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昭
和
二
五
年
に
決
定
さ
れ
た
東
京
都
の
区
部
下
水
道
計
画
に
は
、
荒
川
以
東
の
足
立
区
、

葛
飾
区
、
江
戸
川
区
、
そ
れ
に
練
馬
区
の
大
部
、
板
橋
区
の
一
部
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
大
半
が
緑
地
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
ら
の
地
域

が
下
水
道
計
画
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
三
九
年
に
な
っ
て
か
ら
で
す
が
、
そ

の
後
の
下
水
道
建
設
は
順
調
に
進
み
、
昭
和
四
九
年
に
は
新
河
岸
水
再
生
セ
ン
タ
ー
が
、

五
二
年
に
は
小
菅
（
セ
）
が
、
五
六
年
に
は
葛
西
（
セ
）
が
、
そ
し
て
五
九
年
に
は
中
川

（
セ
）
が
相
次
い
で
運
転
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
職
場
界
隈
探
訪
は
、
四
、五
十
年
ほ
ど
前
ま
で
、
近
郊
農
村
の
風
情
を
ま
だ
色

濃
く
残
し
て
い
た
、
中
川
（
足
立
区
に
所
在
）、
小
菅
（
葛
飾
区
に
所
在
）
の
両
水
再
生

セ
ン
タ
ー
界
隈
の
今
昔
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

探
訪
ル
ー
ト
は
、
京
成
線
お
花
茶
屋
駅
→　

葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
→　

旧
葛

西
用
水
沿
い
を
遡
る
→　

旧
水
戸
街
道
を
下
る
→　

中
川
に
架
か
る
中
川
橋
→　

古
隅
田

川
上
流
跡
（
葛
飾
区
と
足
立
区
と
の
境
界
を
為
す
）
を
辿
る
→　

常
磐
線
亀
有
駅
→　

旧

日
立
製
作
所
亀
有
工
場
へ
の
引
込
み
線
跡
を
辿
る
→　

亀
有
駅
→　

綾
瀬
駅
→　

古
隅

田
川
下
流
跡
を
辿
る
→　

綾
瀬
川
に
架
か
る
水
戸
橋
→　

小
菅
水
再
生
セ
ン
タ
ー　

で
す
。

　
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
の
活
動

　

京
成
線
の
お
花
茶
屋
駅
を
降
り
て
右
折
す
る

と
、
す
ぐ
に
広
い
道
路
に
出
ま
す
。
か
つ
て
こ

こ
を
流
れ
て
い
た
水
路
（
葛
西
用
水
）
跡
が
道

路
に
な
っ
た
の
で
す
。
北
へ
八
分
ほ
ど
行
く
と
、

屋
上
に
天
体
観
測
の
ド
ー
ム
を
置
く
「
葛
飾

区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
」
が
見
え
て
き
ま
す
。

博
物
館
近
辺
で
は
、
道
路
の
中
央
部
分
が
曳
舟

川
親
水
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
こ
の
博
物
館
で
す
が
、
一
階
に
は
講
堂
と
資

料
室
が
あ
り
、
二
階
は
郷
土
史
の
フ
ロ
ア
で
、「
葛
飾

と
水
」、「
葛
飾
の
歩
み
」、「
葛
飾
の
暮
ら
し
」
な
ど

の
コ
ー
ナ
ー
に
分
か
れ
て
い
る
展
示
室
と
な
っ
て
い

ま
す
。
三
～
五
階
は
天
文
の
フ
ロ
ア
で
、
プ
ラ
ネ
タ

リ
ウ
ム
が
春
夏
秋
冬
の
星
座
の
動
き
を
投
映
し
て
く

れ
ま
す
。

　

明
治
の
初
め
、
人
口
一
万
人
ほ
ど
の
田
ん
ぼ
が
広

が
る
農
村
地
帯
で
あ
っ
た
葛
飾
区
域
は
、
今
で
は

四
十
万
人
を
超
え
る
住
宅
都
市
へ
と
大
き
く
変
貌
し

ま
し
た
。

　

博
物
館
で
は
、
郷
土
の
文
化
や
伝
統
を
後
世
に
伝

え
る
べ
く
平
成
九
年
か
ら
、
実
際
の
田
ん
ぼ
で
の
体
験
学
習
を
通
じ
て
、
農
村
の
民
俗
・

文
化
の
魅
力
を
区
民
に
学
ん
で
も
ら
う
企
画
を
立
て
て
き
ま
し
た
。「
農
村
」
や
「
農
家

の
人
々
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、人
と
人
、都
市
と
農
村
の
交
流
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、様
々

な
活
動
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
博
物
館
が
刊
行
し
た
冊
子
「
村
の
暮
ら
し
を
学
ぶ
」
に
は
、

―
田
ん
ぼ
の
活
動
、
田
ん
ぼ
に
学
ぶ
、
田
ん
ぼ
で
出
来
る
こ
と
―
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
も

と
、
そ
の
経
過
が
纏
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
同
じ
農
村
が
ら
み
で
す
が
、
少
し
視
点
を
変
え
た
「
肥
や
し
の
チ
カ
ラ
」
や
そ
の
続

編
と
し
て
の
「
肥
や
し
の
底
チ
カ
ラ
」
と
銘
打
っ
た
特
別
展
で
は
、
都
市
で
発
生
し
た
屎

尿
を
下
肥
と
し
て
農
村
に
還
元
し
て
き
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　

博
物
館
の
前
に
田
ん
ぼ
を
作
っ
た
の
も
、
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
一
環
で
す
。
田
ん
ぼ
で

実
っ
た
「
稲
」
が
ど
の
よ
う
な
手
順
を
経
て
食
卓
で
見
る
「
米
」
に
な
る
の
か
を
、
都
会

に
住
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
が
リ
ア
ル
に
観
察
で
き
る
よ
う
に
と
考
え
た
の
で
す
。
街
中

に
あ
る
博
物
館
の
前
に
田
ん
ぼ
が
あ
れ
ば
、
来
館
の
都
度
あ
る
い
は
通
り
す
が
り
に
、
稲

の
生
育
を
観
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
す
。

　

幸
い
、
こ
う
し
た
博
物
館
側
の
熱
意
と
、
葛
飾
区
に
か
つ
て
あ
っ
た
風
景
を
公
園
の
中

に
復
元
し
た
い
と
云
う
公
園
側
の
意
図
と
が
合
致
し
、
博
物
館
前
で
整
備
が
進
ん
で
い
た

写真―１　曳舟川親水公園

写真―２　葛飾区郷土と天文の博物館
『葛飾区カタログ』より
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葛
西
用
水

　

利
根
川
の
中
流
を
取
水
口
と
す
る
用
水
路
は
、
葛
飾
区
に
入
る
と
常
磐
線
ガ
ー
ド
の
南

で
、
二
筋
の
流
れ
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

東
側
の
水
路
は
、
葛
西
用
水
と
云
う
農
業
用
水
で
し
た
。
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）、

幕
府
の
命
に
よ
っ
て
関
東
郡
代
・
伊
奈
半
左
衛
門
が
開
削
し
た
も
の
で
す
。

　

一
方
、
西
側
の
水
路
は
亀
有
上
水
で
、
埋
立
地
や
干
拓
地
か
ら
な
る
本
所
・
深
川
方

面
へ
飲
料
水
を
送
っ
て
い
た
流
れ

で
す
。
本
所
上
水
と
も
呼
ば
れ
ま
し

た
。
こ
ち
ら
は
元
禄
（
一
六
八
八
～

一
七
〇
四
）
の
頃
、
今
の
埼
玉
県

越
谷
の
瓦
曽
根
溜
井
（
溜
井
と
は
川

を
堰
き
止
め
た
一
種
の
貯
水
池
）
か

ら
水
を
引
い
た
も
の
で
す
が
、
享
保

（
一
七
一
六
～
三
六
）
の
頃
に
は
廃

止
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
上
水
と

し
て
の
役
割
は
わ
ず
か
六
〇
年
で
す
。

　

図
―
１
は
、初
代
・
歌
川
広
重
が
描
い
た
名
所
江
戸
百
景
の
「
四
ツ
木
通
用
水
引
ふ
ね
」

で
す
。

　

上
水
廃
止
後
の
亀
有
上
水
の
水
路
は
、
た
だ
水
が
流
れ
て
い
る
だ
け
の
堀
に
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
～
一
八
）
に
な
っ
て
、
こ
の
川
筋
の
篠
原
村
～
亀
有

村
間
の
二
八
町
余
（
三
〇
五
〇
メ
ー
ト
ル
余
）
が
乗
合
い
舟
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
サ
ッ
パ
コ
と
云
わ
れ
た
小
舟
に
五
～
六
人
を
乗
せ
、
川
に
沿
っ
た
道
（
四

ツ
木
通
り
）
で
船
頭
が
肩
に
綱
を
つ
け
て
舟
を
引
く
、
い
わ
ゆ
る
曳
舟
で
す
。

　

代
金
は
一
人
二
四
文
ほ
ど
で
、
貸
切
り
は
一
〇
〇
文
で
し
た
。
川
幅
は
お
よ
そ
三
間

（
五
・
四
メ
ー
ト
ル
）、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
流
れ
を
の
ん
び
り
と
人
に
引
か
れ
て
上
り
下
り

し
て
い
ま
し
た
。
舟
は
揺
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
な
か
っ
た
と
云
い
ま
す
。
舟
の
数
は
篠
原

村
に
二
艘
、
四
ツ
木
村
に
三
艘
、
亀
有
村
に
七
艘
あ
っ
た
と
云
い
ま
す
。
こ
れ
以
後
、
こ

の
流
れ
は
曳
舟
川
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
一
五
年
頃
ま
で
行
な
わ
れ
て

曳
舟
川
親
水
公
園
の
中
に
田
ん
ぼ
を
入
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
わ
ず
か
に
超
え
る
程
度

の
小
さ
な
も
の
で
す
が
、
当
時
、
葛
飾
区
に
は
田
ん

ぼ
が
も
は
や
一
枚
も
な
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
公
園

内
の
も
の
が
区
内
で
唯
一
で
し
た
。

　
「
区
の
お
知
ら
せ
」
を
通
じ
て
会
員
を
募
集
し
た

「
田
ん
ぼ
倶
楽
部
」
は
、
も
う
十
数
年
続
い
て
い
る

そ
う
で
す
。
そ
の
後
に
出
来
た
「
田
ん
ぼ
サ
ポ
ー
タ

ー
」
や
「
田
ん
ぼ
ジ
ュ
ニ
ア
」
そ
し
て
「
葛
飾
酒
作

り
本
舗
」
は
皆
、
こ
の
倶
楽
部
か
ら
派
生
し
た
グ
ル

ー
プ
で
す
。

　

な
か
で
も
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
「
田
ん
ぼ
サ
ポ
ー
タ
ー
」
の
活
動
を
、
先
ほ

ど
の
冊
子
「
村
の
暮
ら
し
を
学
ぶ
」
よ
り
引
用
し
紹
介
し
ま
す
。

　
『
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
葛
飾
区
に
残
っ
て
い
た
農
村
的
な
伝
統
や
文
化
を
学
習
す
る
場

で
の
補
助
的
役
割
だ
け
で
な
く
、
よ
り
農
村
サ
イ
ド
に
近
い
と
こ
ろ
で
の
サ
ポ
ー
ト
役
な

ど
、
そ
の
活
動
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

　

米
作
り
は
も
ち
ろ
ん
農
作
物
栽
培
の
指
導
を
農
家
か
ら
直
接
受
け
な
が
ら
、
バ
ラ
エ
テ

ィ
ー
に
富
ん
だ
作
物
を
つ
く
っ
た
り
、
収
穫
祭
や
田
ん
ぼ
ジ
ュ
ニ
ア
の
活
動
な
ど
で
そ
の

作
物
を
使
っ
て
の
試
食
会
を
毎
年
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
数
年
前
よ
り
、
つ
く
ば
み
ら
い
市
筒
戸
地
区
の
松
本
邸
で
の
農
家
民
泊
、
田
ん
ぼ

周
辺
に
お
け
る
生
き
物
調
査
を
含
め
た
ビ
オ
ト
ー
プ
作
り
な
ど
、
サ
ポ
ー
タ
ー
が
中
心
と

な
っ
て
行
な
う
活
動
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

農
村
側
に
頼
っ
て
い
た
農
作
業
に
関
す
る
細
か
な
説
明
や
指
導
も
、
現
在
で
は
サ
ポ
ー

タ
ー
の
口
か
ら
農
村
の
楽
し
さ
や
魅
力
が
積
極
的
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。　

　

こ
れ
は
、サ
ポ
ー
タ
ー
で
あ
る
都
市
住
民
が
農
村
側
の
参
加
者
と
と
も
に
、農
村
の
様
々

な
魅
力
を
再
発
見
し
、
そ
れ
に
主
体
的
に
関
わ
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。』

写真―３　博物館前の田んぼでの草取り
『村の暮らしを学ぶ』より

図
―
１　
四
ツ
木
通
用
水
引
ふ
ね   「
名
所
江
戸
百
景
」
よ
り
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い
ま
し
た
。

　

こ
の
絵
で
、
遠
方
に
見
え
る
山
は
筑
波
山
で
す
。

　

船
頭
が
綱
を
引
く
四
ツ
木
通
り
は
、
浮
世
絵
で
は
東
側
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
に

は
西
側
で
す
。
ま
た
堤
を
隔
て
て
東
に
あ
っ
た
堀
も
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
構
図
上
、
広

重
は
い
く
つ
か
の
改
変
を
加
え
て
い
ま
す
。

　

葛
西
用
水
と
亀
有
上
水
の
二
本
の
水
路
は
、
戦
後
一
本
に
な
り
、
そ
の
一
本
も
平
成
に

な
っ
て
埋
立
て
ら
れ
、
曳
舟
川
親
水
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

亀
有
の
発
展

　

博
物
館
前
の
旧
葛
西
用
水
筋
を
北
へ
遡
り
二
〇
分
ほ
ど
で
、
旧
水
戸
街
道
に
出
ま
す
。

亀
有
駅
ま
で
は
あ
と
五
、六
分
の
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
を
右
折
し
、
街
道
沿
い
を
中
川
に

向
か
い
ま
し
た
。

　

明
治
三
〇
年
に
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
の
亀
有
駅
が
開
業
し
、
住
宅
や
商
店
が
駅
周
辺
に
次
第
に

集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
わ
け
て
も
大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
以
降
、
都
心
部
の

被
災
者
が
周
辺
農
村
で
あ
っ
た
葛
飾
区
域
に
移
住
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
頃
の
亀
有
の
賑
わ
い
の
中
心

は
ま
だ
、
駅
の
南
口
か
ら
少
し
離
れ

た
旧
水
戸
街
道
沿
い
で
し
た
。
こ
こ

は
日
本
橋
か
ら
三
里
、
千
住
か
ら
一

里
の
と
こ
ろ
で
一
里
塚
も
あ
り
ま
し

た
。
馬
蹄
屋
、
籠
屋
、
ざ
る
屋
、
下

駄
屋
な
ど
の
店
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
水
戸
三
五
万
石
の
徳
川
家
を
は
じ
め
、
房
・
常
・
総
・
奥
州
の
諸
大

名
の
行
列
が
参
勤
交
代
の
度
に
通
り
、
わ
け
て
も
水
戸
侯
の
行
列
に
際
し
て
は
、
街
道
筋

の
家
々
は
雨
戸
を
閉
め
て
裏
側
か
ら
こ
わ
ご
わ
覗
く
か
、
道
端
に
土
下
座
し
て
お
そ
る
お

そ
る
拝
見
す
る
か
で
あ
っ
た
と
云
い
ま
す
。

小
梅
や
四
ツ
木
か
ら
乗
っ
た
曳
船
の
舟
客
は
、
お
酒
や
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
田
園
風
景
を

の
ん
び
り
楽
し
み
、
こ
の
街
道
と
交
差
す
る
辺
り
の
舟
着
き
場
で
舟
を
下
り
ま
し
た
。
か

つ
て
そ
こ
に
は
茶
店
が
二
軒
あ
り
、
舟
を
乗
り
降
り
す
る
人
た
ち
の
休
憩
所
に
も
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　

駅
か
ら
こ
の
街
道
に
至
る
道
は
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
で
き
た
も
の
で
「
改
正
道
路
」

と
云
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
初
、
こ
の
道
路
沿
い
に
は
家
な
ど
一
軒
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
今
で
は
「
ゆ
う
ろ
ー
ど
商
店
街
」
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

亀
有
の
発
展
を
さ
ら
に
促
し
た
の
は
、
昭
和
一
二
年
の
日
立
製
作
所
亀
有
工
場
の
開
設

で
す
。
鉄
道
に
近
く
引
込
み
線
が
引
き
や
す
い
こ
と
、
中
川
に
も
面
し
て
い
て
船
の
便
を

用
い
て
の
荷
物
の
輸
送
が
で
き
る
こ
と
、
本
拠
地
で
あ
る
茨
城
県
の
他
工
場
と
の
連
絡
が

取
り
や
す
い
こ
と
な
ど
の
立
地
条
件
が
評
価
さ
れ
て
の
こ
と
で
す
。

日
本
煉
瓦
の
工
場
跡
地
や
そ
れ
に
隣
接
す
る
農
地
を
買
収
し
て
、
工
場
用
地
を
確
保
し
ま

し
た
。
所
在
地
は
足
立
区
の
大
谷
田
で

す
が
、
最
寄
り
の
駅
が
亀
有
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
「
亀
有
工
場
」
と
名
付
け
ら

れ
ま
し
た
。

　

本
格
的
な
操
業
は
翌
一
三
年
か
ら
で
、

主
に
揚
水
ポ
ン
プ
な
ど
の
産
業
用
機
械

を
生
産
し
て
い
ま
し
た
。
戦
時
中
は
軍

需
工
場
の
指
定
を
受
け
、
戦
車
な
ど
の

兵
器
も
製
造
し
た
そ
う
で
す
。

　

駅
前
に
は
、「
日
立
タ
ク
シ
ー
」
を
は

じ
め
と
す
る
タ
ク
シ
ー
会
社
や
人
力
車
が
置
か
れ
ま
し

た
。
そ
の
頃
、
大
谷
田
に
あ
っ
た
灸
医
が
評
判
で
、
こ

こ
に
通
院
す
る
人
た
ち
が
遠
く
か
ら
電
車
を
乗
り
継
い

で
亀
有
ま
で
通
っ
て
来
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
西
亀
有

に
日
立
の
社
宅
が
で
き
、
こ
こ
の
人
た
ち
が
亀
有
に
出

て
買
い
物
を
し
た
り
、
娯
楽
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

三
遊
館
、
亀
有
館
、
日
立
館
と
い
う
三
つ
の
映
画
館

が
あ
り
、
そ
の
う
ち
三
遊
館
は
寄
席
と
し
て
も
営
業
し

て
い
ま
し
た
。
日
立
館
の
名
前
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

写真―４　旧水戸街道亀有
上宿の碑

写真―５　日立亀有工場
『現場へようこそ』より

写真―６　昭和 31 年の亀有駅北口
『現場へようこそ』より
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日
立
の
工
場
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
銭
湯
に
も
「
日
立
湯
」
と
云
う
の
が
あ
り

ま
し
た
。

　

亀
有
工
場
の
従
業
員
ら
の
便
宜
を
考
え
、
そ
れ
ま
で
の
南
口
に
加
え
て
、
昭
和
一
六
年

に
新
た
に
工
場
の
あ
る
北
口
に
も
改
札
口
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

工
場
へ
の
専
用
貨
物
線

　

日
立
・
亀
有
工
場
へ
の
資
材
搬
入
や
製
品
出
荷
の
た
め
の
専
用
貨
物
線
が
、
昭
和
一
八

年
に
開
通
し
て
い
ま
す
。
駅
構
内
の
北
側
に
三
本
の
側
線
を
持
つ
ヤ
ー
ド
が
設
置
さ
れ
、

日
立
・
笠
戸
工
場
製
の
二
五
ｔ
タ
ン
ク
機
関
車
数
両
を
使
っ
て
貨
車
を
牽
引
し
ま
し
た
。

昭
和
三
四
年
に
は
、
工
場
内
の
線
路
が
延
伸
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
四
〇
年
代
に
入
る
と
、
住
宅
地
域
の
拡
大
・
密
集
化
に
伴
う
騒
音
、
煤
煙
な
ど

の
工
場
公
害
が
問
題
と
な
り
、「
東
京
都
公
害
防
止
条
例
」
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

日
立
で
は
都
内
に
あ
る
工
場
を
地
方
に
移
転
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
亀
有
工
場
に
つ
い
て
は
、
首
都
圏
輸
送
力
増
強
の
一
環
と
し
て
、
営
団
地
下

鉄
千
代
田
線
と
の
相
互
乗
り
入
れ
が
計
画
さ
れ

常
磐
線
が
高
架
複
々
線
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

亀
有
駅
で
の
専
用
貨
物
線
の
接
続
が
不
可
能
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

茨
城
県
の
土
浦
工
場
の
開
設
に
よ
り
、
亀
有

工
場
は
昭
和
四
九
年
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
ま
し

た
。
も
っ
と
も
専
用
貨
物
線
は
、
こ
れ
よ
り
早

い
時
期
に
、
す
で
に
使
用
が
休
止
さ
れ
線
路
も

撤
去
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

広
大
な
工
場
跡
地
は
東
京
都
に
譲
渡
さ
れ
、

大
部
分
は
中
川
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
用
地
と
な

り
、
そ
の
周
辺
部
も
都
立
中
川
公
園
と
し
て
整

備
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
の
繁
栄
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ

た
貨
物
専
用
線
（
約
一
・
六
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
）
は
、
現
在
で
は
住
宅
地
の

中
に
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
か

つ
て
の
沿
線
に
は
そ
の
存
在
を
偲
ぶ

い
く
つ
か
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

駅
構
内
の
貨
物
側
線
か
ら
分
岐
し

た
専
用
線
は
、
左
に
緩
や
か
な
カ
ー

ブ
を
描
き
、
そ
の
先
は
北
に
向
か
っ

て
直
進
し
て
い
ま
し
た
。
単
線
の
線
路
敷
跡
に
は
、

今
で
は
一
戸
建
住
宅
が
カ
ー
ブ
に
沿
っ
て
連
続
し

て
並
ん
で
い
ま
す
。

　

足
立
区
内
で
唯
一
の
尼
寺
で
あ
る
正
法
禅
庵
境

内
の
端
を
貫
通
し
て
い
た
線
路
敷
も
廃
線
後
、
元

の
境
内
に
返
還
さ
れ
ま
し
た
。
正
法
禅
庵
の
表
と

裏
を
通
る
道
路
に
面
し
た
塀
も
、
表
通
り
は
生
垣

に
続
く
ブ
ロ
ッ
ク
塀
で
ふ
さ
が
れ
、
裏
通
り
も

延
長
さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
異
な
っ
た
積
み
方

か
ら
、
そ
れ
と
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

古
隅
田
川
跡
を
歩
く

　

利
根
川
の
本
流
が
ま
だ
江
戸
の
低
地
を
南
下
し
て
流
れ
て
い
た
中
世
の
頃
、
現
在
の
葛

飾
区
域
は
下
総
国
の
葛
飾
郡
に
属
し
て
い
ま
し
た
。

　

一
六
世
紀
末
～
一
七
世
紀
前
半
に
、
利
根
川
中
流
の
関
宿
付
近
で
流
路
の
改
変
が
行
な

わ
れ
、
利
根
川
の
本
流
は
銚
子
で
太
平
洋
に
注
ぐ
、
現
在
の
河
道
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

写真―７　中川公園から中川水再生センターを望む

図―２　専用貨物線の路線図
宮脇俊三編著『鉄道廃線跡を歩くⅧ』より

写真―８　線路敷跡に建つ住宅写真―９　線路が寺の境内を通っ
ていた痕跡
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に
よ
り
江
戸
川
が
国
境
と
な
り
、

今
の
葛
飾
区
を
含
む
葛
西
領
は

武
蔵
国
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

江
戸
川
や
中
川
や
古
隅
田
川

（
ふ
る
す
み
だ
が
わ
）
は
、
大

水
の
度
に
河
川
の
流
路
が
め
ま

ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
た
頃
の

あ
る
時
期
に
、
利
根
川
の
本
流

が
流
れ
て
い
た
流
路
で
す
。

　

享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）
に
、
中
川
橋
の
近
く

に
あ
っ
た
亀
有
溜
井
が
廃
止
さ
れ
、
こ
の
時
こ
こ
か

ら
分
流
し
て
い
た
古
隅
田
川
も
締
切
ら
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

中
川
に
架
か
る
中
川
橋
の
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

上
流
の
右
岸
に
、
突
き
当
た
る
よ
う
に
ぶ
つ
か
っ
て

く
る
道
路
が
あ
り
ま
す
。
住
居
表
示
を
見
る
と
、
こ

の
道
路
の
南
側
が
葛
飾
区
、
北
側
が
足
立
区
と
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
改
め
て
地
図
に
当
た
っ

て
み
ま
し
た
。
な
ん
と
、こ
の
道
筋
は
亀
有
、綾
瀬
、

小
菅
へ
と
大
き
く
曲
が
り
く
ね
り
な
が
ら
続
い
て

お
り
、
し
か
も
ず
っ
と
こ
の
二
つ
の
行
政
区
の
境

と
な
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
あ
の
締
切

ら
れ
た
古
隅
田
川
の
川
筋
が
埋
立
て
ら
れ
、
今
で

は
幅
五
～
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
生
活
道
路
と
な
っ

て
い
た
の
で
す
。
往
時
は
も
っ
と
広
い
川
幅
の
大

河
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
締
切
り
後
、
時
が
経

つ
に
つ
れ
て
だ
ん
だ
ん
と
狭
め
ら
れ
、
雨
天
時
に

の
み
、
水
が
流
れ
る
排
水
路
と
し
て
の
働
き
を
担

っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
も
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、
流
路
は
地
下

に
埋
設
さ
れ
、
そ
の
上
部
が
道
路
と
し
て
活
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
今
で
こ
そ
、
こ
の
道
路

に
面
し
て
玄
関
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
昔
は
宅
地

の
裏
側
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

Ｊ
Ｒ
綾
瀬
駅
前
か
ら
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
は
、

こ
の
流
れ
に
蓋
が
掛
け
ら
れ
駐
輪
場
と
し
て
整
備
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
下
は
排
水
路
で
す
が
。

　

綾
瀬
川
に
注
ぐ
手
前
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
か
ら

は
、
か
つ
て
の
古
隅
田
川
の
水
面
が
顔
を
出
し
ま
す
。

両
岸
は
植
栽
さ
れ
、
そ
の
一
部
に
は
デ
ッ
キ
も
造
ら
れ
、

親
水
機
能
を
も
つ
遊
歩
道
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

自
然
河
川
の
趣
き
が
感
じ
ら
れ
る
比
較
的
き
れ
い
な
流

れ
で
す
。

　

最
終
的
に
は
、
水
戸
橋
（
旧
水
戸
街
道
は
こ
こ
を
通

る
）
の
す
ぐ
脇
に
あ
る
足
立
区
が
管
理
し
て
い
る
大
六

天
排
水
場
に
至
り
、
ポ
ン
プ
に
よ
っ
て
綾
瀬
川
に
排
除

さ
れ
て
い
ま
す
。

肥
舟
の
船
頭

　

葛
飾
区
な
ど
荒
川
以
東
の
農
村
地
域
に
は
、
江
戸
・

東
京
の
屎
尿
が
一
年
を
通
じ
て
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
。

全
国
的
に
み
て
も
こ
う
い
う
地
域
は
あ
ま
り
多
く
あ

り
ま
せ
ん
。
低
地
で
水
運
が
発
達
し
船
に
よ
る
大
量

の
運
搬
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
東
京
東

郊
の
農
村
で
は
、
独
特
と
も
云
っ
て
よ
い
下
肥
の
使

わ
れ
方
が
発
達
し
た
の
で
す
。

図―３　近世の河川流路
『かつしか風土記』より

写真―10　昭和８年の中川橋の改築工事
『現場へようこそ』より写真 11　中川橋から上流を望む

写真―12　駐輪場となっている古隅田川
写真―13　古隅田川の面影が残る水面写真―14　大六天排水場
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中
川
上
流
の
三
郷
市
彦
糸
に
在
住
し
昭
和
一
八
年
よ
り
、
東
京
か
ら
彦
糸
ま
で
船
で
屎

尿
を
運
ぶ
仕
事
を
し
て
い
た
船
頭
の
思
い
出
話
を
、「
特
別
展
肥
や
し
の
底
チ
カ
ラ
」（
葛

飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
、
二
〇
一
三
）
よ
り
紹
介
し
ま
す
。

　
『
家
は
農
家
で
あ
っ
た
が
、
農
業
の
ほ
か
に
様
々
な
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
父

親
の
代
に
は
近
く
を
流
れ
る
中
川
で
魚
と
り
を
す
る
こ
と
も
あ
り
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
船

に
親
し
ん
で
い
ま
し
た
。

　

彦
糸
の
農
事
実
行
組
合
が
東
京
市
と
契
約
を
し
て
下
肥
を
引
き
取
る
こ
と
に
な
り
、
私

が
そ
の
運
搬
を
請
負
い
ま
し
た
。

　

行
っ
た
先
は
ふ
た
つ
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
は
葛
飾
区
の
小
谷
野
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
中

川
を
下
っ
て
足
立
区
の
六
つ
木
の
手
前
か
ら
花
畑
運
河
に
入
っ
て
綾
瀬
川
に
入
り
ま
す
。

そ
こ
か
ら
水
戸
橋
を
越
え
た
と
こ
ろ
が
小
谷
野
で
す
。
小
谷
野
に
は
綾
瀬
水
門
が
あ
っ
て
、

水
が
ぐ
る
ぐ
る
廻
っ
て
い
ま
す
。
船
を
操
る
の
が
と
て
も
難
し
い
ん
で
す
。
そ
れ
で
よ
く
、

潮
が
変
わ
る
ま
で
小
菅
の
水
戸
橋
の
と
こ
ろ
で
待
っ
て
い
た
も
の
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
隅
田
川
に
面
し
た
梅
若
河
岸
で
す
。
こ
こ
は
大
き
な
入
り
江
に
な
っ

て
い
て
、
屎
尿
の
船
だ
け
で
な
く
砂
船
だ
と
か
石
炭
船
だ
と
か
い
ろ
い
ろ
な
船
の
溜
ま
り

場
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

梅
若
河
岸
に
行
く
と
き
も
小
谷
野
に
行
く
と
き
も
、
中
川
の
潮
が
下
が
っ
た
と
き
に
出

て
行
き
ま
す
。
た
い
て
い
は
お
昼
過
ぎ
に
出
て
行
っ

て
、
夕
方
着
き
ま
す
。
翌
日
、
下
肥
を
い
っ
ぱ
い
に

積
ん
で
、
今
度
は
上
げ
潮
に
乗
っ
て
彦
糸
へ
上
が
っ

て
い
き
ま
す
。
一
人
で
行
く
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で

す
が
、
若
い
衆
を
二
人
く
ら
い
連
れ
て
行
っ
て
手
伝

っ
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
船
に
は
寝
泊
り

で
き
る
セ
ジ
と
い
う
部
屋
が
あ
り
ま
す
。

　

彦
糸
に
あ
っ
た
よ
う
な
下
肥
の
共
同
貯
留
槽
が
中

川
の
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
ま
し
た
。』

　

川
を
遡
る
と
き
、
風
向
き
に
よ
っ
て
は
帆
を
張
っ

て
航
行
し
、
橋
の
下
を
潜
る
際
に
は
そ
の
帆
を
折
り

た
た
み
ま
し
た
。
図
―
４
は
、
綾
瀬
川
の
小
菅
付
近
を
遡
る
肥
船
の
様
子
を
記
憶
を
も
と

に
描
い
た
も
の
（
岡
田
菊
蔵
画
、『
特
別
展　

肥
や
し
の
底
チ
カ
ラ
』
よ
り
）
で
す
。

綾
瀬
屎
尿
処
分
場

　

今
回
の
探
訪
の
到
着
点
と
な
っ
た
小
菅
水
再
生

セ
ン
タ
ー
の
敷
地
に
、
か
つ
て
綾
瀬
屎
尿
処
分
場

と
呼
ば
れ
る
施
設
（
綾
瀬
作
業
所
と
も
云
う
）
が

あ
り
ま
し
た
。
各
家
庭
か
ら
汲
取
っ
て
き
た
屎
尿

を
肥
船
で
こ
こ
ま
で
運
び
、
そ
れ
を
河
川
水
で
希

釈
し
、
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
散
気
式
活
性
汚

泥
法
で
処
理
し
て
い
ま
し
た
。
竣
工
は
昭
和
八
年
、

運
転
開
始
は
翌
年
の
四
月
で
、
処
理
能
力
は
一
日

約
一
八
〇
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
で
し
た
。
戦
時
中
の
混

乱
も
あ
り
、
残
念
な
が
ら
昭
和
一
八
年
以
降
は
休

止
状
態
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

戦
後
、
こ
の
施
設
の
一
画
に
肥
樽
の
製
造
所
が
置
か
れ
、
用
度
係
が
居
て
木
曽
に
木
材

を
買
い
付
け
に
出
張
す
る
な
ど
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
綾
瀬
作
業
所
に
勤
め
て
い
た
桶
職
人
の
話
を
「
特
別
展　

肥
や
し
の
底
チ
カ
ラ
」

（
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
、
二
〇
一
三
）
か
ら
紹
介
し
ま
す
。

　
『
私
は
戦
後
、
足
立
区
に
あ
っ
た
親
戚
の
桶
屋
で
桶
職
人
の
道
を
志
し
て
働
い
て
い
ま

し
た
。
風
呂
桶
、
タ
ラ
イ
、
小
さ
い
桶
な
ど
が
主
力
で
し
た
が
、
肥
桶
も
た
く
さ
ん
作
り

ま
し
た
。
桶
を
締
め
る
タ
ガ
は
竹
の
も
の
と
金
属
の
も
の
と
が
あ
り
ま
し
た
。
竹
タ
ガ
を

使
う
の
は
熟
練
し
た
人
で
し
た
。

　

肥
桶
は
四
荷
つ
ま
り
八
本
作
る
と
、
米
一
俵
と
交
換
と
い
う
の
が
相
場
で
し
た
。
昭
和

二
六
年
頃
ま
で
は
本
当
に
忙
し
く
て
作
っ
て
も
作
っ
て
も
売
れ
ち
ゃ
い
ま
し
た
ね
。
と
こ

ろ
が
世
の
中
が
落
ち
着
い
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
、
桶
の
仕
事
は
だ
ん
だ
ん
暇
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。

　

た
ま
た
ま
勧
め
て
く
れ
る
人
が
い
て
、
七
年
間
勤
め
た
桶
屋
を
辞
め
て
、
東
京
都
の
職

員
に
な
っ
た
の
は
昭
和
二
八
年
の
こ
と
で
す
。
肥
桶
を
作
る
綾
瀬
作
業
所
に
入
っ
た
の
で

す
。
そ
こ
は
、
今
の
小
菅
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
あ
る
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。
働
い
て
い
た

図―４　帆走する肥船
『特別展　肥やしの底チカラ』より

写真―15　綾瀬屎尿処分場
『特別展　肥やしの底チカラ』より
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の
は
二
十
七
人
く
ら
い
で
、
製
材
屋
、
桶
屋
、
鍛
冶
屋
、
そ
の
ほ
か
女
性
も
い
て
庶
務
担

当
で
し
た
。
こ
こ
に
六
年
間
い
ま
し
た
。

　

屎
尿
を
運
ぶ
ト
ラ
ッ
ク
は
、
肥
桶
を
二
段
に
重
ね
て
運
ぶ
タ
イ
プ
の
も
の
と
、
荷
台
に

木
箱
が
付
い
て
い
て
、
そ
こ
に
下
肥
を
入
れ
る
も
の
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
木
箱
に
は

後
ろ
に
栓
が
あ
っ
て
そ
れ
を
抜
く
と
、
下
肥
が
流
れ
落
ち
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
木
箱
は
船
大
工
に
発
注
し
ま
し
た
。

　

昭
和
三
〇
年
代
に
入
り
、
東
京
都
で
も
バ
キ
ュ
ー
ム
カ
ー
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
肥
桶
は
も
う
要
ら
な
い
と
云
う
こ
と
に
な
り
、
昭
和
三
四
年
に
綾
瀬
作
業
所
は
閉

鎖
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
車
の
整
備
の
仕
事
を
覚
え
て
、
小
台
の
自
動
車
車
庫
へ
配
転
に
な

り
ま
し
た
。
綾
瀬
か
ら
小
台
へ
は
二
人
異
動
し
、
五
人
で
自
動
車
整
備
の
仕
事
を
し
ま
し

た
。
こ
の
自
動
車
と
云
う
の
は
も
ち
ろ
ん
バ
キ
ュ
ー
ム
カ
ー
の
こ
と
で
す
。
当
時
の
バ
キ

ュ
ー
ム
カ
ー
は
十
石
車
で
す
。下
肥
の
桶
に
し
て
九
十
本
分
が
い
っ
ぺ
ん
に
運
べ
ま
す
。』

　

な
お
、
昭
和
三
四
年
四
月
に
こ
の
綾
瀬
作
業
所
の
建
屋
や
施
設
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
清

掃
研
究
所
が
発
足
し
、
昭
和
五
〇
年
頃
ま
で
、
屎
尿
や
ゴ
ミ
に
関
す
る
研
究
を
こ
こ
で
行

な
っ
て
い
ま
し
た
。

（
文
責　

地
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
考
資
料
（
文
中
で
明
記
し
た
も
の
を
除
く
）

『
か
つ
し
か
風
土
記
』
郷
土
と
天
文
の
博
物
館

『
葛
西
用
水
―
曳
舟
川
を
さ
ぐ
る
』
郷
土
と
天
文
の
博
物
館

『
特
別
展　

現
場
へ
よ
う
こ
そ
』
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館

『
江
戸
史
跡
事
典　

下
巻
』
新
人
物
往
来
社

『
鉄
道
廃
線
跡
を
歩
く
Ⅷ
』
宮
脇
俊
三
、
Ｊ
Ｔ
Ｂ

探
訪
余
話

　

常
磐
線
の
下
り
が
荒
川
の
鉄
橋
を
渡
る
と
、
進
行
右
手
に
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
風
の
建
物

が
見
え
て
き
ま
す
。
こ
の
一
群
の
建
物
は
、
な
ん
と
東
京
拘
置
所
だ
そ
う
で
す
。
所
在
地

は
葛
飾
区
小
菅
で
す
。「
蒼
穹
か
ら
名
建
築
」（
週
刊
新
潮
、
第
五
十
九
巻
第
三
十
一
号
）

の
記
事
か
ら
、
そ
の
歴
史
的
経
過
を
追
っ
て
み
ま
し
た
。

　
『
屋
上
の
ヘ
リ
ポ
ー
ト
を
中
心
に
放
射
状
に
伸
び
る
十
二
階
建
て
の
タ
ワ
ー
は
、

二
〇
〇
六
年
に
完
成
し
た
新
・
東
京
拘
置
所
だ
。
収
容
定
員
三
〇
一
〇
人
は
、
全
国
八
ヵ

所
あ
る
拘
置
所
の
中
で
最
多
。
そ
の
手
前
の
相
似
形
の
よ
う
な
建
物
が
旧
拘
置
所
で
あ
り
、

以
前
は
小
菅
刑
務
所
だ
っ
た
。

　

日
本
の
犯
罪
史
を
見
つ
め
続
け
て
き
た
か
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
昔
は
八
代
将
軍
徳
川
吉

宗
が
鷹
狩
り
の
拠
点
と
し
た
「
小
菅
御
殿
」
が
あ
り
、
明
治
に
入
る
と
、
現
在
の
葛
飾
、

江
戸
川
、
足
立
区
な
ど
を
管
轄
す
る
「
小
菅
県
庁
」
が
置
か
れ
た
。
そ
れ
が
刑
務
所
の
前

身
「
東
京
集
治
監
」
に
変
わ
っ
た
の
は
一
八
七
九
年
の
こ
と
。
西
南
戦
争
で
逮
捕
者
が
増

え
す
ぎ
た
た
め
と
い
わ
れ
る
。
一
九
〇
三
年
に
は
「
小
菅
監
獄
」、
二
二
年
に
「
小
菅
刑

務
所
」
に
改
称
す
る
も
、
翌
年
の
関
東
大
震
災
で
被
災
し
た
た
め
に
、
二
九
年
に
完
成
し

た
の
が
旧
拘
置
所
だ
。
設
計
は
司
法
省
営
繕
課
の
蒲
原
重
雄
で
、
施
工
は
受
刑
者
た
ち
だ

っ
た
。
鳥
が
翼
を
広
げ
た
よ
う
な
形
は
歴
史
的
名
建
築
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
、
完
成
か
ら

三
年
後
に
は
喜
劇
王
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
が
訪
問
し
、
絶
賛
し
た
と
い
う
。

　

刑
務
所
が
拘
置
所
に
変
わ
っ
た
の
は
、
巣
鴨
に
あ
っ
た
東
京
拘
置
所
が
四
五
年
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
接
収
さ
れ
、
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
へ
と
変
わ
っ
た
た
め
に
、
拘
置
所
機
能
が
小
菅
に
加
え

ら
れ
た
の
が
き
っ
か
け
。
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
跡
は
高
層
ビ
ル
を
含
む
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
シ
テ
ィ

と
な
っ
た
が
、
小
菅
は
高
層
拘
置
所
と
し
て
い
ま
も
続
い
て
い
る
。』


