
解
二
十
三
番

鰐
五
班

蓑
六

四

六

非

静

街

村

に

就

い

て

の

研

究

口

三
七
街
道
と
繁
務
形
態
と
の
関
係

村
村
の
主
要
在
る
79
の
ほ
つ
い
て
ー
そ
の
特
性
を
吟

味
し
'
栃
村
の

一
般
性
を
見
出
す
こ
と
は
注
意
し
た
の

で
あ
る
｡
史
に
境
さ
れ
た
問
題
は
､
術
村
と
呼
び
得
る

も
の
～
範
囲
を
決
定
す
る
乙
と
J
､
術
道
と
栃
村
と
の

掘
係
の
刷
題
で
あ
る
｡

I.;I)

交
通
路
の
原
始
的
形
態
は
､
紬
賞
男
達
氏
が
記
載
し

て
ゐ
る
如
-
､
田
食
道
と
言
は
れ
る
帯
皮
の
､
計
豊
的

の
も
の
で
な

い
の
で
あ
っ
た
ほ
違
ひ
な

い
｡
計
塞
的
で

な
い
ぼ
か
-
か
､
近
距
離
の
交
通
に
よ
む
韮
姿
夜
償
借

が
あ
っ
た
か
ら
'
道
路
は
曲
わ
曲
っ
て
村
と
村
を
純
正

で
ゐ
た
｡
か
IĴ
る
場
合
に
は
術
相
の
形
態
を

を

す

も

の
は
少
な

い
で
あ
ら
う
が
､
政
も
位
置
的
ほ
優
れ
た
所

に
市
場
が
教
連
し
た
と
す
れ
ば
､
据
付
の
如
F
Jも
の
が

磯
生
し
得
る
と
息
は
れ
る
｡
武
減
野
の
線
状
開
拓
柑
群

は
､
純
農
村
地
は
見
る
網
状
村
落
の
如
-
或
は
塊
状
村

落
の
如
-
職
能
上
同

一
の
も
の
で
､
直
線
状
の
宋
群
数

を
し
た
だ
け
で
あ
る
｡
街
村
の
特
性
と
し
て
記
述
し
た

も
の
は
よ
っ
て
見
れ
ば
､
匿
線
的
の
衆
蕗
で
あ
る
IL
.い

ふ
乙
と

一
つ
の
特
姓
を
有
す
る
の
み
で
あ
る
｡
餌
付
の

特
性
は
其
の
他
に
は
金
-
見
出
す
rJ
と
が
t.i.T凍
な

い
の

で
あ
る
｡

街
道
と
呼
び
得
る
も
の
は
､
遠
距
離
を
結
ぶ
主
要
な

る
交
通
路
で
あ
っ
て
p
乙
の
荷
造
の
交
通
的
慣
牌
は
依

春
し
て
'
衆
群
が
磯
亜
し
磯
連
を
遂
げ
る
と

い
ふ
こ
と

が
瓜
考
し
程
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
小
栗
蕗
で
あ
-
､

農
業
は
従
事
す
る
も
の
が
あ
つ
で
も
､
街
道
に
潜

っ
た

村
群
の
特
色
は
折
渡
に
よ
っ
て
多
大
の
影
迦
凹む
典

へ
ら



れ
て
ゐ
る
O
家
屋
が
道
路
は
乾
固
す
る
乙
と
'
商
店
の

数
が
多

い
こ
と
､
家
屋
が
密
集
的
で
あ
る
こ
と
等
の
特

色
聖

が
す
け
薫
る
も
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
農
業
的
職
業

を
王
と
す
る
小
栗
群
が
､
何
れ
も
温
路
は
直
面
す
る
乙

と
な
し
に
疎
に
迷
っ
て
ゐ
る
時
は
､
村
村
の
特
性
は
矢

脹
れ
登
兄
し
相
を

い
｡
従

つ
ヱ

肌
逃
し
た
両
側
相
の

一

例
で
あ
る
三
富
新
田
の
中
富
に
於

い
て
'
を
の
中
央
道

路
が
新
た
は
開
通
し
た
進
路
(
主
要
術
道
)
の

一
部
と
な

つ
で
､
交
通
的
ほ
債
倍
を
噂
し
た
場
合
に
も
､
餌
付
化

の
状
態
が
あ
る
程
度
ま
で
見
ら
れ
な

い
阻

み
術
村
J
J
は

栴
し
程
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

第
七
閲
は
愛
鷹
山
南
麓
地
方
の
他
聞
で
'
川
桁
の
衆

群
列
と
侮
岸
に
接
し
た
術
道
筋
の
衆
落
と
が
あ
る
｡
rJ

(I-)

の
楓
係
に
つ
い
で
は
綿
貫
氏
が
記
し
て
ゐ
る
様
に
地
形

は
密
接
夜
闘
係
を
有
し
て
み
る
.
愛
鷹
山
麓
の
緊
蕗
は

山
階
の
通
路
に
滑
っ
て
結

い
て
ゐ
る
が
､
農
業
を
主
と

す
る
も
の
で
あ
-
､
道
路
は
低
所
L
ttJ
ゐ
る
も
の
で
な

い
か
ら
､
栃
村
と
は
精
し
得
を

い
｡
山
麓
の
付
置
と

い

ふ
鮎
に
'
よ
多
義
要
夜
特
性
を
見
出
し
稗
る
も
の
で
'

納
材
に
つ

い
て
の
桝
究

第 七 固 榔 馴寸落と街村



地

球

第
二
十
三
食

武

減

野

北

部

の

加

治

丘

陵

の

南

に

あ

る
村

落

列

に

勤

し

(4
)

で

呼

ん

だ

根
迫

相

称

に

相

昏

し

て

ゐ

る

｡

之

に

反

し

て

羅

治

以

の

村
落

は

街

村

を

な

す

も

の

で

､

原

町

の

宿
場

(
=
)

町

7
9
､

漁

家
と

農

家

と

か

ら

成

る

と

い
ふ
他

の

柴
落
列

ち

.

北
ハ
ほ

街
村

で

あ

る

｡

乙

の

漁

家

が

網

を
曳
-
よ
-

も

魚

を

取

ら
寄

せ

て

商

ふ

乙

と

は

'

明
ら
か
は
術
相
の

も

つ

特

性

を
物

語

る

も

の

で

あ

る
｡

街

村

が

次
第

に

登

遷

し

て

そ
の
形
態
が
後
難
と
な

-

.
都

市

的

婁

化

を

な

す

場

合
に
は
､街
村
の
も
つ
特
色

あ

る

狭

長

形
態

は

失

は

れ
る
も
の
で
あ
る
｡
第
六
園
は

第

八

固

十

字
型
街
村

(埼
玉
嚇
踏
出
町
)

節

点
班

芸
八

四

八

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

示
し
た
龍
ヶ
崎
町
は
T
字
型
街
村
を
覆
し
､
箪
入
間
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

示
す
如
-
埼
玉
聯
松
山
町
は
十
字
型
栃
村
の
平
面
形
態

的
特
色
を
有
し
て
ゐ
る
｡
か
J
る
形
態
上
の
視
邪
化
は

縛
村
の
.特
色
む
早
晩
矢
は
ざ
る
を
得
な
い
｡
中
山
道
の

街
村
と
し
て
聴
逢
し
た
熊
谷
市
｡大
宮
町
(第
九
間
)
･浦

和
市
等
は
､
街
村
の
形
態
を
消
失
し
て
都
市
的
形

態
を

完
備
し
て
ゐ
る
O
従
っ
て
龍
ヶ
崎
町

･
於
川
町
等
は
街

村
と
し
て
は
登
壇
の
頂
鮎
は
近
い
も
の
の
形
態
で
あ
ら

第

九

間

締
付
の
都
市
的
遷
移
の

1
例

(鵜
野
町
と
大
官
町
)



う
｡
rJ
の
鮎
は
つ
い
て
見
る
時
は
ー
小
繋
罫
で
あ
つ
て

も
都
市
的
の
複
離
し
た
-

基
迫
-
の
多

い
･-

形
態

を
覆
す
場
合
に
は
'
村
村
を
な
r
uな
い
場
合
が
あ
る
｡

(･3)締
付
の
分
布
に
つ
い
て
論
じ
た

佐
藤
教
授
に

よ
れ

ば
､
北
日
本
殊
に
奥
羽
地
方
の
如

き
殖
民
的
地
方
に
多

-
'
南
日
本
に
は
少
な

い
と

い
ふ

｡
前
逃
し
た
如
-
'

術
相
の
形
態
は
次
第
に
磯
連
す
る
は
従
っ
て
都
市
的
形

態

へ
の
鼻
化
を
覆
す
も
の
と
す
る
こ
と
を
調
ひ
る
場
合

に
は
､
南
日
本
に
少
を
-
北
日
本
に
多

い
J
J
い
ふ
結
論

を
散
明
し
程
る
の
で
あ
る
｡

四
､
市
村
化
に
つ
い
て

Ⅰ
都
市
化
と
相
和
化

(川
)小

川
博
士
は
我
が
問
の
村
落
及
び
都
市
の
成
立
と
磯

連
の
輔
係
に
つ
い
て
注
意
せ
ら
れ
p
『
田
園
生
活

か
ら

都
印
生
活
は
逮

与
行
-

一
般
的
趨
勢
を
指
示
す
る
現
賓

の
痕

和
』
を
村
落
の
都
市
化
作
用

U
rb
a
n
ization
of

vilt
ag
e
s
と
栴
せ
ら
れ
た
｡
fJ
の
都
市
化
は
衆

静
は
つ

い
て
如
何
な
る
平
面
形
態
的
鼻
化
を
持
ち
p
栄
蕗
の
景

観
を
改
め
て
行
-
で
あ
ら
う
か
｡
東
京
市
の
周
園
は
就

紳
村
に
つ
い
て
の
研
究

い
て
見
る
怒
ら
ば
､
兼
凍
帝
は
集
中
す
る
主
要
相
通
に

は
特
は
人
家
が
密
集
し
て
外
部
に
聴
連
す
る
｡
平
面
形

態
と
同
時
に
立
面
の
形
態
を
都
市
的
に
塵
化
せ
し
ひ
る

の
で
あ
っ
て
､都
市
化
を
最
も
よ
-
指
摘
し
縛
る
朗
は
t

か
･J
る
大
都
市
周
囲

の
交
通
路
に
接
し
た
地
帯
で
あ

る
｡
小
川
博
士
が
注
意
さ
れ
た
如
-
'
都
市
化
作
用
は

田
合
か
ら
都
市
に
近
づ
-
ほ
従
っ
て
大
と
な

み
､
特
は

大
都
市
､
肝
臓
の
中
心
都
市
'
交
通
の
要
衝

に
替
る
鹿

等
の
周
遊
は
於

い
て
よ
-
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡

之
を
頗
兼
の
都
市
化
作
用
と
し
て
次
の
も
の
と
匿
別
す

る
rJ
と
は
し
ょ
う
.

乙
の
都
市
化
作
用
は
大
都
市
の
周
遊
以
外
に
於

い
て

は
'
交
通
は
大
き
夜
鍋
係
を
も
っ
た
所
に
認
め
得
る
の

で
あ
る
｡
そ
の

一
つ
は
騨
前
衆
群
で
あ
少
.
他
の

一
は

種
村
で
あ
る
｡
荷
造
は
沿
っ
た
栗
蕗
が
都
市
化
作
用
は

よ
っ
て
I
人
家
が
道
路
は
直
面
し
わ
み
'
商
業
的
色
彩

数
量
す
る
は
至
る
乙
と
は
顕
著
で
あ
っ
て
､
種
村
の
敏

速
を
促
す
も
の
で
あ
る
か
ら
之
を
据
付
化
と
し
て
匿
別

し
た
〇

三
完

F
TiL九



地

球

第
二
十
三
春

締
付
化
は
､
相
通
の
も
つ
交
通
上
の
債
値
は
よ
っ
て

受
け
る
所
の
､
m
園
生
活
よ
ら
都
市
的
鎌
情
は
遷
移
せ

ん
と
す
る
視
覚
の
形
相
で
あ
る
｡
種
村
化
の
薫
も
よ
-

見
ら
れ
る
所
は
'
主
要
荷
造
附
JLj
の
部
分
で
あ
っ
て
､

地
岡
上
に
は
据
付
の
教
生
及
び
そ
の
聴
連
を
観
め
視
る

の
で
あ
る
｡
縛
道
に
依
春
し
て
栄
群
が
磯
達
し
'
商
業

的
色
彩
を
量
す
る
は
至
る
も
の
で
あ
っ
て
う
そ
の
栄
終

発
は
都
市
的
丑
観
を
有
す
る
に
至
る
｡
街
道
は
沿
っ
て

狭
長
形
態
の
集
群
が
次
第
に
磯
連
す
る
も
の
で
､
水
目

地
の
場
合
に
は

埋
立
が

行
は
れ
で
細
長
-

伸
び
て
行

-
｡
主
要
荷
造
が
宋
終
発
の
鼻
蓬
に
及
ぼ
す
影
響
の
薯

る
し

い
乙
と
は
'
轡
曲
を
な
し
て
ゐ
た
荷
造
の
村
落
に

新
た
に
街
道
が
通
じ
た
場
合
'
轡
曲
部
の
載
断

さ
れ
た

栄
蕗
が
東
新
す
る
rJ
と
は
よ
っ
て
79
知
ら
れ
る
｡
之
は

河
川
の

M
e
and
e
r
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
カ
三
日
月
湖

の
如

き
部
分
に
替
る
も
の
で
あ
る
｡
栃
村
化
に
よ
っ
て

餌
付
の
磯
連
が
促
ru
れ
た
場
合
に
は
､
街
村
は
地
方
的

に
或
は

.1
小
局
部
的
に
経
沸
上
の
中
心
地
を
在
さ
ん
と

す
る
種
向
が
温
め
ら
頼
る
｡
従
っ
て
締
付
化
の
も
つ
特

節
正
統

孟
〇

五
〇

色
の
主
な
も
の
は
､
農
業
的
職
業
に
依
る
も
の
で
は
在

-
し
.tJ
'
商
業
的
職
業
に
よ
っ
王
不
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
○

以
上
の
如
-
都
市
化
と
締
付
化
を
此
較
す
る
乙
と
は

よ
っ
て
'
街
村
敬
連
の
根
本
問
題
を
考
察
し
た
も
の
で

め
-
､
符
村
の
意
義
を
確
立
せ
ん
こ
と
を
望

ん
だ
の
で

あ
る
C
文
化
の
影
響
は
村
道
は
よ
っ
で
弧
-

受
け
る
も

第

十

問

街
村
の
教
連

(川
越
術
迫
の
街
村
化
)



の
で
あ
る
か
ら
､
袈
落
丑
の
醇
化
を
平
面
的
に
立
面
的

に
諭
ず
る
rJ
と
が
必
要
と
な
つ
で
-
る
｡
ま
た
､
地
方

紹
酒
の
中
心
に
蓬
移
せ
止
と
す
る
特
性
は
､
商
圏
の
椅

射
夜
鍋
窓
は
僕
た
わ
ば
怒
ら
夜

い
｡
街
村
の
登
連
が
､
あ

る
鼎
度
の
等
距
離
的
布
衣
は
'
村
村
研
究
の
極
め
て
興

味
あ
る
出
題
で
あ
る
｡
之
は
宿
場
町
と
し
て
の
磯
達
と
､

其
の
他
に
は
綻
鱗
的
中
心
地
と
し
て
の
理
由
が
主
要
在

る
頂
国
を
な
す
も
の
で
あ
ら
う
と
〓
心
ふ
の
で
あ
る
｡

H
締
付

の
特
性

据
付
は

狗

逸

語

の

S

trass

endorf
或
は

G
a
s
sen･

d
o
rf
で
あ
C(
二

i｡e)an
Br
un

hes教
授
が
述
べ
て

ゐ
る

如
く
､
道
路
の
影
響
に
よ

っ
ttJ社
衆
に
沼
う
ね
集
群
形

式
に
封
し
て
の
名
術
で
あ
わ
と
す
る
な
ら
ば
､
今
乙
!

で
給
じ
て
ゐ
る
据
付
と
内
容
上
同

一
の
も
の
で
あ

る
｡

(.i!)
村

於

繁
樹
代
は
.
本
邦
の
田
園
村
落
の
形
態
に
封
す
る

蹴
宿
的
考
察
に
放

い
て
､
交
通
闘
係
は
性
悪
せ
ら
れ
た
｡

我
が
閲
の
村
落
は
､
そ
の
家
屋
が
木
造
小
屋
で
移
晒
し

易

い
特
姓
が
あ
る
篤
に
､
交
通
路
に
附
ひ
所
謂
据
付
の

教
法
を
な
す
傾
向
が
あ
る
fJ
と
を
述
べ
て
屠
ら
れ
る
｡

純
利
に
つ
い
て
の
研
究

こ
/
ほ
外
囲
の
場
合
と
は
興
る
鮎
が
あ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
､
種
付
の
意
義
も
必
然
鼻
先
を
誠
め
ね
ば
な
ら
な

い
｡
英
語
で
言
ふ

R
o
a
d
･vittag
e,
Stree
t･vitta
g
e

に

つ
い
て
見
る
な

ら
ば

S
t
reet･viltag
e
が
rJ
の
場

合

の

栃
朴

に相
常
す
る
も
の
と
瓜

は
れ
る
｡

本
邦
の
宋
路
は
､
そ
の
家
屋
が
木
造
で
移
晒
し
易

い

と

い
ふ
特
性
が
'
街
村
の
潜
る
L

Sy磯
蓮
を
促
す
主
要

在
る
原
因
を
な
す
こ
と
は
否
定
し
得
な

い
の
で
あ
る
｡

栃
村

へ
の
塵
化
に
つ
い
て
注
意
す
る
な
ら
ば
.
家
屋
が

如
何
な
る
形
態
上
の
塵
化
を
な
す
か
を
見
れ
ば
明
ら
か

姉

十

.!

固

相
相
磯
蓮
の

LE
例

二

三

-

ン

∵

∴

:I.
I.I
I.:.
三

.

.

.
'
∴

--
.-

価

相

打
放
浪

ヱ
例

雷

抑
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告

け
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地

球

第

二
十
三
春

で
あ
る
｡
術
道
筋
に
移
晒
し
て
家
屋
の
新
築

を
見
た
-
､

棒
材
の
礎
連
は
促
ru紅
で
=:3
家
に
薫
る
ま
で
術
遣
滑
U

の
歯
面
す
る
家
屋
を
な
す
に
至
る
乙
と
は
'
木
造
で
あ

る
rJ
と
は
依
る
こ
と
が
潜
る
し
い
O
家
の
周
囲
に
あ
る

塀
の
如

p
,も
､
相
常
立
派
夜
も
の
が
使
用
さ
れ
て
米
た

み
す
る
も
の
で
､
槽
道
に
封
し
て
は
弧

い
摘
心
む
持
つ

･J
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

節
十
問
は
川
越
街
道
は
聴
連
し
っ
ゝ
あ
る
術
村
の

一

例
で
p
岸
は
川
越
市
は
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
.
繁
藤

タ
カ
シ
ナ

の
状
態
か
ら
見
れ
ば

高

階

村

の
砂
新
田
は
頂

い
た

一
つ

ト
シ
･iラ
ズ

の
据
付
で
あ
る
｡
そ
の
頃
堺
は

不

老

川

は
依
っ
て
ゐ
て

前
多
座
州
の
侵
蝕
に
よ
っ
で
珪
じ
た
武
減
野
下
段
に
任

し
て
ゐ
る
｡
岸
の
北
部
と
砂
新
附
の
南
部
と
ほ
は
各
々

坂
が
あ
っ
て
､
武
減
野
上
段
は
通
じ
て
ゐ
る
｡
第
十

一
閲

に
よ
れ
ば
､
rJ
の
線
状
衆
蕗
の
79
つ
特
性
は
明
瞭
で
あ

っ
て
.
岸
は
砂
新
田
に
此
し
て
街
村
化
が
蕃
る
し
い
｡

砂
新
旧
は
比
較
的
新
し
い
衆
絡
む
夜
す
も
の
で
'
近
来

別
珍
臓
物
の
工
業
に
従
事
す
る
者
が
増
加
を
楽
し
で
締

付
と
し
て
の
敏
速
を
促
進
し
た
｡
然
し
を
が
ら
乙
の
工

賂

五

紙

孟

二

五
二

業
化
は
着
る
し

い
に
も
踊
ら
ず
､

濃
観
上
に
就
い
て
言

ふ
な
ら
ば
建
化
の
程
度
は
僅
少
で
あ
っ
て
'
農
家
が
を

の
櫨
工
場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
fJ
と
に
依
っ
て
ゐ

る
｡
西
村
化
を
明
示
す
る
筆
跡
嘉
の
特
色
は
次
の
如
き

も
の
で
あ
る
｡

A

道
路
に
直
面
し
た
家
屋
数
と
そ
の
密
集
度
.

日

商
店
の
多
寡
｡

-

家
屋
敷
の
敢
大
限
度
に
封

し
て
の
割
合
｡

C

栄
藤
の
立
而
兼

～

静
的
灘
親
と
動
的
景
観
｡

rJ
の
場
各
は
於

い
て
は
C
は
考
慮
す
る
こ
と
を
-
A

及
び
B
は
つ
い
て
見
る
乙
と
は
し
た
｡
第
三

閲
は
示
し

た
興
野
町
の
間
は
つ
い
て
t
a
･b
･
e
･d
の
四
つ
の
等

し
い
距
離

h
lも
つ
区
域
は
匪
別
し
て
街
村
化
を
調
査
し

た
｡
rJ
の
場
合
.
興
野
町
は
於

い
て
は
そ
の
各
々
の
距

離
に
つ
い
て
､
六
〇
月
の
家
屋
が
あ
る
場
各
が
政
商
で

あ
る
と
計
算
n
れ
ね
か
ら
で
､
乙
の
基
本
数
は
家
屋
の

大
小
は
よ
っ
て
も
決
定
3
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
'
乙

の
調
査
の
み
に
於

い
て
の
み
暇
に
使
用
す
る
rJ
と
は
し

な
の
で
あ
る
｡
岸
及
び
砂
新
円
に
就

い
て
753
.
等
し
い



蚤

風

距
離
(歩
測
三
六
C
渉
)
を
取
っ
て
-
･
g
･h
･-
･
-

等

は

匿
介
し
て
興
野
町
の
六
C
声
の
数
を
そ
の
様
使
用

し

た

｡

純

利

に

つ

い
て

の

脚
光

第
十
二
閲
は
右
の
調
査
に
基
い
ね
表
で
あ
っ
て
､
人

家
の
敗
･匿
面
家
屋
･商
店
の
数
等
を
六
〇
の
可
能
密
度

に
封
し
て
そ
の
百
分
比
聖

ホ
し
た
｡
乙
の
三
つ
の
百
分

比
を
平
均
し
た
も
の
む
取
っ
て
栃
村
鹿
と
な
し
た
の
で

あ
る
｡
乙
の
餌
付
皮
の
示
す
数
は
'
衆
蕗
の
立
耐
形
の

も
つ
戚
じ
を
あ
る
程
度
ま
で
示
し
た
様
に
恩
ふ
の
で
あ

る
｡
同
間
に
つ
い
て
典
野
町
の
e
部
は
市
場
客
間
の
部

分
で
あ
-
､
d
は
を
の
南
部
を
占
め
て
居
て
最
も
潜
る

し
い
部
分
で
あ
る
｡
砂
新
川
の
ト
-
l
等
は
街
村
ら
し

い
戚
じ
は
有
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
､
そ
の
帯
皮
は
潜
る

し
-
小
と
在
っ
て
ゐ
る
｡
従
っ
て
乙
J
に
計
算
し
た
如

u
J方
法
に
ょ
つ
ltJ
も
F
締
村
庇
が

一
〇
%
以
下
の
場
合

に
は
､
街
村
ら
し

い
戚
じ
は
盆
-
失
は
れ
で
凍
る
｡
川

越
縛
道
の
南
部
に
付
し
て
ゐ
る
野
火
止
の
衆
拓
は
'
開

拓
に
ょ
る
栄
路
で
あ
っ
て
そ
の
中
を
荷
造
が
通
じ
て
ゐ

る
.
道
路
に
匿
而
し
た
家
屋
も
少
な
-
'
商
店
も
極
め

て
少
な

い
の
で
､
締
利
ら
し
い
戚
じ
は
潜
る
し
-
勧
け

で
ゐ
る
｡
前
述
の
方
法
は

一
つ
の
方
法
と
し
て
記
述
し

た
に
過
ぎ
な
.い
も
の
で
､

一
層
精
密
を
調
窓
研
究
を
な

1･.聖
.1,

'<
二



節

杓

班

岩

田

北

凹

し
わ
な
ら
ば
､
所
謂
種
村
の
定
義
も
数
量
的
方
法
は
依

っ
て
明
示
し
得
る
も
の
と
信
じ
て
ゐ
る
｡

五

､
結

論

締

付
の

主
要
在
る

も
の
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
論
は

1
狭
長
在
る
平
面
形
態
を
有
す
る
家
路
で
あ
-
､
2
交

通
の
着
る
L

S,荷
造
は
依
っ
て
凝
遷
し
た
も

の
で
､
3

地
方
経
済
の
中
心
む
を
す
も
の
で
あ
る
か
ら
奥
野
町

｡

上
尾
町
の
如
-
抑
揚
町
と
在
-
､
4
家
屋
が
道
路
に
直

面
し
且
つ
密
集
的
で
､
5
商
業
的
職
業
を
主
と
す
る
も

の
等
で
あ
っ
た
｡
そ

の
観
鮎
に
依
っ
て
論
ず
る
怒
ら
ば

武
減
野
の
線
状
開
拓

柑
蕗

･
愛
鷹
山
麓
の
状
通
村
落
の

如
き
は
西
村
で
は
な
-
~
餌
付
と
は
交
通
路
に
密
接
な

閥
係
h
tも
つ
て
聴
逢
し
た
商
業
的
色
彩
の
潜
る
し

い
7?

の
で
夜
け
れ
ば
在
ら
な

い
｡

種
付
が
磯
連
す
る
と
都
揃
的
形
態

へ
の
遷
移
が
見
ら

れ
る
も
の
で
p
龍
ヶ
崎
町
の
如
-
丁
字
型

据
付
が
磯
雄

し
､
松
山
町
の
如
-
十
字
型
据
付
と
在
る
｡
複
難
攻
形

態
を
有
す
る
も
の
程
､
据
付
と
し
て
の
特
色
は
失
は
れ

る
も
の
で
あ
-
.
嚢
通
-
の
敬
を
櫓
す
け
至
れ
ば
和
雄



的
塵
化
を

ホ
し
た
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
据
付
と
桐
し
得

る
準

格
に
は
あ
る
限
度
が
あ
-
､
そ
の
馬
は
種
村
化
に

つ
い
て
の
調
査
を
必
要
と
し
た
｡
典
野
町
と
川
越
荷
造

に
聴
達
し
夜
祭
群
に
つ
い
て
'
栃
村
鹿
の
調
査
を
な
し

て
据
付
の
定
義
を
教
義
的
ほ
決
定
せ
ん
と
し
た
も
の
で

あ
る
が
､
乙
の
方
法
は
賂
兼
の
調
査
と
研
究
に
侯
ね
ね

ば
な
ら
な

い
も
の
で
､
容
易
に
到
達
す
る
乙
と
は
出
来

な

い
｡
賂
楽
と
も
､
か
ゝ
る
吸
塵
的
調
査
を
な
す
こ
と

に
よ
っ

て､
飴
-1
に
も
漠
然
と
し
た
術
語
の
内
容
を
あ

る
程
度
ま
で
限
定
し
得
る
強
度
の
も
の
で
あ
る
か
も
知

れ
な

い
｡
乙
の
調
査
を
な
し
た
出
磯
鮎
は
'
据
付
の
特

色
で
あ
る
｡

乱
道
路
に
底
面
し
た
家
屋
､
b
商
店
の
多

寡
'
e

を
の
各
々
に
つ
い
て
の
密
度
等
で
あ
っ
て

商

店
以
外
の
職
業
に
つ
い
て
も
注
意
す
る
必
要
が
多
分
に

あ
る
｡
乙
の
調
査
に
よ
っ
て
据
付
の
意
義
を
定
義
す
れ

ば
次
の
如
-
で
あ
る
｡

締
付
の
定
義

-

据
付
と
は
'
都
市
化
作
用
に
ょ
つ

て
珪
ず
る
朋
の
､
村
道
の
交
通
的
及
び
商
業
的
偵
値
に

依
春
し
て
勝
連
し
た
狭
長
形
態
の
衆
群
で
､
之
)<i･)構
成

術
村
に
つ
い
て
の
研
究

す
る
各
家
屋
は
道
路
に
画
面
し
且

っ
密
基
的
で
あ
-
､

商
業
的
職
業
を
特
色
と
な
す
も
の

で
あ
る
G

蓉

者
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