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○平成 20 年度特別合同展
　「指定無形文化財＆寄贈資料展」開催

匠の技　石像彫刻　新川昇の世界
　　　　簾づくり　豊田勇の世界
昭和の暮らしと道具

○平成20年度芭蕉記念館企画展
近世の名数俳人

　―三神・五傑・十哲など―
○平成 20 年度中川船番所資料館収蔵資料展
○文化財保護強調月間公開講演録

文書が語る江東区の近代
―地域の資料を後世に伝えるために―

◎江東歴史紀行
松平冠山と亀高村の下屋敷

◆江東今昔（７）
◆新春民俗芸能の集いのお知らせ
◆亀戸の富士塚が危ない！

匠の技
平成20年度特別合同展

「指定無形文化財&寄贈資料展」開催

石像彫刻
簾づくり

新川昇の世界
豊田勇の世界

平成19年度、指定となった石工と簾製作の技術をご紹介します。

ミキサー マッチラベル（昭和22年ごろ） 吸入器

時代を彩った道具とともに
昭和のくらしを思い出してみませんか。

昭和のくらしと道具

入
場
無
料

会
期
　
平
成
21
年
２
月
４
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
〜
２
月
10
日
（
火
）

　
　
　
　
　※

２
月
９
日
（
月
）
は
休
館

時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

会
場
　
江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
　
展
示
室

　
　
　
　
　
東
陽
４
│
11
│
３

問
合
　
江
東
区
教
育
委
員
会
文
化
財
係

　
　
　
０
３
（
３
６
４
７
）
９
８
１
９

マッチラベル（昭和35年ごろ）

ガスアイロン
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左
の
３
枚
の
写
真
は
何
だ
か
お
わ
か
り
で

す
か
。
①
は
「
ガ
ス
か
ま
ど
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
す
。
名
前
の
と
お
り
ご
飯
を
炊
く
た

め
の
も
の
で
す
が
、
電
気
炊
飯
器
が
普
及
す

る
昭
和
30
～
40
年
ご
ろ
ま
で
活
躍
し
て
い
ま

し
た
。
②
は
昭
和
５
年
ご
ろ
の
マ
ッ
チ
ラ
ベ

ル
で
、
ガ
ス
の
あ
る
暮
ら
し
を
宣
伝
す
る
な

か
で
、
こ
の
「
ガ
ス
か
ま
ど
」
を
使
用
し
て

い
ま
す
。
③
は
ガ
ス
か
ま
ど
の
後
を
受
け
て

昭
和
31
年
に
登
場
し
た
東
芝
製
の
電
気
炊
飯

器
で
す
。
ス
イ
ッ
チ
ひ
と
つ
で
ご
飯
が
炊
け

る
よ
う
に
な
り
、
台
所
に
家
電
革
命
を
も
た

ら
し
た
先
駆
け
と
い
え
ま
す
。

　

こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
で
す
が
、
今
回
の
展

示
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
昭
和
の
時
代
に
誕

生
し
た
新
製
品
、
活
躍
し
た
道
具
な
ど
か
ら

当
時
の
暮
ら
し
を
思
い
返
し
て
み
よ
う
と
い

う
も
の
で
す
。

　

②
や
１
面
で
紹
介
し
た
マ
ッ
チ
ラ
ベ
ル

は
、
大
正
15
年
か
ら
昭
和
47
年
ま
で
に
収
集

さ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
、
ア
ル
バ
ム
数
で

50
冊
に
及
び
ま
す
。
す
べ
て
広
告
に
使
用
さ

れ
た
ラ
ベ
ル
で
、
絵
柄
や
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

な
ど
に
時
代
の
風
潮
が
感
じ
ら
れ
、
ま
た
、

中
に
は
値
段
が
示
し
て
あ
る
も
の
も
あ
り
、

今
回
の
展
示
で
は
大
活
躍
し
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
写
真
を
身
近
な
も
の
に
し
た

大
衆
カ
メ
ラ
、
家
電
製
品
、
昭
和
30
～
40
年

代
に
一
世
を
風
靡
し
た
流
行
歌
の
レ
コ
ー
ド

な
ど
昭
和
を
彩
っ
た
も
の
が
並
び
ま
す
。
展

示
資
料
は
、
お
も
に
区
内
で
使
用
さ
れ
て
い

た
も
の
で
、
区
民
の
方
々
か
ら
寄
贈
し
て
い

た
だ
い
た
も
の
で
す
。

　

昭
和
は
64
年
と
い
う
、
長
い
歴
史
を
積
み

重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
太
平
洋
戦

争
や
高
度
経
済
成
長
期
と
い
っ
た
変
革
期
を

迎
え
、
人
々
の
暮
ら
し
が
一
変
し
た
時
代
と

い
え
ま
す
。
新
し
い
道
具
が
次
々
と
生
ま
れ

て
は
消
え
、
か
つ
て
は
身
の
回
り
に
当
然
の

よ
う
に
あ
っ
た
の
に
、
気
が
つ
け
ば
い
つ
の

間
に
か
姿
を
変
え
た
り
、
見
か
け
な
く
な
っ

た
も
の
を
い
く
つ
か
思
い
つ
く
は
ず
で
す
。

　

平
成
21
年
に
は
平
成
生
ま
れ
の
方
が
成
人

を
迎
え
ま
す
。
昭
和
を
知
ら
な
い
方
も
、
昭

和
を
駆
け
抜
け
て
来
た
方
も
、
ど
う
ぞ
お
出

か
け
く
だ
さ
い
。

　

石い
し

工く

は
、
ノ
ミ
な
ど
を
使
用
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
種
類
の
石
に
彫
刻
や
文
字
を
施
す
技
術

で
、
切
り
出
し
、
販
売
な
ど
を
含
め
て
、
石

屋
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
石
に
は
、
硬
軟
が
あ

り
、
石
質
も
異
な
る
た
め
、
作
品
に
応
じ
た

石
を
選
ぶ
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

作
品
は
、
丸
彫
り
・
浮
き
彫
り
・
字
彫
り

な
ど
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
石
仏

を
浮
き
彫
り
製
作
す
る
場
合
、
石
の
輪
郭
が

欠
け
な
い
よ
う
に
成
型
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
ま
た
、
少
し
の
刻
み
で
大
き
く
変
わ
る

表
情
な
ど
に
は
、
細
か
い
技
術
が
要
求
さ
れ

ま
す
。

　

石
の
性
質
を
知
り
尽
く
し
た
新
川
さ
ん
。

長
年
の
経
験
と
勘
に
裏
付
け
ら
れ
た
、
確
か

な
技
術
で
石
を
刻
み
ま
す
。

　

簾す
だ
れ

は
、
お
も
に
夏
に
窓
や
戸
口
に
掛
け
た

ら
し
て
、
日
除よ

け
や
通
風
、
室
内
外
を
仕
切

る
た
め
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
古
代
よ
り
高
温

多
湿
と
い
う
日
本
の
気
候
風
土
に
合
わ
せ

て
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
様
々
な
形
で
使
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
住
ま
い
の
変

化
に
と
も
な
い
、
窓
の
内
側
に
カ
ー
テ
ン

の
よ
う
に
用
い
る
簾
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
海の

り苔
巻
き
や
よ
う
か
ん
・
か
ま
ぼ
こ
な

ど
の
包
装
と
い
っ
た
食
品
関
係
に
使
わ
れ
る

小
物
簾
も
簾
の
一
つ
で
す
。
さ
ら
に
、
簾
を

建
具
の
中
に
使
う
簾す

ど戸
（
夏
障
子
）、
衝つ
い
た
て立
、

屏び
ょ
う
ぶ風

な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

簾
の
作
り
方
は
、細
く
割
っ
た
真
竹
、ヨ
シ
、

萩
、
蒲が

ま

の
芯
、
ゴ
ギ
ョ
ウ
な
ど
を
用
い
、
一

定
の
間
隔
を
お
い
て
木
綿
糸
な
ど
で
編
み
連

ね
ま
す
。
芝
居
用

簾
な
ど
に
は
縁
や

房
を
付
け
ま
す
。

　

豊
田
勇
さ
ん
は
、

新
大
橋
に
１
０
０

年
続
く
簾
屋
の
３

代
目
と
し
て
、
伝

統
的
な
江
戸
簾
を

作
り
続
け
て
い
ま

す
。

昭
和
の
く
ら
し
と
道
具

匠の技
石
像
彫
刻 

新
川
昇
の
世
界

簾
づ
く
り 

豊
田
勇
の
世
界
実
演
あ
り

①②

③
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当
館
で
は
、
現
在
「
近
世
の
名め
い
す
う数
俳
人
」

を
テ
ー
マ
に
、
室
町
～
江
戸
時
代
に
活
躍
し

た
俳
人
の
遺
墨
55
点
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　
「
名
数
」
と
は
、「
あ
る
数
字
を
冠
し
て
、

同
類
の
事
物
を
そ
の
数
だ
け
集
め
て
い
う

語
」
を
い
い
ま
す
（『
広
辞
苑
』）。
例
え
ば

「
日
本
三
景
」（
松
島
・
天
橋
立
・
厳
島
）
や

「
五
街
道
」（
東
海
道
・
中
山
道
・
日
光
街
道
・

甲
州
街
道
・
奥
州
街
道
）、「
幕
末
の
三
舟
」（
勝

海
舟
・
高
橋
泥で
い

舟し
ゅ
う・
山
岡
鉄て
っ

舟し
ゅ
う）
な
ど
、
古

く
か
ら
様
々
な
言
い
習
わ
し
が
あ
り
ま
す
。

　

展
示
で
は
こ
の
「
名
数
」
に
よ
っ
て
呼
ば

れ
た
近
世
の
俳
人
を
取
り
上
げ
ま
す
。
宗そ
う
か
ん鑑

や
荒
木
田
守も
り
た
け武

は
俳
諧
の
始
祖
と
呼
ば
れ
、

貞
門
俳
諧
の
祖
松
永
貞て
い
と
く徳

を
加
え
て
「
俳
諧

の
三さ
ん
し
ん神
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
貞
門
派

の
中
に
は
「
貞
門
の
七し
ち
は
い
せ
ん

俳
仙
」
や
「
江
戸
五ご

俳は
い
て
つ哲

」
な
ど
と
称
さ
れ
た
俳
人
が
い
ま
す
。

　

ま
た
、芭
蕉
の
代
表
的
な
門
人
10
人
を
「
蕉

門
十
哲
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
孔
子
の
10

人
の
代
表
的
な
弟
子
「
孔こ
う
も
ん門

十
哲
」
に
見
立

て
た
も
の
で
、
一
般
的
な
「
蕉
門
十
哲
」
は
蕪

村
が
選
ん
だ
宝
井
其き

角か
く

・
服
部
嵐ら
ん
せ
つ雪

・
向
井

去き
ょ
ら
い来・
内
藤
丈じ
ょ
う

草そ
う
・
各
務
支し

考こ
う
・
森
川
許き
ょ
ろ
く六・

杉
山
杉さ
ん
ぷ
う風
・
志
田
野や

ば坡
・
越
智
越え
つ
じ
ん人
・
立
花

北ほ
く

枝し

を
指
し
ま
す
が
、
数
名
を
入
れ
替
え
て

呼
ぶ
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
例
え

ば
室
井
南な

ん
ぽ
う峯
筆

「
芭
蕉
と
蕉
門

十
哲
図
」（
写

真
）
で
は
野
坡
を
除
き
、
河
合
曽そ

ら良
を
加
え
て

い
ま
す
。

　
「
寛
政
三
大
家
」
の
鈴
木
道
彦
・
井
上
士

朗
・
江
森
月げ
っ
き
ょ居
の
場
合
に
は
、
月
居
を
外
し

て
岩
間
乙お
つ

二じ

や
夏
目
成せ
い

美び

を
加
え
た
り
、
士

朗
を
成
美
に
替
え
る
な
ど
、
か
な
り
流
動
的

で
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
田
川
鳳ほ
う
ろ
う朗
・
桜
井
梅ば
い
し
つ室
・
成
田
蒼そ
う

虬き
ゅ
うを

「
天
保
三
大
家
」
と
言
い
ま
す
が
、
鶴

田
卓た
く

池ち

を
加
え
て
「
天
保
の
四
老
人
」
と
も

呼
ぶ
よ
う
に
名
数
で
示
す
評
価
と
し
て
３
の

ほ
か
に
４
（
例
え
ば
四
天
王
な
ど
）
と
し
て

名
数
化
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
名
数
」
は
、
数
字
に
引
っ

掛
け
て
時
代
や
人
物
、
事
象
な
ど
を
表
現
す

る
方
法
と
し
て
、
庶
民
に
イ
メ
ー
ジ
し
や
す

い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
機
会
に
、「
名
数
」
か
ら
見
た
俳
人

を
是
非
ご
覧
い
た
だ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
名

数
」
を
調
べ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
江
東
区
芭
蕉
記
念
館　

横
浜
文
孝
）

　

当
館
で
は
区
の
歴
史
や
水
運
、
釣
り
な
ど

に
関
す
る
貴
重
な
資
料
を
多
く
収
蔵
し
て
い

ま
す
。
今
回
は
こ
れ
ま
で
に
収
集
し
た
資
料

を
中
心
に
「
収
蔵
資
料
展
」
を
開
催
し
ま
す
。

こ
こ
で
は
展
示
予
定
の
資
料
の
中
か
ら
、
い

く
つ
か
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

写
真
１
の
蒸
気
船
の
模
型
は
、
江
戸
時
代

の
廻
船
問
屋
で
、
内
国
通
運
株
式
会
社
の
支

店
で
も
あ
っ
た
銚
子
の
宮
城
家
に
伝
わ
っ
た

も
の
で
す
。
平
成
19
年
度
に
物
流
博
物
館
・

吉
岡
ま
ち
か
ど
博
物
館
と
の
三
館
合
同
企
画

展
「
川
の
上
の
近
代
～
川
蒸
気
船
と
そ
の
時

代
～
」
を

開
催
し
た

際
に
寄
贈

さ
れ
ま
し

た
。

　

写
真
２

は
日
本
魚

拓
会
の
創

始
者
で
カ

ラ
ー
魚
拓

を
考
案
し

た
稲
田
黄

洋
が
、
掛
軸
に
描
い
た
鯰
な
ま
ずの
絵
で
す
。「
睡

蓮
を
お
と
づ
る
ゝ
風
す
で
に
夏
」
と
い
う
黄

洋
の
句
が

添
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

鯰
は
５
～

６
月
に
繁

殖
期
を
迎

え
る
魚
で
、

夏
に
涼
し

さ
を
感
じ

さ
せ
る
構

図
に
な
って

い
ま
す
。

　

写
真
３

は
ド
ブ
釣

り
用
の
鮎

竿
、
奥
は
釣
っ
た
鮎
を
入
れ
て
お
く
銅
製
の

オ
ト
リ
缶
で
す
。
鮎
は
毎
年
６
～
８
月
が
釣

り
の
最
盛
期
で
、
夏
の
風
物
詩
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。

　

普
段
は
収
蔵
庫
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
な

か
な
か
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
資
料
で
す

の
で
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
当
館
で
は
随
時
展
示
に
関
連
す
る
資

料
を
収
集
し
て
お
り
ま
す
。
情
報
を
お
持
ち

の
方
は
当
館
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
中
川
船
番
所
資
料
館　

鈴
木
将
典
）

近
世
の
名
数
俳
人

平
成
20
年
度
芭
蕉
記
念
館
企
画
展

―
三
神
・
五
傑
・
十
哲
な
ど
―

平
成
21
年
5
月
10
日（
日
）ま
で

近
世
の
名
数
俳
人

平
成
20
年
度 

中
川
船
番
所
資
料
館
収
蔵
資
料
展

平
成
20
年
度 

中
川
船
番
所
資
料
館
収
蔵
資
料
展
１／24（土）～
２／15（日）迄

写真１

写真２写真３
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書
は
、
ま
ず
江
東
区
に
残
り
ま
す
が
、
場
合

に
よ
っ
て
は
都
や
国
、
つ
ま
り
東
京
都
公
文

書
館
や
国
立
公
文
書
館
に
も
保
存
さ
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
よ

り
地
域
に
近
い
公
文
書
館
の
方
が
、
そ
の
地

域
に
関
す
る
多
く
の
資
料
を
残
し
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。（
水
野
）

Ⅲ　

資
料
に
み
る
江
東
区
の
近
代

１
． 

通
運
会
社
の
蒸
気
船
（
通
運
丸
）

　

公
文
書
館
に
残
る
資
料
か
ら
江
東
区
の
近

代
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

図
１
は
明
治
20
年
代
に
描
か
れ
た
錦
絵
で

す
が
、
当
時
の
蒸
気
船
の
船
乗
り
場
の
賑
わ

い
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
小
名
木
川
を
抜
け
、

江
戸
川
を
遡
っ
て
関
宿

や
銚
子
ま
で
通
っ
た
通

運
丸
で
す
。
外
輪
を
も

つ
蒸
気
船
で
し
た
。
左

手
に
は
木
橋
で
あ
っ
た

両
国
橋
が
見
え
、
右
手

の
船
乗
場
に
は
船
の
行

き
先
が
記
さ
れ
た
木
札

が
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
ま

す
。

　

一
方
、
現
存
す
る
公

文
書
を
「
通
運
会
社
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で

検
索
す
る
と
「
深
川
小

名
木
川
通
船
へ
繋
船
場

取
設
の
義
内
国
通
運
会

Ⅰ　

は
じ
め
に

　

江
東
区
は
江
戸
時
代
か
ら
大
き
く
ひ
ら
け

た
地
域
で
す
が
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
文
書
は

ど
の
よ
う
な
形
で
現
在
に
残
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
現
在
作
成
さ
れ
て
い

る
文
書
は
ど
の
よ
う
な
形
で
未
来
に
伝
え
ら

れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
文
書
の
保
存
に

つ
い
て
触
れ
な
が
ら
、
残
さ
れ
た
文
書
資
料

を
通
し
て
江
東
区
の
近
代
を
考
え
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

Ⅱ　

公
文
書
館
と
呼
ば
れ
る

　
　
　
　

資
料
保
存
・
利
用
機
関
に
つ
い
て

　

我
が
国
に
は
、
国
立
公
文
書
館
を
は
じ
め

と
し
て
60
館
ほ
ど
の
公
文
書
館
が
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
勤
務
し
て
い
た
東
京

都
公
文
書
館
（
港
区
海
岸
１
─
13
─
17
）
に

は
、
明
治
か
ら
現
在
ま
で
の
東
京
府
・
東
京

市
・
東
京
都
の
公
文
書
の
ほ
か
に
、
町
奉
行

所
の
記
録
な
ど
江
戸
時
代
の
資
料
類
が
所
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
。
公
文
書
館
と
い
う
名
の
通

り
、
公
文
書
が
所
蔵
の
中
心
で
す
が
、
地
域

に
関
す
る
資
料
、
も
ち
ろ
ん
江
東
区
に
関
す

る
資
料
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
個
人
や
会
社
が
江
東
区
に
何
ら

か
の
申
請
を
行
っ
た
と
し
ま
す
。
受
理
し
た

江
東
区
で
は
、
公
文
書
が
作
成
さ
れ
ま
す
。

江
東
区
長
の
権
限
で
処
理
で
き
る
も
の
な
ら

ば
、
そ
の
文
書
は
江
東
区
で
保
存
さ
れ
ま
す

が
、
都
知
事
権
限
の
申
請
内
容
な
ら
ば
、
江

東
区
か
ら
東
京
都
へ
上
申
さ
れ
ま
す
。
さ
ら

に
、
国
の
省
庁
の
大
臣
権
限
の
申
請
内
容
な

ら
ば
、
都
か
ら
国
の
省
庁
へ
上
申
さ
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
、
江
東
区
に
関
連
し
た
内
容
の
文

社
よ
り
出
願
の
件
」
や
「
川
汽
船
運
賃
増
額

届 

内
国
通
運
会
社
」
の
よ
う
に
個
別
具
体
的

な
項
目
を
い
く
つ
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
公
文
書
は
錦
絵
の
よ
う
に
全
体
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
に
は
不
向
き
で
す
が
、
個
々
の

詳
細
な
事
柄
を
理
解
す
る
上
で
、
大
変
に
有

用
な
資
料
と
な
り
ま
す
。（
水
野
）

２
． 

新
発
明
品
の
発
売
願
と
商
標

　

文
明
開
化
期
と
い
う
と
、
蒸
気
船
の
ほ
か
、

蒸
気
機
関
車
、銀
座
煉
瓦
街
、ガ
ス
灯
と
い
っ

た
も
の
を
連
想
し
ま
す
が
、
庶
民
も
自
由
な

発
想
を
し
、
新
商
品
の
発
明
や
発
売
に
つ
と

め
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ガ
ス
灯
に
使
用
す

る
芯
は
当
初
、
輸
入
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

国
内
で
そ
の
改
良
品
を
作
り
、

安
い
値
段
で
売
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
ん
な
資
料
が

公
文
書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

最
近
、
特
許
の
専
売
期
間

の
切
れ
た
医
薬
品
で
あ
る
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
薬
品
が
話
題
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
現
在
の
特
許

法
に
至
る
流
れ
の
上
で
、
当
時

の
制
度
を
見
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
専
売
制
度
と
は
、
発

明
者
に
対
し
て一
定
期
間
の
専

売
権
を
与
え
る
も
の
で
す
が
、

明
治
４
年
（
１
８
７
１
）『
専

売
略
規
則
』
に
よ
り
、
発
明

文
書
が
語
る
江
東
区
の
近
代

文
書
が
語
る
江
東
区
の
近
代

文
化
財
保
護
強
調
月
間
公
開
講
演

│
地
域
の
資
料
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
│

江
東
区
公
文
書
等
専
門
員（
元
東
京
都
公
文
書
館
職
員
）
　

         

　
　

                

水
野 

保
・
水
口
政
次

水野　保 氏

図 1　東京両国通運会社川蒸気往復盛栄真景之図　野澤定吉画
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者
に
は
７
・
10
・
15
年
間
の
専
売
が
許
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
制
度
は
そ
の
後
紆
余
曲
折
が
あ
り

ま
し
た
が
、明
治
17
年
の『
商
標
条
例
』に
よ
り
、

商
標
登
録
の
制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す
。そ
し
て
、

翌
18
年
『
専
売
特
許
条
例
』、
21
年
『
特
許

条
例
』
へつ
な
が
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

こ
こ
で
、
明
治
11
年
の
公
文
書
『
明
治

十
一
年 

回
議
録 

発
売
』
に
載
る
米
搗
き
器

（
図
２
）
を
紹
介
し
ま
す
。
深
川
区
西
森
下

町
に
住
む
玉
井
俊
一
氏
が
米
搗つ

き
器
を
改
良

し
、
販
売
願
を
提
出
し
ま
し
た
。
図
に
は
米

を
搗
く
た
め
の
臼
が
８
つ
並
び
、
そ
の
奥
に

は
杵
を
上
下
さ
せ
る
た
め
に
、
鉄
輪
を
回
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
２
人
の
人
間
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
８
臼
建
て
の
米
搗

き
器
は
12
時
間
稼
働
さ
せ
る
と
３
石
２
斗

の
米
を
搗
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
代
価
は

１
７
５
円
で
あ
る
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
最
大
で
12
臼
建
ま
で
増
設
可
能
と
さ

れ
て
い
ま
す
。（
水
野
）

３
． 

路
面
電
車
（
城
東
電
気
軌
道
）

　

つ
づ
い
て
、
大
正
か
ら
昭
和
戦
前
に
か
け

て
路
面
電
車
（
城
東
電
車
）
を
運
転
営
業
し

て
い
た
城
東
電
気
軌
道
と
い
う
会
社
に
つ
い

て
そ
の
関
連
文
書
を
見
て
い
き
ま
す
。
そ
し

て
特
に
同
社
路
線
の
「
水
神
森
か
ら
洲
崎
ま

で
」（
現 

江
東
区
亀
戸
～
東
陽
）
の
路
線
に

つ
い
て
焦
点
を
当
て
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ

の
路
線
は
公
文
書
で
は
「
砂
町
支
線
」
あ
る

い
は
「
洲
崎
延
長
線
」
と
い
う
名
称
で
登
場

し
ま
す
（
以
下
「
砂
町
線
」
と
呼
称
）。

　

城
東
電
気
軌
道
株
式
会
社(

本
社　

本
所

区
錦
糸
町)

は
、
大
正
２
年
（
１
９
１
３
）

10
月
20
日
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
よ

り
前
、
明
治
43
年
（
１
９
１
０
）
５
月
、
こ

の
会
社
の
発
起
人
か
ら
「
電
気
軌
道
敷
設
特

許
願
」
に
よ
り
、
本
所
区
柳
原
を
基
点
と
し

て
亀
戸
町
・
小
松
川
村
・
松
江
村
を
経
由
し

て
瑞
穂
村
今
井
に
至
る
路
線
を
敷
く
特
許
を

願
い
出
て
い
ま
す
。
こ
の
願
い
は
翌
年
３
月

に
許
可
さ
れ
、
の
ち
大
正
６
年
12
月
30
日
に

錦
糸
堀
～
小
松
川
間
を
開
業
し
、
こ
れ
が
城

東
地
域
に
お
け
る
最
初
の
路
面
電
車
と
な
り

ま
し
た
。

　

砂
町
線
は
、
そ
の
翌
年
、
大
正
７
年
６
月

に
水
神
森
～
砂
村
間
敷
設
の
特
許
を
得
、
大

正
10
年
１
月
１
日
、
水
神
森
～
大
島
間
を
開

通
さ
せ
ま
し
た
。
つ
づ
い
て
、
同
年
２
月
、

砂
村
～
深
川
区
西
平
井
町
間
の
特
許
を
願
い

出
て
（「
洲
崎
延
長
線
電
気
軌
道
敷
設
特
許

並
運
輸
営
業
許
可
願
」）、
同
年
12
月
に
特
許

を
得
ま
す
。
大
正
13
年
７
月
11
日
に
大
島
～

砂
町
（
稲
荷
前
［
疝
気
稲
荷
］）
間
が
開
通

し
ま
す
（「
電
気
軌
道
運
輸
開
始
届
」）。
砂

町
（
稲
荷
前
）
～
洲
崎
間
が
開
通
し
て
、
昭

和
４
年
５
月
７
日
に
全
長
約
４
km
に
わ
た
る

水
神
森
～
洲
崎
間
が
結
ば
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
会
社
自
体
は
、
東
京
乗
合
自
動

車
、
東
京
地
下
鉄
道
を
経
て
、
昭
和
17
年
２

月
に
東
京
市
電
気
局
（
東
京
都
交
通
局
の
前

身
）に
吸
収
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、「
市
電
」

と
な
り
、
昭
和
18
年
７
月
都
制
施
行
後
、「
都

電
」
に
な
り
、
昭
和
47
年
11
月
（
１
９
７
２
）

廃
線
と
な
る
ま
で
、
城
東
地
区
の
南
北
を
貫

く
路
線
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
砂
町
線
の
跡
地
（
専
用
軌
道
部
分
）

は
、
亀
戸
緑
道
公
園
、
大
島
緑
道
公
園
、
南

砂
緑
道
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
区
民
の
憩

い
の
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
水
口
）

４
． 

外
国
に
残
る
江
東
区
関
連
資
料

　

近
代
の
日
本
は
現
在
の
日
本
と
は
異
な
り
、

台
湾
、韓
国（
朝
鮮
）、満
州（
中
国
東
北
地
方
）、

樺
太
、
南
洋
諸
島
等
が
海
外
統
治
領
と
し
て

そ
の
範
囲
に
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
外
国

に
も
近
代
日
本
の
公
文
書
が
残
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
台
湾
の
国
史
館
台
湾
文
献
館
に

は
、
日
本
統
治
時
代
の
公
文
書
が
約
２
万
８
千

冊
残
って
い
ま
す
。
江
東
区
に
縁
の
深
い
浅
野

セ
メ
ン
ト
の
創
立
者
浅
野
総
一
郎
氏
は
、
台

湾
で
も
活
躍
を
し
て
お
り
、
大
正
期
に
台
湾

の
高
雄
に
セ
メ
ン
ト
工
場
を
建
設
し
ま
し
た

が
、
彼
が
台
湾
総
督
府
に
申
請
し
た
「
石
油

鉱
採
掘
願
」
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
水
野
）

Ⅳ
．
お
わ
り
に

　

現
在
、
江
東
区
公
文
書
等
専
門
員
と
し
て

文
書
資
料
の
保
存
に
つ
い
て
検
討
を
続
け
て

お
り
ま
す
が
、
江
東
区
に
残
る
過
去
の
文
書

資
料
、
そ
し
て
現
在
作
成
さ
れ
て
い
る
文
書

資
料
を
活
用
す
べ
く
、
未
来
へ
つ
な
ぐ
よ
う

尽
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

※ 

こ
の
記
録
は
、
昨
年
10
月
１
日
（
水
）
に

行
わ
れ
た
講
演
会
の
要
旨
で
す
。

図 2　明治 11 年 回議録 発売／玉井俊一 米搗き器販売願

水口　政次 氏
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冠か
ん
ざ
ん山
・
池
田
定さ
だ
つ
ね常

　

北
砂
５
丁
目
の
亀
高
保
育
園
の
前
に
「
松

平
冠
山
屋
敷
跡
」
と
い
う
文
化
財
説
明
板
が

建
っ
て
い
ま
す
（
写
真
①
）。
江
戸
時
代
中

期
以
降
、因
幡
国（
鳥
取
県
）若わ
か

桜さ

藩
松
平（
池

田
）
家
の
下
屋
敷
が
置
か
れ
、
５
代
藩
主
松

平
冠
山
が
晩
年
を
こ
こ
で
過
ご
し
ま
し
た
。

　

冠
山
は
明
和
４
年
（
１
７
６
７
）
に
江
戸

で
生
ま
れ
、
安
永
２
年
（
１
７
７
３
）
７

歳
で
鳥
取
藩
西
舘
池
田
家
へ
養
子
に
入
り

ま
し
た
。
本
名
は
池
田
定
常
、
文
化
10
年

（
１
８
１
３
）
病
に
か
か
り
、
快
復
し
た
後
に

剃
髪
し
冠
山
と
号
し
、天
保
４
年（
１
８
３
３
）

に
67
歳
で
没
し
ま
し
た
。
学
者
と
し
て
も
著

名
で
、
当
時
の
大
名
の
う
ち
、
毛
利
高た
か
す
え標

（
佐さ

伯い
き
は
ん藩
）、
市
橋
長
昭
（
仁に

正
し
ょ
う

寺じ

藩は
ん
）
と
と

も
に
文
学
三
侯
と
称
さ
れ
ま
し
た
。

　

寛
政
５
年
（
１
７
９
３
）
の
「
分
間
江
戸
大

絵
図
」（
写
真
②
）
で
は
、
小
名
木
川
南
岸
に

武
家
屋
敷
が
連
な
っ
て
い
る
よ
う
す
が
見
ら

れ
ま
す
が
、
亀

高
村
の
な
か
に

「
松
平
ヌ
イ
」
と

あ
る
の
が
、
若

桜
藩
下
屋
敷
で

す
。
こ
の
下
屋

敷
は
享
保
16
年
（
１
７
３
１
）
相
対
替
え
に
よっ

て
入
手
し
た
も
の
で
す
。

「
亀
高
な
る
別べ

っ
し
ょ埜
に
遊
ぶ
」

　

冠
山
の
随
筆
「
思
ひ
出
草
」（『
随
筆
百
花

苑　

７
巻
』）
に
は
、
こ
の
下
屋
敷
は
「
亀

高
の
別
埜
」「
小
名
木
川
の
別
荘
」「
小
名
木

川
の
別
業
」
と
記
さ
れ
、
関
連
す
る
記
述
が

い
く
つ
か
み
ら
れ
ま
す
。「
別
埜
」「
別べ
つ

業ぎ
ょ
う」

と
は
別
荘
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
鉄
砲

洲
（
中
央
区
）
の
上
屋
敷
か
ら
も
近
く
、
冠

山
は
船
を
利
用
し
て
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
後
に
、
こ
う
し
た
行
動
は
あ
ま
り
に

軽
々
し
い
も
の
だ
と
回
想
し
て
い
ま
す
。

　

12
・
13
歳
の
こ
ろ
の
思
い
出
と
し
て
、「
亀

高
な
る
別
埜
に
遊
ば
ん
と
」
下
屋
敷
へ
行
こ

う
と
し
た
と
こ
ろ
、
朝
か
ら
雨
が
降
っ
て
い

た
た
め
家
臣
ら
に
止
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し

一
人
の
家
臣
が
「
思
ひ
立
給
ふ
事
な
れ
ば
出

さ
せ
給
へ
」
と
進
言
し
、
も
と
よ
り
外
出
を

止
め
が
た
く
思
っ
て
い
た
冠
山
は
「
よ
き
事

を
言
ひ
た
り
」
と
ば
か
り
出
か
け
ま
す
が
、

「
ひ
ね
も
す
雨
し
き
り
に
て
、
園
生
を
見
め

ぐ
ら
ん
事
も
叶
わ
で
、
六
畳
敷
の
小
亭
に
ふ

り
こ
め
ら
れ
、
を
も
し
ろ
か
ら
で
帰
り
し
」

と
、
結
局
、
雨
の
た
め
庭
を
散
策
す
る
こ
と

も
叶
わ
ず
、
六
畳
の
小
亭
に
降
り
こ
め
ら
れ

て
面
白
く
な
い
思
い
で
帰
邸
し
た
と
綴
っ
て

い
ま
す
。
家
督
を
相
続
す
る
こ
と
が
決
ま
っ

て
か
ら
は
軽
々
し
く
出
か
け
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
り
ま
す
が
、
下
屋
敷
へ
行
っ
た
折
に

は
、
五
百
羅
漢
や
亀
戸
天
神
な
ど
へ
寄
り
、

そ
の
創
立
な
ど
を
尋
ね
書
き
記
し
た
と
も
あ

り
ま
す
。
冠
山
に
と
っ
て
下
屋
敷
に
行
く
の

は
楽
し
み
で
あ
り
、
さ
ら
に
屋
敷
の
庭
を
散

策
す
る
こ
と
や
周
辺
の
名
所
を
尋
ね
る
こ
と

を
好
ん
で
い
た
様
子
が
伝
わ
り
ま
す
。

　

こ
の
下
屋
敷
に
住
む
よ
う
に
な
る
の
は
、

文
政
12
年
（
１
８
２
９
）
冠
山
63
歳
の
時
で

し
た
。

大
火
の
後
、
亀
高
へ
移
る

　

文
政
12
年
３
月
21
日
、
巳
の
刻
（
午
前
10

時
ご
ろ
）
過
ぎ
、
神
田
佐
久
間
町
二
丁
目
河

岸
の
材
木
小
屋
か
ら
出
火
し
ま
し
た
。
西
北

の
風
が
強
く
、
火
は
神
田
一
円
、
日
本
橋
、

京
橋
、
芝
一
帯
を
焼
き
、
翌
22
日
朝
に
至
り

よ
う
や
く
鎮
火
し
ま
し
た
。
被
害
に
あ
っ
た

武
家
屋
敷
・
町
家
と
も
に
37
万
軒
と
も
い
い
、

後
に
己き

丑
ち
ゅ
う

火
事
と
呼
ば
れ
る
火
災
で
す
。

　

こ
の
火
災
に
よ
り
冠
山
が
そ
れ
ま
で
住
ん

で
い
た
、
鉄
砲
洲
の
上
屋
敷
は
焼
失
し
ま
し

た
。
冠
山
は
五
百
羅
漢
寺
に
参
詣
の
た
め
屋

敷
を
留
守
に
し
て
い
て
火
災
か
ら
免
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
が
、
長
年
に
わ
た
り
書
き

た
め
た
著
書
や
蔵
書
の
大
半
を
失
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
し
て
下
屋
敷
に
転
居
し
、
こ

こ
で
暮
ら
し
ま
し
た
。

　

亀
高
村
に
移
っ
た
こ
ろ
の
邸
内
の
様
子
を

「
思
ひ
出
草
」
で
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま

す
。廃

園
に
お
な
じ
く
蘆
か
や
生
ひ
茂
り
、
足

ぶ
み
す
べ
き
や
う
も
な
か
り
し
を
、
犂
鋤

し
て
径
を
ひ
ら
き
、
一
す
ぢ
の
溝
あ
り
て

余
り
に
深
け
れ
ば
、
し
た
が
ひ
来
る
者
の

こ
せ
が
れ
な
ど
の
過
て
溺
れ
ん
事
を
お
そ

れ
、
土
芥
を
運
ば
せ
掲
す
る
ば
か
り
に
は

浅
く
し
ぬ
。

若
い
こ
ろ
か
ら
何
度
か
下
屋
敷
を
訪
れ
て
い

る
こ
と
は
前
述
し
ま
し
た
が
、
移
り
住
む
こ

ろ
に
は
、
小
名
木
川
畔
の
邸
内
の
庭
は
蘆
や

松
平
冠
山
と
亀
高
村
の
下
屋
敷

松
平
冠
山
と
亀
高
村
の
下
屋
敷

江
東
歴
史
紀
行

写真①説明板

写真② ｢分間江戸大絵図｣
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茅
が
足
の
踏
み
場
も
な
い
ほ
ど
生
い
茂
る
廃

園
同
然
の
有
様
で
、
そ
れ
を
切
り
開
い
た
と

あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
敷
地
内
に
あ
っ
た
堀

は
か
な
り
深
か
っ
た
の
で
、
幼
い
子
供
が

誤
っ
て
落
ち
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
土
や
ゴ

ミ
で
埋
め
て
浅
く
す
る
と
い
っ
た
心
遣
い
を

見
せ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
冠
山
は
池
の
ほ
と
り
や
畑
の
周
囲

に
梅
や
桜
を
植
え
よ
う
と
思
い
立
ち
ま
す

が
、
苗
を
購
入
す
る
に
は
費
用
が
か
か
る
の

で
、
成
長
の
早
い
桃
の
種
を
蒔
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
低
湿
地
で
あ
っ
た
た
め
、
一
万
も

の
種
を
蒔
い
た
も
の
の
芽
が
出
た
の
は
わ
ず

か
千
ほ
ど
、
樹
で
植
え
た
も
の
の
10
本
の
う

ち
７
・
８
本
は
枯
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
冠
山
の
墓
碑
銘
に
は
、
亀
高
村
で

の
暮
ら
し
を
「
娯
シ
ミ
ヲ
園
池
樹
芸
ニ
寄
セ
」

と
あ
り
、
若
い
こ
ろ
か
ら
下
屋
敷
の
庭
を
散

策
す
る
こ
と
を
楽
し
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
い

ま
し
た
が
、
罹
災
後
の
暮
ら
し
の
な
か
で
も
、

自
分
の
好
み
に
あ
っ
た
庭
園
を
築
く
こ
と
に

楽
し
み
を
見
出
し
、
慰
み
と
し
て
い
た
様
子

が
窺
え
ま
す
。

　

冠
山
は
下
屋
敷
で
は
質
素
な
暮
ら
し
を
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
屋
敷
の
よ
う
す

に
つ
い
て
は
、
伊
勢
神
宮
の
祠
官
で
あ
る
足あ

代じ
ろ

弘ひ
ろ
の
り訓

が
江
戸
滞
在
中
の
見
聞
を
記
し
た「
伊

勢
の
家い
え
つ
と苞

」（『
日
本
芸
林
叢
書　

第
５
巻
』）

で
次
の
よ
う
に
詳
し
く
伝
え
て
い
ま
す
。

深
川
う
な
ぎ
沢
の
御
隠
居
、
誠
に
田
舎
め

き
て
、
御
質
朴
な
る
御
す
ま
ひ
な
り
、
柱

な
ど
も
節
多
き
麁
木
を
用
い
た
ま
ひ
、
御

長
屋
仕
立
に
て
、
玄
関
な
ど
も
、
式
台
の

か
た
斗
り
な
り
、
御
居
間
の
畳
は
、
琉
球

に
て
縁
な
し
な
り
、
御
火
燵
な
し
、
囲
炉

裏
な
り
、（
中
略
）
大
木
の
き
り
株
の
あ

た
ま
あ
り
し
か
ば
、
予
此
樹
木
は
、
御
風

か
こ
ひ
に
も
よ
ろ
し
か
る
べ
き
に
、
何
故

に
御
き
り
被
遊
候
ひ
し
に
や
と
、
と
ひ
奉

り
し
に
、
田
畠
の
害
に
な
り
候
と
、
近
辺

の
百
姓
な
げ
き
候
故
、
不
残
伐
取
せ
候
と

御
答
な
り

家
屋
に
つ
い
て
は
、
た
た
ず
ま
い
自
体
が
質

素
で
、
柱
に
は
節
の
多
い
粗
末
な
木
を
用
い
、

玄
関
の
式
台
は
形
ば
か
り
、
居
間
の
畳
は
縁

の
な
い
琉
球
畳
、
さ
ら
に
火こ

燵た
つ
で
は
な
く
囲い

炉ろ

裏り

が
切
っ
て
あ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

大
木
の
切
り
株
が
あ
っ
た
の
で
、
な
ぜ
伐
っ

て
し
ま
っ
た
の
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
周
辺
の

農
民
が
田
畑
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
を
訴
え
た

た
め
に
残
ら
ず
伐
っ
た
と
答
え
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

庭
園
に
関
し
て
は
、
前
に
紹
介
し
た
よ
う

に
、
桃
を
咲
か
せ
よ
う
と
試
み
た
り
し
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
樹
木
は
、
あ
っ
さ
り

と
伐
採
し
た
よ
う
で
す
。

別
埜
を
訪
れ
た
人
々

　

亀
高
村
に
移
居
し
た
の
ち
の
冠
山
は
、
数
人

の
友
人
と
親
交
を
重
ね
る
の
み
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
、
儒
学
者
の
佐
藤
一い
っ
さ
い斎

・
林
述じ
ゅ
う

斎さ
い

親
子

ら
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
友
人
た
ち
は
、
屋
敷

の
園
池
を
巡
り
風
景
を
愛
で
て
漢
詩
を
詠
む
と

い
っ
た
楽
し
み
を
と
も
に
持
ち
ま
し
た
。
こ
う

し
た
漢
詩
を
友
人
た
ち
は
「
鄙
詩
」
と
表
し
、

そ
の
な
か
で
、
屋
敷
ま
で
の
道
は
「
草
径
」、

建
物
は
「
蓽
門
」、「
茅
楼
」
な
ど
と
表
現
し
て

い
ま
す
。
客
を
も
て
な
す
食
事
に
も
質
素
好

み
は
あ
ら
わ
れ
、
一
斎
の
詩
に
は
、
家
で
醸

造
し
た
酒
と
邸
内
の
畑
で
栽
培
し
た
蔬
菜
で

も
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

晩
年
の
冠
山
は
下
屋
敷
に
お
い
て
も
執

筆
を
続
け
、
天
保
３
年
（
１
８
３
２
）「
思

ひ
出
草
」
を
著
わ
し
ま
す
。
ま
た
同
じ
年

に
『
江
戸
名
所
図
会
』（
天
保
５・７
年
︱

１
８
３
４・３
６
刊
、
写
真
③
）、『
東
都
歳
事

記
』（
天
保
９
年
│
１
８
３
８
刊
）
の
序
文
も

し
た
た
め
ま
し
た
。
若
い
こ
ろ
よ
り
学
問
に

親
し
み
、
14
歳
の
時
に
は
自
ら
江
戸
の
地
名

を
い
ろ
は
寄
せ
に
し
て
一
冊
子
を
作
る
ほ
ど
地

理
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
、『
江
戸
名
所

図
会
』
の

完
成
を
喜

び
、
斎
藤

幸ゆ
き
た
け雄
・
幸

孝
・
幸ゆ
き
し
げ成

の
父
祖
三

代
に
亘
る

業
績
を
讃

え
て
い
ま

す
。
こ
の

両
書
の
著
者
で
あ
る
斎
藤
幸
成
（
月げ

っ
し
ん岑

）
は

天
保
４
年
（
１
８
３
３
）
の
正
月
に
年
始
と

し
て
下
屋
敷
に
参
上
し
て
い
ま
す
。
そ
の
翌

年
も
２
度
ほ
ど
訪
れ
、
最
後
に
訪
れ
た
の
は
、

冠
山
が
没
す
る
約
１
ヵ
月
前
の
こ
と
で
、
最

晩
年
に
親
交
を
持
っ
た
友
人
の一
人
と
い
え
ま

す
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

砂
村
地
域
に
は
た
く
さ
ん
の
大
名
屋
敷
が

存
在
し
ま
し
た
。
多
く
は
下
屋
敷
や
抱
屋
敷

で
隠
居
所
・
別
荘
な
ど
と
し
て
利
用
さ
れ
、

な
か
に
は
、
名
園
と
賞
さ
れ
る
趣
向
を
凝
ら

し
た
庭
園
を
持
つ
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
亀

高
村
の
若
桜
藩
下
屋
敷
も
そ
う
し
た
う
ち
の

ひ
と
つ
で
す
が
、
冠
山
は
こ
の
屋
敷
を
こ
と

の
ほ
か
質
素
に
か
つ
田
舎
風
に
あ
つ
ら
え
、

周
囲
に
広
が
る
農
村
の
光
景
を
愛
し
、
農
村

の
中
に
身
を
お
く
こ
と
楽
し
ん
だ
様
に
感
じ

ら
れ
ま
す
。

　
「
思
ひ
出
草
」
に
は
、
火
災
に
よ
り
失
っ

た
も
の
へ
の
執
着
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
そ
の
心
を
癒
し
た
の
は
亀
高
村
で
の
暮

し
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
年
は
、
冠
山
が
亀
高
村
に
移
り
住
ん
で

か
ら
ち
ょ
う
ど
１
８
０
年
を
数
え
、
大
火
か

ら
３
度
目
の
己
丑
の
年
で
す
。
火
災
で
焼
け

出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
１
８
０
年
前
の
亀

高
村
と
隠
居
大
名
の
暮
ら
し
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

向
山
伸
子
）

写真③ ｢江戸名所図会｣ 序文
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２
０
０
９
年
の
幕
開
け
に
江
戸
時
代
か
ら

続
く
区
内
の
無
形
民
俗
文
化
財
を
公
開
し
ま

す
。

日　
　

時　

１
月
18
日
（
日
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
～
４
時

場　
　

所　

深
川
江
戸
資
料
館
２
階
小
劇
場

料　
　

金　

無
料

公
開
団
体　

木
場
の
木
遣

　
　
　
　
　

富
岡
八
幡
の
手
古
舞

　
　
　
　
　

砂
村
囃
子

　
　
　
　
　

深
川
の
力
持

＊
演
目
終
了
後
に
手
拭
い
（
約
百
本
）

と
力
餅
の
配
布
が
あ
り
ま
す
。

　

富
岡
八
幡
の
手
古
舞
、
砂
村
囃
子
、
深
川

の
力
持
は
新
会
員
も
募
集
し
て
い
る
そ
う
で

す
の
で
、
ご
興
味
が
あ
る
方
は
是
非
ご
来
場

い
た
だ
き
、
実
際
の
技
を
ご
覧
に
な
っ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

平
成
７
年
度
に
区
指
定
有
形
民
俗
文
化
財

と
な
り
ま
し
た
亀
戸
の
富
士
塚
（
亀
戸
９
︱

15
）
の
石
碑
が
だ
い
ぶ
傷
ん
で
き
て
い
ま
す
。

現
在
、
富
士
塚
は
亀
戸
浅
間
公
園
の
一
部
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
浅
間
神
社

の
社
殿
が
塚
の
上
に
あ
り
ま
し
た
。
公
園
に

な
っ
た
こ
と
で
、
多
く
の
方
々
が
訪
れ
る
場

所
に
な
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
の
で
す
が
、

お
子
さ
ん
の
遊
び
場
に
も
な
り
、
時
に
は
石

碑
の
一
部
が
破
損
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
そ
も
そ
も
石
碑
自
体
が
傷
ん
で
い
る

こ
と
も
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
著
し
く
劣
化

が
進
行
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
こ

で
文
化
財
係
で
は
12
月
か
ら
石
碑
の
補
修
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

貴
重
な
文
化
財
を
守
り
伝
え
て
い
く
の
は

我
々
行
政
の
責
務
で
は
あ
り
ま
す
が
、
住
民

の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
主
体
的
な
ご
協
力
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
亀
戸
の
富
士
塚
を
一
緒
に

未
来
へ
と
伝
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

三
好
３
︱
11
︱
５
（
旧
区
役
所
通
り
の
東

端
）
の
昭
和
26
年
ご
ろ
の
風
景
で
す
。
現
在

も
商
店
街
に
お
店
を
構
え
て
い
る
鈴
木
川
魚

店
の
ご
主
人
鈴
木
邦
雄
氏
が
お
持
ち
の
古
写

真
で
す
。

　

邦
雄
氏
は
昭
和
３
年
生
ま
れ
の
88
歳
。
白

河
の
生
ま
れ
で
、
学
校
卒
業
後
、
深
川
郵
便

局
で
働
き
ま
す
が
、
動
員
に
よ
り
軍
需
工
場

（
北
川
製
作
所
）
に
勤
務
し
、
３
月
10
日
の

東
京
大
空
襲
に
被
災
し
た
時
に
は
、
竪
川
４

丁
目
の
防
火
水
槽
に
飛
び
込
み
九
死
に
一
生

を
得
た
そ
う
で
す
。
戦
後
は
枝
川
町
の
下
村

造
船
で
船
大
工
と
し
て
働
き
ま
す
が
体
を
壊

し
た
た
め
昭
和
26
年
に
川
魚
を
扱
う
鈴
木
商

店
を
開
業
し
ま
し
た
。

　

当
初
は
現
在
の
数
軒
東
に
簡
素
な
お
店
を

構
え
ま
し
た
が
、
現
在
地
が
売
り
に
出
さ
れ

た
の
で
、
こ
れ
を
買
い
取
り
、
船
大
工
の
技

術
を
活
か
し
て
ご
自
身
で
お
店
を
建
て
た
そ

う
で
す
。

　

商
売
は
ど
じ
ょ
う
、
ア
サ
リ
の
佃
煮
、
焼

き
蛤
な
ど
を
店
売
り
し
、
暮
れ
に
は
鯉
や
鮒

の
甘
露
煮
も
売
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
仕
入

れ
は
あ
さ
り
は
葛
西
や
浦
安
か
ら
リ
ア
カ
ー

で
、
ど
じ
ょ
う
は
本
所
の
イ
ゲ
タ
と
い
う
問

屋
か
ら
卸
し
た
そ
う
で
す
。

（
文
化
財
専
門
員　

赤
澤
春
彦
）

新
春
民
俗
芸
能
の
集
い

亀
戸
の
富
士
塚
が
危
な
い
！

（7）

現在の鈴木川魚店

昭和 26 年頃の鈴木川魚店 ｢焼きはまぐり｣ の札もみえます


