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現
在
、
本
区
に
は
1
0
5
7
件
の
登
録

文
化
財
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
50
件
が
指
定
文

化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
化
財

は
、
江
東
区
の
歴
史
を
伝
え
る
も
の
で
、
た

と
え
ば
寺
社
の
境
内
に
あ
る
燈と

う

籠ろ
う

や
鳥と

り

居い

、

水す
い

盤ば
ん

（
手ち

ょ
う
ず水

鉢ば
ち

）
な
ど
に
刻
ま
れ
た
文
字
は
、

そ
の
一
つ
ひ
と
つ
が
当
時
の
庶
民
社
会
を
知

る
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、

江
戸
時
代
に
造
ら
れ
た
も
の
も
多
く
、
現
代

に
生
き
る
私
た
ち
が
、
で
き
る
限
り
後
世

に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
も
の
で

す
。
そ
の
た
め
、
文
化
財
係
で
は
、
文
化
財

保
護
審
議
会
に
諮は

か

り
、
登
録
、
指
定
文
化
財

と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
歴
史
的
・
文
化
的
価

値
を
明
確
に
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
社
会
が
急
激
に
変
化
す
る
中
、

こ
れ
ら
文
化
遺
産
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
は

簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
取
り
組
む
べ
き
こ

と
の
ひ
と
つ
は
、
多
く
の
方
々
に
文
化
財
を

よ
り
深
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
そ

の
た
め
に
は
活
用
へ
の
取
り
組
み
を
積
極
的

に
進
め
て
い
く
こ
と
が
肝か

ん

要よ
う

で
す
。

本
誌
は
、
今
後
と
も
歴
史
・
文
化
財
情
報

の
充
実
を
図
り
、
皆
さ
ま
に
ご
提
供
い
た
し

ま
す
。
ま
ず
は
、
次
頁
で
昨
年
度
の
登
録
・

指
定
文
化
財
を
紹
介
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

文ぶ
ん

化か

遺い

産さ
ん

が
文
化
財
に
な
る
と
い
う
こ
と

○令和4年度新指定文化財

○江東区と関東大震災 

−震災から100年−

○区内に残る供養塔

○江戸前の姿を追う

○植え継がれた歌仙桜
―300年の歴史―

江東区教育委員会は、文化財保護審議会（会長　佐々木正直：群馬
県立館林美術館特別館長）の答申を受け、新たに３件を指定し、１件を
登録しました。また、指定１件、登録１件を解除したため、登録文化財の
総数は、1,057件となります。

園女歌仙桜碑・園女歌仙桜之碑
船大工

園女歌仙桜碑・園女歌仙桜之碑
船大工

◆令和４年度新指定文化財◆
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指
定
文
化
財

【
有
形
文
化
財
（
歴
史
資
料
）】

園そ
の

女め

歌か

仙せ
ん

桜ざ
く

碑ら
ひ

富
岡
1
―
16　

深
川
公
園

園
女
歌
仙
桜
碑
は
、
江
戸
期
の
俳
人
、
度わ

た

会ら
い

園そ
の

女め

に
関
わ
る
石
碑
で
す
。碑
名
の
由
来

と
な
っ
た
園
女（
1
6
6
4
〜
1
7
2
6
）

は
、
伊い

勢せ

山や
ま

田だ

の
神
職
の
家
に
生
ま
れ
、
医

師
の
斯し

波ば

一い
ち

有ゆ
う（

?
〜
1
7
0
5
）と
結
婚

し
、
元げ

ん

禄ろ
く

3
年（
1
6
9
0
）に
は
夫
婦
で
芭ば

蕉し
ょ
う（

1
6
4
4
〜
9

4
）へ
入
門
し
ま
し
た
。

夫
と
死
別
後
、
宝ほ

う

永え
い

2
年（
1
7
0
5
）に
は

深
川
へ
移
り
、
眼
科
医
を
生
業
と
し
ま
し
た
。

一
方
で
其き

角か
く（

1
6
6
1
〜
1
7
0
7
）の

門
人
と
な
り
、
俳
諧
の
宗そ

う

匠し
ょ
うと

し
て
も
活
動

し
ま
し
た
。
さ
ら
に
正

し
ょ
う

徳と
く

年
間（
1
7
1
1

〜
1

6
）に
は
、
富と

み

岡お
か

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

の
境
内
に
桜

36
株
を
植
え
ま
し
た
。
こ
の
桜
は
、
平
安
時

代
の
三
十
六
歌
仙（
歌
人
）を
連
想
さ
せ
、「
歌

仙
桜
」、「
園
女
桜
」と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

碑
の
建
立
の
由
緒
は
、19
世
紀
前
半
の『
寺じ

社し
ゃ

書か
き

上あ
げ

』
と
い
う
史
料
に
は
、
宝
暦
5
年

（
1
7
5
5
）
に
永え

い

代た
い

寺じ

門
前
の
青
柳
屋
が
、

富
岡
八
幡
宮
の
桜
を
植
え
継
ぎ
、
そ
の
際
、
同

寺
門
前
に
住
ん
だ
園
と
い
う
歌
人
が
桜
を
奉
納

し
、碑
を
建
立
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
建
立
当
初
か
ら
刻
銘
は「
園
女　

歌
仙
櫻
」

と
の
み
刻
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
園
女
歌
仙
桜
碑
」
の
設
置
場
所
に
は
、

不
明
な
点
が
残
さ
れ
ま
す
が
、
関
東
大
震
災

後
は
、
深
川
公
園
内
へ
移
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。「
園
女
歌
仙
桜
碑
」
は
、
深
川
で

活
動
し
た
俳
人
園
女
の
名
と
歌
仙
桜
を
後
世

に
伝
え
る
貴
重
な
文
化
財
で
す
。

園そ
の

女め

歌か

仙せ
ん

桜ざ
く
ら

之の

碑ひ　

昭
し
ょ
う

和わ

6
年
在ざ

い

銘め
い

富
岡
1
―
16　

深
川
公
園

地
元
で
植
え
継
が
れ
て
き
た
歌
仙
桜
を
記

念
す
る
石
碑
で
す
。
俳
人
度
会
園
女
が
正
徳

年
間
に
富
岡
八
幡
宮
境
内
に
36
株
の
桜
を
植

え
た
こ
と
に
由
来
す
る
歌
仙
桜
は
近
代
ま
で

植
え
継
が
れ
ま

し
た
。
大
正
4

年（
1
9
1
5
）

に
植
え
継
が
れ

た
桜
は
関
東
大

震
災
に
よ
っ
て

焼
失
し
た
た

め
、
俳
人
の
伊い

藤と
う

松し
ょ
う
う宇

ら
が
発

起
人
と
な
り
、

歌
仙
桜
の
復
興
の
た
め
に
寄
付
を
募
り
、
昭

和
5
年
（
1
9
3
0
）に
桜
の
植
樹
は
完
了
し

ま
し
た
。
植
樹
と
と
も
に
、
歌
仙
桜
に
ち
な

ん
だ
36
句
の
俳
句
を
額
面
に
仕
立
て
て
富
岡

八
幡
宮
に
奉
納
す
る
計
画
で
し
た
が
、
俳
句

が
集
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
計
画
を
変
更
し
て

石
碑
を
建
て
る
こ
と
と
な
り
、
伊
藤
は
出
句

者
を
勧
誘
し
、
石
碑
の
題
字
を
渋し

ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

に

依
頼
し
ま
し
た（
伊
藤
と
渋
沢
の
関
係
に
つ
い

て
は
本
誌
2
8
9
号
）。
渋
沢
は
か
つ
て
深
川

福ふ
く

住ず
み

町ち
ょ
うに

住
み
、
深
川
区
会
議
員
・
議
長
を

務
め
る
な
ど
深
川
と
の
縁
が
深
か
っ
た
人
物

で
す
。
完
成
し
た
石
碑
は
深
川
公
園
内
に
建

て
ら
れ
、
同
6
年
4
月
12
日
に
除
幕
式
が
挙

行
さ
れ
ま
し
た
。
正
面
に
は
渋
沢
の
揮き

毫ご
う

に

よ
る
題
字
と
伊
藤
の
揮
毫
に
よ
る
俳
句
を
、

背
面
に
は
石
碑
の
由
来
や
こ
の
計
画
の
発
起

人
な
ど
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
長
年

地
域
に
親
し
ま
れ
た
歌
仙
桜
を
記
念
す
る
本

石
碑
は
、
歌
仙
桜
が
地
域
の
人
々
や
俳
人
た

ち
に
よ
っ
て
植
え
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
現

代
に
伝
え
て
い
ま
す
（
8
頁
に
関
連
記
事
）。

【
無
形
文
化
財
（
生
活
技
術
）】

船ふ
な

大だ
い

工く�

保
持
者
　
佐
野
龍
太
郎

船
大
工
は
、
船ふ

な

番ば
ん

匠じ
ょ
うと

も
言
わ
れ
た
よ
う

に
、大
工（
番
匠
）か
ら
分
か
れ
た
職
人
で
す
。

15
世
紀
ご
ろ
、
経
済
が
発
展
し
貿
易
も
盛
ん

に
な
る
と
、
船
の
需じ

ゅ

要よ
う

が
高
ま
る
と
と
も
に

船
が
大
型
化
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
技
術
も
進

ん
で
造
船
を
専
業
と
す
る
船
大
工
が
あ
ら
わ

れ
ま
し
た
。

ま
た
、
製
材
技
術
の
進
歩
も
船
大
工
の

専
業
化
を
後あ

と

押お

し
し
ま
し
た
。
大
陸
よ
り
伝

来
し
た
大お

鋸が

が
15
世
紀
ご
ろ
か
ら
普ふ

及き
ゅ
うす

る

と
、
斧お

の

や
鑿の

み

・
楔く

さ
び

で
木
を
割わ

っ
て
板
を
つ
く

る
と
い
う
打う

ち
割わ

り
か
ら
挽ひ

き
割わ

り
へ
と
技

法
が
変
化
し
、
薄う

す

い
板
を
挽
く
こ
と
が
可
能

と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
仕
上
げ
道
具
と
し

て
台だ

い

鉋が
ん
なも

発
明
さ
れ
ま
し
た
。

製
材
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
す
べ
て
平
板

で
構
成
さ
れ
る
棚た

な

板い
た

づ
く
り
の
大
型
船
が
あ

ら
わ
れ
、
江え

戸ど

時
代
中
期
に
な
る
と
、
船
の

大
小
を
問
わ
ず
棚
板
づ
く
り
の
船
が
全
国
に

普
及
し
て
「
和わ

船せ
ん

」
が
生
ま
れ
ま
す
。

和
船
で
は
板
を
船ふ

な

釘く
ぎ

で
と
め
ま
す
が
、
釘

道
を
開
け
る
た
め
に
用
い
る
ツ
バ
ノ
ミ
は
船

大
工
特
有
の
道
具
で
す
。
木
を
削
っ
て
穴
を

掘
る
ド
リ
ル
と
は
違
い
、
ツ
バ
ノ
ミ
は
板
に

打う

ち
込こ

ん
で
釘
道
を

つ
く
る
の
で
、
打
ち

込
む
と
抜ぬ

け
に
く

く
、
ツ
バ
を
下
か
ら

叩た
た

い
て
抜
き
ま
す
。

そ
の
た
め
、
釘
道
に

打
っ
た
船
釘
も
木
が

水
を
含ふ

く

む
と
よ
り
締し

ま
る
た
め
に
抜
け
に

く
く
な
り
ま
す
。
ま

た
、
板
の
合
わ
せ
目

を
鋸

の
こ
ぎ
りで

す
り
合
わ
せ

石碑の正面

石碑の正面

すり合わせ ツバノミを打ち込む
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て
ぴ
っ
た
り
と
密
着

さ
せ
、
槇ま

き

ハ
ダ
（
槇

の
皮
を
繊せ

ん

維い

状じ
ょ
うに

加

工
し
た
も
の
）
を
合

わ
せ
目
に
打
ち
込
む

と
い
う
防
水
技
術
も

特と
く

徴ち
ょ
う

的て
き

で
す
。

和
船
が
暮
ら
し
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
江

東
区
域
に
は
、
船
大
工
が
多
く
住
ん
だ
こ
と

か
ら
「
海
辺
大
工
町
」（
現
清き

よ

澄す
み

付
近
）
と
名

付
け
ら
れ
た
町
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

昭
和
30
年
代
に
な
っ
て
和
船
の
需
要
が
減
る

と
、
船
大
工
も
減
っ
て
い
き
ま
す
。
現
在
、

区
内
で
船
大
工
技
術
を
継け

い

承し
ょ
うし

て
い
る
の
は

佐
野
造
船
所
の
み
と
な
り
ま
し
た
。

佐
野
氏（
昭
和
27
年
生
）は
、
8
代
目
の
父

一
郎
氏
に
つ
い
て
和
船
の
製
作
技
術
を
習
得

し
ま
し
た
。
和
船

製
造
の
機
会
が
少

な
い
現
在
、
詳

し
ょ
う

細さ
い

な
設
計
図
の
作
成

と
保
存
を
は
か
る

な
ど
、
確
実
に
後

世
へ
技
術
を
伝
え

て
い
く
こ
と
に
努
め
て
い
ま
す
。

登
録
文
化
財

【
有
形
民
俗
文
化
財
】

貝か
い

漁り
ょ
う

及お
よ

び
鰻

う
な
ぎ
り
ょ
う
か
ん
れ
ん
し
り
ょ
う

漁
関
連
資
料　

9
点

東
陽
4
―
11
―
28　

江
東
区

江
東
区
内
に
伝
え
ら
れ
た
貝
漁
及
び
鰻
漁

に
関
す
る

用
具
で
、

区
内
の
漁

業
協
同
組

合
が
昭
和

37
年
12
月

に
漁
業
権

を
放
棄
す

る
以
前
に

使
用
さ
れ

て
い
た
も
の
で
す
。

江
東
区
域
に
お
け
る
江
戸
時
代
の
漁
業
は
、

寛
永
6
年
（
1
6
2
9
）
に
成
立
し
た
深
川

猟
師
町
を
中
心
に
展
開
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

生
産
さ
れ
た
魚
介
類
は
、
江
戸
の
庶
民
に
好

ま
れ
、
江
戸
前
文
化
の
一
端
を
担
い
ま
し
た
。

享
保
20
年
（
1
7
3
5
）
に
成
立
し
た
江

戸
の
地
誌
、『
続
江
戸
砂
子
』
の
「
江
府
名

産
」
の
項
に
は
、
近
在
近
国
を
含
め
た
名
産

が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
中
に
「
深

川
鮓ず

し

」
の
ほ
か
、「
深

川
蛤

は
ま
ぐ
り」「

深
川
鰻う

な
ぎ」「

深

川
蠣か

き

」
の
記
述
が
認
め

ら
れ
、
蛤
は
「
佃
沖
・

弁
天
沖
秋
の
末
よ
り
冬

に
至
、
貝
こ
ま
や
か
に

し
て
す
ぐ
れ
て
大
き
な

る
は
稀ま

れ

也な
り

」、鰻
は
「
大

き
な
る
は
稀
也
。
中
小

の
内
小
多
し
。
甚

は
な
は
だ

好こ
う

味み

也
」、
牡
蠣
は
「
深

川
沖
に
て
取
ル
。
名
産
也
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
、
隅
田
川
河
口
部
付
近
に
展
開

し
た
漁
業
を
除
く
と
、
江
戸
時
代
の
江
東
区

域
に
お
け
る
漁
業
は
、
さ
ほ
ど
盛
ん
で
は
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

明
治
に
な
る
と
、
同
36
年
（
1
9
0
3
）

に
深
川
や
砂
村
に
漁
業
組
合
が
結
成
さ
れ
、

続
く
大
正
・
昭
和
時
代
も
江
戸
前
に
展
開
し

た
遠
浅
の
海
を
舞
台
に
漁
業
は
行
わ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
海
の
汚
染
や
埋
め
立
て
な
ど

に
よ
り
、
昭
和
37
年
12
月
に
は
漁
業
権
を
放

棄
し
、
江
戸
時
代
以
来
続
い
た
江
戸
前
で
の

漁
業
は
消
滅
し
ま
し
た
。

今
回
の
登
録
文
化
財
は
、
本
区
の
漁
業

に
お
け
る
歴
史
や
文
化
、
ひ
い
て
は
江
戸
前

の
海
を
語
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な

い
、
貴
重
な
民
俗
資
料
と
い
え
ま
す
。

指
定
解
除

【
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）】

相す

撲も
う

呼よ
び

出だ

し
裁
た
っ
つ
け
ば
か
ま
せ
い
さ
く

着
袴
製
作 保

持
者　

富
永　

皓

登
録
解
除

【
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）】

提ち
ょ
う
ち
ん
せ
い
さ
く

燈
製
作
　 

保
持
者
　
渋
沢
昭
男

所
在
地
変
更

【
史
跡
】

妙み
ょ
う
じ
ゅ
じ
あ
と

寿
寺
跡
　猿

江
2
―
2
・
3
・
4
・
5
付
近

文
化
財
説
明
板
の
紹
介

文
化
財
係
で
は
、
江
東
区
登
録
史
跡
や
江

東
区
指
定
文
化
財
の
所
在
地
に
文
化
財
説
明

板
を
設
置
し
、
そ
の
歴
史
や
文
化
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。
散
策
の
際
な
ど
に
ご
覧
く
だ
さ

い
。

岩い
わ

出で

惣そ
う

兵べ

衛え

宅た
く

跡あ
と

令
和
4
年
度
は
高
橋
近
く
の
橋
台
地
（
白

河
1
―
7
）
に
「
岩
出
惣
兵
衛
宅
跡
」
説
明

板
を
新
設
し
ま
し
た
。

岩
出
家
は
、
肥
料
（
干ほ

し

鰯か

）・
油
問
屋
を

営
み
、
代
々
「
惣
兵
衛
」
を
襲
名
し
ま
し
た
。

明
治
以
降
、
常
住
・
常
孝
・
由
次
郎
（
揚

休
）
の
三
代
が
深
川
を
拠
点
に
肥
料
・
油
問

屋
を
営
み
ま
し
た
。
常
住
・
常
孝
の
二
代
は
、

深
川
区
会
議
員
に
選
ば
れ
、
深
川
区
政
に
関

わ
り
ま
し
た
。
一
方
、
由
次
郎
は
東
京
肥
料

問
屋
組
合
の
第
三
代
頭
取
と
な
り
、
肥
料
問

屋
の
ま
と
め
役
を
担
い
ま
し
た
。
岩
出
惣
兵

衛
は
三
代
に
わ
た
り
、
明
治
か
ら
昭
和
に
至

る
ま
で
肥
料
・
油
問
屋
の
重
鎮
と
し
て
活
躍

し
ま
し
た
。

槇ハダの打ち込み和船製作の様子

巻
ま

き籠
かご

（コシタボとも言います）

鰻
うなぎかき

掻

史跡説明板　岩出惣兵衛宅跡
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は
じ
め
に

関
東
大
震
災（
以
下
、
震
災
）
に
お
い
て
、

江
東
区
域
で
は
、
火
災
に
よ
る
死
傷
者
数
が

8
割
強
と
最
も
多
く
、
焼
失
家
屋
は
深
川
区

･
亀
戸
町
･
大
島
町
･
砂
町
を
合
わ
せ

て
5
1

︐
9
0
0
戸
、
被
災
者
は
1
9
7
︐

0
3
7
人
に
も
上
り
ま
し
た
。
旧
東
京
15

区
の
中
で
も
、
深
川
区
は
甚
大
な
被
害
を
受

け
ま
し
た
（『
江
東
区
史
全
』）。
こ
こ
で
は
、

当
時
の
記
録
か
ら
、
震
災
直
後
の
深
川
区
の

動
き
を
見
て
い
き
ま
す
。

震
災
直
後
の
深
川
区
―
糧

り
ょ
う

秣ま
つ

本ほ
ん

廠し
ょ
う―

写
真
は
、
震
災
直
後
に
撮
影
さ
れ
た
糧

秣
本
廠
を
と
ら
え
た
も
の
で
す
。
こ
こ
か
ら

は
激
し
く
火
災
の
被
害
を
受
け
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
時
、
明
治
37
年

（
1
9
0
4
）
頃
に
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

さ
れ
た
煉れ

ん

瓦が

建
造

物
は
、
木
造
の
屋
根
部
分
を
焼
失
し
、
外
壁

だ
け
が
残
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
糧
秣
と
は
軍
事
用
語
で
あ
り
、

兵
士
の
食
「
糧
」
と
馬
の
秣ま

ぐ
さ

を
示
し
、
糧
秣

廠
は
こ
れ
ら
の
調
達
･
製
造
･
貯
蔵
･

補
給
を
行
う
施
設
で
、
当
時
、
越
中
島
に
本

廠
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
糧
秣
本
廠
に
つ
い
て
は
、
震
災
当
時
、

東
京
市
長
で
あ
っ
た
永
田
秀
次
郎
が
記
し
た

「
九
月
一
日
の
思
ひ
出
」
に
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

翌
朝
の
午
前
五
時
頃
と
な
っ
て
深
川
区
長

が
来
て
倉
庫
も
陸
軍
の
糧
秣
廠
も
丸
焼
け

と
な
つ
た
と
聞
い
た
時
は
真
に
愕が

く

然ぜ
ん

と
し

て
色
を
失
つ
た
事
、

こ
の
様
に
、
震
災
発
生
翌
日
早
朝
、
深
川

区
長
が
永
田
市
長
を
訪
れ
、
糧
秣
廠
（
こ
こ

で
は
「
本
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
）
の
被
災
と
と
も
に
区
の
惨さ

ん
じ
ょ
う状

を
報
告
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
区
長
は
、
震

災
が
起
こ
る
六
ヶ
月
前
に
就
任
し
た
川
部
爽

介
（
大
正
12
年
3
月
任
〜
同
14
年
8
月
退
）

で
し
た
。

な
お
、
当
初
、
救
援
事
業
に
お
い
て
、
旧

日
本
軍
と
警
察
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま

し
た
。
陸
軍
は
、
1
日
午
後
5
時
に
糧
秣
本

廠
在
庫
の
食
料
品
1
0
0
万
食
を
罹
災
者

に
提
供
し
よ
う
と
自
動
車
隊
の
ト
ラ
ッ
ク
12

台
を
派
遣
し
ま
し
た
が
、
前
記
し
た
川
部
区

江
東
区
と
関
東
大
震
災 

―
震
災
か
ら
1
0
0
年
―

長
の
報
告
通
り
、
既
に
震
災
当
日
に
は
、
糧

秣
本
廠
は
全
焼
し
て
い
ま
し
た（
鈴
木
淳『
関

東
大
震
災
』）。

『
深
川
区
史
』
と
関
東
大
震
災

川
部
区
長
は
、
大
正
15
年
（
1
9
2
6
）

5
月
に
完
成
し
た
『
深
川
区
史
』
の
序
文
に

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

先
年
深
川
区
に
区
史
編
纂さ

ん

会
が
興お

こ

り
深
川

区
内
の
識
者
を
網も

う

羅ら

し
て
編
纂
事
業
に
着

手
せ
ら
れ
中
途
か
の
震
災
の
為た

め
に
材
料

減
失
の
不
幸
に
際
会
し
た
け
れ
ど
も
猶
不ふ

撓と
う

の
努
力
は
意
に
こ
の
尨ぼ

う

然ぜ
ん

た
る
上
下
巻

の
深
川
区
史
を
完ま

っ
と

う
せ
ら
る
ゝ
に
至
っ
た
。

東
京
市
史
中
特
異
の
立
場
に
在あ

っ
た
深
川

の
特
殊
研
究
は
大
震
に
よ
る
材
料
滅
後
の

資
料
と
し
て
思
ふ
に
此
書
を
除
い
て
他
に

是
を
索も

と

む
る
事
は
困
難
で
あ
ら
う
。
今
こ
の

深
川
区
史
を
上

じ
ょ
う

梓し

す
る
に
当
り
喜
悦
の
情

禁
ぜ
ず
茲こ

こ

に
一
文
を
帰
し
て
序
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
川
部
区
長
が
述
べ
る
理
由
に

は
、
震
災
当
時
、
深
川
区
で
は
区
史
編
纂
の

最
中
で
あ
っ
た
と
い
う
背
景
が
あ
り
ま
す
。

「
深
川
区
史
編
纂
顛て

ん

末ま
つ

」（『
深
川
区
史
』）
に

よ
る
と
、
大
正
10
年
（
1
9
2
1
）
に
区
会

に
て
区
史
編
纂
事
業
が
可
決
さ
れ
深
川
区
史

編
纂
会
（
以
下
、
編
纂
会
）
が
発
足
し
、
翌

11
年
に
着
手
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
さ
中
、
大
正
12
年
（
1
9
2
3
）

6
月
23
〜
24
日
に
、
散さ

ん

逸い
つ

し
た
史
料
を
集
め

区
史
編
纂
事
業
を
広
く
民
間
に
紹
介
す
る
目

的
か
ら
、
深
川
史
料
展
覧
会
が
明
治
小
学
校

で
開
催
さ
れ
、
約
三
万
人
の
入
場
者
を
越
え

ま
し
た
。
こ
こ
で
集
め
ら
れ
た
史
料
は
、
編

纂
事
業
の
た
め
、
以
降
も
深
川
区
史
編
纂
会

に
留
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
史
料
は
こ
の

三
ヶ
月
後
に
起
き
た
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て

灰か
い

燼じ
ん

に
帰
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
惨さ

ん

状じ
ょ
うに

、
編
纂
会
の
委
員
は
茫ぼ

う

然ぜ
ん

自じ

失し
つ

し
、
編
纂
事
業
の
中
断
も
考
え
ま
し

た
が
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
起
り
、
事
業
が

継
続
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

今
之
を
中
絶
し
て
仕し

舞ま

え
ば
又
再
び
こ
の

計
画
を
遂と

ぐ
る
の
期ご

な
く
、
深
川
の
過
去

史
は
永
久
に
暗
黒
の
底
に
氓ほ

ろ

び
ね
ば
な
ら

な
い
。
是こ

れ

を
察
す
る
と
、
こ
の
際
萬ば

ん

難な
ん

を

排
し
て
も
編
纂
事
業
を
継
続
し
て
能あ

た

ふ
限

り
の
成
果
を
遺の

こ

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
原
史
料

が
焼
失
す
る
中
で
、
残
さ
れ
た
情
報
･
記

録
か
ら
、
地
域
の
歴
史
を
後
世
に
伝
え
て
い

こ
う
と
い
う
強
い
編
纂
委
員
の
意
思
を
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
わ
り
に

以
上
に
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
震
災
後
、

政
府
･
軍
を
中
心
に
し
て
罹り

災
者
の
救
援
活

動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、『
深
川
区
史
』

の
編
纂
は
、
灰
燼
に
帰
し
た
郷
土
の
歴
史
を

地
域
に
留
め
、
未
来
に
紡つ

む

ぐ
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
深
川
区
に
お
け
る
復
興
に
向
け
た
意

志
と
受
け
取
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

『大正震災写真集』（大正12年）
（国立国会図書館デジタルコレクション）
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は
じ
め
に

震
災
後
、
死
者
を
弔と

む
ら

う
た
め
に
各
地
で
慰い

霊れ
い

碑
・
供
養
塔
が
建
造
さ
れ
ま
し
た
。
区
内

に
は
大
正
12
年
（
1
9
2
3
）
の
関
東
大
震
災

（
以
下
、
震
災
）
に
よ
る
死
者
を
弔
う
供
養
塔

が
5
基
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
（
こ
の
ほ
か
、
1

基
が
行
方
不
明
）。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
供

養
塔
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
ま
す
。

「
地
蔵
菩
薩
大だ

い

慈じ

大だ
い

悲ひ

碑
」

真
言
宗
高
野
山
派

大
栄
山
永
代
寺
（
富
岡

1
）
に
は
、
震
災
の
横
死
者
を
供
養
す
る
た

め
に
建
造
さ
れ
た
「
地
蔵
菩
薩
大
慈
大
悲
碑
」

（
画
像
は
修
復
前
の
も
の
）
が
あ
り
ま
す
。

本
碑
は
、
地
蔵
菩
薩
・
蓮れ

ん

台だ
い

、
基
礎
上
、

基
礎
下
、
基き

壇だ
ん

、
香こ

う

台だ
い

・
華け

台だ
い

か
ら
構
成
さ

れ
て
お
り
、
建
造
年
代
は
構
成
部
分
に
よ
り

異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
戦
災
に
よ
り
、
刻
文

の
剥は

く

落ら
く

、
一
部
欠
損
が
見
ら
れ
ま
す
。

長
方
形
の
基
礎
上
段
部
分
の
四
面
に
は
、

正
面
に
「
地
蔵
菩
薩
/
大
慈
大
悲
」、
背
面

に
建
造
年
（「
大
正
十
四
年
八
月
廿
四
日
」）、

奉
納
者
で
あ
る
「
材
木
取
扱
組
合
」・「
大
和

組
」、
さ
ら
に
、
左
右
側
面
に
は
横
死
者
49

名
の
氏
名
が
陰い

ん

刻こ
く

さ
れ
て
い
ま
す
。

基
礎
下
段
で
は
、
奉
納
者
「
木
場
材
木
取

扱
組
」、
左
右
側
面
に
は
、
施せ

主し
ゅ

二
九
名
の

氏
名
が
そ
れ
ぞ
れ
陰
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

基
壇
の
背
面
に
は
建
造
年
（「
昭
和
三
十
四

年
九
月
一
日
」）
が
示
さ
れ
て
お
り
、さ
ら
に
、

東
京
木
場
筏

い
か
だ

協
同
協
会
（
11
名
）、
東
木
筏
業

協
同
組
合
（
21
名
）、
東
京
港
筏
株
式
會
社
、

東
港
運
輸
株
式
會
社
、
株
式
會
社
豊
組
、
と

奉
納
者
の
名
称
が
陰
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
な

お
、上
記
三
社
は
、当
時
、東
京
湾
に
お
い
て
、

本
船
荷
役
（
沖
取
り
）
を
主
体
と
し
た
業
者

で
し
た
。

華
台
は
、
香
台
を
挟
み
2
基
設
置
さ
れ
て

お
り
、
左
右
の
香
台
側
面
に
は
、
奉
納
者
と

奉
納
年
月
（「
昭
和
三
十
四
年
九
月
」）
が
陰

刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
現
在
の
地
蔵
菩

薩
の
建
造
年
代
は
不
明
で
す
。
な
お
、
地
蔵

菩
薩
に
つ
い
て
は
、
戦
災
に
よ
る
黒
ず
み
が

確
認
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
建
造
当
初
の
も

の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
後
世
に
再
建
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
臓ぞ

う

魄は
く

塔
」・「
関
東
大
震
災
殃お

う

死し

者
供
養
塔
」

大
正
12
年
10
月
5
日
、
殃
死
者
（
不
慮
に

よ
る
死
者
）
の
臨
時
火
葬
所
と
な
っ
て
い
た
日

蓮
宗
法
苑
山
浄
心
寺
（
平
野
2
）
の
境
内
で
は
、

仏
教
各
宗
派
連
合（
深
川
区
主
催
）に
よ
る「
大

震
災
横
死
者
追つ

い

弔ち
ょ
う

大
法ほ

う

会え

」
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
翌
13
年
（
1
9
2
4
）
に
8
月
27
日

に
は
一
周
忌
が
営
ま
れ
参
列
者
は
6
0
0
人

あ
り
ま
し
た
。

同
14
年
8
月
30

日
、
彫
刻
家
日
名
子

実
三
（
1
8
9
3
〜

1
9
4
5
）
に
よ
り
、

同
寺
境
内
に
「
臓

魄
塔
」
が
建
造
さ

れ
、
塔
内
に
横
死
者
の
遺
灰
が
納
め
ら
れ
ま
し

た
（
遺
灰
は
後
年
、東
京
都
慰
霊
堂
〈
墨
田
区
〉

に
移
管
）。

臓
魄
塔
は
、
白
色
セ
メ
ン
ト
製
の
半
球
形

で
あ
り
、
体
を
折
り
曲
げ
た
裸
婦
が
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。
日
名
子
は
、
東
京
美
術
学
校
彫ち

ょ
う

塑そ

科
（
現
東
京
藝
術
大
学
）
を
卒
業
の
後
、

朝
倉
文
夫
に
師
事
し
た
新
進
気
鋭
の
彫
刻
家

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
臓
魄
塔
が
建

造
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
史
料
は

現
存
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
芸
術
性
を
も
っ
た

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。

こ
の
他
に
も
、
同
寺
に
は
昭
和
48
年

（
1
9
7
3
）
に
建
造
さ
れ
た
「
関
東
大
震

災
殃
死
者
供
養
塔
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら

は
震
災
50
回
忌
に
同
寺
総
代
に
よ
り
奉
納
さ

れ
ま
し
た
。

「
大
震
災
殃
死
者
供
養
塔
」

同
碑
は
、
そ
の
刻
文
か
ら
、
臨
済
宗
妙
心
寺

派
冝
雲
寺
（
一
蝶
寺
・
白
河
2
）
11
世
謙
道
に

よ
っ
て
、
殃
死
者
1
5
4
名
の
供
養
の
た
め

に
同
寺
境
内
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
が
、
建
造
年
月
日
に
つ
い
て
は
不
明
で
す
。

「
大
震
災
横
死
者
供
養
塔
」

同
碑
は
区
登
録
歴
史
資
料
で
あ
り
、
沢
海
橋

第
二
児
童
遊
園（
東
陽
3
）に
あ
り
ま
す
。
刻

文
に
よ
る
と
、
震
災
の
13
回
忌
に
当
た
る
昭
和

10
年
（
1
9
3
5
）9
月
1
日
に
、
高
野
山
金

剛
講
員
賛
助
者
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

「
関
東
大
震
災
供
養
塔
」

『
江
東
区
二
十
年
史
』（
1
9
6
7
年
）
に

よ
る
と
、
同
碑
は
深
川
木
場
1
丁
目
（
現
木

場
2
丁
目
）
の
舟
木
橋
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
同
地
に
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
同
碑
は
2
メ
ー
ト
ル
余
り
で
、「
大

震
災
遭
難
者
諸
精
霊
位
、
大
正
十
二
年
九
月

一
日
」
の
刻
文
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

以
上
に
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
供
養
塔

は
、
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
、
震
災
直
後
だ

け
で
は
な
く
、
遠お

ん

忌き

（
13
・
50
回
忌
）
の
節

目
に
建
造
さ
れ
地
域
の
記
憶
と
し
て
残
さ
れ

て
き
た
の
で
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

大
関
直
人
）

区
内
に
残
る
供く

養よ
う

塔
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江
戸
前
が
と
て
も
豊
か
な
海
だ
っ
た
こ
と

は
、
歌
川
広
重
の
錦
絵
な
ど
か
ら
わ
か
り
ま

す（
図
1・2
）。そ
こ
に
広
が
る
遠
浅
の
海
は
、

船
遊
び
や
潮
干
狩
り
な
ど
を
行
う
、
江
戸
市

民
の
憩い

こ

い
の
場
で
し
た
。
錦
絵
に
は
、
汐
の

引
い
た
浅
瀬
で
貝
を
採
っ
て
い
る
様
子
や
、

魚
を
捕
ま
え
て
い
る
場
面
な
ど
が
描
か
れ
て

お
り
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ
た
魚
介
類
は
江
戸
・

東
京
の
食
文
化
を
支
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
江
戸
前
の
風
景
は
、

明
治
以
降
の
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
消
滅
し
、

そ
の
姿
を
大

き
く
変
え
た

こ
と
で
、
海

と
人
と
の
密

接
な
関
係
も

終
止
符
を
迎

え
ま
し
た
。

現
在
で
は
高

層
ビ
ル
が
林

立
し
、
往
時

の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
さ
え
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
江
戸
前
の

漁
業
を
知
る
た
め
、
今
か
ら
31
年
ほ
ど
前
、

平
成
4
年
（
1
9
9
2
）
に
行
っ
た
聞
き
取

り
の
内
容
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
そ
の
一
端
を

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
話
者
は
、
明
治
37
年

生
ま
れ
で
、
当
時
、
永
代
に
お
住
ま
い
の
方

で
し
た
。
8
歳
の
頃
か
ら
漁
業
に
携
わ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
、
お
話
し
の
内
容
は
、
お
そ

ら
く
大
正
か
ら
昭
和
初
期
頃
の
こ
と
と
思
わ

れ
ま
す
。

貝
を
採
り
鰻
を
捕
る

ま
ず
は
、
ど
の
あ
た
り
で
漁
業
を
行
っ
た

の
か
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、
主
に
越
中
島
に

あ
っ
た
農
林
省
食
糧
倉
庫（
塩
浜
1
―
2
）の

辺
り
と
の
こ
と
で
し
た
。こ
の
辺
り
の
埋
め
立

て
は
、大た

い

正し
ょ
う

15
年（
1
9
2
6
）
に
許
可
が
出

て
、昭

し
ょ
う

和わ

7
年（
1
9
3
2
）
に
竣
工
し
た
こ

と
か
ら
、
当
時
は
埋
め
立
て
以
前
の
江
戸
前

の
姿
が
少
な
か
ら
ず
残
っ
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。そ
こ
で
は
、海
苔
養
殖
の
ほ
か
、

ア
サ
リ
、
ハ
マ
グ
リ
な
ど
も
よ
く
採
れ
た
よ
う

で
、
桁け

た

や
コ
シ
タ
ボ
（
3
頁
の
写
真
参
照
）、

竹
筒
な
ど
の
漁
を
行
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

桁
は
桁
網
を
船
で
曳ひ

い
て
、
泥
（
砂
）
の

中
の
魚
介
類
を
浚さ

ら

う
漁
法
で
、
コ
シ
タ
ボ
は
、

人
力
で
曳ひ

い
て
貝
を
採
る
道
具
で
す
。
ま
た
、

竹
筒
は
フ
シ
を
抜
い
た
竹
の
こ
と
で
、
鰻う

な
ぎ

を

捕
る
た
め
の
道
具
で
す
。

新
的
と
被
弾
線

は
じ
め
て
の
漁
は
、「
新
的
」
と
い
う
と

こ
ろ
で
行
っ
た
と
の
こ
と
で
、
日
露
戦
争
の

後
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
は
「
飛
弾
線
」

と
い
う
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

具
体
的
に
は
、
越
中
島
に
あ
る
現
在
の
第
三

商
業
高
校
（
越
中
島
3
―
3
）
辺
り
か
ら
、（
お

そ
ら
く
海
に
向
っ
て
）
射
撃
訓
練
が
行
わ
れ

た
際
、
新
的
な
ど
が
射
撃
の
的
に
な
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、
射
撃
の
あ
る
日

は
赤
い
旗
が
目
印
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
新
的
は
、
海
苔
養
殖
場

に
も
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
海
に

付
さ
れ
た
「
地
名
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
射
撃
訓
練
は
、
週
に
2
回
く
ら
い

実
施
さ
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
時
は
漁
が
で
き

な
い
た
め
、
台
場
や
葛
西
な
ど
別
の
場
所
へ

行
っ
て
漁
を
し
た
そ
う
で
す
。

砂
洲
の
名
称

遠
浅
の
海
に
は
、
汐
が
引
く
と
干
潟
の
よ

う
に
な
る
砂
洲
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
も

呼
称
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、「
出
洲
」「
三
枚

洲
」（
図
3
）
な
ど
は
、
当
時
も
呼
ば
れ
て
い

た
か
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
通
り
と
の

こ
と
で
し
た
。
こ
の
出
洲
、
三
枚
洲
は
、
享

き
ょ
う

保ほ
う

17
年
（
1
7
3
2
）
成
立
の
『
江え

戸ど

砂す
な

子ご

』

に
も
砂
洲
の
名
と
し
て
登
場
し
、
出
洲
は
「
よ

き
場
也な

り

、
さ
り
な
が
ら
い
づ
れ
の
風
に
も
よ

ろ
し
か
ら
ず
」、三
枚
洲
に
つ
い
て
は
「
干
潟

一
里
ば
か
り
也
、
此
洲
に
て
沖
よ
り
の
浪
を

防
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
出

洲
は
砂
村
新
田
（
江
東
区
）
沖
合
に
、
三
枚

（図1）江都名所　洲崎しほ干狩（広重）
（国立国会図書館デジタルコレクション）

（図2）江戸自慢三十六興　
洲さき汐干かり（広重）

（国立国会図書館デジタルコレクション）

あさり剥
む

き包丁

牡
か

蠣
き

剥
む

き包丁

江
戸
前
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で「
江
戸
前
の
歴
史
を
語
ろ
う
」（
本
誌
２
７
３
号
、

２
７
５
号
）、「
江
戸
の
猟
師
町
を
探
る
」（
２
７
６
号
、２
７
７
号
）で
紹
介
い
た
し

ま
し
た
。そ
こ
で
、本
号
で
は
そ
の
姿
を
よ
り
具
体
的
に
す
る
た
め
、過
去
に
行
っ
た

聞
き
取
り
調
査
の
成
果
を
基
に
、お
そ
ら
く
大
正
か
ら
昭
和
の
初
め
頃
に
江
戸
前

で
行
わ
れ
て
い
た
漁
業
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

江
戸
前
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で「
江
戸
前
の
歴
史
を
語
ろ
う
」（
本
誌
２
７
３
号
、

２
７
５
号
）、「
江
戸
の
猟
師
町
を
探
る
」（
２
７
６
号
、２
７
７
号
）で
紹
介
い
た
し

ま
し
た
。そ
こ
で
、本
号
で
は
そ
の
姿
を
よ
り
具
体
的
に
す
る
た
め
、過
去
に
行
っ
た

聞
き
取
り
調
査
の
成
果
を
基
に
、お
そ
ら
く
大
正
か
ら
昭
和
の
初
め
頃
に
江
戸
前

で
行
わ
れ
て
い
た
漁
業
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

江
戸
前
の
姿
を
追
う
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洲
は
そ
の
東
側
で
南
葛
西
郡
（
江
戸
川
区
）

沖
合
に
位
置
し
ま
し
た
。

お
話
し
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
漁
場
は
、
大

森
の
鮫さ

め

洲ず

（
か
ら
浦
安
辺
り
）
ま
で
が
入
会

だ
っ
た
よ
う
で
、
ど
こ
で
漁
を
行
う
か
は
、

そ
の
日
の
朝
の
風
な
ど
の
具
合
に
よ
っ
て
、

皆
で
決
め
た
と
い
い
ま
す
。

江
戸
前
の
漁
業

江
戸
前
の
漁
業
で
は
、
ク
ロ
ダ
イ
や
ス
ズ

キ
、
セ
イ
ゴ
、
ボ
ラ
、
ア
イ
ナ
メ
、
キ
ス
、

サ
ヨ
リ
な
ど
が
捕
れ
た
よ
う
で
す
。
聞
き
取

り
が
不
十
分
で
、
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
ク

ロ
ダ
イ
を
捕
る
た
め
の
漁
法
を
少
し
だ
け
紹

介
し
ま
す
。

汐
が
引
い
た
江
戸
前
の
海
で
、
浅
く
な
っ

た
場
所
の
周
辺
に
は
、
若
干
深
い
場
所
が
残

り
ま
し
た
。
そ
こ
に
竹
を
１
ダ
ー
ス
持
っ
て

行
き
、
30
間（
約
54
m
）位
の
間
隔
で
砂
に
刺

し
ま
し
た
（
た
だ
し
、
深
い
場
所
を
囲
む
よ

う
に
刺
し
た
の
か
否
か
な
ど
わ
か
り
ま
せ
ん
）。

そ
の
後
、
そ
の
場
所
に
砕
い
た
ア
サ
リ
を
撒ま

き
、汐
が
満
ち
る
の
を
見み

計は
か

ら
っ
て
網
を
敷
き
、

捕
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
（
網
の
敷
き
方
や
、

竹
に
結
ん
だ
の
か
否
か
な
ど
わ
か
り
ま
せ
ん
）。

こ
れ
は
、
ク
ロ
ダ
イ
を
専
門
に
捕
る
た
め
の
漁

法
で
、
よ
く
捕
れ
た
と
の
お
話
し
で
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
縄
（
延は

え

縄な
わ

）
漁
は
や
ら
ず
、

網
専
門
で
、
船
も
網
も
自
分
の
も
の
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
船
は
、家
の
前
を
流
れ
る
川
（
現

在
の
大
島
川
西
支し

川せ
ん

）
に
繋
い
で
い
ま
し
た

が
、
川
の
幅
は
い
ま
（
平
成
4
年
当
時
）
の

倍
ほ
ど
も
あ
り
、
打う

た

瀬せ

船ぶ
ね

な
ど
も
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

番
船
の
こ
と

こ
こ
か
ら
は
、
海
苔
養
殖
の
話
で
す
。

深
川
・
城
東
で
海
苔
養
殖
が
始
め
ら
れ

た
の
は
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
お
話

し
に
よ
る
と
、
江
戸
前
の
浅
瀬
も
、
汐
が
満

ち
て
く
る
と
5
〜
6
尺
程
度
（
1
5
0
〜

1
8
0
㎝
ほ
ど
）
の
深
さ
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
魚
介
類
の
生
産
の
ほ
か
、
秋
か
ら

春
に
か
け
て
海
苔
養
殖
を
行
っ
て
い
ま
し

た
。
海
苔
養
殖
に
は
、
常
に
番
船
が

監
視
に
あ
た
っ
た
よ
う
で
す
。

番
船
は
、
夜
も
含
め
、
汐
の
引

い
た
時
な
ど
に
海
苔
を
採
り
に
行
く

際
、
一
緒
に
養
殖
場
に
行
き
、
他
の

柵
か
ら
採
っ
た
り
し
な
い
か
監
視
を

す
る
役
目
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

番
船
は
、
内
湾
の
各
漁
業
組
合
に

あ
り
ま
し
た
が
、
深
川
漁
業
組
合
の

場
合
は
、
全
部
で
12
人
が
乗
り
込
ん

で
い
ま
し
た
。
乗
船
す
る
人
は
、
現

役
を
引
退
し
た
人
た
ち
で
、
漁
場

が
か
な
り
広
い
た
め
、
白
・
赤
の
2

組
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
6
人
で
見

廻
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

ち
な
み
に
、
1
柵
が
沖
へ
向
か
っ

て
概
ね
25
間
（
約
45

m
）
あ
り
、
そ
れ
が
い

く
つ
か
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
図
4
）。

各
柵
に
は
、
陸
側
か
ら
最
大
で
「
い
〜
ぬ
」

の
記
号
が
付
さ
れ
、
柵
ご
と
に
証
券
番
号
が

付
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

証
券
は
、
組
合
か
ら
配
給
さ
れ
ま
し
た
が
、

貸
借
な
ど
も
あ
り
、
売
買
も
相あ

い

対た
い

で
行
わ
れ

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
漁
師
以
外
の
人
達
が

養
殖
の
権
利
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
再
度
組

合
員
に
又
貸
と
い
う
か
た
ち
で
、
配
布
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

以
上
、
江
戸
前
で
の
漁
業
に
つ
い
て
、
聞

き
取
り
内
容
を
中
心
に
紹
介
い
た
し
ま
し

た
。
江
戸
前
の
豊
か
な
姿
が
、
少
し
で
も
伝

わ
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

沖

陸

間十 二
十
間
乃
至
二
十
五
間

二
十
間

　乃
至

　
　四
十
間

三
間
位

一
間
半
位

五
十
本

岡村金太郎『浅草海苔』より作成・・・・・・・・・・がひび柵

海苔養殖場図

な
い
し

（
現
江
戸
川
区
）

　南
葛
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歌
仙
桜
の
は
じ
ま
り

松ま
つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
うの

門
人
で
あ
る
俳
人
度わ

た

会ら
い

園そ
の

女め

は
、
夫
の
死
後
、
江
戸
に
来
て
富と

み

岡お
か

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

の
門
前
に
住
み
、
眼
科
医
を
営
み
ま
し
た
。

正し
ょ
う

徳と
く

年
間
（
1
7
1
1
〜
1

6
）
に
園
女

が
同
社
境
内
に
36
株
の
桜
を
植
え
た
の
が
歌

仙
桜
の
は
じ
ま
り
で
す
。
そ
の
後
、
そ
の
桜

の
半
分
ほ
ど
は
枯
れ
た
と
さ
れ
ま
す
が
、
永え

い

代た
い

寺じ

門
前
の
青
柳
屋
が
桜
を
植
え
継
ぎ
ま
し

た
。
そ
の
際
、
同
じ
く
同
寺
門
前
に
住
む
園

と
い
う
歌
人
が
愛
木
の
桜
を
奉
納
し
、
石
碑

を
建
て
た
の
が
宝ほ

う

暦れ
き

5
年
（
1
7
5
5
）
と

考
え
ら
れ
ま
す
（
2
頁
参
照
）。
な
お
、
当

時
は
神
仏
習し

ゅ
う
ご
う合

の
た
め
、
富
岡
八
幡
宮
の
別べ

っ

当と
う

寺じ

と
し
て
永
代
寺
が
あ
り
、
門
前
町
を
形

成
し
て
い
ま
し
た
。

も
と
は
同
社
の
南
東
に
あ
っ
た
馬
場
（
約

6
2
4
坪
）
に
桜
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

明め
い

和わ

4
年
（
1
7
6
7
）、角す

力も
う

興
行
の
際
に
、

桜
は
永
代
寺
玄
関
前
へ
移
さ
れ
ま
し
た
。
翌

年
、「
奥
山
再
興
」
の
際
に
桜
を
移
し
、
36
本

の
桜
を
植
え
込
み
、「
歌
仙
桜
」
と
し
て
伝
え

ら
れ
ま
し
た
（『
御
府
内
寺
社
備
考
』
一
）。

そ
の
後
、
大
方
の
桜
は
枯
れ
ま
し
た
が
、

歌
仙
桜
の
名
前
は
廃
れ
ず
残
っ
て
い
ま
し
た
。

文ぶ
ん

化か

9
年
（
1
8
1
2
）、
吉
原
が
火
災
に
遭

い
、
深
川
で
仮か

り

宅た
く

（
臨
時
の
遊
郭
）
が
認
め

ら
れ
た
際
は
、
同
社
境
内
に
数
百
の
桜
が
植

え
ら
れ
、
そ
の
費
用
は
、
仮
宅
に
関
わ
る
者

た
ち
が
出
し
た
と
さ
れ
ま
す
（『
新
撰
東
京
名

所
図
会
』
第
十
編　

深
川
公
園
全
）。

近
代
の
歌
仙
桜

年
月
を
経
て
同
地
の
桜
が
少
な
く
な
っ

た
こ
と
を
嘆
い
た
伊い

と
う
し
ょ
う
う

藤
松
宇
ら
俳
壇
の
人
々

は
、
桜
の
植
え
継
ぎ
を
計
画
し
ま
し
た
。
石

碑
を
中
心
に
36
株
の
桜
を
移
植
す
る
計
画

で
、
賛
同
者
は
会
資
金
2
円
を
添
え
て
申
し

込
ん
だ
よ
う
で
す
（『
読
売
新
聞
』
大
正
3

年
11
月
15
日
）。
桜
の
植
え
継
ぎ
が
完
了
し
、

大
正
4
年
（
1
9
1
5
）
4
月
15
日
に
歌
仙

桜
移
植
開
園
式
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

様
子
を
写

し
た
絵
葉

書
を
見
る

と
、
神
輿

庫
の
側
に

植
え
ら
れ

た
桜
の
前

で
は
、
深

川
の
芸
妓

た
ち
が
踊

り
を
披
露

し
、
周
囲
に
は
模
擬
店
が
出
さ
れ
、
大
勢
の

人
々
が
訪
れ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
同
12
年
（
1
9
2
3
）9
月
の
関

東
大
震
災
に
よ
っ
て
桜
は
す
べ
て
焼
失
し
ま

し
た
。
そ
こ
で
巌い

わ

谷や

小さ
ざ

波な
み

・
伊
藤
松
宇
ら
が

発
起
人
と
な
り
、
歌
仙
桜
の
復
興
の
た
め
に

寄
付
を
募
り
ま
し
た
。
金
額
は
一
人
10
円
、

他
に
桜
の
一
句
を
添
え
る
こ
と
な
ど
を
寄
付

の
規
約
と
し
ま
し
た
（『
櫻
東
新
聞
』
昭
和
5

年
3
月
15
日
）。
伊
藤
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ

る
と
、
昭
和
5
年（
1
9
3
0
）に
坪つ

ぼ

谷や

水す
い

哉さ
い

が
率
先
し
て
み
ず
か
ら
勧
進
帳
を
作
り
、
巌

谷
や
伊
藤
ら
に
諮
っ
て
寄
付
者
を
募
り
ま
し

た
。
桜
の
植
樹
に
つ
い
て
は
、
東
京
市
公
園

課
長
井
下
清
及
び
桜
の
会
幹
事
林
愛
作
に
依

頼
し
、
歌
仙
桜
に
ち
な
ん
だ
36
句
の
俳
句
を

額
面
に
仕
立
て
て
富
岡
八
幡
宮
の
社
内
に
奉

納
す
る
計
画
で
し
た
。
同
年
に
36
種
類
の
桜

を
植
え
る
こ
と
は
で
き
ま
し
た
が
、
俳
句
が

集
ま
ら
ず
額
を
奉
納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
額
の
奉
納
に
手
間

取
る
の
で
あ
れ
ば
、
石
碑
に
し
て
園
内
の
風ふ

う

致ち

を
添
え
る
こ
と
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
の

注
文
が
東
京
市
公
園
課
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
計
画
を
変
更
し
て
石
碑
を
建
て
る
こ

と
と
な
り
、
伊
藤
は
出
句
者
を
勧
誘
し
、
題

字
は
深
川
に
縁
の
あ
る
渋し

ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

に
依
頼
し

ま
し
た
。
同
6
年
3
月
1
日
に
深
川
冬
木
町

の
服
部
石
材
店
に
お
い
て
、
根ね

府ぶ

川か
わ

石い
し

を
用

い
て
石
碑
の
製
作
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
完

成
し
た
石
碑
は
深
川
公
園
内
に
建
て
ら
れ
、

同
年
4
月
12
日
に
除
幕
式
を
行
い
ま
し
た（
伊

藤
松
宇
「
園
女
の
歌
仙
桜
」（『
筑
波
』
昭
和

6
年
5
月
））。
し
か
し
、
こ
の
桜
も
同
20
年

3
月
の
戦
火
に
よ
り
す
べ
て
焼
失
し
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。

歌
仙
桜
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に

歌
仙
桜
は
焼
失
し
ま
し
た
が
、
幸
い
に
も

歌
仙
桜
を
記
念
す
る
石
碑
は
二
つ
と
も
残
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
6
年
の
石
碑
は
、

背
面
の
刻
銘
が
大
き
く
は
が
れ
落
ち
、
鳥
の

糞
害
に
見
舞
わ
れ
る
な
ど
、
良
好
な
保
存
状

態
と
は
言
い
難
い
状
況
で
す
。
そ
の
た
め
、

文
化
財
係
で
は
専
門
業
者
に
依
頼
し
て
石
碑

の
修
復
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
歌
仙
桜
と
地

域
の
人
々
と
の
繋
が
り
を
今
に
伝
え
る
貴
重

な
文
化
財
と
し
て
、
こ
の
石
碑
を
後
世
に
残

し
伝
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

一
方
、歌
仙
桜
は
、平
成
26
年
（
2
0
1
4
）

3
月
、
富
岡
八
幡
宮
の
氏
子
役
員
ら
を
中
心

に
し
た
有
志

36
名
に
よ
り
、

36
株
の
桜
が

境
内
に
奉
納

さ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
江
東

区
内
に
は
桜

の
名
所
と
し

て
知
ら
れ
る

場
所
が
多
数

あ
り
ま
す
が
、

歌
仙
桜
も
そ
の
一
つ
と
な
る
日
が
く
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。（

文
化
財
専
門
員　

金
井
貴
司
）

植
え
継
が
れ
た
歌
仙
桜

―
３
０
０
年
の
歴
史
―

「深川公園歌仙櫻移植開園式餘興」（個人蔵）

石碑の修復作業の様子


