
札
を
付
け
る
予
定
で
し
た
。
地
方

の
人
が
江
戸
に
来
た
時
に
便
利
な
よ
う
に
す

べ
て
の
橋
に
札
を
付
け
る
方
針
で
あ
っ
た
か

ら
で
す
。
し
か
し
町
奉
行
配
下
の
本
所
方
や

定
橋
掛
か
ら
異
論
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら

は
、
7
橋
は
小
橋
と
違
っ
て
多
く
の
人
が
そ

の
名
を
知
っ
て
お
り
、
他
の
橋
と
同
様
に
普

通
に
札
を
付
け
て
は
御
府
内
の
者
た
ち
か
ら

批
判
を
浴
び
る
だ
ろ
う
と
言
う
の
で
す
。
江

戸
を
代
表
す
る
7
橋
は
御
府
内
の
人
々
に

と
っ
て
格
別
な
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

橋
銘
札
の
書
き
方

橋
に
は
、
本ほ

ん
め
い銘
の
他
に
、
富
岡
橋
の
よ
う

に
「
閻
魔
堂
橋
」
と
い
っ
た
地
元
で
言
い
習

わ
さ
れ
て
い
る
里り

俗ぞ
く
め
い銘
を
持
つ
も
の
も
あ
り

ま
す
。
通
用
し
て
い
る
里
俗
銘
を
採
用
し
た

方
が
便
利
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
り
ま
し
た

が
、
結
局
本
銘
を
札
に
記
す
こ
と
に
し
ま
し

た
。
里
俗
銘
は
地
元
限
り
の
こ
と
で
あ
り
、

本
銘
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
で

し
た
。
な
お
、
本
銘
が
無
い
橋
に
つ
い
て
は
、

里
俗
銘
が
あ
る
橋
は
「
何
町
ゟよ
り

何
町
江
渡
ル

字あ
ざ

何
橋
」
と
し
、
そ
れ
が
無
い
橋
は
「
何
町

ゟよ
り

何
町
江
渡
ル
橋
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

そ
う
す
る
と
錦
絵
に
描
か
れ
た
閻
魔
堂
橋

に
は
実
際
は
「
富
岡
橋
」
と
記
し
た
橋
銘
札

が
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
錦

絵
は
芝
居
の
世
界
が
描
か
れ
た
も
の
で
す
。

舞
台
は
、
繁
華
な
門
前
町
と
清
閑
な
寺
町
と

を
隔
て
る
油
堀
端
で
、
し
か
も
近
く
に
は
冥

界
の
閻
魔
が
鎮
座
す
る
御
堂
が
あ
り
ま
す
。

「
娑
婆
と
冥
土
の
別
れ
道
」
と
い
う
台
詞
が

す
ん
な
り
と
納
得
で
き
る
土
地
柄
で
あ
り
、

油
堀
に
架
か
る
「
ゑ
ん
ま
堂
橋
」
は
そ
の
雰

囲
気
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

名
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

栗
原 

修
）

■
閻
魔
堂
橋
と
橋
銘
札
■

「梅雨小袖昔八丈」（東京都立中央図書館特別文庫室所蔵）

「
深
川
元
木
橋
掛
替
御
普
請
絵
図
面
」（
部
分
）

（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）
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今
回
取
り
上
げ
る
町
は
黒
江
町
（
福
住

1
・
門
前
仲
町
1
・
永
代
2
付
近
）
で
す
。

こ
の
町
は
、
深
川
南
部
に
位
置
し
、
開
発
そ

し
て
堀
割
の
開
削
な
ど
に
よ
り
複
数
ケ
所

に
分
か
れ
ま
し
た
（
図
）。
な
ぜ
そ
の
よ
う

に
な
っ
た
の
か
。
も
と
の
黒
江
町
は
ど
こ
に

あ
っ
た
の
か
。
一
部
推
測
も
含
め
な
が
ら
、

町
の
歴
史
を
紐ひ
も

解と

い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

黒
江
町
成
立
の
経
緯
と
黒
江
川

『
寛か
ん
え
い
ろ
く

永
録
』（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
）
に

記
さ
れ
た
町
成
立
の
由
緒
に
よ
れ
ば
、
黒
江

町
は
、
寛
永
6
年
（
1
6
2
9
）
に
助
右
衛

門
な
る
人
物
に
よ
り
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
同

町
は
、
深
川
南
部
に
展
開
し
た
猟り
ょ
う
し
ま
ち

師
町
八
ケ

町
の
一
つ
で
、
当
初
は
助
右
衛
門
町
と
称
し

ま
し
た
。
他
の
七
ケ
町
は
弥
兵
衛
町
（
清

住
町
）、
次
郎
兵
衛
町
・
藤
左
衛
門
町
（
佐

賀
町
）、
新
兵
衛
町
（
相
川
町
）、
利
左
衛
門

町
（
熊
井
町
）、
助
十
郎
町
（
諸も
ろ
ち
ょ
う町
）、
彦
左

衛
門
町
（
富
吉
町
）
で
、
い
ず
れ
も
当
初
は

開
発
者
名
を
町
名
と
し
ま
し
た
が
、
元
禄
8

年
（
1
6
9
5
）
頃
に
黒
江
町
も
含
め
（　

）

内
の
町
名
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

文
政
11
年
（
1
8
2
8
）
に
成
立
し
た
幕

府
の
編へ
ん
さ
ん
ぶ
つ

纂
物
『
町
方
書
上
』
に
は
、
黒
江
町

の
名
は
町
の
北
を
流
れ
る
「
黒
江
川
」
か
ら

名
づ
け
ら
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

次
に
、
開
発
に
関
わ
る
記
述
を
、
同
書
か

ら
抜
粋
い
た
し
ま
す
。

•�

元
禄
十
弐に

卯う
の
と
し年
（
中
略
）
南
の
方
、
町
屋

裏
通
川
筋
、
堀
割
の
砌み
ぎ
り

（
中
略
）
同
十
三

辰
年
中
、
当
町
久
中
橋
向む
か
い

北
の
方
に
て
、

地
面
続
西
角
元も
と
こ
び
き
ち
ょ
う

木
挽
町
六
丁
目
木
置
場
の

処と
こ
ろ、
並
東ひ
が
し
か
ど角
海
辺
新
田
の
内
、
北
川
町
続

木
挽
町
四
丁
目
木
置
場
の
所

こ
の
史
料
か
ら
、
次
の
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
一
つ
は
、
元
禄
12
年
（
1
6
9
9
）
に

黒
江
町
の
南
側
に
堀
割
が
掘
ら
れ
た
こ
と
、

翌
13
年
に
は
堀
割
と
な
っ
た
場
所
の
代だ
い

地ち

と

し
て
、
久
中
橋
向
い
の
西
角
（
元
木
挽
町
6

丁
目
）
④
と
東
角
（
海
辺
新
田
の
内
）
⑤
、

さ
ら
に
は
北
川
町
続
き
の
土
地
（
木
挽
町
4

丁
目
）
⑥
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
④
〜
⑥
は
、
元
禄
12
・
13

年
に
幕
府
か
ら
与
え
ら
れ
た
代
地
で
し
た
。

で
は
、
①
〜
③
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
代
地

は
黒
江
町
の
南
側
の
土
地

を
御
用
地
と
し
た
こ
と
に

対
す
る
も
の
で
す
の
で
、

南
側
に
堀
割
の
あ
る
町
、

す
な
わ
ち
①
が
当
時
の
助

右
衛
門
町
と
推
測
で
き
ま

す
。
ま
た
、「
当
町
久
中

橋
向
」
の
西
・
東
に
代
地

が
あ
る
と
の
記
述
は
、
③

も
助
右
衛
門
町
の
一
部
で

あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

の
間
に
位
置
し
た
②
も
併
せ
た
①
〜
③
ま
で

を
含
む
、
一
定
範
囲
が
本
来
の
助
右
衛
門
町

で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。

い
ず
れ
も
推
測
の
域
を
で
ま
せ
ん
が
、
明

暦
大
火
（
1
6
5
7
）
直
後
の
成
立
と
考
え

ら
れ
る
「
江え

ど戸
大お
お

絵え

ず図 

明め
い
れ
き暦
」（
公
益
財
団

法
人
三
井
文
庫
所
蔵
）
に
は
、
①
③
の
場
所

に
い
ず
れ
も
武
家
の
屋
敷
が
あ
り
、
②
付
近

は
「
町
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
絵

図
と
『
町
方
書
上
』
に
は
、
1
7
0
年
も

の
時
の
経
過
が
あ
り
ま
す
が
、
仮
に
こ
の
②

が
黒
江
町
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
①
・
③
が

黒
江
町
と
し

て
成
立
し
た

時
期
に
つ
い

て
は
明
確
で

は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
後
と

も
慎
重
に
検

討
を
加
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

「
町ち
ょ
う
な
い
り
ぞ
く
の
と
な
え

内
里
俗
之
唱
」
に
つ
い
て

町
内
と
は
黒
江
町
、
里
俗
と
は
そ
こ
に
住

む
人
々
の
意
味
で
す
。
こ
こ
で
は
、『
町
方

書
上
』
の
記
述
を
も
と
に
、
19
世
紀
当
初
に

黒
江
町
の
住
人
が
町
内
各
所
を
ど
の
よ
う
に

呼
ん
で
い
た
の
か
紹
介
い
た
し
ま
す
。

は
じ
め
に
黒
江
川
に
関
す
る
記
述
を
取
り

上
げ
る
と
、

黒
江
橋
際ぎ
わ
よ
り
八
幡
橋
際
迄
の
内
、
一
円

ニ
黒
江
川
と
唱
候
義
は
…

と
記
さ
れ
、
黒
江
橋
か
ら
八
幡
橋
ま
で
を

黒
江
川
と
唱
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

⑦
。
こ
の
付
近
の
川
に
面
し
た
河か

し岸
通ど
う
り
を

「
浜
拾
三
町
」
と
唱
え
て
い
た
と
あ
り
ま
す
。

他
は
、
八
幡
橋
通
り
⑧
に
面
し
た
町
を
「
通

り
黒
江
町
」、
坂
本
町
代
地
の
向
い
の
町
を

「
東
黒
江
町
」
④
（
⑤
も
含
む
か
？
）、
久
中

橋
〜
黒
江
橋
に
至
る
南
側
の
河
岸
通
り
を

「
日
影
町
」
③
、
西さ
い
ね
ん
じ
わ
き
よ
こ
ち
ょ
う

念
寺
脇
横
丁
を
「
西
念

寺
横
丁
」
⑨
と
唱
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
黒
江
町
は
、
開
発
と
そ
れ

に
と
も
な
う
代
地
の
付
与
な
ど
で
複
数
に
分

か
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
町
の
住
人
は
、

町
や
河
岸
通
り
な
ど
に
名
を
付
け
、
分
か
り

や
す
く
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
、
他
の
深
川
南
部
の
町
に
も
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
地
域
を
考
え
る
う
え
で
の
手

掛
り
の
一
つ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

「
黒
江
町
」

く
ろ
え
ち
ょ
う

江
戸
の
町
内
探
訪
⑩

本所深川絵図（部分）　国立国会図書館デジタルコレクション

①
②

⑨

⑧

⑥
③

④ ⑤

⑦

⑦

久
中
橋

久
中
橋

八
幡
橋

八
幡
橋

黒
江
橋

黒
江
橋
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又
兵
衛
新
田
は
、
小
名
木
川
を
は
さ
ん

だ
対
岸
の
小
名
木
川
村
の
村
民
又
兵
衛
が
開

発
し
た
と
さ
れ
る
村
で
す
。
そ
の
名
の
通

り
、
村
名
は
開
発
人
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

開
発
さ
れ
た
年
代
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
幕
府
が
元げ
ん
ろ
く禄

13
年
か
ら
15
年
の
間

（
１
７
０
０
〜
０
２
）
に
作
成
を
命
じ
た
村

台
帳
の
「
元
禄
郷
帳
」
で
初
め
て
そ
の
名
が

確
認
で
き
る
た
め
、
成
立
し
た
の
は
そ
れ
以

前
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

陶
首
稲
荷
と
永
福
寺

し
か
し
、『
南
葛
飾
郡
神
社
要
覧
』
に
掲

載
さ
れ
た
又
兵
衛
新
田
鎮
守
の
陶
首
稲
荷

（
東
砂
2
︱
14
︱
5
）
の
由
緒
に
よ
る
と
、

寛か
ん
え
い永
年
間
（
１
６
２
４
〜
４
４
）
初
め
に
開

発
さ
れ
た
時
に
鎮
守
と
し
て
祀
ら
れ
た
と
あ

り
、
開
発
時
期
は
寛
永
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
陶
首
稲
荷
に
は
歴
史
的
な
石
造
物
が

残
さ
れ
て
お
り
、
天て
ん
ぽ
う保

15
年
（
１
８
４
４
）

の
庚
申
塔
（
区
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
）
と

嘉か

永え
い

3
年
（
１
８
５
０
）
の
水
盤
（
前
同
）

が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
奉
納
者
に
「
又
兵

衛
新
田
」
と
は
っ
き
り
明
記
は
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
地
域
の
神
社
が
江
戸
時
代
か
ら
続

い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
貴
重
な
文
化
財

で
す
。

さ
ら
に
村
内
に
あ
っ
た
天
台
宗
寺
院
の
永

福
寺
は
、「
新
編
武
蔵
風
土
記
」
に
よ
る
と

開か
い
さ
ん山

（
お
寺
を
創
建
し
た
住
職
）
の
宥
真
が

寛
永
10
年
に
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
も
こ
の
土
地
が
寛
永
期
に
は
お
寺

が
で
き
る
所
（
つ
ま
り
人
が
住
ん
で
い
る
所
）

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

永
福
寺
は
、
太
平
洋
戦
争
末
期
の
昭
和

20
年
（
１
９
４
５
）
に
戦
災
で
焼
失
し
て
し

ま
い
、
現
在
は
墓
地
の
み
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
墓
地
の
中
に
は
、
永
福
寺
歴
代
の

住
職
の
墓
5
基
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
墓
石

に
は
、
承じ
ょ
う
お
う応

3
年
（
１
６
５
４
）・
延え
ん
ぽ
う宝

7

年
（
１
６
７
９
）・
寛か
ん
え
ん延

4
年
（
１
７
５
１
）・

寛か
ん
せ
い政

10
年
（
１
７
９
８
）・
文ぶ
ん

化か

5
年

（
１
８
０
８
）
の
年
号
が
記
さ
れ
て
お
り
、

少
な
く
と
も
永
福
寺
が
17
世
紀
半
ば
に
は
又

兵
衛
新
田
の
お
寺
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
墓
石
は
、

現
在
は
区
内
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
お

寺
の
よ
す
が
と
な
っ
て
い
ま
す
。

草
屋
の
渡
し

も
う
一
つ
、
又
兵
衛
新
田
に
ま
つ

わ
る
文
化
財
が
、
小
名
木
川
に
渡
さ

れ
て
い
た
草
屋
の
渡
し
跡
（
区
登
録

史
跡
）
と
そ
の
関
連
資
料
の
斎
藤
家

文
書
（
区
登
録
有
形
文
化
財
）
で
す
。

草
屋
の
渡
し
は
、
小
名
木
川
の
南
北

（
現
大
島
8
︱
39
・
東
砂
2
︱
13
）

を
つ
な
い
で
い
た
渡
船
場
で
、
明
治

17
年
（
１
８
８
４
）
に
又
兵
衛
新
田

の
住
人
斎
藤
豊
次
郎
が
開
設
し
ま
し

た
。当

時
は
ま
だ
、
小
名
木
川
に
架

け
ら
れ
て
い
た
橋
も
少
な
く
、
渡
船

は
地
域
住
民
の
貴
重
な
移
動
手
段
と

な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。「
渡

船
営
業
願
書
」
に
は
、
人
1
人
金
1

厘
5
毛
の
ほ
か
、
牛
馬
1
頭
に
つ
き

金
1
銭
と
利
用
料
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
明

治
半
ば
の
城
東
地
域
が
ま
だ
農
村
風
景
を
残

し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

の
ち
明
治
40
年
に
丸
八
橋
と
進
開
橋
が
架

橋
さ
れ
、
渡
し
の
利
用
は
減
少
し
ま
し
た
が
、

営
業
は
昭
和
10
年
代
ま
で
続
き
ま
し
た
。

又
兵
衛
新
田
の
歴
史
を
直
接
的
に
物
語
る

史
料
は
少
な
い
で
す
が
、
残
さ
れ
た
文
化
財

か
ら
は
地
域
の
歴
史
に
思
い
を
は
せ
る
ロ
マ

ン
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
文
化
財
専
門
員　

斉
藤
照
徳
）

又
兵
衛
新
田

又
兵
衛
新
田

城
東
の
村
を
歩
く
⑨

城
東
の
村
を
歩
く
⑨

庚申塔　天保15年在銘

渡船場図面（斎藤家文書）
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今
日
は
皆
さ
ん
の
手
許
に
あ
る
レ
ジ
ュ

メ
、「
芭
蕉
一い
っ
せ
い世

の
十じ
っ

句く

」
を
元
に
、
お
話

し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
題
に
し
た

か
と
い
う
と
、
松
尾
芭
蕉
が
こ
う
い
う
言
葉

を
残
し
て
い
る
か
ら
で
す
。「
一
世
の
う
ち

秀
逸
の
句
三
、五
あ
ら
ん
人
は
作
者
也
。
十

句
に
及
ん
人
は
名
人
也
」

苔の
り
じ
る汁
の
手
ぎ
は
見
せ
け
り
浅あ
さ
黄ぎ

椀わ
ん

浅
草
に
い
た
門
人
粕か
す

谷や

千ち

里り

に
、
お
も

て
な
し
を
う
け
た
と
き
の
句
で
す
。
芭
蕉
が

故
郷
の
伊
賀
上
野
で
最
初
に
奉
公
し
た
と
き

は
、
お
殿
様
の
台
所
方
で
し
た
。
苔
汁
は
、

海
苔
の
お
吸
い
物
で
す
。
海
苔
の
お
吸
い
物

は
作
り
置
き
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
、
さ
っ
と

作
る
。
ぱ
っ
と
散
ら
し
た
、
海
苔
の
香
り
、

そ
の
潔
さ
。
浅
草
海
苔
は
江
戸
時
代
か
ら
の

産
物
で
し
た
か
ら
、
乾
い
た
海
苔
で
は
な
く

生
海
苔
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
感
じ
が
し

ま
す
。
し
か
も
浅
黄
碗
で
す
。
京
都
の
二
条

新
町
で
作
っ
て
い
た
と
い
う
、
黒
漆
の
上
に

夕
方
の
空
の
よ

う
な
水
色
、
縹

色
で
塗
り
、
色

と
り
ど
り
に
花

鳥
を
描
い
た
お

椀
で
す
。
勢
い

の
あ
る
句
で

す
。
料
理
と
俳
句
は
似
て
い
ま
す
。
材
料
は

み
な
同
じ
で
す
。
旬
の
も
の
を
使
う
、
熱
い

も
の
は
熱
く
、
冷
た
い
も
の
は
冷
た
く
、
包

丁
の
入
れ
方
、
ま
さ
に
手
際
見
せ
け
り
、
で

す
。
調
理
の
仕
方
で
ま
っ
た
く
違
う
料
理
が

で
き
る
、
皆
で
同
じ
も
の
を
見
て
い
て
も
、

違
う
俳
句
が
で
き
る
。

さ
ま゙

く
の
事
お
も
ひ
出
す
桜
哉

芭
蕉
45
歳
、
元
禄
元
年
の
作
で
す
。
こ
の

句
の
背
景
に
は
、
芭
蕉
が
最
初
に
奉
公
し
た

殿
様
、
早
逝
し
て
し
ま
っ
た
藤と
う
ど
う堂

良よ
し
た
だ忠

の
子
、

藤
堂
良よ
し
な
が長

が
催
し
た
花
見
の
様
子
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
句
を
読
む
と
、
年
と
と
も
に
深
ま

る
思
い
出
、
桜
に
よ
っ
て
思
い
出
さ
れ
る
こ

と
、
年
を
重
ね
て
わ
か
る
も
の
、
な
ど
を
思

い
ま
す
。
読
み
手
が
自
分
の
人
生
経
験
に
照

ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
現
代
の
私

た
ち
の
心
に
も
、
響
い
て
く
る
句
で
す
。

行
く
春
や
鳥
啼な

き
魚
の
目
は
泪な
み
だ

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
立
ち
の
句
。
皆

が
私
と
の
別
れ
を
、
旅
立
ち
を
惜
し
ん
で
い

る
。
ま
た
会
え
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と

い
う
思
い
で
見
送
っ
て
い
る
。
鳥
は
啼
い
て

魚
の
眼
に
も
涙
が
み
え
る
、
と
い
う
句
で
す
。

私
は
『
季
語
で
よ
む
源
氏
物
語
』
と
い

う
本
を
書
い
て
い
る
と
き
に
、『
源
氏
物
語
』

と
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
比
べ
て
気
づ
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
『
お
く
の
ほ
そ

道
』
の
本
質
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、

ぜ
ひ
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

『
源
氏
物
語
』の「
須
磨
・
明
石
」の
段
で
は
、

光
源
氏
は
都
を
離
れ
、
自
ら
須
磨
、
明
石
へ

身
を
隠
す
こ
と
に
な
り
、
親
し
い
人
々
と
の

別
れ
を
惜
し
む
場
面
が
続
き
ま
す
。

・
弥
生
二
十
日
過
ぎ

・
有
明
の
月

・
名な

残ご
り

の
花
（
桜
）
を
惜
し
む

・
舟
で
旅
立
つ

・
胸
が
ふ
さ
が
り
な
が
ら

・
三
千
里
の
思
い

・
離り

別べ
つ

の
泪な
み
だ

こ
の
よ
う
に
、
光
源
氏
と
芭
蕉
の
「
旅
立

ち
」
に
は
共
通
点
が
あ
る
の
で
す
。

源
氏
は
罪
を
得
て
須
磨
明
石
へ
行
き
、

そ
こ
で
ひ
と
ま
わ
り
大
き
な
男
性
に
成
長

し
て
、
都
に
よ
み
が
え
っ
た
。
こ
れ
は
、

「
貴き
し
ゅ種

流り
ゅ
う
り
た
ん

離
譚
」
と
い
っ
て
、
貴
い
生
ま
れ

の
人
物
が
都
（
中
央
）
か
ら
離
れ
、
放
浪
し

て
戻
っ
て
く
る
、
と
い
う
物
語
の
パ
タ
ー
ン

で
す
。
日
本
文
学
に
は
こ
の
「
貴
種
流
離
譚
」

の
伝
統
が
あ
り
、
そ
の
代
表
が
光
源
氏
で
、

芭
蕉
も
そ
う
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現
代
に

な
っ
て
芭
蕉
記
念
館
が
で
き
、
芭
蕉
の
旅
を

た
ど
る
人
々
が
い
ま
す
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』

を
書
い
た
こ
と
、
俳
諧
の
表
現
者
に
な
っ
た

こ
と
で
、
芭
蕉
は
永
遠
の
命
を
得
た
の
だ
と

思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
背
景
を
考
え
て
も

含
蓄
に
と
ん
だ
句
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て

い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
で
す
。

数
な
ら
ぬ
身
と
な
お
も
ひ
そ
玉た
ま
ま
つ
り

芭
蕉
は
、
生
涯
独
身
で
こ
ど
も
も
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
身
近
に
い
た
寿じ
ゅ

貞て
い

尼に

と
い
う
女

性
の
存
在
は
、
今
で
も
謎
の
ひ
と
つ
で
す
。

こ
の
句
は
、
寿
貞
尼
が
亡
く
な
っ
た
と
聞
い

て
霊た
ま

ま
つ
り
、
つ
ま
り
お
盆
に
作
っ
た
句
で

す
。
大
事
な
人
に
対
す
る
思
い
が
こ
め
ら
れ

て
い
た
句
だ
と
お
も
い
ま
す
。
あ
な
た
は
、

自
分
の
存
在
を
数
な
ら
ぬ
身
、
つ
ま
ら
な
い

存
在
と
は
決
し
て
思
っ
て
は
い
け
な
い
よ
、

と
言
っ
て
い
る
。
寿
貞
尼
が
、
自
分
の
よ
う

な
も
の
は
数
な
ら
ぬ
身
で
あ
る
か
ら
、
あ
な

た
の
活
躍
を
陰
な
が
ら
祈
っ
て
い
ま
す
、
お

守
り
し
ま
す
、
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
亡
き
寿
貞
尼
の
魂
に
呼
び
か
け

て
い
る
の
で
す
。
芭
蕉
は
恋
愛
も
し
た
だ
ろ

う
し
、
人
間
の
心
の
機
微
を
知
っ
て
い
る
人

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

杜か
き
つ
ば
た若

わ
れ
に
発ほ
っ
く句

の
お
も
ひ
あ
り

杜
若
の
季
語
が
き
い
て
い
る
句
で
す
。『
伊

勢
物
語
』
で
、
三
河
の
国
の
八
橋
に
行
っ
た

と
き
に
咲
い
て
い
た
美
し
い
花
を
み
て
、
そ

の
花
の
名
を
「
か
き
つ
ば
た
」
と
聞
き
、
そ

れ
で
は
「
か
き
つ
ば
た
」
の
五
音
を
上
に
お

い
た
歌
を
作
ろ
う
、
と
在あ
り
わ
ら
の
な
り
ひ
ら

原
業
平
が
言
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
八
橋
の
近
く
の
宇
津
の
山

に
は
、
山
へ
分
け
入
る
細
い
道
、「
蔦つ
た

の
細

道
」
と
い
う
歌
枕
が
あ
る
。
私
は
『
お
く
の

ほ
そ
道
』
は
こ
の
「
蔦
の
細
道
」
か
ら
考
え

た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
杜
若
わ
れ
に

第
35
回（
平
成
二
十
八
年
度
） 

時
雨
忌
記
念
講
演
会
録 

講
師

　西
村 

和
子（「
知
音
」代
表
）

に
し
む
ら

か
ず
こ

ち
い
ん

芭
蕉
一世
の
十
句
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発
句
の
お
も
ひ
あ
り
、
と
は
、
歌
人
が
詠
ん

だ
「
杜
若
」
を
、
私
は
発
句
で
詠
ん
で
み
よ

う
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

「
宇
津
の
蔦
の
細
道
」
と
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
響
き
合
い
を
考
え
る
と
、
俳
諧
と
い
う
文

芸
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
日
本
文
学
の
系
譜

に
連
な
ろ
う
と
い
う
思
い
を
、
感
じ
取
り
ま

す
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
自
分
が
た
ど
っ

て
み
て
、
一
番
感
じ
た
の
は
そ
の
こ
と
で
す
。

歌
枕
で
有
名
な
場
所
を
た
ど
り
な
が
ら
、
歌

に
負
け
な
い
、
良
い
俳
句
を
詠
も
う
と
い
う

思
い
だ
っ
た
の
だ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、

た
ん
な
る
言
葉
遊
び
に
堕
落
し
て
い
た
俳
諧

を
文
学
に
し
た
の
で
す
。
私
た
ち
も
芭
蕉
の

志
を
つ
い
で
、
片
隅
の
文
学
で
あ
っ
て
も
高

い
志
を
も
っ
て
俳
句
を
作
っ
て
い
き
た
い
な

と
、
俳
句
を
作
る
身
と
し
て
、
そ
う
い
う
こ

と
を
こ
の
句
に
感
じ
ま
す
。

笠
島
は
い
づ
こ
さ
月
の
ぬ
か
り
道

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
笠
島
の
段
で
す
。

集
中
豪
雨
で
し
ょ
う
ね
、
五
月
雨
の
な
か
道

が
悪
く
な
っ
て
い
る
の
を
ず
っ
と
歩
い
て
疲

れ
果
て
て
し
ま
い
、
と
う
と
う
寄
れ
な
か
っ

た
、
行
け
な
か
っ
た
、
で
も
俳
句
を
詠
ん
で

い
っ
た
ん
で
す
。
な
ぜ
行
か
な
か
っ
た
と
こ

ろ
で
、
句
を
詠
ん
だ
の
か
。
そ
れ
は
、
藤
と
う
の
ち
ゅ
う中

将じ
ょ
う
さ
ね
か
た

実
方
の
塚
は
い
づ
こ
、
と
そ
こ
へ
行
き
た

か
っ
た
の
で
す
。

藤
中
将
実
方
は
、
藤ふ
じ
わ
ら
の
さ
ね
か
た

原
実
方
の
こ
と
、
平

安
時
代
中
期
藤
原
氏
の
生
ま
れ
、
名
門
の
貴

公
子
で
す
。
時
の
帝
に
寵
愛
さ
れ
て
、
勅
撰

集
に
67
も
歌
が
残
っ
て
お
り
歌
人
と
し
て
も

認
め
ら
れ
、
順
調
に
出
世
し
て
い
ま
し
た
が
、

9
9
5
年
に
、
突
然
陸
奥
守
に
任
命
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
人
事
は
当
時
の
人
々
に
も
謎
の

左
遷
と
思
わ
れ
た
ら
し
く
、
い
く
つ
も
伝
説

が
残
り
ま
し
た
。

私
が
実
方
塚
を
訪
れ
た
と
き
は
、
蝶
々
が

い
っ
ぴ
き
後
を
つ
い
て
き
た
の
で
し
た
。
ま

さ
に
実
方
の
魂
だ
と
思
い
ま
し
た
。「
か
く

と
だ
に
え
や
は
伊
吹
の
さ
し
も
草　

さ
し
も

知
ら
じ
な
燃
ゆ
る
思
ひ
を
」
燃
え
る
思
い
を

あ
な
た
は
決
し
て
知
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
、
と
い
う
ク
ー
ル
で
ニ
ヒ
ル
で
自
尊
心
が

高
い
し
か
し
情
熱
に
あ
ふ
れ
た
、
実
方
の
歌

で
す
。
塚
の
上
に
は
、
藤
の
花
が
散
っ
て
い

ま
し
た
。
塚
は
あ
れ
ど
墓
標
は
な
い
、
藤
原

だ
か
ら
誰
か
が
藤
を
植
え
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
芭
蕉
は
、
さ
ぞ
こ
こ
へ
来
た
か
っ
た
だ

ろ
う
な
と
思
い
ま
し
た
。

夏
草
や
兵
つ
わ
も
のど
も
が
夢
の
跡

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
平
泉
の
中
尊
寺
、
高た
か

館だ
ち

の
句
、
大
変
有
名
で
す
ね
。
芭
蕉
は
、
藤

原
三
代
の
時
代
か
ら
5
0
0
年
後
に
、
平

泉
を
訪
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
場
所
で「
時

の
移
る
ま
で
涙
を
落
と
し
侍
り
ぬ
」
時
は
、

当
時
は
2
時
間
で
す
の
で
、
2
時
間
ず
っ
と

涙
し
な
が
ら
佇
ん
で
い
た
の
で
す
。
句
の
あ

と
に
つ
づ
く
光ひ
か
り
ど
う堂
の
文
ま
で
、
す
べ
て
あ
わ

せ
て
文
字
数
は
4
0
0
字
足
ら
ず
で
す
。

そ
の
な
か
に
、
5
0
0
年
の
時
の
経
過
と
、

芭
蕉
自
身
が
過
ご
し
た
2
時
間
を
、
雄
大
な

時
間
の
流
れ
と
し
て
力
を
こ
め
て
書
い
て
い

ま
す
。
文
と
と
も
に
味
わ
い
た
い
名
句
で
す
。

あ
か

く
と
日
は
難つ

れ
な
く面

も
あ
き
の
風

秋
の
句
で
す
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
越
後

路
か
ら
金
沢
の
海
岸
線
で
詠
ん
だ
句
で
す
。

日
本
の
季
節
の
移
り
行
き
を
よ
く
表
し
て

い
ま
す
。
日
本
の
季
節
は
、
乾
季
か
ら
雨
季

へ
と
い
う
ふ
う
に
、
突
然
季
節
が
変
わ
る
わ

け
で
は
な
く
、
ゆ
き
あ
い
の
時
期
が
あ
る
。

立
秋
が
過
ぎ
た
と
い
う
の
に
、
太
陽
は
あ
か

あ
か
と
つ
れ
な
い
ま
で
に
照
っ
て
い
る
。
こ

の
「
つ
れ
な
く
も
」
は
い
つ
ま
で
も
平
行
線
、

歩
み
寄
ら
な
い
、
知
ら
ん
顔
を
す
る
、
と
い

う
意
味
で
、
辛
い
思
い
を
さ
せ
て
い
る
と
い

う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
秋
に
な
っ
て
も

暑
い
、
し
か
し
、
風
は
秋
で
あ
る
。
古
今
集

の
「
秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど

も
風
の
音
に
ぞ
驚
か
れ
ぬ
る
」
を
下
敷
き
に

し
て
い
る
の
で
す
。
は
っ
き
り
と
目
に
は
見

え
な
い
け
れ
ど
、
風
の
音
に
秋
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
あ
あ
、
次
の
季
節
に
入
っ
て
い

る
の
だ
と
い
う
気
づ
き
方
を
さ
り
げ
な
く
詠

ん
で
い
ま
す
。
立
秋
を
過
ぎ
る
と
、
こ
の
句

を
思
い
出
し
ま
す
。

し
ら
露
も
こ
ぼ
さ
ぬ
萩
の
う
ね
り
哉

満
開
の
萩
の
花
に
露
が
降
り
て
い
る
。
萩

の
花
は
さ
か
り
で
、
白
い
露
が
び
っ
し
り
と

つ
い
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
零
さ
な
い
。

う
ね
り
が
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
す
。
こ
の
句

は
元
禄
6
年
に
詠
ま
れ
た
句
で
、
芭
蕉
最
晩

年
の
句
で
も
あ
り
ま
す
。
う
ね
り
、
と
い
う

言
葉
は
な
か
な
か
出
て
き
ま
せ
ん
。
力
を
感

じ
取
っ
て
出
て
来
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

月
は
や
し
梢こ
ず
え

は
雨
を
持も

ち
な
が
ら

こ
の
句
も
、
月
を
見
る
た
び
に
思
い
出
す

句
で
す
。
本
当
は
月
は
静
止
し
て
い
て
、
雲

が
動
い
て
い
る
、
雲
が
急
い
で
い
る
の
だ
な
、

と
わ
か
り
ま
す
が
、
月
が
速
く
見
え
る
。
表

現
者
の
眼
で
す
。
梢
に
は
さ
っ
き
降
っ
た
雨

の
滴
が
あ
り
ま
す
。
煌
々
と
輝
る
満
月
よ
り

も
、
こ
う
い
う
月
の
ほ
う
が
印
象
的
と
思
い

ま
す
。

旅
に
病や

ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻め
ぐ
る

最
後
は
辞
世
の
句
で
す
。
辞
世
で
は
な
い
、

と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
辞
世
と
受
け
と

り
た
い
句
で
す
。
こ
の
句
も
、
最
後
ま
で
芭

蕉
は
推
敲
に
推
敲
を
か
さ
ね
て
い
て
、
こ
う

い
う
形
も
あ
り
ま
し
た
。

旅
に
病
ん
で
な
ほ
か
け
廻
る
夢
心

旅
に
病
ん
で
枯
野
を
廻
る
夢
心

私
の
選
ん
だ
、
芭
蕉
一
世
の
十
句
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
次
に
十
句
を
選
ぶ
と
き
は
、

ま
た
違
う
句
を
選
ぶ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
皆

さ
ん
も
、
こ
れ
を
機
会
に
、
ご
自
分
が
選
ん

だ
十
句
を
書
き
ぬ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
書

き
写
す
と
い
う
こ
と
は
大
事
で
す
。
小
説
や

詩
で
は
長
く
て
難
し
い
け
れ
ど
、
俳
句
だ
か

ら
書
き
写
し
て
覚
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す

「
自
分
が
選
ん
だ
十
句
」
を
な
さ
っ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

平
成
28
年
10
月
9
日

於
：
江
東
区
芭
蕉
記
念
館
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【
戦
前
の
ラ
ジ
オ
受
信
機
】（
第
1
回
）

展
示
品
は
、
東
京
の
大
森
に
あ
っ
た
山
中

電
機
株
式
会
社
（
大
正
10
年
創
業
）
製
の
真

空
管
ラ
ジ
オ
放
送
受
信
機
で
、
深
川
の
寺
院

で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。

商
品
名
は
「
T
E
L
E
V
I
A
N
（
テ

レ
ビ
ア
ン
）」
E
11
型
で
、
昭
和
14
年
に
発

売
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
前
面
左
下
に
黄
色

の
丸
い
シ
ー
ル
が
貼
っ
て
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
放
送
協

会
（
N
H
K
）
が
認
定
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。
受
贈
時
に
は

す
で
に
背
面
パ
ネ
ル
が
付
い
て
い

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ス
ピ
ー

カ
ー
や
真
空
管
（
音
を
増
幅
さ
せ

る
電
球
状
の
部
品
）
な
ど
の
配
置

状
況
が
よ
く
見
え
ま
す
。

【
柳
行
李
の
鞄
】（
第
5
回
）

明
治
中
期
以
降
、
行
李
を
使
っ

た
旅
行
鞄
が
販
売
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
材
料
の
ほ
と
ん
ど
は
コ
リ
ヤ

ナ
ギ
（
行
李
柳
）
が
占
め
、
他
に

竹
と
皮
革
（
把
手
や
名
札
入
れ
、

角
の
保
護
部
分
）
が
部
分
的
に
使

わ
れ
て
い
ま
す
（
な
お
、
3
本
の
革
バ
ン
ド

は
失
わ
れ
て
い
ま
し
た
）。
把
手
の
脇
に
配

さ
れ
て
い
る
革
に
は
“
井
桁
に
藤
”
の
焼
印

が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
松
坂
屋
の

商
標
「
い
と
う
丸
」
を
表
し
て
お
り
、
井
桁

（
伊
）
と
藤
で
、
前
身
の
「
い
と
う
呉
服
店
」

を
意
味
し
ま
す
。
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
は
非
常
に
軽

く
、
ま
た
、
通
気
性
に
優
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
タ
イ
プ
の
旅
行
鞄
が
戦
前
重
宝
さ

れ
ま
し
た
。

今
年
度
も
様
々
な
展
示
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ご
来
庁
の
際
に
は
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。�

（
文
化
財
専
門
員　

野
本
賢
二
）

  　
　
　
　
お
詫
び
と
訂
正

　

前
号
（
２
７
７
号
）6
頁
2
段
目
の
記
述

の
う
ち
、
松
平
陸
奥
守
の
蔵
屋
敷
が
「
佐
賀

町
に
あ
っ
た
」
と
の
表
現
は
必
ず
し
も
正

確
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
削
除
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
28
年
度
寄
贈
資
料
の
展
示

文
化
財
係
で
は
、「
こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」（
区
役
所
２
階
）の
ミ
ニ
展
示

コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
、
当
区
教
育
委
員
会
所
蔵
の
歴
史
資
料
を
月
ご
と
に
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
。展
示
品
は
、
区
民
の
方
々
か
ら
い
た
だ
い
た
資
料
を
中
心
に
、
古
写

真
、
絵
葉
書
な
ど
も
交
え
て
い
ま
す
。こ
こ
で
は
、
平
成
28
年
度
に
実
施
し
た
12
回

の
展
示（
表
参
照
）の
う
ち
、２
つ
を
取
り
上
げ
振
り
返
り
ま
す
。

平成28年度　こうとう情報ステーション展示内訳
回 展示品 回 展示品
1 真空管ラジオ	 1点 7 角乗・手古舞の絵葉書	 各1点
2 ジェラール瓦	 1点 8 ポータブルレコードプレーヤー	 1点
3 木場関係の絵葉書	 3点 9 角火鉢	 1点

4 木場関係の絵葉書	 1点 10
イギリスから里帰りした絵葉書
（亀戸天満宮）	

2点

5 柳行李の鞄	 1点 11 戦前の洲崎公園銘板	 1点

6
第18回夏季オリンピック
東京大会関連の手拭い	

1点 12『江東区役所新庁舎落成記念1973』	 1点


