
②
い
ま
宿
場
が
お
も
し
ろ
い

斉
藤
恒
樹

昔
、
保
土
ヶ
谷
は
中
心
地
だ
っ
た

宿
場
の
話
は
ホ
ッ
ト
＆
ガ
ヤ
ガ
ヤ

元
治
元
年
の
都
市
的
町
並
み

宿
場
を
キ
ー
に
し
た
ま
ち
お
こ
し

未
来
に
つ
な
が
る
宿
場
お
こ
し

昔
、
保
土
ヶ
谷
は
中
心
地
だ
っ
た

　
昔
も
今
も
旅
に
は
出
会
い
と
別
れ
が
あ
る
。
様
々
な

人
生
の
ド
ラ
マ
が
旅
で
展
開
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
は
、

街
道
や
宿
場
が
整
備
さ
れ
、
旅
を
す
る
人
は
多
数
い
た

と
い
わ
れ
る
。

　
宿
場
に
お
け
る
人
間
模
様
を
描
い
た
小
説
に
、
島
崎

藤
村
の
「
夜
明
け
前
」
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
小
説
に

は
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。
「
翌
日
は
寛
斎
と
牡

丹
単
の
亭
主
と
が
先
に
立
っ
て
…
、
横
浜
道
へ
向
か
っ

た
。
番
所
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
野
毛
山
の
下
へ
出
る

に
は
、
内
浦
に
沿
う
て
岸
を
一
廻
り
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

程
ヶ
谷
か
ら
の
道
が
そ
こ
へ
続
い
て
来
て
い
る
。
」

　
当
時
の
宿
場
は
、
こ
の
よ
う
な
人
の
往
来
と
と
も
に
、

江
戸
、
上
方
の
文
化
や
産
物
が
近
隣
農
村
へ
伝
播
し
て

い
く
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
明
治
以
降
、
宿
場
は
鉄
道
や
幹
線
道
路
の
整

備
に
よ
り
、
交
通
・
通
信
の
要
所
と
し
て
果
た
し
て
き

た
役
割
を
終
え
た
。
現
在
の
保
土
ヶ
谷
は
、
戦
災
・
道

路
の
拡
幅
な
ど
に
よ
り
、
新
し
い
商
店
街
と
住
宅
街
へ

と
変
化
し
、
昔
の
姿
を
し
の
ぼ
せ
て
く
れ
る
町
並
み
は

ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。

宿
場
の
話
は
ホ
ッ
ト
＆
ガ
ヤ
ガ
ヤ

　
東
海
道
保
土
ヶ
谷
宿
と
い
う
歴
史
性
を
ま
ち
づ
く
り

に
生
か
す
た
め
、
保
土
ヶ
谷
区
で
は
一
九
八
五
年
に
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
行
わ
れ
、
そ
の
成
果
は
区
の
事
業
に

活
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
区
の
職
員
が
中

心
と
な
っ
て
、
区
民
の
有
志
と
と
も
に
一
九
八
六
年
七

月
に
東
海
道
倶
楽
部
と
い
う
歴
史
研
究
会
を
つ
く
り
、

翌
年
六
月
、
そ
の
研
究
結
果
を
「
保
土
ヶ
谷
宿
と
ま
ち

づ
く
り
」
と
い
う
冊
子
に
ま
と
め
た
。

　
そ
し
て
、
そ
の
研
究
結
果
を
発
表
す
る
た
め
、
七
月

十
日
に
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
。
こ
の
発
表

会
は
、
朝
日
新
聞
で
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
多
く
の
人

達
の
参
加
を
え
た
。
し
か
も
、
こ
の
と
き
行
っ
た
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
に
、
こ
れ
か
ら
勉
強
会
に
参
加
し
た

い
と
い
う
人
が
二
八
人
も
い
た
の
で
あ
る
。
保
土
ヶ
谷

の
歴
史
を
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
し
た
い
、
と
い
う
思
い

を
持
っ
た
人
が
多
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
が
、
会
の
活

動
は
、
こ
う
し
て
住
民
主
体
の
活
動
へ
と
変
化
し
て
い

っ
た
。

　
そ
の
後
何
回
か
の
打
ち
合
わ
せ
を
経
て
、
八
月
二
十

四
日
に
発
足
式
を
行
い
、
研
究
テ
ー
マ
や
会
の
名
称
に

つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
特
に
会
の
名
称
に
つ
い
て
は
、

あ
ら
か
じ
め
た
た
き
台
と
し
て
名
称
を
三
つ
用
意
し
、

会
場
か
ら
も
案
を
出
し
て
も
ら
い
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
・
オ

ー
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
楽
し
い
雰
囲
気
の
中
で
議
論
が
行

わ
れ
た
。

　
こ
の
と
き
、
全
部
で
九
つ
ほ
ど
出
さ
れ
た
名
称
の
中

か
ら
、
二
つ
に
絞
っ
て
決
戦
投
票
を
行
っ
た
。
ひ
と

つ
は
「
保
土
ヶ
谷
四
百
倶
楽
部
」
で
、
も
う
ひ
と
つ
は

　
「
Ｈ
Ｏ
Ｔ
が
や
が
や
四
百
」
で
あ
る
。
前
者
は
保
土
ヶ

谷
宿
が
公
認
宿
に
な
っ
た
一
六
〇
一
年
か
ら
数
え
て
、

二
〇
〇
一
年
に
四
〇
〇
周
年
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
で

18調査季報97　88.3

一二三四五

ニ

一



四
百
を
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
は
「
ほ
ど
が
や
」

を
も
じ
っ
て
、
Ｈ
Ｏ
Ｔ
に
濁
点
を
つ
け
る
こ
と
で
「
ほ

ど
」
と
読
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
多
く
の
会
員

に
支
持
さ
れ
、
前
者
を
会
の
名
称
に
、
後
者
を
イ
ベ
ン

ト
の
時
に
使
お
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
前
者
に
つ

い
て
は
そ
の
後
修
正
意
見
が
出
て
、
程
ヶ
谷
で
ど
う
だ

と
か
、
宿
を
入
れ
た
方
が
よ
い
と
か
、
み
ん
な
で
熱
心

に
討
議
を
重
ね
、
「
保
土
ヶ
谷
宿
四
百
倶
楽
部
」
（
今
後

は
「
四
百
倶
楽
部
」
と
よ
ぶ
）
が
会
の
名
称
と
し
て
採
用

さ
れ
た
。
後
者
は
現
在
会
報
の
名
称
に
使
っ
て
い
る
。

　
こ
の
会
の
方
針
は
、
気
軽
に
楽
し
く
や
り
な
が
ら
、

歴
史
の
流
れ
の
中
で
蓄
積
し
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て

い
る
埋
も
れ
た
遺
産
を
掘
り
起
こ
し
、
保
土
ヶ
谷
の
今

後
の
ま
ち
お
こ
し
－
ほ
ど
が
や
ら
し
さ
づ
く
り
－
と
活

性
化
を
進
め
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

元
治
元
年
の
都
市
的
町
並
み

　
町
並
み
は
地
域
の
文
化
を
表
現
す
る
貴
重
な
手
段
で

あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
東
海
道
倶
楽
部
の
活
動
で
探
り

だ
し
た
保
土
ヶ
谷
宿
の
特
徴
と
、
そ
の
復
元
作
業
に
つ

い
て
み
て
み
た
い
。

④
―
町
並
み
の
復
元

　
町
並
み
の
復
元
模
型
は
、
最
近
各
地
の
博
物
館
で
数

多
く
再
現
さ
れ
て
い
る
。
町
並
み
復
元
模
型
の
ス
ケ
ー

ル
は
千
住
宿
の
足

立
博
物
館
で
は
五

〇
分
の
一
で
、
三

〇
〇
メ
ー
ト
ル
に

わ
た
る
街
道
を
再

現
し
て
い
る
。
川

崎
市
民
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
で
は
一
〇
〇

分
の
一
で
作
成
中

で
あ
り
、
平
塚
市

や
府
中
市
の
博
物

館
は
二
〇
〇
分
の

一
、
江
東
区
の
深
川
江
戸
資
料
館
の
長
屋
や
旅
籠
は
原

寸
大
で
再
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
国
立
民
族
学
博
物
館

で
は
、
原
寸
大
に
し
な
い
と
き
で
も
、
少
な
く
と
も
、

一
〇
分
の
一
で
模
型
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
そ
こ
で
、
保
土
ヶ
谷
の
都
市
形
成
の
ル
ー
ツ
、
宿
場

の
町
並
み
に
つ
い
て
、
保
土
ヶ
谷
郷
土
史
に
あ
る
元
治

元
年
（
一
八
六
四
年
）
の
町
並
み
絵
図
や
公
図
（
昭
和

七
年
、
お
よ
び
現
代
）
を
用
い
て
、
保
土
ヶ
谷
宿
が
ど

ん
な
町
で
あ
っ
た
か
検
討
を
加
え
て
み
た
。

　
宿
場
町
は
自
然
発
生
的
な
町
で
な
く
、
幕
府
に
よ
っ

て
計
画
的
に
作
ら
れ
た
街
道
に
沿
っ
て
、
細
長
く
の
び

た
集
落
を
形
成
し
て
い
た
。
江
戸
末
期
に
な
る
と
交
通

量
の
増
大
に
伴
い
旅
籠
、
茶
屋
、
商
店
の
数
は
急
増
し

た
。
こ
の
頃
に
は
、
宿
場
は
周
囲
の
農
村
部
と
違
う
町

並
み
を
形
成
し
て
い
た
と
推
測
し
う
る
。

　
宿
場
の
地
割
図
の
特
徴
は
、
街
道
を
は
さ
ん
で
間
口

が
狭
く
奥
行
き
の
長
い
形
、
短
冊
型
で
あ
る
。
川
崎
宿

　
（
図
－
１
）
が
そ
う
で
あ
り
、
品
川
宿
や
安
中
宿
、
奈

良
井
宿
も
同
様
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
保
土
ヶ
谷
宿
の
あ
っ
た
保
土
ヶ
谷
町
、
帷

子
町
の
公
図
（
昭
和
七
年
和
紙
に
作
図
）
を
み
る
と
、
短

表‐１　保土ヶ谷宿の人口の推移

図‐１　川崎宿の地割図
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冊
型
が
読
み
取
れ
る
。
現
代
の
公
図
に
も
、
天
王
町
駅

周
辺
を
除
い
て
、
こ
の
特
徴
か
か
な
り
残
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
今
で
も
短
冊
型
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
。
地
割
図
を
都
市
の
遺
伝
子
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
平
面
の
配
置
の
復
元
に
あ
た
り
、
現
在
で
も
昔
の
場

所
が
知
ら
れ
て
い
る
本
陣
、
脇
本
陣
、
茶
屋
本
陣
を
キ

ー
に
し
て
、
一
つ
一
つ
町
並
み
絵
図
の
家
々
を
公
図
に

の
せ
て
い
っ
た
。
元
治
元
年
の
町
並
み
絵
図
は
、
将
軍

上
洛
時
に
一
、
〇
〇
〇
人
も
の
人
間
が
移
動
す
る
た
め
、

宿
泊
施
設
の
現
況
調
査
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
、
各
々
の
家
の
間
口
と
奥
行
き
と
部
屋
の
広
さ
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。
部
分
的
に
は
分
筆
等
の
た
め
、
不
整

合
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
お
お
よ
そ
の
配
置
は
確
定

し
、
高
札
場
、
問
屋
揚
、
助
郷
会
所
の
位
置
に
つ
い
て

の
確
認
が
で
き
た
。

　
幕
府
に
よ
っ
て
人
工
的
に
作
ら
れ
た
宿
場
の
特
徴
と

し
て
、
本
陣
か
ら
街
道
が
「
く
」
の
字
に
屈
折
し
て
い

る
。
こ
れ
は
城
下
町
の
道
が
軍
事
的
理
由
で
屈
折
し
て

い
る
の
と
同
じ
理
由
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
陣
を
中
心

と
し
て
旅
籠
や
店
が
連
担
し
て
い
て
、
近
隣
の
村
落
と

違
う
都
市
的
景
観
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
う
か
が
え

る
。
当
時
の
街
道
の
連
続
立
面
図
再
現
は
、
今
後
の
課

題
で
あ
る
。

②
－
宿
内
の
家
の
状
況

　
保
土
ヶ
谷
宿
の
街
道
の
幅
員
は
五
間
（
九
メ
ー
ト
ル
）

で
あ
る
。
こ
の
五
間
の
道
を
は
さ
ん
だ
家
々
の
内
容
を

記
し
て
い
る
の
か
保
土
ヶ
谷
宿
往
還
町
並
絵
図
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
間
口
、
奥
行
き
、
座
敷
の
広
さ
、
板
座
敷

の
広
さ
、
総
坪
数
、
総
畳
数
、
屋
号
、
名
前
が
し
る
さ

れ
て
い
る
。
近
隣
の
村
の
家
の
つ
く
り
は
、
名
主
の
家

を
除
い
て
す
べ
て
粗
末
な
家
で
畳
部
屋
が
な
か
っ
た
の

に
対
し
て
、
宿
内
に
は
大
き
い
家
が
連
続
し
て
い
た
。

格
式
の
高
い
門
と
玄
関
を
配
置
し
た
、
瓦
屋
根
の
広
い

屋
敷
の
本
陣
を
中
心
と
し
て
、
脇
本
陣
、
二
階
格
子
の

旅
館
、
草
葺
屋
根
の
店
が
並
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
本
陣
の
建
坪
の
広
さ
は
二
七
〇
坪
、
脇
本
陣
大
金
子

屋
は
、
七
五
坪
と
い
う
大
変
大
き
い
屋
敷
で
、
現
代
で

も
立
派
な
屋
敷
で
あ
る
。

　
宿
内
の
家
々
は
朱
書
き
で
上
・
中
・
下
と
い
う
分
け

方
が
し
て
あ
る
。
お
お
む
ね
広
い
家
が
上
と
い
う
ラ
ン

ク
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
間
口
五

間
、
奥
行
き
一
〇
間
以
上
の
タ
イ
プ
を
み
る
と
、
上
は

七
軒
、
中
は
二
軒
、
下
は
二
軒
あ
る
。
同
じ
程
度
の
屋

敷
の
広
さ
で
三
つ
の
タ
イ
プ
が
共
存
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
川
崎
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
準
備
室

の
三
輪
主
査
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
よ
る
と
、
お
お
む
ね
家

の
つ
く
り
の
格
で
分
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

上
は
瓦
屋
根
、
中
は
板
葺
、
下
は
草
葺
と
い
う
風
に
推

測
し
う
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
間
口
と
奥
行
き
の
各
々
の
長
さ
の
分
布
状
況
は
、
表

－
２
の
と
お
り
で
あ
る
。
地
割
図
の
間
口
が
五
～
六
間

タ
イ
プ
が
多
い
た
め
、
建
物
の
間
口
は
三
間
か
ら
五
間

が
八
八
％
を
占
め
て
い
る
。
奥
行
き
は
四
間
か
ら
一
〇

間
ま
で
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
奥
行
き
が
長
い
地
割
の

た
め
、
街
道
に
面
し
た
家
の
奥
は
、
畑
も
あ
る
が
、
家

も
建
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
東
海
道
分
開
延
絵
図
に
よ
っ

て
知
る
こ
と
か
で
き
る
。

③
－
本
陣
の
復
元

　
本
陣
の
名
称
は
、
武
士
は
常
に
い
く
さ
の
心
構
え
を

も
っ
て
宿
泊
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
つ
け
ら
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
保
土
ヶ
谷
宿
の
象
徴
的
な
建
物
で
あ
る
こ

の
本
陣
の
こ
と
を
語
ら
ず
し
て
、
保
土
ヶ
谷
宿
を
語
る

表‐２　間口、奥行きの分布
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こ
と
は
で
き
な
い
。

　
大
名
は
三
〇
〇
人
か
ら
五
〇
〇
人
の
大
移
動
で
、
調

理
器
具
、
生
活
用
品
を
す
べ
て
用
意
し
、
料
理
人
ま
で

連
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
本
陣
は
泊
ま
る
場
所
を
提
供
す

る
こ
と
を
、
主
な
役
目
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
本
陣
の
建
築
に
つ
い
て
大
熊
喜
邦
氏
は
「
東
海
道
宿

駅
と
其
の
本
陣
研
究
」
　
（
日
本
資
料
刊
行
会
）
の
な
か

で
基
本
型
、
広
場
型
、
後
退
型
、
大
土
間
型
、
遮
蔽
型

の
五
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
保

土
ヶ
谷
宿
の
本
陣
は
、
ど
の
タ
イ
プ
に
も
該
当
し
て
い

な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
本
陣
の
建
物
は
浮
世
絵
、
江
戸
名
所
図
会
に
描
か
れ

て
い
る
が
、
品
川
、
川
崎
、
神
奈
川
、
戸
塚
と
比
べ
て

み
る
と
、
想
像
復
元
さ
れ
た
保
土
ヶ
谷
本
陣
（
浮
世
絵

や
名
所
図
会
に
な
ぜ
か
ま
っ
た
く
描
か
れ
て
い
な
い
）

の
玄
関
に
は
唐
破
風
の
屋
根
が
あ
り
、
特
に
豪
華
な
仕

上
げ
が
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
保
土
ヶ
谷
本
陣
の
資
料
と
し
て
は
、
平
面
図
は
弘
化

年
間
（
一
八
四
四
～
一
八
四
八
年
）
の
　
「
程
ヶ
谷
宿
御

陣
」
と
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
年
）
の
「
将
軍
上
洛

座
敷
割
の
絵
図
」
が
あ
る
。
立
面
の
も
の
と
し
て
、
一

八
六
八
年
頃
の
本
陣
の
門
前
で
外
国
人
の
写
っ
て
い
る

写
真
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
僅
か
な
資
料
か
ら
、
東
海
道
倶
楽
部

の
地
元
メ
ン
バ
ー
・
金
子
寿
彦
氏
（
建
築
家
・
現
四
百

倶
楽
部
の
代
表
）
が
想
像
復
元
図
（
図
－
２
）
を
再
現

さ
せ
た
。
こ
の
本
陣
の
想
像
復
元
図
は
、
保
土
ヶ
谷
の

共
有
財
産
と
い
う
こ
と
で
、
四
百
倶
楽
部
に
版
権
が
寄

贈
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
本
陣
の
立
面
図
は
岩
崎
中
学
校
の
四
〇
周
年
記

念
誌
や
、
岩
崎
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
会
報
に
昨
年
載
せ
ら

れ
、
朝
日
新
聞
横
浜
版
（
昨
年
六
月
十
八
日
）
に
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
立
面
図
を
も
と

に
し
た
模
型
の
作
成
と
常
設
展
示
は
、
地
元
の
人
達
の

大
き
な
関
心
事
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
復
元
さ
れ
た
本

陣
を
用
い
て
Ｔ
シ
ャ
ツ
や
絵
は
が
き
を
作
る
こ
と
な
ど

が
、
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
。

宿
場
を
キ
ー
に
し
た
ま
ち
お
こ
し

　
が
っ
て
の
保
土
ヶ
谷
宿
は
、
現
在
の
市
域
の
三
分
の

一
ほ
ど
の
地
域
に
お
け
る
、
経
済
、
文
化
の
中
心
地
で

あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
保
土
ヶ
谷
宿
の
歴
史
性
を
ど
う
現
代
に
生

か
し
て
い
く
か
、
他
の
宿
場
町
と
比
較
し
考
え
て
み
た

い
。

①
－
先
進
地
と
の
比
較

　
古
い
町
や
宿
場
と
い
う
と
、
思
い
浮
か
ん
で
く
る
地

名
は
世
界
歴
史
会
議
を
昨
年
十
一
月
に
開
い
た
京
都
は

別
格
と
し
て
、
妻
籠
、
足
助
、
奈
良
井
宿
な
ど
が
有
名

で
あ
る
。
歴
史
的
環
境
と
し
て
の
町
並
み
を
生
か
し
た

図‐２　本陣の想像復元図（北立面図）
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ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
、
そ
れ
ら
の
先
進
事
例
を

み
て
み
る
と
、
そ
の
特
徴
を
四
点
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
（
表
-
３
参
照
）
。

①
　
残
す
に
値
す
る
町
並
み
が
あ
る
。

②
　
そ
の
地
域
な
ら
で
は
の
祭
り
や
特
産
物
が
あ
る
。

③
　
歴
史
を
学
べ
る
博
物
館
（
資
料
館
）
が
あ
る
。

④
　
保
存
・
修
復
把
当
た
っ
て
、
住
民
・
行
政
の
熱
意

　
と
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
歴
史
的
環
境
を
保
全
し
、
祭
り
や
特
産
物
を

次
代
に
伝
え
て
い
く
に
あ
た
り
、
住
民
や
行
政
が
と
も

に
郷
土
の
共
有
財
産
を
大
切
に
す
る
熱
意
が
ホ
ッ
ト
に

感
じ
ら
れ
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
条
件
を
保
土
ヶ
谷
に
適
用
し
て

み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
残
す
べ
き
町
並
み
は
全
く
な

い
し
、
特
筆
す
べ
き
産
物
や
祭
り
も
な
い
。
し
か
し
、

例
え
ば
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
、
大
正
時
代
に
廃
止
さ
れ

た
神
戸
市
（
ゴ
ウ
ト
イ
チ
）
は
、
相
当
な
に
ぎ
わ
い
が
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宿
場
関
係
の
古
文

書
が
大
量
に
残
さ
れ
、
横
浜
市
史
第
一
巻
（
昭
和
三
十

三
年
）
、
保
土
ヶ
谷
郷
土
史
（
昭
和
十
三
年
）
に
活
用

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
現
在
で
は
埋
没
し
て
い
る
が
、

掘
り
起
こ
し
の
努
力
次
第
で
は
、
再
度
照
明
を
あ
て
て

復
元
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
歴
史
的
素
材
が
数
多
く

あ
り
そ
う
な
の
で
あ
る
。

②
－
県
内
旧
宿
場
の
様
子

　
県
内
の
各
宿
場
を
み
て
み
る
と
、
宿
場
資
料
を
展
示

し
た
常
設
展
は
、
藤
沢
を
除
い
て
す
べ
て
設
置
さ
れ
て

い
る
。
祭
り
や
特
産
品
も
あ
る
（
表
－
４
）
。

　
と
こ
ろ
が
、
品
川
か
ら
三
番
目
の
宿
場
で
あ
っ
た
保

土
ヶ
谷
宿
の
地
域
は
、
明
治
以
降
。
大
正
、
昭
和
に
か

け
て
時
代
と
と
も
に
帷
子
川
沿
い
に
工
場
が
進
出
し
、

表‐３　先進旧宿場との比較

表‐４　神奈川県内の旧宿場の比較
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中
心
的
な
役
割
を
失
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
江
戸
時
代

か
ら
の
祭
り
や
産
物
を
継
承
し
て
、
新
し
い
時
代
の
変

化
に
対
応
し
う
る
も
の
を
ク
リ
エ
イ
ト
す
る
こ
と
も
で

き
ず
に
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
岐
阜
県
で
は
中
部
未
来
博
8
8
の
プ
レ
・
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
岐
阜
県
内
の
旧
宿
場
を
集
め
て
中
山
道
連
合
を
つ

く
り
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
中
山
道
六
九
次
サ
ミ
ッ
ト
を

開
催
し
て
い
る
。

　
ま
た
一
九
八
六
年
秋
に
は
、
旧
「
国
名
」
を
名
称
と

し
て
い
る
北
は
青
森
県
「
陸
奥
」
か
ら
南
は
鹿
児
島
県

　
「
薩
摩
」
、
「
大
隅
」
ま
で
全
国
の
三
五
の
市
や
町
が
集

ま
っ
て
全
国
伝
統
地
名
（
旧
国
名
）
市
町
村
連
絡
協
議

会
が
結
成
さ
れ
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成
や
物
産
展
を

行
っ
た
。

　
江
戸
時
代
に
は
品
川
宿
か
ら
箱
根
宿
を
含
め
た
一
〇

ケ
宿
組
合
が
あ
り
、
宿
場
相
互
の
助
け
合
い
が
あ
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
今
後
神
奈
川
県
内
の
旧
宿
場

と
も
相
互
に
交
流
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

未
来
に
つ
な
が
る
宿
場
お
こ
し

　
保
土
ヶ
谷
宿
の
固
有
の
歴
史
や
伝
統
を
埋
も
れ
さ
せ

ず
に
、
今
一
度
掘
り
起
こ
し
を
す
る
目
的
で
作
ら
れ
た

の
が
四
百
倶
楽
部
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
四
百
倶
楽
部
で
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
や
活
動
の
メ
ニ
ュ
ー
を
次
に
紹
介
し
た
い
（
図
－
３

参
照
）
。

①
-
イ
ベ
ン
ト
づ
く
り

　
四
百
倶
楽
部
は
、
保
土

ヶ
谷
に
新
し
い
ド
ラ
マ
を

作
り
、
ほ
ど
が
や
ス
ト
ー

リ
ー
を
多
様
に
展
開
し
て

い
く
こ
と
を
考
え
て
い

る
。
そ
の
イ
ベ
ン
ト
の
一

つ
と
し
て
、
本
年
五
月
に

地
元
の
お
寺
の
本
堂
を
借

り
て
、
宿
場
落
語
の
会
を

開
く
準
備
を
進
め
て
い

る
。
こ
の
宿
場
落
語
は
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
で
ガ
ヤ
亭
ル

ン
馬
（
本
陣
図
を
再
生
さ

せ
た
金
子
さ
ん
の
ペ
ン
ネ

ー
ム
）
創
作
な
る
も
の
で

あ
る
。
演
目
は
「
政
子
の
井
戸
」
「
北
向
地
蔵
」
「
紀
州

の
殿
様
」
の
三
つ
で
あ
る
。
市
役
所
落
語
研
究
会
に
お

願
い
し
、
近
々
リ
ハ
ー
サ
ル
を
公
開
で
開
く
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
県
内
各
宿
場
の
交
流
を
か
ね
た
宿
場

文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
も
検
討
し
て
い
る
。

　
前
述
の
通
り
保
土
ヶ
谷
宿
の
誕
生
は
一
六
〇
一
年

で
、
二
〇
〇
一
年
に
は
四
〇
〇
周
年
を
迎
え
る
。
し
か

し
、
江
戸
時
代
に
幕
府
直
轄
地
で
江
戸
の
行
楽
コ
ー
ス

で
あ
っ
た
横
浜
は
、
今
も
東
京
圏
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で

あ
る
。
巨
大
化
、
画
一
化
が
進
む
東
京
の
ブ
ラ
ン
チ
で

あ
る
横
浜
に
お
い
て
も
、
多
様
化
、
分
衆
化
し
た
人
々
が

定
住
化
し
つ
つ
あ
り
、
こ
う
し
た
人
々
か
ら
新
し
い
文

化
活
動
が
生
ま
れ
、
「
横
浜
ら
し
さ
」
　
「
保
土
ヶ
谷
ら

し
さ
」
が
ク
リ
エ
イ
ト
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
想
定
で
き

る
。

　
東
海
道
の
宿
場
で
あ
っ
た
市
内
の
ま
ち
、
神
奈
川
、

図‐３　ぐらんど・でざいん「ほどがや・るねっさんす」
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戸
塚
と
も
協
力
し
な
が
ら
、
地
域
の
市
民
の
自
発
的
な

ま
ち
お
こ
し
、
創
意
工
夫
あ
る
イ
ベ
ン
ト
づ
く
り
を
期

待
し
た
い
。

②
－
宿
場
博
物
館
づ
く
り

　
江
戸
時
代
以
来
の
地
域
文
化
の
遺
産
が
希
薄
な
横
浜

で
、
保
土
ヶ
谷
宿
と
い
う
歴
史
性
は
大
切
な
資
源
と
も

い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
継
続
し
て
文
化
活
動
を

支
援
す
る
施
設
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
博
物
館
や
図
書
館
の
各
国
の
比
較
は
図
－
４
の
と
お

り
で
あ
る
。
保
土
谷
ケ
区
の
人
口
は
一
八
万
人
で
、
ア

メ
リ
カ
並
に
考
え
て
み
る
と
、
図
書
館
は
四
つ
、
博
物

館
は
二
つ
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
保
土
ヶ
谷
の
貴
重
な
歴
史
性
を
常
設
展
示
す

る
場
と
し
て
、
周
辺
の
町
並
み
に
も
好
印
象
を
あ
た
え

う
る
宿
場
博
物
館
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
宿
揚
博
物
館

の
な
か
に
古
文
書
、
浮
世
絵
な
ど
と
と
も
に
、
本
陣
や

宿
場
の
町
並
み
の
模
型
を
展
示
す
る
。
建
物
を
和
風
に

仕
上
げ
、
日
本
庭
園
と
セ
ッ
ト
し
て
い
る
事
例
と
し
て

は
、
品
川
区
や
足
立
区
の
博
物
館
な
ど
が
あ
り
、
江
東

区
の
深
川
江
戸
資
料
館
の
よ
う
に
ホ
ー
ル
を
芝
居
小
屋

風
に
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
保
土
ヶ
谷

区
の
代
表
的
な
建
築
物
と
し
て
は
、
本
陣
風
に
設
計
を

施
し
、
こ
の
建
物
を
日
本
庭
園
の
中
に
配
置
す
れ
ば
、

外
国
人
ツ
ー
リ
ス
ト
に
も
喜
ば
れ
る
も
の
に
な
る
だ
ろ

う
。

　
す
な
わ
ち
「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
施
設
、
文
化

活
動
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
し
た
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
だ
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
文
化
施
設
を

核
と
し
て
、
そ
れ
を
全
市
域
に
及
ぼ
し
て
い
く
町
づ
く

り
で
あ
る
。
」
（
「
都
市
空
間
の
文
化
」
川
添
登
）

③
－
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
と
運
営

ア
が
や
が
や
会

　
毎
月
第
三
水
曜
日
に
各
分
科
会
の
情
報
交
換
や
会
報

の
内
容
、
会
の
運
営
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
運
営

委
員
会
で
は
堅
い
の
で
、
が
や
が
や
会
と
呼
ぶ
こ
と
に

し
て
い
る
。
会
員
に
商
店
の
人
も
多
い
の
で
、
会
の
開

始
時
間
は
夜
七
時
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。

イ
歴
史
勉
強
会

　
毎
回
二
〇
人
近
く
の
参
加
者
が
あ
り
、
最
も
人
気
の

高
い
分
科
会
に
な
っ
て
い
る
。
東
海
道
倶
楽
部
作
成
の

　
「
保
土
ヶ
谷
宿
と
ま
ち
づ
く
り
」
の
冊
子
を
テ
キ
ス
ト

に
、
保
土
ヶ
谷
町
の
地
元
有
志
の
方
の
事
務
所
を
お
借

り
し
て
、
毎
月
第
一
水
曜
日
夜
七
時
か
ら
開
い
て
い
る
。

ウ
古
文
書
勉
強
会

　
専
門
的
な
知
識
が
必
要
で
あ
る
の
で
参
加
者
は
限
ら

れ
て
い
る
が
、
古
文
書
の
専
門
家
に
も
参
加
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
た
め
、
本
格
的
な
古
文
書
の
分
折
が
始
ま

っ
て
い
る
。
将
来
区
史
を
作
る
時
の
基
礎
作
業
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。
会
楊
は
地
元
有
志
の
方
の
家
を
お
借
り

し
て
い
る
。

エ
宿
場
名
物
食
物
の
開
発

　
今
年
八
月
の
保
土
ヶ
谷
祭
り
に
出
展
す
る
予
定
で
、

地
元
の
そ
ば
屋
さ
ん
、
寿
司
屋
さ
ん
、
菓
子
屋
さ
ん
を

中
心
に
し
て
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
昔
あ
っ
た
も

の
を
再
生
し
、
現
代
風
に
作
り
変
え
る
こ
と
で
、
新
し
い

保
土
ヶ
谷
名
物
食
物
を
作
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
四

月
に
試
食
会
を
盛
大
に
開
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

オ
宿
場
グ
ッ
ズ
の
開
発

図‐４　欧米先進国より遅れている生

　　　活関連社会資本整備
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本
陣
の
想
像
復
現
図
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
Ｔ
シ
ャ

ツ
、
あ
る
い
は
粘
土
で
飛
脚
の
人
形
を
作
る
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
と
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
八
月
の
保
土
ヶ
谷
祭
り
に
出
店
す
る
準

備
を
進
め
て
い
る
。

カ
町
並
み
探
偵
団

　
元
治
元
年
の
町
並
み
復
元
と
し
て
は
、
平
面
レ
ベ
ル

が
で
き
て
い
る
の
で
、
本
陣
中
心
に
両
側
二
〇
〇
メ
ー

ト
ル
程
度
ま
で
連
続
立
面
図
を
作
り
、
八
月
の
保
土
ヶ

谷
祭
り
に
展
示
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
町
並
み
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ

ま
で
出
か
け
て
い
く
「
宿
揚
ツ
ア
ー
」
や
近
く
の
博
物

館
を
見
に
行
く
「
博
物
館
め
ぐ
り
」
を
予
定
し
て
い
る
。

　
東
京
大
学
の
西
村
助
教
授
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
で

は
草
の
根
の
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
ロ
ー
カ
ル
ア
メ
ニ
テ

イ
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
が
盛
ん
に
活
動
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
四
百
倶
楽
部
は
ま
だ
生
ま
れ
て
間
も
な
い

会
で
あ
る
。
歴
史
の
勉
強
会
か
ら
発
展
し
て
、
活
動
を

始
め
た
ば
か
り
の
会
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
も
地
域

の
文
化
創
造
、
文
化
研
究
に
励
み
、
活
動
を
通
し
て
得

ら
れ
た
も
の
は
地
域
に
生
か
し
、
「
ほ
ど
が
や
・
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
」
と
し
て
の
宿
揚
文
化
を
再
生
・
継
承
し
て

い
く
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＜
保
土
ヶ
谷
宿
四
百
倶
楽
部
＞
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