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こ
こ
に
一
冊
の
本
が
あ
り
ま
す
。
小
説
の
「
彰
義
隊
」（
吉
村
昭
著
、
平
成
十
七
年
・

朝
日
新
聞
社
刊
）
で
す
。
著
者
の
吉
村
は
「
あ
と
が
き
」
の
冒
頭
で
、『
少
年
時
代
、
上

野
の
山
に
近
い
日
暮
里
町
の
生
家
（
旧
谷
中
本
村
、
現
在
の
西
日
暮
里
一
、二
、六
丁
目
）

か
ら
、
よ
く
上
野
公
園
に
遊
び
に
行
っ
た
。
広
大
な
谷
中
墓
地
を
横
切
り
、
寛
永
寺
の
境

内
を
ぬ
け
る
の
が
常
で
あ
っ
た
』
と
、
回
想
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
小
説
を
執
筆

す
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
『
私
は
、荒
川
区
立
図
書
館
に
行
き
、ガ
リ
版
刷
り
の
「
三
河
島
町
郷
土
史
」
を
手
に
し
た
。

簡
易
な
郷
土
記
録
と
思
っ
て
い
た
が
、
宮
が
の
が
れ
た
地
の
庄
屋
た
ち
の
朝
廷
軍
に
提
出

し
た
届
け
書
が
多
く
記
載
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
宮
の
動
き
を
さ
と
ら
れ
ま
い
と
す
る
村
人
た

ち
の
意
図
が
透
け
て
見
え
、
郷
土
史
と
し
て
は
予
想
外
の
傑
出
し
た
内
容
で
あ
っ
た
。
私

は
、
そ
の
記
録
を
も
と
に
宮
を
か
く
ま
っ
た
家
々
の
子
孫
の
家
を
訪
れ
て
伝
承
を
得
、
小

説
の
執
筆
を
決
意
し
た
。』

　

そ
し
て
、
幕
末
の
慶
応
四
年
に
勃
発
し
た
上
野
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
、
こ
の
小
説
の

主
人
公
で
あ
る
宮
（
東
叡
山
寛
永
寺
山
主
・
輪
王
寺
宮
）
に
つ
い
て
『
宮
は
皇
族
で
唯
一

の
朝
敵
に
な
っ
た
人
で
す
。
ど
ん
な
心
情
で
そ
の
後
を
生
き
ら
れ
た
の
か
』
と
の
思
い
で
、

宮
の
生
涯
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
史
実
を
取
材
し
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

今
回
の
職
場
界
隈
探
訪
は
、
こ
の
小
説
を
ガ
イ
ド
と
し
て
、
上
野
公
園
か
ら
出
発
し
て
、

三
河
島
水
再
生
セ
ン
タ
ー
（
荒
川
区
、
都
電
・
荒
川
二
丁
目
電
停
か
ら
徒
歩
一
分
）
の
界

隈
（
三
河
島
・
町
屋
・
尾
久
）
の
今
昔
を
訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

彰
義
隊
と
上
野
戦
争

　

彰
義
隊
は
、
第
十
五
代
将
軍
・
徳
川
慶
喜
を
警
護
す
る
と
い
う
名
目
で
結
成
さ
れ
、
慶

喜
が
上
野
の
寛
永
寺
の
大
慈
院
に
謹
慎
・
蟄
居
す
る
と
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
三
月

中
旬
、
そ
れ
ま
で
浅
草
・
本
願
寺
に
置
い
て
い
た
屯
所
か
ら
上
野
へ
転
じ
、
寛
永
寺
を
拠

点
と
し
ま
し
た
。
隊
員
は
旧
幕
臣
か
ら
な
り
、
こ
の
頃
に
は
二
千
と
も
三
千
と
も
い
わ
れ

る
数
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
城
が
無
血
開
城
し
、
四
月
十
一
日
に
は
慶
喜
も

水
戸
へ
去
り
ま
す
が
、
今
度
は
、
寛
永
寺
山
主
の
輪
王
寺
宮
を
護
る
と
唱
え
、
引
続
き
上

野
の
山
に
立
て
籠
も
り
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
寛
永
寺
は
徳
川
家
の
菩
提
寺
で
、
こ
の
と
き
の
山
主
・
輪
王
寺
宮
は
明
治

天
皇
の
叔
父
に
当
た
る
人
で
す
。

　

つ
い
に
五
月
十
五
日
、
官
軍
と
彰
義
隊
が
寛
永
寺
境
内
に
お
い
て
衝
突
し
ま
す
。
こ
れ

が
世
に
い
う
上
野
戦
争
で
す
。
わ
ず
か
一
日
で
決
着
が
つ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
彰
義
隊

の
壊
滅
と
い
う
よ
り
敗
走
で
し
た
。
官
軍
は
予
め
、
上
野
の
山
の
北
側
を
包
囲
せ
ず
逃
げ

ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
す
。
輪
王
寺
宮
が
落
ち
の
び
て
行
っ
た
先
は
、
寛
永
寺
の

寺
領
が
多
く
あ
っ
た
三
河
島
方
面
で
し
た
。

　

こ
の
絵
で
は
、
彰
義
隊
が
和
装
で
あ
る
の
に
対
し
て
官
軍
は
筒
袖
で
あ
り
、
官
軍
が
鉄

砲
や
大
砲
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
彰
義
隊
の
武
器
は
刀
と
い
う
よ
う
に
対
照
的
に
描
か

れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
彰
義
隊
も
旧
式
な
が
ら
鉄
砲
、
大
砲
を
使
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
戦
い
で
、
寛
永
寺
の
ほ
と
ん
ど
の
建
物
が
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

輪
王
寺
宮
の
潜
行
経
路

　

目
立
た
ぬ
よ
う
に
同
行
者
は
数
名
の
僧
の
み
と
し
て
、
輪
王
寺
宮
は
い
っ
た
ん
三
河
島

村
の
伊
藤
家
（
寛
永
寺
出
入
り
の
植
木
屋
）
で
小
休
止
し
た
後
、
上
尾
久
村
の
名
主
・
江

川
佐
十
郎
家
へ
向
か
い
ま
す
。
折
か
ら
の
雨
で
道
が
浸
水
し
て
い
た
た
め
、
宮
は
田
舟
に

乗
っ
て
移
動
し
ま
す
。
土
蔵
の
奥
座
敷
で
一
旦
休
息
し
ま
す
が
、
官
軍
の
追
手
の
こ
と
を

考
え
再
び
田
舟
に
乗
り
、
同
じ
村
の
遠
藤
治
右
兵
衛
門
家
に
赴
き
、
そ
こ
の
納
屋
で
一
晩

▲　東台大戦争図の部分
画　永島芳虎永島孟斎
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を
過
ご
し
ま
す
。
そ
の
後
、
浅
草

の
東
光
院
を
経
て
市
ヶ
谷
の
自
証

院
へ
。
さ
ら
に
は
遠
く
日
光
、
会

津
へ
と
潜
行
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
絵
図
の
左
下
に
、
不
忍
池

と
寛
永
寺
の
正
門
の
黒
門
が
見
え

ま
す
が
、
そ
の
下
の
右
に
延
び
る

広
い
道
が
下
谷
道
で
す
。
三
之
輪
、

小
塚
原
を
経
て
、
隅
田
川
に
架
か

る
千
住
大
橋
に
至
り
ま
す
。
ま
た
、

不
忍
池
の
右
上
部
に
は
何
も
描
か

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
が
寛
永

寺
境
内
で
す
。
そ
の
空
白
部
分
か

ら
右
方
向
へ
辿
る
細
い
道
が
あ
り
、

や
や
広
い
道
と
交
差
し
ま
す
。
こ

こ
を
左
に
折
れ
て
谷
中
本
村
、
新

堀
村
に
入
る
道
が
伸
び
、
さ
ら
に

新
堀
村
で
右
折
し
て
三
河
島
村
に

抜
け
上
尾
久
村
へ
と
続
く
道
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
彰
義
隊
が
敗
走
し
た
メ
イ
ン
の
経

路
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
さ
き
ほ
ど
の
や
や
広
い
道
と
の
交
差
点
を
曲
が

ら
ず
に
真
っ
直
ぐ
に
三
河
島
村
に
向
か
う
道
で
す
。
輪
王
寺
宮
の
一
行
は
、
人
目
に
付
き

難
い
こ
ち
ら
の
ル
ー
ト
を
と
っ
た
よ
う
で
す
。

小
説
『
彰
義
隊
』
に
登
場
す
る
三
河
島
界
隈

　

小
説
の
「
彰
義
隊
」
で
は
、
三
河
島
界
隈
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
根
岸
の
豆
腐
料
理
店
「
笹
の
雪
」
に
つ
い
て
で
す
。

　
『
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）、
後
西
天
皇
の
第
六
皇
子
公
弁
親
王
が
寛
永
寺
山
主
に
任
ぜ

ら
れ
京
を
は
な
れ
る
時
、
ひ
い
き
に
し
て
い
た
豆
腐
商
玉
屋
忠
兵
衛
に
江
戸
に
く
る
よ
う

に
す
す
め
、
忠
兵
衛
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
江
戸
に
出
た
。
良
質
な
水
を
求
め
て
寛
永
寺

の
周
辺
を
探
し
て
歩
き
、

日
暮
し
の
里
と
呼
ば
れ

て
い
た
新
堀
村
の
音
無

川
の
ほ
と
り
に
店
を
か

ま
え
た
。
江
戸
に
は
珍

し
い
絹
ご
し
の
豆
腐
を

客
に
出
し
、
公
弁
親
王

は
笹
に
積
も
っ
た
雪
の

よ
う
に
白
い
と
ほ
め
た

た
え
て
、「
笹
の
雪
」

と
い
う
店
名
を
あ
た
え

た
。
そ
の
よ
う
な
い
き

さ
つ
か
ら
「
笹
の
雪
」
は
、

寛
永
寺
に
定
期
的
に
豆

腐
を
献
上
し
、
輪
王
寺

宮
も
そ
の
味
を
好
ん
で

い
た
。』

　

こ
の
店
を
過
ぎ
た
辺

り
の
情
景
で
す
。

　
『
両
側
に
、
田
畠
が
遠
く
ま
で
つ
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
左
手
の
谷
中
本
村
は
土
質
が

適
し
て
い
る
の
か
良
質
の
生
姜
を
産
し
、
採
取
期
に
な
る
と
百
姓
た
ち
が
籠
に
そ
れ
を
入

れ
て
寛
永
寺
に
持
っ
て
く
る
。
宮
は
、
そ
れ
も
好
ん
で
口
に
し
て
い
た
。』

　

宮
の
一
行
は
、
道
を
真
っ
直
ぐ
に
進
ん
で
三
河
島
村
に
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
『
そ
の
地
一
帯
は
、
梅
雨
期
や
二
百
十
日
前
後
の
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
る
時
期
に
は
出
水

す
る
の
が
常
で
、
ど
の
家
も
三
尺
ほ
ど
盛
り
土
し
た
上
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
…
根
岸
口

か
ら
三
河
島
村
ま
で
は
、
一
本
道
で
、
竹
林
坊
も
宮
と
そ
の
道
を
た
ど
っ
て
三
河
島
村
に

た
ど
り
つ
い
た
。』

　
『（
名
主
の
）
市
郎
兵
衛
は
、
即
座
に
、「
村
内
に
宮
地
と
い
う
地
が
あ
り
、
そ
こ
に
寛

永
寺
お
出
入
り
を
許
さ
れ
て
お
り
ま
す
植
木
職
の
伊
藤
七
郎
兵
衛
の
屋
敷
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
は
道
か
ら
は
ず
れ
て
お
り
ま
し
て
、
と
り
あ
え
ず
そ
こ
に
お
移
り
に
な
ら
れ
た
ら
い

▲　下谷・谷中の図　部分　（彰義隊とあらかわの幕末）

▲　観音寺
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か
が
で
し
ょ
う
」
と
、
言
っ
た
。
伊
藤
家
の
広
大
な
敷
地
に
は
、
梅
、
松
を
は
じ
め
と
し

た
三
千
五
百
本
の
植
木
が
植
え
ら
れ
、
石
灯
篭
も
二
十
基
以
上
あ
る
。』

　

し
か
し
、
三
河
島
村
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
危
険
で
あ
り
、
一
刻
も
早
く
他
の
地
に

移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
悟
り
ま
す
。
当
主
の
七
郎
兵
衛
は
使
い
を
出
し
て
近
く

の
観
音
寺
の
和
尚
に
来
て
も
ら
い
、
善
後
策
を
話
し
合
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
こ
こ
は
敗

走
し
て
く
る
彰
義
隊
員
の
姿
が
多
く
見
ら
れ
、
宮
の
所
在
が
官
軍
に
知
ら
れ
る
恐
れ
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
、
も
っ
と
奥
ま
っ
た
地
に
移
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
『
北
の
方
向
二
里
の
上
尾
久
村
に
行
き
、
名
主
の
江
川
佐
十
郎
方
に
宮
を
お
移
し
す
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
に
話
が
ま
と
ま
っ
た
。
そ
こ
は
隅
田
川
に
近
く
、
氾
濫
し
た
水
が
田
畠

を
お
お
っ
て
い
て
、
水
の
量
も
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
の
地
ま
で
水
の
中
を
宮
に

歩
い
て
行
っ
て
も
ら
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
植
木
師
の
七
郎
兵
衛
が
、
小
舟
を
ひ
い
て
き

た
。
そ
の
付
近
の
大
き
な
構
え
の
家
々
に
は
、
出
水
の
折
に
そ
な
え
て
小
舟
が
用
意
さ
れ

て
い
た
。』

　

絶
え
間
な
く
降
っ
て
い
た

雨
は
、
小
降
り
に
な
り
ま
す
。

　
『
…
前
方
に
寺
の
屋
根
が
見

え
て
き
た
。
満
光
寺
で
、
そ

の
あ
た
り
に
人
気
は
な
い
。

…
寺
の
近
く
を
用
心
深
く

過
ぎ
、
地
蔵
堂
の
か
た
わ
ら

を
通
っ
て
阿
遮
院
に
近
づ
い

た
。』

　

上
尾
久
村
の
名
主
江
川
家

に
着
き
、
宮
は
舟
か
ら
降
り

ま
す
。

　
『
水
嵩
は
三
河
島
よ
り
増
し

て
い
て
、
宮
は
、
腿
の
あ
た

り
ま
で
水
に
つ
か
り
な
が
ら

佐
十
郎
の
案
内
で
土
蔵
に
入

っ
た
。
そ
こ
は
一
段
高
い
位

置
に
あ
っ
て
、
土
蔵
の
中
は

浸
水
し
て
い
な
か
っ
た
。』

　

し
か
し
、
こ
こ
も
安
全

で
な
い
と
み
て
午
後
十
時

を
過
ぎ
て
い
た
が
、
再
び

移
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
『
五
月
に
は
三
日
、
七
日

が
曇
天
だ
け
で
終
日
雨
が

降
り
つ
づ
き
、
八
日
昼
す

ぎ
か
ら
翌
日
に
か
け
て
あ

た
か
も
滝
水
の
よ
う
な
大

雨
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め

田
畠
は
す
べ
て
水
に
没
し
、

川
は
増
水
し
て
氾
濫
し
た
。

そ
の
後
も
、
上
野
東
叡
山

の
彰
義
隊
の
戦
い
が
は
じ

ま
っ
た
十
五
日
ま
で
雨
は

や
む
こ
と
な
く
、
大

出
水
と
な
っ
て
い
た

が
、
そ
の
雨
も
や
ん

で
い
る
。』

　
『
舟
の
後
ろ
か
ら

つ
い
て
ゆ
く
僧
た
ち

は
、
南
の
方
向
に
眼

を
む
け
て
い
た
。
火

災
は
幾
分
お
と
ろ
え

を
み
せ
て
は
い
る
が
、

本
坊
と
三
十
六
坊
の

上
あ
た
り
の
夜
空
は
、

▲　満光寺

▲　阿遮院
▲　下尾久石尊
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息
づ
く
よ
う
に
炎
で
赤
く
染

ま
っ
て
い
る
。
由
緒
あ
る

寺
々
は
、
こ
と
ご
と
く
焼
け

落
ち
て
い
る
に
ち
が
い
な
か

っ
た
。』

　
『
上
尾
久
村
は
ほ
と
ん
ど

田
だ
が
、
下
尾
久
村
は
畠
が

多
く
、
そ
れ
だ
け
水
位
が
低

く
な
っ
て
い
る
。
僧
た
ち
は

膝
の
あ
た
り
ま
で
水
に
つ
か

っ
て
歩
い
て
い
た
。』

　

途
中
の
小
さ
な
農
家
（
現

在
の
東
尾
久
六
の
三
十
一
に

あ
る
下
尾
久
石
尊
の
辺
り
）

で
の
や
り
と
り
で
す
。

　
『
家
の
主
（
小
原
長
兵
衛
）

は
、
納
屋
は
い
か
が
と
言
っ

て
、
案
内
し
た
。
粗
末
な
小
屋
で
、
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
農
具
、
肥
桶
、
藁
な
ど
が
乱
雑

に
置
か
れ
、
三
尺
（
一
メ
ー
ト
ル
弱
）
四
方
の
土
間
に
つ
づ
い
て
、
九
尺
四
方
の
板
の
間

が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
や
む
な
く
宮
を
舟
か
ら
お
ろ
し
、
宮
は
納
屋
に
入
っ
て
板
の
間

に
腰
を
お
ろ
し
た
。
…
納
屋
は
せ
ま
く
、
そ
こ
で
宮
に
泊
ま
っ
て
い
た
だ
く
わ
け
に
も
い

か
な
い
。
僧
た
ち
も
疲
労
し
て
い
て
、
納
屋
に
身
を
横
た
え
る
余
地
な
ど
な
い
。』

　

適
当
な
隠
れ
家
が
見
つ
か
ら
ず
、
再
び
上
尾
久
村
に
戻
り
、
大
百
姓
で
あ
る
遠
藤
治
右

衛
門
の
家
（
か
つ
て
の
熊
野
の
渡
し
・
現
在
の
尾
久
橋
の
た
も
と
の
東
尾
久
八
−
二
十
五

の
辺
り
）
の
納
屋
の
二
階
で
一
夜
を
明
か
し
ま
す
。
尾
久
ポ
ン
プ
所
の
す
ぐ
近
く
で
す
。

近
年
、尾
久
橋
に
平
行
し
て
都
営
の
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
が
走
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

供
を
し
て
き
た
僧
た
ち
は
宮
と
も
相
談
し
つ
つ
、
浅
草
の
東
光
院
を
目
指
す
こ
と
に
決

め
ま
す
。
そ
れ
は
、『
東
光
院
の
門
前
を
通
る
道
は
、
御
成
道
と
称
さ
れ
、
寛
永
寺
の
山

主
が
浅
草
寺
に
お
も
む
く
折
に
そ
の
道
を
た
ど
る
。
途
中
、
東
光
院
に
立
ち
寄
り
、
休
息

を
し
、
昼
食
を
と
る
の
を
習
い
と
し
て
い
た
。』
か
ら
で
す
。

　

昼
ご
ろ
、
こ
の
家
を
出
て
水
の
中
を
歩

き
浅
草
に
向
か
い
ま
す
。

　
『
下
尾
久
村
に
入
る
と
、
背
を
か
が
め

て
隅
田
川
ぞ
い
に
進
ん
だ
。
そ
の
あ
た
り

は
水
嵩
が
増
し
て
い
て
、
腿
の
付
け
根
あ

た
り
ま
で
水
に
つ
か
っ
た
。
町
屋
村
に
入

っ
た
頃
、
南
の
方
角
で
つ
づ
い
て
発
砲
音

が
し
、
足
を
と
め
た
。
そ
の
方
向
に
は
農

家
が
寄
り
か
た
ま
っ
て
い
て
、
藩
兵
が

家
々
の
探
索
を
し
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら

か
だ
っ
た
。
…
南
の
方
向
に
、
三
河
島
村

の
農
家
が
つ
ら
な
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。

…
隅
田
川
の
河
岸
か
ら
は
な
れ
、
南
の
方

へ
む
か
っ
て
歩
い
て
ゆ
く
。
…
箕
輪
（
三

ノ
輪
）
に
入
り
…
』

　

こ
れ
は
筆
者
の
推
量
で
す
が
、
尾
久
の

原
公
園
の
脇
を
通
り
尾
竹
橋
の
た
も
と
か

ら
町
屋
ポ
ン
プ
所
の
横
を
抜
け
、
三
河
島

水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
辺
り
を
突
っ
切
っ
て
、
そ
の
後
は
現
在
の
正
庭
通
と
ほ
ぼ
重
な
る
道

筋
を
辿
っ
て
三
ノ
輪
へ
出
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
『
…
太
郎
稲
荷
の
か
た
わ
ら
を
過
ぎ
、
四
方
に
眼
を
く
ば
り
な
が
ら
間
道
を
進
ん
だ
。

…
日
が
か
た
む
き
、
西
日
が
水
面
を
輝
か
せ
た
。
前
方
に
多
く
の
寺
の
屋
根
が
見
え
、
…

寺
と
寺
の
間
の
細
い
道
を
進
み
、
…
一
行
は
家
並
み
の
間
を
縫
う
よ
う
に
進
ん
だ
。
あ
た

り
が
薄
暗
く
な
り
、
寺
町
に
入
っ
た
。
…
広
い
境
内
の
海
禅
寺
の
門
の
前
を
す
ぎ
…
小
川

に
か
か
っ
た
橋
を
渡
る
と
、
左
手
の
寺
の
裏
に
ま
わ
り
足
を
と
め
た
。
…
そ
の
寺
は
、
浅

草
合
羽
橋
の
東
光
院
で
、
…
宮
は
、
板
の
間
に
あ
が
り
、
廊
下
を
進
ん
で
奥
座
敷
に
入
っ

た
。』

　

三
ノ
輪
か
ら
は
、
ほ
ぼ
今
の
「
か
っ
ぱ
橋
道
具
街
通
」
の
一
つ
西
側
に
並
行
し
て
い
る

や
や
狭
い
道
筋
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

▲　輪王子宮が泊まった農家のあたり

▲　三河島汚水処分場用地
( 東京の下水道　100 年の歩み )
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寛
永
寺

　

上
野
の
山
は
江
戸
城
か

ら
見
て
東
北
の
方
位
に
あ

り
鬼
門
に
当
た
る
こ
と
か

ら
、
寺
院
を
建
て
国
家
安

全
・
武
運
繁
栄
を
祈
願
す

る
こ
と
に
な
り
、
二
代
将

軍
・
徳
川
秀
忠
か
ら
寄
進

を
受
け
た
土
地
に
、
天
海

僧
正
が
開
山
し
た
の
が
東

叡
山
寛
永
寺
で
す
。
ま
ず
、

寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）

に
本
坊
が
、
そ
の
後
、
諸

堂
宇
、
子
院
が
次
々
に
建

立
さ
れ
、
そ
の
境
内
は
現

在
の
上
野
公
園
の
二
倍
も

あ
り
ま
し
た
。
東
斜
面
に

は
、
三
十
六
の
坊
屋
が
並

ん
で
い
ま
し
た
。
上
野
戦

争
の
戦
火
で
山
内
の
寺
々

は
焼
け
落
ち
、
今
に
残
る

建
造
物
は
ご
く
わ
ず
か
で

す
。
場
所
は
変
わ
り
ま
し

た
が
旧
本
坊
の
表
門
が
、

東
京
国
立
博
物
館
の
近
く
に
あ
り
、
戦
闘
の
際
の
弾
痕
が
表
は
丸
い
穴
、
裏
は
木
目
に
沿

っ
て
弾
に
剥
ぎ
取
ら
れ
広
く
な
っ
て
生
々
し
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

明
治
八
年
、
川
越
の
喜
多
院
に
あ
っ
た
薬
師
堂
を
上
野
の
山
の
北
の
は
ず
れ
に
移
転
し

て
本
堂
と
し
、
寛
永
寺
を
復
興
し
ま
し
た
。
天
海
僧
正
が
喜
多
院
か
ら
出
た
縁
か
ら
だ
そ

う
で
す
。

江
戸
道

　

江
戸
時
代
末
期
、
上
尾
久
、
下
尾
久
、

町
屋
を
通
り
、
三
河
島
、
根
岸
を
経

て
日
本
橋
に
至
る
道
が
あ
り
、「
江
戸

道
（
え
ど
み
ち
）」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。
輪
王
寺
宮
は
、
こ
の
道
を
逆

に
辿
っ
て
潜
行
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
宮
地
の
六
地
蔵
（
荒
川
四

の
十
）
が
、
こ
の
道
の
脇
に
佇
ん
で

い
ま
す
。
永
く
地
元
や
旅
行
く
人
々

に
安
ら
ぎ
を
与
え
て
き
た
こ
と
で
し

ょ
う
。

　

こ
こ
か
ら
、
今
で
は
町
屋
銀
座
商

隆
会
の
商
店
街
と
な
っ
て
い
る
、
か

つ
て
の
江
戸
道
を
北
に
辿
る
と
、
輪

王
寺
宮
の
一
行
が
通
っ
た
満
光
寺（
東

尾
久
三
の
二
）
や
阿
遮
院
（
東
尾
久

三
の
六
）
の
脇
に
出
ま
す
。
こ
こ
か

ら
先
の
江
戸
道
は
、
筆

者
の
推
量
で
す
が
、
現

在
の
都
電
荒
川
線
に
沿

っ
て
北
西
に
延
び
、
熊

野
前
、
宮
ノ
前
へ
と
辿

る
道
筋
と
ほ
ぼ
重
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

▲　宮地の六地蔵

▲　江戸図屏風　の部分ビュジアル台東区史

▲　現在の江戸美智
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藍
染
川
の
分
水
路

　

六
地
蔵
の
前
を
北

に
と
り
尾
竹
橋
通
に

出
て
し
ば
ら
く
行
く

と
、
京
成
電
鉄
の
高

架
線
に
沿
っ
た
道
路

と
交
差
し
ま
す
が
、

こ
の
脇
に
「
花
の
木

橋
」
の
橋
標
が
保
存

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
道
路
は
、
三
河
島

田
圃
を
開
削
し
て
大

正
七
年
に
造
ら
れ
た

藍
染
川
（
谷
田
川
の
下
流
）
の
分
水
路
の
水
路
敷
だ

っ
た
の
で
す
。
藍
染
川
の
本
流
を
台
東
区
内
の
初
音
町

（
旧
町
名
）
で
分
水
し
、
西
日
暮
里
下
ま
で
は
ト
ン

ネ
ル
で
、
そ
の
下
流
は
開
渠
で
、
隅
田
川
ま
で
の
約

三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
流
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
橋
の

ほ
か
に
も
「
子
ノ
神
（
ね
の
か
み
）
橋
」
や
「
地
蔵
橋
」

な
ど
が
架
け
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
分
水
路
が
下
水
道
幹
線
と
な
り
覆
蓋
さ
れ
、
そ

の
上
部
が
道
路
に
な
っ
た
の
は
昭
和
三
十
五
年
に
な

っ
て
か
ら
で
す
。

三
河
島
付
近
の
鶴

　

か
つ
て
三
河
島
か
ら
三
ノ
輪
に
か
け
て
は
田
圃
が

広
が
り
所
々
に
沼
沢
地
が
点
在
し
、
冬
に
な
る
と
ナ

ベ
ヅ
ル
な
ど
の
鶴
が
飛
来
し
て
く
る
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
明
治
初
年
ま
で
は
鶴
の
餌
付
役
が
い

て
、
毎
年
十
一
月
か
ら
の
農
閑
期
に
竹
の
囲
い
を
廻
ら
し
て
、
朝
と
晩
の
二
回
、
餌
を
与

え
て
い
た
そ
う
で
す
。

荒
木
田
の
原

　

町
屋
駅
前
か
ら
尾
竹
橋
通
を
少
し
北
に
辿
る
と
、「
荒
木
田
」
の
交
差
点
に
出
ま
す
。

こ
の
辺
り
一
帯
は
、
中
世
に
「
荒
木
田
庄
」
が
置
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
そ
う
で
す
。
江

戸
時
代
に
は
、「
荒
木
田
の
原
」
と
呼
ば
れ
、
春
と
も
な
れ
ば
ス
ミ
レ
や
レ
ン
ゲ
が
咲
き

乱
れ
、「
江
戸
名
所
花
暦
」
に
も
、

　
『
荒
木
田
の
原
、
千
住
と
尾
久
と
の
あ
い
だ
の
原
、
お
び
た
だ
し
き
す
み
れ
な
り
。
前

は
川
に
臨
み
て
絶
景
の
地
な
り
。
春
は
遊
客
酒
肴
を
も
た
ら
し
き
た
っ
て
興
ず
る
こ
と
、

日
の
西
山
に
傾
く
を
知
ら
ず
』

　

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
付
近
の
畑
土
は
「
荒
木
田
土
」
と
呼
ば
れ
、
家
屋
の
壁
土
と
し
て

使
用
さ
れ
ま
し
た
。

▲　明治初期の三河島界隈 ( 荒川両眼一覧乃図）▲　開渠の藍染川の分水路 ( 東京の水道 )　

▲　三ノ輪から見た三河島田園 ( 歌川広重「名所江戸百景」）
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三
河
島
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
旧
喞
筒
（
ポ
ン
プ
）
場
施
設
が
重
要
文
化
財
に
指
定

　

平
成
十
九
年
十
二
月
に
「
旧
三
河
島
汚
水
処

分
場
喞
筒
（
ポ
ン
プ
）
場
施
設
」
が
国
の
重

要
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

七
十
年
以
上
も
都
民
の
衛
生
を
支
え
て
き
た
レ

ト
ロ
な
煉
瓦
造
の
施
設
が
今
後
と
も
こ
の
地
に

保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
下
水
道

関
係
者
と
し
て
喜
ば
し
い
限
り
で
す
。
サ
ク
ラ

や
ツ
ツ
ジ
な
ど
の
緑
の
木
立
を
背
景
と
し
、
チ

ン
チ
ン
と
警
笛
を
鳴
ら
し
な
が
ら
こ
の
施
設
を

か
す
め
て
走
る
都
内
で
一
路
線
だ
け
残
さ
れ
た

都
電
を
前
景
に
、
春
夏
秋
冬
と
も
一
幅
の
絵
と

な
る
産
業
遺
産
と
し
て
、
今
後
と
も
永
く
地
元

の
人
々
と
と
も
に
歩
む
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
文
責　

地
田
）

参
考
資
料
（
文
中
で
明
記
し
た
も
の
を
除
く
）

「
荒
川
区
史
跡
散
歩
」
学
生
社

「
荒
川
区
の
歴
史
」
名
著
出
版

探
訪
余
話

　

日
本
下
水
文
化
研
究
会
会
報
「
ふ
く
り
ゅ
う
五
十
六
号
」
の
記
事
よ
り
、
旧
三
河
島
汚

水
処
分
場
卿
筒
（
ポ
ン
プ
）
場
施
設
の
概
要
を
紹
介
し
、
探
訪
余
話
と
し
ま
す
。

　
『
三
河
島
処
理
場
（
旧
三
河
島
汚
水
処
分
場
、
現
三
河
島
水
再
生
セ
ン
タ
ー
）
の
建

設
工
事
が
始
ま
っ
た
の
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）。
主
ポ
ン
プ
室
は
大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）、
そ
の
他
の
関
連
施
設
は
翌
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
完
成
し
た
。
運
転
開
始
は

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）。
日
本
初
の
近
代
的
な
下
水
処
理
場
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　

当
初
は
、
砕
石
に
下
水
を
散
水
し
空
気
中
の
酸
素
を
利
用
す
る
「
散
水
濾
床
法
」
を
採

用
し
た
が
、
一
九
三
四
年
に
は
「
活
性
汚
泥
法
」
に
変
更
。
以
後
、
下
水
処
理
技
術
は
格

段
の
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
も
の
の
、
微
生
物
に
よ
っ
て
汚
れ
を
分
解
す
る
と
い
う
意
味
で

は
、
大
ま
か
な
流
れ
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　

三
河
島
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
敷
地
内
に
は
、
運
転
開
始
時
に
築
造
さ
れ
た
「
主
ポ
ン
プ

室
」
が
、
今
も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
設
置
さ
れ
た
大
型
ポ
ン
プ
や
自
走
式
ク
レ
ー
ン

は
、
当
時
の
最
新
技
術
で
あ
り
、
大
き
な
注
目
を
集
め
た
。
そ
れ
ら
の
技
術
と
同
じ
く
ら

い
市
民
の
関
心
を
誘
っ
た
の
が
、
ウ
ィ
ー
ン
分
離
派
の
影
響
を
色
濃
く
残
す
建
物
だ
っ
た
。

ウ
ィ
ー
ン
分
離
派
の
活
動
は
、
英
国
の
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ト
や
フ
ラ
ン
ス
を
中

心
に
花
開
い
た
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
と
も
に
、
十
九
世
紀
末
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
ザ
イ

ン
史
を
彩
っ
て
い
る
が
、
規
則
的
に
配
置
さ
れ
た
「
主
ポ
ン
プ
室
」
の
柱
型
は
そ
の
ま
ま

近
代
化
の
リ
ズ
ム
と
呼
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
の
施
設
は
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
ま
で
稼
動
し
て
い
た
。
休
止
後
の
平
成

十
五
年
（
二
〇
〇
三
）、「
主
ポ
ン
プ
室
」（
正
確
に
は
三
河
島
処
理
場
主
ポ
ン
プ
室
及
び

関
連
施
設
）
は
、
東
京
都
指
定
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
稼

動
当
初
の
構
造
を
良
く
と
ど
め
、
近
代
下
水
処
理
シ
ス
テ
ム
の
遺
構
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、

土
木
・
建
築
技
術
の
歴
史
の
上
で
価
値
が
高
い
」
と
い
う
評
価
を
受
け
て
の
こ
と
。
さ
ら

に
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
は
、
国
の
重
要
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
た
。

　

ど
う
し
て
も
、
赤
レ
ン
ガ
造
の
建
物
、
つ
ま
り
地
上
部
分
の
「
建
築
」
に
目
が
向
い
て

し
ま
う
が
、
阻
水
扉
室
や
沈
砂
池
と
い
っ
た
「
構
造
物
」、
す
な
わ
ち
地
下
の
土
木
・
設

備
技
術
の
体
系
も
ま
た
近
代
日
本
を
支
え
て
き
た
文
化
だ
と
い
う
こ
と
に
は
留
意
し
て

お
き
た
い
。「
主
ポ
ン
プ
室
」
は
、
建
築
史
の
う
え
で
も
、
下
水
道
技
術
史
の
う
え
で
も
、

大
き
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
建
造
物
な
の
で
あ
る
。
…
』

▲　旧三河島汚水処分場喞筒（ポンプ）場施設と都電


