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城
下
の
武
家
屋
敷
街

　
南
北
に
真
っ
直
ぐ
伸
び
る
幅
五
メ
ー
ト
ル
前
後
の

道
。
普
段
は
人
通
り
も
ま
ば
ら
で
静
か
な
道
の
両
側

に
は
、
百
石
か
ら
六
、七
百
石
と
い
う
仙
台
藩
の
中

級
家
臣
の
屋
敷
が
並
ん
で
い
ま
す
。
数
百
坪
か
ら
千

坪
ち
か
く
に
も
及
ぶ
広
大
な
屋
敷
は
、
土
塀
や
生
垣

で
囲
ま
れ
、
そ
の
内
側
に
は
沢
山
の
木
々
が
緑
の
葉

を
茂
ら
せ
て
い
ま
す
。
今
で
は
想
像
も
つ
き
ま
せ
ん

が
、
東
北
を
代
表
す
る
繁
華
街
で
あ
る
一
番
町
、
以

前
は
「
東
一
番
丁
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
場
所
の
、
こ

れ
が
百
五
十
年
以
前
の
様
子
で
し
た
。

　
明
治
維
新
の
大
変
動
は
、
仙
台
城
下
に
も
大
き
な

影
響
を
与
え
ま
し
た
。
戊
辰
戦
争
に
敗
れ
た
仙
台
藩

の
武
士
た
ち
は
、
家
禄
を
大
幅
に
減
ら
さ
れ
、
さ
ら

に
廃
藩
置
県
、
秩
禄
処
分
と
い
っ
た
大
き
な
制
度
改

革
の
中
で
、
急
速
に
、
そ
の
生
活
を
困
窮
さ
せ
ま
す
。

屋
敷
を
離
れ
て
帰
農
す
る
者
、
屋
敷
を
売
り
払
う
者
、

屋
敷
の
一
部
を
貸
し
て
生
計
を
維
持
す
る
者
、
等
々
。

も
と
も
と
閑
静
な
街
で
あ
っ
た
東
一
番
丁
は
、
以
前

に
も
ま
し
て
寂
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

新
し
い
商
店
街

　
こ
う
し
た
な
か
、
東
一
番
丁
の
行
く
末
を
決
め
る

こ
と
に
な
る
一
つ
の
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
通
り

の
中
ほ
ど
、
現
在
の
一
番
町
商
店
街
と
広
瀬
通
の
交

差
点
北
西
角
に
屋
敷
を
持
っ
て
い
た
山や
ん
べ家
豊と
よ
さ
ぶ
ろ
う

三
郎
が
、

屋
敷
の
一
部
に
建
物
を
設
け
て
小
さ
な
店
舗
を
十
数

戸
作
り
、
希
望
者
に
貸
し
出
し
た
の
で
す
。

　
も
っ
と
も
、
物
さ
び
し
い
武
家
屋
敷
街
の
一
角
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
借
り
手
が
付
か
な
い
こ
と
を
予

想
し
た
豊
三
郎
は
、
ま
ず
自
分
の
家
来
で
あ
っ
た
近

藤
文
吉
に
煙
草
屋
を
営
ま
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
昼
だ

け
で
は
な
く
夜
も
人
出
が
あ
る
こ
と
が
賑
わ
い
の
も

と
と
考
え
た
豊
三
郎
は
、
店
を
出
し
た
者
に
照
明
の

費
用
や
夜
食
の
握
り
飯
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
特
典

を
与
え
ま
し
た
。
ほ
か
に
も
屋
敷
神
で
あ
っ
た
山や

ん
べ家

明み
ょ
う
じ
ん

神
（
和
霊
神
社
）
を
開
放
し
て
、
と
き
ど
き
祭
礼

を
行
う
な
ど
、
賑
わ
い
の
創
出
に
努
め
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
策
が
功
を
奏
し
、
豊
三
郎
の
屋
敷
を
発

火
点
に
、
東
一
番
丁
や
そ
の
周
辺
に
は
い
ろ
い
ろ
な

店
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
当
時
の
仙
台
で
繁
盛
し

て
い
た
の
は
、
大
町
や
国
分
町
で
し
た
が
、
こ
れ
ら

江
戸
時
代
以
来
の
町
に
は
老
舗
の
大お
お
だ
な店

が
並
び
、
ま

た
地
価
も
高
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
へ
の
進
出
は
容
易

な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
東
一
番

丁
は
、
新
興
の
町
と
い
う
こ
と
で
、
地
価
も
安
く
、

古
い
し
が
ら
み
も
少
な
い
た
め
、
新
し
い
商
売
を
起

こ
し
た
い
人
が
店
を
構
え
る
に
は
好
適
で
、
例
え
ば

牛
肉
屋
や
洋
食
屋
な
ど
も
で
き
て
き
ま
し
た
。
さ
ら

に
劇
場
、
芸
妓
屋
も
で
き
た
東
一
番
丁
は
、
ま
た
た

く
ま
に
仙
台
有
数
の
繁
華
街
と
な
っ
た
の
で
す
。

周
旋
家
・
豊
三
郎

　
山
家
豊
三
郎
は
、
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
、
家

禄
五
百
石
の
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
祖
父
か

ら
砲
術
を
学
ん
だ
豊
三
郎
は
、
仙
台
藩
が
幕
府
か
ら

蝦
夷
地
の
警
備
を
命
じ
ら
れ
た
際
に
は
大お
お
づ
つ
が
し
ら

砲
頭
と
し

て
現
地
の
指
揮
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
も
武

官
系
の
重
職
を
歴
任
し
た
豊
三
郎
で
し
た
が
、
決
し

て
武
辺
一
点
張
り
の
人
で
は
な
く
、
時
代
を
見
る
こ

と
の
で
き
る
柔
軟
な
思
考
を
備
え
た
人
物
で
し
た
。

　
東
一
番
丁
の
再
生
に
成
功
し
た
豊
三
郎
は
、
そ

の
才
を
見
込
ま
れ
、
石
巻
に
進
出
す
る
実
業
家
か

ら
、
店
の
経
営
を
任
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
に
仙
台
に
公
園
を
造

る
こ
と
に
な
っ
た
際
に
は
、
そ
の
実
現
に
尽
力
し
ま

し
た
。
豊
三
郎
ら
に
よ
っ
て
、
広
瀬
川
の
河
畔
、
か

つ
て
仙
台
藩
の
重
臣
屋
敷
が
あ
っ
た
所
に
作
ら
れ
た

の
が
、
今
も
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
西
公
園
な
の

で
す
。

　
明
治
十
五
年
に
出
版
さ
れ
た
「
宮
城
人
物
見
立
表
」

は
仙
台
の
有
名
人
を
載
せ
た
一
種
の
番
付
で
す
が
、

こ
こ
で
豊
三
郎
は
「
周し

ゅ
う
せ
ん
か

旋
家
」
と
し
て
載
っ
て
い
ま

す
。
さ
び
れ
か
け
た
武
家
屋
敷
街
を
繁
華
街
、
そ
し

て
公
園
と
し
て
再
生
さ
せ
た
豊
三
郎
は
、
ま
さ
に
新

し
い
時
代
を
周
旋
し
た
と
言
っ
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。

　
晩
年
、
豊
三
郎
は
、
仙
台
随
一
と
評
さ
れ
た
庭
園

を
も
つ
別
邸
・
清せ
い
き
え
ん

奇
園
を
作
り
、
多
く
の
文
化
人
と

交
友
を
深
め
ま
し
た
。
明
治
二
十
九
年
に
六
五
歳
で

没
し
た
豊
三
郎
の
足
跡
は
、
清
奇
園
の
跡
地
に
作
ら

れ
た
福
祉
プ
ラ
ザ
の
庭
園
と
、
フ
ォ
ー
ラ
ス
屋
上
に

祀
ら
れ
る
和
霊
神
社
に
、
今
も
息
づ
い
て
い
ま
す
。
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