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い
の
宿
場
町
も
一
定
の
基
準
の
も
と
に
地
割
さ
れ
た
町
で
あ
っ
て
、
城

天
正
十
七
年
(
-
五
八
九
）
、
戦
国
大
名
・
北
條
氏
直
の
名
代
と
し
て

う

じ

の

り

ぺ

ざ

京
都
に
造
わ
さ
れ
た
北
條
氏
規
は
帰
国
し
て
、
板
葺
の
町
屋
が
軒
を
並

ぺ
た
京
の
町
作
り
の
風
流
を
報
告
し
た
。
北
條
氏
直
は
こ
れ
を
聞
き

l
"

天
下
一
統
の
気
運
に
向
か
い
都
鄭
の
往
透
の
盛
ん
に
な
っ
た
今
、
小
田

、
お
り

原
の
町
屋
炉
草
の
庵
で
あ
る
の
を
改
め
る
決
意
を
固
め
、
し
か
し
「
昏

ぷ

ぎ

ひ

ぶ

し

板
葺
に
な
す
こ
と
叶
ひ
熊
し
」
と
し
て
街
道
に
面
す
る
町
屋
の
庇
を
一

様
に
板
葺
に
改
め
さ
せ
た
。
近
国
、
偲
国
の
衆
は
こ
れ
を
聞
き
、
都
の

せ
ん

町
作
り
を
学
ん
だ
小
田
原
の
町
を
見
よ
う
と
、
貴
賤
男
女
が
や
っ
て
き

た。
こ
れ
は
『
北
條
五
代
記
』
の
有
名
な
抑
話
で
あ
る
。
近
世
城
下
町
成

戸
初
期
に
お
い
て
は
一
層
強
力
な
指
導
炉
大
名
よ
り
閏
え
ら
九
た
。

例
を
東
北
か
ら
あ
げ
れ
は
、
関
グ
原
の
合
戦
後
、
出
羽
に
国
替
え
さ
れ

た
佐
竹
氏
が
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
に
新
た
に
城
下
町
を
久
保
田

（
秋
田
）
に
建
設
し
て
、
土
崎
か
ら
町
民
を
移
住
さ
せ
た
際
、
早
く
移

住
し
た
大
町
と
通
町
の
住
民
に
そ
の
功
と
し
て
二
陪
建
て
を
認
め
た
こ

と

な

ど

は

、

町

の

対

す

の

積

穏

的

な

意

図

を

よ

く

物

語

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

よ
く
知
ら
九
て
い
る
よ
う
に
近
凰
の
計
国
都
市
の
典
型
で
あ
る
城
下

は
武
士
の
届
住
区
。
侍
屋
敷
と
、
町
入
の
屏
住
す
る
城
下
町
を
画
然
と

。
そ
の
結
果
、
の
生
い
茂
っ
た
広
い
侍
屋
敷
に
対
し
、

下
町
は
間
口
が
狭
く
奥
行
の
深
い
短
冊
状
の
敷
地
を
追
続
さ
せ
る
池
割

の
も
と
に
町
家
督
軒
を
按
し
、
ま
た
奥
深
い
敷
地
の
形
状
に
応
じ
た
通

土
間
を
も
つ
独
特
の
間
取
が
発
達
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
外
翫
の

霊
点
は
街
路
に
面
し
た
正
面
に
集
中
さ
れ
、
こ
の
連
続
が
町
の
美
観
を

形
造
っ
た
。
城
下
町
建
設
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
整
備
さ
れ
た
主
要
街
道
沿

下
町
の
町
並
み
と
同
じ
特
色
を
も
ち
、
参
勤
交
替
の
放
見
あ
っ
て
、
町

の
景
観
に
は
郷
村
と
は
異
な
っ
た
配
慮
が
加
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
東
北

し

や

し

池
方
の
話
幕
は
江
戸
中
期
に
奢
修
鼓
止
の
た
め
具
休
的
な
建
築
制
限
を

集
落
町
並

保
存
の
怠

霊
文
）
や

れ
い

立
の
黎
明
は
眠
国
時
代
末
に
求
め
ら
れ
る
が
、
前
記
の
『
北
條
五
代

記
』
の
挿
話
は
、
戦
国
大
名
の
域
下
町
の
美
観
に
対
す
る
配
慮
と
、
町

作
り
か
ら
家
屋
の
穏
式
に
及
ぶ
中
央
文
化
の
導
入
を
端
的
に
表
す
も
の

と
い
え
よ
う
。

ー

ま
た
、

保
ち
（
『
朋
叔
録
』
）
、

こ
れ
よ
り
元
p
．
小
田
厚
の
城
下
町
は
天
文
八
年

.
f
>
 

二
五
三
九
）
ご
ろ
「
峨
に
一
塵
な
し
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
清
潔
さ
を

死
骸
を
遺
棄
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
古
代
、

の
町
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
計
画
都
市
、

町
記
対
し
て
は
町
割
に
と
ど
ま
ら
ず
｝
。
集
合
し
た
建
築
禄
式
の
つ
く
り

だ
す
町
並
み
の
景
観
か
ら
街
路
の
清
掃
に
至
る
ま
で
城
主
、
大
名
の
意

志
が
強
く
反
映
し
て
い
た
。
振
下
町
建
設
の
両
朔
と
な
っ
た
桃
山
、
江

だ
し
て
い
る
是
、
街
道
の
町
屋
や
宿
は
格
加
と
さ
れ
て
お
り
、
街
道
の

お
い
り
よ
う

町
並
み
景
銅
と
町
屋
の
発
展
を
侃
隠
し
て
い
る
こ
と
が
明
踪
で
あ
る
。

た
だ
し
家
屋
の
高
さ
に
つ
い
て
は
城
下
町
、
宿
場
町
と
も
高
い
二
階
は

許
さ
れ
ず
、
二
隣
の
高
さ
は
一
般
的
に
低
く
、
前
面
に
庇
が
設
け
ら
れ

る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
町
屋
の
正
西
は
落
ち
濯
い
た
も
の
と
な
っ
た
。

地
割
か
ら
間
口
が
制
約
さ
れ
、
ま
た
二
階
の
高
さ
に
制
恨
定
う
け
た

城
下
町
や
宿
場
町
の
町
屋
と
、
町
屋
が
連
続
す
る
景
観
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
も
の
の
―
つ
に
防
火
対
筑
か
あ
る
。
す
な
わ
ち
募
府
は
、
防

ぶ

ぎ

か

わ

ら

ぶ

ぎ

火
上
の
観
怠
か
ら
草
屋
よ
り
板
葺
や
瓦
葺
を
奨
励
し
f
江
戸
中
期
に
軽

い
逗
認
瓦
炉
発
明
さ
れ
て
か
ら
、
瓦
葦
が
普
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま

た
防
火
の
た
め
に
土
蔵
の
構
法
是
と
り
入
れ
ら
虹
て
、
上
蔵
造
や
塗
屋

の
町
屋
炉
壼
場
し
、
幕
府
は
享
保
五
年
二
七
二
0

)

の
御
鰊
書
で
土

か
わ
ら
ぶ
ぎ

蔵
造
、
塗
屋
、
瓦
葺
を
積
極
的
に
奨
励
し
、
大
城
下
町
や
富
裕
な
町
の

中
心
部
か
ら
次
第
に
土
蔵
造
が
普
及
し
始
め
、
土
蔵
造
や
塗
屋
の
町
並

み
炉
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。

う
ぶ
か
た

町
屋
は
池
方
で
も
群
馬
生
方
家
住
宅
（
＋
七
紺
紀
末
ご
ろ

広
島
木
原
家
住
宅
（
一
六
六
五
）
の
よ
う
に
立
派
な
も
の
が
あ
る
。
ま

た
町
並
み
に
つ
い
て
も
東
北
秋
田
藩
の
給
入
町
に
す
ぎ
な
い
角
館
は
享

ぶ
ざ

侭
二
十
年
（
一
七
三
五
）
当
時
す
べ
て
板
葺
で
小
さ
い
家
ま
で
二
階
が

と
現
状

関

□ 

欣

中
世
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ら
調
度
に
至
る
ま
で
毎
日
欠
か
さ
ず

き
あ
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つ
く
り
出
さ
九
た
。

国
の
町
特
有

城
下
町
や
宿
場
町
な
ど
の
整
っ
た
町
並
み
は
在
繹
町
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、
近
世
に
は
市
の
開
か
れ
る
村
が
多
く
あ

り
、
商
品
経
済
の
発
達
と
と
も
紅
、
こ
九
ら
の
村
は
藩
の
蔀
制
下
に
や

茄
て
町
と
し
て
の
形
態
を
も
つ
よ
う
応
な
り
、
そ
こ
の
民
家
は
多
く
の

場
合
に
近
く
の
城
下
町
や
宿
場
町
の
町
家
説
式
が
と
り
入
れ
ら
ね
、
町

並
み
の
景
観
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
冷
江
戸
時
代
を
通
じ
て

一
般
民
家
の
置
的
向
上
を
背
景
と
し
て
、
立
池
と
敷
池
に
一
定
の
制
約

が
生
ず
る
所
、
た
と
え
ば
門
前
町
、
山
岳
信
仰
の
宿
坊
、
漁
村
等
で
は

独
特
の
屋
並
み
や
集
落
の
景
観
が
形
造
ら
九
た
。
ま
た
農
村
部
で
は
敷

地
の
制
約
は
な
い
の
炉
普
透
で
あ
る
が
、
粗
末
な
民
家
が
大
多
鬱
で
あ

一
般
的
な
民
家
の
質
の
向
上
の

的
に
特
色
あ
る
民
家
炉
、
散
村
に
せ
よ
集
村
に
辻
よ
閲
囲
の
絣
旭
や
自

然
を
背
景
に
し
て
集
落
の
景
嬌
を
造
り
あ
げ
た
。
隈
瓢
荻
町
の
合
掌
造

近
枇
を
通
じ
て
町
並
み
の
景
観
を
造
り
あ
げ
て
き
た
遇
坦
で
忘
れ
て

な
ら
な
い
の
は
、
個
々
の
家
に
住
む
入
々
の
家
屋
に
対
す
る
生
活
態
度

で
あ
る
Q
そ
汎

け
、
親
炉
ら
子
ミ

子
か
ら
孫
へ
と
奇
麗
応
住
む
態
度
が
綿
々
と
受
け

集
落
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

池
域

て
い
る
。
こ
の
よ
う
露
豪
蒙
の
建
立
ほ
町
の
活
気

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
に
彫
成
さ
わ
た
域
下
町
を
始
め
と

町
並 明

あ
っ
た
と
い
う
（
享
保
二
十
年
『
角
饂
庄
屋
訴
状
』
）
。
し
か
し
江
戸
に
近
い

川

越

は

元

禄

年

間

忙

祈

市

｀

＂

顧

し

峙

の

頷

主

は

新

市

―
町
残
ら
ず
板
墨
応
す
る
こ
と
を
願
い
＼
事
実
f
川
越

ぶ
ざ

の
中
心
部
に
ほ
十
七
世
紀
末
ご
ろ
の
古
い
板
葺
町
家
が
あ
る

世
紀
の
初
め
で
も
町
の
端
の
町
犀
が
連
一
戸
し
て
い
た
と
い

わ
れ
る
。
こ
の
よ
つ
に
領
主
の
城
下
町
と
町
並
み
の
保
襲
育
成
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
地
域
に
よ
り
町
並
み
の
景
観
の
発
達
差
度
で
に
一
税
で
な

A

つ
こ
。

ふ

t前
記
の
よ
う
に
近
世
の
城
下
町
等
の
町
並
み
は
上
か
ら
領
主
に
よ
り

一
定
の
制
約
の
中
で
保
護
育
成
さ
れ
た
一
面
を
も
っ
と
と
応
に
も
他
の

一
面
と
し
て
近
担
を
遼
じ
て
の
民
家
の
質
的
向
上
を
背
景
に
も
っ
て
い

る
。
江
戸
時
代
と
く
応
江
戸
時
伐
後
半
に
は
質
的
に
高
い
民
家
の
構
造

技
術
が
階
晨
的
応
も
地
域
的
応
も
広
く
普
及
し
た
こ

史
研
究
の
成
果
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
城
下
町
の
豪
高
や
宿

の
御
用
商
入
直
万
家
が
明
和
九
年
ニ

て
た
家
は
間

□
八
聞
、
奥
行
九
聞
の
主
屋
の
横
に
間
ロ

並
み
と
し

を
び
き
た
て
る
と
同
時
に
℃
そ
こ
に
採
用
さ
九
た

般
の
町
屋
を
刺
激
し
、
そ
の
水
準
を
引
き
あ
げ
た
と
て
よ
か
ろ

う
。
も
ら
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
町
並
み
の
景
観
を
整
え
た
の
は
主
な
街

路
に
面
ナ
る
表
通
り
炉
中
心
で
あ
っ
て
、
大
き
な
町
の
路
填
裏
に
は
便

所
と
井
戸
を
共
有
す
る
九
尺
二
間
の
裏
長
屋
炉
た
ち
並
ん
で
い
た
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

為
政
者
の
上
か
ら
の
町
並
み
景
観
の
保
證
育
成
と
、
町
の
富
を
背
景

に
し
た
町
家
の
質
的
向
上
を
二
軸
と
し
て
町
屋
は
発
達
を
と
げ
、
各
家

々
の
問
口
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
表
適
り
は
統
一
さ
れ
た
穏
式
の
町

て
い
っ
た
。
し
っ
て
近
世
の
町
並
み
の

景
観
は
固
定
化
し
た
も
の
で
な
く
く
、
近
世
を
遼
じ
て
い
ち
ぢ
る
し
い
変

大
城
下
町
等
で
は
防
火
策
の
浸
透
が

江
戸
時
代

の
町
並
み
景
鍋
に

の
建
ち
鯰
巳
ぶ
江
戸
、
低
い
二
階

ぷ
き

の
｝
連
続
す
る
関
西
の
町
、
石
置
板
葦
屋
根

か
や
ぶ
き

督
つ
ら
な
る
信
濃
の
宿
場
町
i
も
茅
葺
妻
入
の
町
屋
が
連
一
戸
す
る
農
村
部

脇
街
道
の
宿
湯
等
虹
そ
の
旗
型
で
あ
る
。
ま
た
雷
国
で
は
雪
道
と
し
て

otん

コ
ミ
七
あ
る
＇
e

こ
は
雁
木
と

饂
炉
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
も
、
そ
い
手
は
女
衆
で
あ

ニ
＼
現
代
の
目
か
ら
見
れ
ば
女
性
の
犠
牲
の
も
と
に
達
成
さ
汎
た
甜

建
的
な
も
の
と
も
い
え
よ
り
。
し
か
し
、
こ
の
慣
行
は
女
衆
の
信
条
と

さ
九
、
無
言
の
A

「
ち
巳
高
度
の
生
活
の
哲
学
と
化
し
て
い
た
こ
と
を
忘

九
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
磨
き
あ
げ
ら
九
た
環
境
の
中
で
住
詮
生
活
の

態
度
は
戸
外
の
道
路
に
も
及
ん
で
い
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
戦
国

じ
ん

時
代
の
小
田
原
城
下
町
は
池
応
一
塵
な
し
と
い
わ
仇
た
炉
、
こ
汎
は
城

下
町
の
美
観
の
た
め
に
城
主
炉
強
力
な
指
導
を
発
聟
し
た
た
め
で
あ
る

と
と
も
に
、
町
方
の
自
治
の
結
呆
で
応
あ
っ
た
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
謬

い
て
個
々
の
家
の
面
す
る
道
は
通
行
者
の
た
め
の
街
路
で
あ
る
と
と

も
に
＿
戸
内
生
活
の
延
長
の
場
で
あ
り
、
個
々
の
町
屋
の
見
世
は
揚
戸

（
ジ
ト
ミ
と
も
い
う
）
で
開
放
さ
れ
て
い
た
。
自
分
の
家
だ
け
で
危
く
、

道
ま
で
早
朝
に
掃
除
し
て
水
を
打
ち
、
タ
ベ
に
再
び
掃
除
す
る
慣
行
は

今
で
も
京
都
を
は
じ
め
広
く
各
地
に
残
っ
て
捻
り
、
夏
に
縁
台
を
だ
し

て
道
端
で
夕
涼
み
す
る
の
も
、
そ
の
名
残
り
で
あ
ろ
う
。
と
こ

治
以
後
、
道
路
は
完
全
な
公
有
地
と
な
り
、
最
近
で
は
目
動
車
交
通
の

激
増
に
よ
り
｛
℃
町
の
人
は
道
路
か
ら
追
い
出
さ
九
、
入
々
は
家
の
中
に

押
し
こ
め
ら
れ
、
逼
塞
し
て
い
る
。

っ
た
江
戸
初
期
に
対
し
、

百
人
か

一
面
に
設
け
ら
れ
、
北

七
間
、
奥
行
五
間
の

工
事
入
足
だ
げ
で
二
千
五

七
七
二
）
に

げ
れ
ば
、

9

先
逮
の
秋

応
ム
ジ
「
i

フ
，
了
こ

ぐ
、
t
‘
シ
ー

場
町

こ
ま
ー
、
td
9

一ま.9
 

こ
っ
こ
。

辛
，
．
，
ふ
i
‘

t

-
0
 

キ
i は

そ
の
町

に
よ
り
、
多
彩
な
地
域
的
特
色
が

の
民
家

記
至
っ
た
。
同
時

十
九

,‘-L 
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―― 
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る
。
以
上
に
あ
げ
た
三
望
と
く
に
後
の
二
項
は

の
個
々
の
保
存
を

ら

t
j

吋

て
、
ま
さ
に
特
箪
に
価
し
、

伝
統
的
な
景
観
を
維

の
関
伍
を
も
つ
こ
と
で

前
面
道
路
や
水
路
、
宿
場
町
や
農
村
部
の
集
落
で
は
こ
れ
に
加
え
て
局

囲
の
農
耕
地
、
山
村
万
自
然
と
密
接
不

ら
の
例
は
明
治
以
降
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
文
化
の
向
上
が
上
か
ら
図

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

み
ご
と
に
現
代
に

た
奸
例
で
あ
ら
。
こ
れ

化
財
保
護
に
は
な
い
手
法
が
必
要
に
な
る
。
第
三
に
町

の
景
饂
は

ま
た
長
野
県
妻
籠
宿
は
過
疎
の
町
是
伝
統
的
な
町
並
み
塁
観
を
復
活
さ

る
櫛
歯
状
に
欠
け
た
所
を
復
活
さ
せ
る
場
合
、
修
景
と
い
う
従
来
の
又

み
の
景
観
を
つ
く
り
出
す
。

し
た
炉
っ
て
大
部
分
の
町
並
み
に
み
ら
訊

ぐ
れ
た
町
屋
＂
仁
け
で
は
う
か
か
う
こ
と
の
で
き
な
い
素
晴
ら
し
い
町
並

値
炉
疑
わ
れ
る
恵
の
で
も
、
そ
の
表
構
え
炉
連
続
す
る
と
、

の
す

]
一
存
す
る
俯
の
市
函
も
一
層
の
活
況
を
み
る
に
至
っ
た
。
こ
九
ら
先
駆
的

な
池
方
自
治
体
は
歪
沢
市
（
昭
和
四
十
三
年
条
例
制
定
）
匂
倉
敷
市
（
昭
和

四
十
三
年
条
例
制
定
）
、
京
都
市
（
昭
和
四
十
七
年
条
例
制
定
）
、
萩
甫
・
（
昭
和

四
十
七
年
条
例
制
定
）
、
高
山
市
（
昭
和
四
十
七
年
条
釧
制
定
）
で
あ
り
、

み
を
構
成
す
る
個
々
の
建
物
は
従
来
の
文
化
閲
の
逮
津
に
照
ら
せ
は
価

自
治
体
は
い
ず
且
も
そ
の
町
並
み
を
誇
り
と
し
、
そ
の
存
在
に
よ
り
併

幻
よ
び
修
景
が
図
ら
れ
る
形
で

て
こ
れ
ら
の
準
万

ニ
に
町
並
み
や
集
落
は
言
葉
の
ご
と
く
述
続
し
た
群
と
し
て
存
右
オ
る

こ
と
に
よ
り
始
め
て
真
価
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
町
並

り
の

け
、
均
方
宦
治
体
の
条
例
に
よ
り
、

保
護
と
整
詞

の
一
定
の

下
か
ら
は
町
衆
の
富
と
民
家
の

質
的
向
上
を
裏
付
け
と
し
、
さ
ら
に
労
を
い
と
わ
ず
奇
麗
に
磨
き
あ
げ

た
環
壕
の
中
で
住
む
徹
底
し
た
生
活
慣
行
を
も
と
に
形
造
ら
汎
一
~
＇
き
に

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
町
並
み
の
美
銅
は
一
朝
に
し
て
で
き
た
も
の

reゆ

で
な
く
、
眠
国
末
か
ら
近
世
を
痘
じ
て
長
い
時
間
を
要
し
て
弛
む
こ
と

な
く
努
力
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
乃
豪
家
を
ア
タ
セ
ン
ト
と
し
て

統
一
さ
仇
た
様
弐
の
町
屋
が
連
続
す
る
町
並
み
で
あ
り
、
ま
た
農
村
部

に
お
い
て
も
民
家
の
質
的
向
上
を
裏
付
け
に
し
て
塩
域
的
特
色
の
顕
著

な
集
落
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
近
世
の
歴
史
的
文
化
選
痒
と

よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
価
筐
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

持
さ
＇
尺

の
文
物
と
制
度
を
導
入
し
て
再
編
さ
九
る

主
な
城
下
町
の
中
心
部
に
は
欧
米
の
建
築
様
式
、

建
設
さ
ね
た
。
ま
た
、
交
遥
模
関
の
変
革
に

宿
場
町
は
糠
能
を
停
止
し
て
、
あ
る
も
の
は
在
方
の
町
に
、
ま
た
あ
る

文
化
遺
産
と
し
て
継
承
し
て
ゆ
く
場
~
合
、
従
来
の
文
化
財
と
は
異
な
っ

た
側
面
炉
あ
る
。
そ
の
第
一
は
町
並
み
を
構
成
す
る
閏
ふ
へ

寺
の
よ
う
な
空
の
建
築
で
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
住
訂
入
々
に

よ
っ
て
、
奇
麗
に
磨
き
主
げ
た
住
環
境
を
作
る
生
活
慣
行
と
と
も
に
維

一
百
と
し
て
生
活
の
不
便
を
忍
び
な
が
ら
、

た
町
並
み
景
観
と
個
ぺ
の
住
ま
い
の
内
部
空
聞
に

先
坦
のっ

て
生
活

し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
は
も
ち
ろ
ん
、
未
来
に
誌
い
て

も
一
層
の
活
気
を
も
っ
て
継
承
さ
汎
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
第

に

は

劣

悪

な

路

岨
裏
の
住
犀
を
否
定
し
、
防
火
や
安
全
の
面
で
大
き
な
聾
果
を
発
揮
し

だ
咬
反
面
と
し
て
近
世
文
化
の
華
で
あ
る
町
並
み
景
観
の
維
持
発
展

を
不
可
能
と
し
f
箱
泥
の
モ
ど
タ
ル
塗
り
の
味
気
の
な
い
商
店
衛
餐
町

の
中
心
部
に
基
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
大
部
一
印
の
中
心
部
が
近

代
建
築
の
事
塾
所
街
や
繁
華
街
と
な
っ
た
こ
と
見
明
治
以
降
の
都
市
再

編
成
の
過
担
で
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
現
在
の
京
都

の
烏
丸
通
り
な
ど
ば
わ
か
る
よ
う
に
外
的
な
巨
大
資
本
碍
町
民

並
み
景
観
は
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。

所
で
も

碧
便
局
や
電
話
局
箸
が
従
来
の
景
慨
を
考
慮
せ
ず
近
代
建
築
と
し
て
君

し
か
し
近
世
を
通
じ
て
彫
成
さ
汎
た
町
並
み
や
集
落
の
景
観
は
戟
菊

現
在
で
も
す
ぐ
れ
た
町
並
み
や
集
落
の
景
観
を

つ
所
州
か
な
り
あ
る
。
そ
し
て
入
々
の
意
醐
は
正
時
の

か
し
む
郷
愁
か
ら
進
心
で
、
町
並
み
の
景
観
は
近
世
の
歴
史
的
文
化
遺

と
こ
ろ
で
近
世
文
化
の
華
の
一
つ
で
あ
る
町
並
み
の
景
観
を
脱
史
的

目
的
と
し
た
文
化
財
保
護
の
枠
を
こ
え
る
も
の
で
あ
り
、

(l） 

向
を
し
め
し
、
こ
汎
が
都
吉
行
政
、

な
か
か
わ
り
合
い
定
も
つ
こ
と
は
い

前
記
の
よ
う
に

す
ぐ
れ
だ
町

そ
の
保
存
の
動
き
が

景
霞
を
歴
史
と
伝
統
文
化
忍

建
築
行
政
、

で
も
な
か
ろ
う
。

つ
に

わ
ら
ず
冷

つ
鳩
万
自
治
体
で
は
昭
和
四
十
三
年
ご
ろ

た
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、

可
並
み

生
き
続
け
て
い
る
町
と
し
て
、

町
作

も
の
は
廃
皇
と
化
し
た
。
と
く
に
防
火
、
構
造

正
十
年

産
と
し
て
在
当
に
認
識
さ
ね
つ
つ
あ
る
。

の

”つ

時
代
の

て
一
厨
の
高
ま
り
を
見
せ
た
一
面
を
も
っ

ま
で
は
随
所
に

の
景
観
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

明
治
時
代
は
民
間

記
際
し
、
も
っ
と

の
炉
城
下
町
等
の
町
並
み

明
治
以
降
、
日
本
が

て
1i ̀s 

―
つ
の
異
質
の
も
の

い
。
こ
の
よ
う
に
し
て

の
町

よ
り
町
並
み
景
観
炉
破
壊

を
追
い
出
す
過
坦
で
も
あ
り
、
池
方
の
静
か
な
町
並
み

の
中

（
現
在
の
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持
ず
る
集
落
、
町
並
み
の
保
存
と
再
生
是
仕
民
と
自
治
体
の
も
の
と
し

『
掘
り
起
こ
さ
れ
る
方
向
を
し
め
し
て
い
る
。
し
か
し
地
方
自
治
体
の

財
政
、
保
存
と
再
生
を
誤
り
な
く
実
扉
す
る
た
め
の
企
国
と
指
導
眠

カ
、
多
面
的
な
自
治
行
政
の
中
で
町
並
み
俣
存
を
位
置
つ
け
る
闘
覧
だ

ど
、
均
方
自
治
体
だ
け
で
ほ
解
決
で
き
な
い
閏
屈
を
含
む
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
ま
た
す
ぐ
紅
た
町
並
み
や
集
落
の
景
観
を
残
し
な
か
夏
蟷

元
で
は
ま
だ
意
識
化
さ
仇
ず
眠
っ
て
い
る
所
を
い
か
に
掘
り
超
こ
す
べ

き
か
も
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
汎
も
国
の
強
力

な
支
授
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
文
化
庁
で
は
昭
粒
四
十
七
年
か
ら
集

落
町
並
み
保
存
の
た
め
の
基
虞
閏
査
を
礎
始
し
た
。
そ
し
て
本
年
六
月

十
八
日
、
文
出
財
保
畜
法
の
一
部
が
改
正
さ
汎
て
「
云
統
的
建
造
物
踪

保
存
地
区
一
の
保
護
が
定
め
ら
れ
，
祉
市
計
画
又
は
古
町
村
条
例
に
よ

り
、
同
旭
区
の
指
定
炉
可
詑
と
な
り
、
国
は
そ
の
言
要
な
も
の
を
選
定

し
、
支
援
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
九
は
ま
こ
と
に
慶
頁
す
べ
き
こ

と

で

あ

る

。

し

、

こ

れ

来

に

匠

史

的

文

化

困
難
な
問
琶
屈
訂

遺
匡
と
し
て
集
落
や
町
並
み
を
伝
え
る
に

途
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
広
く
国
民
各
層
の
心

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

連
営
し
―

P
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i

〔

特

集

f

年

翠

育

と

広

報

〕

―
こ
仇
か
ら
の
教
育

〔
座
談
会
〕（

出
席
者
）

ー

I
I
]

永

井

道

錨

一

明

・

橋

本

晃

和

。

若

山

金

一

実

・

（

司

会

）

鈴

木

勲

政

府

広

詞

の

現

状

と

苦

干

の

閲

題

橋

本

幾

教

育

と

広

報

大

石

修

而

石

川

県

の

広

報

広

聴

活

劉

に

つ

い

て

寺

口

修

ニ

―

〔
解
説
〕

言

―

守

一

文

敦

私

誓

箱

一

そ
の
新
し
い
役
割

｀

門

＿

璧

言

改

革

連

終

認

議

会

の

概

要

大

臣

官

房

企

画

室

〔
現
地
ル
ポ
〕

―

町

づ

く

り

入

づ

く

り

を

進

め

る

広

詞

活

動

三

奸

昭

弘

一

〔

紹

介

〕

一

国

際

婦

入

年

世

界

会

議

の

概

要

志

熊

敦

子

―ー
・

I

,

9

1

'

．＇’_ーー！

1

，

1
'
,
1

辻
村

峯
島

号
。
自

(

U

 

◇
宇
痣
で
樗
芸
術
・
文
化
関
倅
の
特
集

記
事
を
、
文
侶
の
口
に
ち
な
み
十
一
月
号

で
紅
む
こ
と
を
恒
阿
と
し
て
き
た
。
今
写
＇

は
、
文
化
財
俣
義
法
が
昭
和
二
十
一
立
年
に

制
定
さ
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
十
五
年
巨

に
あ
た
ろ
。
あ
わ
せ
て
、
第
七
十
在
回
適

常
国
会
で
は
文
化
財
保
護
法
の
一
部
改
正

を
見
た
。
そ
こ
で
十
一
月
号
と
は
別
に
本

号
で
「
文
化
甜
の
保
硬
」
と
い
う
閲
忘
に

焦
点
を
絞
り
f
こ
紅
を
考
え
る
こ
と
に
し

こ
0

,

,f 
◇
先
の
国
会
で
は
、
蝉
芍
す
る
他
法
案
を

よ
そ
に
文
化
財
保
護
恭
の
改
正
案
は
趣
堂

派
に
よ
る
費
成
を
徳
て
成
立
し
た
。
祖
先

の
残
し
て
＇
＼
汎
た
文
化
阿
を
俣
襲
す
る
こ

と
は
国
民
ひ
と
り
ひ
と
り
の
「
心
の
糧
」

を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
完
族

共
有
の
財
産
を
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
こ

と
は
、
現
代
人
の
義
務
で
あ
る
と
言
っ
て

も
よ
い
だ
ろ
う

0

、

◇
好
評
遮
裁
の
一
函
立
青
年
の
家
」
紹
介
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印測

発行

： 
＊ ただし、増六号，臨時号の楊合は別に売金を

申し受けます

i ・；： なおぅ腔院の申し込みは、直捩営業所またほ

印剖所株式会社 、行眩学会印刷所 . もよりの書店に為頂＼ハしまナ
で一 --一ヘ― - • . - ~ 

発行所

本恙：

株式会社ぎょうeぃ
7丁目 4薔12号

104) 
（営業所）

定価 180円

年間購読料

（デ20円）

2160円 （デ共．）
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