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こ
こ
に
一
枚
の
地
図
が
あ
り
ま
す
。
明
治
十
三
年
の
地
図
で
す
。
地
図
の
北
側
に
は
川

が
流
れ
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
旧
荒
川
で
す
。
こ
の
地
図
に
は
未
だ
、
新
河
岸
川
は

見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
当
然
新
河
岸
処
理
場
な
ん
て
い
う
の
も
あ
る
わ
け
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

川
の
南
側
は
江
戸
時
代
、
将
軍
の
狩
り
場
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
今
回

は
徳
丸
が
原
付
近
に
設
定
し
ま
し
た
。

川
越
街
道

　
「
お
江
戸
日
本
橋
七
つ
立
ち
」
と
唄
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
江
戸
時
代
の
街
道
の
起
点

は
日
本
橋
で
し
た
。
日
本
橋
を
で
て
北
に
道
筋
を
と
り
ま
す
と
、
中
山
道
（
中
仙
道
）
と

な
り
ま
す
。
中
山
道
は
江
戸
時
代
の
五
街
道
の
一
つ
で
す
が
古
く
は
東
山
道
と
呼
ば
れ
古

代
か
ら
中
世
に
か
け
て

西
国
と
東
国
と
を
結
ぶ

重
要
な
街
道
で
も
あ
り

ま
し
た
。

　

そ
の
最
初
の
宿
場
が

板
橋
宿
で
、
途
中
の
森

川
の
宿
、本
郷
追
分
（
東

京
大
学
農
学
部
前
）
で

右
に
分
か
れ
る
と
赤
羽

に
向
か
う
岩
槻
街
道
に

な
り
ま
す
。

　

板
橋
の
宿
は
大
き
く

三
つ
に
分
か
れ
て
い
ま

し
て
入
口
に
近
い
の
が
平
尾
宿
（
板
橋
一
、二
、三
丁
目
）、
続
い
て
中
宿
（
仲
宿
）、
最
後

が
上
宿
（
本
町
）
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
平
尾
の
追
分
け
（
現
在
は
板
橋
郵
便
局
の
手
前

で
、
新
中
仙
道
と
旧
中
山
道
が
交
わ

っ
て
い
る
所
）
で
道
筋
を
左
に
と
り

ま
す
と
、
川
越
街
道
と
な
り
ま
す
。
こ

こ
か
ら
川
越
ま
で
は
八
里
で
す
。
川
越

街
道
は
、
中
仙
道
よ
り
古
く
か
ら
開
け

て
い
ま
し
た
街
道
で
、
江
戸
か
ら
十
三

里
（
約
五
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
あ
り
、

途
中
に
は
上
板
橋
、
下
練
馬
、
白
子
、

膝
折
、
大
和
田
、
大
井
一
の
六
つ
の
宿

場
が
あ
り
ま
し
て
、
川
越
城
下
に
達
し

ま
し
た
。

　

川
越
街
道
を
参
勤
交
代
で
利
用
す

る
大
名
は
川
越
城
主
の
み
で
、
急
げ
ば

一
日
で
歩
け
る
距
離
で
あ
り
ま
し
た

た
め
、
本
陣
、
脇
本
陣
は
置
き
ま
せ
ん

▲ 明治 13 年の地図

▲ 中山道分間延絵図平尾宿 ( 寛政 12 年 (1800))
▲ 赤塚付近川越街道　新道と旧道
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で
、
食
事
を
出
す
だ
け
の
宿
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ほ
か
は
、
一
般
の
旅
人
を
相
手
に
す
る

旅
籠
が
わ
ず
か
に
あ
っ
た
程
度
で
あ
り
ま
し
た
。

　

川
越
街
道
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
ま
し
た
の
は
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
江

戸
時
代
は
川
越
道
中
と
か
、
川
越
往
還
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

旧
川
越
街
道
は
、
大
山
郵
便
局
の
と
こ
ろ
で
新
川
越
街
道
と
混
じ
り
ま
す
。
そ
の
ま
ま

し
ば
ら
く
新
川
越
街
道
を
進
み
、
東
新
町
を
過
ぎ
、
上
板
橋
に
入
っ
た
辺
り
で
、
再
び
、

旧
街
道
と
分
か
れ
ま
す
。
旧
街
道
は
し
ば
ら
く
練
馬
区
内
を
進
み
再
び
新
街
道
と
出
会
い

ま
す
。
赤
塚
新
町
の
信
号
手
前
で
新
街
道
を
突
っ
切
り
し
ば
ら
く
行
き
ま
す
と
街
道
は
、

グ
ラ
ン
ド
ハ
イ
ツ
（
現
光
が
丘
公
園
付
近
）
で
行
方
不
明
と
な
り
、
再
び
見
る
こ
と
の
で

き
る
の
は
、
成
増
駅
付
近
で
、
坂
下
の
旧
道
と
坂
上
の
新
道
が
並
行
し
て
走
っ
て
い
る
の

が
わ
か
り
ま
す
。
旧
道
に
は
、
並
木
道
の
跡
ら
し
い
切
り
株
等
も
残
っ
て
お
り
時
間
が
あ

る
方
は
歩
い
て
み
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
先
は
、
白
子
坂
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

松
月
院

　

川
越
街
道
の
赤
塚
新
町
の
信

号
を
右
に
曲
が
り
下
赤
塚
の
駅

横
を
通
る
道
が
、
赤
塚
中
央
通

り
と
な
り
ま
す
。
下
赤
塚
駅
を

は
さ
ん
で
反
対
側
の
踏
切
辺
り

が
鎌
倉
道
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
十
七
年
の
地
図
で
は
主
の

道
筋
は
中
央
通
り
の
よ
う
で

す
。
こ
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
行
き

ま
す
と
、
明
治
中
期
の
名
講
釈

師
、
三
遊
亭
円
朝
の
名
作
「
怪

談
乳
房
榎
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ

た
榎
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
松
月

院
に
出
会
い
ま
す
。
そ
の
榎
も

今
は
枯
れ
て
あ
り
ま
せ
ん
。

　

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）

五
月
、
こ
の
寺
を
本
陣
と
し
て
高
島
秋
帆
が
、
西
洋

兵
術
の
調
練
を
徳
丸
が
原
で
行
っ
た
こ
と
で
近
代
的

な
洋
式
兵
器
が
日
本
の
中
で
評
価
さ
れ
て
い
く
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
キ
ャ
ノ
ン
砲
を
モ
チ

ー
フ
に
し
た
碑
が
あ
り
ま
す
。
又
、
次
郎
物
語
で

有
名
な
下
村
湖
人
は
、
こ
の
辺
り
の
風
物
が
好
き

で
、
松
月
院
で
構
想
を
練
り
、
付

近
を
描
写
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
次
郎
物
語
を
読
ん
だ
こ
と
の

あ
る
方
は
、
ど
こ
に
そ
の
描
写
が

で
て
い
る
の
か
探
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。
こ
の
院
の
す
ぐ
裏
手
で
鎌

倉
街
道
と
中
央
通
り
が
交
差
し
ま

す
。
鎌
倉
街
道
は
、
荒
川
を
笹
目

に
渡
る
早
瀬
の
渡
し
が
あ
っ
た
と

こ
ろ
に
着
く
よ
う
で
す
が
今
は
川

も
道
も
変
わ
っ
て
し
ま
い
跡
を
た
ど
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

赤
塚
不
動
の
滝

　

か
つ
て
、
板
橋
区
内
に
あ
る
崖
下
か
ら
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
湧
水
を
見
る
こ
と
が
で

き
、
人
々
の
生
活
に
潤
い
を
与
え
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
滝
も
そ
の
一
つ
で
、
山

岳
信
仰
が
盛
ん
と
な
っ
た
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
よ
り
、
富
士
山
・
大
山
（
神
奈
川
県
相

模
）
な
ど
の
霊
山
に
発
拝
す
る
際
、
出
発
に
先
だ
ち
、

地
元
の
人
た
ち
が
こ
こ
で
身
を
清
め
る
「
み
そ
ぎ
」

場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
崖
上
に
は
こ
の

滝
の
守
護
神
と
も
い
え
る
不
動
尊
石
像
が
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。
昔
は
滝
つ
ぼ
の
前
に
垢
離
（
こ
り
）

堂
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
昭
和
八
年
、
滝
つ
ぼ

が
整
理
さ
れ
る
前
に
は
、
現
在
よ
り
水
量
も
多
く

水
の
落
ち
口
も
広
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の

▲ .. 松月院門前

▲ .. 高島秋帆▲ 高島秋帆記念碑▲ 不動の滝
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滝
水
は
い
か
な
る
時
で
も
涸
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
周
辺
の

宅
地
開
発
に
と
も
な
い
水
量
は
減
少
し
て
き
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
、
自
然
の
豊

か
だ
っ
た
時
代
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
遺
構
と
し
て
、
い
ま
も
地
元
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
守

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

峡
田
道
（
は
け
た
み
ち
）

　

板
橋
は
新
編
武
蔵
野
風
土
記
に
よ
る
と
豊
島
郡
野
方

領
と
峡
田
領
に
属
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
峡
田
領
の
巡
察

道
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ハ
ケ
と
は
、
崖
の
意

味
で
、
武
蔵
野
台
地
と
徳
丸
が
原
の
堺
が
こ
の
ハ
ケ
を
構

成
し
て
い
た
そ
う
で
、
北
野
神
社
付
近
、
宮
の
下
か
ら
前

谷
津
川
を
抜
け
る
位
置
を
通
っ
て
い
ま
し
た
。

前
谷
津
川

　

赤
塚
新
町
二
丁
目
な
ど
の
水
源
か
ら
水
を
集

め
赤
塚
、
四
葉
、
徳
丸
、
高
島
平
を
流
れ
、
新

河
岸
川
に
注
ぎ
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
川

は
、
地
元
で
は
暴
れ
川
と
し
て
有
名
で
あ
り
ま

し
た
。
早
く
か
ら
水
田
の
用
水
と
し
て
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
周
辺
の
宅
地
化
に
伴
い
昭
和

五
十
九
年
に
暗
渠
化
と
な
り
、
そ
の
大
部
分
が

緑
道
と
な
っ
て
残
っ
て
い
ま
す
。

　

前
谷
津
川
の
流
域
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
水
車
公

園
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
四
十
年
以
前
は
板
橋

か
ら
練
馬
に
か
け
て
の
川
に
は
水
車
が
見
ら

れ
た
そ
う
で
す
が
、
だ
ん
だ

ん
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た

と
い
う
こ
と
で
、
保
存
す
る

た
め
に
こ
こ
に
移
築
し
た
と

の
こ
と
で
す
。
水
車
は
上
掛

け
、
胸
掛
け
、
下
掛
け
な
ど

の
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

こ
に
あ
る
の
は
上
掛
け
だ
そ

う
で
す
。
た
ま
た
ま
、
こ
の

水
車
を
整
備
に
き
て
い
た
方

と
お
話
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
が
、
今
で
も
内
部
の

機
械
は
動
か
す
こ
と
が
で
き

る
と
の
こ
と
で
、
実
際
に
杵

を
動
か
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
た
だ
、
水
量
が
と
て
も

少
な
い
の
で
、
石
臼
を
動
か

▲ 昭和 10 年頃の峡田道▲ 北野神社

▲ 前谷津川緑道▲ 水車公園の水車小屋とその内部
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す
に
は
力
が
足
り
な
い
し
、
仕
事
と
し
て
、
粉
を
ひ
く
に
も
今
の
水
量
で
は
ダ
メ
で
、
杵
も
、

一
台
を
動
か
す
の
が
や
っ
と
で
、
そ
れ
も
回
数
を
半
分
以
下
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
、

徳
丸
が
原
（
高
島
平
）

　

赤
塚
地
区
は
明
治
二
十
二
年
の
町
村
制

施
行
で
成
立
し
た
赤
塚
村
の
地
域
で
、
歴

史
は
古
く
建
武
元
年
（
一
三
三
四
年
）
足

利
氏
の
所
領
と
し
て
史
料
に
見
え
て
い
ま

す
。
十
四
～
十
五
世
紀
に
か
け
て
赤
塚
郷

は
京
都
嵯
峨
野
の
鹿
王
院
の
荘
園
と
な
り
、

さ
ら
に
武
蔵
千
葉
氏
の
本
拠
地
の
一
つ
に

な
り
ま
し
た
。
赤
塚
城
の
構
築
は
は
っ
き

り
と
し
ま
せ
ん
が
、
豊
嶋
一
族
の
赤
塚
氏

が
築
城
し
た
の
で
は
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

川
越
街
道
の
北
側
は
武
蔵
野
台
地
の
は

ず
れ
に
あ
た
り
、
台
地
の
下
は
荒
川
に
向
け
て

武
州
徳
丸
が
原
と
言
わ
れ
る
湧
水
の
多
い
原
っ
ぱ
で
し
た
。
正
保
年
間
に
は
四
千
九
百
俵

の
米
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

明
治
二
年
に
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
、
大
掛
か
り
な
開
墾
が
行
わ
れ
、
大
正
初
め
に

は
三
百
五
十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
水
田
で
一
万
四
千
俵
を
生
産
す
る
ま
で
に
な
り
、
赤
塚
た

ん
ぼ
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
赤
塚
村
に
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
年
）
か
ら
五
穀
豊
穣
の

祭
り
と
し
て
「
田
遊
び
祭
」
が
あ
り
、
今
は
、
国

の
指
定
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て
子
孫
に
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。
徳
丸
が
原
は
、
高
島
秋
帆
か
ら

名
前
を
頂
き
、
高
島
平
と
名
前
を
変
え
、
台
地
の

は
ず
れ
に
は
首
都
高
速
道
路
が
走
り
、
原
っ
ぱ
は

団
地
が
建
ち
並
び
景
観
は
一
変
し
て
い
ま
す
。

新
河
岸
川

　

入
間
川
は
江
戸
時
代
初
期
に
は
隅
田
川
と
合
流
し
て
い
ま
し
た
。
新
河
岸
川
は
、
入
間

川
と
平
行
し
て
流
れ
る
川
で
、
今
の
朝
霞
市
台
（
内
間
木
）
辺
り
で
入
間
川
と
合
流
し
て

お
り
、
九
十
九
曲
が
り
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
川
は
蛇
行
し
て
お
り
、
い
つ
も
洪
水
を
起
こ
し

て
い
ま
し
た
。

　

新
河
岸
川
の
船
運
が
発
達
し
た
の
は
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
年
）
に
川
越
の
大
火

▲ . 寛政 2 年以降の絵地図▲ 実りの秋

▲ 田遊びの碑

▲ .. 昭和 33 年赤塚田んぼで遊

▲ 昭和 35 年　空から見た徳丸田んぼ
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で
小
仙
波
東
照
宮
が
焼
失
、
再
建
資
材

を
運
ぶ
た
め
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
正

保
四
年
（
一
六
四
七
年
）
松
平
伊
豆
守

信
綱
が
入
間
川
へ
荒
川
水
系
か
ら
川

の
付
け
替
え
に
よ
り
水
量
を
増
や
す

工
事
を
し
、
秩
父
か
ら
の
木
材
を
運
べ

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
結
果
、
徳
丸
が

原
は
洪
水
が
増
え
ま
し
た
の
で
、
幕
府

は
、
江
戸
を
洪
水
か
ら
守
る
た
め
、
隅

田
川
右
岸
に
日
本
堤
、
左
岸
に
墨
田
堤

と
荒
川
堤
、
熊
谷
堤
を
築
き
ま
す
。
徳

丸
が
原
は
遊
水
池
の
役
目
を
果
た
し

て
い
た
よ
う
で
す
。

　

荒
川
の
改
修
工
事
は
、
明
治
四
十
三

年
（
一
九
一
〇
）
八
月
の
台
風
に
よ
る

大
洪
水
を
契
機
に
二
十
年
の
歳
月
を
か
け
昭

和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
約
九
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
及
ぶ
新
荒
川
が
完
成
し
ま
し
た
。
板

橋
区
内
を
流
れ
る
新
河
岸
川
は
、
荒
川
の
洪

水
調
節
を
す
る
た
め
に
昭
和
初
期
（
完
成
昭

和
五
年
）
に
人
工
的
に
造
ら
れ
た
川
で
す
。

新
河
岸
処
理
場

　

こ
こ
に
一
枚
の
写
真
が
あ
り
ま
す
。
弁
天

塚
か
ら
新
河
岸
川
の
向
こ
う
側
に
あ
る
和
光

純
薬
工
業
株
式
会
社
東
京
工
場
を
遠
望
す
る

も
の
で
、
工
場
の
裏
手
に
は
荒
川
の
土
手
が

見
ら
れ
ま
す
。
昭
和
三
十
年
の
地
図
に
よ
る

と
武
田
化
学
薬
品
工
業
の
文
字
が
見
ら
れ
ま

す
。
和
光
純
薬
工
業
の
沿
革
に
よ
る
と
武
田

化
学
薬
品
は
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四

年
）
に
東
京
工
場
と
し
て
開
設
さ
れ
、

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
和
光

純
薬
工
業
株
式
会
社
に
改
名
し
、
昭
和

三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
に
移
転
を
し

て
い
ま
す
。
今
の
地
図
で
は
、
も
ち
ろ

ん
新
河
岸
処
理
場
で
す
。

　

戦
後
の
復
興
は
近
代
産
業
の
立
地
条

件
に
適
し
、
水
運
が
よ
い
こ
と
も
あ
り
、

新
河
岸
川
周
辺
の
志
村
、
前
野
町
な
ど

で
工
場
が
増
え
て
い
き
、
新
河
岸
川
は
、

真
っ
黒
な
川
へ
と
変
身
を
し
て
い
き
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
隅
田
川
に
も
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
、
隅
田
川
で
行
わ
れ
て

い
た
、
花
火
大
会
や
レ
ガ
ッ
タ
な
ど
の

ボ
ー
ト
競
技
が
次
か
ら
次
へ
と
中
止
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

汚
れ
た
隅
田
川
を
元
に
戻
そ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
根
元
で
あ
る
新
河
岸
川
の
浄
化

対
策
事
業
と
し
て
昭
和
四
十
年
に
新
河
岸
処
理
場
の
前
身
で
あ
る
浮
間
処
理
場
の
建
設
に

着
工
し
、
昭
和
四
十
一
年
に
稼
働
し
て
い
ま
す
。
当
時
は
、
浮
間
処
理
場
の
区
域
は
、
工

場
か
ら
の
排
水
を
、
水
質
料
金
制
度
を
取
り
、
各
工
場
の
排
水
を
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
。

処
理
場
へ
の
流
入
水
は
色
と
り
ど
り
で
、
臭
い
も
何
と
も
い
え
な
い
も
の
で
し
た
。

　

昭
和
四
十
五
年
に
公
害
国
会
が
あ
り
、
水
質
汚
濁
防
止
法
が
で
き
、
当
局
で
も
、
今
の

水
質
規
制
係
の
前
身
で
あ
る
除
害
施
設
係
を
発
足
さ
せ
、
北
部
第
二
管
理
事
務
所
に
も
係

は
で
き
ま
し
た
。

　

水
質
料
金
制
度
は
、
浮
間
地
区
の
各
工
場
の
水
質
濃
度
に
合
わ
せ
て
料
金
を
取
る
形
で

し
た
か
ら
、
各
工
場
に
出
か
け
て
い
っ
て
、
採
水
し
、
分
析
を
し
ま
す
。
こ
ら
れ
た
工
場

は
、
濃
度
の
薄
い
方
が
、
料
金
が
安
い
も
の
で
す
か
ら
、
あ
わ
て
て
オ
ケ
に
入
っ
て
い
る

水
を
流
し
ま
す
が
、
そ
の
と
き
は
採
水
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
日
常
茶
飯
事
で
し
た
。

▲ 昭和 30 年代　和光純薬工場 ▲ 昭和 30 年頃地図

▲ 昭和 37 年頃　新河岸川　遠くに早瀬橋が見える
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赤
塚
城
址

　

赤
塚
城
は
小
高
い
山
と
い
う
よ

り
も
丘
の
上
に
あ
り
ま
す
。
築
城

は
、
前
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
豊

嶋
氏
の
一
族
で
あ
る
赤
塚
氏
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
い
つ
築
城
さ

れ
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
て
い

ま
せ
ん
。
廃
城
は
、
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
の
役
だ

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
四
十

年
頃
ま
で
は
、
昔
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
そ
う
で

す
が
、
今
は
城
跡
に
は
、
本
丸
跡
の
碑
が
建
っ

て
お
り
、
こ
こ
の
土
地
の
持
ち
主
と
思
わ
れ
る

方
が
梅
林
を
作
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

堀
の
跡
は
、
赤
塚
溜
池
公
園
と
な
っ
て
お

り
、
釣
り
人
が
大
勢
き
て
お
り
ま
す
。
城
跡
に

は
、
昭
和
四
十
八
年
、
高
速
道
路
建
設
の
た
め

仲
宿
か
ら
移
っ
て
き
た
と
い
う
乗
蓮
寺
が
あ
り

ま
す
。
乗
蓮
寺
に
は
、
日
本
で
三
番
目
に
大
き

い
と
い
わ
れ
る
東
京
大
仏
が
あ
り
ま
す
。
中
央

通
り
（
通
称
大
仏
通
り
）
を
下
っ
て
く
る
と
美

術
館
が
あ
り
、
溜
池
公
園
と
な
り
ま
す
。

　

溜
池
公
園
の
傍
ら
に

昭
和
四
十
七
年
に
開
設

さ
れ
た
板
橋
区
の
郷

土
資
料
館
が
あ
り
ま
す
。

資
料
館
に
は
、
昔
の
農

家
、
徳
丸
に
あ
っ
た
田

中
家
が
、
移
築
さ
れ
当

時
の
農
機
具
な
ど
も
そ

の
ま
ま
あ
り
ま
す
。
平

成
元
年
に
今
の
建
物
に
建
て
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
資
料
館
の
前
に
新
藤
楼
の
玄
関
が
鎮

座
し
て
い
ま
す
。
こ
の
新
藤
楼
は
、
江
戸
時
代
の
旅
籠
で
、
平
尾
宿
に
あ
っ
た
も
の
を
玄

関
だ
け
移
築
し
た
も
の
で
す
。

清
水
か
つ
ら

　

清
水
か
つ
ら
と
聞
い
て
、
あ
あ
、
あ
の
人

と
い
え
る
人
は
か
な
り
の
知
識
を
持
っ
た
人

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
子
供
の
頃
に
良
く
口
ず

さ
ん
だ
あ
の
歌
に
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
出
会
う

と
は
！
！

　

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
年
）
七
月
、

東
京
市
で
生
ま
れ
た
か
つ
ら
が
小
学
六
年
生

の
と
き
、
第
二
の
母
を
迎
え
、
本
郷
区
春
木
町
（
現
本
郷
三
丁
目
）
に
移
り
ま
し
た
。
こ

の
辺
り
に
は
森
鴎
外
、
夏
目
漱
石
、
樋
口
一
葉
な
ど
が
活
躍
し
た
文
化
の
中
心
地
で
あ
り

ま
し
た
。
第
二
の
母
の
実
家
は
今
の
和
光
市
新
倉
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
か
つ
ら
は
し
ば

し
ば
白
子
や
新
倉
を
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
に
見
た
白
子
や
成
増
の
風
景
、
人
々
の

暮
ら
し
ぶ
り
が
心
の
中
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

大
正
五
年
、
神
田
駿
河
台
下
に
あ
っ
た
中
西
屋
に
勤
め
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
、
少
女
雑

誌
「
少
女
号
」
の
編
集
に
携
わ
り
ま
し
た
。「
少
女
号
」
の
編
集
者
に
は
、
か
つ
ら
の
ほ

か
に
「
浜
千
鳥
」
や
「
金
魚
の
ひ
る
ね
」
を
作
詞
し
た
鹿
島
鳴
秋
、
後
に
作
家
と
な
っ
た

山
手
樹
一
郎
が
い
ま
し
た
。

▲ 赤塚城祉

▲ 東京大仏

▲ 当時の新藤桜

▲ 移築さた新藤楼の玄関

▲ 溜池公園

▲ 小学生の清水かつら
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こ
こ
で
は
編
集
者
も
原
稿
を
書
い
て
い
ま
し
た
の

で
、
か
つ
ら
は
子
ど
も
の
頃
に
見
た
和
光
市
新
倉
や

白
子
、
板
橋
区
成
増
の
田
園
風
景
、
自
分
自
身
の
心

境
な
ど
を
題
材
に
し
た
童
謡
を
発
表
し
、
弘
田
龍
太

郎
や
草
川
信
の
作
曲
を
得
て
、
大
正
か
ら
現
代
に
ま

で
歌
い
継
が
れ
る
名
作
を
残
し
ま
し
た
。

　
「
靴
が
鳴
る
」
は
大
正
八
年
の
作
品
で
す
が
、
母
に
連
れ
ら
れ
て
訪
れ
た
時
に
見
た
、

白
子
や
成
増
の
子
供
達
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
作
詞
し
た
、
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
も

う
一
つ
の
名
作
「
叱
ら
れ
て
」
で
も
、
子
供
達
が
お
使
い
や
子
守
り
な
ど
、
家
の
手
伝

い
を
す
る
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
頃
で
も
、
白
子
か
ら
成
増
の
町
へ
、
ふ
す
ま
（
小
麦
の

殻
）
を
買
い
に
行
か
さ
れ
る
の
は
き
つ
い
手
伝
い
で
し
た
。
白
子
と
成
増
の
間
は
急
な
坂

で
、
う
っ
そ
う
と
し
た
林
の
中
に
き
つ
ね
が
出
る
と
言
う
う
わ
さ
も
あ
り
ま
し
た
。
叱
ら

れ
て
い
る
子
供
達
の
幸
せ
を
願
っ
て
、
か
つ
ら
は
こ
の
童
謡
を
作
詞
し
ま
し
た
。

　

昭
和
初
年
、
か
つ
ら
一
家
は
白
子
村
へ
移
転
し
て
い
ま
す
。
池
や
土
橋
、
築
山
の
あ
る

大
き
な
家
で
、
見
渡
す
限
り
の
田
ん
ぼ
の
彼
方
に
夕
日
が
沈
む
風
景
が
見
ら
れ
、
か
つ
ら

は
大
変
気
に
入
っ
て
い
た
家
で
し
た
。

　

昭
和
十
五
年
頃
、
家
主
の
都
合
で
家
が
壊
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
白
子
二
丁
目
に
移
転
し

て
い
ま
す
。
成
増
（
東
京
都
板
橋
区
）
と
白
子
（
埼

玉
県
和
光
市
）
の
県
境
で
、
旧
川
越
街
道
は
新
田
坂

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
坂
を
下
っ
た
辺
り
に
造
り

酒
屋
の
秀
峰
が
あ
り
、
そ
の
隣
で
し
た
。
小
学
生
の

頃
か
ら
俳
句
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
か
つ
ら
は
、
岡

野
知
十
に
師
事
し
、
俳
諧
の
機
関
紙
の
編
集
に
も
携

わ
っ
て
い
ま
す
。
戦
後
、
生
ま
れ
た
「
み
ど
り
の
そ

よ
風
」
は
白
子
と
成
増
の
間
を
流
れ
る
白
子
川
を
主

題
に
作
詞
さ
れ
、
白
子
川
に
沿
っ
た
田
園
風
景
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
す
。「
夕
や
け
こ
や
け
」
や
「
ど
こ
か
で
春
が
」
は
草
川
信
の
作

曲
で
明
る
い
希
望
に
満
ち
た
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

清
水
か
つ
ら
が
創
っ
た
詩
は
、判
っ
て
い
る
だ
け
で
も
二
百
十
八
も
あ
り
、最
後
は
、「
し

ゃ
ぼ
ん
だ
ま
」
の
よ
う
で
す
。

　

そ
の
業
績
を
後
世
に
伝
え
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
に
寄
与
す
る
た
め
、
板
橋
区

成
増
で
は
毎
年「
成
増
童
謡
ま
つ
り
」を
開
催
し
て
い
る
そ
う
で
す
。（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ『
清

水
か
つ
ら
』
よ
り
）

（
文
責　

小
松
）

参
考
資
料

「
中
山
道
」　

東
京
都
教
育
委
員
会

「
写
真
は
語
る
」　

板
橋
区
教
育
委
員
会

「
東
京
都
市
地
図
」
２　

柏
書
房

「
高
島
平
」　

板
橋
区
立
郷
土
資
料
館

「
板
橋
風
土
記
」　

板
橋
区
教
育
委
員
会

「
下
水
道
東
京
一
〇
〇
年
史
」　

東
京
都
下
水
道
局

「
板
橋
の
絵
図
・
絵
地
図
」　

板
橋
区
立
郷
土
資
料
館

「
町
の
水
面
」　

栗
田
彰　

下
水
道
設
備

取
材
後
記

　

今
回
の
取
材
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情
報
を
集
め
た
も
の
が
多
い
。
特
に
、「
清

水
か
つ
ら
」
の
部
分
で
は
、
ほ
と
ん
ど
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
拝
借
し
て
い
る
。
制
作
者

で
あ
り
”
清
水
か
つ
ら
を
顕
彰
す
る
会
顧
問
”
別
府
明
雄
（
べ
っ
ぷ
あ
き
お
）
氏
に
は

大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
で
、
許
可
を
頂
き
お
ま
け
に
、
氏
の
著
書

童
謡
詩
人
清
水
か
つ
ら
の
生
涯
と
作
品
を
紹
介
し
た
「
あ
し
た　

童
謡
詩
人
清
水
か
つ

ら
」
ま
で
頂
い
て
し
ま
っ
た
。

　

自
分
が
子
供
の
頃
に
、
そ
し
て
、
今
の
よ
う
に
川
の
水
が
汚
く
な
か
っ
た
頃
、
何
気
な

く
唄
っ
て
い
た
歌
の
数
々
、
前
に
出
て
い
る
「
靴
が
鳴
る
」「
叱
ら
れ
て
」「
み
ど
り
の
そ

よ
風
」「
夕
や
け
こ
や
け
」「
し
ゃ
ぼ
ん
だ
ま
」「
雀
の
学
校
」「
さ
く
ら
さ
く
ら
」「
こ
い

の
ぼ
り
」「
と
お
せ
ん
ぼ
」「
あ
ん
よ
は
じ
ょ
う
ず
」「
か
ち
か
ち
や
ま
」「
浦
島
太
郎
」「
お

む
す
び
こ
ろ
り
ん
」
な
ど
で
、
そ
の
頃
の
情
景
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。

　

作
者
の
名
前
を
知
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
突
然
発
見
し
た
こ
の
感
動
を
一
人
で
も
多
く

の
人
に
教
え
た
く
少
し
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
載
せ
る
こ
と
と
し
た
。

▲ 少女号▲ 新田坂付近 ( 写真は語るより）


