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文
化
財
を
も
っ
と
身
近
に

4
月
も
後
半
に
入
る
と
、
日
い
ち
に
ち
と

暖
か
さ
が
増
し
、
い
よ
い
よ
春
ら
し
い
陽
気

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
区
内
各
所
の
河
川
沿

い
な
ど
を
彩
る
桜
の
季
節
は
終
わ
り
ま
し
た

が
、
植
物
が
芽
吹
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
咲

く
春
は
、
心
も
浮
き
う
き
し
て
き
ま
す
ね
。

も
う
す
ぐ
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
で
す
。
旅

行
に
出
か
け
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

天
気
が
い
い
日
は
近
所
を
散
歩
す
る
の
も
面

白
い
と
思
い
ま
す
よ
。

普
段
あ
ま
り
通
っ
た
こ
と
の
な
い
路
地

を
歩
い
て
み
る
と
、
新
た
な
発
見
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
一
個
の
石
造
物
を

見
つ
け
た
ら
、
そ
し
て
そ
れ
が
古
そ
う
で
あ

れ
ば
、
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
見
る
の
も
一
興

か
と
思
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
江
戸
の

昔
か
ら
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
歴
史
に
触
れ
た
瞬
間
で
す
。

文
化
財
と
い
う
と
少
し
難
し
く
考
え
る
方

も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
、
い
つ
も
通

る
路
の
端
、
あ
る
い
は
公
園
な
ど
、
普
通
に

利
用
す
る
場
に
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
ご
存
じ
で
す
か
。
文
化
財
を
身
近
に
感
じ
、

ま
ず
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
興
味
を

も
っ
て
い
た
だ
け
る
と
有
り
難
い
で
す
ね
。

今
年
も
い
く
つ
か
の
文
化
財
が
指
定
・
登
録

さ
れ
ま
し
た
。
2
・
3
頁
で
紹
介
し
て
い
ま

す
の
で
、
ま
ず
は
ご
一
読
く
だ
さ
い
。
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江東区地域振興部
文化観光課文化財係

○平成26年度
　新指定・登録文化財紹介
○平成26年度　中川船番所特別企画展
　「かえってきた羅漢さま」関連　
　五百羅漢寺は
なぜ大島に創建されたのか

○江東区芭蕉記念館特別展
　連歌・俳諧から近代俳句へ
　－宗祇・宗鑑・芭蕉・蕪村…子規、

　　　　　　その時代の継承者たち－
○区外史料調査報告
江東区域の加賀藩前田家屋敷

○文化財まめ知識④
江東区内の力石

　江東区教育委員会は、文化財保護審議会（会長 中村ひろ子：元神奈川大
学教授）の答申を受け、新たに 2 件を指定、７件を登録しました。また、１件を解
除したため、登録文化財の総数は 1058 件となりました。

震災復興橋梁図面　手描友禅
◆平成26年度新指定文化財◆

昭和3年「亀久橋　一般図」

手描友禅
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指
定
文
化
財

【
有
形
文
化
財
（
歴
史
資
料
）】

震し
ん
さ
い
ふ
っ
こ
う

災
復
興
橋き
ょ
う
り
ょ
う
ず
め
ん

梁
図
面　

９
０
１
枚

東
陽
4
―
11
―
28　

江
東
区

　

関
東
大
震
災
直
後
の
大
正
12
年
（
１
９
２
３
）

か
ら
昭
和
5
年
（
１
９
３
０
）
に
か
け
て
帝て
い

都と

復ふ
っ
こ
う興

事じ
ぎ
ょ
う業

の
一
環
と
し
て
架
設
さ
れ
た
橋

梁
の
図
面
で
す
。
震
災
前
の
東
京
市
に
お
け

る
橋
梁
は
木
橋
・
鉄
橋
と
あ
り
ま
し
た
が
、

鉄
橋
で
あ
っ
て
も
木
造
部
分
が
多
か
っ
た
た

め
、
震
災
の
影
響
で
発
生
し
た
火
災
の
た
め

に
多
数
の
橋
梁
が
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
そ

の
た
め
、
復
興
橋
梁
は
す
べ
て
耐
震
耐
火
構

造
と
す
る
計
画
で
し
た
が
、
予
算
上
の
問
題

な
ど
か
ら
隅
田
川
左
岸
地
域
の
本
所
区
・
深

川
区
で
は
多
数
の
木
橋
が
架
設
さ
れ
ま
し
た
。

東
京
市
で
は
8
年
間
に
４
２
５
橋
が
架
設
さ

れ
、
江
東
区
域
で
は
２
０
８
橋
が
架
設
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
う
ち
１
３
２
橋
分
の
図
面
が

あ
り
ま
す
が
、
残
っ
て
い
る
図
面
の
枚
数
・

種
類
な
ど
は
橋
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

震
災
復
興
橋
梁
は
、
河
川
や
堀
の
埋
め
立

て
、
耐
用
年
数
や
耐
震
上
の
問
題
な
ど
か
ら

撤
去
・
架
け
替
え
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
架

設
当
初
の
姿
を
残
し
て
い
る
橋
梁
は
年
々
減

少
し
て
い
る
た
め
、
建
設
当
初
の
構
造
が
判

明
す
る
図
面
は
貴
重
な
資
料
で
す
。
ま
た
、

図
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
か
ら
、
建
設

計
画
、
設
計
の
考
え
方
な
ど
を
う
か
が
え
る

ほ
か
、
他
の
関
連
資
料
と
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、

当
時
の
設
計
・
施
工
技
術
や
体
制
な
ど
に
関

す
る
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
た
め
、
土
木
史

研
究
に
お
け
る
資
料
と
し
て
の
価
値
も
あ
り

ま
す
。
さ

ら
に
図
面

か
ら
当
時

の
町
並
み

や
橋
の
意

匠
が
わ
か

る
な
ど
都

市
景
観
を

知
る
上
で

も
有
益
な

資
料
で
す
。

【
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）】

手て

描が
き

友ゆ
う
ぜ
ん禅　

�

保
持
者　

和
田
宣
明

　

友
禅
染
と
い
う
と
京
友
禅
・
加
賀
友
禅
、

そ
し
て
東
京
友
禅
が
し
ら
れ
て
い
ま
す
。
17

世
紀
末
に
京
都
の
扇せ
ん
こ
う工

宮
崎
友
禅
に
よ
っ
て

は
じ
め
ら
れ
た
と
い
う
友
禅
染
は
、
後
に
金

沢
で
晩
年
を
過
ご
し
た
友
禅
の
指
導
に
よ
り

加
賀
で
も
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
江
戸
へ
は

文
化
文
政
頃（
１
８
０
４
〜
３
０
）に
伝
わ
っ

た
と
い
い
、
渋
好
み
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

手
描
友
禅
は
手
描
き
に
よ
っ
て
着
物
の
文も
ん

様よ
う
を
描
く
技
術
で
す
。
筆
で
そ
の
ま
ま
生
地

に
色
を
挿
す
と
に
じ
ん
で
し
ま
う
の
で
、
ま

ず
糊
を
文
様
の
輪
郭
線
に
の
せ
て
お
き
ま

す
。
そ
う
す
る
と
糊
の
土
手
に
よ
り
色
が
と

ま
り
、
に
じ
ま
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
や
り

方
を
糊の

り
お
き
ぼ
う
せ
ん
ほ
う

置
防
染
法
と
呼
び
ま
す
。
ま
た
筆
を

用
い
て
ぼ
か
し
を
入
れ
る
な
ど
、
繊
細
な
筆

づ
か
い
で
細
か
く
複
雑
な
彩
色
を
ほ
ど
こ
し

ま
す
。

　

和
田
氏
は
、
昭
和
6
年
に
新
大
橋
に
生
ま

れ
、
23
歳
頃
か
ら
義
理
の
叔
父
で
友
禅
職
人

の
冨
塚
呉ご
き
ゅ
う丘

氏
（
明
治
33
年
生
ま
れ
）
の
も

と
で
修
業
し
、
昭
和
38
年
頃
に
清
澄
で
独
立

し
ま
し
た
（
後
に
亀
戸
に
移
転
）。
文
様
・
配

色
に
絵
師
と
し
て
の
技
量
が
問
わ
れ
る
伝
統

的
な
手
描
友
禅
の
技
法
を
守
り
な
が
ら
、
50

年
以
上
に
わ
た
り
仕
事
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

登
録
文
化
財

【
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）】

石せ
き

造ぞ
う

燈と
う
ろ
う籠　

昭
和
8
年
在
銘　

一
対

亀
戸
3
―
38
―
35　

天
祖
神
社

　

天
祖
神
社
の
創
立
さ
れ
た
年
代
は
不
詳
で

す
が
、
社
伝
に
よ
る
と
推
古
天
皇
の
時
代
の

創
建
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
砂す
な

原は
ら

神し
ん
め
い
ぐ
う

明
宮
と
称
し
、
柳
や
な
ぎ
し
ま
む
ら

島
村
の
総
鎮
守
で
し

た
。

　

こ
の
一
対
の
燈
籠
は
、昭
和
4
年
（
１
９
２
９
）

の
社
殿
建
設
を
受
け
て
昭
和
8
年
に
奉
納
さ

れ
た
も
の
で
す
。
当
初
は
社
殿
の
前
に
設
置

さ
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
38
年
に
奉
安
殿
が
建

設
さ
れ
た
時
に
そ
の
前
へ
移
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
台
石
と
し
て
基
礎
（
中
・
下
）
と
基き

壇だ
ん

、
追つ
い
こ
く刻

の
銘
板
が
製
作
さ
れ
て
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。
刻
銘
か
ら
は
旧
小
字
名
で

あ
る
砂
原
、
町
会
名
の
宮
元
と
い
っ
た
現
在

の
亀
戸
3
丁
目
付
近
に
縁
の
あ
る
地
名
な
ど

が
確
認
さ
れ
ま
す
。
本
燈
籠
は
神
社
へ
の
信

仰
だ
け
で
は
な
く
、
神
社
と
住
民
の
つ
な
が

り
が
示
さ
れ
て
い
る
文
化
財
で
す
。

石せ
き
ぞ
う造
鳥と
り

居い　

昭
和
5
年
在
銘

亀
戸
3
―
38
―
35　

天
祖
神
社

　

天
祖
神
社
の
境
内
社
、
太
郎
稲
荷
神
社
の

参
道
最
前
列
に
位
置
す
る
神
明
形
の
鳥
居
で

す
。
昭
和
5
年
（
１
９
３
０
）
6
月
4
日
に

近
隣
の
亀
戸
コ
ー
ク
ス
合
名
会
社
敷
地
内
の

稲
荷
社
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
戦
後
、

太
郎
稲
荷
神
社
参
道
に
移
設
さ
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

震災復興橋梁図面と保管ケース

和田宣明氏

石造燈籠　昭和８年
在銘　一対
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【
有
形
文
化
財
（
彫
刻
）】

石せ
き
ぞ
う造
狛こ
ま
い
ぬ犬　

昭
和
5
年
在
銘　

一
対

亀
戸
3
―
38
―
35　

天
祖
神
社

　

昭
和
4
年
（
１
９
２
９
）
に
建
造
さ
れ
た

社
殿
の
造
営
記
念
と
し
て
奉
納
さ
れ
た
狛
犬

で
、
社
殿
前
方
の
階
段
の
手
前
に
位
置
し
ま

す
。
台
石
に
あ
る
刻
銘
の
「
柳
や
な
ぎ
し
ま
も
と
ま
ち

島
元
町
」
は

当
時
の
本
所
区
の
町
名
で
氏
子
域
の
ひ
と
つ
、

「
柳
嶋
本
村
」
は
柳
島
村
の
小
名
「
本
村
」
を

指
す
も
の
と
推
測
さ
れ
、
行
政
区
域
を
超
え

て
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

【
有
形
文
化
財
（
歴
史
資
料
）】

天て
ん
そ
じ
ん
じ
ゃ
し
ゃ
ご
う
ひ
ょ
う
せ
き

祖
神
社
社
号
標
石　

大
正
5
年
在
銘

亀
戸
3
―
38
―
35　

天
祖
神
社

　

入
口
付
近
の
参
道
右
脇
に
あ
り
、
基
壇
ま

で
含
め
た
高
さ
は
約
４
ｍ
50
㎝
で
す
。
刻
銘

に
み
ら
れ
る
「
田
中
安
宣
」
は
、
明
治
42
年

（
１
９
０
９
）
か
ら
天
祖
神
社
の
宮
司
と
し

て
奉
仕
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
前
は
白
山
神

社
（
文
京
区
）
に
奉
仕
し
て
い
ま
し
た
。
寄

進
者
に
小
石
川
・
駒
込
・
本
郷
・
湯
島
な
ど

の
人
物
が
多
く
み
ら
れ
る
た
め
、
本
社
号
標

石
の
建
造
に
は
、
安
宣
の
白
山
神
社
奉
職
時

に
関
係
の
あ
っ
た
人
々
の
後
援
が
あ
っ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
当
時
の
天
祖
神
社
は
、

氏
子
域
を
超
え
た
地
域
と
繋
が
り
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

境け
い
だ
い
し
ゃ
た
ろ
う
い
な
り
じ
ん
じ
ゃ
し
ゃ
ご
う
ひ
ょ
う
せ
き

内
社
太
郎
稲
荷
神
社
社
号
標
石　

昭
和
18

年
在
銘

亀
戸
3
―
38
―
35　

天
祖
神
社

　

昭
和
18
年
（
１
９
４
３
）
3
月
に
本
所
区

錦
糸
町
北
部
睦む
つ
み
か
い
会
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
ま
し

た
。
天
祖
神
社
は
江
戸
時
代
、
柳
島
村
の
鎮

守
と
し
て
周
辺
地
域
の
信
仰
を
集
め
て
い
ま

し
た
。
昭
和
7
年
以
降
、
本
所
区
と
城
東
区

の
設
置
に
よ
り
氏
子
域
が
行
政
区
画
上
は
分

か
れ
て
も
、
本
社
・
境
内
社
と
も
に
引
き
続

き
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

琴き
ん
だ
い
と
う
じ
ょ
う
せ
ん
せ
い
の
ひ

臺
東
條
先
生
之
碑

亀
戸
3
―
38
―
35　

天
祖
神
社

　

江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
の
儒
学
者
東
条

琴
台
（
１
７
９
５
〜
１
８
７
８
）
を
追
悼
し

て
建
て
ら
れ
た
石
碑
で
、
琴
台
臨
終
の
作
詩

歌
2
首し
ゅ

が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
建
立
者
は

天
祖
神
社
社し
ゃ
し
ょ
う掌

高
橋
信
盛
で
、
明
治
17
年

（
１
８
８
４
）
に
は
谷
中
天て
ん
げ
ん眼

寺じ

（
台
東
区
）

に
も
「
琴
台
東
條
先
生
形
見
祠
」
を
建
立
す

る
な
ど
、
両
者
に
は
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
ま
す
。
琴
台
は
明
治
5
年
に
は

亀
戸
神
社
（
亀
戸
天
神
社
）
の
祠
官
を
務
め

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

【
有
形
民
俗
文
化
財
】

水す
い
ば
ん盤　

明
治
42
年
在
銘

亀
戸
3
―
38
―
35　

天
祖
神
社

　

明
治
42
年
（
１
９
０
９
）
4
月
、
亀
戸
一

帯
の
芸
妓
屋
・
料
理
屋
な
ど
が
境
内
社
太
郎

稲
荷
神
社
に
奉
納
し
た
水
盤
で
す
。
銘
文
に

は
「
鯰
家
」「
鮒
林
」「
亀
川
」
な
ど
江
戸
時

代
以
来
の
老
舗
料
理
屋
の
名
前
も
み
ら
れ
、

亀
戸
が
行
楽
地
と
し
て
歴
史
的
に
繁
栄
し
て

い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

登
録
解
除

【
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）】

　

仕
舞
袴
製
作�

保
持
者　

杉
浦
武
雄

　

名
称
変
更

【
有
形
文
化
財
（
彫
刻
）】

　

銅
造
二
童
子
像

富
岡
1
―
17
―
13　

深
川
不
動
堂

石造鳥居　昭和5年在銘石像狛犬　昭和5年在銘　一対

天祖神社社号標石

琴臺東條先生之碑

水盤　明治42年在銘

境内社太郎稲荷神社社号標石
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1
、
寺
院
の
創
建

元
禄
の
頃
、
京
の
仏
師
だ
っ
た
松
雲
禅
師

が
、
五
百
数
十
体
の
羅
漢
像
を
木
造
で
製
作

す
る
こ
と
を
発
願
し
、
浅
草
蔵
前
の
豪
商
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
や
5
代
将
軍
徳
川
綱
吉
と
生

母
桂
昌
院
の
後
押
し
も
あ
っ
て
、
大
島
村
の

「
本
所
五
つ
目
」
と
呼
ば
れ
た
こ
の
地
に
寺

地
が
与
え
ら
れ
、
年
代
を
追
う
ご
と
に
壮
大

な
羅
漢
堂
や
本
堂
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

2
、
本
所
の
開
発

明
暦
3
年
（
１
６
５
７
）
1
月
の
明
暦
の

大
火
後
、
江
戸
市
街
地
を
拡
大
さ
せ
る
た
め

に
、
本
所
の
開
発
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

本
所
の
開
発
は
2
期
に
分
か
れ
ま
す
。
第
1

期
は
大
火
直
後
か
ら
天
和
2
年
（
１
６
８
２
）

で
、
江
戸
最
初
の
目
抜
き
通
り
、
本
町
の
通

り
の
延
長
線
上
に
両
国
橋
が
架
け
ら
れ
、
隅

田
川
対
岸
（
川
向
う
）
で
生
活
す
る
こ
と
に

な
る
幕
府
直
属
家
臣
と
し
て
の
旗
本
・
御
家

人
の
屋
敷
街
＝
本
所
が
、
歩
い
て
行
け
る
場

所
に
な
り
ま
し
た
。

本
所
の
地
割
は
竪
川
・
大
横
川
・
横
十
間

川
を
開
削
し
、
並
行
し
て
碁
盤
の
目
状
に
街

区
を
設
定
し
、
個
々
の
旗
本
や
御
家
人
に
屋

敷
地
が
割
り
当
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
最

も
奥
ま
っ
た
横
十
間
川
の
東
側
に
亀
戸
天
満

宮
が
造
営
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
天
和
2
年
、
幕
府
は
度
重
な
る
大

水
で
排
水
の
便
が
悪
か
っ
た
こ
と
か
ら
開
発

を
一
時
断
念
し
ま
す
。
移
転
し
て
き
た
武
家

を
江
戸
市
中
に
戻
す
と
い
う
、「
本
所
撤
退
」

に
踏
み
切
り
ま
し
た
。

そ
の
上
で
幕
府
は
2
度
目
の
開
発
に
着
手

し
ま
す
。
南
北
2
本
の
割
下
水
を
開
い
て
排

水
路
と
し
、
改
め
て
道
路
を
整
備
す
る
な
ど

し
て
地
盤
整
備
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
過
程

で
東
部
に
あ
た
る
亀
戸
・
大
島
方
面
は
武
家

地
に
野
菜
を
供
給
す
る
た
め
の
近
郊
農
村
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
竪
川
に
架
か
る
五
之

橋
・
六
之
橋
は
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。
第
2

期
工
事
の
完
了
は
元
禄
2
年
（
１
６
８
９
）

で
す
。
前
年
に
は
本
所
上
水
が
引
か
れ
、
武

家
の
再
移
転
が
始
ま
り
ま
し
た
。
同
6
年
の

新
大
橋
架
橋
や
後
年
の
本
所
御
竹
蔵
の
米
蔵

化
は
こ
う
し
た
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
8
代
将
軍
吉
宗
の
時
代
、
本
所
周

辺
で
鷹
狩
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
隅

田
川
・
向
島
・
中
川
・
葛
西
辺
が
鷹
場
と
な
り
、

日
帰
り
で
開
か
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
本
所
開
発
事
業
は
、
新
た
に

隅
田
川
以
東
に
移
転
さ
せ
ら
れ
、
新
た
な
幕

府
家
臣
団
屋
敷
地
と
し
て
設
定
さ
れ
た
本
所

に
暮
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
旗
本
・
御
家
人
に

と
っ
て
、
将
軍
家
と
の
一
体
化
、
連
帯
を
意

識
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

3
、
羅
漢
寺
創
建
の
意
味

羅
漢
寺
は
黄
檗
宗
の
寺
院
で
す
。
新
興
宗

派
で
あ
っ
た
黄
檗
宗
は
、
江
戸
初
期
に
中
国

の
僧
・
隠
元
禅
師
に
よ
っ
て
長
崎
に
も
た
ら

さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
国
文
化
が
横
溢

す
る
黄
檗
宗
寺
院
が
新
武
家
地
・
本
所
に
も

た
ら
さ
れ
た
の
で
す
。
吉
宗
の
時
代
に
は
オ

ラ
ン
ダ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
西
洋
画
が
、
同

寺
に
寄
贈
さ
れ
て
い
ま
す
（
現
存
せ
ず
）。

羅
漢
寺
は
そ
の
異
国
情
緒
が
垣
間
見
ら
れ

る
堂
宇
と
堂
内
の
荘
厳
さ
、
新
興
宗
派
と
し
て

の
珍
し
さ
な
ど
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
「
異

色
の
寺
院
」
と
な
り
ま
し
た
。
本
所
の
新
た
な

「
信
仰
と
異
国
情
緒
・
文
化
を
味
わ
う
場
」
と

な
り
ま
し
た
。
幕
府
が
独
占
的
に
掌
握
し
て
い

た
海
外
貿
易
や
西
洋
文
明
を
体
感
で
き
る
場
と

な
っ
た
こ
と
も
、「
本
所
の
価
値
」
を
高
め
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
羅
漢
寺
創
建
の

背
景
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ま
す
。

竪
川
以
北
の
西
半
分
が
武
家
地
と
し
て
整

備
さ
れ
、
東
側
の
亀
戸
全
域
と
大
島
北
半
分

が
近
郊
農
村
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
地
域
を
囲

む
よ
う
に
し
て
鷹
狩
が
行
わ
れ
将
軍
が
た
び

た
び
訪
れ
る
場
所
と
な
り
、
内
部
に
幕
府
主

導
で
天
満
宮
と
羅
漢
寺
が
創
建
さ
れ
た
こ
と

で
、
特
別
な
「
本
所
地
域
」
が
形
成
さ
れ
ま

し
た
。
土
地
の
開
発
に
よ
る
区
画
設
定
や
境

界
設
定
、
村
・
町
の
成
立
と
は
異
な
る
、「
概

念
と
し
て
の
本
所
」
が
生
ま
れ
た
瞬
間
で
し

た
。
こ
の
政
策
的
意
図
と
は
別
に
五
百
羅
漢

寺
が
、
江
戸
を
代
表
す
る
名
所
と
な
っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

（
中
川
船
番
所
資
料
館　

久
染
健
夫
） 『絵本江戸土産　五百羅漢さざゐ堂』

五
百
羅
漢
寺
は
な
ぜ
大
島
に
創
建
さ
れ
た
の
か

五
百
羅
漢
寺
は
な
ぜ
大
島
に
創
建
さ
れ
た
の
か

　
前
号
で
報
告
し
ま
し
た
、
特
別
企
画
展
「
か
え
っ
て
き
た
羅
漢
さ
ま
」
開
催
に
あ

た
り
、「
お
や
？
」
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。①
羅
漢
寺
が
創
建
さ
れ
た
元
禄
８

年
（
１
６
９
５
）
は
、
す
で
に
新
規
寺
院
の
建
立
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
時
代
だ
っ
た

の
に
、
幕
府
は
な
ぜ
大
寺
院
を
大
島
の
地
に
建
立
し
た
の
か
。②
羅
漢
寺
が
創
建
さ
れ

た
大
島
村
は
「
本
所
五
つ
目
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
大
島
を
本
所
と
い
う
の
に
は

違
和
感
が
あ
る
。
こ
の
２
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
前
号
で
報
告
し
ま
し
た
、
特
別
企
画
展
「
か
え
っ
て
き
た
羅
漢
さ
ま
」
開
催
に
あ

た
り
、「
お
や
？
」
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。①
羅
漢
寺
が
創
建
さ
れ
た
元
禄
８

年
（
１
６
９
５
）
は
、
す
で
に
新
規
寺
院
の
建
立
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
時
代
だ
っ
た

の
に
、
幕
府
は
な
ぜ
大
寺
院
を
大
島
の
地
に
建
立
し
た
の
か
。②
羅
漢
寺
が
創
建
さ
れ

た
大
島
村
は
「
本
所
五
つ
目
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
大
島
を
本
所
と
い
う
の
に
は

違
和
感
が
あ
る
。
こ
の
２
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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俳
諧
と
は
「
俳
諧
之
連
歌
」
の
こ
と
で
、

そ
の
源
流
を
辿
る
と
、
連
歌
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
俳
諧
は
、俳
も
諧
も「
滑
稽
」「
戯

れ
」
と
い
う
意
味
で
す
。

近
世
俳
諧
は
、
荒あ
ら

木き

田だ

守も
り

武た
け

と
宗そ
う
か
ん鑑

（
洛

西
山
崎
に
住
し
た
こ
と
か
ら
山
崎
宗
鑑
と
通

称
）
を
始
祖
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
俳

諧
は
松
永
貞
徳
の
貞
門
調
か
ら
西
山
宗
因
の
談

林
調
、
そ
し
て
松
尾
芭
蕉
の
蕉
風
へ
の
流
れ
と

な
り
、
芭
蕉
に
よ
っ
て
俳
諧
は
文
学
の
領
域
へ

と
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
芭
蕉
没
後
の
俳
諧
は
、
江
戸
の
場

合
、
江
戸
座
の
中
で
点
取
宗
匠
の
勢
力
を
二

分
し
て
い
た
其き

角か
く

系
と
沾せ
ん
と
く徳
系
の
俳
諧
集
団

が
主
流
で
あ
り
、
嵐ら
ん
せ
つ雪

系
・
杉さ
ん
ぷ
う風

系
・
素
堂

系
の
各
集
団
（
非
主
流
）
は
十
分
な
基
盤
を

確
立
で
き
な
い
ま
ま
に
い
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
世
情
で
は
博
奕
的
な
俳
諧
が
流
行
し
、

俳
諧
は
次
第
に
低
俗
化
す
る
傾
向
に
あ
り
ま

し
た
。

そ
の
後
、
享
保
期
に
佐
久
間
柳
居
な
ど
が

「
五ご

色し
き

墨ず
み
」
運
動
を
展
開
し
、
俳
諧
中
興
期

の
蕉
風
復
興
運
動
の
先
駆
的
役
割
を
担
う
よ

う
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
宝
暦
か
ら
天
明
期

に
か
け
て
の
時
期
で
は
、
京
都
の
蝶
夢
、
加

賀
の
闌ら

ん
こ
う更
、
信
濃
の
白し
ら

雄お

、
尾
張
の
暁
き
ょ
う
た
い台、

京
都
の
蕪
村
ら
に
よ
っ
て
「
芭
蕉
に
帰
れ
」

の
名
の
下
に
、
蕉
風
復
興
運
動
の
機
運
が
高

ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
時
代
を
過
ぎ
る
と
俳
諧
は
、
再
び
低

俗
的
な
月
並
俳
諧
の
時
代
を
歩
む
こ
と
に
な

り
ま
す
。
明
治
初
期
は
、
そ
の
系
譜
を
引
く

旧
派
の
一
派
が
俳
壇
の
中
心
で
し
た
。

し
か
し
こ
の
頃
か
ら
、
よ
う
や
く
俳
諧
の

革
新
的
な
流
れ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

正
岡
子
規
の
登
場
に
よ
っ
て
、
近
代
俳
句
の

時
代
が
到
来
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
今
回
の
主
な
展
示
資
料
を
紹

介
し
ま
す
。
芭
蕉
が
崇
高
し
た
人
物
の
一
人

に
飯
尾
宗
祇
が
い
ま
し
た
。
宗
祇
は
室
町
時

代
の
連
歌
師
で
、
旅
の
詩
人
と
し
て
知
ら
れ

ま
す
。
展
示

の
「
賦
何
路

連
歌
」
は
、

年
月
日
が
不

記
載
の
も
の

で
す
が
、
最

近
の
研
究
成

果
で
『
美
濃
千
句
』
第
四
初
折
の
七
句
目
ま

で
を
書
き
、
本
状
の
執
筆
は
第
四
の
興
行
日

の
文
明
4
年
（
１
４
７
２
）
12
月
18
日
以
前

の
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
宗
祇
の
弟
子

の
柴さ
い
お
く
け
ん

屋
軒
宗そ
う
ち
ょ
う

長
の
新
又
四
郎
（
詳
細
不
明
）

に
宛
て
た
書
簡
も
併
せ
て
展
示
し
ま
す
。

通
称
、
山
崎
宗
鑑
は
、
近
世
俳
諧
の
始
祖
と

言
わ
れ
る
人
物
で
す
。
展
示
の
宗
鑑
筆「
風
雨
」

書
幅
は
、
揮
毫
し
た
人
物
が
記
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
を
歌
学
者
の
北
村
季
吟
が
宗
鑑
の

書
と
し
て
極
め
書
き
し
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
談
林
俳
諧
の
祖
西
山
宗
因
の
「
小
屋

な
れ
ど
」
句
短
冊
は
号
に
「
一
幽
」
を
用
い
て

い
ま
す
が
、
宗
因
が
こ
の
「
一
幽
」
と
揮
毫
し

て
い
る
の
は
極
め
て
珍
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
元
禄
4
年
（
１
６
９
１
）
9
月

24
日
付
の
曲
き
ょ
く
す
い水（

翠
）
あ
て
の
芭
蕉
書
簡
は
、

平
成
16
年
に
新
出
資
料
と
し
て
新
聞
報
道
さ

れ
、
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

山
口
素
堂
と
大
淀
三み

ち千
風か
ぜ

は
、
蕉
門
外
の

二
巨
星
の
俳
人
で
知
ら
れ
る
人
物
で
す
。
そ

の
う
ち
三
千
風
の「
射
和
境
地
縁
起
」巻
子
は
、

天
和
4
年
（
１
６
８
４
）
の
も
の
で
、『
日
本

行
脚
文
集
』の
旅
中（
天
和
3
年
〜
元
禄
2
年
）

の
天
和
3
年
10
月
に
伊
勢
国
飯
野
郡
射
和
村

（
現
、
三
重
県
松
阪
市
）
に
帰
省
し
た
際
に
、

そ
の
時
の
こ
と
を
書
き
連
ね
た
も
の
。『
日
本

行
脚
文
集
』に
は
こ
の
時
の
こ
と
を
伝
え
、「
予

も
縁
起
一
軸
す
、」
と
あ
り
、
そ
の
記
述
の
巻

子
と
思
わ
れ
る
貴
重
な
資
料
で
す
。

蕉
風
復
興
運
動
か
ら
そ
れ
以
降
の
時
期

は
、
与
謝
蕪
村
・
蝶
夢
ら
を
中
心
に
、
加
藤

暁
台
書
簡
・
三
浦
樗
良
の「
菊
の
花
」自
画
賛
・

松
岡
青せ

い

蘿ら

の
「
薺
つ
む
」
句
短
冊
・
藤
森
素そ

檗ば
く

の
「
覚
へ
た
る
」
句
自
画
賛
の
4
点
を
初

公
開
で
す
。

そ
し
て
明
治
期
の
旧
派
の
俳
人
か
ら
秋
声

会
・
筑
波
会
・
日
本
派
の
俳
人
を
紹
介
し
な

が
ら
、
夏
目
漱
石
・
正
岡
子
規
へ
と
至
り
ま

す
。今

回
の
展
示
は
、
連
歌
か
ら
俳
諧
、
そ
し

て
近
代
俳
句
に
至
る
時
代
を
俯
瞰
で
き
る
人

物
・
作
品
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
展
示
資

料
は
全
体
で
52
点
、
う
ち
6
点
が
今
回
初
公

開
と
な
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
時
代
の
継

承
者
た
ち
の
展
示
を
じ
っ
く
り
と
ご
覧
く
だ

さ
い
。

な
お
、「
俳
文
学
者
の
写
し
た
『
お
く
の

ほ
そ
道
』
―
久
富
哲
雄
の
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を

通
し
て
」
の
写
真
展
も
引
続
き
開
催
し
て
お

り
ま
す
。

【
芭
蕉
記
念
館　

問
合
せ
】

☎
０
３
（
３
６
３
１
）
１
４
４
８

飯尾宗祇筆「賦何路連歌」

江
東
区
芭
蕉
記
念
館
特
別
展

4
月
23
日（
木
）〜
6
月
21
日（
日
）ま
で

◆
連
歌
・
俳
諧
か
ら
近
代
俳
句
へ

◆
連
歌
・
俳
諧
か
ら
近
代
俳
句
へ

│

宗
祇
・
宗
鑑
・
芭
蕉
・
蕪
村
…
子
規
、そ
の
時
代
の
継
承
者
た
ち
│

│

宗
祇
・
宗
鑑
・
芭
蕉
・
蕪
村
…
子
規
、そ
の
時
代
の
継
承
者
た
ち
│

藤
森
素
檗「
覚
へ
た
る
」句
自
画
賛

正
岡
子
規
筆「
家
五
百
」句
短
冊
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江
戸
時
代
の
江
東
区
域
は
多
く
の
大
名
屋

敷
が
所
在
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
な
か
に
は
「
加
賀
百
万
石
」
で
有
名
な

加
賀
藩
前
田
家
の
江
戸
屋
敷
も
あ
り
ま
し

た
。
平
成
25
年
度
の
区
外
史
料
調
査
で
は
、

こ
の
加
賀
藩
前
田
家
江
戸
屋
敷
に
関
す
る
史

料
を
中
心
に
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史

料
館
で
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

江
東
区
域
の
加
賀
藩
江
戸
屋
敷

江
東
区
域
の
前
田
家
屋
敷
は
「
永
代
島
邸
」

「
炮ほ
う
ろ
く
じ
ま

碌
島
邸
」「
深
川
邸
」「
深
川
黒
江
町
蔵

屋
敷
」
の
4
ヶ
所
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も�

抱
か
か
え

屋
敷
（
大
名
が
自
ら
入
手
し

た
屋
敷
、幕
府
か
ら
与
え
ら
れ
た
屋
敷
は
「
拝

領
屋
敷
」
と
い
う
）
で
す
。
こ
の
4
邸
の
ほ

か
に
区
外
も
含
め
た
前
田
家
江
戸
屋
敷
全
体

の
沿
革
を
ま
と
め
た
史
料
が
『
東
邸
沿
革
図

譜
』（
文
政
6
年
〈
１
８
２
３
〉、以
下
『
図
譜
』

と
略
）
で
す
。
著
者
の
加
賀
藩
士
富
田
景
周

は
同
藩
の
歴
史
地
理
に
精
通
し
、
藩
の
歴
史

書『
越
登
賀
三
州
志
』（
以
下『
三
州
志
』と
略
）

な
ど
も
著
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
書
を
も
と

に
、
各
藩
邸
の
沿
革
を
整
理
し
て
み
ま
し
ょ

う
。

永
代
島
邸

永
代
島
邸
は
、
仙
台
堀
沿
い
北
側
で
、
の

ち
に
十
万
坪
と
い
わ
れ
る
地
域
の
近
く
（
千

石
1
付
近
）
に
所
在
し
ま
し
た
。
開
設
時
期

は
当
時
の
史
料
が
な
い
た
め
、
は
っ
き
り
と

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、『
図
譜
』
に
よ
る
と
、

慶
長
10
年
（
１
６
０
５
）
に
前
田
家
が
幕
府

か
ら
上
屋
敷
（
千
代
田
区
大
手
町
１
・
２
付

近
）
を
拝
領
し
た
の
と
同
じ
頃
に
入
手
し
た

と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、『
三
州
志
』
で

は
元
和
初
年
（
１
６
１
５
頃
）
と
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
開
設
年
代
は
江
東
区
域
の
埋

立
年
代
と
比
べ
て
も
早
期
に
あ
た
る
た
め
、

詳
細
は
今
後
の
検
討
を
要
し
ま
す
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
区
内
の
加
賀
藩
邸
で
は
最
も
早

く
設
置
さ
れ
た
藩
邸
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。

永
代
島
邸
の
機
能
は
、
当
初
は
江
戸
に
お

け
る
物
資
貯
蔵
の
た
め
の
蔵
屋
敷
で
、
特
に

米
蔵
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
場

所
に
蔵
屋
敷
が
設
置
さ
れ
た
理
由
は
、
当
時

は
屋
敷
付
近
が
江
戸
湾
沿
岸
部
に
あ
た
り
、

水
運
の
便
が
良
か
っ
た
た
め
だ
そ
う
で
す
。

の
ち
慶
安
4
年
（
１
６
５
１
）
に
米
蔵
の

機
能
は
深
川
黒
江
町
屋
敷
に
移
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、永
代
島
邸
は
別
邸
（
別
荘
）
に
な
っ

た
と
さ
れ
ま
す
。
屋
敷
地
の
す
ぐ
南
が
海
を

臨
む
景
勝
地
で
も
あ
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、『
図
譜
』『
三
州
志
』
に
は
明
暦

3
年
（
１
６
５
７
）
の
江
戸
大
火
で
屋
敷
が

被
災
し
た
と
あ
り
、
延
宝
8
年
（
１
６
８
０
）

に
は
幕
府
に
収
公
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
頃
に
は
土
地
は
「
荒
地
」
と
な
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
屋
敷
南
側
の

埋
め
立
て
が
進
み
、
景
観
が
悪
化
し
て
い
た
、

と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
同
じ
頃
、
前
田
家
は
平
尾
邸
下

屋
敷
（
板
橋
区
）
を
拝
領
し
た
上
で
隣
地
を

購
入
し
て
拡
張
し
、
別
荘
と
し
て
整
備
し
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
永
代
島
邸
の
別
荘
と
し

て
の
機
能
が
、
延
宝
の
幕
府
収
公
を
機
に
平

尾
邸
に
移
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
実
際
に
幕
府
が
永
代
島
邸
の
屋

敷
地
を
収
公
し
た
の
は
、
6
年
後
の
貞
享
3

年
（
１
６
８
６
）
で
し
た
。
こ
れ
は
土
地
が

荒
れ
て
い
た
た
め
、
代
わ
り
の
請
人
（
管
理

者
・
納
税
者
）
が
選
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
理
由
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
収

公
の
命
令
が
下
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

前
田
家
は
年
貢
を
納
め
続
け
た
の
で
す
。
武

家
で
あ
っ
て
も
年
貢
地
（
課
税
地
）
を
購

小名木川

① ②
③

④

江
東
区
域
の
加
賀
藩
前
田
家
屋
敷

江
東
区
域
の
加
賀
藩
前
田
家
屋
敷

区
外
史
料
調
査
報
告

『東邸沿革図譜』（金沢市立玉川図書館近世史料館所蔵）延宝６年江戸絵図写部分

江東区内の加賀藩前田家江戸屋敷一覧
No. 屋敷名 年代 種類 面積

1 永代島邸 慶長10？～貞享3 抱屋敷
（蔵屋敷→別荘） 37,114坪？

2 炮碌島邸 明暦3？～貞享3 抱屋敷 約23,000坪？
3 深川邸 寛文期？～貞享3？ 抱屋敷 32,292坪

4 深川黒江町
蔵屋敷 慶安4～明治初期 抱屋敷（蔵屋敷） 2,668坪

『東邸沿革図譜』（史料番号特 16.18-128）をもとに筆者作成。
「？」記号は異説があることを示しています。
No. は下掲絵図中の指示番号に担当します。
屋敷の設置年代はあくまで『東邸沿革図譜』によるものです。当該地域は江戸期の
埋立地ですが、埋立時期には諸説あります。
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入
す
る
と
納
税
義
務
が
課
さ
れ
ま
し
た
。
前

田
家
は
そ
の
負
担
を
嫌
っ
て
幕
府
に
掛
け
合

い
、
正
式
に
土
地
を
上
納
し
た
の
で
し
た
。

炮
碌
島
邸

炮
碌
島
邸
は
永
代
島
邸
と
同
じ
、
の
ち
の

十
万
坪
近
く
の
土
地
（
千
石
1
・
2
付
近
）

に
置
か
れ
た
抱
屋
敷
で
す
。
そ
の
詳
細
は
わ

か
ら
ず
、開
設
年
代
も
不
明
で
す
が
、『
図
譜
』

で
は
明
暦
3
年
（
１
６
５
７
）
の
大
火
で
被

災
し
た
と
い
う
記
録
が
な
い
こ
と
か
ら
、
当

時
は
建
物
が
建
っ
て
い
な
か
っ
た
か
、
大
火

後
に
屋
敷
地
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

推
測
し
て
い
ま
す
。

立
地
環
境
は
、
永
代
島
邸
の
東
側
に
位
置

し
、
当
初
、
南
は
海
に
面
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
永
代
島
邸
と
同
じ
く
貞
享
3

年
4
月
に
幕
府
に
上
地
さ
れ
ま
し
た
。

敷
地
内
に
建
物
が
無
か
っ
た
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
、
隣
接
す
る
永
代
島
邸
が
別
荘
と

な
っ
て
い
た
時
期
に
購
入
さ
れ
た
と
も
推
測

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
庭
園
と
し
て
利
用

さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
現
在
の
と

こ
ろ
確
か
な
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

深
川
邸

深
川
邸
は
、
炮
碌
島
邸
の
西
方
（
平
野
4

付
近
）
に
所
在
し
た
抱
屋
敷
で
、
当
初
、
北

は
水
野
家
屋
敷
、
南
は
海
に
面
し
て
い
ま

し
た
。
開
設
年
は
不
明
で
す
が
、
寛
文
期

（
１
６
６
１
〜
７
３
）
の
江
戸
図
に
屋
敷
地

の
区
画
が
図
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
図

譜
』
で
は
こ
の
頃
に
は
屋
敷
地
と
な
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
閉
鎖
は
永
代
島
・
炮
碌
島
邸
と

同
じ
貞
享
3
年
の
幕
府
上
地
の
時
と
思
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
深
川
邸
に
は
不
思
議
な
点

が
あ
り
、
そ
の
後
に
発
行
さ
れ
た
江
戸
図
に

引
き
続
き
同
所
が
加
賀
藩
邸
と
し
て
記
載
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
図

譜
』
は
江
戸
図
の
記
載
が
な
く
な
る
享
保
12

年
（
１
７
２
７
）
以
降
に
廃
止
さ
れ
た
と
推

定
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
「
廃
止
さ
れ
た
屋
敷
が
江
戸

図
に
記
載
さ
れ
る
」、
と
い
う
現
象
は
永
代

島
邸
に
も
み
ら
れ
、
元
禄
時
代
（
１
６
８
８

〜
１
７
０
４
）
の
江
戸
図
に
「
マ
ツ
ダ
イ
ラ

カ
ヽ
」（
松
平
加
賀
＝
前
田
綱
紀
）
屋
敷
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
は
収

公
さ
れ
て
な
く
な
っ
て
お
り
、『
図
譜
』
で

も
「
此
処
ニ
公
ノ
名
ヲ
ノ
ス
ル
者
不
審
也
、

按
ル
ニ
是
画
工
ノ
誤
リ
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
誤
り

を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
江
戸
の

地
図
を
読
む
上
で
、
記
載
情
報
に
誤
謬
が
あ

る
可
能
性
と
、
情
報
の
「
裏
付
け
」
を
と
る

必
要
性
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
深
川
邸
が
存
続
し

て
い
た
時
期
や
建
物
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て

は
今
後
の
検
討
が
必
要
で
す
。

深
川
黒
江
町
蔵
屋
敷

深
川
黒
江
町
蔵
屋
敷
は
、
そ
の
名
の
通
り

深
川
黒
江
町
（
門
前
仲
町
1
）
に
所
在
し
た

抱
屋
敷
で
米
蔵
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。『
図

譜
』
で
は
明
暦
3
年
3
月
に
土
地
を
購
入
し

て
米
蔵
を
置
い
た
と
し
て
い
ま
す
が
、
注
記

と
し
て
土
地
は
慶
安
4
年
（
１
６
５
１
）
に

購
入
し
て
お
り
、
米
蔵
が
で
き
た
の
は
明
暦

の
大
火
後
の
万
治
元
年
（
１
６
５
８
）
と
す

る
異
説
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
の
説
が
正
し
い
の
か
は
判
然
と

し
ま
せ
ん
が
、
永
代
島
邸
が
被
災
し
た
明
暦

大
火
後
に
黒
江
町
屋
敷
へ
米
蔵
の
機
能
を
移

転
す
る
整
備
を
行
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま

す
。前

出
の
3
邸
が
近
世
中
期
に
は
廃
止
さ
れ

た
の
に
対
し
、
黒
江
町
蔵
屋
敷
は
明
治
維
新

ま
で
存
続
し
、
前
田
家
の
江
戸
に
お
け
る
貯

蔵
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
続
け
ま
し
た
。

現
在
、
近
世
史
料
館
に
残
さ
れ
て
い
る
史

料
も
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
黒
江
町
蔵
屋
敷
に
関

す
る
も
の
で
あ
り
、
江
戸
後
期
の
絵
図
面
な

ど
が
複
数
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
、
本
稿
で
は
調
査
で
確
認
さ
れ
た
史

料
を
も
と
に
加
賀
藩
前
田
家
の
屋
敷
に
つ
い

て
概
説
し
ま
し
た
。
調
査
史
料
の
す
べ
て
を

紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

そ
の
成
果
は
ま
た
別
の
機
会
に
ご
報
告
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

【
参
考
文
献
】
富
田
景
周
著
・
日
置
謙
校
『
越

登
賀
三
州
志
』（
昭
和
8
、
石
川
縣
図
書
館

協
会
出
版
）。
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世

史
料
館
『
加
賀
藩
の
江
戸
藩
邸
』（
平
成
13
）。

『
金
沢
市
史
』
通
史
編
２　

近
世
（
平
成
17
）。

（
文
化
財
専
門
員　

斉
藤
照
徳
）

屋敷位置の推定は『東邸沿革図譜』によるものです。

深川邸

永代島邸

炮碌島邸

深川黒江町蔵屋敷
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力
石
と
は
、
力
持
ち
（
力
く
ら
べ
）
で
用

い
ら
れ
た
石
の
こ
と
で
す
。
力
持
ち
は
神
社

の
祭
礼
な
ど
で
出
し
物
と
し
て
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
多
く
は
卵
型
で
、
表
面
に
凹
凸
が

少
な
い
60
〜
２
０
０
キ
ロ
程
度
の
自
然
石
で

す
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
力
持
ち
を
行
っ
た

神
社
へ
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

※

歴
史
的
に
は
、
戦
国
時
代
に
描
か
れ
た
屏

風
絵
「
上う
え
す
ぎ
ぼ
ん

杉
本　

洛ら
く
ち
ゅ
う
ら
く
が
い
ず
び
ょ
う
ぶ

中
洛
外
図
屏
風
」（
米よ
ね

沢ざ
わ

市し

上う
え
す
ぎ
は
く
ぶ
つ
か
ん
ぞ
う

杉
博
物
館
蔵
）
の
中
に
石
を
持
ち
上

げ
る
人
た
ち
の
姿
が
見
え
ま
す
。
ま
た
、
力

石
の
名
は
、
17
世
紀
初
頭
の
辞
書
（「
日に
っ

葡ぽ

辞じ

書し
ょ

」）
に
見
ら
れ
、
力
試
し
を
す
る
石
と

い
う
説
明
が
あ
り
ま
す
。

力
石
は
全
国
的
に
分
布
し
、
特
に
関
東
地

方
・
東
海
地
方
で
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
江
東

区
で
は
、
99
個
の
力
石
が
登
録
有
形
民
俗
文

化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
、
志し

演の
ぶ

神じ
ん
じ
ゃ社
（
北
砂
2
）
の
力
石
が
最
も
古
く
、
寛

文
4
年
（
１
６
６
４
）
の
年
号
が
刻
ま
れ
て

い
ま
す
（
①
）。
区
指
定
文
化
財
で
も
あ
る

こ
の
力
石
は
、
全
国
的
に
見
て
も
か
な
り
古

い
も
の
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
区
内
で
多
く
残

さ
れ
て
い
る
の
は
、
富と

み

賀が

岡お
か

八は
ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
（
南

砂
7
、
17
個
）、
中な
か

田た

稲い

荷な
り

神じ
ん
じ
ゃ社
（
東
砂
5
、

12
個
）、福ふ
く
ず
み住
稲い

荷な
り

神じ
ん
じ
ゃ社（
永
代
2
、10
個
②
）、

亀か
め

戸い
ど

天て
ん

神じ
ん

社し
ゃ

（
亀
戸
3
、
6
個
）
な
ど
の
神

社
で
す
。

※

力
石
に
は
、
重
さ
や
奉
納
し
た
者
の
名
前
、

年
月
日
を
刻
む
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

重
さ
が
刻
ま
れ
る
場
合
に
は
、
三
十
貫
（
約

１
１
２･

５
キ
ロ　

1
貫
は
約
３
・
７
５
キ

ロ
）
な
ど
と
表
示
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
力
持
ち
に
参
加
者
し
た
人
の
名
前

が
奉
納
者
と
し
て
刻
ま
れ
た
も
の
も
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
亀
戸
天
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
力

石
に
は
、
神
田
明
神
下
（
千
代
田
区
外
神
田

2
）
の
酒
屋
、
内
田
屋
の
奉
公
人
で
あ
っ
た

内
田
金
蔵
と
八
丁
堀
亀
島
（
中
央
区
日
本
橋

茅
場
町
2
・
3
）
の
平
蔵
の
名
前
が
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。
2
人
は
江
戸
近
郊
だ
け
で
な
く
、

房
総
地
域
に
も
名
前
が
確
認
さ
れ
、
活
動
範

囲
の
広
さ
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
（
高
島
慎
助

『
東
京
の
力
石
』等
）。
一
方
で
、深
川
幸
三
郎
、

扇
橋
三
治
郎
、
佐
賀
文
八
、四
十
町
力
蔵
な

ど
、
区
内
地
域
名
を
冠
し
た
名
前
も
確
認
で

き
ま
す
（
富
賀
岡
八
幡
宮
、中
田
稲
荷
神
社
）。

そ
の
他
、
江
戸
中
期
の
狂き

ょ
う
か歌
師し

・
戯げ

作さ
く

者し
ゃ

と
し
て
有
名
な
太
田
蜀
山
人
（
南な
ん

畝ぽ

③
）
や

書
家
三
井
親
孝
（
親
和
の
子
④
）
な
ど
、
文

化
人
が
書
い
た
文
字
を
刻
ん
だ
も
の
も
あ
り

ま
す
（
亀
戸
天
神
社
）。

『
ゆ
こ
う
あ
る
こ
う
　

　
こ
う
と
う
文
化
財
ま
っ
ぷ
』

江
東
区
の
歴
史
・
文
化
財
を
案
内
す
る
「
文

化
財
ま
っ
ぷ
」
の
改
訂
版
を
刊
行
い
た
し
ま

し
た
。
内
容
を
さ
ら
に
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
さ
せ
、

充
実
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
情
報
更

新
だ
け
で
な
く
、「
江
東
区
の
川
と
橋
の
い
ま

む
か
し
」、「
埋
め
立
て
の
歴
史
〜
江
戸
か
ら

現
在
ま
で
」、「
に
し
き
絵
に
み
る　

こ
う
と

う
‐
描
か
れ
た
名
所
‐
」、「
歌
舞
伎
と
関
連

文
化
財
」
の
テ
ー
マ
を
設
け
解
説
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、平
成
８
年
刊
の『
下
町
文
化
探
訪
』

（
品
切
）
に
掲
載
し
、
大
変
好
評
を
得
た
町
名

の
変
遷
図
も
復
活
さ
せ
ま
し
た
。

ぜ
ひ
、
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
頒
布
場
所
】

文
化
観
光
課
文
化
財
係�

（
区
役
所
４
階
）

こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン�

（
区
役
所
２
階
）

芭
蕉
記
念
館�

（
常
盤
１
―

６
―
３�

）

深
川
江
戸
資
料
館�

（
白
河
１
―
３
―
28
）

中
川
船
番
所
資
料
館�

（
大
島
９
―
１
―
15
）

深
川
東
京
モ
ダ
ン
館�

（
門
前
仲
町
１
―
19
―
15
）

│ 

刊
行
案
内 

│

│ 

刊
行
案
内 

│

　
　
　
　

訃　

報

◦�

江
東
区
登
録
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）

「
仕
舞
袴
製
作
」
保
持
者
杉
浦
武
雄
氏
は
、

去
る
平
成
26
年
12
月
28
日
に
ご
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。
こ
こ
に
慎
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
様
も
神
社
を
訪
れ
る
時
に
は
力
石
を
探

し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

（
文
化
財
専
門
員　

功く
ぬ

刀ぎ

俊
宏
）

文
化
財
ま
め
知
識
４

江
東
区
内
の
力
石

江
東
区
内
の
力
石

ち
か
ら

ち
か
ら
い
し
い
し

②力石　10個　福住稲荷神社

③「臥龍石」　蜀山人書
亀戸天神社

④「奉納　天満宮」　親孝書
亀戸天神社

①力石　寛文４年在銘
志演神社


