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こ
こ
に
二
冊
の
本
が
あ
る
。
一
冊
は
永
井
荷
風
の
「
濹
東
綺
譚
」、
も
う
一
冊
は
滝
田

ゆ
う
の
漫
画
で
「
寺
島
町
奇
譚
」、
奇
し
く
も
共
に
奇
譚
と
い
う
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
。

時
代
背
景
は
、
昭
和
の
初
期
で
、
場
所
は
吾
妻
橋
か
ら
東
向
島
ぐ
ら
い
の
範
ち
ゅ
う
で
す
。

　

江
戸
時
代
か
ら
向
島
と
呼
ば
れ
、
大
名
の
下
屋
敷
や
別
荘
な
ど
が
点
在
し
て
い
た
と
こ

ろ
で
庶
民
の
憩
い
の
場
も
多
数
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
今
回
は
向
島
界
隈
に
焦
点
を
当
て

探
訪
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

二
つ
の
奇
譚

　

二
つ
の
奇
譚
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
現
在
の
東
向
島
で
す
。
時
代
は
昭
和
十
年
前
後

で
「
永
井
荷
風
の
作
品
「
濹
東
綺
譚
」
を
書
い
た
時
は
、
住
ん
で
い
た
麻
布
か
ら
物
語
の

中
心
地
玉
の
井
ま
で
歩
い
て
頻
繁
に
行
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
滝
田
ゆ
う
の
「
寺

島
町
奇
譚
」
は
、
本
人
が
幼
き
頃
住
ん
で
い
た
玉
の
井
を
描
い
て
い
ま
す
。
今
で
も
東
向

島
駅
か
ら
見
え
る
二
寺
小
（
第
二
寺
島
小
学
校
）
が
母
校
だ
そ
う
で
す
。

　

私
は
、
昭
和
五
十
年
代
に
東
部
管

理
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
ま
し
た
の

で
、
当
時
の
東
向
島
を
多
少
し
は
知

っ
て
い
ま
し
た
。
今
の
東
武
線
・
東

向
島
駅
は
、
そ
の
こ
ろ
は
玉
の
井
駅

と
い
っ
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

改
名
に
は
賛
否
両
論
が
あ
っ
た
よ
う

で
す
が
、
昭
和
六
十
二
年
に
改
名
さ

れ
東
向
島
駅
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
も
う
一
つ
の
玉
の
井
駅

が
あ
っ
た
こ
と
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
。
京
成
線
向
島
駅
（
昭
和
二
十
二

年
廃
止
で
今
は
あ
り
ま
せ
ん
）
か
ら

白
髭
に
向
か
っ
て
一
．
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
線
路
が
あ
り
、
そ
の
中
の
一

▲ 明治 42 年地図

▲ 濹東綺譚で使われている玉の井
▲ 白鬚線玉の井駅

( 東京今昔探偵より )

▲  昭和 7 年の地図　白鬚線がある



向島界隈の今昔�

081

つ
に
玉
の
井
駅
が
あ
り
ま
し
た
。

昭
和
三
年
か
ら
十
一
年
ま
で
営

業
を
し
て
い
ま
し
て
、
京
成
が

都
心
に
進
出
を
試
み
る
た
め
計

画
さ
れ
た
線
で
、
王
子
電
気
軌

道
（
現
在
の
都
電
荒
川
線
）
三

ノ
輪
橋
駅
に
延
伸
を
狙
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
押
上

か
ら
先
に
行
く
計
画
が
実
現
し

た
た
め
、
白
髭
線
は
廃
線
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
廃
線
に
な
っ
た
ば

か
り
の
頃
が
、
こ
の
二
つ
の
綺
譚
の

中
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
『
線
路
に
沿
う
て
売
貸
地
の
札
を

立
て
た
広
い
草
原
が
鉄
橋
の
か
か
っ

た
土
手
際
に
達
し
て
い
る
。
去
年
頃

ま
で
京
成
電
車
の
往
復
し
て
い
た
線

路
の
跡
で
、
崩
れ
か
か
っ
た
石
段
の

上
に
は
取
り
払
わ
れ
た
玉
の
井
停
車

場
の
跡
が
雑
草
に
覆
わ
れ
て
、
此
方

か
ら
見
る
と
城
趾
の
よ
う
な
趣
を
な

し
て
い
る
』

と
、
荷
風
は
書
い
て
い
ま
す
。

お
は
ぐ
ろ
ど
ぶ

　
「
お
は
ぐ
ろ
ど
ぶ
」
と
云
え
ば
浅
草
の
新
吉
原
に
あ
っ
た
「
お
は
ぐ
ろ
ど
ぶ
」
が
有
名

で
す
が
、
こ
こ
に
も
「
お
は
ぐ
ろ
ど
ぶ
」
と
呼
ば
れ
る
処
が
あ
り
、
寺
島
町
奇
譚
に
は
は

っ
き
り
と
「
お
は
ぐ
ろ
ど
ぶ
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
濹
東
綺
譚
で
は
『
絶
え
ざ
る
溝
蚊

の
声
』
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
初
期
の
玉
の
井
が
描
か
れ
て
い
る
地
図
を
頼
り
に

歩
い
て
み
る
と
、
地
図
の
い
ろ
は
通
り
沿
い
に
あ
っ
た
大
越
肉
店
は
現
在
も
健
在
で
、
大

越
肉
店
の
角
を
曲
が
っ
て
最
初
の
路
地
が
、
昔
の
お
は
ぐ
ろ
ど
ぶ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の

ど
ぶ
も
今
は
埋
め
立
て
ら
れ
下
水
道
と
な
り
、
人
が
通
れ
る
道
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

▲ 昭和 12 年の地図
白髭線の跡が載っており東武線との交差点は少し高いのが読み取れる

▲ .. 白鬚線玉の井駅の跡

▲ 昭和 11 年の玉の井
( 玉の井という街があったより )

「荷風自筆の画
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ラ
ビ
ラ
ン
ト

　

向
島
界
隈
の
道
を
歩
く
と
細
い
道
が
曲
が
り
く
ね
っ
て
お
り
、
荷
風
は
『
迷
宮
（
ラ
ビ

ラ
ン
ト
）』
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
明
治
通
り
、
大
正
通
り
（
い
ろ
は
通
り
）、
改

正
通
り
（
水
戸
街
道
）
が
昭
和
六
、七
年
頃
築
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
向
島
の
町

は
分
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
一
歩
中
に
入
る
と
江
戸
時
代
か
ら

の
道
筋
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

墨
堤
通
り

　

い
ろ
は
通
り
を
隅
田
川
に
向
か
っ
て
進
む
と
、

墨
堤
通
り
に
突
き
当
た
り
ま
す
。
正
面
に
は
白
髭

地
区
の
防
災
拠
点
で
あ
る
集
合
住
宅
の
巨
大
な
壁

が
あ
り
ま
す
。
墨
堤
通
り
を
左
に
折
れ
る
と
、
明

治
通
り
と
交
差
し
ま
す
。
こ
の
墨
堤
通
り
は
、
も

と
も
と
は
、
隅
田
川
の
上
流
を
荒
川
と
い
っ
た
頃

に
築
か
れ
た
土
手
で
、
こ
の
あ
た
り
は
向
島
堤
と

も
隅
田
堤
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
土
手

は
荒
川
堤
と
も
呼
ば
れ
て
熊
谷
ま
で
繋
が
っ
て
い

ま
し
た
。
時
の
将
軍
吉
宗
は
享
保
十
九
年
に
向
島

堤
（
墨
堤
）
の
寺
島
村
境
か
ら
木
母
寺
辺
り
ま
で

百
株
余
り
の
桜
を
植
え
、
庶
民
の
遊
行
の
地
と
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
桜
を
植
え
る
人
々
が
お
り
増
え
て
い
き
ま
し
た
が
、
明
治
十
六
年
に

成
島
柳
北
ら
が
千
株
の
桜
を
植
え
ま
し
た
。
そ
の
名
残
が
隅
田
公
園
で
見
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
。
今
で
も
季
節
に
な
る
と
桜
を
見
物
す
る
人
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

明
治
通
り
を
超
し
、
地
蔵
坂
通
り
と
交
差
す
る
手
前
に
は
白
髭
神
社
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
神
社
に
沿
っ
て
旧
墨
堤
道
が

二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
残
っ
て
お
り
、

桜
は
な
い
も
の
の
、
道
は
昔
を
忍

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

撮
影
所

　

白
髭
の
防
災
拠
点
と
隅
田
川
と
の
間
に
広
大
な
公
園
（
東
白
髭
公
園
）
が
あ
り
、
そ
の

中
に
点
在
す
る
い
く
つ
か
の
建
物
が
あ
り
ま
す
。
堤
小
学
校
、
そ
の
隣
に
昭
和
三
十
八
年

に
運
転
開
始
を
し
た
隅
田
ポ
ン
プ
所
、
そ
し
て
隅
田
川
神
社
、
最
後
に
木
母
寺
で
す
。

　

木
母
寺
に
は
梅
若
塚
が
あ
り
、
結
構
有
名
で
す
が
、
木
造
の
建
物
は
ガ
ラ
ス
の
ケ
ー
ス

▲ 向島堤の観桜

▲ ▲新旧白鬚神社(江戸名所図会)

▲ ▲

明
治
時
代
と
現
在
の
梅
若
堂
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に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
五
十
三
年

か
ら
工
事
が
始
ま
っ
た
白
髭
の
防
災
拠

点
を
造
る
た
め
、
昭
和
五
十
一
年
に
移

転
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ま
た
、
木
造
建

築
が
不
可
の
た
め
味
気
な
い
も
の
と
な

っ
た
よ
う
で
す
。
現
在
は
江
戸
の
面
影

は
な
く
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
寺
院
と

な
っ
て
い
ま
す
。
隅
田
川
神
社
も
同
様

に
味
気
な
い
風
体
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
堤
小
学
校
の
場
所
に
は
、
墨

田
区
史
に
よ
る
と
夢
野
久
作
の
父
で
あ

る
杉
山
茂
丸
が
別
荘
を
持
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
を
吉
沢
商
店
が
買
い
入
れ
、

天
幕
張
り
の
ス
テ
ー
ジ
を
作
っ
た
と
あ

り
ま
す
。
吉
沢
商
店
は
当
時
の
四
大
映

画
会
社
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
東
京
の
福

宝

堂
、
エ
ム
・
パ
テ
ー
商
会
、
そ
し
て
京
都
の

横
田
商
会
と
合
併
し
、
大
日
本
活
動
写
真
株

式
会
社
（
日
活
）
が
で
き
ま
し
た
。
大
正
二

年
か
ら
関
東
大
震
災
の
後
二
年
ほ
ど
ま
で
、

日
活
の
向
島
撮
影
所
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
当
時
は
電
力
な
ん
て
モ
ノ
が
自
由
に

使
え
る
時
代
で
は
な
い
た
め
、
自
然
光
を
利

用
す
る
様
に
設
計
し
た
そ
う
で
す
。
全
面
に

ガ
ラ
ス
を
多
用
し
て
作
ら
れ
た
だ
め
、
グ
ラ

ス
ス
テ
ー
ジ
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
敷
地

は
七
千
九
百
平
方
メ
ー
ト
ル
、
ス
タ
ジ
オ
の
床
面
積
は
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
映

画
が
活
動
写
真
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
、
女
形
の
立
花
貞
二
郎
を
中
心
に
作
成
し
た
カ
チ
ュ

ー
シ
ャ
が
ヒ
ッ
ト
作
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

白
髭
橋
は
、

大
正
三
年
に
地

元
の
人
々
が
白

髭
橋
株
式
会
社

を
起
ち
上
げ
、

一
人
壱
銭
を
徴

収
し
て
通
行
を

さ
せ
て
い
た
木

造
の
橋
で
し
た

が
、
採
算
が
と

れ
な
い
た
め
大

正
十
四
年
に
東

京
府
に
移
管
さ

れ
無
料
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
の
橋
は
昭
和
六
年
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
橋
が
で
き
る
ま
で

は
渡
し
船
に
よ
っ
て
対
岸
と
の
交
通
を
確
保
し
て
い
ま
し
た
（
隅
田
の
渡
し
＝
橋
場
の
渡

し
）。

　

こ
の
辺
り
に
小
松
島
遊
園
と
い
う
遊
園
地
が
あ
り
ま
し
た
。
と
は
云
っ
て
も
今
の
遊

▲ 木母寺 ( 江戸名所図会より )

▲ ▲ 明治 40 年頃と現在の開田川神社

▲ グラスステージ

▲ 橋場の渡し

▲ 白髭僑



084

向島界隈の今昔�

園
地
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
と
ナ
ン

だ
ー
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す

が
、
古
く
は
八

島
の
郷
と
呼
ば

れ
、
汐
入
の
中

に
七
つ
、
八
つ

の
丘
が
水
か
ら

顔
を
出
し
て
い

た
だ
け
の
処
で
、
こ
こ
を
明
治
十
一
年
に
小
野
義
真

と
い
う
人
が
買
入
れ
、
関
八
州
に
見
立
て
た
庭
園
に

改
造
し
、
別
荘
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
奥
州

の
松
島
が
い
い
と
云
う
こ
と
で
、
ま
た
ま
た
改
造
し

ま
し
て
、
小
さ
な
松
島
と
云
う
こ
と
で
小
松
島
と
命

名
し
て
、
明
治
十
七
年
に
一
般
に
公
開
し
ま
し
た
が
、
明
治
二
十
年
に
公
開
を
や
め
ま
し

た
。
今
は
、
白
髭
橋
の
左
袂
に
リ
バ
ー
サ
イ
ド
隅
田
セ
ン
ト
ラ
ル
タ
ワ
ー
の
大
き
な
ビ
ル

が
建
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
幸
田
露
伴
の
水
の
東
京
に
「
左
に
小
野
某
の
小
松
島
園
あ

り
、
右
に
小
松
宮
御
別
邸
あ
り
。
小
松
島
園
よ
り

下
は
少
許
（
し
ょ
う
き
ょ
）
の
草
生
地
を
隔
て
ゝ

墨
田
堤
を
望
む
花
時
の
眺
め
お
も
し
ろ
く
…
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。

団
子
と
桜
餅

　

落
語
に
「
野
ざ
ら
し
」
と
い
う
噺
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
が
三
囲
神
社
で

す
。
そ
の
近
く
で
団
子
と
桜
餅
が
売
ら
れ
て
い
ま

す
。向
島
が
舞
台
に
な
る
落
語
は
、こ
の
ほ
か
に「
和

歌
三
神
」「
文
七
元
結
」「
百
年
目
」「
花
見
酒
」
な

ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら

聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
団
子
は
、
江
戸
郊
外
の
向
島
が
、
四
季
折
々
の
眺
め
に
富
ん
で

い
ま
し
た
の
で
、
散
策
す
る
文
人
墨
客
が
多
く
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
手
製
の
団
子
や
渋

茶
を
呈
し
た
の
が
言
問
団
子
の
始
ま
り
だ
そ
う
で
す
。
言
問
の
名
前
は
在
原
業
平
の

　

に
し
お
は
ば
い
ざ　

言
問
は
ん
都
鳥

　

我
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と

か
ら
取
っ
て
お
り
、
言
問
団
子
は
こ
の
近
所
に
住
ん
で
い
た
明
治
の
文
豪
、
幸
田
露
伴
の

好
物
で
し
た
。

　

桜
餅
は
向
島
長
命
寺
の
寺
男
山
本
新
六
が
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
こ
と
、
毎
日
、

毎
日
、
向
島
堤
の
桜
の
落
葉
の
掃
除
に
手
を
焼
い
て
い
ま
し
て
、
何
か
に
使
え
な
い
も
の

か
と
考
え
、
ま
ず
作
っ
た
の
が
桜
の
葉
の
醤
油
漬
け
で
す
が
、
あ
ま
り
売
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
こ
で
、
薄
い
小
麦
粉
の
皮
に
餡
を
包
み
、
桜
の
葉
を
塩
漬
け
に
し
た
も
の
で
巻
い

て
桜
餅
を
作
っ
た
と
こ
ろ
、
大
変
売
れ
ま
し
て
、
一
日
七
百
個
以
上
出
た
よ
う
で
す
。
こ

れ
が
明
和
八
年
頃
で
す
。
明
治
の
俳
聖
正
岡
子
規
が
、
こ
こ
の
二
階
を
「
月
光
楼
」
と
称

し
て
一
夏
を
過
ご
し
た
折
、

　

花
の
香
を
若
葉
に
こ
め
て

　

か
ぐ
は
し
き
桜
の
餅
家
づ
と
に
せ
よ

　

葉
桜
や
昔
の
人
と
立
咄

　

葉
隠
れ
に
小
さ
し
夏
の
桜
餅

　
な
ど
の
句
を
残
し
て
い
ま
す
。

業
平
橋
ポ
ン
プ
所

　

業
平
橋
ポ
ン
プ
所
は
、
砂
町
処
分
場
へ
汚
水
を

送
る
た
め
、
三
の
橋
ポ
ン
プ
所
や
木
場
ポ
ン
プ
所

と
共
に
昭
和
四
年
に
運
転
を
開
始
し
ま
し
た
。
江

戸
の
頃
は
中
ノ
郷
瓦
町
と
呼
ば
れ
、
中
奥
御
小
姓

の
森
川
下
総
守
の
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
に

▲ 明治４０年頃の地図

▲ 小松島遊園 ( 作者不祥 )▲ 明治の言問団子の店

▲ 業平ポンプ所
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な
り
中
ノ
郷
八
軒
町
と
町
名
は
変
わ
り
、

東
洋
ガ
ラ
ス
と
い
う
会
社
が
存
在
し
て

い
ま
し
た
。
そ
ば
に
は
北
十
問
川
が
あ

り
ま
す
。
江
戸
の
頃
は
源
森
川
と
い
い
、

今
の
枕
橋
は
源
森
橋
と
い
い
、
今
の
源

森
橋
に
は
名
前
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
こ
か
ら
程
遠
く
な
い
場
所
に
、
ビ

ー
ル
会
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
ビ
ー

ル
の
歴
史
を
見
て
み
る
と
、
日
本
で
最

初
の
ビ
ー
ル
を
味
わ
っ
た
人
は
誰
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

江
戸
時
代
の
享
保
九
年

（
一
七
二
四
）
に
書
か
れ
た
「
和
蘭
問

答
」
に
、
初

め
て
ビ
ー
ル

を
飲
ん
だ
日

本
人
の
感
想

が
載
っ
て
い

て
「
麦
酒
給

見
申
候
処
、

殊
他
悪
敷
物

に
て
、
何
の

あ
ぢ
は
ひ
も

無
御
座
候

…
」
と
あ
り

ま
す
。
江
戸

も
終
わ
り
ご

ろ
に
な
る
と
、

大
勢
の
西
洋

人
が
日
本
に

来
る
よ
う
に
な
り
、
富
裕
な
人
々
の
間
で
ビ
ー
ル

は
徐
々
に
飲
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
横
浜
に
初
め
て
の
醸

造
所
「
ス
プ
リ
ン
グ
・
バ
レ
ー
・
ブ
ル
ワ
リ
ー
」

（
キ
リ
ン
の
前
身
・
明
治
四
十
年
に
麒
麟
麦
酒
と

な
る
）
が
で
き
、日
本
名
で
通
称
、「
天
沼
麦
酒
」（
あ

ま
ぬ
ま
び
ー
る
）
と
し
て
販
売
さ
れ
ま
し
た
。
明

治
九
年
に
開
拓
使
麦
酒
醸
造
所
が
発
足
し
、
明
治

十
九
年
に
札
幌
麦
酒
と
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
二
十
四
年
、
日
本
人
に
よ
る
初
め
て
の
近

代
的
ビ
ー
ル
工
場
が
大
阪
麦
酒
会
社
の
吹
田
村
醸

造
所
（
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
吹
田
工
場
の
前
身
）
で
、
一
年
中
飲
め
る
よ
う
に
な
り
、
明
治

三
十
三
年
に
札
幌
麦
酒
が
、
東
京
の
吾
妻
橋
に
工
場
を
作
り
ま
し
た
。
明
治
の
こ
の
時

期
は
、
す
で
に
今
あ
る
ビ
ー
ル
メ
ー
カ
ー
の
ほ
と
ん
ど
が
で
き
て
い
ま
し
た
が
、
明
治

三
十
九
年
に
大
日
本
麦
酒
と
い
う
会
社
を
、
大
阪
麦
酒
、
日
本
麦
酒
、
札
幌
麦
酒
の
出

資
で
作
り
、
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
シ
ェ
ア
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
二
十
四
年

（
一
九
四
九
）
に
日
本
麦
酒
と
朝
日
麦
酒
に
分
割
さ
れ
、
日
本
麦
酒
は
昭
和
三
十
九
年
に

サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
に
名
前
を
変
更
し
ま
し
た
。

　

缶
入
り
ビ
ー
ル
や
ア
ル
ミ
缶
入
り
ビ
ー
ル
を
日
本
で
初
め
て
採
用
し
た
の
は
、
ア
サ

ヒ
ビ
ー
ル
だ
そ
う
で
す
。
ア
ル
ミ
缶
入
り
は
昭
和
四
十
六
年
、
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
の
吾
妻

橋
工
場
で
つ
く
ら
れ
た

そ
う
で
す
。
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）
に
吾
妻

橋
工
場
を
本
社
ビ
ル
と

し
て
建
て
直
し
、
あ
の

オ
ブ
ジ
ェ
が
で
き
ま
し

た
。
ア
サ
ヒ
ス
ー
パ
ー

ド
ラ
イ
ホ
ー
ル
の
建
物

で
、
フ
ラ
ン
ス
の
著
名

な
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
フ
ィ

▲ 枕橋

▲ 安政３年と明治４０年の地図

▲ 昭和 30 年頃のアサヒビール
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リ
ッ
プ
・
ス
タ
ル
ク
氏
に
よ
る
も
の
で
、
オ
ブ
ジ
ェ
は
泡
を
表
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
江

戸
時
代
の
元
の
住
人
松
平
越
前
守
も
さ
ぞ
や
驚
い
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
文
責　

小
松
）
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