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水
運
を
め
ぐ
る
歴
史

江
東
区
を
象
徴
す
る
河
川
は
、
区
内
だ
け

で
な
く
、
江
戸
・
東
京
の
物
流
を
も
支
え
て

い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
水
辺
の
景
観
は
、

江
戸
時
代
に
は
じ
ま
る
埋
め
立
て
の
歴
史
に

起
因
し
ま
す
。
区
内
各
所
に
諸
藩
の
蔵
屋
敷

が
設
け
ら
れ
、
河
川
や
海
沿
い
に
は
、
多
く

の
武
家
屋
敷
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

深
川
南
部
の
町
人
地
は
、
江
戸
内
湾
の
各
所

か
ら
貝
殻
が
集
積
さ
れ
る
流
通
拠
点
と
な
り
、

加
工
・
商
品
化
（
漆し
っ
く
い喰
）
さ
れ
る
と
、
江
戸

市
中
で
販
売
さ
れ
ま
し
た
（
詳
細
は
２
頁
）。

明
治
に
な
る
と
、
大
名
屋
敷
は
な
く
な

り
、
河
川
沿
い
を
中
心
に
多
く
の
工
場
が
設

立
さ
れ
ま
し
た
。
上
の
絵
は
、
の
ち
に
砂
糖

王
と
呼
ば
れ
た
鈴
木
藤と
う
ざ
ぶ
ろ
う

三
郎
が
、
明
治
28
年

（
１
８
９
５
）
に
設
立
し
た
日
本
精せ
い
せ
い
と
う

製
糖
株

式
会
社
（
現
北
砂
５
︱

20
・
21
）
で
す
（
下

は
第
一
・
第
二
工
場
の
写
真
）。
工
場
が
面

し
た
小
名
木
川
に
は
、
和
船
と
と
も
に
蒸
気

船
「
第
五
通つ

う
う
ん
ま
る

運
丸
」
が
描
か
れ
、
江
戸
か
ら

明
治
と
い
う
時
代
の
変
遷
を
伝
え
て
い
ま

す
。
６
・
７
頁
で
紹
介
し
て
い
る
渡
辺
家
も
、

同
家
の
他
の
工
場
で
製
造
し
た
煉れ
ん

瓦が

を
、
大

横
川
に
面
し
た
石
島
の
地
で
保
管
・
管
理
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
河
川
に
面
し
た
こ
の
地

が
、
流
通
拠
点
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

時
代
は
江
戸
か
ら
明
治
へ
変
わ
っ
て
も
、

河
川
の
重
要
性
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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今
回
取
り
上
げ
る
町
は
、「
深
川
浜は
ま
じ
ゅ
う
さ
ん

十
三

町ち
ょ
う」
で
す
。
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
町
名
で

す
が
、
実
は
こ
の
町
は
前
号
で
取
り
上
げ
た

「
元
木
場
町
」
同
様
、
一
つ
の
町
の
名
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
名
の
と
お
り
、
13
の
町

を
含
む
地
域
の
総
称
で
し
た
。
こ
の
町
が
ど

の
よ
う
な
町
で
、
こ
の
よ
う
な
町
名
が
付
い

た
の
か
、
詳
し
く
お
話
し
ま
し
ょ
う
。

１　

浜
十
三
町
っ
て
、
ど
ん
な
町
？

浜
十
三
町
は
、
深
川
南
部
地
域
一
帯
（
現

在
の
永
代
・
福
住
・
深
川
・
門
前
仲
町
・
富

岡
付
近
）
に
展
開
し
た
町
の
総
称
で
し
た
。

そ
の
町
名
が
史
料
に
現
れ
る
の
は
、
19
世
紀

前
半
で
す
。
幕
府
の
要
求
に
基
づ
き
、
御
府

内
の
町
が
書
き
上
げ
た「
町
方
書
上
」の
う
ち
、

深
川
熊
井
町
（
現
在
の
永
代
１
︱
１
付
近
）
の

内
容
に
、
そ
の
記
述
は
見
ら
れ
ま
す
。
書
上

に
は
文
政
11
年
（
１
８
２
８
）
７
月
の
年
号

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、当
時
「
里り

俗ぞ
く
」（
地

域
の
人
々
）
の
間
で
、
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ

て
い
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

書
上
に
は
、「
町
内
並な
ら
び
に
ほ
か
じ
ゅ
う
に

外
拾
弐
ケ
所
、
猟

師
共
住
居
之
所
、
里
俗
惣そ
う
み
ょ
う名
浜
拾
三
町
と

唱と
な
え
そ
う
ろ
う
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
浜

十
三
町
は
猟
師
（
漁
師
）
の
居
住
地
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
町
は
、「
大
嶋

町
、
中
嶋
町
、
熊
井
町
、
奥
川
町
、
黒
江
川
、

東
黒
江
町
、
蛤
は
ま
ぐ
り
ち
ょ
う
町
分
（
横
店
・
壱い
っ
ち
ょ
う
め

丁
目
・
弐に

丁ち
ょ
う
め目
・
上か
み

弐
丁
目
）、
相
川
町
分
（
相
川
町
・

半
町
）、
永
代
寺
門
前
町
」（
図
１
参
照
）
の

13
町
で
し
た
。も
と
も
と
、こ
の
付
近
に
は「
深

川
猟
師
町
」（
清
住
・
佐
賀
・
相
川
・
熊
井
・

諸も
ろ
・
富
吉
・
黒
江
・
大お
お
し
ま島
の
８
ケ
町
）
が
あ

り
ま
し
た
が
、
13
町
に
は
清
住
・
佐
賀
の
両

町
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「
浜
十
三
町
」
に
は
、
猟
師
町
に
含
ま
れ
な
い

中
嶋
町
・
奥
川
町
・
蛤
町
・
永
代
寺
門
前
町

の
４
ケ
町
が
含
ま
れ
て
い
る
点
が
注
目
で
き

ま
す
。
こ
の
当
時
、
猟
師
町
の
一
部
に
は
猟

師
は
住
ん
で
お
ら
ず
、
含
ま
れ
な
い
４
ケ
町

に
住
ん
で
い
た
と
の
解
釈
が
成
り
立
ち
ま
す
。

ち
な
み
に
、「
猟
師
町
」
は
、
幕
府
公
認
の

総
称
で
し
た
が
、
こ
の
「
浜
十
三
町
」
は
あ

く
ま
で
地
域
で
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
し
た
。

２　

貝
殻
流
通
の
拠
点

 

さ
て
、
浜
十
三
町
は
猟
師
居
住
地
と
い
う

点
を
確
認
し
ま
し
た
が
、
こ
の
町
は
単
に
猟

師
居
住
地
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
江
戸
内

湾
で
生
産
さ
れ
た
「
あ
る
も
の
」
の
流
通
拠

点
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
「
あ
る
も
の
」

と
は
貝
殻
で
し
た
。
内
湾
の
沿
岸
部
に
は
砂

洲
が
広
が
っ
て
い
た
た
め
、
牡か

き蠣
、
蛤
は
ま
ぐ
り、
浅あ
さ

蜊り

な
ど
の
貝
生
産
に
は
適
し
た
場
所
で
し

た
。
貝
と
い
え
ば
、
一
般
的
に
は
身
を
食
す

る
た
め
採
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
残
っ
た
貝

殻
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

貝
殻
は
、
石
灰
と
ほ
ぼ
同
成
分
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
焼
い
て
、
砕
い
て
、
練
る
と
、
蔵

や
塀
な
ど
の
漆し
っ
く
い喰

と
し
て
利
用
で
き
ま
し

た
。
し
か
も
、
石
灰
の
よ
う
に
石
灰
岩
を
山

か
ら
切
り
出
す
大
変
さ
も
あ
り
ま
せ
ん
。「
石

灰
貝
灰
」（『
諸
色
調
類
集
』、
国
立
国
会
図

書
館
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
湾
の
西
側
で
は
、
芝
、

品
川
、
羽
田
、
大
師
河
原
（
川
崎
市
）
な
ど

か
ら
、東
側
は
木
更
津
、姉
ヶ
崎
（
市
原
市
）、

馬
加（
千
葉
市
幕
張
）、堀
江
・
猫
実（
浦
安
市
）

な
ど
か
ら
集
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
最
も
良
質

の
も
の
は
深
川
浦
で
採
れ
た
牡か

き蠣
殻が
ら
で
し
た

（
図
２
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
、
湾
内
の
貝
殻
が
浜
十
三
町

に
集
積
さ
れ
た
背
景
に
は
、
水
運
の
発
達
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
時
の
主
な
輸

送
手
段
は
船
で
す
の
で
、
大
量
の
貝
殻
は
船

で
運
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
貝
殻
を
焼

く
竃か
ま

持
ち
仲
間
は
10
人
い
ま
し
た
が
、
そ
の

う
ち
９
人
ま
で
が
江
東
区
内
の
竪
川
、
小
名

木
川
、
大
横
川
沿
い
に
竃
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
海
に
近
く
、
水
路
が

縦じ
ゅ
う
お
う
む
じ
ん

横
無
尽
に
走
る
浜
十
三
町
は
、
ま
さ
に
流

通
拠
点
と
し
て
最
適
な
場
所
だ
っ
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

以
上
、
猟
師
居
住
地
と
貝
殻
流
通
の
拠
点

と
い
う
二
つ
の
顔
を
も
っ
た
浜
十
三
町
に
つ

い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸
）

「
深
川
浜
十
三
町
」

江
戸
の
町
内
探
訪
⑨

図2　貝殻仕入図　※『江東区文化財研究紀要』15号所収出口論文より引用（一部改変）

図1　浜十三町詳細図
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※出口『江戸内海猟師町と役負担』を改変し引用
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《
富
野
家
が
見
つ
か
っ
た
》

昭
和
60
年
（
１
９
８
５
）
筆
者
は
文
化
財

専
門
員
と
し
て
、
西
大
島
駅
前
の
羅
漢
寺
へ

調
査
に
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、「
昔
、
大

島
の
竪
川
辺
に
『
と
み
の
き
へ
い
じ
』
さ
ん

と
い
う
人
の
お
屋
敷
が
あ
っ
た
ん
だ
」
と
い

う
話
を
聞
き
ま
し
た
。「
と
み
の
」さ
ん
ね
え
、

な
ん
か
ど
こ
か
で
見
た
名
前
だ
な
あ
？
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
し
ば
ら
く
し
て
家

の
そ
ば
の
子
安
稲
荷
神
社
（
大
島
3
）
の
横

を
通
っ
た
ら
、「
子
安
稲
荷
社
」
と
刻
ま
れ
た
、

大
正
6
年
（
１
９
１
７
）
の
標
石
に
刻
ま
れ

た
、
建
立
者
氏
名
の
筆
頭
に
、「
富
野
鍬
吉
」

と
言
う
人
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
気

づ
き
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
は
生
ま
れ
て
か

ら
28
年
間
見
続
け
て
き
た
石
碑
で
し
た
。

そ
の
富
野
さ
ん
の
ご
子
孫
か
ら
、
所
蔵
さ

れ
て
い
た
資
料
が
昨
年
、
区
に
寄
贈
さ
れ
ま

し
た
。
こ
ち
ら
か
ら
は
ど
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
か
、
そ
れ
よ
り
家
が
続
い
て
い
る
の
か

も
分
か
ら
な
い
中
で
の
、
先
方
か
ら
の
お
知

ら
せ
で
し
た
。

《
調
査
と
展
示
》

寄
贈
さ
れ
た
資
料
は
、
昭
和
初
期
の
大
島

の
小
学
校
改
築
記
念
の
絵
は
が
き
、
富
野
家

が
地
元
の
子
安
稲
荷
神
社
に
奉
納
し
た
祭
り

太
鼓
、
子
安
稲
荷
社
上
棟
式
の
写
真
（
下
）、

神
社
の
扁
額
な
ど
で
す
。
空
襲
で
大
変
な
被

害
に
あ
っ
た
大
島
に
と
っ
て
は
い
ず
れ
も
貴

重
な
歴
史
の
証
言
者
で
す
。

担
当
し
た
文
化
財
専
門
員
に
よ
れ
ば
、
ま

だ
ご
自
宅
に
は
古
い
写
真
や
書
籍
な
ど
が
あ

る
、
と
の
こ
と
。
ぜ
ひ
拝
見
し
た
い
と
の
思

い
か
ら
、
世
田
谷
の
お
宅
を
訪
問
し
、
お
話

を
伺
い
な
が
ら
資
料
を
拝
見
し
ま
し
た
。
い

ず
れ
も
資
料
の
保
存
状
態
は
良
好
で
、
古

写
真
（
富
野
喜
平
次
氏
肖
像
写
真
、
同
祭

礼
、
大
島
3
丁
目
町
会
発
会
式
記
念
写
真

な
ど
）・
屋
敷
の
見
取
り
図
・
シ
ル
ク
ハ
ッ

ト
・
山
高
帽
・
大
島
町
全
図
【
昭
和
3
年　

（
１
９
２
８
）】・
紳
士
録
等
の
書
籍
類
な
ど

な
ど
、
戦
時
中
に
大
島
か
ら
世
田
谷
に
疎
開

さ
れ
、
そ
の
ま
ま
定
住
し
た
か
ら
こ
そ
残
さ

れ
た
資
料
で
す
。

す
で
に
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
資
料
と
所

蔵
資
料
を
あ
わ
せ
て
、
展
示
を
構
成
し
よ
う

と
考
え
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
展
示
担
当
者（
筆

者
）の「
喜
び
」「
ワ
ク
ワ
ク
」「
ハ
ラ
ハ
ラ
」「
ど

う
し
よ
う
！
」「
な
ん
と
か
な
る
さ
」
の
堂
々

巡
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。

今
回
の
ね
ら
い
は
、
富
野
家
の
歴
史
と
い

う
よ
り
も
、
富
野
家
が
所
蔵
し
て
き
た
資
料

を
柱
に
、
戦
前
期
の
大
島
の
歴
史
、
と
り
わ

け
今
の
大
島
地
域
が
大
島
村
・
町
と
し
て
一

つ
に
ま
と
め
ら
れ
、
震
災
後
城
東
区
が
成
立

し
、
町
会
組
織
が
生
ま
れ
た
こ
と
と
い
っ
た
、

現
代
に
続
く
地
域
形
成
に
、
当
時
の
地
主
や

住
民
、
寺
社
や
学
校
、
役
所
が
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
た
の
か
を
、
そ
の
時
代
の
新
し
い
町

を
作
ろ
う
と
す
る
熱
気
と
と
も
に
ご
ら
ん
い

た
だ
く
こ
と
が
本
筋
で
し
た
。
そ
の
結
果「
富

野
家
に
つ
い
て
」「
大
島
町
と
城
東
区
」「
地

域
と
寺
社
」「
小
学
校
の
再
建
」
と
い
っ
た

コ
ー
ナ
ー
が
な
ら
び
ま
し
た
。

《
来
館
者
の
み
な
さ
ん
》

こ
ん
な
地
域
限
定
の
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
展
示

で
は
、
興
味
が
も
た
れ
な
か
っ
た
ら
ど
う
し

よ
う
、
な
ど
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
貴
重

な
戦
前
の
資
料
と
し
て
み
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ち
ょ
う
ど
は
と
バ
ス
が
何
便
か
来
て
く

れ
た
時
期
だ
っ
た
の
で
す
が
、
都
内
・
近
県

か
ら
の
来
館
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
自
分
の

暮
ら
す
町
の
こ
と
な
ど
と
重
ね
て
、
町
会
や

地
元
の
寺
・
神
社
の
こ
と
な
ど
を
話
し
な
が

ら
み
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
展
示
の
舞
台
、

大
島
３
丁
目
か
ら
も
町
会
長
さ
ん
は
じ
め
20

人
近
い
方
々
が
見
え
ら
れ
て
、
特
に
戦
前
か

ら
住
ん
で
い
る
方
が
ほ
か
の
町
会
の
方
に
説

明
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
富
野
家
ゆ
か
り

の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
他
の
展
示
の
と

き
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
雰
囲
気
に
な
り
ま

し
た
。
期
間
中
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ト
ー
ク
を
２

度
行
っ
た
こ
と
も
功
を
奏
し
ま
し
た
。

《
小
さ
な
展
示
で
も
》

こ
ん
な
江
東
区
の
一
地
域
の
こ
と
で
も
、

大
正･

昭
和
初
期
の
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
東

京
の
町
の
姿
と
し
て
捉
え
て
い
た
だ
け
た
こ

と
は
喜
び
で
し
た
。

誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
す

る
の
と
は
違
う
、
ご
く
小
さ
な
地
域
の
歴
史

に
ど
ん
な
大
き
な
歴
史
が
潜
ん
で
い
る
の
か
、

こ
れ
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
こ
そ
が
地
域

の
郷
土
資
料
館
が
果
た
す
べ
き
役
割
で
す
。

古
写
真
や
古
地
図
な
ど
あ
り
ふ
れ
た
資
料
が
、

「
歴
史
の
証
言
者
」
と
し
て
輝
い
て
く
れ
た
場

面
で
も
あ
り
ま
し
た
。
１
６
９
１
人
の
来
館

者
は
企
画
展
示
と
し
て
は
最
多
で
す
。

（
中
川
船
番
所
資
料
館　

久
染　

健
夫
）

町
の
歴
史
か
ら
時
代
を
み
つ
め
、発
見
す
る

町
の
歴
史
か
ら
時
代
を
み
つ
め
、発
見
す
る

〜「
旧
家
に
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
見
る
大
島
の
歴
史
」〜

中
川
船
番
所
資
料
館
企
画
展
示

活
気
、熱
気
に
あ
ふ
れ
た

子
安
稲
荷
社
上
棟
式（
大
正
６
年
５
月
）
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深
川
江
戸
資
料
館
の
常
設
展
示
室
で
は
、

江
戸
時
代
末
期
、
深
川
の
庶
民
の
町
並
を
実

物
大
で
再
現
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、

中
心
に
な
る
の
は
「
長
屋
」
で
す
。
最
小
限

の
限
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、
住
民
た
ち
は
さ

ま
ざ
ま
な
工
夫
を
こ
ら
し
、
助
け
合
い
な
が

ら
暮
ら
し
ま
し
た
。
と
り
わ
け
深
川
は
江
戸

の
町
の
中
で
も
長
屋
が
数
多
く
建
て
ら
れ
た

地
域
で
も
あ
り
ま
す
。

今
回
の
展
示
で
は
、
常
設
展
示
室
の
舞
台

で
あ
る
「
深
川
佐
賀
町
」
と
長
屋
が
誕
生
し

た
江
戸
の
町
の
特
色
と
背
景
、
さ
ら
に
資
料

に
描
か
れ
た
長
屋
に
住
む
人
々
の
暮
ら
し
、

住
ま
い
の
歴
史
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
、
江
戸
庶

民
の
暮
ら
し

の
舞
台
「
長

屋
」
を
取
り

上
げ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で

は
主
に
「
深

川
と
長
屋
」

に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま

す
。

 

１
．
過
密
都
市
・
江
戸
の
長
屋

日
本
の
総
城
下
町
と
な
っ
た
江
戸
。
江
戸

に
は
、
諸
国
か
ら
武
士
・
職
人
・
商
人
な
ど

が
集
ま
り
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
当
時
、
世

界
最
大
の
１
０
０
万
都
市
と
な
り
ま
し
た
。

江
戸
の
町
の
中
の
約
20
％
の
限
ら
れ
た
町
人

地
で
庶
民
は
暮
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
庶
民
た

ち
の
約
70
％
が
住
ん
だ
と
い
わ
れ
る
の
が

「
長
屋
」
で
す
。

長
屋
は
表
通
り
に
面
し
た
表お
も
て
だ
な店
の
裏
（
裏う
ら

店だ
な
）
に
主
に
建
ち
、
九
尺
二
間
（
四
畳
半
）

の
間
取
り
を
基
本
と
し
、
平
屋
、
二
階
建
て

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
間
取
り
が
あ
り
ま
し
た
。

２
．
深
川
の
長
屋

長
屋
は
江
戸
市
中
い
た
る
所
に
建
て
ら
れ

ま
し
た
が
、
地
域
ご
と
に
店
借
（
他
の
人
の

所
持
す
る
家
や
屋
敷
を
賃
借
し
て
居
住
す
る

人
）
の
割
合
は
異
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、

日
本
橋
の
中
心
部
（
本
町
・
本
石
町
）
の
店

借
率
は
約
23
％
。
大
店
な
ど
の
持
ち
家
が
多

か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
職
人
が
多
い
と
い

わ
れ
る
神
田
辺
り
で
約
70
％
で
し
た
。
江
戸

の
町
中
で
店
借
率
が
最
も
多
か
っ
た
地
域
は

深
川
で
、
約
82
・
５
％
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

深
川
の
町
屋
敷
の
特
色
は
水
運
の
便
か
ら

貸
蔵
が
多
か
っ
た
こ
と
。
さ
ら
に
長
屋
の
路

地
が
1
間
半
も
あ
る
所
も
あ
り
、
江
戸
の
中

心
部
に
比
べ
て
、
敷
地
に
余
裕
が
あ
る
こ
と

な
ど
が
特
色
で
す
。
三
井
越
後
屋
な
ど
江

戸
の
大

店
も
本

業
を
支

え
る
資

産
と
し

て
、
深

川
で
長

屋
経
営

を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。

３
．
深
川
地
域
の
人
々

江
戸
の
中
心
部
と
隅
田
川
を
は
さ
み
対
岸

に
あ
た
り
、
海
に
も
近
接
し
て
い
る
深
川
は
、

水
運
の
利
便
性
の
高
い
江
戸
の
新
開
地
で
し

た
。
そ
の
た
め
猟
師
町
、木
場
（
材
木
置
場
）、

物
流
の
拠
点
（
倉
庫
街
）
な
ど
、
江
戸
を
支

え
る
大
き
な
役
割
を
担
い
ま
し
た
。
こ
の
た

め
、
木
場
で
働
く
木
挽
職
人
や
川
並
、
船
か

ら
荷
物
を
運
ぶ
小
揚
な
ど
の
舟
運
関
係
、
あ

さ
り
売
り
な
ど
魚
介
類
の
棒
手
振
、
船
頭
や

江
戸
前
の
魚
や
貝
を
捕
る
猟
師
な
ど
の
人
々

が
多
く
住
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ

ら
の
人
々
は
長
屋
を
舞
台
に
日
々
の
生
活
を

送
り
ま
し
た
。

４
．
庶
民
の
暮
ら
し

長
屋
で
は
限
ら
れ
た
空
間
の
中
で
台
所
道

具
、
照
明
具
な
ど
、
生
活
に
欠
か
せ
な
い
生

活
道
具
を
整
え
ま
し
た
。
さ
ら
に
井
戸
、
厠
か
わ
や

（
便
所
）、
芥ご
み
た
め溜

、
稲
荷
社
な
ど
が
長
屋
の
一

角
に
あ
り
、
長
屋
の
住
民
た
ち
が
共
同
で
使

い
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。

長
屋
の
住
人
は
日
の
出
と
共
に
起
き
、
日

の
入
り
と
共
に
寝
る
サ
イ
ク
ル
で
し
た
。
朝
、

長
屋
の
木
戸
が
開
く
頃
に
起
床
し
ま
す
。
昼

間
は
男
性
は
仕
事
に
励
み
、
こ
ど
も
た
ち
は

昼
過
ぎ
ま
で
寺
子
屋
に
通
い
ま
し
た
。
女
性

も
炊
事
、
洗
濯
、
育
児
以
外
に
も
洗
い
張
り

な
ど
の
洗
濯
を
専
業
と
す
る
仕
事
や
、
商
売

の
手
伝
い
な
ど
と
し
て
働
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
長
屋
」
は
江
戸
庶
民
の

暮
ら
し
の
舞
台
で
し
た
。
常
設
展
示
室　

江

戸
深
川
の
町
並
み
の
長
屋
と
一
緒
に
企
画
展

を
見
学
い
た
だ
き
、「
長
屋
の
世
界
」
を
味

わ
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
深
川
江
戸
資
料
館

０
３
（
３
６
３
０
）
８
６
２
５

深
川
江
戸
資
料
館

　企
画
展

「
長
屋
〜
住
ま
い
と
暮
ら
し
〜
」

会
期 

11
月
10
日（
火
）〜
平
成
28
年
11
月
13
日（
日
）

常設展示室　長屋の路地

「浮世床」式亭三馬作・歌川国直画
文化8年（1811）江戸東京博物館蔵

「深川北川町三井家屋敷図」
（江戸抱屋敷絵図）文化4年（1807）三井文庫蔵
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今
回
の
展
示
で
は
、
芭
蕉
記
念
館
で
所

蔵
す
る
資
料
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

を
生
き
た
女
性
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
い
ま

す
。
そ
の
中
か
ら
代
表
的
な
人
物
６
人
を
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

①
安あ

達だ
ち

千ち

代よ

野の

（
生
没
年
未
詳
）

鎌
倉
時
代
中
期
の
武
士
・
安
達
泰や
す
も
り盛
の
娘

で
、
父
の
泰
盛
と
安
達
一
族
が
弘
安
８
年

（
１
２
８
５
）
の
霜
月
騒
動
で
滅
ぼ
さ
れ
、

夫
の
北
ほ
う
じ
ょ
う条
顕あ
き
と
き時
も
連
座
し
た
た
め
、
出
家

し
て
無
着
と
称
し
ま
し
た
。
左
は
千
代
野

の
「
千
代
能
が
い
た
ゞ
く
桶
の
底
ぬ
け
て
み

づ
た
ま
ら
ね
ば
月
も
や
ど
ら
ず
」
の
歌
に
ち

な
ん
で
、
明

治
期
の
浮
世

絵
師
・
月
岡

芳
年
が
描
い

た
肖
像
画
で

す
。

②
河か

合わ
い

智ち

月げ
つ（

17
世
紀
半
ば
〜
１
７
０
８
頃
）

近
江
国
大
津
（
滋
賀
県
大
津
市
）
の
人
で
、

江え
さ左
尚し
ょ
う
は
く
白
に
俳
諧
を
学
ん
だ
の
ち
、
50
歳
を
過

ぎ
て
か
ら
松
尾
芭
蕉
の
門
人
に
な
り
ま
し
た
。

芭
蕉
が
大
津
を
訪
れ
る
た
び
に
衣
食
の

世
話
を
す
る
な
ど
親
交
を
重
ね
、
元
禄
３
年

（
１
６
９
０
）
に
は
芭
蕉
か
ら
自
筆
の
『
幻
住

庵
記
』
を
与
え
ら
れ
、
２
年
後
に
芭
蕉
が
亡

く
な
っ
た
後
は
追
善
供
養
に
努
め
ま
し
た
。

③
度わ

た
ら
い会

園そ
の

女め

（
１
６
６
４
〜
１
７
２
６
）

伊
勢
国
山
田
（
三
重
県
伊
勢
市
）
に
生

ま
れ
、
同
地
の
医
師
で
俳
人
の
斯し

ば波
（
度

会
）
一い
ち
ゆ
う有
に
嫁
ぎ
、
松
尾
芭
蕉
が
伊
勢
を
訪

れ
た
際
に
門
人
に
な
り
ま
し
た
。
の
ち
に
大

坂
（
大
阪
府
大
阪
市
）
へ
移
住
し
、
元
禄
５

年
（
１
６
９
２
）
９
月
に
大
坂
を
訪
れ
た
芭

蕉
か
ら
句
を
贈
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
14
日

後
に
芭
蕉
は
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
夫
の
一

有
と
死
別
し
た
後
は
江
戸
へ
出
て
、
深
川
の

富
岡
八
幡
宮
の
門
前
で
眼
科
医
を
し
な
が
ら

俳
諧
を
続
け
、
享
保
11
年
（
１
７
２
６
）
に

亡
く
な
り
ま

し
た
。
墓
は

江
東
区
白
河

１
丁
目
の
雄

松
院
に
あ
り

ま
す
。

④
小お

川が
わ

秋し
ゅ
う
し
き
色
（
１
６
６
９
〜
１
７
２
５
）

江
戸
小
網
町
（
東
京
都
中
央
区
）
の
老
舗

菓
子
屋
に
生
ま
れ
、
13
歳
の
時
に
上
野
寛
永

寺
の
清
水
観
音
堂
の
脇
に
あ
っ
た
桜
を
句
に

詠
み
、
こ
の
桜
が
「
秋
色
桜
」
と
し
て
評
判

に
な
る
な
ど
、
多
く
の
説
話
が
あ
り
ま
す
。

夫
の
寒
か
ん
ぎ
ょ
く玉と
と
も
に
芭
蕉
の
高
弟
・
宝た
か
ら
い井
其き

角か
く

の
門
人
と
し
て
活
動
し
、其
角
の
点
印
（
俳

諧
の
添
削
に
使
っ
た
印
章
）
を
継
承
し
ま
し

た
。
左
の
肖
像
画
は
江
戸
時
代
後
期
の
武
士
・

画
家
の
渡わ
た
な
べ辺
崋か

山ざ
ん
が
描
い
た
も
の
で
す
。

⑤
野の

村む
ら

望も

と

に
東
尼
（
１
８
０
６
〜
６
７
）

福
岡
藩
士
・
浦
野
勝
幸
の
娘
で
本
名
は

「
も
と
」。
同
じ
福
岡
藩
士
の
野
村
清き
よ
つ
ら貫

に
嫁

ぎ
、
夫
の
死
後
に
剃
髪
し
て
望
東
尼
と
称
し
、

和
歌
を
大お
お
く
ま隈
言こ
と
み
ち道
に
学
ぶ
一
方
で
、
勤
皇
の

志
士
を
自
宅
に
匿
い
、
高
杉
晋
作
・
平
野

国く
に
お
み臣

・
西
郷
隆
盛
ら
と
も
親
交
が
あ
り
ま
し

た
。
慶
応
元
年
（
１
８
６
５
）
に
福
岡
藩
の

尊
攘
派
処
断
に
連
座
し
て
姫
島
（
福
岡
県
糸

島
市
）
に
流
さ
れ
ま
し
た
が
、
翌
年
に
救
出

さ
れ
、
慶
応
３
年
に
三
田
尻
（
山
口
県
防
府

市
）
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

⑥
柳や

な
ぎ
は
ら原
白び
ゃ
く
れ
ん
蓮
（
１
８
８
５
〜
１
９
６
７
）

大
正
天
皇
の
生
母
・
柳
原
愛な
る

子こ

の
姪
で
、

本
名
は
燁あ
き

子こ

。
九
州
の
炭
鉱
王
・
伊
藤
伝

右
衛
門
と
再
婚
し
ま
し
た
が
、
大
正
10
年

（
１
９
２
１
）
に
宮
崎
龍
介
と
駆
け
落
ち
し

た
事
件
で
、
大
き
な
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
今
回
の
展

示
で
は
、
筑つ
く

紫し

（
福
岡
県
）
に
嫁
い
だ
時
の

心
境
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
歌
の
短
冊
を
、
後

に
夫
と
な
る
宮
崎
龍
介
の
短
冊
と
並
べ
て
展

示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
他
に
も
、
清し

水み
ず

千ち

か賀
女じ
ょ

・
太お
お

田た

垣が
き

蓮れ
ん

月げ
つ
・
与よ

謝さ

野の

晶あ
き

子こ

・
林
は
や
し

芙ふ

み

こ
美
子
な
ど
、
主
に

近
世
〜
近
代
に
活
躍
し
た
女
性
の
俳
諧
・
短

歌
を
中
心
に
、
全
29
点
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
中
央
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
57

年
間
江
東
区
に
在
住
し
た
布
絵
作
家
・
山や
ま

鹿が

文ふ
み

子こ

氏（
平
成
15
年
没
）の
作
品「
奥
の
細
道
」

の
中
か
ら
、
34
点
を
展
示
し
ま
す
。
布
絵
で

再
現
さ
れ
た
芭
蕉
の
「
奥
の
細
道
」
の
情
景

を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

 【
問
合
せ
】
芭
蕉
記
念
館

０
３
（
３
６
３
1
）
１
４
４
８

小川秋色肖像
（渡辺崋山筆『俳人肖像』）

度会園女の墓

平
成
27
年
度
芭
蕉
記
念
館
後
期
企
画
展

平
成
27
年
12
月
23
日（
水・祝
）〜
平
成
28
年
4
月
24
日（
日
）

◆
時
代
を
駆
け
抜
け
た
女
性
た
ち

◆
時
代
を
駆
け
抜
け
た
女
性
た
ち

◆
布
絵
で
描
く『
お
く
の
ほ
そ
道
』

◆
布
絵
で
描
く『
お
く
の
ほ
そ
道
』│
山
鹿
文
子
の
布
絵
の
世
界
│

│

山
鹿
文
子
の
布
絵
の
世
界
│

河
合
智
月
筆「
二
つ
あ
ら
ば
」句
短
冊

安
達
千
代
能
肖
像（
月
岡
芳
年
筆
）

野
村
望
東
尼
筆「
お
ほ
み
よ
を
」歌
短
冊

柳
原
白
蓮
筆「
水
に
う
つ
る
」歌
短
冊
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本
資
料
（
図
1
）
は
、
薪
炭
卸
商
・
レ
ン

ガ
製
造
販
売
業
者
渡
辺
半
三
郎
が
深
川
区
石

島
（
現
江
東
区
石
島
）
に
構
え
て
い
た
邸
宅

を
、
鳥
が
空
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る
よ
う
な

視
点
で
俯
瞰
的
に
描
い
た
銅
版
画
で
す
。
明

治
中
期
に
は
、
こ
う
し
た
特
定
の
商
店
や
寺

社
・
名
所
な
ど
を
精
細
で
写
実
的
に
描
い
た

銅
版
画
が
流
行
し
ま
し
た
。

作
成
年
代
は
明
治
27
年
（
１
８
９
４
）
6

月
、
土
方
雲
外
写
生
、
伊
藤
良
之
助
彫
刻
、

版
行
は
浅
草
の
印
刷
業
者
精
行
社
銅
版
部
が

行
な
っ
て
い
ま
す
。
精
行
社
は
、『
日
本
博

覧
図
』
と
い
う
本
資
料
と
同
じ
よ
う
な
寺
社

や
名
所
、
商
店
な
ど
を
題
材
と
し
た
銅
版
画

集
を
刊
行
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

図
1
中
の
囲
み
書
き
部
分
に
、「
幣、

、店
ハ

従
来
薪
炭
業
ヲ
営
ミ
」（
傍
点
筆
者
註
）「
渡

邉
謹
白
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

渡
辺
半
三
郎
自
ら
が
広
告
媒
体
と
し
て
作
成

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

同
じ
部
分
の
記
述
か
ら
、
渡
辺
家
は
元
来
、

薪
炭
業
を
営
ん
で
き
た
が
、
明
治
維
新
後
の

工
業
発
達
の
な
か
で
、
近
代
建
築
の
資
材
と

し
て
レ
ン
ガ
（
当
時
は
煉れ
ん

化が

石
）
に
着
目
し

て
、
レ
ン
ガ
製
造
業
を
始
め
た
と
あ
り
ま
す
。

「
已す

で

ニ
廿
に
じ
ゅ
う

有
余
年
間
ノ
煉
化
製
造
及
販
賣
ノ

業
ニ
従
事
致
シ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
創
業

は
明
治
初
年
頃
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

邸
内
の
様
子
と
立
地

資
料
に
描
か
れ
た
邸
宅
の
様
子
を
み
る

と
、
そ
の
業
態
の
一
端
が
う
か
が
え
ま
す
。

表
門
を
入
る
と
、
平
屋
建
て
和
風
建
築
の

母
屋
が
あ
り
、表
が
商
店
、奥
が
座
敷
と
な
っ

て
い
ま
す
。
商
店
の
裏
に
土
蔵
が
付
属
し
、

座
敷
の
前
面
に
は
立
派
な
和
風
庭
園
が
築
か

れ
て
い
ま
す
。
池
に
は
小
舟
も
あ
り
、ち
ょ
っ

と
し
た
舟
遊
び
も
楽
し
め
た
よ
う
で
す
。

一
方
、
母
屋
を
挟
ん
で
画
面
右
側
に
あ
る

も
う
一
つ
の
蔵
は
レ
ン
ガ
造
り
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
同
家
が
レ
ン
ガ
製
造
業
も
行

な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
自
社
製
の
レ
ン
ガ

で
建
て
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ほ
か
に
も

塀
や
煙
突
に
レ
ン
ガ
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

敷
地
の
右
側
は
商
品
の
在
庫
置
き
場
で
、

薪
が
山
積
み
に
な
っ
て
い
ま
す
（
左
頁
図

2
）。
こ
の
描
写
は
、同
家
の
経
営
の
な
か
で
、

石
島
邸
宅
が
薪
炭
卸
商
店
・
薪
炭
倉
庫
の
機

能
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

「
深
川
区
石
島
町
九
番
地 

渡
辺
半
三
郎
邸
宅
図
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（明
治
27
年
）

所
蔵
資
料
紹
介

図１　「深川区石島町九番地 渡辺半三郎邸宅図」全体
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ま
た
、
面
白
い
の
は
こ
の
保
管
ス
ペ
ー

ス
の
一
角
で
「
角
材
」
を
「
手ち
ょ
う
な斧

」
で
製
材

し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す

（
図
3
）。
こ
の
角
材
が
何
の
た
め
に
使
用
さ

れ
る
の
か
、
資
料
を
見
る
限
り
で
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
奥
に
あ
る
小
屋
に
も
複
数
の
角

材
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
材
木
を
ど
こ
か
ら
調
達
し
た
の

か
、
は
石
島
邸
宅
の
立
地
か
ら
推
測
で
き
ま

す
。
石
島
9
番
地
は
、
ち
ょ
う
ど
大
横
川
の

沿
岸
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
右
頁
図
１
の
左

下
に
も
河
川
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

が
大
横
川
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
川
を
南
に

下
る
と
仙
台
堀
川
を
越
え
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ

が
、
材
木
の
貯
蔵
地
と
し
て
有
名
な
木
場
に

な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
必
要
な
材
木
の
調

達
が
容
易
な
木
場
に
近
接
す
る
場
所
で
、
し

か
も
舟
運
に
よ
る
資
材
運
搬
に
適
し
た
川
沿

い
の
場
所
に
倉
庫
を
兼
ね
た
邸
宅
を
構
え
る

と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

石
島
邸
宅
の
役
割

し
か
も
、
こ
の
倉
庫
兼
邸
宅
が
川
沿
い
に

あ
る
こ
と
が
、
レ
ン
ガ
製
造
販
売
業
に
も
活

か
さ
れ
て
い
ま
す
。
図
4
は
大
横
川
の
部
分

を
拡
大
し
た
も
の
で
す
が
、
薪
の
積
み
下
ろ

し
の
ほ
か
に
レ
ン
ガ
の
積
み
下
ろ
し
も
行
な

わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
レ
ン
ガ
自
体
は

南
足
立
郡
江こ
う
ほ
く北

村
（
現
足
立
区
）
に
あ
る

渡
辺
煉
化
製
造
所
で
生
産
さ
れ
て
い
ま
し
た

（
右
頁
図
1
の
右
上
に
製
造
所
が
描
か
れ
て

い
ま
す
）。
工
場
の
近
く
に
は
、
製
品
を
船

積
み
す
る
た
め
の
河
岸
場
も
確
保
さ
れ
て
お

り
、
こ
こ
か
ら
石
島
邸
宅
に
運
搬
し
て
保
管

し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
レ
ン
ガ
は
非
常
に

重
い
の
で
、
自
動
車
に
よ
る
輸
送
が
普
及
し

て
い
な
い
当
時
の
運
搬
手
段
と
し
て
、
舟
運

は
と
て
も
便
利
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ

ま
り
、
石
島
邸
宅
は
、
製
造
所
で
完
成
し
た

製
品
を
東
京
の
取
引
先
に
納
品
す
る
ま
で
の

保
管
施
設
と
し
て
の
機
能
も
有
し
て
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
島
邸
宅
で
保
管
さ
れ
た
レ
ン
ガ
が
ど
こ

に
出
荷
さ
れ
た
の
か
、
詳
細
は
ほ
と
ん
ど
わ

か
り
ま
せ
ん
。
唯
一
、
渡
辺
煉
瓦
の
取
引
が

確
認
で
き
る
事
例
と
し
て
は
、
銅
版
画
の
作

成
年
代
と
近
い
明
治
28
年
（
１
８
９
５
）
に
、

東
京
市
淀
橋
浄
水
工
場
（
の
ち
東
京
都
淀
橋

浄
水
場
）
か
ら
レ
ン
ガ
3
万
本
の
納
入
を
受

注
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

同
家
は
そ
の
後
も
江
北
村
の
煉
瓦
工
場
敷
地

や
施
設
を
拡
張
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の

経
営
は
順
調
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

渡
辺
半
三
郎
は
こ
う
し
て
、
深
川
地
域
の

発
達
し
た
水
運
を
活
か
し
て
、
東
京
近
郊
で

の
レ
ン
ガ
製
造
業
に
お
い
て
、「
製
造
︱
保

管
︱
納
品
」
と
い
う
流
通
過
程
を
構
築
し
、

石
島
邸
宅
に
こ
の
う
ち
の
「
保
管
機
能
」
を

担
わ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
深
川
の
水
運
を
活
か
し
た
流

通
モ
デ
ル
は
、
決
し
て
渡
辺
家
の
事
業
特
有

の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
は
多
く
の
事
業
者

が
東
京
に
出
荷
す
る
商
品
の
「
保
管
拠
点
」

を
深
川
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
渡
辺
半

三
郎
の
石
島
邸
宅
は
、
そ
う
し
た
「
倉
庫
の

ま
ち
深
川
」（
つ
ま
り
「
保
管
の
ま
ち
深
川
」）

の
あ
り
方
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

斉
藤
照
徳
） 

図４　大横川での薪とレンガの積み下ろし

図２　薪の在庫置き場

図３　手斧での製材風景と角材置場
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石
造
燈
籠
と
は
、
石
を
材
料
と
し
て
製
作

さ
れ
た
燈
籠
で
す
。
燈
籠
は
仏
前
に
立
て
て

献
灯
す
る
仏
具
で
す
が
、
神
社
に
石
造
燈
籠

が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
平
安
時
代

以
降
で
す
。
こ
の
石
造
燈
籠
の
源
流
は
中
国

で
、
日
本
で
現
存
す
る
最
古
の
も
の
は
当た
い

麻ま

寺で
ら
（
奈
良
県
葛か
つ
ら
ぎ城
市
）
の
も
の
で
す
。

そ
の
後
、
安
土
桃
山
時
代
頃
か
ら
2
基
一

対
で
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
祈
願
の

た
め
石
造
燈
籠
を
寺
社
に
奉
納
す
る
よ
う
に

な
り
、
さ
ら
に
将
軍
や
大
名
な
ど
、
当
時
の

権
力
者
の
廟
や
社
に
、
恩
顧
を
受
け
た
人
が

石
造
燈
籠
を
奉
納
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し

た
。石

造
燈
籠
の
構
造
の
基
本
は
、
下
か
ら
基き

礎そ

・
竿さ
お
・
中
ち
ゅ
う
だ
い台・
火ひ
ぶ
く
ろ袋
・
笠か
さ
・
宝ほ
う
じ
ゅ珠
の
各
部

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
火
袋
と

は
、
文
字
ど
お
り
灯
を
と
も
す
所
で
あ
り
、

各
面
に
窓
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
形
と
し

て
は
、
八
角
型
・
六
角
型
・
四
角
型
が
多
く

見
ら
れ
ま
す
。

現
在
、
江
東
区
で
は
、
寺
社
を
中
心
に
64

件
が
登
録
文
化
財
（
建
造
物
）
と
な
っ
て
お

り
、
富と

み

賀が

岡お
か

八は
ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
（
南
砂
7
・
8
基
）、

亀か
め

戸い
ど

天て
ん
じ
ん
し
ゃ

神
社
（
亀
戸
3
・
8
基
）
な
ど
に
多

く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

著
名
人
が
奉
納
し
た
石
造
燈
籠

現
在
、
江
東
区
内
に
残
さ
れ
て
い
る
石
造

燈
籠
に
は
、
大
名
な
ど
の
武
士
だ
け
で
な
く

落
語
や
歌
舞
伎
で
知
ら
れ
る
人
物
が
奉
納
し

た
も
の
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

石
造
燈
籠　

塩し
お
ば
ら原
太た

助す
け

奉
納
（
①
亀
戸
天

神
社
）
は
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
奉
納

さ
れ
た
も
の
で
す
。
塩
原
太
助
は
、
裸
一
貫

か
ら
身
を
起
こ
し
、
薪
炭
問
屋
を
営
み
ま
し

た
。
そ
の
一
生
は
、
明
治
時
代
に
三さ
ん
ゆ
う
て
い

遊
亭
円え
ん

朝ち
ょ
うの
人
情
話
や
芝
居
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
有

名
と
な
り
ま
し
た
。

一
方
、
浄じ
ょ
う
し
ん
じ

心
寺
（
平
野
2
）
に
は
、
石
造

燈
籠　

初
代
中な
か
む
ら村

歌う
た
え
も
ん

右
衛
門
奉
納
（
②
）
が

あ
り
ま
す
。
初
代
歌
右
衛
門
は
、
江
戸
時
代

中
期
の
歌
舞
伎
役
者
で
主
に
関
西
方
面
で
活

躍
し
ま
し
た
。
ま
た
、
実じ

つ
あ
く悪
（
歌
舞
伎
の
役

柄
の
一
つ
で
悪
役
）
の
随
一
と
う
た
わ
れ
ま

し
た
。

寛か
ん
え
い
じ

永
寺
旧
蔵
の
石
造
燈
籠

一
方
で
区
内
に
は
、
江
戸
幕
府
将
軍
の
菩

提
寺
で
あ
る
寛
永
寺
（
台
東
区
）
旧
蔵
の
燈

籠
が
9
基
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
多
く
は
戦
後
移
さ
れ
た
も
の
で

す
。
そ
の
一
つ
と
し
て
東と
う
か
く覚
寺じ

（
亀
戸
4
）

に
は
、
飛ひ
だ
の
く
に

騨
国
（
岐
阜
県
）
高
山
藩
主
金か
な
も
り森

頼と
き
よ
り時
が
、
延え
ん
ぽ
う宝

9
年
（
一
六
八
一
）、
四
代

将
軍
徳と
く
が
わ川
家い
え
つ
な綱
の
死
後
に
奉
納
し
た
石
造
燈

籠
（
③
）
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
以
外
に
も
寛
永
寺
旧
蔵
の
石
造
燈
籠

は
、
本ほ
ん
せ
い
じ

誓
寺
（
清
澄
3
）、
光こ
う
み
ょ
う
じ

明
寺
（
亀
戸

3
）、
羅ら
か
ん
じ
漢
寺
（
大
島
3
）、
持じ
ほ
う
い
ん

宝
院
（
北
砂

4
）
な
ど
の
寺
院
に
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

皆
様
も
寺
や
神
社
を
訪
れ
る
時
に
は
石
造

燈
籠
に
も
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。

（
文
化
財
専
門
員　

功く
ぬ
ぎ刀
俊
宏
）

〈
1
月
初
旬
〜
後
半
〉

寒
い
こ
の
時
期
に
手
放
せ
な
い
の
が
暖
房

器
具
で
す
ね
。
特
に
外
出
す
る
と
き
に
は
、

懐か
い

炉ろ

が
あ
り
が
た
く
感
じ
ま
す
。
最
近
は
使

い
捨
て
の
も
の
も
多
く
使
用
さ
れ
ま
す
が
、

１
月
は
、
そ
ん
な
暖
房
器
具
を
展
示
し
ま

す
。
ひ
と
つ
は
金
属
製
の
懐
炉（
白は
っ
き
ん金

懐
炉
）、

も
う
ひ
と
つ
は
行あ
ん

火か

で

す
。
行
火
は
櫓や
ぐ
ら
ご
た
つ

炬
燵
に

入
れ
た
り
、
布
団
に
入

れ
た
り
し
て
暖
を
と
り

ま
し
た
。

〈
2
月
初
旬
〜
後
半
〉

ご
飯
の
時
間
は
楽
し
い
で
す
ね
。
お
米
を

炊た

く
場
合
、
い
ま
は
炊す
い
は
ん飯

か
ら
保
温
ま
で
で

き
る
一
体
型
が
普
及
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

昔
は
違
い
ま
し
た
。
炊
く
の
は
お
釜
、
保
温

す
る
の
は
お
櫃ひ
つ

で
、
し
ゃ
も
じ
を
使
っ
て
お

櫃
に
移
し
ま
し
た
。
と
て
も
手
間
が
か
か
り

ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
人
々
の
生
活
を
、
長

い
間
支
え
続
け
ま
し
た
。
２
月
は
羽は

釜が
ま
を
展

示
い
た
し
ま
す
が
、
つ
い
半
世
紀
ほ
ど
前
ま

で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。展

示
品
を
よ
く
観
察

し
て
く
だ
さ
い
。
新
し

い
発
見
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

文
化
財
ま
め
知
識
６

江
東
区
内
の
石
造
燈
籠

江
東
区
内
の
石
造
燈
籠

せ
き
せ
き
ぞ
う
ぞ
う
と
う
と
う
ろ
う
ろ
う

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
展
示

石造燈籠の構造図

①石造燈籠　塩原太助奉納
亀戸天神社

行火羽釜（台付）

②石造燈籠　初代中村
歌右衛門奉納　浄心寺

③石造燈籠　金森頼時奉
納寛永寺旧蔵　東覚寺


