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文士尾崎紅葉の世界

◆時雨忌記念講演録
「芭蕉の言葉に学ぶ創作法」

★江東歴史紀行
「江戸・東京の釣り名所中川」

□囲炉裏ばた（大石家日記）⑥

○寄贈民俗資料リスト

●工匠館展示替え

戸
天
神
社
に

着
き
ま
す
。

つ
ま
り
こ
の

道
標
は
、
大

島
の
名
刹
五

百
羅
漢
寺

と
、
江
都
を

代
表
す
る
名

所
亀
戸
天
神

社
へ
参
詣
に
訪
れ
る
人
々
の
案
内
板
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
小
名
木

川
を
通
行
す
る
船
や
、
川
沿
い
の
道
を
往
来

す
る
人
々
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
も
機
能

し
て
い
ま
し
た
。
文
政
元
年
（
１
８
１
８
）

に
江
戸
の
朱
引
き
が
確
定
し
、
横
十
間
川
を

境
に
西
側
が
江
戸
御
府
内
、
東
が
そ
の
外
と

定
め
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
小
名
木
川
を

通
行
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
道
標
は
江

戸
の
境
界
を
示
す
道
し
る
べ
で
も
あ
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
こ
の
道
標
が
小
名
木
川
に
向

っ
て
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
川
岸
を
歩

く
人
々
だ
け
で
な
く
、
船
か
ら
見
え
る
こ
と

も
意
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
陸
路
と
水

路
の
両
交
通
路
を
対
象
と
し
た
特
徴
を
持
っ

て
い
ま
す
。

現
在
、
こ
の
道
標
に
は
い
く
つ
も
の
亀
裂

が
見
ら
れ
、
大
変
危
険
な
状
態
で
す
。
区
教

育
委
員
会
で
は
補
修
を
す
る
予
定
で
す
が
、

交
通
量
の
多
い
場
所
で
あ
る
た
め
、
区
民
の

皆
さ
ん
も
充
分
に
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

７
９
７
）
２
月
、
文
化
２
年
（
１
８
０
５
）

８
月
の
３
回
に
わ
た
っ
て
再
建
さ
れ
た
こ
と

が
刻
銘
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
庚
申
堂
が
建
て

ら
れ
た
の
が
宝
永
８
年
（
１
７
１
１
）
で
す

の
で
、
あ
る
い
は
同
時
期
に
建
て
ら
れ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
建
立
し
た
の
は
、

猿
江
町
の
庚
申
講
の
人
々
で
す
。

道
標
と
は
そ
の
名
の
通
り
、
昔
の
道
し
る

べ
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
か
ら
小
名
木
川
を
東

に
進
む
と
、
五
百
羅
漢
寺
に
い
た
り
、
四
ッ

目
通
り
ま
た
は
横
十
間
川
を
北
に
進
む
と
亀

指
定
文
化
財

【
有
形
民
俗
文
化
財
】

五ご

百
ひ
ゃ
く

羅ら

漢か
ん

道ど
う

標
ひ
ょ
う

文
化
二
年
再
建
銘

猿
江
２
―
１６

小
名
木
川
橋
橋
台
地

小
名
木
川
と
四
ッ
目
通
り
が
交
差
す
る
小

名
木
川
橋
の
北
詰
に
建
っ
て
い
る
高
さ
１
２

９
・
５
cm
の
石
碑
で
す
。
昔
は
こ
の
地
に
あ

っ
た
庚
申
堂
の
前
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た

（『
新
撰
東
京
名
所
図
会
』）。

造
立
の
年
代
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
享
保

１６
年
（
１
７
３
１
）
２
月
、
寛
政
９
年
（
１
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五百羅漢寺と亀戸天神社への道しるべ�

五百羅漢道標を指定！！�五百羅漢道標を指定！！�

『新撰東京名所図会』（明治42年）手前
の小屋の前に建っているのが道標



登
録
文
化
財

【
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）】

石せ
き

造ぞ
う

鳥と
り

居い

六ろ
く

之の

橋は
し

若わ
か

者も
の

中
ち
ゅ
う

奉
納

亀
戸
９
―
１５
―
７
　
浅
間
神
社

浅
間
神
社
境
内
の
東
南
に
建
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
３
年

（
１
９
２

８
）
７
月

に
六
之
橋

（
北
本
所

出
村
・
南

本
所
出
村

の
俗
称
、

現
在
の
亀

戸
９
、
大
島
７
〜
９
）
の
若
者
中
が
奉
納
し

ま
し
た
。
こ
の
鳥
居
は
平
成
９
年
に
本
殿
が

移
転
す
る
前
は
東
側
の
参
道
入
口
に
建
っ
て

い
ま
し
た
。

【
有
形
文
化
財
（
絵
画
・
彫
刻
・
工
芸
品
）】

木も
く

造ぞ
う

阿
弥
陀

あ

み

だ

三さ
ん

尊ぞ
ん

像ぞ
う

三
好
１
―
４
―
５
　
勢
至
院

阿
弥
陀
如
来
像
と
脇わ
き

侍じ

の
観
音
菩
薩
像
、

勢
至
菩
薩
像
の
３
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
頭
部
に
南
北

朝
時
代
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
体
は

江
戸
時
代
の
作
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら

く
、
南
北
朝
時
代
に
作
ら
れ
た
像
の
体
を
、

江
戸
時
代
に
補
修
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
両
脇
侍
像
は
そ
の
時
に
造
立
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

木も
く

造ぞ
う

阿
弥
陀

あ

み

だ

如に
ょ

来ら
い

立
り
ゅ
う

像ぞ
う

三
好
１
―
６
―
３
　
長
専
院

三
尺
阿
弥
陀
と
称
さ
れ
る
来
迎
形
式
の
阿

弥
陀
如
来
立
像
で
す
。
着
衣
の
形
式
は
、
鎌

倉
時
代
中
期
よ
り
一
般
的
に
な
る
ス
タ
イ
ル

で
、
全
体
に
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
と
れ
た
作
品

で
す
。
高
さ
は
７
５
・
６
cm
、
形
姿
と
造
像

技
法
か
ら
鎌
倉
時
代
後
期
の
作
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

【
有
形
民
俗
文
化
財
】

水す
い

盤ば
ん

剣け
ん

大だ
い

講こ
う

奉
納

富
岡
１
―
１７
―
１３

深
川
不
動
堂

境
内
の
西
側
の
水
屋
に
あ
り
ま
す
。
正
面

に
「
劔
大
」
と
大
き
く
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
成
田
山
新
勝
寺
の
講
社
で
あ
る
剣
大

講
の
こ
と
で
、
永
代
寺
内
陣
な
い
じ
ん

五ご

講こ
う

の
１
つ
で

も
あ
り
ま
す
。
文
字
は
明
治
・
大
正
期
の
著

名
な
書
家
柳
や
な
ぎ

田だ

泰
麓
た
い
ろ
く

が
書
い
た

も
の
で
す
。
泰

麓
は
関
東
大
震

災
ま
で
現
在
の

深
川
公
園
内
に

泰
麓
書
道
会
を

開
い
て
い
ま
し

た
。
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力
ち
か
ら

石い
し

天て
ん

神じ
ん

下し
た

内う
ち

田だ

金き
ん

蔵ぞ
う

・

八は
っ

町
ち
ょ
う

堀ぼ
り

亀か
め

島じ
ま

平へ
い

蔵ぞ
う

奉
納

亀
戸
３
―
６
―
１
　
亀
戸
天
神
社

平
成
１５
年
の
池
の
改
修
工
事
の
際
に
、
護

岸
の
石
材
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

力
石
は
２
回
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
刻
銘
か
ら
確

認
で
き
ま
す
。
１
度
目
は
和
泉
国
（
現
大
阪
府
）

の
住
人
梁
川
氏
が
文
化
９
年
（
１
８
１
２
）
に

奉
納
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
２
度
目
は
は
っ

き
り
と
し
た
時
期
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
文

化
・
文
政
期
の
力
持
ち
と
し
て
有
名
な
内
田
屋

金
蔵
と
、
亀
島
の
平
蔵
が
奉
納
し
ま
し
た
。
金

蔵
は
神
田
明
神
下
の
酒
屋
内
田
屋
の
奉
公
人

で
、
こ
の
時
代
に
活
躍
し
た
素
人
力
持
ち
の
大

関
で
す
。
富
賀
岡
八
幡
宮
の
樊

石
も
金
蔵

が
奉
納
し
た
も
の
で
す
。
一
方
の
平
蔵
は
「
石

の
平
蔵
」
と
呼
ば
れ
た
有
名
な
力
持
ち
で
、
佐

賀
稲
荷
神
社
に
も
力
石
を
奉
納
し
て
い
ま
す
。

【
史
跡
】

長は

谷せ

川が
わ

如に
ょ

是ぜ

閑か
ん

誕
生
の
地

木
場
３
―
１６
付
近

如
是
閑
は
近
代
日
本
を
代
表
す
る
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
、
思
想
家
で
す
。
明
治
８
年
（
１

８
７
５
）
１１
月
３０
日
に
、
材
木
商
山
本
徳
治

郎
の
次
男
と
し
て
、
深
川
扇
町
２
番
地
（
現

在
の
木
場
３
―
１６
）
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
明

治
１４
年
に
明
治
小
学
校
に
入
学
し
ま
し
た
が
、

父
徳
治
郎
が
材
木
商
を
や
め
、
浅
草
の
花
屋

敷
を
開
業
し
た
た
め
、
浅
草
に
移
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
坪
内
逍
遙
な
ど
に
学
び
、
英
吉
利

イ
ギ
リ
ス

法
律
学
校
（
現
中
央
大
学
）
を
経
て
、
明
治

３５
年
に
新
聞
『
日
本
』（
主
筆
陸
羯
南

く
が
か
つ
な
ん

）
に
入

社
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
運
動
や
、
国
家
主
義
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判

を
主
導
し
、
戦
後
は
貴
族
院
勅
選
議
員
と
し

て
新
憲
法
の
制
定
に
携
わ
り
ま
し
た
。

如
是
閑
は
自
伝
で
、
幼
年
期
に
木
場
・
浅

草
で
育
ち
、
逍
遙
や
イ
ギ
リ
ス
法
学
の
学
風

を
受
け
た
こ
と
が
、
現
実
主
義
的
合
理
主
義

や
庶
民
感
覚
を
育
ん
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

登
録
解
除

【
史
跡
】

初
代
・
二
代
坂
東
彦
三
郎
墓
（
浄
心
寺
）

〔
解
除
理
由
〕
区
外
へ
移
転
の
た
め

認
定
解
除

【
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）】

杉
田
礼
二
（
提
燈
製
作
）

〔
解
除
理
由
〕
逝
去
の
た
め

認
定
変
更

【
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）】

金
工
（
鳶
口
）

荒
木
鳶
口
工
業
所
　→

　
中
川
修
二

染
織
（
更
紗
染
）

更
浜
　→

　
佐
野
利
夫
、
佐
野
勇
二

は
ん
か
い
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「
俳
諧
の
流
れ
」
の
展
示
で
は
、
荒あ
ら

木き

田だ

守も
り

武た
け

や
松
永
ま
つ
な
が

貞
徳
て
い
と
く

と
と
も
に
「
俳
諧
の
三
神
」

の
一
人
と
い
わ
れ
た
山
崎
や
ま
ざ
き

宗
鑑
そ
う
か
ん

の
「
み
や
こ

い
で
ゝ
」
句
短
冊
、
談
林
俳
諧
の
祖
と
し
て

知
ら
れ
、
昨
年
か
ら
西
山
に
し
や
ま

宗
因
そ
う
い
ん

の
「
生
誕
四

百
年
記
念
展
」
が
各
地
で
開
催
・
注
目
さ
れ

て
い
る
な
か
、
本
展
で
初
公
開
と
な
る
宗
因

の
「
月
の
色
や
」
句
文
と
「
け
ふ
と
な
ふ
」

句
短
冊
の
２
点
の
資
料
、
ま
た
松
尾
芭
蕉
の

資
料
と
し
て
は
「
奥
の
細
道
」
の
旅
中
の
元

禄
２
年
（
１
６
８
９
）
４
月
２２
日
か
ら
２８
日

ま
で
、
須
賀
川
の
相さ

楽が
ら

等と
う

躬
き
ゅ
う
宅
滞
在
中
の
作

の
「
風
流
の
」
三み
つ

物も
の

懐か
い

紙し

と
、
芭
蕉
が
使
用

し
た
と
さ
れ
る
「
芭
蕉
翁
伝
来
荷
葉
硯
」
の

２
点
、
蕉
門
の
其き

角か
く

・
丈じ
ょ
う

草そ
う

・
去
来
き
ょ
ら
い

・
支し

考こ
う

な
ど
の
俳
人
の
作
品
、
そ
し
て
蕉
風
復
興
運

動
に
尽
し
た
蕪
村
の
「
牛
祭
」
句
文
か
ら
一

茶
の
「
お
ら
が
世
や
」
句
自
画
賛
な
ど
ま
で

の
２９
点
を
一
堂
に
会
し
ま
す
。

ま
た
「
文
士
尾
崎
紅
葉
の
世
界
」
の
展
示

は
、
小
説
家
で
あ
り
、
俳
人
と
し
て
も
知
ら
れ

た
紅
葉
の
作
品
を
紹
介
す
る
も
の
で
、
紅
葉
が

東
大
の
国
文
学
科
１
年
当
時
の
備
忘
録
や
、

『
続
金
色
夜
叉
』
の
一
部
原
稿
、
俳
句
の
自
筆

短
冊
の
ほ
か
、
斉
藤
松
洲
の
「
紅
葉
病
室
俯
瞰

の
図
」
巻
子
な
ど
１４
点
を
公
開
し
ま
す
。

今
回
の
こ
の
展
示
は
、
今
後
、
こ
れ
だ
け

の
未
公
開
資
料
を
一
堂
の
会
す
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
機

会
に
是
非
御
覧
く
だ
さ
い
。

（
横
浜
文
孝
）

芭
蕉
記
念
館
開
館
25
周
年
記
念
特
別
展�

平
成
１8
年
7
月
9
日（
日
）ま
で�

　
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
25
周

年
を
迎
え
ま
す
。
こ
れ
を
記
念
し
て
芭
蕉
記
念
館
で
は
、
開
館
25
周
年
の
記
念
特
別

展
を
開
催
し
ま
す
。
今
回
の
記
念
展
で
は
、
こ
れ
ま
で
一
部
の
専
門
書
や
図
録
な
ど

で
は
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
原
物
資
料
の
展
示
と
し
て
は
、
43
点
の
作

品
す
べ
て
が
本
邦
初
公
開
と
な
る
大
変
貴
重
な
展
示
で
す
。�

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
 
�

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
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◆
は
じ
め
に

俳
句
は
、
言
葉
を
元
に
し
た
文
学
・
芸
術

で
あ
る
か
ら
、
言
葉
を
ど
う
生
か
す
か
が
大

切
に
な
る
。
単
純
に
物
を
指
し
示
す
の
が
言

葉
の
基
本
的
働
き
で
あ
る
が
、
言
葉
は
使
い

込
ん
で
い
く
う
ち
に
そ
の
言
葉
の
背
後
に
、

物
を
指
し
示
す
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
別
の
意

味
が
加
わ
っ
て
い
く
。
例
え
ば
街
の
名
前
に

「
緑
が
丘
」
と
い
う
の
が
あ
る
。「
黒
が
丘
」

と
は
聞
か
な
い
。
緑
も
黒
も
色
を
指
し
示
す

言
葉
で
あ
る
が
、
緑
と
い
う
色
か
ら
は
若
々

し
さ
、
生
命
力
が
感
じ
ら
れ
る
。
黒
と
い
う

色
か
ら
は
沈
う
つ
、
暗
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
湧
く
。
街
の
名
に
黒
を
使
わ
な
い
で
緑
を

使
っ
た
と
い
う
こ
と
が
最
低
限
で
は
あ
る
が

文
学
的
な
表
現
の
第
一
歩
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
て
い

く
と
、
単
語
の
数
を
越
え
た
意
味
の
広
が
り
・

表
現
さ
れ
る
も
の
が
生
じ
て
来
る
。
そ
う
い
う

言
葉
を
ど
う
い
う
風
に
使
う
の
か
、
芭
蕉
の
言

葉
を
元
に
し
て
お
話
し
し
て
み
た
い
。

１．

取
り
合
わ
せ

○
発
句
は
物
を
合
は
す
れ
ば
出
し
ゅ
っ

来た
い

せ
り
。
そ

の
能
く
取
り
合
は
す
を
上
手
と
云
ひ
、
悪
し

き
を
下
手
と
云
ふ
な
り
。（
去
来
抄
）

○
発
句
は
と
り
合
は
せ
物
也
。
二
つ
と
り
合

は
せ
て
、
よ
く
と
り
は
や
す
を
上
手
と
云
ふ

也
。（
篇
突
）

〈
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡
〉
こ
の
句
で

は
「
夏
草
」
と
「
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」
が
取

り
合
わ
せ
て
あ
る
。
こ
の
「
夏
草
」
は
た
ま

た
ま
目
に
触
れ
た
か
ら
詠
み
込
ん
だ
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
夏
草
に
は
繁
殖
力
、
秩
序

を
持
た
な
い
乱
雑
さ
、
む
っ
と
す
る
草
い
き

れ
、
し
か
も
秋
に
な
れ
ば
枯
れ
果
て
て
土
に

戻
っ
て
し
ま
う
は
か
な
さ
な
ど
が
あ
る
。
こ

の
夏
草
を
「
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」
に
取
り
合

わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
い
に
よ
っ
て
亡
び

去
っ
た
兵
た
ち
の
姿
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。

野
卑
で
血
と
汗
に
ま
み
れ
た
兵
士
達
の
は
か

な
く
亡
び
去
っ
て
行
っ
た
さ
ま
が
感
じ
ら
れ

る
。
平
泉
に
お
い
て
芭
蕉
が
目
に
触
れ
た
も

の
は
夏
草
だ
け
で
は
な
い
。「
夏
の
風
」
や

「
夏
の
雲
」
や
「
夏
木
立
」
も
目
に
し
て
い
る
。

例
え
ば
「
夏
木
立
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」
と
し

て
み
る
と
「
夏
木
立
」
の
持
っ
て
い
る
整
然

と
し
た
爽
や
か
な
す
っ
き
り
と
し
た
印
象
は

血
と
汗
に
ま
み
れ
た
兵
た
ち
と
は
合
わ
な
い
。

や
は
り
芭
蕉
は
多
く
の
も
の
の
中
か
ら
最
良

の
も
の
を
選
び
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
能

く
取
り
合
は
す
を
上
手
と
云
ふ
」
で
あ
る
。

２．

行
き
て
帰
る
心

○
発
句
の
こ
と
は
行
き
て
帰
る
心
の
味
は
ひ

な
り
。
例
へ
ば
「
山
里
は
万
歳
遅
し
梅
の
花
」

と
い
ふ
類
な
り
。「
山
里
は
万
歳
遅
し
」
と
言

ひ
は
な
し
て
、
梅
は
咲
け
り
と
い
ふ
心
の
ご

と
く
に
、
行
き
て
帰
る
の
心
、
発
句
な
り
。

（
三
冊
子
）

取
り
合
わ
せ
る
に
し
て
も
同
じ
よ
う
な
も

の
を
取
り
合
わ
せ
て
し
ま
っ
た
ら
、
両
方
が

同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
か
ら
意
味
が
な
い
。

ま
た
離
れ
過
ぎ
て
は
両
方
が
ば
ら
ば
ら
に
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
取
り
合
わ
せ
の
微
妙
な

距
離
感
を
、
芭
蕉
は
「
行
き
て
帰
る
心
」
と

い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。
山
里
は
万
歳

が
回
っ
て
来
る
の
が
遅
い
と
言
っ
て
お
い
て
、

し
か
し
梅
の
花
は
他
と
同
じ
よ
う
に
咲
い
て

い
る
と
い
う
よ
う
に
方
向
性
の
違
う
も
の
を

取
り
合
わ
せ
る
の
が
発
句
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
山
里
は
万
歳
も
遅
い
し
、
梅
の
花
の
咲

く
の
も
遅
い
と
い
う
の
で
は
、
取
り
合
わ
せ

た
二
つ
の
も
の
の
方
向
性
が
同
じ
に
な
る
。

万
歳
も
来
な
い
、
梅
の
花
も
咲
か
な
い
で
は
、

山
里
は
死
ん
だ
光
景
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
山

里
は
万
歳
遅
し
」
に
対
し
て
、
し
か
し
梅
の

花
は
咲
い
て
い
る
と
い
う
方
向
性
の
違
う
も

の
を
取
り
合
わ
せ
る
と
、
眠
っ
た
よ
う
な
山

里
に
生
命
が
通
う
。
世
間
か
ら
忘
れ
ら
れ
た

よ
う
な
山
里
で
あ
っ
て
も
そ
れ
な
り
の
生
命

の
営
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
平
板

な
風
景
描
写
で
は
な
く
な
る
。

〈
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
〉
の
場
合

も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
古
池
と
は
単
に
年

代
が
古
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
使
わ
れ
て

い
な
い
池
、
人
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
池
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
池
だ
か
ら
何
の
動
き

も
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
情
景
が
死
ん
で
し

ま
う
。
そ
う
い
う
池
で
あ
っ
て
も
蛙
の
飛
び

込
む
水
の
音
が
す
る
と
言
え
ば
こ
の
情
景
が

生
き
て
く
る
。
こ
の
場
合
も
「
古
池
」
と

「
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
」
が
行
き
て
帰
る
関
係

に
な
っ
て
い
る
。

３．

金
を
打
ち
の
べ
る

○
発
句
は
頭
よ
り
す
ら
す
ら
と
謂
ひ
下
し
き

た
る
を
上
品
と
す
。（
去
来
抄
）

○
発
句
は
汝
が
ご
と
く
二
つ
三
つ
取
り
集
め

す
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
金
を
打
ち
の
べ
た
る
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ご
と
く
な
る
べ
し
。（
去
来
抄
）

芭
蕉
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
発
句
は
初
五
か

ら
す
ら
す
ら
滞
り
な
く
詠
み
続
け
た
も
の
が

一
番
良
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
金
を
槌
で

叩
い
て
延
ば
し
た
よ
う
に
と
言
う
の
は
、「
頭

よ
り
す
ら
す
ら
謂
ひ
下
す
」
こ
と
と
同
じ
で

あ
る
。
二
つ
三
つ
取
り
集
め
ず
に
一
つ
の
こ

と
を
金
を
延
ば
す
よ
う
に
し
て
、
言
い
く
だ

せ
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
は
、
前
段
の
取
り
合

わ
せ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
が
、
芭
蕉
は
弟
子

の
個
性
に
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
指
導
し
て

い
る
の
で
相
手
に
よ
っ
て
言
う
こ
と
が
違
う
。

だ
か
ら
芭
蕉
の
言
葉
は
言
葉
だ
け
を
取
り
出

す
と
随
分
矛
盾
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に

正
し
い
言
葉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
芭
蕉
は

取
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
句
を
つ
く
る
こ
と
を

否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
門
人
の
許
六

が
「
先
師
の
句
、
十
に
七
八
は
必
ず
取
り
合

せ
に
て
」
と
言
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
た

だ
、
取
り
合
わ
せ
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
技
巧

が
ま
さ
り
、
不
自
然
さ
が
生
じ
る
こ
と
も
あ

り
、
安
易
な
作
り
方
に
堕
す
る
可
能
性
も
あ

る
。
そ
れ
を
戒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

４．

謂
ひ
お
ほ
せ
て
何
か
あ
る
（
去
来
抄
）

〈
下
臥
に
掴
み
分
け
ば
や
糸
桜
〉
と
い
う

巴
風
の
句
が
あ
る
。
花
を
い
っ
ぱ
い
に
つ
け

た
枝
垂
桜
の
下
に
寝
そ
べ
っ
て
地
面
に
ま
で

垂
れ
て
い
る
た
く
さ
ん
の
枝
を
掴
み
分
け
て

楽
し
ん
で
み
た
い
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
意

味
の
句
で
あ
る
。
こ
の
句
を
去
来
が
「
糸
桜

の
十
分
に
咲
き
た
る
形
容
。
よ
く
謂
ひ
お
ほ

せ
た
る
に
侍
ら
ず
や
」
と
言
っ
た
の
に
対
し

て
芭
蕉
が
「
謂
ひ
お
ほ
せ
て
何
か
あ
る
」
と

言
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
尽
し
て
し
ま
っ
た

ら
、
あ
と
に
何
が
あ
る
と
い
う
の
か
と
い
う

の
だ
。
何
も
な
い
で
は
な
い
か
。
巴
風
の
句

で
思
い
出
す
の
が
富
安
風
生
の
〈
ま
さ
を
な

る
空
よ
り
し
だ
れ
ざ
く
ら
か
な
〉
で
あ
る
。

枝
垂
桜
の
説
明
を
せ
ず
、
真
っ
青
な
空
よ
り

と
言
う
だ
け
で
、
こ
の
枝
垂
桜
が
自
分
の
上

に
覆
い
被
さ
る
よ
う
に
多
く
の
枝
を
垂
ら
し

て
い
る
こ
と
が
感
じ
取
れ
る
。
下
に
寝
て
掴

み
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
だ
な
ど
言
わ

な
い
の
に
、
も
っ
と
雄
大
で
枝
の
数
も
多
い

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
真
っ
青
な
空
を
背

景
と
し
て
枝
垂
桜
の
鮮
や
か
な
色
も
感
じ
取

れ
る
。
こ
の
句
は
言
い
尽
し
て
い
な
い
か
ら

こ
そ
、
筆
舌
に
尽
し
難
い
ほ
ど
雄
大
な
枝
垂

桜
の
見
事
さ
を
表
現
出
来
た
の
で
あ
る
。
俳

句
は
全
て
を
言
っ
て
し
ま
わ
な
い
で
、
そ
の

手
前
の
と
こ
ろ
で
留
め
て
お
く
の
が
良
い
。

む
し
ろ
言
わ
な
い
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
広
が

る
意
味
の
大
き
さ
を
無
限
に
拡
大
し
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。

５．

上
手
に
嘘
を
つ
く

○
俳
諧
と
い
ふ
は
別
の
こ
と
な
し
。
上
手
に

嘘
を
つ
く
こ
と
な
り
。（
俳
諧
十
論
）

初
心
者
は
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
、

俳
句
は
見
た
ま
ま
を
そ
の
ま
ま
作
る
と
教
え

ら
れ
る
が
、
本
当
に
そ
う
だ
か
ら
と
そ
の
ま

ま
作
る
の
は
俳
句
で
は
な
い
。
客
観
写
生
を

唱
え
た
高
浜
虚
子
は
、
写
生
と
は
見
た
ま
ま

を
言
え
ば
よ
い
の
か
と
い
う
と
そ
ん
な
軽
は

ず
み
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
言
っ
て

い
る
。
芭
蕉
の
「
上
手
に
嘘
を
つ
く
」
と
い

う
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
は
元
禄
７

年
の
夏
に
〈
清
滝
や
波
に
塵
な
き
夏
の
月
〉

と
い
う
句
を
作
っ
た
。
そ
の
句
を
死
ぬ
３
日

前
に
な
っ
て
〈
清
滝
や
波
に
散
り
込
む
青
松

葉
〉
に
変
え
る
と
言
っ
た
。
清
滝
は
嵐
山
の

麓
を
流
れ
る
桂
川
の
上
流
で
水
の
非
常
に
美

し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
水
の
清
ら
か
さ

を
「
波
に
塵
な
き
」
と
表
現
し
た
の
だ
が
、

「
波
に
塵
な
き
」
は
事
実
に
し
て
も
説
明
的
で
、

水
の
清
ら
か
さ
を
読
者
に
直
感
的
に
感
じ
取

っ
て
も
ら
う
の
は
無
理
で
あ
る
。「
青
松
葉
」

は
清
々
し
い
印
象
を
人
に
与
え
る
。
そ
の

清
々
し
さ
を
感
じ
取
っ
て
清
滝
の
水
と
重
ね

合
わ
せ
る
と
、
清
滝
の
水
の
何
の
説
明
が
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
清
ら
か
さ
が
実
感
と
し

て
読
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
芭
蕉
が
意
図
し

た
の
は
こ
こ
で
あ
る
。
芭
蕉
は
夏
に
清
滝
の

水
を
見
て
、
塵
一
つ
な
い
水
の
清
ら
か
さ
に

感
動
し
た
。
し
か
し
、「
波
に
塵
な
き
」
と
い

う
だ
け
で
は
水
の
清
ら
か
さ
を
読
者
に
実
感

し
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
こ
で
波

に
青
松
葉
が
散
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
嘘
を

つ
い
た
の
だ
。
後
に
な
っ
て
青
松
葉
が
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
出
し
て
追
加
し
た
と
い
う
の

で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
よ
り
よ
い
句
に
す

る
た
め
に
青
松
葉
を
付
け
加
え
た
の
だ
。
よ

り
よ
き
表
現
を
求
め
て
「
上
手
に
嘘
を
つ
く
」

と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。〈
み
ち
の

く
の
淋
代
の
浜
若
布
寄
す
　
山
口
青
邨
〉
実

は
淋
代
で
は
若
布
は
獲
れ
な
い
、
荒
布
な
ら

獲
れ
る
。
み
ち
の
く
淋
代
の
浜
と
い
う
と
見

た
目
で
淋
し
い
鄙
び
た
感
じ
が
す
る
。
そ
こ

に
春
の
訪
れ
を
感
じ
さ
せ
る
若
布
が
寄
せ
て

い
る
。
春
遅
い
み
ち
の
く
の
淋
し
げ
な
様
子

が
出
て
い
る
。
こ
こ
は
、
春
の
訪
れ
を
感
じ

さ
せ
る
若
布
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
夏
の

荒
布
で
は
句
に
な
ら
な
い
。
上
手
に
嘘
を
つ

く
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
。

６．

古
人
の
跡
を
求
め
ず

○
古
人
の
跡
を
求
め
ず
、
古
人
の
求
め
た
る

所
を
求
め
よ
。（
許
六
離
別
の
詞
）

芭
蕉
な
ら
芭
蕉
の
真
似
を
し
て
は
い
け
な

い
。
芭
蕉
が
何
を
求
め
て
努
力
し
て
い
る
か
、

そ
こ
を
知
っ
て
、
芭
蕉
が
求
め
た
境
地
を
目

指
さ
な
け
れ
ば
、
先
細
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。

９０
分
と
い
う
時
間
は
短
く
て
十
分
意
を
尽

く
せ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
芭
蕉
の
言
葉
を
元

に
し
て
俳
句
を
作
る
参
考
に
な
れ
ば
、
ま
た
、

俳
句
っ
て
の
は
案
外
面
白
い
も
の
で
は
な
い

か
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

私
と
し
て
は
有
難
い
と
思
い
ま
す
。

＊
こ
の
記
録
は
、
昨
年
１０
月
９
日
に
行
わ
れ

た
講
演
会
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
で
す
。
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「
隅
田
川
を
西
川
と
も
呼
び
、江
戸
川
を

東
川
と
も
称
ふ
。
其
の
東
西
の
二
つ
の
川

の
間
を
、
一
水
の
北
よ
り
南
へ
と
往
く
も

の
あ
り
。流
れ
て
中
に
在
れ
ば
な
る
べ
し
、

名
づ
け
て
中
川
と
い
ふ
･
･
･
･
･
･
」

こ
れ
は
、
明
治
時
代
の
文
豪
幸こ
う

田だ

露ろ

伴は
ん

が

記
し
た
「
中
川
」
と
題
し
た
文
章
の
冒
頭
部
分

で
す
。
も
と
も
と
は
『
グ
ラ
ヒ
ッ
ク
』
明
治
４３

年
（
１
９
１
０
）
２
月
下
旬
号
に
「
折
々
草
」

と
し
て
発
表
し
た
も
の
の
一
部
で
、
そ
の
後

『
洗
心
録
』
に
文
章
が
再
録
さ
れ
る
時
に
「
中

川
」
と
い
う
題
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
文

章
に
あ
る
よ
う
に
隅
田
川
と
江
戸
川
（
東
遷
前

の
利
根
川
と
さ
れ
る
）
の
中
間
に
あ
る
川
、
と

し
て
名
前
が
付
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の

が
中
川
で
す
。
露
伴
は
、『
風
流
仏
』
や
『
五

重
塔
』
な
ど
の
著
作
で
知
ら
れ
る
作
家
で
す

が
、
一
方
で
釣
り
を
趣
味
と
し
て
お
り
、
タ
ナ

ゴ
釣
り
を
題
材
と
し
た
『
幻
談
』
や
中
川
で
の

釣
り
の
一
コ
マ
を
記
し
た
『
蘆
声
』
な
ど
と
い

っ
た
釣
り
に
関
わ
る
文
章
も
多
く
残
し
ま
し

た
。
露
伴
は
明
治
３０
年
に
神
田
か
ら
南
葛
飾
郡

寺
島
村
（
現
墨
田
区
東
向
島
）
へ
と
住
ま
い
を

移
し
、
そ
の
頃
か
ら
近
く
の
中
川
に
釣
り
に
出

掛
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
桜

井
良
二
「
露
伴
と
釣
り
」）。「
中
川
」
で
は
、

猿
が
又
（
現
葛
飾
区
東
水
元
）
よ
り
の
中
川
の

流
れ
を
漢
文
調
の
格
調
高
い
文
章
で
表
現
し
て

お
り
、
中
川
に
対
す
る
愛
着
が
見
え
て
く
る
よ

う
で
す
。

か
つ
て
、
中
川
番
所
の
あ
っ
た
頃
も
中
川

は
釣
り
の
名
所
で
あ
り
ま
し
た
。
享
保
８
年

（
１
７
２
３
）
に
陸
奥
津
軽
藩
の
支
藩
黒
石
藩

の
当
主
津つ

軽が
る

采う
ね

女め

に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
何か

羨せ
ん

録ろ
く

』
に
も
中
川
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
中
川
番
所
周
辺
の
春
鱚き
す

、
秋
鱚
釣
り
の
場

所
を
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、

天
保
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
『
江
戸
名
所
図
会
』

に
は
江
戸
周
辺
の
釣
り
場
と
し
て
多
摩
川
の
鮎

と
と
も
に
中
川
の
鱚
釣
り
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
釣
書
に
は
江
戸
近

郊
の
釣
り
場
と
し
て
中
川
が
紹
介
さ
れ
て
お

り
、
江
戸
近
郊
の
釣
り
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
（
表
参
照
）。
そ

も
そ
も
「
釣
り
」
と
い
う
行
為
が
漁
撈
と
し
て

の
手
段
だ
け
で
な
く
、
趣
味

の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江

戸
時
代
中
頃
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
釣
り

場
と
し
て
の
中
川
は
、
釣
り

を
趣
味
と
す
る
江
戸
の
人
々

に
い
ち
早
く
認
識
さ
れ
て
い

た
の
で
す
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代

に
か
け
て
、
中
川
周
辺
の
景

観
は
著
し
く
変
化
を
遂
げ
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
は
の
ど
か

な
田
園
風
景
が
広
が
っ
て
い

た
流
域
も
、
東
京
に
近
く
水

上
交
通
に
も
恵
ま
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
工
場
が
建
ち
並
び

は
じ
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、

な
に
よ
り
も
中
川
の
景
観
が

一
番
変
貌
し
た
の
は
、
昭
和

初
年
に
完
成
し
た
荒
川
放
水

路
の
開
削
で
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
中
川
が

二
つ
に
分
断
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
上

流
は
荒
川
放
水
路
に
沿
う
形
で
新
た
に
水
路

が
掘
ら
れ
中
川
放
水
路
と
な
り
、
下
流
は
木

下
川
水
門
か
ら
昔
の
流
路
が
そ
の
ま
ま
残
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
旧
中
川
で
す
。
こ
の
よ

う
に
大
き
く
変
貌
を
と
げ
た
中
川
流
域
で
し

た
が
、
第
二
次
大
戦
前
ま
で
は
手
軽
な
釣
り

場
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

江
東
歴
史
紀
行�

現在の旧中川（江戸川区平井付近）

※大橋青湖著『釣魚秘伝集』（昭和5年発行、昭和47年複製版）より作成した。�

「中川ヨリ釜渋梯マテ春鱚残魚之部」「中川ヨリ釜渋梯マ
テ秋鱚残魚ノ部」という節が設けられ、番所周辺から近くの
堀割にいたるまでのハゼ釣り場が紹介されている。�

いろは順で魚をとりあげた辞典で、はぜ「東都は芝浦及中川
に産るもの上品なり」、しらうを「武蔵　角田川及び中川の
ものも桑名の種といへども水美なれば魚も亦美なり」と2種
類の魚が紹介されている。�

本所、深川にわけて陸釣りのできる場所を紹介している。中
川は本所の部に登場し、木下川薬師から六ツ木にかけての
釣り場が取り上げられている。�

『何羨録』に似た書籍で、「中川より釜渋柿迄春鱚之場」「中
川より柿渋迄秋鱚之場」の中でハゼ釣り場が紹介されている。�

「中川の方にもかましりきなど釣の場あるよし・・・」など、隅田
川や江戸湾と共に釣り場の一つとして中川が紹介されている。�

東都諸川釣案内明細図に中川が紹介されている。�

上・下巻に分けられ、「鮒野釣同切所鮒之事」、「泉水居水
鯉鮒釣木場之釣事」、「　鯰泥亀釣之事」などといった節
に中川周辺の釣り場が紹介されている。�

津軽采女�『何羨録』� 享保8年（1723）�

天明8年（1788）�

安永2年（1773）�

天保2年（1831）�

不明�

文化年間�
（1804～17）�

文政年間�
（1818～29）�

『東都釣案内図』�

『釣客伝』�

『釣竿類考』�

『漁人道知辺』�

『魚鑑』�

『於加釣手引�
　艸闇の明里』�

不明�

黒田五柳�

不明�

不明�

玄嶺老人�

武井周作�

著者� 書名� 年代� 中川に関する記述�
【表】江戸時代の主な釣書と中川�



多
く
の
人
々
で
賑
わ
っ
た
中
川
流
域
も
高
度

成
長
期
を
迎
え
る
頃
か
ら
一
変
し
は
じ
め
ま

す
。
工
場
や
家
庭
排
水
に
よ
っ
て
川
が
汚
さ

れ
、
水
質
汚
濁
が
進
み
は
じ
め
ま
す
。
昭
和

４０
年
代
に
は
こ
れ
を
憂
慮
し
た
東
京
都
が
旧

中
川
の
埋
立
計
画
を
持
ち
出
し
た
ほ
ど
で
し

た
。
そ
の
後
、
工
場
が
郊
外
に
移
転
す
る
な

ど
、
水
質
が
徐
々
に
改
善
さ
れ
る
と
再
び
釣

り
人
の
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
鱚
釣
り
の
名
所
で
あ
っ
た
中

川
番
所
前
で
し
た
が
、
現
在
は
夏
が
近
づ
く

頃
か
ら
ハ
ゼ
釣
り
の
人
々
で
賑
わ
い
ま
す
。

今
と
昔
で
は
釣
れ
る
魚
も
変
わ
り
ま
し
た
が
、

都
内
の
手
軽
な
釣
り
場
と
し
て
今
も
旧
中
川

は
ほ
ぼ
昔
の
流
路
を
保
っ
た
ま
ま
穏
や
か
に

た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。

（
中
川
船
番
所
資
料
館
　
　
龍
澤
　
潤
）
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例
え
ば
、
大
正
５
年
（
１
９
１
６
）
に
発

行
さ
れ
た
田た

山や
ま

花か

袋た
い

の
『
東
京
近
郊
一
日
の
行

楽
』
に
は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
･
･
･
･
･
･
此
処
等
（
木
下
川
）
の

中
川
は
、蕭
然
と
し
た
一
小
川
で
、平
凡
な

溝
渠
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
感
じ
が
す
る

が
、
し
か
し
こ
れ
か
ら
下
流
の
方
へ
行
く

と
、
蘆
荻
な
ど
が
多
く
な
っ
て
い
わ
ゆ
る

中
川
の
き
す
釣
な
る
も
の
が
盛
に
行
わ
れ

る
の
で
あ
る
。」

こ
の
文
章
を
見
る
と
、
依
然
と
し
て
中
川

の
鱚
釣
り
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
方
で
は
次

の
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
る
の
で
す
。

「
そ
の
後
明
治
四
十
年
頃
に
な
つ
て
か

ら
、
鹿
倉
釣
船
屋
、
淺
屋
船
宿
そ
の
竝
び
か

ら
下
手
の
、
六
軒
口
あ
た
り
に
エ
ビ
為
な
ど

と
云
ふ
船
宿
が
あ
り
ま
し
た
。
坂
西
橋
附
近

の
、
も
と
番
所
の
あ
つ
た
處
に
も
、
船
宿
が

二
軒
あ
つ
て
此
の
附
近
で
鮒
が
よ
く
釣
れ

た
も
の
で
す
。
今
の
鐵
橋
の
上
下
、
平
井
橋

の
上
に
行
つ
て
、
醤
油
屋
河
岸
、
そ
の
前
に

家
が
あ
つ
て
そ
の
下
や
、
肥
料
會
社
の
處
の

上
に
梅
屋
敷
な
ど
い
ゝ
釣
り
場
が
あ
り
ま

し
た
、
今
は
昔
日
の
姿
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
な
ど
昔
の
思
ひ
出
話
で
す
が
、
當
時
は

鮒
も
澤
山
ゐ
た
し
、
釣
り
人
も
少
い
し
、
一

貫
目
位
の
鮒
は
必
ず
は
づ
し
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
も
こ
の
頃
は
さ
う

行
か
な
い
の
で
残
念
で
す
。」

こ
れ
は
昭
和
８
年
１１
月
に
創
刊
さ
れ
た
釣

り
総
合
雑
誌
『
水
之
趣
味
』
に
投
稿
さ
れ
た

「
そ
の
昔
の
中
川
」
と
い
う
記
事
の
一
部
で
す
。

こ
の
文
章
に
は
中
川
で
は
昔
ほ
ど
の
釣
り
が

出
来
な
く
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

釣
り
雑
誌
に
は
海
・
川
な
ど
の
釣
り
場
案
内

が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
は
口
コ
ミ

で
し
か
情
報
共
有
が
さ
れ
な
か
っ
た
釣
り
場

が
あ
る
程
度
は
釣
り
人
た
ち
に
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

中
川
も
第
二
次
大
戦
直
後
ま
で
は

東
京
近
郊
の
釣
り
場
と
し
て
誌
面

を
飾
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

情
報
源
を
も
と
に
し
て
、
釣
り
サ

ー
ク
ル
の
幹
事
は
釣
り
場
を
探
し

て
歩
き
回
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の

絵
は
戦
後
に
市
川
釣
友
会
の
副
会

長
を
つ
と
め
た
小
早
川
遊
竿
が
残

し
た
絵
日
記
で
、
中
川
上
流
や
支

流
の
大
場
川
で
の
釣
り
場
を
探
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
か
ら
江

戸
・
東
京
近
郊
の
釣
り
場
と
し
て
、

小早川遊竿氏の絵日記（当館蔵）

現在の中川周辺図�
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囲
炉
裏
ば
た
日
記
も
回
を
重
ね
、
今
回
で

６
回
目
と
な
り
ま
し
た
。
第
１
回
の
「
真
夏
の

庭
掃
除
」
に
は
じ
ま
り
、
第
２
回
が
「
障
子
貼

り
」
、
第
３
回
「
古
民
家
と
薪ま
き

」
、
第
４
回

「『
友
の
会
』
研
修
会
報
告
」、
そ
し
て
第
５
回

が
「
特
別
公
開
報
告
」
で
し
た
。
い
ず
れ
も
旧

大
石
家
住
宅
お
よ
び
同
家
を
舞
台
と
し
た
活
動

の
紹
介
で
す
が
、
そ
こ
に
は
常
に
「
旧
大
石
家

住
宅
友
の
会
」
の
大
き
な
力
が
あ
り
ま
し
た
。

同
会
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
会
員
募
集

記
事
で
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
今
回

は
「
友
の
会
」
の
保
存
活
動
に
つ
い
て
紹
介

い
た
し
ま
す
。

現
在
約
５０
名
が
登
録
す
る
「
友
の
会
」
は
、

普
段
は
屋
内
外
の
掃
除
や
囲
炉
裏
へ
の
火
入

れ
が
活
動
の
中
心
で
す
。
各
曜
日
（
月
〜
金
）

ご
と
に
つ
く
っ
た
班
が
、
連
携
し
て
保
存
に

あ
た
り
ま
す
が
、
土
・
日
・
休
日
の
み
の
公

開
の
た
め
、
見
学
者
へ
の
対
応
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、

秋
の
特
別
公

開
（
第
５
回

に
掲
載
）
期

間
に
は
、
一

般
見
学
者
へ

の
説
明
な
ど

も
行
い
ま

す
。こ

の
よ
う
に
活
動
を
通
し
て
、
大
石
家
の

み
な
ら
ず
地
域
の
歴
史
を
も
学
び
、
生
か
す

場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
友
の
会
」
の
力
は
、
同
家
で
開
催

さ
れ
る
年
中
行
事
で
も
発
揮
さ
れ
ま
す
。

同
家
の
行
事
は
、
正
月
飾
り
に
始
ま
り
、
３

月
の
雛
飾
り
（
桃
の
節
句
）、
五
月
飾
り
・
鯉
の

ぼ
り
、
７
月
の
七
夕
飾
り
、
そ
し
て
１２
月
の
す

す
払
い
と
続
き
ま
す
。
そ
の
行
事
一
つ
ひ
と
つ

の
飾
り
つ
け
や
片
付
け
、
そ
し
て
す
す
払
い
に

も
、
友
の
会
の
皆
さ
ん
の
力
が
発
揮
さ
れ
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
庭
掃
除
、
薪
割
り
、
障
子
貼

り
な
ど
、
地
道
な
活
動
も
重
要
で
す
。

旧
大
石
家
住
宅
は
、
江
戸
時
代
の
末
期
に

建
て
ら
れ
た
古
民
家
で
す
。
そ
の
古
民
家
の

維
持
・
保
存
は
、
友
の
会
の
日
常
的
な
活
動

に
加
え
、
季
節
を
彩
る
催
し
物
の
準
備
、
片

付
け
、
大
掃
除
、
薪
割
り
な
ど
の
活
動
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

古
民
家
が
現
代
に
伝
え
る
建
築
・
生
活
文

化
は
、
社
会
が
発
展
す
る
ほ
ど
、
貴
重
な
も
の

と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
と
も
に
「
友
の
会
」

の
活
動
も
重
要
性
を
増
し
て
い
く
の
で
す
。

＊
平
日
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
可
能
な
方

を
募
集
し
て
い
ま
す
。「
旧
大
石
家
住
宅

友
の
会
」
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
保
存
活

動
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
合
せ
先
　
生
涯
学
習
課
文
化
財
係

1
３
６
４
７
―
９
８
１
９

旧
大
石
家
住
宅
友
の
会�

⑥�

平
成
１７
年
度

民
俗
資
料
寄
贈
者
リ
ス
ト

今
年
度
、
文
化
財
係
に
寄
贈
さ
れ
た
民
俗

資
料
は
次
の
通
り
で
す
（
寄
贈
順
、
敬
称
略
）。

寄
贈
資
料

寄
贈
者
名
（
住
所
）

消
火
器
（
明
治
記
念
館
旧
蔵
）
ほ
か

田
村
　
博
（
北
砂
）

東
京
都
製
材
研
鋸
睦
会
団
旗
ほ
か

久
米
康
一
（
東
陽
）

第
一
期
種
痘
済
証
ほ
か

羽
深
基
子
（
清
瀬
市
）

襖
榾
　
見
本
セ
ッ
ト

田
島
貞
子
（
常
盤
）

イ
カ
リ

山
下
忠
洋
（
市
川
市
）

『
江
東
区
年
表
』

太
田
俊
子
（
江
戸
川
区
）

検
尺
道
具
一
括
ほ
か

林
栄
次
郎
（
台
東
区
）

電
車
通
学
定
期
乗
車
券
ほ
か

古
屋
幸
一
郎
（
白
河
）

「
深
川
区
女
子
親
切
部
隊
規
約
」
ほ
か

平
柳
登
美
（
板
橋
区
）

題
目
曼
荼
羅

丸
山
　
茂
（
亀
戸
）

富
士
講
行
衣

鈴
木
　
隆
（
亀
戸
）

古
写
真
（
亀
戸
）

宮
本
平
八
郎（
江
戸
川
区
）

ス
ラ
イ
ド
「
木
場
の
は
な
し
」

米
長
　
一
（
海
辺
）

『
建
具
図
集
』
ほ
か

竹
谷
堅
助
（
東
砂
）

サ
シ
ほ
か

木
下
　
実
（
大
島
）

『
平
久
尋
常
小
学
校
卒
業
記
念
帖
』

十
文
字
茂
（
横
浜
市
）

第
５
回
割
引
勧
業
債
券

山
田
　
明
（
亀
戸
）

御
大
礼
記
念
往
復
乗
車
券
ほ
か

花
島
　
稔
（
江
戸
川
区
）

古
写
真
（
都
電
）

小
宮
リ
ク
（
北
砂
）

都
電
ご
愛
顧
感
謝
乗
車
券
ほ
か

花
村
フ
サ
子
（
北
砂
）

古
写
真
（
都
電
）

田
中
茂
穂
（
亀
戸
）

ス
ラ
イ
ド
（
都
電
）

松
田
博
司
（
亀
戸
）

奉
公
袋
ほ
か

長
　
澄
子
（
白
河
）

古
　
銭

岡
本
和
子
（
東
陽
）

火
鉢
ほ
か

上
野
純
弘
（
大
島
）

こ
の
う
ち
、
題
目
曼
荼
羅
と
富
士
講
行
衣

は
区
の
有
形
文
化
財
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い

る
も
の
で
す
。
ま
た
、
林
栄
次
郎
氏
寄
贈
資

料
は
深
川
江
戸
資
料
館
企
画
展
「
深
川
木
場

の
歴
史
と
文
化
」
で
、
都
電
関
係
の
資
料
は

江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
「
城
東
電
車
と
都
電

の
想
い
出
」
で
展
示
し
た
資
料
の
一
部
で
す
。

今
年
度
も
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

工
匠
た
く
み

壱
番
館
（
森
下
文
化
セ
ン
タ
ー
内
）

で
は
、
１７
年
度
に
購
入
し
た
、
近
藤
良
治
よ
し
は
る

氏

作
「
振
袖
　
八
色
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
」（
無
地
む

じ

染ぞ
め

）
と
木き

全ま
た

章
二
氏
作
「
ラ
イ
ト
ス
タ
ン
ド
」

（
組く
み

子こ

）
を
展
示
し
ま
し
た
。
弐
番
館
で
は
職

人
さ
ん
が
実
際
に
使
用
し
て
い
た
道
具
の
い

く
つ
か
を
展
示
し
ま
し
た
。

常
設
展
示
替
え�

伝
承�

常
設
展
示
替
え�

工
匠
壱
番
館
・
弐
番
館�

五月飾り


