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江
戸
時
代
の
洲
崎

深
川
の
洲
崎
は
、
景
勝
地
と
し
て
知
ら
れ

る
名
所
で
し
た
。
画
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
洲
崎
弁
財
天
（
現
洲
崎
神
社
）
の
す
ぐ

そ
ば
ま
で
海
が
迫
り
、
そ
こ
か
ら
眺
め
る
風

景
は
ま
さ
に
絶
景
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ

に
は
、
海
に
面
し
て
葦よ
し

簀ず
ば
り張
の
茶
店
が
設
け

ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
人
で
賑
わ
っ
て
い
る

様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
絵
師
に
よ
っ
て

描
か
れ
た
そ
の
風
景
は
、
埋
立
て
が
進
み
、

ビ
ル
が
林
立
す
る
現
在
の
町
の
姿
か
ら
は
想

像
も
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
洲
崎
の
海
は
潮
干
狩
り
を
楽
し
む

場
で
も
あ
り
ま
し
た
。
潮
が
引
く
と
人
々
は

海
に
出
か
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
魚
介
類
を
採
り

ま
し
た
。
描
か
れ
た
江
戸
前
の
風
景
か
ら
は
、

そ
の
豊
か
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
幕
末
の

「
本
所
深
川
絵
図
」
を
見
て
も
、
過●

●
●

●

去
の
水

害●

で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
洲
崎
付
近
を
除

き
、
海
沿
い
は
大
名
屋
敷
で
埋
め
尽
く
さ
れ

て
い
ま
す
。
船
が
大
量
の
物
資
輸
送
の
手
段

で
あ
っ
た
当
時
、
海
沿
い
は
利
便
性
が
高
く
、

加
え
て
風
景
も
楽
し
め
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
上
の
画
を
見
る
と
、
洲
崎
弁

財
天
の
門
前
に
一
本
の
石
碑
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、「
過
去
の
水
害
」
の
後
に

建
て
ら
れ
た
、「
波な
み
よ
け除

碑ひ

」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
現
存
し
て
い
ま
す
。
次
頁
で
詳
細
を
記

し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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波
除
碑
は
、
い
ま
か
ら
２
２
０
年
ほ
ど

前
の
寛か
ん
せ
い政

6
年
（
１
７
９
４
）
に
建
て
ら
れ

た
2
本
の
石
碑
で
、
現
在
は
洲
崎
神
社
（
木

場
6
︱

13
︱

13
）
境
内
に
1
本
、
そ
こ
か
ら

５
０
０
m
ほ
ど
西
側
の
平
久
橋
西
詰
（
牡
丹

3
︱

33
付
近
）
に
1
本
建
っ
て
い
ま
す
。

波
除
碑
が
建
て
ら
れ
た
契
機
は
、
寛
政
3

年
（
１
７
９
１
）
に
起
こ
っ
た
高
潮
の
被
害

で
し
た
。
同
年
9
月
3
日
に
降
り
始
め
た
大

雨
が
、
翌
4
日
午
前
中
の
満
潮
時
に
は
暴
風

雨
と
な
り
、
こ
の
付
近
一
帯
に
高
潮
が
来
襲

し
ま
し
た
。
そ
の
水
害
で
家
屋
が
流
さ
れ
た

だ
け
で
な
く
、
多
数
の
死
者
・
行
方
不
明
者

を
出
し
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
幕
府
は
海

沿
い
の
土
地
５
４
６
７
坪
余
を
買
上
げ
空
地

と
し
て
、
家
を
建
て
る
こ
と
を
禁
じ
ま
し
た
。

そ
の
3
年
後
、
空
地
の
北
側
両
端
に
石
碑
を

建
て
、
そ
の
目
印
と
し
た
の
で
す
。
こ
の
石

碑
が
波
除
碑
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
い
ず

れ
も
都
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
貴
重
な

も
の
で
す
が
、
震
災
や
戦
災
の
被
害
を
受
け
、

ひ
ど
く
破
損
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
平

成
26
年
度
に
修
復
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

2
本
の
う
ち
、
洲
崎
神
社
の
碑
は
4
隅
に

鉄
筋
が
添
え
ら
れ
、
周
囲
の
大
部
分
を
モ
ル

タ
ル
で
固
め
た
状
態
で
、
碑
本
来
の
形
状
が

わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
今
回
は

鉄
筋
と
モ
ル
タ
ル
を
除
去
し
、
石
碑
だ
け
の

姿
に
戻
す
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

作
業
の
過
程
で
姿
を
現
し
た
波
除
碑
は
、

上
部
が
欠
損
し
、
全
体
的
に
破
損
が
見
ら
れ

る
な
ど
、
形
状
が
整
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
平
久
橋

の
波
除
碑
も
同
様
で
、
上
部
の
ほ
ぼ
３
分
２

は
欠
損
し
、
残
る
部
分
も
か
な
り
の
破
損
が

見
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
２
本
の
形
状
は
、
現
在

に
残
さ
れ
た
碑
の
歴
史
で
あ
り
、
幾
多
の
災

害
の
痕こ

ん
せ
き跡
そ
の
も
の
で
す
。
そ
の
痕
跡
に
こ

そ
、
後
世
に
伝
え
る
べ
き
地
域
の
歴
史
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

文
化
財
主
任
専
門
員　

出
口
宏
幸

土手土手

波除碑波除碑

海海

　

教
育
委
員
会
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
、
ゆ
か
り
の
歴
史
や

文
化
な
ど
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、

旧
葛
西
橋
が
架
橋
さ
れ
て
い
た
付
近
に
、

新
た
に
文
化
財
説
明
板
を
設
置
し
ま
し
た
。

設
置
場
所
は
、
現
在
の
葛
西
橋
の
上
流
に

位
置
す
る
、
荒
川
右
岸
の
河
川
敷
に
設
け

ら
れ
た
遊
歩
道
沿
い
で
す（
地
図
参
照
）。

　

旧
葛
西
橋
は
、
昭
和
3
年
（
１
９
２
８
）

に
東
砂
5
︱

15
、
6
︱

17
か
ら
江
戸
川
区
の

間
に
架
橋
さ
れ
た
橋
で
、
長
さ
６
９
６
・
４

メ
ー
ト
ル
、
幅
員
６
・
１
メ
ー
ト
ル
の
架
橋

当
時
は
東
京
で
最
長
の
橋
で
し
た
。
正
確

に
は
、
荒
川
放
水
路
に
架
け
ら
れ
た
長
さ

５
４
９
・
１
メ
ー
ト
ル
の
葛
西
橋
と
、
中
川

放
水
路
に
架
け
ら
れ
た
長
さ
１
４
７
・
３

メ
ー
ト
ル
の
葛
西
小
橋
に
分
か
れ
ま
す
。

旧
葛
西
橋
は
、
荒
川
・
中
川
放
水
路
の
開

削
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
江
東
区
と
江
戸

川
区
を
結
ぶ
重
要
な
橋
で
し
た
が
、
自
動

車
の
交
通
量
の
増
加
や
橋
の
老
朽
化
の
た

め
、
昭
和
38
年
（
１
９
６
３
）
に
新
し
い
葛

西
橋
が
下
流
に
架
橋
さ
れ
、
旧
葛
西
橋
は

廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

散
策
の
際
な
ど
に
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

旧
葛
西
橋
跡 

文
化
財
説
明
板
の
紹
介 

洲崎神社碑　修復前（右）と修復後（左）

広重「東都名所洲崎弁財天境内全図　同海浜汐干之図」（部分）

二
つ
の
波
除
碑

二
つ
の
波
除
碑

な
み
な
み

よ
け
よ
け

ひひ

文
化
財
の
修
復
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孔
子
の
優
秀
な
弟
子
10
人
を
称
し
て
孔こ
う
も
ん門

十じ
っ
て
つ哲
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
に
擬な
ぞ
ら
え
て
芭
蕉
の

優
秀
な
俳
家
を
蕉
し
ょ
う
も
ん門

十
哲
と
呼
称
し
ま
す
。

許き
ょ
り
く六

は
、『
本
朝
文
選
』
の
「
師
の
説
」
の

中
で
「
其
道
を
継
十
哲
の
門
人
」
と
語
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
10
人
が
誰
で
あ
っ
た
の
か

は
不
明
で
す
。『
続
俳
家
奇
人
談
』
に
所
収

す
る
蕪ぶ

村そ
ん

の
画
賛
に
は
、
其き

角か
く

・
嵐ら
ん
せ
つ雪

・
支し

考こ
う
・
許
六
・
去き
ょ

来ら
い
・
丈
じ
ょ
う
そ
う草・
野や

ば坡
・
越え
つ
じ
ん人
・

北ほ
く

枝し

・
杉さ
ん
ぷ
う風
の
10
人
を
描
い
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
蕉
門
十
哲
の
画
像
を
見

る
と
、
人
物
が
一
定
し
て
い
る
訳
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
其
角
と
嵐
雪
は
蕉
門
の
双

璧
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
外
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
す
。

江
戸
の
俳
壇
は
芭
蕉
の
没
後
、
江
戸
座
の

其き

角か
く

系
と
沾せ
ん
と
く徳
系
が
主
流
と
な
り
ま
す
が
、

嵐
雪
の
雪せ
つ
も
ん門
や
素そ

堂ど
う
の
葛
飾
派
な
ど
、
多
く

が
俳
諧
集
団
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
の
拠
点
は
、
例
え
ば
素
堂
を
祖
と

す
る
葛
飾
派
が
桃と
う
せ
い青
寺じ

（
墨
田
区
東
駒
形
）

で
あ
り
、
嵐
雪
を
祖
と
す
る
雪
門
が
要よ
う
し
ん
じ

津
寺

（
同
区
千
歳
）
で
し
た
。

今
回
の
展
示
で
は
、
嵐
雪
を
祖
と
す
る

雪
門
の
俳
人
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
雪
門

の
俳
人
の
正
統
は
「
雪

せ
っ
ち
ゅ
う
あ
ん

中
庵
」
を
継
承
し
ま

す
。
服
部
嵐ら
ん
せ
つ雪

を
初
世
と
し
、
2
世
桜
井
吏り

登と
う
︱
3
世
大
島
蓼り
ょ
う
た太
︱
4
世
大
島
完か
ん
ら
い来
︱
5

世
大
島
対た
い
ざ
ん山
︱
6
世
山
本
椎す
い
い
ん陰
︱
7
世
村
井

鳳ほ
う
し
ゅ
う

州
︱
8
世
服
部
梅ば
い
ね
ん年

︱
9
世
斎
藤
雀じ
ゃ
く
し志

︱

10
世
杉
浦
宇う

貫か
ん

︱
11
世
清
水
東と
う

枝し

︱
12
世
増

田
龍り
ゅ
う
う雨
と
続
き
ま
し
た
。

嵐
雪
は
、
其
角
と
と
も
に
江
戸
蕉
門
を

二
分
し
た
と
さ
れ
、
多
く
の
俳
書
に
画
像
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
品
で
は
、
渡
辺
崋
山

の
描
い
た
嵐
雪
肖
像
や
、
描
い
た
画
人
は
不

明
な
が
ら
肉
筆
で
桜
井
梅ば
い
し
つ室

が
嘉
永
3
年

（
１
８
５
０
）
に
折
本
仕
立
に
し
た
『
古
哲

俳
家
三
十
六
俳
仙
』
中
の
嵐
雪
肖
像
の
ほ
か
、

俳
書
に
載
る
さ
ま
ざ
ま
な
嵐
雪
の
肖
像
を
展

示
し
て
い
ま
す
。

2
世
の
桜
井
吏
登
は
、
生
前
、
わ
ず
か
18

句
を
除
き
、
句
稿
を
焼
却
し
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
そ
の
後
、
門
人
に
よ
り
『
吏
登
句
集
』

が
刊
行
さ
れ
、
１
１
９
句
が
拾
い
集
め
ら
れ

ま
し
た
。
展
示
で
は
、
吏
登
の
珍
し
い
「
狼

と
お
な
じ
山
を
や
時
鳥
」
の
短
冊
を
初
公
開

し
ま
す
。

3
世
の
大
島
蓼
太
は
、
雪
中
庵
隆
盛
期

の
俳
人
で
、
俳
書
２
０
０
種
、
文
台
を
許
し

た
輩
40
、
門
人
３
０
０
０
人
と
も
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
蓼
太
は
、
要
津

寺
に
芭
蕉
庵
を
再
興
し
、
多
く
の
芭
蕉
の
顕

彰
活
動
を
活
発
に
行
っ
て
い
ま
す
。
明
治
42

年
（
１
９
０
９
）
1
月
号
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

に
載
る
中
村
不
折
の
「
深
川
芭
蕉
庵
図
」
は
、

祖
父
庚
建
翁
の
原
図
を
も
と
に
描
か
れ
た
模

写
で
す
。
従
来
、
こ
の
絵
は
、
江
東
区
常
盤

付
近
の
深
川
芭
蕉
庵
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
蓼
太
編
の
『
芭
蕉
庵
再
興
集
』

と
比
較
す
る
と
、
庭
中
の
流
路
や
土
橋
の
位

置
な
ど
か
ら
、
こ
の
絵
の
場
所
が
要
津
寺

だ
っ
た
こ
と
を
特
定
で
き
ま
す
。

4
世
の
大
島
完
来
は
、
初
め
富
増
氏
を
名

乗
っ
て
い
ま
し
た
が
、
後
に
蓼
太
の
養
子
に

な
っ
て
い
ま
す
。
作
品
と
し
て
は
、
完
来
の

「
円
相
自
画
賛
」（
円
相
：
禅
で
悟
り
の
象
徴

と
し
て
描
く
円
形
・
丸
の
こ
と
）
を
展
示
し

ま
す
。

8
世
の
服
部
梅
年
は
江
戸
深
川
の
生
ま
れ

で
、
雪
中
庵
5
世
の
対
山
に
師
事
、
明
治
7

年
（
１
８
７
４
）
に
雪
中
庵
を
継
承
し
て
い

ま
す
。
梅
年
は
同
9
年
春
に
雪
門
の
勢
力
挽

回
の
一
策
と

し
て
、
深
川

富
岡
に
芭
蕉

神
社
を
創
建

し
ま
し
た
。

の
ち
に
寛
政

の
頃
に
創
建

さ
れ
た
花は

な
も
と本

社し
ゃ

に
合ご
う

祀し

さ

れ
ま
す
。
作

品
は
、
梅
年

が
80
歳
で
芭

蕉
の
「
幻げ
ん
じ
ゅ
う
あ
ん

住
庵
の
記
」
を
揮き
ご
う毫

し
た
も
の
で

す
。
展
示
で
は
、
初
公
開
も
含
め
、
全
24
点

を
展
示
し
ま
す
。

ま
た
、
中
央
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
は
、「
江

戸
に
お
け
る
芭
蕉
︱
そ
の
生
活
と
住
い
︱
」

を
テ
ー
マ
に
、「
◆
江
戸
下
向
を
め
ぐ
る
諸

説　
（
Ⅰ
）
桃
青
寺
と
芭
蕉　
（
Ⅱ
）
杉
風
と

芭
蕉　
（
Ⅲ
）
卜ぼ
く
せ
き尺

と
芭
蕉
」、「
◆
深
川
移

居
以
前
の
生
活
」、「
◆
深
川
移
居
の
年
次
」、

「
◆
深
川
芭
蕉
庵
の
位
置　
（
Ⅰ
）
第
一
次
芭

蕉
庵　
（
Ⅱ
）
第
二
次
芭
蕉
庵　
（
Ⅲ
）
第
三

次
芭
蕉
庵
」
に
つ
い
て
、
27
点
の
資
料
を
も

と
に
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
深
川
と
芭
蕉
と
の
係
わ
り

を
、
よ
り
掘
り
下
げ
て
見
て
は
如
何
で
し
ょ

う
か
。

【
芭
蕉
記
念
館　

問
合
せ
】

☎
０
３
（
３
６
３
１
）
１
４
４
８

大島完来 円相自画賛

平
成
27
年
度
芭
蕉
記
念
館
前
期
企
画
展

6
月
25
日（
木
）〜
12
月
20
日（
日
）ま
で

◆
江
戸
の
俳
壇

◆
江
戸
の
俳
壇
│

嵐
雪
と
雪
門
・
雪
中
庵
の
俳
人
た
ち
│

│

嵐
雪
と
雪
門
・
雪
中
庵
の
俳
人
た
ち
│

◆
江
戸
に
お
け
る
芭
蕉

◆
江
戸
に
お
け
る
芭
蕉
│

そ
の
生
活
と
住
い
│

│

そ
の
生
活
と
住
い
│

桜
井
吏
登
筆「
狼
と
」句
短
冊
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前
回
（
本
誌
２
６
７
号
）
に
引
き
続
き
、

江
戸
時
代
の
散
歩
好
き
十
方
庵
敬
順
が
歩
い

た
元
八
幡
（
富
賀
岡
八
幡
宮
、
南
砂
７
︱

14
）

へ
の
道
を
た
ず
ね
ま
す
。

前
回
は
洲
崎
神
社
（
木
場
6
︱

13
）
か
ら

南
砂
六
地
蔵
（
南
砂
2
︱

28
）
の
辺
り
ま
で

た
ど
り
ま
し
た
。
六
地
蔵
か
ら
元
八
幡
へ
続

く
道
は
、
元
〆
川
の
沿
道
を
も
と
に
形
づ
く

ら
れ
た
道
で
、
仙せ

ん

気き

稲
荷
通
り
・
元
八
幡
通

り
と
愛
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
こ
の

道
を
進
ん
で
い
き
ま
す
。

貨
物
線
の
踏
切

で
は
南
砂
六
地
蔵
の
辺
り
か
ら
歩
い
て
み

ま
し
ょ
う
。
ま
っ
す
ぐ
歩
い
て
行
く
と
J
R

総
武
本
線
越
中
島
支
線
の
踏
切
を
越
え
て
明

治
通
り
に
行
き
当
た
り
ま
す
。
踏
切
は
「
締

川
踏
切
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

元
〆
川
由
来
で
あ
れ
ば
、「
元
」
が
無
い

の
が
何
と
も
残

念
で
す
。「
元

〆
」
と
は
、
砂

村
新
田
の
字
名

で
、
元
〆
川
以

南
の
南
砂
2
辺

り
を
呼
ん
で
い

ま
し
た
。

疝
気
稲
荷

明
治
通
り
を

渡
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
仙
気
稲
荷

通
り
に
な
り
ま

す
。
愛
称
名
は

昭
和
42
年
に
習

志
野
市
へ
移
転
し
た
疝せ

ん

気き

稲
荷
に
ち
な
み
ま

す
。
現
在
、
南
砂
3
︱

4
に
稲
荷
が
あ
り
ま

す
が
、
旧
跡
保
存
の
た
め
に
地
元
の
方
た
ち

に
よ
り
祀
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
由
緒
で

は
、
万
治
2
年
（
１
６
５
９
）
に
砂
村
新
田

が
開
発
さ
れ
た
際
、
高
波
の
被
害
を
避
け
る

た
め
に
「
江
之
嶋
明
神
奥
ノ
院
」
を
波な
み

除よ
け
つ
つ
み堤

に
勧か
ん
じ
ょ
う請
し
た
と
い
い
ま
す
（
砂
村
稲
荷
神
社

関
係
文
書
）。
明
治
6
年
7
月
5
日
に
は
砂
村

稲
荷
神
社
（
旧
社
号
は
大
智
稲
荷
社
）
と
し

て
村
社
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
元
で
は

「
疝
気
稲
荷
」
と
広
く
呼
ば
れ
、
文
化
年
間
に

は
「
疝せ
ん
し
ゃ
く癪

」（
胸
や
腹
が
さ
し
こ
ん
で
痛
む
病

気
）
の
患わ
ず
ら

い
に
霊れ
い
げ
ん験

の
あ
る
神
と
し
て
流
行

し
始
め
た
と
い
い
ま
す
（『
武
江
年
表
』）。

疝
気
稲
荷
の
噂う
わ
さ

を
耳
に
し
て
い
た
敬
順
も

稲
荷
に
立
ち
寄
っ
て
い
ま
す
。

路ろ

傍ぼ
う

な
れ
ば
容あ
り
さ
ま体
を
見
て
行
ん
も
の

と
、
冬ね
ぎ
は
た
け

葱
圃
の
中
を
ゆ
く
事
壱
町
に
し
て

波な
み
よ
け
つ
つ
み

除
堤
を
か
た
と
り
て
小ほ
こ
ら祠
あ
り
、
幟の
ぼ
り
な

ど
四
五
本
た
て
ゝ
、
麁そ
ま
つ抹

の
仮か
り
み
や宮

に
あ
が

め
た
り
け
り
（『
江
戸
叢
書
』
以
下
同
じ
）

お
そ
ら
く
敬
順
は
元
八
幡
へ
行
く
途
中

で
寄
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
八
幡
へ
の
再
訪
は

文
化
13
年
（
１
８
１
６
）
で
す
の
で
、
疝
気

稲
荷
の
流
行
が
盛
ん
で
あ
っ
た
頃
と
な
り
ま

す
。
流
行
神
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
敬

順
の
意
見
は
さ
て
お
き
、
稲
荷
周
辺
が
ネ
ギ

畑
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
稲
荷
が
波
除
堤
の
側

に
あ
っ
た
と
い
う
景
観
を
今
に
伝
え
て
く
れ

た
こ
と
は
幸
い
で
し
た
。

砂
村
の
景
観

左
の
絵
は
、「
砂
村
の
春
色
」
と
題
す
る

小
林
清
親
の
作
品
で
す
（
深
川
図
書
館
藏
）。

清
親
風
景
真
画
シ
リ
ー
ズ
の
1
枚
で
、
大
正

3
〜
4
年
に
頒
布
さ
れ
た
も
の
で
す
。
何
と

も
の
ど
か
な
農
村
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
敬
順
が
歩
い
た
元
〆
川
沿
い
の
道
も
こ

の
よ
う
な
雰
囲
気
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

敬
順
は
、
元
八
幡
へ
行
く
途
中
、
釣
り
人

に
出
会
っ
て
い
ま
す
。

此こ
の

日ひ

快
晴
に
し
て
、
時
は
閏
う
る
う

八
月
な
が

ら
、
九
月
の
節
に
入
て
最も

早は
や

七
八
日
目
か

と
よ
、
冷
気
弥い
や

ま
し
、
吹
風
い
と
寒
く
、

四よ

も方
の
梢こ
ず
え
の
葉

を
震ふ
る

ふ
様
は
秋

の
野
ず
へ
の
淋さ
び

し
く
、
元
よ
り

行
路
の
人
影
稀ま
れ

な
る
川
筋
に

飄ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
ぜ
ん
ぜ
ん

々
然
々
と

釣
す
る
漁
夫
あ

り
、
扠さ
て
は
吹ふ
き
あ
ら荒

せ
し
野
外
を
物
好
に
逍し

ょ
う
ゆ
う遊
す
る
我
わ
が
と
も
が
ら輩
あ

り
、
何い
ず
れ
が
勝ま
さ
ら
ん
、
気
を
養や
し
な
ふ
に
至い
た
っ
て

は
彼ひ

し此
同
日
の
論
た
る
べ
し

「
此
日
」
と
は
再
訪
し
た
文
化
13
年
閏
8

月
21
日
で
、
も
う
9
月
に
入
っ
た
よ
う
な
寒

さ
の
中
で
し
た
。
敬
順
は
、
寒
風
が
吹
く
中

で
釣
り
を
す
る
人
に
あ
き
れ
な
が
ら
も
、
振

り
返
れ
ば
自
分
た
ち
も
物
好
き
に
散
策
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
お
か
し
み
を
感
じ
た

よ
う
で
す
。
敬
順
は
、
俗
事
（
市
中
）
か
ら

離
れ
て
「
古こ

が雅
」
な
る
景
勝
地
（
近
郊
）
を

訪
ね
る
こ
と
を
好
ん
だ
人
で
す
。
砂
村
の
淋

し
い
風
景
は
、
敬
順
が
鋭
気
を
養
う
た
め
に

は
格
好
の
場
所
で
し
た
。

三
つ
目
の
橋
〜
庚
申
橋
〜

程ほ
ど
な
く
川
に
添そ
い
し
三
つ
目
の
橋
を
越こ
え
、
右

に
付
て
ゆ
く
事
拾
余
町
、
北
は
渺
び
ょ
う
び
ょ
う々と
果は
て

し
な
き
砂
む
ら
の
耕こ
う

地ち

を
な
が
め
つ
ゝ
、

洲
崎
の
元
八
幡
に
こ
そ
は
詣も
う

で
き

元
〆
川
沿
い
の
道
を
歩
い
て
い
た
敬
順
は
、

「
三
つ
目
」
の
橋
を
渡
っ
て
、
砂
村
の
広
大
な

田
園
風
景
を
な
が
め
な
が
ら
歩
き
続
け
、
元

八
幡
に
た
ど
り
つ
い
て
い
ま
す
。
前
回
の
訪

問
で
も
、「
三
ツ
目
の
板
橋
を
左
り
へ
越
て
又

川
に
そ
ひ
、
東
へ
ゆ
く
事
数
拾
町
に
し
て
、

堀
留
よ
り
右
へ
ま
が
り
て
」
と
記
し
て
い
る

よ
う
に
、
敬
順
は
や
は
り
「
三
ツ
目
」
の
橋

を
渡
っ
て
元
〆
川
沿
い
を
歩
い
て
い
ま
す
。

天
保
11
年
（
１
８
４
０
）
の
絵
図
（
次
頁
）

を
見
る
と
、
庚
申
橋
か
ら
東
南
方
向
は
道

十
方
庵
敬
順
が
歩
い
た

　
　
　元
八
幡
へ
の
道（
二
）

十
方
庵
敬
順
が
歩
い
た

　
　
　元
八
幡
へ
の
道（
二
）

江
東

5

古
道

の

をゆ
く

明
治
通
り

明
治
通
り

踏切踏切

六地蔵六地蔵

稲荷稲荷

砂村稲荷神社　昭和30年頃
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が
北
側
に
付
け

ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま

す
。
敬
順
は
橋

を
左
へ
越
え
た

と
い
う
の
で
、

三
つ
目
の
橋
は

庚
申
橋
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
こ

は
元
〆
川
と
東
横
川
が
接
続
す
る
所
で
、
東

横
川
に
は
八
幡
橋
が
架
か
っ
て
い
ま
し
た
。

仙
気
稲
荷
通
り
を
進
ん
で
行
く
と
、
ま
っ

す
ぐ
だ
っ
た
道
が
左
に
カ
ー
ブ
し
て
い
る
所

に
さ
し
か
か
り
ま
す
（
写
真
①
）。
こ
の
辺

り
が
庚
申
橋
の
あ
っ
た
所
で
（
福
島
橋
第
二

交
差
点
）、
左
手
に
入
る
道
は
東
横
川
の
跡

で
す
。
こ
こ
で
道
は
北
側
へ
ず
れ
、
交
差

点
を
境
に
元
八
幡
通
り
と
な
り
ま
す
。
な

お
、
大
正
2
年
に
撮
影
し
た
庚
申
橋
の
写
真

が
『
水
彩
抄
』
12
号

（
江
東
区
の
歴
史
と

文
化
を
継
承
す
る
会

編
、
宇
田
川
純
正
氏

執
筆
）
で
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。

堀
留
に
あ
っ
た
道
標

元
八
幡
通
り
を
進
む
と
丸
八
通
り
に
行
き

当
た
り
ま
す
（
写
真
②
）。
写
真
中
央
の
建

物
の
左
手
が
元
八
幡
通
り
で
、
右
手
の
小
道

と
の
間
に
挟
ま
れ
た
東
西
１
６
０
メ
ー
ト
ル

程
の
細
長
い
区
画
が

元
〆
川
の
雰
囲
気
を

伝
え
て
い
ま
す
。

ま
も
な
く
元
八
幡

通
り
は
右
へ
カ
ー
ブ

し
ま
す
（
写
真
③
）。

こ
の
辺
り
が
堀
留
で
し
た
。
明
治
43
年
発
行

の
『
東
京
近
郊
名
所
図
会
』
に
は
、
川
の
尽

き
る
所
に
「
元
は
ち
ま
ん
道
」
と
記
し
た
石

標
が
あ
る
と
書
い
て
あ

り
ま
す
。
現
在
、
元
八

幡
境
内
に
あ
る
道
標
の

こ
と
で
す
。
道
標
は
戦

後
に
な
っ
て
境
内
に
移

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま

で
は
写
真
④
中
央
の
辺

り
（
南
砂
6
︱

10
）
に

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

桜
並
木
と
波
除
堤

堀
留
か
ら
元
八
幡
へ
の
道
筋
は
、
明
治
43

年
の
1
万
分
の
1
地
形
図
（
陸
地
測
量
部
、

右
下
）か
ら
う
か
が
え
ま
す
。『
城
東
区
史
稿
』

（
昭
和
17
年
）
に
よ
る
と
、
道
標
の
あ
っ
た

場
所
か
ら
元
八
幡
へ
向
か
う
道
の
両
側
に
は

か
つ
て
桜
の
並
木
が
あ
っ
て
「
桜
道
」
と
呼

ば
れ
、
開
花
の
折
に
は
賑
わ
っ
た
そ
う
で
す
。

で
は
明
治
43
年
の
地
形
図
を
参
考
に
し
て

歩
い
て
み
ま
し
ょ

う
。
堀
留
か
ら
ま

も
な
く
右
手
に
折

れ
て
（
写
真
⑤
）、

か
つ
て
桜
並
木
で

あ
っ
た
道
に
入
り

ま
す
。
さ
ら
に
左

手
に
折
れ
る
と
、
前
方
に
元
八
幡
が
見
え
て

き
ま
す
（
写
真
⑥
）。

元
八
幡
に
近
づ
い
た
敬
順
は
ど
の
よ
う
な

風
景
を
目
に
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

堀
留
よ
り
右
へ
ま
が
り
て
、
既
に
洲
崎
近

く
な
ら
ん
ず
る
辺
よ
り
左
右
芦
原
に
て
中

路
一
段
高
く
、
双
方
の
行な

み
樹き

は
花さ
く
ら王

の
み

を
植
な
ら
べ
し
事
凡
五
町
余
さ
ら
に
余
木

な
し
、
若
弥や
よ
い生
の
頃
爰こ
こ
に
遊
行
せ
ば
、
桜

の
咲
そ
ろ
ひ
し
を
見
ん
も
の
を
残
多
し
、

斯か
く

て
さ
く
ら
の
並
樹
を
過
て
、
右
の
方
波

除
堤
を
歩
行
し
つ
ゝ
、
西
よ
り
東
の
方
迄

を
眺ち
ょ
う
ぼ
う望
す
れ
ば
、
目
に
障さ
わ
る
物
な
く
唯た
だ

蒼そ
う

海か
い

の
青
み
た
る
風
色
い
は
ん
方
な
し

敬
順
は
、
桜
が
咲
き
そ
ろ
っ
て
い
る
時
に

く
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
い
つ
つ
「
桜
道
」
を

通
り
過
ぎ
、
波
除
堤
を
歩
き
な
が
ら
目
の
前

に
広
が
る
雄
大
な
海
の
青
さ
に
感
嘆
し
て
い

ま
す
。
波
除
堤
は
、
元
禄
11
年
（
１
６
９
８
）

に
幕
府
が
深
川
か
ら
砂
村
新
田
に
か
け
て
築

い
た
も
の
で
す
。
4
、
5
m
ほ
ど
の
高
さ
が

あ
っ
た
の
で
、
堤
の
上
か
ら
眺
め
る
景
色
は

格
別
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

元
八
幡
は
古
雅
の
勝
地
な
り

境
内
に
入
っ
た
敬
順
は
、
人
影
も
見
え
な

い
閑か

ん
じ
ゃ
く寂

の
中
に
昔
か
ら
移
ろ
わ
ぬ
神
地
を
見

い
出
し
、
松
の
枝
振
り
や
わ
き
水
の
清
ら
か

さ
に
古
風
な
優ゆ
う

雅が

さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
西
北
は
砂
村
の
果
て
し
な
き
耕
地
を

見
晴
ら
し
、
東

南
は
見
渡
す
限

り
の
青
い
海
を

眺
め
る
こ
と
の

で
き
る
景
色
を

愛め

で
、「
久
し

く
憩い
こ
ひ
て
飽あ
か
ざ

る
の
地
也な
り

」
と

評
し
ま
し
た
。

（
文
化
財
主
任
専
門
員　

栗
原 

修
）

東横川東横川

元〆川元〆川
1
庚
申
橋

庚
申
橋

元
八
幡

元
八
幡

3
4

5

6

元八まん道道標

名所江戸百景　砂むら元八まん江戸名所図会　砂村冨岡元八幡宮

天保11年8月　深川十万坪より中川海手
迄（部分）　国会図書館蔵

①

②

③④

⑤

⑥
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芭
蕉
は
漂
泊
の
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
今
日
は
芭
蕉
が
日
常
生
活
を
ど

う
生
き
て
ど
う
作
品
に
し
て
い
た
か
に
焦
点

を
あ
て
て
み
ま
す
。
日
常
の
中
で
芭
蕉
の
芸

術
が
ど
の
よ
う
に
切
り
拓
か
れ
て
い
っ
た
の

か
、
そ
し
て
ど
う
い
う
思
い
で
旅
に
の
ぞ
ん

だ
の
か
を
話
し
て
み
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

芭ば
し
ょ
う
の
わ
け
し
て
た
ら
い
に
あ
め
を
き
く
よ
か
な

蕉
野
分
し
て
盥
に
雨
を
聞
く
夜
哉

29
歳
で
故
郷
の
伊
賀
上
野
を
離
れ
て
江
戸

に
出
た
芭
蕉
は
、
10
年
足
ら
ず
の
あ
い
だ
に

知
名
度
を
あ
げ
て
俳
諧
宗
匠
の
地
位
を
手
に

入
れ
、
当
時
と
し
て
は
都
会
中
の
都
会
、
江

戸
の
日
本
橋
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

延
宝
8
年
、
１
６
８
０
、
37
歳
の
冬
に
こ
こ

深
川
の
草
庵
に
隠い
ん
せ
い棲

し
た
の
で
す
。
芭
蕉
庵

の
名
の
由
来
に
な
っ
た
芭
蕉
の
木
が
台
風
に

ふ
か
れ
て
ざ
わ
ざ
わ
音
を
た
て
て
い
る
。
茅

舎
（
あ
ば
ら
家
）
の
雨
漏
り
が
盥
に
落
ち
る

音
を
聞
き
な
が
ら
侘
し
い
夜
を
し
み
じ
み
味

わ
っ
て
い
る
と
い
う
句
で
す
。

櫓ろ
の
こ
え
な
み
を
う
っ
て
は
ら
わ
た
こ
お
る
よ
や
な
み
だ

の
声
波
を
打
つ
て
腸
氷
ル
夜
や
涙

な
ん
だ
か
仰
々
し
い
句
で
す
ね
。
芭
蕉
庵

は
こ
の
あ
た
り
で
す
か
ら
、
隅
田
川
あ
る
い

は
小
名
木
川
を
い
き
か
う
舟
の
櫓
の
波
を
打

つ
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
う
い
う
夜
に
あ

ば
ら
家
に
一
人
で
い
る
と
、
寒
さ
に
は
ら
わ

た
ま
で
氷
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
一
人
さ
め
ざ

め
と
涙
を
落
と
し
て
い
る
、
と
い
う
句
で
す
。

日
本
橋
で
の
華
や
か
な
宗

そ
う
し
ょ
う匠

暮
し
だ
っ
た
の

に
、
な
ぜ
か
突
然
隅
田
川
を
越
え
て
深
川
の

あ
ば
ら
家
に
移
り
住
み
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の

生
活
を
始
め
た
わ
け
で
す
。

以
前
、
芭
蕉
を
偲
ぶ
夕
べ
と
い
う
集
ま
り

で
、
金
子
兜と
う

太た

さ
ん
が
「
お
れ
は
芭
蕉
が
好

き
じ
ゃ
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

兜
太
さ
ん
は
小
林
一
茶
が
好
き
で
す
。
一
茶

に
比
べ
て
芭
蕉
は
き
ど
っ
て
い
る
、
た
か
だ

か
40
過
ぎ
で
「
翁
」
と
い
う
の
が
気
に
入
ら

な
い
。
金
子
さ
ん
は
90
過
ぎ
て
お
元
気
で
す

か
ら
ね
。
芭
蕉
は
こ
の
句
に
「
乞
食
の
翁
」

と
い
う
文
を
寄
せ
て
い
る
の
で
、
深
川
に
移

り
住
ん
だ
翌
年
38
歳
あ
た
り
か
ら
間
違
い
な

く
自
分
を
「
翁
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ほ
ん
と
う
に
辛
い
の
な
ら
さ
っ
さ
と
日
本

橋
に
帰
れ
ば
い
い
の
に
、
こ
と
さ
ら
が
ん
ば

る
。
そ
れ
は
、
新
し
い
風
流
の
道
を
切
り
開

こ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
芭
蕉
の
試
み

は
戦
略
的
に
成
功
し
ま
し
た
。
悲
壮
な
決
意

を
も
っ
て
深
川
に
移
住
し
た
、
そ
の
過
剰
な

演
出
が
「
お
も
し
ろ
い
や
つ
が
い
る
ぞ
」
と

ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
文
芸
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
く
の
で
す
。

や
が
て
深
川
の
暮
し
も
落
ち
着
い
て
39
歳

で
は
、
次
の
よ
う
な
句
が
あ
り
ま
す
。

ああ
さ
が
お
に
わ
れ
は
め
し
く
う
お
と
こ
か
な

さ
が
ほ
に
我
は
飯
食
ふ
男
哉

弟
子
の
其
角
の
「
草
の
戸
に
わ
れ
は
た
で

く
う
蛍
か
な
」
に
対
し
て
示
し
た
句
で
す
。

自
分
は
ふ
つ
う
に
暮
ら
し
て
夜
遊
び
も
せ

ず
、
朝
顔
が
咲
く
朝
に
は
朝
飯
を
食
う
男
だ

よ
、
ま
っ
と
う
に
生
活
す
る
と
い
う
の
が
自

分
な
ん
だ
と
宣
言
し
て
い
る
句
で
す
。

春は
る
た
つ
や
し
ん
ね
ん
ふ
る
き
こ
め
ご
し
ょ
う

立
つ
や
新
年
ふ
る
き
米
五
升

昔
は
旧
暦
で
す
か
ら
、
立
春
、
春
が
立
つ

の
と
、
新
年
、
新
し
い
年
が
く
る
の
と
が
ほ

ぼ
い
っ
し
ょ
で
す
。
立
春
で
新
し
い
年
が
き

た
け
れ
ど
、
自
分
の
侘
び
住
ま
い
に
は
古
米

が
五
升
あ
る
だ
け
だ
よ
と
言
っ
て
い
る
。
こ

の
米
も
自
分
で
稼
い
で
買
っ
た
も
の
で
は
な

い
。
乞
食
の
翁
と
し
て
、
弟
子
た
ち
が
生

活
も
す
べ
て
世
話
を
し
て
く
れ
る
。
弟
子
た

ち
に
守
ら
れ
て
ほ
っ
と
し
て
い
る
、
安
定
し

た
暮
し
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
、
そ
う

い
う
句
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
状
態
に

な
っ
て
、
そ
の
年
41
歳
の
8
月
に
、
芭
蕉
は

最
初
の
旅
で
あ
る
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅

に
出
ま
す
。

野の
ざ
ら
し
を
こ
こ
ろ
に
か
ぜ
の
し
む
み
か
な

ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
哉

野
ざ
ら
し
と
は
し
ゃ
れ
こ
う
べ
の
こ
と
で

す
。
ど
こ
か
で
行
き
倒
れ
て
野
に
さ
ら
さ
れ

る
し
ゃ
れ
こ
う
べ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、

そ
れ
を
心
に
お
い
て
風
が
身
に
し
む
、
そ
う

い
う
旅
立
ち
だ
な
あ
と
い
っ
て
い
ま
す
。
悲

痛
な
決
意
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
オ
ー
バ
ー
で

す
よ
ね
。
こ
れ
も
ユ
ー
モ
ア
の
句
じ
ゃ
な
い

か
な
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
旅
の
一
番
の
目
的
は
、
故
郷
の
伊
賀

上
野
に
久
し
ぶ
り
に
帰
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
江
戸
に
で
て
十
数
年
が
た
ち
、
お
母

さ
ん
の
死
に
目
に
も
会
え
な
か
っ
た
、
そ
の

墓
参
り
も
果
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
関
西

方
面
の
弟
子
た
ち
を
訪
ね
た
あ
と
、
名
古
屋

の
有
力
俳
人
た
ち
と
歌
仙
を
巻
き
ま
し
た
。

こ
れ
が
蕉
風
が
世
の
中
に
広
ま
っ
た
第
一

歩
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
き

な
成
果
を
あ
げ
て
旅
を
終
え
、
ま
た
深
川
へ

戻
っ
た
の
で
し
た
。
芭
蕉
は
42
歳
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。

夏な
つ
ご
ろ
も
い
ま
だ
し
ら
み
を
と
り
つ
く
さ
ず

衣
い
ま
だ
虱
を
と
り
つ
く
さ
ず

旅
か
ら
戻
っ
た
後
の
句
で
す
。
旅
の
間
に

虱
も
つ
い
て
、
旅
衣
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て

そ
の
虱
も
と
り
つ
く
さ
な
い
よ
、
と
、
こ
れ

も
人
に
笑
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
雰
囲
気
も

あ
り
ま
す
ね
。
自
分
の
家
に
帰
っ
て
き
た
と

い
う
雰
囲
気
が
出
て
い
て
悪
く
な
い
句
だ
と

思
い
ま
す
。

よよ
く
み
れ
ば
な
ず
な
は
な
さ
く
か
き
ね
か
な

く
見
れ
ば
薺
花
咲
く
垣
根
か
な

芭
蕉
の
こ
れ
ま
で
の
句
は
、古
典
を
も
じ
っ

た
り
頓と
ん

知ち

の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
た
り
、「
芭

蕉
野
分
し
て
」
と
か
肩
に
力
が
入
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
こ
の
句
は
お
だ
や
か
で
日
常
だ

第
33
回（
平
成
二
十
六
年
度
） 

時
雨
忌
記
念
講
演
会
録 

講
師

　小
川 

軽
舟（「
鷹
」主
宰
）

芭
蕉
と
私 

〜
芭
蕉
の
享
年
を
越
え
て
〜
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な
あ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
こ
ん
な
句
が
出

て
き
た
と
い
う
の
が
、
芭
蕉
も
ず
い
ぶ
ん
変

わ
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
日
常

の
中
か
ら
次
の
句
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

古ふ
る
い
け
や
か
わ
ず
と
び
こ
む
み
ず
の
お
と

池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

談だ
ん
り
ん林

俳
句
が
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
う
笑
い
の
喚
起

を
め
ざ
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
お
だ
や
か

な
く
す
っ
と
し
た
笑
い
、
芭
蕉
ら
し
い
ユ
ー

モ
ア
を
見
出
し
た
最
初
の
句
と
い
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
元
々
蛙
を
和
歌
で
詠
む
と
き

は
、
必
ず
河か
じ
か
が
え
る

鹿
蛙
の
き
れ
い
な
声
を
読
む
の

が
約
束
で
し
た
。
紀
貫
之
の
古
今
集
の
序
文

に
「
花
に
鳴
く
う
ぐ
ひ
す
、
水
に
住
む
か
は

づ
の
声
を
聞
け
ば
生
き
と
し
生
け
る
も
の
い

づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
」
と
あ
り
ま
す
。

芭
蕉
の
こ
の
句
は
、
鳴
く
蛙
で
は
な
く
、

蛙
が
と
び
こ
ん
だ
ぽ
ち
ゃ
ん
と
い
う
水
の
音

を
提
示
し
た
と
い
う
の
が
新
し
か
っ
た
の
で

す
。
和
歌
の
美
意
識
を
ふ
ま
え
な
が
ら
庶
民

的
な
新
し
い
美
意
識
を
示
そ
う
、
と
い
う
の

が
こ
の
句
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
芭
蕉
の
弟

子
た
ち
は
、
く
す
り
と
笑
い
、
新
し
い
世
界

が
開
か
れ
て
い
る
な
、
と
感
じ
た
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。
ま
さ
に
、
芭
蕉
が
深
川
で

仲
間
た
ち
と
過
ご
す
日
常
の
な
か
で
う
ま
れ

た
句
で
す
。

蓑み
の
む
し
の
ね
を
き
き
に
こ
よ
く
さ
の
い
お

虫
の
音
を
聞
き
に
来
よ
艸
の
庵

蓑
虫
は
本
当
は
鳴
き
ま
せ
ん
が
、
枕
草
子

の
な
か
に
、
親
に
捨
て
ら
れ
た
蓑
虫
が
「
ち

ち
よ
ち
ち
よ
」
と
恋
し
げ
に
鳴
く
と
い
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
声
を
聴
き
に
お
い
で
よ
、
草

庵
に
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。
仲
間
と
の
風
狂

を
楽
し
ん
で
い
る
、
芭
蕉
の
日
常
が
う
か
が

え
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
年
の
秋
に
は
、「
笈

の
小
文
」
の
旅
に
出
か
け
ま
す
。

旅た
び
び
と
と
わ
が
な
よ
ば
れ
ん
は
つ
し
ぐ
れ

人
と
我
が
名
呼
ば
れ
ん
初
時
雨

野
ざ
ら
し
紀
行
の
頃
の
悲
壮
感
や
構
え
は

無
く
、
芭
蕉
庵
で
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
風
狂
の

生
活
が
、
そ
の
ま
ま
旅
心
に
な
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。
旅
に
出
た
い
な
、
旅
人
と
よ
ば
れ

た
い
な
、
そ
れ
も
初
時
雨
の
こ
ろ
に
。
時
雨

は
風
流
を
代
表
す
る
も
の
、
そ
の
初
時
雨
に

会
い
に
い
こ
う
、
芭
蕉
と
呼
ば
れ
な
く
て
も

い
い
、「
あ
の
旅
の
人
」
と
い
わ
れ
て
旅
に

出
よ
う
と
い
う
句
で
す
。
こ
の
旅
は
、
関
西

方
面
、
仲
間
や
弟
子
た
ち
に
会
い
に
行
く
心

楽
し
い
旅
で
し
た
。

木き
そ
の
や
せ
も
ま
だ
な
お
ら
ぬ
に
の
ち
の
つ
き

曾
の
痩
も
ま
だ
な
ほ
ら
ぬ
に
後
の
月

芭
蕉
は
、
最
初
に
自
ら
を
翁
と
よ
ん
だ
の

は
気
取
っ
て
い
て
老
い
の
実
感
は
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
こ
の
頃
か
ら
少
し
ず
つ
肉
体
の

衰
え
を
感
じ
始
め
、
徐
々
に
本
当
に
「
翁
」

と
な
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。
笈お
い
の
小こ

文ぶ
み
の
旅

の
最
後
は
木
曽
を
巡
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で

や
つ
れ
て
痩
せ
て
し
ま
い
、
な
か
な
か
元
に

戻
ら
な
い
ま
ま
に
、
名
月
を
仰
い
で
い
る
と

い
う
句
で
す
。

春は
る
さ
め
や
よ
も
ぎ
を
の
ば
す
く
さ
の
み
ち

雨
や
蓬
を
の
ば
す
草
の
道

年
が
明
け
て
46
歳
で
す
。
地
味
で
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
句
で
す
が
、
い
い
句
で
す
。

パ
ロ
デ
ィ
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
春
雨
と
い

う
伝
統
的
な
季
題
に
対
し
て
新
し
い
嘱
目
と

い
う
の
を
加
え
て
、
現
代
人
が
読
ん
で
も
味

わ
え
る
句
で
す
。

そ
し
て
こ
の
年
、
い
よ
い
よ
奥
の
細
道
の

旅
に
で
ま
す
。
奥
の
細
道
の
旅
は
、
こ
れ
ま

で
の
旅
と
は
だ
い
ぶ
違
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

は
、
ふ
る
さ
と
へ
帰
り
た
い
、
京
阪
神
方
面

に
た
く
さ
ん
い
る
芸
術
の
理
解
者
、
知
人
を

訪
ね
る
、
そ
の
目
的
の
旅
で
し
た
。
奥
の
細

道
は
、
方
角
も
逆
の
東
北
で
あ
り
、
目
的
も

西
行
な
ど
の
古
人
も
訪
ね
た
旧
跡
歌
枕
古
戦

場
を
訪
ね
て
実
際
に
見
て
、
自
ら
歴
史
に
触

れ
て
み
た
い
、
と
い
う
衝
動
、
芸
術
的
な
衝

動
に
駆か

ら
れ
て
の
旅
で
す
。

旅
の
後
、
し
ば
ら
く
京
阪
神
に
滞
在
し
て

い
る
あ
い
だ
に
「
軽
み
」
と
い
う
こ
と
を
芭

蕉
は
い
い
は
じ
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
観

念
や
理
屈
、
風
流
ぶ
り
は
や
め
よ
う
、
古
典

と
か
故
事
に
寄
り
掛
か
っ
た
句
は
や
め
よ

う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
見
た
ま
ま
そ
の
ま

ま
感
じ
た
ま
ま
、
素
直
な
こ
と
ば
で
詠
む
。

そ
れ
が
「
軽
み
」
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

次
の
句
は
江
戸
に
戻
り
日
本
橋
に
借
家
住

ま
い
と
し
て
い
る
と
き
の
句
で
す
。

鶯う
ぐ
い
す
や
も
ち
に
ふ
ん
す
る
え
ん
の
さ
き

や
餅
に
糞
す
る
縁
の
さ
き

縁
先
に
餅
が
干
し
て
あ
り
、
そ
こ
に
鶯

が
糞
を
し
た
。
古
今
集
の
序
文
に
あ
っ
た
よ

う
に
「
鶯
」
は
風
流
を
代
表
す
る
も
の
、
そ

の
声
で
は
な
く
縁
先
で
糞
を
し
た
鶯
を
出
し

て
、
和
歌
の
美
意
識
に
対
抗
し
な
が
ら
日
常

風
景
を
さ
ら
り
と
読
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
芭

蕉
の
「
軽
み
」
で
し
ょ
う
。
翌
年
5
月
に
は
、

弟
子
た
ち
が
芭
蕉
庵
を
新
築
し
て
く
れ
た
の

で
、
移
り
ま
し
た
。

春は
る
さ
め
や
は
ち
の
す
つ
た
う
や
ね
の
も
り

雨
や
蜂
の
巣
つ
た
ふ
屋
根
の
漏
り

日
常
の
な
ん
で
も
な
い
世
界
で
す
。
今
日

最
初
に
見
た
の
も
雨あ
ま

漏も

り
の
句
で
し
た
が
、

そ
の
句
と
な
ん
と
違
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
き
ま
し
た
。
日
常
的
な
言
葉
に
よ
る
、
詩

の
創
造
の
実
践
で
す
。
見
た
ま
ま
の
よ
う
で

す
が
、
芭
蕉
の
心
情
が
じ
わ
じ
わ
と
滲
み
出

す
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
芭
蕉
50
歳
で
す
。

翌
年
、
芭
蕉
は
最
後
の
旅
に
出
て
大
阪
で

亡
く
な
り
ま
し
た
。

旅た
び
に
や
ん
で
ゆ
め
は
か
れ
の
を
か
け
め
ぐ
る

に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る

芭
蕉
は
、
早
々
と
自
ら
を
翁
と
よ
ん
で
人

生
を
演
出
し
ま
し
た
が
、
体
が
衰
え
て
ほ
ん

と
う
の
翁
と
な
っ
た
と
き
に
、
演
出
を
や
め

て
軽
み
を
と
な
え
、
自
分
の
生
涯
を
終
え
た

の
か
な
と
思
い
ま
す
。

平
均
寿
命
80
歳
を
超
え
る
現
代
は
、
多
く

の
人
に
芭
蕉
の
享
年
を
越
え
た
先
が
あ
り
ま

す
。
今
日
は
、
日
常
の
な
か
で
ど
う
俳
句
と

向
き
合
う
の
か
と
い
う
こ
と
も
芭
蕉
は
た
く

さ
ん
教
え
て
く
れ
る
、
と
い
う
切
り
口
か
ら

お
話
し
し
ま
し
た
。

平
成
26
年
10
月
12
日　

於
：
江
東
区
芭
蕉
記
念
館
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ひ
と
つ
の
時
代
を
彩
っ
た
モ
ノ
が
役
目
を

終
え
て
も
、
資
料
と
し
て
残
す
こ
と
に
は
意

味
が
あ
り
ま
す
。
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
数
十

年
を
経
た
モ
ノ
も
、
む
か
し
使
っ
た
人
に
は

懐
か
し
さ
を
、
使
っ
た
こ
と
の
な
い
若
い
人

や
子
供
た
ち
に
は
、
新
し
い
発
見
を
提
供
し

ま
す
。
そ
れ
ら
の
モ
ノ
は
、
実
用
性
が
失
わ

れ
た
の
ち
も
、
未
来
の
人
々
に
そ
の
時
代
を

伝
え
る
た
め
の
大
切
な
資
料
と
し
て
、
時
の

経
過
と
と
も
に
時
代
を
表
わ
す
歴
史
的
・
文

化
的
な
価
値
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

近
年
の
著
し
い
科
学
技
術
の
進
展
に
よ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
が
大
量
生
産
さ
れ
、

私
た
ち
の
生
活
を
便
利
に
し
ま
す
が
、
そ
の

一
方
で
モ
ノ
に
対
す
る
愛
着
は
確
実
に
薄
れ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
過
ぎ
去
っ
た

時
代
の
モ
ノ
を
見
つ
め
直
し
、
そ
こ
か
ら
何

か
を
学
ぶ
と
い
う
姿
勢
を
忘
れ
て
は
い
け
な

い
と
考
え
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
区
役
所
2
階
の

「
こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
い

て
、
文
化
財
係
保
管
の
民
俗
資
料
を
紹
介
す

る
ミ
ニ
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。「
こ
こ
に

も
歴
史
が
あ
っ
た
」
と
銘
打
っ
て
、
昭
和
30

〜
40
年
代
に
生
活
・
生
業
（
仕
事
）
の
場
で

使
わ
れ
た
モ
ノ
を
中
心
に
、
昨
年
度
は
13
回

の
展
示
を
行
い
ま
し
た
（
表
参
照
）。

例
え
ば
、
木
場
に
生
き
た
川か
わ
な
み並

（
筏
師
）

が
仕
事
で
使
っ
た
鳶と
び
ぐ
ち口

、
カ
キ
・
ア
サ
リ
を

む
く
た
め
の
包
丁
、
海の

り苔
を
干
す
時
に
使
用

し
た
海
苔
干
し
用
の
ス
ダ
レ
な
ど
は
、
当
区

の
地
域
性
を
表
わ
す
モ
ノ
と
し
て
貴
重
で

す
。
こ
れ
ら
の
モ
ノ
は
、
江
戸
時
代
に
木
場

が
設
定
さ
れ
た
こ
と
や
、
魚
介
類
が
豊
富
な

江
戸
前
の
海
が
目
の
前
に
広
が
っ
て
い
た
こ

と
に
由
来
す
る
も
の
で
、
当
区
の
歴
史
や
文

化
を
理
解
す
る
上
で
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

ミ
ニ
展
示
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
貴

重
な
資
料
を
紹
介
し
つ
つ
、
区
内
に
生
き
た

人
々
の
生
活
・
生
業
な
ど
の
歴
史
を
い
ま
に
、

そ
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
実
施
し

て
お
り
ま
す
。

ご
来
庁
の
際
に
は
、
ぜ
ひ
一
度
ご
覧
く
だ

さ
い
。

民
俗
資
料
の
展
示

　日
頃
生
活
で
使
用
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
。よ
く
日
進
月
歩
と
い
い
ま
す
が
、
近

年
の
技
術
の
進
歩
に
は
目
を
見
張
る
ば
か
り
で
す
。し
か
し
、
生
活
が
便
利
に
な
る
一
方

で
、
道
具
へ
の
愛
着
は
薄
れ
て
い
く
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
彩
っ
て

き
た
多
く
の
モ
ノ
た
ち
。そ
ん
な
時
代
を
反
映
す
る
民
俗
資
料
を
、
も
う
一
度
見
つ
め
直

す
た
め
の
ミ
ニ
展
示
で
す
。

に
っ
し
ん
げ
っ
ぽ

い
ろ
ど

平成26年度　
こうとう情報ステーション展示内訳
回 展示品 回 展示品

1 鳶口　2点、古写真「繁栄橋付近を歩く川並」1点 8 海
の り す

苔簀　2点、海苔付け枠　1点
2 火消し壺　1点 9 羽子板　5点

3 鰹節削り器　2点 10 亀戸天神の鷽
うそ

　11点、絵葉書「亀戸天神社旧本殿」　1点
4 氷

ひょうさくき

削器　1点 11 亀戸銭座鋳造の寛永通宝　6点

5
カキむき包丁　3点、アサリむき包丁1点、
＊アサリ・むき痕のあるカキ

12
おろし器2点（陶製1、アルマイト製1）、すり鉢1点、
すりこ木1点

6 手
て

鉤
かぎ

・刺
さし

　各2点 13 置き薬箱　2点

7 湯たんぽ（陶製1、金属製1） − ―
＊千田遺跡および門前仲町一丁目遺跡出土資料

5回展示 8回展示 13回展示


