
浮
間
・
舟
渡
界
隈
の
今
昔



026

浮間・舟渡界隈の今昔
　

こ
こ
に
二
つ
の
地
図

が
あ
り
ま
す
。
明
治

十
三
年
の
陸
軍
省
作
成

の
も
の
と
昭
和
四
年
頃

に
描
か
れ
た
手
書
き
の

も
の
で
す
。
浮
間
・
舟

渡
地
区
の
昔
の
様
子
を

知
り
た
く
て
探
し
て
き

ま
し
た
。
今
回
、
探
訪

す
る
［
浮
間
ポ
ン
プ
所

（
平
成
十
三
年
三
月
廃

止
）
と
新
河
岸
東
処
理

場
（
平
成
十
三
年
四
月

運
転
開
始
）］
の
界
隈
が
、
こ
れ
ら
の
地
図
の
一
画
に
あ
る
か
ら
で
す
。
実
際
に
歩
い
た

探
訪
ル
ー
ト
は
、
埼
京
線
北
赤
羽
駅

↓

浮
間
橋

↓

浮
間
の
渡
し
跡

↓

新
河
岸
大
橋

↓

志
村

ポ
ン
プ
所

↓

小
豆
沢
河
岸
跡

↓

浮
間
ポ
ン
プ
所

↓

新
河
岸
東
処
理
場

↓

浮
間
公
園

↓

浮
間

舟
戸
駅
で
す
。

浮
間
ヶ
原
の
葦

　

明
治
十
三
年
の
地
図
に
は
、
土
地
の
利
用
形
態
が
文
字
で
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
浮
間

村
の
集
落
の
回
り
は
畑
と
田
ん
ぼ
が
取
り
巻
い
て
お
り
、
荒
川
の
岸
に
近
づ
く
と
芦
や
草

が
茂
る
原
っ
ぱ
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
茅
、
葦
、
雑
木
、
桑
と
記
さ
れ
た
所
が
こ
の
地
区

の
周
辺
に
あ
り
ま
す
。
芦
と
葦
と
茅
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
を
利
用
す

る
う
え
で
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
こ
れ
ら
以
外
の
も
の
は
単
に
草
と
記
し
て
い

ま
す
。
こ
の
当
時
は
、
茅
（
ス
ス
キ
、
ス
ゲ
、
チ
ガ
ヤ
な
ど
の
総
称
）
は
屋
根
を
葺
く
材

料
と
し
て
、葦（
よ
し
）と
芦（
あ
し
）は
植
物
学
的
に
は
同
じ
物
で「
葦
簾（
よ
し
ず
）」「
簾

（
す
だ
れ
）」
の
材
料
と
し
て
、
ま
た
草
は
田
畑
の
肥
料
や
家
畜
の
飼
料
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
大
切
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
原
っ
ぱ
は
、
定
期
的
に

草
を
刈
り
、
野
焼
き
を
行
う
な
ど
絶
え
ず
人
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
決
し
て
長

期
間
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
荒
地
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

江
戸
後
期
に
か
か
れ
た
紀
行
記
「
江
戸

近
郊
道
し
る
べ
」（
村
尾
嘉
陵
著
）に
も
、「
黄

昏
（
た
そ
が
れ
）
過
ぎ
る
頃
に
戸
田
を
南

に
渡
っ
て
、志
村
の
原
（
板
橋
区
）
を
行
く
。

…
…
こ
の
辺
り
は
目
の
届
く
限
り
、
茅
原

で
あ
る
。
あ
ち
こ
ち
で
男
や
女
が
茅
を
刈

っ
て
、
束
ね
て
運
ん
で
い
る
。
屋
根
を
葺

く
の
に
使
う
の
で
あ
ろ
う
。」（
現
代
語
訳
、

阿
部
孝
嗣
、
小
学
館
）
と
の
記
述
が
あ
り

ま
す
。

荒
川
の
水
上
交
通

　

荒
川
が
埼
玉
と
東
京
と
の

境
に
な
っ
て
い
て
、
左
岸
に

あ
る
浮
間
村
は
埼
玉
県
に
属

し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
地
図

の
西
端
（
現
在
の
舟
渡
地
区
）

を
南
北
に
走
っ
て
い
る
道
は
、

五
街
道
の
一
つ
の
中
山
道
で

す
。
荒
川
に
は
す
で
に
橋
が

架
か
っ
て
い
ま
す
。
明
治
八

年
に
か
け
ら
れ
た
戸
田
橋
で

す
。
そ
れ
ま
で
は
渡
し
舟
で

の
渡
河
（
戸
田
の
渡
し
）
で

し
た
。
荒
川
が
大
き
く
Ｕ
字
形
に
湾
曲
し
て
い
る
底
部
に
あ
た
る
所
に
も
渡
し
場
が
あ
り

ま
し
た
。

　

浮
間
の
渡
し
で
す
。
こ
こ
に
は
今
で
も
水
神
宮
、
馬
頭
観
音
、
庚
申
塔
な
ど
が
建
っ
て

お
り
（
少
し
離
れ
た
所
か
ら
移
設
さ
れ
た
も
の
も
含
む
）、
人
馬
の
往
来
で
賑
わ
っ
て
い

た
頃
を
偲
ば
せ
ま
す
。
こ
の
渡
し
の
両
岸
は
荒
川
舟
運
の
河
岸
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。
左

岸
が
浮
間
河
岸
、
右
岸
が
小
豆
沢
河
岸
で
す
。

▲ 明治時代の地図　浮間村付近

▲ 浮間の渡し跡 ( 馬頭観音、庚申塔など )▲ 交通の重要な手段であった渡し舟



浮間・舟渡界隈の今昔

027

　

小
豆
沢
河
岸
に
は
、
昔
、
ア
カ
メ
ヤ
ナ
ギ

の
大
木
が
そ
び
え
て
い
て
船
頭
た
ち
の
目
安

と
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
今
で
は
水
上
バ

ス
（
東
京
水
辺
ラ
イ
ン
）
の
発
着
場
と
し
て

再
整
備
さ
れ
て
お
り
、
二
代
目
の
若
木
に
代

わ
っ
て
い
ま
す
。
近
く
の
高
台
に
あ
る
小
豆

沢
神
社
に
は
水
神
宮
碑
が
あ
り
、
往
時
、
水

上
交
通
の
要
所
と
し
て
栄
え
て
い
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
大
正
二

年
当
時
の
渡
し
舟
の
料
金
は
、
上
流
に
あ

っ
た
早
瀬
の
渡
し
（
板
橋
区
）
の
場
合
で
は
、

十
五
歳
以
上
が
一
銭
、
七
歳
～
十
四
歳
が
半

額
、
七
歳
未
満
が
無
料
、
人
力
車
、
自
転
車
が
一
銭
、
牛
、

馬
が
二
銭
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

な
お
、
水
上
バ
ス
の
発
着
場
の
隣
に
、
志
村
ポ
ン
プ

所
（
昭
和
四
十
三
年
稼
動　

雨
水
ポ
ン
プ
所
）
が
あ
り

ま
す
。

桜
草
の
名
所

　

浮
間
河
岸
側
の
川
沿
い
は
葦
原
で
あ
り
、
浮
間
ヶ
原

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
春
に
な
る
と
、
冬
に
刈
り
取

ら
れ
た
葦
の
根
元
で
桜
草
の
群
落
が
咲
き
乱
れ
、
桜
草

見
の
名
所
と
し
て
江
戸
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
所
で

す
。

　

明
治
以
降
、
鉄
道
の
開
通
に
よ
り
交
通
の
便
が
良
く

な
り
、
東
京
近
郊
の
代
表
的
な
行
楽
地
と
な
り
ま
し
た
。

田
山
花
袋
は
そ
の
著
「
東
京
近
郊
一
日
の
行
楽
」（
大
正
十
二
年

刊
行
）
の
な
か
で
、

　
『
浮
間
ヶ
原
は
桜
草
の
名
所
だ
。
そ
こ
に
行
く
に
は
、
赤
羽
で

下
り
て
、
工
兵
大
隊
の
坂
を
上
っ
て
、
大
袋
村
か
ら
浮
間
の
渡
を

わ
た
る
。
停
車
場
か
ら
十
八
町
。

…
…
あ
た
り
が
ぱ
っ
と
ひ
ら
け

て
、
水
の
容
々
と
し
て
碧
を
湛

え
て
流
れ
て
い
る
さ
ま
や
、
地

平
線
が
ひ
ろ
く
見
渡
さ
れ
て
い

る
さ
ま
や
、
田
や
畠
の
遠
く
連

な
っ
て
い
る
さ
ま
な
ど
が
人
の

目
を
惹
く
。
…
…
川
を
渡
る
と
、

浮
間
ヶ
原
で
あ
る
。
一
面
桜
草

で
、
丁
度
毛
氈
（
も
う
せ
ん
）

で
も
敷
い
た
よ
う
で
あ
る
。』

　

と
、
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

桜
草
は
、
枯
れ
草
の
な
く
な

っ
た
明
る
い
早
春
の
二
月
か
ら

三
月
に
芽
を
出
し
、
四
月
に
い

っ
せ
い
に
赤
い
花
を
咲
か
せ
ま

す
。
そ
し
て
夏
に
な
る
と
、
地

上
部
は
枯
れ
根
茎
だ
け
に
な
り
休
眠
し
ま
す
。
寒
さ
に
は
強
い
が
、
乾
燥
と
夏
の
日
射
に

は
弱
い
と
の
こ
と
。

　

時
代
は
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
桜
草
見
の
情
景
を
描
写
し
た
絵
が
、
江
戸
後
期
に
刊
行

さ
れ
た「
江
戸
名
所
花
暦
」（
岡
山
鳥　

著
）の
桜
草
の
項
に
載
っ
て
い
ま
す
。
ゴ
ザ
を
敷
き
、

お
弁
当
を
食
べ
、
酒
を
飲
み
な
が
ら
桜
草
の
花
を
眺
め
、
あ
る
い
は
花
を
摘
ん
で
楽
し
ん

で
い
ま
す
。
今
で
い
う
ピ
ク
ニ
ッ
ク
で
す
。
ま
た
、
川
面
に
浮
か
ぶ
舟
で
は
、
漁
師
が
四

つ
手
網
で
川
を
遡
上
し
て
く
る
白
魚
を
獲
っ
て
い
ま
す
。
説
明
書
き
に

　
『
桜
草
の
赤
き
に
白
魚
を
添
え
て
紅
白
の
土
産
な
り
と
、
遊
客
い
と
興
じ
て
携
え
か
え

る
な
り
』

　

と
あ
り
、
桜
草
と
白
魚
と
が
、
か
つ
て
江
戸
の
名
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま

す
。
さ
ら
に
、
巣
鴨
や
染
井
辺
り
の
植
木
屋
は
、
桜
草
を
盛
ん
に
栽
培
し
、
品
種
改
良
し

た
も
の
を
「
エ
ー
、
さ
く
ら
そ
う
ヤ
、
エ
ー
、
さ
く
ら
そ
う
」
の
掛
け
声
と
と
も
に
、
江

戸
市
中
で
売
っ
て
歩
い
た
そ
う
で
す
。

▲ 現在の小豆沢河岸 ( ニ代目のアカメヤナギが植えられている )
▲ 昔の小豆沢河岸

( アカメヤナギが船頭たちの目安となっていた )

▲ 桜草見の図　( 江戸名所花暦より）

▲ 桜草のモチーフ
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ち
な
み
に
、
志
村
ポ
ン
プ
所
に
行
く

と
き
に
渡
る
新
河
岸
大
橋
の
欄
子
に
は
、

桜
草
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
レ
リ
ー
フ
が

飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

荒
川
の
河
川
改
修
と
岩
淵
町
へ
の
編

入
　

手
書
き
の
地
形
図
は
、
岩
淵
町
郷
土

誌
（
昭
和
五
年
刊
行
）
に
載
っ
て
い
た

も
の
で
す
。
こ
の
地
図
の
左
上
端
に
描

か
れ
て
い
る
蛇
行
し
て
流
れ
て
い
る
部

分
が
、
旧
荒
川
で
す
。
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ

ト
し
た
直
線
的
な
流
れ
が
、
荒
川
の
改

修
工
事
に
よ
り
開
削
さ
れ
た
部
分
で
新
し
く
荒
川
の
本
川
に
な
り
、
高
い
土
手
も
築
か
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
浮
間
地
区
は
埼
玉
県
側
の
地
域
か
ら
分
断
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
新
旧

の
荒
川
に
囲
ま
れ
た
陸
の
孤
島
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
浮
間
」
と
い
う
地
名
の
由

来
は
周
囲
が
荒
川
の
氾
濫
原
の
中
に
あ
っ
て
少
し
土
地
が
高
い
た
め
、
浮
い
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
こ
と
か
ら
「
浮
島
（
う
き
し
ま
）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
、
な
ま
っ
て
「
浮

間
（
う
き
ま
）」
と
な
っ
た
そ
う
で
す
が
、
ま
さ
に
行
政
上
も
離
れ
小
島
で
す
。

　

こ
れ
で
は
な
に
か
と
不
便
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
正
十
五
年
に
東
京
府
側
の
岩
淵

町
に
編
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
昭
和
三
年
に
は
浮
間
の
渡
し
の
や
や
上
流
（
北
赤
羽
駅
の

す
ぐ
そ
ば
）
に
浮
間
橋
が
架
け
ら
れ
、
赤
羽
駅
へ
の
ル
ー
ト
が
確
保
さ
れ
ま
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
架
橋
は
浮
間
地
区
の
住
民
が
お
金
を
出
し
合
い
（
六
千
円
）、
近
く

に
駐
屯
し
て
い
た
近
衛
工
兵
隊
に
工
事
を
頼
ん
で
よ
う
や
く
実
現
し
た
と
の
こ
と
で
す
。

こ
の
当
時
の
浮
間
地
区
の
戸
数
は
七
十
八
戸
、
人
口
は
四
百
七
十
七
人
で
、
種
採
り
用
の

大
根
の
栽
培
で
知
ら
れ
た
純
農
村
で
し
た
。

　

な
お
、
浮
間
地
区
が
埼
玉
県
に
属
し
て
い
た
こ
と
の
証
し
が
、
荒
川
の
対
岸
の
河
川
敷

に
あ
る
「
川
口
市
浮
間
ゴ
ル
フ
場
」
の
名
前
に
残
っ
て
い
ま
す
。

宅
地
化
と
工
場
の
進
出

　

昭
和
五
年
頃
か
ら
、
荒
川
の
浚
渫
工
事
に
よ
っ
て
発
生
し
た
掘
削
土
を
利
用
し
て
水
田

の
埋
め
立
て
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
多
く
の
造
成
地
が
生
ま
れ
宅
地
化
が
進
み
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
荒
川
放
水
路
の
開
削
工
事
が
完
了
し
、
全
面
的
に
通
水
（
昭
和
五
年
）
し
た
こ
と

に
よ
り
洪
水
の
危
険
性
が
減
っ
た
こ
と
に
加
え
、
も
と
も
と
川
沿
い
で
舟
運
に
よ
る
原
料

や
製
品
の
運
送
が
便
利
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
各
種
の
工
場
が
急
速
に
進
出
し

て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
昭
和
十
年
頃
か
ら
、
浮

間
・
舟
渡
地
区
は
大
小
の
工
場
と
そ
こ
に
勤
め
る

人
た
ち
の
た
め
の
住
宅
が
混
在
す
る
町
へ
と
変
貌

し
て
い
き
ま
し
た
。

　

中
で
も
浮
間
橋
付
近
の
開
発
は
早
く
、
製
薬
工

場
、
製
紙
工
場
、
商
店
街
に
生
ま
れ
変
り
ま
し
た
。

標
高
二
十
か
ら
二
十
五
メ
ー
ト
ル
の
武
蔵
野
台
地

が
、
荒
川
の
流
れ
る
低
地
に
ク
サ
ビ
を
打
ち
込
む

よ
う
に
突
き
出
て
い
ま
す
が
、
こ
の
台
地
上
に
は
、

火
薬
庫
、
兵
器
工
廠
、
被
服
工
廠
、
工
兵
隊
な
ど

の
軍
事
関
連
施
設
が
す
で
に
立
ち
並
ん
で
い
ま
す
。

新
河
岸
川
の
開
削

　

昭
和
四
年
頃
の
地
図
に
は
、
ま
だ
現
在
の
新
河

岸
川
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
こ
の
当

時
、
新
河
岸
川
の
延
伸
・
開
削
（
別
名
新
河
岸
川

運
河
）
工
事
が
こ
の
地
区
で
は
ま
だ
完
了
し
て
い

な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
も
と
も
と
の
新
河
岸
川

は
、
現
在
の
新
河
岸
処
理
場
の
や
や
上
流
の
和
光

市
下
新
倉
で
荒
川
に
注
い
で
い
ま
し
た
。
今
の
新

河
岸
川
の
下
流
部
は
、
荒
川
の
改
修
工
事
の
結
果

取
り
残
さ
れ
た
旧
荒
川
の
一
部
を
取
り
込
み
な
が

ら
、
下
新
倉
か
ら
岩
淵
水
門
の
直
下
ま
で
新
た
に

▲ 志村・浮間付近の地図 ( 昭和初期 )

▲　荒川上流の改修計画 ( 昭和２年 )
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開
削
し
た
人
工
の
河
川
で
す
。
昭
和
六
年
に
竣

工
し
ま
し
た
。
こ
の
地
図
の
右
上
、
荒
川
が
放

水
路
と
分
岐
し
た
す
ぐ
下
流
に
橋
の
マ
ー
ク
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
が
岩
淵
水
門
（
完
成
は
大

正
十
三
年
）
で
す
。
荒
川
放
水
路
と
と
も
に
下

流
の
隅
田
川
へ
の
流
下
水
量
を
調
節
す
る
役
割

を
担
っ
て
い
ま
し
た
。

工
場
と
と
も
に
生
き
る
町

　

こ
の
界
隈
の
多
く
の
工
場
は
、
昭
和
二
十
年

の
空
襲
に
よ
り
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
ま
し
た

が
、
二
十
年
代
後
半
か
ら
の
経
済
復
興
の
波

に
乗
り
、
浮
間
な
ら
び
に
舟
渡
地
区
は
工
場

に
生
き
る
町
に
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
昭

和
二
十
八
年
に
開
校
し
た
舟
渡
小
学
校
の
校
歌
は
「
荒
川
づ
つ
み
と
新
河
岸
の
流
れ
、
生

産
ま
し
て
工
業
さ
か
り
」
と
か
「
夜
明
け
の
空
に
は
工
場
の
煙
、
サ
イ
レ
ン
な
っ
て
鉄
う

つ
ひ
び
き
」
と
、
そ
の
当
時
の
昂
揚
し
た
情
景
を
歌
い
上
げ
て
い
ま
す
。
し
か
し
一
方
で
、

「
煙
に
も
負
け
ず
音
に
も
め
げ
ず
、
元
気
に
つ
ど
う
強
い
子
良
い
子
」
と
い
う
一
節
も
あ

り
、
後
に
起
き
る
環
境
悪
化
の
徴
候
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

浮
間
ポ
ン
プ
所
の
建
設

　

昭
和
三
十
五
年
頃
か
ら
工
場
排
水
に
よ
る
新
河
岸
川
の
汚
染
が
顕
著
に
な
り
、
社
会
問

題
化
し
、
様
々
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
新
河
岸
川
浄
化

対
策
で
す
。
対
策
の
大
き
な
柱
は
、
新
河
岸
川
沿
岸
の
工
場
排
水
を
主
な
処
理
対
策
と
す

る
浮
間
処
理
場
の
建
設
で
し
た
。
当
初
の
計
画
で
は
、
こ
の
地
区
の
旧
荒
川
の
埋
め
立
て

地
を
中
心
と
し
た
用
地
に
建
設
す
る
予
定
で
し
た
が
、
予
定
地
内
の
工
業
技
術
院
の
研
究

所
の
移
転
が
遅
れ
た
た
め
、
処
理
場
の
建
設
は
上
流
の
新
河
岸
地
区
に
変
更
と
な
り
、
処

理
場
へ
の
中
継
施
設
と
し
て
の
浮
間
ポ
ン
プ
所
（
汚
水
ポ
ン
プ
と
雨
水
ポ
ン
プ
と
の
併

設
）
だ
け
が
、
こ
の
地
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
処
理
場
の
名
称

は
認
可
時
の
浮
間
を
踏
襲
し
ま
し
た
（
そ
の
後
、
同
一
敷
地
内
に
昭
和
四
十
九
年
に
建

設
さ
れ
た
新
河
岸
処
理
場
に
吸
収
・
一
体
化
さ
れ
た
）。

浮
間
ポ
ン
プ
所
の
敷
地
は
、
北
区
（
浮
間
地
区
）
と

板
橋
区
（
舟
渡
地
区
）
に
ま
た
が
っ
て
い
ま
す
。
旧

荒
川
が
区
境
を
な
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
事
務
所
の

所
在
地
は
北
区
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ポ
ン
プ
所
、
処
理
場
と
も
昭
和
四
十
一
年
か
ら
運

転
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
浮
間
ポ
ン
プ
所
は
そ
れ
以

来
三
十
五
年
間
働
き
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
た

び
、
隣
接
地
に
新
し
く
で
き
た
新
河
岸
東
処
理
場
（
現

有
処
理
能
力
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
、
嫌
気
・
無

酸
素
・
好
気
法
、
平
成
十
六
年
度
よ
り
浮
間
水
再
生

セ
ン
タ
ー
と
改
称
）
に
合
併
さ
れ
、
平
成
十
三
年
三

月
を
も
っ
て
そ
の
使
命
を
終
え
ま
し
た
。

　

浮
間
ポ
ン
プ
所
で
は
、
閉
所
を
記
念
し
て
「
浮
間

ポ
ン
プ
所
の
思
い
出
」
と
題
す
る
手
作
り
の
冊
子
を

作
成
し
ま
し
た
。

　
「
流
入
下
水
が
時
々
刻
々
七
色
に
変
化
し
た
こ
と
。

中
和
用
の
薬
品
混
和
槽
が
あ
っ
た
こ
と
。
集
中
豪
雨

時
の
緊
張
感
と
達
成
感
。
敷
地
内
に
花
や
木
々
が
多

く
、
ま
た
イ
チ
ョ
ウ
並
木
が
秋
に
は
す
ば
ら
し
い
景
観
を
呈
し
た
こ
と
。
夕
方
は
バ
ス
が

渋
滞
す
る
の
で
赤
羽
駅
ま
で
四
十
分
か
け
て
歩
い
て
も
バ
ス
よ
り
速
か
っ
た
こ
と
。
現
在

の
浮
間
舟
渡
駅
の
所
に
釣
堀
が
あ
っ
た

こ
と
」

　

な
ど
の
思
い
出
が
語
ら
れ
て
い
る
ば

か
り
で
な
く
、
古
い
局
報
の
記
事
を
ア

レ
ン
ジ
し
た
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
、
ポ
ン

プ
所
小
史
に
も
な
っ
て
い
る
内
容
の
濃

い
記
念
誌
で
す
。

▲　浮間・舟渡付近の工場群

▲　浮間処理場建設予定地 ( 当初計画 )▲ 浮間公園の風景
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浮
間
公
園
の
桜
草
圃
場

　

旧
荒
川
の
流
れ
の
一
部
を
残
し
、
そ
の
回
り
の

湿
地
を
含
め
て
都
市
公
園
に
し
た
の
が
浮
間
公
園

で
す
。
魚
釣
り
や
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
に
、
そ

し
て
散
策
の
場
と
し
て
、
隣
接
す
る
荒
川
の
河
川

敷
と
一
体
と
な
っ
て
都
会
の
オ
ア
シ
ス
を
形
成
し

て
い
ま
す
。
今
で
は
埼
京
線
の
浮
間
舟
渡
駅
か
ら

至
近
距
離
に
あ
り
、
駅
前
公
園
の
観
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
公
園
の
一
画
に
「
桜
草
圃
場
」
が
あ
り
ま

す
。
か
つ
て
桜
草
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
た
浮
間

ヶ
原
も
、
荒
川
の
改
修
・
築
堤
工
事
や
湿
地
の
埋
め
立
て
に
よ
り
浮
間
の
自
然
環
境
が
急

変
し
、
桜
草
は
減
少
の
一
途
を
辿
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
昭
和
二
十
二
年
頃
ま
で
は
、
堤

防
脇
や
わ
ず
か
に
残
っ
た
湿
地
に
自
生
の
桜
草
が
残
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
適
地
も
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
い
、

地
元
の
愛
好
家
の
手
で
庭
先
や
浮
間
公
園
の

一
画
で
、
ほ
そ
ぼ
そ
と
栽
培
・
保
存
さ
れ
る

程
度
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
三
十
七
年
に
な
っ
て
浮
間

ヶ
原
桜
草
保
存
会
が
地
元
の
人
々
に
よ
っ
て

結
成
さ
れ
、
こ
の
圃
場
に
お
け
る
会
員
の
心

を
こ
め
た
栽
培
作
業
が
実
っ
て
、
桜
草
の

株
数
も
次
第
に
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

昭
和
三
十
九
年
か
ら
一
般
に
公
開
（
毎
年
四

月
の
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
）
す
る
よ
う

に
な
り
、
圃
場
も
整
備
拡
張
さ
れ
、
や
や
人

工
的
な
感
じ
は
し
ま
す
が
、
浮
間
ヶ
原
の
面

影
が
よ
み
が
え
っ
て
き
ま
し
た
。

荒
川
の
堤
防
か
ら
の
眺
め

　

荒
川
の
高
い
堤
防
に
上
が
り
、
浮
間
、
舟
渡
地
区
を
眺
め
て
み
ま
し
た
。
か
つ
て
煙
を

モ
ク
モ
ク
と
吐
い
て
い
た
煙
突
の
数
は
、
工
場
の
移
転
に
よ
り
め
っ
き
り
減
り
、
代
わ
っ

て
そ
れ
ら
の
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
林
立
し
て
い
ま

す
。
荒
川
と
新
河
岸
川
と
の
間
を
東
北
・
上
越
新
幹
線
と
埼
京
線
の
高
架
が
う
ね
る
よ
う

に
走
っ
て
い
ま
す
。
あ
た
か
も
町
を
二
分
す
る
よ
う
に
。
も
っ
と
も
大
正
の
終
わ
り
に
、

浮
間
が
埼
玉
県
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
時
ほ
ど
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。
浮

間
舟
渡
駅
の
高
架
の
す
ぐ
向
こ
う
に
は
、
新
し
く
開
設
さ
れ
た
新
河
岸
東
処
理
場
と
西
部

第
二
管
理
事
務
所
の
真
新
し
い
建
屋
が
見
え
隠
れ
し
て
い
ま
す
。
駅
前
処
理
場
の
誕
生
で

す
。
浮
間
公
園
と
と
も
に
、
こ
の
地
域
の
環
境
を
支
え
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
定
着
し
て
い

く
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
文
責　

地
田
・
構
成　

加
賀
山
）
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▲新河岸東処理場正門▲ 浮間公園の風景 ( 荒川土手からの眺め )

▲ 現在の浮間地区案内図


