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江東区地域振興部
文化観光課文化財係
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4
月
7
日
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
緊
急
事
態
宣
言
が

発
令
さ
れ
、
外
出
自
粛
が
要
請
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
は
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、
国
・
自
治
体

の
博
物
館
・
資
料
館
な
ど
に
お
い
て
は
、
入

場
及
び
利
用
に
制
限
が
か
け
ら
れ
た
状
態
が

未
だ
に
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
文
化
財

や
資
料
に
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
状
況

に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
文
化
財
は
屋
外
で
も
目
に
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
今
号
で
は
、
5

頁
に
て
和
倉
橋
（
深
川
2
︱
1
、
富
岡
1
︱

17
）
の
親お

や

柱ば
し
らを

紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他

に
は
、
旧

き
ゅ
う

弾だ
ん

正じ
ょ
う

橋ば
し

（
八
幡
橋
）（
富
岡
1
︱

19
〜
2
︱
7
）
の
よ
う
に
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
区
内
の
各
所
に
は
史
跡
説
明
板
・
指

定
文
化
財
説
明
板
を
設
置
し
て
お
り
、
現
在

で
は
失
わ
れ
た
も
の
を
含
め
、
多
く
の
文
化

財
の
紹
介
を
し
て
い
ま
す
。
な
お
本
誌
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。
文

化
財
や
歴
史
に
関
す
る
情
報
を
掲
載
し
て
い

ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

依
然
と
し
て
文
化
財
に
接
す
る
に
は
、
厳

し
い
状
況
で
す
が
、
街
角
に
あ
る
文
化
財
や

説
明
板
に
も
目
を
向
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
文
化
財
に
接
す
る

○屋外で接する文化財
○江戸の町内探訪⑮

中島町
○【資料紹介】絵葉書はウソをつく

〜『絵葉書で見る江東百景 震災復興』番外編〜
○地域の記憶②

大石家の御守・祈祷札
○文化財まめ知識13

江東区内の親柱
○区外史料調査拾い読み

海辺大工町の津山藩抱屋敷
○「奥の細道サミットin江東」に向けて
　松尾芭蕉と江戸の弟子
○文化財係ホームページの紹介①

こうとう情報ステーション展示

旧弾正橋（八幡橋）

和倉橋親柱（右手前）と説明板（左奥）

文化財
屋外で接する
文化財
屋外で接する



中
島
町

江
戸
の
町
内
探
訪
⑮

2

今
回
は
、
深
川
南
部
に
位
置
し
た
中
島
町

（
現
永
代
2
）
を
取
り
上
げ
ま
す
。
南
北
に

細
長
く
、
三
方
を
水
路
に
囲
ま
れ
た
こ
の
町

は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
も
ち
、
ど
の
よ
う

な
変
容
を
遂
げ
た
の
か
、
江
戸
時
代
後
期
に

編へ
ん

纂さ
ん

さ
れ
た
『
町
方
書
上
』
を
通
し
て
見
て

み
ま
し
ょ
う
。

成
立
の
経
緯

同
書
に
よ
る
と
、
中
島
町
は
、
も
と
も
と

隅
田
川
の
西
側
に
あ
っ
た
南
小
田
原
町
、
南

本
郷
町
（
以
上
、
現
中
央
区
築
地
）、
霊れ

い

巌が
ん

嶋じ
ま

川か
わ

口ぐ
ち

町ち
ょ
う（

現
中
央
区
新
川
）
三
ケ
町
の
代だ

い

地ち

と
し
て
与
え
ら
れ
、
の
ち
三
方
が
河
川
・

堀
割
で
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
中
島
町
と

唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
う

ち
、
南
に
流
れ
る
の
は
十
間
川
（
現
横
十
間

川
）
流

り
ゅ
う

末ま
つ

の
大お

お

嶋し
ま

川
（
現
大
横
川
）、
東
西

に
流
れ
る
堀
割
は
い
ず
れ
も
油
堀
の
支
流

で
、
と
く
に
呼
び
名
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
堀
割
を
挟
ん
で
、
西
に
相
川
町
、
諸も

ろ

町
、
冨と

み

吉よ
し

町
、
東
に
大お

お

島し
ま

町
、
北
に
黒
江
町

と
、周
囲
を
深
川
猟り

ょ
う

師し

町ま
ち

（
8
ヶ
町
で
構
成
、

本
誌
2
7
6
・
2
7
7
号
参
照
）
に
囲
ま
れ

た
中
島
町
は
、
猟
師
町
に
は
属
し
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
そ
の
真
っ
た
だ
中
に
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
魚ぎ

ょ

介か
い

類る
い

の
生
産
・
流
通
に
深
く

関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

町
内
の
家
数
は
、
家や

守も
り

（
長
屋
の
管
理
人
、

大お
お

家や

さ
ん
）
が
12
軒
、
店た

な

借が
り

（
借
家
）
が

1
7
6
軒
で
、
土
地
と
家
を
持
つ
家
持
は
一

人
も
住
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
ま
で

の
研
究
で
、
深
川
に
は
店
借
が
多
か
っ
た
と

の
指
摘
が
あ
り
ま
す
が
、
中
島
町
を
見
る
限

り
そ
の
傾
向
を
示
し
て
い
ま
す
。

善ぜ
ん

行こ
う

の
表
彰

そ
れ
で
は
、
中
島
町
に
住
む
店
借
の
人
々

は
、
ど
の
よ
う
な
生
業
に
携
わ
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。
幕
府
が
行
っ
た
孝こ

う

行こ
う

者も
の

の
表

彰
か
ら
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

文
化
13
年
（
1
8
1
6
）
9
月
6
日
に
町

か
ら
書
き
上
げ
ら
れ
た
清せ

え

兵べ

衛え

店だ
な

に
住
む
数

え
年
14
歳
の
弥
吉
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
弥
吉
は
母
ふ
じ
と
と
も

に
父
新
助
の
看
病
に
あ
た
る
中
、
母
も
煩わ

ず
ら
い
、

手
足
の
痛
み
で
歩
行
が
で
き
な
く
な
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
父
が
亡
く
な
る
と
、
母
を
介

抱
し
な
が
ら
貝
類
を
剥む

き
、
日
々
商あ

き
な

い
に
出

ま
す
が
、
売
り
上
げ
だ
け
で
は
母
に
十
分
の

食
べ
も
の
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自み

ず
か

ら

は
残
り
も
の
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

同
町
の
北
隣
の
北
川
町
の
お
寺
で
加か

持じ

祈き

祷と
う

を
行
う
な
ど
、
幼
年
に
は
奇き

特と
く

と
い
う
こ
と

で
、
褒ほ

う

美び

と
し
て
幕
府
か
ら
鳥

ち
ょ
う

目も
く

10
貫
文
を

賜
り
ま
し
た
（
鳥
目
は
銭
の
こ
と
、
一
貫
文

は
銭
1
0
0
0
文
）。

こ
の
文
書
は
、
本
人
の
弥
吉
、
家
主
の
清

兵
衛
、
五
人
組
の
喜
兵
衛
、
霊れ

い

巌が
ん

寺じ

門も
ん

前ぜ
ん

町ま
ち

の
名
主
九
左
衛
門
が
連
署
で
作
成
し
、
御
番

所
（
町
奉
行
所
）
に
提
出
し
た
も
の
で
し
た
。

霊
巌
寺
門
前
町
の
名
主
が
登
場
す
る
の
は
、

中
島
町
に
は
町
名
主
が
い
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

善
行
内
容
か
ら
地
域
を
読
む

中
島
町
や
そ
の
周
辺
の
町
々
で
、
店
借
が

多
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
善
行
者
の
弥
吉

の
仕
事
か
ら
一
つ
気
づ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
わ
ず
か
14
歳
と
い
う
年
齢
で
も
、

貝
剥
き
や
天て

ん

秤び
ん

棒ぼ
う

を
担か

つ

い
で
商
品
を
売
る
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
善
行

表
彰
は
、
中
島
町
の
弥
吉
だ
け
で
は
な
く
、

周
辺
の
町
々
に
も
生
活
を
助
け
る
た
め
船
に

乗
り
、
貝
を
取
り
、
販
売
す
る
な
ど
の
仕
事

に
従
事
し
た
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
地
域
は
、
す
ぐ
南
側
に
江
戸
前
の
海

が
広
が
っ
て
い
る
た
め
、
海
に
関
わ
る
様
々

な
仕
事
が
成
り
立
っ
た
わ
け
で
す
。
推
測
す

る
に
、
こ
れ
ら
の
仕
事
は
長
年
の
経
験
や
高

い
技
術
を
要
し
な
い
、
比
較
的
容
易
な
も
の

で
、
多
く
の
労
働
力
を
必
要
と
し
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
の
労
働
力
を
店
借
の
人
々
も

支
え
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
に
、
生
活
を
可
能

と
し
た
要
因
の
一
つ
が
窺
え
ま
す
。

江
戸
時
代
後
期
に
は
、
中
島
町
を
含
め
た

周
辺
の
13
ヶ
町
が
漁
師
居
住
地
と
し
て
「
浜は

ま

十じ
ゅ
う

三さ
ん

町ち
ょ
う」（
本
誌
2
7
2
号
参
照
）
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
地
域
の

特
質
を
表
す
言
葉
と
い
え
ま
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

本所深川絵図（幕末期）
国立国会図書館デジタルコレクション

小名木川

江戸湾

大島

黒江冨吉

隅
田
川

北
川

中
島
町

諸
相
川

十
間
川



絵
葉
書
は
ウ
ソ
を
つ
く

〜
『
絵
葉
書
で
見
る
江
東
百
景 

震
災
復
興
』番
外
編
〜

資料
紹介

3

平
成
31
年
3
月
、当
係
で
は『
絵
葉
書
で
見

る
江
東
百
景　
震
災
復
興
︱
関
東
大
震
災
︱
』

を
発
行
し
ま
し
た
。
同
誌
に
掲
載
す
る
絵
葉

書
を
選
定
す
る
過
程
で
、あ
る
こ
と
に
気
づ
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
同
一
写
真
を
使
用
し
た
、

時
期
が
全
く
異
な
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
印
字

し
た
絵
葉
書
が
存
在
し
て
い
た
の
で
す
。

①
と
②
は
深
川
区
森
下
町
の
様
子
を
と
ら

え
た
も
の
で
す
（
市
電
の
軌き

道ど
う

が
見
え
る
こ

と
か
ら
、
現
清
澄
通
り
も
し
く
は
現
新
大
橋
通

り
と
考
え
ら
れ
ま
す
）。
と
こ
ろ
が
、
①
は
大

正
12
年
（
1
9
2
3
）
9
月
1
日
の
関
東
大
震

災
の
被
害
状
況
、②
は
大
正
6
年
（
1
9
1
7
）

10
月
1
日
に
東
京
を
直
撃
し
た
大
暴
風
雨
の

被
害
状
況
を
と
ら
え
た
絵
葉
書
と
し
て
発
行
さ

れ
た
も
の
で
す
。
よ
く
見
る
と
、
町
並
や
人

物
な
ど
構
図
は
全
く
同
じ
で
あ
る
た
め
、
同

一
写
真
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
し
か

し
、
①
を
み
る
と
、
②
に
は
な
い
煙
な
ど
が

み
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
②
は
大
正
6

年
時
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
、
①
は
大
正
6

年
の
写
真
を
加
工
し
同
12
年
に
発
行
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

①
は
組
で
発
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
、
管
見
の
限
り
、
①
を
含
め
8
枚

が
確
認
で
き
（
表
A
欄
。
メ
イ
ン
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
は
表
下
に
あ
る
1
種
。
発
行

元
不
明
。
す
べ
て
青
系
の
一
色
印
刷
）、

こ
れ
ら
も
、
大
正
6
年
の
大
暴
風
雨
の

絵
葉
書
と
同
一
写
真
を
使
っ
て
お
り
、

や
は
り
煙
な
ど
が
描
き
込
ま
れ
て
い
ま

す
（
表
B
欄
。
メ
イ
ン
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
は
表
下
に
あ
る
3
種
。
発
行
元
不
明
。

す
べ
て
白
黒
印
刷
）。

表
の
う
ち
、
№
1
・
4
（
森
下
町
・

木
挽
町
）
以
外
は
地
名
も
異
な
っ
て
い

ま
す
。
同
一
写
真
で
異
な
る
地
名
が
印

字
さ
れ
た
事
例
は
、
江
東
区
域
関
連
に

限
っ
て
も
、
深
川
公
園
や
明
治
43
年
の

大
洪
水
の
絵
葉
書
な
ど
多
く
あ
り
ま
す

が
、
時
期
や
内
容
が
全
く
違
う
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
で
同
一
写
真
を
使
用
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の

組
絵
葉
書
（
表
A
欄
）
の
事
例
し
か

知
り
得
ま
せ
ん
。
こ
の
事
例
は
“
捏ね

つ

造ぞ
う

さ
れ
た
も
の
”
と
言
え
ま
す
が
、
震
災

後
に
発
行
（
発
売
）
さ
れ
た
と
い
う
歴

史
的
事
実
に
は
変
わ
り
な
く
、
当
時
発

売
さ
れ
た
絵
葉
書
の
発
行
事
情
を
窺う

か
が

い

知
る
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
と
言
え

ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

野
本
賢
二
）

①「大正十二年九月一日　兇暴ナル大震害　深川森下町附近ノ惨状」

②「（大正六年十月一日）兇暴ナル大暴風　深川森下町附近ノ惨状」

表
№ A：関東大震災（大正12年） B：大暴風雨（大正6年）
1 深川森下町附近ノ惨状　※① 深川森下町附近ノ惨状　※②

2 芝宇田川町附近ノ惨状 亀井戸附近の惨状

3 京橋築地附近ノ惨状 木挽町中屋印刷所倒壊ノ惨状

4 京橋木挽町附近ノ惨状 木挽町中屋印刷所の倒潰惨死数名

5 本所相生町附近ノ惨状　 牛込矢来町早稲田大學ニ學生惨死ノ惨状

6 日本橋材木町附近ノ惨状 牛込矢来町附近倒壊ノ惨状

7 神田鎌倉河岸附近ノ惨状 小石川幼稚園附近倒壊ノ惨状

8 浅草吉原堤附近ノ惨状 上野精養軒倒壊ノ惨状
Aのメインキャプションは「大正十二年九月一日　兇暴ナル大震害」の1種。Bのメインキャプションは「（大正六年十月一日暴風被害）」「（大正六
年十月一日） 兇暴ナル大暴風」　「（大正六年十月一日）大暴風帝都ヲ襲ヒ弐百萬市民ヲ恐怖セシメタル惨憺タル惨状」の3種。



4

今
回
は
、
大
石
家
の
御
守
・
祈
祷
札
を
通

し
て
、
村
の
生
活
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

大
石
家
は
「
旧
大
石
家
住
宅
」
の
名
称

で
、
区
の
指
定
文
化
財
と
な
っ
た
古
民
家
で
、

区
に
寄
贈
さ
れ
た
後
に
解
体
調
査
が
進
め
ら

れ
、平
成
8
年
（
1
9
9
6
）
に
、も
と
あ
っ

た
東
砂
か
ら
現
在
地
（
南
砂
5
︱

24
地
先
、

仙
台
堀
川
公
園
内
）
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

御
守
・
祈
祷
札
は
、
解
体
調
査
の
際
に
同

家
の
天
井
裏
よ
り
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸

後
期
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
寺
社
か
ら
同

家
に
授
与
さ
れ
た
も
の
で
2
6
9
点
に
も
の

ぼ
り
ま
す
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
御
守
・

祈
祷
札
が
残
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
石
家
と
八
郎
右
衛
門
新
田

大
石
家
の
あ
る
砂
町
地
域
は
、
江
戸
時
代

に
開
発
が
進
み
、
開
発
者
の
名
を
冠
し
た
数

多
く
の
村
が
誕
生
し
ま
し
た
。
同
家
が
あ
っ

た
八
郎
右
衛
門
新
田
（
東
砂
6
〜
8
丁
目
辺
）

は
そ
の
内
の
一
つ
で
、万
治
年
間
（
1
6
5
8

〜
6 

1
）
に
深
川
村
の
名
主
深
川
八
郎
右
衛

門
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

同
新
田
は
、
舟ふ

な

入い
り

川が
わ

（
四し

十じ
ゅ
っ

丁ち
ょ
う

川
）
を

挟
ん
で
五
十
軒
程
の
家
が
建
つ
、
農
業
を
中

心
と
し
た
村
で
、
明
治
以
降
は
海
苔
養
殖
に

も
従
事
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
生
活
に

あ
っ
て
御
守
・
祈
祷
札
は
「
災
難

を
逃
れ
る
た
め
身
に
つ
け
る
も
の
」、

「
病
気
や
災
害
な
ど
を
は
ら
う
た

め
に
祈
祷
し
た
し
る
し
の
お
ふ
だ
」

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
と
し
て
大

切
に
保
管
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

大
石
家
の
信
仰

別
表
を
見
る
と
、
江
戸
期
よ
り
大
石
家
は

宗
派
を
問
わ
ず
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
複
数
の

寺
社
か
ら
御
守
・
祈
祷
札
を
授
与
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
中
で
も
数
の

多
さ
で
群
を
抜
い
て
い
る
の
が
成
田
山
新
勝

寺
の
1
8
4
点
で
す
。
元
禄
期
（
1
6
8
8

〜
1
7
0
4
）以
降
、
深
川
の
永
代
寺
で
は
出

開
帳
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
化
政
期（
1
8
0
4

〜
3
₀
）
に
な
る
と
成
田
不
動
尊
信
仰
を
背

景
と
し
た
「
成
田
詣
」
が
盛
ん
と
な
り
ま
す
。

通
常
、
御
守
・
祈
祷
札
が
一
年
に
一
度
授
与

さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
と
、
長
期
間
に
及
ぶ

同
家
の
信
仰
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

れ
と
は
別
に
成
田
山
神し

ん

光こ
う

院い
ん

が
あ
り
ま
す

が
、
新
勝
寺
の
末
寺
で
明
治
期
に
廃
寺
と

な
っ
た
神
光
寺
を
指
し
て
い
ま
す
。

ま
た
比
較
的
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
役
流

山
不
動
院
（
本
誌
2
8
8
号
参
照
）、
亀
高

山
大
師
堂
（
砂
村
持
宝
院
）、
泉
養
寺
（
深

川
神
明
宮
の
別
当
寺
。
戦
前
に
市
川
市
に

移
転
）、
西
新
井
大
師
と
し
て
知
ら
れ
る
総

持
寺
（
現
足
立
区
）、
川
崎
大
師
と
し
て
知

ら
れ
る
平へ

い

間け
ん

寺
の
御

守
・
祈
祷
札
が
見
ら
れ

ま
す
。
一
方
で
、
富
士

嶽
浅せ

ん

間げ
ん

神
社
（
現
静
岡

県
）、
金か

な

村む
ら

別わ
け
い

雷か
ず
ち

神

社
（
現
茨
城
県
）
な
ど
、

比
較
的
遠
方
の
寺
社
の

も
の
や
天て

ん

照し
ょ
う

皇こ
う

大た
い

神じ
ん

宮ぐ
う

（
伊
勢
神
宮
の
内

宮
）
の
祈
祷
札
も
見
ら
れ
ま
す
。
江
戸
時
代

に
は
「
伊
勢
詣
（
参
り
）」
が
盛
ん
と
な
り

ま
し
た
が
、
亀
戸
地
域
に
お
い
て
も
、
文
化

六
年
（
1
8
0
9
）
3
月
か
ら
7
月
に
か
け

て
伊
勢
参
り
に
行
っ
た
記
録（「
道
中
記
」『
牧

野
家
文
書
』
所
収
）
が
残
さ
れ
て
お
り
、
周

辺
の
村
々
に
お
い
て
伊
勢
信
仰
が
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、

大
石
家
の
人
々
が
実
際
に
こ
れ
ら
の
寺
社
に

詣
で
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
震
災
・
戦
災
で
大

き
な
被
害
を
被
っ
た
江
東
区
に
あ
っ
て
、
大

石
家
に
、
こ
れ
ほ
ど
大
量
の
御
守
・
祈
祷
札

が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
貴
重
と
言
え
ま

す
。
他
に
事
例
が
な
い
た
め
、
全
て
の
家
に

当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
同
村

の
他
の
家
で
も
同
様
の
信
仰
が
行
わ
れ
て
い

た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
既
に
廃
寺
と
な
っ

て
い
る
不
動
院
や
神
光
院
（
寺
）
の
も
の
も

あ
り
、
そ
れ
ら
も
含
め
た
す
べ
て
の
御
守
・

祈
祷
札
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
村
人
の
信
仰

を
知
る
一
助
と
な
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

ま
た
天
井
裏
に
御
守
・
祈
祷
札
を
ま
と
め

て
保
存
を
す
る
習
俗
や
そ
の
意
味
な
ど
不
明

な
点
も
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
考
察
す
べ
き
事
項

が
あ
り
ま
す
。
今
後
検
討
を
加
え
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

�

（
文
化
財
専
門
員　

大
関
直
人
）

地
域
の
記
憶
②

大
石
家
の
御
守
・
祈き

祷と
う

札ふ
だ

（御守・祈祷札の表記に従った）

砂村の大字名・字名
「東京府南葛飾郡」大正8年（1919）6月砂村町役場刊行より

大石家の御守・祈祷札
寺社名 点数

新勝寺 184
平間寺 17
豊川稲荷 1
成田山神光院 13
役流山不動院 8
深川泉養寺 4
亀高山大師堂 1
安楽寺 1
金村別雷神社 3
高尾山薬王院 1
西新井大師総持寺 3
天照皇太神宮 21
富士嶽浅間神社 1
初媛神社 1
香取大神宮 1
不明 9
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江
東
区
内
の
親
柱

江
東
区
内
の
親
柱

お
や
お
や
ば
し
ら

ば
し
ら

5

江
東
区
域
で
は
、
明
治
以
降
に
鉄
材
を
用

い
た
橋
が
架
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら

に
大
正
12
年
（
1
9
2
3
）
の
関
東
大
震
災

後
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
め
に
清き

よ

洲す

橋ば
し

・
永え

い

代た
い

橋ば
し

（
い
ず
れ
も
国
の
重
要
文
化
財
）
な
ど
、

「
震し

ん

災さ
い

復ふ
っ

興こ
う

橋き
ょ
う

梁り
ょ
う」

と
称
さ
れ
る
橋
が
架
け

ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
耐
震
化

の
改
修
を
受
け
、
現
在
も
利
用
さ
れ
て
い
る

橋
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
川
の
埋
め
立
て
や
付
け
替

え
な
ど
に
よ
り
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
橋
も

多
く
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
解
体
さ
れ
た
橋

に
は
、
欄
干
の
端
に
あ
る
柱
、「
親
柱
」
が

記
念
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
2
件

が
文
化
財
と
し
て
登
録
・
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
回
は
そ
れ
ら
を
紹
介
し
ま
す
。

新し
ん

大お
お

橋は
し

親
柱
（
区
登
録
文
化
財
）

新
大
橋
は
明
治
45
年
（
1
9
1
2
）
に
架

け
ら
れ
、
関
東
大
震
災
や
東
京
大
空
襲
に
耐

え
た
橋
で
し
た
が
、
昭
和
52
年
に
現
在
の
橋

に
架
け
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

現
在
、
明
治
村
（
愛
知
県
犬
山
市
）
へ
中

央
区
側
の
25
メ
ー
ト
ル
が
移
築
保
存
さ
れ
て

い
ま
す
。
一
方
で
江
東
区
に
は
、
東
詰
南
側

に
公
園
（
新
大
橋
1
）
が
設
け
ら
れ
、
高
欄

と
と
も
に
親
柱
が
移
設
さ
れ
ま
し
た
。

移
築
さ
れ
た
親
柱
の
特
徴
と
し
て
は
、
ま

ず
オ
ベ
リ
ス
ク
様
の
尖
塔
部
分
が
あ
げ
ら
れ

ま
す
。
さ
ら
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
電
灯

の
支
柱
に
は
、
ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
調
の
デ
ザ

イ
ン
が
施
さ
れ
た
電
灯
の
支
柱
が
四
方
に
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
（
尚
、
電
灯
の
覆
い
は
建

築
当
初
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

和わ

倉く
ら

橋ば
し

親
柱　

2
基
（
区
指
定
文
化
財
）

和
倉
橋
は
、
油
堀
川
に
架
け
ら
れ
た
震
災

復
興
橋
梁
の
一
つ
で
し
た
が
、
昭
和
50
年
に

川
の
埋
め
立
て
に
伴
い
、
親
柱
（
2
基
）
が

移
設
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
親
柱
は
、
高
速
9

号
深
川
線
の
高
架
下
の
道
路
を
挟
ん
で
南
北

に
置
か
れ
て
い
ま
す
（
②
・
③
）。

こ
れ
ら
南
北
の
両
親
柱
は
、
上
中
下
段
の

三
段
か
ら
な
る
本
体
と
台
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
体
・
台
石
は
い
ず
れ
も
花か

崗こ
う

岩が
ん

製

で
す
。
各
部
材
は
、
現
在
モ
ル
タ
ル
で
接
合

さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
両
親
柱
の
正
面
に
は
「
わ
く
ら
ば
し
」

と
平
仮
名
で
記
さ
れ
た
橋

き
ょ
う

名め
い

板ば
ん

（
陽よ

う

鋳ち
ゅ
う・

鉄

製
）
が
は
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
親
柱
に
は
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

図ず

面め
ん

と
し
て

「
和わ

倉く
ら

橋ば
し　

一い
っ

般ぱ
ん

構こ
う

造ぞ
う

図ず

並
な
ら
び
に

装そ
う

飾し
ょ
く

図ず

」（
江

東
区
指
定
文
化
財
〈
歴
史
資
料
〉「
震し

ん

災さ
い

復ふ
っ

興こ
う

橋き
ゅ
う

梁り
ょ
う

図ず

面め
ん　

9
0
1
枚
」
所
収
）
が
残

さ
れ
て
お
り
、
建
築
当
初
の
様
子
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
図
面
で
橋
名
板
は
ブ
ロ
ン
ズ
製
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
の
橋
名
板

は
鉄
製
で
す
。
現
在
は
大
部
分
が
剥は

く

落ら
く

し
て

い
ま
す
が
、
か
つ
て
は
青
色
の
塗
料
が
塗
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
、
北
詰
の
親
柱
か
ら
確
認

さ
れ
ま
す
（
⑤
）。

こ
れ
は
時
期
が
不
明
で
す
が
、
橋
名
板
が

ブ
ロ
ン
ズ
製
か
ら
鉄
製
の
も
の
へ
付
け
替
え

ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

親
柱
の
デ
ザ
イ
ン

一
方
で
和
倉
橋
親
柱
の
デ
ザ
イ
ン
の
特
徴

と
し
て
は
、
側
面
に
見
ら
れ
る
放
物
曲
線
状

の
デ
ザ
イ
ン
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
表

現
主
義
と
呼
ば
れ
る
20
世
紀
初
め
に
見
ら
れ

る
建
築
様
式
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

ま
た
先
に
あ
げ
た
新
大
橋
親
柱
で
は
、

ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
の
影
響
も
一
部
見
ら
れ
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
親
柱
に
は
デ
ザ
イ
ン
で
の

見
所
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

戦
前
戦
後
を
通
じ
、
区
内
の
河
川
に
架
け

ら
れ
た
橋
に
は
、
特
徴
の
あ
る
親
柱
が
各
所

に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
暑
い
季

節
に
な
り
ま
す
が
、
街
中
で
見
か
け
る
親
柱

に
注
目
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
文
化
財
専
門
員　

功く
ぬ

刀ぎ

俊
宏
）

①新大橋親柱（新大橋1丁目・新大橋東詰公園）

⑤橋名板　
和倉橋親柱 北詰

④和倉橋一般構造図並装飾図
（江東区指定文化財〈歴史資料〉「震災復興橋梁図面901枚」所収）

②和倉橋親柱 南詰（富岡1）③和倉橋親柱 北詰（深川2）



6

屋
敷
の
購
入

津
山
藩
は
、
現
在
の
岡
山
県
津
山
市
に
居

を
置
く
十
万
石
の
藩
で
し
た
。
そ
の
抱
屋
敷

は
、
小
名
木
川
の
西
端
に
架
か
る
万
年
橋
の

ほ
ど
近
く
で
、
橋
の
南
東
に
位
置
し
ま
し
た

（
図
参
照
）。
北
に
は
小
名
木
川
、
西
に
は
隅

田
川
が
流
れ
、
周
囲
は
海
辺
大
工
町
や
武
家

屋
敷
・
寺
院
が
取
り
囲
ん
で
い
ま
し
た
。
藩

の
『
日
記
』（
津
山
郷
土
博
物
館
蔵
）
に
よ

れ
ば
、
こ
の
場
所
に
4
3
6
9
坪
（
家
坪

7
0
0
坪
余
）
の
抱
屋
敷
を
購
入
し
た
の

は
寛
政
元
年
（
1
7
8
9
）
8
月
で
し
た
。

も
と
の
持
主
は
松ま

つ

平だ
い
ら

因い
な

幡ば
の

守か
み

康や
す

眞ま
さ

と
い
う

6
0
0
0
石
の
旗
本
で
す
。

次
に
、『
日
記
』
の
記
述
か
ら
、
購
入
ま

で
の
手
続
き
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
8
月
22
日
に
因
幡
守
か
ら
の
譲
渡
の

話
合
い
が
整と

と
の

う
と
、
津
山
藩
御お

留る

守す

居い

の
岡

村
要
助
と
因
幡
守
用
人
の
竹
中
伝
右
衛
門
、

さ
ら
に
こ
の
付
近
を
含
む
海
辺
新
田
村
の
名

主
八
左
衛
門
が
加
わ
り
、
幕
府
の
屋や

敷し
き

改
あ
ら
た
め

坂
部
善
次
郎
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ
し
て
、
両

者
の
話
合
い
が
整
っ
た
の
で
、
譲
渡
に
関
す

る
差
図
を
受
け
た
い
と
の
松
平
越え

ち

後ご
の

守か
み

康や
す

哉ち
か

（
津
山
藩
主
）
の
申
し
出
を
記
し
た
書
面
を

渡
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
因
幡
守
側
の
竹
中
伝
右
衛
門
は

九こ
こ
の
つ
は
ん
ど
き

半
時
（
午
後
1
時
）
頃
に
用
事
が
済
ん
で

帰
り
ま
す
が
、津
山
藩
関
係
者
は
、七

な
な
つ

時ど
き

（
午

後
4
時
）
頃
に
座
敷
に
呼
び
出
さ
れ
、
屋
敷

改
の
う
ち
出し

ゅ
つ
ざ座

の
な
か
っ
た
安
部
次
郎
兵
衛

を
除
く
、
藤
方
勘
右
衛
門
、
筒
井
治
左
衛
門
、

坂
部
善
次
郎
の
3
名
列れ

つ

座ざ

の
う
え
、
月つ

き

番ば
ん

の

坂
部
善
次
郎
か
ら
承
認
の
旨む

ね

を
伝
え
ら
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
御
留
守
居
の
岡
村
が
屋
敷

改
4
名
に
宛
て
て
作
成
し
た
請う

け

書し
ょ

を
用
人
が

読
み
あ
げ
る
と
、
岡
村
は
そ
の
場
で
押
印
を

し
て
い
ま
す
。「
口こ

う

上じ
ょ
う

之の

覚お
ぼ
え」

と
題
さ
れ
た

請
書
の
内
容
で
注
目
で
き
る
こ
と
は
、
屋
敷

内
の
立
木
の
抜
伐
や
家か

作さ
く

、
少
々
の
修
繕
な

ど
は
、
そ
の
つ
ど
幕
府
に
伺
い
を
立
て
る
よ

う
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
請
書
の
最
後
に

は
、
座
敷
で
は
な
く
白し

ら

洲す

で
聞
い
て
い
た
名

主
八
左
衛
門
が
、
内
容
を
承
知
し
た
旨
を
書

き
記
し
、
押
印
を
し
て
い
ま
す
。

先
述
の
通
り
、
抱
屋
敷
は
拝
領
屋
敷
と
は

異
な
り
、
年
貢
地
（
村
の
土
地
）
を
購
入
し

た
も
の
で
す
。
隅
田
川
の
東
側
を
村
と
し
て

支
配
し
た
幕
府
は
、
そ
の
後
の
発
展
に
と
も

な
い
深
川
地
域
な
ど
を
江
戸
に
編
入
し
、
江

戸
町
奉
行
所
の
支
配
と
し
ま
す
が
、
こ
れ
は

人
の
取
り
締
ま
り
な
ど
に
限
ら
れ
、
土
地
に

つ
い
て
は
変
る
こ
と
な
く
代
官
支
配
を
続
け

年
貢
徴ち

ょ
う

収し
ゅ
うを

行
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
町
奉
行

と
代
官
に
よ
る
「
両
支
配
」
と
い
い
ま
す
。

江
戸
近
郊
に
位
置
し
た
深
川
で
は
、
こ

の
両
支
配
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
い
っ
て

み
れ
ば
、
現
実
は
町
場
と
し
て
発
展
し
、
江

戸
に
組
み
込
ま
れ
た
町
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
幕
府
は
隅
田
川
の
東
は
村
で
あ
る
と

い
う
江
戸
初
期
以
来
の
支
配
原
則
を
変
え
な

か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

村
名
主
が
立
合
っ
た
の
も
頷う

な
づ

け
ま
す
。

屋
敷
の
引
渡
し

譲
渡
の
手
続
き
が
整
い
、
幕
府
の
承
認
を

受
け
る
と
い
よ
い
よ
引
渡
し
と
な
り
ま
す
。

8
月
24
日
、
藩は

ん

邸て
い

の
御
用
所
に
お
い
て
藩

の
大お

お

目め

付つ
け

出
席
の
う
え
、
御
年
寄
伊
達
与
兵

衛
よ
り
山
田
兵
大
夫
に
対
し
、「
海
辺
大
工

町
抱
屋
敷
預
り
並

な
ら
び
に

門
預
り
」
が
申
付
け
ら

れ
、
大
目
付
よ
り
同
月
30
日
に
屋
敷
引
渡
の

た
め
、
早
々
引
き
移
る
よ
う
命
じ
ら
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
、
各
藩
は
幕
府
か
ら
屋
敷
を
拝は

い

領り
ょ
うし

ま
し
た
。
上か

み

・
中な

か

・
下し

も

の
各
屋
敷
は
、
参さ

ん

勤き
ん

交こ
う

代た
い

と
い
う
制
度
の
も
と
、
江
戸
に
い
る
大
名
や
家
族
な
ど
が
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の

で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
抱
屋
敷
と
い
わ
れ
る
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
拝
領

屋
敷
と
は
異
な
り
、
江
戸
周
辺
の
年
貢
地
を
藩は

ん

自み
ず
から

が
購
入
し
た
も
の
で
、
江
東
区
域
に
も
多

く
存
在
し
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
津
山
藩
の
海
辺
大
工
町
（
清
澄
2
）
に
あ
っ
た

抱
屋
敷
を
取
り
上
げ
紹
介
い
た
し
ま
す
。

海
辺
大
工
町
の
津
山
藩
抱
屋
敷

う
み

だ
い

ち
ょ
う

つ

や
ま

は
ん
か
か
え

や

し
き

く

べ

区
外
史
料
調
査
拾
い
読
み

本所深川絵図（幕末期）
国立国会図書館デジタルコレクション

万年橋 小名木川隅
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「
小
算
方
」
の
渡
辺
三
郎
兵
衛
も
御
屋
敷
目

付
の
兼
務
が
命
じ
ら
れ
、
山
田
兵
大
夫
の
差

図
を
受
け
る
よ
う
申
渡
さ
れ
ま
し
た
。

『
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
引
渡
し
当
日
の
天

気
は
晴
。
津
山
藩
側
か
ら
は
御
留
守
居
岡
村

要
助
、
御
屋
敷
預
り
山
田
兵
大
夫
、
御
作
事

奉
行
菅
沼
藤
左
衛
門
、
御
金
奉
行
杉
浦
吉
左

衛
門
、
作
事
目
付
秋
山
新
蔵
、
小
勘
者
植
原

六
郎
左
衛
門
、
御
屋
敷
目
付
草
り
取
渡
辺
三

郎
兵
衛
の
7
人
が
五

い
つ
つ

時ど
き

（
午
前
8
時
）
に
出

宅
し
、
屋
敷
に
向
か
い
ま
し
た
。
因
幡
守
側

か
ら
は
屋
敷
懸か

か

り
役
人
が
立
合
い
、
双
方
の

引
渡
し
手
続
き
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
際
、
取
り
交
わ
し
た
証
文
に
よ
れ

ば
、
因
幡
守
か
ら
の
譲
渡
し
金
は
二
千
両
で
、

4
年
の
分
割
支
払
と
し
、
受
け
渡
し
当
日
に

五
百
両
、
残
り
は
来
年
戌い

ぬ

年ど
し

か
ら
子ね

年ど
し

ま
で

の
3
年
間
、
年
々
11
月
中
に
五
百
両
宛づ

つ

支
払

う
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
証
文
は
、
津

山
藩
の
御
金
奉
行
、
御
屋
敷
預
り
、
御
留
守

居
が
、
因
幡
守
家
臣
3
名
に
宛
て
て
作
成
し

た
も
の
で
、
因
幡
守
側
か
ら
も
受
取
証
文
が

作
成
さ
れ
、
御
金
奉
行
杉
浦
吉
左
衛
門
が
受

取
っ
て
持
ち
帰
り
ま
し
た
。
そ
の
外
に
も
同

じ
3
名
の
署
名
で
、
年
貢
諸
役
な
ど
に
つ
い

て
、
滞

と
ど
こ
おり
な
く
勤
め
る
内
容
の
文
書
が
作
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
一
連
の
手
続
き
を
経
て
屋
敷
の

引
渡
し
を
終
え
る
と
、
因
幡
守
家
臣
は
昼
頃

引
取
り
ま
し
た
。
津
山
藩
側
は
こ
の
後
、
八や

つ

時ど
き

（
午
後
2
時
）
に
出
宅
し
屋
敷
の
見
分
を

行
う
御
年
寄
伊
達
与
兵
衛
、
大
目
付
太
田
舎と

人ね
り

な
ど
へ
の
対
応
の
た
め
居
残
り
、「
晩ば

ん

刻こ
く

」

に
帰
り
ま
し
た
。
翌
9
月
朔つ

い

日た
ち

に
は
、
引
渡

し
の
報
告
と
し
て
、
屋
敷
改
で
月
番
の
藤
方

勘
右
衛
門
、
勘
定
奉
行
の
曲

ま
が
り

淵ぶ
ち

景か
げ

漸つ
ぐ

、
2
日

に
は
代
官
伊
奈
摂せ

っ

津つ
の

守か
み

と
、
幕
府
の
関
係
者

に
津
山
藩
御
留
守
居
の
岡
村
要
助
よ
り
文
書

が
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
引
渡
し
に
際
し
、
因
幡
守

方
か
ら
屋
敷
に
関
わ
る
古
絵
図
や
土
地
の
境

界
、
年
貢
等
に
関
す
る
書
付
な
ど
、
い
く
つ

か
の
文
書
を
受
け
取
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か

に
「
辻つ

じ

番ば
ん

所し
ょ

廻ま
わ

り
場ば

書か
き

付つ
け

」
の
表
題
を
も
つ

も
の
が
一
通
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
辻
番
所
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
周
辺
地

域
の
武
家
屋
敷
と
の
関
わ
り
を
含
め
、
そ
の

内
容
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

万
年
橋
の
辻
番
所

辻
番
所
と
は
、
藩
や
旗
本
な
ど
の
武
家
に

よ
る
自じ

警け
い

の
た
め
の
番
所
で
す
。
こ
の
場
合

は
屋
敷
近
く
の
万
年
橋
付
近
に
辻
番
所
が
あ

り
、
抱
屋
敷
を
購
入
し
た
こ
と
で
、
無
関
係

で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
す
で
に
、

屋
敷
の
引
渡
し
翌
月
の
9
月
21
日
に
は
、
藩

の
御お

徒か
ち

目め

付つ
け

小
野
儀
兵
衛
と
御
屋
敷
目
付
の

渡
辺
三
郎
兵
衛
が
辻
番
所
に
向
い
、
組
合
に

加
入
し
ま
し
た
。
2
日
後
の
23
日
に
は
、
同

橋
北
側
に
あ
っ
た
下し

も

屋や

敷し
き

で
、
摂せ

っ

津つ

尼
崎
藩

4
万
石
の
松
平
遠と

お
と

江お
み

守の
か
み

忠た
だ

告つ
ぐ

（
図
参
照
）

の
家
臣
、
遠
藤
三
右
衛
門
に
よ
っ
て
「
深
川

万
年
橋
遠
江
守
殿
組
合
」
か
ら
松
平
因
幡
守

を
除
き
、
越
後
守
の
名
前
を
張
紙
に
書
き

直
す
と
の
廻か

い

状じ
ょ
うが

届
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、

3
ヶ
月
ほ
ど
過
ぎ
た
12
月
晦
日
に
は
、
来
年

（
戌
年
）
が
津
山
藩
の
持
番
に
な
る
旨
、
旗

本
戸
田
内な

い

膳ぜ
ん

氏う
じ

澄す
み

の
家
臣
よ
り
連
絡
が
あ
り

ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
先
に
御
留
守
居
が
報

告
書
を
持
参
し
た
幕
府
関
係
者
の
う
ち
、
勘

定
奉
行
へ
の
報
告
書
に
は
万
年
橋
際
の
辻
番

所
組
合
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
下
げ
紙

で
組
合
辻
番
に
つ
い
て
の
差
図
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。

そ
の
辻
番
所
の
管
理
は
、
上
総
屋
甚
兵
衛

な
る
人
物
が
請
け
負
う
か
た
ち
で
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
請
負
金
に
つ
い
て
、
翌
寛
政

2
年（
1
7
9
0
）6
月
4
日
の
項
に
、
深
川

屋
敷
の
辻
番
所
請
負
金
の
割
合
は
、
金
2
両

1
分
と
銀
2
匁
3
分
4
厘
6
毛
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
と
き
も
、
例
の
通

3

3

3

り3

松
平
遠
江

守
殿
家
臣
よ
り
廻
状
が
来
た
と
書
か
れ
て
い

ま
す
の
で
、
辻
番
所
組
合
に
関
す
る
廻
状
は
、

こ
の
時
に
組
合
の
頭と

う

取ど
り

で
あ
っ
た
遠
江
守
屋

敷
か
ら
発
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
屋
敷
引
渡
し
と
辻
番
所
加

入
手
続
き
を
終
え
た
11
月
18
日
、
御
屋
敷
預

り
の
山
田
兵
大
夫
は
、
御
用
向
き
も
覚お

ぼ

束つ
か

な

い
と
い
う
理
由
で
職
を
解
か
れ
、
同
日
清
水

江
兵
衛
が
同
役
に
就
任
し
ま
し
た
。
9
月
21

日
の
辻
番
所
へ
の
加
入
の
時
、
ま
た
10
月
20

日
に
屋
敷
内
の
土
蔵
に
関
す
る
こ
と
で
因
幡

守
家
臣
が
来
た
時
も
、
兵
大
夫
は
「
引
込
」

ん
で
い
た
よ
う
で
、
こ
の
こ
と
が
原
因
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
引
込
」
の
理

由
は
不
明
で
す
が
、
屋
敷
預
り
の
職
務
が
ど

の
よ
う
な
も
の
か
、
今
後
詳
し
く
調
べ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

以
上
、
こ
こ
ま
で
抱
屋
敷
の
購
入
に
関

す
る
手
続
き
や
辻
番
所
に
つ
い
て
、『
日
記
』

に
基
づ
き
記
し
て
き
ま
し
た
。
紙
数
の
関
係

で
、
地
域
と
の
関
わ
り
に
言
及
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
す
が
、
抱
屋
敷

と
地
域
が
い
か
な
る
関
係
を
築
い
た
の
か
は

興
味
深
い
問
題
で
す
。
何
故
こ
の
場
所
に
屋

敷
を
購
入
し
た
の
か
、
ま
た
何
（
誰
）
の
た

め
に
購
入
し
た
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
も
明
確

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
少
し
で
も
解
明
の
道

筋
を
付
け
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

文
化
3
年
（
1
8
0
6
）
の
『
日
記
』
に

よ
れ
ば
、
購
入
か
ら
17
年
が
過
ぎ
た
同
年
3

月
7
日
、
蕙
心
院
と
い
う
人
物
が
こ
の
屋
敷

に
越
し
て
き
ま
す
。
藩
で
も
身
分
の
高
い
人

の
よ
う
で
、
主
が
で
き
て
か
ら
の
屋
敷
の
動

き
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
本
誌
で
報
告
さ
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

※ 

史
料
調
査
に
あ
た
っ
て
津
山
郷
土
博
物
館

の
皆
様
に
は
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
こ
こ
に
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）
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介
❶
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ョ
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区
役
所
2
階
の
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
展

示
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
約
一
ヶ
月
交
替
で
資
料

展
示
し
て
い
ま
す
。

展
示
資
料
は
、
主
に
寄
贈
さ
れ
た
生
活

道
具
や
生
産
道
具
を
は
じ
め
と
す
る
民
俗
資

料
、
区
無
形
文
化
財
保
持
者
が
製
作
し
た
伝

統
工
芸
品
な
ど
で
す
（
①
）。

最
近
実
施
し
た
展
示
と
し
て
は
、
マ
ッ
チ

ラ
ベ
ル
（
3
月
中
旬
〜
4
月
中
旬
）、
べ
っ

甲
細
工
（
4
月
中
旬
〜
5
月
下
旬
）
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。

前
者
で
は
、
江
東
区
平
野
に
以
前
お
住
ま

い
の
方
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
マ
ッ
チ
ラ
ベ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
江
東
区
に
関
す
る
も
の
、

後
者
で
は
区
無
形
文
化
財
保
持
者
が
製
作
し

た
作
品
を
展
示
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
展
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
度
江

東
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
2
階
こ
う
と
う

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
展
示
の
ペ
ー
ジ
を
設

け
、
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
（
②
）。

（h
ttp
s://w

w
w
.city

.k
oto.

lg.jp/103020/bunkasports/bunka/
johostation.htm

l

）

こ
れ
ま
で
登
録
・
指
定
文
化
財
は
『
下
町

文
化
』・『
江
東
区
の
文
化
財
』
と
い
っ
た
刊

行
物
で
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外

の
寄
贈
及
び
購
入
資
料
に
つ
い
て
は
、
紹
介

す
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
本
誌
で
も
度
々
紹
介
は
し
て
い
ま
し

た
が
、
区
役
所
2
階
ま
で
展
示
を
見
に
来
る

こ
と
が
難
し
い
場
合
も
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。
今
後
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
す
る
こ

と
で
、
文
化
財
係
が
所
蔵
す
る
資
料
を
広
く

紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
終
了
し
た
展
示
も
紹

介
し
ま
す
の
で
、
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

（
文
化
財
専
門
員　

功く
ぬ

刀ぎ

俊
宏
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
た

め
、芭
蕉
記
念
館
も
約
3
ヶ
月
休
館
し
て

い
ま
し
た
。実
は
芭
蕉
も
元
禄
6
年
の
7

月
に
約
1
ヶ
月
芭
蕉
庵
の
門
を
閉
ざ
し
て

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
の
時
の
こ
と
は

「
閉
関
の
説
」と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。人

間
関
係
な
ど
色
々
と
事
情
や
思
い
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
が
、そ
の
間『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
執
筆
に
も
取
り
組
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

芭
蕉
記
念
館
も
休
館
中
に
特
別
展「
お

く
の
ほ
そ
道
美
術
館
」に
取
り
組
み
6
月
よ

り
再
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。改
め
て
、芭
蕉

記
念
館
に
是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。

芭
蕉
庵
は
、幕
府
・
大
名
家
に
出
入
り
し

て
い
た
魚
商
の
門
人
・
杉
風
が
所
有
す
る
生

簀
の
番
小
屋
を
芭
蕉
に
提
供
し
た
物
で
す
。

芭
蕉
は
、火
事
や『
お
く
の
ほ
そ
道
』へ
の
旅

な
ど
で
、2
回
ほ
ど
、芭
蕉
庵
を
住
み
替
え

て
い
ま
す
が
、杉
風
は
終
生
変
わ
ら
ず
に
芭

蕉
の
住
ま
い
、生
活
の
手
助
け
を
し
て
き
ま

し
た
。全
国
各
地
に
芭
蕉
を
慕
う
弟
子
た

ち
が
い
て「
蕉
門
」と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。江

戸
の
弟
子
た
ち
を「
江
戸
蕉
門
」と
言
い
ま

す
が
、そ
の
中
で
も
、其
角
と
嵐
雪
の
二
人

は
弟
子
入
り
も
早
く
、ま
た
、そ
の
実
力
か

ら
弟
子
の
筆
頭
格
で
す
。二
人
は
、後
に
俳

句
の
宗
匠（
先
生
）と
な
り
ま
す
が
、杉
風

は
趣
味
と
し
て
の
俳
句
を
続
け
ま
す
。

杉
風
や『
お
く
の
ほ
そ
道
』に
同
行
し
た

曾
良
の
ほ
か
、大
勢
の
弟
子
た
ち
が
芭
蕉

庵
を
訪
ね
て
俳
句
作
り
に
励
み「
深
川
連

衆
」と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。芭
蕉
の
時
代
は

「
俳
句
」と
は
い
わ
ず
、「
俳
諧
」と
い
い
、そ

れ
は
、弟
子
や
同
好
の
士
が
集
い
共
に
何
句

も
作
っ
て
い
く
も
の
で
し
た
。有
名
な「
古

池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
お
と
」も
そ
う
し
た
場

で
弟
子
た
ち
と
や
り
と
り
を
し
な
が
ら
生

ま
れ
た
句
で
す
。「
俳
諧
」の
場
と
し
て
芭
蕉

庵
は
存
在
し
、江
戸
に
住
む
門
人
た
ち
は
も

と
よ
り
、江
戸
詰
め
の
武
士
や
商
人
な
ど

多
く
の
人
達
が
芭
蕉
を
訪
ね
、共
に
句
を

作
り
、教
え
を
受
け
て
い
ま
し
た
。「
俳
諧
」は

「
座
」の
文
芸
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、協
同

で
作
り
上
げ
て
い
く
も
の
な
の
で
す
。

（
芭
蕉
記
念
館　

野
呂
達
矢
）

「
奥
の
細
道
サ
ミ
ッ
ト
in
江
東
」
に
向
け
て

 
松
尾
芭
蕉
と
江
戸
の
弟
子

①こうとう情報ステーションの展示
（5月下旬からの古写真展示）

芭蕉庵 『江戸名所図会』

②こうとう情報ステーションの展示のホームページ


