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○工匠館第８回特別展
漆の美－前田仁の世界

◇工匠壱番館展示替え

◇八百八町調査隊
大江戸を掘る！

□芭蕉記念館新展示
武家の文人－風流のなかで…－

◎囲炉裏ばた④「友の会」研修会報告

☆江東歴史紀行 幻の柿本人麻呂社

▽写真展
「区民が写したふるさと江東」

▽『江東古写真館
～想い出のあの頃へ～』増刷
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篭
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目
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盛
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器
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会
期

９
月
１０
日
（
土
）
〜
１８
日
（
日
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

会
場

工
匠

た
く
み

弐
番

に
ば
ん

館か
ん

（
森
下
文
化
セ
ン
タ
ー
内
、
森
下
３
―
１２
―
１７
）

工
匠
弐
番
館
で
は
特
別
展
を
開
催
し
ま

す
。
今
回
は
、
区
登
録
無
形
文
化
財
（
工

芸
技
術
）
保
持
者
で
あ
る
前
田

ま
え
だ

仁
ひ
と
し

さ
ん
の

漆
芸

し
つ
げ
い

作
品
を
展
示
い
た
し
ま
す
。



前
田
仁
さ
ん
は
、
昭
和
１０
年
に
豊
島
区
に

生
ま
れ
、
２６
年
に
漆
工
し
っ
こ
う

職
人
で
あ
る
父
千
代
ち

よ

松ま
つ

さ
ん
に
師
事
し

じ

し
て
修
業
を
積
み
、
千
代
松

さ
ん
と
と
も
に
石
島
で
仕
事
を
続
け
て
き
ま

し
た
。

昭
和
５９
年
に
千
代
松
さ
ん
と
と
も
に
江
東

区
の
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）
保
持
者
と

し
て
認
定
さ
れ
て
以
降
、
江
東
区
伝
統
工
芸

展
や
体
験
学
習
な
ど
を
通
じ
て
漆
工
技
術
の

普
及
に
努
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昭
和
６２
年
か
ら
６４
年
に
か
け
て
日

本
工
芸
会
主
催
の
「
伝
統
工
芸
新
作
展
」
お

よ
び
「
伝
統
工
芸
漆
芸
展
」
に
入
選
、
平
成

元
年
か
ら
は
日
本
漆
工
協
会
「
漆
う
る
し

の
美
展
」

に
毎
回
出
品
を
す
る
な
ど
精
力
的
に
創
作
活

動
を
続
け
て
い
ま
す
。
９
年
に
優
秀
漆
工
技

術
者
と
し
て
表
彰
を
受
け
、
そ
の
受
賞
作
品

を
桂
宮
殿
下
に
献
上
、
１４
年
に
は
東
京
都
優

秀
技
能
者
知
事
賞
を
受
け
る
な
ど
、
そ
の
技

は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

展
示
室
に
は
、
半
世
紀
を
超
え
る
時
を
技

の
研
鑽
け
ん
さ
ん

に
注
い
で
き
た
前
田
さ
ん
の
作
品
が

数
多
く
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
ご

ゆ
っ
く
り
と
ご
観か
ん

賞し
ょ
う
く
だ
さ
い
。

実
演
公
開

９
月
１１
日
（
日
）
・
１７
日

（
土
）
・
１８
日
（
日
）
の
午
前
１０
時
〜
午
後
４

時
ま
で
の
間
に
行
い
ま
す
。

体
験
・
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
に
漆
を
ぬ
ろ
う
！

実
演
公
開
日
に
行
い
ま
す
。
教
材
費
要
。

申
込
み
は
直
接
会
場
に
て
。

漆
と
は

漆
は
、
ウ
ル
シ
ノ
キ
か
ら
採
取
さ
れ
た
樹じ
ゅ

液え
き

、
す
な
わ
ち
天
然
の
材
料
で
す
。
日
本
で

は
、
古
く
縄
文
時
代
か
ら
塗と

料
り
ょ
う
あ
る
い
は
接

着
剤
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

漆
独
特
の
な
め
ら
か
で
美
し
い
塗
り
肌
や

色
彩
は
人
々
を
魅み

了
り
ょ
う
し
、
ま
た
堅
牢
け
ん
ろ
う

で
は
げ

に
く
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
酸さ
ん

・
ア
ル
カ

リ
・
塩
分
・
ア
ル
コ
ー
ル
な
ど
の
薬
品
に
侵お
か

さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
今
日
ま
で
に
多
く
の

器
や
工
芸
品
が
生
み
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

漆
う
る
し

液え
き

が
採
取
で
き
る
木
は
、
日
本
・
中

国
・
朝
鮮
半
島
・
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
な
ど
に

広
く
分
布
し
て
い
ま
す
。
各
風
土
で
漆
液
の

性
質
や
色
彩
が
違
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を

生
か
し
た
塗
り
や
飾
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
・
中
国
・
朝
鮮
半
島
で
生
育
し
て
い
る

の
が
ウ
ル
シ
ノ
キ
で
、
上
質
な
漆
液
を
採
取

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ウ
ル
シ
ノ
キ
一
本
あ
た
り
の
産
出
量
は
、

成
木
（
８
〜
１３
年
）
で
わ
ず
か
に
２
０
０
グ

ラ
ム
程
度
で
、
天
然
の
漆
液
は
非
常
に
貴
重

な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
国
内
で

使
用
さ
れ
て
い
る
漆
液
の
う
ち
９０
％
以
上
は

中
国
産
で
、
国
内
産
は
わ
ず
か
に
２
％
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。
漆
は
貴
重
な
工
芸
材
料
と
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

工
程
〜
乾
漆
漆
器
の
場
合

乾
漆
か
ん
し
つ

と
は
、
石
膏
せ
っ
こ
う

の
型
に
和
紙
や
布
を
漆

で
は
り
重
ね
て
素
地
き

じ

を
作
る
方
法
で
す
。
お

も
に
奈
良
時
代
で
仏
像
を
作
る
方
法
に
応
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

乾
漆
素
地
の
製
作

①
型
製
作

漆
器
し
っ
き

の
型
を
石
膏
で
作
り
ま
す
。

②
切
粉
付
け

石
膏
の
型
に
素
地
が
剥は

が
れ

や
す
い
よ
う
に
剥は
く

離り

剤ざ
い

を
塗
り
、
切き
り

粉こ

を
２

回
付
け
ま
す
。
切
粉
は
地
の
粉
と
砥と

の
粉こ

を

混ま

ぜ
て
漆
を
加
え
た
も
の
で
す
。

③
地
付
け

切
粉
が
乾
燥
す
る
と
、
空
研
ぎ
、

地
付
け
を
２
回
繰
り
返
し
ま
す
。
地
は
地
の

粉
と
漆
を
混
ぜ
た
も
の
で
す
。

④
紙
着
せ

糊の
り

と
漆
を
混
ぜ
て

作
っ
た
糊
漆
を

塗
っ
て
、
薄
い

和
紙
と
厚
め
の

和
紙
を
地
付
け

の
上
に
そ
れ
ぞ

れ
数
回
着
せ
ま

す
。

⑤
布
着
せ

麻あ
ざ

布ぶ

を
着
せ
ま
す
。
麻
布
は
目

の
細
か
い
も
の
を
着
せ
、
さ
ら
に
目
の
粗あ
ら

い

麻
布
を
着
せ
ま
す
。
こ
の
粗
い
麻
布
が
素
地

の
中
心
と
な
り
ま
す
。
再
度
、
目
の
細
か
い

麻
布
を
着
せ
、
工
程
④→

③→

②
を
へ
て
、

乾
漆
素
地
（
漆
器
の
原
型
）
は
完
成
し
ま
す
。

⑥
型
抜
き

素
地
が
完
成
す
る
と
、
型
で
あ

る
石
膏
を
は
ず
し
ま
す
。

⑦
縁
を
削
る

素
地
の
縁
を
削け
ず

り
、
縁
に
紙

を
着
せ
て
整
え
た
後
、
切
粉
を
２
回
程
度
付

け
る
と
、
縁
は
完
成
し
ま
す
。

⑧
錆
付
け

砥
の
粉
と
セ
シ
メ
漆
を
混
ぜ
て

作
っ
た
錆さ
び

を
付
け
ま
す
。

⑨
錆
固
め

研
い
だ
後
、
セ
シ
メ
漆
を
擦す

り

込
ん
で
固
め
ま
す
。

漆
塗
り

素
地
が
完
成
し
た
ら
、
塗
り
に
入
り
ま
す
。

中
塗
り
・
衣
こ
ろ
も
塗
り
・
上
塗
り
・
摺す
り

漆
う
る
し

と
、
塗

る
た
び
に
、
風
呂
ふ

ろ

に
入
れ
て
漆
を
乾
燥
さ
せ
、

乾
い
た
後
に
研
い
で
い
き
ま
す
。
そ
し
て
菜な

種た
ね

油あ
ぶ
ら
を
漆
器
に
付
け
、
ツ
ノ
粉
を
付
け
た
布
で

磨み
が
き
、
最
後
に
菜
種
油
を
手
の
ひ
ら
に
付
け
鹿

の
ツ
ノ
粉
を
使
っ
て
磨
き
あ
げ
ま
す
。

展
示
構
成

漆
と
は
／
塗
料
に
す
る
た
め
に
（
漆
の
精

製
）
／
前
田
仁
氏
年
譜
／
作
品
展
示
／
工

程
〜
乾
漆
漆
器
の
場
合
〜
／
実
演
公
開
／

漆
塗
り
体
験
／
記
録
ビ
デ
オ
上
映

2

紙着せ
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森
下
文
化
セ
ン
タ
ー
（
森
下
３
―
１２
―
１７
）

２
階
、
工
匠
壱
番
館
で
は
、
天あ
ま

野の

一か
ず

政ま
さ

氏
の

作
品
（
縫
紋
ぬ
い
も
ん

）
と
岩
崎
い
わ
さ
き

清せ
い

二じ

氏
の
作
品
（
表
ひ
ょ
う

具ぐ

）
を
新
た
に
展
示
し
ま
し
た
。

縫
紋
は
、
家
紋
な
ど
の
紋
章
を
刺
繍
す
る

技
術
で
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
一
般
的
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
縫
紋
は
あ
ま
り

目
立
た
な
い
よ
う
に
刺
繍
す
る
の
が
よ
い
と

さ
れ
、
様
々
な
刺
繍
の
縫
い
方
が
用
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
展
示
で
は
、
伝
統
的
な
縫
紋
の

数
々
と
最
近
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
装
飾
的
な
紋
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

天
野
一
政
氏
は
、
大
正
１２
年
生
ま
れ
。
昭

和
１１
年
に
渋
谷
区
恵
比
寿
の
刺
繍
職
人
渋
谷

仙
太
郎
氏
（
つ
た
屋
）
へ
弟
子
入
り
し
、
技

術
を
習
得
し
ま
し
た
。
平
成
元
年
に
江
東
区

登
録
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）
保
持
者
と

し
て
認
定
、
同
１６
年
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

表
具
は
、
和
紙
や
布
を
貼
り
合
せ
て
掛か
け

軸じ
く
・
巻
物
・
屏
び
ょ
う
風ぶ

・
襖
ふ
す
ま

な
ど
を
製
作
す
る
技

術
で
す
。
経
き
ょ
う

典て
ん

や
書
画
を
保
護
、
装
飾
す
る

「
発
掘
さ
れ
た
墓
」
と
い
う
と
、
ど
ん
な

想
像
を
す
る
で
し
ょ
う
か
。
エ
ジ
プ
ト
の
ミ

イ
ラ
？
　
そ
れ
と
も
古
墳
の
玄
室
に
描
か
れ

た
壁
画
で
し
ょ
う
か
？
　
ど
ち
ら
も
古
代
の

ロ
マ
ン
や
神
秘
性
を
感
じ
ま
す
ね
。
で
は
、

「
江
戸
時
代
の
お
墓
」
な
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

ち
ょ
っ
と
怖
い
感
じ
が
し
ま
せ
ん
か
？
　
そ

う
思
っ
て
し
ま
う
の
は
、
現
代
と
江
戸
時
代

と
の
接
点
が
多
い
か
ら
で
す
が
、
そ
の
割
に

は
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
今
回
の
調
査
は
「
お
墓
」

で
す
。
江
戸
時
代
の
寺
院
や
墓
地
の
調
査
は
、

江
東
区
で
は
ま
だ
少
な
い
の
で
す
が
、
そ
の

一
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

区
内
の
あ
る
場
所
か
ら
２
基
の
墓
が
発
見

さ
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
早
桶
」
と
呼
ば

れ
る
、
高
さ
５２
cm
、
直
径
５６
cm
ほ
ど
の
円
形

木
棺
の
中
に
座
っ
た
状
態
（
座
葬
）
で
埋
葬

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
２
基
と
も
土

葬
で
す
。
江
戸
時
代
の
墓
は
、
従
来
の
研
究

で
は
都
市
部
は
火
葬
が
一
般
的
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
江
戸
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
増

え
る
に
つ
れ
て
、
土
葬
が
多
く
を
占
め
る
こ

と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

被
葬
者
は
と
も
に
女
性
で
し
た
。
１
号
墓

の
被
葬
者
は
骨
の
発
達
や
磨
耗
な
ど
か
ら
、

１６
〜
２０
歳
代
の
女
性
で
、
さ
ら
に
歯
に
お
歯

黒
が
残
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
既
婚
者
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
２
号
墓
の
被
葬
者

に
つ
い
て
は
現
在
調
査
中
で
す
が
、
骨
か
ら

は
性
別
や
年
齢
、
身
長
だ
け
で
な
く
、
か
か

っ
て
い
た
病
気
が
分
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

副
葬
品
は
、
１
号
墓
か
ら
木
製
の
数
珠
と
、

六
道
銭
と
思
わ
れ
る
寛
永
通
宝
２
枚
が
出
土

し
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
江
戸
時
代
の
お
墓
か

ら
出
土
す
る
も
の
と
し
て
は
一
般
的
な
も
の

で
す
。「
三
途
の
川
の
渡
し
賃
」
と
も
言
わ
れ

て
い
る
六
道
銭
は
、
必
ず
し
も
６
枚
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
多
い
も
の
で
は
１０
枚
を
超

え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
副
葬
品
は
こ
の
ほ

か
に
、
生
前
に
愛
用
し
て
い
た
茶
碗
や
煙
管
、

子
供
で
は
人
形
や
玩
具
と
一
緒
に
埋
葬
さ
れ

て
い
る
例
も
あ
り
、
年
齢
や
性
別
、
個
人
の

嗜
好
が
分
か
る
だ
け
で
な
く
、
埋
葬
を
し
た

人
の
想
い
も
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

1号墓から出土した木製数珠

事
か
ら
は
じ
ま
り
、
日
本
に
お
い
て
も
一
千

年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
現
在
で
も
多

く
の
文
化
財
に
そ
の
技
術
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

展
示
で
は
、

書
を
張は

り

交ま

ぜ
た
屏

風
と
墨ぼ
く

画が

の
掛
軸
が

ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

岩
崎
清
二
氏
は
、
大
正
１３
年
生
ま
れ
。
地

元
境
町
（
茨
城
県
）
の
表
具
師
石
崎
愛
之
助

氏
の
も
と
で
技
術
を
習
得
し
ま
し
た
。
平
成

１３
年
に
江
東
区
登
録
無
形
文
化
財
（
工
芸
技

術
）
保
持
者
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

工
匠
壱
番
館

【
開
館
時
間
】
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

【
休

館

日
】
毎
月
第
１
・
３
月
曜
日

【
入

場

料
】
無
料

【
交
　
　
通
】
都
営
新
宿
線
・
大
江
戸
線
森
下
駅

下
車
　
徒
歩
１０
分

【
問

合

せ
】
江
東
区
教
育
委
員
会
文
化
財
係

深
川
体
験
わ
ー
る
ど

７
月
１７
日
（
日
）
森
下
文
化
セ
ン
タ
ー
で
深

川
体
験
わ
ー
る
ど
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
深
川

の
歴
史
や
伝
統
工
芸
に
ふ
れ
る
絶
好
の
機
会

で
す
。
ど
う
ぞ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

ひさご

つた

表具
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武
家
は
、
鎌
倉
以
来
徳
川
の
終
焉
に
至
る

ま
で
お
よ
そ
８
０
０
年
に
わ
た
っ
て
、
政
治

の
表
舞
台
で
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
そ
の
影
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
興

亡
の
歴
史
が
あ
り
、
そ
の
命
運
の
中
に
あ
っ

て
、
武
家
は
和
歌
や
俳
句
な
ど
の
文
芸
を
た

し
な
ん
で
も
い
ま
し
た
。

武
家
に
と
っ
て
、
学
問
や
文
芸
な
ど
の
教

養
は
武
芸
に
も
劣
ら
ず
大
切
な
も
の
で
し
た
。

主
家
は
、
家
臣
に
対
し
て
素
養
や
力
量
を
示

す
手
段
と
し
、
ま
た
武
家
社
会
に
と
ど
ま
ら

ず
、
身
分
を
越
え
た
交
流
を
図
る
こ
と
も
、

「
家
」
を
保
ち
守
る
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、

武
士
は
子
弟
を
熱
心
に
教
育
し
ま
し
た
。
そ

の
教
育
の
場
が
寺
や
藩
校
な
ど
の
機
関
で
し

た
。
そ
こ
で
は
階
層
な
ど
に
よ
っ
て
学
ぶ
度

合
い
は
異
な
り
ま
す
が
、
読
み
書
き
、
和

歌
・
連
歌
の
手
ほ
ど
き
や
古
典
の
精
読
な
ど
、

多
く
を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
武

士
の
江
戸
に
お
け
る
俳
諧
は
、
江
戸
在
府
を

義
務
付
け
ら
れ
た
武
士
の
気
晴
ら
し
と
し
て

始
ま
り
、
家
臣
や
家
族
な
ど
家
中
を
巻
き
込

み
、
日
夜
句
会
に
ふ
け
る
中
で
、
し
だ
い
に

俳
諧
が
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

江
戸
中
後
期
に
は
文
芸
が
身
分
を
越
え
て
大

衆
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

展
示
で
は
、
室
町
時
代
か
ら
幕
末
維
新
期

に
活
躍
し
た
武
士
の
作
品
を
と
り
あ
げ
て
い

ま
す
。
な
か
に
は
、
武
士
で
あ
り
な
が
ら
、

歌
人
・
俳
人
・
学
者
と
し
て
大
成
し
た
者
も

多
く
い
ま
し
た
。
特
徴
的
な
作
品
と
し
て
は
、

武
家
と
し
て
よ
り
文
芸
に
励
み
大
家
と
い
わ

れ
た
山
崎
宗
鑑
の
「
風
雨
」
書
幅
や
松
永
貞

徳
の
書
状
、（
伝
）
豊
臣
秀
頼
筆
色
紙
や
（
伝
）

淀
殿
筆
短
冊
、
ま
た
早
く
に
戦
乱
の
世
を
読

み
取
り
、
足
利
・
織
田
・
豊
臣
・
徳
川
家
に

つ
き
従
っ
た
細
川
幽
斎
の
短
冊
等
が
あ
り
ま

す
。
幕
末
維
新
期
で
は
、「
幕
末
の
三
舟
」
と

呼
ば
れ
た
勝

海
舟
・
高
橋

泥で
い

舟
し
ゅ
う

の
短

冊
、
蘭
学

者
・
画
家
と

し
て
知
ら
れ

た
渡
辺
崋
山

の
「
嵐
雪
肖

像
」
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
出

雲
母
里
も

り

藩
主
松
平
直
興
（
四し

山ざ
ん

）
・
信
濃
松

代
藩
主
真
田
幸
弘
（
菊
貫
き
く
つ
ら

）
と
い
っ
た
大
名

俳
人
の
俳
句
や
国
学
者
と
し
て
活
躍
し
た
本

居
宣
長
と
そ
の
養
子
大
平
お
お
ひ
ら

の
和
歌
を
し
た
た

め
た
短
冊
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
に
あ
っ

た
武
家
の
作
品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
作
者
の
背
景
を
思
い
浮
か
べ
な

が
ら
、
ご
鑑
賞
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

（
中
村
保
名
）

芭
蕉
記
念
館
新
展
示�

平
成
１７
年
１２
月
１8
日（
日
）ま
で�

芭
蕉
記
念
館（
常
盤
１
―
６
―
３
）で
は
、
武
家
の
人
々
が
残
し
た
和
歌
や
俳
句
、書

簡
な
ど
１
０
４
点
を
と
り
あ
げ
た
「
武
家
の
文
人
　
┃
風
流
の
な
か
で･･･

┃
」
展

を
開
催
し
て
い
ま
す
。�

（右）勝海舟短冊
（左）高橋泥舟短冊

山崎宗鑑「風雨」書幅

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
　
月
曜
日（
祝
日
は
除
く
）�

　
　
　
　
　
　
９
月
６
日（
火
）〜
９
日（
金
）／
９
月
１３
日（
火
）〜
１６
日（
金
）�

入

館

料
　
大
人
１
０
０
円（
団
体
７０
円
）小
中
学
生
５０
円（
団
体
３０
円
）＊
団
体
は
２０
名
以
上
�

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
　
1
０
３（
３
６
３
１
）１
４
４
８
�

芭
蕉
記
念
館
�
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６
月
１４
日
（
火
）
午
前
９
時
３０
分
に
旧
大

石
家
住
宅
を
出
発
し
た
バ
ス
は
、
一
路
午
前

の
研
修
地
で
あ
る
狛
江
市
「
む
い
か
ら
民
家

園
」（
狛
江
市
立
古
民
家
園
）
を
め
ざ
し
、
午

後
に
は
世
田
谷
区
の
「
次
大
夫
堀
公
園
民
家

園
」
に
向
か
い
ま
し
た
。
研
修
会
は
、
区
外

の
古
民
家
を
見
学
し
、
保
存
活
動
に
対
す
る

知
見
を
広
め
る
こ
と
で
、
旧
大
石
家
の
保
存

活
動
に
生
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
訪
れ
た
両
民
家
園
は
、
普
及
活
動
に

も
積
極
的
で
、
そ
の
点
で
も
研
修
会
は
大
変

意
義
あ
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

１
、
む
い
か
ら
民
家
園

こ
の
民
家
園
に
は
、
小
田
急
線
複
々
線
化

の
影
響
で
、
移
築
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
旧
荒

井
家
住
宅
の
母
屋
一
棟
が
建
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
平
成
３
年
に
取
り
壊
さ
れ
た
同
家
は
、

当
初
よ
り
市
民
の
保
存
運
動
に
支
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
市
民
を
中
心
と
し
た
保
存
へ
の

取
り
組
み
は
、
解
体
・
調
査
の
実
施
、
解
体

家
屋
の
部
材
保
管
、
さ
ら
に
復
原
に
際
す
る

行
政
と
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
な
ど
、
平

成
１４
年
に
開
園
す
る
ま
で
市
民
が
主
導
的
役

割
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
の
保
存
の

た
め
の
管
理
・
運
営
も
市
か
ら
委
託
さ
れ
た

「
狛
江
市
立
古
民
家
園
運
営
市
民
協
議
会
」
が

行
っ
て
い
ま
す
。
普
及
活
動
も
活
発
で
、「
民

家
園
だ
よ
り
」
な
ど
広
報
紙
の
作
成
や
、
子

ど
も
を
対
象
と
し
た
宿
泊
体
験
や
朗
読
会
を

は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
見

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
行
事
を
通
し
て
、
昔

の
狛
江
や
暮
ら
し
を
知
る
機
会
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
市
民
主
導
型
の
保
存
・
普
及

の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
「
協
議
会
」

で
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
大
変
で

し
ょ
う
が
、
多
く
の
市
民
に
親
し
ま
れ
、
幅

広
い
事
業
が
で
き
る
の
も
、
こ
の
タ
イ
プ
の

特
徴
と
い
え
そ
う
で
す
。

２
、
次
大
夫
堀
公
園
民
家
園

こ
の
民
家
園
は
、
近
く
の
岡
本
公
園
民
家

園
と
と
も
に
、
世
田
谷
区
に
よ
っ
て
管
理
・

運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
園
内
に
は
、
名
主
屋

敷
１
棟
、
民
家
２
棟
、
そ
の
他
土
蔵
・
消
防

小
屋
と
火
の
見
櫓
・
表
門
が
移
築
さ
れ
、
次

大
夫
堀
（
六
郷
用
水
）
も
再
現
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
次
大
夫
と
は
、
こ
の
あ
た
り
の
代

官
で
農
業
用
水
を
開
発
し
た
小
泉
次
大
夫
の

こ
と
で
す
。

さ
て
、
民
家
園
で
は
「
民
家
園
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
」
が
藍
染
め
・
糸
つ
む
ぎ
・
鍛
冶
・
そ

ば
打
ち
な
ど
の
民
家
園
教
室
を
行
な
い
、
そ

れ
に
伴
う
、
藍
や
綿
、
そ
ば
の
栽
培
も
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
年

中
行
事
、
子
ど
も
の
昔
遊
び
な
ど
の
行
事
が

開
催
さ
れ
、
昔
な
つ
か
し
い
遊
び
や
手
仕
事

の
体
験
を
通
し
、
来
園
者
と
民
家
園
の
掛
け

橋
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
保
存
・
管
理
は
区
で
、
普

及
活
動
は
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
託
さ
れ
た

形
と
な
っ
て
お
り
、
園
の
テ
ー
マ
で
あ
る

「
生
き
て
い
る
古
民
家
」
の
推
進
に
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

３
、
研
修
を
終
え
て

以
上
の
二
ヶ
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
役
割
が
普
及
活
動
を
中
心
に
幅
広
く
、

来
園
者
と
の
接
点
と
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

旧
大
石
家
の
場
合
、
保
存
を
主
眼
に
お
き
つ

つ
も
、
秋
の
特
別
公
開
や
年
中
行
事
な
ど
普

及
活
動
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
中

心
に
「
旧
大
石
家
住
宅
友
の
会
」
が
あ
る
わ

け
で
す
。

今
回
の
研
修
先
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
出

発
点
や
運
営
方
法
・
規
模
な
ど
の
違
い
は
あ

る
も
の
の
、
古
民
家
の
保
存
に
対
す
る
積
極

的
な
姿
勢
は
同
じ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
共

感
す
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
古
民
家
の
保
存
と

活
用
の
方
法
、
展
示
の
手
法
な
ど
も
た
い
へ

ん
興
味
深
く
見
学
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

民
家
園
が
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
め
る
、

世
代
を
越
え
た
交
流
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
る
姿
や
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
主
体
の
サ
ー

ク
ル
活
動
は
、
古
民
家
保
存
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
あ
り
方
と
し
て
、
感
じ
る
と
こ
ろ
や
手

本
と
な
る
と
こ
ろ
も
多
く
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

今
後
、
こ
の
研
修
の
成
果
を
生
か
し
、
旧
大

石
家
住
宅
友
の
会
の
活
動
に
反
映
さ
せ
て
い

け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

旧
大
石
家
住
宅
友
の
会

平
成
８
年
の
旧
大
石
家
住
宅
移
築
当
初
よ

り
区
民
を
対
象
に
保
存
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
旧

大
石
家
住
宅
友
の
会
」
を
組
織
。
住
宅
の
維

持
・
管
理
に
あ
た
る
。「
友
の
会
」
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
・
入
会
希
望
は
、
教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課
文
化
財
係
ま
で
。

「
友
の
会
」
研
修
会
報
告�

④�

むいから民家園

次大夫堀公園民家園
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町
で
見
か
け
る
お
社
は
？

町
の
片
隅
に
小
さ
な
神
社
を
見
か
け
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

江
東
区
内
に
は
富
岡
八
幡
宮
や
亀
戸
天
神

社
と
い
っ
た
有
名
な
神
社
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
他
に
も
町
会
や
個
人
が
管
理
し
て
い
る

小
さ
な
社
が
実
に
５０
以
上
も
あ
り
ま
す
。
大

き
く
わ
け
る
と
、
江
戸
時
代
、
土
地
を
拓
く

と
き
に
勧
請
し
た
も
の
と
、
町
の
一
画
に
祀

ら
れ
た
も
の
と
が
あ
り
ま
す
。

前
者
は
人
が
集
ま
り
村
が
で
き
る
と
村
の

鎮
守
と
し
て
五
穀
豊
穣
や
さ
ま
ざ
ま
な
災
害

か
ら
村
を
守
る
神
様
と
し
て
崇
め
ら
れ
ま
し

た
。
治
兵
衛
稲
荷
神
社
（
北
砂
３
―
２１
）
や

妙
法
稲
荷
神
社
（
東
砂
２
―
２
）
な
ど
が
そ

の
例
で
す
。

一
方
、
後
者
は
江
戸
周
辺
地
の
開
発
が
進

み
、
深
川
地
域
に
町
が
で
き
、
人
々
が
住
む

よ
う
に
な
る
と
、
町
の
守
り
神
と
し
て
主
に

稲
荷
社
が
祀
ら
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
牡
丹
３

―
１２
の
住
吉
神
社
は
深
川
佃
町
の
町
内
持
ち

で
あ
っ
た
こ
と
が
「
町
方
書
上
」
と
い
う
史

料
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
一
般
庶
民
の
生
活
を
見
守
る
社

で
す
が
、
こ
の
ほ
か
に
、
江
戸
時
代
に
は
大

名
や
旗
本
の
屋
敷
を
守
る
「
屋
敷
神
」
を
祀

っ
た
社
が
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に

は
現
在
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
旗
本
大
久

保
氏
の
蕎
麦
切
り
稲
荷
（
冬
木
６
付
近
）
や
、

越
後
高
田
藩
榊
原
氏
の
下
屋
敷
内
の
稲
荷
社

の
よ
う
に
庶
民
の
信
仰
を
集
め
る
社
祠
も
あ

り
ま
し
た
。

今
回
、
紹
介
す
る
の
は
津
和
野
藩
亀
井
氏

邸
内
に
祀
ら
れ
た
柿
本
人
麻
呂
社
で
す
。

津
和
野
藩
邸
内
の
人
麻
呂
社

石
見
国
津
和
野
藩
（
現
島
根
県
鹿
足
郡
津

和
野
町
）
は
、
元
和
３
年
（
１
６
１
７
）
か

ら
明
治
維
新
ま
で
、
４
万
３
千
石
の
亀
井
氏

（
外
様
大
名
）
が
治
め
た
藩
で
す
。
亀
井
氏
は

富
岡
八
幡
宮
の
南
の
一
角
（
現
牡
丹
３
・
古

石
場
２
付
近
）
に
抱か
か

え
屋
敷
を
持
っ
て
お
り
、

「
深
川
浜

ふ
か
が
わ
は
ま

屋や

敷し
き

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
抱

え
屋
敷
と
は
幕
府
か
ら
下
賜
さ
れ
た
屋
敷
地

以
外
に
、
地
元
の
百
姓
や
町
人
か
ら
借
り
上

げ
た
土
地
の
こ
と
で
す
。
亀
井
氏
が
こ
の
屋

敷
地
を
借
り
て
い
た
詳
し
い
時
期
は
よ
く
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
文
化
〜
天
保

期
（
１
８
０
４
〜
４
３
年
）
の
間
、
屋
敷
を

構
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
天
保
１４
年

（
１
８
４
３
）
の
「
江
戸
大
絵
図
」（
図
①
）

に
「
亀
井
ヲ
キ
」
と
み
え
る
の
が
こ
の
屋
敷

の
こ
と
で
す
。

こ
の
亀
井
氏
の
「
深
川
浜
屋
敷
」
に
は
柿
か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻
呂
ま

ろ

を
祀
っ
た
社
が
あ
り
ま
し
た
。
図

②
の
「
岡お
か

場ば

遊
郭
考

ゆ
う
か
く
こ
う

」
や
図
③
「
寛
天
見
聞

か
ん
て
ん
け
ん
ぶ
ん

記き

」
の
付
図
の
亀
井
氏
邸
内
に
人
麻
呂
社
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
柿
本
人
麻
呂
と
い
え
ば

持じ

統と
う

・
文も
ん

武む

天
皇
期
（
６
８
６

〜
７
０
７
年
）
に
活
躍
し
た
代

表
的
な
歌
人
で
、
後
に
歌
聖
と

称
さ
れ
た
人
物
で
す
が
、
な
ぜ

亀
井
氏
は
柿
本
人
麻
呂
を
祀
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

人
麻
呂
社
創
建
の
理
由

文
政
７
年
（
１
８
２
４
）

に
十じ
っ

方ぽ
う

庵あ
ん

敬け
い

順
じ
ゅ
ん
と
い
う
文
人
が
書
い
た
「
遊ゆ
う

歴れ
き

雑ざ
っ

記き

」
と
い
う
紀
行
文
に
人
麻
呂
社
が
創

建
さ
れ
た
理
由
や
社
殿
の
様
子
が
詳
し
く
書

か
れ
て
い
ま
す
。

創
建
の
理
由
と
し
て
敬
順
が
ま
ず
挙
げ
て

い
る
の
は
、
人
麻
呂
が
亀
井
氏
の
領
国
で
あ

る
石
見
国
の
生
ま
れ
で
郷
土
の
偉
人
で
あ
っ

た
点
で
す
。
人
麻
呂
は
大
化
改
新
（
６
４
５
）

以
後
に
生
ま
れ
、
奈
良
遷
都
（
７
１
０
）
前

後
に
没
し
ま
し
た
。
生
地
は
大
和
・
近
江
・

石
見
な
ど
の
諸
説
が
あ
り
、
遍
歴
伝
承
が
残

っ
て
い
る
た
め
、
各
地
に
墓
地
や
遺
跡
が
残

っ
て
い
ま
す
。
一
説
に
は
慶
雲
４
年
（
７
０

７
）
に
石
見
国
で
病
死
し
た
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
亀
井
氏
は
人
麻
呂
を
領
国
の
偉
人

と
し
て
顕
彰
し
た
の
で
し
ょ
う
。

も
う
１
つ
の
理
由
は
、
当
時
、
人
麻
呂
社

が
水
難
事
故
を
防
ぐ
神
様
と
し
て
崇
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
関
係
が
あ
り
ま
す
。
と
り
わ

け
、
亀
井
氏
に
は
次
の
よ
う
な
由
緒
が
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
文
化
年
間
に
亀
井
家
の
当

図①　天保14年（1843）「江戸大絵図」

図② 「岡場遊郭考」石塚豊芥子

江
東
歴
史
紀
行�
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主
矩
貞
の
り
さ
だ

が
参
勤
交
代
の
た
め
、
領
国
津
和
野

へ
向
か
う
道
中
、
駿
河
国
興お
き

津つ

（
現
静
岡
県

静
岡
市
興
津
）
の
本
陣
に
宿
泊
し
た
と
き
の

こ
と
で
す
。
矩
貞
が
寝
て
い
る
と
、
夢
枕
に

人
麻
呂
が
立
ち
、「
津
浪
が
襲
っ
て
く
る
の
で

早
く
共
触
を
出
し
て
江え

尻じ
り

ま
で
行
き
な
さ
い
」

と
の
お
告
げ
が
あ
り
ま
し
た
。
矩
貞
は
急
い

で
家
臣
た
ち
を
起
こ
し
、
江
尻
（
現
静
岡
県

静
岡
市
清
水
）
に
向
か
っ
た
と
こ
ろ
、
深
夜

に
興
津
は
津
浪
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
矩
貞
は
こ
れ
ぞ
人
麻
呂
の
神
験
だ
と

し
て
、
屋
敷
内
に
本
社
だ
け
で
な
く
拝
殿
・

絵
馬
堂
・
神
楽
堂
を
設
け
、
毎
月
１８
日
の
人

麻
呂
の
命
日
に
は
広
く
庶
民
の
参
詣
を
許
す

こ
と
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
亀
井
氏
の
「
深

川
浜
屋
敷
」
は
海
岸
沿
い
に
あ
り
、
津
浪
の

危
険
が
あ
っ
た
た
め
、
屋
敷
の
守
護
神
と
し

て
人
麻
呂
を
祀
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
津

和
野
藩
内
の
高

津
（
現
島
根
県

益
田
市
高
津
町
）

は
人
麻
呂
終
焉

の
地
と
さ
れ
、

領
内
に
お
け
る

人
麻
呂
社
の
総

社
と
さ
れ
、
現

在
で
も
地
元
の

崇
拝
を
受
け
て

い
ま
す
。

人
麻
呂
社
の
様
子
と
庶
民
の
参
詣

そ
れ
で
は
人
麻
呂
社
の
当
時
の
様
子
を
覗

い
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
亀
井
氏
邸
の
表
門
（
北
側
）
か
ら

入
っ
て
左
の
門
を
く
ぐ
り
、
数
十
歩
先
に
四

斗
樽
の
３
倍
も
あ
る
銅
製
の
手
水
鉢
が
置
か

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
傍
ら
に
は
手
拭
い
懸

け
が
あ
り
、
江
戸
の
名
だ
た
る
呉
服
商
や
吉

原
の
太
夫
、
役
者
な
ど
が
奉
納
し
た
手
拭
い

が
幾
筋
と
な
く
掛
か
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
こ
か
ら
右
手
を
数
十
歩
行
く
と
、
絵
馬

堂
と
拝
殿
が
あ
り
ま
し
た
。
絵
馬
堂
は
長
さ

４
間
×
幅
２
間
で
、
神
楽
堂
を
兼
ね
て
い
ま

し
た
。
拝
殿
は
２
間
×
３
間
で
北
向
き
に
建

ち
、
そ
の
奥
に
本
社
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
７

〜
８
寸
（
約
２３
〜
２６
cm
）
の
木
像
の
人
麻
呂

像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

人
麻
呂
社
は
本
社
、
拝
殿
か
ら
絵
馬
堂
に

至
る
ま
で
、
赤
い
光
沢
の
あ
る
瓦
で
遠
く
か

ら
も
目
立
つ
建
物
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ

の
赤
瓦
は
津
和
野
の
名
産
で
、
普
通
の
黒
瓦

よ
り
堅
く
、
水
漏
れ
も
な
い
良
品
で
し
た
。

江
戸
の
瓦
よ
り
値
段
は
張
り
ま
す
が
、
亀
井

氏
は
領
国
よ
り
こ
の
赤
瓦
を
取
り
寄
せ
、
人

麻
呂
社
に
使
っ
て
い
た
の
で
す
。

亀
井
氏
邸
の
人
麻
呂
社
は
毎
月
１８
日
に
門

を
開
き
、
広
く
一
般
庶
民
の
参
詣
を
許
し
て

い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
ま
し
た
が
、
と
り
わ

け
人
麻
呂
の
命
日
と
さ
れ
る
３
月
１８
日
に
は

「
殊
に
群
集
」
し
た
そ
う
で
す
。
拝
殿
の
左
に

は
座
敷
を
設
け
、
庭
を
眺
め
な
が
ら
休
憩
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
庭

も
自
由
に
巡
る
こ
と
が
で
き
、
南
の
方
に
あ

る
芝
山
で
は
、
男
女
は
海
上
の
絶
景
を
眺
め
、

子
供
は
「
俵
た
わ
ら

転
こ
ろ
び
」（
横
臥
し
て
山
上
か
ら
ゴ

ロ
ゴ
ロ
転
が
る
遊
び
）
や
角
力
す
も
う

や
「
追
缺
競

お
い
か
け
く
ら

」

（
追
い
駆
け
っ
こ
）
を
し
て
広
々
と
し
た
大
名

庭
園
を
満
喫
し
た
そ
う
で
す
。

屋
敷
神
の
社
に
は
珍
し
く
人
麻
呂
社
に
は

常
駐
の
神
主
が
い
ま
し
た
。
津
和
野
藩
の
藩
校

の
学
頭
（
教
授
）
大
国
隆
正
と
い
う
国
学
者
の

日
記
に
よ
れ
ば
、
隆
正
の
父
が
こ
の
人
麻
呂
社

の
神
主
を
務
め
て
お
り
、
隆
正
は
こ
の
屋
敷
で

国
学
の
勉
強
を
し
た
そ
う
で
す
。「
遊
歴
雑
記
」

に
は
筆
者
の
敬
順
が
宮
番
に
す
す
め
ら
れ
て
、

詩
を
詠
ん
で
お
り
、
文
人
が
集
い
、
交
流
し
て

い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

「
深
川
浜
屋
敷
」
と
人
麻
呂
社
の
終
焉

こ
の
よ
う
に
江
戸
の
庶
民
か
ら
信
仰
を
受

け
、
多
く
の
人
々
が
訪
れ
た
人
麻
呂
社
で
す

が
、
天
保
末
期
頃
に
亀
井
氏
邸
が
売
ら
れ
る

と
と
も
に
、
別
の
屋
敷
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

亀
井
氏
は
「
深
川
浜
屋
敷
」
を
売
っ
た
お
金

で
領
国
に
あ
る
藩
校
養
老
館
を
増
築
す
る
費

用
に
充
て
ま
し
た
。
そ
し
て
、
亀
井
氏
か
ら

こ
の
地
を
買
い
取
っ
た
の
が
、
桑
名
藩
主

（
元
白
河
藩
主
）
松
平
氏
で
す
。
松
平
氏
は
亀

井
氏
の
屋
敷
地
を
「
松
平
定
信
海は
ま

荘
や
し
き
」（
区
登

録
史
跡
）
の
敷
地
に
加
え
ま
し
た
。
定
信
海

荘
の
池
に
浮
か
ぶ
中
の
島
に
は
人
麻
呂
が
祀

ら
れ
て
お
り
、
亀
井
氏
邸
の
人
麻
呂
社
を
勧

請
し
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

亀
井
氏
の
「
深
川
浜
屋
敷
」
の
人
麻
呂
社

を
含
め
、
大
名
屋
敷
の
屋
敷
神
は
現
在
あ
ま

り
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
明
治
維
新
を
経
て
、

江
戸
か
ら
東
京
に
な
り
、
大
名
の
屋
敷
が
工

場
な
ど
に
か
わ
っ
て
い
く
過
程
で
、
こ
れ
ら

の
屋
敷
神
は
姿
を
消
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

（
文
化
財
専
門
員
　
赤
澤
春
彦
）

図③ 「寛天見聞記」

「柿本人麻呂像」
（国立国会図書館）
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な
つ
か
し
い
昭
和
３０
年
ご
ろ
の
写
真
を

集
め
て
写
真
展
を
行
い
ま
す
。

会
　
期

平
成
１８
年
２
月
１
日
（
水
）
〜
１０
日

（
金
）
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時

（
１
日
・
８
日
は
午
後
７
時
ま
で
。

１０
日
は
午
後
４
時
ま
で
）。
４
日
・

５
日
は
休
み
と
な
り
ま
す
。

会
　
場

江
東
区
役
所
２
階
区
民
ホ
ー
ル

入
場
料

無
料

開
発
が
い
ち
じ
る
し
い
江
東
区
は
、
刻
々

と
風
景
が
移
り
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
か

つ
て
親
し
ん
だ
風
景
は
、
も
う
み
な
さ
ん
の

心
の
記
憶
と
写
真
の
中
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
点
、
写
真
を
見
れ
ば
当
時
の
様
子
が
ま

た
た
く
ま
に
よ
み
が
え
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
た
め
、
文
化
財
係
で
は
昔
の
江
東
区

内
を
写
し
た
写
真
を
集
め
、
郷
土
を
知
る
た

め
の
資
料
と
し
て
保
存
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
写
真
展
の

開
催
や
写
真
集

の
出
版
を
通
し

て
、
み
な
さ
ん

に
ご
紹
介
し
、

ふ
る
さ
と
江
東

の
移
り
変
わ
り

を
ご
覧
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

昔
の
写
真
を
お
持
ち
で
す
か
？

写
真
展
に
出
品
し
て
く
だ
さ
い
！

２
月
に
予
定
し
て
い
る
こ
の
写
真
展
で
は
、

み
な
さ
ん
が

写
し
た
写
真

も
あ
わ
せ
て

ご
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、

写
真
を
撮
っ

た
当
時
の
思

い
出
も
お
寄

せ
下
さ
い
。

写
真
と
と
も
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

募
集
要
領
は
次
の
通
り
で
す
。

▼
募
集
す
る
も
の

①
昭
和
４０
年
以
前
の
江
東
区
内
を
撮
影
し

た
写
真
。

※
お
借
り
し
た
写
真
は
複
写
し
て
お
返
し

い
た
し
ま
す
。

②
写
真
を
写
し
た
当
時
の
思
い
出
（
４
０

０
字
詰
め
原
稿
用
紙
使
用
。
ワ
ー
プ
ロ

で
も
可
。
字
数
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

※
原
稿
は
お
返
し
し
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▼
応
募
方
法

区
役
所
文
化
財
係
（
６
階
１１
番
）
ま
で
持
参

あ
る
い
は
郵
送
（
宛
先
は
１
頁
参
照
）。

▼
応
募
締
切

平
成
１７
年
１１
月
１４
日
（
月
）
必
着
。

『
江
東
古
写
真
館
』
は
、
昭
和
３０
〜
４０
年

代
を
中
心
と
す
る
古
写
真
約
９０
点
を
集
め
た

写
真
集
で
す
。
映
画
館
、
都
電
、
ノ
リ
干
し
、

金
魚
池
、
田
園
、
木
場
と
い
っ
た
な
つ
か
し

い
ふ
る
さ
と
の
情
景
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

現
在
の
様
子
を
撮
っ
た
写
真
と
見
比
べ
る
こ

と
で
、
風
景
の
移
り
変
わ
り
も
わ
か
り
ま
す
。

と
く
に
開
発
い
ち
じ
る
し
い
臨
海
地
区
の
写

真
な
ど
を
ご
覧
に
な
れ
ば
、
そ
の
変
化
の
大

き
さ
に
お
ど
ろ
か
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

巻
末
に
は
資
料
編
と
し
て
、
年
表
、
人

口
・
面
積
・

物
価
の
デ
ー

タ
、
電
車
案

内
図
（
昭
和

３２
年
）
、
江

東
区
詳
図

（
昭
和
３０
年
）

な
ど
を
載
せ

ま
し
た
。
写

真
と
と
も
に

年
表
や
物
価

の
移
り
変
わ
り
を
見
る
と
、
よ
り
い
っ
そ
う

当
時
の
様
子
が
う
か
が
え
て
、
た
い
へ
ん
面

白
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
資
料
と
し
て
載
せ
た
電
車
案
内
図

は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
昭
和
３２
年

版
は
あ
ま
り
刊
行
物
に
載
っ
て
い
な
い
の
で

は
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
写
真
の
な
か
に

は
都
電
が
写
っ

て
い
る
も
の
が

何
点
か
あ
り
、

都
電
好
き
に
は

た
ま
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

本
書
を
手
に

さ
れ
、
あ
ら
た

め
て
ふ
る
さ
と

江
東
に
つ
い
て

語
り
合
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ぜ
ひ
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。

頒
布
価
格

１
０
０
０
円
（
Ａ
４
版
９６
頁
）

頒
布
場
所

文
化
財
係
（
区
役
所
６
階
）
・

広
報
広
聴
課
（
同
２
・
４
階
）
・
芭
蕉
記

念
館
・
深
川
江
戸
資
料
館
・
中
川
船
番
所

資
料
館
・
各
文
化
セ
ン
タ
ー
。

郵
送
の
場
合

現
金
書
留
に
て
、
書
名
を
明

記
し
、
現
金
１
０
０
０
円
と
切
手
３
４
０

円
（
送
料
分
）
を
文
化
財
係
宛
に
お
送
り

下
さ
い
（
宛
先
は
１
頁
に
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
）。
到
着
次
第
、
送
本
し
ま
す
。

「
区
民
が
写
し
た
ふ
る
さ
と
江
東
」�

開
催
の
お
知
ら
せ�

「
区
民
が
写
し
た
ふ
る
さ
と
江
東
」�

写
真
展�

　
昨
年
１０
月
に
刊
行
し
て
以
来
、大
好
評
の
う

ち
に
版
を
重
ね
た『
江
東

古
写
真
館
』
を
、こ
の
た

び
ご
要
望
に
お
応
え
し

て
再
増
刷
し
ま
し
た
。�

大
好
評
に
つ
き
再
び
増
刷
�


