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じ
め
に

0
成
立
期
の
都
城
－
藤
原
京
ー

②
奈
良
時
代
の
都
城
…
平
城
京
・
難
波
京
・
恭
仁
京
ー

③
山
背
遷
都
後
の
都
城
ー
長
岡
京
の
実
態
ー

お
わ
り
に

【論
文
要
旨
］

　
古
代
都
城
に

お

い
て

「京
」
の
空
間
に
方
形
街
区
が
形
成
さ
れ
る
の
は
天
武
朝
以
降
で
あ
り
、
藤

原
京
（
新
益
京
）
に
は
計
画
的
な
条
坊
街
区
が
造
営
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
平
城
京
以
後
の
諸
宮
で
は
、

「京
」
に
お
け
る
条
坊
の
存
在
が
既
成
事
実
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
京
」
は
王
権
の

所
在
地
と
し
て
周
辺
地
域
か
ら
視
的
あ
る
い
は
理
念
的
に
区
別
さ
れ
る
空
間
で
あ
り
、
方
形
街
区
と

し
て
の
条
坊
の
有
無
は
本
質
的
に
「
京
」
の
必
要
条
件
と
は
な
ら
な
い
。
実
際
に
、
奈
良
時
代
に
お

け
る
「
京
」
の
概
念
に
は
条
坊
街
区
の
存
在
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
宮
を
中
心
に
広
が
る

特
別
な
政
治
領
域
を
「
京
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
宮
城
を
取
り
囲
む
「
京
」

に

街
区
が
形
成
さ
れ
る
場
合
に
も
、
計
画
的
に
条
坊
街
区
が
造
営
さ
れ
る
場
合
と
、
必
要
に
応
じ
て

街
区
が
造
営
さ
れ
て
い
く
場
合
が
想
定
で
き
る
。

　

こ
こ
で
は
、
ま
ず
都
城
成
立
期
で
あ
る
藤
原
京
の
考
察
を
行
い
、
日
本
の
古
代
都
城
が
い
か
に
し

て

確
立
し
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
平
城
京
を
は
じ
め
と
す
る
奈
良
時
代
の
「
京
」
の
実
態
分

析

を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
古
代
都
城
の
構
造
に
は
、
全
体
の
京
域
条
坊
プ
ラ
ン
を
計
画
的
に
設
定

し
宮
城
も
そ
の
計
画
線
の
中
に
収
め
て
い
く
タ
イ
プ
（
計
画
線
閉
合
型
）
と
、
ま
ず
宮
の
造
営
を
行

い

必
要
に
応
じ
て
京
域
の
条
坊
を
施
工
し
て
い
く
タ
イ
プ
（
中
軸
線
開
放
型
）
が
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
厳
密
に
い
え
ば
、
全
体
の
方
形
地
割
計
画
線
を
設
定
す
る
前
者
の
タ
イ
プ
は
藤
原
京
と
平
城

京
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
構
造
原
理
は
形
を
変
え
て
平
安
京
に
も
引
き
継
が
れ
た
と
想
定
で
き
る
。
そ

の

他
の
都
城
は
宮
の
造
営
が
先
行
し
、
宮
の
造
営
中
軸
線
あ
る
い
は
東
西
計
画
線
を
基
準
に
し
て
京

域
街
区
が
形
成
さ
れ
た
。
長
岡
京
も
宮
城
の
造
営
が
ま
ず
先
行
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
京
域
に

で

き
る
だ
け
計
画
的
条
坊
を
施
工
し
よ
う
と
し
た
特
殊
な
都
城
で
あ
っ
た
た
め
、
構
造
的
矛
盾
を
孕

む
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
桓
武
天
皇
の
再
度
に
わ
た
る
平
安
京
遷
都
は
、
特
殊

な
長
岡
京
造
営
の
中
で
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
計
画
的
都
城
の
完
成
を
め
ざ
し
て
行
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　
日
本
古
代
に
お
け
る
都
城
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
「
京
」
の
実
態
を
把
握
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
一
六
年
（
六
〇
八
）
八
月
条
に
よ
る
と
、
遣

惰
使
小
野
妹
子
と
と
も
に
来
朝
し
た
斐
世
清
ら
が
「
京
」
に
入
り
、
小
墾
田
宮
で
朝

見
の
儀
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
表
現
さ
れ
た
「
京
」
に
つ
い
て
は
、
小
墾
田
宮
が

所
在
す
る
ヤ
マ
ト
政
権
の
中
枢
域
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
岸
俊
男
氏
が
想
定
し
た
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
の
「
飛
鳥
」
に
含
ま
れ
る
。
推
古
天
皇
が
豊
浦
宮
か
ら
遷
宮
し
た
小
墾
田
宮
は
朝

堂

の

初
源
形
態
を
も
つ
画
期
的
な
宮
で
、
南
方
に
は
蘇
我
氏
に
よ
っ
て
飛
鳥
寺
が
造

営
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
『
日
本
書
紀
』
が
編
纂
さ
れ
た
奈
良
時
代
初
頭
に
お

い
て

小
墾

田
宮
を
取
り
巻
く
政
治
的
空
間
が
「
京
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
七
世
紀

中
頃
以
降
、
難
波
や
近
江
へ
の
一
時
的
な
遷
都
は
行
わ
れ
る
が
、
持
統
朝

に
お
け
る
藤
原
宮
へ
の
遷
都
に
至
る
ま
で
、
飛
鳥
地
域
は
王
権
の
所
在
地
「
倭
京
」

と
し
て
発
展
し
て
い
く
。
「
倭
京
」
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
、
浅
野
充
氏
が
「
大
王

の

宮
を
中
心
に
緩
く
結
合
し
た
王
族
の
他
の
宮
・
豪
族
の
宅
・
そ
の
他
に
存
在
し
て

い

る
寺
等
の
集
合
体
」
と
し
て
捉
え
、
権
力
施
設
の
集
中
の
結
果
と
し
て
徐
々
に
「
京
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
領
域

が
一
定
化
し
て
く
る
と
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
仁
藤
敦
史
氏

も
指
摘
し
て
お
り
、
「
倭
京
」
の
用
語
に
つ
い
て
「
条
坊
制
都
城
と
は
原
理
的
に
異
な

る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
天
武
朝
以
前
に
お
い
て
、
飛
鳥
地
域
に
散
在
す
る
継
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

的
な
支
配
拠
点
（
宮
・
宅
・
寺
・
市
・
広
場
な
ど
）
の
総
体
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

　
考
古
学
的
に
は
相
原
嘉
之
氏
が
飛
鳥
地
域
の
遺
跡
の
分
布
状
況
を
分
析
し
、
皇
子

宮
や
豪
族
居
館
が
特
定
の
官
衙
的
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
分
散
的
に
配
置
さ
れ
、
一

般

的
集
落
は
宮
か
ら
離
れ
て
分
布
す
る
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
諸
施
設

を
有
機
的
に
結
ぶ
道
路
網
が
宮
と
寺
院
を
中
心
に
広
域
的
に
展
開
す
る
が
、
既
存
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
亘

施
設
や
地
形
に
規
制
さ
れ
た
道
路
と
直
線
的
道
路
が
共
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
林
部
均
氏
は
飛
鳥
・
藤
原
地
域
の
遺
構
の
変
遷
を
時
期
別
に
捉
え
、
初
期
の

飛
鳥
地
域
の
建
物
群
が
古
墳
時
代
と
同
じ
く
自
然
地
形
の
制
約
を
受
け
て
い
た
の
に

対

し
、
皇
極
・
斉
明
朝
以
降
に
は
飛
鳥
宮
が
正
方
位
で
造
営
さ
れ
る
と
と
も
に
王
権

に
関
わ
る
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
き
、
天
武
朝
に
至
っ
て
藤
原
地
域
で
の
方
形
街
区

（新
城
）
の
造
営
な
ど
周
辺
地
域
の
計
画
的
整
備
が
進
め
ら
れ
、
藤
原
京
の
歴
史
的
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

提
と
な
る
「
京
」
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

　
都
城
成
立
期
に
お
け
る
「
京
」
の
空
間
に
方
形
街
区
が
形
成
さ
れ
る
の
は
天
武
朝

以
降
で
あ
り
、
諸
説
あ
る
が
藤
原
京
（
新
益
京
）
に
は
計
画
的
な
条
坊
街
区
が
造
営

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
平
城
京
以
後
の
諸
宮
で
は
、
藤
原
京
を
前
提
と
し
て
「
京
」
に

お
け
る
条
坊
の
存
在
が
既
成
事
実
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

前
述
し
た
よ
う
に
「
京
」
は
王
権
の
所
在
地
と
し
て
周
辺
地
域
か
ら
視
覚
的
あ
る
い

は
理
念
的
に
区
別
さ
れ
る
空
間
で
あ
り
、
林
部
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
方
形
街
区
と

し
て
の
条
坊
の
有
無
は
本
質
的
に
「
京
」
の
必
要
条
件
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
実
際

に
、
先
述
し
た
推
古
天
皇
紀
の
小
墾
田
宮
で
の
記
載
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
奈
良
時

代
に
お
け
る
「
京
」
の
概
念
に
は
条
坊
街
区
の
存
在
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、

宮
を
中
心
に
広
が
る
特
別
な
政
治
領
域
を
「
京
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
推
測
し
て
、
宮
城
を
取
り
囲
む
「
京
」
に
街
区
が

形

成
さ
れ
る
場
合
に
も
、
計
画
的
に
条
坊
街
区
が
造
営
さ
れ
る
場
合
と
、
必
要
に
応

じ
て
街
区
が
造
営
さ
れ
て
い
く
場
合
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
今

回
の
共
同
研
究
に
お
い
て
長
岡
京
の
実
態
解
明
が
一
つ
の
重
要
な
テ
ー
マ
と

な
っ
て
い
る
が
、
以
前
私
は
学
会
動
向
を
ま
と
め
る
中
で
長
岡
京
条
坊
に
つ
い
て
触

れ
、
平
城
京
や
平
安
京
の
造
営
計
画
と
は
異
な
る
原
理
で
京
域
が
造
営
さ
れ
る
都
城

の

存
在
を
指
摘
し
、
長
岡
京
の
造
営
も
こ
れ
ら
の
都
城
と
共
通
し
た
側
面
を
も
つ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
を
予
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
拙
稿
は
学
会
動
向
と
い
う
性
格
上
考
察
が

不
十
分
で
あ
り
、
古
代
都
城
に
お
け
る
全
体
の
流
れ
の
中
で
も
う
一
度
捉
え
な
お
す

必
要
を
痛
感
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
都
城
成
立
期
で
あ
る
藤
原
京
の
考
察
を

行
い
、
日
本
の
古
代
都
城
が
い
か
に
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
す
る
。
そ
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し
て
、
平
城
京
を
は
じ
め
と
す
る
奈
良
時
代
の
「
京
」
の
実
態
を
分
析
す
る
と
と
も

に
、
長
岡
京
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ら
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
代
都

城
の
中
で
の
位
置
付
け
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
、
「
京
」
を
具
体
的
に
考
察
す
る
着
眼
点
と
し
て
、
条
坊
施
工
の
実
態
や
羅
城

門
の
有
無
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
「
寺
」
と
「
市
」
の
あ
り
方
を
重
視
し
て
順
次

考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
「
寺
」
は
「
京
」
を
荘
厳
し
、
王
権
の
精
神
的
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
「
京
」
が
設
定
さ
れ
る
に
際
し
て
結
果
的
に
京
域
に

含
ま
れ
る
既
存
の
寺
院
も
多
く
存
在
し
、
「
京
」
設
定
後
は
在
地
寺
院
か
ら
京
下
の
寺

院
と
し
て
重
要
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
新
た
に
官
寺
と
し
て
造

営
さ
れ
る
寺
院
は
、
「
市
」
と
同
様
に
都
城
の
造
営
計
画
の
中
に
意
図
的
に
組
み
込
ま

れ
、
王
権
を
維
持
す
る
装
置
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
「
京
」
に
は
多
く
の
人
々
が
集
住
す
る
が
、
彼
ら
の
経
済
的
基
盤
を
支
え
る

う
え
で
、
「
市
」
の
存
在
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
い
え
る
。
特
に
古
代
都
城
に
お
い
て

は
、
多
く
の
官
人
た
ち
が
独
自
の
経
済
基
盤
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
律
令
体
制
の
も
と

に
京
内
で
の
生
活
を
維
持
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
古
代
都
城
に
官
市
と
し
て
設

置
さ
れ
た
「
市
」
は
、
ま
さ
に
「
官
人
の
私
経
済
と
官
司
の
財
政
を
維
持
し
、
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

保
護
す
る
た
め
」
の
装
置
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
官
人
た
ち
を
強
制
的
に
集
住
さ
せ
る

た
め
に
も
、
都
城
に
は
「
市
」
が
絶
対
に
不
可
欠
の
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ

の

よ
う
な
官
市
の
設
定
と
「
京
」
と
し
て
の
条
坊
の
造
営
は
、
密
接
な
関
係
を
も
っ

て

い

る
。
そ
れ
は
「
京
」
の
造
営
計
画
の
中
に
は
、
宮
城
と
と
も
に
官
市
の
位
置
が

ま
ず
第
一
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。

0
成
立
期
の
都
城
…
藤
原
京
1

　
藤

原
京
は
条
坊
街
区
を
備
え
た
最
初
の
都
城
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
藤
原
宮

へ
の
遷
都
は
持
統
天
皇
八
年
（
六
九
四
）
一
二
月
で
あ
る
が
、
京
域
の
造
営
は
天
武

朝
初
年
ま
で
遡
る
よ
う
で
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
五
年
（
六
七
六
）
是
年
条
に
「
新

城
」
造
営
の
記
載
が
み
ら
れ
、
天
武
天
皇
二
二
年
三
月
条
に
は
「
京
師
に
巡
行
き
た

ま
ひ
て
、
宮
室
之
地
を
定
め
た
ま
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
「
新
城
」

の

方
形
街
区
に
お
け
る
宮
地
の
場
所
が
定
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
持
統
天

皇
五
年
一
〇
月
条
に
「
使
者
を
遣
し
て
新
益
京
を
鎮
め
祭
ら
し
む
」
と
あ
り
、
以
降

条
坊
街
区
を
備
え
た
京
域
を
「
新
益
京
」
と
呼
称
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
藤

原
京
条
坊
の
構
造
は
、
ま
ず
大
和
盆
地
を
南
北
に
貫
く
主
要
幹
線
道
路
で
あ
る

中
ツ
道
と
下
ツ
道
間
の
中
心
を
宮
の
中
軸
と
す
る
。
そ
し
て
、
両
道
路
間
が
当
時
の

四

里

（六

〇
〇
〇
大
尺
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
里
（
一
五
〇
〇
大
尺
）
を
方
形
街

区
の
計
画
基
準
線
と
し
、
南
北
条
坊
の
基
準
と
し
て
は
や
は
り
当
時
の
東
西
幹
線
道

路
で

あ
る
横
大
路
が
利
用
さ
れ
た
。
宮
は
こ
れ
ら
基
準
と
な
る
三
道
か
ら
一
里
の
距

離

に
東
西
北
面
を
お
く
二
里
四
方
を
占
地
し
、
基
本
的
に
は
こ
の
幹
線
道
路
を
基
準

と
し
た
方
眼
状
の
条
坊
計
画
線
が
道
路
中
軸
線
と
な
り
、
条
坊
街
区
を
施
工
し
た
と

　
　
（
8
）

さ
れ
る
。
藤
原
京
構
造
の
復
原
を
行
っ
た
岸
俊
男
氏
は
当
初
、
半
里
四
方
を
一
坊
と

し
て
中
ツ
道
を
東
京
極
、
下
ツ
道
を
西
京
極
、
横
大
路
を
北
京
極
と
す
る
南
北
一
二

条
×
東
西
八
坊
に
想
定
し
て
い
た
が
、
近
年
「
岸
説
藤
原
京
」
の
京
外
と
さ
れ
る
地

域
か

ら
条
坊
遺
構
が
多
く
検
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
藤
原
京
の
条
坊
範
囲
の
再
検
討

　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
行
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
土
橋
遺
跡
と
上
之
庄
遺
跡
で
西
京
極
と
東
京
極
と
想

定
さ
れ
る
道
路
遺
構
…
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
発
掘
調
査
成
果
を
受
け
て
中

村
太
一
氏
と
小
澤
毅
氏
が
一
里
四
方
を
一
坊
と
す
る
南
北
一
〇
条
×
東
西
一
〇
坊
に

京
域
を
復
原
し
た
。
こ
の
復
原
案
で
は
整
然
と
し
た
正
方
形
の
京
の
中
心
に
宮
が
配

さ
れ
て
お
り
、
古
代
都
城
の
理
想
形
で
あ
る
『
周
禮
』
考
工
記
に
基
づ
い
て
藤
原
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

が
造
営
さ
れ
た
と
想
定
し
て
い
る
。

　

こ
の
藤
原
京
一
〇
条
］
○
坊
説
は
発
掘
調
査
デ
ー
タ
と
と
も
に
、
養
老
令
戸
令
の

坊
長
・
坊
令
設
置
の
規
定
（
「
凡
そ
京
は
、
坊
毎
に
長
を
一
人
置
け
。
四
坊
に
令
］
人

置
け
。
」
）
と
、
職
員
令
左
京
職
条
（
右
京
職
准
此
）
に
あ
る
「
坊
令
十
二
人
」
を
合

理
的
に
説
明
で
き
る
こ
と
か
ら
現
在
有
力
な
学
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
条
坊
施
工
時

期
の
解
釈
や
宮
内
先
行
条
坊
遺
構
の
存
在
な
ど
問
題
点
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
中
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で
も
天
武
朝
初
年
に
造
営
が
開
始
さ
れ
た
「
新
城
」
と
の
関
係
は
非
常
に
複
雑
で
、

本
薬
師
寺
下
層
か
ら
条
坊
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
薬
師
寺
造
営
が
発
願

さ
れ
た
天
武
天
皇
九
年
（
六
八
〇
）
一
一
月
以
前
に
条
坊
施
工
が
遡
る
こ
と
が
判
明

　
　
　
　
　
　

し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
天
武
天
皇
五
年
の
「
新
城
」
造
営
と
非
常
に
近
い
時
期
に

条
坊
が
施
工
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
宮
内
先
行
条
坊
の
存
在
も
含
め
て

藤

原
京
条
坊
が
本
来
「
新
城
」
と
し
て
造
営
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
林
部

均
氏

に
よ
れ
ば
宮
内
先
行
条
坊
や
京
関
連
条
坊
が
同
一
の
規
格
の
も
と
で
造
営
さ
れ

て
お

り
、
当
初
は
藤
原
宮
の
位
置
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い

施ポ

こ
れ
ら
広
域
に
わ
た
る
方
形
街
区
は
天
武
朝
の
「
倭
京
」
整
備
に
伴
っ
て
新
た

に
造
成
さ
れ
た
居
住
空
間
で
あ
り
、
天
武
天
皇
九
年
五
月
条
の
「
京
内
二
十
四
寺
」

に
比
定
さ
れ
る
寺
院
が
条
坊
施
工
域
を
超
え
て
広
域
に
分
布
す
る
の
も
、
「
新
城
」
造

営
段
階
の
京
域
が
条
坊
施
工
部
を
含
む
前
代
か
ら
の
広
域
な
政
治
的
空
間
が
「
京
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
条
坊
施
工
が
開
始
さ
れ
た
「
新
城
」
に
お
い
て
、
当
初

か

ら
全
体
像
と
し
て
『
周
禮
』
に
基
づ
く
一
〇
条
一
〇
坊
の
全
体
プ
ラ
ン
を
目
指
し

て

条
坊
の
造
営
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
天
武
朝
の
条
坊
施
工
時
に

宮
地

が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
林
部
説
に
対
し
て
は
、
既
に
宮
内
先
行
条

坊
と
京
内
条
坊
に
違
い
を
認
め
、
朱
雀
大
路
や
宮
南
大
路
と
な
る
「
六
条
大
路
」
が

当
初
か
ら
一
般
条
坊
路
と
は
異
な
る
構
造
で
あ
っ
た
と
す
る
井
上
和
人
氏
の
指
摘
が

あ
り
、
小
澤
毅
氏
も
本
薬
師
寺
や
小
山
廃
寺
の
相
対
的
関
係
や
古
道
と
の
関
係
か
ら

条
坊
造
営
当
初
か
ら
宮
の
位
置
が
決
ま
っ
て
い
た
と
し
、
条
坊
制
都
城
の
造
営
と
い

う
日
本
で
初
め
て
の
大
事
業
に
お
い
て
全
体
計
画
プ
ラ
ン
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

れ

な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
宮
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
「
新
城
」
の
造
営
が
後
の
遷
都

を
前
提
と
し
た
事
業
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
前
代
か
ら
の
重
要
な
交
通
路
で
あ
り
条
坊

設
定
の
基
準
と
な
っ
た
下
ツ
道
・
中
ツ
道
・
横
大
路
の
中
心
に
新
宮
の
造
営
が
予
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
充
分
あ
り
え
る
と
思
う
。
し
か
し
、
た
と
え
宮
地
が
予
め
定
め

ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
天
武
朝
の
段
階
で
藤
原
京
の
全
体
プ
ラ
ン
が
明
確
に
設
計

さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
現
状
で
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
、
藤
原
地

域

に
お
け
る
方
形
街
区
の
計
画
的
施
工
は
、
平
行
・
直
交
す
る
古
道
を
基
準
と
し
て

造
営
計
画
線
が
設
定
さ
れ
る
た
め
、
誤
差
も
少
な
く
広
域
に
区
画
を
設
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
私
見
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
「
新
城
」
造
営
当
初
は
こ

れ

ら
の
利
点
を
生
か
し
「
京
」
に
方
形
街
区
を
整
備
拡
大
さ
せ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
「
新
城
」
段
階
に
全
体
プ
ラ
ン
と
し
て
の
「
京
極
」
の

概
念

は
な
か
っ
た
と
思
う
。
「
京
極
」
の
概
念
が
生
じ
る
の
は
「
倭
京
」
か
ら
京
域
が

独
立

す
る
持
統
朝
以
降
で
あ
り
、
養
老
令
の
記
載
と
対
応
す
る
一
〇
条
一
〇
坊
の
藤

原
京
プ
ラ
ン
が
設
計
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
天
武
朝
末
年
に
宮
地
が
定
め
ら
れ
条
坊
施

工
域
が

「新
益
京
」
と
認
識
さ
れ
る
持
統
天
皇
五
年
前
後
と
想
定
す
る
ほ
う
が
理
解

し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
藤
原
京
南
辺
域
に
お
け
る
発
掘
調
査
成
果
で
あ
る
。

藤
原
京
左
京
＝
条
一
坊
・
右
京
二
条
一
坊
の
発
掘
調
査
で
は
推
定
朱
雀
大
路
を

挟
ん

で
東
西
五
五

〇
メ
ー
ト
ル
強
の
細
長
い
調
査
区
が
設
定
さ
れ
、
東
一
坊
坊
間
路

と
西
一
坊
坊
間
路
が
検
出
さ
れ
た
が
、
朱
雀
大
路
推
定
地
に
は
南
北
溝
が
確
認
さ
れ

た

の

み

で
道
路
遺
構
は
検
出
で
き
な
か
っ
た
。
以
前
の
調
査
で
は
宮
城
南
面
か
ら
日

高
山
を
越
え
た
あ
た
り
ま
で
は
幅
約
二
四
メ
ー
ト
ル
の
朱
雀
大
路
を
確
認
し
て
い
る

が
、
飛
鳥
川
か
ら
南
に
は
和
田
廃
寺
な
ど
既
存
の
施
設
に
規
制
さ
れ
て
朱
雀
大
路
が

施
工
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
当
然
羅
城
門
の
存
在
も
考
え
ら
れ
ず
藤
原
京

の
正

面
性
は
不
明
瞭
で
あ
っ
た
。
平
城
京
遷
都
直
前
の
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
正
月

に
行
わ
れ
た
朝
賀
儀
で
は
、
天
皇
は
藤
原
宮
大
極
殿
に
御
す
る
と
と
も
に
、
「
朱
雀
路
」

の
東
西
に
左
右
将
軍
が
隼
人
を
率
い
騎
兵
を
従
え
て
分
列
し
て
お
り
、
皇
城
門
外
の

朱
雀
大
路
で
威
儀
を
正
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
朱
雀
路
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は

示
唆
的
で
、
朱
雀
大
路
が
宮
城
南
面
の
儀
式
空
間
と
し
て
の
機
能
が
強
く
、
大
路
と

し
て
飛
鳥
川
以
南
ま
で
規
格
的
に
同
一
幅
で
条
坊
路
を
通
じ
さ
せ
る
意
図
は
あ
ま
り

明
瞭
で
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

ま
た
、
京
外
か
ら
宮
へ
向
か
う
経
路
と
し
て
下
ツ
道
を
南
下
し
、
宮
城
南
面
大
路
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図1　飛鳥と藤原京の位置的関係および古代寺院の分布
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で

あ
る
六
条
大
路
か
、
薬
師
寺
南
面
大
路
で
あ
る
八
条
大
路
を
東
進
し
て
宮
の
正
面

に
出
る
経
路
が
想
定
さ
れ
る
と
い
う
。
藤
原
京
の
実
態
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
所

見
で
あ
り
、
藤
原
京
の
南
京
極
の
不
明
瞭
さ
を
考
え
る
う
え
で
も
非
常
に
興
味
深
い
。

つ
ま
り
、
藤
原
京
条
坊
は
「
倭
京
」
の
北
西
に
形
成
さ
れ
た
広
大
な
方
形
街
区
が
初

源

で
あ
り
、
も
と
も
と
飛
鳥
地
域
と
「
京
」
と
し
て
の
連
続
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

藤
原
宮
へ
の
遷
都
が
決
ま
り
「
新
益
京
」
と
し
て
独
立
し
て
も
飛
鳥
地
域
の
施
設
・

宅
地
の
整
備
は

継
続

し
て
お
り
、
藤
原
京
は
前
代
か
ら
の
飛
鳥
地
域
と
の
繋
が
り
を

維
持
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
飛
鳥
地
域
と
の
連
続
性

を
分
断
す
る
南
京
極
の
設
定
は
廃
都
ま
で
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
「
京
」
と

し
て
の
領
域
が
曖
昧
と
な
る
香
具
山
・
畝
傍
山
よ
り
北
の
地
域
で
京
極
を
設
定
す
る

こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
次

に
、
藤
原
京
内
の
寺
院
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
宮
の
前
面
の
八
条
大
路
に
面

し
て
薬
師
寺
と
小
山
廃
寺
が
東
西
に
並
ん
で
造
営
さ
れ
て
い
る
。
薬
師
寺
は
皇
后
の

病
平
癒
の

た
め
天
武
天
皇
九
年
一
一
月
に
発
願
さ
れ
た
官
寺
で
、
前
述
し
た
よ
う
に

「新
城
」
条
坊
施
工
後
に
藤
原
宮
に
先
行
し
て
造
営
さ
れ
た
。
右
京
八
条
三
坊
に
少
な

く
と
も
四
町
あ
る
い
は
六
町
の
寺
院
地
を
占
め
て
お
り
、
金
堂
の
前
に
東
西
双
塔
を

配

し
、
中
門
か
ら
派
生
し
た
回
廊
が
金
堂
・
双
塔
を
囲
ん
で
講
堂
に
取
り
付
く
伽
藍

で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
小
山
廃
寺
は
左
京
八
条
二
坊
の
四
町
を
寺
院
地
と
し
、
伽

藍

は
中
門
か
ら
派
生
し
た
回
廊
が
金
堂
に
取
り
付
く
配
置
で
塔
は
東
に
建
て
ら
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
先
行
条
坊
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
薬
師
寺
と
同
様
に
条
坊
施

工
後
の
造
営
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
伽
藍
規
模
が
薬
師
寺
な
ど
に
比
べ
て
非
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
小
さ
く
、
薬
師
寺
と
対
応
さ
せ
て
同
格
の
官
寺
と
す
る
に
は
躊
躇
を
覚
え
る
。
た

だ
、
創
建
瓦
は
い
わ
ゆ
る
「
紀
寺
式
軒
瓦
」
と
し
て
大
和
以
外
に
も
広
く
分
布
す
る

様
式
で

あ
り
、
寺
院
地
の
整
備
に
は
藤
原
宮
の
瓦
が
主
体
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
全
く
の
氏
寺
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
ず
藤
原
京
造
営
時
に
整
備
さ
れ
た
逸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

名
の
官
寺
と
し
て
捉
え
て
お
く
。

　

こ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、
高
市
大
寺
お
よ
び
大
官
大
寺
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

高
市
大
寺
は
針
明
天
皇
発
願
の
百
済
大
寺
を
高
市
の
地
に
移
し
た
寺
院
で
、
後
に
大

官
大
寺
に
改
称
さ
れ
る
。
高
市
大
寺
の
位
置
に
つ
い
て
は
現
在
不
明
だ
が
、
有
力
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

説

と
し
て
雷
丘
北
方
遺
跡
（
雷
廃
寺
）
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
後
に
は
東
に
隣
接
し

て

文
武
朝
大
官
大
寺
が
藤
原
京
条
坊
に
基
づ
い
て
造
営
さ
れ
て
お
り
、
遺
構
は
不
明

だ

が
出
土
遺
物
の
様
相
や
立
地
を
考
え
る
と
説
得
力
が
あ
る
。
仮
に
高
市
大
寺
を
雷

丘
北
方
に
比
定
す
る
と
、
小
墾
田
宮
の
北
西
に
大
王
家
発
願
の
官
寺
が
移
建
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
地
は
山
田
道
が
軽
巷
か
ら
飛
鳥
へ
抜
け
た
北
方
に
位
置
し
て

お
り
、
幹
線
東
西
路
の
一
つ
で
あ
る
山
田
道
か
ら
の
景
観
を
意
識
し
て
建
立
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
薬
師
寺
が
藤
原
宮
へ
向
か
う
下
ツ
道
－
八
条
大
路
ル
ー

ト
か
ら
の
景
観
を
意
識
し
て
い
る
の
と
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
高
市
大
寺
（
大
官

大
寺
）
は
飛
鳥
へ
向
か
う
下
ツ
道
ー
山
田
道
ル
ー
ト
か
ら
の
景
観
を
意
識
し
て
造
営

さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
天
武
天
皇
九
年
に
大
寺
が
定
め
ら
れ
、

薬
師
寺
と
大
官
大
寺
も
四
大
寺
に
列
せ
ら
れ
る
が
、
同
じ
く
四
大
寺
に
比
定
さ
れ
る

川
原
寺
は
下
ツ
道
か
ら
飛
鳥
御
浄
原
宮
へ
抜
け
る
東
西
直
線
路
に
面
し
て
い
る
。
飛

鳥
寺
を
除
く
四
大
寺
が
す
べ
て
天
皇
勅
願
寺
で
あ
り
、
下
ツ
道
か
ら
飛
鳥
お
よ
び
藤

原
京
へ
入
る
幹
線
道
路
を
意
識
し
て
建
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
飛
鳥
の
宮
と
寺
は
基
本
的
に
は
正
面
性
を
南
に
も
つ
が
景
観
と
し
て
は
西
か

ら
の
景
観
を
意
識
し
て
お
り
、
藤
原
京
も
同
じ
よ
う
に
西
か
ら
の
景
観
を
意
識
し
て

官
寺
で
あ
る
薬
師
寺
と
大
官
大
寺
を
配
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
寺
院
が
対
と

な
っ
て
後
に
平
城
京
へ
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
藤
原
京
に
お
け
る
官
寺
の
配
置
は
、
小
山
廃
寺
の
位
置
付
け
が
明
確

で

な
い
が
薬
師
寺
と
と
も
に
大
官
大
寺
（
高
市
大
寺
）
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
明

ら
か
で
、
藤
原
京
が
飛
鳥
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
と
も
に
官
寺
の
配
置
が
条
坊

造
営
の
中
で
計
画
的
に
決
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

同
じ
よ
う
な
関
係
は
藤
原
京
の
「
市
」
の
あ
り
方
に
も
現
れ
て
い
る
。

　

藤
原
京
で
は
「
新
益
京
」
と
し
て
成
立
し
た
造
営
当
初
に
は
官
市
が
設
け
ら
れ
て

お
ら
ず
、
海
石
榴
市
や
軽
市
な
ど
古
道
の
巷
に
開
か
れ
た
市
が
前
代
か
ら
引
き
続
い
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（
1
9
）

て

利
用
さ
れ
て
い
た
。
京
内
に
東
西
市
が
設
け
ら
れ
た
の
は
『
扶
桑
略
紀
』
に
よ
る

と
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）
に
な
っ
て
か
ら
で
、
こ
れ
は
大
宝
令
の
制
定
に
伴
い
藤
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

京
が
右
京
と
左
京
に
分
け
ら
れ
た
の
と
対
応
し
て
い
る
。
東
西
市
は
宮
の
北
方
に
所

在
し
た
こ
と
が
宮
北
面
中
門
の
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
か
ら
推
定
さ
れ
て
お
り
、
現

在
で
も
耳
成
山
の
北
西
で
米
川
が
北
に
流
れ
を
変
え
る
地
点
に
市
杵
島
神
社
が
鎮
座

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
米
川
の
水
運
を
利
用
し
て
新
た
に
東
西
市
が
開
か
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
藤
原
京
の
市
の
成
立
過
程
を
み
る
と
、
宮
北
方
の
官
市
の
成
立

は

少

な
く
と
も
大
宝
年
間
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
藤
原
京
の
市
が
宮
の
北
方
に
所
在

す
る
こ
と
を
も
っ
て
『
周
礼
』
に
み
ら
れ
る
「
面
朝
後
市
」
と
の
関
連
を
説
く
こ
と

は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
条
坊
施
工
段
階
で
官
市
の
計
画
的
配
置
が
想
定
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
、
重
要
な
意
味
を
見
出
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
以

上
、
藤
原
京
条
坊
に
つ
い
て
概
観
し
私
見
を
述
べ
て
み
た
が
、
や
は
り
「
新
城
」

段
階
の
方
形
街
区
施
工
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
の
全
体
プ
ラ
ン
が
設
定
さ
れ
て
い
た
か

が
大

き
な
問
題
と
な
る
。
「
新
城
」
は
「
倭
京
」
に
付
属
す
る
新
た
な
方
形
街
区
と
し

て

造
営

さ
れ
て
お
り
、
当
初
の
条
坊
は
不
整
形
な
形
態
で
京
極
が
明
確
で
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
（
2
1
）

可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
『
周
礼
』
を
意
識
し
た
都
城
計
画
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

宮
地
が
定
ま
り
「
新
城
」
条
坊
が
「
倭
京
」
か
ら
独
立
し
た
「
新
益
京
」
と
し
て
再

整
備
さ
れ
た
段
階
に
、
都
城
の
全
体
プ
ラ
ン
も
再
構
築
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
最
も

妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
に
初
め
て
「
京
極
」
の
概
念
と
「
京
」
の
中
軸
が
意
識
さ

れ
、
京
極
路
が
設
定
さ
れ
る
と
と
も
に
条
坊
街
区
が
左
右
に
分
離
し
左
右
京
職
が
設

置
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
藤
原
京
条
坊
の
設
定
に
お
い
て
造
営
計
画
線
を
正
方
形
に
設
定
し
、
こ
の

計
画
線
か
ら
道
路
幅
を
割
り
付
け
る
「
分
割
地
割
」
条
坊
が
成
立
し
た
の
は
重
要
で

　
（
2
2
）

あ
る
。
こ
の
造
営
方
式
が
後
の
平
城
京
に
引
き
継
が
れ
、
最
終
的
に
は
後
述
す
る
よ

う
に
「
集
積
地
割
」
条
坊
と
さ
れ
る
平
安
京
の
造
営
に
形
を
変
え
て
継
承
さ
れ
る
の

で

あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
宮
が
造
営
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
宮
の
周
辺
に
京
域
が
成

立

し
、
必
要
に
応
じ
て
方
形
街
区
を
施
工
す
る
「
新
城
」
と
類
似
し
た
「
京
」
の
形

態
も
伝
統
と
し
て
残
っ
て
い
く
。
奈
良
時
代
は
こ
の
二
つ
の
都
城
形
態
が
共
存
し
た

時
代
と
想
定
で
き
、
構
造
的
に
特
殊
な
形
態
を
も
つ
長
岡
京
の
造
営
も
こ
の
流
れ
の

中
で
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
次
章
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
検
証
す
る
た
め

奈
良
時
代
の
都
城
を
検
討
し
、
古
代
に
お
け
る
二
つ
の
都
城
形
態
を
明
確
に
し
た
い
。

②
奈
良
時
代
の
都
城
ー
平
城
京
・
難
波
京
・
恭
仁
京
i

　

和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
三
月
、
元
明
天
皇
は
藤
原
か
ら
平
城
へ
の
遷
都
を
行
っ
た
。

平
城
京
遷
都
に
つ
い
て
は
文
武
朝
末
年
で
あ
る
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
二
月
に
遷
都

の
事
が
議
さ
れ
て
お
り
、
平
城
京
遷
都
の
詔
は
元
明
天
皇
即
位
直
後
の
和
銅
元
年
二

月
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
城
京
造
営
に
二
年
以
上
の
準
備
期
間
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
遷
都
詔
に
よ
れ
ば
「
平
城
之
地
」
が
四
神
相
応
に
叶
う
こ
と
を
愛

で

る
と
と
も
に
、
造
営
に
あ
た
っ
て
は
予
算
を
計
上
し
、
施
工
時
期
も
秋
か
ら
「
路

橋
」
の
造
営
を
開
始
す
る
よ
う
に
と
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
制
度
の
宜

し
き
、
後
に
加
え
ざ
ら
し
め
よ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
綿
密
な
造
営
計
画
が
設
定
さ
れ

て

い

た
。
造
営
官
司
は
造
宮
省
と
造
京
司
が
そ
れ
ぞ
れ
宮
城
と
京
域
を
分
担
し
て
造

営

に
あ
た
り
、
新
し
い
宮
城
北
闘
型
の
都
城
と
し
て
計
画
さ
れ
た
。
条
坊
街
区
の
造

営
も
早
く
か
ら
着
手
さ
れ
た
よ
う
で
、
遷
都
詔
に
み
ら
れ
る
秋
か
ら
の
「
路
橋
」
の

造
営

に
対
応
す
る
よ
う
に
、
造
平
城
京
司
が
和
銅
元
年
九
月
に
任
官
さ
れ
て
い
る
。

と
く
に
、
長
官
に
任
官
さ
れ
た
阿
倍
朝
臣
宿
奈
麻
呂
は
算
術
に
長
け
た
人
物
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

て

お
り
、
条
坊
設
計
と
の
深
い
関
わ
り
が
想
定
で
き
る
。

　
平
城
京
の
条
坊
施
工
を
み
て
み
る
と
、
藤
原
京
と
同
じ
よ
う
に
一
坊
一
五
〇
〇
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

尺
の
方
形
地
割
基
準
線
に
基
づ
い
て
計
画
的
に
条
坊
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
京
の
中

軸
線
は
下
ツ
道
を
踏
襲
し
て
朱
雀
大
路
が
造
営
さ
れ
て
お
り
、
朱
雀
大
路
を
中
心
に

南
北
九
条
、
東
西
各
四
坊
の
整
然
と
し
た
方
形
街
区
を
形
成
し
、
東
に
は
南
北
四
坊

×

東
西
三

坊
の
外
京
が
取
り
付
く
。
最
近
の
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば
左
京
の
九
条
大
路

の

南
で
奈
良
時
代
の
初
め
に
埋
め
戻
さ
れ
る
条
坊
街
路
遺
構
が
発
見
さ
れ
、
平
城
京
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も
造
営
当
初
は
藤
原
京
と
同
様
に
一
〇
条
街
区
の
計
画
で
あ
っ
た
の
を
何
ら
か
の
理

由
で
九
条
に
変
更
さ
れ
た
の
か
、
京
外
離
宮
と
の
関
係
か
ら
特
殊
域
と
し
て
条
坊
街

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

区
が
造
営
さ
れ
た
の
か
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
た
だ
、
藤
原
京
と
の
相
違
点

と
し
て
明
確
な
「
南
京
極
」
の
認
識
が
成
立
し
て
お
り
、
造
営
は
遅
れ
る
が
平
城
京

の
正
面

と
な
る
九
条
大
路
に
は
羅
城
を
伴
う
羅
城
門
が
建
て
ら
れ
た
。
羅
城
門
の
規

模

は
正
面
七
間
に
復
元
さ
れ
て
お
り
、
皇
城
正
門
で
あ
る
朱
雀
門
を
凌
ぎ
「
京
城
門
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

と
し
て
の
威
容
を
誇
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
朱
雀
大
路
や
二
条
大
路
な

ど
京
内
中
心
路
の
隔
絶
性
が
藤
原
京
よ
り
も
大
き
く
、
羅
城
門
を
入
る
と
幅
七
四

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
朱
雀
大
路
が
南
北
に
走
っ
て
お
り
、
京
の
北
端
中
央
に
平
城
宮
が

位
置
し
て
い
た
。
平
城
宮
は
藤
原
宮
と
同
様
に
二
坊
四
方
だ
が
、
東
に
京
と
類
似
し

た
張
り
出
し
部
を
も
つ
。
こ
れ
ら
平
城
京
に
み
ら
れ
る
新
し
い
構
造
は
、
古
く
か
ら

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
唐
長
安
城
を
指
向
し
た
結
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ

と
と
も
に
藤
原
京
と
の
多
く
の
類
似
点
が
指
摘
で
き
、
藤
原
京
を
止
揚
し
た
計
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

的
都
城
の
姿
を
平
城
京
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
平
城
京
の
造
営
計
画
線
と
条
坊
路
の
関
係
に
つ
い
て
山
中
章
氏
は
、

大
路
で

は
道
路
心
に
計
画
線
が
く
る
が
小
路
で
は
側
溝
に
計
画
線
が
あ
る
事
例
を
紹

介

し
、
大
路
を
中
心
と
す
る
条
坊
の
骨
格
は
早
く
完
成
し
て
い
た
が
小
路
は
同
時
施

工
で

は
な
く
、
宅
地
造
営
と
と
も
に
条
坊
計
画
と
は
一
体
性
が
乏
し
い
こ
と
を
指
摘

　
（
2
8
）

し
た
。
し
か
し
、
武
田
和
哉
氏
は
平
城
京
で
は
同
一
条
坊
で
あ
り
な
が
ら
場
所
に
よ
っ

て

幅
員
が
異
な
っ
た
り
、
直
線
的
施
工
と
は
考
え
ら
れ
な
い
事
例
が
確
認
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
検
討
し
、
第
一
段
階
の
条
坊
計
画
線
の
割
り
付
け
は
同
じ
規
格
で
行
わ
れ

た
が
、
第
二
段
階
の
条
坊
幅
員
は
様
々
な
設
定
で
な
さ
れ
た
た
め
に
実
態
と
し
て
不

統
一
な
条
坊
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
状
で
は
山
中
氏
が
提
起
し

た
側
溝
型
条
坊
の
可
能
性
を
完
全
に
否
定
で
き
な
い
が
、
調
査
デ
ー
タ
の
試
算
を
概

観
す
れ
ば
す
べ
て
従
来
の
道
路
中
心
型
条
坊
で
、
外
京
も
含
め
て
平
城
京
全
体
が
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

じ
造
営
基
準
で
計
画
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
し
た
。
平
城
京
は
条
坊
幅
員
の
複
雑

さ
だ
け
で
な
く
、
基
準
線
か
ら
個
々
の
大
路
・
小
路
の
占
有
幅
分
を
割
り
振
る
た
め
、

幅
広
の
大
路
に
面
し
宮
城
に
近
い
宅
地
ほ
ど
宅
地
面
積
が
狭
く
な
る
な
ど
、
条
坊
計

画
の
構
造
的
欠
陥
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
井
上
和
人
氏
も
山
中
氏
が
提
示
し
た
平
城
京
の
条
坊
デ
ー
タ
を
再
検
討
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

条
坊
計
画
線
が
正
し
く
道
路
心
に
位
置
す
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
る
。
た
だ
、
小

路

に
つ
い
て
は
側
溝
心
心
距
離
で
二
〇
大
尺
の
も
の
と
二
〇
小
尺
の
も
の
が
あ
り
、

条
坊
造
営
が
和
銅
六
年
四
月
の
度
量
衡
改
定
に
よ
っ
て
基
準
尺
が
小
尺
に
統
一
さ
れ

て

以

降
に
も
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
、
東
院
地
区
南

面

中
央
門
（
建
部
門
）
の
下
層
で
東
二
坊
坊
間
西
小
路
に
あ
た
る
二
〇
小
尺
幅
の
東

西

側
溝
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
院
の
造
営
も
和
銅
六
年
以
降
で
平
城
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

遷
都
時
に
は
造
営
計
画
が
な
か
っ
た
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
。

　
平
城
京
遷
都
は
遷
都
詔
が
出
さ
れ
て
二
年
ほ
ど
で
行
な
わ
れ
た
が
、
遷
都
翌
年
の

九

月
で
も
ま
だ
「
宮
垣
未
だ
成
ら
ず
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
中
央
区
の
第
一
次

朝
堂
院
の
大
極
殿
は
平
面
プ
ラ
ン
の
検
討
か
ら
藤
原
宮
の
大
極
殿
が
移
築
さ
れ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

考
え
ら
れ
て
お
り
、
早
い
段
階
で
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
東
区
の

第
二
次
朝
堂
院
は
遷
都
当
初
か
ら
掘
立
柱
建
物
で
造
営
さ
れ
て
お
り
、
宮
大
垣
に
先

行
し
て
仮
設
の
掘
立
柱
大
垣
が
南
面
大
垣
や
西
面
大
垣
で
検
出
さ
れ
て
い
る
。
平
城

京
は
都
城
計
画
が
予
め
綿
密
に
行
わ
れ
て
お
り
、
宮
城
内
に
御
在
所
で
あ
る
内
裏
が

造
営
さ
れ
た
段
階
で
遷
都
が
行
わ
れ
た
が
、
実
態
と
し
て
は
完
成
に
は
ほ
ど
遠
い
状

況

で
、
遷
都
後
も
設
計
プ
ラ
ン
に
従
っ
て
継
続
的
に
施
設
の
造
営
が
行
わ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
平
城
京
域
に
お
い
て
も
造
営
基
準
線
の
設
定
は
早
く
に

施
工
さ
れ
た
が
、
街
区
の
造
営
は
遷
都
後
も
継
続
的
造
営
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て

徐
々
に
体
裁
を
整
え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
発
掘
調
査
成
果
に
よ
れ
ば
、
長
屋
王

邸
宅
の

よ
う
な
四
町
宅
地
は
平
城
遷
都
当
初
か
ら
宅
地
が
確
保
さ
れ
て
お
り
宅
地
内

小
路
が
施
工
さ
れ
な
い
一
方
で
、
京
全
体
の
居
住
実
態
は
極
め
て
低
か
っ
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
は
平
安
宮
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
、
平
安
京
遷
都
後
に
大
極
殿
・

朝
堂
院
・
豊
楽
院
と
一
〇
年
近
く
か
け
て
順
次
造
営
さ
れ
た
様
子
が
文
献
史
料
や
軒

118



網伸也［古代都城における二つの形態］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

瓦
の

分
析
か

ら
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
初
期
平
安
京
の
実
態
も
左
京
南
東
部
や
右
京

西

部
か
ら
南
西
部
の
街
区
は
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
平
安
時
代
全
体
を
通
じ
て
徐
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

に
京
全
体
の
条
坊
街
区
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
平
安
京
条

坊

は
四
〇
〇
年
以
上
の
時
間
幅
の
中
で
街
区
が
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
新
た
に
整
備

さ
れ
た
条
坊
街
区
は
い
つ
で
も
非
常
に
高
い
精
度
で
平
安
京
造
営
当
初
の
プ
ラ
ン
を

踏
襲
し
て
い
た
。
そ
し
て
平
安
京
と
同
様
に
、
平
城
京
も
八
〇
年
に
わ
た
っ
て
高
い

精
度
で
条
坊
プ
ラ
ン
を
維
持
し
て
い
た
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
平
城
宮
も
平

安
宮
も
条
坊
計
画
基
準
線
が
あ
る
程
度
の
精
度
を
も
っ
て
遷
都
当
初
に
施
工
さ
れ
て

い

た
と
考
え
ら
れ
、
全
体
の
造
営
プ
ラ
ン
が
し
っ
か
り
決
ま
っ
て
い
た
た
め
、
時
間

を
掛
け
た
造
営
で
あ
っ
て
も
大
き
な
混
乱
を
招
く
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
全
体
プ
ラ
ン
が
造
営
当
初
か
ら
設
定
さ
れ
て
い
た
平
城
京
で
は
、

藤
原
京
か
ら
移
転
し
た
寺
院
や
東
西
市
は
条
坊
の
枠
組
み
の
中
に
計
画
的
に
設
置
さ

れ

た
。
薬
師
寺
と
大
安
寺
の
位
置
関
係
は
藤
原
京
に
お
け
る
本
薬
師
寺
と
大
官
大
寺

の
位
置
関
係
と
完
全
に
対
応
し
て
お
り
、
平
城
京
が
藤
原
京
の
空
間
構
造
を
踏
襲
し

た
一
側
面
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
続
日
本
紀
』
に
み
ら
れ
る
平
城
京
へ
の
寺

院
の
移
建
は
、
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
五
月
条
に
元
興
寺
の
移
建
記
載
が
初
め
て
み

ら
れ
る
が
、
「
左
京
六
条
四
坊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
大
安
寺
の
誤
り
と
推
測
で
き
る
。

そ
の
後
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
九
月
条
に
法
興
寺
の
新
京
移
建
、
養
老
三
年
三
月

条
に
造
薬
師
寺
司
の
史
生
設
置
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
に
寺
院
地
周
辺

の

条
坊
街
区
が
ほ
ぼ
整
い
藤
原
京
か
ら
の
寺
院
移
転
が
集
中
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
と
く
に
、
大
安
寺
で
は
堂
並
僧
坊
等
院
が
建
立
さ
れ
る
左
京
六
条
四
坊
と
、

後

に
塔
院
が
建
立
さ
れ
る
六
条
大
路
南
の
七
条
四
坊
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
寺
院
地

は

造
営
当
初
か
ら
六
条
か
ら
七
条
に
ま
た
が
っ
て
占
有
し
て
い
た
よ
う
で
、
寺
院
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

内
を
横
切
る
六
条
大
路
が
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
六
条
大
路
の
条
坊
計
画

線

は
当
然
設
定
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
大
路
で
あ
っ
て
も
官
寺
で
あ
る
大
安
寺
の
造

営
予
定
地
で
あ
っ
た
た
め
寺
院
地
内
の
六
条
大
路
は
敷
設
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ

か

る
。
こ
れ
は
条
坊
施
工
が
先
行
す
る
藤
原
京
（
新
城
・
新
益
京
）
と
大
き
な
相
違

点
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
平
城
京
で
は
条
坊
設
計
当
初
か
ら
宮
城
や
大
規
模
邸
宅
・

寺
院
な
ど
の
位
置
が
予
め
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
東
西
市
も
『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
一
二
月
条
に
「
東
西
二
市
に
始
て
史

生
各
二
員
を
置
く
」
と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
が
、
す
で
に
職
員
令
に
東
西
市
司
の

規
定
が

あ
る
こ
と
や
、
平
城
京
造
営
と
対
応
す
る
よ
う
に
和
銅
元
年
に
和
同
開
實
の

銀
銭

と
銅
銭
が
新
鋳
さ
れ
、
遷
都
前
後
に
銀
銭
の
廃
止
と
銅
銭
へ
の
統
一
が
な
さ
れ

る
な
ど
流
通
経
済
の
再
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
新
京
百
姓
」
の
経
済
的

基
盤

を
支
え
る
東
西
市
が
平
城
京
造
営
当
初
か
ら
設
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
非
常

に
高
い
。
東
西
市
の
所
在
地
と
し
て
東
市
は
左
京
八
条
三
坊
に
、
西
市
は
右
京
八
条

二
坊
に
想
定
さ
れ
て
お
り
左
右
対
称
の
位
置
に
な
い
が
、
こ
れ
は
市
へ
の
物
資
流
通

を
担
っ
た
東
堀
川
お
よ
び
西
堀
川
（
秋
篠
川
）
の
流
路
に
規
制
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
藤
原
宮
の
北
方
に
営
ま
れ
た
東
西
市
も
水
運
に
規
制
さ
れ
て
非
対
称
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
地
理
的
機
能
性
・
合
理
性
が
重
視
さ
れ
て
様
々
な
施
設
が
配
置
さ
れ
る

状
況

は
藤
原
京
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
平
城
京
で
は
よ
り
宮
城
－
朱
雀
大
路
に

対
す
る
対
称
性
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
計
画
都
城
と
し
て
の
完
成
度
の
高
さ
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
藤
原
京
の
条
坊
施
工
技
術
を
止
揚
発
展
さ
せ
、
新
た
に
唐
長
安
城
を

指
向
し
て
造
営
さ
れ
た
平
城
京
に
対
し
、
聖
武
天
皇
が
遷
都
し
た
難
波
京
と
恭
仁
京

は
構
造
的
な
基
本
原
理
が
異
な
る
と
い
え
る
。
次
に
こ
れ
ら
の
都
城
の
構
造
に
つ
い

て

概
観
し
て
み
た
い
。

　
難
波
宮
は
上
町
台
地
上
の
北
端
に
立
地
す
る
、
中
軸
線
を
同
じ
く
し
て
造
営
さ
れ

た
二
時
期
の
宮
殿
遺
構
で
あ
る
。
掘
立
柱
建
物
で
構
成
さ
れ
た
広
大
な
前
期
難
波
宮

は
、
孝
徳
天
皇
に
よ
っ
て
遷
都
さ
れ
た
難
波
長
柄
豊
碕
宮
に
比
定
す
る
説
が
有
力
と

　
　
　
　
（
3
7
）

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
上
層
の
後
期
難
波
宮
は
瓦
葺
き
基
壇
建
物
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
奈
良
時
代
の
難
波
宮
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

て

い

る
。
と
く
に
、
後
期
難
波
宮
で
は
『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
（
七
三
四
）
九
月

条
に
「
難
波
京
に
宅
地
を
班
給
ふ
。
三
位
以
上
は
一
町
以
下
。
五
位
以
上
は
半
町
以
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下
。
六
位
以
下
に
は
一
町
を
四
分
す
る
の
一
以
下
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宅
地
班
給
が

な
さ
れ
「
難
波
京
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
前
期
難
波
宮
で
も
難
波
遷
都
に
伴

う
官
人
層
の
居
住
域
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
積
山
洋
氏
に
よ
れ
ば
宮
城

の
南

に
七
世
紀
中
頃
に
正
方
位
を
指
向
す
る
建
物
群
や
整
地
な
ど
の
土
木
事
業
の
痕

跡
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
未
完
成
な
が
ら
方
形
地
割
原
理
と
は
異
な
る
「
京
」

の
建
設
が
進
め
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
宮
城
の
北
側
に
は
大
川
と
の
間
の
谷

地
形
を
利
用
し
て
長
安
城
禁
苑
を
倣
っ
た
園
林
が
形
成
さ
れ
た
と
想
定
し
て
お
り
、

内
裏
前
面
に
一
四
堂
以
上
を
配
置
し
た
朝
庭
を
も
つ
異
例
な
宮
城
構
造
と
と
も
に
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

期
難
波
宮
の
強
い
中
国
志
向
が
窺
え
る
と
い
う
。

　

四
天
王
寺
の
東
に
は
近
代
ま
で
方
形
地
割
の
痕
跡
が
遺
存
し
て
お
り
、
上
町
台
地

の

中
心
を
南
北
に
貫
く
直
線
道
路
を
朱
雀
大
路
（
難
波
大
道
）
と
し
て
、
部
分
的
で

は
あ
る
が
こ
の
直
線
道
路
沿
い
に
一
辺
二
六
五
メ
ー
ト
ル
（
七
五
〇
大
尺
）
の
方
形

地
割
が
復
元
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
京
と
同
じ
大
尺
に
よ
る
地
割
か
ら
天
平
六
年
（
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

三

四
）
の
尺
度
改
正
以
前
の
施
工
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
以
前
、
積
山
氏
は
推
定
難

波
京
域
の
発
掘
調
査
成
果
を
整
理
し
、
方
形
地
割
に
よ
る
京
域
の
建
設
が
複
都
構
想

に
対
応
す
る
か
た
ち
で
天
武
朝
に
着
手
さ
れ
た
が
、
難
波
宮
の
火
災
や
天
武
天
皇
の

死
去
に
よ
っ
て
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
、
聖
武
天
皇
の
後
期
難
波
宮
の
造
営
に
伴
い

前
代
の

方
形
地
割
を
踏
襲
し
て
京
域
の
建
設
が
進
め
ら
れ
、
天
平
六
年
に
は
宅
地
班

給
ま
で
い
た
っ
た
こ
と
、
京
の
範
囲
は
従
来
の
諸
説
と
は
異
な
り
上
町
台
地
上
に
規

制
さ
れ
て
東
西
が
か
な
り
短
く
宮
の
北
に
も
広
が
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

　
　
（
4
0
）

て

い

る
。
難
波
京
の
条
坊
に
つ
い
て
は
植
木
久
氏
も
同
様
の
意
見
を
述
べ
て
お
り
、

七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
時
期
に
難
波
宮
か
ら
離
れ
た
地
点
で
大
規
模
整

地
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
条
坊
制
が
施
工
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘

す
る
が
、
条
坊
施
工
範
囲
に
つ
い
て
は
上
町
台
地
に
入
り
込
む
多
く
の
谷
地
形
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

る
規
制
が
強
く
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
と
想
定
し
て
い
る
。

　
前
期
難
波
宮
は
画
期
的
な
構
造
を
も
つ
宮
城
の
造
営
が
主
目
的
と
な
っ
て
進
め
ら

れ
て

い

る
が
、
孝
徳
朝
段
階
の
京
域
は
飛
鳥
と
同
様
に
官
人
居
住
域
を
含
む
宮
周
辺

の

特
殊
な
空
間
と
し
て
把
握
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
天
武
朝
の
難
波
宮

に
方
形
街
区
が
計
画
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
飛
鳥
に
新
た
に
造
営
さ
れ
た
「
新
城
」
の

影
響
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
難
波
宮
の
京
域
形
成
が
常
に
飛
鳥
の
宮
の
動
向
と

対
応

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
植
木
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
細
長
い

上

町
台
地
上
に
計
画
的
な
方
形
地
割
基
準
線
を
設
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
難
波

大
道
が
上
町
台
地
を
南
北
に
貫
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
藤
原
京
の
よ
う
に
複
数
の
直

交
す
る
古
道
を
基
準
に
方
形
街
区
を
施
工
す
る
の
で
な
く
、
こ
の
南
北
道
が
基
準
と

な
る
単
純
な
空
間
構
成
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
後
、
奈
良
時
代
に
入
り
聖

武

朝
に
造
営
さ
れ
た
後
期
難
波
宮
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
宅
地
班
給
が
な
さ
れ
る

が
、
平
城
京
の
よ
う
に
左
右
京
に
分
れ
る
条
坊
街
区
を
備
え
た
京
の
存
在
は
考
古
学

的
に
確
認
で
き
な
い
。
文
献
史
料
を
み
て
も
『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
三
月
条
の
難

波
宮
行
幸
に
際
し
、
造
難
波
宮
司
と
国
郡
司
ら
に
禄
を
賜
う
と
と
も
に
「
難
波
宮
に

供
奉
せ
る
東
西
の
二
郡
」
の
田
租
調
を
免
じ
て
お
り
、
難
波
京
の
管
理
が
東
生
郡
と

西
成

郡
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
官
市
で
あ
る
難
波
市
も
史
料
上
で
は

東
西
に
分
か
れ
て
お
ら
ず
、
構
造
的
に
計
画
的
都
城
と
し
て
造
営
さ
れ
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
京
の
造
営
基
準
は
宮
城
中
軸
線
（
難
波
大
道
）
と
そ
れ
に
直
交
す
る
宮

城
東
西
線

（宮
城
南
面
路
基
準
線
）
と
な
り
、
京
域
は
こ
の
基
準
線
付
近
か
ら
必
要

に
応
じ
て
順
に
設
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
京
域
設

定
で
は
部
分
的
な
方
形
地
割
は
認
め
ら
れ
て
も
、
京
全
体
の
造
営
計
画
線
は
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
京
極
設
定
も
曖
昧
と
な
る
。

　
な
お
、
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
天
武
天
皇
八
年
（
六
七
九
）
一
一
月
条
に
難
波
に

羅
城

を
築
く
記
載
が
み
ら
れ
る
。
天
武
天
皇
一
二
年
の
複
都
制
詔
に
よ
っ
て
前
期
難

波
宮
が
副
都
と
な
る
直
前
で
あ
り
、
天
武
朝
に
お
け
る
前
期
難
波
宮
の
再
整
備
に
伴

う
一
連
の
事
業
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
記
載
を
も
っ
て
前
期
難
波
宮
に
明
確
な

四

至

を
伴
う
京
の
存
在
は
想
定
で
き
な
い
。
羅
城
の
築
造
は
龍
田
山
と
大
坂
山
に
お

け
る
関
の
設
置
と
セ
ッ
ト
で
あ
り
、
摂
津
・
河
内
か
ら
大
和
へ
向
か
う
軍
事
的
防
衛

ラ
イ
ン
の
整
備
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
難
波
京
は
奈
良
時
代
に
お
い
て
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力
　
恭
仁
宮
で
あ
る
。
恭
仁
宮
は
天
平
二
一
年
（
七
四
〇
）
の
藤
原
広
嗣
乱

の
折

に
聖
武
天
皇
が
東
国
へ
行
幸
す
る
が
、
年
末
の
行
幸
帰
路
に
急
遽
遷
都

が
決
定
さ
れ
た
都
で
あ
る
。
一
二
月
六
日
に
橘
諸
兄
を
先
発
さ
せ
て
遷
都
の

た
め
に
恭
仁
の
地
を
経
略
さ
せ
、
同
月
一
五
日
に
は
聖
武
天
皇
が
恭
仁
宮
に

入
っ
て
「
京
都
」
を
作
ら
せ
る
あ
わ
た
だ
し
さ
で
あ
っ
た
。
翌
年
正
月
の
朝

賀
で
は
内
裏
で
の
宴
が
催
さ
れ
て
い
る
が
宮
垣
が
未
完
成
の
た
め
帷
帳
を
巡

ら
し
て
お
り
、
大
極
殿
に
つ
い
て
も
同
月
一
六
日
に
大
極
殿
に
御
し
て
宴
を

行

な
っ
た
記
載
が
み
ら
れ
る
が
、
翌
一
四
年
正
月
で
は
大
極
殿
が
未
完
成
の

た
め
に
「
四
阿
殿
」
を
建
て
て
朝
賀
を
受
け
て
お
り
、
仮
設
建
物
で
当
座
は

凌
い
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
平
一
五
年
正
月
に
は
新
設
の
大
極
殿
に
御

す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
、
同
年
一
二
月
末
に
は
大
極
殿
な
ら
び
に
歩
廊
を

平
城
宮
か
ら
移
築
し
始
め
て
四
年
と
な
り
、
よ
う
や
く
宮
の
完
成
に
こ
ぎ
つ

も
不
整
形
な
都
城
で
あ
り
、
羅
城
門
の
存
在
に
は
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
ま
た
、
既
存
寺
院
で
あ
る
四
天
王
寺
や
堂
ヶ
芝
廃
寺
な
ど
が
京
内
に
取
り
込
ま
れ

て

お
り
、
四
天
王
寺
旧
境
内
と
方
形
地
割
と
の
関
係
も
様
々
議
論
さ
れ
て
い
る
。
四

天
王
寺
は
創
建
が
飛
鳥
時
代
に
遡
る
難
波
最
古
の
古
代
寺
院
で
、
難
波
長
柄
豊
碕
宮

へ
の
遷
都
に

伴
っ
て
伽
藍
が
完
成
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
聖
武
朝
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

波
宮
期
に
も
伽
藍
内
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
方
形
地
割
と
の
関
係
も
、

方
形
地
割
の
南
北
を
画
す
る
東
西
路
に
東
門
が
開
く
よ
う
に
復
元
さ
れ
て
い
る
が
、

基
本
的
に
は
寺
院
地
は
方
形
地
割
に
規
制
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
難
波
宮
で
は
宮
殿

お
よ
び
京
域
と
寺
は
一
体
と
し
て
造
営
さ
れ
て
お
ら
ず
、
寺
院
地
を
京
の
方
形
地
割

に

取
り
込
む
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
官

市
の
設
置
も
難
波
京
で
は
難
波
市
を
四
天
王
寺
の
北
方
に
設
置
し
て
い
る
だ
け
で
あ

り
、
平
城
京
の
よ
う
に
東
西
に
官
市
が
分
置
さ
れ
て
い
な
い
。
宅
地
班
給
の
規
模
も

三

位
以
上
で
一
町
以
下
と
極
端
に
小
さ
く
、
難
波
京
は
条
坊
都
城
と
し
て
の
体
裁
を

整
え
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
奈
良
時
代
の
都
城
と
し
て
も
う
一
つ
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の

け
た
が
、
紫
香
楽
宮
の
造
営
の
た
め
に
恭
仁
宮
造
営
を
停
止
す
る
旨
が
公
表
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
恭
仁
宮
造
営
の
当
初
は
御
在
所
で
あ
る
内
裏
の
造
営
が
急
が
れ
、

そ
れ
と
と
も
に
平
城
宮
か
ら
大
極
殿
院
施
設
を
解
体
移
築
し
て
遷
都
後
も
造
営
が
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
間
、
太
上
天
皇
宮
や
皇
后
宮
が
薪
造
さ
れ
、
天
平

一
四

年
に
は
宮
垣
が
完
成
し
て
い
る
が
、
以
上
の
造
営
経
過
を
み
て
み
る
と
恭
仁
宮

造

営
に
際
し
て
全
体
プ
ラ
ン
と
し
て
計
画
的
に
造
営
さ
れ
た
様
子
は
認
め
ら
れ
な

い
。
こ
の
事
実
は
、
実
際
の
発
掘
調
査
成
果
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
、

　
恭
仁
宮
は
平
城
京
の
奈
良
山
丘
陵
を
越
え
た
北
東
、
木
津
川
が
蛇
行
し
な
が
ら
西

流
す
る
小
盆
地
の
北
岸
に
所
在
す
る
。
古
く
か
ら
恭
仁
小
学
校
の
北
側
に
遺
存
す
る

土
壇
が
大
極
殿
跡

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
宮
城
は
こ
の
大
極
殿
基
壇
を
中
心
に
南
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

朝
堂
院
、
北
に
内
裏
を
想
定
し
て
八
町
四
方
の
宮
域
が
復
元
さ
れ
て
い
た
。
実
際
の

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
の
土
壇
が
平
城
宮
か
ら
移
築
し
た
大
極
殿
跡
で
あ
り
、
後

に
国
分
寺
金
堂
に
施
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
近
年
明
ら
か
と

な
っ
た
宮
城
大
垣
に
よ
れ
ば
、
宮
城
は
東
西
約
五
六
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
七
五
〇

難

門

属
．
熾
．

ぷ
．

戸
ξ

図3　恭仁宮中枢部の遺構配置
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メ
ー
ト
ル
の
南
北
に
長
い
や
や
歪
ん
だ
長
方
形
の
形
を
呈
し
て
お
り
、
当
初
の
復
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

規
模

よ
り
も
か
な
り
小
さ
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
は
、
恭
仁
宮
の
西
側
は
比
高

差

最
大
三
〇
メ
ー
ト
ル
近
い
開
析
谷
が
入
り
込
み
地
形
的
に
宮
城
西
辺
を
規
制
す
る

こ
と
に
加
え
、
大
極
殿
東
側
に
は
西
流
す
る
木
津
川
が
形
成
し
た
氾
濫
原
低
地
が

迫
っ
て
い
る
た
め
、
結
果
的
に
宮
城
の
占
有
幅
が
非
常
に
狭
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に

起

因
す
る
。
大
極
殿
は
こ
の
東
西
の
地
形
的
制
約
を
受
け
た
扇
状
台
地
の
中
心
に
位

置
し
て
お
り
、
恭
仁
宮
は
地
形
的
制
約
を
受
け
な
が
ら
大
極
殿
の
南
北
中
軸
線
を
基

準
線
と
し
て
開
放
的
に
造
営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
造
営
過
程
を
反
映
す
る
事
実
と
し
て
、
朝
堂
院
南
東
部
と
宮
城
大
垣

南
東
部
が
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
外
側
に
開
い
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
し
も
、

京
全
体
の
方
形
地
割
計
画
が
予
め
直
線
的
に
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
宮
城
大
垣
の
ラ

イ
ン
は
方
形
計
画
線
を
基
準
と
す
る
た
め
歪
み
は
あ
ま
り
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
検
出
さ
れ
た
大
垣
南
東
部
は
屈
曲
が
大
き
く
、
相
似
的
に
朝
堂
院

南
東
部
も
屈
曲
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
宮

城
の

造
営
が
大
極
殿
と
朝
堂
院
南
門
を
結
ぶ
中
軸
を
基
準
線
と
し
て
進
め
ら
れ
た
と

考
え
る
の
が
理
解
し
や
す
い
。
宮
城
大
垣
と
朝
堂
院
の
相
似
的
な
歪
み
も
、
地
形
規

制
な
ど
か
ら
生
じ
た
基
準
線
か
ら
の
測
量
誤
差
が
同
一
誤
差
と
し
て
朝
堂
院
に
も
宮

城
東
面
大
垣

に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
た
め
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
西
面
大
垣
も
宮

城
南
半
で

は
造
営
さ
れ
た
が
、
宮
城
北
半
で
は
開
析
谷
の
断
崖
面
と
な
り
地
形
的
制

約
か
ら
大
垣
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
極
殿
北
方
に
東
西
に
並
ん
で
検
出
さ
れ
た
二
つ
の

内
裏
相
当
施
設
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
は
と
も
に
大
垣
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
て
お

り
大
型
建
物
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、
宮
城
造
営
の
基
準
と
な
っ
た
大
極
殿
中
軸
線
と

は
相
関
的
関
係
に
は
な
く
、
西
側
の
区
画
は
北
に
対
し
て
東
へ
振
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
施
設
の
性
格
に
つ
い
て
は
内
裏
や
皇
后
宮
あ
る
い
は
太
正
天
皇
宮
な
ど
が
想
定

さ
れ
る
が
、
私
見
で
は
西
側
の
最
も
高
所
に
位
置
し
東
へ
振
れ
る
区
画
が
聖
武
天
皇

が
最
初

に
入
っ
た
内
裏
と
考
え
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
恭
仁
宮
遷
都
は
非
常
に

突
発
的
に
行
わ
れ
、
遷
都
当
初
の
天
平
二
二
年
正
月
で
は
内
裏
の
存
在
は
確
認
で
き

る
が
、
他
の
施
設
は
造
営
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
宮
城
の
様
相
を
呈
し
て
い
な

か

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
当
然
宮
城
施
設
の
全
体
プ
ラ
ン
の
設
計
は
遷
都
後
に
行
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
、
内
裏
の
造
営
は
全
体
プ
ラ
ン
と
は
関
係
な
く
と
り
あ
え
ず
宮
城
予

定
地
の
最
も
立
地
条
件
の
良
い
場
所
が
選
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
。
西
側
区
画
が
宮
城
全

体
の

方
位
よ
り
も
東
へ
振
っ
て
い
る
理
由
も
、
遷
都
ま
で
の
急
が
れ
た
内
裏
造
営
と

遷
都
後
の
大
極
殿
を
中
心
と
す
る
宮
城
造
営
の
段
階
差
が
方
位
の
振
れ
に
現
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
占
有
面
積
が
非
常
に
狭
い
恭
仁
宮
で
は
曹
司
な
ど
の
各
施
設
を
宮
城
内
に

全
て

包
括
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
宮
城
域
と
は
別
に
様
々
な
施
設
が
宮
城
外
に
分

散
的
に
配
置
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
と
く
に
天
平
一
三
年
閏
三
月
に
平
城
宮
の
兵

器
を
運
ば
し
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
兵
器
を
納
め
た
の
は
恭
仁
宮
内
で
は
な
く
、

以
前
よ
り
離
宮
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
甕
原
宮
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
宮
城
の
造
営
が
段
階
的
で
あ
り
、
宮
の
諸
機
能
が
分
散
的
に
想
定
で

き
る
恭
仁
宮
で
は
都
城
と
し
て
の
全
体
プ
ラ
ン
が
計
画
的
に
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

京
域
の
造
営
に
つ
い
て
も
同
様
の
状
況
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
天
平
一

三
年
八
月
条
に
は
平
城
二
市
を
恭
仁
京
に
遷
す
記
載
が
あ
り
、
翌
九
月
に
は
百
姓
へ

の
宅
地
班
給
に
あ
た
っ
て
「
賀
世
山
西
道
」
の
東
を
左
京
、
西
を
右
京
と
定
め
て
い

る
が
、
地
形
的
に
み
て
平
城
京
と
同
様
な
計
画
的
条
坊
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
方
形
街

区
が
造
営
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
京
域
の
復
元
案
に
つ
い
て
は
足
利
健
亮
氏
を
は

じ
め
多
く
の
学
説
が
あ
る
が
、
条
坊
遺
構
が
ほ
と
ん
ど
検
出
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で

は
詳
細
は
不
明
で
今
後
の
京
域
で
の
調
査
成
果
に
期
待
す
る
し
か
な
い
。
た
だ
、
宮

城
の
四

至
が
従
来
の

復
元
案

と
は
全
く
異
な
り
地
形
的
制
約
を
受
け
た
小
規
模
な
も

の

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
京
域
の
復
元
案
も
理
解
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

　
恭
仁
京
の
構
造
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
な
る
の
は
、
高
橋
美
久
二
氏
が
指
摘
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

る
よ
う
に
京
域
を
大
き
く
蛇
行
し
て
流
れ
る
木
津
川
に
架
構
さ
れ
た
橋
で
あ
る
。
天

平

＝
二
年
一
〇
月
に
「
賀
世
山
の
東
河
」
に
橋
を
架
構
し
て
お
り
、
翌
年
八
月
に
は
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「
宮
城
以
南

の
大
路
西

頭
」
と
「
甕
原
宮
以
東
」
の
間
に
大
橋
を
造
営
し
て
い
る
。
こ

れ

ら
の
橋
は
、
前
者
は
朱
雀
道
に
相
当
す
る
南
北
路
か
ら
木
津
川
南
岸
へ
渡
る
橋
で

あ
り
、
後
者
は
宮
城
南
面
大
路
の
西
端
と
木
津
川
南
岸
を
斜
め
に
走
る
「
賀
世
山
西

道
」
と
を
繋
ぐ
橋
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
以
前
よ
り
重
要
幹
線
路
と
し
て
右
京
域
に

架
構
さ
れ
て
い
た
泉
橋
と
と
も
に
、
川
の
都
で
あ
る
恭
仁
京
を
機
能
さ
せ
る
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
宮
城
が
所
在
す
る
左
京
北
岸
域
と
右
京
南

岸
域
を
繋
ぐ
大
橋
は
宮
城
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
道
路
と
し
て
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
の
ル
ー
ト
が
方
形
街
区
に
規
制
さ
れ
な
い
ル
ー
ト
で
あ
る
こ
と
は
、
恭
仁

京
の
実
態
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
恭
仁
京
も
難
波
京
と
同
様

に
宅
地
班
給
に
あ
た
っ
て
は
、
直
交
す
る
主
要
街
路
を
中
心
に
必
要
に
応
じ
て
方
形

街
区
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
京
域
全
体
プ
ラ
ン
が
当
初
か
ら
設
定
さ
れ
て

造
営

さ
れ
た
可
能
性
は
非
常
に
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
構
造
の

京
域
に
は
「
京
極
」
概
念
が
物
理
的
に
形
成
さ
れ
た
と
は
考
え
難
く
、
非
常
に
曖
昧

な
か
た
ち
で
京
域
の
範
囲
が
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
恭
仁
京
に
お
け
る
市
の
実
態
も
不
明
で
あ
る
。
平
城
京
の
東
西
市
を
移

設

し
た
こ
と
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
載
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
恭
仁
京
に
お
い
て

平
城
京
と
同
様
に
東
西
市
に
分
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
京
の
経
済
的

基
盤

と
な
る
市
の
所
在
地
と
し
て
は
、
以
前
か
ら
平
城
京
へ
の
物
資
輸
送
水
運
の
起

点
と
な
る
泉
津
近
辺
が
最
も
妥
当
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
水
上
交
通
と
陸
上
交
通
の
結

節
点
と
な
る
泉
橋
周
辺
に
西
市
が
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
東
市
の
存
在
に

つ
い
て

は
疑
問
視
し
て
い
る
。
可
能
性
と
し
て
は
宮
城
南
岸
の
「
賀
世
山
東
河
」
に

架
構
さ
れ
た
橋
を
渡
っ
た
地
点
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
左
京
域
南
半
が
ど
こ
ま
で

京

と
し
て
の
機
能
を
も
っ
て
い
た
か
現
状
で
は
不
明
で
あ
る
。
と
く
に
、
天
平
一
五

年
正
月
に
は
恭
仁
京
あ
る
い
は
難
波
京
か
京
を
定
め
る
た
め
に
市
人
に
意
見
を
求
め

て

い

る
が
、
こ
の
時
官
人
が
派
遣
さ
れ
た
の
は
恭
仁
京
の
「
市
」
で
あ
り
東
西
市
の

存
在
を
示
す
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
市
の
あ
り
方
も
平
城

京
の
よ
う
に
東
西
に
分
か
れ
る
形
態
で
は
な
く
、
難
波
京
と
同
様
に
右
京
に
の
み
官

市
が
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
恭
仁
京
右
京
域
に
は
京
内
寺
院
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思

わ
れ
る
高
麗
寺
が
所
在
し
て
い
る
。
高
麗
寺
は
創
建
が
七
世
紀
前
半
に
遡
る
古
代
寺

院
で
あ
り
、
七
世
紀
後
半
に
本
格
的
な
伽
藍
整
備
が
な
さ
れ
た
。
飛
鳥
寺
あ
る
い
は

川
原
寺
と
同
箔
軒
瓦
が
出
土
し
て
お
り
、
飛
鳥
地
域
と
非
常
に
関
係
の
深
い
寺
院
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
奈
良
時
代
の
軒
瓦
も
恭
仁
宮
所
用
瓦
や
山
城
国
分

寺
創
建
瓦
な
ど
が
出
土
す
る
が
数
量
的
に
少
な
く
、
奈
良
時
代
の
改
修
は
屋
瓦
の
差

し
替
え
な
ど
比
較
的
小
規
模
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
寺
院
地
を
区
画
す
る

施
設
は
部
分
的
な
が
ら
南
北
辺
築
地
の
痕
跡
や
東
辺
築
地
に
取
り
付
く
門
跡
な
ど
を

検
出
し
て
い
る
が
、
恭
仁
京
造
営
に
伴
う
方
形
街
区
に
よ
っ
て
寺
院
地
が
規
制
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
7
）

た
様
相
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
高
麗
寺
に
お
い
て
京
造
営
に
伴
う
整
備
の

痕
跡
が
ほ

と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
事
実
は
、
平
城
京
の
よ
う
な
条
坊
街
区
を
伴
わ
な

い
恭
仁
京
の
実
態
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以

上
、
奈
良
時
代
の
代
表
的
な
宮
都
の
様
相
を
み
て
き
た
が
、
宮
の
位
置
と
と
も

に
京
域
の
全
体
プ
ラ
ン
が
計
画
的
に
設
定
さ
れ
条
坊
制
都
城
が
形
成
さ
れ
る
乎
城
京

と
、
京
域
の
全
体
プ
ラ
ン
よ
り
も
ま
ず
宮
（
あ
る
い
は
内
裏
）
の
位
置
が
決
め
ら
れ

京
域
が
必
要
に
応
じ
て
付
随
的
に
造
営
さ
れ
る
難
波
京
や
恭
仁
京
の
二
つ
の
都
城
の

形
態
が
認
め
ら
れ
る
。
後
者
の
都
城
と
し
て
は
、
こ
の
他
、
紫
香
楽
宮
や
保
良
宮
・

由
義
宮
も
同
様
の
都
城
と
し
て
認
識
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

紫
香
楽
宮
で
は
近
年
の
調
査
で
朝
堂
院
相
当
建
物
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
地
形
的

に
方
形
地
割
は
無
理
だ
が
史
料
的
に
「
京
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
朱
雀
路
の
存
在
か
ら
甲
賀
寺
と
宮
を
結
ぶ
南
北
路
が
基
準
と
な
る
空
間
構
成

で

あ
っ
た
と
推
測
で
き
、
市
の
西
山
が
火
災
に
あ
う
記
載
か
ら
官
市
の
存
在
も
想
定

で

き
る
。
ま
た
、
由
義
宮
も
道
鏡
に
よ
る
特
殊
な
造
営
の
中
で
「
西
京
」
と
し
て
認

識

さ
れ
て
お
り
、
由
義
宮
造
営
に
伴
う
河
内
職
の
設
置
や
従
来
の
市
で
あ
る
会
賀
市

を
官
市
に
接
収
し
て
都
城
の
体
裁
を
整
え
る
が
、
京
域
に
お
け
る
条
坊
の
造
営
は
考

え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
宮
の
周
囲
に
認
識
さ
れ
る
特
殊
な
空
間
で
は
、
宅
地
班
給
に
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よ
っ
て
一
部
方
形
街
区
を
伴
っ
て
お
り
、
栄
原
永
遠
男
氏
は
紫
香
楽
宮
な
ど
に
み
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

れ

る
「
京
」
を
理
念
的
・
概
念
的
な
「
京
」
空
間
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の

都
城

に
付
随
す
る
京
域
は
、
前
代
の
「
倭
京
」
的
空
間
を
歴
史
的
に
踏
襲
し
た
形

態
で
あ
り
、
日
本
古
代
都
城
の
伝
統
的
形
態
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
宮
と
京
が
計
画
的
に
設
定
さ
れ
方
形
街
区
が
形
成
さ
れ
る
平
城
京

は
、
「
倭
京
」
に
付
随
す
る
か
た
ち
で
造
営
が
開
始
さ
れ
た
方
形
街
区
を
、
『
周
礼
』

な
ど
古
代
中
国
の
都
城
概
念
の
実
現
の
た
め
新
た
な
計
画
都
城
と
し
て
造
営
整
備
さ

れ

た
藤
原
京
を
継
承
止
揚
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
原
理
は
基
本
的
に
平
安
京

へ
引
き
継
が
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
倭
京
」
か
ら
藤
原
京
の
造
営
過
程
に
み
ら
れ
る
日
本

古
代
都
城
の
二
つ
の
形
態
が
、
一
方
で
計
画
的
都
城
と
し
て
平
城
京
・
平
安
京
へ
と

引
き
継
が
れ
る
の
に
対
し
、
一
方
で
従
来
の
伝
統
的
「
京
」
空
間
が
理
念
的
・
概
念

的
に
構
成
さ
れ
る
都
城
と
し
て
、
難
波
宮
や
恭
仁
宮
を
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ

れ

ら
の
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
山
背
遷
都
で
造
営
さ
れ
た
長
岡
京
の
実

態
を
考
察
し
、
そ
の
位
置
付
け
を
試
み
て
み
た
い
。

③
山
背
遷
都
後
の
都
城
－
長
岡
京
の
実
態
1

　
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
五
月
に
遷
都
の
た
め
長
岡
村
の
地
を
見
せ
し
め
、
翌
月
に

は

造
長

岡
宮
使
が
任
命
さ
れ
て
京
域
の
測
量
と
長
岡
宮
の
造
営
が
開
始
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
長
岡
京
遷
都
は
都
城
造
営
開
始
か
ら
わ
ず
か
五
ヶ
月
後
で
あ
り
、
遷
都
か
ら

二

ヶ
月
後
の
翌
年
正
月
朝
賀
に
は
桓
武
天
皇
が
長
岡
宮
大
極
殿
に
御
し
て
内
裏
で
宴

が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
平
城
宮
か
ら
長
岡
宮

へ
の

山
背
遷
都
は
非
常
に
急
が
れ
た
遷
都
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
長

岡
宮
中
心
部
の
構
造
は
、
朝
堂
院
が
八
堂
型
式
で
あ
る
こ
と
や
、
大
極
殿
の
東

に
第
二
次
内
裏
が
造
営
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
昭
和
三
〇
年
の
「
会
昌
門
」
の
発
見
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

来
、
五
〇
年
に
わ
た
る
発
掘
調
査
で
か
な
り
判
明
し
て
き
た
と
い
え
る
。
と
く
に
、

朝
堂
院
の
調
査
で
は
難
波
宮
式
の
重
圏
文
軒
瓦
が
多
く
出
土
し
て
お
り
、
八
堂
型
式

で

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
後
期
難
波
宮
の
朝
堂
院
を
移
建
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い

（5
0
）

る
。
そ
の
他
、
長
岡
丘
陵
上
に
官
衙
関
係
と
想
定
で
き
る
礎
石
建
物
な
ど
が
発
見
さ

れ
て

い

る
が
、
長
岡
宮
の
全
体
像
は
ま
だ
把
握
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。

　

山
中
章
氏
ら
の
長
年
に
わ
た
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
長
岡
宮
の
宮
城
構
造
は
平
安
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

と
同
様
に
縦
長
の
長
方
形
に
復
元
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
長
岡
宮
の
造
営
が
難
波

宮
の

解
体
移
築
を
主
体
と
す
る
前
期
造
営
と
、
第
二
次
内
裏
造
営
を
主
体
と
し
て
平

城
宮
の
解
体
移
築
が
行
な
わ
れ
る
後
期
造
営
の
二
段
階
に
想
定
す
る
清
水
み
き
氏
の

　
（
5
2
）

研
究

を
受
け
て
、
宮
城
南
面
大
路
が
後
期
造
営
段
階
に
二
町
南
に
移
建
さ
れ
て
宮
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

が
拡
大
す
る
と
の
解
釈
を
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宮
城
北
辺
の
整
備
に
関
し
て

は
、
従
来
北
京
極
大
路
と
想
定
さ
れ
て
い
た
東
西
路
が
小
路
幅
で
あ
る
こ
と
か
ら
北

一
条
大
路
を
北
京
極
大
路
と
し
、
近
年
発
見
さ
れ
た
「
東
院
」
遺
構
を
含
め
た
北
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

条
大
路
以
北
を
京
外
の
「
北
苑
」
と
想
定
す
る
。

　

し
か
し
、
北
一
条
大
路
を
北
京
極
大
路
と
想
定
し
た
場
合
で
も
、
宮
内
朱
雀
大
路

と
の
交
差
地
点
で
宮
城
北
面
中
門
の
位
置
に
あ
た
る
宮
第
三
九
〇
次
調
査
で
は
、
北

一
条
大
路
の
両
側
溝
は
確
認
で
き
た
が
門
遺
構
や
宮
城
大
垣
に
関
わ
る
遺
構
は
検
出

さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
条
坊
路
が
オ
ー
プ
ン
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

お
り
、
北
京
極
の
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
城
東
面
に
つ
い
て
も
、

東
一
坊
大
路
と
一
条
条
間
大
路
の
交
差
点
西
側
で
地
業
跡
を
確
認
し
て
お
り
、
宮
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

門
跡
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
東
一
坊
大
路
西
側
溝
と
一
条
条
間

路

は
確
実
に
施
工
さ
れ
て
い
る
が
、
門
の
存
在
に
つ
い
て
は
礎
石
痕
跡
や
基
壇
版
築

な
ど
具
体
的
な
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
地
業
の
検
出

　
　
　
　
（
5
7
）

に
と
ど
ま
る
。

　
む
し
ろ
、
長
岡
宮
宮
城
門
と
し
て
注
目
す
べ
き
遺
構
は
、
宮
第
二
六
七
次
調
査
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

検
出
し
た
南
北
棟
の
門
遺
構
で
あ
る
。
こ
の
遺
構
は
朝
堂
院
の
西
方
、
朝
堂
院
南
面

築
地
か
ら
直
角
に
南
へ
折
れ
曲
が
っ
た
築
地
に
接
続
す
る
門
遺
構
で
、
山
中
氏
が
想

定
す
る
二
条
大
路
上
に
位
置
す
る
。
ま
た
、
こ
の
門
か
ら
南
へ
延
長
す
る
築
地
跡
が

宮
四
二
二
次
調
査
で
検
出
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
宮
城
を
区
画
す
る
遺
構
で
あ
る
。
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網伸也［古代都城における二つの形態］

こ
れ
ら
の
門
遺
構
に
つ
い
て
、
山
中
氏
は
宮
城
を
二
町
拡
張
し
た
段
階
で
二
条
大
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

上

に
新
た
に
建
設
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
築
地
は
地
山
削
り
だ
し
基
壇
で
あ
り

朝
堂
院
南
面
築
地
と
の
層
位
的
上
下
関
係
は
認
め
ら
れ
ず
、
調
査
所
見
か
ら
は
朝
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

院
南
面
築
地

と
一
連
の
時
期
に
造
営
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の

南
北
築
地
は
長
岡
京
条
坊
と
は
全
く
関
係
な
い
位
置
に
所
在
し
て
お
り
、
朝
堂
院
中

軸
を
東
へ
折
り
返
し
た
地
点
に
も
現
在
史
跡
指
定
さ
れ
て
い
る
南
北
築
地
が
存
在
す

る
こ
と
か
ら
（
宮
第
八
九
次
・
一
〇
〇
次
調
査
）
、
宮
城
の
南
面
は
宮
城
造
営
当
初
か

ら
条
坊
と
は
関
係
な
い
区
画
で
設
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
、
宮
城
西
面
は
小
畑
川
が
形
成
し
た
標
高
差
二
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
段
丘

崖

と
な
っ
て
お
り
、
現
状
で
も
元
稲
荷
古
墳
や
五
塚
原
古
墳
な
ど
が
丘
陵
尾
根
筋
に

遺
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
直
線
的
な
宮
城
大
垣
を
造
営
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
天
然
の
崖
面
が
宮
城
の
西
面
を
限
る
構
造
に
な
っ
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
実
態
と
し
て
、
長
岡
宮
が
平
安
宮
と
同
様
に
宮

城
大
垣

に
よ
っ
て
長
方
形
の
占
地
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
全
く
不
明
で
、
む
し

ろ
、
宮
城
が
立
地
す
る
長
岡
丘
陵
の
地
形
に
応
じ
て
宮
城
が
造
営
さ
れ
た
と
考
え
る

の

が
自
然
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
長
岡
宮
の
発
掘
調
査
成
果
を
地
理
的
・
地
質
的
視
点
か

ら
検
討
し
、
客
観
的
事
実
か
ら
長
岡
宮
の
実
態
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
國
下
多
美
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

氏

と
中
塚
良
氏
の
研
究
で
あ
る
。
長
岡
丘
陵
が
西
か
ら
東
へ
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
段

丘
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
長
岡
宮
は
最
も
高
所
で
あ
る
西
か
ら
雛
壇
状
に
整
地
さ
れ
て

宮
城
の
占
有
地
が
順
次
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
、
「
西
宮
」
と
呼
ば
れ
た
第
一
次

内
裏
を
長
岡
丘
陵
上
で
最
も
景
観
が
よ
く
高
所
に
位
置
す
る
元
稲
荷
古
墳
の
南
東

側
、
現
在
の
向
陽
小
学
校
敷
地
内
に
想
定
し
て
い
る
。
従
来
、
長
岡
宮
第
一
次
内
裏

は
朝
堂
院
の
北
側
に
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
大
極
殿
の
北
側
に
は
深
い
開
析
谷
が

走
っ
て
お
り
内
裏
推
定
地
と
し
て
は
地
理
的
に
条
件
が
悪
い
場
所
で
あ
る
。
実
際
に

朝
堂
院
北
側
の
地
区
で
数
次
に
わ
た
る
立
会
調
査
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
内
裏

に
関
係
す
る
遺
構
は
全
く
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
向
陽
小
学
校
敷

地
内
で
は
南
北
方
向
の
複
廊
と
門
が
検
出
さ
れ
て
お
り
（
宮
第
六
五
・
八
四
次
）
、
複

廊
の
東
に
は
東
面
す
る
礎
石
建
ち
の
門
遺
構
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
向
陽
小
学
校
敷
地
西
端
部
で
行
わ
れ
た
宮
第
一
九
三
次
調
査
の
成
果
も
、

当
地
域
の
性
格
を
知
る
う
え
で
重
要
な
所
見
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
調
査
区
は
元
稲

荷

古
墳
や
向
日
神
社
が
立
地
す
る
丘
陵
最
高
所
か
ら
東
へ
下
が
る
崖
面
下
に
位
置

し
、
長
岡
宮
造
営
時
の
整
地
層
と
南
北
築
地
の
両
側
溝
と
考
え
ら
れ
る
南
北
溝
が
検

出
さ
れ
た
。
こ
の
築
地
は
前
述
し
た
複
廊
か
ら
約
七
五
メ
ー
ト
ル
（
二
五
丈
）
と
な
っ

て

お
り
、
向
陽
小
学
校
敷
地
の
平
坦
部
が
狭
い
な
が
ら
長
岡
宮
造
営
時
に
形
成
さ
れ

た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
整
地
層
な
ど
造
営
当
初
の
遺
構
か
ら
出
土
し

た
土
器
組
成
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
奈
良
時
代
（
平
城
京
期
）
の
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
長
岡
宮
造
営
に
あ
た
っ
て
平
城
宮
か
ら
土
器
が
運
ば
れ
た
可
能
性
が
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

摘

さ
れ
て
お
り
、
長
岡
宮
初
期
造
営
に
関
わ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

た
だ
、
出
土
瓦
の
傾
向
を
み
る
と
、
難
波
宮
式
が
過
半
数
を
占
め
る
が
平
城
宮
式
軒
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図5　國下氏による長岡宮と条坊の関係復元
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瓦
の

出
土
も
全
体
の
四
割
と
な
っ
て
お
り
、
同
様
の
傾
向
は
複
廊
遺
構
の
調
査
で
も

認
め

ら
れ
る
こ
と
か
ら
造
営
過
程
の
解
釈
に
は
慎
重
な
態
度
が
要
す
る
。
し
か
し
、

同
区
画
内
と
想
定
さ
れ
る
宮
第
一
七
八
次
調
査
で
は
、
一
辺
約
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の

横
板
井
篭
組
に
復
原
さ
れ
る
大
型
井
戸
と
と
も
に
、
平
安
宮
内
裏
内
郭
回
廊
で
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

さ
れ
た
よ
う
な
石
組
溝
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
遺
構
群
の
構
成
要
素
が
内
裏
空
間
と

し
て
充
分
な
条
件
を
備
え
て
い
る
と
い
え
る
。

　
長

岡
京
遷
都
は
前
述
し
た
よ
う
に
非
常
に
急
が
れ
た
特
殊
な
遷
都
で
あ
る
。
恭
仁

宮
造

営
で
み
た
よ
う
に
、
遷
都
に
あ
た
っ
て
ま
ず
最
も
良
好
な
場
所
に
天
皇
の
御
在

所
で
あ
る
内
裏
が
造
営
さ
れ
、
順
次
東
に
向
か
っ
て
平
坦
面
の
整
地
と
主
要
殿
舎
の

造
営
が

な
さ
れ
た
と
考
え
る
國
下
氏
ら
の
意
見
に
私
も
大
い
に
賛
同
し
て
い
る
。
長

岡
宮
の
造
営
は
「
西
宮
」
で
あ
る
第
一
次
内
裏
と
朝
堂
院
の
平
坦
面
が
最
初
に
造
成

さ
れ
、
朝
堂
院
で
は
難
波
宮
の
殿
舎
を
移
築
し
た
た
め
に
難
波
宮
式
軒
瓦
が
出
土
す

る
。
そ
し
て
、
第
二
次
内
裏
の
造
営
は
「
西
宮
」
が
急
遽
造
営
さ
れ
た
御
在
所
で
あ
っ

た
た
め
充
分
な
生
活
空
間
や
儀
式
空
間
が
確
保
で
き
ず
、
宮
城
の
中
心
と
し
て
の
内

裏
空
間
を
新
た
に
構
築
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
「
東
宮
」
と
し
て
朝
堂
院
の
東
に

隣
接
し
て
造
営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
か
ら
東
へ
順
次
平

坦
面

を
造
成
し
て
い
く
長
岡
宮
で
は
、
第
二
次
内
裏
が
朝
堂
院
よ
り
も
か
な
り
低
い

位
置
に
造
営
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
実
際
に
朝
堂
院
の
平
坦
面
と
の
比
高
差
は
約

四
メ
ー
ト
ル
に
及
び
、
宮
城
内
で
も
最
も
重
要
な
施
設
で
あ
る
内
裏
に
雨
水
な
ど
が

流
れ
込

む
構
造
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
上
の
欠
陥
が
平

安
京
遷
都
の
原
因
の
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、

長
岡
宮
は
長
岡
丘
陵
上
に
新
た
に
造
成
し
た
平
坦
面
を
有
効
利
用
し
、
各
施
設
を
分

置
し
た
宮
城
で
あ
り
、
そ
の
平
面
プ
ラ
ン
は
方
形
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
長
岡
丘

陵
の
地
形

に
規
制
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
長
岡
宮
は
恭
仁
宮
や
難
波
宮
と
は
異
な
り
、
正
都
と
し
て
条
坊
の
施
工
も

当
初
か
ら
計
画
し
て
い
た
。
こ
れ
は
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
京
内
各
地
で
条
坊
遺
構
が

発
見

さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
間
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
条
坊
の
施
工
の
基
本
原
理

に
つ
い
て
は
定
説
を
み
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
長
岡
京
条
坊
は
当
初
平
安
京
と
同

様
の
「
集
積
地
割
」
条
坊
構
造
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
平
城
京
と
同
じ
一

八
〇

〇

小
尺

で

割
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
条
坊
路
が
発
見
さ
れ
る
に
お
よ

び
、
平
城
京
と
同
じ
分
割
原
理
で
条
坊
路
が
施
工
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
と
く
に
西
二
坊
大
路
の
発
見
は
、
路
面
中
心
が
朝
堂
院
中
軸
か
ら
三
六
〇
〇
小

尺
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
長
岡
京
が
平
城
京
と
同
じ
「
分
割
地
割
」
条
坊
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
平
城
京
型
条
坊
で
復
元
さ
れ
つ
つ
も
、

条
坊
計
画
線
に
合
致
し
な
い
条
坊
路
も
多
く
見
受
け
ら
れ
、
と
く
に
四
条
大
路
以
南

の
東
西
路
の
ズ
レ
は
大
き
く
構
造
原
理
の
再
検
討
が
迫
ら
れ
て
い
た
。

　
条
坊
デ
ー
タ
の
数
理
的
解
析
に
関
し
て
は
、
内
田
賢
二
氏
や
辻
純
一
氏
ら
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

て

な
さ
れ
て
い
る
。
内
田
氏
は
長
岡
京
条
坊
に
つ
い
て
（
一
）
条
坊
は
平
城
京
型
で
あ

る
（
二
）
長
岡
京
全
体
は
同
一
の
も
の
さ
し
を
使
用
し
て
造
営
さ
れ
て
い
た
（
三
）
長

岡
京
全
体
が
同
一
の
方
位
を
持
っ
て
造
営
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
仮
定
に
よ
っ
て
条

坊
座
標
系
の
復
元
を
行
い
、
一
部
側
溝
に
計
画
線
が
対
応
す
る
例
が
あ
る
こ
と
や
五

条
大
路
（
現
六
条
条
間
小
路
）
が
一
〇
丈
南
に
ず
れ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
標
準
偏
差

プ

ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
ニ
メ
ー
ト
ル
の
精
度
で
条
坊
が
施
工
さ
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け

た
。
デ
ー
タ
が
四
五
地
点
の
み
の
解
析
で
あ
り
、
後
に
辻
氏
が
一
〇
七
地
点
の
条
坊

路

に
基
づ
い
て
解
析
作
業
を
行
い
、
あ
る
程
度
の
法
則
性
は
読
み
取
れ
る
も
の
の
確

か

な
計
画
性
を
も
っ
て
施
工
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
結
論
づ
け
た
よ
う
に
問

題
点
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
従
来
か
ら
指
摘
が
あ
っ
た
よ
う
に
五
条
以

南
の
ズ
レ
を
以
北
と
異
な
っ
た
大
路
あ
る
い
は
宅
地
幅
の
差
に
求
め
よ
う
と
す
る
視

点
や
、
基
本
的
に
路
面
心
に
計
画
線
が
設
定
さ
れ
る
平
城
京
条
坊
と
の
違
い
を
示
唆

し
た
点
は
、
長
岡
京
の
構
造
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
平
城
京
型
条
坊
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
長
岡
京
条
坊
を
、
も
う
一

度
平
安
京
と
同
じ
「
集
積
地
割
」
条
坊
と
し
て
捉
え
直
し
た
の
が
山
中
章
氏
で
あ
る
。

山
中
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
長
岡
京
は
基
本
的
に
は
四
〇
〇
尺
四
方
の
「
集
積
地
割
」

条
坊
だ
が
、
「
宮
城
南
面
街
区
」
と
「
宮
城
東
西
面
街
区
」
は
幅
三
五
〇
小
尺
（
一
部
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三
七

五
小

尺
）
に
統
一
し
て
、
他
の
地
域
か
ら
規
模
・
規
格
を
異
に
す
る
こ
と
で
特

別
地
域
と
認
識
す
る
と
と
も
に
、
一
般
宅
地
面
積
の
不
均
一
性
を
解
消
し
た
と
考
え

（6
6
）

た
。
た
だ
、
山
中
モ
デ
ル
に
お
い
て
も
実
際
に
検
出
さ
れ
る
条
坊
路
が
合
致
し
な
い

例
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
発
掘
調
査
デ
ー
タ
か
ら
岩

松
保
氏
が
再
度
解
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
三
八
五
尺
ま
た
は
四
三
五
尺
間

隔
に
基
準
線
を
割
り
付
け
て
町
を
設
定
す
る
も
の
で
、
小
路
は
基
準
線
の
両
側
ま
た

は

片
側
の
町
か
ら
割
き
取
る
の
に
対
し
て
、
大
路
は
そ
の
幅
分
を
割
り
付
け
幅
に
別

個
に
付
け
加
え
る
」
大
路
付
加
型
モ
デ
ル
と
し
て
仮
説
を
再
提
示
し
、
「
集
積
地
割
」

条
坊
説
に
立
脚
す
る
山
中
モ
デ
ル
の
補
正
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
長
岡
京
で
は
も

と
は
大
き
な
都
城
計
画
が
あ
っ
た
が
、
当
初
は
宮
城
と
京
の
中
心
部
分
を
重
点
的
に

建
設

し
京
の
四
至
を
あ
え
て
確
定
せ
ず
、
あ
る
時
点
で
工
事
を
再
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
の
都
城
を
め
ざ
し
た
と
し
た
。

　
長

岡
京
で
は
従
来
の
北
京
極
大
路
が
小
路
幅
で
検
出
さ
れ
、
北
京

極
大
路
の

さ
ら
に
北
側
で
も
条
坊
遺
構
が
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
京
域

の

北
辺
も
未
確
定
な
状
態
で
あ
る
。
岩
松
氏
は
当
初
の
北
辺
は
北
一

条
大
路
で
あ
り
、
北
一
条
大
路
の
南
と
北
で
は
条
坊
計
画
が
異
な
る

こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
造
営
の
段
階
的
差
異
を
求
め
て
い
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
山
中
氏
は
北
一
条
大
路
よ
り
北
側
の
街
区
を
「
北
苑
」
と

考
え
、
唐
長
安
城
を
志
向
し
た
完
成
さ
れ
た
長
岡
京
の
イ
メ
ー
ジ
を

も
つ
が
、
長
安
城
に
お
け
る
「
北
苑
」
（
禁
苑
）
は
宮
城
の
北
側
、
潤

水
と
の
間
に
設
け
ら
れ
た
防
御
的
機
能
を
も
つ
空
間
で
、
そ
れ
と
と

も
に
皇
帝
の
狩
猟
や
遊
覧
の
場
所
で
も
あ
り
天
下
の
動
物
や
植
物
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

集
め
ら
れ
た
特
殊
な
小
宇
宙
で
あ
っ
た
。
当
然
禁
苑
内
に
街
区
が
形

成

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
性
格
は
北
限
で
の
山
河
の
違
い
は
あ

る
が
平
城
京
に
お
け
る
松
林
苑
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
長
岡
京
に

み

ら
れ
る
北
辺
街
区
は
、
検
出
さ
れ
た
遺
構
の
状
況
か
ら
長
安
城
の

禁
苑
や
平
城
京
の
松
林
苑
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
条
坊
街
区
の

延
長
と
し
て
捉
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
岩
松
氏
が
指
摘
す
る

造
営
の
段
階
差
も
、
都
城
全
体
の
条
坊
計
画
が
当
初
か
ら
確
定
し
て
い
た
の
で
あ
れ

ば
、
段
階
的
造
営
で
あ
っ
て
も
条
坊
計
画
が
途
中
で
変
更
に
な
る
の
は
不
自
然
で
あ

る
。
平
城
京
や
平
安
京
で
は
遷
都
後
の
早
い
時
期
に
計
画
範
囲
が
確
定
し
て
お
り
、

長
岡
京
が
異
な
っ
た
条
坊
計
画
で
段
階
的
に
造
営
さ
れ
た
な
ら
ば
、
京
の
造
営
原
理

自
体
が
平
城
京
や
平
安
京
と
は
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
、
長
岡
京

北
東
域
の
条
坊
実
態
を
検
討
し
た
上
田
育
子
氏
に
よ
れ
ば
、
路
面
側
溝
の
振
れ
角
が

条
坊
路
ご
と
に
よ
っ
て
大
幅
に
異
な
っ
て
お
り
、
宅
地
幅
も
基
本
的
に
は
四
〇
〇
小

尺

を
志
向
し
つ
つ
も
山
中
氏
や
岩
松
氏
が
設
定
し
た
モ
デ
ル
と
は
か
な
り
異
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

様
相
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
④
東
院

建
　
じ

宝菩提院

［
　‖

長岡宮 ［］［コ［
乙訓神社

嶋院？

乙訓寺

に］「

小畑　川

〕 「市」墨書土器

　出土地点

　　●

［「靹岡廃寺

0

［L］「

　　　　　　　　　2km

図6　長岡京推定復元図
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前
述
し
た
よ
う
に
、
長
岡
京
遷
都
の
特
殊
事
情
か
ら
長
岡
丘
陵
上
に
宮
城
が
ま
ず

造
営

さ
れ
て
お
り
、
条
坊
プ
ラ
ン
は
宮
城
の
基
準
点
か
ら
開
放
的
に
設
定
さ
れ
て

い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
施
工
方
法
は
「
集
積
地
割
」
条
坊
と
し
て
で
は
な
く
、

平
城
京
の
よ
う
に
一
定
の
枠
組
み
を
中
心
基
準
点
か
ら
順
次
規
則
的
に
設
定
し
て
い

く
ほ
う
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
長
岡
京
条
坊
を
平
城
京
型
（
分
割
地
割
）
条
坊
と
し

て

再
検
討

し
た
鍋
田
勇
氏
に
よ
れ
ば
、
南
北
条
坊
大
路
は
平
城
京
と
同
様
に
一
八
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

○

小
尺
で
規
則
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
東
三
坊

大
路

と
西
二
坊
大
路
は
路
面
心
が
朝
堂
院
中
軸
線
か
ら
ほ
ぼ
一
八
〇
〇
小
尺
の
計
画

線

に
の
る
が
、
東
西
一
坊
大
路
は
そ
れ
ぞ
れ
東
側
溝
・
西
側
溝
に
基
準
線
が
ほ
ぼ
合

致
す
る
。
ま
た
、
東
西
条
坊
路
も
特
殊
な
構
造
を
も
つ
二
条
大
路
の
南
側
溝
付
近
に

基
準
線
を
あ
わ
せ
れ
ば
、
一
条
大
路
と
三
条
大
路
心
心
間
が
約
三
六
〇
〇
小
尺
と
な

り
、
そ
の
中
心
に
二
条
大
路
南
側
溝
が
ほ
ぼ
の
っ
て
く
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
一

条
大
路
の
中
心
か
ら
北
一
条
大
路
北
側
溝
ま
で
の
距
離
が
約
一
八
〇
〇
小
尺
と
な
っ

て

お

り
、
宮
城
の
実
態
と
は
別
に
長
岡
丘
陵
が
収
ま
る
二
坊
四
方
の
大
路
が
す
べ
て

計
画
線
か
ら
内
側
に
路
面
を
設
定
し
て
い
る
の
は
、
長
岡
京
条
坊
の
大
き
な
特
徴
と

い

え
よ
う
。
つ
ま
り
、
長
岡
京
は
宮
城
が
所
在
す
る
長
岡
丘
陵
を
中
心
に
、
同
心
円

状

に
条
坊
街
区
が
設
定
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
構
造
は
郊
外
の
「
野
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

に
連
続
す
る
特
殊
な
京
域
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
京
極
の
設
定
は
曖

昧
と
な
り
羅
城
門
の
存
在
も
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
四
条
大
路
以
南
で
は
宮
城
周
辺
と
は
別
に
条
坊
基
準
線
が
移
さ
れ
、
同

時
に
早
い
段
階
か
ら
条
坊
施
工
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
都
城

の
経
済
的
基
盤
で
あ
る
東
西
市
の
設
置
が
考
え
ら
れ
る
。
東
西
市
の
存
在
は
、
平
安

京
に
東
西
市
を
移
す
記
事
が
あ
る
た
め
確
実
で
、
お
そ
ら
く
宮
城
中
心
の
基
準
点
か

ら
第
二
基
準
点
を
五
条
周
辺
（
お
そ
ら
く
朱
雀
大
路
上
）
に
移
し
、
東
西
市
周
辺
の

造
営
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
東
二
坊
大
路
の
検
出
事
例
を
検
証
す
る
と
四
条
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

路
を
境
と
し
て
大
路
が
約
三
～
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
食
い
違
っ
て
お
り
、
前
述
し
た
よ

う
に
東
西
路
も
四
条
大
路
以
南
で
は
大
き
く
ず
れ
て
く
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
四
条

大
路

を
境
と
し
て
宮
城
周
辺
条
坊
と
市
周
辺
条
坊
の
施
工
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。
市
周
辺
の
発
掘
調
査
で
は
右
京
六
条
二
坊
六
町
の
調
査
で
宅
地
の
南
門
と

六
条
条
間
南
小
路
の
北
側
溝
が
検
出
さ
れ
、
「
市
」
銘
墨
書
土
器
と
と
も
に
市
関
連
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

考
え
ら
れ
る
木
簡
が
多
数
出
土
し
た
。
山
中
章
氏
は
こ
れ
ら
の
木
簡
の
分
析
か
ら
長

岡
京
の
段
階
で
市
外
町
が
充
実
し
た
こ
と
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
平
安
京
で
は
対
照

的
に
条
坊
制
四
行
八
門
の
宅
地
割
は
成
立
し
て
も
市
周
辺
の
整
備
は
遅
れ
た
と
推
測

　
　
　
（
7
4
）

し
て
い
る
。
し
か
し
、
平
安
京
で
も
遷
都
直
前
の
延
暦
一
三
年
七
月
に
東
西
市
が
遷

さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
右
京
八
条
二
坊
二
町
の
調
査
で
は
町
の
中
心
に
位
置
す
る
西

庇
南
北
棟
建
物
の
西
に
広
が
る
湿
地
か
ら
長
岡
京
と
同
様
に
五
斗
俵
に
使
用
さ
れ
た

延
暦
期
の
荷
札
木
簡
が
多
量
に
出
土
し
て
お
り
、
ヘ
ラ
状
工
具
や
糸
巻
き
な
ど
工
房

に
関
わ
る
木
製
品
も
共
伴
す
る
こ
と
か
ら
、
西
市
周
辺
域
に
設
置
さ
れ
た
諸
官
司
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

出
先
機
関
が
各
所
に
存
在
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
条
坊
の
施
工
過
程
は
全
く
異
な

る
が
、
長
岡
京
で
も
平
安
京
で
も
市
周
辺
の
整
備
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
、
雑
多
な
経

済
活
動
が
な
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
寺
院
の
造
営
も
、
延
暦
九
年
九
月
に
皇
太
子
病
気
平
癒
の
た
め
「
京
下
七

寺
」
に
読
経
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
寺
院
は
す
べ
て
乙
訓
地
域
に
前
代
よ
り
存

在
し
た
古
代
寺
院
で
あ
り
、
京
造
営
に
伴
う
伽
藍
整
備
は
あ
っ
て
も
新
た
な
造
営
は

な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
条
坊
が
施
工
さ
れ
た
範
囲
に
七
寺
も
存
在
し
た
か
ど
う
か
も

疑
わ

し
く
、
佐
藤
文
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
理
念
的
に
京
域
と
し
て
認
識
さ
れ
た

空

間
が
長
岡
京
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
、
莚
・
そ
の
よ
う

な
意
味
に
お
い
て
も
、
長
岡
京
は
計
画
的
条
坊
を
伴
う
が
全
体
プ
ラ
ン
の
中
で
宮
城

が
造
営
さ
れ
る
平
城
京
と
は
異
な
り
、
恭
仁
宮
や
難
波
宮
の
よ
う
に
宮
城
の
造
営
が

ま
ず
先
行
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
京
域
に
で
き
る
だ
け
計
画
的
条
坊
を
施
工
し
よ
う
と

し
た
特
殊
な
都
城
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
様
々
な
矛
盾
が
造

営
過
程
の
中
で
生
じ
た
と
想
定
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
桓
武
天
皇
の
再

度
に
わ
た
る
平
安
京
遷
都
は
、
特
殊
な
長
岡
京
造
営
の
中
で
実
現
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
計
画
的
都
城
の
完
成
を
め
ざ
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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網伸也［古代都城における二つの形態］

お
わ
り
に

　
以

上
、
藤
原
京
か
ら
長
岡
京
ま
で
の
都
城
構
造
の
変
遷
過
程
を
検
討
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
古
代
都
城
の
構
造
を
分
析
す
る
と
、
大
き
く
見
て
二
つ
の
形
態
が
存
在
す
る

こ
と
が
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
全
体
の
京
域
条
坊
プ
ラ
ン
を
計
画
的
に
設
定
し
宮
城

も
そ
の
計
画
線
の
中
に
収
め
て
い
く
タ
イ
プ
（
計
画
線
閉
合
型
）
と
、
ま
ず
宮
の
造

営
を
行
い
必
要
に
応
じ
て
京
域
の
条
坊
を
施
工
し
て
い
く
タ
イ
プ
（
中
軸
線
開
放
型
）

で

あ
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
全
体
の
方
形
地
割
計
画
線
を
設
定
す
る
前
者
の
タ
イ
プ

は
「
新
益
京
」
と
し
て
造
営
整
理
さ
れ
た
藤
原
京
と
、
全
体
が
同
一
基
準
の
も
と
に

北

闘
型
都
城
と
し
て
造
営
さ
れ
た
平
城
京
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
の
都
城
は
宮
の
造

営
が
先
行
し
、
宮
の
造
営
中
軸
線
あ
る
い
は
東
西
計
画
線
を
基
準
に
し
て
京
域
街
区

が
形
成

さ
れ
て
い
く
が
、
京
極
が
明
瞭
に
現
れ
な
い
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
京
戸
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
「
京
戸
」
と
は
京
職
に

よ
っ
て
戸
籍
で
把
握
さ
れ
る
「
京
」
の
一
般
住
民
や
下
級
官
人
で
あ
る
が
、
そ
の
存

在

に
つ
い
て
は
都
城
成
立
期
に
あ
た
る
大
宝
令
時
点
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
居

住
域
は
当
然
「
京
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
空
間
と
考
え
ら
れ
る
が
、
奈
良
時
代
の
「
中

軸
線
開
放
型
」
都
城
に
お
い
て
は
京
の
内
外
の
区
別
が
行
政
区
画
と
し
て
明
瞭
で
な

く
、
「
京
戸
」
の
支
配
構
造
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
難

波
京
や
由
義
宮
な
ど
摂
津
職
あ
る
い
は
河
内
職
や
郡
レ
ベ
ル
で
の
京
域
の
管
理
は
措

く
と
し
て
も
、
平
城
京
か
ら
遷
都
さ
れ
た
恭
仁
京
な
ど
は
文
献
史
料
上
で
も
左
右
京

に
分
か
れ
て
お
り
、
京
職
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
京
極
が
領
域
的
に

認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
現
実
的
に
は
低
い
。

　
京
と
畿
内
と
の
関
係
に
つ
い
て
北
村
優
季
氏
は
、
「
京
戸
」
が
周
囲
の
戸
と
区
別
さ

れ

る
の
は
天
皇
の
居
所
に
本
貫
を
も
つ
と
い
う
概
念
的
な
性
格
に
よ
る
と
し
、
実
態

と
し
て
「
京
戸
」
も
口
分
田
が
畿
内
諸
国
に
あ
る
た
め
京
と
畿
内
の
「
二
元
的
生
活
」

と
な
り
、
日
本
の
古
代
都
城
で
は
「
京
戸
」
と
畿
内
の
区
分
が
不
明
瞭
と
な
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
浅
野
充
氏
は
、
京
と
畿
内
が
独
立
し
た
行
政
区
画

と
し
て
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
国
家
に
よ
っ
て
畿
内
諸
国
と
政
治
的
一
体
性
を
も
た

さ
れ
て
お
り
、
「
京
戸
」
は
様
々
な
出
身
の
人
々
が
戸
籍
に
よ
っ
て
京
に
緊
縛
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

一
般
民
と
捉
え
る
。
つ
ま
り
、
「
京
戸
」
と
は
戸
籍
に
よ
る
個
別
人
身
支
配
に
よ
っ
て

生
み

出
さ
れ
た
宮
周
辺
の
特
殊
な
人
々
で
あ
り
、
京
戸
の
居
住
領
域
が
京
と
し
て
の

特
定
の
空
間
領
域
と
対
応
し
な
い
場
合
も
充
分
想
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
特
徴
を
も
つ
日
本
の
古
代
都
城
で
は
、
「
京
戸
」
の
把
握
が
戸
籍
上
で
で
き
て
い
れ

ば

京
極
の
も
つ
意
味
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
く
、
京
極
の
曖
昧
な
「
中
軸
線
開
放

型
」
都
城
が
常
に
創
出
さ
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
中
軸
線
開
放
型
」
都
城
で
は
官
市
は
］
箇
所
だ
け
で
機
能
し
て
い
た

が
、
長
岡
京
は
宮
城
の
位
置
決
定
が
先
行
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
計
画
的
条
坊
の

施
工
を
行
い
東
西
市
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
こ
に
長
岡
京
の
特
殊
性
が
見
て
と
れ
る
の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
長
岡
京
は
宮
の
造
営
が
先
行
す
る
が
、
本
格
的
な

都
城
を
目
指
し
た
た
め
京
街
区
を
別
の
基
準
で
造
営
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
く

に
急
が
れ
た
の
は
長
岡
丘
陵
を
中
心
と
す
る
宮
城
周
辺
部
と
東
西
市
周
辺
で
あ
り
、

こ
の
た
め
京
の
造
営
基
準
点
と
宮
の
造
営
基
準
点
が
異
な
る
結
果
と
な
り
、
都
城
の

形
態
と
し
て
は
大
き
な
誤
差
を
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
長
岡
京
は

あ
く
ま
で
桓
武
天
皇
の
造
営
し
た
首
都
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
特
殊
な
造
営
過
程

が
構
造
的
矛
盾
を
引
き
起
こ
し
、
新
た
な
都
城
造
営
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
延
暦
一
三
年
一
〇
月
に
平
安
京
へ
の
遷
都
を
行
な
う
が
、
そ
の
造
営
は
非
常
に

時
間
を
掛
け
て
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
延
暦
一
〇
年
九
月
に
平
城
宮
諸
門
を
解
体
し

て

長

岡
宮
に
運
ば
せ
る
が
、
こ
の
と
き
解
体
・
運
搬
を
割
り
当
て
ら
れ
た
国
々
と
平

安
宮
諸
門
の
造
営
を
割
り
当
て
ら
れ
た
国
々
が
一
致
し
て
お
り
、
私
見
で
は
こ
の
平

城
宮
諸
門
の
解
体
は
平
安
宮
へ
の
資
材
搬
入
を
睨
ん
だ
動
き
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、

延
暦
一
二
年
正
月
に
は
長
岡
宮
解
体
の
た
め
に
東
院
に
遷
御
し
て
お
り
、
少
な
く
と

も
延
暦
＝
年
の
諸
院
巡
覧
は
長
岡
宮
廃
都
の
準
備
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
も
し
も
延
暦
一
〇
年
の
下
半
期
か
ら
遷
都
が
構
想
さ
れ
て
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い

た
の
な
ら
ば
、
遷
都
の
三
年
前
か
ら
下
準
備
と
し
て
平
安
宮
の
設
計
が
行
わ
れ
て

い

た
と
考
え
ら
れ
、
東
院
遷
御
に
伴
う
遷
都
の
公
式
発
表
後
に
長
岡
宮
の
解
体
が
急

遽
始
め
ら
れ
、
平
安
宮
お
よ
び
京
の
造
営
が
計
画
線
閉
合
型
と
し
て
全
体
プ
ラ
ン
に

従
っ
て
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
平
安
京
の
造
営
原
理
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
「
集
積
地
割
」
条
坊
と
し
て
認
識

さ
れ
て
お
り
、
平
城
京
な
ど
一
定
の
全
体
枠
か
ら
道
路
な
ど
諸
部
分
を
機
械
的
に
割

り
出
し
て
い
く
「
分
割
地
割
」
方
式
と
対
立
す
る
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

実
際
に

均
一
な
方
形
区
画
か
ら
街
区
を
割
り
出
す
平
城
京
は
、
占
有
す
る
道
路
幅
に

よ
っ
て
宅
地
面
積
が
異
な
っ
て
お
り
、
京
内
す
べ
て
の
町
を
四
〇
〇
小
尺
で
統
一
す

る
平
安
京
と
は
全
く
異
な
る
構
成
原
理
と
い
え
る
。
し
か
し
、
以
前
よ
り
指
摘
す
る

よ
う
に
、
平
安
京
は
宮
城
計
画
線
を
東
西
四
〇
〇
〇
小
尺
、
南
北
四
七
〇
〇
小
尺
で

定
め
、
そ
れ
ら
を
均
等
分
割
し
た
東
西
五
〇
〇
小
尺
、
南
北
四
七
〇
小
尺
の
基
準
線

か

ら
一
定
の
規
則
に
基
づ
い
て
道
路
幅
を
分
割
す
れ
ば
宮
城
南
・
東
・
西
街
区
の
幅

が
四

〇

〇
小
尺
に
統
一
で
き
る
。
他
の
京
域
も
基
本
的
に
平
城
京
と
同
じ
く
一
八
〇

〇

小
尺

を
基
準
線
と
し
て
四
〇
〇
小
尺
の
幅
を
確
保
し
て
お
り
、
原
則
的
に
平
城
京

の

「
分
割
地
割
」
方
式
を
発
展
さ
せ
た
地
割
原
則
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
城

京
と
の
大
き
な
違
い
は
、
平
城
京
が
全
体
を
均
一
な
方
形
計
画
線
と
し
て
施
工
し
た

の

に
対
し
、
平
安
京
の
造
営
は
計
画
線
を
均
一
に
す
る
の
で
は
な
く
、
一
町
の
大
き

さ
と
一
定
の
道
路
幅
を
確
保
す
る
た
め
に
最
初
に
宮
城
の
基
準
線
を
定
め
た
と
こ
ろ

　
　
（
7
9
）

に
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
平
城
京
と
平
安
京
を
対
立
す
る
都
城
と
捉
え
る
よ

り
も
、
平
城
京
か
ら
の
構
造
原
理
の
連
続
性
を
重
視
し
、
平
安
京
の
中
に
「
計
画
線

閉
合
型
」
都
城
の
極
度
に
完
成
さ
せ
た
姿
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
長

岡
京
条
坊
は
宮
城
が
所
在
す
る
長
岡
丘
陵
を
中
心
に
、
条
坊
計
画
線
を
平
城
京

と
同
様
の
一
八
〇
〇
小
尺
に
定
め
て
開
放
的
に
設
定
し
、
そ
の
規
制
の
中
で
宅
地
面

積

を
一
定
に
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
様
々
な
構
造
的
矛
盾
を
孕
ん
で
し
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
平
安
京
は
長
岡
京
が
も
つ
古
代
都
城
の
二
つ
の
形
態
属
性
、
つ
ま
り
「
中

軸
線
開
放
型
」
と
「
計
画
線
閉
合
型
」
の
融
合
し
た
構
造
を
修
正
し
、
「
分
割
地
割
」

条
坊
を
も
つ
平
城
京
の
構
造
的
欠
点
を
止
揚
し
た
中
で
完
成
し
た
都
城
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
た
だ
、
平
城
京
以
上
に
機
械
的
割
り
付
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
京
内
唯
一
の

官
寺
で
あ
る
東
・
西
寺
が
九
条
大
路
に
面
し
て
羅
城
門
の
東
西
に
配
置
さ
れ
る
な
ど
、

利
便
性
よ
り
も
象
徴
的
な
面
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
嵯
峨
朝
以

降
に
お
い
て
桓
武
天
皇
が
目
指
し
た
理
想
的
都
城
の
内
的
変
質
が
起
こ
り
、
皮
肉
に

も
そ
の
結
果
平
安
京
が
都
市
と
し
て
独
自
の
発
展
を
遂
げ
始
め
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
岸
俊
男
「
飛
鳥
と
方
格
地
割
」
『
史
林
』
第
五
三
巻
第
四
号
　
一
九
七
〇
年
　
後
に
『
日
本
古

　

代
宮
都
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
八
八
年
）
に
所
収

（
2
）
　
浅
野
充
「
律
令
国
家
と
宮
都
の
成
立
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
二
二
号
　
一
九
八
九
年

（
3
）
　
仁
藤
敦
史
「
倭
京
か
ら
藤
原
京
へ
1
律
令
国
家
と
都
城
制
ー
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

　

報
告
』
第
四
五
集
　
一
九
九
二
年
　
後
に
『
古
代
王
権
と
都
城
』
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
八
年
）

　
　
に
所
収

（
4
）
　
相
原
嘉
之
「
飛
鳥
の
道
路
と
宮
殿
・
寺
院
・
宅
地
」
『
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
』
通
巻
一
五

　
号
　
一
九
九
九
年

　
　

同
「
飛
鳥
地
域
に
お
け
る
空
間
利
用
形
態
に
つ
い
て
の
一
試
論
ー
掘
立
柱
建
物
の
統
計
的
分

　

析

を
通
し
て
ー
」
『
明
日
香
村
文
化
財
調
査
研
究
紀
要
』
創
刊
号
　
二
〇
〇
〇
年

（
5
）
　
林
部
均
「
飛
鳥
の
諸
宮
と
藤
原
京
の
成
立
」
『
古
代
王
権
の
空
間
支
配
』
青
木
書
店
　
二
〇
〇

　
　
三
年

（
6
）
　
網
伸
也
「
古
代
研
究
の
動
向
」
『
日
本
考
古
学
年
報
』
五
三
（
二
〇
〇
〇
年
度
版
）
日
本
考
古

　
　
学
協
会
　
二
〇
〇
二
年

（
7
）
　
栄
原
永
遠
男
「
奈
良
時
代
の
流
通
経
済
」
『
史
林
』
第
五
五
巻
第
四
号
　
一
九
七
二
年
　
後
に

　
　
『
奈
良
時
代
流
通
経
済
史
の
研
究
』
（
塙
書
房
　
一
九
九
二
年
）
に
所
収

（
8
）
　
岸
俊
男
「
飛
鳥
か
ら
平
城
へ
」
『
古
代
の
日
本
』
五
（
近
畿
）
　
角
川
書
店
　
一
九
七
〇
年

　
　
後
に
『
日
本
古
代
宮
都
の
研
究
』
（
前
掲
書
）
に
所
収

　
　

井
上
和
人
「
古
代
都
城
制
地
割
再
考
」
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
研
究
論
集
』
七
　
一
九
八

　
　
五
年
　
後
に
『
古
代
都
城
制
条
里
制
の
実
証
的
研
究
』
（
学
生
社
　
二
〇
〇
四
年
）
に
所
収

（
9
）
　
藤
原
京
に
関
す
る
研
究
史
は
、
以
下
の
著
書
で
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ

　
　
た
い
。

　
　
　
八
木
充
『
研
究
史
飛
鳥
藤
原
京
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
六
年

（
1
0
）
　
中
村
太
一
「
藤
原
京
と
『
周
礼
』
王
城
プ
ラ
ン
」
『
日
本
歴
史
』
第
五
八
二
号
　
一
九
九
六
年

　
　
　
同
「
藤
原
京
の
「
条
坊
制
」
」
『
日
本
歴
史
』
第
六
一
二
号
　
一
九
九
九
年
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小
澤
毅
「
古
代
都
市
「
藤
原
京
」
の
成
立
」
『
考
古
学
研
究
』
第
四
四
巻
第
三
号
　
一
九
九
七

　
　
年
　
後
に
『
日
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
』
（
青
木
書
店
　
二
〇
〇
三
年
）
に
所
収

（
1
1
）
　
花
谷
浩
「
京
内
廿
四
寺
に
つ
い
て
」
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
研
究
論
集
』
＝
　
　
二
〇
〇

　
　
〇
年

（
1
2
）
　
林
部
均
「
藤
原
宮
と
『
藤
原
京
』
　
条
坊
制
導
入
期
の
古
代
宮
都
の
一
様
相
　
」
『
古
代
学
研

　
　
究
』
一
四
七
号
　
一
九
九
九
年
　
後
に
『
古
代
宮
都
形
成
過
程
の
研
究
』
（
青
木
書
店
　
二
〇
〇

　
　
一
年
）
に
所
収

（
3
ユ
）
　
阿
部
義
平
「
新
益
京
に
つ
い
て
」
『
千
葉
史
学
』
九
号
　
一
九
八
六
年

　
　
　
大
脇
潔
「
新
益
京
の
建
設
」
『
新
版
古
代
の
日
本
』
六
（
近
畿
二
）
角
川
書
店
　
一
九
九
一
年

　
　
　
花
谷
浩

「京
内
廿
四
寺
に
つ
い
て
」
（
註
1
1
前
掲
論
文
）

（
1
4
）
　
井
上
和
人
「
藤
原
京
　
新
益
京
造
営
に
関
す
る
諸
問
題
－
」
『
仏
教
芸
術
』
一
五
四
号
　
一
九

　
　

八
四
年

　
　
　
小
澤
毅

「藤
原
京
の
造
営
と
京
域
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
日
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
』
（
前

　
　
掲
書
）

（
1
5
）
　
林
部
均
「
藤
原
京
の
「
朱
雀
大
路
」
と
京
域
ー
最
近
の
藤
原
京
南
辺
に
お
け
る
発
掘
調
査
か

　
　
ら
ー
」
『
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
』
第
二
〇
号
　
二
〇
〇
四
年

（
1
6
）
　
小
澤
毅
「
藤
原
京
の
条
坊
と
寺
院
占
地
」
『
古
代
』
第
一
一
〇
号
　
二
〇
〇
一
年
　
後
に
『
日

　
　
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
』
（
前
掲
書
）
に
所
収

（
1
7
）
　
近
江
俊
秀
「
七
世
紀
後
半
の
造
瓦
の
一
形
態
　
明
日
香
村
小
山
廃
寺
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
瓦

　
　
衣
千
年
』
森
郁
夫
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
会
　
一
九
九
九
年

（
1
8
）
　
大
脇
潔
「
大
安
寺
一
－
百
済
大
寺
か
ら
大
官
大
寺
へ
ー
」
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
古
代
寺
院
の
移

　
　
建

と
再
建
を
考
え
る
』
帝
塚
山
考
古
学
研
究
所
　
一
九
九
五
年

　
　
　
中
井
公
「
大
安
寺
二
ー
大
官
大
寺
か
ら
大
安
寺
へ
ー
」
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
古
代
寺
院
の
移
建

　
　
と
再
建
を
考
え
る
』
（
同
右
）

　
　
　
な
お
、
高
市
大
寺
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
雷
丘
北
方
遺
跡
の
他
に
木
ノ
本
廃
寺
に
比
定
す
る

　
　
説
と
小
山
廃
寺
に
比
定
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
木
ノ
本
廃
寺
は
「
百
済
大
寺
」
に
比
定
さ
れ
る

　
　
吉
備
池
廃
寺
と
の
同
箔
瓦
が
多
く
出
土
す
る
こ
と
か
ら
高
市
大
寺
の
有
力
地
で
あ
る
が
、
寺
院

　
　
に
関
連
付
け
ら
れ
る
遺
構
が
全
く
検
出
さ
れ
て
お
ら
ず
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
小
山
廃

　
　
寺
は
藤
原
宮
や
本
薬
師
寺
と
の
位
置
関
係
か
ら
官
寺
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
に
造
営
さ
れ
て
い

　
　
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
官
の
大
寺
と
す
る
に
は
規
模
が
非
常
に
小
さ
く
、
造
営
時
期
も
条
坊

　
　
が
施
工
さ
れ
た
天
武
天
皇
五
年
以
降
で
あ
り
、
天
武
天
皇
二
年
に
移
建
さ
れ
た
高
市
大
寺
と
は

　
　
条
件
的
に
合
致
し
な
い
点
が
多
い
。
し
か
し
、
雷
丘
北
方
遺
跡
に
つ
い
て
も
寺
院
遺
構
は
検
出

　
　
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
状
で
は
高
市
大
寺
の
位
置
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
く
、
今
後
の
発

　

掘
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
1
9
）
岸
俊
男
「
大
和
の
古
道
」
『
日
本
古
文
化
論
孜
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
七
〇
年
　
後
に
『
日
本

　

古
代
宮
都
の
研
究
』
（
前
掲
書
）
に
所
収

（
2
0
）
　
仁
藤
敦
史
「
倭
京
か
ら
藤
原
京
へ
ー
律
令
国
家
と
都
城
制
ー
」
（
註
3
前
掲
論
文
）

（
2
1
）
　
仁
藤
敦
史
「
倭
京
か
ら
藤
原
京
へ
　
律
令
国
家
と
都
城
制
　
」
（
註
3
前
掲
論
文
）

　
　
　
林
部
均
「
藤
原
宮
と
『
藤
原
京
』
－
条
坊
制
導
入
期
の
古
代
宮
都
の
一
様
相
ー
」
（
註
1
2
前
掲

　
　

論
文
）

　
　
　

山
中
章
「
古
代
宮
都
成
立
期
の
都
市
性
」
『
都
市
社
会
史
』
新
体
系
日
本
史
六
　
山
川
出
版
社

　
　
二
〇
〇
一
年

　
　
　

な
お
、
仁
藤
氏
と
山
中
氏
は
不
整
形
に
拡
大
し
た
「
新
城
」
・
「
新
益
京
」
条
坊
が
文
武
朝
藤

　
　

原
京
に
お
い
て
岸
説
の
一
二
条
八
坊
に
再
構
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
林
部
氏
は
大
藤
原

　
　
京
域
の
発
掘
調
査
成
果
か
ら
広
域
の
条
坊
が
一
連
の
も
の
と
し
て
藤
原
宮
期
に
造
営
さ
れ
て

　
　

い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
文
武
朝
藤
原
京
に
つ
い
て
も
、
京
極
の
確
定
的
デ
ー

　
　

タ
に
乏
し
い
と
し
て
不
整
形
な
条
坊
形
態
を
想
定
し
て
い
る
。

（
2
2
）
　
稲
田
孝
司
「
古
代
都
城
の
性
格
と
都
城
制
研
究
」
『
日
本
史
研
究
』
＝
二
六
号
　
一
九
七
三
年

（
2
3
）
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
n
』
一
九
六
二
年

（
2
4
）
　
井
上
和
人
「
古
代
都
城
制
地
割
再
考
」
（
註
8
前
掲
論
文
）

（
2
5
）
　
大
和
郡
山
市
教
育
委
員
会
・
（
財
）
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
『
下
三
橋
遺
跡
第
一
次
発
掘
調
査

　
　
現
地
説
明
会
資
料
』
二
〇
〇
五
年

（
2
6
）
　
井
上
和
人
「
平
城
京
羅
城
門
再
考
」
『
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
』
第
一
四
号
　
一
九
九
八
年

　
　
　
後
に
「
古
代
都
城
制
条
里
制
の
実
証
的
研
究
』
（
前
掲
書
）
に
所
収

（
2
7
）
　
井
上
和
人
「
平
城
京
の
実
像
ー
造
営
の
理
念
と
実
態
ー
」
『
研
究
論
集
X
W
　
東
ア
ジ
ア
の
古

　
　
代
都
城
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
　
二
〇
〇
三
年
　
後
に
『
古
代
都
城
制
条
里
制
の
実
証
的
研
究
』

　
　
（
前
掲
書
）
に
所
収

　
　
　
小
澤
毅
「
平
城
京
の
条
坊
と
宅
地
」
『
日
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
』
（
前
掲
書
）

（
2
8
）
　
山
中
章
「
古
代
条
坊
制
論
」
『
考
古
学
研
究
』
第
三
八
巻
第
四
号
　
一
九
九
三
年
後
に
『
日

　
　
本
古
代
都
城
の

研
究
』
（
柏
書
房
　
↓
九
九
七
年
∀
に
所
収

（
2
9
）
　
武
田
和
哉
「
平
城
京
外
京
条
坊
制
考
－
興
福
寺
伽
藍
中
心
線
と
の
位
置
的
関
係
に
つ
い

　
　
て
ー
」
『
奈
良
古
代
史
論
集
』
第
三
集
　
一
九
九
七
年

（
3
0
）
　
井
上
和
人
「
平
城
京
の
条
坊
設
定
方
式
ー
山
中
章
氏
の
説
に
対
す
る
批
判
－
」
『
奈
良
文
化
財

　
　
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
二
』
二
〇
〇
二
年
　
後
に
『
古
代
都
城
制
条
里
制
の
実
証
的
研
究
』
（
前
掲

　
　
書
）
に
所
収

（
3
1
）
　
井
上
和
人
「
平
城
宮
東
院
地
区
の
造
営
年
代
」
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
二
』
二
〇

　
　
〇
二
年
後
に
『
古
代
都
城
制
条
里
制
の
実
証
的
研
究
』
（
前
掲
書
）
に
所
収

（
3
2
）
　
小
澤
毅
「
平
城
宮
中
央
区
大
極
殿
地
域
の
建
築
平
面
に
つ
い
て
」
『
考
古
論
集
』
潮
見
浩
先
生

　
　
退
官
記
念
事
業
会
　
一
九
九
三
年
　
後
に
『
日
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
』
（
前
掲
書
）
に
所
収

（
3
3
）
　
田
辺
征
夫
「
遷
都
当
初
の
平
城
京
を
め
ぐ
る
一
・
二
の
問
題
」
『
文
化
財
論
叢
』
三
　
奈
良
文

　
　
化
財
研
究
所
　
二
〇
〇
二
年

（
3
4
）
　
網
伸
也
「
平
安
宮
の
造
営
と
瓦
生
産
」
『
古
代
文
化
』
第
五
七
巻
第
二
号
　
二
〇
〇
五
年
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（
3
5
）
　
山
田
邦
和
「
「
前
期
平
安
京
」
の
復
元
」
『
都
市
　
前
近
代
都
市
論
の
射
程
』
青
木
書
店
　
二

　
　
〇
〇
二
年

（
3
6
）
石
毛
彩
子
「
平
城
京
内
寺
院
に
お
け
る
雑
舎
群
」
『
古
代
』
第
＝
○
号
二
〇
〇
一
年

（
3
7
）
中
尾
芳
治
「
前
期
難
波
宮
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
八
巻
第
一
号
一
九
七

　
　
二
年
　
後
に
『
難
波
宮
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
五
年
）
に
所
収

（
3
8
）
　
積
山
洋
「
孝
徳
朝
の
難
波
宮
と
造
都
構
想
」
『
大
阪
に
お
け
る
都
市
の
発
展
と
構
造
』
山
川
出

　
　
版
社
　
二
〇
〇
四
年

（
3
9
）
　
岩
本
次
郎
「
副
都
難
波
京
」
『
古
代
を
考
え
る
　
難
波
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
二
年

（
4
0
）
　
積
山
洋
「
古
代
都
市
難
波
京
の
諸
段
階
」
『
巨
大
都
市
大
阪
と
摂
河
泉
』
雄
山
閣
出
版
　
二
〇

　
　
〇
〇
年

（
4
1
）
　
植
木
久
「
後
期
難
波
宮
と
難
波
京
ー
平
城
宮
、
長
岡
京
と
の
比
較
を
も
と
に
ー
」
『
条
里
制
・

　
　
古
代
都
市
研
究
』
第
一
六
号
　
二
〇
〇
〇
年

（
4
2
）
　
網
伸
也
「
四
天
王
寺
古
代
瓦
の
再
検
討
ー
平
安
宮
豊
楽
院
同
箔
瓦
に
よ
せ
て
…
」
『
ヒ
ス
ト
リ

　
　
ア
』
第
一
四
〇
号
　
一
九
九
三
年

（
4
3
）
　
小
澤
毅
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
恭
仁
宮
大
極
殿
が
平
城
宮
中
央
区
の
大
極
殿
を
移
築
し
た
も

　
　
の
で
、
さ
ら
に
藤
原
宮
大
極
殿
を
平
城
遷
都
時
に
移
築
し
た
建
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い

　
　
う
。

　
　
　
小
澤
毅
「
平
城
宮
中
央
区
大
極
殿
地
域
の
建
築
平
面
に
つ
い
て
」
『
考
古
論
集
』
潮
見
浩
先
生

　
　
退
官
記
念
事
業
会
　
一
九
九
三
年
後
に
『
日
本
古
代
宮
都
構
造
の
研
究
』
（
前
掲
書
）
に
所
収

（
4
4
）
　
足
利
健
亮
『
日
本
古
代
地
理
研
究
』
大
明
堂
　
一
九
八
五
年

（
4
5
）
　
京
都
府
教
育
委
員
会
『
恭
仁
宮
跡
発
掘
調
査
報
告
H
』
二
〇
〇
〇
年

（
4
6
）
　
高
橋
美
久
二
「
恭
仁
京
」
『
日
本
古
代
道
路
事
典
』
八
木
書
店
　
二
〇
〇
四
年

（
4
7
）
　
山
城
町
教
育
委
員
会
『
史
跡
高
麗
寺
跡
』
京
都
府
山
城
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
七
集

　
　
　
一
九
八
九
年

（
4
8
）
　
栄
原
永
遠
男
「
紫
香
楽
宮
と
そ
の
時
代
（
付
、
禾
津
頓
宮
・
保
良
宮
）
」
『
近
江
・
大
津
に
な

　
　
ぜ
都
は
営
ま
れ
た
の
か
ー
大
津
宮
・
紫
香
楽
宮
・
保
良
宮
ー
』
大
津
市
歴
史
博
物
館
　
二
〇
〇

　
　
四
年

（
4
9
）
　
福
山
敏
男
・
中
山
修
一
・
高
橋
徹
『
新
版
長
岡
京
発
掘
』
日
本
放
送
出
版
協
会
　
一
九
八
四

　
　
年

　
　
　
國
下
多
美
樹
「
長
岡
京
研
究
｝
○
○
年
～
長
岡
京
遺
跡
学
の
提
唱
～
」
『
都
城
』
＝
　
　
二
〇

　
　
〇
〇
年

（
5
0
）
　
小
林
清
『
長
岡
宮
の
新
研
究
（
全
ご
比
叡
書
房
　
一
九
七
五
年

（
5
1
）
　
山
中
章
氏
の
長
岡
宮
研
究
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
で
総
括
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
山
中
章
『
日
本
古
代
都
城
の
研
究
』
柏
書
房
　
一
九
九
七
年

　
　
　

同
『
長
岡
京
研
究
序
説
』
塙
書
房
二
〇
〇
一
年

（
5
2
）
　
清
水
み
き
「
長
岡
京
造
営
論
ー
二
つ
の
画
期
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
＝
○
号

　
　
　
一
九
八
六
年

（
5
3
）
　
山
中
章
「
長
岡
宮
城
南
面
と
北
辺
の
造
営
」
『
条
里
制
研
究
』
第
八
号
　
一
九
九
二
年
　
後
に

　
　
『
長
岡
京
研
究
序
説
』
（
前
掲
書
）
に
所
収

（
5
4
）
　
山
中
章
「
長
岡
京
東
院
の
構
造
と
機
能
－
長
岡
京
『
北
苑
』
の
造
営
と
東
院
ー
」
『
日
本
史
研

　
　
究
』
第
四
六
一
号
二
〇
〇
一
年

（
5
5
）
　
中
塚
良
・
中
島
信
親
「
長
岡
宮
跡
第
三
九
〇
次
～
長
岡
宮
北
辺
官
衙
（
南
部
）
、
宮
内
北
一
条

　
　
大
路
・
「
朝
堂
院
中
軸
道
路
」
（
宮
内
朱
雀
大
路
）
、
殿
長
遺
跡
～
発
掘
調
査
報
告
」
『
長
岡
京
跡
・

　
　
物
集
女
車
塚
周
辺
遺
跡
』
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
一
集
　
財
団
法
人
向
日
市
埋

　
　
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
　
二
〇
〇
三
年

（
5
6
）
向
日
市
教
育
委
員
会
・
財
団
法
人
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
長
岡
宮
跡
第
三
七
三
次

　
　
調
査
記
者
発
表
資
料
』
　
一
九
九
九
年

（
5
7
）
　
財
団
法
人
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
國
下
多
美
樹
氏
お
よ
び
中
島
信
親
氏
の
ご
教

　
　
示
に
よ
る
。

（
5
8
）
　
秋
山
浩
三
「
長
岡
宮
跡
第
二
六
七
次
～
朝
堂
院
西
方
官
衙
、
乙
訓
郡
衙
～
発
掘
調
査
概
要
」

　
　
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
三
六
集
　
財
団
法
人
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・

　
　
向
日
市
教
育
委
員
会
　
一
九
九
三
年

（
5
9
）
　
山
中
章
「
長
岡
宮
城
南
面
と
北
辺
の
造
営
」
（
註
5
3
前
掲
論
文
）

（
6
0
）
　
調
査
を
直
接
担
当
し
た
財
団
法
人
大
阪
府
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
秋
山
浩
三
氏
か
ら
ご
教
示

　
　
を
得
た
。

（
6
1
）
　
國
下
多
美
樹
・
中
塚
良
「
長
岡
宮
の
地
形
と
造
営
～
丘
と
水
の
都
～
」
『
財
団
法
人
向
日
市
埋

　
　
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
年
報
　
都
城
』
一
四
　
二
〇
〇
三
年

（
6
2
）
　
秋
山
浩
三
・
山
中
章
「
長
岡
宮
跡
第
一
九
三
次
～
西
辺
官
衙
、
南
山
遺
跡
～
発
掘
調
査
概
要
」

　
　
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
九
集
　
財
団
法
人
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・

　
　
向
日
市
教
育
委
員
会
　
一
九
九
〇
年

　
　
　
國
下
多
美
樹
「
遷
都
と
土
器
の
供
給
」
『
究
班
』
H
　
埋
蔵
文
化
財
研
究
会
　
二
〇
〇
二
年

（
6
3
）
　
渡
辺
博
「
長
岡
宮
跡
第
一
七
八
次
～
朝
堂
院
西
方
官
衙
～
発
掘
調
査
概
要
」
『
向
日
市
埋
蔵
文

　
　
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
二
集
　
向
日
市
教
育
委
員
会
　
一
九
八
八
年

（
6
4
）
　
高
橋
美
久
二
ほ
か
「
長
岡
京
跡
右
京
第
二
六
次
発
掘
調
査
概
要
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『
埋
蔵
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調
査
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報
（
一
九
八
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ー
二
）
』
京
都
府
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育
委
員
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｝
九
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年
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5
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岡
京
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坊
復
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岡
京
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代
都
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究
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収

　
　
　
な
お
、
京
内
の
特
別
区
域
と
い
っ
て
も
実
際
に
大
型
邸
宅
な
ど
が
立
ち
並
ぶ
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は
「
宮
城
東

　
　
面
街
区
」
が
中
心
で
、
「
宮
城
西
面
街
区
」
あ
る
い
は
「
宮
城
南
面
街
区
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京
内
で
ど
こ
ま
で
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ど
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検
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、
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坊
大
路
に
関
し
て
は
、
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西
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得
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。
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。
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岡
京
域
の
周
縁
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て
ー
」
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史
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岡
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追
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岡
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古
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簡
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岡
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縁
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史
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史
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〇
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Two　Forms　of　Ancient　Walled　City：Nagaoka・kyo　Viewed　from　the　Perspective　of　its

Fom1

AMI　Nobuya

　　　The　adoption　of　a　block　street　pattem丘）r　the　space　of　the“capital”（“kyd’）in　ancient　walled　cities　began　during　the

Temmu　era　when　Fujiwara－kyo（Aramashi－kyo）was　built　fOllowing　a　planned　grid　pattern．　The　existence　of　a　grid　pat－

tern　as　a　fait　accompli　fOr　capitals　with　palaces　from　the　time　of　He60－kyo　onwards　has　been　the　su切ect　of　debate．　How－

ever，　as　the　location　of　imperial　power，　the　capital　was　a　space　that　was　visually　and　conceptually　separated　from　the

surrounding　area　so　that　in　essence　the　presence　of　a　grid　pattem丘）r　the　streets　was　not　an　absolute　requirement　to

make　it　a　capital．　In　fact，　little　consideration　was　taken　of　the　existence　of　a　ghd　pattern　fbr　streets　within　the　concept

of　a　capital　during　the　Nara　period．　We　know　that　a　special　political　sector　that　expanded　outward丘om　a　palace　at　the

center　was　viewed　as　constituting　a　capital．　We　may　also　assume　that　even　when　streets　were　built　in　a　capital　with　an

enclosed　palace　there　were　instances　when　a　planned　grid　pattem　was　adopted　and　others　in　which　streets　were　built

as　the　need　arose．

　　　This　paper　considers　Fujiwara－kyo　which　was　built　at　a　dme　when　walled　cities　were　first　established　in　Japan．　It

discusses　the　process　by　which　ancient　walled　cities　were　built　and　investigates　the　capitals　of　the　Nara　pe亘od，　of　which

He巧o－kyo　was　the　first．　The　findings　reveal　that　either　one　of　two　structures　was　adopted　fOr　these　ancient　walled　cit－

ies．　One　entailed　a　planned　grid　pattem　fbr　the　entire　capital　with　a　palace　incorporated　in　the　plan（planned　closed

type），　while　in　the　other　type　the　palace　was　built　first　and　a　grid　pattern　implemented　fOr　the　area　of　the　capital　as　the

need　arose（central　axis，　open　type）．　Sthctly　speaking，　the　first　type　with　its　grid　pattern　covenng　the　entire　area　ap－

plies　to　only　the　Fujiwara　and　Heijo　capitals．　However，　following　a　change　to　its　underlying　principle，　this　structure　was

also　most　likely　adopted　fbr　the　Heian　capital．　In　other　walled　cities　the　constmction　of　the　palace　occurred丘rst，　where－

upon　the　streets　were　created　based　on　the　palace　located　along　a　central　axis，　or　on　a　line　pr（りecting　east　to　west．　In　the

case　of　Nagaoka－kyo　too，　the　palace　was　built丘rst，　and　because　an　attempt　had　been　made　to　build　a　unique　walled　city

fbllowing　a　planned　grid　pattem　wherever　possible，　the　result　included　some　structural　contradictions．　It　is　possible

that　Emperor　Kammu　shifted　the　capital　to　Heian　fbr　a　second　time　with　the　aim　of　completing　the　planned　walled　city

that　he　was　unable　to　achieve　when　building　Nagaoka－kyo．
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