
マ
チ
場
の
感
覚
表
現
と
民
俗
板
橋
を
中
心
に

小
林
忠
雄

0
都
市
の
地
域
特
性

　
「
マ
チ
場
」
の
概
念

　
最
初
に
、
民
俗
学
の
立
場
か
ら
都
市
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
か

ら
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
民
俗
学
で
は
都
市
社
会
を
対
象
に
し
た
民
俗
学
研
究
を
「
都
市
民
俗

学
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
場
合
の
「
都
市
民
俗
」
の
概
念
は

必
ず

し
も
明
確
で
は
な
く
、
「
都
市
の
民
俗
事
象
」
と
は
一
体
何
を
指
し
て
い
る
の
か

と
い
う
問
題
が
常
に
あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
今
日
の
よ
う
に
よ
り
複
雑
化
し
た
都

市
社
会
に
お
け
る
具
体
的
な
都
市
の
民
俗
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
不
可
解
な

面
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
現
代
都
市
の
民
俗
対
象
が
き
わ
め
て
捉
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ま
で
都
市
民
俗
研
究
が
あ
ま
り
進
ま
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の

大

き
な
理
由
の
一
つ
に
は
調
査
研
究
上
の
基
本
的
な
考
え
方
、
つ
ま
り
研
究
上
の

べ

ー
ス
の
部
分
と
し
て
の
概
念
自
体
を
も
う
少
し
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た

の
で
は

な
か
っ
た
か
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

　

そ
こ
で
ま
ず
最
初
に
都
市
の
概
念
に
つ
い
て
、
こ
の
数
年
間
考
え
て
き
た
こ
と
を

申
し
上
げ
ま
す
と
、
ま
ず
民
俗
学
の
立
場
か
ら
考
え
る
都
市
に
は
「
マ
チ
場
」
と
い

う
対
象
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
民
俗
学
と
は
日
本
人
が
日
常
的
に
使
う
言
葉
、
す
な
わ
ち
生
活
用
語

（
民
俗
語
彙
）
に
お
い
て
、
そ
れ
が
何
を
指
し
示
し
た
言
葉
な
の
か
、
ど
う
い
う
意

味
で
使
わ
れ
た
言
葉
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
研
究
分
野
だ
と
考

え
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
マ
チ
場
」
と
い
う
語

彙
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
や
実
態
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

本
来
、
「
都
市
」
と
い
う
言
葉
は
、
分
析
概
念
で
あ
っ
て
記
述
用
語
で
あ
り
ま
す
。

実
際
に
は
何
ら
具
体
的
な
対
象
を
指
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
日

本
で
は
む
し
ろ
、
「
マ
チ
バ
（
場
）
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
よ
り
都
市
を
表
す
言
葉
と

し
て
分
か
り
や
す
く
使
い
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
自
分
な
り
の
「
マ
チ
場
」
の
と
ら
え
方
を
述
べ
ま
す
と
、
「
マ
チ
と
は
地

域

社
会
の
政
治
経
済
活
動
の
中
心
で
あ
り
、
不
特
定
多
数
の
雑
多
な
職
業
を
営
む

人
々
が
集
住
し
、
ム
ラ
よ
り
は
よ
り
複
雑
な
社
会
的
仕
組
み
を
構
成
し
、
そ
こ
に
は

ヒ
ト
・
モ
ノ
・
ハ
ナ
シ
（
情
報
）
が
集
中
し
、
様
々
な
種
類
の
ワ
ザ
（
技
術
）
が
蓄

積
さ
れ
、
ま
た
洗
練
さ
れ
た
華
や
か
な
感
覚
表
現
を
内
包
し
た
消
費
文
化
を
誇
り
、

多
分
に
匿
名
的
な
性
格
を
も
つ
競
争
社
会
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
マ
チ
場
」
に
は
、
近
世
以
前
か
ら
の
「
マ
チ
場
」
も
あ

り
ま
す
が
、
近
代
以
降
に
は
も
う
ひ
と
つ
別
の
巨
大
な
「
マ
チ
場
」
が
、
わ
れ
わ
れ

の

周
辺
に
立
ち
現
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
「
ト
カ
イ
」
と
い
う
社
会
で
す
。
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こ
の
「
ト
カ
イ
（
都
会
）
」
と
い
う
言
葉
も
も
と
も
と
呼
称
と
し
て
使
わ
れ
、
例
え

ば
我
々
の
日
常
生
活
会
話
の
中
で
は
、
「
う
ち
の
息
子
は
ト
カ
イ
に
行
っ
て
い
る
」
、

あ
る
い
は
「
ト
カ
イ
の
人
た
ち
は
皆
ハ
デ
な
生
活
」
な
ど
と
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
登
場

し
ま
す
。

　

そ
れ
は
「
マ
チ
」
の
場
合
も
同
じ
で
す
が
、
ム
ラ
（
村
）
の
人
が
「
ち
ょ
っ
と
マ

チ
に

用
足
し
に
行
っ
て
く
る
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
、
ま
た
「
マ
チ
の
も
ん
（
者
）

は

狡

い
」
な
ど
と
批
判
的
な
言
い
方
も
あ
る
よ
う
に
、
マ
チ
も
日
常
会
話
に
よ
く
使

わ
れ
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
中
に
は
、
言
葉
と
し
て
使
い
分
け
て
い
る

「
マ

チ
」
と
「
ト
カ
イ
」
と
い
う
二
つ
の
「
空
間
概
念
」
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の

二

つ
の
概
念
を
見
比
べ
た
と
き
に
、
「
マ
チ
場
」
と
い
う
も
の
が
も
う
少
し
明
確
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　
ま
ず
「
マ
チ
」
で
す
が
、
「
マ
チ
場
」
と
は
当
然
重
な
り
ま
す
が
、
マ
チ
は
地
域
社

会
の
政
治
や
経
済
・
文
化
の
中
心
で
あ
り
、
周
辺
農
村
と
の
関
係
が
非
常
に
深
い
。

民
俗
学
で
は
以
前
か
ら
「
都
鄙
連
続
体
論
」
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た

が
、
そ
の
場
合
の
「
マ
チ
」
と
い
う
の
は
「
ト
カ
イ
」
よ
り
も
よ
り
農
村
と
の
関
係

が

深

い
。
特
に
伝
統
的
な
マ
チ
と
ム
ラ
と
は
日
常
生
活
の
上
で
個
々
の
人
間
関
係
を

非
常
に
重
視
す
る
性
格
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
マ
チ
に
は
三
世
代
以
上
を
経
た
家
が
あ
る
程
度
存
在
す
る
と
い
う

性
格
で

す
。
そ
の
場
合
の
マ
チ
に
は
伝
統
的
な
祭
礼
や
年
中
行
事
、
人
生
儀
礼
な
ど

が
基
本
的
に
あ
っ
て
、
農
村
民
俗
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
「
マ
チ
場
」
独
自
の
具

体
的
な
民
俗
事
象
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
そ

し
て
マ
チ
に
は
伝
統
職
人
や
老
舗
の
商
家
の
人
々
が
、
町
衆
と
し
て
一
定
の
地

縁
集
団
を
形
成
し
、
ま
た
そ
こ
に
は
、
何
ら
か
の
遊
興
空
間
が
存
在
し
ま
す
。

　

以
上
の

よ
う
な
生
活
空
間
を
仮
に
「
マ
チ
」
と
考
え
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
「
ト
カ
イ
」
は
ど
の
よ
う
な
生
活
空
間
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
私

た
ち
は
い
ま
だ
か
つ
て
「
ト
カ
イ
」
と
い
う
も
の
の
全
貌
を
、
具
体
的
に
把
握

す
る
方
法
は
手
に
し
て
い
な
い
と
考
え
ま
す
。
特
に
そ
の
空
間
的
な
規
模
に
つ
い
て

は
、
自
ら
の
体
験
の
な
か
で
は
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
、
む
し
ろ
ト
カ
イ
と
は
近
代

メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
情
報
収
集
手
段
に
よ
っ
て
し
か
把
握
で
き
な
い
よ
う
な
大
規
模
な

「
マ
チ

場
」
な
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　
特

に
、
ト
カ
イ
は
近
世
以
降
に
政
治
・
経
済
・
文
化
が
よ
り
集
中
し
、
向
都
離
村

に
よ
る
農
村
移
住
者
あ
る
い
は
芸
人
な
ど
の
非
定
住
者
の
人
た
ち
が
集
ま
る
よ
う
に

な
り
、
よ
り
流
動
的
な
過
密
社
会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　
そ

れ
か

ら
ト
カ
イ
に
は
常
に
先
端
技
術
と
い
う
も
の
が
集
中
し
ま
す
が
、
本
来

「
マ
チ

場
」
で
は
初
め
か
ら
技
術
そ
の
も
の
を
重
視
し
て
き
た
も
の
で
、
さ
ら
に
西

洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
新
技
術
を
駆
使
す
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
再
度
新
た
な
社
会
組

織
が

形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
う
し
た
新
た
な
社
会
組
織
は
職

住
分
離
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
ト
カ
イ
周
辺
に
広
範
囲
に
わ
た

り
交
通
網
が
敷
設
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
ト
カ
イ
で
は
特
に
海
外
か
ら
の
情
報
・
技
術
、
モ
ノ
、
感
覚
表
現
（
フ
ァ
ッ

シ
ョ

ン
）
な
ど
が
絶
え
ず
移
入
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
感
覚
の
世
界
に
お
い
て
も
よ
り

先

端
的
な
場
所
と
目
さ
れ
、
常
に
刺
激
的
で
変
容
可
能
な
大
衆
文
化
と
盛
り
場
を

次
々
と
形
成
し
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
生
活
空
間
を
「
ト

カ
イ
」
と
考
え
ま
す
。

　
一
方
こ
う
し
た
性
格
の
「
ト
カ
イ
」
と
い
う
の
は
、
わ
が
国
で
は
東
京
・
大
阪
・

福
岡
・
札
幌
な
ど
の
大
都
市
が
入
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
都
市
は
次
第
に
「
マ

チ
」
が
近
代
以
降
に
「
ト
カ
イ
」
化
し
た
も
の
で
、
東
京
以
外
で
は
地
方
都
市
が
「
ト

カ
イ
」
の
性
格
を
次
第
に
顕
著
に
し
て
い
く
傾
向
が
あ
り
、
そ
う
い
う
諸
現
象
は
周

知
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
「
ト
カ
イ
」
と
い
う
語
彙
は
、
古
く
か
ら
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
『
続
日

本
紀
』
に
大
宰
府
を
「
天
下
之
一
都
会
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
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こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
歴
史
家
の
塚
本
学
氏
が
既
に
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

ヒ
ト
と
か
モ
ノ
と
か
が
集
ま
っ
て
く
る
場
所
、
す
べ
て
集
ま
る
と
い
う
性
格
が
、

「
ト
カ
イ
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
ト
カ
イ
と
言
う
生
活
空
間
は
モ
ノ
の
集
中
化
や
物
量
の
問
題
、
す
な

わ

ち
全
体
の
規
模
の
問
題
で
も
う
少
し
議
論
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
先
ほ

ど
述
べ
ま
し
た
「
都
市
民
俗
学
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
総
じ
て
「
ト
カ
イ
」
空

間
お
よ
び
「
ト
カ
イ
」
化
を
対
象
と
し
た
民
俗
、
現
代
風
俗
の
事
象
を
主
と
し
て
き

ま
し
た
。
が
、
一
方
で
は
「
都
市
民
俗
学
」
を
「
現
代
民
俗
学
」
と
い
う
ふ
う
に
置

き
換
え
た
言
い
方
も
あ
る
よ
う
に
、
現
代
の
「
ト
カ
イ
」
生
活
の
中
で
展
開
さ
れ
る

諸
々
の
事
象
を
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
自
体
は
印

象
的
で
あ
り
明
確
な
理
論
的
構
造
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
す
。

　
そ

の

点
を
考
慮
に
い
れ
ま
す
と
、
も
う
少
し
「
都
市
民
俗
学
」
で
は
基
本
的
な
と

こ
ろ
で
の
都
市
の
構
造
理
解
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
つ
ま

り
、
農
村
民
俗
に
対
し
て
都
市
の
民
俗
は
何
な
の
か
、
ど
こ
が
違
う
の
か
、
ど
の
よ

う
な
構
造
的
違
い
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
、
私
た
ち
は
も
っ
と
明
確
に
答

え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
そ

の

こ
と
は
基
本
的
に
「
マ
チ
場
」
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
さ

ら
に
そ
の
中
で
全
国
に
あ
る
様
々
な
「
マ
チ
場
」
が
同
質
の
形
態
な
の
か
ど
う
か
、

性
格
的
に
同
じ
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
問
題
を
も
う
少
し
厳
密
に
分
析
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
都
市
民
俗
論
的
視
点
か
ら
見
た
地
域
特
性
の
テ
ー
マ

　
そ

こ
で
こ
こ
で
は
最
初
に
地
域
特
性
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
き
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
私
は
ま
だ
充
分
に
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
今
ま
で

調
査

し
た
中
で
は
、
自
分
自
身
の
基
本
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
城
下
町
の
金
沢
市
、

岩
手
県
の
遠
野
市
、
熊
本
県
の
人
吉
市
な
ど
を
対
象
に
地
域
性
を
考
え
る
し
か
な
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
私
は
昨
年
の
こ
の
研
究
会
で
見
て
い
た
だ
い
た
富
山
県
の
八
尾
の
映
画
を
製

作

し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
私
が
特
に
示
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
「
マ
チ

場
」
の
性
格
・
特
性
を
考
え
る
と
き
に
必
要
な
、
基
本
的
な
社
会
集
団
の
構
造
や
生

業
の
構
造
を
、
マ
チ
場
の
成
立
過
程
に
よ
る
分
析
か
ら
は
決
し
て
何
も
出
て
こ
な
い

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
む
し
ろ
、
地
域
住
民
の
現
実
生
活
の
展
開
を
通
し

て
、
そ
の
中
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
文
化
内
容
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
か
ら
し
か
理
解

で
き
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
「
風
の
盆
ふ
い
ー
り
ん
ぐ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
映
画
で
は
、
祭
礼
・
年
中

行
事
・
人
生
儀
礼
に
お
け
る
行
事
の
方
法
の
具
体
的
な
展
開
例
を
見
た
の
で
す
が
、

そ
の
中
で
特
に
注
目
し
た
の
は
、
行
事
の
集
団
組
織
で
は
な
く
、
感
覚
表
現
的
な
も

の
に

お
け
る
地
域
特
性
に
つ
い
て
で
し
た
。

　

元
来

「
マ
チ

場
」
の
情
報
、
ヒ
ト
と
モ
ノ
の
流
通
に
は
様
々
な
違
い
が
あ
る
と
思

わ
れ

ま
す
。
私
が
近
年
調
査
し
た
岩
手
県
の
遠
野
市
の
場
合
、
か
つ
て
マ
チ
の
人
々

に
と
っ
て
は
様
々
な
情
報
が
大
き
な
価
値
要
素
を
持
っ
て
い
て
、
あ
る
時
代
、
す
な

わ

ち
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
そ
の
時
々
の
情
報
が
人
々
の
意
識
の
な

か
で
は

常
に
最
優
先
し
て
い
た
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
マ
チ
場
の
情
況
は
大
変
注
目
さ

れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
は

遠
野
の

よ
う
な
小
さ
な
城
下
町
で
あ
っ
て
も
、
人
よ
り
先
ん
じ
て
よ
り
先

端
的
な
情
報
を
い
ち
は
や
く
入
手
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
暮
ら
し
を
楽
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
マ
チ
の
人
々
は
信
じ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　
具
体
例
を
一
つ
紹
介
し
ま
す
と
、
あ
る
遠
野
の
市
中
の
老
舗
の
旅
館
を
し
て
い
た

家
は
、
明
治
の
初
年
ま
で
は
獣
医
で
し
た
。
し
か
し
当
時
そ
の
家
の
主
人
は
新
し
い

情
報
を
確
実
に
入
手
し
た
い
が
た
め
に
、
商
売
替
え
を
し
て
旅
館
を
始
め
た
と
言
い

ま
す
。
そ
れ
は
旅
館
は
他
所
か
ら
来
た
旅
人
が
泊
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
先
端
的
な
情

報
を
確
実
に
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
マ
チ
場
は
、
数
多
く
の
旅
行
者
を
逗
留
さ
せ
る
機
会
を
も
つ
が
故
に

都
市
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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も
う
ひ
と
つ
「
マ
チ
場
」
に
は
、
技
術
と
感
覚
表
現
の
変
容
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　
本
来
「
マ
チ
場
」
に
は
、
自
分
た
ち
が
土
地
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
腕

一
本
、
あ
る
い
は
蓄
積
し
た
知
恵
で
も
っ
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
社
会
的
制
約
が
あ
り
、
そ
の
た
め
職
人
に
限
ら
ず
広
い
意
味
で
の
技
術
（
生
活
技

術
を
含
む
）
が
「
マ
チ
場
」
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
も
の
と
な
り
ま
す
。

　

し
か
も
そ
の
技
術
は
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
常
に
変
化
す
る
必
要
が

あ
り
、
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
す
。

　
同
じ
よ
う
な
意
味
で
感
覚
表
現
に
お
い
て
も
同
様
の
性
格
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

元
来
技
術
と
い
う
の
は
生
産
レ
ベ
ル
で
の
問
題
、
一
方
で
感
覚
表
現
は
消
費
レ
ベ
ル

で

の

問
題
で
あ
り
、
そ
の
両
方
が
都
市
社
会
で
は
常
に
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
性

格
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　
従
っ
て
こ
う
し
た
変
容
の
問
題
点
に
注
目
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
マ
チ
場
」

と
い
う
性
格
が
次
第
に
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

そ
の
他
、
「
マ
チ
場
」
の
地
域
特
性
に
関
し
て
は
遊
興
空
間
も
テ
ー
マ
と
し
て
考
え

て

い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
都
市
の
地
域
特
性
を
表
出
し
て
い
く
テ
ー
マ
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
以
上
が
私
の
考
え
る
「
マ
チ
場
1
1
都
市
」
を
民
俗
学
が
ど
の
よ

う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
主
要
な
問
題
提
起
で
あ
り
ま
す
。

②
「
マ
チ
場
（
マ
チ
・
ト
カ
イ
）
」
に
お
け
る
民
俗
の
変
容
構
造

　
先
に

述
べ
た
民
俗
の
変
容
の
問
題
を
再
度
考
え
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
農
村
社
会
に

お

い

て
も
民
俗
の
変
容
は
必
ず
あ
り
ま
す
が
、
農
村
に
比
べ
る
と
明
ら
か
に
「
マ
チ

場
」
の
民
俗
の
方
が
、
か
な
り
早
い
速
度
で
変
化
す
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
現
時
点
で
こ
れ
ま
で
私
が
観
察
し
て
き
た
マ
チ
場
の
民
俗
事
象
の
中
で
考
え
ら
れ

る
こ
と
は
、
近
代
以
降
に
お
い
て
生
じ
た
「
マ
チ
」
が
「
ト
カ
イ
」
化
す
る
過
程
で

民

俗
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
図
1
で
示
し
た
よ
う
な
変
化
の
パ

タ
ー
ン
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

トカイの民俗

都鄙共通の民俗　A　→　一〉　→　A　継承された民俗一

　　　”　　　　〃　→　→　→　A’変容した民俗

マチ生成の民俗　B　→　→　→　B　継承された民俗

　　　”　　　　”　→　→　→　B’変容した民俗

雪㌶量熟：：：：コ鷲豊
　　　　　　A／B　→　→　　×　民俗の消滅状況一

図1　マチ場（マチ・トカイ）における民俗の変容構造
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こ
こ
で
は
具
体
的
事
例
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ま
ず
「
マ
チ
」
の
民
俗
は
「
ム
ラ
」

と
の
関
係
が
深
い
こ
と
か
ら
、
本
来
共
通
し
た
民
俗
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
ト
カ

イ
」
の
民
俗
の
中
に
も
部
分
的
に
継
承
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
一
方
で
は
、
民
俗
事
象
の
形
態
が
変
容
し
、
ま
た
意
味
内
容
が
変
化
し
た
も
の
も

か
な
り
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
「
マ
チ
」
が
独
自
に
、
「
マ
チ
」
と
い
う
生
活
環
境
の
中
で
形
成
し
て
き
た

民
俗
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
場
合
「
マ
チ
」
独
自
の
民
俗
に
お
い
て
も
、
継
承
さ
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れ

た
も
の
と
変
容
し
た
も
の
と
が
あ
り
、
特
に
都
鄙
で
共
通
の
民
俗
は
い
っ
そ
う
形

を
変
え
た
も
の
に
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　
そ

し
て
民
俗
の
何
ら
か
の
片
鱗
を
一
部
に
残
し
な
が
ら
も
、
現
代
風
俗
や
今
日
的

な
大
衆
文
化
な
ど
の
中
に
て
変
容
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
マ
チ
が
生
成
し
た
民
俗

も
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
圧
倒
的
に
多
い
の
が
民
俗
の
消
滅
状
況
で
す
。
マ
チ
が
「
ト
カ
イ
」
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が

今

日
で
は
大
半
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
他
方
で
は
新
た
に
「
ト
カ
イ
」
の
民
俗
も
生
成
し
て
い
て
、
近
代
以
降

に

全
く
新
し
い
現
象
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
従
来
の
民
俗

と
拮
抗
し
た
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
も
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
民
俗
の
変
容
は
、
事
象
の
変
化
だ
け
を
追
い
か
け
て
も
あ
ま
り
意
味
が

な
い
。
む
し
ろ
、
何
が
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
部
分
が
相
互
に
作
用
し
て
い
く
の
か
と

い

う
実
態
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ば
、
変
容
の

プ

ロ

セ

ス

の
問
題
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

③
「
マ
チ
場
」
の
伝
承
構
造
－
民
俗
的
思
考
と
そ
の
回
路
構
造
1

　
「
マ
チ
場
」
の
民
俗
や
「
マ
チ
場
」
の
伝
承
の
問
題
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
技
術
と

感
覚
表
現
の
変
容
の
構
造
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
考
え
る
と
き
に
、

変
容
の
中
身
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
、
民
俗
の
伝
承
と
は
、
「
人
間
の
身
体
に
無
意
識
に
蓄
積
さ
れ
た
地
域
社
会

に

共
通

し
た
民
俗
的
思
考
（
知
識
・
感
覚
・
行
動
）
の
表
出
形
態
で
あ
る
」
と
言
え

る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
民
俗
学
で
は
様
々
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の

定
義
だ
け
に
限
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
こ
の
場
合
の
民
俗
的
思
考
と

は
、
私
た
ち
が
民
俗
の
範
疇
を
規
定
し
て
い
く
た
め
に
重
要
な
意
識
構
造
と
身
体
の

回
路
構
造
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
従
っ
て
こ
の
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
民
俗
の

変
容
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
「
マ
チ
場
」
の
伝
承
構
造
を
再
度
考
え
直
し
て
み
る
と
、
最
初
に
述
べ
た
よ

う
な
生
産
レ
ベ
ル
で
の
技
術
と
消
費
レ
ベ
ル
の
感
覚
表
現
が
、
い
く
つ
か
の
外
的
要

因
に
よ
っ
て
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
旧
来
の
技
術
や
感
覚
表
現
が
「
ト
カ
イ
」
の
民
俗
に
変
わ
っ

た
と
き
、
そ
の
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
は
必
ず
や
民
俗
的
思
考
を
通
じ
た
も
の
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
の
で
す
。

　

例

え
ば
私
が
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
し
て
き
た
明
治
初
期
の
科
学
技
術
や
色
彩
感

覚
を
検
証
し
て
み
る
と
、
外
来
の
文
化
（
特
に
西
洋
の
も
の
）
が
、
近
代
以
降
の
日

本
に
輸
入
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
外
来
文
化
を
そ
の
ま
ま
ス
ト
レ
ー
ト
に
受
け
入
れ
て

表
現
・
行
動
し
て
き
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
は
必
ず
「
日
本
化
」
と
い
う
変
容

過
程
の
作
用
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
の
日
本
化
と
い
う
変
容
過
程
と
は
、

い

わ
ば

先
述
の
民
俗
的
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
そ
の
も
の
を
意
味
し
、
そ
こ

で
は

民
俗
的
思
考
に
お
け
る
あ
る
種
の
作
用
に
よ
っ
て
、
新
た
に
表
出
さ
れ
た
も
の

が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
特
に

感
覚
表
現
で
は
西
洋
的
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
導
入
や
新
た
な
色
彩
感
覚
、
そ

し
て
そ
れ
ま
で
無
か
っ
た
人
工
音
な
ど
の
表
現
が
都
市
の
問
題
と
し
て
き
わ
め
て
注

目
さ
れ
、
そ
こ
に
は
日
本
人
の
根
底
を
覆
す
よ
う
な
基
層
感
覚
の
変
容
を
余
儀
無
く

さ
せ
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
感
覚
表
現
は
ア
ッ
と
い
う
ま
に
受
容
さ
れ
、
次
い
で
日
本
人

に
極
め
て
合
っ
た
も
の
に
作
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
表
出
の

仕
方
を
今
日
の
都
市
の
様
々
な
事
象
の
な
か
か
ら
捉
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　
以

上
が
、
「
マ
チ
場
」
の
民
俗
の
地
域
特
性
を
考
え
る
視
点
の
一
つ
と
し
て
提
示
し

て

お

き
た
い
こ
と
で
す
。
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④
関
東
の
「
マ
チ
場
」
の
事
例
か
ら

　
近
世
板
橋
宿
の
「
マ
チ
場
」
化
の
要
因

　

次
に
、
関
東
圏
の
マ
チ
場
の
事
例
と
し
て
板
橋
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
都
市
民
俗
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

『
板
橋
区
史
・
通
史
編
・
上
巻
』
に
よ
る
と
、
近
世
に
お
い
て
「
マ
チ
場
」
は
、
図

2
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
中
に
私
が
前
述
に
指
摘
し

た
点
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
注
目
し
た
部
分
の
み
を
取
り
上
げ
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
同
じ
く
『
板
橋
区
史
・
通
史
編
・
上
巻
』
に
よ
れ
ば
、
近
世
板
橋
宿
の

「
マ
チ

場
」
化
の
要
因
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
伝
馬
制
度
が
成
立
し
、
板
橋
は
宿
駅
と
し
て
機
能
し

始
め

ま
し
た
。
そ
し
て
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
は
「
下
板
橋
町
」
と
い
う
よ
う

に
、
こ
こ
で
は
「
マ
チ
」
と
い
う
言
葉
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
後
期
の
町
並
の
長
さ
は
一
五
町
四
九
間
（
約
一
・
七
キ
ロ
）
で
、
平
尾
宿
・
中

宿
・
上
宿
と
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

人
口
や
家
数
も
図
3
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
江
戸
後
期
に
な
る
と
か
な
り
急
激
に

増
え
て
い
ま
す
。

　
そ

し
て
こ
う
し
た
「
マ
チ
場
」
を
形
成
し
て
い
る
主
な
職
業
は
、
地
借
五
八
・
店

借
一
二
四
と
あ
る
よ
う
に
、
新
た
に
商
い
を
す
る
者
が
か
な
り
増
え
て
き
た
こ
と
が

分
り
ま
す
。

　

ま
た
板
橋
宿
は
中
山
道
と
川
越
街
道
の
分
岐
点
に
あ
り
、
最
初
に
下
板
橋
宿
の
方

が
先
行

し
て
つ
く
ら
れ
、
後
で
川
越
街
道
の
方
に
上
板
橋
宿
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ
の

二
つ
の

規
模
を
比
べ
て
見
ま
す
と
、
か
な
り
の
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て

板
橋
宿
は
近
世
の
宿
場
町

と
い
う
も
の
が
展
開
し
て
い
く
典
型
的
な
事
例
の
一
つ
と

思
わ
れ
ま
す
。

　　　　　　　　　志村方面

　　　　　　　藪　θ

　　　　　　　村　　’

　　　　　　　　一ぽ鯨涜
を藤登之助抱屋敷
　　　ピ縁切榎

氷講。艦
中宿脇本陣〔ユ　cコ問屋場・貫目改弄

　　　　　　卍文殊院

乗蓮奈

⑭轡

。板橋宿本陣

口馬つなぎ場

卍遍照寺

ロ平尾宿脇本陣

　卍観明寺

滝
野
川
村

バ＼襯塚
、

　、

日本橋方面

図2　近世板橋宿の概略図（r板橋区史

　　　通史編・上巻』より）

　
特

に
近
世
後
期
の
特
徴
と
し
て
板
橋
宿
で
は
遊
郭
が
非
常
に
発
達
し
て
お
り
ま
す
。

最
も
江
戸
に
近
い
方
の
平
尾
宿
で
は
、
図
3
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
非
常
に
た
く
さ

ん

の

「
何

と
か
屋
」
と
称
す
る
店
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
後
期
に
な
る
と
遊
郭

の
店
が

ど
ん
ど
ん
増
え
、
遊
興
施
設
と
い
う
も
の
が
「
マ
チ
場
」
空
間
の
あ
る
位
置

を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
が
こ
こ
で
は
注
目
さ
れ
ま
す
。

　
板
橋
宿
に
み
る
「
マ
チ
場
」
の
性
格

　

さ
ら
に
板
橋
宿
の
「
マ
チ
場
」
の
性
格
を
最
も
性
格
付
け
て
い
る
要
素
を
取
り
上

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
こ
こ
に
は
非
定
住
者
の
集
住
化
と
い
う
都
市
化
要
因
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
『
板
橋
区
史
・
近
世
編
』
の
記
述
に
は
次
の
よ
う
な
事
例
を
取
り
上
げ

て
い
ま
す
。

　
か

つ
て

加
賀
藩
の
今
枝
民
部
と
い
う
上
級
武
士
が
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に

記
し
た
紀
行
文
『
甲
戌
旅
行
日
記
』
の
中
に
、
「
こ
の
宿
に
潰
れ
者
散
在
し
、
遊
女
も

あ
り
、
江
戸
ち
り
に
て
あ
ふ
れ
者
の
集
ま
る
所
な
れ
ば
気
遣
は
ふ
か
し
」
と
書
い
て

い

ま
す
。
つ
ま
り
江
戸
時
代
の
か
な
り
早
い
時
期
に
、
大
量
の
非
定
住
者
が
こ
の
地

域

に
集
ま
り
、
そ
の
結
果
板
橋
宿
の
「
マ
チ
場
」
化
が
急
速
に
進
ん
だ
こ
と
が
こ
の
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こ
と
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
次

に
、
再
び
遊
郭
に
つ
い
て
で
す
が
、
『
板
橋
区
史
・
近
世
編
』
に
よ
れ
ば
、
天
保

年
間
に
記
述
さ
れ
た
『
岡
場
遊
郭
考
』
に
、
「
昼
ハ
見
世
格
子
ヲ
取
、
六
尺
程
内
二
丸

竹
二
て
仕
切
、
見
勢
を
は
る
事
二
な
り
ぬ
、
夜
分
は
格
子
ヲ
〆
、
已
前
の
通
り
」
と

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
板
橋
遊
郭
の
昼
と
夜
と
で
は
雰
囲
気
が
明
確
に
異
な
っ
て
い
た

こ
と
が
、
こ
の
記
述
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
板
橋
で
は
長
屋
の
存
在
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
図
4
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

伊
勢
屋
孫
兵
衛
家
文
書
の
長
屋
の
購
入
状
況
か
ら
当
時
の
長
家
の
居
住
形
態
が
よ
く

遵
加
賀
侯
旬
　
　
下
口
敷

褒
田
宜

　
　

図3　近世後期の板橋宿（r板橋区史・通史編・上巻』より）

わ
か

り
ま
す
。
一
般
に
都
市
化
と
か
マ
チ
場
化
の
要
因
を
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
、
長

屋
の

よ
う
な
貸
家
の
存
在
が
大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
江
戸
の
生
活
慣
習
の

影
響
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
次

に
、
町
並
の
構
造
で
す
が
、
板
橋
宿
は
近
世
の
典
型
的
な
両
側
町
を
形
成
し
て

い

ま
す
。
し
か
し
後
ろ
は
す
ぐ
に
田
畑
に
な
っ
て
い
ま
す
。
図
5
に
あ
り
ま
す
よ
う

に
、
間
口
は
狭
く
奥
に
長
い
敷
地
に
な
っ
て
い
て
、
典
型
的
な
宿
場
形
態
の
様
相
を

見
せ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
近
世
後
期
に
な
っ
て
非
常
に
発
達
し
た
上
板
橋
宿
の
復
元
図
に
よ
り
ま

す
と
、
家
が
点
在
し
て
い
て
一
戸
の
家
の
周
り
の
敷
地
が
広
く
、
農
家
形
式
の
待
ま

い

を
見
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
上
板
橋
宿
の
敷
地
形
態
の
事
例
は
他
の
地
方
に
も
、
同
じ
よ
う
な
タ

齢
⇒十甘

さトゆ⇒閃糖当
　　　　アゆw
　　　　　＝淋

弐
間
半

店
賃★

官

ケ
月

　
八
匁
ツ
・

押
　
家
賃

蘇

聾
朋
五
分

押

圏～トこ寸⇒〉ト冶辣…剃｜1卜「巴

巴㍗こ坤◎〉冶嚇ヰ冷1害暑
　　　ゆ声冶田誌掛、目掴叫

図4　文久元年（1861）伊勢屋孫兵衛購入の貸長屋

　　　（『板橋区史・通史編・上巻』より）
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鈴
木
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太

繍
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円
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図5　明治20年頃の板橋（r板橋区史・資料編5・民俗』より）

イ
ブ
が
見
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
石
川
県
の
金
沢
市
に
隣
接
す
る
野
々
市
町
と
い
う
宿

場
町
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
旧
北
陸
道
に
沿
っ
た
金
沢
の
中
心
か
ら
六
・
七
キ
ロ
西

方
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
近
世
初
期
に
成
立
し
た
こ
の
宿
場
町
は
、
同
じ

く
近
世
初
期
に
成
立
し
た
上
板
橋
宿
と
全
く
同
じ
、
農
村
と
マ
チ
場
の
中
間
的
な
空

間
構
造
の
形
態
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
板
橋
宿
の
町
家
の
家
屋
構
造
に
つ
い
て
も
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
図
6
は
、
五
十
嵐
家
の
平
面
図
で
す
。
明
治
年
間
の
も
の
で
す
が
、
手
前
に
「
オ

ミ
セ
」
と
い
う
空
間
が
あ
り
、
後
ろ
に
「
オ
ク
」
が
あ
っ
て
、
奥
に
細
長
い
典
型
的

な
「
マ
チ
場
」
の
仕
舞
屋
風
の
も
の
で
す
。
建
物
を
見
る
と
、
家
屋
の
構
造
が
二
つ

の
棟
を
連
続
さ
せ
て
い
る
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
、
「
オ
ミ
セ
」
の
空
間
が
平

入

り
と
さ
れ
、
屋
根
が
前
と
後
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
「
オ

ク
」
の
部
分
は
別
棟
の
形
態
と
し
寄
棟
造
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
民

家
は

二
つ
の
家
を
繋
い
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

な
お
、
同
じ
く
板
橋
の
藤
野
家
も
全
く
同
じ
形
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
手
前
に
あ

る
精
米
所
と
「
ア
ガ
リ
ッ
パ
ナ
」
の
空
間
が
平
入
り
で
格
子
を
施
し
た
部
分
に
な
っ

て

い

ま
す
。
そ
し
て
後
方
に
別
棟
の
建
物
が
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

　
前
述
し
た
北
陸
の
宿
場
町
、
野
々
市
の
町
家
も
全
く
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
。

手
前
に

平
入

り
の
建
物
が
あ
り
、
格
子
を
前
面
に
施
し
て
仕
舞
屋
形
式
を
強
調
し
て

い

ま
す
。
そ
し
て
後
方
に
は
こ
の
地
方
の
典
型
的
な
農
村
建
築
の
建
物
が
あ
り
、
こ

の

二

つ
の
形
式
の
建
物

を
繋
げ
た
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
町
屋
と
農
家
を

合
体
し
た
よ
う
な
形
式
は
、
明
治
以
降
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
最
近

の
調
査
で
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
以
前
か
ら
住
民
の
な
か
に
「
マ
チ
場
」
志
向
が
働
い
て
い
て
、

「
マ
チ

場
」
と
は
こ
う
い
う
形
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
平
入
り
の
間

口
の
前
面
に
は
格
子
を
施
し
た
正
面
飾
り
が
必
要
で
あ
り
、
「
マ
チ
場
」
を
「
マ
チ

場
」
ら
し
く
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
、
明
治
以
降
に
急
速
に
働
い

た

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
板
橋
の
場
合
も
、
明
治
初
頭
か
ら
明
治
二
十
年
代
に
か
け
て
の
時
期
に
、
道
路
に

面

し
た
前
側
を
町
屋
風
の
構
造
に
改
築
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
従
っ

て

こ
の
時
期
の
全
国
の
「
マ
チ
場
」
は
、
マ
チ
場
に
も
色
々
あ
り
ま
す
が
、
京
都
や

江
戸

な
ど
い
ず
れ
か
の
モ
デ
ル
を
殊
更
意
識
し
て
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
、
そ
し
て
出
来
あ
が
っ
た
形
態
は
元
か
ら
あ
っ
た
マ
チ
場
形
態
と
は
か
な
り
違
う

の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
明
治
以
降
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の
近
代
の
出
現
に
よ
る
新
た
な
感
覚
表
現
や
感
覚
作
用
の
働
き
の
結
果
で
あ
り
、
そ

う
し
た
感
覚
か
ら
新
た
な
町
家
形
式
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
が
こ
こ
か
ら
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

⑤
板
橋
の
民
俗
儀
礼
か
ら
見
た
都
市
的
性
格

　
最
後

に
、
宿
場
町
の
民
俗
と
関
係
す
る
儀
礼
に
つ
い
て
『
板
橋
区
史
・
近
世
編
』

の
記
述
か
ら
い
く
つ
か
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
つ
は
、
「
さ
か
む
か
え
」
と
い
う
儀
礼

で

す
。
こ
れ
は
、
伊
勢
参
宮
が
盛
ん
な
折
、
江
戸
の
人
々
が
代
参
者
を
迎
え
て
祝
う

儀
礼
が
宿
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
マ
チ
場
の
人
た
ち
や
親
戚
の
人

た
ち
が
迎
え
て
宴
会
を
開
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
迎
え
る
儀
礼
と
は
逆
に
、
旅
立
ち

の
方
を
「
さ
か
お
く
り
」
と
言
い
ま
す
が
、
「
さ
か
む
か
え
」
の
方
が
盛
大
で
あ
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
さ
か
む
か
え
」
の
「
さ
か
」
と
い
う
言
葉
は
何
を
指

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
か
ら
見
て
板
橋
は
城
下
町
圏
の
境
の
場
所
で
、
そ

こ
ま
で
は
見
送
る
・
迎
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
江
戸
の
人
た
ち
の
意
識
の
な
か
に
、
そ
の
よ
う
な
構
図
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
こ
で
は
板
橋
が
江
戸
の
境
界
地
と
い
う
点
に
注
目
さ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に

こ
の
「
さ
か
む
か
え
」
の
同
じ
儀
礼
が
品
川
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
品
川
の
場
合
は

江
戸
の

人
た
ち
が
大
勢
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
次
第
に
板
橋
の
方
が
減
少
し
始
め
た
と

言
わ
れ
て

い

ま
す
。
こ
れ
は
両
者
の
遊
郭
の
質
が
品
川
の
方
が
上
で
あ
っ
た
か
ら
で
、

板
橋
を
低
く
見
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
江
戸
の
入
り
口
と
い
う
点

で

も
性
格
付
け
が
違
う
と
い
う
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
、
鳶
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
板
橋
の
近
世
社
会
に
お
い
て
中
心
的
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
は
鳶
の
仲
間
の
よ
う
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
、
鳶
の
親
方

と
い
う
存
在
は
か
な
り
「
マ
チ
場
」
を
仕
切
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が

近
世
か

ら
の
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
後
の
時
期
に
そ
う
な
っ
た
の
か
は
分
か
り
ま

せ

ん
。
以
前
に
民
俗
学
の
岩
本
通
弥
さ
ん
が
古
河
の
城
下
町
を
調
査
し
た
と
き
も
マ

チ
場

を
仕
切
っ
て
い
た
の
は
鳶
が
中
心
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
関
東

の

「
マ
チ

場
」
で
は
、
鳶
職
人
の
存
在
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
し
か
も
年
中
行
事
に
は
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

次

に
、
商
家
の
年
中
行
事
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
か
つ
て
正
月
の
二
日
三

日
に
は
年
始
廻
り
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
丁
稚
が
年
賀
の
半
紙
か
手
拭
を
近
所

に
配
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
江
戸
・
東
京
の
影
響
が
あ
っ
て
、
同
じ
も
の

を
持
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
注
目
し
た
い
の
は
、
江
戸
も
同
じ
で
す
が
、

商
家
で
は
出
入
の
職
人
に
、
そ
の
家
の
家
紋
も
し
く
は
屋
号
を
印
し
た
紋
入
り
の
半

纏
を
配
る
と
い
う
慣
習
が
あ
る
こ
と
で
す
。
職
人
は
そ
の
半
纏
を
着
て
年
始
に
来
る
、

あ
る
い
は
立
ち
回
り
、
さ
ら
に
そ
の
家
の
結
婚
式
な
ど
め
で
た
い
と
き
に
は
駆
け
つ

け

る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
全
く
江
戸
の
習
俗
と
同
じ
で
す
。
江
戸
の

商
家
の
し
き
た
り
が
板
橋
に
も
伝
わ
っ
て
き
て
、
同
じ
よ
う
な
展
開
を
見
せ
て
い
た

と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
板
橋
は
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
東
京
市

に

編
入

し
、
そ
の
時
八
月
盆
か
ら
七
月
盆
に
変
わ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
暦
に
つ
い

て

も
板
橋
で
の
変
わ
り
方
は
早
く
、
板
橋
に
は
そ
れ
だ
け
東
京
の
新
し
い
慣
習
が
い

ち
早
く
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
十
一
月
に
お
酉
様
の
行
事
が
あ
り
ま
す
が
、
板
橋
の
人
た
ち
は
以
前
か
ら

浅
草
の
大
鷲
神
社
に
ほ
と
ん
ど
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
浅
草
と

板
橋
と
の
関
係
は
非
常
に
深
く
、
江
戸
時
代
か
ら
舟
運
を
利
用
し
た
往
来
が
盛
ん
で

し
た
。
従
っ
て
板
橋
の
若
い
衆
が
遊
び
に
行
く
と
こ
ろ
は
必
ず
浅
草
で
あ
り
、
舟
を

利
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
宿
場
の
場
合
、
私
た
ち
は
街
道
の
つ
な
が

り
だ
け
を
考
え
ま
す
が
、
実
際
の
生
活
で
は
舟
運
の
利
用
が
様
々
な
展
開
を
見
せ
て

い

ま
し
た
。
ま
た
、
板
橋
の
下
肥
集
荷
に
つ
い
て
見
る
と
、
街
道
を
牛
車
で
運
ぶ
場

合
と
、
舟
で
運
ぶ
場
合
の
二
通
り
が
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
板
橋
で
も
す

べ

て
一
様
で
は
な
く
、
運
河
に
近
い
場
所
は
早
く
か
ら
舟
運
が
盛
ん
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
舟
は
大
量
に
運
べ
る
の
で
値
段
も
安
く
済
む
と
い
う
面
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
、
交
通
の
形
態
が
及
ぼ
す
影
響
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
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最
後
に
、
遊
郭
の
民
俗
事
例
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
遊
廓
の
店
の
開

始
に
あ
た
り
何
事
も
無
い
よ
う
祈
願
す
る
意
味
で
の
玄
関
の
塩
盛
り
の
し
き
た
り
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
毎
日
夕
刻
に
な
る
と
下
足
番
が
下
足
札
を
束
ね
て
ガ
シ
ャ
ガ

シ

ャ

音
を
立
て
る
慣
習
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
面
に
お
い
て
も
江
戸
な
ど
の

「
ト
カ
イ
」
的
要
素
が
板
橋
の
「
マ
チ
場
」
に
即
反
映
し
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
ま
し

た
。　

板
橋
の
近
世
に

お
け
る
民
俗
関
連
事
例
は
以
上
で
す
。

◎
「
マ
チ
場
」
に
お
け
る
民
俗
事
象
の
感
覚
表
現

　
民
俗
文
化
の
色
彩
感
覚
と
そ
の
意
識
構
造

　
次
に

マ
チ
場
の
感
覚
表
現

と
い
う
点
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、
色
彩
の
よ
う
な
も

の

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
民
俗
学
の
立
場
か
ら
考
え

て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
図
8
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
色
の
意
識
は
白
あ
る
い
は
無
色

を
基
準
に
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
常
生
活
で
生
命
力
を
維
持
す
る
「
ケ
」
と
い

う
も
の
を
仮
に
色
で
表
現
す
る
と
、
白
あ
る
い
は
無
色
の
世
界
を
基
準
に
考
え
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
生
命
力
が
衰
退
す
る
、
つ
ま
り
「
ケ
」
の
力

が

衰
え
る
と
い
う
状
態
が
「
ケ
ガ
レ
」
で
す
。

　
従
っ
て
そ
の
場
合
の
「
ケ
ガ
レ
」
と
は
、
白
あ
る
い
は
無
色
が
何
ら
か
の
別
の
色

に

変
化
を
起
こ
し
た
状
態
を
指
し
て
い
て
、
む
し
ろ
無
色
が
有
色
に
変
わ
る
こ
と
を

古
来
か
ら
人
々
は
恐
れ
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ

こ
で
、
そ
う
し
た
衰
え
た
「
ケ
ガ
レ
」
状
態
か
ら
脱
す
る
た
め
に
、
神
仏
の
力

を
借
り
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
同
時
に
色
彩
自
体
が
持
っ
て
い
る
作
用
を
意
識

的
に
加
え
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
、
白
色
・
赤
色
・
青
色
・
五
色
な
ど
の
色
彩
で
あ

り
、
色
彩
の
呪
術
的
な
力
を
意
識
的
に
使
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

こ
こ
に
は
変
化
し
た
色
の
状
態
を
色
で
も
っ
て
元
に
戻
そ
う
と
す
る
構
造
が
あ
り
ま

勤

色彩の力
（作用）

　
　
　
砲

怨

轟

神
祭

　
赤
の

　
　
　
白

図8　色彩とハレ・ケ・ケガレとの

　　　関係図

す
。　

特
に

「
マ

チ

場
」
の
場
合
は
、
ま
ず
色
で
構
成
す
る
「
マ
チ
場
」
表
現
と
は
い
っ

た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら

マ
チ
場
を
見
る
と
、
都
市
は
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
一
つ
は
、
農
村
の
人

た
ち
か
ら
見
る
と
、
「
マ
チ
場
」
と
い
う
社
会
は
極
め
て
色
彩
に
溢
れ
た
稜
れ
た
社
会
、

常

に
人
工
色
に
満
ち
た
「
ケ
ガ
レ
」
状
態
の
社
会
に
見
え
る
と
思
い
ま
す
。
一
方

「
マ
チ

場
」
の
中
の
人
た
ち
も
、
自
ら
の
「
ケ
ガ
レ
」
状
況
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
無

意
識
の
う
ち
に
感
じ
て
い
て
、
そ
れ
は
有
色
文
化
の
変
質
の
問
題
と
し
て
関
わ
っ
て

き
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　
板
橋
の
色
彩
表
現
に
見
る
「
マ
チ
場
」
的
性
格

　
さ
ら
に
板
橋
の
色
彩
事
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
か
つ
て
晴
れ
着
で
紫
地
の
着
物

が

流
行
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
板
橋
に
限
ら
ず
、
明
治
以
降
に
紫
色
の
志
向
が
全
国
の

都
市
に
浸
透
し
展
開
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
呉
服
屋
の
番
頭
の
茶
縞
、
あ
る
い
は
黒
と
黄
色
の
木
綿
帯
な
ど
の
カ
ラ
フ

ル

な
色
が
流
行
し
て
い
ま
す
。
元
来
、
黄
色
と
い
う
色
を
使
う
の
は
、
基
本
的
に
農
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村
社
会
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
性
格
の
色
で
す
。
こ
れ
は
近
代
の
何
ら
か
の
感
覚

的
な
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
板
橋
で
は
か
な
り
早
い
時
期
に
黒
色
が
志
向
さ
れ
、
明
治
期
の
終
わ
り
頃

の
結
婚
式
に
は
黒
の
紋
付
き
、
留
袖
が
着
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
傾
向
は
茨
城
県

な
ど
と
比
べ
る
と
、
か
な
り
早
い
流
行
と
言
え
ま
す
。
こ
こ
で
も
何
ら
か
の
「
ト
カ

イ
」
感
覚
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
結
婚
式
の
お
色
直
し
と
い
う
習
慣
も
こ
こ
で
は
早
い
時
期
に
定
着
し
た
と

み

ら
れ
、
既
に
明
治
期
に
は
出
て
き
ま
す
。
元
々
お
色
直
し
と
い
う
言
葉
は
「
結
婚

後
三
日
目
ま
た
は
出
産
後
の
一
〇
一
日
目
に
新
夫
人
ま
た
は
産
婦
・
産
児
が
白
小
袖

を
着
用
す
る
か
、
も
し
く
は
室
内
装
飾
な
ど
を
色
の
あ
る
も
の
に
取
り
替
え
る
こ
と

を
言
い
、
今
日
で
は
結
婚
当
日
に
新
婦
が
式
服
を
脱
い
で
別
の
衣
服
に
改
め
る
こ
と

を
言
う
」
（
広
辞
苑
）
も
の
で
、
板
橋
で
は
江
戸
棲
か
ら
黒
の
着
物
（
留
め
袖
）
に
、

さ
ら
に
訪
問
着
に
着
替
え
る
と
し
た
お
色
直
し
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
板
橋
で
は
結
婚
後
の
一
年
間
の
春
秋
の
祭
り
に
際
し
、
新
婦
は
髪
を
島
田
に

結
い

黒
の
江
戸
棲
を
着
用
し
て
再
度
婚
礼
時
の
装
い
で
神
社
に
参
り
、
地
域
に
対
す

る
顔
見
せ
を
行
っ
た
そ
の
一
時
間
後
に
、
錦
紗
の
柄
の
重
の
着
物
に
着
替
え
る

「
し
っ
か
え
し
（
お
色
直
し
）
」
と
い
う
儀
礼
が
行
わ
れ
た
も
の
で
、
こ
う
し
た
結
婚

式
と
は
別
の
形
の
お
色
直
し
の
慣
習
が
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、

こ
れ
は
日
本
海
側
の
奥
能
登
の
鳳
至
郡
一
帯
に
、
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
あ
っ
た
ゲ
ン

ゾ
マ
イ
リ
と
称
す
る
儀
礼
に
酷
似
し
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
板
橋
で
は
葬
式
に
は
基
本
的
に
白
色
を
着
用
し
た
が
、
第
二
次
大
戦
前
は

女
性
た
ち
は
こ
の
シ
ッ
カ
エ
シ
（
ヒ
ッ
カ
エ
シ
）
の
と
き
に
着
物
の
下
に
着
用
し
て

い

た
白
羽
二
重
を
着
る
も
の
で
、
帯
や
足
袋
、
履
物
の
鼻
緒
ま
で
白
づ
く
め
と
し
て

い

た
こ
と
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
お
色
直
し
と
は
本
来
、
白
の
衣
類
に
改
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
言

葉

で
、
こ
の
場
合
の
「
色
」
と
は
「
白
」
を
指
し
示
し
た
言
葉
で
は
な
い
か
、
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
白
色
の
民
俗
事
象
に
相
対
す
る
も
の
と
し
て
赤
色
の
民
俗
事
象
が
あ
り
ま

す
。　

大
正

期
に
板
橋
で
は
、
子
供
が
誕
生
し
て
七
日
目
の
祝
い
「
お
七
夜
（
オ
シ
チ

ヤ
）
」
に
は
、
産
婆
が
赤
子
を
抱
き
な
が
ら
「
寿
」
の
字
を
書
い
た
紙
に
紅
白
の
水
引

を
掛
け
、
井
戸
と
ハ
バ
カ
リ
（
厨
）
に
貼
っ
て
お
参
り
す
る
と
い
う
儀
礼
が
行
わ
れ

て

い

ま
し
た
。
こ
う
し
た
誕
生
儀
礼
に
は
ど
こ
か
洗
練
さ
れ
た
美
意
識
が
感
じ
ら
れ
、

本
来
は
江
戸
時
代
の
大
名
家
な
ど
上
級
武
士
の
習
俗
と
し
て
あ
り
、
明
治
以
降
に
民

間
に
も
流
布
し
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
婚
礼
の
と
き
に
桜
湯
と
オ
チ
ツ
キ
ノ
モ
チ
を
必
ず
客
に
振
る
舞
う
と
い
う

儀
礼
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
農
村
的
と
い
う
よ
り
も
ト
カ
イ
的
な
性
格
の
も
の
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
板
橋
の
大
山
地
区
は
マ
チ
場
化
し
た
地
域
で
す
が
、
か
つ
て
火
事
の
と
き
消

防
の
纏
持
ち
が
屋
根
の
上
で
バ
レ
ン
を
振
る
な
か
、
側
に
い
た
婆
さ
ん
を
捕
ま
え
て
、

そ

の

婆
さ
ん
の
赤
い
腰
巻
き
を
「
す
ぐ
に
脱
げ
、
早
く
出
せ
」
と
言
っ
て
取
り
上
げ

た
も
の
で
、
そ
の
腰
巻
き
を
長
い
竹
竿
の
先
に
付
け
、
纏
持
ち
は
火
に
向
か
っ
て
旗

の

よ
う
に
振
っ
た
り
突
き
上
げ
た
り
し
な
が
ら
、
火
災
が
類
焼
し
な
い
よ
う
呪
的
な

仕
草
が
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
火
災
時
の
腰
巻
き
に
因
む
火
除
け
の
呪
い
は
、
全
国
的
に
家
屋
が
密
集

し
た
都
市
的
な
マ
チ
場
に
共
通
し
た
民
俗
と
見
ら
れ
、
例
え
ば
北
陸
の
城
下
町
で
は
、

火
災
を
引
き
起
こ
す
の
は
烏
天
狗
の
仕
業
で
、
天
狗
が
火
を
つ
け
て
回
る
か
ら
、
天

狗
が
最
も
嫌
う
不
浄
の
モ
ノ
で
あ
る
女
性
の
腰
巻
き
を
纏
の
替
り
に
振
る
の
だ
、
と

説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
習
俗
は
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
続
い
て
い
ま
し
た
。

　
従
っ
て
板
橋
の
都
市
性
は
江
戸
時
代
か
ら
の
も
の
で
、
江
戸
や
東
京
に
隣
接
し
て

い

る
地
理
的
条
件
に
そ
の
大
き
な
要
因
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
な
か
で
も
特
に
色

彩
事
象
の
な
か
に
そ
の
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
傾
向
は
例
え
ば
、
洋
装
の
移
入
の
経
緯
を
辿
る
と
、
明
治
四
十
四
年
に
遊
郭

の
娘

さ
ん
た
ち
が
洋
服
着
用
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
次
第
に
板
橋
全
体
に
広
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ま
っ
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
板
橋
の
遊
郭
が
、
感
覚
表
現
の
世
界

で
は

常

に
先
端
を
い
く
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
注
目
さ
れ
ま
す
。
つ
ま

り
、
板
橋
の
都
市
化
は
、
そ
の
生
活
慣
習
や
民
俗
文
化
に
お
い
て
、
遊
郭
の
存
在
を

は

ず

し
て
は
決
し
て
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
他
方
「
マ
チ
場
」
の
刺
激
性
と
い
っ
た
点
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
単
な
る
「
ト

カ
イ
」
化
の
影
響
と
い
う
よ
り
も
、
感
覚
の
情
報
的
な
も
の
の
移
入
に
よ
っ
て
否
応

な
く
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
「
マ
チ
場
」
の
地
域
性
が
、
板
橋
の
場
合
に
は

か

な
り
早
い
時
期
か
ら
展
開
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。

　
以
上
が
、
私
が
現
在
考
え
て
い
る
都
市
の
地
域
特
性
に
関
す
る
事
例
報
告
の
総
て

で
あ
り
ま
す
。（東

京
家
政
学
院
大
学
人
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
一
年
十
二
月
二
十
一
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
十
月
十
一
日
審
査
終
了
）
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