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隅
田
川
河
口
と
永
代
橋

江
戸
の
町
に
は
、
隅
田
川
を
起
点
と
す
る

水
路
が
東
西
に
分
か
れ
、
縦じ
ゅ
う
お
う横

に
走
っ
て
い

ま
し
た
。
物
資
輸
送
に
水
路
を
利
用
し
た
当

時
に
あ
っ
て
、
運
搬
に
適
し
た
都
市
で
あ
っ

た
と
い
え
ま
す
。
永
代
橋
は
、
隅
田
川
の
最

下
流
に
架
け
ら
れ
た
橋
で
、
す
ぐ
南
に
は
佃

島
が
あ
り
ま
し
た
。
錦
絵
（
浮
世
絵
）
を
見

る
と
、
そ
の
傍
か
た
わ
らに

関
西
方
面
を
は
じ
め
、
日

本
各
地
か
ら
物
資
を
運
ん
で
き
た
大
型
廻
船

が
停
泊
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
廻
船
か
ら

艀は
し
け
ぶ
ね

船
に
物
資
を
移
し
替
え
、
江
戸
市
中
に
運

び
こ
ん
だ
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
永
代
橋
の

あ
る
隅
田
川
河
口
部
は
、
江
戸
へ
の
流
通
の

入
口
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と

い
え
ま
す
。

さ
て
、
上
の
錦
絵
は
初
代
歌
川
広
重
に

よ
っ
て
描
か
れ
た
永
代
橋
で
す
。
広
重
は
、

「
東
海
道
五
十
三
次
」
な
ど
で
知
ら
れ
ま
す

が
、
江
戸
の
名
所
を
数
多
く
描
い
た
絵
師
で

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
絵
は
、「
江
戸
十
橋
之
内
」

の
一
つ
と
し
て
、
永
代
橋
を
取
り
上
げ
た
も

の
で
す
が
、
下
か
ら
橋
を
見
上
げ
る
構
図
で

描
か
れ
て
い
ま
す
。
橋
裏
の
中
央
・
両
側
に

縦
に
3
本
の
材
木
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
も

わ
か
り
、
と
て
も
興
味
深
い
と
い
え
ま
す
。

次
ペ
ー
ジ
で
は
、
永
代
橋
の
成
立
を
は
じ

め
、
数
点
の
錦
絵
を
素
材
に
、
隅
田
川
河
口

部
周
辺
の
世
界
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
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永
代
橋
の
架
橋

は
じ
め
に
、
永
代
橋
が
架か

橋き
ょ
うさ
れ
た
背
景

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

は
じ
め
て
永
代
橋
が
架
け
ら
れ
た
の
は
、

元
禄
11
年
（
1
6
9
8
）
で
し
た
。
隅
田
川

に
は
、
そ
の
時
す
で
に
千
住
大
橋
、
両
国
橋
、

新
大
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
4
番
目

の
架
橋
で
し
た
。
位
置
は
、
現
在
の
永
代
橋

よ
り
1
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
上
流
で
、
そ

れ
ま
で
は
深
川
の
大
渡
し
が
あ
り
ま
し
た
。

徳
川
家
康
の
時
代
、
日
光
道
中
に
架
け
ら
れ

た
千
住
大
橋
は
別
と
し
て
、
他
の
橋
は
、
隅

田
川
東
部
地
域
の
開
発
を
背
景
と
し
て
順
次

下
流
に
架
橋
さ
れ
た
と
い
え
ま
す
。

深
川
の
発
展

永
代
橋
は
、
日
本
橋
と
対
岸
の
開
発
地
深

川
を
結
ぶ
橋
で
、
隅
田
川
河
口
部
に
位
置
し

ま
し
た
。

深
川
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
埋
め

立
て
ら
れ
た
土
地
が
多
く
、
河
口
部
付
近
は
、

元
禄
12
・
13
年
に
商
業
地
と
し
て
の
開
発
が

本
格
的
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
土
地
柄
で
し

た
。
架
橋
の
時
期
は
、
更
な
る
発
展
に
向

か
っ
て
、
ま
さ
に
土
地
整
備
に
着
手
し
よ
う

と
し
て
い
る
と
き
で
し
た
。
隅
田
川
沿
い
の

一
部
地
域
や
現
在
の
門
前
仲
町
付
近
が
、
江

戸
時
代
の
早
い
時
期
に
陸
地
化
し
て
い
た
こ

と
は
、
延
宝
8
年
（
1
6
8
0
）
の
『
江え

ど戸

方ほ
う
が
く
あ
ん
け
ん
ず

角
安
見
図
』
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
す
が
、

そ
の
他
の
南
部
地
域
の
河
川
・
堀
割
や
木
場

付
近
の
多
く
の
土
地
は
、
江
戸
中
期
の
元
禄

期
に
整
備
さ
れ
た
土
地
で
し
た
。

す
で
に
、
日
本
橋
な
ど
隅
田
川
西
側
は
、

埋
め
立
て
ら
れ
整
備
さ
れ
て
い
た
た
め
、
幕

府
は
そ
の
東
側
に
新
た
な
可
能
性
を
見
出
し

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
は
、
架
橋
さ
れ
た
永
代
橋
は
、
ど
の
よ

う
に
描
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

永
代
橋
と
佃
島

右
の
錦
絵
は
、
深
川
の
開
発
に
よ
り
整
備

さ
れ
た
河
口
部
を
描
い
た
も
の
で
、
南
に
佃

島
、
そ
の
傍
に
は
全
国
か
ら
物
資
を
運
ん
で

き
た
廻
船
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
左

の
錦
絵
は
深
川
側
か
ら
描
か
れ
た
も
の
で
す

が
、
や
は
り
永
代
橋
越ご

し
に
佃
島
と
停
泊
す

る
廻
船
を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
永
代
橋
は
、
佃
島
・
廻

船
と
セ
ッ
ト
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
風
景
は
、
商
品
経
済

の
発
展
に
よ
り
江
戸
が
廻
船
の
終
着
地
と
な

り
、
そ
こ
か
ら
艀
船
に
移
さ
れ
た
物
資
が
江

戸
の
各
所
に
運
び
込
ま
れ
る
と
い
う
、
全
国

各
地
と
都
市
江
戸
を
結
ぶ
、
物
資
の
結け
っ
せ
っ
て
ん

節
点

の
役
割
を
、
こ
の
場
所
が
果
た
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
永
代
橋
自
体
も
高
く
、『
江え

ど戸
名め
い

所し
ょ

図ず

え会
』
に
は
、
東
南
に
開
け
た
海
、
そ
し

て
房
総
の
山
々
、
富
士
山
、
筑
波
山
、
上
野

の
山
、
浅
草
寺
ま
で
眺な
が

め
る
こ
と
が
で
き
、

「
風
光
さ
な
が
ら
画
中
に
あ
る
が
ご
と
し
」

と
あ
り
、
風ふ
う
こ
う光
明め
い

媚び

な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
佃
島
は
江
戸
開
幕
以
来
、
将

軍
家
に
白
魚
を
献
上
す
る
漁
師
町
で
し
た
。

夜
間
に
篝か
が
り
び火
を
焚た

き
、
集
ま
っ
た
白
魚
を
網

で
捕
獲
す
る
風
景
を
、
広
重
は
「
名
所
江
戸

百
景
」
の
う
ち
の
一
枚
に
描
き
ま
し
た
。「
永

代
橋　

佃
し
ま
」
が
そ
れ
で
す
。
こ
の
絵
に

も
佃
島
の
傍
に
廻
船
が
見
え
ま
す
が
、
永
代

橋
の
橋
脚
が
月
夜
に
照
ら
さ
れ
る
な
か
、
白

魚
漁
の
篝
火
が
焚
か
れ
て
い
ま
す
。
同
漁
は
、

毎
年
11
月
か
ら
3
月
ま
で
行
わ
れ
、
江
戸
の

風
物
詩
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
永
代
橋
と
そ
の
周
辺
に
は
、

名
所
と
な
り
う
る
要
素
が
い
く
つ
も
見
受
け

ら
れ
ま
す
。
橋
を
東
に
渡
る
と
、
名
所
と
し

て
知
ら
れ
た
洲
崎
弁
財
天
も
あ
り
ま
し
た
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

広重「東都名所永代橋全図」（国立国会図書館デジタルコレクション、以下同）

国綱「永代橋の風景」（江戸名所之内）

広重「永代橋 佃しま」
（名所江戸百景）
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江
戸
・
東
京
の
正
月
の
風
物
詩
と
も
な
っ

た
七
福
神
め
ぐ
り
、
江
東
区
域
で
は
深
川
七

福
神
と
亀
戸
七
福
神
が
良
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
亀
戸
七
福
神
は
、明
治
43
年（
1
9
1
0
）

に
刊
行
さ
れ
た
『
新
撰
東
京
名
所
図
会
』
の

東
郊
の
部
、
亀
戸
町
の
萩
寺
（
龍
眼
寺
）
を

紹
介
す
る
文
章
の
中
で
、
門
前
に
「
亀
戸
七

福
神
布
袋
尊
の
標
示
あ
り
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
少
な
く
と
も
明
治
末
年
に
は
設
定
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

一
方
、
深
川
七
福
神
に
つ
い
て
は
、
深
川

区
域
を
対
象
と
し
た
『
櫻お
う
と
う東
新
聞
』
な
ど
か

ら
、
設
定
さ
れ
た
状
況
ま
で
含
め
て
、
流
れ

を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

深
川
七
福
神
が
設
定
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
主
体
的
な
役
割
を
に
な
っ
た
の
が
、
深

川
淡
交
会
と
名
付
け
ら
れ
た
組
織
で
す
。
深

川
淡
交
会
は
、
昭
和
9
年
（
1
9
3
4
）
11

月
20
日
に
深
川
図
書
館
内
で
創
立
さ
れ
ま
し

た
。
11
月
25
日
付
の『
櫻
東
新
聞
』に
は
、「
深

川
で
オ
ギ
ャ
ァ
と
生
れ
て
、
こ
の
方
、
年
々

に
移
り
変
る
深
川
の
多
彩
な
姿し

態た
い

を
色
々
の

角
度
か
ら
ざ
っ
と
見
つ
め
て
来
た
趣
味
性
の

ゆ
た
か
な
連
中
が
秋
の
一
夜
の
物
語
り
」
を

し
よ
う
、
と
い
う
趣
旨
に
て
田
村
耕
、
石
井

敏
雄
の
両
名
が
幹
事
と
な
っ
て
開
か
れ
た
も

の
で
す
。

幹
事
と
な
っ
た
田
村
耕
と
石
井
敏
雄
で
す

が
、
田
村
は
深
川
不
動
堂
門
前
の
田
村
医
院

の
院
長
を
勤
め
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
石
井

は
和
倉
町
に
住
ん
で
い
て
、
地
元
で
は
富
士

山
研
究
家
と
し
て
知
ら
れ
、
昭
和
5
年
8
月

1
日
か
ら
7
日
ま
で
、
深
川
図
書
館
3
階
に

て
蒐

し
ゅ
う
し
ゅ
う集
物
の
展
示
会
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
の
か
は

不
明
で
す
が
、『
櫻
東
新
聞
』
が
蒐
集
物
展

示
会
の
記
事
を
掲
載
し
た
際
に
は
、「
日
本

ア
ル
カ
ウ
会
幹
事
」
と
い
う
肩
書
き
が
つ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
ア
ル
カ
ウ
会
は
、
明

治
末
年
か
ら
大
正
に
か
け
て
全
国
各
地
で
結

成
さ
れ
た
徒
歩
会
の
一
つ
で
す
。

こ
の
二
人
を
中
心
に
し
て
、
活
動
を
開
始

し
た
深
川
淡
交
会
に
は
、
三
野
村
合
名
会
社

の
重
役
で
俳
人
で
も
あ
っ
た
田
畑
大
蔵
（
千

壺
）、
深
川
の
う
な
ぎ
屋
宮
川
の
主
人
で
あ
っ

た
渡
辺
兼
次
郎
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
宮
川
曼
魚
）

な
ど
、
多
く
の
知
識
人
が
関
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
淡
交
会
の
活
動
成
果
の
一
つ
と
し
て
あ

げ
ら
れ
る
の
が
、
深
川
七
福
神
の
設
定
で
す
。

昭
和
12
年
の
12
月
、
石
井
敏
雄
の
提
唱

に
よ
っ
て
深
川
七
福
会
が
結
成
さ
れ
た
こ
と

が
12
月
30
日
付
の
『
櫻
東
新
聞
』
か
ら
わ
か

り
ま
す
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
七
福
会
の

会
長
に
は
田
畑
が
選
ば
れ
、
事
務
所
は
冬
木

弁
天
堂
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
翌
13

年
の
元
旦
早
暁
か
ら
七
草
ま
で
の
間
、
朱
印

の
受
付
や
福
守
り
の
授
与
が
行
う
と
あ
り
ま

す
。
記
事
に
あ
る
七
福
神
と
所
在
地
は
次
の

と
お
り
で
す
。

惠
比
壽
神　

深
川
公
園　

八
幡
神
社

辨
財
天　
　

冬
木
町　
　

辨
天
堂

大
黒
天　
　

平
野
町
一　

圓
珠
院

福
禄
壽　
　

亀
住
町　
　

心
行
寺

毘
沙
門
天　

三
好
町
三　

龍
光
院

布
袋
尊　
　

清
住
町
二　

深
川
稲
荷

壽
老
人　
　

森
下
町　
　

天
祖
神
社

七
福
神
め
ぐ
り
を
は
じ
め
た
13
年
の
12
月

8
日
に
は
、
田
畑
大
蔵
が
持
っ
て
い
た
布
袋

尊
の
開か

い
げ
ん
し
き

眼
式
が
深
川
稲
荷
側
の
町
会
事
務
所

に
て
開
催
さ
れ
、
三
井
寺
と
し
て
も
知
ら
れ

る
杉
並
区
の
眞
盛
寺
住
職
が
開
眼
供
養
の
導ど
う

師し

と
し
て
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
深
川
の
趣
味
人
た
ち
に
よ
っ

て
設
定
さ
れ
た
の
が
深
川
七
福
神
で
あ
り
、

第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
も

の
の
、
昭
和
30
年
代
に
は
復
活
し
て
、
現
在

は
深
川
七
福
神
会
と
し
て
、
深
川
2
丁
目
の

心
行
寺
に
事
務
局
を
置
き
、
福
を
も
た
ら
す

行
事
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

（
深
川
東
京
モ
ダ
ン
館

副
館
長　

龍
澤 

潤
）

昭和13年（1938）1月20日付『櫻東新聞』の記事

江
東
歴
史
探
訪

深
川
淡
交
会
と

　
　
　
　深
川
七
福
神

深
川
淡
交
会
と

　
　
　
　深
川
七
福
神

深
川
淡
交
会
と

　
　
　
　深
川
七
福
神

た
ん

こ
う

か
い

た
ん

こ
う

か
い
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深
川
江
戸
資
料
館
の
展
示
室
は
、
江
戸
時

代
天
保
年
間
（
1
8
3
0
〜
1
8
4
4
）
の

深
川
佐
賀
町
の
町
並
み
や
庶
民
の
生
活
が
再

現
展
示
さ
れ
て
お
り
、
時
代
小
説
の
作
家
や

フ
ァ
ン
が
訪
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

現
在
も
多
く
の
人
び
と
に
親
し
ま
れ
て
い

る
「
時
代
小
説
」。
作
家
の
池
波
正
太
郎
は

生
前
、「
時
代
小
説
は
早
晩
滅
び
る
だ
ろ
う
」

と
よ
く
口
に
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、

没
後
25
年
以
上
経
つ
今
で
も
時
代
小
説
は
人

気
を
集
め
、
書
店
へ
行
け
ば
「
時
代
小
説
」

の
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は「
深

川
」
の
文
字
が
入
っ
て
い
る
作
品
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
深
川
は
、
寺
社
や
武
家
屋
敷
、

川
や
橋
が
多
く
、
庶
民
が
暮
ら
し
た
町
で
も

あ
り
、
時
代
小
説
の
世
界
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。

今
回
の
展
示
で
は
、
時
代
小
説
の
歴
史
と

と
も
に
、
深
川
を
描
い
た
作
品
と
ゆ
か
り
の

作
家
、
そ
し
て
そ
の
背
景
と
な
る
庶
民
の
暮

ら
し
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

時
代
小
説
と
歴
史
小
説

時
代
小
説
と
歴
史
小
説
は
、
一
般
的
に
ほ

ぼ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
時
代

の
設
定
を
生
か
し
架
空
の
人
物
や
作
者
の
思

い
な
ど
虚
構
を
重
視
し
た
も
の
を
時
代
小
説

と
い
い
、
歴
史
上
の
人
物
や
事
件
な
ど
の
史

実
に
重
点
を
置
く
も
の
を
歴
史
小
説
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

時
代
小
説
の
歴
史

時
代
小
説
の
源
流
は
、
江
戸
時
代
の
歌
舞

伎
や
明
治
時
代
に
出
版
さ
れ
た
講
談
の
速
記

本
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
嚆
矢

は
、
大
正
2
年
（
1
9
1
3
）
に
「
都
新
聞
」

で
連
載
さ
れ
た
中
里
介
山
『
大
菩
薩
峠
』
で
、

大
正
6
年
（
1
9
1
7
）
に
連
載
が
始
ま
っ

た
岡お
か
も
と本

綺き

堂ど
う

『
半
七
捕と
り
も
の
ち
ょ
う

物
帳
』
と
と
も
に
、

今
日
の
時
代
小
説
の
礎
を
築
い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
戦
後
か
ら
現
在
に
か
け
て
、
山
本

周
五
郎
や
司
馬
遼
太
郎
、
池
波
正
太
郎
や
藤

沢
周
平
な
ど
の
登
場
に
よ
り
人
気
を
博
し
て

い
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
書
き
手
は
男

性
が
中
心
で
し
た
が
、
杉
本
苑
子
や
永
井
路

子
、
平
岩
弓
枝
な
ど
の
女
性
作
家
の
進
出
は

新
た
な
読
者
を
獲
得
し
ま
し
た
。
そ
し
て
現

代
で
は
、
佐
伯
泰
英
が
書
き
下
ろ
し
小
説
ス

タ
イ
ル
の
先
駆
け
と
な
り
、
時
代
小
説
の
新

し
い
流
れ
が
誕
生
し
て
い
ま
す
。

深
川
を
描
い
た
作
家
と
作
品

山
本
周
五
郎
は
、
下
町
も
の
、
岡
場
所
も

の
を
多
く
書
い
た
作
家
で
す
。『
し
じ
み
河
岸
』

や『
ち
い
さ
こ
べ
』
は
冬
木
町
（
①
）
や
熊

井
町
（
②
）
が
舞
台
と
な
り
、
他
に
も
辰
巳

の
芸
妓
を
書
い
た
『
ゆ
う
れ
い
貸
屋
』
や
深
川

の
岡
場
所
を
書
い
た『
五ご

瓣べ
ん
の
椿
』（
③
）な
ど

多
く
の
作
品
が
あ
り
ま
す
。
周
五
郎
は
、
浦
安

に
住
ん
で
い
た
際
に
行
徳
と
深
川
の
高
橋
と

を
結
ぶ
定
期
蒸
気
船
で
勤
め
て
い
た
新
聞
社

ま
で
通
っ
て
い
た
と
い
う
縁
が
あ
り
ま
す
。

池
波
正
太
郎
の
作
品
に
は
、
現
在
で
も
人

気
の
あ
る
『
鬼
平
犯
科
帳
』
や
『
剣
客
商
売
』、

『
仕
掛
人
・
藤ふ
じ
え
だ
ば
い
あ
ん

枝
梅
安
』
な
ど
の
中
で
、「
深
川
・

千ち

鳥ど
り

橋ば
し
」
と
い
っ
た
深
川
ゆ
か
り
の
地
名
を

タ
イ
ト
ル
に
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

な
か
で
も
、『
鬼
平
犯
科
帳
』
に
は
永
代
橋

（
④
）
や
万
年
橋
（
⑤
）、
富
岡
八
幡
宮
（
⑥
）

や
霊
巖
寺
（
⑦
）
な
ど
が
繰
り
返
し
場
面
と

し
て
登
場
し
ま
す
。
食
通
で
も
知
ら
れ
、
高

橋
の
近
く
に
あ
っ
た
ど
ぜ
う
屋
の
「
伊
せ
喜
」

や
馬
肉
屋
の
「
み
の
家
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

つ
い
て
、
エ
ッ
セ
イ
で
懐
古
し
て
い
ま
す
。

藤
沢
周
平
の
作
品
は
、
武
家
も
の
を
始
め

と
し
て
、
史
実
を
重
視
し
た
歴
史
小
説
や
歴

史
上
の
人
物
を
書
い
た
伝
記
小
説
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
本
所
深
川
地
域
が
舞

台
と
な
る
市
井
物
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
作
品
に
は
、
深
川
の
地
名
や
川
、
橋
や

寺
社
な
ど
の
名
前
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る

の
が
特
徴
で
す
。
ま
た
、『
彫
師
伊
之
助
捕

物
覚
え
』
や
『
用
心
棒
日じ
つ
げ
つ
し
ょ
う

月
抄
』
な
ど
の
作

品
に
は
、
深
川
地
域
が
多
く
登
場
し
ま
す
。

他
に
も
、
明
治
5
年
（
1
8
7
2
）
生
ま

れ
の
岡
本
綺
堂
は
、
当
時
の
風
物
や
景
色
な

ど
を
正
確
に
ち
り
ば
め
な
が
ら
、
江
戸
の
町

を
舞
台
に
物
語
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
そ
の

代
表
作
『
半
七
捕
物
帳
』
の
中
に
は
、
深
川

十
万
坪
（
⑧
）
や
深
川
八
幡
（
⑥
）
の
祭
礼

が
出
て
き
ま
す
。

ま
た
、
深
川
地
域
に
は
宮
部
み
ゆ
き
や
山

本
一
力
な
ど
、
ゆ
か
り
の
作
家
が
お
り
、
作

品
中
に
深
川
の
町
や
神
社
な
ど
が
多
く
登
場

し
て
い
ま
す
。

今
回
の
展
示
を
通
し
て
、
時
代
小
説
の
歴

史
と
と
も
に
、
深
川
地
域
と
の
縁
や
作
品
に

つ
い
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

深
川
江
戸
資
料
館
企
画
展

「
時
代
小
説
と
深
川
」

「
時
代
小
説
と
深
川
」

会
期 

11
月
14
日（
火
）〜
平
成
30
年
11
月
11
日（
日
）

「本所深川絵図」安政5年（1858）　作品の舞台となった位置を示しています。

❶

❼
❽

❻❷ ❸

❹

❺
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平
成
29
年
（
2
0
1
7
）
は
正ま
さ
お
か岡
子し

き規

（
1
8
6
7
〜
1
9
0
2
）
の
生
誕
1
5
0

年
、
平
成
30
年
は
明
治
維
新
か
ら
1
5
0
年

と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
節
目
の
年
に
あ
た
り
ま

す
。
近
世
か
ら
近
代
へ
と
、
日
本
の
社
会
が

大
き
く
移
り
変
わ
っ
た
明
治
時
代
に
、
子
規

も
芭ば
し
ょ
う蕉
や
蕪ぶ

村そ
ん
の
句
に
注
目
し
な
が
ら
、「
俳

句
革
新
」
と
近
代
俳
句
の
確
立
を
目
指
し
ま

し
た
。

今
回
の
企
画
展
で
は
、
江
戸
の
「
俳
諧
」

か
ら
明
治
の
「
俳
句
」
へ
の
移
り
変
わ
り
、

子
規
に
影
響
を
与
え
た
俳
人
や
門
人
た
ち
の

作
品
な
ど
を
取
り
上
げ
ま
す
。

⑴ 

子
規
の
生
涯
と
作
品

子
規
は
35
年
間
の
短
い
生
涯
で
、
約

二
万
四
千
も
の
俳
句
を
作
り
ま
し
た
。
最
初

の
句
は
明
治
18
年
（
1
8
8
5
）、
18
歳
の

時
に
、
友
人
の
竹た
け
む
ら村

鍛き
と
うに

宛
て
た
手
紙
に
書

い
た
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

子
規
が
生
ま
れ
育
っ
た
松
山
は
江
戸
時
代

か
ら
俳
諧
が
盛
ん
な
地
域
で
、
子
規
は
松
山

の
俳
人
だ
っ
た
大お
お
は
ら原

其き

戎じ
ゅ
う（
1
8
1
2
〜

89
）
か
ら
教
え
を
受
け
、
ま
た
内な
い
と
う藤
鳴め
い
せ
つ雪
・

柳や
な
ぎ

原は
ら

極ぎ
ょ
く

堂ど
う

・
高た
か
は
ま浜
虚き
ょ

子し

・
河か
わ

東ひ
が
し

碧へ
き

梧ご

桐と
う

ら
、

子
規
と
行
動
を
共
に
し
た
「
日
本
派
」
の
俳

人
た
ち
も
、
松
山
の
出
身
者
が
多
く
を
占
め

て
い
ま
し
た
。

⑵
「
月つ
き
な
み並
」
の
否
定

子
規
は
『
病
び
ょ
う
し
ょ
う
ろ
く
し
ゃ
く

牀
六
尺
』
に
お
い
て
、「
月
並
」

を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
ま
す
。

俗
宗
匠
の
作
る
句
を
「
月
並
」
と
い
う
。
月

並
の
兼
題
で
優
秀
作
に
景
品
を
出
し
て
い
た
も

の
が
、
俳
句
の
流
行
と
共
に
広
ま
っ
て
、
俳
句

の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
人
々
が
参
加
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
連
中
が
作
る

句
を
「
月
並
調
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。（
中

略
）
俳
句
の
俗
宗
匠
が
「
ほ
そ
み
」（
繊
細
を
形

象
化
し
た
蕉
風
俳
諧
の
美
）
な
ど
と
称た
た
え
、
些さ

細さ
い
な
下
ら
な
い
こ
と
を
句
に
作
っ
て
喜
ん
で
い

る
の
は
、「
ほ
そ
み
」
を
誤
解
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
き
な
景
色
な
ど
を
詠
ん
だ
句
は
、
面
白
く
な

く
て
も
俗
に
は
陥
ら
な
い
も
の
だ
。

「
月
並
」
と
は
「
月つ
き
な
み次
」
と
も
い
い
、
毎

月
行
わ
れ
る
句
会
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
こ

こ
で
は
兼
題
（
四
季
の
季
題
）
が
前
も
っ
て

提
示
さ
れ
、
優
秀
作
に
は
景
品
が
出
た
の
で
、

江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
庶
民
の
間

で
大
流
行
し
ま
し
た
が
、
作
品
の
レ
ベ
ル
は

低
い
も
の
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
点て
ん
と
り取

俳

諧
」
を
主
催
し
て
い
た
の
が
「
旧
派
」
の
宗

匠
た
ち
で
、
子
規
は
彼
ら
を
「
俗
宗
匠
」
と

呼
び
、
そ
の
作
品
を
低
俗
な
「
月
並
調
」
と

断
じ
ま
し
た
。

獺
だっ

祭
さい

書
しょ

屋
おく

俳
はい

話
わ

（明治26年）
明治25年6月から同年10月まで新聞

『日本』に連載された俳論を集成した
もので、子規の「俳句革新」の第一声
と評価されています。 

⑶ 

子
規
が
目
指
し
た
も
の

子
規
の
「
写
生
」
論
は
、
洋
画
家
の
中な
か
む
ら村

不ふ

折せ
つ
と
の
交
流
を
通
し
て
西
洋
画
に
学
ん
だ

結
果
、
確
立
さ
れ
、
実
際
に
「
見
て
」
俳
句

を
作
る
こ
と
と
、「
智
識
」
を
排
し
て
「
感
情
」

を
素
直
に
表
す
こ
と
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。

子
規
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
以
前
の
俳
諧

は
「
写
生
を
浅
薄
な
事
と
し
て
排
斥
す
る
」

傾
向
に
あ
り
、「
類
似
と
陳
腐
を
免
れ
な
か
っ

た
」
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
西さ
い

行ぎ
ょ
うや

芭
蕉
の
よ
う
に
「
天
然
（
自
然
）
を
写
す
」

句
を
作
れ
ば
、「
天
然
の
変
化
が
類
似
と
陳

腐
か
ら
救
っ
て
く
れ
、
失
敗
が
少
な
い
」
と

評
価
し
て
い
ま
す
。

子
規
は
「
俳
句
は
文
学
の
一
部
な
り
」
と

宣
言
し
、
文
章
を
「
う
る
さ
い
ま
で
も
精
密
」

に
書
く
こ
と
を
重
視
し
て
、「
ど
こ
ま
で
も

人
に
わ
か
る
よ
う
に
書
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
と
述
べ
ま
し
た
。
逆
に
「
月
並
調
」
の

俳
句
に
は
「
た
る
み
」（
不
要
な
言
葉
）
が

多
い
と
し
、
そ
の
排
除
を
目
指
し
ま
し
た
。

⑷ 

日
本
派
の
俳
人
た
ち

子
規
が
新
聞
『
日
本
』
の
俳
句
欄
を
中
心

に
展
開
し
た
新
派
俳
句
の
「
日
本
派
」
は
、

内
藤
鳴
雪
・
高
浜
虚
子
・
河
東
碧
梧
桐
な
ど

が
参
加
し
、
明
治
30
年
（
1
8
9
7
）
に
創

刊
し
た
俳
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
機
関
誌
と

し
た
こ
と
か
ら
、
子
規
派
・
根
岸
派
・
ホ
ト

ト
ギ
ス
派
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

子
規
の
没
後
は
碧
梧
桐
を
中
心
と
し
て
、

『
日
本
及
日
本
人
』
の
俳
句
欄
に
活
動
の
場

を
移
し
、
地
方
に
俳
句
結
社
が
つ
く
ら
れ
る

な
ど
、
全
国
的
な
広
が
り
を
見
せ
ま
し
た
。

⑸ 

明
治
の
俳
句
結
社

明
治
時
代
に
は
、
子
規
の
他
に
も
新
派
の

俳
人
た
ち
が
多
く
登
場
し
ま
す
。
特
に
、
明

治
28
年
（
1
8
9
5
）
に
角か
く

田た

竹ち
く
れ
い冷
ら
が
設

立
し
た
俳
句
結
社
「
秋
し
ゅ
う
せ
い
か
い

声
会
」
は
、
毎
日
新

聞
の
後
援
を
得
た
た
め
「
毎
日
派
」
と
も
呼

ば
れ
、
尾お

崎ざ
き

紅こ
う

葉よ
う

や
巌い
わ

谷や

小さ
ざ

波な
み

な
ど
が
参
加

し
て
、
正
岡
子
規
ら
の
「
日
本
派
」
に
対
抗

し
ま
し
た
。

2
月
25
日
（
日
）
の
午
後
2
時
か
ら
、
職

員
に
よ
る
展
示
解
説
（
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ト
ー

ク
）
を
行
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
来

館
く
だ
さ
い
。

【
芭
蕉
記
念
館　

問
合
せ
】

☎
0
3
（
3
6
3
1
）
1
4
4
8

◆
明
治
維
新
と「
俳
句
」〜
正
岡
子
規
と
そ
の
周
辺
〜

平
成
29
年
度
芭
蕉
記
念
館
後
期
企
画
展

平
成
29
年
12
月
14
日（
木
）〜
平
成
30
年
4
月
22
日（
日
）

◆
明
治
維
新
と「
俳
句
」〜
正
岡
子
規
と
そ
の
周
辺
〜
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【
展
示
の
趣
旨
】

江
東
区
に
あ
た
る
土
地
の
面
積
は
、
明
治

15
年
（
1
8
8
2
）
に
は
11
・
4
㎢
で
し
た
。

そ
れ
が
1
3
5
年
後
の
平
成
29
年
に
は
40
・

16
㎢
と
3
・
5
倍
に
な
り
ま
し
た
。

江
東
地
域
は
、
土
地
の
成
立
か
ら
今
日

ま
で
拡
大
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
に
開
か
れ
た
臨
海
部
、
ウ
ォ
ー
タ
ー

フ
ロ
ン
ト
と
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
ま
た

ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
生
ま
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
を
中
心
に
探
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。

【
北
十
間
川
沿
岸　

亀
津
村
・
高
貝
洲
】

古
代
・
中
世
の
江
東
地
域
は
「
東
京

低
地
」
に
属
し
、
隅
田
川
・
中
川
な
ど

も
そ
の
流
れ
を
変
え
な
が
ら
土
地
が
形

成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

江
東
地
域
の
最
初
の
土
地
は
2
千
年

前
の
亀
戸
に
誕
生
し
ま
し
た
。
今
の
北

十
間
川
沿
岸
に
は
砂
洲
状
の
土
地
が
形

成
さ
れ
、
そ
こ
が
亀
津
村
と
呼
ば
れ
る

村
落
に
な
り
ま
し
た
。
中
川
の
河
口
部

に
あ
た
る
こ
の
地
域
は
、
や
が
て
漁
業
と
湊

と
し
て
の
役
割
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

隅
田
川
か
ら
現
在
の
江
戸
川
の
間
に
広
が
る

現
足
立
・
葛
飾
・
江
戸
川
・
墨
田
・
江
東
に

当
た
る
地
域
は
、
中
世
に
は
在
地
領
主
の
葛

西
氏
が
支
配
し
て
い
ま
し
た
が
、
葛
西
氏
は

自
ら
の
所
領
を
守
る
た
め
、
領
地
を
伊
勢
神

宮
に
寄
進
し
保
護
を
求
め
ま
し
た
。
そ
の
領

地
を
葛か

西さ
い
の
み
く
り
や

御
厨
と
呼
び
ま
す
。
図
1
に
分
布

す
る
村
々
の
な
か
で
亀
津
村
は
海
と
川
筋
を

つ
な
ぐ
重
要
な
場
所
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

北
十
間
川
こ
そ
江
東
区
最
初
の
ウ
ォ
ー

タ
ー
フ
ロ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
形
状
が
川
筋

と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
亀
戸
に

あ
る
寺
社
に
は
、
江
戸
時
代
よ
り
前
の
時
代

に
創
建
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
数
多
く
存
在
し
て

い
ま
す
。

【
小
名
木
川
が
開
か
れ
る
】

天
正
18
年
（
1
5
9
0
）
豊
臣
秀
吉
か
ら

関
東
一
円
を
与
え
ら
れ
た
徳
川
家
康
は
、
城

下
町
江
戸
の
建
設
に
着
手
し
、
隣
接
す
る
房

総
方
面
か
ら
年
貢
米
や
塩
な
ど
の
物
資
が
江

戸
へ
輸
送
で
き
る
よ
う
、
小
名
木
川
を
開
削

し
ま
し
た
。

図
2
は
小
名
木
川
の
全
長
が
描
か
れ
た
最

初
の
絵
図
と
思
わ
れ
る
「
日
本
分
国
図
」（
正

保
国
絵
図
写
）
で
す
。
浅
草
川
（
隅
田
川
）

と
幾
重
に
も
蛇
行
す
る

中
川
の
間
を
結
ぶ
小
名

木
川
の
南
は
、
両
端
の

半
島
状
の
土
地
が
あ
る

だ
け
で
、
海
が
迫
っ
て

い
ま
す
。

し
か
し
北
岸
に
は
深

川
村
が
で
き
、
開
削
か

ら
50
年
後
に
は
深
川
猟

師
町
だ
っ
た
隅
田
川
沿

岸
に
材
木
置
場
が
日
本

橋
か
ら
移
転
、
そ
の
東

の
永
代
島
に
富
岡
八
幡
宮
が
造
営
さ
れ
て
、

後
年
江
戸
屈
指
の
名
所
に
な
り
ま
し
た
。

【
明
暦
の
大
火
と
江
東
の
開
発
】

明
暦
3
年
（
1
6
5
7
）
の
江
戸
に
大
き

な
被
害
を
も
た
ら
し
た
明
暦
の
大
火
を
契
機

に
隅
田
川
以
東
の
開
発
が
始
ま
り
ま
し
た
。

小
名
木
川
に
平
行
さ
せ
て
竪
川
を
開
き
、
そ

れ
に
交
わ
る
よ
う
に
大
横
川
・
横
十
間
川
を

開
削
、
並
走
す
る
道
路
と
と
も
に
街
区
を
設

定
し
て
旗
本
・
御
家
人
の
屋
敷
町
を
形
成
し

ま
し
た
。
水
害
に
よ
る
武
家
地
の
撤
退
を
経

て
元
禄
2
年
（
1
6
8
9
）
か
ら
武
家
の
本

所
転
入
が
始
ま
り
、
同
6
年
に
完
了
し
た
と

い
い
ま
す
。
そ
の
年
新
大
橋
が
架
け
ら
れ
ま

し
た
。

こ
の
時
期
に
は
、
小
名
木
川
南
東
部
に
砂

村
新
田
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
宝ほ
う
ろ
く
じ
ま

六
島
と
呼

ば
れ
た
微
高
地
を
拠
点
に
、
砂
村
新
左
衛
門
・

同
新
四
郎
一
族
が
、
土
地
を
開
拓
し
ま
し
た
。

現
清
洲
橋
通
り
は
、
そ
の
南
部
に
開
か
れ

　
平
成
29
年
10
月
25
日（
水
）〜
12
月
3
日（
日
）に
か
け
て
表
記
の
テ
ー
マ
で
特
別

展
を
開
催
し
ま
し
た
。

「
江
東
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト

〜
う
つ
り
ゆ
く
海
岸
線
〜
」

猿俣猿俣

飯塚飯塚

小鮎小鮎

金町金町

亀無亀無

木庭袋木庭袋

堀切堀切
隅田隅田

寺嶋寺嶋

立石立石
奥戸奥戸

下小岩下小岩一色一色

小松小松
上平江上平江

上木毛河上木毛河

渋江渋江

下木毛河下木毛河

小村江小村江

下平江下平江

松本松本

鹿骨鹿骨

上篠崎上篠崎

下篠崎下篠崎

蒲田蒲田

今井今井

西一江西一江 東一江東一江

二江二江

東小松河東小松河

西小松河西小松河

長嶋長嶋

青戸青戸

嶋俣嶋俣

曲金曲金

上小岩上小岩

亀津村亀津村

図1　葛西御厨図

図2　日本分国図（正保国絵図写）

（
隅
田
川
）

（
隅
田
川
）
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た
砂
村
新
田
成
立
前
の
海
岸
線
で
あ
り
、
そ

こ
に
新
た
に
川
を
作
っ
て
（
埋
め
残
し
て
）

新
田
へ
の
水
路
と
し
ま
し
た
。
そ
の
北
側
の

既
存
の
亀
高
村
や
治
兵
衛
新
田
・
大
塚
新

田
等
の
村
落
と
区
切
る
こ
と
か
ら
、「
境
川
」

と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

砂
村
新
左
衛
門
が
書
き
残
し
た
家
訓
（
写

本
）
で
は
、「
な
る
べ
く
多
く
の
種
類
の
種

を
植
え
て
育
て
る
こ
と
、
木
を
育
て
て
お
け

ば
薪
た
き
ぎや

風
除
け
の
柵
に
な
る
、
堤
に
松
を
植

え
れ
ば
根
が
張
っ
て
土
手
を
補
強
で
き
る
」

（
意
訳
）
な
ど
の
教
訓
を
残
し
て
い
ま
す
。

【
木
場
の
移
転
】

図
3
は
元
禄
15
年
（
1
7
0
2
）
に
板
行

さ
れ
た
江
戸
図
の
一
部
。
小
名
木
川
以
南
に

は
入
り
江
が
あ
り
、
西
端
の
隅
田
川
、
東
端

の
中
川
沿
岸
に
南
へ
と
半
島
状
の
土
地
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
地
図
は
木
版
な
の

で
、
板
行
年
代
と
実
際
の
状
況
に
差
が
生

じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
本
図
の
頃
に

は
こ
の
入
り
江
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
、
隅

田
川
沿
岸
の
「
半
島
」
か
ら
材
木
置
場
が

新
た
に
開
か
れ
た
木
場
に
移
転
が
完
了
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
元
禄
12
、

13
年
頃
の
様
子
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

材
木
置
場
の
移
転
は
、
隅
田
川
の
河
口

部
に
あ
た
る
こ
の
地
域
が
、
隅
田
川
を
は

さ
ん
で
上
方
か
ら
海
で
運
ば
れ
る
商
品
、

関
東
の
川
筋
か
ら
運
ば
れ
る
商
品
の
集
積

地
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
材
木
置
場
の
移
転
が
検
討
さ
れ
て
入

り
江
の
埋
め
立
て
・
整
備
を
経
て
移
転
し
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
海
岸
線
は
格
段
に

南
下
し
、
江
東
地
域
の
土
地
が
拡
大
、
新
た

な
埋
立
地
の
木
場
周
辺
に
向
け
て
、
北
か
ら

西
か
ら
運
河
が
延
伸
し
、
運
河
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

元
禄
11
年
（
1
6
9
8
）
に
架
け
ら
れ
た

永
代
橋
は
、
こ
う
し
た
木
場
の
移
転
の
た
め

の
入
り
江
の
埋
め
立
て
、
既
存
の
運
河
の
延

伸
に
よ
る
水
路
網
の
形
成
、
隅
田
川
沿
岸
の

江
戸
物
流
の
拠
点
化
と
い
っ
た
一
連
の
施
策

を
見
越
し
て
の
架
橋
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
海
浜
の
地
に
あ
た
る
こ
の
場
所

に
、
東
岸
が
半
島
状
の
陸
地
で
貯
木
場
と
寺

院
と
い
う
だ
け
で
は
架
橋
の
意
義
が
弱
い
よ

う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
木
場
移
転
は
、
貯
木
場
が
東
に
移
動

し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
土
地
が
拡
大
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
木
場
の
敷
地
内
に
材
木

問
屋
が
屋
敷
を
持
ち
、
深
川
に
本
店
を
持
つ

材
木
商
人
を
増
加
さ
せ
ま
し
た
。
彼
ら
の
多

く
は
旧
来
か
ら
の
熊
野
や
木
曽
と
い
っ
た
林

産
地
を
背
景
と
し
た
材
木
商
で
は
な
く
、
関

東
地
方
一
円
の
川
筋
が
、
利
根
川
の
東
遷
や

各
河
川
の
付
け
替
え
工
事
等
で
形
成
さ
れ
た

関
東
の
川
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
奥
川
筋
」
を

背
景
に
し
た
関
東
周
辺
の
林
産
地
を
商
圏
に

し
た
新
興
商
人
が
そ
の
主
力
で
し
た
。

ま
た
材
木
産
業
の
事
情
だ
け
で
な
く
、
土

地
の
拡
大
、
運
河
の
延
伸
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
物
資
の
集
積
機
能
の
拡
大
は
、「
蔵

の
町
・
深
川
」
の
機
能
を
高
め
る
こ
と
に
な

り
、
小
名
木
川
か
ら
江
東
地
域
に
入
れ
ば
横

十
間
川
や
大
横
川
な
ど
の
交
差
す
る
運
河
、

さ
ら
に
並
行
す
る
竪
川
・
仙
台
堀
に
も
つ
な

が
っ
て
、
物
資
を
格
納
す
る
場
所
も
飛
躍
的

に
拡
充
し
ま
し
た
。

木
場
が
成
立
し
、
南
東
の
隅
に
洲
崎
弁

天
が
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
5
代
将
軍
徳
川
綱

吉
の
生
母
、
桂
昌
院
が
江
戸
城
内
紅
葉
山
で

祀
っ
て
い
た
弁
財
天
を
勧
請
し
た
と
も
い
わ

れ
、
幕
府
の
威
信
を
か
け
て
誕
生
し
た
深
川

木
場
を
海
か
ら
守
る
、「
折
り
紙
付
き
」
の

神
社
と
し
て
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
段
階
で
、
江
東
地
域
の
海
岸
線
に
は
、

西
か
ら
富
岡
八
幡
宮
、
洲
崎
弁
天
、
そ
し
て

砂
村
新
田
の
鎮
守
、
元
八
幡
（
現
富
賀
岡
八

幡
宮
）
と
3
社
が
揃
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
江
戸
湊
か
ら
房
総
、
三
浦
半
島
方

面
ま
で
遠
望
で
き
、
元
八
幡
へ
の
土
手
は
桜

並
木
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
木
場
の
移

転
と
い
う
経
済
政
策
が
生
ん
だ
江
戸
の
名
所

で
し
た
。

【
永
代
通
り
以
南
】

幕
末
に
な
っ
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ
る
清

の
敗
北
、
日
本
へ
の
外
国
船
の
接
近
な
ど
か

ら
江
戸
周
辺
の
防
備
が
政
策
課
題
と
な
り
ま

す
。
越
中
島
に
は
調
練
場
が
設
け
ら
れ
、
軍

事
訓
練
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
大
砲
の
発
射
訓

練
を
は
じ
め
、
永
代
橋
に
は
銃
を
担
い
だ

幕
臣
が
行
列
を
な
し
て
調
練
場
へ
と
向
か
う

シ
ー
ン
を
江
戸
の
人
も
眺
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

の
ち
の
時
代
の
歴
史
を
知
っ
て
い
る
私
た

ち
か
ら
す
れ
ば
、
相
当
に
緊
迫
し
た
情
勢
が

現
出
し
て
い
た
の
で
す
が
、
浮
世
絵
な
ど
か

ら
は
、
い
ま
だ
に
江
戸
の
平
和
と
繁
栄
を
謳

歌
す
る
か
の
よ
う
な
光
景
も
ま
た
描
か
れ
て

い
ま
し
た
。

幕
末
の
段
階
で
、
江
東
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ

ロ
ン
ト
は
、
永
代
通
り
の
南
、
古
石
場
付
近

か
ら
越
中
島
、
東
は
南
砂
の
南
端
付
近
ま
で

に
及
び
ま
し
た
。
こ
う
し
た
時
点
か
ら
さ
ら

に
現
代
へ
向
け
て
、
近
代
以
降
の
江
東
も
ま

た
海
岸
線
の
南
下
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

図3　元禄15年江戸図
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「
百
度
石
」
は
、「
お
百
度
参
り
」
の
た
め

に
神
社
や
寺
院
の
入
口
に
設
置
さ
れ
た
石
柱

で
す
。

そ
も
そ
も
お
百
度
参
り
は
、
神
仏
に
特
別

な
祈
願
を
す
る
に
あ
た
り
、
神
社
の
境
内
入

口
か
ら
本
堂
・
社
殿
の
扉
の
前
ま
で
百
回
往

復
し
、
そ
の
た
び
に
神
仏
に
参
拝
し
ま
す
。

こ
う
し
た
参
拝
は
、
願
い
の
重
さ
を
神
仏
へ

伝
え
、
か
な
え
ら
れ
る
こ
と
を
切
実
に
願
う

祈
り
で
す
。
参
拝
の
目
的
は
、
病
気
治
癒
や

開
運
出
世
な
ど
と
い
っ
た
個
人
的
な
祈
願
に

置
か
れ
ま
し
た
。

ま
た
七
福
神
参
り
・
三
十
三
ヶ
所
巡
礼
・

八
十
八
ヶ
所
巡
礼
な
ど
が
、
多
数
の
神
仏
に

参
拝
す
る
の
に
対
し
、
お
百
度
参
り
は
一
ヶ

所
の
神
仏
に
何
度
も
参
拝
す
る
こ
と
を
特
色

と
し
て
い
ま
す
。
お
百
度
参
り
は
、
元
々
毎

日
続
け
て
百
度
参
拝
す
る
形
式
で
し
た
が
、

後
に
一
日
で
百
度
参
拝
す
る
形
へ
変
化
し
ま

し
た
。
こ
の
場
合
、
寺
社
の
入
口
か
ら
拝
殿

や
本
堂
ま
で
の
間
を
百
回
往
復
す
る
形
で
あ

り
、
そ
の
た
め
目
印
と
し
て
百
度
石
が
設
置

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
境

内
の
整
備
に
伴
い
必
ず
し
も
入
口
に
設
置
さ

れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

現
在
、
江
東
区
で
は
6
件
の
百
度
石
が
登

録
文
化
財
（
有
形
民
俗
文
化
財
）
と
な
っ
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
も
明
治
以
降
に
設
置
さ
れ

た
も
の
で
す
。

城
東
地
域
の
百
度
石

ま
ず
城
東
地
域
の
百
度
石
（
2
件
）
か
ら

紹
介
し
ま
す
。

亀
高
神
社
（
北
砂
4
）
に
あ
る
百
度
石
に

は
「
昭
和
三
年
十
二
月
吉
日
亀
高
町
會
」
と

あ
り
、
町
会
が
奉
納
し
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

現
在
は
、
境
内
の
入
口
付
近
に
あ
り
、
さ

ら
に
百
度
石
と
刻
ま
れ
て
い
る
文
字
が
朱
色

に
塗
ら
れ
て
お
り
、「
お
百
度
参
り
」
の
目

印
と
な
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
亀
守
稲
荷
神
社
（
北
砂
6
）
に
あ

る
百
度
石
も
入
口
付
近
に
あ
り
、同
様
に
「
百

度
石
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
文
字
が
朱
色
に
塗

ら
れ
て
い
ま
す
。

深
川
地
域
の
百
度
石

次
に
深
川
地
域
か
ら
2
件
の
百
度
石
を
紹

介
し
ま
す
。

浄
心
寺
（
平
野
2
）
の
百
度
石
は
、
現
在

入
口
か
ら
離
れ
た
水
屋
の
前
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
以
前
の
本
堂
は
現
在
と
比
べ
て
東

側
に
あ
り
、
水
屋
に
至
る
敷
石
が
参
道
で

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
浄
心
寺
の
本
堂
な
ど
は
戦
災
を

経
て
現
在
の
場
所
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
た
め
百
度
石
は
移
動
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

現
在
の
本
堂
と
の
位
置
関
係
か
ら
み
れ
ば
、

百
度
石
は
移
動
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

さ
ら
に
富
岡
八
幡
宮
（
富
岡
1
）
の
社
務

所
前
に
あ
る
百
度
石
の
背
面
に
は
、
四
角
形

の
穴
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
穴
は
お
百
度
参
り

の
際
に
参
拝
し
た
回
数
を
数
え
る
（
数
取
り
）

た
め
の
札
・
石
な
ど
を
置
く
た
め
に
設
け
ら

れ
た
も
の
で
す
（
実
際
に
見
学
す
る
際
に
は

い
た
ず
ら
で
石
な
ど
を
置
か
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
）。

な
お
、
こ
の
百
度
石
は
銘
文
か
ら
関
東
大

震
災
（
1
9
2
3
）
を
契
機
に
奉
納
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
百
度
石
は
区
内
に
そ
れ
ほ
ど

多
く
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
奉
納
者
の
願

い
が
強
く
こ
め
ら
れ
た
興
味
深
い
文
化
財
と

言
え
ま
す
。

皆
様
も
お
百
度
参
り
は
し
な
く
と
も
、
寺

社
で
見
か
け
た
時
に
は
百
度
石
に
注
目
し
て

く
だ
さ
い
。

（
文
化
財
専
門
員　

功く
ぬ

刀ぎ

俊
宏
）

文
化
財
ま
め
知
識
９

江
東
区
内
の
百
度
石

江
東
区
内
の
百
度
石

ひ
ゃ
く

ひ
ゃ
く

い
し
い
し

どど

①百度石　昭和3年在銘
　（亀高神社）

③百度石　昭和8年在銘
　（浄心寺・奥にあるのが水屋）

⑤百度石　大正12年在銘
（背面・富岡八幡宮）

④百度石　大正12年在銘
（正面・富岡八幡宮）

②百度石　昭和13年在銘  
（亀守稲荷神社）

　
　
　
　

訃　

報

江
東
区
指
定
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）「
木

工
（
彫
刻
）」
の
保
持
者
で
、
前
江
東
区
伝

統
工
芸
保
存
会
会
長
を
務
め
ら
れ
た
岸
本
忠

雄
氏
は
、
平
成
29
年
10
月
６
日
に
ご
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。


