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「
江
戸
」は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か
？

―
本
所
・
深
川
の
地
域
性
―

■
自
明
で
は
な
い
「
江
戸
」

　

江
戸
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か
？　

「
そ
ん
な
こ
と
、
自
明
じ
ゃ
な
い
か
」

と
仰
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
江
戸
は
江
戸
城
が
あ
る
場
所
だ
」

と
。
し
か
し
、
そ
れ
に
重
ね
て
「
江

戸
城
を
中
心
と
し
て
、
江
戸
は
ど

こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か
？
」
と
問
わ

れ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
問
題
が
簡
単

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
浅
草
は
江
戸
で
し
ょ

う
か
？　

江
戸
時
代
に
「
あ
さ
草

（
浅
草
）
を
う
ち
こ
へ
ゆ
け
ば
、
ほ

ど
も
な
く
、
む
さ
し
（
武
蔵
）
の

江
戸
に
つ
き
に
け
り
」（『
あ
づ
ま

め
ぐ
り
』）
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま

す
。「
浅
草
を
越
え
て
江
戸
に
入
っ

た
」
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
こ

こ
で
は
「
浅
草
は
江
戸
で
は
な
い
」

と
い
う
結
論
で
す
。

　

ま
た
、
本
所
・
深
川
の
側
か
ら

江
戸
城
方
面
に
隅
田
川
を
渡
る
こ

と
も
「
江
戸
へ
行
く
」
と
表
現
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で

も
「
本
所
・
深
川
は
江
戸
で
は
な
い
」

と
い
う
結
論
で
す
。
町
奉
行
の
支

配
地
域
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

で
す
。
現
在
、
江
戸
情
緒
が
残
る

と
さ
れ
る
墨
田
区
・
江
東
区
で
も
、

か
つ
て
は
こ
の
よ
う
な
見
解
が
あ
っ

た
の
で
す
。

　

極
端
な
意
見
に
な
る
と
「
神
田
生

ま
れ
は
江
戸
っ
子
じ
ゃ
な
い
、
日

本
橋
と
京
橋
の
間
の
土
地
に
生
ま

れ
た
ひ
と
こ
そ
江

戸
っ
子
だ
」
と
い

う
意
見
ま
で
あ
り

ま
す
（
西
山
松
之
助
『
江
戸
ツ
子
』

吉
川
弘
文
館
）。
こ
う
な
る
と
、
玉

ね
ぎ
の
皮
を
全
部
む
い
て
、
そ
の
小

さ
な
芯
を
出
し
「
こ
れ
こ
そ
江
戸
だ
」

と
主
張
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、

〝
江
戸
原
理
主
義
〟
と
い
っ
て
も
差

し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。

　

江
戸
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か
？　

そ
れ
は
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
し

か
い
え
ま
せ
ん
。
江
戸
は
、
現
在
の

「
東
京
都
」
な
ど
と
い
う
行
政
区
画

と
は
異
な
り
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い

ま
す
。

■
ス
プ
ロ
ー
ル
し
て
発
達
し
た「
江
戸
」

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
江
戸
の
範
囲
が

不
明
確
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、

江
戸
と
い
う
都
市
が
ス
プ
ロ
ー
ル
し

て
発
達
し
て
き
た
歴
史
を
も
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。
ス
プ
ロ
ー
ル
と
は
、

都
市
域
が
外
側
に
向
け
て
無
計
画
に

広
が
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。
江
戸
城

を
中
心
に
し
て
漸ぜ

ん
し
ん
て
き

進
的
に
外
側
に
向

け
て
発
達
し
た
か
ら
こ
そ
、
見
方
に

よ
り
範
囲
が
異
な
る
の
で
す
。

　

本
所
・
深
川
が
本
格
的
に
都
市

化
す
る
時
期
は
、
明
暦
の
大
火

（
一
六
五
七
年
）
以
降
で
す
。
そ
れ

で
も
、
江
戸
城
と
本
所
・
深
川
の
間

に
は
隅
田
川
が
流
れ
、
外
堀
の
代
わ

り
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、

江
戸
城
下
の
地
域
（
日
本
橋
・
京
橋

等
）
と
本
所
・
深
川
地
域
の
両
者
は
、

江
戸
時
代
後
期
ま
で
、
異
な
っ
た
地

域
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

■
「
行
楽
地
」「
城
外
」
と
し
て
の

本
所
・
深
川

　

本
所
・
向
島
（
現
、
墨
田
区
）
や

深
川
（
現
、
江
東
区
）
は
、
江
戸
の

住
民
が
息
抜
き
を
す
る
場
所
が
多

く
、
豪
商
や
武
家
も
別
荘
を
構
え
ま

し
た
。
回
向
院
や
深
川
八
幡
宮
な
ど

の
宗
教
施
設
、
百
花
園
な
ど
の
長の

ど
か閑

な
庭
園
が
点
在
し
、
江
戸
の
中
心
部

か
ら
は
別
世
界
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。

　

花
火
の
打
ち
上
げ
は
城
近
く
で
は

禁
止
で
、
幕
府
は
町
触
に
よ
っ
て

時
々
布
告
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

両
国
で
は
花
火
の
打
ち
上
げ
が
許
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

戊
辰
戦
争
（
一
八
六
八
～

一
八
六
九
年
）
の
時
、
江
戸
城
の
開

城
に
際
し
て
下
打
ち
合
わ
せ
を
し
た

山
岡
鉄
舟
と
西
郷
隆
盛
は
、
元
幕
臣

を
向
島
に
移
す
と
い
う
計
画
を
立
て

て
い
ま
し
た
（
こ
の
計
画
は
実
現
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
）。
こ
れ
に
は
、

隅
田
川
を
含
め
た
江
戸
城
の
外
堀
か

ら
元
幕
臣
を
追

い
出
す
、
と
い

う
意
図
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ

う
。

　

ま
た
、
幕
末

に
お
い
て
、
外

国
の
公
使
館
を

設
置
す
る
際

も
、
候
補
地
と

し
て
、
①
「
麻

布
外
れ
」、
②

「
深
川
」
が
案

に
あ
が
っ
て
い

ま
す
（『
大
日
本
古
文
書
』
幕
末
関

係
文
書
之
十
八
、
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
）。
こ
れ
も
ま
た
、
江
戸
城
の

外
堀
の
中
に
外
国
人
を
住
ま
わ
せ
な

い
、と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。

　

赤
穂
浪
士
た
ち
が
本
所
の
吉
良
上

野
介
邸
に
討
ち
入
っ
た
事
件
に
つ
い

て
も
、
吉
良
邸
が
江
戸
城
か
ら
み
て

川
の
向
こ
う
側
に
あ
っ
た
、
と
い
う

要
素
は
無
視
し
て
考
え
ら
れ
な
い
で

し
ょ
う
。
も
し
、
吉
良
邸
が
城
の
近

く
に
あ
れ
ば
、
将
軍
に
憚は

ば
かり
が
あ
り
、

討
ち
入
り
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

東
京
は
駅
を
降
り
る
た
び
に
独
自

の
顔
を
見
せ
て
く
れ
る
都
市
で
す
。

江
戸
・
東
京
は
様
々
な
地
域
を
繋
げ

な
が
ら
発
達
し
た
都
市
な
の
で
す
。

（
墨
田
区
文
化
財
調
査
員高

尾 

善
希
）

寛永時代（1624～1645年）の江戸。「浅草」
「神田」「糀町」（麹町）「浅府」（麻布）「芝」
が江戸の範囲であった。この頃、「牛嶋」（現、
墨田区）・「深川」（現、江東区）は独立し
た村であった。

『武蔵一国之図』（埼玉県立図書館蔵）



公園は歴史の宝箱
～東白鬚公園の周辺をめぐる～

　

墨
田
区
の
北
端
、
隅
田
川
に
沿
う

よ
う
に
し
て
、
都
立
東
白
鬚
公
園
が

南
北
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
公

園
の
近
辺
に
は
、
古
く
は
平
安
時
代

ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
歴
史
的
資

源
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
、
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
東
白
鬚
公
園
を
舞
台
に
し
て
、

平
成
27
年
10
月
24
日
に
、
す
み
だ
生

涯
学
習
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
主
催
で
、
ク

イ
ズ
ラ
リ
ー
を
中
心
と
し
た
、「
す
み

だ
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
！
～
公
園
は
歴

史
の
宝
箱
～
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
「
す
み
だ
生
涯
学
習
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

は
、
墨
田
区
内
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
事

業
者
、
学
校
、
区
と
関
係
の
あ
る
大

学
等
が
情
報
交
換
や
連
絡
協
議
を
し

な
が
ら
協
働
し
、
区
民
の
皆
さ
ん
の

さ
ま
ざ
ま
な
学
習
ニ
ー
ズ
に
お
応
え

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
構
築
さ
れ
ま

し
た
。
平
成
27
年
度
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
す
み
だ
学
習
ガ
ー
デ
ン
、
一
般
社

団
法
人
墨
田
区
観
光
協
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
東
京
学
芸
大
こ
ど
も
未
来
研
究

所
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
向
島
学
会
、

よ
み
う
り
カ
ル
チ
ャ
ー
錦
糸

町
、
学
校
法
人
立
志
舎
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー

プ
の
７
団
体
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
の

イ
ベ
ン
ト
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

向
島
学
会
か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た

ク
イ
ズ
の
題
材
に
つ
い
て
、
い
く
つ

か
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

○
梅
若
伝
説

　

梅
若
伝
説
は
、
木
母
寺
に
伝
わ
る
哀
話

で
す
。

　

今
か
ら
千
年
以
上
前
、
平
安
時
代
の
こ

と
で
す
。
京
都
で
人
さ
ら
い
に
さ
ら
わ
れ

た
梅
若
丸
は
、
東
北
に
売
り
出
さ
れ
る
た

め
長
い
旅
を
つ
づ
け
ま
し
た
。
し
か
し
、

隅
田
川
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
で
、
病
気
に
な

り
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
12
歳

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
か
わ
い
そ
う
に
思
っ

た
村
人
は
、
お
墓
と
し
て
塚
を
作
り
、
柳

を
植
え
ま
す
。
こ
の
梅
若
丸
の
塚
が
木
母

寺
の
起
源
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
、「
木
母
寺
」

と
は
、
梅
の
字
を
わ
け
て
名
前
が
付
け
ら

れ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
梅
若
丸
の

お
話
は
、
能
「
謡
曲
隅
田
川
」
と
な
り
、

全
国
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

木
母
寺
は
、
か
つ
て
墨
堤
通
り
沿
い
の

梅
若
公
園
付
近
に
あ
り
ま
し
た
が
、
防
災

団
地
を
作
る
と
き
に
、現
在
の
場
所
に
引
っ

越
し
を
し
ま
し
た
。

○
白
鬚
防
災
団
地

　

木
造
の
家
が
込
み
入
っ
て
い

る
墨
田
区
で
は
、
ま
ち
の
人
た

ち
を
地
震
か
ら
守
る
必
要
が
あ

り
ま
し
た
。
地
震
に
強
く
、
も

し
も
地
震
が
あ
っ
た
ら
ば
周
り

の
人
た
ち
が
そ
こ
に
避
難
で
き

る
よ
う
に
、
団
地
と
公
園
が
計

画
さ
れ
ま
し
た
。
東
京
都
内
で
は
初
め

て
の
本
格
的
な
防
災
団
地
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
こ
の
団
地
で
は
、
地
震

の
時
に
発
生
す
る
火
事
か
ら
公
園
に
避

難
し
て
き
た
人
を
守
る
た
め
、
頑
丈
な

建
物
が
壁
に
な
っ
た
り
、
水
神
門
や
梅

若
門
な
ど
の
門
が
閉
ま
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
火
事
の
炎
を
弱
く

す
る
た
め
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
や
放
水

銃
も
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

も
と
も
と
こ
の
地
域
は
墨
堤
通
り（
昔

の
堤
防
）
よ
り
低
い
場
所
で
し
た
が
、

団
地
を
作
っ
た
と
き
、
３
ｍ
程
度
地
面

を
埋
め
立
て
て
い
る
た
め
、
海
水
面
よ

り
高
い
標
高
に
な
っ
て
い
ま
す
。

○
寺
島
な
す

　

江
戸
時
代
初
期
、
三
代
将
軍
徳
川
家

光
は
隅
田
川
周
辺
で
よ
く
鷹
狩
り
を
行

い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
か
、

木
母
寺
の
近
く
に
「
隅
田
川
御
殿
」
が

作
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
梅
若
堀
の
北

側
に
は
「
御
前
栽
畑
」
と
い
う
畑
が
作

ら
れ
、
江
戸
城
で
使
わ
れ
る
野
菜
が
栽

培
さ
れ
ま
し
た
。
朝
一
番
に
収
穫
さ
れ

た
野
菜
は
、
舟
で
隅
田
川
を
下
り
、
外

堀
や
内
堀
を
通
り
、
江
戸
城
に
運
ば
れ

ま
し
た
。

　

畑
の
世
話
は
、
地
元
の
隅
田
村
の
農

家
が
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
畑
で
栽
培

さ
れ
て
い
た
野
菜
の
一
つ
が
「
寺
島
な

す
」
で
す
。

　

寺
島
な
す
は
、
大
正
時
代
の
関
東
大

震
災
の
頃
ま
で
、
隅
田
町
や
寺
島
町
で

た
く
さ
ん
栽
培
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

震
災
後
、
住
宅
が
増
え
、
畑
が
無
く
な
っ

た
た
め
栽
培
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
平
成
21
年
に
、
第
一
寺
島

小
創
立
１
３
０
周
年
の
記
念
事
業
と
し

て
、
三
鷹
の
農
家
の
協
力
を
得
て
、
栽

培
に
成
功
し
、
寺
島
な
す
は
、
墨
田
区

内
で
の
復
活
を
遂
げ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

◆

　

こ
の
よ
う
に
、
地
域
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
、
地

域
の
資
源
に
目
を
向
け
、
地
元
の
歴
史

を
訪
ね
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
担
当
）

絵図：(左)小倉擬百人一首 素性法師信夫惣太・梅若丸　 (右)名所江戸百景  木母寺内川御前栽畑 (国立国会図書館蔵)


