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城
東
区
成
立
直
前
を
映
す
写
真
帳

江
東
区
で
は
、
こ
れ
ま
で
区
の
歴
史
や
文

化
に
関
わ
る
多
く
の
資
料
の
寄
贈
を
受
け
て

き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
寄
贈
資
料
の
内
、
昨
年
度
の
寄
贈

資
料
に
は
、
戦
前
に
作
成
さ
れ
た
写
真
帳
が

あ
り
、
江
東
区
が
誕
生
す
る
以
前
の
貴
重
な

写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
写
真
帳
（『
市
郡
併
合
紀
念　

南
葛

写
真
集
』）
は
、
発
行
の
年
月
日
が
記
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
が
、
昭
和
7
年
（
1
9
3
2
）

10
月
1
日
に
東
京
市
（
東
京
都
区
部
の
前
身
）

が
、
近
隣
の
5
郡
82
町
村
（
荏え

原ば
ら

郡
・
豊と

よ

多た

摩ま

郡
・
北
豊
島
郡
・
南
足
立
郡
・
南
葛
飾
郡

の
各
全
域
）
を
編
入
し
、
新
た
に
20
区
を
設

置
し
、
35
区
と
な
る
際
に
作
成
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

写
真
は
、
東
京
市
と
合
併
す
る
南
葛
飾
郡

に
属
し
た
20
町
村
の
議
員
と
職
員
の
集
合
写

真
、
各
町
村
の
職
員
名
簿
な
ど
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
頁
で
取
り
上
げ
た
の
は
、

表
紙
と
大お

お

島じ
ま

町
の
区
会
議
員
と
職
員
の
集
合

写
真
で
す
（
亀
戸
・
砂
町
は
次
頁
で
紹
介
し

て
い
ま
す
）。
背
景
に
あ
る
の
が
大
島
町
の

役
場
と
み
ら
れ
ま
す
。

上
段
の
写
真
中
央
（
下
段
で
は
最
前
列
の

中
央
）
に
写
っ
て
い
る
の
が
、
第
8
代
大
島

町
長
、
綾
井
樹
氏
と
み
ら
れ
ま
す
。

（
次
頁
へ
続
き
ま
す
）

○寄贈資料にみる城東区の成立
○深川江戸資料館企画展
「江戸のまんが」

○深川木場の成立と範囲
○中川船番所資料館特別展
「路面電車と江東」

○地域の記憶①
役流山不動院

○【資料紹介】
深川区教育会と渋沢栄一
～『深川区教育会報』掲載の演説文～

平成30年度寄贈資料「市郡併合紀念南葛写真集」
（昭和7年以前か　関口善也氏寄贈）より　

上から「表紙」及「大島町会議員・大島町職員記念写真」

寄贈資料にみる

城東区の成立
寄贈資料にみる

城東区の成立
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自
治
体
と
し
て
の
亀
戸
・
大
島
・
砂
町

城
東
区
成
立
以
前
、
亀
戸
・
大
島
・
砂
町
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
自
治
体
と
し
て
分
か
れ
て
い

ま
し
た
。

そ
も
そ
も
こ
の
三
つ
の
自
治
体
は
、
明
治

22
年（
1
8
8
9
）に
市
制
町
村
制
施
行
に
よ

り
、南
葛
飾
郡
に
属
し
た
亀
戸・
大
島
・
砂
村

は
村
と
し
て
成
立
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
3

村
と
も
に
町
制
へ
移
行
し
て
い
ま
す
。
そ
の

一
方
で
深
川
地
域
は
、
東
京
市
を
構
成
す
る

15
区
の
一
つ
で
あ
る
深
川
区
と
な
り
ま
し
た
。

城
東
区
の
成
立
と
そ
の
背
景

昭
和
7
年
10
月
1
日
に
東
京
府
南
葛
飾
郡

に
属
し
て
い
た
亀
戸
町
・
大
島
町
・
砂
町
の

3
町
が
合
併
し
、
城
東
区
は
成
立
し
ま
し
た
。

城
東
区
成
立
の
背
景
に
は
、
大
正
12
年

（
1
9
2
3
）
9
月
に
発
生
し
た
関
東
大
震

災
か
ら
の
復
興
が
一
段
落
し
た
後
、
東
京
市

に
隣
接
す
る
町
村
の
間
で
合
併
を
望
む
声
が

高
ま
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

東
京
市
に
隣
接
す
る
町
村
で
は
転
入
者
が

増
え
、
都
市
化
を
促
し
ま
し
た
。
転
入
者
を

迎
え
た
町
村
は
、
学
校
な
ど
の
教
育
施
設
、

病
院
な
ど
の
保
健
衛
生
施
設
、
さ
ら
に
下
水

道
・
道
路
等
の
都
市
型
施
設
な
ど
の
拡
充
・

整
備
が
急
務
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
財

を
備
え
て
い
ま
し
た
。
関
東
大
震
災
後
に
は

多
く
の
工
場
（
富
士
紡
績
・
日
東
化
学
な
ど
）

が
進
出
し
、
町
も
発
展
し
ま
し
た
が
、
不

況
（
昭
和
恐
慌
）
に
よ
り
工
場
の
大
半
が
閉

鎖
し
、
財
政
は
逼
迫
し
て
い
ま
し
た
。
町
の

人
口
は
昭
和
5
年
の
時
点
で
約
4
3
1
0
0

人
で
す
。

砂
町
は
農
村
地
帯
が
広
が
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
大
正
13
年
荒
川
放
水
路
が
完

成
し
、
江
戸
川
上
水
の
給
水
が
開
始
さ
れ
、

昭
和
4
年
に
城
東
電
車
が
開
通
し
て
交
通
の

便
が
良
く
な
り
、
工
業
地
帯
と
し
て
の
条
件

が
整
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
に
加
え
て
越

中
島
線
の
開
通
と
小
名
木
川
駅
の
完
成
に

よ
っ
て
輸
送
力
が
向
上
し
、
工
場
の
進
出
も

あ
り
、
急
速
に
発
展
し
ま
し
た
。
人
口
は
昭

和
5
年
の
時
点
で
約
3
4
7
0
0
人
で
す
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
昭
和
初
期
の
城
東
の

各
地
域
は
、
い
ず
れ
も
水
運
や
鉄
道
な
ど
交

通
の
利
便
性
に
恵
ま
れ
、
工
業
地
帯
と
し
て

発
展
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

お
わ
り
に

寄
贈
さ
れ
た
資
料
を
基
に
戦
前
に
行
わ
れ

た
町
村
の
編
入
と
城
東
区
の
成
立
に
つ
い
て

述
べ
ま
し
た
。

寄
贈
資
料
か
ら
は
、
東
京
が
拡
大
し
た
こ

と
で
、
こ
れ
ま
で
の
町
村
が
吸
収
さ
れ
て
い

く
過
程
の
一
つ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

功く
ぬ

刀ぎ

俊
宏
）

源
に
乏
し
く
財
政
難
に
苦
し
む
町
村
が
多

く
、
東
京
市
へ
の
編
入
を
望
む
声
が
高
ま
り

ま
し
た
。

こ
う
し
た
声
を
受
け
、
東
京
市
は
周
辺

町
村
を
東
京
市
へ
編
入
・
改
編
し
、
新
た
に

20
区
を
設
置
し
、
そ
れ
ま
で
の
15
区
と
合

わ
せ
て
35
区
と
し
ま
し
た
。
こ
の
合
併
で

東
京
市
の
人
口
は
、
当
時
世
界
第
2
位
の

4
9
7
万
人
と
な
り
ま
し
た
。

東
京
市
へ
の
編
入
に
伴
い
、
南
葛
飾
郡
の

20
町
村
が
東
京
市
に
組
み
込
ま
れ
、
城
東
区
・

向
島
区
（
戦
後
本
所
区
と
合
併
し
墨
田
区
と

な
る
）・
葛
飾
区
・
江
戸
川
区
の
4
区
が
成

立
し
ま
し
た
。

合
併
直
前
の
三
町

合
併
前
の
城
東
の
各
地
域

は
次
の
よ
う
な
状
況
に
置
か

れ
て
い
ま
し
た
。

亀
戸
町
は
日
清
紡
績
・
東

洋
モ
ス
リ
ン
な
ど
を
は
じ

め
、
2
0
0
以
上
の
工
場

が
建
ち
な
ら
ぶ
工
業
地
帯
で

あ
り
、
南
葛
飾
郡
中
で
は
最

も
豊
か
な
町
で
し
た
。
町
の

人
口
は
昭
和
5
年
の
時
点
で

約
6
5
2
0
0
人
で
す
。

大
島
町
は
河
川
に
囲
ま
れ

た
低
地
で
、
水
運
に
恵
ま
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

工
業
地
帯
と
し
て
の
好
条
件

①亀戸町会議員と職員集合写真

②砂町町会議員と職員集合写真



深
川
江
戸
資
料
館
企
画
展

「
江
戸
の
ま
ん
が
」

「
江
戸
の
ま
ん
が
」

会
期
2
0
1
9
年
11
月
12
日（
火
）〜
2
0
2
0
年
11
月
8
日（
日
）
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現
代
の
わ
た
し
た
ち
が
「
ま
ん
が
」
と
聞

い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
思
い
浮
か
べ
る
で

し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
一
つ
の
頁
が
コ
マ
割

り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
絵
と
セ
リ
フ
な
ど

が
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
想
像
す
る
と
思
い

ま
す
。

江
戸
時
代
に
も
「
ま
ん
が
」
が
あ
り
ま
し

た
。
戯
画
や
風
刺
画
・
鳥
羽
絵
・
ポ
ン
チ
絵

な
ど
が
そ
れ
に
当
て
は
ま
り
ま
す
。

本
展
示
で
は
、
江
戸
時
代
の
「
ま
ん
が
」

を
見
て
い
く
と
と
も
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
庶
民
の
生
活
の
様
子
や
世
情
な
ど
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。

「
ま
ん
が
」
と
は

そ
も
そ
も
「
ま
ん
が
」
と
は
、『
国
史
大

辞
典
』
に
よ
る
と
「
対
象
を
誇
張
し
て
描
く

滑
稽
な
絵
画
、
ま
た
は
風
刺
画
を
一
般
に
漫

画
と
い
う
が
、
現
在
で
は
コ
マ
を
構
成
単
位

と
し
た
物
語
性
を
も
つ
も
の
が
主
で
、
必
ず

し
も
ユ
ー
モ
ア
や
風
刺
性
を
必
要
と
し
な

い
。」
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
ま
ん
が
」
の
言
葉
の
由
来
は
中

国
の
「
漫ま

ん

筆ぴ
つ

」
と
い
う
言
葉
で
、
そ
ぞ
ろ
か

き
や
随
筆
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
日
本
に
入
り
漫
筆
画
か
ら
漫
画
に
な
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
以
前
の
戯
画

現
存
す
る
な
か
で
最
も
古
い
時
代
の
も
の

と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
正
倉
院
の
「
大だ

い

大だ
い

論ろ
ん

」（
天
平
17
年
・
7
4
5
）
や
唐
招
提
寺

の
梵
天
像
台
座
の
裏
に
描
か
れ
た
人
物
な
ど

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、「
鳥

ち
ょ
う

獣じ
ゅ
う

人じ
ん

物ぶ
つ

戯ぎ

画が

」（
鳥と

羽ば

僧そ
う

正じ
ょ
う

覚か
く

猷ゆ
う

）
な
ど
の
絵
巻

に
も
描
か
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
肉
筆
画
で

限
ら
れ
た
人
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

江
戸
時
代

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
漫
画
の
鼻
祖
と
し

て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
「
鳥と

羽ば

絵え

」
が
登
場

し
ま
す
。
鳥
羽
絵
と
は
、
18
世
紀
初
頭
か
ら

数
多
く
出
さ
れ
た
戯ぎ

画が

本
を
指
し
ま
す
。
そ

の
特
徴
は
、
簡
素
な
描
線
に
よ
る
手
長
・
足

長
の
人
物
で
、
目
が
黒
丸
か
「
一
」
文
字
の

よ
う
に
簡
略
化
さ
れ
、
鼻
は
低
く
口
が
大
き

く
描
か
れ
る
こ
と
等
で
す
。
描
か
れ
る
テ
ー

マ
が
庶
民
の
生
活
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
加
え
、
軽
妙
で
面
白
お
か
し
い
描
写
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
木
版
印
刷
の
普
及
に
よ
り
、

同
時
に
同
じ
も
の
を
作
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
た
め
大
衆
の
中
に
浸
透
し
て
い
き
ま

し
た
。

風
景
画
な
ど
で
知
ら
れ
る
葛
飾
北
斎
も
戯

画
を
手
掛
け
て
い
ま
し
た
。『
北
斎
漫
画
』は
、

生
活
や
風
俗
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
く
一
方
で

動
植
物
な
ど
を
正
確
に
描
い
て
い
る
絵
手
本

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
、

戯
画
的
な
図
も
多
く
含
ま
れ
て
お
り
人
物
の

表
情
や
動
き
に
面
白
さ
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
版
本
と
い
う
形
で
庶
民
文

化
と
し
て
浸
透
し
た
「
ま
ん
が
」
は
、
同
時

に
多
色
刷
り
の
見
栄
え
の
す
る
戯
画
浮
世
絵

に
よ
っ
て
も
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
物
を
集

め
て
人
や
鳥
の
形
に
す
る
「
寄
せ
絵
」
や
障

子
な
ど
に
物
や
体
を
写
し
て
シ
ル
エ
ッ
ト
で

形
を
描
く
「
影
絵
」、
絵
に
よ
っ
て
言
葉
を

表
現
し
た
「
判
じ
絵
」
な
ど
の
戯
画
浮
世
絵

は
庶
民
に
広
く
楽
し
ま
れ
ま
し
た
。

天
保
期
（
1
8
3
0
〜
1
8
4
4
）
に

な
る
と
、
戯
画
と
し
て
発
展
し
て
き
た
ま
ん

が
は
、
政
治
情
勢
を
き
っ
か
け
に
大
き
く
転

換
し
て
い
き
ま
し
た
。
為い

政せ
い

者し
ゃ

に
よ
る
綱
紀

の
乱
れ
を
き
っ
か
け
に
幕
府
を
批
判
し
た
風ふ

う

刺し

画が

が
相
次
い
で
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
風
刺
画
は
、
風
刺
し
て
い
る
人
物
の
家
紋

や
藩
の
特
産
な
ど
を
着
物
の
柄
に
表
す
こ
と

で
、
見
る
側
に
分
か
る
よ
う
に
描
い
て
い
ま

し
た
。

ま
た
、
天
保
期
以
降
の
名
所
絵
の
流
行
を

背
景
に
、
幕
末
に
な
る
と
名
所
を
舞
台
と
し

た
戯
画
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

な
か
で
も
歌
川
広ひ

ろ

景か
げ

の
「
江え

戸ど

名め
い

所し
ょ

道ど
う

戯け

尽づ
く
し」

は
50
枚
か
ら
な
る
シ
リ
ー
ズ
で
す
。
師

匠
歌
川
広
重
や
、
葛
飾
北
斎
の
作
品
を
模
倣

し
な
が
ら
、
江
戸
っ
子
た
ち
が
名
所
を
舞
台

に
笑
っ
た
り
騒
い
だ
り
と
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
姿

で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
か

け
て
活
躍
し
た
河か

わ

鍋な
べ

暁き
ょ
う

斎さ
い

は
明
治
7
年

（
1
8
7
4
）、
日
本
最
初
の
漫
画
雑
誌
『
絵え

新し
ん

聞ぶ
ん

日に
っ

本ぽ
ん

地ち

』
を
創
刊
。
ま
た
、
明
治
時
代

に
小
林
清
親
は
、
清
親
ポ
ン
チ
と
い
わ
れ
る

戯
画
・
風
刺
画
を
多
く
残
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
江
戸
の
ま
ん
が
を
通
し
て
、
当

時
の
世
情
や
文
化
な
ど
を
お
楽
し
み
く
だ
さ

い
。�

（
深
川
江
戸
資
料
館　

松
本
智
恵
）『鳥羽絵三国志』享保5年（1720） 国立国会図書館蔵



深
川
木
場
の
成
立
と
範
囲

4

木
場
の
成
立
と
移
転

木
場
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
材
木
を
保
管

す
る
場
所
を
指
し
た
呼
称
で
す
。
現
在
、
木

場
と
い
え
ば
、
東
西
線
木
場
駅
近
く
に
あ
る
、

都
立
木
場
公
園
（
木
場
4
・
5
）
付
近
を
指

す
の
が
一
般
的
で
す
が
、
は
じ
め
か
ら
こ
こ

に
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

江
戸
時
代
の
絵
図
に
は
「
木
場
」
で
は
な
く
、

「
木
置
場
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
歴
史
を
繙ひ

も
と

い
て
み
る
と
、
江
戸
時

代
の
は
じ
め
頃
に
は
隅
田
川
の
西
側
で
、
現

在
の
東
京
駅
近
く
に
木
置
場
は
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
寛
永
18
年

（
1
6
4
1
）
に
起
こ
っ
た
江
戸
の
大
火
の

の
ち
、
隅
田
川
の
東
側
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
当
時
の
深
川
は
開
発
途
上
に
あ
り
、
広

大
な
用
地
を
必
要
と
す
る
木
置
場
を
造
成
す

る
に
は
、
最
適
な
場
所
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
木
置
場
が
は
じ
め
に
置
か

れ
た
場
所
は
、
現
在
の
木
場
公
園
付
近
で
は

な
く
、
隅
田
川
沿
い
の
佐
賀
・
福
住
・
深
川

1
辺
り
で
し
た（
図
1
）。
深
川
南
部
地
域
は
、

い
ま
だ
埋
め
立
て
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
当

時
、
こ
の
地
域
が
隅
田
川
に
面
し
、
材
木
の

運
搬
に
際
し
て
は
非
常
に
利
便
性
が
高
か
っ

た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
の
場
所
も
江
戸
の
発
展
に
と

も
な
い
幕
府
が
町
場
化
を
進
め
る
た
め
、
召

し
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
木
置
場
は
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

元
禄
12
年
（
1
6
9
9
）
に
現
在
の
猿
江
恩

賜
公
園
（
毛
利
2
・
住
吉
2
）
辺
り
に
、
そ

の
2
年
後
の
同
14
年
に
は
都
立
木
場
公
園
付

近
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

元
禄
14
年
成
立
の
木
場

こ
こ
で
は
、
木
場
公
園
付
近
に
移
さ
れ
た

木
置
場
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
見

せ
た
の
か
絵
図
を
通
し
て
考
え
て
み
ま
す
。

図
2
は
、

幕
末
に
描

か
れ
た「
本

所
深
川
絵

図
」
で
す
。

そ
こ
に
は
、

木
置
場
が

整
備
さ
れ

た
姿
が
描

か
れ
て
い

ま
す
。
図
3
は
、
移
転
前
年
の
元
禄
13
年
の

も
の
で
、
い
ま
だ
埋
立
地
で
木
置
場
ら
し
い

様
子
は
窺
え
ま
せ
ん
。
図
4
は
、
そ
の
12
年

後
の
正
徳
2
年
（
1
7
1
2
）
で
移
転
か
ら

11
年
を
経
た
時
の
も
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、

埋
立
地
に
堀
割
の
よ
う
な
も
の
が
確
認
で
き

ま
す
。
さ
ら
に
、
図
5
は
、
そ
れ
か
ら
60
年

後
の
明
和
9
年
（
1
7
7
2
）
の
も
の
で
す
。

す
で
に
木
置
場
は
図
2
の
よ
う
に
整
備
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
い
つ
頃
ま
で
に
整
え
ら
れ
た

の
か
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仙
台
堀
の
南
側
・
北
側

こ
こ
ま
で
、
木
場
公
園
付
近
の
木
置
場
に

つ
い
て
、
そ
の
成
立
過
程
を
概
観
し
ま
し
た

が
、
一
つ
気
に
な
る
点
は
、
木
置
場
の
範
囲

に
つ
い
て
で
す
。
図
2
に
は
、
仙
台
堀
以
南

の
整
備
さ
れ
た
木
置
場
の
姿
と
と
も
に
、
以

北
に
も
3
ヶ
所
「
木
置
場
」
の
文
字
が
見
ら

れ
ま
す
（
①
②
③
）。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で

も
幕
末
に
お
け
る
木
置
場
の
姿
で
、
当
初
ど

の
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
成
立
当
初
に
近
い
図
4
を
見

る
と
、
こ
の
辺
り
は
一
部
の
空
白
を
除
い
て
、

ほ
と
ん
ど
武
家
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
享
保
15
年

（
1
7
3
0
）
の
「
分
間
江
戸
大
絵
図
」
で
も

武
家
地
が
多
く
、①
〜
③
付
近
は
空
白
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
図
5
で
は
木
置
場
①

の
辺
り
に
「
米
ツ
ヤ　

木
ハ
」「
材
木
問
屋
会

所
」「
斎
藤
ヤ　

木
ハ
」
の
記
述
が
見
ら
れ
、

図
2
で
は
「
木
置
場
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

絵
図
は
描
く
側
の
見
方
で
、
表
記
内
容
が

異
な
る
こ
と
も
あ
り
、
同
年
代
の
も
の
で
も

記
載
・
無
記
載
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
単
純
に

比
較
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、

江
戸
の
発
展
に
と
も
な
い
木
置
場
の
範
囲
が
拡

大
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
れ
も
、

他
地
域
に
は
見
ら
れ
な
い
、
埋
立
地
江
東
区
な

ら
で
は
の
土
地
利
用
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

※�

掲
載
絵
図
の
出
典
は
、
す
べ
て
国
立
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

図2　本所深川絵図（部分） 幕末期

図1　江戸方角安見図

図3　元禄13年 ［分間御江戸図］（部分）

図4　正徳2年 分間江戸大絵図（部分）

図5　明和9年 分間江戸大絵図（部分）

小名
木川

●①
●② ●③

←越中島

仙台堀

隅
田
川

木
置
場

木
置
場

仙
台
堀
↑

↑

↑

木
置
場

埋立地

小名木川

仙台堀

付近

付近

●①

●①●②●③



◆「
路
面
電
車
と
江
東
」

中
川
船
番
所
資
料
館
特
別
展

令
和
元
年
10
月
9
日（
水
）〜
令
和
2
年
2
月
16
日（
日
）

◆「
路
面
電
車
と
江
東
」

5

江
東
区
は
都
電
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
だ
っ
た
錦

糸
堀
、
柳
島
車
庫
所
属
の
6
系
統
（
昭
和
42

年
当
時
）
が
川
や
運
河
、
橋
を
越
え
て
区
内
を

縦
横
に
走
り
ま
し
た
。
江
東
区
の
都
電
は
昭

和
47
年
（
1
9
7
2
）
11
月
11
日
最
後
の
日
ま

で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
今
回

の
展
示
で
は
区
内
を
走
っ
た
路
面
電
車
の
活

躍
と
当
時
の
町
の
表
情
、
亀
戸
、
大
島
、
砂

町
の
専
用
軌
道
か
ら
姿
を
変
え
た
緑
道
公
園

な
ど
今
も
残
る
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。
江
東

区
、江
戸
川
区
、東
京
都
交
通
局
所
蔵
の
写
真
、

さ
ら
に
展
示
開
始
後
も
多
く
の
方
々
よ
り
ご

提
供
い
た
だ
い
た
大
切
な
想
い
出
の
品
と
共

に
約
2
0
0
点
の
資
料
で
紹
介
し
ま
す
。

1
．
市
電
・
城
東
電
車
の
時
代

⑴ 

民
営
か
ら
市
電
へ

江
東
区
に
路
面
電
車
が
最
初
に
走
っ
た

の
は
、
明
治
37
年
（
1
9
0
4
）
深
川
で

す
。
明
治
30
年
（
1
8
9
7
）
永
代
橋
が
道

路
橋
と
し
て
日
本
で
は
じ
め
て
鋼
鉄
橋
に
架

け
替
え
ら
れ
、
軌
道
を
通
す
こ
と
が
で
き
た

こ
と
が
大
き
な
要
因
で
し
た
。
そ
の
路
線
は

民
営
会
社
で
あ
る
東
京
電
気
鉄
道
株
式
会
社

が
茅
場
町
〜
永
代
橋
〜
黒
江
町
〜
深
川
の
約

8
K
m
を
結
び
ま
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
路

線
は
明
治
44
年
（
1
9
1
1
）
東
京
市
が
買

収
し
、
市
電
と
な
り
ま
し
た
。

⑵ 

城
東
電
車

城
東
は
大
正
6
年
（
1
9
1
7
）
城
東
電

気
軌
道
株
式
会
社
が
城
東
本
線
と
し
て
、
錦

糸
町
〜
亀
戸
〜
小
松
川
の
路
線
を
開
通
さ
せ

ま
し
た
。
明
治
末
〜
大
正
期
に
城
東
に
大
工

場
が
建
設
さ
れ
交
通
需
要
の
必
須
か
ら
、
沿

線
の
資
産
家
を
中
心
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

城
東
電
車
は
昭
和
18
年
（
1
9
4
3
）
都
電

に
吸
収
さ
れ
、
そ
の
路
線
は
継
続
し
ま
し
た
。

2
．
都
電
か
ら
地
下
鉄
へ

⑴ 

戦
争
と
都
電

江
東
区
の
町
、
都
電
や
軌
道
は
戦
災
で
壊

滅
的
な
被
害
を
受
け
ま
す
。
ガ
ソ
リ
ン
不
足

の
影
響
を
受
け
た
都
バ
ス
に
代
わ
り
、
都
電

は
貨
物
、
さ
ら
に
住
宅
な
ど
の
代
用
も
務
め

ま
す
。
昭
和
24
年
（
1
9
4
9
）
に
は
区
内

の
全
路
線
が
復
活
し
ま
し
た
。
ま
た
戦
後
の

新
し
い
交
通
と
し
て
、
亀
戸
を
拠
点
に
ト
ロ

リ
ー
バ
ス
が
開
通
し
ま
し
た
。

⑵ 

都
電
最
盛
期

昭
和
30
年
（
1
9
5
5
）
都
電
最
盛
期
を

迎
え
ま
す
。
江
東
区
は
戦
前
は
主
に
軍
需
産

業
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
も
都
内
有
数

の
産
業
地
域
と
し
て
発
展
。
日
曹
製
鋼
大
島

工
場
（
現
在
の
大
島
四
丁
目
団
地
）
の
側
に

あ
っ
た
大
島
三
丁
目
停
留
場
を
は
じ
め
、
大

工
場
の
側
に
は
都
電
が
走
り
、
多
く
の
工
員

の
便
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
通
学
、
買

い
物
、
行
楽
な
ど
様
々
な
暮
ら
し
場
面
に
都

電
の
活
躍
が
あ
り
ま
し
た
。

⑶ 

都
電
か
ら
地
下
鉄
へ

都
電
の
最
盛
期
は
同
時
に
「
マ
イ
カ
ー

ブ
ー
ム
」
車
社
会
の
到
来
で
も
あ
り
ま
し
た
。

昭
和
34
年
（
1
9
5
9
）
都
電
の
軌
道

に
車
の
乗
り
入
れ
が
許
可
さ
れ
る
と
、
都
電

は
車
の
渋
滞
に
巻
き
込
ま
れ
、
運
行
に
深

刻
な
状
況
と
な
り
、
都
電
廃
止
の
動
き
が

出
ま
す
。
時
代
の
流
れ
と
共
に
、
昭
和
42

年
（
1
9
6
7
）
〜
昭
和
47
年
（
1
9
7
2
）

に
か
け
て
都
電
は
現
在
の
荒
川
線
を
残
し
、

多
く
の
人
々
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。
都
電
が
活
躍
し
た
経
路
は
都
バ
ス
、

地
下
鉄
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

3
．
路
面
電
車
ゆ
か
り
の
資
料

区
民
の
方
々
よ
り
ご
提
供
い
た
だ
い
た
写

真
や
切
符
、
系
統
板
な
ど
を
紹
介
。

映
像
コ
ー
ナ
ー
で
は
都
電
が
走
る
当
時
の

区
内
貴
重
な
映
像
な
ど
か
ら
、
在
り
し
日
の

都
電
の
姿
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

（
中
川
船
番
所
資
料
館　

小
張
洋
子
）

「永代橋を走る市電」（明治44年）東京都交通局蔵

「竪川専用橋を走る都電」東京都交通局蔵

「城東電車」江戸川区郷土資料室蔵



6

は
じ
め
に

江
東
区
内
に
は
、
移
転
や
廃
寺
等
の
理
由

に
よ
り
現
在
で
は
存
続
し
て
い
な
い
寺
院
が

あ
り
ま
す
。

今
回
取
り
上
げ
る
の
は
、
昭
和
23
年

（
1
9
4
8
）
に
解
散
す
る
ま
で
、
砂
村
（
現

南
砂
4
―

15
―

20
）
に
あ
っ
た
「
役
流
山
不
動

院
」
で
す
。
不
動
院
に
つ
い
て
は
、
区
外
に

残
さ
れ
た
資
料
か
ら
そ
の
概
要
が
つ
か
め
ま

す
。

1 

不
動
院
に
つ
い
て

不
動
院
は
、
中
世
以
来
の
歴
史
を
も
つ
有

力
な
修
験
道
寺
院
で
し
た
。
明
治
期
に
砂
村

に
移
転
す
る
以
前
は
、
現
在
の
埼
玉
県
春
日

部
市
小
淵
に
あ
り
、「
幸
手
不
動
院
」
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
起
立
年
代
は
諸
説

あ
り
ま
す
が
、
天
文
年
間
（
1
5
3
2
〜

1
5
5
5
）
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

か
つ
て
、
本
尊
と
し
て
円
空（
1
6
3
2

〜
1
6
9
5
）の
作
と
伝
え
ら
れ
る
不
動
明

王（「
鉈
切
り
不
動
」）が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

2 

不
動
院
の
歴
史
―
中
世
〜
近
世
―

慶
長
18
年
（
1
6
1
3
）、
い
わ
ゆ
る
「
修

験
道
法
度
」
が
発
布
さ
れ
て
以
降
、
修
験
者

は
、
天
台
宗
園
城
寺
末
聖
護
院
本
山
派
、
真

言
宗
醍
醐
寺
三
宝
院
当
山
派
の
い
ず
れ
か
に

属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
の
一
切

の
活
動
は
本
山
の
統
制
の
下
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

不
動
院
は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て

本
山
派
の
支
配
に
あ
り
、
二
十
七
先
達
の
ひ

と
つ
と
し
て
関
東
に
大
き
な
勢
力
を
も
っ
て

い
ま
し
た
。
代
々
、
饗あ

い

庭ば

氏
が
住
職
を
務
め

て
お
り
、
特
に
二
代
目
の
頼
長
の
時
に
、
北

条
氏
政
、
徳
川
家
康
ら
の
保
護
を
受
け
ま
し

た
。
家
康
か
ら
は
、
小
田
原
の
玉

ぎ
ょ
く

瀧ろ
う

坊ぼ
う

と
と

も
に
、
関
東
の
本
山
派
修
験
の
総
元
締
め
を

命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
八
代
目
の
頼
栄
は
、

徳
川
光
圀
の
養
女
お
み
き
を
妻
と
し
ま
し

た
。
当
時
の
不
動
院
の
権
勢
が
窺
わ
れ
ま
す
。

3 

不
動
院
の
歴
史
―
近
代
以
降
―

明
治
5
年
（
1
8
7
2
）、
い
わ
ゆ
る
「
修

験
道
廃
止
令
」（
太
政
官
布
告
第
二
七
三
号
）

の
布
告
に
よ
り
、
不
動
院
は
天
台
宗
園
城
寺

（
三
井
寺
）
の
末
寺
と
な
り
ま
し
た
。

当
時
、
経
済
的
に
困
窮
し
た
不
動
院
は
、

こ
の
頃
砂
村
に
住
み
東
京
土
木
実
業
組
合
の

頭
取
を
務
め
た
近
藤
宇
右
衛
門
の
援
助
を

受
け
、
同
42
年
（
1
9
0
9
）、
砂
村
に
仮

堂
を
建
て
移
転
し
て
い
ま
す
。
大
正
5
年

（
1
9
1
6
）
に
は
本
堂
が
竣
工
し
ま
し
た
。

こ
の
本
堂
に
は
、
翌
年
の
高
潮
襲
来
の
際
に

近
隣
住
民
が
避
難
し
て
救
助
さ
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
（『
城
東
区
史
稿
』）。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
和
23
年

（
1
9
4
8
）、
不
動
院
は
解
散
し
、
当
時
の

住
職
近
藤
暹せ

ん

明み
ょ
うの

妻
の
実
家
で
あ
る
天
台
宗

龍
光
山
三
高
寺
正
寶
院
（「
飛
不
動
尊
」、
現

台
東
区
竜
泉
）
に
合
併
さ
れ
、
そ
の
長
い
歴

史
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
こ
の
後
、
曹
洞
宗
中
央
寺
が
跡
地
を
買

収
移
転
し
、
現
在
に
至
り
ま
す
。

4 

不
動
院
の
御
守
・
祈
祷
札

平
成
5
年
（
1
9
9
3
）
12
月
か
ら
同

6
年
3
月
に
か
け
て
、
東
砂
8
―

2
に
あ
っ

た
大
石
家
住
宅
の
解
体
調
査
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
同
6
年
3
月
に
は
、
江
東
区
有
形
文
化

財
（
建
造
物
）「
旧
大
石
家
住
宅
」
と
し
て

指
定
さ
れ
、
平
成
8
年
に
現
在
地
（
南
砂
5

―
24
地
先
）
に
移
築
復
元
さ
れ
ま
し
た
。

解
体
調
査
の
際
、
同
家
小
屋
組
内
で
、
大

石
家
に
授
与
さ
れ
た
江
戸
期
か
ら
近
代
に
至

る
「
御
守
・
祈
祷
札
」
が
二
六
九
点
（
一
番

多
い
祈
祷
札
は
成
田
山
新
勝
寺
で
一
五
四

点
）
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
中
に
不
動
院

の
「
御
守
・
祈
祷
札
」
が
八
枚
含
ま
れ
て
い

ま
し
た
（
図
1
・
2
）。

こ
れ
ら
の
「
祈
祷
札
」
の
枚
数
か
ら
、
大

石
家
の
建
築
年
代
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
祈
祷
札
が
原
則
一
年
に
一

回
授
与
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
大
石
家
の

過
去
帳
や
同
家
へ
の
聞
取
り
等
を
手
掛
か

り
に
し
て
、「
安
政
年
間
（
1
8
5
5
〜

1
8
6
0
）
を
少
し
遡
る
頃
」
と
さ
れ
て
い

ま
す
（『
大
石
家
住
宅
解
体
調
査
報
告
』）。

図
1
は
「
御
守
」
で
す
。
木
札
の
表
面
に

は
「
役
流
山
」
と
不
動
院
の
山
号
が
焼
印
さ

れ
て
お
り
、
裏
面
に
は
「
不
動
明
王
」
と
そ

の
眷
属
（
仏
・
菩
薩
の
従
者
。
不
動
明
王
に

は
八
大
童
子
が
付
き
従
う
）
で
あ
る
「
矜こ

ん

羯が

羅ら

童
子
」・「
制せ

い

多た

迦か

童
子
」
を
表
す
梵
字
（
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

図
2
の
「
祈
祷
札
」
は
書
か
れ
て
い
る
宛

名
か
ら
、
不
動
院
が
大
石
政
五
郎
氏
に
授
与

地
域
の
記
憶
①

役
流
山
不
動
院

図1　不動院「御守」

木札（表）

木札（裏）

図2　不動院「祈祷札」
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し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ

こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
水
引
」
は
二
種
類

あ
り
、
丁
重
な
作
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
（
近
藤
泰
嘉
氏
談
）。

ま
た
大
石
家
に
は
「
役
流
山
」
と
不
動
院

の
山
号
が
焼
印
さ
れ
た
枡
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
枡
の
側
面
に
は
「
昭
和
九
歳
二
月
三
日

節
分
会
」、「
歳
男
大
石
政
五
郎
」
と
書
か
れ

て
お
り
、
節
分
に
際
し
授
与
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

大
石
家
が
あ
っ
た
東
砂
地
域
は
、
舟
入
川

（
四
十
町
川
）
を
挟
ん
だ
集
落
で
、
砂
村
ね

ぎ
な
ど
の
畑
作
を
中
心
と
し
た
農
業
と
海
苔

養
殖
を
行
う
半
農
半
漁
の
家
が
多
く
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
、
当
時
の
砂

村
に
お
け
る
庶
民
信
仰
の
一
端
を
窺
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

5 

不
動
院
と
砂
村

図
3
は
昭
和
12
年
（
1
9
3
7
）
2
月
11

日
、
不
動
院
最
後
の
住
職
と
な
っ
た
近
藤
暹

明
の
婚
姻
の
際
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
す
。

場
所
は
砂
村
に
移
築
さ
れ
た
不
動
院
本
堂
の

脇
座
敷
で
す
。
不
動
院
の
建
物
全
体
は
解
体

さ
れ
、
幸
手
か
ら
隅
田
川
、
小
名
木
川
を
通

じ
て
移
築
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

図
4
は
、
大
正
2
年
（
1
9
1
3
）
に
行

わ
れ
た
採さ

い

燈と
う

護ご

摩ま

の
道
場
（
図
5
）
に
向
う

採
燈
師
等
の
「
行
列
」
を
撮
影
し
た
も
の
で

す
。
こ
こ
に
は
現
存
し
な
い
庚
申
橋
（
現
南

砂
四
丁
目
）、
さ
ら
に
そ
の
下
を
流
れ
る
埋

め
立
て
ら
れ
る
以
前
の
「
元
〆
川
」
が
写
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
橋
の
上
の
人
物
は
、
中

央
に
不
動
院
の
住
職
で
あ
っ
た
近
藤
慈
潤

（
近
藤
宇
右
衛
門
妻
）、
前
方
に
副
住
職
の
近

藤
教
圓
、
後
方
は
大
聖
院
河
瀬
長
静
、
さ
ら

に
後
方
に
抱
か
れ
て
い
る
子
ど
も
が
、
後
に

住
職
と
な
る
近
藤
得
成
房
（
暹
明
）
で
す
。

図
5
は
、
大
正
2
年
（
1
9
1
3
）
に
不

動
院
が
行
っ
た
「
採さ

い

燈と
う

大だ
い

護ご

摩ま

修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

供く

」（
諸

願
成
就
、
家
内
安
全
等
の
祈
願
が
な
さ
れ
る
）

の
際
に
撮
影
さ
れ
た
不
動
院
副
住
職
近
藤
教

圓
に
よ
る
「
火か

天て
ん

壇だ
ん

酒し
ゃ

水す
い

」（
採
燈
師
の
作

法
の
ひ
と
つ
）
で
す
。
護
摩
壇
の
背
後
に
は
、

老
若
男
女
が
護
摩
修
行
を
見
て
い
る
様
子
が

写
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
採
燈
護
摩
」（「
採
」
の
字
は
当
山
派
で

は
「
柴
」
と
書
か
れ
ま
す
）
は
、
屋
外
で
行

わ
れ
る
修
験
道
の
護
摩
で
す
。
採
燈
師
に
よ

る
護
摩
修
行
は
、
砂
村
に
お
い
て
修
験
道
祈

祷
寺
院
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
修
験
道
寺
院
と
し
て
砂

村
に
あ
っ
た
不
動
院
は
、
現
在
で
は
解
散
さ

れ
、
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

今
回
ご
紹
介
し
た
資
料
は
、
関
東
大
震
災

（
1
9
2
3
年
）
や
戦
災
（
1
9
4
5
年
）

に
よ
り
、
文
献
史
料
が
ほ
と
ん
ど
残
存
し
な

い
状
況
の
中
で
、
当
時
の
砂
町
地
域
の
状
況

を
知
る
上
で
貴
重
な
も
の
と
い
え
ま
す
。

今
後
も
区
外
に
目
を
向
け
て
丹
念
に
史

（
資
）
料
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
地
域
の
歴
史
や
文

化
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
考
え
ま
す
。
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献
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深
川
区
教
育
会
と
渋
沢
栄
一

〜『
深
川
区
教
育
会
報
』掲
載
の
演
説
文
〜

資料
紹介

8

今
回
ご
紹
介
す
る
『
深
川
区
教
育
会
報　

第
二
回
』［
明
治
37
年
（
1
9
0
4
）
11
月

12
日�

刊
行
。
以
下
、『
会
報
』］
は
、
江
東
区

教
育
委
員
会
が
令
和
元
年
7
月
に
都
内
の
古

書
店
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
す
（
写
真
1
）。

掲
載
内
容
は
、
明
治
36
年
9
月
15
日
か
ら
翌

年
10
月
1
日
ま
で
の
深
川
区
教
育
会
の
活
動

に
関
す
る
も
の
（
全
32
頁
）
で
、
そ
の
う
ち
、

法
学
博
士
で
あ
っ
た
田
口
卯
吉
の
演
説
文

（「
教
育
の
方
法
に
就
て
」
／
6
〜
21
頁
）
と
、

後
述
す
る
渋
沢
栄
一
（
3
〜
6
頁
）
の
演
説

文
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

深
川
区
教
育
会
と
は

深
川
区
教
育
会
は
明
治
35
年（
1
9
0
2
）、

深
川
区
の
教
育
向
上
を
は
か
る
目
的
で
、
同

区
有
志
に
よ
り
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
渋
沢
栄

一
は
同
年
12
月
9
日
に
会
長
に
就
任
し
、
明

治
37
年
10
月
に
辞
任
し
て
い
ま
す
。

『
深
川
区
史
』
上
巻
（
大
正
15
年
）
に
よ

れ
ば
、
同
会
で
は
小
学
校
児
童
・
教
育
功
労

者
等
の
表
彰
、
教
員
の
研
究
お
よ
び
講
習
会

の
開
設
、
深
川
裁
縫
女
学
校
の
経
営
、
他
府

県
郡
市
町
村
の
教
育
事
業
の
視
察
調
査
、
区

内
小
学
校
児
童
の
水
泳
場
経
営
な
ど
12
の
事

業
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
今
回
ご
紹
介
す

る
『
会
報
』
は
事
業
の
一
つ
と
し
て
発
行
し

て
い
た
よ
う
で
す
。
大
正
10
年
（
1
9
2
1
）

12
月
の
段
階
で
、
会
員
数
は
2
2
5
8
名

を
数
え
ま
し
た
。
昭
和
11
年
（
1
9
3
6
）

3
月
ま
で
会
の
活
動
（
女
子
美
容
学
校
受
験

者
の
た
め
の
補
導
講
習
会
を
大
富
尋
常
小
学

校
で
開
催
）
が
確
認
で
き
ま
す
が
、
そ
の
後

は
資
料
が
無
く
、い
つ
頃
解
散
し
た
か
や
『
会

報
』
の
発
行
回
数
に
つ
い
て
は
不
明
で
す
。

渋
沢
栄
一
の
演
説
文
に
つ
い
て

『
会
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
渋
沢
栄
一
の
演

説
文
は
、明
治
36
年
11
月
7
日
、霊
巖
寺
（
現

江
東
区
白
河
1
―

3
―

32
）
で
開
催
さ
れ
た
深

川
区
教
育
会
第
3
回
（
秋
季
）
総
会
で
の
「
開

会
の
辞
」
を
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
す
（
写

真
2
）。「
渋
沢
栄
一
日
記
」［『
渋
沢
栄
一
伝

記
資
料
』
第
27
巻　
（
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料

刊
行
会　

昭
和
34
年
）］
に
よ
れ
ば
こ
の
日

は
曇
り
で
、
午
後
12
時
に
食
事
を
と
っ
た
あ

と
、
午
後
12
時
30
分
よ
り
霊
巖
寺
で
演
説
を

行
っ
た
よ
う
で
す
。
深
川
区
教
育
会
に
お
け

る
渋
沢
の
演
説
は
、
同
じ
霊
巖
寺
で
開
催
さ

れ
た
同
年
3
月
14
日
の
演
説
し
か
分
か
り
ま

せ
ん
で
し
た�

〈「
教
育
の
方
針
に
就
て
」
と
題

し
、「
人
情
に
基
く
処
の
教
育
を
普
及
せ
し

む
る
の
が
、
大
体
の
目
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ

に
対
す
る
手
段
と
し
て
実
業
教
育
の
進
歩
」

や
「
家
庭
教
育
の
方
法
」
な
ど
、「
種
々
な

る
方
面
に
目
的
を
立
て
ゝ
、
学
問
と
日
常
の

仕
事
と
か
ピ
ッ
タ
リ
密
着
す
る
こ
と
に
勉
む

る
」
の
が
「
教
育
の
本
旨
」
と
い
っ
た
演
説

文
が
『
竜
門
雑
誌
』
第
1
8
0
号
（
明
治

36
年
）［『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
27
巻
］

に
掲
載
〉。
し
か
し
、今
回
購
入
し
た
『
会
報
』

に
よ
り
、
今
ま
で
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
渋

沢
の
演
説
文
が
新
た
に
発
見
さ
れ
た
と
言
え

ま
す
。
要
旨
と
し
て
は
、「
教
育
は
た
だ
知

識
を
与
え
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
責
任

を
重
ん
ず
る
こ
と
が
第
一
」
で
、「
公
徳
（
社

会
生
活
を
す
る
上
で
守
る
べ
き
道
徳
）
を
子

供
の
う
ち
か
ら
養
成
」
し
、「
未
来
に
お
い

て
日
本
人
の
品
格
を
高
め
る
」
と
説
き
、「
教

育
は
教
場
の
中
に
お
い
て
成
長
す
る
も
の
で

な
く
、
家
庭
と
い
う
も
の
が
教
育
に
つ
い
て

は
大
な
る
責
任
を
も
つ
」
と
い
う
持
論
を
展

開
し
て
お
り
、
現
代
の
教
育
に
も
通
じ
る
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
元
年
10
月
2
日
か
ら
12
月
6
日
に
か

け
て
、江
東
区
役
所
2
階
「
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
」
に
お
い
て
、『
会
報
』
の
展
示
を
実
施

し
ま
し
た
（
写
真
3
）。

（
文
化
財
専
門
員　

野
本
賢
二
）

写真1
『深川区教育会報 第二回』（表紙）

写真2　同書「開会の辞」（冒頭）

写真3　「情報ステーション」の展示風景


