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一 駅を起点としたバームクーヘン構造

一

駅
を

起
点
と
し
た
。
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
構
造

　
　
現
代
の
盛
り
場
の
位
置
づ
け

　
上
野
駅

（
東
京
都

台
東
区
）
の
山
下
口
か
ら
湯
島
天
神
下
（
文
京
区
）
に
か
け

て

の

一
帯
（
広
小
路
界
隈
）
は
、
江
戸
・
東
京
に
お
け
る
典
型
的
な
盛
り
場
を
形

成
し
て
い
る
。

　
そ
の

規
模
や
華
や
か

さ
で
は
、
た
と
え
ぽ
歌
舞
伎
町
（
新
宿
区
）
や
六
本
木

（
港

区
）
の
界
隈
に
及
ぼ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
歌
舞
伎
町
や
六
本
木
は
、
い

う
な
れ
ば
戦
後
（
昭
和
二
十
年
以
後
）
に
急
速
に
発
達
し
た
新
興
の
盛
り
場
な
の

で
あ
る
。
銀
座
（
中
央
区
）
や
赤
坂
（
港
区
）
も
、
そ
の
歴
史
は
歌
舞
伎
町
や
六

本
木
よ
り
古
い
が
、
近
・
現
代
の
盛
り
場
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
な
い
。

　
一
方
に
、
歴
史
の
古
い
盛
り
場
に
浅
草
（
台
東
区
）
が
あ
る
。
が
、
現
在
の
浅

草
に
は
往
時
の
活
気
が
な
い
。
両
国
（
墨
田
区
）
も
同
様
で
あ
る
。

　
そ

の

意
味

で

は
、
江
戸
以
降
現
代
ま
で
、
さ
ほ
ど
の
浮
き
沈
み
を
感
じ
さ
せ
な

い
状
態
で
盛
り
場
の
灯
を
と
も
し
続
け
て
い
る
の
は
、
上
野
広
小
路
の
界
隈
だ
け
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
盛
り
場
と
は
、
　
「
飲
食
店
、
商
店
や
娯
楽
施
設
が
集
中
し
て
い
て
、

人
が
多
く
集
ま
る
、
に
ぎ
や
か
な
場
所
。
繁
華
街
、
歓
楽
街
」
（
『
日
本
国
語
大
辞

典
』
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
盛
り
場
は
、
お
も
に
そ
の

一
方
の
「
歓
楽
街
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
現
在
の
上
野
広
小
路
の
界
隈
の
状
況
を
あ
ら
た
め
て
み
て
み
よ
う
。

　
そ

の

場
合
の

起
点

は
、
　
「
駅
」
に
求
め
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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盛り場の起点と条件

　
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
在
の
一
般
的
な
盛
り
場
は
、
駅
の
周
辺
に

開
け
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
夜
と
も
な
る
と
、
駅
と
盛
り
場
を
結
ぶ
道
路
は
、

一
杯
機
嫌
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
が
往
き
来
す
る
。
住
居
と
勤
務
地
の
中
継
地
点

が

駅
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
盛
り
場
と
住
居
の
中
継
地
点
も
駅
で
あ
る
例
が
多
い
。

　
東
京
で
た
と
え
る
な
ら
、
有
楽
町
駅
に
至
近
な
と
こ
ろ
に
銀
座
が
あ
り
、
渋
谷

駅
近
く
に
道
玄
坂
が
、
新
宿
駅
近
く
に
歌
舞
伎
町
が
、
池
袋
駅
近
く
に
西
口
通
り

が
開
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
東
京
を
代
表
す
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
あ
り
、

東
京
を
代
表
す

る
盛
り
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な

く
、
ま
た
東
京
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
も
な
く
、
J
R
線
・
私
鉄
と
も
に
中
小
そ
れ

ぞ
れ
の

駅
の
近
く
に
は
盛
り
場
が
開
け
て
い
る
。
統
計
数
値
に
あ
た
っ
て
は
い
な

い

が
、
あ
る
い
は
あ
た
る
ま
で
も
な
く
、
俗
に
飲
み
屋
街
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の

盛

り
場
の
大
半
は
、
現
在
、
駅
の
周
辺
に
開
け
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

あ
る
ま
い
。

　
そ

し
て
、
そ
れ
ら
の
盛
り
場
は
、
駅
が
開
設
さ
れ
た
の
ち
乗
降
客
の
増
加
と
と

も
に
開
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
昭
和
三
十
年
代
の
高
度
成
長
期
に
都

市
が

大
き
く
拡
大
し
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
利
用
す
る
通
勤
者
が
急
増
す
る
に
つ
れ
て
、

盛

り
場
は
、
駅
周
辺
に
集
中
し
て
開
け
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の

記
憶
に
ま
だ
新
し
い
。

　
最
近
の
顕
著
な
例
は
、
六
本
木
で
あ
ろ
う
。

　
六
本
木
が
盛

り
場
と
し
て
今
日
的
に
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
年
代
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
下
鉄
日
比
谷
線
の
六
本
木
駅
が
開
設
（
昭
和
四
十
一

年
）
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

　
そ

れ

ま
で
の
六
本
木
は
、
最
寄
駅
が
渋
谷
駅
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
バ
ス
か
タ
ク

シ

ー
を
利
用
し
な
く
て
は
な
ら
ず
（
徒
歩
で
は
少
々
遠
い
）
、
い
う
な
れ
ば
不
便

な

地
に

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
麻
布
方
面
の
高
級
住
宅
地
を
背
景
に
酒
落
た
レ

ス

ト
ラ
ン
や
喫
茶
店
は
存
在
し
た
も
の
の
、
盛
り
場
を
形
成
す
る
ま
で
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
盛
り
場
を
発
展
さ
せ
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
機
能
と
し
て
は
、
発

着
路
線
が
単
数
で
あ
る
よ
り
も
複
数
で
あ
る
方
が
よ
い
。
そ
こ
で
、
か
つ
て
股
賑

を

き
わ
め
て
い
た
浅
草
や
両
国
が
現
在
で
は
地
盤
沈
下
が
著
し
い
の
も
、
そ
こ
に

不
特
定
多
数
の
客
を
集
め
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
機
能
が
脆
弱
な
の
が
原
因
、
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
盛

り
場
は
、
特
定
の
客
層
を
対
象
と
し
て
は
い
な
い
。
店
そ
れ
ぞ
れ
に
客
層
が

定

ま
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
盛
り
場
全
体
と
し
た
ら
広
く
大
衆
を
相
手
に
成
り
た

っ

て

い

る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
代
で
は
駅
に
乗
降
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
客
層

が
、
も
っ
と
も
必
要
な
成
立
要
素
と
な
る
。
わ
ざ
わ
ざ
自
動
車
で
乗
り
つ
け
て
く

る
客
層
は
、
も
ち
ろ
ん
上
得
意
に
は
違
い
な
い
が
、
と
く
に
そ
こ
で
飲
酒
を
と
も

な
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
自
己
運
転
は
あ
り
え
ず
、
現
在
の
盛
り
場
を
成
立
さ

せ

る
主
要
因
に
は
な
り
え
な
い
の
だ
。

　

さ
て
、
駅
を
中
心
点
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
に
盛
り
場
が
開
け
て
い
る

かー
そ
こ
で
、
上
野
広
小
路
の
界
隈
の
構
図
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
起
点
と
し
て
の
駅
が
五
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
J
R
山
の
手
線
の

上
野
駅
、
ま
た
も
う
ひ
と
つ
は
、
御
徒
町
駅
。
そ
れ
に
、
地
下
鉄
の
上
野
広
小
路

駅

（
銀
座
線
）
と
湯
島
駅
（
千
代
田
線
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
強
い
て
も
う
ひ
と
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一 ：駅を起点としたバームクーヘン構

つ
あ
げ
る
と
、
地
下
鉄
日
比
谷
線
の
仲
御
徒
町
駅
も
至
近
の
距
離
に
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
な
か
で
一
日
平
均
の
乗
降
客
が
多
い
の
は
、
上
野
駅
、
御
徒
町

駅
、
上
野
広
小
路
駅
の
順
に
な
る
（
ち
な
み
に
、
上
野
駅
に
お
け
る
そ
れ
が
約
一

〇
〇
万
人
、
御
徒
町
駅
が
約
四
〇
万
人
、
上
野
広
小
路
駅
が
約
八
万
人
で
あ
る
）
。

と
く
に
、
盛
り
場
へ
の
起
点
と
い
う
こ
と
で
夕
方
の
出
札
客
を
み
る
と
、
そ
の
ほ

ぼ

五
分

の
一
が
見
込
め
る
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
が
盛
り
場
の
客
と
い

　
　
住

　
　
社

〃
冷

　
　
設

図1　上野広小路の界隈略図

う
わ
け
で
は
な
い
）
。

　
そ

こ
で
、
上
野
駅
、
御
徒
町
駅
、
上
野
広
小
路
駅
の
三
点
（
ち
ょ
う
ど
二
等
辺

三
角
形
の
位
置
に
あ
る
）
を
定
め
、
そ
の
近
隣
の
施
設
を
み
て
み
る
。

　
ま
ず
、
中
心
部
で
目
だ
つ
の
は
、
デ
パ
ー
ト
で
あ
る
。
丸
井
・
ア
ブ
ア
ブ
・
松

坂
屋
。
次
に
、
こ
の
区
画
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
な
る
中
央
通
り
に
面
し
て
、

銀
行
が
軒
を

並
べ
て
い
る
。
そ
の
あ
い
だ
に
、
洋
品
店
や
靴
店
、
食
堂
（
す
し

屋
・
洋
食
堂
・
中
華
料
理
店
な
ど
）
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
央
通
り
の
裏

（
J
R
山
の
手
線
と
の
中
間
）
に
は
、
通
称
ア
メ
横
と
呼
ば
れ
る
集
合
商
店
街
が

あ
る
。
そ
の
主
流
商
品
は
、
洋
品
、
装
身
具
と
食
品
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
三
つ
の
駅
を
つ
な
ぐ
中
心
部
は
、
買
い
も
の
客
で
に
ぎ
わ
う
繁
華
街

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
申
央
通
り
を
軸
と
し
て
開
け
て
い
る
、
と
い
っ

て
も
よ
い
。

　
そ

の
外
郭
部

に
、
歓
楽
街
が
開
け
る
。
そ
れ
は
、
中
央
通
り
と
交
叉
す
る
春
日

通

り
を
軸
に
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、
地
図
上
で
は
ほ
ぼ
楕
円

形
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
繁
華
街
の
両
脇
に
歓
楽
街
が
突
出
し
て
あ
る
の
で

あ
る
。
歓
楽
街
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
居
酒
屋
・
バ
ー
・
ス
ナ
ッ
ク
、
そ
れ
に
風

俗
営
業
が
入

り
ま
じ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
が
、
か
つ
て
は
、
そ
こ
は
三
業
地

で
あ
っ
た
。
三
業
地
と
は
、
料
亭
・
待
合
・
置
屋
の
三
業
種
が
軒
を
連
ね
た
花
街

の

こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
そ
の
外
郭
部
、
駅
か
ら
す
る
と
も
っ
と
も
遠
い
と
こ
ろ
に
目
を
む
け

て

み

よ
う
。
そ
こ
で
は
、
大
規
模
な
敷
地
を
も
つ
公
共
施
設
が
で
て
く
る
。
学

校
・
病
院
・
会
館
、
そ
れ
に
寺
社
や
公
園
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
卸
商
店
や
工
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盛り場の起点と条件

〈ケの空間〉一「住宅あるいは工場街」

食料品店、

クリーニング
理美容室など

　劇場
ホテル
場など

公園、学校．寺社、全館、警察署

消防署、税務署、スポーツ館など

　会社、工場、マンション、アパート、個人宅など

図2　ターミナルを基点とした街の構造

場
、
住
宅
な
ど
も
で
て
く
る
。
つ
ま
り
、
日
常
生
活
ゾ
ー
ン
、
と
い
う
か
非
盛
り

場
ゾ
ー
ン
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
、
図
式
化
す
る
と
、
駅
を
起
点
と
す
る
三
層
の
円
心
円
構
造
が
明
ら
か

に
な

る
だ
ろ
う
。
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
構
造
、
と
で
も
い
え
ぽ
よ
い
。
あ
る
い
は
、

蛇
の

目
構
造
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
そ
の

こ
と
は
、
ひ
と
つ
上
野
広
小
路
の
界
隈
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
現
代
都

市
に
お
け

る
盛
り
場
の
あ
り
方
の
原
型
と
い
う
こ
と
が
い
え
そ
う
で
あ
る
。
必
ず

し
も
全
円
構
造
を
前
提
と
せ
ず
、
半
円
構
造
や
三
分
の
一
円
構
造
も
あ
り
う
る
、

と
す
れ
ば
汎
用
性
は
さ
ら
に
高
ま
る
。
筆
者
の
調
査
結
果
（
季
刊
『
へ
る
め
す
』

13

に
所
収
の
「
盛
り
場
は
世
界
」
で
報
告
）
で
は
、
東
京
で
は
新
宿
駅
や
池
袋
駅

を

起
点

と
し
た
構
造
が
も
っ
と
も
典
型
的
で
あ
り
、
渋
谷
駅
や
赤
坂
駅
を
起
点
と

し
た
場
合
は
、
ほ
ぼ
半
円
構
造
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
私
の
独
自
の
見
解
で
は
な
い
。
近
年
、
マ
ー
ケ
ッ

テ

ィ
ン
グ
の
分
野
で
同
様
の
視
点
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
松
沢
光
雄
氏

は

『
繁
華
街
を
歩
く
東
京
編
』
（
綜
合
ユ
ニ
コ
ム
）
で
、
都
市
は
中
心
域
（
装
身

施
設
）
、
中
間
域
（
飲
食
・
娯
楽
施
設
）
、
周
辺
域
（
休
息
施
設
）
に
分
化
す
る
、

と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
博
報
堂
生
活
総
合
研
究
所
編
『
タ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ン

グ
』
　
（
P
H
P
研
究
所
）
で
は
、
駅
を
中
心
と
し
た
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
型
の
構
造

を

説
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
上
野
広
小
路
の
盛
り
場
は
、
す
で
に
江
戸
期
に
開
か
れ
て
い
る
。
す

る
と
、
近
・
現
代
の
構
造
は
、
右
の
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
構
造
を
原
型
と
す
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
て
も
、
交
通
機
関
が
未
発
達
な
時
代
に
お
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
構

図
を

描
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　
江
戸
期
に
お
け

る
盛
り
場
の
立
地
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

ち
　
　
　
　
　
　
む

噺

刀

ー二

水
際
・
台
地
際
の
空
き
地
と
仮
設
興
行

　
　

江
戸
の
盛
り
場
の
起
源

江
戸
時
代
に
お
け
る
盛
り
場
は
、
仮
設
の
装
置
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
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二　水際・台地際の空地と仮設興行

　

と
く
に
大
が
か
り
な
仮
設
の
イ
ベ
ン
ト
が
行
な
わ
れ
る
ひ
と
つ
の
立
地
的
条
件

と
は
、
そ
こ
が
空
き
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
卑
近
な
例
で

い

う
と
、
サ
ー
カ
ス
が
い
い
例
で
あ
る
。
河
原
や
埋
立
地
な
ど
に
小
屋
が
掛
け
ら

れ
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
人
を
集
め
て
き
た
。

　
そ
の

空

き
地
が
都
市
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
立
地
に
あ
る
か
、
ま
だ
大
阪
、
京

都
、
そ
の
他
の
都
市
で
の
事
例
を
拾
っ
て
い
な
い
た
め
普
遍
的
な
問
題
と
し
て
こ

こ
に
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
江
戸
・
東
京
に
限
っ
て
み
れ
ぽ
、

山
際
、
水
際
と
い
う
と
こ
ろ
に
空
き
地
が
か
な
り
分
散
し
て
あ
っ
た
。

　
た

と
え
ば
、
の
ち
に
花
街
を
連
鎖
的
に
形
成
す
る
湯
島
天
神
下
と
神
田
明
神
下

は
、
い
ず
れ
も
本
郷
台
地
の
際
（
山
際
）
に
あ
る
が
、
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
～

一
八
一
八
年
）
、
あ
る
い
は
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
～
一
八
五
四
年
）
の
切
り
絵

図
に
は
、
そ
の
間
の
台
地
斜
面
が
「
な
だ
れ
地
」
と
し
て
空
き
地
に
な
っ
て
い
る

の

で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
地
盤
不
安
定
の
傾
斜
地
と
し
て
物
理
的
に
も
利
用
が
む
つ
か
し
か
っ

た

か

ら
空
き
地
の
ま
ま
残
さ
れ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
が
、
そ
う
し
た
空
き
地

の

多
く
は
、
　
「
火
除
地
」
と
位
置
づ
け
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　
火
事
は
江
戸
の
華
、
と
も
う
た
わ
れ
た
。
近
世
の
大
都
市
で
あ
る
江
戸
で
は
、

火
事
が
頻
繁
に
お
き
て
多
く
の
町
人
が
焼
け
だ
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
深
刻
な
社
会

問

題

と
も
な
っ
て
お
り
、
幕
府
は
、
と
き
ど
き
に
定
火
消
や
大
名
火
消
、
町
火
消

の

組
織
強
化
を
は
か

り
、
火
除
地
の
指
定
を
増
や
し
た
り
し
て
い
る
。

　
と
く
に
、
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
正
月
の
火
事
は
、
ま
る
二
日
間
も
燃
え
続

き
、
江
戸
城
の
一
部
を
含
め
、
江
戸
の
町
の
大
半
を
焼
く
大
火
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
た

め
、
火
災
後
三
日
間
で
江
戸
中
の
保
有
米
が
な
く
な
り
、
大
飢
饅
の
体
で
あ

っ

た
、
と
い
う
。

　
そ

こ
で
、
幕
府
は
、
た
と
え
ば
白
銀
町
（
芝
）
へ
高
さ
二
尺
四
寸
、
東
西
十
町

余
の
土
堤
を
築
い
た
り
、
日
本
橋
と
京
橋
の
間
に
三
ヵ
所
の
広
小
路
（
火
除
地
）

を

つ
く
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
幅
六
間
の
道
路
が
十
間
に
拡
張
さ
れ
、
各
所

に
新
堀
が

開
か
れ
た
り
も
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
武
家
屋
敷
地
の
移
転
さ
え
も
あ

っ
た
。

　
そ

の

と
き
、
台
地
斜
面
に
も
数
多
く
の
火
除
地
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
、

本
郷
台
地
の
斜
面
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い
う
と
、
大
名
・
旗
本
屋
敷
地
（
台
地
上
）

と
下
町
（
台
地
下
）
と
の
間
に
あ
り
、
お
お
む
ね
火
事
は
下
町
か
ら
山
の
手
へ
と

延
焼

し
て
い
く
も
の
な
の
で
、
火
除
地
と
し
て
の
確
保
が
大
事
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
火
災
防
止
の
対
策
は
、
そ
れ
な
り
の
効
果
を
そ
う
し
た
。
次
に
天
和

の

火
災
の

と
き
に
は
、
六
日
間
に
お
よ
ぶ
空
前
絶
後
の
椿
事
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

明
暦
の
火
事
ほ
ど
の
死
者
を
だ
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
幕
府
は
、
火
除
地
を
新
設
し
た
。
た
と
え
ぽ
、
享
保
年
間
（
一
七
一
六

～
一
七
三
六
年
）
に
は
采
女
ケ
原
、
浅
草
内
外
河
岸
通
り
、
神
田
堀
通
り
小
伝
馬

町
、
上
町
、
塩
町
、
日
本
橋
坂
本
町
、
南
北
八
丁
通
り
、
西
神
田
鎌
倉
町
、
佐
久

間
町
、
浅
草
蔵
前
通
り
、
芝
、
四
谷
、
市
ケ
谷
、
麹
町
、
牛
込
に
火
除
地
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
は
、
す
べ
て
町
人
居
住
地
の
下
町
で
あ
り
、
当
時
の

市
街
地
の

過
密

と
拡
大
現
象
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
火
除
地
の
ほ

と
ん
ど
は
、
川
や
堀
沿
い
に
あ
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
。

　

こ
こ
で
、
山
際
と
水
際
に
空
き
地
（
火
除
地
）
が
連
鎖
状
に
あ
る
こ
と
の
共
通
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の

理
由
が
た
ど
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ

し
て
、
火
除
地
と
し
て
の
空
き
地
を
み
る
と
、

そ

の
多
く
が
寺
社
の
門
｝
9
0
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
山

際
や
水
際
が
聖
な
る
領
域
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ

う
し
て
み
る
と
、
こ
の
場
合
は
、
東
叡
山
寛

永
寺
の
門
前
に
あ
る
上
野
広
小
路
に
注
目
し
な
く

て

は
な
ら
な
い
。

　
た

と
え
ぽ
、
幕
府
請
方
記
録
『
御
府
内
往
還
其

外
沿
革
図
書
』
に
よ
る
と
、
上
野
広
小
路
は
、
元

禄
十
（
一
六
九
七
）
年
の
寛
永
寺
大
火
（
別
の
記

録
に
は

元
禄
十
一
年
と
も
あ
る
）
が
あ
っ
た
た
め
、

上
野
北
大
門
町
と
元
黒
門
町
の
西
側
の
町
屋
を
撤

去

し
て
つ
く
っ
た
、
と
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

お
そ

ら
く
行
政
上
の
措
置
で
あ
っ
て
、
実
際
は
明

暦

の

大
火
で
そ
の
あ
た
り
が
焼
け
た
あ
と
、
そ
の

ま
ま
空
き
地
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
寛
文

一
一
（
一
六
六

二
）
年
の
幕
府
の
布
達
の
な
か
に
は
、

「
上
野
領
広
小
路
町
」
を
町
奉
行
支
配
に
す
る
、

と
い
う
記
事
が
み
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
さ
ら
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

の

は
、
山
下
の
火
除
地
（
資
料
①
で
斜
線
部
分
）

動
之
錨
付
町

範
》
冷

警

彦石
毒尾

．

ぼ
へ
竃

銭
馴

㌫
ro’

ま
夕
・

，
紮
∪

粟
　
　
　
武

　
　
　鱈
・

　
　
　
　
　
　
笛

　　　
綿
緬

．

鯖
工
蝶

　
　
　．

鴻

　
　
　
．
ト

　
　
　
O

鋸
獲

淋
臼

淵撒欝灘葦羅幽謂
r東都下谷絵図』　（嘉永4年＝1851）より資料1
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二　水際・台地際の空地と仮設興行

の

存
在
で
あ
る
。
元
禄
十
年
の
大
火
に
よ
っ
て
全
焼
し
た
寛
永
寺
の
子
院
は
山
下

町
、
現
在
の
上
野
駅
の
あ
た
り
へ
移
転
し
、
以
来
そ
こ
を
境
内
に
い
れ
て
「
下
寺
「

と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
享
保
五
、
六
（
一
七
二
〇
、
二
一
）
年
、
続

い
て

元
文
二

（
一
七

三

七
）
年
と
短
期
間
に
三
度
も
火
災
に
あ
っ
た
た
め
、
下
寺

の

両
端
に
火
除
の

空
き
地
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
広
小
路
に
近
い
方
の
空
き

地
は
、
東
叡
山
の
崖
下
に
あ
た
る
た
め
、
　
「
山
下
火
除
空
き
地
」
と
呼
ば
れ
た
。

　
先
の
広
小
路
は
、
幕
府
の
措
置
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
山
下
の
火
除
地
は
、
寛
永

寺
の

措
置

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
う
い
う
わ
け
か
寛
永
寺
は
そ
こ

を

境
内
地
に
い
れ
な
か
っ
た
。

　
つ

ま
り
、
こ
の
火
除
地
は
無
領
地
と
な
っ
た
（
上
野
繁
昌
史
編
纂
委
員
会
編

『
上
野
繁
昌
史
』
に
よ
る
）
。
そ
れ
が
、
の
ち
に
問
題
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
不
忍
池
の
土
堤
（
資
料
①
の
黒
塗
り
の
部
分
）
に
も
注
目
し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。
こ
の
築
堤
は
、
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
の
こ
と
で
、
池
の
泥
さ
ら

い
の

た

め
で

あ
っ
た
、
と
い
う
。
そ
の
土
堤
は
、
火
除
地
で
は
な
か
っ
た
が
、
無

領
の
空
き
地
と
な
っ
た
。

　
い
ず
れ
に

せ

よ
、
結
果
的
に
、
そ
う
し
た
山
際
・
水
際
の
寺
社
周
辺
に
空
き
地

が

あ
る
。
そ
の
空
き
地
に
、
し
ぼ
し
ば
集
客
を
仕
掛
け
る
仮
設
の
高
市
や
催
事
が

開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
と
よ
り
、
そ
こ
は
寺
社
詣
で
の
善
男
善
女
が
集
ま

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
祭
日
や
縁
日
の
外
郭
の
装
置
と
し

て

発
達
し
た
例
が
多
い
。

　
た

と
え
ば
、
上
野
の
場
合
、
広
小
路
や
山
下
の
空
き
地
に
は
見
世
物
小
屋
や
水

茶
屋
が
た
ち

並

び
、
多
く
の
人
び
と
で
に
ぎ
わ
っ
た
。
そ
の
様
子
は
、
た
と
え
ば

『
遊
歴
雑
記
』
に
詳
し
い
。

　
　
　
東
武
上
野
山
下
の
原
に
於
て
、
文
政
五
壬
午
の
年
八
月
の
さ
し
入
よ
り
、

　
　
彩

し
き
広
き
場
所
を
か
た
ど
り
、
一
円
板
屋
根
に
造
作
し
て
、
大
阪
表
よ
り
、

　
　
罷
下
り
し
大
江
宇
兵
衛
と
か
や
い
へ
る
細
工
人
、
縮
緬
の
小
切
の
み
に
て
作

　
　

り
し
鳥
獣
人
形
、
そ
の
数
都
合
十
種
、
大
き
な
る
あ
り
小
さ
き
あ
り
、
そ
の

　
　
国
そ
の
土
地
の
風
景
を
模
し
、
か
ら
く
り
仕
懸
を
以
て
人
形
の
自
然
に
動
き

　
　
は
た

ら
く
様
、
綺
麗
に
し
て
、
晴
雨
と
も
目
々
栄
当
く
と
見
物
群
集
し
、

　
　
児
輩
老
人
は
怪
我
も
あ
ら
ん
な
ど
巷
談
区
々
な
り
…
…

　
ま
た
、
　
『
飛
鳥
川
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
此

山
下
の
賑
ひ
、
中
昔
よ
り
是
迄
を
お
も
ふ
に
、
乞
食
舞
台
の
松
川
鶴
市

　
　
が

歌
舞
伎
の
ま
な
び
、
東
藤
六
と
う
つ
り
、
鶴
吉
が
手
つ
ま
よ
り
文
政
の
頃

　
　
は
祭
文
の

あ
や
つ
り
座
、
舌
講
の
里
谷
が
太
閤
記
、
童
の
軽
業
、
か
た
わ
ら

　
　
の

床
店
、
古
道
具
さ
ま
ざ
ま
の
売
物
に
名
取
茶
屋
の
お
も
て
は
う
し
ろ
む
き

　
　

て
一
た
び
大
江
宇
兵
衛
が
細
工
の
笑
い
布
袋
、
其
後
の
塔
の
湧
出
、
皆
是
長

　
　
き
日
に
歩
行
を
と
ど
む
る
処
な
り
し

　
な
お
、
そ
う
し
た
場
所
に
季
節
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
人
び
と
が
集
ま
っ
て
、
同

時
に
花
を

愛
で
た
り
、
涼
を
求
め
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
れ
を
、

江

戸
・
東
京
と
い
う
都
市
に
お
け
る
物
見
遊
山
の
典
型
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
寺
社
界
隈
の
空
き
地
（
火
除
地
）
に
派
生
す
る
商
売
（
高
市
）
と
い
え
ぽ
、
右
の

二
つ
の

記
事
が

示
す

よ
う
に
、
ま
ず
見
世
物
で
あ
っ
た
。

　

『
大
江
戸
志
』
に
も
い
う
。
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上
野

山
下
は
元
来
幽
閑
の
火
除
地
な
り
し
が
何
日
の
頃
よ
り
か
両
国
広
小

　
　
路

と
等
し
く
綱
渡
り
、
放
下
（
見
世
物
の
一
種
）
、
繰
り
、
踊
、
狂
言
等
を

　
　
専
に
し
て
雑
民
市
を
成
す
寛
政
年
中
御
停
止
に
な
り
、
山
下
通
の
床
見
世
の

　
　
み
残
る

　
ち

な
み
に
、
右
の
か
ら
く
り
や
軽
業
な
ど
の
ほ
か
当
時
の
見
世
物
は
、
た
と
え

ぽ

武
技

（
居
合
抜
き
）
・
女
相
撲
・
曲
馬
（
サ
ー
カ
ス
）
・
曲
独
楽
・
八
人
芸
・

影
人
形
・
手
品
・
写
し
絵
・
細
工
（
ビ
イ
ド
ロ
細
工
・
菊
細
工
・
貝
細
工
な
ど
）
・

猿
廻

し
な
ど
が
あ
っ
た
（
高
柳
金
芳
『
江
戸
の
大
道
芸
』
・
古
河
三
樹
『
庶
民
芸

能
ー
江
戸
の
見
世
物
』
に
よ
る
）
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
仮
設
の
興
行
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
露
店

行
商
と
同
等
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
人
だ

か

り
が
あ
れ
ぽ
露
店
が
で
る
。
露
店
が
で
る
と
人
だ
か
り
が
で
き
る
。
そ

れ

は
、
現
在
の
夜
市
や
縁
日
の
高
市
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
当
時
か
ら
寺
社
の

門
前
に
、
た
と
え
ぽ
各
地
を
流
れ
歩
く
香
具
師
の
類
が
集
ま
っ
て
き
て
露
店
を
開

い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
大
店
筋
の
出

店
は
な
か
っ
た
。

　
露
店
の
商
売
と
大
店
の
違
い
は
、
商
業
原
則
を
あ
か
ら
さ
ま
に
だ
す
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
で
き
る
だ
け
安
く
仕
入
れ
て
高
く
売
る
と
い
う
姿
勢
が
、

と
く
に
露
店
の
場
合
、
あ
か
ら
さ
ま
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

　
彼

ら
の
扱
う
商
品
は
、
不
良
品
ま
が
い
の
も
の
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
た
だ

商
品
を
並
べ
る
だ
け
で
は
売
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
口
上
や
音
曲
を
付
加
価
値
と
し

て

売
り
さ
ば
く
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
か
た
ち
で
、
人
寄
せ
の
芸
が
要
る
。
客
と

し
て
も
、
口
上
が
立
て
板
に
水
を
流
す
ご
と
く
お
も
し
ろ
お
か
し
く
演
じ
ら
れ
れ

ぽ
、
落
語
を
聞
く
木
戸
銭
ぐ
ら
い
の
つ
も
り
で
、
だ
ま
さ
れ
て
割
れ
て
い
る
茶
碗

で
も
買
っ
て
み
よ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
見
事
な
口
上
で
商
品
の
数
や
質
を
ご
ま
か
す
こ
と
が
、
か
つ
て
の
香
具
師
の
商

売
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ぽ
、
茶
碗
屋
の
場
合
な
ど
、
昔
は
二
〇
個
売

ろ

う
と
す
る
と
三
つ
ぐ
ら
い
は
さ
し
く
っ
て
、
一
七
個
売
る
の
が
腕
だ
っ
た
、
と

い

う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
少
し
で
も
儲
け
よ
う
と
い
う
さ
も
し
さ
が
働
い
て
の

こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
彼
ら
の
う
ち
に
商
売
を
遊
ん
で
楽
し
む

気
持
ち

が

か

な
り
潜
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
客
に
ち
ょ
っ
と
し
た
パ

ズ

ル
を

い

ど
む
よ
う
な
、
そ
ん
な
い
た
ず
ら
心
が
う
か
が
え
る
の
だ
。
ち
ょ
う
ど
、

落
語
の
「
時
そ
ば
し
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
受
け
と
め
ら
れ
る

だ

け
、
客
側
も
お
お
ら
か
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
口
上
売

り
は
、
昭
和
二
十
年
代
ま
で
さ
か
ん
に
み
ら
れ
た
（
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙

著
『
わ
ん
ち
ゃ
利
兵
衛
の
旅
』
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
）
。

　
高
市
も
、
物
見
遊
山
の
客
を
集
め
る
ひ
と
つ
の
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
買
物
と

か
芝
居
見
物
ほ
ど
に
明
確
な
目
的
意
識
を
も
た
ず
に
人
が
集
ま
る
、
ち
ょ
う
ど
の

ち

の

ウ
イ
ン
ド
ゥ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
に
も
相
当
す
る
作
用
が
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
江
戸
中
期
に
は
、
仮
設
の
露
店
や
興
行
の
統
制
の
た
め
に
、
江
戸

を

中
心
に
香
具
師
を
集
め
て
テ
キ
ヤ
組
織
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
事
実
が
あ
る
。

露
店
商
人
や
大
道
芸
人
の
大
半
は
、
零
細
な
規
模
の
旅
稼
ぎ
で
あ
る
。
旅
に
で
れ

ば
、
土
地
の
人
と
の
折
衝
も
あ
り
、
同
業
者
と
の
軋
礫
も
あ
る
。
そ
の
調
整
の
た

め

に
、
ま
ず
露
店
商
人
や
大
道
芸
人
同
士
の
統
制
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た

32



三　茶屋の興亡と既得権

と
こ
ろ
で
、
各
地
方
ご
と
に
テ
キ
ヤ
組
織
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い

わ
ゆ

る
一
家
ご
と
の
縄
張
り
と
か
渡
世
や
商
法
の
仁
義
と
い
っ
た
も
の
が
定
め
ら

れ
て

い

く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
山
際
や
水
際
の
寺
社
ま
わ
り
の
空
き
地
が
商
業

地
と
し
て
価
値
が
高
ま
っ
て
い
き
、
あ
る
規
制
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
お
上
の
取
締
り
と
は
裏
腹
な
、
自
然
発
生
的
な
同
業
者
間
の
組
織

化
が

進
ん

で
い

っ

た
、
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
そ

の

香
具
師
・
テ
キ
ヤ
の
管
轄
す
る
業
種
の
な
か
に
見
世
物
の
興
行
が
あ
る
。

そ
れ
を

テ

キ

ヤ

社
会
の
言
葉
で
「
大
じ
め
」
と
い
っ
た
。

　
見
世
物
小
屋
が
た

つ
盛

り
場
は
、
さ
ら
に
人
を
吸
引
す
る
。
あ
え
て
目
的
を
も

た
ず

と
も
、
人
間
に
は
一
方
で
他
人
に
連
れ
ら
れ
て
ゾ
ロ
ゾ
ロ
と
く
り
だ
し
て
い

く
群
集
行
動
が
あ
り
、
そ
こ
に
狼
雑
性
や
歓
楽
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

そ

こ
に
華
や
か
さ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
常
と
隔
た
っ
た
あ
る
種
の
興
奮
や
陶

酔
を

喚
起
す
る
「
場
」
、
あ
る
い
は
「
装
置
」
が
あ
る
か
ら
人
び
と
が
集
ま
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
、
盛
り
場
の
ひ
と
つ
の
原
点
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

三

茶
屋
の
興
亡
と
既
得
権

　
　

幕
末
の
盛
り
場
の
発
達

　
さ
て
、
次
に
、
空
き
地
（
火
除
地
）
に
仮
設
店
舗
で
の
営
業
が
生
じ
る
の
は
、

飲
食
店
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
茶
屋
が
で
き
る
。
こ
の
お
茶
屋
は
、
俗
に
い
う
水

茶
屋
に
は
じ
ま
る
。
い
ま
の
喫
茶
店
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
茶
屋
で
あ
る
。
別
名
、

床
几
茶
屋
と
も
い
う
。

　
た

と
え
ば
、
江
戸
中
期
の
作
と
み
ら
れ
る
西
村
重
長
・
鈴
木
春
信
画
の
『
絵
本

江
戸
土
産
』
の
「
志
の
葉
津
の
池
」
　
（
資
料
②
）
を
み
る
と
、
不
忍
池
の
中
島
弁

天
の

ま
わ
り
に
、
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
き
茶
屋
が
で
き
て
い
る
。
中
島
の
そ
れ
は
、

も
は
や
仮
設
と
は
い
い
が
た
い
が
、
湖
畔
の
そ
れ
は
、
ま
さ
に
空
き
地
を
利
用
し

た
仮
設
の

茶
屋
で
あ
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　

ま
た
、
安
藤
広
重
画
の
『
新
撰
江
戸
名
所
』
の
「
不
忍
池
新
玉
堤
春
之
景
」
を

み

る
と
、
泥
さ
ら
い
の
た
め
に
築
か
れ
た
土
手
（
資
料
①
の
黒
塗
り
の
部
分
）
の

上
に
茶
屋
が

で
き
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
（
資
料
③
）
。

　
そ

し
て
、
山
下
火
除
空
き
地
（
資
料
①
の
斜
線
部
分
）
に
も
水
茶
屋
が
軒
を
連

ね

る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
上
野
広
小
路
界
隈
に
か
ぎ

ら
ず
、
江
戸
市
中
に
お
け
る
盛
り
場
の
形
成
の
象
徴
的
な
パ
タ
ー
ン
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

　

『
世
事
見
聞
録
』
に
い
う
。

　
　
　
水
茶
屋
と
い
へ
る
も
の
、
町
々
所
に
出
来
て
、
是
又
結
構
の
造
作
を
な
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
腰
を

か
け
て

茶
を

給
べ
る
事
ぽ
か
り
の
客
は
下
品
の
客
に
て
、
都
て
少
女
美

　
　
婦
に
給
仕
を

致

さ
せ
て
酒
宴
の
宿
を
す
る
な
り

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
給
仕
の
少
女
美
婦
（
資
料
④
）
が
風
俗
上
の
問
題
と
な
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。

　

『
続
飛
鳥
川
』
に
い
う
。

　
　
　
一
軒
に
両
人
位
ず
つ
、
見
世
を
張
り
、
前
だ
れ
姿
に
て
、
大
か
た
は
眉
も

　
　
有
、
年
増
も
あ
り
、
い
ず
れ
も
美
婦
計
り
な
り
、
白
昼
に
見
世
を
張
り
、
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3

　
　
口
よ
り
三
尺
計
り
奥
に
い
る
故
持
へ
も
の
は
な
し
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三　茶屋の興亡と既得権

さ
ら
に
、
　
『
山
下
新
談
』
に
詳
し
い
。

　
　
見
世
は
二
間
間

口
、
或
は
九
尺
も
あ
り
て
、
表
は
格
子
戸
に
て
遊
君
見
世

　
に
並

び
、
前
に
小
さ
き
屏
風
を
た
て
、
紅
粉
を
粧
ひ
、
其
美
し
き
事
春
章
竜

　
湖
斉
が
筆
に
も
及
び
難
か
る
べ
し
（
中
略
）
二
階
は
三
畳
、
四
畳
程
に
し
き

　
り
、
襖
戸
に
て
建
切
り
、
四
間
五
間
あ
り
、
多
く
は
商
人
の
家
へ
裏
か
ら
行

資料3　池畔の土手にできた出合茶屋

　　　　（広重画「不忍池新玉堤春の景」－r新撰江戸名所』より）

　
　
抜
き
を
こ
し
ら
へ
、
或
は
壁
と
見
せ
か
け
た
戸
襖
な
ど
に
て
開
き
付
た
る
も

　
　
の

あ
り
、
或
は
水
茶
屋
、
料
理
茶
屋
の
内
よ
り
行
抜
を
す
る
よ
う
に
し
た
る

　
　
も
あ
り

　
つ

ま
り
、
茶
屋
の
裏
や
二
階
に
小
部
屋
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
少
女
美
婦
が
客
を

引
い
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
卑
狼
な
売
色
行
為
が
行
な
わ
れ
た
、
と
み
る
べ
き
で
、

『
宝
暦
現
来
集
』
に
も
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
何
れ
も
娘
風
俗
に
し
て
十
五
、
六
よ
り
二
十
二
、
三
を
限
り
て
如
何
に
も

〆

x
は
〉

蕊

主
‖

宅
〉

「水茶屋の女」－r百人女郎品定』より資料4
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盛り場の起点と条件

　
　
や

さ
が
た
に
し
て
二
百
文
の
切
売
繁
昌
し

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
ひ
と
つ
上
野
広
小
路
界
隈
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
が
、
と
く
に
上
野
広
小
路
で
の
そ
れ
は
、
ひ
と
き
わ
淫
靡
で
股
賑
を
き
わ
め

た

よ
う
で
あ
る
。

　
ち

な
み
に
、
　
『
花
知
留
作
金
』
に
は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
山
下
稽
古
路
、
四
方
に
左
の
如
く
あ
る
と
か
や
、
各
二
百
文
よ
り
客
を
ま

　
　
ね
く
や

　
　
一
、
広
小
路
よ
り
左
側
入
る
所
、
本
阿
弥
横
町
…
…
…
…
…
…
・
…
：
十
二
軒

　
　
一
、
本
阿
弥
よ
り
西
入
る
所
、
御
数
寄
屋
町
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
八
軒

　
　
一
、
大
門
町
広
小
路
の
南
、
向
折
廻
有
車
坂
代
地
…
…
…
…
…
・
…
・
・
十
一
軒

　
　
一
、
井
上
横
町
（
御
成
り
小
路
東
之
方
片
側
町
、
材
木
屋
之
並
角
口

　
　
　
辻
番
所
有
）
…
：
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
：
六
軒

　
　
一
、
広
小
路
大
門
町
東
側
、
松
坂
屋
の
並
…
…
－
…
：
・
：
…
・
…
：
－
…
十
九
軒

　
　
一
、
御
徒
町
入
り
口
、
取
っ
て
返
し
と
も
云
北
側
－
…
…
…
…
…
：
・
・
十
九
軒

　
　
一
、
仏
店
（
下
谷
啓
雲
寺
之
脇
也
）
浜
田
屋
と
云
料
理
茶
屋
之
側
細

　
　
　
き
小
路
折
廻
…
－
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
－
十
五
軒

　
　
一
、
山
下
側
へ
出
口
（
角
蔦
屋
と
云
水
茶
屋
有
る
之
通
り
）
共
に
四

　
　
　
方
折
廻
…
：
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
：
十
五
軒

　
　
一
、
肴
店
、
五
条
天
神
裏
通
東
側
：
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
・
六
軒

　
　
　
右
九

ヵ
所
、
都
合
百
七
軒
有
る
な
り

　
な
お
、
こ
こ
に
あ
る
「
稽
古
路
」
は
、
け
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
山

下
火
除
空
き
地
で
の
茶
屋
の
女
た
ち
を
「
山
下
の
げ
こ
ろ
」
　
（
け
こ
ろ
は
、
蹴
転

と
か
転
寝
と
書
き
、
幕
府
公
認
の
遊
廓
で
の
大
夫
に
対
し
て
岡
場
所
の
娼
妓
を
い

っ

た

も
の
）
、
「
山
下
の
前
だ
れ
」
（
前
掲
の
『
続
飛
鳥
川
』
に
表
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
の
前
だ
れ
姿
か
ら
い
っ
た
も
の
）
と
い
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
、
吉
原
の

遊
女

と
と
も
に
、
当
時
の
江
戸
の
色
里
を
代
表
す
る
女
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
う
し
た
茶
屋
に
は
、
町
人
だ
け
で
は
な
く
、
武
士
た
ち
も
出
入
り
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
様
子
は
、
　
『
我
衣
』
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
下
谷
広
小

路
の
水
茶
屋
へ
は
、
文
化
五
年
、
御
触
有
て
、
見
世
の
か
か
り

　
　
大
造
に

致
べ
か
ら
ず
、
女
を
差
置
共
、
十
三
以
下
、
四
十
以
上
と
、
美
服
等

　
　
着
す
べ
か
ら
ず
と
そ
、
其
当
座
は
相
守
よ
ふ
に
も
み
へ
し
が
、
年
月
の
た
つ

　
　
に
随

ひ
、
又
々
お
ご
り
過
し
、
茶
汲
女
多
く
絹
布
を
着
し
、
或
は
黒
嬬
子
の

　
　
帯

な
ど
に
て
、
其
美
麗
大
そ
ふ
也
。
十
三
文
か
十
六
銅
の
茶
代
を
置
て
は
見

　
　
向
き
も
せ
ず
。
只
田
舎
武
士
或
は
山
の
僧
な
ど
、
彼
ら
が
口
車
に
乗
せ
ら
れ
、

　
　
酒
宴
三
味
線
に
う
た
は
れ
て
、
深
夜
ま
で
遊
び
た
は
む
れ
、
其
外
よ
か
ら
ぬ

　
　
事
の
み
多
し
、
一
体
此
水
茶
屋
に
て
召
抱
ゆ
る
娘
も
、
一
力
年
一
両
二
分
か
、

　
　
二
両
の

給
金

な
れ
ば
、
さ
の
み
美
服
は
着
す
る
こ
と
不
叶
、
皆
彼
の
武
家
出

　
　
家

な
ど
を
た
ぶ
ら
か
し
て
着
す
る
也

　
幕
府
は
、
そ
れ
を
風
紀
を
乱
す
も
の
と
し
て
、
こ
と
あ
る
た
び
に
禁
じ
て
き
た
。

　
　
　
近
来
諸
大
名
留
守
居
共
、
所
々
茶
屋
等
二
て
出
会
、
狼
成
遊
興
仕
由
風
聞

　
　
候
、
向
後
茶
屋
等
二
て
之
出
会
い
ハ
相
止
さ
せ
可
被
申
候
、
主
人
座
敷
長
屋

　
　
等
二
て
出
会
候
様
二
在
之
可
然
候
（
後
略
）
　
（
寛
保
三
1
1
一
七
四
三
年
）

　
お

も
し
ろ
い
の
は
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）
年
の
一
件
で
、
そ
の
夏
は
不
忍
池
の

鯉
鮒
が
死
ん

で
浮
く
事
件
が
相
つ
ぎ
、
そ
れ
が
寛
永
寺
の
門
主
の
耳
に
届
き
、
そ

36



三　茶屋の興亡と既得権

れ
が

た
め
寺
社
奉
行
の
命
を
も
っ
て
水
茶
屋
が
取
払
わ
れ
た
、
と

い
う
記
録
も
あ
る
（
『
三
田
村
鳶
魚
江
戸
生
活
事
典
』
に
所
収
）
。

　

と
も
あ
れ
、
幕
府
は
相
前
後
し
て
、
け
こ
ろ
に
代
表
さ
れ
る
私

娼
と
、
そ
れ
を
抱
え
る
茶
屋
の
営
業
を
も
禁
じ
た
。
も
と
よ
り
、

火
除
地
で
の
茶
屋
は
不
法
の
建
物
で
あ
り
営
業
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

町
々
二
て
娘
又
は
女
を
抱
置
、
料
理
茶
屋
其
外
茶
見
世
等

　
　
二

客
有
之
候
節
差
遣
、
売
女
同
前
之
稼
為
致
候
由
相
聞
、
不

　
　

届
之
至
二
付
、
若
左
様
之
者
於
有
之
は
召
捕
、
当
人
は
不
及

　
　
申
、
町
役
人
共
迄
各
申
付
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
文
政
四

‖
一
八
二
一
年
）

　

も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
享
楽
的
な
遊
戯
の
類
は
、
ひ
と
た
び
流

行
の
兆
し
を
み
せ
た
の
ち
は
、
行
政
的
な
取
締
り
に
よ
っ
て
壊
滅

す

る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
年
の
売
春
防
止
法
や
風
俗

営
業
が

と
か
く
ザ
ル
法
と
い
わ
れ
た
り
す
る
例
か
ら
も
容
易
に
連

想
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
や
が

て
、
女
子
の
座
敷
芸
が
茶
屋
の
宴
席
に
公
然
と
加
わ
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
武
士
、
町
人
が
同
じ
場
所
で
遊

び

に
興
じ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
ち

な
み
に
、
常
設
の
料
理
茶
屋
が
で
き
て
宴
会
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
の
が
、
記
録
に
残
る
と
こ
ろ
で
は
明
和
年
間
（
一
七
六

四

～
七
二
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
洲
崎
の
「
桝
屋
」
な
ど
二
十
数

軒
の

開
業
届
が
だ
さ
れ
た
の
が
明
和
年
間
で
あ
っ
た
。
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盛り場の起点と条件

　
も
は
や
、
幕
府
の
「
御
定
」
を
も
っ
て
も
と
き
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
は
で
き

な

か
っ

た
。
そ
し
て
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
に
は
、
つ
い
に
次
の
よ
う
な
御

触
が

で
た
。

　
　
　
町
女
芸
者
与
唱
親
兄
な
ど
の
為
無
拠
芸
一
ト
通
に
て
茶
屋
向
へ
被
雇
候
儀

　
　
者
格
別
、
女
を
抱
置
芸
者
為
致
候
儀
は
勿
論
娘
妹
等
に
て
候
と
も
其
家
に
て

　
　
一
人
を
限
り
可
申

　
つ
ま
り
、
芸
者
を
大
勢
抱
え
る
芸
者
置
屋
の
営
業
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、

一
家
一
人
に
限
り
、
親
兄
弟
の
た
め
に
や
む
を
得
ず
そ
の
稼
業
を
す
る
芸
妓
を
置

く
こ
と
が
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
し
だ
い
に
仮
設
の
建
物
が
黙
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
料
理
茶
屋
、

出
会
茶
屋
、
芸
者
置
屋
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
山
際
や
水
際
に
建
ち
並
ぶ
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
後
期
に
い
た
っ
て
花
街
（
三
業
地
と
も
い
わ

れ

る
）
が
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
花
街
こ
そ
は
、
遊
廓

と
と
も
に
、
江
戸
（
後
期
）
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
（
お
も
に
戦
前
）
を
通
じ
て

の

歓
楽
的

な
盛
り
場
で
あ
っ
た
の
だ
。

四

盛

り
場
の
公
用
と
拡
大

　
　

明
治
以
降
の
軍
需
景
気

　
江
戸
期
の
上
野
広
小
路
の
界
隈
で
の
盛
り
場
の
中
心
は
、

き
た
よ
う
に
山
下
（
東
叡
山
麗
）
と
池
の
端
（
不
忍
池
畔
）

台
地
際
と
水
際
に
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
て

に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

　
そ

し
て
、
現
在
の
盛
り
場
の
中
心
は
、
そ
れ
よ
り
西
の
春
日
通
り
に
あ
る
。
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
8

に
、
現
在
の
盛
り
場
の
起
点
は
「
駅
」
で
あ
る
、
と
し
た
。

　
が
、
そ
の
間
に
、
も
う
ひ
と
つ
明
治
期
に
お
け
る
市
電
（
の
ち
の
都
電
）
の
開

通

を
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
と
し
て
掲
げ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
じ
つ
は
、

そ
れ
に

よ
っ
て
、
江
戸
期
の
盛
り
場
の
中
心
が
い
ち
ど
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
く
に
、
池
の
端
仲
町
と
春
日
通
り
の
に
ぎ
わ
い
の
対
比
が
象
徴
的
で
あ
る
。

　
池
の

端
仲
町
に

つ
い
て

は
、
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
繁
華
街
で
あ
り
歓
楽
街
で
も

あ
っ
た
。
明
治
初
年
の
あ
り
方
は
、
　
『
新
撰
東
京
名
所
図
会
』
（
明
治
四
十
一
年
）

に
詳
し
い
。

　
　
池
の

端
仲
町

は
、
奮
来
の
町
家
に
し
て
、
商
家
櫛
比
、
日
夜
繁
華
、
区
内
有

　
　
数
の
市
街
な
り
、
此
の
地
湯
島
天
神
下
同
朋
町
、
下
谷
数
寄
屋
町
に
対
し
、

　
　
上
野
元
黒
門
町
に
連
な
り
、
商
業
愚
賑
、
百
貨
辣
ず
べ
し
。
近
年
市
区
改
正

　
　
の

道
路
、
湯
島
切
通
坂
下
よ
り
上
野
広
小
路
を
経
て
厩
橋
に
通
過
す
る
や
、

　
　
当
町
は
其
裏
通
り
と
な
れ
り
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま
や
ば
し

　
本
郷
（
文
京
区
）
か
ら
厩
橋
（
台
東
区
）
に
か
け
て
、
つ
ま
り
山
の
手
か
ら

下
町
に

か
け
て

の

直
線
道
（
春
日
通
り
）
が
台
地
際
を
切
り
通
し
て
開
通
し
た
の

は
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
電
車
道

で
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
市
電
が
通
じ
た
。
そ
こ
で
、
盛
り
場
へ
の
客
の
流
れ
が
変
り
、

右
の

引
用
文
の
よ
う
な
表
（
春
日
通
り
）
裏
（
仲
町
通
り
）
の
位
置
づ
け
が
な
さ

れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
資
料
⑤
の
斜
線
部
分
と
黒
塗
り
部
分
）
。

　
そ

の

と
き
、
仲
町
通
り
の
睦
組
（
当
時
の
商
店
街
の
組
合
）
で
、
仲
町
通
り
へ

の

市
電
誘
致
を

行
な

っ

た
、
と
か
、
反
対
に
市
電
開
通
を
反
対
し
た
、
と
か
の
話



四　盛り場の公用と拡大

が
伝
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
直
線
道
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
地
勢
を
み
る
と
、

仲
町
通
り
に
市
電
が
通
じ
る
と
い
う
こ
と
は
無
理
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

巷
談
を

聞
く
に
つ
れ
、
明
治
初
年
の
鉄
道
や
電
車
の
開
通
に
よ
る
地
元
民
の
混
乱

と
商
業
の
興
亡
を
思
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
実
際
に
、
そ
れ
ま
で
の
街
道
交
通
の

発
展
に

と
も
な
っ
て
栄
え
て
い
た
宿
場
が
、
た
と
え
ば
、
東
海
道
に
お
け
る
関

（
三
重
県
）
や
山
陽
道
に
お
け
る
矢
掛
（
岡
山
県
）
の
よ
う
に
鉄
道
開
通
を
回
避

し
た
が
た
め
に
、
以
降
の
地
盤
沈
下
を
防
ぎ
よ
う
も
な
い
ま
ま
に
今
日
ま
で
至
っ

て

い

る
例
は
多
い
。
池
の
端
仲
町
通
り
も
、
結
果
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
花
街
は
、
商
店
街
の
打
撃
ほ
ど
に
深
刻
で
は
な
か
っ
た
。
花
街
に
通

う
客
は
、
市
電
に
乗
ら
な
い
の
で
あ
り
、
人
力
車
や
自
動
車
を
利
用
す
る
者
が
多

い
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
池
の
端
仲
町
通
り
は
、
花
街
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が

ま
す
ま
す
濃
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
市
電
が
通
じ
た
春
日
通
り
の
向
う
（
池
の
端
仲
町
通
り
の
反
対
側
）

の

天
神
下
、
同
朋
町
あ
た
り
に
も
花
街
が
発
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

春

日
通
り
を
は
さ
ん
で
両
側
の
裏
通
り
が
花
街
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
く
に
、
花
街
の
発
展
は
、
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
の
日
清
戦
争
、
明

治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
の
日
露
戦
争
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
客

層
の
半
分
は
政
治
家
や
経
済
人
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
だ
が
、
軍
用
を
無
視
し
て

は
花
街
の

発
展
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
『
上
野
繁
昌
史
』
に
も
い
う
。

　
　
　
ま
た
日
清
戦
争
も
、
日
本
の
大
勝
利
で
幕
を
閉
じ
た
二
十
八
年
、
神
田
講

　
　
武
所
花
街
に
軍
楽
隊
を
真
似
て
、
半
玉
だ
け
の
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
が
組
織
さ

　
　
れ
、
大
繁
昌
と
聞
い
た
松
源
主
人
は
、
す
ぐ
に
数
寄
屋
町
と
同
朋
町
見
番
に

　
　
激
を

と
ば
し
て
半
玉
を
召
集
し
、
座
敷
を
稽
古
場
に
洋
楽
を
仕
込
み
、
主
人

　
　
源
七
の
源
を
美
奈
茂
都
と
読
み
更
え
て
、
楽
団
の
名
称
と
し
た
が
そ
の
メ
ソ

　
　
バ
ー
は
次
ぎ
の
人
々
で
あ
っ
た
（
後
略
）

　
さ
ら
に
、
う
が
っ
て
み
る
と
、
第
二
次
大
戦
後
（
昭
和
二
十
年
以
後
）
、
昭
和

三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
し
だ
い
に
花
街
が
衰
退
し
て
い
っ
た
の
も
、

一
方
に
パ
ー
・
キ
ャ
バ
レ
ー
・
ク
ラ
ブ
な
ど
で
の
手
軽
な
遊
び
が
流
行
し
た
こ
と

も
あ
る
が
、
明
治
以
降
続
い
た
軍
需
が
完
全
に
と
だ
え
た
か
ら
、
と
い
え
な
く
も

な
い
。

　
そ

し
て
、
花
街
は
、
ネ
オ
ン
街
に
姿
を
か
え
て
い
っ
た
。

　
が
、
は
じ
め
に
示
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
上
野
広
小
路
の
界
隈
を
み
て
も
、
明

治

期
の
市
電
開
通
後
に
形
成
さ
れ
た
花
街
の
構
造
を
う
か
が
わ
せ
る
に
ま
だ
十
分

な
の
で
あ
る
。

主
要
参
考
文
献

・

見
聞
記

　
武
陽
隠
士
『
世
事
見
聞
録
』
　
（
七
巻
八
冊
）
　
文
化
一
三
年
（
一
八
一
六
）
　
〈
普
及

　
　
版
V
本
庄
栄
次
郎
校
訂
『
世
事
見
聞
録
』
改
造
社
（
改
造
文
庫
）
一
九
三
〇
　
本
庄

　
　
栄
次
郎
校
訂
・
滝
川
政
治
郎
解
説
『
世
事
見
聞
録
』
　
青
蛙
社
　
一
九
六
六

・

酒
落
本

　
樗
々
羅
山
人
『
山
下
新
談
』
　
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）

・

地
誌

　
大
浄
（
敬
順
）
　
『
遊
歴
雑
記
』
（
五
編
一
五
巻
一
五
冊
）
　
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）

　

序
　
∧
普
及
版
∨
江
戸
叢
書
刊
行
会
編
『
江
戸
叢
書
』
に
所
収
　
名
著
刊
行
会
　
一

　
　
九
六
四
（
一
九
一
六
～
一
七
年
刊
行
の
複
製
）

・

随
．
筆
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加
藤
玄
悦

（曳
尾
庵
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Changes　with　Sakari・ba（amusement　quarters）

KANzAKI　Noritake

　　Sakari－ba　is　one　of　the　festive　spaces　in　a　city．　It　is　awell．known　fact　that

Sakari－ba　is　an　area　where　drinking，　singmg，　dancing　and　other　entertainments　all

of　which　were　considered皿usual　elements　of　daily　Iife　are　accepted　to　take　place

on　a　daily　basis．　Those　elements　are　also　activities　based　on　natural　instincts　that

human　beings　share　universally．

　　In　Japan，　it　is　not　too　long　a　t三me　ago　that　Sakari・ba　became　a　public　place，　opell

everyday　for　everyone　to　visit．　Develoment　of　most　Japanese　cities　did　not　take

place　until　late　except　Kyoto，　which　has　had　some　form　of　Sakari．ba．　It　is，　however，

di伍cult　to　determine　whether　the　allciellt．Sakari．ba　in　Kyoto　has　anything　to　do

with　the　present　Sakari・bas．　The　prototype　of　Sakari．ba　as　as　gay　and　entertainment

quarters　must　be　sought　for　in　Edo　Period．

　　The　prototype　Sakari．ba　originated　in　Takamachi．　Takamachi　was　an　open　market，

which　is　sometimes　observed　now　at　festivals　and　fairs．　alld　was　oftell　set　up

around　or　in　the　precincts　of　temples　and　shrilles．　Since　most　of　the　temples　and

shrilles　were　built　either　at　the　foot　of皿ountains　or　near　the　water，　they　also

served　as　grounds　for　elneτgency　escape　from丘res．　Takamachi　was丘rst　held　in

these　grounds　on　an　occasional　basis　and　later　becalne　permanently　open．

　　The　governmen　often　ordered　Takamachi　to　to　removed　as　they　were　held　in　the

emergency　grounds狐d　were　believed　to　be　conducive　to　the　corruption　of　public

morals．　Toward　the　middle　years　of　Edo　Period，　however，　as　there　were　no　more

wars　alld　relative　peace　was　maintained　in　the　metropolis，　Sakari．bas　became　more

and　more　active　as　people’s　desires　to　seek　for　entertaining　events　were　dif丘cult　to

oppress．　As　a　result，　Yukaku（licellsed　quarters）and　Kagai（gay　quarters）developed．

　　They　further　developed　du血g　Meiji　Period　and　at　the　beginning　of　the　Showa

Period　as　they　were　supported　by　the　a面es　and　soldiers．　When　the　second　world

war　was　over，　and　there　was　no　more　support　expected　from　them，　Sakari－bas　were

again　put　into　confusion．
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