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国
分
町
に
あ
っ
た
外
人
屋

　
夜
遅
く
ま
で
に
ぎ
わ
う
国
分
町
の
通
り
は
、
江
戸

時
代
の
奥
州
街
道
、
す
な
わ
ち
江
戸
か
ら
北
に
向
か

い
、
仙
台
を
通
っ
て
津
軽
ま
で
至
る
陸
の
大
動
脈
の

一
部
で
し
た
。
盛
岡
藩
・
八
戸
藩
の
大
名
行
列
、
そ

し
て
奥
州
各
地
や
蝦
夷
地
（
北
海
道
）
視
察
の
幕
府

役
人
た
ち
も
こ
の
道
筋
を
通
っ
た
の
で
す
。

　
そ
う
し
た
要
人
の
宿
泊
の
た
め
に
は
「
本
陣
」
と

称
さ
れ
る
施
設
が
各
地
の
城
下
町
や
宿
場
町
に
設
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
仙
台
城
下
に
は
「
本
陣
」
と
呼

ば
れ
る
施
設
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
代
わ
り
に
国
分
町

に
「
外が
い

人じ
ん

屋や

」
と
い
う
屋
敷
が
設
け
ら
れ
、
本
陣
の

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
明
治
時
代
、
東
北
巡

幸
の
際
に
明
治
天
皇
の
宿
泊
所
に
選
ば
れ
た
の
も
こ

の
国
分
町
の
外
人
屋
で
し
た
。

　
も
と
も
と
、
こ
の
外
人
屋
は
大
町
に
あ
り
、
伊
達

政
宗
晩
年
の
居
所
で
あ
っ
た
若
林
城
の
御
殿
の
一
部

を
移
築
し
た
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
ま
す
。
や
は

り
大
名
や
幕
府
要
人
が
用
い
る
に
ふ
さ
わ
し
い
立
派

な
建
物
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

伊
達
家
当
主
の
直
轄
部
隊

　
こ
の
大
町
に
あ
っ
た
外
人
屋
は
、
江
戸
時
代
中
期

に
奥
州
街
道
が
通
る
国
分
町
に
移
さ
れ
ま
し
た
が
、

江
戸
時
代
後
期
に
こ
の
外
人
屋
の
管
理
に
あ
た
っ
た

の
が
米よ

ね

川か
わ

家
で
す
。
米
川
家
は
戦
国
時
代
に
は
伊
達

家
の
家
臣
と
し
て
、
何
度
か
合
戦
の
場
に
も
出
た
こ

と
が
あ
る
家
柄
で
し
た
。
政
宗
に
従
っ
て
、
米
沢
か

ら
岩
出
山
に
移
り
、
仙
台
城
下
が
つ
く
ら
れ
た
際
に

大
町
二
丁
目
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
た
と
米
川
家
の
系

譜
は
記
し
て
い
ま
す
。

　
実
は
米
川
家
だ
け
で
な
く
、
伊
達
家
と
と
も
に
米

沢
か
ら
岩
出
山
、
仙
台
へ
と
移
っ
て
き
た
、
い
わ
ゆ

る
「
御ご

譜ふ

代だ
い

町ま
ち

」
の
町
人
た
ち
は
、
単
な
る
商
人
や

職
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
は
戦
い
に
際

し
て
は
、
鉄
砲
や
弓
を
手
に
し
て
伊
達
家
当
主
の
旗

本（
直
轄
部
隊
）と
な
る
役
割
も
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
江
戸
時
代
に
入
る
と
、「
士
農
工
商
」
の
言
葉
で
表

さ
れ
る
身
分
制
が
強
ま
り
、
町
人
や
農
民
が
藩
の
軍

事
力
の
一
翼
を
担
う
こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
。「
御
譜

代
町
」
に
関
し
て
も
、
次
第
に
伊
達
家
当
主
の
直
轄

部
隊
だ
っ
た
と
い
う
古
い
記
憶
は
失
わ
れ
て
い
く
よ

う
で
す
が
、「
御
譜
代
町
」
と
い
う
誇
り
の
奥
底
に
は
、

か
つ
て
の
歴
史
的
経
緯
が
し
っ
か
り
と
埋
め
込
ま
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

仙
台
で
最
初
の
郵
便
局

　
米
川
家
は
、
大
町
一
丁
目
と
二
丁
目
を
統
括
す
る

年ね
ん

行ぎ
ょ
う
仕じ

と
い
う
町
役
人
を
代
々
務
め
ま
す
が
、
享
和

三
（
一
八
〇
三
）
年
、
十
代
目
十
右
衛
門
の
時
に
国

分
町
を
統
括
す
る
検
断
と
い
う
町
役
人
に
な
る
と
と

も
に
外
人
屋
の
管
理
も
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
以

後
、
米
川
家
は
国
分
町
に
移
り
住
み
、
検
断
の
職
と

外
人
屋
の
管
理
を
世
襲
し
て
い
ま
す
が
、
中
で
も

十
二
代
目
の
十
右
衛
門
（
重
右
衛
門
と
も
）
が
傑
出

し
た
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
生
ま
れ
の
十
右
衛
門
は
、

昭
和
初
期
の
文
献
に
は
、「
任に

ん

侠き
ょ
う
」
の
性
格
で
、
古

老
と
し
て
畏い

敬け
い
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
「
任
侠
」
と
言
っ
て
も
、
や
く
ざ
だ
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
義ぎ

侠き
ょ
う

心し
ん

に
富
む
性
格
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
と
も
か
く
、
十
二
代
目
米
川
十
右
衛
門
は
仙
台
城

下
の
町
役
人
の
中
で
も
指
導
的
立
場
に
あ
り
、
城
下

の
町
政
に
寄
与
し
た
だ
け
で
な
く
、
藩
の
経
済
政
策

に
も
参
画
し
、
特
産
物
の
育
成
や
近
江
商
人
か
ら
の

資
金
借
入
な
ど
に
も
関
与
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
明
治
の
時
代
に
な
り
、
外
人
屋
は
米

川
家
の
屋
敷
と
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
明
治
五

（
一
八
七
二
）
年
、
仙
台
で
初
め
て
の
郵
便
取
扱
所
、

す
な
わ
ち
郵
便
局
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
か
つ
て
、
郵
便
局
は
土
地
土
地
の
有
力
な
家
を
選

ん
で
設
置
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
仙
台
で
最
初
の
郵

便
局
が
置
か
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
仙
台
城
下
に
お

け
る
米
川
家
の
地
位
や
役
割
を
、
如
実
に
示
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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