
　
東
京
都
江
東
区
に
「
白
河
町
」
と

い
う
町
名
が
あ
り
ま
す
。
関
東
大
震

災
後
の
区
画
整
理
で
、
松ま

つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

の

墓
所
が
あ
る
霊れ

い

巖が
ん

寺じ

一
帯
の
「
霊
巖

町
」
が
「
大
工
町
」
に
改
称
さ
れ
よ

う
と
し
た
際
、
渋し

ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

は
、
霊
巖

町
は
由
緒
あ
る
名
で
、
東
京
の
恩
人

で
も
あ
る
定
信
が
眠
る
地
な
の
で
、

残
し
て
欲
し
い
と
東
京
市
に
要
望
し

ま
し
た
。

  

昭
和
３
年
（
１
９
２
８
）、
霊
巖

寺
の
定
信
の
墓
が
国
の
指
定
史
跡
と

な
り
、
定
信
の
百
回
忌
に
あ
た
る
同

４
年
（
１
９
２
９
）
５
月
に
、
渋
沢

た
ち
に
よ
り
楽ら

く

翁お
う

公こ
う

遺い

徳と
く

顕け
ん

彰し
ょ
う

会か
い

が

創
立
さ
れ
、
渋
沢
自
ら
が
会
長
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

戦
後
の
昭
和
22
年
（
１
９
４
７
）、

東
京
都
慰
霊
協
会
が
設
立
さ
れ
、
顕

彰
会
の
事
業
を
引
き
継
ぎ
ま
す
。
定

信
の
慰
霊
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
、

令
和
３
年
６
月
14
日
で
１
９
２
回
を

数
え
ま
し
た
。 

　
慰
霊
協
会
は
、
勝か

つ

海か
い

舟し
ゅ
う

を
は
じ
め

と
す
る
江
戸
・
東
京
の
た
め
に
貢
献

し
た
人
物
を
顕
彰
・
慰
霊
す
る
団
体

で
す
。
七
分
積
金
の
功
績
な
ど
に
よ

り
、
定
信
の
貢
献
度
の
高
さ
は
誰
も

が
認
め
る
も
の
で
、
定
信
に
対
す
る

尊
敬
の
念
も
多
大
で
し
た
。

  

そ
の
よ
う
な
定
信
の
恩
に
報
い

る
政
策
が
「
白
河
町
」
の
創
設

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
昭
和
７
年

（
１
９
３
２
）
５
月
14
日
、
東
京
市

か
ら
深
川
区
（
現
江
東
区
）
に
対
し

て
「
東
京
市
告
示
第
百
九
十
九
號ご

う

」

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

同
年
８
月
１
日
か
ら
定
信
の
墓
所
の

あ
る
霊
巖
寺
一
帯
が
、
定
信
が
藩
主

を
つ
と
め
た
白
河
藩
の
名
に
ち
な
ん

で
「
白
河
町
」
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
渋
沢
は
こ
の
前
年
の
11
月
に
亡
く

な
っ
て
い
ま
す
が
、
白
河
町
の
成
立

に
は
、
楽
翁
公
遺
徳
顕
彰
会
の
建
議

が
容
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。 第

十
二
回
（
最
終
回
）

江
東
区

　 

白
河
町
の
成
立

××

渋
沢
栄
一

渋
沢
栄
一
松
平
定
信

松
平
定
信

南
湖
南
湖
を
彩
る
系
譜

を
彩
る
系
譜

（
文・
中
山
義
秀
記
念
文
学
館　
館
長

植う
え

村む
ら

美よ
し

洋ひ
ろ

）

▲渋沢栄一葬儀の車列
　（渋沢史料館所蔵）

▲霊巌寺（『松平楽翁公墓前祭　講演記録集』
　（公財）東京都慰霊協会より）

　
三
之
丸
は
、
二
之
丸
の
外
側
に
位

置
し
、
武
家
屋
敷
や
、
時
代
に
よ
っ

て
は
庭
園
が
築
か
れ
た
広
大
な
敷
地

で
、
各
所
に
門
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　
三
之
丸
門
は
、
元
三
之
丸
の
南
側

に
設
け
ら
れ
た
門
で
、
平
成
６
年
度

（
１
９
９
４
）
に
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
調
査
で
は
、
門
の
礎
石
や
石
組
の

水
路
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

ほ
か
、
焼
け
た
土
や
木
材
が
広
い
範

囲
で
確
認
さ
れ
、
炭
に
な
っ
た
柱
材

の
一
部
が
礎
石
の
上
に
乗
っ
た
状

態
で
見
つ
か
り
ま
し
た
（
写
真
下
）。

こ
の
状
況
か
ら
、
三
之
丸
門
は
火
災

を
受
け
た
と
判
断
さ
れ
、
文
献
な
ど

の
記
録
か
ら
、
戊
辰
戦
争
白
河
口
の

戦
い
に
お
い
て
焼
失
し
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
（
写
真
左
）。

　
ま
た
、
火
災
の
痕
跡
と
と
も
に
多

量
の
瓦
が
出
土
し
ま
し
た
が
、
瓦
に

は
赤
い
も
の
や
黒
い
も
の
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
色
や
種
類
が
見
ら
れ
、
当

時
の
三
之
丸
門
の
屋
根
の
様
子
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
三
之
丸
門
の
あ
っ
た
場
所
は
、
明

治
時
代
に
な
る
と
、
汽
車
の
燃
料
で

あ
る
石
炭
の
燃
え
か
す
の
廃
棄
場
と

し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
幸
い
し
て
、

焼
失
し
た
姿
が
良
好
な
状
態
で
残
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

第
二
十
一
話

三
之
丸
門
跡
の

　
　  

発
掘
調
査

小
峰
城
よ
も
や
ま
話

問
文
化
財
課
☎
�
２
３
１
０

▲発掘調査でみつかった三之丸門跡
　（南から） ▲礎石の上に乗った炭化した柱材

水路

三重櫓

礎石

礎石

焼土
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