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伝
統
工
芸
展
で
は
、
昔
か
ら
長
い
あ
い
だ
、

受
け
継
が
れ
て
き
た
技
術
を
一
挙
公
開
し
ま

す
。
江
東
区
に
は
、
多
く
の
職
人
さ
ん
が
住

ん
で
い
ま
す
が
、
実
演
を
通
し
て
見
せ
る
技

は
、
江
戸
時
代
、
い
や
そ
れ
以
前
に
生
ま
れ

た
も
の
で
す
。
技
術
に
よ
っ
て
は
、
時
代
に

合
わ
せ
、
現
代
的
な
作
品
も
制
作
さ
れ
ま
す

が
、
形
状
が
変
わ
っ
て
も
、
そ
こ
に
生
か
さ

れ
た
技
術
は
、
伝
統
的
な
も
の
で
す
。
そ
の

な
か
に
は
区
の
歴
史
と
深
く
関
わ
る
も
の
も

多
く
、
江
戸
・
東
京
の
木
材
需
要
を
支
え
た

木
場
と
木
工
関
係
の
技
術
な
ど
は
、
そ
の
代

表
的
な
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
技
術
が
江

東
区
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
自
体
、
区
の
歴
史

を
知
る
た
め
の
「
生
き
た
」
ヒ
ン
ト
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

　

本
年
度
は
、
4
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
い

た
し
ま
す
の
で
、
一
般
の
方
だ
け
で
な
く
、

学
校
で
の
見
学
に
も
対
応
い
た
し
ま
す
。
平

日
の
木
曜
・
金
曜
日
に
は
、
多
く
の
お
申
し

込
み
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

機
械
に
よ
る
大
量
生
産
が
主
流
の
現
代
だ

か
ら
こ
そ
、
会
場
に
足
を
お
運
び
い
た
だ
き
、

本
物
の
わ
ざ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
職
人
さ
ん

に
も
気
軽
に
声
を
か
け
て
お
話
し
を
聞
き
、

楽
し
い
時
間
を
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。
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本
年
度
の
実
演
日
程
は
、
表
に
示
し
た
通

り
で
す
。
2
月
3
日
（
木
）
〜
6
日
（
日
）

の
4
日
間
に
わ
た
っ
て
多
く
の
技
術
が
、
区

内
在
住
の
職
人
さ
ん
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
ま

す
。
日
頃
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
伝
統
の

わ
ざ
を
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。

目
の
前
で
見
る
こ
と
で
、
ほ
ん
も
の
の
迫
力

を
体
感
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
体
験
も
で
き
ま
す
）

　

実
演
の
中
に
は
、
見
学
者
が
体
験
で
き
る

職
種
も
あ
り
ま
す
。
表
中
に
※
印
が
付
さ
れ

て
い
ま
す
。
会
場
で
直
接
職
人
さ
ん
に
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。
材
料
費
が
必
要
に
な
り
ま

す
が
、
ぜ
ひ
声
を
か
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。

せ
っ
か
く
の
こ
の
機
会
に
「
弟
子
入
り
」
し

て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

【
日
程
】　

2
月
3
日
（
木
）
〜
6
日
（
日
）

【
時
間
】　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

　
　
　
　

※
職
人
さ
ん
は
、適
宜
休
憩
し
ま
す
。

【
会
場
】
深
川
東
京
モ
ダ
ン
館

（
江
東
区
門
前
仲
町
1
│
19
│
15
）

　

江
東
区
の
伝
統
工
芸
に
関
す
る
展
示
会
の

情
報
を
も
う
ひ
と
つ
。
2
月
末
か
ら
「
江
東

区
伝
統
工
芸
作
品
展
」
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

伝
統
工
芸
展
は
、
伝
統
的
な
技
術
の
紹
介

の
場
で
す
が
、
あ
ら
た
に
作
品
を
ご
紹
介
す

る
場
と
し
て
、
こ
の
「
伝
統
工
芸
作
品
展
」

を
開
催
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
職
人

さ
ん
の
技
術
を
駆
使
し
て
作
ら
れ
た
、
選
り

す
ぐ
り
の
作
品
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
日
程
】　

2
月
23
日
〜
3
月
27
日

　
　
　
　
（
月
曜
日
休
館
）

【
時
間
】　

9
時
30
分
〜
17
時

　
　
　
　
（
入
場
は
16
時
30
分
ま
で
）

【
会
場
】　

江
東
区
中
川
船
番
所
資
料
館

　
　
　
　
（
江
東
区
大
島
9
│
1
│
15
）

　
　
　
　

※
入
館
料
が
か
か
り
ま
す

訃
報

• 

江
東
区
登
録
無
形
文
化
財（
工
芸
技

術
）「
庖
丁
製
作
」保
持
者
吉
澤　

實

氏
は
、平
成
21
年
11
月
25
日
に
ご
逝

去
さ
れ
ま
し
た
。謹
ん
で
ご
冥
福
を

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

• 

江
東
区
指
定
無
形
文
化
財（
工
芸
技

術
）「
縫
紋
」保
持
者
天
野
一政
氏
は
、

平
成
22
年
6
月
7
日
に
ご
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。慎
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

1階 2階

２月３日
（木） あめ細工（青木喜）

紋章上絵（石合信也）
建具（友國三郎）
庖丁製作（吉澤操）
指物（山田一彦）※

２月４日
（金） すだれ製作（豊田勇）※

木彫（岸本忠雄）※

象牙細工（三味線駒）（前田賢次）
襖榾（鈴木延坦）

２月５日
（土）

江戸切子（小林英夫・淑郎）※
無地染（近藤良治）※

木彫（渡邉美壽雄・美憲）
紋章上絵（亀山晴男）
建具（木全章二）※

手描友禅（和田宣明）

２月６日
（日）

更紗染（佐野利夫・勇二）※
江戸切子（須田富雄）

染色補正（丸田常廣）
刀剣研磨（臼木良彦）
縫紋（天野一男）
表具（岩崎清二・晃）※

・実演は、都合により変更される場合があります。
・※の技術は体験ができます（申込は会場で直接職人さんに申し出てください）。

２
０
１
１
年 

２
月
３
日（
木
）〜
６
日（
日
）

伝
統
工
芸
展

　

伝統工芸展 2011 実演表

「
江
東
区
伝
統
工
芸
作
品
展
」

開
催
の
お
知
ら
せ

会場となる建物は、国登録有形文化財です。

首都高速深川線首都高速深川線

大横川

永代通り永代通り

至 

永
代
橋

　 

茅
場
町
駅

至 

富
岡
八
幡
宮

　 

木
場
駅

門前仲町駅門前仲町駅

深川東京
モダン館
深川東京
モダン館

3番出口

6番出口

清
澄
通
り

清
澄
通
り

黒
船
橋

赤札堂

八百屋

至清澄白河

至月島

セブンイレブン

深川公園
深川不動堂

サンクス

モスバーガー
門仲天井ホール
モスバーガー
門仲天井ホール

三菱東京UFJ銀行
交番松屋

■案内図
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歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
夫
婦
や
親
子
な

ど
の
家
族
の
絆
を
も
と
に
、
お
互
い
が
と
も

に
和
歌
や
俳
句
な
ど
の
文
芸
作
品
を
創
作
し

て
い
る
こ
と
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
は
歴
史
の
中
で
文
芸
作
品
の
創
作
を
通
じ

て
家
族
を
構
成
し
た
り
、
あ
る
い
は
家
族
を

通
じ
て
文
芸
作
品
の
創
作
に
励
ん
で
い
っ
た

事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
で
芭
蕉
記
念
館
で
は
「
家
族
の
絆
と
文

芸
〜
夫
婦
・
親
子
・
き
ょ
う
だ
い
〜
」
と
題
し

ま
し
て
、
近
世
か
ら
現
代
ま
で
の
文
芸
作
品
を

作
者
の
家
族
の
つ
な
が
り
に
ス
ポ
ッ
ト

を
当
て
、
企
画
展
を
開
催
し
ま
す
。

　

近
世
の
作
品
と
し
て
は
、
ま
ず
豊
臣

秀
吉
の
側
室
淀よ
ど
ど
の殿
（
？
〜
１
６
１
５
）

と
そ
の
子
秀ひ
で
よ
り頼
（
１
５
９
３
〜

１
６
１
５
）
の
歌
短
冊
・
色
紙
を
展
示

し
ま
す
。

　

ま
た
、
国
学
を
大
成
し
た
こ
と
で

著
名
な
本
居
宣の

り
な
が長

（
１
７
３
０
〜

１
８
０
１
）
の
画
賛
も
展
示
し
ま
す
。

こ
の
画
賛
に
は
泉
良
信
な
る
人
物
が
描

い
た
芭
蕉
像
が
配
さ
れ
、
そ
の
絵
に

宣
長
が
賛
を
加
え
て
い
ま
す
。
こ
の
芭
蕉
像

に
対
し
て
、
当
時
国
学
者
と
し
て
名
を
馳
せ

た
宣
長
が
賛
を
加
え
て
い
る
と
い
う
事
実
に

そ
の
重
要
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
宣
長

の
子
大お

お
ひ
ら平

（
１
７
５
６
〜
１
８
３
３
）
と
孫

永な
が
ひ
ら平

（
１
８
１
９
〜
４
２
）
の
歌
短
冊
な
ど

も
併
せ
て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

そ
の
他
、
代
々
連
歌
師
を
輩
出
し
、「
幕ば
く

府ふ

御ご

連れ
ん
が
は
じ
め

歌
始
」
の
宗
匠
を
務
め
た
家
柄
の
里

村
昌し
ょ
う

琢た
く
・
昌
し
ょ
う

程て
い

親
子
や
、
俳
諧
師
の
一
家
で

あ
る
北
村
季き

吟ぎ
ん
・
湖こ

春し
ゅ
ん

親
子
、
谷
口
楼ろ
う
せ
ん川
・

鶏け
い
こ
う口

親
子
な
ど
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

　

近
現
代
の
作
品
の
中
で
注
目
す
べ
き
も
の

と
し
て
、
ま
ず
渡
辺
省せ
い
て
い亭
画
・
渡
辺
水す
い

巴は

賛

「
五
つ
来
て
」
句
画
賛
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

渡
辺
省
亭
（
１
８
５
１
〜
１
９
１
８
）
は

世
界
的
に
有
名
な
日
本
画
家
で
あ
り
、
そ

の
長
男
が
俳
人
の
水
巴
（
１
８
８
２
〜

１
９
４
６
）
で
す
。
本
点
は
画
家
で
あ
る
父

省
亭
が
絵
を
描
き
、
俳
人
で
あ
る
子
水
巴
が

賛
を
加
え
た
親
子
合
作
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
俳
人
の
一
家
と
し
て
著
名
な
高
浜

虚き
ょ

子し

一
家
の
作
品
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

高
浜
虚
子
（
１
８
７
４
〜
１
９
５
９
）
は
正

岡
子
規
よ
り
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
主
宰
を
継

承
し
た
こ
と
は
有
名
で
す
が
、
虚
子
の
晩
年

以
降
は
、
同
じ
く
俳
人
と
し
て
活
躍
し
て
い

た
長
男
の
年と
し

尾お

（
１
９
０
０
〜
１
９
７
９
）

が
そ
の
主
宰
を
継
承
し
ま
し
た
。
そ
の
一

方
で
、
虚
子
の
次
女
立た
つ

子こ

（
１
９
０
３
〜

１
９
８
４
）
も
俳
人
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、

父
の
勧
め
に
よ
り
女
性
と
し
て
初
め
て
の
主

宰
誌
で
あ
る
『
玉た

ま

藻も

』
を
創
刊
し
ま
し
た
。

今
回
は
高
浜
家
の
作
品
と
し
て
高
浜
虚
子
筆

「
心
中
の
」
句
短
冊
、
高
浜
年
尾
筆
「
こ
ま

や
か
に
」
句
短
冊
、
星
野
立
子
筆
「
梅
に
よ

せ
て
」
句
短
冊
の
三
点
を
展
示
し
ま
す
。
高

浜
家
は
、
ま
さ
に
家
族
の
絆
を
通
じ
て
俳
句

の
創
作
に
励
ん
だ
一
家
と
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
他
、
歌
人
の
若
山
牧ぼ

く
す
い水

・
喜き

し

こ
志
子
夫

婦
、
与
謝
野
寛ひ

ろ
し・

晶あ
き

子こ

夫
婦
や
、
俳
人
の
一

家
で
あ
る
飯
田
蛇だ

笏こ
つ
・
龍
り
ゅ
う

太た

親
子
、
兄
の
有

島
武た
け

郎お

を
筆
頭
に
「
有
島
三
兄
弟
」
と
呼
ば

れ
た
小
説
家
の
有
島
生い
く

馬ま

・
里
見
弴と
ん

兄
弟
な

ど
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
を
通
し
て
、
和
歌
や
俳
句
な

ど
の
文
芸
創
作
に
励
ん
で
い
っ
た
歴
史
の
中

の
家
族
の
あ
り
方
を
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
回
は
本
展
示
に
関
係
す
る
全
11
家

族
の
家
系
図
も
併
せ
て
展
示
し
て
い
ま
す
。

家
系
図
と
と
も
に
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ

と
で
、
よ
り
一
層
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
を
感
じ

取
っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
生
島
修
平
）

芭
蕉
記
念
館
企
画
展

―
夫
婦
・
親
子
・
き
ょ
う
だ
い
―

4
月
24
日（
日
）ま
で

家
族
の
絆
と
文
芸

家
族
の
絆
と
文
芸

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

第
２・４
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

問

合

せ

江
東
区
芭
蕉
記
念
館

江
東
区
常
盤
１
│
６
│
３

☎
０
３（
３
６
３
１
）１
４
４
８

右：（伝）淀殿筆「あわれ人」歌短冊
左：（伝）豊臣秀頼筆「桜ちる」歌色紙

渡
辺
省
亭
画
・
渡
辺
水
巴
賛
「
五
つ
来
て
」
句
画
賛
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文
化
財
係
に
異
動
し
た
そ
の
日
、
文
化
財

専
門
員
か
ら
「
土
木
部
が
和
倉
橋
の
親
柱
を

ど
う
し
ま
す
か
と
聞
い
て
い
ま
す
」
と
問
い

か
け
ら
れ
た
こ
と
が
、
係
と
し
て
の
は
じ
め

て
の
仕
事
で
し
た
。
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い

文
化
財
、
口
に
で
た
言
葉
が
「
明
朝
、
現
場

を
見
て
か
ら
判
断
し
ま
す
」
と
答
え
て
い
ま

し
た
。
翌
朝
は
案
の
定
、
雨
が
降
っ
て
い
ま

し
た
。
年
金
、
税
、
土
木
、
ス
ポ
ー
ツ
、
保

育
と
様
々
な
職
場
を
経
験
し
、
文
化
財
に
お

い
て
も
問
題
の
解
決
は
ま
ず
現
場
か
ら
を
確

信
し
た
日
で
し
た
。

　

係
の
仕
事
で
は
、
毎
回
緊
張
し
な
が
ら
進

行
し
て
い
る
文
化
財
保
護
審
議
会
、
毎
年
天

候
を
気
に
し
つ
つ
木
場
公
園
で
行
っ
て
い
る

木
場
の
角
乗
な
ど
江
東
区
が
誇
る
民
俗
芸
能

の
披
露
、
な
ん
と
晴
天
率
が
8
割
5
分
7
厘

で
雨
男
返
上
。
さ
ら
に
、
26
年
続
い
て
い
る

文
化
財
保
護
推
進
員
講
習
会
、
な
ぜ
か
？
別

名
初
級
講
習
会
。
以
前
は
、
こ
の
講
習
会
の

修
了
後
に
あ
る
中
級
研
修
会
、
文
化
財
保
護

推
進
協
力
員
制
度
も
な
く
、
こ
の
名
称
だ
け

が
残
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
。

　

個
人
的
な
感
想
を
お
許
し
い
た
だ
け
れ

ば
、
区
内
を
7
地
域
に
分
け
て
き
め
細
か
く
、

掘
り
下
げ
て
行
う
地
区
別
講
習
会
が
好
き
で

す
ね
。
私
自
身
、
江
東
区
で
生
ま
れ
、
育
ち
、

勤
め
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
生
活
し
て

い
た
3
号
館
（=

同
潤
会
清
澄
通
り
ア
パ
ー

ト
）
が
日
立
機
械
（
＝
金
属
で
は
？
）
の
社

宅
で
あ
っ
た
こ
と
を
『
江
東
区
の
民
俗
深
川

編
』
で
知
り
ま
し
た
。
ど
お
り
で
2
号
館
、

3
号
館
に
は
父
親
と
同
じ
会
社
の
人
が
多

か
っ
た
は
ず
で
す
。
こ
こ
は
子
ど
も
の
頃
の

思
い
出
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
お
り
、
特
に
、

螺
旋
階
段
と
丸
屋
上
が
有
名
で
あ
っ
た
1
号

館
は
、
好
奇
心
の
旺
盛
な
少
年
に
と
っ
て
は

秘
密
の
満
ち
た
場
所
で
し
た
。

　

昨
年
4
月
、
係
は
教
育
委
員
会
か
ら
地
域

振
興
部
文
化
観
光
課
に
組
織
替
え
が
あ
り
ま

し
た
。
当
初
は
、
私
自
身
も
戸
惑
い
を
感
じ

て
い
ま
し
た
が
、
教
育
委
員
会
委
嘱
の
文
化

財
保
護
推
進
協
力
員
（
略
称　

協
力
員
）
の

方
々
は
、
な
お
さ
ら
違
和
感
を
覚
え
た
人
も

多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
係

と
し
て
は
、
区
の
方
針
で
あ
る
文
化
財
の
活

用
と
観
光
推
進
、
た
だ
し
基
本
部
分
の
仕
事

は
教
育
委
員
会
か
ら
の
補
助
執
行
事
務
、
今

後
も
生
涯
学
習
事
業
の
一
環
と
し
て
活
動
を

継
続
す
る
な
ど
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

今
後
は
、
文
化
財
の
活
用
＝
観
光
行
政
を

生
涯
学
習
の
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
進
め
て

い
く
か
が
課
題
と
考
え
て
い
ま
す
。「
観
光
」

と
い
う
手
法
を
通
し
て
文
化
財
を
周
知
し
関

心
を
も
っ
て
も
ら
い
保
存
・
保
護
の
意
識
を

育
て
る
図
式
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
文
化
財
を
確
実
に
次
世
代
に
伝
え
る
に

は
、
従
前
の
枠
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
様
々

な
選
択
肢
を
議
論
し
な
が
ら
進
め
る
こ
と
が

大
事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

組
織
改
正
後
で
も
係
の
大
き
な
柱
は
、
区

民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
進
め
て
い
く
協

力
員
活
動
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
協
力

員
は
、
初
級
、
中
級
を
修
了
し
文
化
財
保
護

審
議
会
の
推
薦
を
得
て
最
長
10
年
間
の
任
期

の
な
か
で
、
毎
年
2
万
人
近
く
訪
れ
る
木
場

公
園
で
の
民
俗
芸
能
大
会
、
朝
早
く
か
ら
職

員
と
一
緒
に
な
り
会
場
設
営
、
案
内
、
警
備

を
、
真
冬
・
曇
天
と
い
う
条
件
の
中
で
の
定

点
観
測
調
査
、
さ
ら
に
学
芸
員
顔
負
け
の
ス

ケ
ッ
チ
を
さ
れ
た
石
造
物
現
況
確
認
調
査
活

動
等
々
、
協
力
員
さ
ん
は
今
後
も
文
化
財
行

政
の
大
切
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
21
年
3
月
に
は
「
江
東
区
に
も
遺

跡
は
あ
る
」
と
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
遺
跡

見
学
会
を
開
催
、
周
知
期
間
が
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
３
０
０
人
近
い
区

民
に
来
て
い
た
だ
け
、「
百
聞
は
一
見
に
如

か
ず
」
少
し
で
も
埋
蔵
文
化
財
へ
の
理
解
が

深
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

江
東
区
の
文
化
財
は
、
多
く
の
区
民
に
支

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
仕
事
で
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
区
民
と
の
協
働
を
さ
ら
に

す
す
め
て
「
文
化
財
」
を
確
実
に
次
世
代
へ

繋
げ
ら
れ
る
よ
う
祈
念
し
ま
す
。
最
後
に
、

本
年
度
末
に
退
職
す
る
に
あ
た
り
区
文
化
財

専
門
員
、
都
教
育
委
員
会
な
ど
多
く
の
学
芸

員
の
方
々
に
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と

を
、
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

（
文
化
財
係
長　

楠　
　

勤
）

文
化
財
の
仕
事
に

　
　
　
　
　

携
わ
っ
て

同潤会２号館屋上（筆者所蔵）

和倉橋親柱
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平
成
22
年
5
月
11
日
、
大
島
一
丁
目
に
あ

る
釜
屋
堀
庚
申
堂
で
お
ま
つ
り
が
あ
り
ま
し

た
。
年
に
一
度
、
お
ま
つ
り
が
行
わ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
が
、
昨
年
は
な
か
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
私
が
そ
こ
を
通
ら
な
か
っ
た
の

か
。
今
年
は
ち
ょ
う
ど
居
合
わ
す
こ
と
が
で

き
、
子
供
た
ち
が
大
勢
来
て
、
お
菓
子
や
飲

み
物
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
こ
の
法
要
に
興
味
を
持
っ
た
の
で
、

い
ろ
い
ろ
と
調
べ
て
み
て
み
ま
し
た
。
昭
和

7
年
（
１
９
２
３
）
に
大
島
町
役
場
が
発
行

し
た
『
大
東
京
市
併
合
記
念
大
島
町
誌
』
に

よ
れ
ば
、
庚
申
堂
の
説
明
と
し
て
「
旧
大
島

村
甲
七
十
番
地
に
あ
り
、
路
傍
石
猿
田
彦
太

神
を
祀
る
。
境
内
地
五
坪
で
建
坪
間
口
五
尺

奥
行
九
尺
あ
り
、
そ
の
建
立
の
由
緒
は
未
詳

で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
庚
申
堂

の
説
明
は
あ
り
ま
す
が
、
お
ま
つ
り
の
こ
と

に
つ
い
て
は
特
に
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
現
在
の
大
島
一
丁
目
町
会
長
の
松

土
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
昔
の
こ
と

を
ご
存
じ
の
方
が
だ
ん
だ
ん
い
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
町
会
で
ま
と
め
た
昭

和
38
年
（
１
９
６
３
）
12
月
に
出
さ
れ
た
資

料
に
、
こ
の
法
要
の
こ
と
が
記
し
て
あ
り
ま

し
た
。
内
容
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。

○ 

大
島
一
丁
目
町
会
の
有
志
で
庚
申
堂

を
信
仰
す
る
59
人
の
方
た
ち
の
募
金

が
集
ま
っ
た
。
そ
れ
以
降
は
町
会
で

お
ま
つ
り
を
行
っ
て
い
る
。

○ 

庚
申
堂
の
お
ま
つ
り
は
、
年
が
明
け

て
最
初
の
庚
申
の
日
に
行
わ
れ
た

が
、
都
合
に
よ
っ
て
日
時
を
変
更
す

る
時
も
あ
っ
た
。

○
お
ま
つ
り
は
夕
方
か
ら
行
わ
れ
た
。

○ 

昔
は
２
０
０
人
も
の
子
供
た
ち
が
集

ま
っ
た
。
今
は
塾
な
ど
に
通
う
こ
と

も
あ
り
、
人
数
も
少
な
く
な
っ
た
。

○ 

子
供
た
ち
は
、
い
つ
に
な
っ
て
も
お

菓
子
を
貰
う
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て

い
た
。

　

庚
申
堂
の
法
要
は
、
特
に
宗
派
は
な
く
、

現
在
の
副
会
長
が
大
島
3
丁
目
の
羅
漢
寺
の

檀
家
で
あ
る
の
で
、
羅
漢
寺
の
ご
住
職
に
お

経
を
あ
げ
て
頂
い
て
い
る
そ
う
で
す
。
た
だ
、

今
年
は
都
合
に
よ
っ
て
大
島
4
丁
目
の
浄
楽

寺
の
ご
住
職
が
お
経
を
あ
げ
ま
し
た
。

　

明
治
通
り
か
ら
横
十
間
川
に
向
か
っ
て
伸

び
る
東
西
約
３
５
０
メ
ー
ト
ル
の
道
路
は
、

「
庚
申
道
」
と
呼
ば
れ
、
区
の
登
録
史
跡
と

な
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
庚
申
堂
は
「
三
つ

ま
た
の
庚
申
様
」
と
呼
ば
れ
、
T
字
路
の
突

き
当
た
り
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
62

年
（
１
９
８
７
）
に
少
し
南
側
の
現
在
地
に

移
り
ま
し
た
。

　

法
要
の
時
、
町
会
の
方
に
お
線
香
を
渡
さ

れ
た
の
で
、
ズ
カ
ズ
カ
と
前
に
出
た
ら
、
後

ろ
に
並
ん
で
い
る
人
に
「
並
ぶ
の
よ
！
」
と

え
ら
く
怒
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
普
段
は

し
ん
と
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の

日
は
す
ご
く
賑
や
か
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な

お
ま
つ
り
が
今
後
も
長
く
続
い
て
欲
し
い
と

思
い
ま
し
た
。

　

こ
の
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ

て
、
大
島
一
丁
目
町
会
長
の
松
土
さ
ん
を
は

じ
め
、
町
会
の
方
々
に
色
々
と
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
に
あ

た
っ
て
は
、
文
化
財
専
門
員
の
龍
澤
さ
ん
に

お
手
伝
い
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
文
化
財
保
護
推
進
協
力
員　

坂
本 

住
子
）

REPO
RT

釜
屋
堀
庚
申
堂
の
お
ま
つ
り

釜
屋
堀
庚
申
堂
の
お
ま
つ
り

文
化
財
保
護
推
進
協
力
員
レ
ポ
ー
ト

平成 22年 5月11日の法要

現在の釜屋堀庚申堂

現在の
庚申堂

元
庚
申
堂

元
庚
申
堂

庚申道

大島橋

小名木川

横
十
間
川

明
治
通
り

進
開
橋

大島橋

小名木川

横
十
間
川

進
開
橋

JR貨物
越中島線

むかしの庚申道と庚申堂
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深
川
は
水
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る

土
地
で
す
。
水
運
が
衰
え
た
明
治
末
年
で
も
、

深
川
区
に
は
水
路
か
ら
荷
物
の
揚
げ
下
ろ
し

を
す
る
河
岸
が
47
も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
で

も
深
川
は
「
水
郷
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
名
に

背
か
な
い
景
観
と
汐
の
香
り
が
漂
っ
て
い
た

土
地
で
し
た
。
そ
の
深
川
が
幕
末
か
ら
明
治

末
年
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ

た
の
か
、
社
会
と
自
然
の
両
側
面
か
ら
お
話

し
し
ま
す
。

　

江
戸
の
湊
と
は
、
江
戸
の
ど
こ
を
指
す
で

し
ょ
う
か
。
実
は
、
江
戸
の
海
に
面
し
た
、

西
は
品
川
か
ら
東
は
深
川
ま
で
の
海
岸
線
が

江
戸
の
湊
で
し
た
。
こ
の
中
で
、
深
川
の
大

川
（
隅
田
川
）
に
面
し
た
佐
賀
町
あ
た
り
は

絶
好
の
場
所
で
し
た
。
大
川
は
江
戸
の
大
火

を
食
い
止
め
る
「
防
壁
」
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
土
地
の
値
段
が
相
対
的
に
安
か
っ
た

た
め
、
無
数
の
蔵
が
立
ち
並
び
ま
し
た
。
佐

賀
町
は
満
潮
に
な
る
と
、
蔵
が
立
ち
並
ぶ
岸

と
、荷
物
を
積
み
下
ろ
し
す
る
小
舟
と
が
ち
ょ

う
ど
同
じ
高
さ
と
な
る
土
地
柄
で
し
た
。
大

金
を
投
じ
て
港
湾
施
設
を
建
設
す
る
必
要
が

な
か
っ
た
の
で
す
。
江
戸
の
廻
船
問
屋
の
多

く
が
こ
の
地
に
蔵
と
店
を
持
ち
、
干
鰯
問
屋

や
海
産
物
問
屋
を
兼
業
し
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
が
幕
末
か
ら
明
治
の
佐
賀
町
あ
た
り
の
雰

囲
気
で
し
た
。

　

深
川
は
海
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
河
川

交
通
の
上
で
も
江
戸
の
町
の
中
で
最
重
要
の

土
地
で
も
あ
り
ま
し
た
。
小
名
木
川
が
そ
の

大
動
脈
で
し
た
。

　

江
戸
湾
に
房
総
半
島
側
か
ら
急
角
度
で
入

る
こ
と
は
、
和
船
の
技
術
で
は
困
難
で
す
。

そ
の
た
め
、
銚
子
で
荷
物
を
高
瀬
舟
に
積
み

替
え
て
利
根
川
を
遡
り
、
関
宿
か
ら
江
戸
川
、

行
徳
か
ら
新
川
に
入
り
、
中
川
番
所
で
厳
し

い
検
査
を
さ
れ
た
上
で
、
小
名
木
川
に
入
り
、

大
川
に
出
、
そ
こ
か
ら
江
戸
の
各
商
店
に
荷

物
が
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

銚
子
か
ら
遡
る
ば
か
り
が
利
根
川
水
運
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
霞
ヶ
浦
、
北
浦
、
そ
し
て

小
貝
川
、鬼
怒
川
、渡
良
瀬
川
。
そ
し
て
上
州
・

武
州
の
利
根
川
上
流
か
ら
も
商
品
は
江
戸
に

来
ま
す
。
あ
と
一
つ
。
中
川
自
身
が
、
河
岸

の
多
い
水
運
の
豊
か
な
川
で
し
た
。
こ
れ
ら

全
て
が
小
名
木
川
を
通
っ
て
江
戸
に
入
り
ま

す
。
さ
ら
に
大
川
の
上
流
、
今
の
埼
玉
県
の

荒
川
沿
い
に
も
多
く
の
河
岸
が
作
ら
れ
、
物

資
が
江
戸
に
運
ば
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

海
か
ら
も
河
川
か
ら
も
、
江
戸
の
中
で
深

川
と
い
う
土
地
は
格
好
の
場
所
を
占
め
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
木
場
で
す
。

山
奥
で
伐
り
出
さ
れ
た
木
材
は
筏
に
組
ま
れ

て
川
を
下
り
、
海
路
で
江
戸
に
運
び
込
ま
れ

ま
す
。
木
造
建
築
と
頻
繁
な
大
火
は
、
木
材

を
江
戸
で
最
重
要
の
商
品
に
押
し
上
げ
て
い

き
ま
す
。
し
か
し
木
材
と
い
う
の
は
非
常
に

か
さ
ば
り
ま
す
。
長
く
保
管
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
さ
ら
に
木
材
は
乾
燥
す
る
時
間
が
相

当
か
か
り
ま
す
。
水
に
浸
か
っ
た
木
材
は
建

物
に
は
使
え
ま
せ
ん
。
地
価
の
高
騰
し
て
い

る
所
は
備
蓄
地
と
し
て
は
不
適
切
。
し
か
も
、

広
い
場
所
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
深
川
の
木

場
は
、
選
ば
れ
る
べ
く
し
て
選
ば
れ
た
土
地

で
す
。
海
か
ら
縦
横
無
尽
に
掘
ら
れ
て
い
る

水
路
を
使
っ
て
木
材
が
運
び
込
ま
れ
、
貯
蔵
・

乾
燥
さ
れ
、
製
材
さ
れ
て
江
戸
の
各
地
に
運

ば
れ
て
行
き
ま
し
た
。
全
国
的
な
取
引
を
行

い
、
多
額
の
資
本
を
必
要
と
す
る
木
場
の
材

木
商
人
は
、
江
戸
商
人
の
中
で
も
屈
指
の
豪

商
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
た
だ
し
、
木
材
は

民
間
需
要
だ
け
で
な
く
、
幕
府
の
需
要
も
相

当
あ
り
ま
し
た
。
猿
江
に
は
広
大
な
猿
江
御

材
木
蔵
が
お
か
れ
、
幕
府
の
御
用
材
が
大
量

に
運
び
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

深
川
に
は
大
名
の
下
屋
敷
が
数
多
く
あ
り
、

そ
の
広
さ
を
活
か
し
て
色
々
な
目
的
に
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
幕
末
期
に
な
る
と
、
時
代

に
即
応
し
た
使
わ
れ
方
を
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。そ
の
好
例
が
、永
代
橋
の
近
く
に
あ
っ

た
信
州
松
代
藩
真
田
家
の
下
屋
敷
で
す
。
松

代
藩
の
西
洋
砲
術
家
佐
久
間
象
山
は
こ
の
下

屋
敷
で
、
ペ
リ
ー
来
航
の
数
年
前
か
ら
砲
術

塾
を
開
い
て
い
ま
し
た
。
１
８
５
１
年
、
吉

田
松
陰
が
生
涯
我
が
師
と
仰
ぐ
象
山
に
初
め

て
出
会
っ
た
の
も
こ
の
下
屋
敷
で
し
た
。
象

山
は
新
橋
木
挽
町
に
自
分
の
塾
を
移
し
た
後

も
、
手
狭
な
木
挽
町
の
塾
で
は
な
く
、
深
川

の
下
屋
敷
で
西
洋
流
の
調
練
を
や
り
ま
す
。
ま

た
、
彼
が
依
頼
を
受
け
て
製
造
す
る
洋
式
大
砲

の
製
造
も
こ
の
下
屋
敷
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

幕
末
期
、
こ
の
深
川
に
あ
っ
た
各
藩
の
下
屋
敷

も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
利
用
が
頻
繁
に
さ
れ
て
い

た
の
で
す
。
幕
府
も
、
部
隊
訓
練
を
す
る
場
所

を
深
川
に
求
め
、
１
８
５
５
年
に
越
中
島
練
兵

場
を
創
立
し
ま
す
。
そ
し
て
、
幕
府
の
軍
事
力

強
化
に
つ
と
め
ま
す
。

　

深
川
は
寺
も
非
常
に
多
か
っ
た
土
地
で

す
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
永
代
寺
と
富
岡
八

幡
宮
で
す
。
江
戸
時
代
は
神
仏
混
淆
の
時

代
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
仏
教
は
国
教
で
、

神
道
と
神
社
が
寺
に
従
属
し
て
い
る
の
が
江

戸
時
代
で
し
た
。
深
川
の
永
代
島
に
創
ら
れ

た
永
代
寺
が
も
と
に
な
っ
て
開
発
が
進
み
、

１
６
９
９
年
に
永
代
橋
が
架
け
ら
れ
る
と
、

永
代
寺
門
前
の
町
々
が
次
第
に
繁
盛
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
富
岡
八
幡
宮
は
、
こ
の
永

代
寺
が
別
当
と
し
て
支
配
し
て
い
た
神
社
で

し
た
。
永
代
寺
は
庭
園
が
有
名
で
、
江
戸
の

幕
末
明
治
期
深
川
の
社
会
と
自
然

幕
末
明
治
期
深
川
の
社
会
と
自
然

文
化
財
企
画
講
演
会東

京
大
学
名
誉
教
授・元
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
館
長
　

         
                

宮
地
正
人
先
生
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市
民
の
格
好
の
遊
楽
地
で
し
た
。
ま
た
、
成

田
山
の
御
開
帳
を
は
じ
め
、
日
本
各
地
の
秘

仏
の
御
開
帳
が
行
わ
れ
、
小
芝
居
が
か
け
ら

れ
、
料
理
屋
が
作
ら
れ
、
深
川
の
中
で
は
と

て
も
繁
華
な
土
地
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

明
治
維
新
に
よ
っ
て
深
川
で
何
が
最
も
変

わ
っ
た
か
と
い
う
と
、
深
川
に
お
け
る
寺
と

神
社
の
あ
り
方
で
す
。
多
く
の
旗
本
・
御
家

人
は
静
岡
に
無
禄
移
住
を
強
制
さ
れ
ま
し

た
。
旗
本
や
御
家
人
が
檀
家
で
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
維
持
で
き
て
い
た
多
く
の
寺
は
、
廃
寺

と
な
る
か
境
内
地
を
縮
小
せ
ざ
る
を
え
な
く

な
り
ま
す
。
た
だ
し
永
代
寺
は
特
別
で
す
。

永
代
寺
と
富
岡
八
幡
宮
は
、
神
仏
分
離
の
原

則
に
よ
っ
て
別
々
の
組
織
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
の
で
す
。
永
代
寺
の
住
職
自
身
が
還
俗

し
て
富
岡
と
い
う
姓
を
名
乗
り
、
神
官
と
な

り
ま
す
。
永
代
寺
は
廃
寺
と
な
り
、
御
開
帳

も
行
わ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
富

岡
八
幡
宮
界
隈
は
江
戸
時
代
の
宗
教
・
信
仰
・

遊
楽
の
地
か
ら
性
格
を
変
え
て
い
き
ま
し

た
。
１
８
７
３
年
、
欧
米
のpark

に
な
ら

い
、
永
代
寺
旧
境
内
な
ど
が
深
川
公
園
と
な

り
ま
す
。
深
川
不
動
堂
が
で
き
た
の
は
明
治

に
入
っ
て
か
ら
で
す
。

　

維
新
後
、
大
名
・
旗
本
屋
敷
の
ほ
と
ん
ど

が
新
政
府
に
収
公
さ
れ
、
大
名
は
江
戸
屋
敷

を
一
つ
だ
け
残
す
こ
と
が
許
さ
れ
ま
し
た
。

仙
台
藩
下
屋
敷
跡
に
は
、
工
部
省
に
よ
り
セ

メ
ン
ト
工
場
が
作
ら
れ
、
浅
野
総
一
郎
に
払

い
下
げ
ら
れ
て
浅
野
セ
メ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

幕
府
御
材
木
蔵
は
宮
内
省
御
寮
局
貯
材
所
と

な
り
ま
し
た
。
関
東
大
震
災
後
に
は
猿
江
恩

賜
公
園
と
な
り
ま
す
。
関
宿
藩
下
屋
敷
跡
に

は
三
菱
の
岩
崎
弥
太
郎
に
よ
っ
て
三
菱
会
社

社
員
の
庭
園「
深
川
親
睦
園
」が
作
ら
れ
ま
し

た
。
関
東
大
震
災
で
深
川
親
睦
園
が
大
破
す

る
と
、
三
菱
は
親
睦
園
を
東
京
市
に
寄
付
し
、

清
澄
公
園
・
清
澄
庭
園
と
な
り
ま
し
た
。

　

１
８
７
１
年
に
廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
、

２
６
０
余
あ
っ
た
藩
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
地
租
改
正
に
よ
っ
て
年
貢
は
金
納
と

な
り
ま
す
。
江
戸
時
代
、
藩
は
年
貢
米
を
江

戸
・
大
坂
に
輸
送
し
売
却
し
て
い
ま
し
た
が
、

明
治
に
な
る
と
米
の
販
売
は
各
県
で
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
商
品
と
な
っ
た
米

を
、
三
井
組
な
ど
の
商
社
や
廻
船
問
屋
が
買

い
付
け
て
東
京
に
輸
送
・
販
売
し
ま
す
。
彼

ら
は
豊
富
な
資
金
力
と
輸
送
用
の
船
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
心
は
深
川
の
商
人
で
、

１
８
８
４
年
の
東
京
の
廻
米
問
屋
16
名
の
半

数
が
深
川
の
廻
米
問
屋
で
し
た
。
１
８
８
６

年
、
深
川
に
東
京
廻
米
問
屋
市
場
が
成
立
し
、

東
京
の
米
相
場
が
深
川
で
立
ち
ま
す
。

　

１
８
９
０
年
代
、
日
本
で
は
船
舶
輸
送
か

ら
鉄
道
輸
送
へ
の
転
換
が
起
こ
り
、
交
通
体

制
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
大
き
な
影

響
を
受
け
た
の
が
深
川
で
し
た
。

　

上
野
に
は
東
北
か
ら
鉄
道
が
乗
り
入
れ
て

お
り
、
上
野
―
秋
葉
原
間
が
開
通
す
る
と
、

東
北
の
米
が
鉄
道
で
秋
葉
原
に
運
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
秋
葉
原
の
近
く
に
は
船
だ

ま
り
が
で
き
、
米
は
秋
葉
原
か
ら
船
で
深
川

の
倉
庫
へ
運
ば
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
船

は
1
艘
（
５
０
０
石
積
み
）
が
取
引
の
単
位

で
し
た
が
、
鉄
道
の
導
入
に
よ
っ
て
貨
車
1

台
（
46
石
積
み
）
が
取
引
の
単
位
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
米
取
引
に
必
要
な
資

金
が
少
な
く
な
り
、
市
中
の
米
穀
問
屋
が
直

接
産
地
と
米
を
取
引
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
。
１
８
９
６
年
に
常
磐
線
の
田
端

―
水
戸
間
、１
８
９
７
年
に
は
総
武
鉄
道
（
現

総
武
線
）
の
本
所
（
現
錦
糸
町
駅
）
―
銚
子

間
が
開
通
し
ま
す
。
鉄
道
だ
と
東
京
―
銚
子

は
5
時
間
、
蒸
気
船
だ
と
18
時
間
で
す
。
鉄

道
の
導
入
に
よ
り
深
川
は
大
き
く
変
貌
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
り
、
倉
庫
業
が
基
幹
産
業
と

し
て
本
格
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

小
名
木
川
両
岸
は
、
特
に
日
露
戦
後
に
工

業
地
帯
と
な
り
、
労
働
者
と
人
夫
の
町
と
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
材
木
販
売
は
相
変
わ
ら

ず
盛
ん
で
し
た
。

　

深
川
は
高
潮
の
被
害
を
受
け
や
す
い
土
地

で
す
。
１
７
９
１
年
の
高
潮
は
深
川
に
江

戸
時
代
最
大
の
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

１
８
５
６
年
に
は
百
年
に
一
度
と
い
わ
れ
る

猛
烈
な
台
風
に
よ
っ
て
大
川
が
氾
濫
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
匹
敵
す
る
の
が
１
９
１
０
年
8

月
の
洪
水
で
す
。
深
川
区
内
で
は
ほ
と
ん
ど

の
家
が
水
に
浸
か
り
ま
し
た
。
こ
の
事
態
に

国
家
レ
ベ
ル
で
の
対
応
が
は
か
ら
れ
、
荒
川

放
水
路
が
開
削
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
大
川
の
水
量
は
五
分
の
一
に
な
っ
た
と

い
い
ま
す
。
し
か
し
、
荒
川
放
水
路
は
中
川

を
分
断
す
る
た
め
、
中
川
放
水
路
や
新
中
川

建
設
も
関
連
し
た
大
工
事
と
な
り
、
ま
た
、

２
５
０
〜
３
２
０
間
の
川
幅
分
の
農
地
・
町

屋
の
買
収
は
難
事
業
で
し
た
。
荒
川
放
水
路

の
通
水
式
は
１
９
２
４
年
10
月
12
日
で
す

が
、
新
中
川
の
完
成
は
戦
後
の
１
９
６
３
年

に
な
っ
て
か
ら
で
し
た
。

　

最
後
に
、
現
在
、
深
川
の
河
川
は
高
度
経

済
成
長
期
よ
り
も
相
当
奇
麗
に
な
り
ま
し

た
。
た
だ
し
、
昔
へ
の
単
純
な
回
帰
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
深
川
の
低
地
と
い
う
特
色
・
埋

立
地
と
い
う
地
盤
の
悪
さ
と
の
戦
い
の
中
で

何
と
か
達
成
し
た
も
の
で
す
。
上
水
道
と
下

水
道
の
維
持
、
河
川
の
水
位
の
管
理
、
高
潮

の
対
策
、
防
災
施
設
と
緑
地
帯
の
設
置
と
拡

大
な
ど
、
江
東
区
・
東
京
都
・
国
だ
け
で
は

な
く
、
地
域
住
民
の
、
防
災
と
、
地
域
を
よ

り
人
間
ら
し
い
地
域
に
す
る
た
め
の
自
覚
と

努
力
な
し
に
は
決
し
て
な
し
え
な
か
っ
た
も

の
な
の
で
す
。
今
月
は
１
９
１
０
年
8
月
の

大
水
害
か
ら
百
年
。
深
川
の
住
民
の
苦
し
み

を
思
い
つ
つ
、
防
災
の
課
題
、
自
然
と
人
間

の
あ
る
べ
き
形
に
思
い
を
致
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

※ 

こ
の
記
録
は
、
平
成
22
年
8
月
6
日
（
金
）

に
行
わ
れ
た
講
演
会
の
要
旨
で
す
。
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平
成
21
年
4
〜
6
月
に
、
中
川
船
番
所
資

料
館
に
て
「
江
東
区
に
も
遺
跡
は
あ
る
！
〜

江
東
区
埋
蔵
文
化
財
展
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
際
展
示
し
た
亀
戸
浅
間
神
社
出
土

の
西
洋
瓦
に
つ
い
て
、
こ
の
誌
面
に
て
再
度

ご
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
猿
江
に
存
在
し

た
西
洋
瓦
の
工
場
に
つ
い
て
も
ご
紹
介
し
ま

す
。

亀
戸
浅
間
神
社
出
土
の
西
洋
瓦

　

東
京
都
の
防
災
再
開
発
事
業
に
伴
い
、
平

成
８
年
（
第
１
次
）
と
同
10
年
（
第
２
次
）

の
２
回
に
わ
た
り
、
神
社
境
内
と
そ
の
周
辺

を
対
象
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
（
第

１
次
調
査

に
つ
い
て

は
『
下
町

文
化
』
№

１
７
６
で

紹
介
し
て

い
ま
す
）。

調
査
の
結

果
、
ほ
と

ん
ど
は
近

現
代
の
表

土
が
厚
く

堆
積
し
、
近
世
の
陶
磁
器
類
の
ほ
か
、
瓦
、

瓶
類
な
ど
近
現
代
の
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

出
土
し
た
近
代
瓦
は
ほ
と
ん
ど
が
和
瓦
で

す
が
、
西
洋
瓦
11
点
（
富
士
塚
直
上
の
Ⅲ
区

か
ら
３
点
、
富
士
塚
南
の
２
号
と
中
央
ト
レ

ン
チ
か
ら
８
点
）

が
含
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
11
点
の
う

ち
4
点
は
ジ
ェ

ラ
ー
ル
瓦
、
７
点

は
日
本
の
瓦
職
人

が
そ
の
瓦
を
模
し

た
模
倣
ジ
ェ
ラ
ー

ル
瓦
に
分
け
ら
れ

ま
す
。
ジ
ェ
ラ
ー

ル
瓦
は
、
横
浜
山

手
の
居
留
地
で

製
造
さ
れ
た
も
の

で
、
Ⅰ
〜
Ⅲ
型
の
う
ち
Ⅱ
型
（
１
８
７
６
〜

１
８
８
９
年
の
製
造
）
し
か
発
見
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
の
瓦
は
同
時
期
に
廃
棄
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
社
殿
は
明
治
11
年

（
１
８
７
８
）
と
、
関
東
大
震
災
後
の
昭
和

５
〜
９
年
（
１
９
３
０
〜
１
９
３
４
）
に
改

築
さ
れ
、
い
ず
れ
も
富
士
塚
上
に
あ
り
ま
し

た
。
廃
棄
さ
れ
た
の
は
い
ず
れ
か
の
工
事
前

と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
な
ぜ
西
洋
瓦
が
神
社

の
境
内
に
廃
棄
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
近

隣
に
こ
の
瓦
を
葺
く
よ
う
な
洋
館
が
存
在
し

た
と
い
う
記
録
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
謎
だ
ら

け
の
状
況
で
す
。

猿
江
に
あ
っ
た
幻
の
西
洋
瓦
工
場

　

今
回
の
展
示
に
際
し
、
青
木
祐
介
氏
（
横

浜
都
市
発
展
記
念
館
）、
坂
上
克
弘
氏
（
元

横
浜
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
に
前
述
の

西
洋
瓦
を
鑑
定
し
て
い
た
だ
き
、
展
示
期

間
中
に
両
氏
が
来
館
さ
れ
ま
し
た
。
展
示

観
覧
後
、
常
設
展
示
室
で
江
東
区
の
地
図

を
ご
覧
に
な
っ
た
青
木
氏
か
ら
次
の
指
摘

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
東
京
大
学
大

学
院
所
蔵
の
模
倣
ジ
ェ
ラ
ー
ル
瓦
に
あ
る

「Gohonm
atsuou Tam

oura

（
五
本
松　

田
村
）」
銘
は
、『
明
治
十
年
内
国
勧
業
博
覧

会
出
品
目
録
』
に
み
え
る
「
深
川
猿
江
町　

田
村
三
五
郎
」
と
同
一
人
物
で
は
な
い
か
と

疑
っ
て
い
た
が
、
五
本
松
が
ど
こ
の
地
名
を

指
す
の
か
不
明
だ
っ
た
。
し
か
し
、
五
本
松

が
猿
江
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
猿
江
と
五
本
松

が
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。『
新

撰
東
京
名
所
図
会
』（
明
治
42
年
）
な
ど
に
、

深
川
猿
江
町
の
通
称
名
が
「
小
名
木
川
通
り

五
本
松
」
と
あ
る
た
め
、
東
京
大
学
所
蔵
の

瓦
が
猿
江
で
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
決
定
づ

け
ら
れ
た
と
言
え
ま
す
。

　

前
述
の
目
録
に
は
、
明
治
８
年

（
１
８
７
５
）
に
開
業
し
た
田
村
三
五
郎
が

「
西
洋
形
瓦
」
を
出
品
し
た
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。『
日
本
商
工
営
業
録
』（
明
治
31
年
）

の
深
川
猿
江
町
の
項
に
は
、
田
村
の
名
や
瓦

工
場
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
明
治
31
年
以

前
に
移
転
も
し
く
は
廃
業
し
て
い
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
工
場
の
場
所
は
不
明

で
す
が
、
旧
深
川
猿
江
町
域
の
ど
こ
か
に
近

代
の
瓦
工
場
の
痕
跡
が
地
下
に
眠
っ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
文
化
財
専
門
員　

野
本
賢
二
）

江
東
区
域
の
西
洋
瓦

〜
亀
戸
浅
間
神
社
出
土
資
料
と
猿
江
の
工
場
〜

調査風景

出土した西洋瓦
左：ジェラール瓦

右・中央：模倣ジェラール瓦

　　亀戸浅間神社
　（亀戸9丁目15）　　
　　　　　　↓

　　　　　深川猿江町　　
（現在の猿江1・2丁目の一部）
　　　　　　　↓

　↑
五本松跡

小名木川

亀戸浅間神社の位置と深川猿江町の範囲

『明治十年内国勧業博覧会出品目録』
（国立国会図書館所蔵）

　　↑
現在の区画

←1次調査1号
←1次調査2号

←1次中央

2次調査Ⅲ区（A～E）2次調査Ⅲ区（A～E）

１次調査4号→
1次調査3号→1次調査3号→

←2次調査Ⅱ区↑
２次調査Ⅰ区

↑
２次調査Ⅰ区

DD
CC
BBAAÁÁ
EE

調査位置
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