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『
下
町
文
化
』
は
、昭
和
56
年
（
1
9
8
1
）

4
月
15
日
に
創
刊
号
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
41
年
余
り
の
年
月
が
過
ぎ
、
よ
う

や
く
本
号
で
3
0
0
号
を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
本
区
の
歴
史
や

文
化
財
の
情
報
を
発
信
し
続
け
、
平
成
元

年
（
1
9
8
9
）
7
月
15
日
に
1
0
0
号
、

平
成
10
年
（
1
9
9
8
）
11
月
15
日
に
は

2
0
0
号
に
達
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、
途

切
れ
る
こ
と
な
く
発
行
し
続
け
、
今
日
に
至

る
長
い
歴
史
を
積
み
重
ね
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
『
下
町
文
化
』
は
、

Ａ
4
判
8
頁
で
年
4
回
の
発
行
で
す
。
し
か

し
、
こ
の
形
態
は
平
成
11
年
（
1
9
9
9
）

4
月
28
日
の
2
0
5
号
以
降
の
こ
と
で
、
創

刊
号
か
ら
2
0
4
号
ま
で
は
Ｂ
5
判
4
頁
、

毎
月
15
日
の
発
行
で
し
た
（
発
行
日
・
頁
数

な
ど
が
異
な
る
も
の
も
若
干
あ
り
）。た
だ
し
、

1
4
5
号
か
ら
1
5
6
号
ま
で
の
一
時
期

だ
け
は
隔
月
の
刊
行
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

1
0
0
号
ま
で
の
8
年
3
か
月
、
1
0
1
号

か
ら
2
0
0
号
ま
で
の
9
年
2
か
月
に
対

し
、
2
0
1
号
か
ら
3
0
0
号
ま
で
は
24

年
と
1
か
月
も
の
年
月
を
要
し
ま
し
た
。

「
継
続
は
力
な
り
」。
こ
の
言
葉
を
胸
に
刻

み
つ
つ
、
今
後
と
も
本
区
の
歴
史
・
文
化
財

の
情
報
を
発
信
し
続
け
る
所
存
で
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

3
0
0
号
に
想
う

○300号に想う
○「下町文化」300号に寄せて
○江東区の民俗調査

庶民の暮らしが語ること
○江東の古道をゆく⑦

深川・仲通り商店会の道
○江東区文化財紀行

宝塔寺 塩なめ地蔵
○『下町文化』を深掘りする
○江東区と関東大震災 −震災から100年−

○資料紹介

関東大震災復旧作業の絵葉書

これからもよろしくお願いいたします。これからもよろしくお願いいたします。
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「
下
町
文
化
」

３
０
０
号
に
寄
せ
て
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「
下
町
文
化
」が
3
0
0
号
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、か
つ
て
文
化
財
専
門
員
の
立
場
で
発
行

に
携
わ
っ
て
き
た
一
人
と
し
て
思
い
出
す
ま

ま
の
駄
文
を
寄
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

執
筆
に
あ
た
り
、
創
刊
号
か
ら
見
返
し
て

み
ま
し
た
が
、
1
0
0
号
、
2
0
0
号
記

念
で
ほ
ぼ
「
下
町
文
化
」
の
経
緯
や
文
化
財

保
護
行
政
へ
の
取
り
組
み
な
ど
が
書
か
れ
て

い
ま
す
の
で
こ
の
話
題
は
こ
こ
で
は
省
略
し

ま
す
。
ち
ょ
っ
と
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、

14
号
（
昭
和
57
年
5
月
）
の
4
面
に
ひ
っ
そ

り
と
4
月
に
文
化
財
係
が
発
足
し
た
こ
と
が

載
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ん
と
、「
下
町
文
化
」

は
文
化
財
係
が
で
き
る
前
に
誕
生
し
、
江
東

区
の
社
会
教
育
事
業
全
般
に
わ
た
る
広
報
紙

と
し
て
の
使
命
を
担
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ

れ
ま
で
8
号
（
同
56
年
11
月
）
の
1
面
が
バ

レ
エ
の
舞
台
写
真
で
あ
る
こ
と
に
や
や
疑
問

を
抱
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
謎
が
解
け

ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
5
年
度
よ
り
隔
月
刊
と

な
り
、
平
成
7
年
度
に
再
び
月
刊
に
。
一
部

カ
ラ
ー
印
刷
や
全
頁
カ
ラ
ー
印
刷
な
ど
を
経

て
、
平
成
11
年
度
よ
り
年
4
回
の
季
刊
と
な

る
と
同
時
に
、
体
裁
を
Ａ
4
判
8
頁
に
変
更

し
て
内
容
の
充
実
を
図
り
ま
し
た
。

「
下
町
文
化
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
シ
リ
ー

ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
思
い

出
を
少
し
語
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

8
号
で
初
め
て
「
こ
こ
に
も
歴
史
が
あ
っ

た
」
コ
ー
ナ
ー
が
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
は
文

化
財
係
に
寄
贈
さ
れ
た
資
料
を
紹
介
す
る

コ
ー
ナ
ー
で
以
後
長
く
続
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
昭
和
58
年
の
第
2
回
文
化
財
保
護
強
調

月
間
中
、「
歴
史
と
生
活
展
」
と
「
伝
統
工

芸
展
」
が
同
時
開
催
さ
れ
て
い
た
会
場
で
、

展
示
し
て
い
た
民
俗
資
料
の
長
火
鉢
を
囲

み
、
伝
統
工
芸
技
術
保
持
者
で
あ
る
職
人
さ

ん
た
ち
が
「
こ
の
火
鉢
は
よ
く
出
来
て
い
る
」

「
木
目
を
合
わ
す
の
は
な
か
な
か
た
い
へ
ん

だ
」
な
ど
話
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
の
お
ひ
と
り
が
創
刊
号
の
1
面
を

写
真
で
飾
っ
た
山
田
千
吉
（
号
・
千
匠
）
さ

ん
だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。
文
化

財
専
門
員
に
な
る
以
前
の
こ
と
で
し
た
が
、

そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ

と
を
書
い
た
の
が
39
号
（
昭
和
59
年
6
月
）

の
「
こ
こ
に
も
歴
史
が
あ
っ
た
」
で
す
。

民
俗
資
料
の
寄
贈
に
あ
た
っ
て
は
、
使
用

年
代
や
使
い
方
、
ま
た
は
思
い
出
な
ど
に
つ

い
て
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、

こ
の
場
合
は
職
人
さ
ん
の
目
か
ら
見
た
技
術

や
意
匠
に
関
す
る
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き

た
貴
重
な
時
間
で
し
た
。

ま
た
、「
あ
る
く
・
き
く
・
か
く　

文
化

財
レ
ポ
ー
ト
」
も
印
象
に
残
り
ま
す
。
文
末

に
は
「
情
報
を
お
持
ち
の
方
は
文
化
財
係
へ

ご
一
報
く
だ
さ
い
」「
ご
存
知
の
方
は
文
化

財
係
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
」
と
い
う
一

文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

文
化
財
の
調
査
を
進
め
て
い
く
な
か
で
、
神

社
や
寺
院
に
奉
納
さ
れ
た
石
造
物
は
長
い
年

月
の
中
で
磨
滅
し
て
刻
銘
な
ど
が
読
め
な
く

な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
奉
納
者
が

ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
な
ど
も
明
ら

か
に
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し

た
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
を
地
域
の
方
々
の

「
記
憶
」
や
「
伝
承
」
に
よ
っ
て
補
完
す
る

こ
と
が
「
文
化
財
レ
ポ
ー
ト
」
の
出
発
点
で

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
情
報
を
い
た
だ

け
た
も
の
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
不
思

議
な
こ
と
に
何
の
情
報
も
得
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
ほ
ど
記
憶
に
残
る
よ
う
で
、
未
だ
に
他

所
で
関
連
し
た
人
物
名
や
地
名
を
見
か
け
る

と
「
も
し
や
？
」
と
い
う
思
い
で
調
べ
て
し

ま
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
核
心
に
迫
る
こ
と

は
で
き
ず
に
お
り
ま
す
。
も
し
改
め
て
「
文

化
財
レ
ポ
ー
ト
」
を
お
読
み
に
な
り
、
お
気

づ
き
の
こ
と
が
あ
れ
ば
、
文
化
財
係
ま
で
ご

一
報
く
だ
さ
い
。

季
刊
と
な
っ
て
か
ら
は
「
江
東
歴
史
紀
行
」

「
江
戸
の
町
内
探
訪
」「
城
東
の
村
を
歩
く
」

な
ど
、
読
み
応
え
の
あ
る
シ
リ
ー
ズ
が
登
場

し
て
い
ま
す
。
毎
号
心
待
ち
に
さ
れ
て
い
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。3

0
0
号
は
ま
だ
ま
だ
通
過
点
。
一
読
者

と
し
て
こ
れ
か
ら
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

（
前
文
化
財
主
任
専
門
員　

向
山
伸
子
）

『下町文化』創刊号

『下町文化』29号　下段右から２点目の写真が当該の長火鉢



庶
民
の
暮
ら
し
が
語
る
こ
と

江
東
区
の
民
俗
調
査
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江
東
区
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
江
戸
時
代

以
前
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
土
地
と
い
う
こ
と

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
お
話
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
亀
戸
地
域

の
北
部
、
墨
田
区
と
の
境
を
流
れ
る
北
十
間

川
沿
い
の
一
部
地
域
を
除
け
ば
、
江
東
区
域

で
人
々
の
暮
ら
し
が
は
じ
ま
る
の
は
、
江
戸

時
代
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

徳
川
家
康
が
江
戸
に
入
っ
た
の
ち
、
日

比
谷
入
江
を
埋
め
立
て
た
こ
と
は
有
名
で
す

が
、
そ
の
東
側
に
広
が
る
江
東
区
域
も
、
同

じ
よ
う
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
成
立
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
人
々
が
暮
ら
し
は
じ

め
た
こ
と
で
、
生
活
に
関
わ
る
様
々
な
文
化

が
花
開
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
日
常
的
な
生
活
の
様よ

う

相そ
う

は
、
ご

く
当
た
り
前
の
こ
と
で
、
ほ
と
ん
ど
文
字
に

残
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
文

化
財
係
で
は
「
江
東
区
民
俗
調
査
団
」
に
委い

託た
く

し
、
聞
き
取
り
と
い
う
手し

ゅ

法ほ
う

を
用
い
て
調

査
を
進
め
ま
し
た
。

当
時
の
民
俗
調
査
の
特
色
は
、「
郷
土
の

民
俗
を
掘
り
起
こ
そ
う
」
と
銘
打
っ
て
、
区

民
の
方
か
ら
団
員
を
募
っ
た
こ
と
で
す
。
昭

和
62
年
（
1
9
8
7
）
6
月
の
75
号
に
掲
載

さ
れ
た
募
集
記
事
に
は
、「
特
別
な
専
門
的

知
識
や
技
術
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
の

む
か
し
の
く
ら
し
や
習
慣
、
社
会
生
活
、
年

中
行
事
な
ど
に
関
心
の
あ
る
方
、
自
分
で
調

査
を
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
方
、
ぜ
ひ

参
加
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。「

温お
ん

故こ

知ち

新し
ん

」（
古
き
を
た
ず
ね
新
し
き
を

知
る
）。
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、

戦
前
・
戦
後
、
さ
ら
に
は
明
治
末
か
ら
大
正
、

昭
和
初
期
の
生
活
を
記
録
す
る
こ
と
は
と
て

も
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
が
そ
の
こ

と
を
聞
き
取
る
、
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
昭
和
58
年
7
月
の
28

号
1
面
に
は
、「
民
俗
調
査
の
意
義
」
と
し

て
、「
民
俗
の
調
査
は
、眼
に
見
え
な
い
風
俗
・

習
慣
、
つ
ま
り
生
き
た
文
化
そ
の
も
の
を
調

査
対
象
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
他
の
文

化
財
調
査
と
異
っ
て
い
ま
す
。
生
き
た
文
化

を
伝
え
る
生
き
た
人
々
を
見
失
っ
て
し
ま
う

前
に
、
私
た
ち
の
今
で
き
る
こ
と
を
実
施
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
記
し
て

い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
は
、
調
査
へ
の
残
さ
れ

た
時
間
は
迫
っ
て
お
り
、
切
実
な
問
題
で
あ

る
と
言
う
意
識
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

調
査
期
間
は
、
昭
和
56
年
7
月
～
平
成
9

年
の
約
17
年
間
。
初
年
度
は
寺
社
へ
の
調
査
、

2
年
目
以
降
は
明
治
後
半
か
ら
大
正
前
半
に

お
生
ま
れ
の
方
々
に
お
話
し
を
う
か
が
い
、

そ
の
成
果
は
、
11
冊
の
報
告
書
に
ま
と
め
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、昭
和
57
年（
1
9
8
2
）

2
月
の
『
下
町
文
化
』
11
号
に
、「
郷
土
の

寺
社
行
事　

春
之
部
」
と
題
し
て
、『
江
東

区
民
俗
調
査
報
告
書
』
の
一
部
を
紹
介
し
た

の
を
皮
切
り
に
、
そ
の
後
も
継
続
的
に
掲
載

し
、『
下
町
文
化
』
の
昭
和
60
年
（
1
9
8
5
）

2
月
の
47
号
で
は
「
深
川
浜
と
東
砂
の
民
俗

　

語
り
継
が
れ
る
生
活
史　

昭
和
30
年
頃
の

深
川
浜
祭
り
」、
昭
和
62
年
7
月
の
76
号
で

は
「
第
七
次
民
俗
調
査　

木
場
地
区
大
島
地

区
民
俗
調
査
始
ま
る
」
と
1
面
を
飾
り
ま
し

た
。こ

こ
で
、
調
査
対
象
地
域
（
内
容
）
を

順
を
追
っ
て
記
す
と
、「
寺
社
年
中
行
事
調

査
」（
昭
和
56
年
度
）「
民
間
年
中
行
事
調
査
」

（
57
年
度
）「
人
生
儀
礼
（
人
の
一
生
）」（
58

年
度
）「
深
川
浜
・
東
砂
地
区
総
合
民
俗
調

査
中
間
報
告
」（
59
年
度
）「
深
川
浜
・
東
砂

地
区
総
合
民
俗
調
査
」（
60
年
度
）「
木
場
・

大
島
地
区
総
合
民
俗
調
査
」（
61
・
62
年
度
）

「
亀
戸
地
区
総
合
民
俗
調
査
」（
63
年
度
・
平

成
元
年
度
）「
深
川
寺
町
地
区
総
合
民
俗
調

査
」（
2
・
3
年
度
）「
北
砂
・
南
砂
地
区
総

合
民
俗
調
査
」（
4
・
5
年
度
）「
深
川
北
部

総
合
民
俗
調
査
」（
6
・
7
年
度
）「
深
川
東

部
総
合
民
俗
調
査
」（
8
・
9
年
度
）
と
な

り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
報
告
書
が
完
結
し
て
、
す
で
に

25
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
で
は

明
治
末
・
大
正
・
昭
和
初
期
の
お
話
を
聞
き

取
る
こ
と
は
難
し
く
な
り
ま
し
た
。
聞
き
取

り
調
査
は
、文
字
に
残
ら
な
い
庶
民
の「
世
界
」

を
再
構
築
す
る
作
業
と
い
え
ま
す
。「
今
で
き

る
こ
と
を
実
施
し
て
お
な
か
け
れ
ば
」
の
気

持
ち
を
常
に
持
ち
続
け
た
い
も
の
で
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

昭和62年6月号の団員募集記事

76号の1面 47号の1面



深
川・仲
通
り
商
店
会
の
道

深
川・仲
通
り
商
店
会
の
道

江
東

7

古
道

の

をゆ
く

4

図
1
は
、
白

河
2
丁
目
の
仲

通
り
商
店
会
通

り
を
、
北
側
か

ら
清
洲
橋
通
り

越
し
に
撮
っ
た

も
の
で
す
。
通

り
に
は
街
灯
が

南
側
の
深
川
資

料
館
通
り
口
ま
で
続
き
、
商
店
会
通
り
の
一

体
感
を
醸か

も

し
出
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
こ
の
通
り
か
ら
江
戸
時
代
以
来

の
古
道
を
た
ず
ね
、
さ
ら
に
「
仲
通
り
」
の

由
来
を
探
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

関
東
大
震
災
前
に
あ
っ
た
道

図
2
は
、
現
在
の
白
河
1
、
2
丁
目
に
お

い
て
、
大
正
12
年
（
1
9
2
3
）
の
震
災
後

に
行
わ
れ
た
区
画
整
理
を
示
す
も
の
で
す
。

道
の
う
ち
黒
塗
り
部
分
は
新
設
・
拡
張
す
る

場
所
、
斜
線
部
分
は
在
来
の
道
敷
を
再
利
用

す
る
場
所
で
す
。

東
西
に
通
る
太
い
黒
塗
り
の
道
は
新
設
の

清
洲
橋
通
り
で
す
。
ま
た
、
西
深
川
橋
（
昭

和
4
年
・
1
9
2
9
架
橋
）
よ
り
南
へ
縦
に

通
る
道
か
ら
東
側
の
白
河
2
丁
目
に
お
い
て

も
道
が
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

で
、
仲
通
り
商
店
会
の
通
り
は
、
斜
線
が
引

か
れ
て
い
る
の
で
、
在
来
の
道
で
あ
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

商
店
会
通
り
の
斜
線
の
道
は
、
北
側
と
南

側
の
双
方
へ
続
い
て
い
ま
す
。
北
側
は
、
丁

字
路
を
左
折
し
、
さ
ら
に
右
折
す
る
と
小
名

木
川
へ
ま
っ
す
ぐ
向
か
っ

て
西
深
川
橋
に
至
り
ま

す
。
一
方
の
南
側
は
、
深

川
資
料
館
通
り
を
越
え

て
、
や
や
東
へ
斜
め
に

寄
り
な
が
ら
続
い
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
に
商
店
会
通

り
の
所
だ
け
で
は
な
く
、

南
北
に
続
く
在
来
の
道
も

震
災
後
に
残
さ
れ
た
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
以
来
の
古
道

図
2
で
確
認
し
た
道
を
江
戸
時
代
の
絵
図

に
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

幕
末
に
版
行
さ
れ
た
図
3
で
は
、
仲
通
り

商
店
会
の
通
り
は
、
中
央
に
見
え
る
立
花
鐘

之
助
屋
敷
と
万
祥
寺
に
は
さ
ま
れ
た
道
に
あ

た
り
ま
す
。
北
側
に
進
む
と
、
や
は
り
丁
字

路
が
あ
り
、
左
折
し
て
突
き
当
た
り
を
右
折

す
れ
ば
小
名
木
川
に
行
き
当
た
り
ま
す
。
図

2
と
違
う
点
は
川
沿
い
に
道
が
あ
る
こ
と

で
、
こ
の
川
通

り
を
西
へ
行
け

ば
高
橋
に
至
り

ま
す
。
川
通
り

は
、
震
災
復
興

の
区
画
整
理
で

小
名
木
川
が
拡

幅
さ
れ
、
か
つ

物
流
の
た
め
に

川
の
運
河
と
し
て
の
機
能
を
活
用
す
る
必
要

か
ら
廃
止
さ
れ
ま
す
（
図
4
）。

一
方
、南
側
の
道
は
、霊
巌
寺
の
「
門
前
町
」

（
裏
門
前
町
）
の
所
で
行
き
止
ま
り
に
な
っ

て
い
ま
す
。
図
2
の
様
に
南
へ
道
が
延
び
た

の
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

以
上
か
ら
、
仲
通
り
商
店
会
の
通
り
は
、

高
橋
か
ら
霊
巌
寺
裏
門
前
町
へ
と
至
る
、
江

戸
時
代
以
来
の
古
道
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。

「
仲
通
り
」
と
は
？

図
3
の
万
祥
寺
北
側
に
「
大
工
丁
」
と
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
海う

み

辺べ

大だ
い

工く

町ち
ょ
うの
こ
と
で
す

が
、
図
3
に
は
他
に
も
海
辺
大
工
町
と
記
さ

れ
た
所
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
同
町
は
、

飛
び
地
が
多
く
、
成
立
年
代
も
ま
ち
ま
ち
な

こ
と
か
ら
、
場
所
ご
と
に
組
分
け
を
し
て
里

俗
名
で
呼
ん
で
い
ま
し
た
（「
町
方
書
上
」）。

例
え
ば
、
高
橋
通
り
東
続
き
の
町
は
「
東
側
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
万
祥
寺
北
続

き
の
町
は
「
仲
通
」（
中
通
と
も
）
と
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
。
図
3
の
斜
線
部
分
の
町
が

仲
通
で
、
仲
通
に
面
し
た
道
、
つ
ま
り
現
在

の
商
店
会
通
り
に
あ
た
る
道
は
、「
海
辺
大

工
町
中
通
往
来
」（「
曹
洞
宗
諸
宗
作
事
図
帳
」

善
徳
寺
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

よ
っ
て
、仲
通
り
商
店
会
の「
仲
通
り
」は
、

江
戸
時
代
の
海
辺
大
工
町
仲
通
に
ち
な
む
も

の
と
言
え
ま
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

栗
原 

修
）

図1　仲通り商店会通り（北側口）

図2　『帝都復興区劃整理誌』第3編各説第4巻（東京市
役所、昭和７年）所収の第55地区と第56地区の
換地位置決定図を合成・トリミングして加筆

図3　「本所深川絵図」（嘉永5年・1852）部分、加筆
江東区教育委員会蔵

図4　小名木川南岸（西深川橋上より高橋方向）

N
（小名木川）（小名木川）

（清洲橋通り）（清洲橋通り）

（霊巌寺）（霊巌寺）

（深川江戸資料館）（深川江戸資料館）

（深川資料館通り）（深川資料館通り）

（西深川橋）（西深川橋）

（
清
澄
庭
園
）

（
清
澄
庭
園
）

（
仲
通
り
商
店
会
）

（
仲
通
り
商
店
会
）

高橋 小名木川
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小
名
木
川
沿
い
に
あ
る
宝
塔
寺
（
大
島

8
）
は
、
真
言
宗
智ち

山さ
ん

派
の
寺
院
で
、
江

戸
時
代
か
ら
当
地
に
あ
り
ま
し
た
（
図
1
）。

前
住
職
に
よ
る
寺
伝
（『
寶
塔
寺
由
緒
幷
沿

革
』）
で
は
、
慶
長
15
年
（
1
6
1
0
）、
法

印
賢
意
を
開か

い

創そ
う

と
し
て
建
立
さ
れ
た
と
あ
り

ま
す
（『
葛か

西さ
い

志し

』
で
は
同
16
年
）。

同
寺
に
は
、
富
士
講
に
関
す
る
石
碑
を
は

じ
め
複
数
の
文
化
財
が
あ
り
ま
す
が
、
小
名

木
川
と
塩
に
ま
つ
わ
る
「
塩
な
め
地
蔵
」（
図

2
）
が
あ
り
、
区
の
登
録
有
形
民
俗
文
化
財

に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
号
で
は
、
住
職
の
小
林
晋
隆
氏
に
伺
っ

た
内
容
を
踏
ま
え
て
、
塩
な
め
地
蔵
の
歴
史

に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

塩
な
め
地
蔵
の
信
仰

ま
ず
、
寺
伝
よ
り
塩
な
め
地
蔵
に
ま
つ
わ

る
伝
承
を
紹
介
し
ま
す
。

○�

地
蔵
は
小
名
木
川
開か

い

削さ
く

の
際
に
、
石
井

某
に
よ
り
同
川
よ
り
掘
り
起
こ
さ
れ
た

後
、
小
名
木
川
沿
い
に
置
か
れ
、
や
が

て
同
寺
境
内
に
安
置
さ
れ
た

○�

行
徳
か
ら
小
名
木
川
を
通
っ
て
塩
を
売

り
に
行
く
商
人
が
、
地
蔵
に
塩
を
奉
納

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
商

売
繁
盛
の
ご
利
益
を
得
た
こ
と
か
ら
ま

す
ま
す
信
仰
を
あ
つ
め
た
。
ま
た
、
同

時
に
航
海
安
全
も
祈
願
さ
れ
た

ま
た
、
塩
な
め
地
蔵
は
、
古
く
よ
り
、
い

ぼ
に
悩
む
人
が
地
蔵
に
塩
を
ぬ
る
こ
と
で
、

い
ぼ
取
り
の
ご
利
益
が
得
ら
れ
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
「
い
ぼ
と
り
地
蔵
」
と

も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

現
在
で
も
、
こ
う
し
た
信
仰
は
生
き
続
け

て
お
り
、
参
拝
者
に
よ
っ
て
多
く
の
塩
が
奉

納
さ
れ
て
い
ま
す
（
現
在
、
地
蔵
に
塩
を
塗

る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
）。

ご
住
職
の
お
話
で
は
、
昭
和
49
年

（
1
9
7
4
）
の
同
寺
再
建
以
前
は
、
本
堂
は

小
名
木
川
に
面
し
て
南
向
き
に
建
て
ら
れ
て

お
り
、
地
蔵
は
本
堂
の
裏
手
、
本
堂
を
挟は

さ

ん

で
同
川
と
反
対
側
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

平
成
6
年
（
1
9
9
4
）
に
地
蔵
堂
が
再
建

さ
れ
た
際
に
現
在
地
に
安
置
さ
れ
ま
し
た
。 

小
名
木
川
と
塩
の
輸
送

小
名
木
川
の
開
削
は
、
天
正
18
年

（
1
5
9
0
）
に
江
戸
に
入
っ
た
徳
川
家
康

が
、
行
徳
（
現
千
葉
県
市
川
市
）
の
塩
浜
ま

で
の
航
路
を
確
保
す
る
た
め
開
削
し
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
（『
事じ

績せ
き

合が
っ

考こ
う

』・『
御ご

府ふ

内な
い

備び

考こ
う

』）。
一
方
、『
御
府
内
備
考
』
に
よ
る
と
寛
永
期

（
1
6
2
4
～
4 

4
）
と
し
、『
新し

ん

編ぺ
ん

武む

蔵さ
し

風ふ

土ど

記き

稿こ
う

』
で
は
、
さ
ら
に
遡
っ
て
同
川
の
開

削
を
慶
長
年
間
（
1
5
9
6
～
1
6
1
5
）

に
、
小
名
木
四
郎
兵
衛
な
る
人
物
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
と
し
て
い
ま
す
。

小
名
木
四
郎
兵
衛
に
よ
る
開
削
の
由
緒

は
、
家
康
の
入
国
か
ら
5
年
後
に
は
じ
ま
る

慶
長
期
、
さ
ら
に
寛
永
期
の
開
削
で
は
、
当

時
す
で
に
奥
川
（
北
関
東
）
地
域
か
ら
物
資

が
江
戸
に
流
入
し
て
い
た
頃
と
考
え
ら
れ
、

川
の
拡
張
整
備
が
実
施
さ
れ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
ま
す
。

家
康
入
国
後
の
小
名
木
川
開
削
が
ど
の

よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
は
不
明
で
す
が
、
大

掛
か
り
な
開
削
に
は
相
応
の
期
間
が
必
要
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
慶
長
年
間

の
開
削
と
の
見
方
も
で
き
ま
す
。　
　

以
上
の
背
景
か
ら
、
塩
を
積せ

き

載さ
い

し
た
船
が
、

地
蔵
に
塩
を
奉
納
し
始
め
た
こ
と
で
信
仰
が

形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

塩
に
よ
る
影
響

昭
和
30
年
頃
に
撮
影
さ
れ
た
地
蔵
（
図

3
）
を
見
ま
す
と
、
塩
が
塗
ら
れ
て
お
り
、

現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
頭
部
も
確
認
で
き
ま

す
が
、
指
の
大
き
さ
程
ま
で
縮
小
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ご
住
職
の
お
話
で
も
、

現
在
の
地
蔵
は
当
時
よ
り
も
か
な
り
縮
小
し

た
と
の
こ
と
で
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
塩
な
め
地
蔵
の
歴
史
に

迫
っ
て
い
く
こ
と
で
、
小
名
木
川
の
開
削
や

河
川
交
通
、
さ
ら
に
同
川
に
関
わ
る
商
人
や

船
乗
り
の
信
仰
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る

と
と
も
に
、
川
を
舞
台
と
し
た
様
々
な
文
化

を
掘
り
起
こ
す
機
会
と
な
り
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

大
関
直
人
）

宝
塔
寺 

塩
な
め
地
蔵

宝
塔
寺 

塩
な
め
地
蔵

江
東
区
文
化
財
紀
行

江
東
区
文
化
財
紀
行

図 1　「分間江戸大絵図」（部分）
明和9 年（1772）（国立国会図書館デジタルコレクション）

図2　現在の「塩なめ地蔵」

図3　昭和30年頃の「塩なめ地蔵」

中川番所中川番所

小名木川小名木川
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本
誌
が
発
行
さ
れ
て
、
す
で
に
長
い
年
月

が
経
過
し
た
こ
と
は
、
1
頁
に
記
し
た
通
り

で
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
歴
史
を
振
り
返
り

つ
つ
、
今
後
の
文
化
財
の
保
護
・
活
用
と
、

そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
『
下
町
文
化
』
の
役
割

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

文
化
財
の
登
録
と
普
及

ま
ず
は
「
温お

ん

故こ

知ち

新し
ん

」
の
教
え
通
り
、
昭

和
56
年
（
1
9
8
1
）
4
月
の
創
刊
号
を
取

り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

記
念
す
べ
き
創
刊
号
で
は
、「
初
の
区
登

録
文
化
財
」
と
の
見
出
し
で
、
昭
和
56
年

（
1
9
8
1
）
3
月
31
日
と
同
4
月
10
日
に
、

合
わ
せ
て
95
件
が
登
録
文
化
財
に
な
っ
た
こ

と
を
報
じ
、
そ
の
あ
と
に
3
月
31
日
に
登
録

さ
れ
た
文
化
財
の
一
覧
を
紹
介
し
て
い
ま
す

（
4
月
10
日
分
は
次
号
に
掲
載
）。

そ
れ
ら
の
文
化
財
は
、
前
年
10
月
に
制
定

さ
れ
た
「
文
化
財
保
護
条
例
」
に
基
づ
き
、

本
区
の
文
化
財
保
護
審
議
会
の
審
議
を
経
て

登
録
さ
れ
ま
し
た
。
す
で
に
、
国
や
都
に
指

定
さ
れ
た
文
化
財
が
あ
る
な
か
、「
な
お
多

く
残
さ
れ
て
い
る
区
内
の
文
化
財
を
広
く
把

握
し
、
保
存
と
活
用
を
は
か
る
た
め
（
中
略
）

調
査
を
す
す
め
て
き
ま
し
た
。」（
創
刊
号
1

頁
）
と
の
考
え
か
ら
、
文
化
財
と
し
て
台
帳

に
登
録
さ
れ
た
も
の
で
す
。

そ
こ
か
ら
は
、
地
域
に
生
き
た
人
々
の
生

活
を
跡
付
け
る
歴
史
的
な
遺
産
を
、
で
き
る

だ
け
見
出
し
て
調
査
し
、
登
録
文
化
財
と
す

る
こ
と
で
、
地
域
の
歴
史
の
一
片
ま
で
を
も

掬す
く

い
上
げ
よ
う
と
す
る
、
本
区
文
化
財
行
政

の
明
確
な
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
背
景
に
は
、「
江
東
区
の
文
化
財
は
、

関
東
大
震
災
、
戦
災
で
、
壊
滅
的
被
害
を
受

け
、
そ
の
う
え
急
激
な
都
市
化
に
よ
り
、
江

戸
以
来
の
伝
統
文
化
は
衰
退
し
つ
つ
あ
る
の

が
現
状
で
す
」（
同
4
頁
）
と
の
認
識
が
あ

り
ま
し
た
。

続
く
2
号
は
「
芭
蕉
記
念
館
オ
ー
プ
ン
」、

3
号
は
「
初
の
文
化
財
講
習
会
開
か
れ
る
」

の
見
出
し
で
す
。
2
号
は
見
出
し
通
り
、
記

念
館
や
芭
蕉
に
関
す
る
記
事
が
主お

も

で
す
が
、

4
頁
に
「
文
化
財
万よ

ろ
ず
そ
う
だ
ん
ご
と
ひ
き
う
け
そ
う
ろ
う

相
談
事
引
受
候
」
の
囲

み
記
事
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
3
号
に
は
、

は
じ
め
て
開
催
さ
れ
た
文
化
財
講
習
会
（
4

日
間
）
の
報
告
記
事
が
あ
り
、
最
終
日
に
は

「
む
か
し
さ
が
し
」（
現
在
の
文
化
財
め
ぐ
り
）

も
行
わ
れ
ま
し
た
。

「
文
化
財
万
相
談
事
引
受
候
」、
文
化
財
講

習
会
の
い
ず
れ
も
が
、
保
護
条
例
の
制
定
に

よ
っ
て
、
本
区
の
文
化
財
保
護
・
活
用
へ
の

扉
が
開
か
れ
、
95
件
も
の
登
録
と
と
も
に
、

そ
れ
ら
を
活
か
す
普
及
へ
の
取
り
組
み
が
動

き
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

無
形
文
化
財
と
記
録
映
画
の
製
作

文
化
財
と
い
え
ば
、
お
寺
な
ど
の
建
物
や

仏
像
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
が
、
文
化
財

の
中
に
は
、
無
形
文
化
財
と
い
わ
れ
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
仕
事
や
祭
礼
、

娯
楽
か
ら
生
ま
れ
、
江
戸
の
粋い

き

を
伝
え
る
無

形
民
俗
文
化
財
（
民
俗
芸
能
）
で
、
も
う
一

つ
は
、
昔
か
ら
伝
わ
る
伝
統
的
な
モ
ノ
づ
く

り
の
工
法
を
現
代
に
伝
え
る
無
形
文
化
財

（
工
芸
技
術
）
で
す
。
民
俗
芸
能
は
、
江
戸

時
代
に
地
域
に
生
ま
れ
た
芸
能
で
、
工
芸
技

術
は
、
い
わ
ゆ
る
「
職
人
さ
ん
」
の
も
つ
技

術
の
こ
と
で
す
。
無
形
の
場
合
、
そ
れ
ら
の

技わ
ざ

や
技
術
そ
の
も
の
が
文
化
財
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
16
㎜
映
画
で
撮
影
し

映
像
と
し
て
も
記
録
し
ま
し
た
。

昭
和
57
年
（
1
9
8
2
）
6
月
発
行
の

『
下
町
文
化
』
15
号
で
は
、
職
人
さ
ん
の
技

術
の
記
録
が
始
ま
っ
た
こ
と
、
昭
和
63
年

（
1
9
8
8
）
3
月
の
84
号
で
は
、
民
俗
芸

能
「
木
場
の
角
乗
」
の
映
画
が
完
成
し
た
こ

と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

文
化
財
保
護
強
調
月
間
の
は
じ
ま
り

現
在
も
秋
号
（
9
月
発
行
）
の
１
面
を
飾

る
「
江
東
区
文
化
財
保
護
強
調
月
間
」（
以

下
「
強
調
月
間
」）
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
昭
和

57
年
（
1
9
8
2
）
9
月
発
行
の
18
号
に
は

じ
め
て
登
場
し
ま
す
。
強
調
月
間
の
メ
イ
ン

テ
ー
マ
「
歴
史
と
文
化
を
考
え
よ
う
」
も
、

こ
の
時
に
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

当
時
は
、
民
俗
芸
能
で
あ
る
木
場
の
角
乗
、

深
川
の
力
持
、
木
場
の
木き

遣や
り

、
砂
村
囃ば

や

子し

の

公
開
（
富
岡
八
幡
の
手て

古こ

舞ま
い

は
昭
和
60
年
9

月
号
か
ら
登
場
）、
職
人
さ
ん
の
技
術
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
伝
統
工
芸
展
、
本
区
の
歴

史
に
関
す
る
講
演
会
が
実
施
さ
れ
、
生
活
で

使
わ
れ
た
道
具
（
民
具
）
を
展
示
し
た
歴
史

と
生
活
展
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

文
化
財
係
で
は
、
強
調
月
間
を
「
わ
た
し

た
ち
の
ふ
る
さ
と
江
東
区
に
残
る
貴
重
な
文

化
財
の
数
々
を
大
切
に
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う

運
動
」（
18
号
）
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
文
化

財
の
登
録
と
と
も
に
、
公
開
が
そ
の
こ
と
を

実
現
す
る
機
会
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

古
写
真
と
民
具

古
写
真
や
民
具
は
、
昔
の
生
活
を
知
る
う

調査風景（創刊号）

「むかしさがし」の様子（3号）

『
下
町
文
化
』
を
深
掘
り
す
る
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え
で
欠
か
せ
な
い
資
料
で
す
。
そ
の
た
め
、

当
初
か
ら
力
を
入
れ
て
収
集
に
努
め
る
と
と

も
に
、『
下
町
文
化
』
４
頁
の
囲
み
記
事
で

も
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

古
写
真
の
紹
介
は
、昭
和
56
年（
1
9
8
1
）

10
月
（
7
号
）
に
、「
写
真
は
歴
史
を
語
っ

て
い
ま
す
」
の
タ
イ
ト
ル
で
登
場
し
ま
し
た
。

古
写
真
に
は
、
撮
影
当
時
の
情
報
が
ふ
ん
だ

ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
カ
メ
ラ
が
貴

重
だ
っ
た
昭
和
30
～
40
年
代
、
あ
る
い
は
そ

れ
以
前
に
は
、
人
物
を
撮
る
こ
と
が
多
か
っ

た
よ
う
で
す
が
、
な
か
に
は
町
の
風
景
を
写

し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
写
し
込
ま

れ
た
町
の
姿
は
、
そ
の
変
化
を
現
代
に
伝
え

る
貴
重
な
も
の
と
い
え
ま
す
。

そ
の
た
め
、
係
で
は
、
寄
贈
さ
れ
た
も
の
、

あ
る
い
は
区
に
残
さ
れ
て
い
た
古
写
真
と
向

き
合
い
、
一
つ
で
も
多
く
の
情
報
を
引
き
出

す
こ
と
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、8
号
か
ら
は
タ
イ
ト
ル
を
「
こ

こ
に
も
歴
史
が
あ
っ
た
」
に
変
更
し
、
区
民

の
方
々
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
、
多
様
な
民
具
を

中
心
に
取
り
上
げ
、
紹
介
を
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
中
に
は
、
農
具
や
漁
具
、
海
苔
養
殖
用

具
な
ど
も
見
ら
れ
ま
す
。　

昭
和
61
年（
1
9
8
6
）8
月
発
行（
65
号
）

の
1
面
「
農
家
の
生
活
風
景
」
の
記
事
中
に

は
、「
そ
れ
で
も
、
北
砂
や
東
砂
に
は
今
で

も
古
い
萱か

や

葺ぶ
き

屋
根
の
農
家
が
、
わ
ず
か
に
残

さ
れ
て
い
ま
す
」
と
の
特
筆
す
べ
き
記
述
も

見
ら
れ
ま
す
。

記
念
号
で
取
り
上
げ
た
も
の

（
1
0
0
号
記
念
号
）

平
成
元
年
（
1
9
8
9
）
7
月
発
行
の

1
0
0
号
で
は
、
創
刊
号
か
ら
99
号
ま
で
の

う
ち
、
い
く
つ
か
の
号
を
写
真
で
取
り
上
げ
、

『
下
町
文
化
』
の
歩
み
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

昔
、
使
用
し
て
い
た
生
活
道
具
（
民
具
）

の
収
集
（
29
・
30
号
）
や
、
町
や
村
の
生
活

の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
聞
き
取
り

調
査
（
41
・
47
号
）、
さ
ら
に
は
江
戸
時
代

に
築
造
さ
れ
た
洲
崎
の
石
垣
の
発
見
（
44
号
）

の
記
事
な
ど
を
取
り
上
げ
、
本
区
の
歴
史
の

解
明
に
取
り
組
ん
で
き
た
、
各
号
の
記
事
内

容
を
あ
ら
た
め
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昭
和
61
年
（
1
9
8
6
）
2
月
発

行
の
59
号
で
は
、
区
内
東
砂
に
伝
え
ら
れ
た

地
蔵
講
が
、
い
ま
だ
数
人
の
有
志
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
文
字
に
残
ら
な
い
庶
民
の
暮

ら
し
の
歴
史
を
探
求
し
、
広
く
伝
え
て
き
た

『
下
町
文
化
』
の
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

（
2
0
0
号
記
念
号
）

平
成
10
年
11
月
発
行
の
2
0
0
号
で
は
、

1
面
に
「
歴
史
と
文
化
の
情
報
紙
『
下
町
文

化
』
17
年
の
時
を
刻
ん
で
」
の
タ
イ
ト
ル
を

掲
げ
、
創
刊
号
か
ら
17
年
間
の
掲
載
記
事
を

振
り
返
り
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
文
化
財
講
習
会
（
3
号
）、
江

東
区
民
俗
調
査
（
4
号
）、
歴
史
と
生
活
展

（
5
号
）、記
録
映
画
の
撮
影
開
始（
15
号
）や
、

文
化
財
保
護
強
調
月
間
（
18
号
）、
第
1
回

文
化
財
保
護
推
進
員
講
習
会
（
49
号
）
な
ど
、

こ
の
こ
ろ
文
化
財
保
護
事
業
の
数
々
が
産
声

を
あ
げ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
本
区
の
歴
史
解

明
へ
の
取
り
組
み
で
は
、「
こ
こ
に
も
歴
史

が
あ
っ
た
」（
8
号
～
）
を
は
じ
め
、「
あ
る

く
・
き
く
・
か
く　

文
化
財
レ
ポ
ー
ト
」「
河

川
に
刻
ま
れ
た
歴
史
」「
江
東
ゆ
か
り
の
人

物
」「
江
東
歴
史
紀
行
」「
江
東
外そ

と

見み

発
見
伝
」

な
ど
、
連
載
中
の
企
画
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
最
後
に
「
文
化
財
保
護
事
業
を
展

開
・
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
さ
に
私
た

ち
の
力
量
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
が

し
ま
し
た
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。

『
下
町
文
化
』
の
こ
れ
か
ら

2
0
0
号
が
発
行
さ
れ
た
平
成
10
年
度

は
、
区
登
録
文
化
財
の
総
数
が
1
0
0
0

件
を
越
え
た
年
度
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
区
内
各
所
の
調
査
の
進
展
を
示
す
も
の

で
、
地
域
の
歴
史
の
一
片
ま
で
を
も
掬す

く

い
上

げ
よ
う
と
す
る
、
当
初
の
意
図
が
具
体
的
に

表
れ
た
数
字
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
調
査

が
進
め
ば
年
々
件
数
が
少
な
く
な
る
の
は
自

然
で
、
そ
れ
か
ら
23
年
が
経
過
し
た
昨
年
令

和
３
年
度
の
総
数
は
、1
0
5
8
件
で
し
た
。

一
方
で
、
こ
の
間
に
は
、
登
録
文
化
財
の

中
か
ら
、
指
定
に
な
る
件
数
が
増
え
、
保
護

普
及
活
動
へ
の
取
り
組
み
も
進
み
ま
し
た
。

近
年
、
文
化
財
の
保
護
に
は
、
登
録
・
指

定
と
と
も
に
活
用
と
い
う
視
点
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
ま
す
。
活
用
す
る
こ
と
で
、
よ
り
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
将
来
へ
の

保
存
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

『
下
町
文
化
』
で
は
、
登
録
文
化
財
の
総

数
と
、
新
た
に
登
録
・
指
定
さ
れ
た
文
化
財

を
、
毎
年
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

判
や
頁
数
を
変
え
つ
つ
も
、
創
刊
号
か
ら
41

年
余
の
時
を
経
て
、
3
0
0
号
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

今
後
と
も
、『
下
町
文
化
』
は
皆
さ
ま
と

文
化
財
係
を
つ
な
ぎ
、
本
区
の
歴
史
・
文
化

財
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
の
役

割
を
担
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
長
い

時
間
に
蓄
積
さ
れ
た
内
容
も
踏
ま
え
つ
つ
、

そ
の
時
々
の
あ
ら
た
な
情
報
を
皆
さ
ま
の
も

と
へ
お
届
け
い
た
し
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら

も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

地蔵講の様子（59号）



関
東
大
震
災
復
旧
作
業
の
絵
葉
書

資
料
紹
介

8

令
和
5
年
は
関
東
大
震
災
が
発
生
し
て
か

ら
1
0
0
年
で
す
。
大
正
12
年（
1
9
2
3
）

9
月
1
日
11
時
58
分
、
神
奈
川
県
西
部
を
震

源
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
7
・
9
強
の
大

規
模
な
地
震
が
関
東
地
方
を
襲
い
ま
し
た
。

江
東
区
域
で
も
甚じ

ん

大だ
い

な
被
害
が
発
生
し
ま
し

た
。
事
の
重
大
さ
に
鑑か

ん
が

み
、
大
地
震
か
ら
僅わ

ず

か
26
日
後
に
は
、
政
府
主
導
に
よ
り
帝
都
復

興
院
（
の
ち
内
務
省
外
局
復
興
局
→
復
興
事

務
局
と
名
称
変
更
）
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

総
裁
は
内
務
大
臣
後
藤
新
平
が
兼
任
し
、
復

興
事
業
が
昭
和
7
年
（
1
9
3
2
）
ま
で
実

施
さ
れ
ま
し
た
。

復
興
事
業
で
は
、
欧
米
に
お
け
る
最
新
の

都
市
計
画
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
計
画
の

下
で
、
様
々
な
公
共
施
設
が
建
て
替
え
な
い

し
は
新
た
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

区
内
で
は
①
橋き

ょ
う

梁り
ょ
う、

②
道
路
、
③
学
校
・

公
園
、
④
図
書
館
、
⑤
住
宅
、
⑥
食
堂
な
ど

が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
①
で
は
永
代
橋
（
架

け
替
え
）、
清
洲
橋
（
新
設
）
な
ど
を
は
じ

め
と
す
る
複
数
の
橋
が
架
け
ら
れ
ま
し
た

（
本
誌
2
3
8
号
「
関
東
大
震
災
と
江
東
区

の
近
代
橋
梁
」）。
②
で
は
狭

き
ょ
う

小し
ょ
うな
道
が
拡か

く

幅ふ
く

さ
れ
大
通
り
と
な
る
な
ど
の
区
画
整
理
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
③
の
小
学
校（
川
南
・
元
加
賀
・

扇
橋
・
八
名
川
・
深
川
・
臨
海
・
東
陽
）
で

は
、
隣
接
地
に
小
公
園
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

一
部
の
公
園
に
は
、
現
在
で
も
壁へ

き

泉せ
ん

・
遊
具

な
ど
当
時
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
④
に
は
「
深
川
図
書
館
」（
清
澄
3
）、

⑤
で
は
「
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
（
猿
江

裏
町
、
東
大
工
町
）」、「
東
京
市
営
店
舗
向

住
宅
」（
清
澄
３
）、
⑥
に
は
「
東
京
市
深
川

食
堂
」（
門
前
仲
町
１
・
現
深
川
東
京
モ
ダ

ン
館
）
が
あ
り
ま
す
。

約
10
万
5
千
人
と
も
い
わ
れ
る
震
災
に
よ

る
死
者
・
行
方
不
明
者
を
追つ

い

悼と
う

す
る
慰
霊
碑

（
供
養
塔
）も
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、

「
地
蔵
菩
薩
大だ

い

慈じ

大だ
い

悲ひ

碑
」（
富
岡
１
・
永
代

寺
）、「
蔵ぞ

う

魄は
く

塔と
う

」・「
関
東
大
震
災
殃お

う

死し

者
慰い

霊れ
い

塔
」（
平
野
2
・
浄
心
寺
）、「
大
震
災
横

死
者
供
養
塔
」（
東
陽
3
・
沢
海
橋
第
二
児

童
遊
園
、
江
東
区
登
録
有
形
文
化
財
）
と
し

て
区
内
に
点
在
し
て
い
ま
す
。

江
東
区
の
被
災
・
復
興
状
況
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
『
絵
葉
書
で
見
る
江
東
百
景 

震
災
復

興
―
関
東
大
震
災
―
』（
平
成
31
年
）
で
ま

と
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
紙し

幅ふ
く

の
関
係
で
述

べ
ら
れ
な
か
っ
た
内
容
が
あ
り
ま
す
。
次
号

以
降
で
は
、
区
内
に
残
る
震
災
・
復
興
の
痕

跡
を
た
ど
り
な
が
ら
そ
の
実
態
に
迫
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

大
関
直
人
）

江
東
区
と
関
東
大
震
災 

―
震
災
か
ら
1
0
0
年
―

本
誌
2
9
0
号
に
続
き
、
関
東
大
震
災

の
絵
葉
書
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

絵
葉
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
写
真
（
左
写

真
）
を
み
る
と
、
道
路
（
東
京
市
電
の
軌き

道ど
う

2
本
が
確
認
で
き
る
）
に
梯は

し

子ご

を
立
て
、
そ

の
直
上
に
張は

り
巡め

ぐ

ら
さ
れ
た
架か

線せ
ん

の
復
旧
作

業
を
軍
服
姿
の
人
達
が
行
っ
て
い
る
様
子
が

窺う
か
がえ

ま
す
。
写
真
の
左
下
端
に
「
工
兵
隊
の

作
業
」
と
手
書
き
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
作
業
を
担
当
し
て
い
る
の
は
陸

軍
の
工
兵
隊
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
道
路
の
奥

に
目
を
移
す
と
、
焼
け
野
原
が
広
が
り
、
さ

ら
に
奥
に
緑
が
見
え
、
そ
の
手
前

に
鳥
居
が
見
え
ま
す
（
破
線
の
丸

部
分
）。
こ
れ
は
富
岡
八
幡
宮
の

西
参
道
入
口
脇
に
現
在
置
か
れ
て

い
る
「
鳥
居
（
残
欠
）
元
治
元
年

在
銘
」（
区
登
録
文
化
財
）
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
の
鳥

居
の
基
礎
背
面
に
は
「
此
鳥
居
ハ

（
中
略
）
大
正
十
二
年
九
月
一
日

大
震
火
災
ニ
際
シ
倒
壊
セ
ズ
（
後

略
）」
と
の
刻
銘
が
あ
り
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
葉

書
に
使
わ
れ
た
写
真
は
、
現
永
代

通
り（
富
岡
八
幡
宮
大
鳥
居
と「
門

前
仲
町
」
交
差
点
と
の
中
間
）
か

ら
北
東
方
向
を
撮
影
し
た
も
の
と

推
定
で
き
ま
す
。
歴
史
資
料
で
あ

る
文
化
財
に
刻
ま
れ
た
内
容
と
絵

葉
書
（
写
真
）
が
一
致
す
る
稀け

有う

な
事
例
と
言
え
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

野
本
賢
二
）

絵葉書「工兵隊の作業」


