
み
や
ぎ
水
再
生
セ
ン
タ
ー
界
隈
の
今
昔
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平
成
十
六
年
度
か
ら
東
京
の
下
水
処

理
場
の
名
称
が
「
水
再
生
セ
ン
タ
ー
」

に
変
わ
り
ま
し
た
。
区
部
に
あ
る
十
三

の
処
理
場
・
水
処
理
セ
ン
タ
ー
と
多
摩

地
域
に
あ
る
七
つ
の
処
理
場
を
合
わ
せ

た
二
十
箇
所
に
お
い
て
で
す
。
さ
ら
に
、

こ
の
う
ち
二
つ
の
処
理
場
で
は
冠
の
部

分
の
固
有
名
詞
も
変
わ
り
、
新
河
岸
東

が
「
浮
間
」
に
、
小
台
が
「
み
や
ぎ
」

に
な
り
ま
し
た
。
地
元
か
ら
の
要
望
も

あ
り
、
地
域
に
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
る
よ

う
に
と
所
在
地
名
に
し
た
と
の
こ
と
で

す
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
職
場
界
隈
探
訪
で

は
、
ひ
ら
が
な
の
「
み
や
ぎ
」
を
冠
に

い
た
だ
き
、
ひ
と
き
わ
さ
わ
や
か
な
名

称
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
「
み
や
ぎ
水
再

生
セ
ン
タ
ー
」
界
隈
の
今
昔
を
訪
ね
て

み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

探
訪
ル
ー
ト
は
、
最
寄
り
の
Ｊ
Ｒ
王

子
駅
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
→
石
神
井
川
沿

い
に
隅
田
川
と
の
合
流
点
→
隅
田
川
を

遡
り
豊
島
橋
を
渡
り
→
隅
田
川
の
堤
防

と
荒
川
の
堤
防
が
会
合
し
て
い
る
地
点

→
荒
川
の
堤
防
を
下
り
→
江
北
橋
を
渡

り
→
再
び
戻
り
→
宮
城
、
小
台
地
区
で

す
。

「
み
や
ぎ
」
と
い
う
地
名
の
い
わ
れ

　

こ
の
地
名
は
、
戦
国
時
代
か
ら
足
立
郡
内
の
「
宮
城
」
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ

の
地
を
所
領
し
て
い
た
戦
国
武
将
、
宮
城
氏
に
因
む
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
宮
城

氏
の
出
自
を
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
と
、
遠
く
奥
州
の
宮
城
本
郷
（
宮
城
県
仙
台
市
付
近
）
を

本
拠
地
と
し
、
鎌
倉
幕
府
発
足
当
初
か
ら
御
家
人
と
し
て
幕
府
に
仕
え
て
い
た
奥
州
・
宮

城
氏
に
い
き
つ
き
ま
す
。
武
蔵
の
国
の
名
族
豊
島
氏
（
本
拠
地
は
北
区
中
里
）
と
の
婚
姻

関
係
に
よ
り
こ
の
地
域
を
所
領
と
し
た
よ
う
で
す
。

　

武
蔵
・
宮
城
氏
は
、
十
六
世
紀
半
ば
に
は
岩
付
城
（
埼
玉
県
岩
槻
市
）
の
太
田
氏
の
配

下
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
戦
国
大
名
・
小
田
原
の
後
北
条
氏
の
重
臣
（
知
行
地
は

足
立
区
の
ほ
か
埼
玉
県
に
も
あ
っ
た
）
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
が
、
豊
臣
秀
吉
の
関

東
侵
攻
に
よ
る
小
田
原
落
城
で
主
君
を
失
い
、
宮
城
の
地
を
去
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ

の
後
、紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、そ
の
血
筋
は
徳
川
幕
府
の
旗
本
（
知
行
地
は
茨
城
県
）

と
し
て
幕
末
ま
で
続
き
ま
す
。

　

宮
城
氏
が
大
旦
那
と
し
て
十
五
世
紀
末
に
創
建
し
た
性
翁
（
し
ょ
う
お
う
）
寺
が
、
現

在
も
荒
川
の
江
北
橋
を
渡
っ
た
や
や
下
流
の
土
手
の
近
く
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
、
戦

国
期
の
宮
城
一
族
の
墓
が
あ
り
ま

す
。

　

み
や
ぎ
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
敷

地
は
か
つ
て
川
端
耕
地
と
呼
ば
れ

た
微
高
地
で
し
た
が
、「
新
編
武
蔵

風
土
記
稿
」
は
、「
こ
こ
は
昔
、
宮

城
氏
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
の
伝
承

の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
今
（
江
戸
の

後
期
）
は
畑
で
あ
る
」
と
記
し
て

い
ま
す
。

　

宮
城
村
は
、
天
保
九
年
で
家
数

五
十
三
軒
、
三
百
八
人
、
明
治
五

年
で
も
五
十
九
軒
、
三
百
八
十
三

人
ほ
ど
の
集
落
で
す
。
明
治

▲ 現在の宮城・小台地区▲ 隅田川 ( 左 ) と荒川 ( 右 )

▲ 小台下水処理場の用地 ( 昭和 28 年 )
白く光って いる所は荒木田土を採取して水たまりになっている
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二
十
二
年
に
付
近
の
九
つ
の
村
々
が
合
併
し
江
北
村
と
な
り
、
大
字
宮
城
と
呼
ば
れ
ま
し

た
。

　

昭
和
七
年
、
足
立
区
が
成
立
し
た
と
き
、
荒
川
放
水
路
の
開
削
（
昭
和
五
年
完
成
）
で
、

大
字
宮
城
が
南
北
に
二
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
（
こ
の
時
、
神
社
を
は
じ
め
多
く
の
家
屋
が

移
転
）
を
配
慮
し
、
み
や
ぎ
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
あ
る
荒
川
以
南
が
南
宮
城
町
に
、
荒
川

以
北
が
北
宮
城
町
に
な
り
ま
し
た
。
南
宮
城
町
は
、
そ
の
後
隣
り
の
小
台
町
の
一
部
を
昭

和
二
十
二
年
に
編
入
し
、
昭
和
三
十
二
年
に
は
宮
城
町
と
改
称
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昭

和
四
十
一
年
に
現
在
の
宮
城
一
丁
目
と
二
丁
目
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
、北
宮
城
町
は
扇
・

江
北
な
ど
の
一
部
と
な
り
地
名
は
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

里
帰
り
し
た
桜

　

宮
城
小
学
校
の
隣
に
南
宮
城
公
園
が
あ
り
ま
す
。
公
園
の
名
前
は
、
こ
の
地
区
が
か
つ

て
南
宮
城
町
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
公
園
の

一
画
に
さ
ほ
ど
太
く
な
い
桜
の
木
が
一
本
立
っ
て
い
て
、
説
明
板
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

　
「
ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ポ
ト
マ
ッ
ク
河
畔
に
植
え
ら
れ
て
い
る
日
本
か
ら
贈
ら

れ
た
桜
の
枝
か
ら
取
木
し
た
、
い
わ

ゆ
る
里
帰
り
し
た
桜
の
木
で
あ
る
」

と
い
う
主
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
何
故
、
こ
の
公
園
に
植

え
ら
れ
て
い
る
か
と
言
う
と
、「
明

治
四
十
五
年
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
贈

っ
た
桜
の
苗
木
は
こ
の
公
園
の
近
く

に
あ
っ
た
荒
川
堤
で
一
時
育
て
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
肝
心
の

本
家
の
荒
川
堤
の
桜
並
木
が
堤
防
工

事
、
戦
争
や
大
気
汚
染
な
ど
の
影
響

で
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
昭
和

五
十
六
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
逆
に
贈
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
（
約
三
千
本
）
の
う
ち
の
一

本
」
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
事
業
は
、
足
立
区
の
区
政
五
十
周
年
記
念
の
一
環
と
し
て
実
施

さ
れ
た
の
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
に
贈
っ
た
桜
に
つ
い
て
、「
ポ
ト
マ
ッ
ク
の
桜
物
語
」（
外
崎
克
久
（
東
京
都

下
水
道
局
の
Ｏ
Ｂ
）
著
）
は
、
次
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
『
明
治
四
十
三
年
四
月
、
尾
崎
市
長
に
よ
っ
て
召
集
さ
れ
た
東
京
市
参
事
会
は
、
躊
躇

な
く
再
度
の
サ
ク
ラ
寄
贈
を
決
定
し
た
。
勿
論
、
経
費
の
全
額
負
担
も
付
帯
決
議
さ
れ
た
。

…
苗
木
栽
培
の
大
作
戦
が
開
始
さ
れ
る
と
同
時
に
、
五
十
九
種
類
の
中
か
ら
厳
選
し
て

十
一
種
類
の
桜
を
千
住
・
江
北
村
（
現
・
足
立
区
）
の
荒
川
堤
に
植
え
た
。
そ
こ
は
関
東

で
も
桜
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
た
場
所
で
あ
る
。
選
ば
れ
た
品
種
は
、
一
重
桜
系
統
の
染

井
吉
野
を
筆
頭
に
白
雪
、
有
明
（
大
き
く
白
い
花
）、
御
車
返
（
大
き
く
淡
紅
白
色
）、
八

重
桜
系
統
の
福
禄
寿
（
紅
色
）、
一
葉
（
淡
紅
色
）、
関
山
（
か
ん
ざ
ん
、
一
番
大
き
な

花
を
持
ち
紅
色
）、
普
賢
象
（
ふ
げ
ん
ぞ
里
帰
り
し
た
桜
里
帰
り
し
た
桜
う
、
淡
紅
色
）、

御
衣
黄
（
淡
緑
黄
色
）
そ
し
て
よ
い
匂
い
が
し
白
い
花
を
つ
け
る
上
香
、
滝
香
な
ど
で
あ

っ
た
。
昨
年
師
走
、
こ
れ
ら
の
品
種
か
ら
接
里
帰
り
し
た
桜
穂
一
万
本
以
上
を
採
取
し

て
興
津
試
験
地
へ
移
送
し
、
全
て
の
接
穂
に
青
酸
ガ
ス
く
ん
蒸
法
で
防
虫
処
理
を
施
し
た

上
、
日
陰
の
乾
燥
し
た
土
の
中
に
貯
蔵
し
た
。
そ
し
て
、
台
木
へ
接
ぐ
好
期
と
な
っ
た
今

▲ 里帰りした桜

▲ 荒川堤
点線部分が荒川堤である
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年
の
二
月
、
接
穂
を
掘
り
起
こ

し
、接
ぎ
木
を
完
了
し
て
い
る
』

　

江
北
村
の
宮
城
地
区
の
荒
川

堤
に
、
ア
メ
リ
カ
に
贈
る
た
め

の
桜
の
苗
木
が
植
え
ら
れ
て
い

た
の
で
す
。
こ
こ
で
い
う
荒
川

堤
と
は
、
今
の
荒
川
（
以
前
の

荒
川
放
水
路
）
の
江
北
橋
の
北

詰
め
の
左
岸
の
辺
り
に
、
昔
あ

っ
た
土
手
の
こ
と
で
す
。
昭
和

初
期
ま
で
は
、
荒
川
の
「
五
色

桜
」
と
呼
ば
れ
た
桜
の
名
所
で

し
た
。

　

そ
の
発
端
は
、
明
治
十
九
年

の
地
元
有
志
に
よ
る
植
樹
で
し

た
。
大
正
十
四
年
、
こ
の
「
五

色
桜
」
が
国
の
名
勝
に
指
定
さ

れ
た
時
に
建
て
ら
れ
た
栽
桜
記

碑
に
、
五
色
桜
植
樹
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
原
文
は
漢
文
で
す
が
、
概
略
次
の
よ

う
な
内
容
で
す
。

　
『
当
時
の
荒
川
堤
は
デ
コ
ボ
コ
で
、
歩
行
も
困
難
な
状
態
で
し
た
。
明
治
十
八
年
、
管

内
巡
視
中
に
こ
こ
に
立
ち
寄
っ
た
東
京
府
知
事
に
、
後
に
江
北
村
の
初
代
村
長
と
な
る
清

水
謙
吾
が
堤
の
補
修
工
事
の
許
可
を
求
め
、
翌
年
に
は
完
成
し
ま
し
た
。
清
水
は
、
桜
を

堤
の
上
に
植
え
る
こ
と
を
発
案
、
南
足
立
郡
長
の
賛
成
も
得
ま
し
た
。
植
樹
す
る
桜
の

苗
木
は
、
開
花
の
時
期
が
長
い
八
重
の
里
桜
が
選
ば
れ
、
明
治
十
九
年
三
月
、
七
十
八

種
三
千
二
百
二
十
五
本
が
、
長
さ
五.

八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
堤
防
上
に
植
え
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
資
金
は
関
係
地
元
民
が
出
し
合
い
、
そ
の
総
額
は
二
百
九
十
五
円
で
し
た
』

　

明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
が
、
五
色
桜
の
最
盛
期
で
し
た
。
花
見
の
た
め
に
、
隅
田

川
に
多
く
の
乗
合
船
が
出
、
隅
田
川
の
定
期
航
路
が
臨
時
便
を
江
北
ま
で
延
長
し
、
堤
の

両
脇
に
は
二
百
人
ほ
ど
も
入
る
掛
茶
屋
が
何
軒
も
で
き
、
あ
ふ
れ
た
人
は
土
手
下
の
民
家

か
ら
畑
、
空
き
地
に
ま
で
い
っ

ぱ
い
に
な
っ
て
花
見
を
楽
し
ん

だ
そ
う
で
す
。
そ
の
に
ぎ
わ
い

に
地
元
も
お
お
い
に
潤
い
ま
し

た
。

　

こ
れ
ほ
ど
人
々
を
引
き
付
け

た
荒
川
堤
の
桜
で
す
が
、戦
中
・

戦
後
の
荒
廃
を
経
て
、
衰
退
の

一
途
を
た
ど
り
ま
し
た
。
桜
の

名
所
の
復
活
を
願
っ
て
の
ワ
シ

ン
ト
ン
か
ら
の
「
里
帰
り
桜
」

も
昭
和
二
十
七
年
に
実
現
し
ま

し
た
が
、
自
動
車
の
排
気
ガ
ス

の
影
響
で
う
ま
く
育
た
ず
頓
挫

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

さ
き
ほ
ど
の
南
宮
城
公
園
の

桜
は
、
二
回
目
の
里
帰
り
桜
に

な
り
ま
す
。
今
度
こ
そ
ぜ
ひ
、

す
く
す
く
育
ち
、
五
色
桜
の
復
活
を
目
指
し
ひ
と
花
咲
か
せ
て
欲
し
い
も
の
で
す
。

煉
瓦
の
生
産

　

明
治
の
東
京
に
お
い
て
は
、
官
公
庁
を
中
心
に
新
し
い
西
洋
建
築
が
次
々
と
建
て
ら
れ
、

煉
瓦
の
需
要
が
急
激
に
起
こ
り
ま
し
た
。
宮
城
地
区
は
、
川
を
挟
ん
で
消
費
地
と
隣
接
し

て
お
り
、
さ
ら
に
、
川
沿
い
か
ら
煉
瓦
の
原
土
を
産
出
す
る
た
め
、
煉
瓦
の
生
産
に
適
し

て
い
ま
し
た
。

　
『
明
治
二
十
年
頃
に
は
、
煉
瓦
工
場
が
続
々
と
建
設
さ
れ
そ
の
数
十
五
箇
所
の
多
き
に

及
び
、
一
ヵ
年
の
産
額
十
万
円
以
上
に
達
し
、
当
時
は
郡
内
屈
指
の
工
業
地
と
し
て
嘱
さ

れ
た
』

　

と
、
南
足
立
郡
誌
（
大
正
五
年
）
は
江
北
村
の
項
で
述
べ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
魁
に
な
っ
た
、
下
川
馬
次
郎
さ
ん
が
明
治
八
年
に
創
業
し
た
下
川
工
場
は
、
明
治

▲ 江北橋の桜をあしらったレリーフ

▲ 昔の荒川五色桜
当時は、モノクロの写真に色を付けて絵葉書などにして販売していた。

中央にいる人々は仮装行列をしている。
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十
年
の
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品
し
、
褒
状
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
方
は
、
宮

城
に
古
く
か
ら
住
ん
で
い
る
人
で
あ
り
、
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
ま
で
二
代
に
わ
た

り
煉
瓦
の
生
産
を
続
け
ま
し
た
。

　

当
初
は
家
内
工
業
的
で
、
近
隣
の
荒
木
田
土
と
よ
ば
れ
る
土
を
用
い
、
煉
瓦
の
成
形
も

手
作
業
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

　
『
運
ば
れ
て
き
た
土
を
鍬
で
細
く
切
っ
て
水
を
か
け
、
足
で
踏
み
な
が
ら
こ
ね
る
。
適

当
に
こ
ね
あ
が
る
と
大
き
な
だ
ん
ご
に
し
て
木
製
の
型
枠
に
た
た
き
込
む
よ
う
に
し
て
土

を
つ
め
込
む
。
隅
々
ま
で
土
が
つ
め
込
ま
れ
る
と
、
針
金
に
水
を
つ
け
型
に
そ
っ
て
土
を

切
り
、
型
枠
を
両
手
で
持
っ
て
型
枠
か
ら
抜
く
。
抜
い
た
も
の
は
、
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
、

幅
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
板
に
低
い
脚
の
つ
い
た
台
の
上
に
数
個
ず
つ
並
べ
て

置
く
。
こ
れ
を
ロ
ク
ロ
の
上
に
乗
せ
、
羽
子
板
の
よ
う
な
板
で
煉
瓦
の
六
面
を
叩
い
て
形

を
整
え
、
天
日
に
当
て
て
ほ
ど
よ
く
乾
燥
さ
せ
釜
に
入
れ
て
焼
く
』

　

焼
き
あ
が
っ
た
煉
瓦
は
、
表
面
の
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
も
の
と
、
う
わ
ぐ
す
り
を
塗
っ
た
ツ

ル
ツ
ル
し
た
上
等
の
も
の
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

近
代
的
な
設
備
を
備
え
た
工
場
が
出
現
し
始
め
た
の
は
、
明
治
中
期
を
過
ぎ
て
か
ら
で

す
。

　

千
葉
工
場
は
、
赤
煉
瓦
建
築
で
有
名
な
東
京
駅
の
煉
瓦
を
焼
い
た
工
場
で
す
が
、
明
治

二
九
年
に
そ
の
第
三
工
場
が
宮
城
に
で
き
て
い
ま
す
。
後
に
東
京
煉
瓦
に
買
収
さ
れ
ま
し

た
が
、
近
代
的
な
機
械
製
造
法
を
と
り
そ
ろ
え
た
大
工
場
で
、
工
場
の
そ
ば
に
社
宅
を
も

っ
て
い
ま
し
た
。

　

荒
川
放
水
路
の
開
削
予
定
地
内
に
は
、
た
く
さ
ん
の
煉
瓦
工
場
が
立
地
し
て
い
ま
し
た
。

開
削
工
事
の
着
手
に
よ
り
取
り
払
わ
れ
た
り
し
、
大
正
五
年
に
は
宮
城
地
区
を
含
む
江
北

村
の
煉
瓦
工
場
は
三
つ
に
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
大
正
十
二
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
で
、
煉
瓦
造
り
の
工
作
物
は
地
震
に

弱
い
こ
と
が
わ
か
り
、こ
れ
を
境
に
需
要
が
ぴ
た
り
と
止
ま
り
、残
っ
た
煉
瓦
工
場
も
次
々

と
閉
鎖
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
、
わ
ず
か
に
か
つ
て
煉
瓦
工
場
が
隆
盛
で
あ
っ
た
こ
と
を
偲
ば
せ
る
も
の
と

し
て
、
煉
瓦
造
り
の
蔵
が
一
つ
残
っ
て
い
ま
す
。
大
正
十
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
震

災
や
空
襲
に
も
耐
え
た
風
格
の
あ
る
建
物
で
す
。

煙
害
と
畑
土
の
売
却

　

み
や
ぎ
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
川
向
こ
う
に
豊
島
五
丁
目
団
地
が
建
っ
て
い
ま
す
が
、
以

前
は
こ
こ
に
硫
酸
や
人
造
肥
料
を
つ
く
る
工
場
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
工
場
は
明
治

二
十
九
年
か
ら
操
業
を
始
め
て
い
ま
す
が
、
宮
城
地
区
の
人
々
は
こ
の
工
場
か
ら
出
さ
れ

る
煤
煙
に
よ
る
煙
害
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。大
正
二
年
に
提
出
さ
れ
た「
煙

害
に
対
す
る
陳
情
書
」
は
、

　
『
林
立
す
る
煙
突
よ
り
吐
く
煤
煙
は
黄
白
の
猛
烈
な
亜
硫
酸
ガ
ス
で
あ
り
、
…
農
作
物

は
発
育
せ
ず
、
…
呼
吸
器
障
害
な
ど
一
種
の
地
方
病
と
も
称
す
べ
き
疾
病
が
逐
年
増
加
し

て
い
る
』

　

と
、
そ
の
惨
状
を
訴
え
て
い
ま
す
。

　

翌
年
、
和
解
が
成
立
し
、
損
害
補
償
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
耕
作
で
き
な
く
な
っ
た
田

畑
の
土
を
近
隣
の
煉
瓦
工
場
に
売
る
農
家
が
続
出
し
、
土
を
大
八
車
に
積
ん
で
工
場
に
運

ぶ
姿
が
多
く
見
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、
土
を
掘
っ
た
跡
の
穴
に
水
が
溜
ま
り
、

村
の
半
分
く
ら
い
が
池
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

▲ 煉瓦造の蔵
この蔵は現在もあるが周りに家が建ち見ることが困難である
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そ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
昭
和
十
年
代
か
ら
、
研
磨
材
工
場
や
顔
料
工
場
な
ど
が
進
出
し
て

き
ま
し
た
。
ま
た
、
戦
後
創
立
さ
れ
た
江
南
中
学
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
池
を
埋

め
立
て
て
校
舎
の
敷
地
を
整
地
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

処
理
場
の
建
設
計
画

　

小
台
処
理
場
の
建
設
計
画
を
追
っ
て
み
ま
し
た
。
昭
和
五
年
の
「
東
京
都
市
計
画
郊
外

下
水
道
設
計
」
に
、
石
神
井
系
統
の
処
理
施
設
と
し
て
「
江
北
汚
水
処
分
場
」
の
名
前
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
計
画
上
の
建
設
予
定
地
は
、
足
立
区
南
堀
之
内
町
と
な
っ
て
い
ま
す
。

現
在
の
新
田
三
丁
目
で
す
。
こ
こ
は
、
当
時
の
江
北
村
の
一
画
で
あ
っ
た
た
め
、「
江
北
」

と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
計
画
は
実
施
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
、昭
和
二
十
五
年
に
建
設
省
の
認
可
を
と
っ
た
「
東
京
都
市
計
画
下
水
道
」
で
は
、

「
小
台
処
理
場
」
に
な
っ
て
お
り
、
建
設
予
定
地
も
足
立
区
南
宮
城
町
に
変
わ
っ
て
い
ま

す
。
用
地
の
買
収
を
昭
和
二
十
六
年
二
月
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。
建
設
予
定
地
の
航
空
写

真
に
は
大
小
の
池
が
点
在
し
、
社
宅
と
思
わ
れ
る
建
物
が
み
え
ま
す
。

　
「
小
台
」
と
い
う
名
称
が
ど
う
し
て
つ
け
ら
れ
た
の
か
は
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

確
か
に
南
宮
城
町
は
隣
の
小
台
町
の
一
部
を
編
入
し
て
は
い
ま
す
が
、
そ
こ
は
建
設
予
定

地
か
ら
少
し
離
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
探
訪
で
は
、何
故
、「
小
台
」
に
な
っ
た
か
は
「
？
」

の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

戦
後
最
初
に
建
設
さ
れ
た
小
台
処
理
場
は
、
昭
和
三
十
三
年
六
月
に
工
事
に
着
手
し
、

三
十
七
年
に
は
運
転
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

小
台
地
区

　

小
台
地
区
は
、
宮
城
地
区

の
東
隣
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

宮
城
の
よ
う
な
は
っ
き
り
し

た
地
名
の
い
わ
れ
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
古
く
か
ら
の
集
落

で
す
。
明
治
初
期
で
戸
数

四
十
二
、
人
口
二
百
二
十
四

▲ 小台の旧集落

▲ 小台の七庚申

▲ 旧小台・旧宮城の集落
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の
規
模
で
す
。
し
か
し
、

荒
川
放
水
路
開
削
に
よ

っ
て
ほ
と
ん
ど
の
家
が
、

移
転
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、

わ
ず
か
に
「
小
台
の
渡

し
」
の
周
辺
に
古
い
集

落
が
残
り
ま
し
た
。
こ

の
渡
し
は
、
現
在
の
小

台
橋
の
や
や
上
流
に
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
の
荒
川
放
水
路
開

削
工
事
に
よ
っ
て
、
散
逸
の
運
命
に
あ
っ
た
庚
申
塔
が
集
め
ら
れ
て
、
雨
露
に
さ
ら
さ
れ

な
い
よ
う
に
と
屋
根
を
掛
け
ら
れ
て
大
切
に
、
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
台
の
七
庚
申
で

す
。
正
月
や
お
盆
に
は
多
く
の

人
が
参
拝
に
訪
れ
る
と
の
こ
と

で
す
。

　

こ
の
地
区
に
は
西
新
井
大
師

へ
往
く
古
く
か
ら
の
道
が
通
っ

て
お
り
、
江
南
住
区
セ
ン
タ
ー

横
に
そ
の
頃
の
道
標
が
残
っ
て

い
ま
す
。「
弘
法
大
師
・
六
阿
弥

陀
一
番
へ
」
と
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
こ
の
地
区
に
は

「
豊
島
の
渡
し
」（
現
在
の
豊
島

橋
の
や
や
上
流
）
と
い
う
渡
し

が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
辺
り

の
地
番
は
今
で
は
宮
城
地
区
に

編
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

小
台
の
渡
し
と
豊
島
の
渡
し

は
、
と
も
に
江
戸
時
代
か
ら
存

在
し
た
古
い
渡
し
で
す
。

明
治
・
大
正
の
頃
は
荒

川
堤
の
桜
が
隆
盛
で
し

た
の
で
、
春
は
船
が
ひ

っ
く
り
返
ら
ん
ば
か
り

に
満
員
と
な
っ
た
そ
う

で
す
。

　

大
正
十
四
年
に
豊
島

橋
が
、
そ
し
て
昭
和
九

年
に
は
小
台
橋
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
渡
し
の
近
く

に
架
橋
さ
れ
ま
し
た
。

　

明
治
に
入
り
宮
城
と

同
様
、
煉
瓦
を
製
造
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
大
正
の
中
期

頃
か
ら
各
種
の
工
場
の

進
出
が
始
ま
り
ま
し
た
。

工
場
の
建
設
に
当
た
っ

て
は
、
煉
瓦
の
原
土
を

掘
っ
た
穴
が
至
る
所
に

あ
っ
た
た
め
、
上
流
の

砂
を
入
れ
て
整
地
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
の
こ
と
で
す
。

（
文
責　

地
田
）
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史
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史
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▲ 道標
▲ 小台の渡し ( 昭和 4 年頃 )

▲ 小台・宮城地区の工場分布
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史
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０
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史
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都
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通
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煉
瓦
工
場
で
働
い
て
い
た
女
性
か
ら
の
聞
書
き
を
「
炎
の
な
か
か
ら
生
れ
た
近
代
」
か

ら
引
用
し
、
昭
和
初
期
の
こ
の
地
区
の
生
活
実
態
を
再
現
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
『
煉
瓦
工
場
の
男
性
は
、
朝
の
七
時
か
ら
夕
方
の
五
時
ご
ろ
ま
で
働
い
た
。
昭
和
の
初

め
ご
ろ
、
給
料
は
日
給
七
十
銭
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
女
性
の
場
合
は
出
来
高
制
の
日
払
い

で
、
私
は
二
十
銭
ぐ
ら
い
を
目
標
に
し
て
い
た
。
東
京
煉
瓦
工
場
は
、
工
場
の
そ
ば
に
社

宅
を
持
ち
、
私
も
社
宅
住
ま
い
が
で
き
た
。
六
畳
と
三
畳
の
間
取
り
で
、
長
屋
形
式
で
畳

は
な
く
、
筵
敷
き
で
、
家
賃
は
八
十
銭
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
休
日
に
は
、
ト
ー
キ
ー
（
無

声
映
画
）
を
見
に
行
く
こ
と
も
た
ま
に
あ
っ
た
。
昼
は
社
宅
に
戻
り
、
夫
婦
で
昼
食
を
と

っ
た
。
商
人
た
ち
が
工
場
に
日
用
品
を
売
り
に
来
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
日
の
夕
方

に
、
そ
の
日
一
日
の
賃
金
を
受
け
取
り
退
社
し
た
。
買
い
物
を
し
て
社
宅
へ
帰
っ
た
。
当

時
、
宮
城
で
は
原
土
を
手
放
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
田
畑
が
無
く
、
米
や
野
菜
が
と
れ
ず
、

近
く
に
食
料
品
を
売
る
店
も
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
荒
川
ぞ
い
に
出
る
露
天
商
を
利
用

し
た
り
、
向
こ
う
岸
へ
煉
瓦
工
場
の
渡
し
船
に
乗
っ
て
、
衣
類
・
食
料
を
購
入
し
に
い
っ

た
り
し
た
。
初
午
の
日
（
二
月
初
め
の
午
の
日
）
は
、
工
場
は
休
み
に
な
っ
た
。
こ
の
日

に
は
幟
が
立
ち
、
職
人
衆
は
一
日
中
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
女
性
・
子
供
は
煉
瓦
工
場
が
無

料
で
配
る
「
ゴ
ロ
ン
ボ
」
と
い
う
砂
糖
の
練
り
菓
子
や
み
か
ん
な
ど
を
楽
し
み
に
し
た
』


