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◎名誉都民顕彰記念特別展

不動心
～岸本忠雄（後藤祐浩）木彫の世界～

☆芭蕉記念館新展示
書の中の文化－公家の遺墨－

★江東歴史紀行
江戸前に生きる
～海苔作りを支えた道具たち～

◇文化財保護強調月間公開講演
時代の変革とひとともの
－物的証拠から探る近世・近代－

●文化財掲示板

－名誉都民顕彰記念特別展－�

　平成17年度、白河に在住の木彫刻師岸本忠雄さん（区指定無形文化財保
持者）が名誉都民として顕彰されました。これを記念して、岸本忠雄さん
の作品展を開催します。

～岸本忠雄（後藤祐浩）木彫の世界～�

会　期　２月２４日（土）～３月４日（日）�
　　　　２６日（月）休館�
時　間　午前９時～午後５時�
会　場　深川江戸資料館地階レクホール�
　　　　（江東区白河１－３－２８）�
入場無料�

■
深
川
の
後
藤

岸
本
き
し
も
と

忠た
だ

雄お

さ
ん
は
、
大
正
１４
年
に
深
川
区

（
現
江
東
区
）
に
生
ま
れ
、
昭
和
１３
年
に
明
治

尋
常
じ
ん
じ
ょ
う
小
学
校
を
卒
業
後
、
木も
く

彫
ち
ょ
う

刻こ
く

師し

の
父
太た

吉き
ち

さ
ん
の
も
と
で
修
業
を
始
め
ま
し
た
。
太

吉
さ
ん
は
、
祖
父
の
庄
し
ょ
う

吉き
ち

さ
ん
か
ら
技
術
を

学
び
ま
し
た
。

庄
吉
さ
ん
は
、
慶
応
３
年
に
深
川
に
生
ま

れ
、
西
森
下
町
（
現
森
下
１
）
に
い
た
江
戸

木
彫
刻
の
重
鎮

じ
ゅ
う
ち
ん

後ご

藤と
う

功
祐
こ
う
ゆ
う

に
学
び
、
明
治
２６

年
に
霊
岸
町
（
現
白
河
１
）
に
居
を
定
め
、

祥
雲
斎
後
藤
祐ゆ
う

正
し
ょ
う
と
号
し
て
、
仕
事
を
始
め

ま
し
た
。
後
藤
流
は
、
江
戸
時
代
か
ら
社
寺

彫
刻
を
手
が
け
た
江
戸
木
彫
刻
の
流
派
で
す
。

太
吉
さ
ん
は
、
家
業
を
継
い
で
祐
則
ゆ
う
そ
く

と
号
し

ま
し
た
。

忠
雄
さ
ん
は
、
父
太
吉
さ
ん
の
仕
事
を
見
習

い
な
が
ら
、
２
、
３
年
た
っ
た
こ
ろ
か
ら
伝

統
的
な
型
に
つ
い
て
は
下
絵
を
描
い
て
職
人

に
彫
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
、
後
藤
派
な
ら
で

は
の
構
図
を
習
得
し
ま
し
た
。
昭
和
２１
年
太

吉
さ
ん
の
死
去
に
よ
り
、
２１
才
の
若
さ
で
三

代
目
を
継
ぎ
、
祐
浩
ゆ
う
こ
う

と
号
し
ま
し
た
。

以
後
、
忠
雄
さ
ん
は
木
彫
の
技
術
を
磨
き

な
が
ら
、
南
画
、
彫
ち
ょ
う
塑そ

、
書
道
な
ど
各
方
面

の
技
法
を
学
び
、
こ
れ
ら
を
基
礎
に
技
術
の

幅
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

百
年
以
上
の
間
、
三
代
に
わ
た
っ
て
深
川

の
地
で
木
彫
刻
師
と
し
て
仕
事
を
続
け
る
岸
本

家
は
、「
深
川
の
後
藤
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
飾
り
獅
子
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展
示
室
に
は
、
７０
年
近
く
も
の
間
、
技
術

の
研
鑽
け
ん
さ
ん

に
努
め
て
き
た
忠
雄
さ
ん
の
作
品
が
、

１
０
０
点
近
く
も
展
示
さ
れ
ま
す
。
ど
う
ぞ
、

ご
ゆ
っ
く
り
と
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

＊
　
＊
　
＊
　
＊

■
技
の
公
開

２
月
２４
日
（
土
）
・
２５
日
（
日
）、
３
月
３

日
（
土
）
・
４
日
（
日
）
午
前
１０
時
〜
１１
時

３０
分
の
間
、
午
後
２
時
〜
３
時
３０
分
の
間
に

行
い
ま
す
。
江
戸
木
彫
刻
の
技
を
間
近
に
ご

覧
い
た
だ
け
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

■
体
験
・
干
支

え

と

の
字
を
彫
っ
て
み
よ
う

原
則
と
し
て
「
技
の
公
開
日
」
に
随
時
行

い
ま
す
。
教
材
費
千
円
が
か
か
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
（
イ
ー
ゼ
ル
は
付
き
ま
せ

ん
）。
申
込
み
は
直
接
会
場
に
て
。

■
木
彫
刻

木
彫
刻
師
は
、
江
戸
時
代
の
宮
大
工
に
伝

わ
る
木
彫
の
技
術
が
発
展
、
分
業
し
て
独
立

し
た
も
の
で
す
。

木
彫
刻
は
、
次
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

①
立
体
彫
刻
（
仏
像
、
置
物
飾
り
）

②
厚
肉
彫
刻
（
社
寺
建
築
の
欄ら
ん

間ま

・
木き

鼻ば
な

な

ど
、
洋
風
建
築
の
飾
り
彫
刻
）

③
薄
肉
そ
の
他
の
彫
刻
（
神し
ん

輿よ

な
ど
の
附
属

彫
刻
、
調
度
品
の
装
飾

そ
う
し
ょ
く
、
装
飾
用
具
な
ど
）

技
法
と
し
て
は
、
象
眼
ぞ
う
が
ん

彫ぼ

り
（
レ
リ
ー
フ

彫
り
）、
透す

か
し
彫
り
、
筋
彫
り
、
丸
彫
り
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
一
般
住
宅
で
は
、
数
寄
屋

す

き

や

建
築
の
も
の
が
多
く
、
深
川
で
は
江
戸
趣
味

的
な
軽
快
な
彫
刻
が
好
ま
れ
る
と
の
こ
と
で

す
。
明
治
以
降
は
、
洋
風
木
彫
の
技
法
も
取

り
入
れ
ら
れ
、
忠
雄
さ
ん
が
手
が
け
た
旧
最

高
裁
判
所
や
法
務
省
赤
レ
ン

ガ
棟
資
料
室
、
ホ
テ
ル
ニ
ュ

ー
オ
ー
タ
ニ
内
の
ト
ゥ
ー
ル

ダ
ル
ジ
ャ
ン
東
京
店
の
内
装

彫
刻
（
下
段
写
真
）
に
そ
の

技
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
作
業
工
程

①
構
想
・
下
絵
書
き

自
ら
下
絵
を
書
き
ま

す
。作
品
の
良
否
に
深
く
関
わ
る
た
め
、時
間

を
か
け
て
じ
っ
く
り
と
構
想
を
練
り
ま
す
。

②
選
別
・
墨
付
け

作
品
の
種
類
・
用
途
に

応
じ
て
適
材
を
選
び
、
材
に
大
体
の
大
き

さ
を
墨
で
記
し
ま
す
。

③
木
取
り

下
絵
の
寸
法
に
合
わ
せ
、
不
要

な
部
分
を
鋸
の
こ
ぎ
り
で
切
り
、
図
付
け
の
し
や
す

い
よ
う
に
鉋か
ん
な
で
き
れ
い
に
削け
ず

り
あ
げ
ま
す
。

④
図
付
け

木
取
り
し
た
材
に
、
下
絵
を
直
接

素そ

描び
ょ
う
す
る
か
、
複
写
紙
に
よ
り
写
し
ま
す
。

⑤
荒
ご
し
ら
え

図
付
け
し
た
線
に
も
と
づ

い
て
、
不
要
な
部
分
を
余
裕
を
も
っ
て
鋸
、

鑿の
み

で
丁
寧
に
欠
き
落
と
し
ま
す
。
こ
の
時

点
で
作
品
の
形
が
粗あ
ら

く
出
来
上
が
り
ま
す
。

⑥
荒
彫
り

形
を
整
え
て
い
き
、
作
品
を
大

ま
か
に
作
り
出
し
て
い
き
ま
す
。

⑦
中
彫
り

ほ
ぼ
形
が
出
来
上
が
る
ま
で
、

鑿
や
小
道
具
で
彫
り
進
め
な
が
ら
、
木
目

の
線
を
美
し
く
出
し
て
い
き
ま
す
。

⑧
仕
上
げ
彫
り

小
道
具
な
ど
で
細
部
ま
で
丁

寧
に
削
っ
て
い
き
ま
す
。
汚
れ
や
傷
を
つ

け
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
す
。
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芭
蕉
記
念
館
で
は
、
十
二
月
二
十
一
日

（
木
）
か
ら
四
月
二
十
二
日
（
日
）
ま
で
「
書
の

中
の
文
化
―
公
家
の
遺
墨
―
」
と
「
芭
蕉
の

人
生
と
旅
」
の
二
本
の
展
示
を
同
時
開
催
し

て
い
ま
す
。

■
和
歌
の
起
源
と
書
の
成
立

和
歌
は
五
音
と
七
音
を
基
本
と
す
る
日
本

の
定
型
詩
で
、
短
歌
・
長
歌
・
旋せ

頭ど
う

歌か

な
ど

の
総
称
で
す
。
連
歌
・
俳
諧
・
近
代
詩
・
歌

謡
は
含
み
ま
せ
ん
。
い
つ
ど
う
し
て
和
歌
が

生
ま
れ
た
の
か
は
判
然
と
し
ま
せ
ん
が
、
七

八
三
年
頃
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
現
存
最
古

の
歌
集
『
万
葉
集
』
に
は
漢
詩
四
首
以
外
は

全
て
短
歌
・
長
歌
な
ど
の
和
歌
が
収
録
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
の
貴
族
に
は
漢
詩
文
に

対
す
る
日
本
の
文
芸
と
し
て
和
歌
が
認
識
さ

れ
て
い
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

や
が
て
紙
に
筆
で
文
字
を
書
き
付
け
る
行

為
が
盛
ん
に
な
る
と
、
文
字
を
覚
え
て
整
っ

た
形
で
書
く
た
め
に
習
字
が
行
わ
れ
、
美
し

い
文
字
の
書
状
や
書
籍
な
ど
が
手
本
と
し
て

用
い
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
文
字
の
美
を
造

形
芸
術
と
す
る
「
書し
ょ

」
の
概
念
が
中
国
か
ら

日
本
に
も
入
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の

中
で
和
歌
も
多
く
の
人
の
筆
で
あ
ら
わ
さ
れ

残
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

■
「
古
筆
」
と
「
短
冊
」

「
古こ

筆ひ
つ

」
と
は
古
人
の
筆
跡
を
い
い
ま
す

が
、
狭
義
で
は
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に

か
け
て
の
書
の
名
品
を
指
し
ま
す
。
そ
の
多

く
は
『
古
今
和
歌
集
』
な
ど
の
歌
集
で
巻
子

や
冊
子
の
形
で
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
古

筆
が
茶
道
の
床
掛
と
し
て
採
用
さ
れ
、
特
に

桃
山
時
代
の
茶
の
湯
流
行
の
際
に
盛
ん
に
用

い
ら
れ
る
と
、
そ
の
多
く
は
裁
断
さ
れ
て
掛

軸
な
ど
の
形
に
仕
立
て
る
よ
う
に
な
り
、
収

集
す
る
人
々
も
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

一
方
、
短
冊
は
室
町
時
代
か
ら
歌
会
で
よ

く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
小
さ

く
扱
い
や
す
い
大
き
さ
だ
っ
た
の
で
、
多
く

は
形
状
を
変
え
る
こ
と
な
く
残
さ
れ
ま
し
た
。

古
筆
が
掛
物
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
は
、

古
筆
そ
れ
自
体
が
鑑
賞
に
耐
え
る
名
筆
で
あ

る
こ
と
と
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
和
歌
が
茶
道

な
ど
で
重
視
す
る
季
節
や
自
然
の
豊
か
な
内

容
を
含
ん
で
い
た
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

短
冊
も
こ
れ
と
同
じ
理
由
で
珍
重
さ
れ
て
き

た
の
で
し
ょ
う
。

■
今
回
の
展
示

「
書
の
中
の
文
化
―
公
家
の
遺
墨
―
」
展

で
は
、
当
館
の
所
蔵
資
料
の
中
か
ら
、
中
世

か
ら
近
世
ま
で
の
公
卿
や
皇
族
の
手
と
し
て

伝
え
ら
れ
た
書
を
展
示
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は

先
に
記
し
た
よ
う
な
経
緯
で
収
集
さ
れ
、
今

日
ま
で
残
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
資
料
で

す
。
歌
学
の
家
で
あ
る
冷
泉
家
に
生
ま
れ
た

下
冷
泉
持
為

し
た
れ
い
ぜ
い
も
ち
た
め

の
筆
と
伝
え
ら
れ
る
古
筆
切
、

学
芸
に
秀
で
た
天
皇
と
し
て
知
ら
れ
る
後ご

水み
ず

尾の
お

天
皇
て
ん
の
う

の
筆
と
伝
え
ら
れ
る
和
歌
色
紙
、
幕

末
維
新
の
動
乱
期
に
名
を
残
し
た
東
ひ
が
し
久
世
く

ぜ

通み
ち

禧と
み

、
明
治
天
皇
外
祖
父
の
中
山
な
か
や
ま

忠た
だ

能や
す

な
ど
、

書
や
歌
に
す
ぐ
れ
た
実
績
を
残
す
人
や
、
歴

史
上
の
著
名
人
な
ど
が
和
歌
を
記
し
た
書
を

展
示
し
ま
す
。

日
本
で
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
形
の
詩

で
あ
る
和
歌
、
そ
れ
を
長
く
育
ん
で
き
た
公

家
と
、
形
と
し
て
残
し
て
き
た
書
の
文
化
を

堪
能
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
同
時
開
催
の
「
芭
蕉
の
人
生
と
旅
」

展
で
は
、
和
歌
と
も
に
日
本
の
伝
統
的
な
定

型
詩
で
あ
る
俳
諧
の
最
も
著
名
な
作
者
で
あ

る
芭
蕉
の
一
生
を
辿
り
な
が
ら
、「
辛
崎
の
」

句
短
冊
や
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
数
種
類
あ

る
版
本
な
ど
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ

わ
せ
て
ご
見
学
く
だ
さ
い
。（
早
田
美
智
代
）

伝
下
冷
泉
持
為
筆
　
詞
花
集
切

伝後水尾天皇筆「雪ふれば」歌色紙

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（
祝
日
の
場
合
は
翌
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
芭
蕉
記
念
館
�

江
東
区
常
盤
１
―
６
―
３
�

1
０
３（
３
６
３
１
）１
４
４
８
�

（
右
）中
山
忠
能
筆「
門
ご
と
に
」歌
短
冊

（
左
）東
久
世
通
禧
筆「
に
ほ
鳥
の
」歌
短
冊

（
歌
に
は
「
す
み
だ
が
は
（
隅
田
川
）」
が
詠
み
こ

ま
れ
て
い
る
。）
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海
苔
は
古
代
か
ら
食
べ
ら
れ
て
い
た
食
物

で
す
。
ぬ
る
ぬ
る
し
た
状
態
を
表
す
「
ぬ
ら
」
と

い
う
言
葉
が
な
ま
っ
て
、「
の
り
」
に
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
初
、
人
々
は
海
辺
に
た

だ
よ
う
海
苔
を
自
然
採
取
し
て
い
ま
し
た
が
、

江
戸
時
代
に
な
る
と
人
工
的
に
海
苔
が
生
育

す
る
環
境
を
作
り
出
し
、
生
産
を
は
か
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
養
殖
の
開
始
時
期
に
は
諸
説

あ
り
ま
す
が
、
享
保
年
間
（
１
７
１
６
〜
１
７

３
６
）
に
は
品
川
・
大
森
で
行
わ
れ
て
い
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
江
東
区
で
は
明
治
１９
年
に
深

川
・
砂
村
で
養
殖
が
始
ま
り
、
漁
師
の
生
活
を

支
え
る
産
業
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
は
ア
サ
ク

サ
ノ
リ
と
い
う
品
種
が
養
殖
の
対
象
で
、
養
殖

の
技
法
と
道
具
類
は
品
川
・
大
森
か
ら
伝
わ

り
ま
し
た
。
昭
和
３７
年
の
漁
業
権
放
棄
に
よ
っ

て
、
海
苔
養
殖
の
歴
史
に
幕
を
閉
じ
る
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
道
具
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今

回
は
そ
の
よ
う
な
道
具
類
を
中
心
に
東
京
湾

の
海
苔
養
殖
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

ヒ
ビ
と
振
り
棒
（
又
棒
）

江
戸
時
代
か
ら
海
苔
養
殖
は
、
冬
に
な
る
と

浅
瀬
に
ソ
ダ
木
（
ヒ
ビ
）
を
立
て
て
、
そ
こ
に
海

水
を
浮
遊
し
て
い
る
海
苔
の
胞
子
を
付
着
さ

せ
、
葉
状
に
成
長
す
る
の
を
待
ち
、
採
取
す
る
と

い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
浅
瀬
に
木

の
枝
や
竹
笹
で
囲
い
を
作
り
、
捕
獲
し
た
魚
を

生
か
し
て
お
く
生い
け

簀す

（
網
ソ
ダ
）
に
海
苔
が
つ

く
の
を
見
て
、
養
殖
を
思
い
つ
い
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
、
将
軍
家
へ
献
上
す
る
魚
を
入

れ
て
お
く
「
日
々
ひ

び

網あ
み

麁
朶
そ

だ

」
と
い
う
生
簀
だ
っ
た

の
で
、
養
殖
資
材
を
ヒ
ビ
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
（
宮
下
章
『
海

苔
』）。
ヒ
ビ
に
は
、
ク
リ
・
ナ
ラ
・
カ
シ
・
シ

イ
な
ど
の
枝
や
竹
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
ヒ
ビ
を
立
て
る
た
め
に
使
う
道
具
が
振

り
棒
で
す
。
Ｙ
字
型
の
棒
の
先
に
尖
っ
た
金
具

を
つ
け
た
器
具
で
、
上
部
の
腕
を
に
ぎ
り
、
分
岐

部
に
足
を
乗
せ
、
体
重
を
利
用
し
な
が
ら
穴
を

あ
け
、
ヒ
ビ
の
根
元
を
差
し
込
み
ま
す
。
海
が
深

い
と
こ
ろ
で
は
、
海
苔
下
駄
を
は
き
、
高
さ
を
補

い
ま
し
た
。
振
り
棒
も
柄
の
長
さ
や
先
端
の
金

属
部
分
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
深
さ

に
応
じ
た
組
み
合
わ
せ
で
使
用
し
ま
し
た
。

昭
和
に
入
る
と
、
支
柱
を
立
て
、
網
を
張
り

込
む
方
法
へ
次
第
に
か
わ
り
ま
し
た
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
漁
師
の
経
験
と
勘
を
頼
り
に
ヒ
ビ

を
立
て
、
海
苔
の
生
長
を
待
つ
し
か
な
か
っ
た

の
で
、「
運う
ん

草ぐ
さ

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和

２４
年
に
海
苔
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
解
明
さ

れ
、
現
在
は
人
工
的
に
海
苔
の
胞
子
を
増
殖
し

て
網
ヒ
ビ
に
付
着
さ
せ
る
方
法
が
取
ら
れ
て

い
ま
す
。

べ
か
船

べ
か
船
と
は
江
東
区
を
は
じ
め
、
東
京
湾
全

域
で
見
ら
れ
た
一
人
乗
り
用
の
木
造
船
で
す
。

海
上
で
海
苔
を
摘
み
取
る
際
に
活
躍
し
ま
し

た
。
漁
業
で
使
う
船
の
中
で
も
、
最
も
小
型
で

軽
い
の
で
す
が
、
櫓
で
も
櫂
で
も
帆
で
も
航
行

で
き
ま
し
た
。
木
・
竹
の
ヒ
ビ
か
ら
海
苔
を
収

穫
す
る
と
き
は
、
櫂
を
ヒ
ビ
の
き
わ
に
突
き
立

て
、
片
手
で
櫂
の
柄
を
握
り
安
定
さ
せ
、
身
を

乗
り
出
し
て
素
手
で
摘
み
取
り
、
ザ
ル
に
入
れ

ま
し
た
。
べ
か
船
は
船
尾
を
先
に
し
て
航
行
す

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
収
穫
時
に
狭
い
海
苔

ヒ
ビ
の
柵
間
を
移
動
す
る
際
に
便
利
で
し
た
。

海
苔
採
り
専
用
の
も
の
と
、
海
苔
・
貝
採
取
兼

用
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
大
き
さ
は
海
苔
採

り
専
用
の
船
で
長
さ
１５
尺
（
約
４
・
５
ｍ
）、
幅

３
尺
（
９０
ｃｍ
）、
兼
用
だ
と
長
さ
が
１６
尺
（
約

４
・
８
ｍ
）、
幅
３
尺
１
寸
５
分
（
約
９５
ｃｍ
）
あ

り
、
兼
用
の
も
の
は
海
苔
採
り
専
用
の
船
よ
り

船
底
板
が
少
し
厚
め
に
で
き
て
い
ま
し
た
。
船

底
板
（
シ
キ
）
と
側
板
（
ウ
ワ
ダ
ナ
）
の
接
合
部

分
（
カ
ジ
キ
）
に
凹
凸
が
で
な
い
よ
う
工
夫
さ

れ
て
い
ま
す
（
図
参
照
）。
こ
の
技
法
は
「
ノ
ッ

ケ
作
り
」と
言
い
、普
通
の
和
船
は「
ワ
キ
ズ
ケ
」

と
い
う
技
法
で
作
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
海

苔
採
り
作
業
中
に
船
体
が
海
苔
ヒ
ビ
の
枝
に

ひ
っ
か
か
ら
な
い
よ
う
、
ノ
ッ
ケ
と
い
う
技
法

を
用
い
ま
し
た
。

写
真
の
船
は
深
川
の
漁
師
が
実
際
に
使
用

し
て
い
た
も
の

で
、
海
苔
採
り

用
の
船
で
し

た
。「
べ
か
」
と

い
う
名
称
の
語

源
で
す
が
、
①

べ
か
船
を
手
で

強
く
押
す
と

「
ぺ
こ
ぺ
こ
」
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、「
ぺ
こ
」
と
い
う
呼
び
名
が
生

ま
れ
、
そ
れ
が
次
第
に
な
ま
っ
て
「
べ
か
」
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
②
「
ぶ
っ
く
れ
船
」
と
い

う
呼
び
名
が
縮
め
ら
れ
て
べ
か
船
と
な
っ
た
。

③
船
板
の
極
端
に
薄
い
ぺ
か
ぺ
か
光
る
船
が

登
場
し
、
そ
れ
が
「
べ
か
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

ウワダナ�

ウワダナ�

ノッケ�

カジキ�

カジキ�

シキ�

シキ�

←�

ノッケ作り�

ワキズケ�

ノッケとワキズケ
（浦安市教育委員会『浦安のベカ船』） べか船（江東区教育委員会所蔵）

ヒビを立てる
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に
な
っ
た
。
④
一
番
小
さ
い
と
い
う
意
味
の

「
部
下
船
（
ブ
カ
ブ
ネ
）」
を
べ
か
船
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
、
な
ど
の
説
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

「
べ
か
」
と
い
う
言
葉
に
「
薄
い
」「
軽
い
」
と
い

っ
た
意
味
が
あ
る
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

（
浦
安
市
郷
土
博
物
館
『
浦
安
の
ベ
カ
船
』）。

乾
海
苔
作
り
に
使
う
道
具
類

現
在
の
よ
う
な
紙
状
の
乾
海
苔
は
、
享
保
年

間
以
降
に
登
場
し
た
と
さ
れ
、
浅
草
で
延
宝
年

間
（
１
６
７
３
〜
１
６
８
１
）
も
し
く
は
天
和

年
間
（
１
６
８
１
〜
１
６
８
４
）
に
始
ま
っ
た

漉す
き

返か
え

紙し

と
い
う
再
生
紙
の
製
造
に
ヒ
ン
ト
を

得
て
海
苔
の
抄
製
を
開
発
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
漉
返
紙
は
古
紙
を
水
に
さ
ら
し
て

砕
き
、
水
溶
状
に
し
た
原
料
を
入
れ
た
桶
の
中

へ
木
枠
を
の
せ
た
簀
を
入
れ
、
抄す

い
て
作
り
ま

す
。
海
苔
も
同
様
に
、
水
槽
の
中
に
細
か
く
刻

ん
だ
生
海
苔
を
入
れ
、
型
枠
を
上
置
き
し
た
簀

を
中
へ
浸
し
、
水
に
浮
く
海
苔
が
簀
上
に
む
ら

な
く
の
る
よ
う
に
、
簀
を
水
平
に
何
度
も
動
か

し
ま
す
。
海
苔
が
ま
ん
べ
ん
な
く
の
っ
た
と
こ

ろ
で
、
水
中
か
ら
引
き
上
げ
、
枠
を
取
り
外
し

て
、
水
を
切
り
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
こ
の
方
法
は

「
家あ

鴨ひ
る

付
け
」
と
い
い
ま
す
が
、
文
政
年
間
（
１

８
１
８
〜
１
８
３
０
）
に
「
投
げ
付
け
」
と
い
う

方
法
が
生
み
出
さ
れ
て
か
ら
は
、
次
第
に
衰
微

し
て
い
き
ま
す
。
投
げ
付
け
は
流
し
台
の
ス
ノ

コ
の
上
に
お
い
た
海
苔
簀
に
型
枠
を
あ
て
、
水

で
溶
い
た
海
苔
を
升
で
す
く
っ
て
投
げ
付
け

る
よ
う
に
流
し
こ
む
方
法
で
す
（
絵
を
参
照
）。

簀
の
上
に
む

ら
な
く
海
苔

を
広
げ
る
に

は
、
高
度
な
技

術
が
必
要
で

し
た
が
、
海
苔

を
淡
水
中
に

置
く
時
間
が

少
な
い
の
で
、
家
鴨
付
け
の
製
品
よ
り
香
り
よ

く
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

江
東
区
で
も
投
げ
付
け
に
よ
る
製
造
が
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
千
葉
か
ら
「
ツ
ケ
」
と
呼
ば

れ
る
出
稼
ぎ
の
海
苔
職
人
を
雇
い
、
彼
ら
が
海

苔
抄
き
を
し
ま
し
た
。
慣
れ
て
い
る
人
で
あ
れ

ば
、
１
時
間
で
２
５
０
〜
３
０
０
枚
ほ
ど
作
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
抄
い
た
海
苔
を
量
産
す

る
た
め
に
は
、
た
く
さ
ん
の
海
苔
簀
が
必
要
で

す
。
河
原
に
自
生
す
る
ヨ
シ
を
刈
り
取
り
、
天

日
で
乾
燥
さ
せ
た
も
の
を
編
ん
で
作
り
ま
し

た
。
海
苔
簀
の
良
否
は
乾
海
苔
の
品
質
に
も
影

響
す
る
の
で
、
簀
作
り
は
夏
場
に
行
う
大
切
な

仕
事
で
し
た
。

海
苔
乾
し
枠
（
台
）

抄
い
た
海
苔
は
天
日
で
１
日
乾
燥
し
ま
す
。

最
初
に
裏
を
乾
し
、
後
で
海
苔
が
つ
い
て
い
る

表
側
を
乾
し
て
、
光
沢
を
つ
け
ま
し
た
。
天
気
の

よ
い
日
は
ピ
シ
ピ
シ
と
海
苔
の
乾
く
音
が
し

て
、「
海
苔
が
鳴
く
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
冬
期

に
耕
地
へ
乾
し
台
を
仮
設
す
る
方
法
は
台
乾
し

と
い
い
ま
し
た
。
丸
太
を
一
間
（
約
１
・
８
ｍ
）

く
ら
い
の
間
隔
に
立
て
て
、
竹
を
渡
し
て
縄
で

し
ば
り
、
そ
こ
へ
藁
を
つ
け
て
す
だ
れ
を
あ
て

固
定
し
、
台
を
作
り
ま
す
。
こ
の
台
へ
海
苔
簀
を

並
べ
て
目
串
で
固
定
し
ま
す
。
こ
の
方
法
は
雨

天
時
の
取
り
入
れ
に
手
間
ど
る
と
い
う
欠
点
が

あ
り
、
障
子
の
桟
状
の
木
枠
を
使
っ
た
枠
乾
し

と
い
う
方
法
も
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
木
枠
は
移
動
が
簡
単
で
台
乾
し
よ
り
場
所

を
と
ら
な
い
の
で
、
戦
後
に
普
及
し
た
ス
ト
ー

ブ
を
そ
な
え
つ
け
た
乾
燥
小
屋
で
も
活
躍
し
ま

し
た
。
そ
れ
で
も
、
屋
外
で
場
所
を
確
保
す
る
の

は
な
か
な
か
大
変
だ
っ
た
よ
う
で
、
江
東
区
に

は
南
砂
の
都
電
線
路
上
を
使
っ
た
海
苔
乾
し
の

写
真
が
残
っ
て
い
ま
す
。
乾
燥
し
た
後
の
取
り

入
れ
が
遅
れ
る
と
、
海
苔
が
割
れ
て
し
ま
う
の

で
手
早
く
取
り
込
み
ま
し
た
。
乾
い
た
海
苔
が

つ
い
て
い

る
面
を
下

に
し
て
、

は
が
し
板

で
海
苔
を

押
さ
え
、

簀
か
ら
は
が

し
て
束
ね
、
出

荷
に
そ
な
え

ま
し
た
。

現
在
は
機

械
の
導
入
に

よ
っ
て
、
作
業

時
間
が
大
幅

に
短
縮
し
、
一

定
の
品
質
の
海
苔
を
大
量
に
作
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
大
量
生
産
を
可
能
に
す
る
技
術

の
進
歩
に
よ
り
、
価
格
も
安
く
な
り
、
か
つ
て

は
高
級
品
と
い
わ
れ
て
い
た
海
苔
も
私
た
ち

に
と
っ
て
、
身
近
な
存
在
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
身
近
に
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
過
程
で
生
み
出
さ
れ
た
の
か
、
あ
り
が

た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
少
し
ず
つ

薄
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
海
苔
も

海
を
構
成
す
る
大
切
な
生
き
物
の
ひ
と
つ
で

す
が
、
現
在
は
病
害
に
強
い
ス
サ
ビ
ノ
リ
と
い

う
品
種
が
養
殖
さ
れ
て
お
り
、
現
在
ア
サ
ク
サ

ノ
リ
は
絶
滅
危
惧
種
に
な
っ
て
い
ま
す
。
江
東

区
の
漁
業
は
終
わ
り
ま
し
た
が
、
東
京
湾
で
も

船
橋
や
行
徳
、
富
津
な
ど
を
中
心
に
海
苔
養
殖

が
続
い
て
い
ま
す
。
自
然
の
恩
恵
で
あ
る
豊
か

な
漁
場
を
未
来
へ
残
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ

か
ら
も
一
層
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

（
中
川
船
番
所
資
料
館
　
赤
尾
奈
津
子
）

海苔抄きに使う道具類（浦安市郷土博物館所蔵）

海苔乾し枠
（浦安市郷土博物館所蔵）

南砂2丁目の都電路線上で行っていた海苔乾し（昭和30年ごろ）

海苔抄き
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は
じ
め
に

江
戸
時
代
を
対
象
と
し
た
近
世
考
古
学
は
、

こ
こ
２０
年
の
間
に
、
従
来
の
江
戸
時
代
像
に

極
め
て
豊
か
な
彩
り
を
添
え
る
ほ
ど
の
成
果

を
上
げ
て
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
地
域
史

の
解
明
に
と
っ
て
、
不
可
欠
な
研
究
分
野
と

な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
一
方
で
、
近
世
考
古
学
に
基
づ
く
発

掘
調
査
、
と
り
わ
け
首
都
東
京
で
展
開
し
て

い
る
近
世
都
市
江
戸
関
連
遺
跡
の
調
査
は
、

学
問
と
は
些
か
か
け
離
れ
た
、
社
会
的
な
問

題
を
生
ん
で
い
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
一
つ
に
調
査
費
の
問
題
、
一
つ

に
出
土
遺
物
の
保
管
問
題
で
す
。
特
に
後
者

に
つ
い
て
は
深
刻
で
、
文
化
庁
は
平
成
１２
年

度
の
文
化
財
保
護
法
改
定
に
際
し
、
一
部
の

出
土
遺
物
の
廃
棄
を
容
認
す
る
方
針
に
踏
み

切
り
ま
し
た
。

こ
の
出
土
遺
物
の
廃
棄
問
題
は
、
実
は
他

の
文
化
財
の
保
護
、
保
全
問
題
に
も
何
ら
か

の
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と
考
え
ら
れ
ま

す
。そ

こ
で
今
回
は
、
主
と
し
て
近
世
か
ら
近

代
の
時
代
の
変
革
期
に
関
わ
る
人
間
模
様
を

表
象
す
る
物
的
証
拠
の
保
護
、
保
全
活
動
の

実
務
例
を
題
材
に
、
こ
れ
か
ら
の
文
化
財
保

護
を
考
え
て
み
ま
す
。

１．

釜
七
、
東
へ
―
江
戸
・
東
京
産
業
考

古
学
事
始

寛
永
１７
年
（
１
６
４
０
）、
独
り
の
若
者
が

故
郷
を
後
に
し
ま
し
た
。
名
を
田
中
七
右
衛

門
知
次
と
い
い
、
元
和
２
年
（
１
６
１
６
）

鋳
物
師

い

も

じ

田
中
定
次
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
ま

し
た
。
こ
の
時
知
次
は
齢
２５
、
知
次
の
故
郷

は
近
江
国
辻
村
、
現
在
の
滋
賀
県
栗
東
り
っ
と
う

市
で

し
た
。
さ
て
、
江
戸
へ
下
向
し
た
知
次
は
、

芝
田
町
五
丁
目
（
現
港
区
三
田
３
丁
目
）
に

金
屋
を
開
き
ま
し
た
。
釜
七
の
興
り
で
す
。

知
次
の
操
業
開
始
後
、
兄
左
次
兵
衛
が
江

戸
へ
下
り
合
流
し
ま
す
。
１０
年
ほ
ど
後
に
、

二
人
の
従
弟
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
、
知
次
、
佐

次
兵
衛
の
下
で
鋳
造
業
を
学
び
ま
し
た
。
そ

の
う
ち
の
一
人
、
安
左
衛
門
（
後
の
太
田
六

右
衛
門
）
が
深
川
大
嶋
村
で
釜
六
を
興
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。

万
治
元
年
（
１
６
５
８
）、
金
屋
近
く
を
火

元
と
す
る
火
災
が
発
生
、
火
を
多
用
す
る
釜

七
に
出
火
元
の
疑
惑
が
か
け
ら
れ
ま
す
。
こ

の
時
期
、
芝
田
町
付
近
で
は
市
街
地
化
が
進

み
、
操
業
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
て

も
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
知
次
ら
は
転
地
を
計

画
し
、
ま
ず
高
輪
ゆ
る
ぎ
橋
辺
（
現
品
川
区

北
品
川
）
に
借
地
し
ま
す
が
、
舟
運
に
不
便

で
、
材
料
の
調
達
や
製
品
の
搬
出
が
思
う
よ

う
に
い
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
た
な
操

業
地
を
探
し
求
め
ま
す
。

一
方
、
安
左
衛
門
は
、
こ
の
火
災
を
機
に
深

川
大
嶋
村
の
百
姓
地
を
手
に
入
れ
、
そ
こ
で
操

業
を
開
始
し
ま
し
た
。
釜
六
で
す
。
あ
る
時
、
深

川
大
嶋
村
に
足
を
運
ん
だ
知
次
は
、
こ
の
地
が

“吹
き
”
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
、
釜
六
の
隣
地

を
入
手
し
、
金
屋
を
移
転
し
ま
す
。
万
治
２
年

（
１
６
５
９
）
の
こ
と
で
し
た
。

平
成
１４
年
、
港
区
教
育
委
員
会
は
、
芝
田

町
五
丁
目
屋
敷
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
行
い
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
１７
世
紀
中
葉
か
ら
後
葉

（
１
期
）
、
１７
世
紀
後
葉
か
ら
１８
世
紀
前
葉

（
２
期
）、
１８
世
紀
中
葉
（
３
期
）、
１８
世
紀
後

葉
か
ら
１９
世
紀
（
４
期
）
に
区
分
で
き
る
遺

構
・
遺
物
群
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中

に
、
複
数
の
炉
跡
と
多
量
の
鋳
造
関
係
遺
物

が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

炉
跡
は
、
１
期
か
ら
３
期
に
渡
る
遺
構
群

の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
知
次
が

芝
で
操
業
を
開
始
し
た
寛
永
１７
年
（
１
６
４

０
）
か
ら
、
こ
の
地
の
金
屋
が
閉
じ
ら
れ
た

江
戸
時
代
後
期
ま
で
の
時
期
で
す
。
家
伝
等

に
よ
る
と
、
釜
七
の
経
営
権
は
釜
七
の
直
系

筋
か
ら
縁
戚
筋
に
移
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
そ

の
時
期
は
不
詳
で
す
が
、
経
営
権
の
移
転
後

は
、
日
本
橋
小
網
町
を
店
と
し
、
深
川
大
嶋

村
で
製
造
を
続
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
頃
に
、
芝
田
町
五
丁
目
の
地
所
が
片
付

け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

２．
一
藩
主
の
近
世
・
近
代
―
仏
か
ら
神
へ

天
保
元
年
（
１
８
３
０
）
に
佐
賀
藩
１０
代

藩
主
に
就
い
た
鍋
島
な
べ
し
ま

直
正
な
お
ま
さ

（
号
閑
叟
か
ん
そ
う

）
は
、

藩
の
財
政
建
て
直
し
に
乗
り
出
す
と
と
も
に
、

藩
政
改
革
を
断
行
し
ま
し
た
。
そ
の
傍
ら
、

西
洋
の
文
物
に
も
高
い
関
心
を
抱
き
、
新
た

な
技
術
の
積
極
的
な
導
入
を
進
め
て
い
き
ま

し
た
。
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明
治
４
年
（
１
８
７
１
）
１
月
１８
日
、
体

調
を
崩
し
て
い
た
直
正
は
、
５７
年
の
人
生
に

幕
を
下
ろ
し
ま
し
た
。
没
後
、
江
藤
新
平
ら

重
臣
た
ち
は
葬
儀
の
在
り
方
に
つ
い
て
議
論

を
行
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
旧
大
名
家
で
は

初
め
て
の
神
葬
祭
が
執
り
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

墓
所
に
は
、
麻
布
の
抱
屋
敷
が
選
定
さ
れ
ま

し
た
。

さ
て
、
こ
の
墓
所
（
麻
布
墓
所
）
に
造
営

さ
れ
た
墳
墓
は
５
基
で
し
た
。
鍋
島
直
正
、

正
室
・
盛
姫
（
国
子
）、
後
室
・
筆
姫
（
建
子
）、

孫
・
直
英
、
そ
し
て
陪
臣
ば
い
し
ん

の
古
川
与
一
で
す
。

こ
れ
ら
の
墳
墓
は
、
規
模
の
差
こ
そ
あ
れ
同

種
の
上
部
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ

る
土
饅
頭
で
、
あ
た
か
も
円
墳
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
形
状
で
す
。

直
正
の
遺
体
は
二
重
の
木
棺
に
収
め
ら
れ

ま
し
た
。
外
棺
は
、
幅
９７
ｃｍ
、
長
さ
１
２
０
ｃｍ
、

高
さ
が
７４
ｃｍ
で
し
た
。
内
棺
は
外
棺
に
比
べ

二
周
り
ほ
ど
小
さ
く
、
外
面
に
埋
葬
方
向
が

墨
書
で
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
蓋
は
引
き
戸

状
で
、
蓋
と
本
体
と
は
３
本
の
螺
子
ね

じ

で
留
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
遺
体
は
右
側
臥
屈
位
の

状
態
で
収
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
埋

葬
時
の
頭
の
方
位
は
北
で
し
た
。
遺
骨
か
ら

算
定
し
た
推
定
身
長
は
１
６
５
・
１
ｃｍ
で
す
。

副
葬
品
は
思
い
の
ほ
か
少
な
く
、
多
く
は
籠

の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
飾
太
刀
、

脇
差
、
懐
中
時
計
、
矢
立
な
ど
が
出
土
し
て

い
ま
す
。

盛
姫
墓
も
、
直
正
墓
と
概
ね
同
様
の
構
造

で
し
た
が
、
棺
は
江
戸
時
代
の
多
く
の
大
名

墓
に
見
ら
れ
る
作
り
と
同
様
で
し
た
。
盛
姫

は
直
正
に
先
立
つ
こ
と
２４
年
、
弘
化
４
年

（
１
８
４
７
）
に
没
し
、
増
上
寺
の
子
院
で
あ

る
常
照
院
に
葬
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
直
正

墓
造
営
の
翌
年
に
増
上
寺
か
ら
運
ば
れ
て
き

た
の
で
す
。
港
区
教
育
委
員
会
が
平
成
１０
年

の
改
装
の
折
に
立
会
い
調
査
を
実
施
し
た
結

果
、
盛
姫
は
棺
の
ま
ま
増
上
寺
か
ら
運
ば
れ

て
き
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
副
葬
品
は

殆
ど
見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

筆
姫
墓
は
明
治
１９
年
（
１
８
８
６
）
に
造

営
さ
れ
ま
し
た
。
地
下
構
造
は
直
正
墓
、
盛

姫
墓
と
同
様
で
し
た
が
、
埋
葬
姿
勢
と
棺
が

全
く
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
筆
姫
の
棺
は
寝

棺
で
、
内
棺
は
金
属
板
で
完
全
に
密
閉
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
金
属
板
で
密
封
す
る
方

式
は
、
明
治
９
年
（
１
８
７
６
）
に
イ
ギ
リ

ス
で
生
ま
れ
、
そ
の
年
に
夭
折
し
た
直
正
の

孫
・
直
英
の
棺
や
、
大
正
時
代
に
没
し
た
黒

田
清
輝
の
棺
に
も
採
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
鍋
島
直
正
が
没
し

た
明
治
４
年
か
ら
、
後
室
の
筆
姫
墓
が
造
営

さ
れ
た
明
治
１９
年
の
間
に
、
神
式
に
よ
る
墓

所
造
営
の
方
式
が
確
立
し
た
と
理
解
し
た
の

で
す
。

３．

台
徳
院

だ
い
と
く
い
ん

霊れ
い

廟
び
ょ
う

に
見
る
時
代
の
変
革

徳
川
将
軍
家
の
墓
所
は
、
初
代
家
康
、
３

代
家
光
を
除
き
、
芝
増
上
寺
も
し
く
は
上
野

寛
永
寺
に
造
営
す
る
こ
と
が
慣
わ
し
で
し
た
。

こ
の
中
で
、
増
上
寺
に
設
け
ら
れ
た
２
代
秀

忠
の
墓
所
は
、
群
を
抜
く
規
模
で
あ
っ
た
と

い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

将
軍
家
で
は
、
壮
麗
な
廟
が
造
営
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
８
代
将
軍
吉
宗
の
代
に
な
り

廟
所
の
造
営
は
禁
止
さ
れ
、
宝
塔
の
み
が
造

営
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
将
軍
家

墓
所
に
最
初
の
画
期
が
訪
れ
た
の
は
、
大
政

奉
還
に
始
ま
る
明
治
維
新
で
し
た
。

明
治
４
年
（
１
８
７
１
）
頃
、
将
軍
家
墓

所
は
徳
川
家
へ
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
原
則
に
、

増
上
寺
境
内
地
の
政
府
・
行
政
側
に
よ
る
整

備
が
始
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

第
二
の
画
期
は
、
昭
和
２０
年
（
１
９
４
５
）

５
月
２５
日
で
し
た
。
こ
の
日
、
東
京
は
最
大

規
模
の
空
襲
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
将
軍

家
墓
所
は
灰
燼
か
い
じ
ん

に
帰
し
た
の
で
す
。
現
地
に

は
、
僅
か
に
台
徳
院
霊
廟
惣
門
な
ど
の
建
築

物
、
青
銅
製
灯
籠
、
石
灯
籠
の
一
部
が
残
っ

た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
第
三
の
画
期
が
昭
和
３０
年
代
に
訪

れ
ま
し
た
。
高
度
経
済
成
長
期
に
始
ま
っ
た

民
間
開
発
会
社
に
よ
る
ホ
テ
ル
・
レ
ジ
ャ
ー

施
設
建
設
で
す
。

建
設
工
事
に
先
立
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
、
今
日
で
も
わ
が
国
の
墓
制
葬
制
の
研
究

上
、
バ
イ
ブ
ル
と
も
言
わ
れ
る
報
告
書
が
刊

行
さ
れ
ま
し
た
が
、
日
本
の
一
時
代
を
象
徴

す
る
歴
史
的
遺
産
の
大
半
は
、
こ
こ
に
完
全

消
滅
し
た
の
で
す
。

平
成
１３
年
か
ら
同
１４
年
に
か
け
て
、
港
区

教
育
委
員
会
は
台
徳
院
霊
廟
惣
門
（
但
し
、

移
動
後
）
を
挟
む
一
画
で
発
掘
調
査
を
実
施

し
ま
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
増
上
寺
山
内
に

存
在
し
た
谷
地
形
の
確
認
と
、
試
掘
調
査
で

検
出
さ
れ
た
石
積
み
遺
構
の
確
認
で
し
た
。

し
か
し
、
調
査
の
結
果
は
思
い
も
寄
ら
ぬ

も
の
で
し
た
。
ま
ず
、
台
徳
院
霊
廟
惣
門
か

ら
勅
ち
ょ
く

額が
く

門も
ん

へ
至
る
参
道
に
設
置
さ
れ
た
石
灯

籠
の
基
礎
が
検
出
さ
れ
た
の
で
す
。
次
い
で
、

移
動
前
の
台
徳
院
霊
廟
惣
門
の
位
置
が
特
定

さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
試
掘
調
査
で
検
出

さ
れ
た
石
積
み
遺
構
が
、
台
徳
院
霊
廟
惣
門

前
に
構
築
さ
れ
た
大
下
水
の
側
壁
だ
っ
た
の

で
す
。
昭
和
３０
年
代
の
開
発
で
完
全
に
失
わ

れ
た
と
考
え
て
い
た
地
下
遺
構
の
一
部
が
残

存
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

鍋島家旧麻布墓所
（『港区文化財調査記録第5集』より転載）
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区
登
録
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）
保
持

者
の
富
永
と
み
な
が

皓
ひ
ろ
し
さ
ん
（
新
大
橋
３
）
は
、
裁
着
た
っ
つ
け

袴ば
か
ま
に
関
す
る
技
能
と
、
多
年
に
わ
た
り
独
自

に
創
意
工
夫
を
し
た
技
法
を
高
く
評
価
さ
れ
、

昨
年
１１
月
２０
日
に
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

区
登
録
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）
保
持

者
の
山
田
一
彦

や
ま
だ
か
ず
ひ
こ

さ
ん
（
号
嘉
丙
、
東
陽
１
）

は
、
茶
の
湯
指
物
の
製
作
に
お
け
る
繊
細
な

表
現
と
技
法
を
高
く
評
価
さ
れ
、
昨
年
１１
月

１５
日
に
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
地
下
遺
構
は
、
台
徳
院
霊
廟
の
構

造
等
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
情
報
を
も
た
ら

す
と
と
も
に
、
歴
史
的
（
文
化
的
）
遺
産
の

保
存
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
機
会
を
与
え

て
く
れ
ま
し
た
。

お
わ
り
に

芝
田
町
五
丁
目
町
屋
遺
跡
で
検
出
さ
れ
た

鋳
造
関
連
遺
跡
は
、
発
掘
調
査
終
了
後
の
再

開
発
に
よ
っ
て
現
地
か
ら
は
完
全
に
消
失
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
現
地
調
査
時

に
、
遺
構
の
一
部
を
土
地
か
ら
切
り
離
し
て

保
存
す
る
方
策
を
講
じ
ま
し
た
。
発
掘
調
査

時
、
少
な
く
と
も
、
同
種
の
遺
跡
、
遺
構
・

遺
物
が
区
部
で
発
見
さ
れ
た
報
告
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
芝
田
町
五
丁
目

町
屋
跡
遺
跡
の
鋳
造
関
連
遺
構
は
、
港
区
の

み
な
ら
ず
、
都
内
区
部
に
お
い
て
も
他
に
例

の
な
い
資
料
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
遺
構
を
目
の
前
に
し
た
と
き
、

通
常
、
私
た
ち
は
現
地
保
存
の
原
則
か
ら
協

議
に
入
り
ま
す
。
し
か
し
一
般
的
に
は
、
発

掘
調
査
が
行
わ
れ
る
時
点
で
、
余
程
の
こ
と

が
な
い
限
り
遺
構
・
遺
跡
の
現
地
保
存
は
あ

り
得
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
遺
構
・
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
土
地

の
歴
史
を
伝
え
る
第
二
・
第
三
の
手
立
て
を

考
え
て
い
き
ま
す
。

墓
の
場
合
、
事
情
は
複
雑
で
す
。
墓
所
は

一
般
的
に
、
個
々
の
家
あ
る
い
は
個
々
人
に

属
し
て
い
ま
す
か
ら
、
墓
所
の
扱
い
は
所
有

者
に
委
ね
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
す
。
し
か
し
、

公
的
な
立
場
に
あ
っ
た
人
々
の
墓
所
と
な
る

と
、
指
定
文
化
財
に
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
墓
そ
の
も
の
に

公
的
財
産
と
し
て
の
価
値
が
付
加
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人
の
顕
彰

に
拠
る
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
昨

今
で
は
歴
史
的
文
化
的
遺
産
と
し
て
の
学
術

的
評
価
に
基
づ
き
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
通
例

と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
鍋
島
家
墓
所
、
台

徳
院
霊
廟
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
テ
ー
マ
を

考
え
る
格
好
の
材
料
と
な
り
ま
し
た
。

先
人
た
ち
が
、
長
い
歴
史
の
中
で
つ
く
り

だ
し
て
き
た
有
形
無
形
の
財
産
を
、
私
た
ち

は
歴
史
的
文
化
的
遺
産
あ
る
い
は
文
化
財
と

し
て
取
り
扱
い
ま
す
。
理
想
は
、
で
き
る
限

り
多
く
の
多
様
な
遺
産
あ
る
い
は
文
化
財
を

保
護
・
保
全
し
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と

で
す
。
し
か
し
現
実
は
、
こ
う
し
た
こ
と
の

具
現
化
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
認
め

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

今
、
文
化
財
の
保
護
・
保
全
に
つ
い
て
現

代
人
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
課
題
は
、「
何
を

残
す
か
」「
な
ぜ
残
す
か
」「
ど
う
残
す
か
」

の
議
論
を
よ
り
深
く
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
。

＊
こ
の
記
録
は
、
昨
年
１０
月
４
日
（
水
）
に

行
わ
れ
た
講
演
会
の
要
旨
で
す
。

お
待
た
せ
し
ま
し
た
。
昨
年
１２
月
に

発
売
し
ま
し
た
ま
っ
ぷ
を
こ
の
度
再

版
し
ま
し
た
。
大
好
評
に
て
わ
ず
か
６

ヶ
月
を
待
た
ず
し
て
売
り
切
れ
間
近

に
な
り
、
再
版
の
お
問
い
合
せ
も
数

多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
た
め
、
急
遽
再

版
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
第
２
版

で
は
初
版
の
間
違
い
を
訂
正
し
、
新
た

に
指
定
・
登
録
さ
れ
た
文
化
財
も
載

せ
ま
し
た
の
で
、
ま
だ
お
手
元
に
な
い

方
は
区
役
所
２
Ｆ
の
広
報
課
か
６
Ｆ

文
化
財
係
、
ま
た
は
深
川
江
戸
資
料

館
・
芭
蕉
記
念
館
・
中
川
船
番
所
資

料
館
に
て
お
求
め
く
だ
さ
い
。

再版しました！！�

新たに指定・登録された文化財も掲載！！�


