
蔵
通
り

結
城
明
治
初
期
か
ら
大
正
期
に
か
け

て
蔵
造
り
の
建
物
が
数
多
く
建
築
さ

れ
た
。
　
　
今
で
も
30
を
超
え
る
建

物
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
以
前
の
城

下
町
の
趣
残
る
町
並
み
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
碁
盤
の

目
の
よ
う
な
道
が
そ
の
一
つ
で
、
駅

か
ら
５
分
程
歩
い
た
あ
た
り
に
、
全

長
50
0
ｍ
の
道
が
50
間(

約
90
ｍ)

ず

つ
の
幅
で
三
本
通
っ
て
い
る
。
ま
る

で
漢
字
の“

田”

の
よ
う
だ
。
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
駅
か
ら
見
て
そ
の
二

本
目
の
道
を
紬
問
屋
街
と
言
う
。
そ

の
名
の
通
り
こ
の
道
に
は
紬
の
問
屋

が
軒
を
並
べ
て
い
る
。
　
　
　
こ
こ

で
は
反
物
の
販
売
は
勿
論
の
こ
と
、

店
内
や
紬
の
見
学
、
そ
れ
に
紬
に
関

す
る
お
話
も
聞
か
せ
て
も
ら
え
る
。

　
　
　

　
昔
な
が
ら
の
蔵
作
り
の
街

並
み
の
な
か
で
、
結
城
の
歴
史
と
、

結
城
紬
の
奥
深
さ
に
触
れ
て
み
る
の

は
ど
う
だ
ろ
う
。

駅
前
通
り
か
ら
問
屋
街
に
入
っ
て
左
手

に
位
置
す
る
こ
こ
は
創
業
１
７
０
年
を
誇

る
、
結
城
で
一
番
古
く
か
ら
あ
る
縞
屋
。

こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
入
り
口
を
入
る
と
、

や
さ
し
そ
う
な
店
主
が
出
迎
え
て
く
れ
る
。

定
休
日
　
土
・
日
・
祭
日
　
　
　
　
　

営
業
時
間
　
8
時
半
〜
17
時
半
　
　
　

℡
０
２
９
６
（
３
２
）
２
２
１
１
　
　

　
　
　
　
住
所
　
結
城
市
大
町
24
　

奥
庄

創
業
１
５
０
年
。
店
主
の
花
田
毅
さ
ん

は
「
縞
屋
は
紬
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
」
と
語

り
、
古
い
型
に
は
ま
る
こ
と
な
く
常
に
新

し
い
模
様
作
り
に
励
ん
で
い
る
。
縞
屋
の

間
で
も
、
反
物
の
数
は
少
な
い
も
の
の
素

敵
な
も
の
が
あ
る
と
評
判
だ
。
結
城
紬
の

「
温
も
り
」
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

定
休
日
　
土
・
日
曜
　
　
　
　
　

営
業
時
間
　
８
時
半
〜
17
時
　
　

℡
０
２
９
６
（
３
３
）
３
１
０
７

住
所
　
結
城
市
大
町
83

藤
貫

ー８ー

問
屋
街
に
素
敵
な
お
店
が
あ
る
。
明
治
始

め
に
建
て
ら
れ
た
蔵
を
改
装
し
た
カ
フ
ェ

ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
壱
の
蔵
」
だ
。
　
　
　
　

　
黒
と
白
を
基
調
と
し
た
店
内
は
、
展
示

さ
れ
て
い
る
着
物
の
鮮
や
か
な
色
彩
を
ひ

き
た
て
て
い
る
。
一
階
は
シ
ッ
ク
な
テ
ー

ブ
ル
席
で
、
二
階
は
座
敷
に
な
っ
て
い
る
。

窓
か
ら
結
城
の
町
並
み
を
望
み
な
が
ら
一

息
つ
く
、
そ
ん
な
最
高
の
時
間
が
楽
し
め

る
空
間
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
内
に
あ
る
着
物
は
、
国
の

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者(

人
間
国
宝)

の

認
定
を
受
け
た
、
工
芸
作
家(

染
織)

の
志

村
ふ
く
み
さ
ん
の
作
品
。
志
村
さ
ん
の
作

品
の
魅
力
は
、
自
然
界
の
植
物
か
ら
丹
念

に
採
取
し
て
絹
糸
に
移
し
換
え
た
、
き
わ

め
て
豊
か
な
色
彩
に
あ
り
、
ご
本
人
も
草

木
染
に
際
し
「
草
木
の
抱
く
色
を
い
た
だ

く
」
と
表
現
す
る
ほ
ど
素
材
と
な
る
自
然

の
恩
恵
を
大
切
に
し
て
い
る
。
　
　
　
　

　
志
村
さ
ん
の
作
品
は
結
城
紬
で
は
な
い

が
、
今
後
の
結
城
紬
に
と
っ
て
よ
い
刺
激

に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
そ
う
だ
。

奥
順
カ
フ
ェ

ギ
ャ
ラ
リ
ー

壱
の
蔵

蔵
作
り
と
は
？

蔵
づ
く
り
と
は
、
外
壁
を
土
塗
り
漆
喰
仕

上
げ
で
厚
く
塗
り
籠
め
た
木
造
防
火
建
築

の
こ
と
で
、
日
本
で
は
既
に
古
代
か
ら
建

築
さ
れ
続
け
て
き
た
伝
統
的
な
工
法
。
　

し
か
し
、
一
般
的
に
普
及
し
は
じ
め
た
の

は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
、
特
に
江

戸
市
内
の
防
火
対
策
と
し
て
幕
府
が
蔵
作

り
を
奨
励
し
た
享
保
の
時
代
以
降
、
一
段

と
そ
の
数
を
増
や
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

同
時
に
そ
の
頃
か
ら
、
よ
り
重
厚
な
蔵
造

り
の
形
式
が
発
生
し
、
や
が
て
江
戸
特
有

の
蔵
造
り
と
し
て
、
関
東
各
地
の
町
並
み

を
特
徴
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
　
一

般
に
蔵
造
り
の
建
物
は
、
店
舗
を
蔵
造
り

と
し
た
見
世
蔵
と
倉
庫
を
蔵
造
り
と
し
た

土
蔵
に
代
表
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　

　
結
城
に
お
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
見

世
蔵
や
土
蔵
と
同
じ
目
的
・
用
途
で
店
舗

や
倉
庫
（
塗
屋
、
石
蔵
、
煉
瓦
蔵
な
ど
）

も
立
て
ら
れ
た
。

－９－


