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は
千
住
大
橋
に
つ
い
で
大
き
な
橋
だ
っ
た

の
で
す
が
、
明
治
四
十
二
（
一
九
六
七
）

年
に
架
橋
さ
れ
、
翌
年
の
水
害
で
流
失
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
橋
の
位
置
で
す

が
、
現
在
の
千
住
河
原
町
と
橋
戸
町
の
境
、

日
光
街
道
か
ら
旧
道
が
分
か
れ
た
と
こ
ろ

あ
た
り
に
あ
り
ま
し
た
。
橋
の
長
さ
は
五

〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
な

ぜ
千
住
大
橋
に
次
い
で
大
き
な
橋
が
こ
ん

な
と
こ
ろ
に
架
か
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
？
橋
の
下
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
？
現
在
の
そ
の
場
所
か
ら
で
は
想
像
で

き
な
い
の
で
す
が
、
大
き
な
沼
沢
地
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
明
治
四
十
三
年
の
水
害
の

際
に
流
失
し
た
新
開
橋
の
絵
葉
書
（
写
真
）

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
見
る
と
、
流
さ

れ
た
橋
が
、
荒
川
の
よ
う
な
大
き
な
沼
に

浮
か
ん
で
い
て
レ
ン
ガ
製
？
の
高
架
橋

（
常
磐
線
の
線
路
橋
）
に
寄
り
か
か
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
新
開
橋
を
架
け

た
理
由
は
、
こ
こ
が
交
通
の
大
動
脈
＝
日

光
街
道
で
人
馬
の
通
行
も
多
く
、
し
か
も

橋
を
架
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
土

地
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
場
所
は
ま
っ

た
く
異
な
り
ま
す
が
、
五
十
年
以
上
前
、

現
在
の
栗
原
二
丁
目
あ
た
り
は
背
の
高
い

葦
の
生
茂
っ
た
沼
沢
地
で
、
葦
の
間
か
ら

東
武
線
の
電
車
が
走
っ
て
い
く
の
が
見
え

ま
し
た
。
か
つ
て
の
新
開
橋
の
あ
た
り
も
、

お
そ
ら
く
同
じ
よ
う
な
風
景
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、
私
た
ち
は
浸
水
な
ど
の
被
害
が

ほ
と
ん
ど
な
い
環
境
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

も
く
じ

堤外と堤内   　　　足立のウブメ   

はい、文化財係です 12　出土したレンガ   P3

P1 P2

■
隅
田
川
と
荒
川

　

荒
川
に
放
水
路
が
で
き
る
以
前
は
、
荒

川
上
流
の
水
は
す
べ
て
隅
田
川
に
注
い
で

い
ま
し
た
。
現
在
の
隅
田
川
と
荒
川
の
水

量
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
ん
な

大
量
の
水
を
狭
い
隅
田
川
で
引
き
受
け
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
溢
れ
る
隅
田
川
を

想
像
し
て
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
の

で
す
が
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
ま
で

は
隅
田
川
の
み
だ
っ
た
の
で
、
洪
水
も

あ
っ
た
と
は
い
え
何
と
か
大
丈
夫
だ
っ
た

の
か
、
と
妙
な
感
心
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
隅
田
川
（
荒
川
）
周
辺
の
こ
と
で
気

づ
い
た
こ
と
を
綴
っ
て
み
ま
す
。

■
新
開
橋

　

千
住
に
新
開
橋
と
い
う
橋
が
あ
っ
た
こ

と
は
ご
存
知
と
思
い
ま
す
。
南
足
立
郡
で

　

（上）千住町地図（大正８年）

（下）史談に掲載された新開橋流失の絵葉書

堤
外
と

堤
内
山
崎
尚
之

て

い

が

い

て

い

な

い
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足 立 史 談

し
か
し
、
た
と
え
ば
五
十
年
く
ら
い
前
ま

で
は
、
私
が
住
ん
で
い
た
島
根
三
丁
目
で

も
台
風
が
来
る
と
出
水
し
、
通
過
し
た
翌

日
、
床
下
浸
水
を
し
た
友
達
の
家
を
面
白

が
っ
て
水
の
中
を
歩
い
て
遊
び
に
行
っ
た

も
の
で
す
（
そ
こ
の
家
の
ト
イ
レ
は
汲
み

取
り
式
で
し
た
）
。
ま
た
、
台
風
で
梅
島

三
丁
目
の
環
状
七
号
線
南
側
の
畑
（
そ
こ

に
は
肥
溜
め
が
あ
り
ま
し
た
）
と
第
十
中

学
校
へ
の
通
学
路
が
台
風
で
冠
水
し
て
し

ま
い
、
そ
の
水
の
中
を
登
校
し
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
（
や
っ
と
学
校
に
着
い
た
ら

台
風
と
出
水
で
休
校
に
な
り
ま
し
た
）
。

　

足
立
区
、
と
い
う
よ
り
東
京
東
部
地
域

は
、
も
と
も
と
水
が
出
や
す
い
、
浸
水
し

や
す
い
地
域
で
し
た
が
、
戦
後
に
進
め
ら

れ
た
治
水
対
策
で
そ
ん
な
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
く
な
り
、
街
は
き
れ
い
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
か
つ
て
の
水
害
の
様
子

を
思
い
出
す
こ
と
も
難
し
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

■
外
と
内

　

と
こ
ろ
で
、
新
開
橋
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

千
住
河
原
町
と
橋
戸
町
の
あ
た
り
（
今
の

や
っ
ち
ゃ
場
周
辺
）
は
大
き
な
沼
沢
地
で

し
た
が
、
人
家
は
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、
そ
ん
な
こ
と
を
考

え
る
か
と
い
う
と
、
新
開
橋
の
あ
っ
た
と

こ
ろ
は
堤
外
と
言
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

堤
外
と
堤
内
と
い
う
文
字
を
足
立
の
洪
水

関
係
の
近
代
資
料
を
読
ん
で
い
る
と
と
き

ど
き
見
か
け
ま
す
。
堤
防
の
内
と
外
と
い

う
意
味
で
す
が
、
こ
の
場
合
、
内
と
い
う

　

に
無
念
か
ら
転
じ
る
と
さ
れ
る
化
物
で
あ

る
。
今
回
は
足
立
の
「
ウ
ブ
メ
」
に
つ
い

て
紹
介
し
た
い
。

　

ウ
ブ
メ
は
化
物
の
中
で
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

な
部
類
で
あ
り
、
「
産
女
」
な
ど
と
書
く
。

日
本
各
地
で
類
例
が
確
認
さ
れ
、
中
国
に

も
同
じ
よ
う
な
も
の
が
い
る
。
現
代
で
の

認
識
は
「
妊
婦
の
死
霊
で
あ
る
」
「
夜
道

で
赤
子
を
抱
い
て
く
れ
と
声
を
か
け
る
」

「
勇
気
を
出
し
て
抱
く
と
な
ん
ら
か
の
褒

賞
を
得
る
」
の
が
大
ま
か
に
共
通
し
て
い

る
特
徴
で
あ
る
。
古
く
は
今
昔
物
語
に
登

場
し
て
お
り
、「
平
季
武(

源
頼
光
の
家
臣)

と
い
う
勇
気
あ
る
武
士
が
、
川
を
渡
ろ
う

と
す
る
と
子
を
抱
い
て
く
れ
と
い
う
女
が

お
り
、
赤
子
を
預
か
っ
て
み
る
と
枯
葉
が

袖
に
残
る
ば
か
り
」
「
正
体
は
狐
で
あ
っ

た
と
も
」
「
妊
婦
の
霊
で
あ
る
と
も
い
う
」

と
い
う
締
め
括
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
後
世
に
は
女
性
の
産
穢
や
供
養
、
化
物

に
挑
む
勇
敢
譚
に
結
び
付
け
ら
れ
た
。

　

柳
田
國
男
は
妖
怪
談
義
の
中
で
ウ
ブ
メ

に
つ
い
て
、
伝
搬
す
る
中
で
多
様
な
物
語

に
枝
分
か
れ
し
、
化
物
の
質
よ
り
む
し
ろ

後
半
の
勇
敢
に
対
す
る
褒
賞
付
与
の
方
が

重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。
全
国
的
に
細
か
く
見
れ
ば
呼
称
な

ど
多
様
だ
が
、
先
に
述
べ
た
ウ
ブ
メ
の
イ

メ
ー
ジ
は
江
戸
中
期
の
妖
怪
絵
師
鳥
山
石

燕
の
影
響
が
強
い
。
石
燕
は
「
姑
獲
鳥
（
う

ぶ
め
）
」
と
し
て
血
染
め
の
腰
巻
き
姿
で

描
い
て
お
り
、
以
降
の
妖
怪
画
な
ど
で
は

多
く
が
こ
の
姿
を
取
る
。
な
お
こ
の
石
燕
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で
し
た
）
。
放
水
路
の
開
削
が
必
要
な
ほ

ど
に
、
堤
外
に
は
か
な
り
多
く
の
家
が

建
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
時
代
は
下
り

ま
す
が
、
作
家
の
永
井
荷
風
は
、
昭
和
十

一
年
の
随
筆
で
、
荒
川
放
水
路
の
河
川
敷

で
は
葦
や
雑
草
、
空
以
外
は
見
え
な
い
こ

と
と
、
人
に
会
わ
な
い
こ
と
を
喜
ん
で
い

ま
す
。
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
生
ま

れ
の
荷
風
に
と
っ
て
、
そ
の
頃
の
隅
田
川

周
辺
は
、
散
策
の
興
を
催
す
と
こ
ろ
で
は

な
く
な
っ
て
い
て
、
か
わ
り
に
荒
川
放
水

路
を
歩
い
て
見
た
河
川
敷
の
風
景
が
、
か

つ
て
の
隅
田
川
の
堤
外
に
代
わ
る
場
所
に

な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

荒
川
放
水
路
が
で
き
、
千
住
地
域
に
人

が
た
く
さ
ん
住
む
よ
う
に
な
っ
て
、
千
住

の
隅
田
川
堤
外
は
、
川
の
近
く
ま
で
家
が

建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
堤
（
熊

谷
堤
や
掃
部
堤
）
で
は
役
に
立
た
な
く

な
っ
て
、
新
た
な
堤
防
が
必
要
と
な
り
、

現
在
見
ら
れ
る
川
岸
ギ
リ
ギ
リ
の
カ
ミ
ソ

リ
堤
防
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
館
専
門
員
）

　

ウ
ブ
メ
と
は
妊
婦
が
亡
く
な
っ
た
場
合

　

の
は
川
の
な
い
方
、
河
川
敷
で
は
な
い
方

＝
人
家
の
あ
る
方
に
な
り
、
外
と
い
う
の

は
川
の
あ
る
方
、
現
在
の
河
川
敷
側
に
な

り
ま
す
。
現
在
、
足
立
区
の
荒
川
河
川
敷

の
幅
は
、
広
い
と
こ
ろ
で
も
せ
い
ぜ
い
百

メ
ー
ト
ル
く
ら
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
放
水
路
が
開
削
さ
れ
る
前
の
隅
田
川

（
荒
川
）
で
は
、
か
つ
て
土
手
＝
堤
か
ら

川
岸
ま
で
は
相
当
に
離
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
堤
か
ら
川
岸
ま
で
が
「
堤
外
」
で
す
。

こ
こ
は
か
な
り
広
い
土
地
で
、
そ
こ
に
は

人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
広
い
と
は
い
え

河
川
敷
の
よ
う
な
場
所
に
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
治
水
対
策
は
、
現
在
の
そ

れ
と
は
違
い
堤
防
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、

河
川
敷
を
広
く
し
て
遊
水
地
の
役
割
を
も

た
せ
、
大
雨
の
と
き
は
そ
こ
に
水
を
た
め

市
街
地
中
心
部
へ
の
氾
濫
を
防
ぐ
と
い
う

も
の
で
し
た
（
た
と
え
ば
台
東
区
の
日
本

堤
と
そ
の
北
側
の
地
域
な
ど
）
。
こ
の
広

い
河
川
敷
に
家
を
建
て
て
は
い
け
な
い
と

い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
神
社
や

お
寺
な
ど
も
建
っ
て
い
ま
し
た
。
ち
な
み

に
川
口
善
光
寺
は
今
も
荒
川
の
脇
に
あ
り

ま
す
（
現
在
、
ス
ー
パ
ー
堤
防
上
に
墓
地

を
含
め
て
移
設
中
）
。
堤
外
に
人
が
住
む

よ
う
に
な
れ
ば
、
大
雨
の
洪
水
で
被
害
が

出
る
の
は
必
定
で
す
。
江
戸
時
代
か
ら
洪

水
被
害
は
あ
り
ま
し
た
が
、
明
治
以
降
も

た
び
た
び
あ
り
、
特
に
有
名
な
の
は
明
治

四
十
三
年
の
水
害
で
、
こ
の
後
に
荒
川
放

水
路
が
開
削
さ
れ
、
洪
水
に
よ
る
被
害
は

緩
和
さ
れ
ま
す
（
な
く
な
り
は
し
ま
せ
ん

　

足
立
の
「
ウ
ブ
メ
」

　
　
　
　 
奥
村 
麻
由
美
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て
は
な
ら
な
い
。
戒
め
の
は
ず
が
、
子
供

が
度
胸
試
し
を
始
め
て
は
元
も
子
も
な
い

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
脅
し
だ
け
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
二
例
を
比
較
し
て
言
え
る
こ
と
は
、

同
じ
区
内
で
あ
り
な
が
ら
変
化
の
形
を
見

る
と
伝
搬
し
た
元
の
話
が
違
う
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
期
は
不
明

だ
が
別
の
話
型
が
そ
れ
ぞ
れ
入
っ
て
定
着

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
本
来
勇
敢
に

対
す
る
褒
賞
譚
は
武
士
の
思
想
が
反
映
さ

れ
て
い
る
話
が
多
く
、
そ
の
部
分
が
付
随

し
て
い
な
い
点
は
、
こ
の
地
域
に
お
い
て

は
勇
敢
よ
り
も
暗
い
夜
を
警
戒
す
る
こ
と

に
重
点
を
お
い
た
物
語
で
あ
る
必
要
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
例

え
ば
花
畑
の
「
あ
ね
さ
ん
か
ぶ
り
に
し
て

ツ
タ
か
ら
ぶ
ら
下
が
る
」
と
い
う
の
は
こ

の
地
域
で
元
話
が
独
自
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ

た
と
思
わ
れ
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
血
染

め
の
腰
巻
き
姿
よ
り
は
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ

ス
で
面
白
い
。

　

現
代
で
は
、
保
木
間
に
化
物
が
出
る
ほ

ど
の
深
い
森
は
な
く
、
外
ヶ
原
の
諏
訪
神

社
は
区
画
整
理
で
廃
社
と
な
り
存
在
し
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
て
民
話
に
残

る
幽
霊
や
妖
怪
、
狐
や
狸
は
、
た
だ
の
非

科
学
的
な
オ
カ
ル
ト
話
で
は
な
く
、
当
時

の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
、
何
を
恐

れ
て
危
険
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、

ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
方
法
で
我
々
に
伝
え
残

し
て
く
れ
る
も
の
な
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
館
専
門
員
）

　

も
の
は
カ
ラ
ス
の
死
骸
と
な
ん
ら
得
は
な

く
、
勇
敢
譚
と
し
て
の
後
半
部
は
な
い
。

　

一
方
花
畑
の
例
は
正
体
が
明
か
さ
れ
て

お
ら
ず
、
話
し
の
締
め
と
し
て
「
子
供
の

夜
遊
び
を
戒
め
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
ち

ら
は
出
没
す
る
の
が
水
辺
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
外
ヶ
原
と
い
う
の
は
綾
瀬
川
の
川
際

に
あ
た
る
土
地
で
、
出
没
現
場
は
神
社
付

近
の
池
で
あ
る
。
こ
の
諏
訪
神
社
は
お
腹

の
神
様
と
し
て
腹
痛
や
お
産
の
信
仰
が

あ
っ
た
と
い
う
言
わ
れ
も
興
味
深
い
。

『
続
・
足
立
百
の
語
り
伝
え
』
の
同
じ
花

畑
の
項
目
に
は
流
灌
頂
が
子
供
に
と
っ
て

　

不
気
味
で
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
話
が
載
っ
て
い
る
。
流
灌
頂
と
は
妊
婦

が
お
産
な
ど
で
亡
く
な
っ
た
場
合
、
血
の

池
地
獄
に
落
ち
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
き

川
縁
に
立
て
た
布
に
水
を
掛
け
て
も
ら
う

こ
と
で
供
養
救
済
す
る
と
い
う
風
習
で
あ

る
。
赤
い
布
が
褪
せ
て
白
く
な
れ
ば
成
仏

す
る
、
と
い
う
例
も
あ
り
、
ウ
ブ
メ
の
イ

メ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。

花
畑
の
流
灌
頂
で
は
川
縁
に
差
し
た
竹
に

遺
品
の
紅
や
鏡
な
ど
を
つ
け
て
水
を
掛
け

て
も
ら
っ
た
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
流
灌
頂

自
体
は
全
国
的
な
風
習
で
は
あ
る
が
、
こ

の
近
辺
に
「
水
辺
」
「
流
灌
頂
」
「
お
産
の

神
社
」
と
い
う
、
典
型
的
な
妊
婦
の
霊
で

あ
る
「
ウ
ブ
メ
」
の
登
場
条
件
は
揃
う
の

で
あ
る
。

　

ま
た
化
物
譚
の
本
質
で
あ
る
警
告
が
目

的
の
話
し
で
あ
れ
ば
、
当
然
褒
賞
が
あ
っ
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の
姑
獲
鳥
図
に
は
川
と
流
灌
頂
（
な
が
れ

か
ん
じ
ょ
う
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

さ
て
『
続
・
足
立
百
の
語
り
伝
え
』
」（
足

立
区
教
育
委
員
会
）
に
ウ
ブ
メ
伝
説
に
該

当
す
る
話
が
二
例
載
っ
て
い
る
。
一
つ
は

保
木
間
の
大
乗
院
付
近
、
一
つ
は
花
畑

外
ヶ
原
の
諏
訪
神
社
付
近
の
も
の
で
、
両

話
と
も
夜
更
け
に
女
幽
霊
に
遭
遇
し
「
こ

の
子
を
抱
い
て
お
く
ん
な
さ
い
よ
」
と
声

を
掛
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
ま
で
は
各
地
の
も
の
と
同
じ
だ
が
、
ど

ち
ら
も
「
女
幽
霊
」
と
あ
り
、
「
ウ
ブ
メ
」

と
い
う
名
称
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
保

木
間
の
例
は
、
皆
怖
が
っ
て
い
た
が
、
と

あ
る
肝
の
座
っ
た
人
が
赤
子
を
受
け
取
る

と
そ
れ
は
カ
ラ
ス
の
死
骸
で
女
の
姿
は
消

え
て
お
り
、
正
体
は
タ
ヌ
キ
の
い
た
ず
ら

で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
花
畑
の

例
は
手
ぬ
ぐ
い
を
姉
さ
ん
か
ぶ
り
に
し
た

女
が
池
端
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
て
、
声
を

掛
け
ら
れ
皆
怖
が
っ
た
が
正
体
は
分
か
ら

な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
話
の
オ
チ
に

つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
遭
遇
地

点
は
そ
れ
ぞ
れ
保
木
間
は
寺
院
の
森
、
花

畑
は
池
畔
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ま
ず
保
木

間
の
例
が
却
っ
て
単
調
な
古
い
話
型
に
近

い
と
い
う
点
で
あ
る
。
今
昔
物
語
の
結
末

で
狐
狗
狸
（
こ
く
り
）
か
霊
か
の
二
つ
の

可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は

タ
ヌ
キ
の
い
た
ず
ら
と
断
定
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
勇
気
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
得
ら
れ
た

　

竹沢藤次「独楽の化物」部分（当館蔵）
中央の白い布が流灌頂。墓や化物、井戸と共に描かれ、
当時から不気味なものの象徴であったようだ。

①保木間　大乗院
②花畑外ヶ原　諏訪神社
※諏訪神社は現存しない



足 立 史 談

　

文
化
財
係
で
は
、
区
内
某
所
か
ら
大
量

の
煉
瓦
が
出
土
し
た
と
の
連
絡
を
受
け
、

七
月
十
五
日
と
十
九
日
に
調
査
を
行
い
ま

し
た
。
こ
の
調
査
で
は
、
煉
瓦
研
究
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
東
京
の
会
長
斎
藤
進
氏
、
副
会

長
中
野
光
将
氏
、
梶
木
理
央
氏
、
井
畝
良

太
氏
の
ご
協
力
を
得
ま
し
た
。
同
会
は
、

様
々
な
自
治
体
の
学
芸
員
や
煉
瓦
を
愛
好

す
る
人
々
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
、
煉
瓦
の

見
学
会
や
研
究
活
動
を
行
い
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
は
煉
瓦
に
つ
い
て
詳
細
に
紹
介

し
て
い
ま
す
。
今
回
の
内
容
は
、
皆
様
の

ご
教
示
に
よ
る
も
の
で
す
。

■
足
立
区
と
煉
瓦
産
業

　

足
立
区
は
も
と
も
と
瓦
産
業
が
盛
ん
な

土
地
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
煉
瓦
製
造
が

極
め
て
盛
ん
な
地
域
で
し
た
。
斎
藤
氏
の

研
究
に
よ
る
と
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）

〜
四
二
年
ま
で
の
間
、
東
京
に
は
五
六
の

煉
瓦
工
場
が
確
認
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
内
、

半
数
以
上
の
二
九
も
の
煉
瓦
工
場
が
足
立

区
域
に
集
中
し
て
い
ま
し
た
〈
斎
藤
進
「
総

論　

東
京
に
お
け
る
煉
瓦
と
考
古
学
」

（
『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
六
六
四
号
、

二
〇
一
四
年
）
〉
。
こ
こ
に
足
立
区
と
煉
瓦

産
業
の
深
い
つ
な
が
り
が
示
さ
れ
て
い
ま

　

す
が
、
実
は
足
立
区
の
煉
瓦
産
業
に
つ
い

て
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

■
出
土
し
た
煉
瓦
の
生
産
地

　

調
査
で
は
、
様
々
な
会
社
が
製
造
し
た

煉
瓦
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
ざ
っ
と
挙
げ

て
み
る
と
、
新
し
い
一
万
円
札
の
肖
像
に

選
ば
れ
注
目
さ
れ
て
い
る
渋
沢
栄
一
が
創

立
し
た
日
本
煉
瓦
製
造
株
式
会
社
（
埼
玉

県
深
谷
市
）
、
近
隣
の
小
菅
煉
瓦
（
東
京

都
葛
飾
区
）
・
品
川
白
煉
瓦
（
東
京
都
品

川
区
）
、
さ
ら
に
は
本
社
が
遠
方
に
あ
る

大
阪
窯
業
株
式
会
社
（
大
阪
府
大
阪
市
）
・

東
洋
硝
子
株
式
会
社
（
大
阪
府
堺
市
）
、

磐
城
耐
火
煉
瓦
合
資
会
社
（
福
島
県
い
わ

き
市
）
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
煉
瓦
に

刻
ま
れ
た
刻
印
な
ど
か
ら
そ
の
製
造
会
社

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
出
土
し
た
大
量
の
煉
瓦
の
中

に
は
足
立
区
で
製
造
さ
れ
た
も
の
も
入
っ

て
い
る
は
ず
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
刻
印

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
詳
細
は
わ

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

■
耐
火
煉
瓦
と
硫
酸
瓶

　

今
回
の
調
査
で
は
、
通
常
の
い
わ
ゆ
る

赤
煉
瓦
で
は
な
く
、
熱
に
強
い
耐
火
煉
瓦

も
多
く
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
赤
煉
瓦
の
主

原
料
は
粘
土
で
、
一
〇
五
〇
度
程
度
ま
で

耐
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
耐
火
煉
瓦

の
主
原
料
は
珪
質
を
含
む
耐
火
粘
土
で
、

一
六
五
〇
度
の
熱
に
も
耐
え
る
た
め
、
鉄

鋼
業
・
ガ
ラ
ス
工
業
な
ど
の
窯
炉
（
よ
う

ろ
）
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

耐
火
煉
瓦
が
多
く
発
見
さ
れ
た
こ
と
に

　

関
連
し
ま
す
が
、
複
数
の
硫
酸
瓶
の
破
片

も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
硫
酸
瓶
と
は
そ
の

名
の
通
り
、
硫
酸
を
は
じ
め
と
し
た
化
学

薬
品
を
入
れ
て
お
く
も
の
で
、
昭
和
三
十

年
代
（
一
九
五
五
〜
）
頃
ま
で
使
用
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
他
に
も
土
管
や
ガ
ラ
ス
な

ど
の
破
片
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

■
鍰
（
か
ら
み
）
煉
瓦
の
出
土

　

鍰
と
は
、
ス
ラ
グ
あ
る
い
は
鉱
滓
（
こ

う
さ
い
）
と
呼
ば
れ
る
鉱
石
か
ら
金
属
を

取
り
出
し
た
後
の
残
骸
の
こ
と
で
、
煉
瓦

の
中
に
鍰
が
混
ざ
っ
て
い
る
も
の
を
鍰
煉

瓦
と
い
い
ま
す
。
別
名
を
鉄
煉
瓦
と
も
い

い
、
独
特
の
に
ぶ
い
黒
色
の
光
沢
を
も
っ

て
い
ま
す
。
北
区
に
あ
っ
た
関
東
酸
曹
（
現

日
産
化
学
株
式
会
社
）
と
い
う
会
社
が
製

造
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
地
域
の
煉
瓦
の
ひ
と
つ
の
特
徴
と
も

な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
煉
瓦
が
出

土
し
た
こ
と
も
、
重
要
な
発
見
で
し
た
。

　

耐
火
煉
瓦
や
鍰
煉
瓦
の
使
用
、
硫
酸
瓶

の
存
在
な
ど
か
ら
、
今
回
出
土
し
た
煉
瓦

は
、
化
学
薬
品
等
の
工
場
の
残
骸
の
可
能

性
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

■
手
抜
き
成
型
と
機
械
成
型

　

煉
瓦
は
も
と
も
と
手
で
成
形
さ
れ
る
手

抜
き
成
型
で
造
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明

治
二
十
二
年
に
機
械
成
型
が
導
入
さ
れ
ま

し
た
。
手
抜
き
成
型
の
場
合
、
型
枠
の
中

に
材
料
と
な
る
粘
土
を
入
れ
て
、
余
分
な

部
分
を
道
具
で
き
れ
い
に
整
え
ま
す
。
そ

の
た
め
断
面
が
き
れ
い
に
平
滑
に
な
り
ま

す
。
と
こ
ろ
が
機
械
成
型
の
場
合
、
成
型
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機
か
ら
出
て
き
た
粘
土
を
ピ
ア
ノ
線
で
一

気
に
切
断
す
る
た
め
、
し
わ
の
よ
う
な
痕

跡
が
残
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
写
真
参
照
）
。

今
回
、
機
械
成
型
の
痕
跡
を
明
瞭
に
示
す

煉
瓦
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
煉
瓦

造
り
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
資
料
と
し
て

重
要
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
郷
土
博
物
館
に
は
、
型
と

な
る
「
ワ
ク
」
と
成
型
す
る
た
め
の
「
シ
ッ

ペ
」
と
い
う
手
抜
き
成
型
の
道
具
が
常
設

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
く

だ
さ
い
。

■
煉
瓦
の
保
存

　

出
土
し
た
煉
瓦
の
一
部
は
、
文
化
財
係

で
保
管
し
て
い
ま
す
。
足
立
区
の
産
業
史

を
語
る
上
で
、
煉
瓦
産
業
は
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
で
す
が
、
そ
の
実
態
解

明
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
後
、
文
化
財
係
で
は
足
立
区
の
煉
瓦
に

つ
い
て
調
査
研
究
を
進
め
て
い
く
予
定
で

す
。

　

※

今
回
の
調
査
で
ご
協
力
賜
っ
た
皆
様

　
　

に
、
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。　

　
　
　
（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

は
い
、
文
化
財
係
で
す
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