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燿

一・・勒

一飩

屹

鰈

は

陽

土
蔵
造
り
商
家

明
治
二
六
年

（
一
八
九
三
）

の
川
越
大
火
に
よ

っ
て
形
成
さ

れ
た
蔵
造
り
の
町
並
み
。今
や
、

観
光
客
が
多
く
集
ま
る
人
気
ス

ポ
ッ
ト
と
な
り
ま
し
た
。
皆
さ

ん
が
高
校

に
通

っ
て
い
た
頃

は
、
こ
ん
な
観
光
地
に
な
る
な

ん
て
思
い
も
よ
ら
な
か

っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
へ
至
る
ま

ち
づ
く
り
の
話
は
長
く
な
り
ま

荒
牧
　
澄
多

記

（高
一一十
七
Ｅ

す
の
で
ま
た
の
機
会
、今
回
は
、

蔵
造
り
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し

ょ
つゝ
。

蔵
は
、
商
品
や
家
財
を
、
火

災
や
水
難
、
盗
難
等
か
ら
安
全

に
保
管
貯
蔵
す
る
目
的
で
建
て

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
素

材
も
木
や
石
、
レ
ン
ガ
な
ど
多

様
で
す
。
し
か
し
、
す
ぐ
思
い

浮
か
ぶ
の
は
、
本
で
骨
組
み
を

作
り
、
外
に
面
す

る
部
分
を
土
で
塗

り
籠
め
た
土
蔵
で

し
よ
つヽ
。

蔵
が
土
で
覆
わ

れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
平
安
か
ら

鎌
倉
時
代
に
か
け

て
で
、
板
壁
に
土

な
ど
を
塗
り
籠
め

た
建
物
が
建
て
ら

れ
た
よ
う

で
す
。

現
在
残

っ
て
い
る

土
蔵
を
描

い
た
資

料
で
最
も
古

い
も
の
は
、
延
慶

二
年

（
一
三
〇
九
）
に
成
立
し

た

「
春
日
権
現
験
記
絵
」
で
、

火
事
で
焼
け
残

っ
た
白
壁
の
土

蔵
に
家
族
が
避
難
し
て
い
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

絵
で
は
、
屋
根
も
白
く
描
か
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
自
く
四
角

い
さ
ま
か
ら
、
豆
腐
蔵
と
い
う

名
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

昔
は
、
瓦
葺
き
が
高
価
な
た

め
、
お
寺
以
外
で
葺
く
こ
と
な

か
な
か
か
な
い
ま
せ
ん
。　
一
般

の
建
物
で
は
、
板
葺
き
や
草
葺

き
で
し
た
。
土
蔵
も
例
外
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
土
で
覆

っ
た
建

物
の
上
に
、
板
葺
き
な
ど
の
屋

根
を
置
く
と
い
う
置
き
屋
根
式

で
し
た
。
今
で
も
、
川
越
近
辺

の
農
家
に
見
ら
れ
ま
す
。

蔵
造
り
は
、　
一
七
世
紀
の
中

頃
に
江
戸
で
生
ま
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
外
壁
を
厚
い
土

壁
で
覆
い
、
開
口
部
を
土
戸
な

ど
で
閉
じ
る
と
い
う
土
蔵
の
構

造
を
生
か
し
た
ま
ま
、
店
舗
や

住
ま
い
を
目
的
と
し
て
建
て
ら

れ
た
も
の
で
、
関
東
地
方
を
中

心
に
東
北
や
北
陸
の

一
部
に
広

ま

っ
て
い
き
ま
し
た
。

わ
が
国

で
、
現
存
す

る
蔵

造
り

の
最
も
古

い
例
は
、
札

の
辻
の
そ
ば
に
建
つ
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）
建
築
の
重
要
文

化
財
大
沢
家
住
宅
で
す
。
こ
の

建
物
は
、
明
治
の
川
越
大
火
の

際
に
、
周
囲
の
町
家
が
焼
き
尽

く
さ
れ
た
中
に
あ

っ
て
類
焼
を

免
れ
、
そ
の
防
火
性
能
を
遺
憾

な
く
発
揮
し
ま
し
た
。

川
越
の
蔵
造
り
の
特
徴
は
、

大
き
な
鬼
瓦
と
か
げ
盛
り
で

す
。
こ
の
か
げ
盛
り
は
、
竹
で

下
地
を
作
り
漆
喰
を
塗

っ
て
仕

上
げ
た
も
の
で
、
屋
根
を
も

っ

と
も
印
象
付
け
て
い
ま
す
。
軒

は
、
三
尺
毎
に
腕
木
を
だ
し
て

出
桁
を
受
け
、
深
い
軒
を

つ
く

り
ま
す
。

窓
も
観
音
開
き
が
多
く
見

ら
れ
ま
す
。
火
事
の
恐
ろ
し
さ

か
ら
防
火
性
能
を
重
視
し
た
か

ら
で
し
ょ
う
。
時
代
が
下
る
に

つ
け
、
格
子
の
入

っ
た
横
長
の

窓
に
代
わ
り
、
三
階
の
居
住
性

能
が
高
く
な
り
ま
す
。
な
お
、

仲
町
の
亀
屋
の
よ
う
に
観
音
開

き
が
開

い
た
時
も
閉
じ
た
時

も
、
隣
り
合
う
一扉
と
寸
分
た
が

わ
ず
組
み
合
わ
さ
れ
る
様
は
、

職
人
技
の
す
ご
さ
を
思
い
知
ら

さ
れ
ま
す
。

壁
か
ら
突
き
出
る
Ｌ
字
型

の
鉄
は
折
れ
釘
と
い
い
、
厚
い

土
壁
を
貫
き
柱
に
打
ち
つ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
土
壁
を
直
す
と

き
に
組
む
足
場
が
倒
れ
な
い
よ

う
に
支
え
る
た
め
や
、
火
事
の

時
に
焼
け
落
ち
て
も
い
い
よ
う

な
、
下
見
板
や
窓
上
の
簡
単
な

庇
を
支
え
る
た
め
に
使
わ
れ
る

も
の
で
す
。

蔵
造
り

の
下
側

の
壁
が
厚

く
な

っ
て
い
る
部
分
を
腰
巻

と
い
い
、
火
事
の
際
に
焼
け
落

ち
て
燻

っ
て
い
る
火
種
か
ら
建

物
を
守
る
と
と
も
に
、
風
雨
か

ら
守
る
役
目
も
果
た
し
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
に
、
蔵
造
り
の
各

パ
ー
ツ
は
、
飾
り
に
見
え
て
も

機
能
的
意
味
を
持

っ
て
い
ま

す
。
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