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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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「
ス
ポ
ー
ツ
の
秋
」「
読
書
の
秋
」「
食
欲

の
秋
」
そ
し
て
「
文
化
の
秋
」
な
ど
。
秋
と

い
え
ば
気
候
も
良
く
、
楽
し
み
の
多
い
季
節

で
す
ね
。
そ
こ
で
、
文
化
財
係
で
は
、
毎
年

10
月
を「
文
化
財
保
護
強
調
月
間
」と
銘
打
っ

て
、
民
俗
芸
能
大
会
、
伝
統
工
芸
展
、
文
化

財
講
演
会
な
ど
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
区

民
の
皆
様
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
が
本
区

の
歴
史
と
文
化
に
触
れ
る
機
会
に
な
れ
ば
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
昨
年
来
の
コ
ロ
ナ
禍

に
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
通
り
と
は
い
か
な
い

の
が
現
状
で
す
。
幸
い
に
も
、
本
年
は
伝
統

工
芸
展
の
時
期
を
早
め
6
月
末
に
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
、
文
化
財
講
演
会
も
今
後
実
施

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
毎
年
区

民
ま
つ
り
で
行
わ
れ
て
き
た
民
俗
芸
能
大
会

は
、
昨
年
に
続
き
本
年
も
中
止
と
な
り
ま
し

た
。
民
俗
芸
能
は
、
普
段
な
か
な
か
見
る
機

会
が
な
い
だ
け
に
残
念
で
す
。

上
の
絵
は
、
歌
川
広
重
の
「
小
奈
木
川
五

本
ま
つ
」
で
す
。
本
区
は
、
江
戸
時
代
以
降

の
埋
め
立
て
と
、
水
運
（
河
川
・
堀
割
）
に

よ
り
形
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
歴
史
と
文
化

は
現
在
も
受
け
継
が
れ
、
小
名
木
川
も
そ
の

舞
台
の
一
つ
と
言
え
ま
す
。
今
後
と
も
、
本

区
の
歴
史
と
文
化
に
関
心
を
お
持
ち
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。（
3
頁
に
関
連
記
事
）

文
化
財
保
護
強
調
月
間
と
は

○江東区文化財保護強調月間2021
歴史と文化を考えよう
・江東区民俗芸能大会中止のお知らせ
・文化財講演会

○小名木川と「五本松」
○江東歴史紀行

隅田川の卒塔婆〜川施餓鬼雑考〜
○資料紹介

扇橋製薬株式会社製の石鹸容器と絵葉書
○江戸の随筆拾い読み

文化四年　永代橋落ちる ㈠
○ココにも歴史があった

東陽尋常小学校と震災避難所
○古写真の中の江東

有明にあった貯木場

江東区文化財保護強調月間2021

名所江戸百景　小奈木川五本まつ（歌川広重）
国立国会図書館デジタルコレクション

名所江戸百景　小奈木川五本まつ（歌川広重）
国立国会図書館デジタルコレクション



文
化
財
講
演
会
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毎
年
、
江
東
区
民
ま
つ
り
中
央
ま
つ
り
で
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
「
江
東
区
民

俗
芸
能
大
会
」
は
、
令
和
3
年
度
第
39
回
江
東
区
民
ま
つ
り
中
央
ま
つ
り
の
中
止

に
と
も
な
い
、
昨
年
度
に
続
き
本
年
度
も
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
楽
し
み
に
し
て

い
た
皆
様
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
何
卒
ご
理
解
の
ほ
ど
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

民
俗
芸
能
は
、
仕
事
の
余
技
と
し
て
、
あ

る
い
は
祭
礼
の
場
な
ど
に
関
わ
る
も
の
と
し

て
、
い
ず
れ
も
江
戸
の
昔
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

江
東
区
民
俗
芸
能
大
会
中
止
の
お
知
ら
せ

そ
の
た
め
、
長
年
に
わ
た
り
江
戸
の
粋
を
伝

え
る
技
と
し
て
多
く
の
方
々
に
親
し
ま
れ
て

き
ま
し
た
。
現
在
、
そ
の
技
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
保
存
会
や
睦
会
の
皆
さ
ん

に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い

ま
す
。

そ
れ
ら
の
演
技
を
見
て
、

江
戸
の
粋
を
体
感
で
き
る
日

を
楽
し
み
に
お
待
ち
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

「
渋
沢
栄
一
と
日
本
女
子
大
学
校

―
創
設
か
ら
第
三
代
校
長
へ
」

令
和
6
年
に
実
施
さ
れ
る
紙
幣
改
定
で

新
一
万
円
札
の
肖
像
に
選
ば
れ
た
渋
沢
栄
一

（
1
8
4
0
〜
1
9
3
1
）
は
、
生
涯
に
約

5
0
0
の
企
業
の
設
立
に
関
わ
る
な
ど
実
業

家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
栄
一
は
明
治
9
年
（
1
8
7
6
）

に
深
川
福ふ

く

住ず
み

町ち
ょ
う（

現
・
永
代
2
︱
37
）
に
住

居
を
構
え
ま
し
た
。
次
い
で
同
22
年
に
は
深

川
区
会
議
員
に
当
選
し
て
、
同
37
年
ま
で
議

員
お
よ
び
議
長
を
務
め
、
さ
ら
に
深
川
区
教

育
会
の
会
長
を
務
め
ま
し
た
。
ま
た
、
日
本

女
子
大
学
校
（
現
、
日
本
女
子
大
学
）
の
創

設
に
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

本
年
度
の
「
文
化
財
講
演
会
」
で
は
、
吉

良
芳
恵
氏
（
江
東
区
文
化
財
保
護
審
議
会
委

入
場
無
料

員
・
日
本
女
子
大
学
名
誉
教
授
）
に
教
育
界

に
お
け
る
栄
一
の
足
跡
に
つ
い
て
お
話
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

日
時　

�

10
月
27
日
（
水
）

　
　
　

午
後
6
時
30
分
〜
8
時	

会
場　

�

江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
3
階
レ
ク

ホ
ー
ル
（
東
陽
4
︱
11
︱
3
）

定
員　

�

50
人
（
事
前
申
込
制
・
応
募
多
数
の

場
合
は
抽
選
）

申
込
方
法　

往
復
は
が
き
で
の
申
込
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
1
枚
に
つ
き
1
名
で
、

複
数
名
の
申
込
は
不
可
と
し
ま
す
。

往
信
面
裏
に
①
講
演
会
名
「
文
化
財
講
演

会
」、
②
住
所
、
③
氏
名
・
ふ
り
が
な
、
④
電

話
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
返
信
面
表

に
は
⑤
郵
便
番
号
、
⑥
住
所
、
⑦
氏
名
を
記

入
し
、
〒
1
3
5
︱
8
3
8
3　

江
東
区
東

陽
4
︱
11
︱
28�

江
東
区
地
域
振
興
部
文
化
観

光
課
文
化
財
係
へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
結

果
は
返
信
用
は
が
き
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
消
え
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
は
記
入
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。

※�

感
染
状
況
に
よ
っ
て
延
期
・
中
止
に
な

る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

締
切　

10
月
12
日
（
火
）
必
着

問
い
合
わ
せ
先

江
東
区
地
域
振
興
部
文
化
観
光
課
文
化
財
係

電　

話　

0�

3
︱
3
6
4
7
︱
9
8
1
9

F
A
X　

0�

3
︱
3
6
4
7
︱
8
4
7
0

木場の木遣

富岡八幡の手古舞

木場の角乗

深川の力持

「深川区会議長・渋沢栄一」
（『深川区史　上巻』より）

砂村囃子



小
名
木
川
と「
五ご

本ほ
ん

松ま
つ

」

3

江
東
区
を
東
西
に
流
れ
る
小
名
木
川
。
西

は
隅
田
川
か
ら
東
は
中
川
（
現
、
旧
中
川
）

ま
で
、
そ
の
距
離
は
お
よ
そ
４
・
６
㎞
ほ
ど

で
す
。
そ
の
中
ほ
ど
に
「
五
本
松
」
と
称
さ

れ
る
名
所
が
存
在
し
ま
し
た
。
現
在
の
猿
江

2
︱
16
付
近
で
す
。

「
五
本
松
」
と
描
か
れ
た
1
本

文
政
11
年
（
1
8
2
8
）
成
立
の
『
新し

ん

編ぺ
ん

武む

蔵さ
し

風ふ

土ど

記き

稿こ
う

』（
以
下
『
風
土
記
稿
』）
に

は
、「
昔
小
名
木
川
の
北
岸
に
古こ

松し
ょ
う

五
本
あ

り
し
よ
り
の
名
な
り
、
後
年
水す

い

溢い
つ

の
た
め
に

朽き
ゅ
う
そ
ん

損
し
て
、
僅わ

ず
か

に
一
樹
の
み
九く

鬼き

大お
お

隅す
み
の

守か
み

屋

敷
の
内
に
残
れ
り
」
と
記
さ
れ
、
江
戸
後
期

の
文
政
当
時
は
、
丹た

ん

波ば

綾あ
や

部べ

藩は
ん

（
京
都
府
）

1
9
5
0
0
石
の
大
名
、
九
鬼
大
隅
守
屋
敷

内
に
1
本
だ
け
残
っ
て
い
た
と
あ
り
ま
す
。

そ
の
松
は
、
斎
藤
月げ

っ

岑し
ん

の
『
江
戸
名
所
図

会
』（
以
下『
名
所
図
会
』）や
歌
川
広
重
の「
名

所
江
戸
百
景
」（
以
下
「
名
所
百
景
」、
1
面

参
照
）に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、『
名

所
図
会
』
を
見
る
と
、
松
は
往
来
に
面
し
た

屋
敷
内
か
ら
小
名
木
川
ま
で
伸
び
て
お
り
、

こ
こ
が
九
鬼
氏
の
屋
敷
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
九
鬼
氏
、
あ
る
い
は

そ
れ
以
前
か
、
屋
敷
を
設
け
た
際
に
、
こ
の

地
に
残
さ
れ
て
い
た
松
を
敷
地
内
に
囲
い
込

ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
絵
を
見
る
限
り

で
は
、
棒
で
支
え
ら
れ
た
枝
振
り
な
ど
、
長

い
年
月
を
経
た
「
古
松
」
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
さ
そ
う
で
す
。

ま
た
、『
名
所
図
会
』
の
挿さ

し

絵え

に
は
、
芭

蕉
が
元
禄
6
年
（
1
6
9
3
）
に
詠よ

ん
だ

「
川
上
と
こ
の
川
下
や
月
の
友
」
の
句
、
そ

し
て
空
に
は
月
が
描
か
れ
、
そ
の
月
は
川か

わ

面も

に
映
っ
て
い
ま
す
。「
深
川
の
末　

五
本
松

と
い
ふ
所
に
船
を
さ
し
て
」
と
の
前
書
き
も

あ
り
、
深
川
の
末
に
あ
る
五
本
松
辺
り
に
船

を
浮
か
べ
て
、
小
名
木
川
を
楽
し
み
な
が
ら
、

句
を
詠
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま

す
。
あ
る
い
は
、
芭
蕉
自
身
、
小
名
木
川
が

隅
田
川
に
合
流
す
る
北
岸
に
居
を
構
え
て
い

た
た
め
、
比
較
的
近
く
に
位
置
す
る
五
本
松

を
、
過
去
の
経
験
か
ら
、
そ
の
情
景
を
思
い

浮
か
べ
て
詠
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
辺
り
は
「
深
川

の
末
」
と
あ
る
と
お
り
、
町
場
で
あ
っ
た
深

川
か
ら
、
田
畑
の
広
が
る
村
へ
と
風
景
が
変

わ
る
境
目
と
い
え
ま
す
。『
風
土
記
稿
』
の

猿
江
村
に
は
、
小こ

名な

の
項
に
「
五
本
松
」
と

記
さ
れ
、
こ
こ
が
猿
江
村
の
内
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。

芭
蕉
が
句
を
詠
ん
で
か
ら
40
年
ほ
ど
過
ぎ

た
享
保
17
年
（
1
7
3
2
）、『
江え

戸ど

砂す
な

子ご

』

と
い
う
地
誌
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に

は
、「
五
本
松　

小
名
木
川
通
、
松ま

つ

浦ら

玄げ
ん

蕃ば
の

頭か
み

殿
や
し
き
の
所
に
大
松
一
も
と
あ
り
、
む

か
し
は
五
本
あ
り
し
が
、
か
れ
て
今
は
一

本
也
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

享
保
の
頃
に
は
、
平
戸
新
田
藩
（
長
崎
県
）

1
0
0
0
0
石
の
松
浦
玄
蕃
頭
屋
敷
の
「
所

に
」
あ
り
、
松
の
木
も
5
本
で
は
な
く
、
1

本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

名
所
「
五
本
松
」

こ
こ
ま
で
見
る
限
り
で
は
、
5
本
の
松
が

あ
っ
た
の
は
昔
の
話
で
、
そ
の
内
容
は
す
で

に
伝
承
の
域
を
で
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。
し
か
し
、「
五
本
松
」
は
猿
江
村

の
小
名
と
し
て
存
在
し
ま
し
た
。
芭
蕉
の
い

う
「
五
本
松
と
い
ふ
所
に
」
の
「
五
本
松
」

は
、
5
本
の
松
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
お
そ
ら
く
小
名
を
指
す
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。
芭
蕉
が
そ
の
場
を
舞
台
と
し
て
句

を
詠
ん
だ
元
禄
の
頃
に
は
、
松
は
地
域
で
知

ら
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、

『
名
所
図
会
』

と
「
名
所
百

景
」
に
は
、
船

が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
多
く
の

人
を
乗
せ
、
小

名
木
川
を
西
の

方
向
（
江
戸
方

面
）
へ
向
か
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
船
は
、
行ぎ

ょ
う
と
く
ぶ
ね

徳
船
の
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

行
徳
船
は
、
下
総
の
本
行
徳
河
岸
（
千
葉

県
市
川
市
）
と
江
戸
小
網
町
（
中
央
区
）
の

行
徳
河
岸
を
結
ぶ
乗
合
船
で
し
た
。『
中
央

区
史
』
に
は
、
小
名
木
川
か
ら
新
川
（
江
戸

川
区
）
を
通
っ
て
行
き
来
す
る
旅
人
は
多

く
、
収
益
も
多
い
こ
と
か
ら
、
回か

い

漕そ
う

権け
ん

の
独

占
を
目
指
す
動
き
が
あ
る
中
、
寛
永
9
年

（
1
6
3
2
）
12
月
に
本
行
徳
村
が
幕
府
の

許
可
を
得
て
、
毎
日
往
復
し
た
と
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
茶
船
53
艘
が
用
い
ら
れ
、
船
は

24
人
乗
り
が
普
通
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

定
期
的
な
船
の
往
来
は
、
こ
の
松
を
多

く
の
人
が
愛め

で
る
機
会
を
提
供
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
、「
古
松
」
1
本
だ
け
で

も
小
名
の
「
五
本
松
」
の
名
で
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
次
第
に
名
所
化
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

江戸名所図会　小名木川五本松
国立国会図書館デジタルコレクション

安政5年（1858）　本所深川絵図（部分）
※この当時も九鬼氏の屋敷



そ

と

ば

隅
田
川
の
卒
塔
婆

隅
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川
中
の
卒
塔
婆

左
の
写
真
は
、
昭
和
29
年
（
1
9
5
4
）

に
隅
田
川
派
川
に
架
か
る
相
生
橋
よ
り
北
北

西
方
向
を
望
ん
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
す
。

左
下
に
は
相
生
橋
の
中
之
島
、
遠
方
に
は
越

前
堀
（
中
央
区
新
川
）
の
三
菱
倉
庫
越
前
堀

倉
庫
、
住
友
倉
庫
東
京
支
店
が
見
え
ま
す
。

中
之
島
の
木
に
隠
れ
た
所
は
佃
島
で
す
。

写
真
を
よ
く
見
る
と
、
中
之
島
の
向
こ
う

の
浅
瀬
に
何
か
立
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

き
ま
す
。
こ
れ
は
川
施
餓
鬼
の
卒
塔
婆
で
す
。

隅
田
川
の
川
施
餓
鬼

川
施
餓
鬼
と
は
、
水
死
者
の
霊
を
弔と

む
ら

う
た

め
に
、
川
辺
や
川
に
船
を
浮
か
べ
て
行
う
も

の
で
、
川
の
中
に
卒
塔
婆
を
立
て
、
法
要
の

の
ち
、
水
死
者
の
法
名
を
記
し
た
経

き
ょ
う

木ぎ

や
供く

物も
つ

な
ど
を
流
し
ま
し
た
（『
日
本
民
俗
大
辞

典
』）。
施
餓
鬼
は
、
飢う

え
や
渇か

わ

き
に
苦
し
む

死
者
を
救
う
た
め
に
飲
食
を
施ほ

ど
こ

す
法ほ

う

会え

で
、

本
来
時
期
を
限
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
川
施
餓
鬼
は
お
盆
の
精

し
ょ
う

霊り
ょ
う

流な
が

し
と
結

び
付
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
納

涼
の
意
味
も
多
分
に
含
む
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。隅

田
川
で
川
施
餓
鬼
が
い
つ
頃
か
ら
行
わ

れ
て
い
た
か
は
不
明
で
す
が
、
延え

ん

享き
ょ
う

4
年

（
1
7
4
7
）
8
月
9
日
、
幕
府
は
、
川
施

餓
鬼
と
称
し
屋
形
船
を
飾
り
立
て
て
御
堀
内

よ
り
乗
り
廻
す
こ
と
を
禁
止
し
、
法
事
と
し

て
隅
田
川
で
行
う
分
に
は
勝
手
次
第
と
し
て

い
ま
す
（「
正
宝
事
録�
三
十
」
国
立
国
会
図

書
館
所
蔵
）。
こ
の
頃
に
は
川
施
餓
鬼
に
遊ゆ

山さ
ん

の
一
面
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。

江
戸
時
代
の
卒
塔
婆
と
海
中
支
配

川
中
の
卒
塔
婆
が
将
軍
の
御お

成な
り

に
際
し
て

問
題
視
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
（「
御

成　

五
」
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）。

安
永
7
年
（
1
7
7
8
）
閏

う
る
う

7
月
16
日
、

町
奉
行
所
は
、
越
中
島
の
海
手
に
立
っ
て
い

る
「
施
餓
鬼
卒
都
婆
」
が
御
成
の
差
し
障
り

に
な
る
た
め
に
、
こ
の
場
所
を
担
当
す
る
役

所
に
つ
い
て
、
近
辺
の
町
々
へ
尋
ね
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
町
で
は
承
知
し
て
お
ら
ず
、
た

だ
深
川
築つ

き

出だ
し

新し
ん

地ち

（
越
中
島
1
）
の
月が

ち

行ぎ
ょ
う

事じ

丈
助
が
、
前
日
の
15
日
に
伊
奈
半
左
衛
門
の

家
来
松
坂
源
太
と
い
う
者
が
卒
塔
婆
に
つ
い

て
尋
ね
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
答
え
て
い

ま
す
。
卒
塔
婆
を
め
ぐ
っ
て
、
図
ら
ず
も
海

中
支
配
の
曖あ

い

昧ま
い

さ
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
丈
助
は
、
松
坂
源
太
に
尋
ね
ら
れ
た

際
に
、
卒
塔
婆
に
つ
い
て
は
、
町
の
地
先
の

こ
と
な
の
で
、
見
当
た
れ
ば
隣
の
越
中
島
町

と
相
談
し
て
「
取と

り

捨す

」
て
る
よ
う
に
し
て
お

り
、
命
じ
ら
れ
て
行
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い

と
伝
え
て
い
ま
し
た
。

捨
て
る
、
と
い
う
と
何
か
罰
当
た
り
な
気

も
し
ま
す
が
、
法
要
の
た
め
に
立
て
ら
れ
る

卒
塔
婆
は
、
そ
の
功く

徳ど
く

が
一
日
の
み
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
要
が
済
め
ば
そ
の
役

割
を
終
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

近
代
の
川
施
餓
鬼

明
治
7
年（
1
8
7
4
）7
月
19
日
、
東
京

府
は
水
辺
で
の
施
餓
鬼
を
、「
弊へ

い

風ふ
う

」（
悪
い

風
習
）
で
あ
る
と
し
て
禁
止
し
、
施
餓
鬼
は

寺
院
境
内
で
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（「
御

布
告
留
簿
」『
東
京
市
史
稿
』
市
街
篇
56
）。

し
か
し
な
が
ら
、
明
治
44
年
刊
行
の
若
月

保
治
『
東
京
年
中
行
事
』（
春
陽
堂
）
で
は
、

お
盆
が
過
ぎ
る
と
、
永
代
橋
付
近
で
水
死
者

の
霊れ

い

を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
の
川
施
餓
鬼
が
盛

ん
に
行
わ
れ
る
と
記
し
て
い
ま
す
。

同
書
に
よ
る
と
、
7
月
23
日
に
行
わ

れ
た
永
代
寺
の
川
施
餓
鬼
は
、
文
化
4
年

（
1
8
0
7
）
8
月
永
代
橋
落
橋
で
の
溺で

き

死し

者し
ゃ

の
霊
を
は
じ
め
、
そ
れ
以
降
大
川
で
水
死

し
た
者
を
弔
う
た
め
の
も
の
で
し
た
。
洲
崎

大
師
講
、
日
本
橋
月
参
講
、
深
川
木
場
講
、

酒
造
講
な
ど
の
講
中
5
0
0
人
あ
ま
り
が
、

23
艘そ

う

の
伝
馬
船
に
乗
り
合
っ
て
箱
崎
町
河
岸

に
集
ま
り
、
母
船
に
安
置
し
た
弘
法
大
師
の

厨ず

子し

を
開
い
て
念
仏
を
唱
え
ま
す
。
法
要
が

終
わ
る
と
、
信
徒
は
持
参
の
お
賽さ

い

銭せ
ん

と
米
袋

を
差
し
出
し
、
如に

ょ

来ら
い

像ぞ
う

を
刷す

っ
た
紙
片
を
も

ら
っ
て
、
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
紙
片
を
川
に

流
し
ま
し
た
。
一
方
で
は
、
料
理
が
用
意
さ

れ
て
酒
宴
が
始
ま
り
、
和わ

讃さ
ん

（
仏
教
歌
謡
）

や
木き

遣や
り

念
仏
を
唱
え
な
が
ら
に
ぎ
や
か
に
新

大
橋
と
永
代
橋
の
間
を
往
来
し
ま
し
た
。

川
施
餓
鬼
そ
の
後

昭
和
57
年
度
（
1
9
8
2
）の『
江
東
区
民

俗
調
査
報
告
』
で
は
、
永
代
に
お
住
ま
い
の

方
か
ら
「
隅
田
川
で
7
月
25
〜
30
日
の
頃
の

潮
の
引
い
た
日
に
、
川
施
餓
鬼
を
や
っ
た
。

昭
和
25
、
26
年
頃
は
、
燈と

う

籠ろ
う

を
積
ん
で
4
、

5
人
が
乗
り
込
ん
だ
舟
が
40
艘
く
ら
い
出

た
」
と
の
お
話
し
を
聞
い
て
い
ま
す
。

現
在
、
深
川
仏
教
会
に
よ
る
川
施
餓
鬼
・

灯
籠
流
し
が
、
震
災
・
戦
災
の
際
に
川
で
亡

く
な
ら
れ
た
方
な
ど
の
供
養
の
た
め
に
、
毎

年
7
月
25
日
に
小
名
木
川
の
高
橋
の
ほ
と
り

で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員�

栗
原�

修
）

図1 相生小橋より浅瀬を望む 
昭和29年6月13日撮影（江東区教育委員会所蔵）
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当
係
で
は
、
扇
橋
製
薬
株
式
会
社
（
以
下
、

扇
橋
製
薬
）
で
製
造
し
て
い
た
消

し
ょ
う

毒ど
く

石せ
っ

鹸け
ん

の

容
器
と
、
同
社
が
発
行
し
た
絵
葉
書
を
所
蔵

し
て
い
ま
す
。
今
回
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま
す
。

扇
橋
製
薬
株
式
会
社
に
つ
い
て

扇
橋
製
薬
は
、「
ア
ル
ボ
ー
ス
消
毒
剤
」を
発

明
し
た
小お

栗ぐ
り

貞さ
だ

雄お

（
1
8
6
1
〜
1
9
3
5
、

写
真
1
）
が
、
そ
の
製
造
・
販
売
を
す
る
た

め
に
明
治
29
年
（
1
8
9
6
）
に
創
業
し
た

会
社
で
す
。
場
所
は
深
川
区
東
扇
橋
町
5
番

地
（
現
江
東
区
扇
橋
1
︱
17
〜
19
の
一
部
）

に
あ
り
ま
し
た
。
同
社
で
は
消
毒
・
防ぼ

う
し
ゅ
う臭

に

関
す
る
製
品
を
開
発
・
販
売
し
、
大
正
3

年
（
1
9
1
4
）
の
段
階
で
は
石
鹸
の
他
い

く
つ
か
の
消
毒
薬
等
を
製
造
し
て
い
ま
し
た

（『
東
京
薬
業
新
報
』
第
1
8
4
号
）。

大
正
14
年
8
月
4
日
付
「
東
京
朝
日
新
聞
」

の
広
告
に
は
、
社
名
の
脇
に
「
大
阪
市
東ひ

が
し
な
り成

区
…
」「
震
災
前
東
京
深
川
」
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
大
正
12
年
9
月
に
起
き
た

関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
大
阪
に
本
社
が
移
転

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

小
栗
貞
雄
と
小
栗
家

小
栗
貞
雄
は
も
と
も
と
矢
野
姓
で
し
た

が
、
幕
府
の
勘か

ん
じ
ょ
う
ぶ
ぎ
ょ
う

定
奉
行
で
あ
っ
た
小
栗
忠た

だ

順ま
さ

の
娘
・
国
子
と
明
治
20
年
に
結
婚
し
た
こ
と

で
、
小
栗
家
に
入
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
国

子
と
母
道
子
は
、
小
栗
忠
順
亡
き
あ
と
、
三

井
組
の
番
頭
で
あ
っ
た
深
川
の
三み

野の

村む
ら

利り

左ざ

衛え

門も
ん

別
邸
（
の
ち
利り

助す
け

邸
）
内
に
一
時
期
住

ん
で
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
利
左
衛
門
が
過

去
に
小
栗
家
に
奉ほ

う

公こ
う

し
て
い
た
こ
と
と
の
関

係
が
考
え
ら
れ
ま
す
（
小
栗
貞
雄
に
つ
い
て

は
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

石
鹸
容
器
と
絵
葉
書
か
ら
見
え
る
情
報

写
真
2
は
、「
ア
ル
ボ
ー
ス
石
鹸
」
の
ブ

リ
キ
製
の
容
器
で
す
。
平
面
は
楕
円
形
で
、

蓋
に
は
「
東
京
深
川�

ア
ル
ボ
ー
ス�

扇
橋�

製

薬
株
式
會
社
製
」
と
エ
ン
ボ
ス
加
工
の
文
字

が
見
え
ま
す
。
明
治
29
年
8
月
7
日
付
「
東

京
朝
日
新
聞
」
の
広
告
に
は
「
原
液
を
固
形

に
し
て
ブ
リ
キ
箱
入
と
し
た
る
も
の
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
42
年
10
月
17
日

付
同
新
聞
の
広
告
に
は
、
写
真
2
の
容
器
と

同
一
の
イ
ラ
ス
ト
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
容
器
の
規

格
は
長
径
6
・
8
㎝
×
短

径
4
・
7
㎝
、
高
さ
1
・

9
㎝
（
い
ず
れ
も
内
寸
）

で
、
現
在
流
通
し
て
い
る

固
形
石
鹸
に
比
べ
、
か
な

り
小
さ
い
と
言
え
ま
す
。

『
東
京
小
間
物
化
粧
品
名

鑑
』（
大
正
2
年
）
に
は
、

「
ア
ル
ボ
ー
ス
石
鹸�

大
形�

十
六
銭
」「
同�

小
形�

十
一

銭
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら

後
者
の
サ
イ
ズ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

写
真
3
は
、
扇
橋
製
薬

で
発
行
し
た
絵
葉
書
で
す
。
宛
名
面
の
型
式

か
ら
明
治
40
年
以
降
に
発
行
さ
れ
た
も
の
と

推
定
さ
れ
ま
す
。
樹
木
や
楽が

く

太だ
い

鼓こ

、
幟の

ぼ
り

な
ど

の
イ
ラ
ス
ト
の
ほ
か
、最
下
端
に
は
文
字
「
東

京
扇
橋
製
薬
株
式
會
社
」
と
と
も
に
石
鹸
容

器
の
イ
ラ
ス
ト
が
描
か
れ
て
い
ま
す
（
写
真

3
︱
2
）。
そ
の
イ
ラ
ス
ト
の
内
側
に
は
「
ア

ル
ボ
ー
ス
」「
京
扇
橋
製
薬
」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
絵
葉
書
は
、
大
正
5
年
の
年
賀
状

と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、裏
面
に
は
「
謹

賀
新
年�

大
正
五
年
吉
日
元
旦
」
と
毛
筆
で
書

か
れ
、
宛
名
面
に
は
大
正
4
年
12
月
31
日
の

消
印
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
石
鹸
容
器
・
絵
葉
書

と
も
に
東
京
（
深
川
）
に
工
場
が
所
在
し
て

い
た
、
大
正
12
年
頃
ま
で
に
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

野
本
賢
二
）

写真1　小栗貞雄肖像写真
『社団法人実費診療所の歴史及事業』（大
正9年）（国立国会図書館デジタルコレクショ
ンより）

写真3-1　絵葉書
「東京扇橋製薬株式會社」

写真2　アルボース石鹸（容器）

写真3-2　※3-1の部分拡大

表　小栗貞雄および扇橋製薬関連略年表
元号 西暦 月日 事項

文久元年 （1861） 11月28日 豊後国佐伯藩（現在の大分県佐伯市）の藩士矢野光儀の第4
子として生まれる

明治3年 （1870） 光儀とともに上京し、慶應義塾に進学
明治19年 （1886） 報知新聞社に入社（のち社長代理）

明治20年 （1887）
※春 京橋弓町(現銀座2丁目）の大隈家控邸において、前島密夫

妻の媒酌で小栗国子と結婚式を挙げる
12月10日 小栗家に入る

明治25年 （1892） 報知新聞社を退社し、東京石油株式会社の取締役となる

明治29年 （1896）

1月？ アルボース消毒剤を自ら発明。扇橋製薬を創業し、社長に就任

8月24日
「官報」に、「「アルボース」殺菌力試験」と題し、伝染病研究所
所長北里柴三郎・助手林長吉の記名で、コレラ・腸チフスに
対し、「十分消毒ノ効力アルモノ」という試験結果を明記

明治31年 （1898） 8月 衆議院議員選挙に大分県第2区から出馬し当選

明治40年 （1907） 3月20日
～ 7月31日

東京勧業博覧会会場（上野）で、アルボース消毒防臭のト
イレが採用される

大正12年頃 （1923）頃 関東大震災後、扇橋製薬が大阪市に移転
昭和10年 （1935） 3月16日 逝去

『衆議院議員列伝』（衆議院議員列伝発行所、明治34年）、『大分県人士録』（大分県人士録発
行所、大正3年）、『人事興信録（第4版）』（人事興信所、大正4年）、小栗貞雄「みとりの跡（1〜8）」
『上毛及上毛人』186〜193号（上毛郷土史研究会、昭和7〜8年）を元に作成
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ま
ず
は
、
橋
が
落
ち
た
原
因
か
ら
探
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

喜
多
村
筠
庭
著「
き
のゝ
ま
に
ま
に
」よ
り

深
川
八
幡
祭
礼
ハ
隔
年
有
之
処
、
久
敷

中
絶
、
十
二
年
目
ニ
て
当
八
月
十
五
日

祭
り
練
物
出
る
に
、
雨
天
ニ
而
十
九
日

に
祭
渡
る
、
見
物
群
集
す
、
其
時
一
橋

殿
御
通
行
在
之
、
殊
更
ニ
押
合
、
永
代

橋
〔（
割
書
）
深
川
之
方
二
十
間
、
西

之
方
八
十
八
間
残
り
、
其
中
ほ
ど
十
二

間
崩
れ
落
た
り
〕
落
る
人
多
く
死
す
、

喜き

多た

村む
ら

筠い
ん

庭て
い

（
信の

ぶ

節よ

）
は
江
戸
町
年
寄
の

喜
多
村
家
に
連
な
る
人
物
で
、「
き
ゝ
の
ま

に
ま
に
」
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
自
分
が
見
聞

き
し
た
こ
と
を
日
々
書
き
と
め
た
も
の
と
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
見
聞
の
広
さ
に
は
町
年
寄

と
い
う
生
家
の
立
場
も
大
き
く
関
わ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

八
幡
宮
の
祭
礼
は
隔
年
で
執
り
行
わ
れ
て

い
た
と
こ
ろ
久
し
く
途
絶
え
て
、
こ
の
年
は

12
年
ぶ
り
の
祭
り
で
し
た
。
8
月
15
日
に
出

る
予
定
の
練
物
が
雨
の
た
め
に
19
日
に
延
期

と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
楽
し
み
に
し
て
い

た
大
勢
の
見
物
人
が
永
代
橋
の
周
辺
に
集
ま

り
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
一
橋
侯

の
通
行
が
あ
り
殊
更
に
人
々
は
押
し
合
い
、

深
川
の
方
20
間
、
西
の
方
88
間
を
残
し
て
中

央
部
分
が
崩
れ
落
ち
、
多
く
の
人
が
亡
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
一
橋
侯
の
通
行
時
に
、
橋
の
上
で
何

が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
詳
し
く
記
し
て
い
る

の
が
次
の
随
筆
で
す
。

山
東
京
山
著『
蛛く

も

の
糸
巻
』よ
り

時
刻
は
四
ツ
時
、
人
の
出
る
盛
り
な
り

し
、
お
ほ
か
た
は
皆
此
永
代
橋
に
か
ゝ

る
、然
る
に
、一
条
の
縄
幾
百
人
を
と
ゞ

め
し
事
半
時
ば
か
り
、
ま
ち
く
た
び
れ

た
る
時
、
そ
れ
通
れ
と
て
縄
を
引
く
を

見
て
、
数
百
人
の
駆
通
る
足
の
力
、
体

の
重
み
、
数
万
斤
の
物
を
ま
ろ
ば
す
が

如
く
な
り
し
ゆ
ゑ
、
細
き
長
橋
い
か
で

た
ま
る
べ
き
、

山
東
京き

ょ
う

山ざ
ん

（
岩い

わ

瀬せ

百も
も

樹き

）
は
山
東
京
伝

（
岩い

わ

瀬せ

醒さ
む
る）

の
弟
で
、
兄
の
影
響
を
受
け
て

考
証
随
筆
を
記
す
よ
う
に
な
り
、
本
書
も
そ

の
ひ
と
つ
で
す
。

橋
の
際
で
は
、
一
橋
侯
の
船
が
永
代
橋
の

下
を
通
行
す
る
の
に
合
わ
せ
て
半
時
ほ
ど
縄

を
張
り
、
人
々
の
通
行
を
止
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
縄
が
解
か
れ
、
通
行
が
許
さ
れ
る
と
橋

前
で
待
ち
く
た
び
れ
て
い
た
人
々
が
一
気
に

橋
へ
と
な
だ
れ
込
み
、
そ
の
勢
い
と
重
み
で

橋
を
踏
み
抜
き
、
後
か
ら
橋
を
渡
っ
て
来
た

人
々
も
前
方
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら

ぬ
ま
ま
次
々
と
川
へ
落
ち
て
い
っ
た
そ
う
で

す
。で

は
こ
こ
で
も
う
一
点
、
祭
り
の
練
物
な

ど
を
詳
し
く
記
録
し
た
人
物
の
随
筆
を
ご
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

豊
島
屋
十
右
衛
門
著

　「
夢
の
浮う

き

橋は
し

附
録
」よ
り

む
か
し
は
、
い
づ
く
の
祭
り
に
も
、
万

度
と
い
う
も
の
あ
り
て
、
是
に
附
祭
の

お
も
む
き
、
道
具
な
ど
、
見
立
て
か
ざ

り
つ
け
、
若
い
者
、
揃
の
姿
に
て
是
を

も
つ
事
な
り
、
然
る
に
、
寛
政
年
中
、

御
改
政
の
後
、
相
止
て
万
度
な
し
、
近

頃
、
是
に
ひ
と
し
き
か
ざ
り
物
を
、
車

に
て
子
供
手
引
に
し
て
、
是
に
若
い
者

大
勢
附
添
出
る
事
な
り
、

豊
島
屋
十
右
衛
門
は
鎌
倉
河
岸
（
現
千
代

田
区
内
神
田
1
〜
2
丁
目
）
の
酒
屋
で
、
大お

お

田た

南な
ん

畝ぽ

と
交
流
の
あ
る
人
物
の
ひ
と
り
で

す
。
こ
の
日
は
、
知
人
に
誘
わ
れ
て
祭
り
見

物
に
出
か
け
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
以
前
は
万
度
と
と
も
に
、

趣
向
を
凝
ら
し
た
見
立
て
飾
り
な
ど
が
出
て

揃
い
の
衣
装
を
き
た
若
者
が
こ
れ
を
持
ち
歩

い
た
が
、
寛
政
年
中
の
「
御
改
政
」
の
後
で

江
戸
時
代
後
期
は
「
随
筆
の
時
代
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
随
筆
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
随

筆
に
は
経
験
し
た
こ
と
や
興
味
を
抱
い
た
こ
と
な
ど
を
気
の
向
く
ま
ま
に
書
き
記
す
も
の
と
、

書
物
や
記
録
の
中
か
ら
目
に
留
ま
っ
た
事
柄
を
書
き
と
め
、
さ
ら
に
自
ら
考
証
を
付
け
加
え
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
後
期
に
流
行
し
た
の
は
後
者
の
随
筆
で
、
こ
れ
ら
は
考
証
随
筆

と
呼
ば
れ
、
江
東
区
に
ゆ
か
り
の
あ
る
山さ

ん
と
う
き
ょ
う
で
ん

東
京
伝
や
曲

き
ょ
く
て
い亭

馬ば

琴き
ん

も
そ
の
担
い
手
で
し
た
。

今
回
は
文
化
4
年
（
1
8
0
7
）
8
月
19
日
、
富
岡
八
幡
宮
の
祭
礼
に
お
い
て
見
物
人
の
重

み
で
永
代
橋
が
崩
落
し
た
惨
事
を
い
く
つ
か
の
考
証
随
筆
か
ら
拾
い
読
み
し
て
み
よ
う
と
思
い

ま
す
。

「夢の浮橋附録」（写本）

文
化
四
年

　永
代
橋
落
ち
る 

㈠

江
戸
の
随
筆
拾
い
読
み
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そ
れ
ら
を
や
め
る
こ
と
に
な
り
、
近
頃
で

は
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
飾
り
物
の
車
を
子
供

が
引
き
、
若
い
者
が
大
勢
付
き
そ
う
よ
う
に

な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
本
書
の
挿
絵
に
は
公

卿
や
大
名
を
模
し
た
行
列
や
竜
宮
の
山
車
な

ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

以
上
か
ら
、
一
時
的
に
多
く
の
人
が
渡
り
、

ま
た
山
車
な
ど
の
作
り
物
の
重
量
も
加
わ
っ

た
た
め
、
永
代
橋
に
は
相
当
な
負
担
が
か

か
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
は
、

当
時
の
橋
の
状
態
は
ど
の
よ
う
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
落
ち
る
前
の
様
子
を
伝
え
る
随
筆

を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

大
田
南
畝
著「
夢
の
浮
橋
」よ
り

祭
前
、
川
手
前
の
町
々
相
談
し
て
、
永

代
橋
は
橋
造
り
も
甚
ざ
つ
と
し
て
、
祭

の
折
か
ら
大
勢
群
集
、
其
上
車
等
わ
た

る
に
危
か
ら
ん
、
し
か
ら
ば
、
橋
板
の

下
へ
通
し
て
竹
の
簀
を
わ
た
さ
ば
、
た

と
へ
橋
が
や
ぶ
れ
た
り
と
も
、
人
に
怪

我
有
べ
か
ら
ず
、
と
て
入
用
つ
も
ら
せ

け
れ
ど
、
金
四
十
両
失
墜
の
よ
し
、
し

か
ら
ば
川
手
前
町
々
金
二
十
両
、
川
向

深
川
に
て
金
二
十
両
と
、
此
よ
し
深
川

へ
相
談
に
及
け
る
に
、
金
二
十
両
の
費

金
出
来
兼
て
、
破
談
と
な
り
は
、
ほ
い

な
き
事
な
ら
ず
や
、

大
田
南
畝
（
直
次
郎
）
は
、
有
能
な
幕
臣

で
し
た
が
文
人
と
し
て
の
才
も
あ
り
、
戯
作
、

狂
歌
、
漢
詩
、
紀
行
文
な
ど
の
著
作
を
通
じ

て
大
名
か
ら
町
人
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
・

職
業
の
人
物
と
交
流
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

永
代
橋
の
崩
落
に
つ
い
て
は
、
南
畝
自
身
が

直
接
見
聞
し
た
こ
と
の
ほ
か
、
交
流
の
あ
る

文
人
た
ち
か
ら
情
報
を
あ
つ
め
、
そ
れ
を
一

冊
に
ま
と
め
て
「
夢
の
浮
橋
」
と
題
し
ま
し

た
。こ

の
一
説
は
、
南
畝
が
小
石
川
白
壁
町

に
住
む
「
西
川
権
」
な
る
人
物
か
ら
収
集
し

た
話
で
す
。
内
容
は
、
祭
り
の
前
か
ら
永
代

橋
に
は
傷
み
が
見
ら
れ
、「
川
手
前
」（
永
代

橋
の
西
側
）
の
町
々
で
は
、
見
物
人
が
群
集

す
る
こ
と
に
加
え
て
山
車
な
ど
が
渡
る
と
な

る
と
相
当
危
う
い
の
で
、
橋
板
の
下
に
「
竹

の
簀
」
を
渡
し
、
万
一
橋
が
破
れ
て
も
川
へ

落
ち
な
い
よ
う
な
方
策
を
考
え
ま
し
た
。
そ

の
費
用
に
は
40
両
が
必
要
で
、
橋
の
両
側
の

町
々
で
20
両
ず
つ
負
担
す
る
案
を
「
川
向
深

川
」
へ
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
深
川
側
で
は
出

費
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
こ
の
案
は
な
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
元
と
し
て
も

橋
の
耐
久
性
を
危
惧
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

ま
た
、
傷
ん
だ
永
代
橋
を
記
し
た
も
の
に

次
の
よ
う
な
随
筆
も
あ
り
ま
す
。

辻
雪
洞
著「
東
都
紀
行
」よ
り

さ
ら
ば
深
川
へ
こ
そ
と
、
永
代
橋
へ
乗

か
ゝ
る
に
、
こ
の
橋
又
川
上
の
方
の
真

中
の
柱
二
三
本
折
れ
て
、
欄
干
か
た
ぶ

き
、
半
橋
う
ね
り
て
、
破
れ
た
る
虹
の

ご
と
し
、

著
者
は
勤
番
者
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
江
戸

の
町
々
に
不
案
内
な
同
輩
の
た
め
に
大
名
屋

敷
へ
の
道
筋
な
ど
を
自
ら
が
歩
い
て
記
し
た

も
の
で
、
享
保
4
年
（
1
7
1
9
）
こ
ろ
の

も
の
で
す
。
こ
こ
に
は
当
時
の
永
代
橋
は
橋

脚
が
損
傷
し
、
欄
干
が
傾
き
か
か
り
、
ま
る

で
途
中
で
消
え
か
か
っ
た
虹
の
よ
う
で
あ
る

と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

永
代
橋
の
創
架
は
元
禄
11
年
（
1
6
9
8
）

で
す
が
、
火
災
や
洪
水
で
度
々
破
損
す
る
橋

の
修
繕
費
が
嵩
む
こ
と
を
理
由
に
享
保
3

年
（
1
7
1
8
）
に
幕
府
は
橋
の
撤
去
を
図

り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
前
掲
の
随
筆
が
記
さ

れ
た
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
両
岸
の
町

人
た
ち
が
自
分
た
ち
で
修
繕
費
を
持
つ
こ
と

で
橋
の
存
続
を
願
い
出
て
享
保
6
年
3
月
に

許
可
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
も
幕
府
の
許
可

を
得
て
修
繕
費
に
宛
て
る
た
め
に
町
人
に
限

り
一
人
二
銭
ず
つ
の
橋
銭
、
つ
ま
り
通
行
料

を
と
る
こ
と
な
ど
橋
の
存
続
の
た
め
に
力
を

尽
く
し
ま
し
た
が
、
破
損
を
繰
り
返
す
橋
を

維
持
し
て
い
く
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は

な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
永
代
橋
を
町
人

た
ち
が
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
文

化
4
年
の
崩
落
ま
で
の
損
傷
に
つ
い
て
主

な
も
の
を
随
筆
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
宝

暦
10
年
（
1
7
6
0
）
に
は
焼
失
、
明
和

9
年
（
安
永
元
・
1
7
7
2
）・
安
永
9
年

（
1
7
8
0
）・
天
明
6
年
（
1
7
8
6
）・

寛
政
3
年
（
1
7
9
1
）
に
は
風
水
害
に
よ

る
破
損
の
記
事
が
み
ら
れ
ま
す
。「
夢
の
浮

橋
」
に
あ
る
よ
う
に
崩
落
の
不
安
を
感
じ
て

い
な
が
ら
も
手
当
て
が
で
き
な
か
っ
た
背
景

に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。「
絵

本
江
戸
土
産
」
に
は
永
代
橋
の
橋
脚
を
大
き

く
手
前
に
配
し
、
そ
の
奥
に
大
型
船
が
停
泊

し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
詞
書

に
は
「
東
都
第
一
の
長
橋
」
と
賞
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
大
嵐
の
際
に
は
船
を
繋
留
し
て
い

る
綱
が
切
れ
て
橋
に
衝
突
す
る
危
険
も
あ
り

ま
し
た
。
隅
田
川
の
最
河
口
に
架
け
ら
れ
た

第
一
の
長
橋
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
損
傷
を

繰
り
返
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
運
命
で
も

あ
り
ま
し
た
。

崩
落
の
状
況
を
記
し
た
随
筆
は
、
ま
た
の

機
会
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

（
前
文
化
財
主
任
専
門
員　

向
山
伸
子
） 「絵本江戸土産」



有
明
に
あ
っ
た
貯
木
場

古
写
真
の
中
の
江
東
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江
東
区
域
に
お
け
る
江
戸
時
代
か
ら
の
貯

木
場
と
言
え
ば
、現
在
の
都
立
木
場
公
園
（
木

場
4
・
5
）
付
近
を
中
心
と
す
る
木
場
、
も

し
く
は
現
在
の
猿
江
恩
賜
公
園
（
住
吉
2
・

毛
利
2
）
の
場
所
に
あ
っ
た
江
戸
幕
府
の
猿

江
御
材
木
蔵
な
ど
で
、
戦
後
に
至
る
ま
で
利

用
さ
れ
続
け
ま
し
た
。

し
か
し
、
地
盤
沈
下
に
よ
る
河
川
・
運
河

機
能
の
低
下
に
よ
り
輸
送
に
支
障
が
出
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
東
京
湾
の
埋
め

立
て
に
よ
り
港
と
の
距
離
が
遠
く
な
り
、
輸

送
に
か
か
る
コ
ス
ト
が
高
く
な
っ
た
た
め
、

昭
和
47
年
か
ら
新
木
場
へ
移
転
が
開
始
さ

れ
、
現
在
に
至
り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
臨
海
部
に
は
新
木
場
が
利

用
さ
れ
る
以
前
よ
り
貯
木
場
（
有
明
貯
木
場
）

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
写
真
1
・
2
）。

戦
前
か
ら
あ
っ
た
こ
の
貯
木
場
は
、
10
号
埋

立
地
（
有
明
1
〜
3
）
の
北
側
に
あ
り
、
当

時
は
日
本
最
大
規
模
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

2
枚
の
写
真
か
ら
は
、
一
面
に
広
が
る
木
材

か
ら
貯
木
場
と
し
て
の
規
模
の
大
き
さ
が
う

か
が
え
ま
す
。
し
か
し
、
臨
海
部
の
開
発
が

進
行
す
る
の
に
伴
い
、
平
成
17
年
ま
で
に
埋

め
立
て
ら
れ
ま
し
た
（
有
明
1
）。

そ
の
後
、
有
明
地
区
は
今
夏
に
開
催
さ
れ

た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
た

今
回
は
、
前
号
（
№
2
9
4
）
で
も
ご
紹

介
し
ま
し
た
、
東
陽
尋
常
小
学
校
で
撮
影
さ

れ
た
集
合
写
真
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

東
陽
尋
常
小
学
校
に
つ
い
て

同
校
は
明
治
33
年
6
月
、
深
川
区
西
平
井

町
19
番
地
（
現
江
東
区
東
陽
3
︱
17
・
21
地

先�

永
代
通
り
）
に
創
立
。
大
正
12
年
9
月
の

関
東
大
震
災
で
被
災
し
た
こ
と
を
受
け
、
同

13
年
5
月
に
同
地
に
仮
校
舎
が
竣
工
。
大
正

15
年
11
月
、
現
在
地
で
あ
る
東
平
井
町
1
番

地（
東
陽
3
︱
27
︱
12
）に
校
地
を
移
転
し
て
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
校
舎
が
完
成
し
ま

し
た
（「
沿
革
概
要
」）。

集
合
写
真
に
つ
い
て

写
真
1
は
東
陽
尋
常
小
学
校
の
校
門
前
で

撮
影
さ
れ
た
ク
ラ
ス
の
集
合
写
真
で
す
。
背

後
に
は
門
柱
お
よ
び
塀
、
さ
ら
に
奥
に
は
木

造
の
校
舎
が
見
え
ま

す
が
、
こ
こ
で
注
目

し
た
い
の
は
左
右
の

塀
（
波
板
）
で
す
。

そ
こ
に
は
、
書
き
込

み
が
確
認
で
き
る
た

め
、
そ
の
情
報
を
読

み
取
っ
て
み
ま
す
。

右
（
写
真
2
）
に
は

め
整
備
さ
れ
（
体
操
競
技
場
・
ア
リ
ー
ナ
な

ど
）、
景
観
は
一
変
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
無
く
な
っ
た
貯
木
場
を
偲
ば
せ
る

も
の
と
し
て
は
、
東
雲
運
河
に
架
か
る
「
木

遣
り
橋
」
の
名
称
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

功く
ぬ

刀ぎ

俊
宏
）

「
九
月
一
日
／
東

陽
小
学
校
内
避
難

者
」、左
に
は
「
東

陽
学
校
内
□
避
」

と
見
え
ま
す
。
そ

の
下
に
は
そ
れ
ぞ

れ
氏
名
お
よ
び
住

所
が
書
か
れ
、
氏
名
の
下
に
は
「
一
同
無
事
」

も
し
く
は
「
五
人
無
事
」
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
避
難
者
の
住
所
を
見
る
と
1
名
の
み「
越

中
島
町
」
で
、
他
は
「
西
平
井
町
」
と
見
え

る
こ
と
か
ら
、
同
校
に
は
主
に
近
隣
の
住
民

が
避
難
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま

た
、
左
の
塀
に
は
さ
ら
に
4
行
の
文
字
が
書

か
れ
て
い
ま
す
が
、
1
名
の
名
前
以
外
は
ほ

と
ん
ど
判
読
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
写
真
に
見
え
る
門
柱
・
塀
お
よ
び
木

造
校
舎
は
、
大
正
14
年
3
月
に
発
行
さ
れ
た

卒
業
記
念
ア
ル
バ
ム
所
載
の
写
真
に
も
写
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
塀
に
は
写
真
1
の
書

き
込
み
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

集
合
写
真
は
仮
校
舎
が
竣
工
し
た
大
正
13
年

5
月
か
ら
ア
ル
バ
ム
が
発
行
さ
れ
た
同
14
年

3
月
ま
で
の
間
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

本
資
料
は
実
態
が
よ
く
分
か
っ
て
い
な

い
、
関
東
大
震
災
に
お
け
る
江
東
区
域
で
の

避
難
の
一
事
例
と
し
て
、
大
変
貴
重
な
も
の

と
言
え
ま
す
。（

文
化
財
専
門
員　

野
本
賢
二
）

東
陽
尋
常
小
学
校
と

　
　
　
　震
災
避
難
所

写真1　有明貯木場（北方向）写真2　有明貯木場（北東方向）

※写真1・2はいずれも昭和29年5月13日撮影

写真2　写真1右の塀（アップ）

写真1　集合写真


