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か
で
町
家
と
マ
ン
シ
ョ
ン
の
折
り
合
い
が
悪
い
と
き
、

「
マ
ン
シ
ョ
ン
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。
建
て
方
を
考
え

て
欲
し
い
」
と
古
く
か
ら
の
住
人
は
語
っ
て
い
た
。
町

の
経
済
活
動
や
暮
ら
し
が
変
わ
れ
ば
、
空
間
も
変
わ
る
。

そ
れ
で
も
集
ま
っ
て
住
む
と
い
う
都
市
性
は
変
わ
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。

　
少
子
高
齢
化
が
本
格
化
す
る
な
か
で
、
今
、
都
市
再

生
と
地
域
活
性
化
が
都
市
政
策
の
中
心
に
あ
る
。
な
か

で
も
都
市
再
生
に
見
ら
れ
る
開
発
促
進
型
の
規
制
緩
和

は
、
と
き
に
都
市
空
間
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

る
。
局
所
的
に
床
供
給
や
機
能
集
積
を
高
め
る
こ
と
が

都
市
全
体
の
持
続
可
能
性
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
人
口
減
少
と
産
業
構
造
の
転
換
の
な

か
、
必
ず
し
も
土
地
の
高
度
利
用
が
求
め
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

　
近
代
工
業
社
会
で
は
生
産
機
能
が
人
を
集
め
る
磁
力

と
な
っ
た
。
そ
れ
が
二
○
世
紀
の
豊
か
さ
を
実
現
し
て

き
た
。
し
か
し
、
一
九
九
二
年
の
リ
オ
の
地
球
サ
ミ
ッ

ト
で
は
、
経
済
成
長
を
無
批
判
的
に
追
求
す
る
の
で
は

な
く
、
環
境
・
経
済
・
社
会
・
文
化
の
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
都
市
の
あ
り
方
を
求
め
る
持
続
可
能
な
発
展
が
地

球
規
模
の
合
意
と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
既
に
二
〇
年
以

上
が
経
つ
が
、
未
だ
に
経
済
的
な
動
力
に
引
き
ず
ら
れ

て
い
る
の
が
、
日
本
の
現
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
今
、
都
市
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
環
境
・
経
済
・

社
会
・
文
化
の
バ
ラ
ン
ス
あ
る
相
互
作
用
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
の
再
生
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
景
観
は
そ
の
バ

ラ
ン
ス
を
映
し
出
す
。

観
法
が
で
き
て
一
〇
年
に
な
る
。
景
観
法
で
は
、

良
好
な
景
観
は
、
地
域
の
自
然
、
歴
史
、
文
化

等
と
人
々
の
生
活
、
経
済
活
動
と
の
調
和
に
よ
り
形
成

さ
れ
る
と
位
置
づ
け
、
景
観
は
地
域
に
固
有
で
あ
る
こ

と
を
認
め
て
い
る
。
地
域
ご
と
に
独
自
の
景
観
ま
ち
づ

く
り
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
既
に
四
○
○

を
超
え
る
自
治
体
で
景
観
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。

　
都
市
計
画
区
域
内
外
を
問
わ
ず
、
山
か
ら
集
落
、
都

市
、
海
ま
で
行
政
区
域
全
て
を
総
合
的
に
計
画
で
き
る

特
徴
を
生
か
し
、
景
観
計
画
を
環
境
管
理
や
ま
ち
づ
く

り
に
展
開
し
て
い
る
自
治
体
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、

建
築
行
為
や
開
発
に
お
け
る
形
態
規
制
の
計
画
と
い
う

概
念
か
ら
抜
け
き
れ
な
い
自
治
体
は
多
い
。

　
確
か
に
景
観
法
の
し
く
み
は
個
別
の
行
為
を
対
象
に

基
準
を
つ
く
る
が
、
敷
地
単
位
の
基
準
を
決
め
れ
ば
自

動
的
に
景
観
が
よ
く
な
る
も
の
で
も
な
い
。
景
観
計
画

に
よ
っ
て
敷
地
や
開
発
地
区
と
ま
ち
を
ど
の
よ
う
に
つ

な
ぐ
の
か
を
伝
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
事
業
者
も

事
業
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
よ
う
と
す
る
設
計
者
も
、
つ

く
ろ
う
と
し
て
い
る
建
築
物
や
工
作
物
の
性
能
や
経
済

性
に
目
が
向
き
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な

の
だ
が
、
同
時
に
、
建
築
物
も
工
作
物
も
公
共
施
設
も
、

ま
ち
の
空
間
を
形
づ
く
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
担
う

べ
き
公
共
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
周
辺
か
ら
突
出
し
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
配
置
や
地
域
性

と
折
り
合
い
の
悪
い
材
料
や
色
な
ど
景
観
に
現
れ
る
混

乱
は
、
個
別
の
開
発
と
ま
ち
と
の
つ
な
ぎ
方
の
問
題
で

あ
る
。
そ
こ
に
公
共
性
が
問
わ
れ
る
。
京
都
の
ま
ち
な

景
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