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歴
史
都
市
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
町
が
た
ど
っ
て
き
た
時

の
流
れ
が
、
建
物
や
街
路
の
細
か
な
つ
く
り
の
変
化
に
堆

積
し
、
そ
れ
を
足
と
目
で
読
み
と
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ

る
。
函
館
の
よ
う
な
港
町
で
あ
れ
ば
、
海
や
坂
、
山
が
加

わ
っ
て
、
一
層
く
っ
き
り
と
目
に
映
え
て
く
る
。

　

函
館
は
北
海
道
へ
の
玄
関
口
で
あ
り
、
日
本
が
近
代
へ

と
踏
み
い
っ
た
歴
史
の
玄
関
口
で
も
あ
っ
た
。
い
ま
は
内

陸
部
へ
大
き
く
ひ
ろ
が
っ
た
函
館
市
だ
が
、
そ
の
原
点
は

函
館
山
麓
の
西
部
旧
市
街
に
あ
る
。
旧
市
街
の
中
央
に
ひ

と
き
わ
広
く
通
さ
れ
た
坂
道
が
あ
っ
て
、
基
坂
（
も
と
い

ざ
か
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。「
基
」
は
文
字
通
り
函
館
の

原
点
を
記
念
し
て
つ
け
た
名
称
だ
。

　

基
坂
の
下
端
に
は
、
１
８
５
９
（
安
政
６
）
年
、
国
際

貿
易
港
と
し
て
の
開
港
と
同
時
に
運
上
所
、
後
の
税
関
が

設
け
ら
れ
た
。
坂
を
登
り
つ
め
た
と
こ
ろ
に
は
、
旧
函
館

区
公
会
堂
が
華
や
か
な
姿
を
見
せ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は

幕
府
の
奉
行
所
が
あ
っ
た
。
１
８
０
３
（
享
和
３
）
年
、

坂
道
の
真
正
面
に
建
て
ら
れ
た
役
所
で
あ
る
。
時
代
が
明

治
に
な
っ
て
、
開
拓
使
函
館
支
庁
、
函
館
県
庁
、
次
い
で

北
海
道
庁
の
支
庁
に
看
板
が
変
わ
っ
た
。
１
９
０
９
（
明

治
42
）
年
に
建
て
ら
れ
た
函
館
支
庁
、
の
ち
の
渡
島
支
庁

舎
が
残
っ
て
い
る
。
い
ま
は
あ
た
り
が
元
町
公
園
と
し
て

整
備
さ
れ
、
庁
舎
は
位
置
を
少
し
脇
に
移
し
て
観
光
案
内

所
に
な
っ
て
い
る
。

　

基
坂
は
こ
の
よ
う
に
幕
政
時
代
の
函
館
の
原
点
を
象
徴

し
て
い
る
が
、
原
点
は
は
る
か
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
。
函

館
（
昔
は
箱
館
と
書
い
た
）
の
ル
ー
ツ
は
、
箱
の
よ
う
に

四
角
な
館
＝
城
砦
だ
っ
た
と
い
う
。
館
の
位
置
は
基
坂
の

現
在
の
市
立
病
院
跡
の
あ
た
り
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

基
坂
が
通
さ
れ
る
前
は
、
海
べ
り
の
下
町
と
は
崖
で
へ
だ

て
ら
れ
た
高
台
に
な
っ
て
い
て
、
海
を
見
わ
た
す
絶
好
の

立
地
だ
っ
た
。

　

海
べ
り
の
道
筋
は
い
ま
の
市
電
通
り
に
あ
た
る
。
船
着

き
場
を
背
後
に
し
て
問
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
た
。
箱
館
港

町
は
18
世
紀
末
に
は
、
松
前
、
江
差
と
な
ら
ん
で
「
松
前

の
三
湊
」
と
謳
わ
れ
た
。
た
だ
そ
の
中
心
は
、
古
く
は
岬

寄
り
の
弁
天
町
に
あ
っ
た
が
、
少
し
ず
つ
末
広
町
（
昔
の

町
名
で
は
内
澗
町
）
へ
、
さ
ら
に
大
正
・
昭
和
期
に
は
末

広
町
の
十
字
街
か
ら
現
函
館
駅
前
一
帯
へ
と
移
っ
て
い
っ

た
。

　

末
広
町
の
旧
金
森
洋
物
店
（
１
８
８
０
年
／
道
指
定
有

形
文
化
財
）
は
、
こ
の
あ
た
り
が
中
心
だ
っ
た
時
代
を
代

表
す
る
。
１
８
７
８
、７
９
（
明
治
11
、
12
）
年
と
続
い

た
大
火
の
あ
と
、
開
拓
使
の
指
導
で
防
火
造
市
街
の
建
設

が
進
め
ら
れ
た
。
末
広
町
街
路
は
防
火
造
商
家
が
ず
ら
り

と
並
ぶ
街
並
み
に
な
っ
た
が
、
同
じ
防
火
造
で
も
伝
統
的

な
土
蔵
造
り
が
一
般
的
だ
っ
た
中
で
、
金
森
洋
物
店
を
中

心
と
し
た
こ
の
一
画
だ
け
は
多
く
が
れ
ん
が
造
で
建
て
ら

れ
た
。
開
拓
使
が
れ
ん
が
を
製
造
し
、
そ
の
使
用
を
奨
励

し
た
こ
と
を
受
け
入
れ
た
、
函
館
商
人
の
進
取
性
が
よ
く

表
わ
れ
て
い
る
。

　

建
物
の
表
面
は
赤
れ
ん
が
で
は
な
く
、
白
漆
喰
を
塗
っ
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大火と函館商人の
進取性が生んだ「街」

 
函
館
西
部
地
区
の
街
並
み 


