
関
東
の
伝
統
的
地
方
都
市
の
地
域
特
性
川
越
と
佐
原
を
中
心
に

上
野
和
男

0
問
　
題

　

こ
の
報
告
で
は
、
川
越
と
佐
原
と
い
う
二
つ
の
都
市
を
比
較
し
て
、
関
東
の
伝
統

的
地
方
都
市
の
地
域
特
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
小
林

忠
雄
氏
報
告
「
マ
チ
場
の
感
覚
表
現
と
民
俗
ー
板
橋
を
中
心
に
ー
」
を
聞
い
て
、
都

市
の

「
地
域
特
性
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
ズ
レ
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
私
は

社
会
学
的
な
社
会
組
織
の
研
究
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
都
市
も
多
少
研
究
を
し
て
お

り
ま
す
。
社
会
学
で
は
都
市
を
研
究
す
る
と
き
に
、
都
市
性
（
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
）
と

い

う
言
葉
を
よ
く
使
い
ま
す
。
小
林
報
告
で
言
わ
れ
た
「
マ
チ
場
」
の
民
俗
と
い
う

の

は
、
私
の
言
葉
で
い
う
と
都
市
性
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
板
橋
の

個
別
の
都
市
と
し
て
の
特
徴
が
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
都
市
の
「
地
域
特
性
」
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
都
市
性
と
都
市
の
地
域
特
性
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
使
い
分

け
る
の
か
。
地
域
特
性
と
似
た
言
葉
に
「
地
域
性
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
地

域
性

と
の
違
い
を
考
え
な
が
ら
、
都
市
の
地
域
特
性
と
い
う
概
念
を
提
示
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
点
も
含
め
て
、
こ
の
機
会
に
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ

も
そ
も
こ
の
共
同
研
究
が
始
ま
っ
た
契
機
は
、
こ
れ
ま
で
の
都
市
史
研
究
に
お

い

て
、
三
都
（
東
京
、
大
阪
、
京
都
）
以
外
の
都
市
、
す
な
わ
ち
名
古
屋
な
ど
の
中

部
地

方
の
都
市
に
つ
い
て
の
研
究
が
希
薄
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
名
古
屋
を
中
心
と
す

る
中
部
地
方
に
は
、
ほ
か
の
地
域
と
は
異
な
る
民
俗
や
文
化
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ

れ

を
、
中
部
地
域
の
地
域
特
性
と
し
て
理
解
し
た
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
共
同
研
究

の

出
発
点
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
名
古
屋
を
中
心
と
す
る
地
域
で
は
、
「
名
古

屋
嫁
入
り
」
な
ど
の
変
わ
っ
た
習
俗
が
農
村
・
都
市
を
通
じ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

私
の
考
え
で
は
、
嫁
（
女
性
）
を
送
り
出
す
側
の
社
会
的
地
位
が
低
く
、
そ
の
結
果

と
し
て
色
々
な
贈
物
を
し
た
り
、
派
手
な
結
婚
式
を
し
た
り
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ

れ
か

ら
北
陸
で
は
、
毎
年
暮
れ
に
な
る
と
女
性
側
か
ら
男
性
側
に
獅
を
贈
る
の
習

俗
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
一
連
の
習
俗
は
、
女
性
の
地
位
の
低
さ
、
あ
る
い
は
実
家

（嫁
を
送
り
出
す
）
側
の
社
会
的
地
位
の
低
さ
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
。
「
名
古
屋
嫁
入
り
」
は
農
村
・
都
市
で
共
通
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

で

す
の
で
、
こ
れ
ら
を
含
む
形
で
中
部
地
方
の
伝
統
的
地
方
都
市
の
特
徴
は
何
か
と

い

う
点
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
は
ど
う
か
、
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ま
で
歴
史
学

で

も
三
都
の
研
究
は
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
名
古
屋
の
研
究
は
き
わ
め
て
少
な
い

状
況
に

あ
り
ま
し
た
の
で
、
民
俗
学
、
社
会
学
、
歴
史
学
な
ど
の
学
際
的
共
同
研
究

に
よ
っ
て
伝
統
的
地
方
都
市
の
地
域
的
な
特
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
考
え
た
わ
け

で
す
。

　
最
初
の
照
準
は
中
部
地
方
、
特
に
名
古
屋
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ

ー
ク
の
可
能
性
な
ど
を
判
断
し
て
、
本
研
究
で
は
、
名
古
屋
を
諦
め
て
下
総
地
方

に

研
究
対
象
地
域
を
移
す
形
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
考
え
方
の
基
本
と
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し
て
の
都
市
の
地
域
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
研
究
目
標
は
こ
れ
ま
で
通
り
で

あ
り
ま
す
。
関
東
地
方
の
東
部
に
位
置
し
、
江
戸
（
東
京
）
と
密
接
な
関
係
を
持
ち

な
が
ら
発
展
し
て
き
た
下
総
地
方
の
伝
統
的
地
方
都
市
が
ど
う
い
う
特
性
を
持
っ
て

い

る
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
共
同
研
究
の
目
標
と
す
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
報
告
で
は
、
最
初
に
地
域
性
と
地
域
特
性
の
概
念
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思

い

ま
す
。
そ
し
て
、
川
越
と
佐
原
と
い
う
関
東
地
方
の
伝
統
的
地
方
の
地
域
特
性
を

都
市
祭
礼
を
中
心
に
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
都
市
の
比
較

を
と
お
し
て
そ
の
共
通
性
と
差
異
、
お
よ
び
そ
の
要
因
に
つ
い
て
、
お
話
し
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

②
「
地
域
性
」
と
「
地
域
特
性
」

　
（
1
）
地
域
性
論
と
地
域
特
性
論

　
わ

た
し
は
、
大
学
時
代
か
ら
日
本
の
社
会
組
織
の
地
域
性
に
つ
い
て
研
究
し
て
き

ま
し
た
。
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
三
五
集
（
一
九
九
一
年
）
に
も
「
日

本
の
地
域
性
研
究
に
お
け
る
類
型
論
と
領
域
論
」
と
い
う
地
域
性
研
究
の
動
向
を
紹

介
す

る
論
文
を
書
き
ま
し
た
。
私
は
地
域
性
論
と
地
域
特
性
論
を
区
別
し
て
考
え
て

お

り
ま
す
。
地
域
性
論
と
は
、
日
本
社
会
や
日
本
文
化
を
地
域
類
型
や
領
域
を
設
定

し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
地
域
性
論
に
つ
い
て
、
か
つ

て

わ

た
し
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
日
本
社
会
な
い
し
日
本

文
化
の
地
域
性
研
究
（
地
域
性
論
）
と
は
、
日
本
の
社
会
・
文
化
の
地
域
的
な
多
様

性
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
単
一
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
類

型

（理
念
型
）
や
領
域
を
設
定
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
の
方
法
論
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
地
域
性
論
は
、
単
な
る
各
地
域
ご
と
の
個
別
的
な
地
域
的
特
性
を
問

題

と
す
る
研
究
で
は
な
く
、
日
本
社
会
な
い
し
文
化
の
全
体
的
な
地
域
的
構
造
を
考

察

す
る
研
究
で
あ
る
。
地
域
性
論
は
地
域
の
社
会
や
文
化
を
個
別
に
問
題
と
す
る
地

域
社
会
論
や
地
域
文
化
論
で
は
な
く
、
日
本
社
会
論
な
い
し
日
本
文
化
論
の
ひ
と
つ

な
の
で
あ
る
」
〔
上
野
和
男
一
九
九
一
「
日
本
の
地
域
性
研
究
に
お
け
る
類
型
論
と
領
域

論
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
三
五
集
、
二
四
一
ー
二
七
〇
〕
。

　
要
す
る
に
、
基
本
的
に
は
日
本
の
社
会
や
文
化
を
単
一
の
も
の
と
し
て
考
え
る
の

で
は

な
く
て
、
社
会
の
構
造
や
文
化
が
地
域
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
視
点
で
、

日
本
の
社
会
や
文
化
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
地
域
性
論
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
餅
が
丸
い
か
四
角
い
か
、
雛
人
形

の

内
裏
様
を
右
に
飾
る
の
か
左
に
飾
る
の
か
、
な
ど
地
域
的
な
違
い
は
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
地
域
性
論
は
、
あ
く
ま
で
も
日
本
社
会
論
や
日
本
文
化
論
の
一
つ
と
し
て
、

地
域
的
な
違
い
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
で
あ

り
ま
す
。
地
域
性
論
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
提
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
地
域
性
論

の

な
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
私
の
立
場
は
異
質
論
的
な
立
場

で

あ
り
ま
す
。
よ
く
比
較
さ
れ
る
関
東
と
関
西
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
質
な

の
で

あ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
古
い
と
か
、
ど
ち
ら
が
新
し
い
と
か
、
ど
ち
ら
が
基
本
で

あ
る
と
か
、
は
言
え
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
異
質
論
の
立
場
か
ら
私

は

日
本
社
会
な
い
し
文
化
の
地
域
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
私
の
地
域
性
論
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
ま
し
た
「
日
本
の
地
域
性
研

究
に

お
け
る
類
型
論
と
領
域
論
」
〔
上
野
和
男
一
九
九
一
〕
で
論
じ
ま
し
た
。
日
本
の

地
域
性
論
は
、
大
き
く
「
地
域
類
型
論
」
と
「
地
域
領
域
論
」
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

地
域
類
型
論
は

日
本
の
社
会
構
造
や
文
化
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
類
型
を
設
定
し
て
、

そ
の
構
造
的
変
差
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
で
あ
り
ま
す
。
家
族
、
親
族
、
村
落

社
会
な
ど
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
類
型
を
ま
ず
設
定
し
、
こ
れ
を
地
域
的
差
異
と
し

て

理
解

し
よ
う
と
す
る
地
域
類
型
論
の
考
え
方
で
す
。
た
と
え
ば
、
戦
後
い
ち
早
く

提
示

さ
れ
た
福
武
直
三
九
四
九
〕
の
同
族
型
村
落
と
講
組
型
村
落
、
蒲
生
正
男
三

九

六

〇
〕
の
東
北
日
本
型
村
落
と
西
南
日
本
型
村
落
な
ど
の
日
本
の
村
落
構
造
の
二

類
型
論
は
、
地
域
類
型
論
で
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、
地
域
領
域
論
と
い
う
の
は
、
地
理
的
に
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
の
地
域
が
ど
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の

よ
う
な
文
化
的
社
会
的
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
、
一
定
の
領
域
を
設
定
し
て
考
え

よ
う
と
す
る
考
え
方
で
す
。
こ
の
研
究
で
は
ま
ず
、
個
々
の
文
化
要
素
の
地
域
的
分

布
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
一
定
の
文
化
要
素
の
地
域
差
の
解

明
が
地
域
領
域
論
の
目
標
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
区
分
と
多
様

な
文
化
領
域
が
こ
れ
ま
で
に
提
示
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
最
近
は
、
考
古
学
で
も
地
域

性
の
議
論
が
盛
ん

で
す

が
、
考
古
学
で
行
わ
れ
て
い
る
地
域
性
の
議
論
は
、
ま
ず
分

布

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
ど
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
、
を
議
論
さ
れ
て
い
る
と

思
い

ま
す
。
こ
れ
は
私
の
言
う
地
域
領
域
論
で
す
。
地
域
領
域
論
に
含
ま
れ
る
こ
れ

ま
で
の
研
究
と
し
て
は
、
文
化
人
類
学
の
文
化
領
域
論
〔
Z
》
O
》
。
。
口
日
P
Z
ふ
且
出
゜

弓
○
呂
○
国
O
》
9
ω
」
⑩
。
。
合
、
米
山
俊
直
〔
一
九
八
九
〕
の
「
小
盆
地
宇
宙
論
」
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

　
地
域
性
論
に
は
、
大
き
く
い
え
ば
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
先

ほ
ど
の
拙
稿
を
書
く
契
機
に
な
り
ま
し
た
の
は
、
地
域
性
論
の
な
か
で
立
場
の
違
う

人
た
ち
が
、
混
同
し
て
議
論
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、

地
域
性
研
究
に
お
け
る
類
型
論
と
領
域
論
を
自
分
な
り
に
整
理
し
て
み
よ
う
と
し
た

わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
地
域
性
論
に
対
し
て
、
こ
こ
で
い
う
地
域
特
性
論
と
は
、
日
本
の
社

会
や
文
化
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
議
論
で
は
な
く
、
特
定
地
域
の
個
別
的
な
社
会
や

文
化
に
つ
い
て
そ
の
地
域
的
な
特
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
で
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
川
越
の
都
市
と
し
て
の
特
性
は
何
か
、
あ
る
い
は
佐
原
の
特
性
は
何
か
、

あ
る
い
は
対
馬
の
社
会
組
織
の
特
性
は
何
か
、
対
馬
と
壱
岐
の
違
い
は
何
か
、
な
ど

を
考
え
て
行
く
の
が
地
域
特
性
論
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
域
特
性
論
は
地
理
学
の
地

域
論
の
考

え
方
に
近
い
と
思
い
ま
す
。
地
理
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
性
を
明

ら
か
に
す
る
学
問
で
す
。
日
本
民
俗
学
に
お
い
て
も
、
地
理
学
的
発
想
の
一
部
の
研

究
者
が
地
域
論
を
展
開
し
、
そ
れ
を
地
域
性
論
と
し
て
い
ま
す
が
、
わ
た
し
は
そ
れ

は

地
域
性
論
と
は
異
な
る
地
域
特
性
論
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
全
体
的
な
社
会
文
化

論
の
立
場
で
は
な
く
て
、
個
々
の
地
域
の
民
俗
や
文
化
の
特
性
を
研
究
し
て
い
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
最
近
、
社
会
人
類
学
、
社
会
学
、
歴
史

学
、
考
古
学
、
言
語
学
な
ど
各
分
野
で
活
発
に
な
り
つ
つ
あ
る
日
本
全
体
の
社
会
や

文
化
の
地
域
的
差
異
に

つ
い

て

の
研

究
が
、
地
域
性
論
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て

個
々
の
地
域
を
問
題
に
す
る
の
が
地
域
特
性
論
で
あ
る
と
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
基
幹
研
究
「
日
本
に
お
け
る
都
市
生
活
史
の
研
究
」
の
B
班
「
都
市
の
地
域
特

性
の
形
成
と
展
開
過
程
－
近
世
以
降
の
流
通
と
文
化
を
中
心
に
ー
」
は
、
地
域
特
性

論
の
考

え
方
に
も
と
つ
い
て
、
日
本
の
都
市
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
学
際
的
共

同
研
究
で
あ
り
ま
す
。

　
（
2
）
都
市
の
都
市
性
と
地
域
特
性

　

も
う
一
つ
概
念
の
問
題
と
し
て
、
都
市
の
都
市
性
と
地
域
特
性
の
関
係
の
問
題
が

あ
り
ま
す
。
都
市
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
、
ど
の
よ
う
に
研
究
し
て
い

く
の
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
の
立
場
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
定
義
を

す
る
こ
と
自
体
に
意
味
を
見
い
出
さ
な
い
と
い
う
議
論
も
あ
り
え
る
と
思
い
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
い
ち
早
く
都
市
の
研
究
を
開
始
し
た
社
会
学
の
都
市
概
念
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
社
会
学
の
都
市
研
究
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
の
シ
カ
ゴ
で
開
始
さ
れ
ま

し
た
。
当
時
、
シ
カ
ゴ
は
人
口
が
急
激
増
大
し
て
社
会
問
題
が
起
こ
り
、
現
在
、
ア

フ

ロ

ァ

メ
リ
カ
ン
（
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
）
と
呼
ん
で
い
る
人
た
ち
の
問
題
、

た
と
え
ば
ギ
ャ
ン
グ
の
問
題
や
非
行
の
問
題
な
ど
を
解
決
す
る
た
め
に
、
社
会
学
は

何

を
な
し
え
る
か
と
い
う
問
題
提
起
か
ら
、
シ
カ
ゴ
大
学
で
都
市
の
社
会
学
的
研
究

が

開
始
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
社
会
学
者
が
、
ワ
ー
ス
（
≦
勾
↓
拝
C
で
あ

り
ま
す
。

　
ワ

ー
ス
は
今
日
社
会
学
者
が
ほ
と
ん
ど
引
用
す
る
よ
う
な
定
義
を
し
て
い
ま
す
。

つ

ま
り
、
「
社
会
学
的
観
点
か
ら
は
、
都
市
と
は
、
社
会
的
に
異
質
な
人
々
の
、
当

該
時
代
の
当
該
社
会
の
な
か
で
は
相
対
的
に
人
口
量
の
多
い
、
人
口
密
度
の
高
い
永

続
的
な
集
落
と
定
義
さ
れ
る
」
と
し
て
い
ま
す
〔
≦
間
一
ワ
類
゜
↑
“
一
㊤
ω
o
o
〕
。
こ
こ
で
「
永
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続
的
」
と
い
う
の
は
、
日
本
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
持
続
的
と
し
た
方
が
よ
い
と
思

い

ま
す
。
ま
ず
人
口
量
が
多
く
、
人
口
密
度
が
高
く
、
し
か
も
社
会
的
に
異
質
な

人
々

で
構
成

さ
れ
る
集
落
が
ワ
ー
ス
の
い
う
都
市
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
第
一

次
産
業
従
事
者
を
中
心
と
す
る
農
村
や
漁
村
に
比
べ
て
、
都
市
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
職

業
従
事
者
が
い
て
、
分
業
社
会
を
形
成
し
て
い
る
の
が
都
市
で
す
。
分
業
を
前
提
と

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
ワ
ー
ス
の

都
市
の
定
義
で
は
重
要
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　
小
林
報
告
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
都
市
社
会
を
研
究
す
る
立
場
と
し
て

都
鄙
連
続
体
論
と
都
鄙
二
分
論
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
城
廓
で
囲
ま
れ
た
よ

う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
を
前
提
と
し
て
考
え
る
と
、
都
市
と
農
村
と
い
う
の
は
全

く
異
質
的
な
社
会
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の
よ
う

に
「
都
会
」
の
周
辺
に
「
マ
チ
場
」
が
あ
り
、
「
マ
チ
場
」
と
農
村
の
区
別
が
あ
い
ま

い

で

あ
り
、
ま
た
、
農
村
部
が
次
第
に
「
マ
チ
場
」
化
し
て
い
く
と
い
う
実
態
を
見

る
と
、
都
郡
連
続
体
論
の
方
が
日
本
の
都
市
を
研
究
す
る
場
合
に
は
相
応
し
い
と
思

い

ま
す
。
以
前
に
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
を
志
摩
の
漁
村
に
案
内
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
東
海
道
新
幹
線
の
中
で
、
「
ず
っ
と
家
が
続
い
て
い
る
で
は
な
い
か
」
「
ど

こ
で
切
れ
る
の
か
」
「
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
都
市
な
の
か
」
と
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
的
な
都
市
と
農
村
の
景
観
で
あ
っ
て
、
都
鄙
連
続
体
論
で
考

え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
社
会
学
で
使
う
重
要
な
都
市
概
念
と
し
て
、
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
（
⊆
「
ひ
①
O
声
o
力
〔
口
）
と
い

う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
都
市
的
生
活
様
式
、
も
し
く
は
都
市
性
と
訳
さ
れ

て

お

り
ま
す
。
小
林
報
告
で
議
論
さ
れ
た
「
マ
チ
場
」
の
生
活
は
、
「
マ
チ
場
」
と
い

う
農
村
と
は
異
な
る
社
会
の
違
う
生
活
様
式
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
を
論
じ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ワ

ー
ス
の
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
議
論
の
内
容
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、

地
域
構
造
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
都
市
の
地
域
構
造
と
は
、
「
人
口
の
基
礎
、
技
術

お
よ
び
生
態
学
的
秩
序
を
含
む
物
理
的
構
造
」
を
い
い
ま
す
。
例
え
ば
、
シ
カ
ゴ
独

自
都
市
の
地
域
構
造
と
し
て
同
心
円
的
な
構
造
が
あ
り
ま
す
。
中
心
部
に
政
治
的
な

中
枢
や
経
済
的
な
中
枢
が
置
か
れ
、
そ
の
周
辺
部
に
歓
楽
街
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
そ

の
周
辺
部
に
住
宅
街
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
議
論
で
す
。
こ
れ
は
都
市
に
お
け
る

土
地
利
用
の
地
域
的
分
化
の
構
造
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
二
は
、

社
会
組
織
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
都
市
の
社
会
組
織
は
、
村
落
と
異
な
っ
て
地
縁
・

血
縁

と
い
う
関
係
が
弱
体
化
し
、
機
能
的
な
集
団
を
中
心
と
す
る
社
会
組
織
に
な
っ

て

い

ま
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
い
う

類
型
論
で

言
え
ば
、
都
市
は
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
と
よ
く
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

都
市
の
社
会
関
係
に
お
け
る
匿
名
性
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。
第
三
に
、

人
々
の
社
会
心
理
・
意
識
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
都
市
に
住
む
人
々
の
態
度
・
観

念
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
で
す
。
こ
の
面
で
の
都
会
人
の
特
徴
と
し
て
、
ワ
ー

ス

は

ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
対
人
態
度
、
寛
容
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
さ
ら
け
出
さ

な
い
行
動
様
式
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
都
市
社
会
の
特
徴
を
示
す
概
念
と
し
て
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
が
設
定
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
論
で
は
、
生
活
が
ま
す
ま
す
都
市
的
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
「
都
市
化
」
（
ξ
ひ
①
邑
N
豊
o
ロ
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
農
村
の
都
市
化
と

い

う
こ
と
は
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
都
市
の
都
市
化
も
あ
り
ま
す
。
都
市

的
な
生
活
様
式
を
洗
練
さ
せ
て
ま
す
ま
す
都
市
化
す
る
こ
と
が
社
会
学
者
の
議
論
の

中
に
は
入
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
ワ
ー
ス
の
定
義
の
中
で
、
「
当
該
時
代
の
当
該

社
会
の
な
か
で
は
」
と
あ
り
ま
し
た
が
、
都
市
も
ま
す
ま
す
都
市
化
し
て
い
く
わ
け

で
す
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
の
共
同
研
究
は
二
つ
の
班
に

分

け
て
研
究
を
す
す
め
て
行
き
ま
す
が
、
A
班
は
古
代
・
中
世
を
中
心
と
し
、
流

通
・
消
費
か
ら
見
た
都
市
生
活
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
古
代
・
中
世
の
物
価
や

サ

ー
ビ
ス
、
あ
る
い
は
都
市
の
構
造
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
都

市
的
な
流
通
や
消
費
の
特
徴
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
古
代
や
中

世
の
資
料
（
文
献
史
料
・
考
古
資
料
）
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
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都
市
性
、
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
の
方
に
研
究
の
焦
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
B
班

は
、
利
根
川
か
ら
江
戸
に
か
け
て
の
、
江
戸
周
辺
都
市
を
対
象
と
し
、
そ
の
地
域
の

都
市
の
地
域
的
な
特
性
は
何
か
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
都
市
性
の
地

域
的
差
異

に
着
目
し
た
研
究
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
A
班
は
都
市
性
そ
の
も
の
の

問
題
を
研
究
し
、
B
班
は
都
市
性
の
地
域
的
差
異
を
研
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
B
班
の
課
題
で
あ
る
都
市
の
地
域
特
性
と
は
都
市
性
の
地
域
的
な

差
異

を
意
味
し
て
お
り
ま
す
。
生
活
様
式
が
地
域
的
に
ど
う
違
う
か
が
都
市
地
域
特

性
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
差
異
を
も
た
ら
す
要
因
と
し
て
は
、
そ
の
都
市
の
形
成
過
程

や
展

開
過
程
、
地
理
的
な
位
置
、
周
辺
地
域
と
の
関
係
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
対

象
地
域
に
選
ん
だ
の
は
銚
子
・
佐
原
・
野
田
・
関
宿
・
行
徳
な
ど
の
利
根
川
流
域
の

伝
統
的
都
市
で
す
の
で
、
舟
運
な
ど
で
江
戸
と
の
関
連
の
深
い
位
置
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
日
本
の
都
市
は
都
市
だ
け
で
自
立
的
に
完
結
し
て
い
る
社
会
で
は
な
く
、
周

辺
の
地
域
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
民
俗
的
な
共
通
性
も
色
々
あ
り
ま
す
し
、

都
市
の

人
口
の
供
給
源
に
な
っ
て
い
る
の
が
周
辺
の
都
市
・
農
村
で
も
あ
り
ま
す
。

と
く
に
女
性
を
都
市
に
供
給
す
る
と
い
う
形
で
周
辺
の
都
市
・
農
村
が
都
市
と
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
都
市
の
商
店
の
取
引
先
と
し
て
周
辺
の
農
村
が
関
係
を
持
つ

と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
報
告
で
と
り
あ
げ
る
川
越

で

も
佐
原
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
周
辺
地
域
と
の
関
係
も
、
地
域
特

性
を
考
え
て
い
く
上
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
ま
す
。

　
（
3
）
日
本
の
都
市
社
会
研
究

　

日
本
の
都
市
社
会
研
究
も
か
な
り
の
蓄
積
を
持
っ
て
い
ま
す
。
社
会
学
を
中
心
と

し
て
考
え
ま
す
と
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
シ
カ
ゴ
学
派
の
人
間
生
態
学
的
な
都
市
研

究
の
影
響
が
非
常
に
強
く
、
都
市
問
題
の
解
決
あ
る
い
は
都
市
社
会
病
理
の
解
決
が

重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
こ
れ
と
は
別
に
日
本
的
な
都
市
社

会
学
も
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
社
会
学
者
が
鈴
木
栄
太
郎
で
す
。

鈴
木
栄
太
郎
の
議
論
の
特
徴
は
、
都
市
結
節
機
関
説
あ
る
い
は
正
常
人
口
の
正
常
生

活
論
と
言
え
ま
す
〔
鈴
木
栄
太
郎
一
九
五
七
〕
。
シ
カ
ゴ
学
派
の
研
究
が
あ
ま
り
に
も

異
常
な
現
象
、
都
市
の
社
会
病
理
現
象
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
の
に
対
し
て
、
鈴
木
栄

太
郎
は
正
常
な
現
象
、
つ
ま
り
彼
の
い
う
「
正
常
人
口
の
正
常
生
活
」
に
着
目
し
ま

し
た
。
学
生
な
ど
を
除
き
、
仕
事
を
し
て
収
入
を
得
て
い
る
人
を
正
常
人
口
と
定
義

づ

け
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
正
常
な
生
活
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
正

常
や
異
常
と
い
う
概
念
は
、
十
九
世
紀
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
思
想
の
考
え
方

で

す
。
ま
た
、
鈴
木
栄
太
郎
は
、
ワ
ー
ス
の
定
義
に
あ
る
よ
う
な
、
都
市
と
い
う
の

は

人

口
が
多
く
、
人
口
密
度
が
高
く
、
社
会
的
な
異
質
性
が
高
い
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
都
市
は
人
間
と
人
間
を
結
び
付
け
る
結
節
機
関
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
し

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
都
市
に
は
映
画
館
・
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
百
貨
店
・
学

校
・
大
学
・
博
物
館
な
ど
の
結
節
機
関
が
多
く
存
在
し
、
こ
れ
が
都
市
の
特
徴
で
あ

る
と
い
う
議
論
で
あ
り
ま
す
。
鈴
木
栄
太
郎
の
都
市
社
会
論
は
、
の
ち
に
日
本
の
都

市
社
会
学
の
基
本
と
な
り
、
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
日
本
の
都
市
社
会
学
研
究
が
急

速
に
進
展
し
ま
す
。
ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
ア
フ
リ
カ
の
都
市
の
爆
発
的
な

人
口
増
加
に
と
も
な
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
の
都
市
研
究
が
活
発
と
な
り
、
都
市
人
類
学

が

誕
生

し
ま
す
。
部
族
社
会
か
ら
都
市
社
会
に
多
く
の
人
口
が
移
動
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
部
族
が
一
つ
の
都
市
社
会
の
中
で
生
活
す
る
と
い
う
傾
向
が
顕
著
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
都
市
社
会
に
お
い
て
、
人
々
の
生
活
が
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
の

部
族
の
生
活

と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
が
研
究
の
焦
点
に
な
り
ま
し
た
。
民
族
性

（6
ヰ
巨
6
身
）
の
研
究
と
し
て
都
市
人
類
学
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
都

市
人
類
学
の
考
え
方
の
な
か
に
も
、
当
初
、
シ
カ
ゴ
学
派
社
会
学
と
同
じ
よ
う
に
、

病
理
的
な
発
想
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
都
市
人
類
学
の
影
響
を
受
け
て
、
日
本

に
お
い
て
も
都
市
の
人
類
学
的
研
究
が
活
発
と
な
り
ま
し
た
が
、
日
本
の
都
市
人
類

学
で
は

病
理
的
な
社
会
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
都
市
祭
礼
や
都
市
の
日
常
生
活
な
ど

に
焦
点
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
鈴
木
栄
太
郎
の
い
う
正
常
人
口
の
正
常
生
活
と

い

う
視
点
か
ら
の
研
究
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
や
や
お
く
れ
て
日
本
民
俗
学
に
お
い
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て

も
、
都
市
民
俗
学
と
呼
ぶ
か
は
別
に
し
て
、
都
市
祭
礼
や
団
地
の
民
俗
な
ど
を
中

心
に

都
市
の
民
俗
学
的
研
究
に
関
心
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
日
本
の
都
市
研
究
の
発
展
に
よ
っ
て
、
都
市
社
会
学
や
都
市
人
類
学
を

中
心
に
、
日
本
各
地
の
個
別
の
都
市
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
的
研
究
が
こ
れ
ま
で
に
多
く
蓄

積
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
く
に
都
市
社
会
学
者
は
、
釜
石
・
郡
山
・
浜
松
・
呉
な
ど

で
、
い
く
つ
か
の
都
市
の
総
合
的
な
都
市
社
会
調
査
を
試
み
、
調
査
報
告
を
蓄
積
し

て

き
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
都
市
研
究
は
個
別
の
都
市
の
研

究
か

ら
、
つ
ぎ
の
あ
ら
た
な
段
階
に
入
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ぎ

の
段
階
と
は
、
個
別
都
市
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
的
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
日
本
の
都
市
を
比

較
研
究
し
て
、
都
市
の
全
般
的
な
性
格
を
問
題
に
し
う
る
段
階
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

基
幹
研
究
の
課
題
に
掲
げ
た
都
市
の
地
域
特
性
の
研
究
に
は
、
比
較
研
究
が
重
要
で

あ
り
ま
す
が
、
比
較
す
る
材
料
が
こ
れ
ま
で
に
多
く
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
産
業
都
市
に
つ
い
て
釜
石
と
浜
松
と
の
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
と
い
う
、
比
較
可
能
な
デ
ー
タ
ー
が
蓄
積
さ

れ
て

き
た
と
言
え
ま
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
現
在
は
都
市
比
較
を
通
じ
た
都
市

地
域
特
性
の
解
明
の
可
能
性
の
高
い
研
究
段
階
に
至
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
基
幹
研
究
を
現
段
階
で
構
想
し
た
背
景
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

③
川
越
の
都
市
社
会
構
造

　
（
1
）
川
越
の
社
会
的
性
格

　
川
越
市
は
埼
玉
県
の
や
や
西
部
、
東
京
都
心
か
ら
鉄
道
で
約
一
時
間
の
距
離
に
位

置
し
て
お
り
、
東
京
近
郊
の
典
型
的
な
中
都
市
で
あ
り
ま
す
。
川
越
は
明
治
以
前
に

成
立

し
た
伝
統
的
都
市
で
あ
り
、
明
治
以
後
の
日
本
の
産
業
化
の
進
行
と
と
も
に
発

展

し
た
近
代
都
市
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
お
い
て
性
格
を
異
に
し
て
お
り
ま
す
。
す

な
わ
ち
川
越
は
伝
統
的
に
九
斎
市
の
立
つ
市
場
町
で
あ
り
、
ま
た
川
越
藩
の
城
下
町

で

あ
り
、
さ
ら
に
川
越
街
道
に
沿
っ
た
宿
場
町
で
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
戦
後
、

東
京
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
性
格
を
も
加
え
て
、
現
在
の
川
越
は
実
に
多
様
な

性
格
を
複
合
し
た
都
市
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
現
在
の
川
越
の
中
心
部
の
都
市
区
画

は

慶
安
年
間
（
一
六
四
八
－
一
六
五
二
年
）
に
松
平
信
綱
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
都
市

計
画
以
来
の
も
の
で
あ
り
、
侍
町
・
十
箇
町
・
四
門
前
の
区
分
や
中
心
部
の
都
市
景

観
は
現
在
で
も
基
本
的
に
は
か
わ
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
戦
後
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
の
進
行
に
よ
っ
て
、
川
越
の
中
心
は
旧
十
箇
町

か

ら
、
東
京
へ
の
通
勤
に
便
利
な
川
越
駅
・
本
川
越
駅
周
辺
地
区
へ
と
南
進
化
の
傾

向
に
あ
り
、
都
市
構
造
も
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
著
し
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

図
は
現
在
の
川
越
の
中
心
部
で
す
（
略
）
。
川
越
に
は
色
々
な
鉄
道
が
通
っ
て
お

り
ま
す
が
、
何
れ
も
旧
来
の
中
心
市
街
地
を
外
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
図
（
略
）
は

一
九
九
八
年
の

川
越
祭
り
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
り
ま
す
が
、
図
中
の
案
内
所
と
あ

る
と
こ
ろ
が
西
武
線
の
本
川
越
駅
で
す
。
川
越
の
鉄
道
と
し
て
は
西
武
線
が
最
も
古

い

も
の
で
す
が
、
川
越
と
国
分
寺
に
鉄
道
を
敷
い
て
、
国
分
寺
で
甲
武
鉄
道
と
結
び

つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
J
R
川
越
線
、
東
武
東
上
線
が
あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
、

東
武
東
上
線
が
最
短
距
離
で
東
京
と
川
越
を
結
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
、
図
中
の
右

上
に

国
道
捌
号
線
の
バ
イ
パ
ス
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
沿
っ
て
あ
る
の
が
新
河
岸

川
の
上
流
で
す
。
こ
の
新
河
岸
川
の
河
岸
が
図
の
下
の
方
に
あ
り
ま
す
。
新
河
岸
川

は

か

つ

て
江
戸
と
川
越
を
結
ぶ
舟
運
に
利
用
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
新
河
岸
川
の
舟

運
の
コ

ー
ス
と
東
上
線
の
コ
ー
ス
は
近
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
河
川
改
修
な
ど
に

よ
っ
て
新
河
岸
川
の
舟
運
が
衰
退
す
る
と
、
東
上
線
が
そ
れ
に
代
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
川
越
街
道
と
呼
ば
れ
て
い
る
国
道
捌
号
線
が
中
心
的
な
輸
送
路
に
代
わ
っ
て

い
き
ま
す
。

　

図
中
の
上
の
部
分
に
「
札
の
辻
」
と
い
う
場
所
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
が
川
越
の

旧
市
街
の
中
心
で
す
。
こ
の
「
札
の
辻
」
を
中
心
に
し
た
地
域
は
「
上
五
箇
町
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
南
に
「
時
の
鐘
」
と
い
う
現
在
の
観
光
の
シ
ン
ボ
ル
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
南
の
部
分
が
「
下
五
箇
町
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
で
す
。

「
札
の

辻
」
を
右
の
方
に
行
く
と
川
越
城
趾
が
あ
り
ま
す
。
川
越
の
総
鎮
守
で
あ
る
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氷
川
神
社
は
川
越
城
祉
の
左
や
や
上
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
大
字
川
越
の
一
番
北
の

外
れ

に
あ
た
り
ま
す
。
ま
た
、
川
越
城
趾
を
南
に
下
る
と
成
田
山
の
川
越
別
院
、
東

照
宮
、
喜
多
院
な
ど
が
集
中
す
る
地
域
が
あ
り
、
現
在
は
こ
こ
が
参
拝
な
ど
で
賑
わ

う
場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
川
越
の
中
心
市
街
地
は
、
か
つ
て
は
「
上
五
箇
町
」
と

「
下
五
箇
町
」
で
し
た
が
、
鉄
道
を
敷
い
た
と
き
に
中
心
市
街
地
は
外
れ
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
現
在
の
川
越
の
市
街
地
は
南
、
つ
ま
り
本
川
越
駅
と
川
越
駅
を
結
ぶ
地
域

に

移
っ
て
い
ま
す
。
市
街
地
の
南
進
は
、
近
代
の
川
越
の
都
市
構
造
の
変
化
を
よ
く

示
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　
川
越
の
地
域
特
性
と
し
て
つ
ぎ
の
四
点
を
指
摘
で
き
ま
す
。
第
一
は
、
か
つ
て
城

神社　　；

越市役那

崖5川越城趾

氷ノ

■戊1

大字東明寺

院
鮪

1
I
　
　
　
J
　
　
　
l
　
　
　
l
　
　
　
‘
　
　
　
’
　
　
　
＄
　
　
　
，
　
　
　
，
　
　
　
‘

堰四門前

暴 下五箇町

　　堰
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一←　一一一＿一＿＿ 一一一一一一一一’一≡一一、≡一一一

連馨寺門前暴 熊野神社

丹 墨喜多
字松郷 H東

字脇田

西武本川越

こs＼　　JR東武川越

　　　　　　Nミー東京

図1　川越中心部の概念図

大字1

大

大

↓国分寺

下
町
で

あ
っ
た
と
い
う
特
徴
で
あ
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
松
平
の
城
下
町
で
あ
り
ま

し
た
。
城
下
町
で
あ
っ
た
こ
と
は
川
越
が
こ
の
地
方
の
政
治
的
な
中
心
地
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
地
方
の
結
節
都
市
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

た
と
い
え
ま
す
。
第
二
は
、
川
越
が
江
戸
時
代
に
形
成
発
展
し
た
近
世
都
市
で
あ
る

と
い
う
特
徴
で
あ
り
ま
す
。
現
在
の
川
越
の
基
礎
は
、
慶
安
年
間
に
都
市
計
画
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
都
市
計
画
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
農
村
で
あ
っ
た
地
域
に
、

川
越
城
、
「
侍
町
」
、
「
十
箇
町
」
（
商
人
町
）
、
「
四
門
前
」
（
門
前
町
）
を
区
分
し
て
近

世
都
市

を
作
り
ま
し
た
。
現
在
の
川
越
の
中
心
市
街
地
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
都
市
計
画
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
近
世
の
都
市
景
観
が
現
在
も
基

本
的
に
保
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
図
ユ
は
、
川
越
中
心
部
の
概
念
図
で
す
。

「
上
五
箇
町
」
「
下
五
箇
町
」
、
「
四
門
前
」
の
う
ち
の
三
門
前
を
含
む
、
点
線
で
囲
ん

だ

部
分
が
大
字
川
越
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
で
あ
り
ま
す
。
川
越
と
い
う
町
は
、
慶

安
年
間
の
都
市
計
画
の
と
き
に
大
字
川
越
だ
け
で
は
な
く
、
大
字
松
郷
・
大
字
脇

田
・
大
字
東
明
寺
と
い
う
地
域
を
含
ん
で
都
市
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

松
平
の
力
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
都
市
計
画
が
実
現
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
概
念
図

は
、
現
在
の
景
観
に
近
い
形
で
作
図
し
ま
し
た
が
、
昔
は
こ
の
よ
う
な
直
線
道
路
は

通
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
字
川
越
の
鎮
守
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
の
が
、
北
東

に

位
置
す
る
氷
川
神
社
で
す
。
ま
た
、
点
線
で
囲
っ
た
下
に
蓮
馨
寺
門
前
が
あ
り
ま

す
。
蓮
馨
寺
門
前
は
古
く
か
ら
「
連
雀
町
」
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
四

門
前
」
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
大
字
川
越
で
は
な
く
、
大
字
松
郷
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

り
ま
す
。
大
字
松
郷
で
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
熊
野
神
社
で
、
大
字
川
越
と
は
鎮
守
が

別
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
連
雀
町
は
川
越
氷
川
神
社
の
祭
礼
に
あ
た
っ
て
早
く
か
ら

山
車
を
出
し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
、
川
の
祭
礼
の
山
車
は
、
近
世
に
は
「
上
五
箇

町
」
と
「
下
五
箇
町
」
の
一
〇
町
だ
け
で
し
た
が
、
次
第
に
拡
大
し
て
、
熊
野
神
社

の

氏
子
で
あ
る
連
雀
町
も
出
す
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
氷
川
神
社
の
祭
祀
圏
は

拡
大
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
秋
に
行
わ
れ
る
祭
礼
へ
の
参
加
は
、
現
在
、
南
に
も
北
に

も
拡
大
し
て
い
ま
す
。
近
代
以
降
の
川
越
は
町
村
合
併
を
繰
り
返
し
て
い
き
ま
す
が
、
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現
在

は
、
近
世
の
都
市
計
画
の
外
側
に
あ
っ
た
農
村
部
か
ら
も
山
車
を
出
す
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
市
域
の
拡
大
と
と
も
に
氷
川
神
社
祭
礼
へ
の
参
加
も
地
域
的
拡
大

を
遂
げ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　
第
三
は
、
川
越
が
こ
の
地
方
の
経
済
的
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

川
越
は
西
南
部
に
広
が
る
畑
作
地
帯
と
、
東
北
部
に
続
く
水
田
地
帯
の
境
界
に
位
置

し
、
九
斎
市
の
立
つ
市
場
町
と
し
て
両
地
域
の
物
資
の
集
散
地
と
し
て
栄
え
て
き
ま

し
た
。
第
四
は
、
江
戸
（
東
京
）
の
近
郊
に
作
ら
れ
た
近
郊
都
市
と
い
う
特
徴
で
あ

り
、
経
済
を
は
じ
め
と
し
て
江
戸
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
の
接
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

祭
礼
に
お
け
る
山
車
、
店
蔵
な
ど
の
商
家
の
構
造
、
あ
る
い
は
国
学
の
浸
透
な
ど
に

お

い
て

江
戸
の

文
化
の
強
い
影
響
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
江
戸
と
の
通
行
関
係
や
取
引

関
係
を
通
じ
て
婚
姻
関
係
が
締
結
さ
れ
、
親
族
関
係
が
川
越
と
江
戸
と
の
間
で
形
成

さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。
現
在
、
川
越
は
東
京
池
袋
ま
で
約
三
〇
キ

ロ

の
距
離
に
あ
り
、
鉄
道
や
高
速
道
路
に
よ
る
通
勤
も
便
利
と
な
り
、
と
く
に
戦
後

は

ベ
ッ

ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
性
格
が
き
わ
め
て
強
く
な
っ
て
、
江
戸
近
郊
都
市
か
ら

東
京
近
郊
都
市
に
変
貌
し
ま
し
た
。
最
近
で
は
、
川
越
は
か
つ
て
の
物
資
の
集
散
地

と
し
て
の
性
格
よ
り
も
、
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
っ
て
い
る
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

　
（
2
）
川
越
氷
川
神
社
祭
礼
と
町
内
の
集
団
性

　
次

に
、
「
十
箇
町
」
を
中
心
に
、
川
越
の
町
内
の
構
造
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と

思
い

ま
す
。
し
ば
し
ば
「
上
五
箇
町
」
は
商
人
町
、
「
下
五
箇
町
」
は
職
人
町
と
言
わ

れ

ま
す
が
、
必
ず
し
も
断
定
は
で
き
ま
せ
ん
。
『
川
越
市
史
』
近
代
編
の
編
纂
の
段
階

で
、
両
町
の
う
ち
、
「
上
五
箇
町
」
の
喜
多
町
、
「
下
五
箇
町
」
の
鍛
治
町
を
選
ん
で
、

都
市
社
会
の
構
造
を
調
査
し
ま
し
た
。

　
表
1
は
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
段
階
の
町
内
の
規
模
、
明
治
五
年
（
一
八

七

二
）
の
戸
数
、
一
九
五
〇
年
の
世
帯
数
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
町
内
の
中

に

は

小
地
域
組
織
と
し
て
の
ク
ミ
ア
イ
（
組
合
）
と
い
う
組
織
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
組
合

の
数
も
示
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
つ
ぎ
に
各
町
内
で
祀
ら
れ
て
い
る
神
社

を
示
し
ま
し
た
。
大
字
川
越
は
氷
川
神
社
の
氏
子
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
そ

れ
ぞ
れ

の
町
内
で
神
社
を
祀
り
、
そ
の
祭
も
し
て
い
ま
す
。
町
内
の
神
社
は
氷
川
神

社
と
は
と
く
に
関
係
も
な
く
、
氷
川
神
社
祭
礼
に
あ
た
っ
て
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
「
上
五
箇
町
」
に
属
す
る
鍛
冶
町
に
は
、
鍛
冶
屋

の
神

と
さ
れ
る
金
山
神
社
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
三
月
十
五
日
に
町
内
の
祭
、
十
二
月

八

日
に
ブ
イ
ゴ
マ
ツ
リ
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
町
内
神
社
の
祭
祀
は
町
内
の

集
団
性
を
よ
り
強
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
最
後
に
川
越
の
祭
礼
の
と
き
に
各

町
内
の
山
車
の
上
で
難
子
方
を
つ
と
め
る
村
落
名
を
示
し
て
お
き
ま
し
た
。
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
川
越
の
噺
子
は
周
辺
農
村
が
つ
と
め
ま
す
。
こ
の
関
係
は
長

い

間
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
な
か
に
は
難
子
方
が
変
化
し
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、
川
越
氷
川
神
社
の
祭
礼
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
川
越
氷
川

神
社
は
大
宮
氷
川
神
社
を
分
祀
し
た
も
の
で
、
「
十
箇
町
」
を
中
心
と
す
る
大
字
川
越

の
総
鎮
守
で
あ
り
ま
す
。
秋
祭
は
十
月
十
四
日
と
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

一
九
九
七

年
か
ら
十
月
第
三
週
の
土
日
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
観
光
化
と
い
う
こ

と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
祭
礼
に
は
各
町
内
か
ら

山
車
が
出
さ
れ
ま
す
。
明
治
以
降
、
氷
川
神
社
祭
礼
に
参
加
し
山
車
を
出
す
町
内
は

拡
大
を
続
け
て
い
ま
す
。
「
十
箇
町
」
「
四
門
前
」
以
外
に
、
明
治
初
年
に
六
軒
町
（
東

武
東
上
線
の
川
越
市
駅
の
近
く
）
が
最
初
に
加
わ
り
、
一
九
七
〇
年
時
点
で
は
二
一

町

内
が
山
車
を
出
し
て
い
ま
す
。
氷
川
神
社
の
氏
子
範
囲
の
外
側
、
す
な
わ
ち
か
つ

て
の
四
門
前
、
町
郷
分
、
郷
分
に
も
参
加
町
内
は
拡
大
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
氏

子
範
囲
と
祭
礼
範
囲
に
ズ
レ
が
生
じ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
川
越
氷
川
祭
礼
の
都

市
的
拡
大
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
拡
大
は
、
明
治
以
降
三
度
に
わ
た
っ

て

行
わ
れ

た
町
村
合
併
に
よ
り
、
川
越
の
生
活
圏
が
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
こ
と
と
関

連
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
各
町
は
、
氷
川
神
社
祭
礼
に
そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
単
位
で

参
加
し
ま
す
が
、
一
九
六
一
年
に
全
国
に
さ
き
が
け
て
行
わ
れ
た
町
名
地
番
整
理
に
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よ
っ
て
町
の
内
部
変
化
も
お
き
ま
し
た
。
と
く
に
中
心
部
の
伝
統
的
な
町
内
で
は
、

い

く
つ
か
の
町
内
が
統
合
さ
れ
て
ひ
と
つ
の
町
に
再
編
さ
れ
る
例
や
、
逆
に
こ
れ
ま

で

の
町
内
が
分
断
さ
れ
る
事
態
が
お
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
鍛
冶
町
は
、
ほ
ぼ
二
分

さ
れ
て
北
半
分
は
南
町
と
統
合
さ
れ
て
幸
町
、
南
半
分
は
志
義
町
と
統
合
さ
れ
て
仲

町

と
な
っ
た
。
旧
鍛
冶
町
は
「
金
山
会
」
と
い
う
会
を
組
織
し
て
、
伝
統
的
な
町
内

の
集
団
性
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
祭
礼
が
旧
町
内
単
位
で
は
行
わ
れ
な
い

の

で
、
集
団
性
を
維
持
す
る
に
は
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
氷
川

神
社
祭
礼
は
町
内
の
集
団
性
を
維
持
・
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
が
、

町
名
地
番
整
理
は
こ
う
し
た
町
内
の
集
団
性
に
と
っ
て
か
な
り
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
と
い
え
ま
す
。

表1　川越の町内の概況

町名…爾羅霞：』織i組合i 町内神社 離子

　i本町

上i喜多町
蕎i高沢町

町i南町

　｝江戸町

109間i　92
166　　　　60

110　　　　84

168　　　　114

166　　　　81

170i－
106i6
126i6
170i7
131i一

大屋敷稲荷社i川島

金比羅神社　　福田

，六塚稲荷社　i新宿

i雪塚稲荷社　i上尾

1大部屋稲荷社レJ・中居

　i志多町　　　60。3

下i鍛冶町　　63
量多賀町　98
町i上松江町i　11＆3

　i志義町　　　270

43

40

98

66

119

137　15
41　　3

128　－

131　10

176　14

：妙義社　　　　1府川

金山神社　　i南田島

i薬師神社ほかi今成

i稲荷神社　　　…大仙波

i烏山稲荷社　　中台

797　　　1β16

　

祭
礼
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
祭
礼
を
行
う
各
町
内
同
士
、
あ
る
い
は
各
町
内
の
家

同
士
の
対
等
性
を
強
調
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
か
つ
て
は
商
売
が
繁

盛
し
て
い
る
店
が
た
く
さ
ん
の
祭
礼
の
費
用
を
負
担
す
る
形
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
場
合
、
毎
年
タ
マ
と
い
う
も
の
が
そ
の
店
の
景
気
を
見
て
割
り
当
て
ら
れ
る
の

で

す
が
、
も
と
も
と
平
等
負
担
に
な
っ
て
い
る
町
内
も
か
な
り
あ
り
ま
す
。
一
般
的

傾
向
と
し
て
、
と
く
に
最
近
は
祭
礼
が
構
成
員
の
対
等
化
と
い
う
変
化
の
中
で
行
わ

れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

川
越
の
町
内
の
集
団
性
を
示
す
習
俗
と
し
て
は
、
町
単
位
の
神
社
祭
祀
、
町
の
シ

ン

ボ
ル
と
し
て
の
山
車
・
人
形
・
難
子
な
ど
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
祭
礼
で
は
現
在

で

も
、
山
車
が
ほ
か
の
町
内
に
入
る
と
き
に
は
、
出
迎
え
る
、
送
る
、
あ
る
い
は
挨

拶
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
厳
格
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
嫁
を
迎
え
た
と
き
の

町
内
歩
き
な
ど
、
周
辺
の
村
落
と
よ
く
似
た
こ
と
が
川
越
の
町
内
で
も
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
子
供
の
遊
び
場
に
つ
い
て
も
、
か
つ
て
町
内
で
子
供
が
集
団
化
し
、

そ

れ
ぞ
れ

の
町
内
で
子
供
の
遊
び
場
が
決
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
町
同
士

の
喧
嘩
も
か
な
り
あ
り
、
町
対
町
の
対
抗
関
係
も
厳
然
と
存
在
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
（
3
）
周
辺
地
域
と
の
関
係

　
川
越
の
町
内
と
周
辺
農
村
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
相
互
的
に
密
接
な
関
係
を
保
持
し

て

い

ま
し
た
。
と
く
に
商
業
経
営
を
通
じ
た
両
者
の
関
係
は
と
く
に
強
固
で
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
第
一
は
、
商
家
と
そ
の
下
職
（
職
人
）
と
の
関
係
と
し
て
の
両
者
の
結

び

つ
き
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
面
で
い
え
ば
、
川
越
周
辺
の
町
村
は
い
わ
ば
「
工
場
」

と
し
て
川
越
の
商
業
を
支
え
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
二
は
、
川
越
の

商
家
経
営
に
不
可
欠
な
労
働
力
の
供
給
源
と
し
て
の
周
辺
の
農
村
と
川
越
の
町
内
と

の

関
連
で
あ
り
ま
す
。
第
三
に
、
川
越
周
辺
の
農
村
は
川
越
の
商
家
の
販
売
先
で
も

あ
り
、
ま
た
、
川
越
の
商
家
が
周
辺
の
農
村
の
不
在
地
主
と
し
て
、
関
係
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
川
越
の
商
家
が
周
辺
地
域
に
「
暖
簾
分
け
」
を
行
う
例

も
あ
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
場
合
を
と
っ
て
も
、
川
越
は
周
辺
の
農
村
と
の
密
接
な
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関
係
を
保
持
し
な
が
ら
、
商
業
経
営
を
営
ん
で
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

　
商
業
経
営
以
外
で
も
、
祭
礼
の
難
子
方
を
周
辺
農
村
に
依
頼
す
る
と
か
、
周
辺
農

村
の
女
性
が
商
家
の
嫁
の
主
た
る
供
給
源
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
川
越
と
周
辺

農
村
の
民
俗
に
は
か
な
り
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
町
内
に
あ
る

ク
ミ
ア
イ
組
織
は
周
辺
農
村
に
も
見
ら
れ
る
し
、
婚
姻
儀
礼
に
お
け
る
火
を
ま
た
ぐ

入
家
儀
礼
や
、
嫁
の
生
家
と
婚
家
を
つ
な
ぐ
中
宿
な
ど
の
習
俗
も
両
者
に
共
通
し
て

お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
川
越
の
町
内
と
周
辺
農
村
は
緊
密
な
関
係
に
あ
り
、
言
葉

を
か
え
て
い
え
ば
、
こ
う
し
た
周
辺
地
域
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
川
越
が
町
と
し
て

機
能
し
え
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

④
佐
原
の
都
市
社
会
構
造

　
（
1
）
佐
原
の
都
市
地
域
特
性

　
佐
原
は

千
葉
県
北
部
、
茨
城
県
と
の
境
界
の
利
根
川
沿
岸
に
位
置
す
る
都
市
で
あ

り
ま
す
。
県
庁
所
在
地
の
千
葉
市
か
ら
約
三
〇
キ
ロ
の
距
離
に
あ
り
、
東
京
都
心
か

ら
は
約
一
〇
〇
キ
ロ
の
位
置
に
あ
り
ま
す
。
佐
原
に
は
J
R
成
田
線
が
通
っ
て
お
り
、

新
宿
地
区
に
佐
原
駅
が
あ
り
ま
す
。
東
京
へ
の
通
勤
距
離
と
し
て
は
遠
い
位
置
に
あ

り
ま
す
が
、
千
葉
市
の
通
勤
圏
に
は
十
分
に
含
ま
れ
る
都
市
で
あ
り
ま
す
。

　
佐
原
の
都
市
地
域
特
性
と
し
て
以
下
の
諸
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
一

に
、
佐
原
は
近
世
に
い
わ
ゆ
る
在
郷
町
と
し
て
都
市
形
成
さ
れ
た
近
世
都
市
で
あ
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
川
越
の
よ
う
に
城
下
町
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
ま

で

農
村
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
た
都
市
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
で
は
川
越

と
都
市
形
成
に
お
い
て
か
な
り
の
差
異
が
あ
り
ま
す
。
第
二
に
、
都
市
形
成
に
あ

た
っ
て
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
物
資
の
集
散
地
と
し
て
の
市

場
町
の
形
成
で
あ
り
ま
す
。
佐
原
の
新
宿
地
区
に
六
斉
市
が
開
設
さ
れ
た
の
が
、
天

正
八
年

（
一
五
八
〇
）
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
新
宿
は
そ
の
後
、
商
人
町
と
し
て
発

展

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
三
に
、
そ
の
佐
原
は
醤
油
・
酒
の
醸
造
を
中
心
と
す

る
産
業
都
市
と
し
て
発
展
を
遂
げ
ま
す
。
酒
造
は
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
ー
一
六
七

二
）
に
開
始
さ
れ
、
ま
た
醤
油
醸
造
は
貞
享
、
元
禄
年
間
の
一
六
八
〇
年
以
降
に
開

始
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
第
四
に
、
以
後
の
佐
原
は
川
越
と
同
様
に
江
戸
近
郊
都
市
と

し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
佐
原
河
岸
を
通
し
て
利
根
川
舟
運
の
一
拠
点

と
な
り
、
銚
子
経
由
で
運
ば
れ
た
東
北
地
方
の
米
を
江
戸
に
送
る
米
穀
中
心
の
船
問

屋
が

多
く
開
業
し
ま
し
た
。
ま
た
、
酒
・
醤
油
な
ど
の
佐
原
の
産
物
も
舟
運
に
よ
っ

て

江
戸

に
運
ば
れ
ま
し
た
。
江
戸
と
の
密
接
な
関
係
は
こ
う
し
た
舟
運
を
通
し
て
形

成

さ
れ
、
江
戸
の
文
化
が
佐
原
に
も
浸
透
し
て
き
ま
し
た
。
「
江
戸
ま
さ
り
」
と
称
せ

ら
れ
る
佐
原
の
祭
礼
の
山
車
に
こ
の
こ
と
が
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

第
五

に
、
佐
原
の
都
市
構
造
が
双
分
制
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

図
2
は
、
佐
原
の
都
市
構
造
の
概
念
図
で
あ
り
ま
す
。
川
越
と
は
異
な
っ
て
、
佐

原

は
一
元
的
構
造
を
持
た
ず
双
分
制
的
な
構
造
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
町
の
中
央
を

利
根
川
に
通
じ
る
小
野
川
が
流
れ
、
こ
こ
に
河
岸
が
置
か
れ
、
物
資
の
流
通
の
中
心

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
小
野
川
を
挟
ん
で
佐
原
は
本
宿
と
新
宿
と
い
う
二
つ
に
大
き

く
区
分
さ
れ
ま
す
。
小
野
側
の
西
に
位
置
す
る
商
人
町
と
さ
れ
る
新
宿
地
区
で
は
、

神
社
と
し
て
諏
訪
神
社
を
祀
り
、
秋
十
月
に
祭
礼
が
行
わ
れ
ま
す
。
一
方
、
小
野
川

の
東
に
位
置
す
る
職
人
町
と
さ
れ
る
本
宿
地
区
で
は
、
八
坂
神
社
が
祀
ら
れ
、
夏
七

月
に
祇
園
祭
礼
が
行
わ
れ
ま
す
。
夏
祭
と
秋
祭
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
祭
り
で
す
が
、

佐
原
を
二
分
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
新
宿
と
本

宿
で
は
人
々
の
気
質
も
違
う
と
い
わ
れ
、
小
野
川
を
挟
ん
で
二
つ
の
地
区
は
競
争
・

対
抗

し
、
こ
の
対
抗
関
係
の
な
か
で
佐
原
と
い
う
都
市
が
活
況
を
呈
し
て
き
た
と
い

う
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
都
市
に

お
け
る
双
分
制
（
△
已
巴
一
〇
り
日
）
的
構
造
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　
（
2
）
佐
原
祭
礼
と
町
の
隻
団
性

　
表
2
は
新
宿
の
諏
訪
神
社
祭
礼
の
山
車
の
変
遷
を
整
理
し
た
も
の
で
す
。
各
町
は

こ
の
祭
礼
に
町
内
を
単
位
と
し
て
参
加
し
ま
す
。
諏
訪
神
社
祭
礼
の
山
車
は
、
歴
史
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的

に
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
、
一
四
の
町
内
が
山
車
を
出
し
て

祭
礼
に
参
加
し
て
お
り
ま
す
。
山
車
は
幣
台
と
も
よ
ば
れ
、
も
と
も
と
は
車
の
う
え

に

御
幣
を
乗
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
山
車
は
そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
の
シ
ン
ボ
ル

と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
明
治
初
期
ま
で
は
必
ず
し
も
山
車
の
作
り
物
が
固
定
し
て

お

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
明
治
時
代
に
ほ
ぼ
今
日
見
る
の
よ
う
な
作
り
物
に
固
定
し

て

き
ま
し
た
。
山
車
の
人
形
は
、
天
皇
や
武
将
な
ど
が
多
く
、
い
わ
ば
近
代
に
お
い

て

各
町
の
シ

ン

ボ
ル
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
新
宿
諏
訪
神
社
の
祭
祀
組
織
の
変
化
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
つ
ぎ
の
二
点
で
あ

北佐原

→銚子利根川

八坂神社

★上中町樽屋前
　（お旅所）

小
野
川

←我孫子

●JR佐野駅

諏訪神社 圃
★下宿
　（お旅所）

図2　佐原の双分制的構成の概念図

表2　佐原新宿の山車の変遷

り
ま
す
。
ま
ず
第
一
に
山
車
を
持
つ
町
内
が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
『
佐
原

町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
期
に
山
車
を
だ
し
た
町
内
は
八
、
ま
た
一
八
六
〇
年
頃
山

車
を
持
つ
町
内
は
一
三
で
し
た
が
、
現
在
は
一
四
と
な
っ
て
お
り
、
近
世
か
ら
近
代

に

か

け
て
山
車
の
台
数
は
増
加
を
つ
づ
け
て
お
り
、
そ
の
構
成
に
も
若
干
の
変
化
が

あ
り
ま
す
。
山
車
町
内
の
増
加
の
要
因
は
、
祭
礼
参
加
の
地
理
的
範
囲
の
拡
大
で
は

な
く
、
大
き
な
町
内
の
分
裂
に
あ
り
ま
す
。
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
佐
原
の
町
は

分
裂
を
繰
り
返
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
近
代
に
お
い
て
確
認

で

き
る
例
と
し
て
は
、
横
宿
と
関
戸
が
あ
り
ま
す
。
横
宿
は
一
九
二
六
年
に
北
横
宿

江戸 1860年頃（町誌） r佐原市史』1966 84 96 1998祭礼

関　戸 ○ 猿田彦 ⑫（東）楠正成 ○ ○ （町内）

一 ⑪（西）項々杵尊 ○ ○ （町内）

上新町 ○ 祓箱を飾る。 ⑦諏訪大明神 ○ ○ 鹿嶋（潮来）

上　宿 ○ 三蓋傘鉾 ③三蓋傘鉾 ○ ○ 寺宿

上中宿 ○ 壽老人に鹿 ⑤鎮西八郎為朝 ○ ○ 神崎

横　宿 ○ ？ ⑨（北）日本武尊 ○ ○ 潮来（与倉）

一 ⑩（南）仁徳天皇 ○ ○ 荒久

中　宿 ○ 鍾鬼 ④桃太郎 ○ ×

下新町 ○ 紅木綿の大鯛に恵比須 ⑧浦島太郎 ○ ○ 牧野下

上川岸 一 牛天神 ⑬牛天神 ○ ○ 新和下

中川岸 一 行平に松風村雨 ⑭神武天皇 ○ ○ 佐原

下川岸 ｝ 素…隻鳴尊の八頭大蛇 ⑮素菱鳴尊 ○ ○ 小見川

新橋本 一 常備屋台無。飾物不定 ①小野道風 ○ ○ 野田

下分町 一 常備屋台無。飾物不定 ②楠正行 ○ ○ 潮来

下　宿 ○ 常備屋台無。飾物不定 ⑥源頼義 ○ ○ 内野

（1984年欄は『房総の祭事』による。上新町は「御幣と榊」）

と
南
横
宿
に
、
関
戸
は
一
九
三
四
年
に
西
関
戸
と
東
関

戸
に

分
裂

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
山
車
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。
第
二
に
、
明
治
十
年
以
降
、
祭
礼

当
番
に
順
番
の
年
番
制
度
が
採
用
さ
れ
、
町
内
間
格
差

の
解
消
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
新
宿
全
体
で
祭
礼
を
行
う
伝
統
は
現
在
も
存

続
し
て
お
り
、
重
要
事
項
は
つ
ね
に
惣
町
集
会
で
決
定

さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
表
2
の
一
番
右
の
欄
は
、
一
九
九
八
年
時
点
で
の
各

町
内
の
難
子
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
町
内
に

よ
っ
て
唯
子
方
が
固
定
し
て
い
る
町
内
も
あ
り
、
ま
た
、

二
〇
年
前
と
の
変
化
を
確
認
で
き
た
例
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
上
新
町
の
難
子
方
は
潮
来
だ
っ
た
も
の
が
、

鹿
嶋
に
な
っ
て
い
ま
す
。
横
宿
で
は
以
前
は
与
倉
に
難

子
方
を
頼
ん
で
い
た
が
、
今
は
潮
来
に
な
っ
て
い
ま
す
。

変
化
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
関
戸

で
は

同
じ
町
内
の
人
が
難
子
方
を
や
っ
て
い
ま
す
。
周

辺

の
農
村
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
分
の
と
こ
ろ
で
も
若

い
衆
が

難
子
方
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
分
か
り
ま
し
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た
。　

佐
原
の
祭
礼
は
都
市
構
造
の
双
分
制
に
対
応
し
て
、
本
宿
と
新
宿
と
の
双
分
制
的

構
造
に
な
っ
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
り
ま
す
。
本
宿
も
新
宿
も
祭
礼
に
は
町

を
単
位
と
し
て
参
加
し
、
年
番
は
一
定
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
町
を
巡
回
し
ま
す
。

明
治
期
か
ら
昭
和
戦
前
ま
で
は
、
十
数
年
つ
づ
い
て
年
番
を
つ
と
め
る
町
内
も
あ
っ

た
が
、
現
在
は
三
年
ご
と
に
年
番
を
ま
わ
し
て
い
る
。
祭
礼
参
加
の
単
位
と
し
て
佐

原
の
町
内
も
強
い
集
団
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
佐
原
で
は
町
内
に
独
自
の
神
社
を
祀

る
こ
と
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
町
内
の
集
団
性
の
上
に
、
さ
ら
に
本
宿
、
新
宿
の
集
団

性
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
の
が
佐
原
の
特
徴
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
佐
原
で
は
、

い

わ
ば
重
層
的
な
集
団
性
と
も
い
う
べ
き
構
造
が
あ
り
ま
す
。

　
都
市
祭
礼
に
つ
い
て
佐
原
と
川
越
と
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
川
越
で
は
大
字
川
越

の
範
囲
を
超
え
て
、
祭
礼
の
山
車
を
出
す
町
内
が
拡
大
し
て
い
き
ま
す
が
、
佐
原
で

は

そ
の
現
象
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
佐
原
の
中
心
市
街
地
が
新
宿
と
本
宿
と
い
う
二
つ

の
地
域
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
諏
訪
神
社
と
八
坂
神
社
の
氏
子
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
構
造
は
、
近
世
以
来
い
さ
さ
か
も
変
化
し
て
い
な
い
と
い
え
ま
す
。
そ
の
後
、

周
辺

の
農
村
を
合
併
し
て
佐
原
市
が
誕
生
し
ま
し
た
が
、
周
辺
地
域
は
祭
礼
の
観
客

と
し
て
は
加
わ
る
と
し
て
も
、
山
車
を
出
す
と
い
う
段
階
に
ま
で
は
至
っ
て
い
ま
せ

ん
。
拮
抗
す
る
新
宿
と
本
宿
の
氏
子
の
範
囲
は
か
な
り
厳
格
で
、
そ
れ
以
上
の
拡
大

を
示
さ
な
い
点
で
明
ら
か
に
川
越
と
異
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
双
分
制
的
な

都
市
構
造
に
お
け
る
対
抗
関
係
が
こ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ま

す
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
川
越
は
氷
川
神
社
を
中
心
と
す
る
一
元
的
な
祭
祀
構
造
を

持
っ
て
い
ま
す
が
、
佐
原
は
双
分
制
的
な
祭
祀
構
造
を
特
徴
と
し
て
い
る
と
い
え
ま

す
。⑤

結
　
語

川
越
と
佐
原
の
都
市
地
域
特
性

こ
れ
ま
で
川
越
と
佐
原
の
都
市
地
域
特
性
を
神
社
祭
礼
を
中
心
に
検
討
を
す
す
め

て
き
ま
し
た
、
最
後
両
者
を
比
較
し
て
結
論
に
代
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
川

越

と
佐
原
を
比
較
す
る
と
共
通
す
る
部
分
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
都
市
の
形

成
に
つ
い
て
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
中
葉
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
近
世
都
市

で

あ
る
点
で
両
者
は
共
通
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
の
近
郊
都
市
と
し
て
成
立

し
て
、
江
戸
と
非
常
に
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
も
共
通
し
て
お
り
ま
す
。
両
方
の
都

市
と
も
現
在
、
観
光
宣
伝
に
お
い
て
は
「
小
江
戸
」
と
称
し
て
い
ま
す
。
佐
原
は
北

総
の

「
小
江

戸
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
し
て
観
光
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
点
で
も
両
者
と
も
江
戸
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
、
二
つ
の
都
市
の
地
域
特
性
を

論

じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
物
資

集
散
の
中
心
を
な
し
て
い
ま
す
。
近
世
に
お
い
て
市
場
や
河
岸
が
形
成
さ
れ
、
近
代

に

な
っ
て
鉄
道
が
通
る
な
ど
の
点
も
共
通
し
て
い
ま
す
。
都
市
構
造
の
変
化
の
部
分

で

も
、
共
通
し
て
中
心
市
街
地
の
拡
大
が
見
ら
れ
ま
し
た
し
、
ま
た
、
両
方
と
も
町

村
合
併
に
よ
っ
て
周
辺
の
地
域
を
行
政
地
域
に
取
り
込
ん
で
く
る
点
で
も
共
通
し
て

お

り
ま
す
。
か
つ
て
は
、
中
心
市
街
地
と
周
辺
の
農
村
の
関
係
で
あ
っ
た
も
の
が
、

一
つ
の
都
市
と
し
て
行
政
的
に
は
括
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
両
方
の

都
市
で
明
治
以
降
、
町
内
運
営
の
対
等
化
が
進
行
し
て
い
き
ま
す
。
特
定
の
家
や
町

内
が
特
権
的
に
神
社
祭
祀
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
体
制
か
ら
、
町
内
の
対

等
性

と
町
内
の
家
の
対
等
性
を
基
本
と
す
る
体
制
に
変
化
し
て
き
ま
し
た
。

　

周
辺
農
村
と
の
関
係
も
よ
く
似
て
い
ま
す
。
祭
礼
の
噺
子
方
な
ど
を
通
じ
た
佐
原

の
町
内
と
周
辺
農
村
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。
経
済
的
に
も
深
い
関
係
（
顧
客

と
し
て
の
農
家
・
下
職
）
に
あ
り
ま
す
し
、
通
婚
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

様
々
な
民
俗
に
お
い
て
も
共
通
性
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
川
越
も
佐
原
も
周

辺

農
村
と
の
密
接
な
関
係
の
上
に
、
都
市
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
共
通

し
た
特
徴
で
す
。
特
に
佐
原
で
は
、
酒
造
や
醤
油
は
そ
の
バ
ッ
ク
の
農
村
部
を
前
提

に

し
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
佐
原
に
酒
造
が
発
達
し
た
の
は
、
利

根
川
の
対
岸
に
あ
る
穀
倉
地
帯
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
の
観
光
化
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
ま
す
。
佐
原
で
は
、
一
九
九
八
年
十
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月
の
諏
訪
神
社
祭
礼
の
際
に
、
駅
の
近
く
の
文
化
会
館
の
駐
車
場
に
全
て
の
山
車
を

集
め
て
観
光
客
に
見
せ
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
そ
こ
に
桟
敷
を
作
っ
て
色
々
な
パ

フ
ォ

ー
マ
ン
ス
を
し
て
、
か
つ
て
の
町
内
を
巡
行
す
る
と
い
う
形
態
だ
け
で
は
な
く
、

一
堂
に

会
す
る
形
で
外
か
ら
来
る
観
光
客
に
も
見
せ
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ

し
て
、
町
内
の
各
地
に
佐
原
の
土
産
を
売
る
「
お
土
産
広
場
」
を
設
け
て
い
ま
し

た
。
両
方
と
も
観
光
に
き
わ
め
て
熱
心
で
、
川
越
も
佐
原
も
休
日
に
は
多
く
の
観
光

客
で
に

ぎ
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
川
越
に
は
蔵
造
り
商
家
や
伝
統
的
な
町
並
み
、

佐
原
に

も
伝
統
的
な
町
並
み
が
あ
り
、
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
形
成
さ
れ
た
伝

統
的

な
町
並
み
を
観
光
の
中
心
に
お
い
て
い
る
こ
と
も
両
者
に
共
通
し
て
お
り
ま
す
。

　
一
方
、
共
通
点
ば
か
り
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
も
あ
り
ま
す
。
城
下
町
と

市
場
町
、
支
配
者
の
都
市
計
画
に
よ
る
都
市
形
成
と
自
発
的
な
都
市
形
成
の
違
い
が

あ
り
ま
す
。
戦
後
の
川
越
は
急
速
に
東
京
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
し
て
い
き
ま
す
。
佐

原
は
都
心
か
ら
約
一
〇
〇
キ
ロ
離
れ
て
い
て
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
は
緩
や
か
な
印
象
が

あ
り
ま
す
。
川
越
の
周
辺
は
大
き
な
団
地
・
マ
ン
シ
ョ
ン
が
林
立
し
て
い
ま
す
が
、

佐
原
の
場
合
は
、
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
あ
ま
り
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
差
異
の

な
か
で
、
も
っ
と
も
大
き
な
差
異
は
、
川
越
の
都
市
構
造
が
一
元
的
構
造
で
あ
る
の

に

対

し
て
、
佐
原
は
双
分
制
的
構
造
、
を
特
徴
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
ま
す
。
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