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文
化
財
に
親
し
み
を

す
で
に
桜
も
散
り
、
い
よ
い
よ
本
格
的
に

春
の
陽
気
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
気
分
も
う

き
う
き
で
、
暖
か
い
日
差
し
を
浴
び
な
が
ら
、

外
を
散
歩
し
た
く
な
る
季
節
で
す
ね
。
咲
く

花
を
愛
で
た
り
、
新
緑
を
揺
ら
す
す
が
す
が

し
い
風
に
吹
か
れ
た
り
と
、
何
を
し
て
も
気

持
ち
の
い
い
時
を
過
ご
せ
ま
す
。
そ
こ
に
文

化
財
を
め
ぐ
り
、
地
域
の
歴
史
を
知
る
こ
と

も
一
つ
の
楽
し
み
と
し
て
加
え
て
い
た
だ
け

れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

歴
史
や
文
化
財
と
い
う
と
少
し
堅か

た

苦く
る

し
く

感
じ
る
方
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
で

も
、
そ
ん
な
に
難
し
く
考
え
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
や
明
治
以
降
に
造
ら
れ

た
も
の
や
歴
史
上
の
有
名
人
が
住
ん
で
い
た

屋や

敷し
き

跡あ
と

な
ど
は
、
そ
の
時
々
の
地
域
の
歴
史

を
知
り
、
そ
の
時
代
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き

る
「
入
口
」
な
ん
で
す
ね
。
い
ま
、
私
た
ち

が
暮
ら
し
て
い
る
こ
の
時
代
も
い
ず
れ
は
歴

史
と
な
り
、
使
っ
て
い
る
も
の
も
文
化
財
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
文
化
財
は
も
っ
と

身
近
な
も
の
な
の
で
す
。

区
で
は
、
昨
年
度
4
件
の
文
化
財
を
指
定
・

登
録
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
1
件
は
無
形

文
化
財
と
い
っ
て
、
職
人
さ
ん
の
あ
め
細
工

を
作
る
技
術
で
す
。
物
を
作
る
技
術
も
文
化

財
に
な
る
ん
で
す
ね
。

次
ペ
ー
ジ
で
詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
一
読
く
だ
さ
い
。
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庚申塔 延宝８年在銘

◆平成29年度新指定文化財◆
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指
定
文
化
財

【
無
形
文
化
財
（
生
活
技
術
）】

あ
め
細
工�

保
持
者　

青
木　

喜

あ
め
細
工
は
、
煮
詰
め
た
水
あ
め
を
棒

（
葭よ

し

）
の
先
に
付
け
、
握
り
鋏
と
手
（
指
）

を
使
っ
て
客
の
注
文
ど
お
り
の
形
に
細
工

し
、
細
筆
で
彩
色
す
る
技
術
で
す
。
こ
の
技

術
が
文
献
上
に
み
え
る
の
は
、『
誹は

い

風ふ
う

柳や
な
ぎ

多だ

留る

』（
寛
政
12
年
・
1
8
0
0
）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
俳
句
（「
売
れ
る
ほ
と
飴
屋
ハ
頬

を
ふ
く
ら
か
し
」）
が
初
見
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
少
な
く
と
も
18
世
紀
後
半
に
は
存
在
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。『
守も

り

貞さ
だ

謾ま
ん

稿こ
う

』（
嘉

永
6
年
・
1
8
5
3
）
に
は
、
あ
め
細
工
は

「
飴
ノ
鳥
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
当
初
は
も
っ

ぱ
ら
鳥
形
を
模
し
た
細
工
だ
っ
た
が
、
そ
の

後
は
様
々
な
物
の
形
を
模
す
よ
う
に
な
っ
た

と
見
え
ま
す
。
ま
た
、
葭
の
茎
の
頭
に
あ
め

を
練
り
付
け
、
形
を
作
っ
た
あ
と
で
色
付
け

す
る
と
も
あ
り
ま
す
。

青
木
喜
さ
ん
は
昭
和
7
年
（
1
9
3
2
）

に
埼
玉
県
で
生
ま
れ
、
昭
和
48
年
に
大
島
6

丁
目
に
住
ん
で
い
た
鈴
木
氏
の
も
と
に
付
い

て
修
行
し
、
技
術
を
習
得
し
ま
し
た
。
鈴
木

氏
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
あ
め
の
煮
詰
め
方

と
基
本
形
の
ネ
ズ
ミ
の
作
り
方
な
ど
で
、
あ

め
を
様
々
な
形
（
十
二
支
な
ど
の
動
物
や
昆

虫
な
ど
数
百
種
）
に
作
り
上
げ
る
技
術
は
独

自
の
工
夫
に
よ
る
も
の
で
す
。
青
木
さ
ん
が

仕
事
を
始
め
た
頃
は
、
国
内
で
は
青
木
さ
ん

を
含
め
3
名
だ
け
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
現

在
、
古
く
か
ら
仕
事
を
し
て
い
る
の
は
青
木

さ
ん
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
今
日
で
は
希
少

な
う
え
貴
重
な
技
術
と
い
え
ま
す
。

【
有
形
民
俗
文
化
財
】

庚こ
う

申し
ん

塔と
う　

延え
ん

宝ぽ
う

8
年
在ざ

い

銘め
い

北
砂
2
―
1
―
37　

志し
の

演ぶ

神
社

庚
申
塔
は
庚
申
信
仰
に
基
づ
い
て
建
て
ら

れ
る
石
造
物
で
す
。
庚
申
信
仰
と
は
、
平
安

時
代
か
ら
み
ら
れ
た
徹
夜
行
事
に
仏
教
・
神

道
・
民
間
信
仰
な
ど
を
取
り
入
れ
て
全
国
に

拡
大
し
て
い
っ
た
信
仰
で
す
。

本
庚
申
塔
の
正
面
に
は
、
上
か
ら
日
月
、

青し
ょ
う

面め
ん

金こ
ん

剛ご
う

、
一
邪
鬼
、
三
猿
、
二
鶏
が
浮
き

彫
り
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
月
は
月
待
・
日

待
信
仰
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
青
面
金
剛
は
、
も
と
は
病
を
流
行
ら
せ

る
鬼
神
で
し
た
が
、
後
に
伝で

ん

尸し

病
（
結
核
）

を
除
く
神
と
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
人
間
の

体
内
に
三さ

ん

尸し

と
い
う
虫
が
い
て
、
庚
申
の
日

に
眠
る
と
、
三
尸
が
そ
の
人
の
罪
悪
を
天
帝

に
告
げ
て
寿
命
を
縮
め
る
と
さ
れ
、
庚
申
待

と
い
う
徹
夜
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
伝

尸
と
同
様
に
三
尸
の
駆
除
を
願
う
こ
と
か

ら
、
青
面
金
剛
が
庚
申
信
仰
と
結
び
つ
き
ま

し
た
。
庚
申
信
仰
に
お
い
て
青
面
金
剛
を
本

尊
と
し
た
庚
申
塔
が
一
般
化
す
る
の
は
17
世

紀
中
頃
以
降
で
、
そ
れ
以
前
は
、
諸
仏
、
種し

ゅ

子じ

、
山
王
や
そ
の
神
使
と
さ
れ
る
猿
（
三

猿
）
な
ど
が
本
尊
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
江

東
区
内
に
現
存
す
る
庚
申
塔
で
青
面
金
剛
を

本
尊
と
す
る
も
の
は
16
基
あ
り
、
延
宝
8
年

（
1
6
8
0
）
に
建
て
ら
れ
た
本
庚
申
塔
は

最
も
古
い
事
例
で
す
。
ま
た
、
鶏
に
つ
い
て

の
明
確
な
根
拠
は
不
明
で
す
が
、
青
面
金
剛

の
神
使
が
鶏
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い

は
庚
申
待
の
行
事
が
鶏
鳴
ま
で
と
さ
れ
た
こ

と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
さ

ま
ざ
ま
な
信
仰
が
習
合
し
て
形
成
さ
れ
た
庚

申
信
仰
の
特
徴
が
、
本
庚
申
塔
に
は
よ
く
表

さ
れ
て
い
ま
す
。

志
演
神
社
は
社
伝
に
よ
る
と
、
も
と
は
十

間
川
の
東
岸
に
あ
り
、寛か

ん

永え
い

元
年（
1
6
2
4
）

に
菅
原
長
寛
が
稲
荷
の
神
を
勧
請
し
熊
野
吉

野
の
両
神
を
合
祀
し
て
深
川
稲
荷
と
称
し
た

こ
と
に
は
じ
ま
り
ま
す
。
元げ

ん

禄ろ
く

の
頃
、
参
拝

に
立
ち
寄
っ
た
将
軍
か
ら
「
民
の
志
を
演
ぶ

る
所
殊
勝
な
り
」
と
い
わ
れ
、
社
号
を
志
演

稲
荷
に
改
め
、
元
禄
8
年
（
1
6
9
5
）
に

現
在
地
に
移
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

確
で
あ
り
、
地
域
の
信
仰
に
関
連
し
た
貴
重

な
文
化
財
で
す
。

青木喜氏

あめ細工の製作工程（龍の場合）
着色したあめに握り鋏を入れる（右）／鋏を入れた部分を摘まみ、龍のひげや足などに成形する（中央）

／仕上げに細筆と染料（食品添加物）を使って目などの彩色を施す（左）
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左
側
面
の
刻
銘
か
ら
、
本
庚
申
塔
は
八
右

衛
門
新
田
の
村
民
が
造
立
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
八は

ち

右え
衛
門も

ん

新し
ん

田で
ん

は
寛

永
年
間
（
1
6
2
4
〜
44
）
に
八
右
衛
門
が

開
発
し
、
そ
の
名
を
と
っ
て
名
付
け
た
と
さ

れ
、
八
右
衛
門
の
子
孫
は
代
々
村
の
名
主
を

勤
め
て
い
ま
し
た
。
正
面
の
刻
銘
に
み
え
る

寄
進
者
名
の
「
中
嶋
八
右
衛
門
」
は
、
開
発

者
の
子
孫
に
あ
た
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
本
庚
申
塔
は
社
務
所
の
裏
に
建
て
ら

れ
て
お
り
、
志
演
神
社
に
伝
え
ら
れ
た
経
緯

は
不
明
で
す
が
、
志
演
神
社
が
八
右
衛
門
新

田
の
鎮
守
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
社
に
安
置

さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

本
庚
申
塔
に
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
彫
刻

は
庚
申
信
仰
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
お
り
、

青
面
金
剛
を
本
尊
と
し
た
庚
申
塔
と
し
て
は

区
内
で
確
認
で
き
る
最
初
の
事
例
で
す
。
ま

た
、
志
演
神
社
を
鎮
守
と
す
る
八
右
衛
門
新

田
の
人
々
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
明

確
で
あ
り
、
地
域
の
信
仰
に
関
連
し
た
貴
重

な
文
化
財
で
す
。

　

登
録
文
化
財

【
有
形
民
俗
文
化
財
】

水す
い

盤ば
ん　

亀か
め

久ひ
さ

稲い

荷な
り

神じ
ん

社じ
ゃ

旧き
ゅ
う

蔵ぞ
う

冬
木
22
―
31　

冬
木
弁
天
堂

文ぶ
ん

政せ
い

7
年
（
1
8
2
4
）
に
製
作
さ
れ
た

石
造
水
盤
で
、
か
つ
て
は
亀
久
稲
荷
神
社
の

社
地
に
あ
っ
た
も
の
で
す
が
、
同
社
が
廃
絶

し
た
た
め
、
平
成
29
年
に
冬
木
弁
天
堂
境
内

に
移
設
さ
れ
た
も
の
で
す
。
損
傷
が
激
し
く
、

奉
納
者
な
ど
の
詳
細
は
不
明
で
す
。

亀
久
稲
荷
神
社
は
、
旧
深
川
亀
久
町
に

あ
っ
た
稲
荷
社
で
、
創
建
年
代
な
ど
の
詳
細

は
不
明
で
、
江
戸
時
代
の
状
況
を
う
か
が
え

る
史
料
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
明
治
6

年
（
1
8
7
3
）
の
「
兼
勤
社
請
書
」（
東
京

都
公
文
書
館
蔵
）
に
は
同
社
の
名
前
が
み
ら

れ
、
富
岡
八
幡
宮
の
神
職
が
兼
帯
し
て
管
理

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
明

治
13
年
の
「
深
川
八
幡
組
合
明
細
」（
同
上
）

所
収
の
同
社
の
明
細
帳
に
は
水
鉢
の
記
載
が

あ
り
、
本
水
盤
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

本
水
盤
は
、
現
存
す
る
亀
久
稲
荷
神
社
関

連
の
近
世
資
料

と
し
て
は
現
状

で
は
唯
一
の
も

の
で
あ
り
、
か

つ
て
江
東
区
内

に
あ
っ
た
稲
荷

社
へ
の
地
域
住

民
の
信
仰
の
あ

り
方
を
伝
え
る

貴
重
な
文
化
財

で
す
。

【
史
跡
】

小お

野の

友と
も

五ご

郎ろ
う

宅た
く

跡あ
と

新
大
橋
2
―
11
・
12
付
近

小
野
友
五
郎
は
、
常ひ

陸た
ち

国の
く
に

笠か
さ

間ま

藩は
ん

牧
野
家

の
家
臣
で
し
た
が
、
安あ

ん

政せ
い

7
年
（
1
8
6
0
）

の
咸か

ん

臨り
ん

丸ま
る

渡
米
に
際
し
て
は
筆
頭
測そ

く

量り
ょ
う

方か
た

（
航
海
長
）
と
し
て
貢
献
し
ま
し
た
。
後
に

幕
臣
に
取
り
立
て
ら
れ
て
勘
定
奉
行
並な

み

ま
で

昇
進
し
、
江
戸
湾
海
防
計
画
（
越
中
島
砲
台

の
建
造
）
の
立
案
や
軍
艦
建
造
な
ど
に
業
績

を
残
し
ま
し
た
。
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
で
幕

府
の
兵
站
を
担
当
し
た
こ
と
か
ら
投
獄
さ
れ

ま
し
た
が
、
明
治
4
年
（
1
8
7
1
）
に
許

さ
れ
、
明
治
政
府
鉄
道
寮
に
出
仕
し
、
明
治

10
年
に
辞
職
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
製
塩
事

業
や
数
学
教
育
な
ど
に
取
り
組
み
、
明
治
31

年
に
製
塩
事
業
の
功
績
に
よ
っ
て
緑
綬
褒
章

を
下
賜
さ
れ
ま
し
た
。
下
賜
の
際
の
史
料
で

は
、
御お

船ふ
な

蔵ぐ
ら

前ま
え

町ち
ょ
うに

小
野
の
居
宅
と
貸
長
屋

が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
明

治
11
年
の
「
新
法
食
塩
製
法
場
開
業
規
則
書
」

（
東
京
都
公
文
書
館
蔵
）
に
は
、
小
野
が
上か

ず

総さ
の

国く
に

に
開
設
し
た
製
塩
工
場
で
製
造
し
た
塩

の
販
売
所
を
御
船
蔵
前
町
に
定
め
て
い
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
明
治
14

年
の
深
川
大
火
で
屋
敷
は
全
焼
し
、
同
17
年

に
日
本
橋
に
移
転
し
ま
し
た
。

小
野
友
五
郎
は
、
幕
末
に
活
躍
し
た
人
物

で
あ
り
、
越
中
島
砲
台
の
建
造
計
画
や
深
川

区
内
で
の
塩
の
販
売
な
ど
江
東
区
域
で
の
活

動
も
認
め
ら
れ
る
た
め
、
江
東
区
の
歴
史
の

理
解
の
た
め
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
、
居

宅
跡
が
史
跡
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　

指
定
解
除

【
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）】

木
工
（
彫
刻
）�

保
持
者　

岸
本　

忠
雄

　

名
称
お
よ
び
所
在
地
変
更

【
史
跡
】

旭
焼
製
造
場
跡

森
下
3
―
13

青面金剛と邪鬼

水盤　亀久稲荷神社旧蔵

三猿

刻まれた人々の名前

日月

二鶏
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文
化
財
係
で
は 

江
東
区
登
録
史
跡
や

江
東
区
指
定
文
化
財
の
所
在
地
に
文
化

財
説
明
板
を
設
置
し
、そ
の
ゆ
か
り
や
歴

史
・
文
化
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。平
成
29
年

度
は
史
跡
説
明
板
1
基
・
指
定
文
化
財

説
明
板
1
基
を
新
た
に
設
置
し
ま
し
た
。

散
策
の
際
な
ど
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。

七
代
目
市
川
団
十
郎
宅
跡

　
四
代
目
団
十
郎
が
隠
居
し
て
深
川
木

場
島
田
町
に
邸
宅
を
構
え
て
以
来
、七
代

目
ま
で
代
々
の
団
十
郎
が
居
住
し
た
場

所
で
す
。七
代
目

団
十
郎
は
、多
彩

な
役
柄
を
こ
な
し

て
人
気
を
博
し
、

「
歌
舞
伎
十
八

番
」の
選
定
な
ど

で
歌
舞
伎
の
発

展
に
貢
献
し
ま
し

た
が
、天
保
改
革
の
奢し

ゃ

侈し

禁
止
令
違
反
に

よ
っ
て
江
戸
を
追
放
さ
れ
、邸
宅
は
取
り

壊
さ
れ
ま
し
た
。説
明
板
は
木
場
二
丁
目

公
園
内
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

和わ

倉く
ら

橋ば
し

親
柱
　
2
基

　
和
倉
橋
は
関
東
大
震
災（
1
9
2
3
）

か
ら
の
復
興
事
業
の
一
環
と
し
て
油
堀
川

に
架
け
ら
れ
ま
し
た
。現
在
は
当
時
の
両

端
の
柱（
親
柱
）2
基
の
み
が
残
り
ま
す
。

こ
の
柱
は
、花
崗
岩
製
で
正
面
に
鉄
製
の

橋
名
板
が
は
め
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、放

物
曲
線
状
の
デ
ザ
イ
ン
に
は
、大
正
期
に

流
行
し
た
表
現

主
義
の
影
響
が
見

ら
れ
ま
す
。
説
明

板
は
富
岡
一
丁
目

一
七
の
高
速
道
路

の
高
架
付
近
に

設
置
さ
れ
て
い
ま

す
。

■
文
化
財
説
明
板
の
紹
介
■

区
役
所
2
階
、
向
か
っ
て
左
側
（
広
報

広
聴
課
前
）
に
設
け
ら
れ
て
い
る
江
東
情
報

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
展
示
ケ
ー
ス
が
替
わ
り
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
の
移
動
型
ケ
ー
ス
か
ら
固

定
ケ
ー
ス
と
な
り
、
江
東
区
の
姉
妹
都
市
サ

レ
ー
市
の
紹
介
コ
ー
ナ
ー
と
並
ん
で
奥
の
壁

際
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
区
役
所
に
お
越
し

の
際
は
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

教
育
委
員
会
で
は
、
区
民
の
皆
様
か
ら

生
活
道
具
や
生
産
道
具
を
は
じ
め
、
数
多
く

の
民
俗
資
料
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
昭
和
30
年
〜
40
年
代
以
前
の
も
の
が
中

心
で
、
い
わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
に
よ
り
生

活
ス
タ
イ
ル
が
大
き
く
変
わ
る
頃
ま
で
の
も

の
で
す
。
た
と
え
ば
、
生
産
に
関
わ
る
も
の

の
中
に
は
、
海の

苔り

養よ
う

殖し
ょ
くや

漁
業
関
係
の
道
具

も
あ
り
、
江
東
区
と
江
戸
前
の
海
と
の
深
い

関
わ
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
ら
の
モ
ノ
は
、
た
だ
懐

か
し
む
だ
け
で
な
く
、
現
在
で
は

そ
の
時
代
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

貴
重
な
資
料
と
い
え
ま
す
。

現
代
社
会
は
、
モ
ノ
で
あ
ふ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う

な
技
術
を
も
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

の
か
。
人
々
の
智
恵
が
詰
ま
っ
て

い
る
民
俗
資
料
に
は
、
そ
の
ヒ
ン

ト
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
民
俗
資
料
を
次
世

代
に
伝
え
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た

だ
き
、
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
不

可
欠
で
す
。

こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
展
示

を
通
し
て
皆
様
に
民
俗
資
料
を
ご
覧
い
た
だ

け
る
数
少
な
い
場
で
す
。
ま
た
、
民
俗
資
料

だ
け
で
な
く
、
区
内
の
発
掘
現
場
か
ら
掘
り

出
さ
れ
た
埋ま

い

蔵ぞ
う

文ぶ
ん

化か

財ざ
い

な
ど
も
展
示
い
た
し

ま
す
。
一
回
に
展
示
で
き
る
点
数
は
1
〜
数

点
と
限
ら
れ
ま
す
が
、
毎
月
展
示
替
え
を
行

う
こ
と
で
、
少
し
で
も
多
く
の
資
料
を
展
示

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

現
在
（
4
月
下
旬
）
は
、「
発
掘
さ
れ
た

泡あ
わ

盛も
り

の
壺つ

ぼ

」
を
展
示
し
て
い
ま
す
（
写
真
）。

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
「
沖
縄
と
江
東
区
を
結
ぶ

モ
ノ
」
で
す
。

北
砂
3
丁
目
で
出
土
し
た
こ
の
壺
は
、
工

業
用
に
転
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
泡
盛
を
入
れ
る

容
器
と
し
て
戦
前
に
沖
縄
で
か
な
り
の
量
が

製
産
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
8
年
3
月
の
「
東

京
琉
球
泡
盛
商
一
覧
」（
南
島
社
）
に
よ
る

と
、
当
時
あ
っ
た
東
京
35
区
の
う
ち
の
23
区

に
“
泡
盛
商
”
が
確
認
で
き
、
城
東
区
は
0

件
で
す
が
、
深
川
区
に
は
6
件
が
確
認
で
き

ま
す
（
本
紙
2
7
1
号
「【
泡
盛
の
壺
】
発

見
〜
泡
盛
が
結
ぶ
沖
縄
と
江
東
〜
」）。

こ
の
壺
が
深
川
区
の
店
と
関
わ
る
も
の
か

否
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
に
、

ひ
と
つ
の
壺
を
通
し
て
、
沖
縄
と
江
東
区
の

関
わ
り
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

展
示
資
料
を
そ
の
よ
う
な
思
い
で
ご
覧
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

展
示
ケ
ー
ス
が
替
わ
り
ま
し
た
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【
地
域
を
知
る
手
立
て
】

新
聞
・
テ
レ
ビ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な

ど
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
乏
し
か
っ
た
時
代
、
そ

の
地
域
や
町
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
か

を
知
る
手
が
か
り
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

【
地
誌
類
の
刊
行
】

江
戸
を
知
る
た
め
の
地
誌
と
し
て
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
の
は
『
江
戸
名
所
図
会
』
で
す
。

天
保
7
年
（
1
8
3
6
）
に
完
成
し
た
こ
の

書
物
は
和
綴
じ
で
20
冊
。
江
戸
の
中
心
か
ら

今
の
神
奈
川
県
・
埼
玉
県
・
千
葉
県
の
一
部

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
神
田
雉
子
町
の
名
主
、

斎
藤
家
3
代
が
編
纂
し
た
大
著
で
、
挿
絵
は

長
谷
川
雪
旦
が
描
い
て
い
ま
す
。
斎
藤
月
岑

の
時
に
完
成
し
ま
し
た
。

そ
の
中
に
選
ば
れ
て
い
る
「
名
所
」
に
は
、

浅
草
寺
・
神
田
明
神
・
富
岡
八
幡
宮
な
ど
現

在
の
東
京
で
も
「
定
番
」
と
な
っ
て
い
る
名

所
が
選
ば
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
が
、「
本
町
薬
種
店
」「
大
伝
馬
町
木

綿
店
」「
伊
勢
町
河
岸
通
」
と
い
っ
た
大
店

が
立
ち
並
び
、
往
来
に
は
荷
車
や
行
商
の
棒

手
振
り
、
買
い
物
客
の
婦
人
、
供
を
連
れ
た

武
家
、
と
い
っ
た
風
景
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
に
と
っ
て
武
士
も
町
人
も
入
り
乱
れ
て

行
き
か
う
こ
の
光
景
は
ご
く
当
た
り
前
の
日

常
で
し
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
光
景
は
、
地

方
で
も
現
出
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は

「
あ
り
え
な
い
」
も
し
く
は
「
ま
れ
な
」
風

景
で
あ
り
、「
江
戸
な
ら
で
は
」
の
風
景
だ
っ

た
こ
と
か
ら
「
名
所
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。
ほ
か
に
も
祭
礼
や
年
中
行
事
な

ど
の
様
子
も
入
っ
て
お
り
、「
江
戸
ら
し
さ
」

を
表
現
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
各
地
域
の
歴
史
や
伝
説
・
伝
承
に

ち
な
ん
だ
想
像
図
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
名

所
や
地
域
を
表
面
だ
け
で
と
ら
え
る
の
で
は

な
く
、「
奥
行
」
と
し
て
の
「
時
間
」
を
た

く
み
に
取
り
込
み
、
説
明
し
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
『
絵
本
江
戸
土
産
』
は
歌
川

広
重
が
描
い
た
10
冊
シ
リ
ー
ズ
。
江
戸
各
所

の
風
景
に
詞
書
（
説
明
文
）
が
添
え
ら
れ
て
、

江
戸
と
そ
の
周
辺
の
歴
史
や
特
徴
が
簡
単
に

説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
に
は
「
定
番
」

と
は
思
え
な
い
よ
う
な
場
所
も
選
ば
れ
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
「
逆

さ
か
さ

井い

の
渡
し
」。
竪
川

の
北
側
沿
岸
、
元
佐
倉
道
（
旧
千
葉
街
道
）

が
旧
中
川
に
出
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
渡
し
場

で
す
。
幹
線
道
路
の
渡
し
場
で
し
た
が
、
は

た
し
て
こ
の
『
江
戸
土
産
』
に
選
ば
れ
る
ほ

ど
の
場
所
で
し
ょ
う
か
。
関
東
周
辺
の
農
村

か
ら
江
戸
へ
と
や
っ
て
き
た
人
が
出
か
け
て

い
く
場
所
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

『
江
戸
名
所
図
会
』
や
『
絵
本
江
戸
土
産
』

は
地
方
か
ら
観
光
や
商
用
・
公
用
で
江
戸
を

訪
れ
た
武
士
・
農
民
（
こ
と
に
村
役
人
）
た

ち
が
故
郷
へ
の
土
産
と
し
て
買
い
求
め
て

い
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
江

戸
末
期
に
編
集
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
た
地
誌
類

に
は
、
江
戸
を
よ
く
知
ら
な
い
人
へ
の
江
戸

案
内
と
い
う
役
割
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
の

意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

【
も
う
一
つ
の
意
図
】

江
戸
後
期
、
江
戸
の
庶
民
人
口
は
お
お
む

ね
50
万
人
前
後
で
推
移
し
ま
す
が
、江
戸
の

初
期
と
は
違
い
、
江
戸
で
生
ま
れ
て
江
戸
で

暮
ら
す
、
い
わ
ゆ
る
「
江
戸
っ
子
」の
比
率
が

高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
加
え
て
江
戸
の
市

街
地
は
隅
田
川
以
東
の
本
所
深
川
へ
と
拡
大

し
、
そ
の
地
域
ご
と
に
役
割
が
あ
り
、
地
域

性
、
地
域
的
特
色
、「
街
の
個
性
」
が
高
ま
っ

て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
、

江
戸
の
商
人
や
職
人
は
江
戸
市
中
の
様
々

な
場
所
へ
と
仕
事
の
場
を
広
げ
る
こ
と
と
な

り
、
見
知
ら
ぬ
江
戸
の
町
へ
出
か
け
る
機
会

を
得
た
こ
と
で
、
そ
の
土
地
の
歴
史
や
風
物
、

個
性
を
知
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
江
戸
の
地
誌
に
は
、
こ
う
し
た

江
戸
市
中
で
暮
ら
し
て
い
る
、「
江
戸
っ
子
」

が
持
ち
始
め
た
欲
求
へ
の
ま
な
ざ
し
が
見
ら

れ
ま
す
。（

中
川
船
番
所
資
料
館　

久
染
健
夫
）

「
描
か
れ
た
江
戸
時
代
〜
地
域
を
伝
え
る
情
報
力
〜
」

「
描
か
れ
た
江
戸
時
代
〜
地
域
を
伝
え
る
情
報
力
〜
」

『江戸名所図会　五百羅漢寺』
羅漢寺本殿内の様子。本尊の釈迦牟尼仏をはじめ、500体
以上の羅漢像が居並ぶ荘厳さは外界とは異なる空間でした。

『江戸名所図会　小名木川五本松』
左手から延びる松の枝ぶりと水面に浮かぶ月、直線の小名
木川をカーブさせながら沿岸の光景を描いています。

『絵本江戸土産　深川木場』
江戸随一の貯木場、取引市場が深川木場ですが、寺社や庭園と
いった名所ではなく、「江戸ならでは」の風景として選ばれています。

『絵本江戸土産　逆井乃渡し』
本文でも紹介した渡し場。手前が亀戸、対岸が逆井村（現江戸川区）。
江戸と直結しつつも鄙びた風情。それがこの地域の「個性」でした。
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1
な
ぜ
木
置
場
が
設
け
ら
れ
た
の
か
？

本
区
は
、
多
く
の
地
域
が
江
戸
時
代
以

降
の
埋
立
て
に
よ
り
成
立
し
た
た
め
、
そ
の

歴
史
に
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
と
く
に
深
川
地
域
は
、
隅
田
川
を
挟
ん

で
日
本
橋
の
東
隣
に
位
置
し
た
こ
と
も
あ

り
、
江
戸
時
代
の
早
い
時
期
か
ら
発
展
し
は

じ
め
、
中
期
の
正
徳
3
年
（
1
7
1
3
）
に

は
都
市
江
戸
に
組
み
込
ま
れ
ま
し
た
。

発
展
へ
の
契け

い

機き

と
な
っ
た
出
来
事
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
寛
永
6
年
（
1
6
2
9
）
の
深

川
猟
師
町
成
立
と
同
18
年
（
1
6
4
1
）
の

木
置
場
の
設
置
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
区
内
の
隅
田
川
沿
い
の
土
地

が
江
戸
時
代
の
初
期
に
ど
の
よ
う
な
様
子
で

あ
っ
た
の
か
知
る
由
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ

え
て
推
測
す
れ
ば
、
川
が
運
ん
だ
土
砂
に
よ

り
一
程
度
の
土
地
が
形
成
さ
れ
つ
つ
も
、
海

沿
い
に
位
置
し
た
た
め
潮
が
満
ち
る
と
海
水

に
覆
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
干ひ

潟が
た

の
様
相
を
呈

し
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

猟
師
町
成
立
の
由
緒
に
は
、「
汐し

お

除よ
け

堤づ
つ
みの

外
、
干
潟
の
処
」（『
寛
永
録　

壱
』）
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
由
緒
の
た
め
精せ

い

査さ

は
必
要

で
す
が
、
お
そ
ら
く
深
川
埋
立
て
の
た
め
、

汐
を
防
ぐ
目
的
で
築
か
れ
た
堤
（
土
手
）
の

外
側
に
広
が
っ
て
い
た
干
潟
を
埋
め
立
て
て

猟
師
町
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
少
し
遅
れ
て
そ
の
東
側

一
帯
に
木
置
場
（
元
木
場
）
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。
江
戸
幕
府
が
開
か
れ
た
の
が
慶
長
8

年
（
1
6
0
3
）
で
す
の
で
、
ま
だ
20
数
年

か
ら
40
年
ほ
ど
し
か
経
っ
て
い
な
い
、
3
代

将
軍
徳
川
家
光
の
頃
の
こ
と
で
す
。

2
木
置
場
の
様
子

こ
こ
で
は
、
木
置
場
の
様
子
を
絵
図
を
も

と
に
見
て
い
き
ま
す
。

図
1
に
描
か
れ
て
い
る
景
観
は
、
寛
永
18

年
（
1
6
4
1
）
の
大
火
後
に
設
け
ら
れ
た

木
置
場
で
す
。
そ
の
場

所
は
、
小
名
木
川
の
や

や
南
に
位
置
し
、
西
は

隅
田
川
、
東
は
現
在
の

清
澄
通
り
付
近
ま
で
の

間
に
堀
割
が
縦
横
に

走
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
図
を
よ
く

見
る
と
、「
道
筋
は
さ

だ
ま
り
な
し
」「
材
木

の
間
を
と
を
る
」（
②
）

と
の
記
述
が
み
ら
れ
、
こ
の
堀
割
が
ど
の
程

度
整
備
さ
れ
て
い
た
の
か
は
疑
問
で
す
。
東

西
に
掘
ら
れ
た
幾
筋
も
の
堀
割
の
う
ち
、
隅

田
川
ま
で
掘
ら
れ
た
①
③
⑤
の
3
本
に
は
、

隅
田
川
と
合
流
す
る
辺
り
に
上か

み

之の

橋は
し

（
①
）、

中な
か

之
橋
（
③
）、
下し

も

之
橋
（
⑤
）
と
よ
ば
れ

る
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、

隅
田
川
に
沿
っ
て
南
北
に
細
長
く
展
開
し
て

い
る
町
が
八
ヶ
町
か
ら
な
る
深
川
猟
師
町
で

す
。
北
か
ら「
弥
兵
へ
丁
」（
の
ち
清
住
町
）「
二

郎
兵
へ
丁
」「
藤
左
衛
門
丁
」（
以
上
、
佐
賀

町
）「
介
左
衛
門
丁
」（
お
そ
ら
く
冨
吉
町
）

「
新
兵
へ
丁
」（
相
川
町
）「
佐
左
衛
門
丁
」（
熊

井
町
カ
）「
む
ろ
丁
」（
諸
町
）
と
七
ヶ
町
の

名
が
見
え
ま
す
。

そ
の
後
、
上
の
橋
の
架
か
る
①
と
そ
の
南

の
②
の
間
の
土
地
が
御
用
地
と
な
り
、
仙
台

藩
伊だ

て達
氏
（
図
2
の
松（

伊
達
）平

陸
奥
守
）
に
屋
敷

地
と
し
て
下
げ
置
か
れ
る
と
、
①
の
東
西
に

掘
ら
れ
た
堀
割
が
元
禄
11
年
（
1
6
9
8
）

12
月
に
埋
め
立
て
ら
れ
、
替
わ
っ
て
「
二
郎

兵
へ
丁
」
の
手
前
で
止
ま
っ
て
い
る
②
の
堀

割
が
西
方
向
に
隅
田
川
ま
で
延
長
さ
れ
、
隅

田
川
と
の
合
流
部
分
に
新
た
に
上
之
橋
が
架

け
ら
れ
ま
し
た
（『
町
方
書
上
』）。

3
元
禄
期
の
堀
割
再
編

さ
て
、
上
之
橋
が
か
け
替
え
ら
れ
た
よ
う

に
、
元
禄
11
〜
12
年
に
か
け
て
木
置
場
は
大

き
く
そ
の
景
観
を
変
え
て
い
き
ま
す
。
幕
府

は
、
こ
の
付
近
を
町
場
化
す
る
た
め
、
元
禄

12
年
に
御
用
地
と
し
て
い
っ
た
ん
召
し
上
げ

た
う
え
、
翌
年
に
は
町
人
に
払
い
下
げ
ま
し

た
。
そ
の
間
に
堀
割
の
埋
め
立
て
、
開
削
を

実
施
し
、
町
場
と
し
て
の
機
能
を
整
え
て
い

き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
景
観
の

変
化
が
起
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
次
に
解
説

を
い
た
し
ま
す
。

こ
こ
で
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と

　
深
川
南
部
の
佐
賀
・
福
住
・
深
川
1
付
近
の
町
は
、
か
つ
て「
元
木
場
」と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。江
戸
で
は
火
事
が
頻
繁
に
発
生
し
た
た
め
、
江
戸
時
代
前
期
に
木
材
を
供

給
す
る
木
置
場
が
こ
の
地
に
設
け
ら
れ
、堀
割
が
縦
横
に
開
削
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

中
期
に
な
る
と
新
た
な
木
置
場（
木
場
4
・
平
野
4
付
近
）に
移
転
し
た
た
め
、
そ
の
よ

う
に
呼
ば
れ
ま
し
た
。堀
割
の
一
部
は
現
在
も
残
さ
れ
、
水
彩
都
市
の
景
観
を
か
た
ち

作
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
現
在
の
よ
う
な
地
域
景
観
が
い
か
な
る
過
程
を
経
て
成
立
し
た
の
か
、
以

下
に
お
い
て
詳
細
に
跡
付
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

絵
図
か
ら
読
み
解
く
元も

と

木き

場ば

の
景
観

●① ●⑧ ●⑨

●②

●③

●④

●⑤

●⑥

●⑦

図1　延宝8年（1680）『江戸方角安見図』　
（国立国会図書館デジタルコレクション）



7

は
、
当
時
の
物
資
輸
送
の
手
段
は
、
船
で
の

運
搬
を
主
流
と
し
た
こ
と
で
す
。
そ
の
点
、

日
本
橋
に
隣
接
し
、
堀
割
が
縦

じ
ゅ
う

横お
う

に
走
る
深

川
南
部
地
域
の
木
置
場
は
広
大
か
つ
未
開
発

の
場
で
あ
り
、
注
目
に
値
し
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
木
置
場
は
、
商
業
地
と
し
て
の
機
能
を

持
た
せ
る
た
め
に
都
合
の
よ
い
地
域
で
あ
る

と
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
幕
府
は
埋
め
立
て
開か

い

削さ
く

を
実

施
し
、
よ
り
機
能
的
な
地
域
の
再
編
を
行
っ

た
結
果
、
図
2
に
あ
る
よ
う
な
景
観
に
代

わ
っ
た
の
で
す
A
（
①
は
埋
立
て
で
消
滅
）。

こ
こ
で
、
図
1
と
2
を
比
較
し
て
そ
の
景

観
の
変
化
を
見
る
た
め
、
新
た
な
景
観
（
図

2
）
に
旧
木
置
場
当
時
の

堀
割
（
図
1
）
を
重
ね
併

せ
て
図ず

示し

し
た
図
3
を
見

る
こ
と
に
し
ま
す
。

図
を
見
る
と
、
再
編
前

の
木
置
場
の
堀
割
は
、
南

北
に
2
本
（
⑧
⑨
）、
東

西
に
7
本
（
①
〜
⑦
）
が

掘
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
う
ち
、
全
く
埋
め
立
て

ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
3

本
（
②
⑤
⑧
）
の
み
で
、

あ
と
は
す
べ
て
多
く
の
部

分
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
開
削
さ
れ
た
部
分

は
、
②
の
西
側
（
隅
田
川
ま
で
）
と
東
側
の

海う
み

辺べ

橋ば
し

以
東
、
③
と
④
を
結
ぶ
短
い
堀
（
中

之
堀
）、
そ
し
て
、
⑤
が
⑨
付
近
で
若
干
南

下
し
た
の
ち
、
東
に
伸
び
て
い
ま
す
。

4
木
置
場
の
移
転

元
禄
12
年
の
堀
割
再
編
は
、
木
置
場
の
移

転
を
前
提
と
す
る
も
の
で
し
た
。
幕
府
が
新

た
に
移
転
先
と
考
え
た
の
は
、
隅
田
川
か
ら

さ
ら
に
東
に
離
れ
た
場
所
で
し
た
B
。
そ
こ

は
、
未
整
備
な
土
地
で
埋
め
立
て
が
必
要
な

た
め
、
一
時
的
に
猿
江
の
御
材
木
蔵
C
（
毛

利
2
、
現
在
の
猿さ

る

江え

恩お
ん

賜し

公こ
う

園え
ん

付
近
）
に
置

か
れ
、
元
禄
14
年
（
1
7
0
1
）
に
よ
う
や

く
新
た
な
場
所
に
移
り
ま
し
た
。
そ
の
場
所

は
、
現
在
の
東
西
線
木
場
駅
近
く
の
都
立
木

場
公
園
（
木
場
4
・
平
野
4
）
付
近
に
な
り

ま
す
。

新
た
な
木
置
場
（
木
場
）
は
、
そ
の
後
、

新
木
場
移
転
ま
で
、
2
5
0
年
ほ
ど
の
長
き

に
わ
た
り
そ
の
役
割
を
担
い
続
け
、現
在
「
木

場
」
と
い
え
ば
こ
の
付
近
を
指
す
の
が
一
般

的
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
、
移
転
前
の
木
置

場
は
、
そ
れ
ぞ
れ
河か

し岸
を
備
え
た
町
場
に
な

り
ま
し
た
が
、
木
置
場
の
名な

残ご
り

か
ら
か
「
元

木
場
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
（
元
木
場
に
つ
い

て
は
本
紙
2
7
1
号
参
照
）。

5 

2
本
の
堀
割

し
か
し
、
木
置
場
の
移
転
に
際
し
て
解
決

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
新
た

な
木
置
場
に
材
木
を
運
搬
す
る
水
路
の
確
保

で
す
。
旧
木
置
場
に
く
ら
べ
、
隅
田
川
か
ら

遠
く
離
れ
た
新
た
な
木
置
場
は
、
そ
の
機
能

的
運
用
が
第
一
に
求
め
ら
れ
た
は
ず
で
す
。

そ
こ
で
、
図
2
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
新
た

な
木
置
場
に
つ
な
が
る
堀
割
が
2
本
あ
り
ま

す
。
こ
の
堀
割
は
、
図
1
の
②
と
⑤
に
あ
た

る
も
の
で
、
⑤
は
旧
木
置
場
当
時
か
ら
隅
田

川
ま
で
伸
び
る
堀
割
、
②
は
先
述
の
通
り
、

元
禄
の
再
編
時
に
隅
田
川
ま
で
掘
り
つ
な
げ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
堀
割
も
東

方
向
に
長
く
開
削
さ
れ
、
新
た
な
木
置
場
ま

で
伸
び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
②
は

仙
台
堀
、
⑤
は
油
堀
）。
お
そ
ら
く
こ
の
2

本
の
堀
割
に
そ
の
役
割
が
課
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
想
像
に
難か

た

く
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
こ
の
2
本
が
東
に
延
長
さ
れ
た
の

か
、
そ
の
背
景
は
明
確
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
ら
の
堀
割
が
旧
木
置
場
の
東
側
に
あ
る

寺
町
を
避
け
て
延
長
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
点
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

以
上
、
江
東
区
に
あ
っ
た
2
つ
の
木
置
場

の
変
遷
を
み
ま
し
た
が
、
広
大
な
土
地
が
必

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
埋
立
て
と
は
切
り
離

せ
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
本
文
章
は
、
拙

稿
「
絵
図
か
ら
読
み
解
く
深
川
南
部
の
歴
史
」

（『
江
東
区
文
化
財
研
究
紀
要
』
19
号
）
を
も

と
に
作
成
し
ま
し
た
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

御船手組

相
川
町

熊
井
町

熊
井
町

相
川
町

御船手
組

永代寺

冨吉町

御
船
蔵

賀
町

佐

隅
田
川

今川町

上ノ橋

（仙台堀）

伊勢崎町

伊勢崎町

海辺橋

佐
賀
町

佐
賀
町

佐
賀
町

佐
賀
町

今川町

永堀町
永
堀
町

中
川
町

材
木
町

東
永
代
町

西
永
代
町

冨
田
町

佐
賀
町

佐賀町

佐賀町
堀川町

蛤町

材木町

黒江町北
川
町

伊
沢
町

黒江
町

黒江町
黒江町

（油堀）

黒江町

佐賀町

蛤町

永
代
橋
↓ 加賀町

冨久町

松
平
和
泉
守

松平陸奧守

万
年
町
二
丁
目

万年町一丁目

松 村
町

松 賀 町

小 松 町

清住町

寺
町

諸
町

富岡八幡宮
黒江町

西平野町

蛤
町

中
島
町

北
川
町

蛤町
蛤町

蛤町
永代寺門前仲町

相
川
町

●①

●②

●③

●④

●⑥
●⑦

●⑧

●⑨

●⑤

旧木置場の整備で新たに開削した堀割
旧木置場の整備で埋め立てられた堀割

奥
川
町

図3　元禄期の堀割整備状況　安政5年「本所深川絵図」をもとに作成

●②
●③
●④●⑤

●⑥
●⑦

●⑧
●⑨

■B

■C

■A

図2　安政5年（1858）『本所深川絵図』（江東区教育委員会所蔵）※Bの範囲は安政当時
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『
絵
葉
書
で
見
る
江
東
百
景
　
花
の
名
所

―
梅
・
桜
・
藤
・
牡
丹
・
萩
―
』

教
育
委
員
会
で
収
集
し
た
戦
前
の
絵
葉
書

を
通
し
て
、
本
区
の
近
代
の
景
観
を
見
て
い

た
だ
く
シ
リ
ー
ズ
の
第
2
集
で
す
。
今
回
は

亀
戸
梅
屋
敷
の
梅
、
深
川
公
園
の
桜
、
亀
戸

天
神
社
の
藤
、
本
所
四
ツ
目
牡
丹
園
の
牡
丹
、

亀
戸
龍
眼
寺
の
萩
な
ど
、
江
東
区
域
の
花
の

名
所
に
関
す
る
絵
葉
書
を
取
り
上
げ
ま
す
。

『
江
東
区
文
化
財
研
究
紀
要
　
第
20
号
』

江
東
区
の
歴
史
、
文
化
財
の
研
究
や
報
告

を
内
容
と
す
る
雑
誌
で
、
本
号
に
は
文
化
財

「
道
標
」
は
、
進
む
方
向
や
目
的
地
、
そ

こ
ま
で
の
距
離
や
道
程
な
ど
を
記
し
た
「
道

し
る
べ
」
で
す
。
そ
の
形
式
は
、
石
柱
に
寺

社
な
ど
の
目
的
地
、「
東
西
南
北
」・「
左
右
」

と
い
っ
た
方
向
、「
是
よ
り
○
里
」
と
い
っ

た
道
の
り
、
道
の
通
称
名
な
ど
が
刻
ま
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
道
標
は
、
街
道
の
交
差

点
や
分
岐
点
、
そ
の
他
寺
社
の
門
前
に
も
建

て
ら
れ
ま
し
た
。
設
置
の
背
景
は
、
江
戸
時

代
の
街
道
整
備
や
庶
民
の
寺
社
参
詣
な
ど
の

影
響
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
登
場
は
十
七
世
紀

の
後
半
以
降
と
み
ら
れ
ま
す
。

現
在
、
江
東
区
で
は
8
件
の
道
標
を
有
形

民
俗
文
化
財
（
う
ち
5
件
は
区
指
定
文
化
財
）

と
し
て
指
定
・
登
録
し
て
い
ま
す
。
今
回
は

そ
の
中
で
も
、
羅
漢
寺
に
関
わ
る
道
標
を
紹

介
し
ま
す
。

羅
漢
寺
へ
の
道
標
1

羅
漢
寺
（
大
島
4
―
5
）
は
松

し
ょ
う

雲う
ん

元げ
ん

慶け
い

（
1
6
4
7
〜
1�

7
1
0
）を
開
基
と
し
て
、

本
所
五
ツ
目
に
創
建
さ
れ
た
黄お

う

檗ば
く

宗し
ゅ
うの

寺
院

で
す
。
元
禄
8
年
（
1
6
9
5
）
に
天
恩
山

羅
漢
寺
の
山
号
と
寺
地
を
賜
り
、
本
堂
に
は

五
三
六
体
の
羅
漢
像
が
安
置
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
境
内
に
は
三
層
で
内
部
に
螺
旋
状
の

回
廊
が
続
く
、
三さ

ざ
え匝

堂ど
う

と
呼
ば
れ
る
堂
宇
が

あ
り
、
そ
の
栄さ

ざ
え螺

に
も
似
た
内
部
の
形
状
や

眺
望
の
よ
さ
か
ら
、
名
所
と
し
て
広
重
、
北

斎
な
ど
が
錦
絵
に
描
い
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

本
所
緑
町
（
墨
田
区
）、
さ
ら
に
下
目
黒
（
目

黒
区
）
へ
移
転
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
現

在
の
羅
漢
寺
と
は
異
な
り
ま
す
。

現
在
は
、
2
基
の
羅
漢
寺
に
関
わ
る
道
標

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
は
文
化
2
年
（
1
8
0
5
）
に
再
建
さ

れ
た
道
標（
区
指
定
文
化
財
）で
す
。
現
在
は
、

小
名
木
川
橋
橋
台
地
（
猿
江
2
丁
目
）
に
あ

り
ま
す
が
、
も
と
は
現
在
地
よ
り
50
m
ほ
ど

東
の
小
名
木
川
沿
い
に
あ
り
ま
し
た
。

正
面
に
は
「
是
よ
り
五
百
ら
か
ん
江
右
川

［（
通
）］

／
八
町
ほ
と
先
へ
参
り
［（

申
）］」

と
刻

ま
れ
、
こ
こ
か
ら
東
へ
向
か
え
ば
羅
漢
寺
へ

至
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
右
側
面
の
刻
銘
に
は
「
此
横
道
四

ツ
目
橋
通
り
亀
戸
天
神
□
」
と
あ
り
、
北
へ

向
か
え
ば
亀
戸
天
神
に
至
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

羅
漢
寺
へ
の
道
標
2

羅
漢
寺
へ
の
道
標
に
つ
い
て
は
、
小
名
木

川
橋
橋
台
地
の
ほ
か
に
も
1
基
残
さ
れ
て
い

ま
す
（
②
）。

こ
の
道
標
は
、
現
在
は
大
島
橋
近
く
に

あ
る
釜
屋
堀
地
蔵
堂
（
猿
江
2
丁
目
）
の
内

部
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
正
面
の
刻
銘
に
は

「
五
百
ら
か
ん　

此
橋　
［　

／
三

□
町
］」
と
あ
り
、

「
此
橋
」
と
は
大

島
橋
を
指
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め

こ
の
道
標
は
羅
漢
寺
へ
の
道
程
に
あ
る
大
島

橋
の
袂た

も
と

に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
二
つ
の
道
標
は
、
羅
漢
寺
へ
の
参

詣
人
が
多
く
、
賑
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
貴
重
な
文
化
財
と
い
え
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

功く
ぬ

刀ぎ

俊
宏
）

A
4
判
14
頁　

価
格
5
0
0
円

B
5
判
43
頁　

価
格
4
0
0
円

や
歴
史
資
料
の
保
護
に
関
す
る
活
動
紹
介
と

論
考
1
本
を
掲
載
し
ま
し
た
。
報
告
は
、
昨

年
度
茅
屋
根
を
葺
き
替
え
た
旧
大
石
家
住
宅

と
古
写
真
の
整
理
・
活
用
に
関
す
る
2
本
、

論
考
は
深
川
・
佃
の
両
猟
師
町
と
幕
府
の
関

わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
す
。

［
頒
布
場
所
］
文
化
観
光
課
文
化
財
係
（
区

役
所
4
階
）、
こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
（
同
2
階
）、
芭
蕉
記
念
館
（
常
盤
1
）、

深
川
江
戸
資
料
館
（
白
河
1
）、
中
川
船
番

所
資
料
館
（
大
島
9
）、
深
川
東
京
モ
ダ
ン

館（
門
前
仲
町
1
）※
モ
ダ
ン
館
で
は『
紀
要
』

は
販
売
し
て
い
ま
せ
ん
。

［
問
合
せ
］
文
化
観
光
課
文
化
財
係

T
E
L
（
3
6
4
7
）
9
8
1
9

文
化
財
ま
め
知
識
10

江
東
区
内
の
道
標
1

江
東
区
内
の
道
標
1

ど
う
ど
う
ひ
ょ
う

ひ
ょ
う

│ 

新
刊
案
内 

│

│ 

新
刊
案
内 

│

①
五
百
羅
漢
道
標（
正
面
）　

文
化
2
年
再
建
銘

②五百らかん道標


