
芝
浦
水
再
生
セ
ン
タ
ー
界
隈
の
今
昔
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こ
こ
に
二
冊
の
本
が
あ
り
ま
す
。「
写
さ
れ
た
港
区
二
（
高
輪
地
区
編
）」（
港
区
教
育

委
員
会
編
）
と
、「
セ
ピ
ア
色
の
品
川
」（
北
品
川
二
丁
目
町
会
編
）
で
す
。
と
も
に
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
を
撮
影
し
た
古
い
写
真
を
収
集
し
、
こ
れ
に
解
説
を
付
け
加
え
た
も
の
で
す
。

今
回
の
職
場
界
隈
探
訪
は
、こ
れ
ら
の
本
を
ガ
イ
ド
と
し
て
、芝
浦
水
再
生
セ
ン
タ
ー
（
港

区
港
南
、
品
川
駅
か
ら
徒
歩
五
分
）
の
あ
る
品
川
・
高
輪
界
隈
の
今
昔
を
訪
ね
て
み
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　

探
訪
ル
ー
ト
は
、
品
川
駅
→
旧
東
海
道
→
旧
品
川
浦
→
旧
海
岸
通
→
芝
浦
水
再
生
セ
ン

タ
ー
→
札
の
辻
→
田
町
駅　

と
し
ま
し
た
。

江
戸
切
絵
図

　

こ
の
界
隈
の
江
戸
時
代
末

の
絵
図
で
す
。
切
絵
図
と
は

江
戸
の
町
を
い
く
つ
か
の
地

域
に
分
割
し
て
編
纂
し
た
区

分
図
の
こ
と
で
す
。
折
り
た

た
む
と
新
書
本
く
ら
い
の
大

き
さ
に
な
り
、
実
際
に
町
を

歩
き
な
が
ら
見
る
の
に
便
利

な
も
の
で
し
た
。
品
川
駅
や

田
町
駅
や
芝
浦
水
再
生
セ
ン

タ
ー
の
あ
る
辺
り
は
、
ま
だ

海
（
芝
浦
・
高
輪
海
岸
）
の

中
で
す
。
こ
れ
ら
の
海
岸
は
、

汐
干
狩
な
ど
江
戸
庶
民
の
行

楽
地
と
し
て
賑
い
、
陰
暦
の

正
月
と
七
月
の
二
十
六
日
の

夜
半
に
、
海
上
に
月
が
浮
か

ぶ
の
を
待
っ
て
拝
む
「
二
十
六

夜
待
ち
」
と
い
う
行
事
が
、

明
治
の
中
頃
ま
で
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

品
川
駅
辺
り
の
旧
東
海

道
は
波
打
ち
際
に
沿
っ
て

い
ま
す
。
街
道
沿
い
の
高

台
に
は
武
家
屋
敷
や
寺
院

が
並
ん
で
い
ま
し
た
。
赤

穂
浪
士
の
討
ち
入
り
で
有

名
な
泉
岳
寺
も
こ
の
界
隈

に
あ
り
ま
す
。

品
川
駅

　

巌
谷
大
四
は
、「
文
学
の
あ
る
東

京
風
景
」
の
中
で
品
川
駅
に
つ
い
て
、

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

��

『
私
は
品
川
駅
の
前
の
長
い
坂
の

つ
き
あ
た
り
、
高
輪
南
町
に
生
ま

れ
、
大
学
時
代
ま
で
い
た
の
で
、
こ

の
あ
た
り
は
、
下
世
話
な
言
葉
で
言

え
ば
縄
張
り
で
あ
っ
た
。
子
供
の
頃

は
、
品
川
駅
も
裏
が
も
う
海
で
、
坂

の
上
か
ら
蒼
海
原
が
見
え
、
汽
船
な

ど
が
通
る
の
も
眺
め
ら
れ
た
。
そ
の

頃
、
よ
く
八
ツ
山
橋
の
上
ま
で
遊
び

に
行
き
、
橋
の
上
か
ら
、
下
を
通
る

汽
車
や
電
車
を
な
が
め
る
の
が
楽
し

み
だ
っ
た
。
蒸
気
機
関
車
が
黒
煙
を

吐
い
て
、
そ
れ
が
橋
を
ひ
と
と
き
覆

っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
中
に
わ
ざ
と

立
っ
て
い
て
、
平
気
で
そ
の
煙
を
吸

▲　江戸切絵図

▲　高輪八月十五夜一景（明治五年）
▲　浮世絵に描かれた品川駅と八ツ山橋（明治四年）
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い
こ
ん
だ
り
、
今
考
え
る
と
無
茶
な
こ

と
を
し
た
も
の
だ
。』

　

品
川
駅
は
、
新
橋
駅
よ
り
四
ヶ
月
早

い
明
治
五
年
五
月
に
仮
開
業
し
て
お
り
、

東
京
都
内
で
最
も
古
い
駅
で
す
。
西
洋

造
り
平
屋
建
で
現
在
の
と
こ
ろ
よ
り
、

や
や
大
井
町
寄
り
に
位
置
し
て
い
ま
し

た
。
当
時
の
浮
世
絵
を
み
る
と
、
線
路

は
海
を
埋
め
立
て
て
築
い
た
土
手
の
上

に
敷
設
さ
れ
て
お
り
、
駅
舎
と
ホ
ー
ム

と
の
間
に
は
ま
だ
海
が
残
っ
て
い
て
橋

で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

土
手
に
あ
た
っ
て
砕
け
る
海
水
の
飛
ま

つ
で
、
ホ
ー
ム
に
停
ま
っ
た
客
車
は
窓

を
全
部
閉
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
い
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
品
川
駅
の
所
在
地
は
品
川

区
で
は
な
く
港
区
で
す
。
こ
れ
は
そ
の
頃
、

こ
の
地
域
で
一
番
賑
わ
っ
て
い
た
品
川
宿

の
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
街
の
近
く
に
鉄

道
の
駅
が
で
き
る
の
を
嫌
っ
た
か
ら
で
す
。

　

も
う
一
枚
、
品
川
駅
前
か
ら
八
ツ
山
方

面
を
み
て
描
い
た
絵
が
あ
り
ま
す
。
画
家

は
山
本
松
谷
、
明
治
三
十
五
年
頃
の
も
の

で
す
。
画
面
右
奥
の
高
台
が
八
ツ
山
で
す
。

　

手
前
の
倒
れ
て
い
る
自
転
車
の
先
に
み

え
る
鉄
路
は
京
浜
電
気
鉄
道
で
、
そ
の
駅

舎
（
高
輪
停
留
場
）
は
今
の
京
浜
ホ
テ
ル

の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
左
に
幟

を
立
て
て
列
を
つ
く
っ
て
い
る
の
は
、
チ

ン
ド
ン
屋
さ
ん
で
す
。
日
の
丸
を
つ
け
た
陣
笠
を
か
ぶ
り
、
先
頭
の
一
人
が
拍
子
木
を
打

ち
鳴
ら
し
て
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
頃
す
で
に
、
太
鼓
や
ラ
ッ
パ
を
揃
え
た
洋
風
の
楽
隊

が
商
店
の
開
業
や
売
り
だ
し
を
宣
伝
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
和
風
の
も
の
も
ま

だ
あ
っ
た
の
で
す
。

　

画
面
左
手
の
道
が
旧
東
海
道
で
す
。

屋
根
の
上
に
飾
り
を
置
い
た
建
物
は
、

品
川
駅
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

旧
品
川
宿

　

八
ツ
山
橋
を
渡
る
と
、
旧
東
海
道
の

入
り
口
が
み
え
ま
す
。
次
の
写
真
は
、

昭
和
六
年
頃
、
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
す
。

砂
利
道
の
脇
に
、「
ソ
ー
ダ
水
」
の
看
板

が
み
え
ま
す
。
今
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
の

面
影
を
残
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち

も
パ
チ
リ
。

　

こ
の
写
真
の
右
端
の
記
念
碑
に
刻
さ

れ
て
い
る
問
答
河
岸
と
は
、
か
つ
て
こ

の
道
の
す
ぐ
横
に
あ
っ
た
荷
揚
げ
場
の
名
前

で
す
。
三
代
将
軍
徳
川
家
光
が
こ
の
近
く
の

東
海
寺
を
訪
れ
た
と
き
、
住
職
の
沢
庵
和
尚

が
こ
の
辺
り
ま
で
出
迎
え
に
来
て
こ
ん
な
問

答
を
し
た
と
い
い
ま
す
。

　
『
家
光
が
「
海
近
く
に
し
て
東
（
遠
）
海

寺
と
は
こ
れ
い
か
に
」
と
。
沢
庵
は
す
か
さ

ず
「
大
軍
の
み
を
率
い
て
も
将
（
小
）
軍
と

い
う
が
ご
と
し
」。』

��

今
で
も
こ
の
辺
り
の
道
幅
は
江
戸
時
代
そ

の
ま
ま
で
す
。

　

西
国
に
向
け
て
江
戸
の
日
本
橋
を
旅
立
っ

▲　品川停車場（明治四十四年）▲　八ツ山付近の景（明治三十五年頃）

▲　昭和初年の旧東海道
▲　現在の旧東海道
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た
人
々
は
、
ま
ず
第
一
の
宿
駅
で
あ

る
こ
の
品
川
を
通
り
ま
す
。
品
川
浦

と
相
俟
っ
て
陸
海
両
路
の
玄
関
口
で

し
た
。
宿
駅
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
社
交
の
場
と
し
て
た
い
へ
ん
賑
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。

　

食
売
旅
篭
屋
（
九
十
二
軒
）、
平

旅
篭
屋（
十
九
軒
）、水
茶
屋（
六
十
四

軒
）、
煮
売
渡
世
（
四
十
四
軒
）、
餅

菓
子
屋
（
十
六
軒
）、
蕎
麦
屋
（
九
軒
）
な
ど
の
ほ
か
に
、
酒
屋
、
た
ば
こ
屋
、
す
し
屋
、

小
間
物
屋
な
ど
の
商
店
が
建
ち
並
び
、
家
屋
数
千
六
百
軒
、
七
千
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

旧
品
川
浦

　

品
川
宿
は
目
黒
川
を
挟
ん
で
北
と
南
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
川
は
海
岸
の
手

前
で
砂
洲
に
阻
ま
れ
て
直
角
に
左
折
し
海
岸
線
と
平
行
し
て
流
れ
て
い
ま
し
た
。
海
中
に

半
島
の
よ
う
に
横
た
わ
る
細
長
い
地
区
は
、
以
前
洲
崎
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後

猟
師
町
と
称
し
、
も
っ
ぱ
ら
漁
業
を
生
業
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
徳
川
将
軍
家
に
魚

介
類
を
献
納
す
る
御
菜
肴
（
お
さ
い
さ
か
な
）
八
ヵ
浦
（
本
芝
、
金
杉
、
品
川
、
大
井
御
林
、

羽
田
―
以
上
東
京
都
―
、
生
麦
、
新
宿
、
神
奈
川
―
以
上
横
浜
市
―
）
の
一
つ
と
し
て
発

展
し
て
い
き
ま
し
た
。

��

ま
た
、
浅
草
海
苔
の
名
前
で
知
ら
れ
る
海
苔
は
、
江
戸
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
は
、

こ
の
品
川
浦
が
主
要
な
産
地
で

し
た
。
ひ
び
粗
朶
を
立
て
る
養

殖
法
は
こ
こ
で
確
立
さ
れ
、
次

第
に
大
井
、
大
森
、
羽
田
へ
と

広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

大
正
橋
は
、
品
川
宿
と
猟
師

町
を
結
ん
で
い
た
橋
で
、
大

正
時
代
に
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。

川
の
両
岸
に
繋
留
さ
れ
て
い
る

の
は
、
海
苔
舟
で
し
ょ
う
か
、

そ
れ
と
も
釣
り
舟
で
し
ょ
う
か
。

御
殿
山
下
台
場
（
砲
台
）
跡

　

今
を
さ
か
の
ぼ
る
百
五
十
年
ほ
ど
前
の
幕
末
、
江
戸
前
の
海
に
大
き
な
変
化
が
起
き
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
物
資
を
輸
送
す
る
荷
船
と
漁
船
と
が
行
き
交
っ
て
い
た
品
川
沖
に
、
大

砲
を
備
え
た
五
つ
の
人
工
島
が
築
か
れ
た
の
で
す
。
ペ
リ
ー
の
黒
船
来
航
を
受
け
て
の
措

置
で
し
た
。
こ
の
他
、
こ
こ
猟
師
町
の
突
端
の
海
岸
に
も
陸
続
き
で
五
角
形
の
砲
台
が
造

ら
れ
、
三
門
の
大
砲
が
据
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
御
殿
山
下
台
場
で
す
。
明
治
に
な
っ

て
外
周
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
台
場
の
輪
郭
は
道
路
と
し
て
残
り
、
今

で
も
そ
の
位
置
と
形
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
跡
地
に
は
台
場
小
学
校
が
建
っ
て
い
ま

す
。

▲　昔ながらの店先▲　猟師町と目黒川

▲　雨の大正橋 ( 昭和 6年　川瀬巴水画）
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目
黒
川
の
改
修

　

旧
東
海
道
が
目
黒
川
を
渡
る
と
こ
ろ
（
品
川

橋
）
に
荏
原
神
社
と
い
う
古
社
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
の
鳥
居
は
目
黒
川
に
向
い
て
い
て
そ
の
先

に
、
朱
塗
り
の
人
道
橋
（
鎮
守
橋
）
が
わ
ざ
わ

ざ
架
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
不
思
議
な
こ

と
に
、
こ
の
神
社
の
住
居
表
示
は
北
品
川
で
あ

る
の
に
、
橋
を
渡
っ
た
先
の
南
品
川
の
総
鎮
守

な
の
で
す
。

　

実
は
、
大
正
十
五
年
～
昭
和
六
年
に
行

わ
れ
た
砂
洲
を
開
削
し
て
目
黒
川
を
直
線

化
す
る
改
修
工
事
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
神

社
の
北
を
湾
曲
し
て
流
れ
て
い
た
川
が
南

側
を
通
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。

さ
き
ほ
ど
述
べ
た
大
正
橋
が
架
か
っ
て
い

た
旧
河
道
は
、
分
流
と
な
り
船
溜
ま
り
と
し

て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
昭

和
三
十
年
代
に
汚
れ
が
ひ
ど
く
な
り
ご
み

捨
て
場
と
化
し
、
四
十
一
年
頃
一
部
が
埋

め
立
て
ら
れ
道
路
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
旧
河
口
付
近
は
か
ろ
う
じ
て

水
面
が
残
さ
れ
、
今
で
も
釣
り
船
や
屋
形

船
が
び
っ
し
り
と
舫
っ
て
い
ま
す
。

芝
浦
第
三
号
埋
立
地

　

芝
浦
水
再
生
セ
ン
タ
ー
は
、
芝
浦
第
三
号
埋
立
地
（
大
正
十
二
年
か
ら
埋
立
て
を
開
始
、

昭
和
四
年
に
完
了
し
、
そ
の
後
高
浜
町
と
命
名
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
一
画
に
、
昭
和
三
年

に
造
ら
れ
た
芝
浦
ポ
ン
プ
所
に
始
ま
り
ま
す
。
当
初
は
下
水
の
仮
処
分
を
目
的
に
し
て
い

た
の
で
、
沈
殿
池
が
二
つ
、
汚
泥
槽
が
一
つ
あ
る
だ
け
で
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
処
理

場
に
拡
張
す
る
工
事
が
継
続
し
て
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
こ
の
頃
の
航
空
写
真
で
す
。
画
面
中
央

か
ら
上
部
に
か
け
て
の
一
帯
が
処
理
施
設
の
工

事
現
場
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
画
面
の
右
上
部
が

高
浜
運
河
で
、
左
手
前
に
は
品
川
駅
の
広
い
構

内
が
み
え
、
水
面
と
お
ぼ
し
い
と
こ
ろ
が
残
っ

て
い
ま
す
。
運
河
が
構
内
ま
で
入
り
込
ん
で
い

た
の
で
し
ょ
う
。

��「
芝
区
史
」
は
、

　
『
人
家
の
乏
し
い
高
浜
町
の
夜
は
森
閑
と
し
た

闇
の
一
色
に
閉
さ
れ
、
こ
こ
に
佇
め
ば
都
の
空

の
遠
灯
り
、
品
川
の
花
街
に
燃
え
る
ネ
オ
ン
の

色
、
海
上
に
明
滅
す
る
燈
台
の
灯
、
波
止
場
に

響
く
汽
笛
の
音
が
、
ま
た
と
な
く
情
調
的
な
も
の
に
感
ぜ
ら
れ
る
。』

と
記
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
歌
人
の
土
岐
善
麿
は
、
こ
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
ま
す
。

　

品
川
の
沖
ゆ
く
汽
船
の
笛
な
ら
し

												

星
空
す
ず
し
く
今
宵
き
こ
ゆ
る

		

お
台
場
の
緑
あ
か
る
く
さ
ざ
な
み
に

								

浮
べ
る
見
れ
ば
も
の
お
も
ひ
も
な
し

��
芝
浦
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
正
門
近
く
の
高
浜
西

運
河
に
架
か
る
高
浜
橋
は
、
芝
浦
第
三
号
埋
立
地

造
成
に
伴
い
架
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
画
面
の
右

上
の
ド
ー
ム
型
屋
根
の
建
物
は
、
こ
の
当
時
東
京

で
最
大
の
規
模
を
誇
っ
た
ス
ケ
ー
ト
場
で
す
。

　

本
館
の
前
か
ら
周
囲
を
見
回
す
と
、
高
層
の
ビ

海苔を乾す風景（昭和二十八年）
▲　旧河口の船溜り

▲　芝浦ポンプ所の航空写真（昭和初年）
▲　高浜橋附近（昭和十三年）
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ル
群
が
ぐ
る
り
と
セ
ン
タ
ー
を
取
り
囲

ん
で
い
ま
す
。
旧
東
海
道
沿
い
の
高
台

は
言
う
に
及
ば
ず
、
埋
立
地
に
も
。
そ

し
て
、
新
幹
線
の
品
川
駅
の
開
設
に
よ

り
駅
舎
も
が
ら
り
と
変
身
し
ま
し
た
。

あ
の
う
す
暗
く
て
じ
め
じ
め
し
た
長
い地

下
道
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
今
で

も
健
在
な
第
二
沈
殿
池
の
サ
イ
フ
ォ
ン
式
採
泥
機

の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
動
き
に
、
な
ん
と
も
言
え
な

い
郷
愁
を
お
ぼ
え
ま
し
た
。

札
の
辻

　

芝
浦
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
前
の
旧
海
岸
通
り
の
高
浜
橋
を
渡
っ
て
し
ば
ら
く
行
き
左
折

す
る
と
、
Ｊ
Ｒ
の
線
路
を
越
え
る
札
之
辻
橋
に
出

ま
す
。
橋
を
渡
り
終
え
る
と
、
そ
こ
は
も
う
第
一

京
浜
道
路
（
国
道
十
五
号
線
）
の
札
の
辻
の
交
差

点
で
す
。
真
っ
直
ぐ
行
く
と
赤
羽
橋
・
増
上
寺
・

飯
倉
・
虎
ノ
門
方
面
へ
（
桜
田
通
、
国
道
一
号
線
）、

ま
た
、
右
折
す
る
と
金
杉
橋
・
銀
座
・
日
本
橋
方

面
へ
（
こ
ち
ら
が
旧
東
海
道
の
ル
ー
ト
）。
こ
の
交

差
点
に
は
江
戸
時
代
初
期
、
高
札
場
が
あ
り
ま
し

た
。
高
札
と
は
幕
府
が
法
令
を
一
般
に
知
ら
せ
る

た
め
に
設
け
た
掲
示
板
の
こ
と
で
す
。

（
文
責　

地
田
）

参
考
資
料
（
文
中
で
明
記
し
た
も
の
を
除
く
）

「
百
年
前
の
東
京
絵
図
」　

山
本
駿
次
郎
編　

小
学
館

「
し
な
が
わ
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
写
真
館
」　

東
京
商
工
会
議
所
品
川
支
部

「
品
川
区
史
跡
散
歩
」　

学
生
社

「
品
川
区
の
歴
史
」　

名
著
出
版

「
港
区
史
跡
散
歩
」　

学
生
社

「
港
区
の
歴
史
」　

名
著
出
版

探
訪
余
話

　

今
回
は
、
は
か
ら
ず
も
昔
の
海
岸
線
を
辿
る
ル
ー
ト
と
な
り
ま
し
た
。　

そ
こ
で
、「
さ

ま
よ
え
る
埋
立
地
―
江
戸
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
湾
岸
風
景
史
―
」（
石
川
雄
一
郎
著
、
農
山
漁
村

文
化
協
会
）
よ
り
、
芝
浦
・
高
輪
海
岸
埋
立
に
関
す
る
一
節
を
紹
介
し
、
探
訪
余
話
と
し

ま
す
。

　
『
江
戸
の
湾
岸
は
デ
ル
タ
地
帯
の
浅
海
で
、
深
い
と
こ
ろ
と
い
え
ば
、
流
入
す
る
隅
田

川
の
澪
筋
く
ら
い
だ
っ
た
。
そ
れ
も
上
流
か
ら
運
ば
れ
る
土
砂
で
す
ぐ
埋
ま
る
た
め
、
小

型
船
の
出
入
り
に
も
支
障
を
き
た
す
。
江
戸
湊
を
東
京
港
に
脱
皮
さ
せ
る
に
は
、
ま
ず
澪

筋
の
浚
渫
が
急
務
だ
っ
た
。
東
京
府
が
隅
田
川
の
永
代
橋
下
か
ら
、
沖
合
の
台
場
へ
と
つ

づ
く
澪
筋
を
さ
ら
い
は
じ
め
た
の
は
明
治
二
十
年
。
内
湾
が
東
京
港
と
し
て
変
貌
を
と
げ

る
、
築
港
工
事
の
第
一
歩
と
い
え
る
。
…
…　

澪
筋
は
浚
渫
し
た
も
の
の
、
隅
田
川
が
吐

く
土
砂
は
た
え
ま
な
く
、
し
だ
い
に
水
底
は
浅
く
な
る
。
つ
い
に
は
、
わ
ず
か
百
ト
ン
級

の
船
し
か
入
港
で
き
な
い
ほ
ど
港
の
機
能
が
低
下
。
東
京
市
は
明
治
三
十
九
年
か
ら
大
正

六
年
に
か
け
て
、
再
び
澪
筋
の
浚
渫
と
と
も
に
船
舶
の
泊
地
や
航
路
の
拡
張
な
ど
、
河
口

の
改
良
工
事
に
の
り
だ
す
。
こ
の
と
き
の
浚
渫
土
砂
は
ほ
と
ん
ど
が
芝
浦
一
帯
の
海
辺
に

投
入
さ
れ
、
ザ
ッ
と
三
十
七
万
坪
の
埋
立
地
が
造
成
さ
れ
た
。
…
…　

震
災
後
に
再
開
さ

れ
た
河
口
改
良
工
事
は
、
五
千
ト
ン
級
の
船
舶
が
入
港
で
き
る
水
域
と
港
湾
施
設
の
確
保

に
邁
進
す
る
。
昭
和
十
年
に
工
事
が
完
了
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
八
十
三
万
坪
の
埋
立
地
が

内
湾
を
お
お
っ
た
。
…
…
』

▲　芝浦の月 大正初期 山本昇雲

高浜運河からのぞむ芝浦水再生センターの本館▲　札の辻から第一京浜を望む


