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砂
町
水
再
生
セ
ン
タ
ー
界
隈
と
い
え
ば
、
江
東
区
新
砂
、
昔
は
砂
村
と
呼
ば
れ
た
地
域

で
す
。

　

セ
ン
タ
ー
か
ら
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
北
側
に
小
名
木
川
が
、
旧
中
川
か
ら
隅
田
川
に
か

け
て
東
西
に
流
れ
て
い
ま
す
。
小
名
木
川
よ
り
南
の
地
域
は
深
川
地
域
も
含
め
て
、
埋
め

立
て
・
開
拓
さ
れ
た
地
域
で
す
。
深
川
は
主
に
江
戸
の
塵
芥
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
、

砂
村
は
湿
地
や
浅
瀬
を
開
拓
し
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
後
に
は
縦
横
に
走
る
に
掘
割

が
残
り
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
そ
の
掘
割
の
多
く
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
道
路
に
変
わ
り
、
ま
た
親
水
公
園
と

し
て
縮
小
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
物
も
高
層
化
し
て
掘
割
の
姿
も
私
た
ち
の
目
に
は
入
ら
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
初
期
に
拓
か
れ
た
運
河
の
一
つ
が
今
も
立
派
に

残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
江
東
区
最
古
の
運
河
小
名
木
川
で
す
。

　

今
回
は
小
名
木
川
の
旧
中
川
口
に
近
い
都
営
新
宿
線
東
大
島
駅
か
ら
歩
い
て
見
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

小
名
木
川

　

小
名
木
川
は
江
東
区
を
横
断
す
る
四
千
六
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
一
級
河
川
で
す
。
小
名

木
川
の
名
称
の
由
来
に
は
諸
説
が
あ
っ
て
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
家
康
の
命
に
よ
り
小

名
木
四
郎
兵
衛
と
い
う
人
が
開
削
し
た
か
ら
と
い
う
の
も
そ
の
一
つ
で
す
。

　

こ
の
江
戸
時
代
初
期
の
開
発
は
、
行
徳
か
ら
塩
を
江
戸
城
へ
運
ぶ
た
め
で
し
た
。
尤
も

こ
の
あ
た
り
が
当
時
の
海
岸
線
で
、
既
に
航
路
が
あ
り
、
そ
れ
を
浚
い
水
路
と
し
て
整
備

し
た
よ
う
で
す
。
こ
の
た
め
、
中
川
左
岸
の
船
堀
川
（
新
川
）
の
開
削
と
あ
わ
せ
て
短
期

間
で
完
成
し
ま
し
た
。
そ
の
後
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
塩
以
外
の
多
く
の
生
活
必
需
品
を

は
じ
め
、
多
く
の
物
資
が
諸
国
か
ら
江
戸
へ
送
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
に
は
川
幅
の
拡
張
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
浚
わ
れ
た
揚
げ
土
は
、

早
速
埋
め
立
て
に
使
わ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

河
川
を
結
ぶ
閘
門
（
こ
う
も
ん
）

　

駅
か
ら
南
に
少
し
歩
く
と
、
大
島
・
小
松

川
公
園
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
少
し
南
に
は
日

本
化
学
の
工
場
が
あ
り
ま
し
た
。
公
園
は
土

盛
り
さ
れ
小
高
い
丘
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

公
園
の
中
ほ
ど
に
半
ば
埋
も
れ
た
状
態
で
、

小
松
川
閘
門
が
残
っ
て
い
ま
す
。
時
代
が
下

っ
て
も
舟
運
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
荒
川
放
水
路
（
現
荒
川
）
の
完
成
と
と

も
に
河
川
間
に
水
位
差
が
生
じ
て
、
船
の
運

航
に
大
き
な
障
害
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で

作
ら
れ
た
の
が
小
松
川
閘
門
で
す
。
閘
門
は

水
位
を
調
整
し
て
船
を
通
す
た
め
、
前
後
に

扉
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
が
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
の
よ
う
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

▲　昭和 5 年に完成した小松川閘門
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閘
門
の
復
活

　

荒
川
ロ
ッ
ク
ゲ
ー
ト
閘
門
は
陸

上
交
通
の
発
達
と
と
も
に
は
、
そ

の
役
目
を
終
え
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
再
び
水
運
が
見
直
さ
れ
ま

す
。
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
の

阪
神
大
震
災
で
陸
上
交
通
が
マ
ヒ

し
た
し
た
際
も
水
運
が
十
分
に
機

能
し
物
資
運
送
に
役
立
っ
た
事
か

ら
、
こ
れ
を
教
訓
に
国
交
省
が
建

設
、
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
）

完
成
し
た
の
が
荒
川
ロ
ッ
ク
ゲ
ー

ト
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
三
十
年
ぶ
り
に
荒

川
～
小
名
木
川
～
隅
田
川
の
船
の

往
来
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　

ロ
ッ
ク
ゲ
ー
ト
脇
で
は
、
下
水
道
局
の
小

松
川
第
二
ポ
ン
プ
所
の
建
設
工
事
が
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
雨
水
増
加
に
対
応
す
る
た
め
、

江
東
区
亀
戸
、
大
島
地
区
お
よ
び
江
戸
川
区

小
松
川
地
区
の
雨
水
を
荒
川
に
放
流
す
る
施

設
で
す
。

川
の
関
所
船
番
所

　

小
名
木
川
と
旧
中
川
の
交
わ
る
と
こ
ろ
に
、

中
川
船
番
所
資
料
館
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に

は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
か
ら
明
治
の
始

め
ま
で
凡
そ
二
百
年
に
わ
た
っ
て
中
川
番
所

が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

資
料
館
は
、
中
川
番
所
と
水
運
な
ど
の
資
料
を
調
査
・
収
集
・
保
存
し
て
展
示
す
る
た

め
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

小
名
木
川
は
重
要
な
水
運
路
で
し
た
か
ら
、
幕
府
は
こ
の
川
を
通
る
船
を
取
り
締
ま
る

た
め
に
船
番
所
を
お
き
ま
し
た
。

　

船
番
所
と
は
幕
府
が
設
置
し
た
関
所
の
一
つ
で
「
入
り
鉄
砲
に
出
女
」
と
船
荷
の
点
検
・

取
り
締
り
を
し
た
、
言
わ
ば
川
の
関
所
と
も
い
え
ま
す
。

　

番
所
の
高
札
に
は
通
船
時
の
作
法
や
武
器
・
武
具
の
通
行
、
女
性
の
通
行
な
ど
を
厳
し

く
取
り
締
ま
る
事
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
は
想
像
以
上
に
女
性
が

旅
行
を
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
の
資
料
の
中
に
も
、
行
徳
か
ら
江
戸
へ
向
か
う
小
林
一
茶
と

同
行
し
た
女
性
が
、
船
頭
に
番
所
の
裏
の
抜
け
道
を
教
え
ら
れ
、
再
び
も
と
の
船
に
乗
っ

た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
関
所
破
り
」
で
す
が
、
国
定
忠
治
の
よ
う
な
ア
ウ
ト

ロ
ー
の
正
面
突
破
と
は
違
い
、
幕
府
の
メ
ン
ツ
も
つ
ぶ
れ
ず
、
大
目
に
見
ら
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

砂
村
新
田
の
開
発

　

小
名
木
川
か
ら
南
、
砂
村
に
は
十
三
の
新
田
が
あ
り
、
開
発
者
の
名
前
が
古
地
図
上
に

も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
八
右
衛
門
新
田
（
北
砂
一
、二
丁
目
辺
り
）、
又
兵
衛
新
田

▲　荒川ロックゲートと工事の進む小松川第二ポンプ所 ( 右 )▲　中川舟番所

▲　嘉永三年絵図　木場から砂村にかけて
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（
東
砂
二
丁
目
辺
り
）、
砂
村
新
田
（
南
砂
一
～
七
丁
目
、
東
砂
八
丁
目
辺
り
）
な
ど
で
す
。

そ
の
う
ち
砂
村
新
田
は
最
も
広
く
今
の
南
砂
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
る
範
囲
を
占
め
て
い
ま

す
。

　

砂
村
新
田
を
開
発
し
た
の

は
、
相
模
国
三
浦
郡
か
ら

来
た
砂
村
新
左
衛
門
の
一
族

で
し
た
。
新
左
衛
門
は
一
族

を
率
い
て
、
江
戸
近
郊
の
宝

六
島
（
現
在
の
北
砂
と
東
砂

の
一
部
）
か
ら
開
拓
し
ま
す
。

宝
六
島
と
は
海
に
面
し
た
洲

の
よ
う
な
島
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
新
左
衛
門

は
ま
ず
こ
れ
に
目
を
つ
け
、

そ
こ
か
ら
開
拓
を
は
じ
め
て
広
大
な
耕
地
を
つ
く
り
、
自
分
の
姓
を
当
て
て
砂
村
新
田
と

し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
面
積
が
広
く
新
田
の
代
表
的
存
在
と
な
っ
た
の
で
、
各
新
田

を
一
括
し
て
砂
村
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
鎮
守
は
富
賀
岡
八
幡
（
元
八
幡
南
砂

七
丁
目
）
で
す
。

　

新
左
衛
門
の
残
し
た
家
訓
に
は
、
新
田
・
新
堤
に
六
万
六
千
本
の
松
を
公
儀
へ
の
冥
加

と
し
て
植
え
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

右
之
松
植
立
置
候
間
為
冥
加
之
御
公
儀
様
え
指
上
ケ
申
松
也

　

元
八
幡
を
描
い
た
江
戸
名
所
図
会
の
挿
絵
に
も
、
広
重
の
名
所
江
戸
百
景
に
も
、
海
浜

に
あ
る
社
と
防
潮
堤
に
は
沢
山
の
植
え
ら
れ
た
松
が
見
え
ま
す
。

元
八
幡

　

砂
村
に
は
、
か
つ
て
鎮
守
の
富
賀
岡
八
幡
宮
が
あ
り
、
後
に
移
転
し
て
深
川
富
岡
八
幡

宮
と
な
り
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
跡
地
に
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
八
幡
社
を
勧
請
し
て
、

元
八
幡
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
境
内
に
は
富
士
塚
も
あ
り
ま
す
。
富
士
塚
と
は

富
士
山
を
模
し
た
小
型
の
人
工
山
で
、

こ
れ
に
登
る
こ
と
で
、
本
山
に
登
る

の
と
同
じ
功
徳
が
得
ら
れ
る
と
考
え

た
の
で
す
。

　

ま
た
、
同
神
社
は
戦
災
で
社
務
所

の
一
部
と
神
輿
倉
を
残
し
て
全
焼
し

ま
し
た
が
、
倉
の
中
か
ら
文
化
十
年

（
一
八
一
三
）
作
の
江
戸
神
輿
が
み

つ
か
り
ま
し
た
。
現
在
本
殿
に
安
置

さ
れ
て
い
ま
す
。

砂
村
の
野
菜
栽
培

　

砂
村
の
野
菜
栽
培
は
、
砂
村
新
左

衛
門
が
三
浦
か
ら
種
を
持
っ
て
き
て

蒔
い
た
の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
砂
村
は
江
戸
時
代
か
ら
代

表
的
な
野
菜
栽
培
の
村
で
し
た
。
海

の
近
い
こ
の
あ
た
り
は
米
作
よ
り
野

菜
作
り
に
向
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

東
砂
で
は
、
三
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は

あ
ち
こ
ち
に
農
地
が
残
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。

　

江
戸
近
郊
の
農
業
地
帯
と
し
て
発

展
し
た
の
は
、
江
戸
か
ら
出
る
糞
尿
、

ご
み
等
の
肥
料
が
豊
富
に
手
に
入
る

こ
と
、
大
消
費
地
に
水
運
を
使
っ
て
、

迅
速
に
生
鮮
食
料
品
を
運
べ
た
こ
と

に
よ
る
で
し
ょ
う
。

　

代
表
的
な
作
物
と
し
て
は
、
つ
ま

み
菜
、
亀
戸
大
根
、
砂
村
葱
、
西
瓜
、

▲　砂むら元八まん　広重

▲　東砂 3 丁目付近の農家　昭和 30 年 ▲　富士山から運んで造った富士塚
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砂
村
丸
茄
子
、
針
ヶ
谷
胡
瓜
、
砂
村
南
瓜
な
ど
で
す
。

　

砂
村
の
野
菜
を
ブ
ラ
ン
ド
商
品
と
し
て
有
名
に
し
た
促
成
栽
培
で
す
。

　

寛
文
年
間
（
一
六
六
七
～
七
三
）、
松
本
久
四
郎
と
い
う
人
が
野
菜
の
促
成
栽
培
を
考

え
出
し
ま
す
。
日
本
橋
の
魚
河
岸
か
ら
出
る
「
江
戸
ご
み
」
を
使
っ
た
温
床
栽
培
で
、
踏

み
固
め
た
ご
み
の
上
に
一
年
前
の
ご
み
の
腐
敗
し
た
も
の
を
撒
き
発
熱
さ
せ
る
。
こ
れ
に

種
を
蒔
き
保
温
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
育
て
た
茄
子
や
胡
瓜
な
ど
が
季
節
に
先
立
っ
て

出
荷
さ
れ
、
初
物
好
み
の
江
戸
市
民
に
も
て
は
や
さ
れ
た
の
で
す
。

　

現
在
の
堆
肥
を
使
っ
た
有
機
農
業
と
ハ
ウ
ス
栽
培
で
し
ょ
う
か
。

　

江
戸
川
柳
に

　

砂
村
は
か
っ
ぱ
で
暮
れ
の
尻
を
ふ
き

　
（
砂
村
で
は
キ
ュ
ウ
リ
の
売
り
上
げ
で
暮
れ
の
借
金
を
は
ら
っ
た
。
こ
れ
も
促
成
栽
培

の
お
か
げ
？
）

旧
大
石
邸

　

南
砂
五
丁
目
の
仙
台
堀
公
園
内
に
、
江
戸
時
代
に

東
砂
八
丁
目
に
建
て
ら
れ
た
区
内
最
古
の
民
家
が
移

築
・
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
安
政
の
大
地
震
（
安
政

二
年
（
一
八
五
五
））
で
も
倒
れ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
砂
村
の
野
菜
を
栽
培
し
て
い
た
百
五
十

年
以
前
の
農
家
の
母
屋
の
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
私
た
ち
の
訪
ね
た
時
は
、
残
念
な
が
ら
公
開
日

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
柵
か
ら
手
を
出
し
て

写
真
を
撮
っ
て
き
ま
し
た
。

四
つ
車
大
八

　

松
本
久
四
郎
の
墓
は
、
子
孫
に
よ
っ
て
因
速
寺
（
東
砂
一
丁
目
）
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

同
寺
に
は
歌
舞
伎
で
有
名
な
四
つ
車
大
八
の
墓
も
あ
り
ま
す
。「
め
組
の
喧
嘩
」
の
力
士

で
す
。
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
芝
神
明
境
内
で
勧
進
相
撲
興
行
中
に
お
き
た
、鳶
職
（
め

組
）
と
力
士
と
の
喧
嘩
を
題
材
と
し
た
芝
居
が
当
た
り
、
四
つ
車
の
名
も
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

産
業
の
発
達

　

明
治
時
代
に
は
い
る
と
、
小
名
木
川

沿
い
に
多
く
の
工
場
が
建
て
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。「
富
国
強
兵
」、「
殖

産
興
業
」
が
、
明
治
前
期
の
こ
の
地
に

も
押
し
寄
せ
て
来
ま
す
。

　

も
と
も
と
小
名
木
川
沿
い
は
大
名
屋

敷
な
ど
に
船
の
出
入
り
が
盛
ん
で
し
た

が
、
そ
れ
ら
の
用
地
跡
に
人
造
肥
料
や

精
糖
、
製
粉
工
場
な
ど
が
建
て
ら
れ
ま
す
。

　

明
治
二
十
年
現
白
河
三
丁
目
に
東
京
紡
績
会
社
設

立
。

明
治
二
十
年
、
化
学
者
高
峰
譲
吉
が
財
界
有
力
者
と

東
京
人
造
肥
料
会
社
を
設
立
。
日
本
初
の
化
学
肥
料

の
製
造
に
成
功
し
ま
す
。

　

ま
た
、
北
砂
五
丁
目
団
地
の
一
隅
に
は
「
我
国
精

製
糖
発
祥
之
地
」
と
刻
ま
れ
た
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

明
治
に
な
っ
て
日
本
各
地
で
精
製
糖
の
製
造
が
試
み

ら
れ
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
ず
、
明
治

二
十
三
年
鈴
木
藤
三
郎
が
、
北
砂
五
丁
目
に
あ
っ
た

鈴
木
精
糖
所
で
日
本
初
の
白
砂
糖
の
精
製
に
成
功
し

ま
し
た
。
こ
れ
が
後
の
日
本
精
糖
会
社
で
す
。

　

ま
た
、
大
島
四
丁
目
に
は
日
本
製
粉
な
ど
も
興
り
、

製
粉
業
も
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
（
大
正
三
年

（
一
九
一
四
））
す
る
と
、
日
本
の
商
品
は
中
国
、

イ
ン
ド
な
ど
に
進
出
し
て
い
き
ま
す
。
軍
需
物
資
の

▲　旧大石邸

▲　我国精製糖発祥之地

▲　小名木川沿いに密集する工場群　明治時代中期
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注
文
も
あ
り
、
日
本
経
済
は
活
況
を
呈
し
、
紡
績
、
製
粉
、
精
糖
な
ど
の
軽
工
業
に
加
え

製
鋼
、
機
械
、
化
学
な
ど
の
重
化
学
工
業
が
盛
ん
と
な
り
ま
す
。
砂
町
地
域
に
も
日
本
鋳

鋼
、
大
島
製
鋼
な
ど
が
設
立
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
う
し
て
こ
の
地
域
は
、
東
京
市
民
へ
の
野
菜
や
魚
介
類
を
提
供
す
る
地
帯
か
ら
、
工

場
群
の
林
立
す
る
工
業
地
帯
へ
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

養
魚
池

　

金
魚
の
養
殖
は
、
砂
町
・
大
島
・
亀
戸
地
域
で
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
砂
町

辺
り
で
は
広
い
池
で
鯉
、
鰻
な
ど
を
養
殖
し
て
い
ま
し
た
が
、
大
正
の
時
代
か
ら
は
金
魚

の
養
殖
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
初
期
の
地
図
か
ら
も
砂
町
地
域
に
養
魚
池
が
点
在

し
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
砂
町
が
金
魚
の
養
殖
に
適
し
て
い
た
の
は
、
水
に
塩
分
が

ふ
く
ま
れ
て
い
て
、
病
気
に
な
り
に
く
く
、
さ
ら
に
鉄
分
を
含
ん
で
い
た
の
で
、
金
魚
の

色
が
鮮
や
か
に
な
っ
た
か
ら

で
す
。

　

し
か
し
工
業
化
の
中
で
水

質
も
変
化
し
、
池
も
埋
め
立

て
ら
れ
、
業
者
は
江
戸
川
区

の
方
へ
移
転
し
て
い
き
ま

し
た
。
昭
和
二
十
五
年
代

（
一
九
五
〇
）
に
は
金
魚
池

も
消
え
て
い
き
ま
す
。「
江

東
風
土
記
」
の
中
で
最
後
に

残
っ
た
金
魚
池
と
紹
介
さ
れ

た
、
北
砂
五
丁
目
の
豊
田
園

養
魚
池
も
今
は
あ
り
ま
せ
ん
。

池
は
湿
地
と
な
っ
て
、
ア
シ

が
生
い
茂
っ
て
い
ま
し
た
。

旧
葛
西
橋

　

仙
台
堀
川
公
園
を
離
れ
荒
川
に
出
て
み

ま
す
。
そ
ば
に
葛
西
橋
が
見
え
て
き
ま
す
。

こ
の
橋
は
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
三
）

に
砂
町
と
江
戸
川
区
を
結
ぶ
橋
と
し
て
完

成
し
て
い
ま
す
。

　

旧
葛
西
橋
は
、
こ
の
橋
の
三
百
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
上
流
の
清
洲
橋
通
り
か
ら
荒
川
に

架
か
っ
て
い
ま
し
た
。
荒
川
放
水
路
が
完

成
し
た
後
、
工
事
が
始
ま
り
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
に
完
成
し
て
い
ま
す
。
長

さ
九
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
木
橋
で
、
当
時

東
京
府
内
最
長
の
橋
で
し
た
。
付
近
は
荒

川
下
流
の
ハ
ゼ
釣
り
場
と
し
て
知
ら
れ
、

橋
の
上
に
も
釣
り
人
が
絶
え
な
か
っ
た
と

そ
う
で
す
。

　

し
か
し
、昭
和
二
十
五
年（
一
九
五
〇
）

に
は
崩
落
事
故
が
お
き
、
復
旧
さ
れ
た
も
の
の
そ
の
後
、
自
動
車
は
通
行
禁
止
と
な
り
ま

し
た
。

　

そ
の
後
も
人
道
橋
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
葛
西
橋
の
完
成
で
、
そ
の
使
命
を
終

え
ま
し
た
。

　

ひ
ね
も
す
を
鯊
釣
夫
に
跼
（
か
が
）
み
侍
す　
　
　

石
田
波
郷

　

旧
葛
西
橋
付
近
で
詠
ま
れ
た
句
で
す
が
、
多
い
日
に
は
川
辺
に
び
っ
し
り
と
釣
り
人
が

並
ん
だ
そ
う
で
す
。

▲　養魚池跡　後方は北砂 5 丁目団地

▲　葛西橋と撤去中の旧葛西橋 ( 手前 )　昭和 38 年
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工
場
の
移
転
と
団
地
建
設

　

第
二
次
大
戦
で
江
東
区
は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、
砂
町
地
域
も
見
渡
す
限
り
の
焦
土

と
化
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
戦
後
の
復
興
の
中
で
人
々
は
続
々
と
戻
り
、
工
場
も
再
建
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
再
建
の
さ
な
か
何
度
も
台
風
の
被
害
を
受
け
ま
す
。
特
に
昭
和
二
十
四
年
の
キ
テ

ィ
台
風
は
通
過
が
満
潮
と
重
な
り
異
常
な
高
潮
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

砂
町
南
部
の
海
岸
堤
防
は
決
壊
し
て
、
砂
町
の
浸
水
は
二
．
五
メ
ー
ト
ル
に
も
達
し
た

そ
う
で
す
。

　

こ
の
時
、
砂
町
汚
水
処
分
場
（
当
時
）
は
南
砂
の
地
先
で
孤
立
。「
給
与
も
船
で
運
ば

れ
た
」
と
の
思
い
出
話
を
先
輩
か
ら
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

被
害
を
大
き
く
し
た
の
は
江
東
区
が
〇
メ
ー
ト
ル
地
帯
で
、
地
盤
が
低
い
こ
と
が
大
き

な
要
因
で
す
。
明
治
時
代
以
降
、
大
工
場
が
大
量
に
地
下
水
を
汲
み
上
げ
た
事
で
、
地
盤

沈
下
が
進
ん
だ
の
で
す
。

　

砂
町
地
区
で
発
生
し
た
公
害
と
い
え
ば
「
夢
の
島
の
ハ
エ
騒
動
」
が
有
名
で
す
。
現
在

の
夢
の
島
は
埋
め
立
て
完
了
後
四
十
年
ほ
ど
経
過
し
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
や
熱
帯
植
物
園
な

ど
が
あ
る
、
区
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
当
時
は
生
ゴ
ミ
に
よ
る
埋
め

立
て
を
行
っ
て
い
て
、
昭
和
四
十
年
六
月
に
大
量
の
ハ
エ
が
発
生
し
て
南
砂
地
域
に
来
襲

し
ま
す
。
ネ
ズ
ミ
も
集
ま
り
大
挙
し
て
押
し
寄
せ
た
そ
う
で
す
。

　

ハ
エ
騒
動
は
夢
の
島
全
体
を
土
砂
で
覆
い
、
大
掛
か
り
な
焼
却
で
収
ま
り
ま
し
た
。

　

同
じ
頃
地
盤
沈
下
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
な
ど
、
公
害
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
大
都
市
部
の
産
業
や
人
口
の
集
中
、
公
害
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
、
昭
和

四
十
二
年
「
公
害
対
策
基
本
法
」、
同
四
十
四
年
「
東
京
都
公
害
防
止
条
例
」、
昭
和

四
十
七
年
に
は
「
工
場
再
配
置
促
進
法
」
な
ど
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
を
契
機
に
区
内
の
大
工
場
が
移
転
し
、
団
地
や
公
園
が
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

工
場
跡
地
か
ら
団
地
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
主
な
と
こ
ろ
は

　

東
芝
：
北
砂
五
丁
目
団
地

　

汽
車
会
社
：
南
砂
二
丁
目
団
地

　

日
槽
製
鋼
：
大
島
四
丁
目
団
地

　

三
菱
鋼
材
：
大
島
六
丁
目
団
地

　

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
二
千
戸
か
ら
四
千
戸
に
及
ぶ
巨
大
団
地
で
す
。
こ
の
他
、

南
部
の
埋
立
地
に
も
辰
巳
団
地
・
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
が
建
て
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に

地
下
鉄
東
西
線
、
新
宿
線
が
開
通
し
て
、
か
つ
て
の
工
業
地
帯
は
都
心
部
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ

ン
ヘ
と
変
貌
し
て
い
き
ま
し
た
。

洲
崎
球
場

　

か
つ
て
砂
町
水
再
生
セ
ン
タ

ー
で
は
、
職
員
に
よ
っ
て
運
営
さ

れ
て
い
た
通
勤
バ
ス
が
あ
り
ま

し
た
。
バ
ス
の
運
行
途
中
に
日

槽
橋
を
と
お
り
ま
し
た
が
、
こ

の
日
槽
橋
の
近
く
に
か
つ
て
プ

ロ
野
球
の
球
場
が
あ
り
ま
し
た
。

新
砂
一
丁
目
江
東
運
転
免
許
試

験
場
の
前
で
す
。

　

昭
和
十
一
年
プ
ロ
七
球
団
に

よ
る
公
式
戦
が
始
ま
り
ま
す
が
、

東
京
に
は
プ
ロ
が
使
用
で
き
る

球
場
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
た
め
「
大
東
京
軍
」
の
本
拠

地
と
し
て
、
昭
和
十
一
年
に
三

ヶ
月
と
い
う
短
期
間
で
建
設
さ

れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
同
年
に
リ
ー
グ
戦
、
さ

ら
に
巨
人
と
タ
イ
ガ
ー
ス
に
よ
る
初
の
プ
ロ
野
球
日
本
一
決
定
戦
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

結
果
は
、
沢
村
栄
治
投
手
を
擁
す
る
巨
人
が
初
代
王
座
を
獲
得
し
ま
す
。

　

元
巨
人
の
川
上
哲
治
さ
ん
の
談
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。「
試
合
中
に
外
野
か
ら
水
が
し

み
出
し
、
三
十
分
ほ
ど
で
ベ
ン
チ
ま
で
浸
か
っ
て
試
合
が
中
止
に
な
っ
た
」。
い
か
に
も

埋
立
地
の
突
端
ら
し
い
話
で
す
。
昭
和
十
二
年
に
後
楽
園
球
場
が
落
成
す
る
と
、
翌
年
に

▲　洲崎弁天社　江戸名所図会
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は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

ウ
オ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
開
発

　

洲
崎
と
は
、
水
流
に
運
ば
れ
た
土
砂
が
堆
積
し
た
崎
（
先
端
）
の
事
で
す
。
埋
立
て
に

よ
っ
て
で
き
た
ウ
オ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
に
も
、
そ
の
名
が
当
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
洲
崎
は
洲
崎
神
社
の
あ
た
り
で
、
木
場
（
現
在
の
木
場

公
園
）
の
南
側
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
明
治
時
代
半
ば
に
は
東
側
を
埋
立
て
、
洲
崎
弁
天

町
（
今
の
東
陽
町
一
丁
目
）
と
し
ま
す
。
こ
こ
に
は
根
津
か
ら
移
転
し
て
き
た
遊
郭
が
あ

り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
昭
和
の
初
め
に
は
野
球
場
が
で
き
る
ま
で
埋
立
て
が
進
ん
で
い
ま
し
た
。

　

戦
後
は
十
四
号
埋
立
地
（
夢
の
島
）、
十
五
号
埋
立
地
（
若
洲
）
と
進
み
、
離
れ
小
島

の
よ
う
で
あ
っ
た
砂
町
水
再
生
セ
ン
タ
ー
も
陸
地
の
中
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

若
洲
は
広
大
な
海
浜
公
園
と
な
り
、
ゴ
ル
フ
場
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
、
キ
ャ
ン
プ

場
な
ど
に
整
備
さ
れ
、
区
主
催
の
マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
の
昔
、
小
名
木
川
周
辺
か
ら
始
ま
っ
た
埋
立
て
開
拓
は
、
砂
町
の
新
田
開
発
、
深

川
の
塵
芥
を
中
心
と
し
た
埋
立
て
を
初
め
と
し
て
、
延
々
と
平
成
の
現
在
ま
で
続
き
、
江

東
区
の
面
積
の
広
が
り
は
明
治
時
代
以
降
か
ら
で
も
三
倍
を
超
え
て
い
ま
す
。
ウ
オ
ー
タ

ー
フ
ロ
ン
ト
開
発
の
歴
史
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

（
文
責　

高
橋
）
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訪
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村
か
ら
砂
町
へ
）

　

昔
、
砂
村
と
呼
ば
れ
た
地
名
は
、
新
田
の
開
拓
者
砂
村
新
左
衛
門
か
ら
付
け
ら
れ
た
も

の
で
す
。
そ
れ
が
町
制
施
行
後
、
砂
町
と
な
り
、
現
在
、
北
砂
、
南
砂
、
東
砂
、
新
砂
と

分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
元
来
、
固
有
名
詞
で
あ
る
砂
村
は
そ
の
ま
ま
残
し
て
、
砂
村
町
と

す
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
？


