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論

文

要

旨

　
本
研
究
で
は
本
共
同
研
究
の
課
題
と
問
題
点
の
う
ち
「
中
世
の
市
場
を
広
場
と
把
握
で

き
る
か
」
と
の
問
題
設
定
を
ま
ず
受
け
る
。
日
本
中
世
史
学
で
は
中
世
初
期
の
市
は
広
場

で
開
か
れ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
市
庭
観
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
こ
の
問

題
設
定
に
対
し
て
歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
私
見
・
見
通
し
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
市
庭
に

関
す
る
小
林
健
太
郎
に
よ
る
歴
史
地
理
学
研
究
の
問
題
点
と
し
て
、
戦
国
期
の

市
屋
敷
・
町
屋
敷
か
ら
成
る
中
心
集
落
で
市
が
開
か
れ
た
場
合
の
場
所
が
問
題
に
さ
れ
て

い

な
い
点
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
は
、
共
同
研
究
の
課
題
と
の
関
わ
り
で
は
〈
そ
の
場
所

は
広
場
と
認
め
ら
れ
る
か
〉
と
い
う
問
題
と
な
る
。

　
そ
し
て
、
市
庭
と
広
場
と
の
関
係
を
考
え
る
の
に
、
ま
ず
日
本
中
世
史
学
で
既
に
広
場

と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
中
世
初
期
の
市
庭
か
ら
、
歴
史
地
理
学
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た

戦
国
期
の
市
屋
敷
・
町
屋
敷
に
至
る
ま
で
の
間
の
形
態
に
つ
い
て
、
「
市
庭
景
観
の
諸
類
型

と
理
念
的
変
化
系
列
」
と
い
う
モ
デ
ル
図
（
図
1
）
を
用
い
て
説
明
し
た
。
そ
の
の
ち
、

中
世
初
期
と
戦
国
期
と
の
間
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
市
舎
に
つ
い
て
文
書
史
料
で
の
出
現

形
態
を
問
題
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
文
書
史
料
に
比
べ
て
、
市
の
景
観
を
解
明
す
る
の
に

よ
り
有
効
性
を
も
つ
絵
画
史
料
を
次
に
検
討
し
た
。
そ
の
上
で
「
市
庭
景
観
の
諸
類
型
と

理
念
的
変
化
系
列
」
の
モ
デ
ル
図
（
図
1
）
を
も
と
に
平
面
図
に
展
開
し
た
図
（
図
4
）

を
提
示
し
、
広
場
と
の
関
わ
り
に
関
す
る
私
見
を
主
に
説
明
し
た
。

　
結
論

と
し
て
は
、
今
回
の
問
題
に
対
す
る
試
案
と
し
て
、
町
場
へ
と
発
展
し
、
町
並
が

形
成
さ
れ
る
段
階
に
至
っ
て
も
、
町
屋
の
軒
先
を
借
り
る
と
い
う
形
で
市
が
開
か
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
町
屋
が
と
り
つ
く
道
の
一
部
が
市
庭
と
し
て
認
定
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
、
そ
の
部
分
が
広
場
と
も
見
な
せ
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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は
じ
め
に

　
本
共
同
研
究
「
都
市
に
於
け
る
交
流
空
間
の
史
的
研
究
－
広
場
」
の
開
始
に
あ
た
っ

て
、
福
田
ア
ジ
オ
研
究
代
表
者
は
「
①
空
間
と
し
て
の
広
場
」
と
い
う
項
目
の
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い

く
つ
か
の
課
題
と
問
題
点
を
提
示
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
本
稿
で
は
「
中
世
の
市
場

を
広
場
と
把
握
で
き
る
か
」
と
の
問
題
設
定
を
受
け
、
日
本
中
世
に
つ
い
て
若
干
の

検
討
を
加
え
る
。

　
こ
の
「
広
場
」
を
筆
者
は
歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
地
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

学
の
基
本
的
概
念
で
あ
る
景
観
の
視
点
を
前
稿
に
引
き
続
き
重
視
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
「
広
場
」
と
の
関
わ
り
に
引
き
つ
け
て
景
観
の
面
か
ら
日

本
中
世
の
市
場
を
考
察
す
る
。

　
日
本
中
世
の
市
場
に
関
し
て
、
文
献
史
学
で
は
不
定
期
市
が
や
が
て
定
期
市
と
な

り
、
市
の
開
か
れ
る
回
数
が
増
し
て
町
場
化
し
、
つ
い
に
都
市
へ
と
な
る
、
と
す
る

の

が
一
般
的
理
解
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
流
れ
の
中
で
初
期
段
階
の
市
は
広

場
で
開
か
れ
た
の
で
あ
る
と
の
考
え
が
あ
る
こ
と
に
、
ま
ず
は
注
目
し
て
お
く
必
要

　
　
（
3
）

が

あ
ろ
う
。
一
方
で
、
現
代
の
市
場
を
考
え
て
み
て
も
、
例
え
ば
石
川
県
輪
島
市
住

吉
神
社
の
夕
市
の
よ
う
に
、
神
社
の
境
内
と
い
っ
た
明
ら
か
な
広
場
で
開
か
れ
る
市

　
（
4
）

が

あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
他
に
、
町
並
を
形
成
す
る
家
屋
の
前
の
道
路
で
開
か
れ
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

合
も
、
例
え
ば
越
後
地
方
な
ど
で
見
ら
れ
る
。
後
者
は
普
段
は
自
動
車
も
通
行
す
る

道
路
で
あ
り
、
市
場
と
な
る
の
は
、
一
定
の
時
間
内
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
広
場
と

認
識
で
き
る
か
、
と
い
っ
た
現
代
に
も
通
じ
る
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
ろ

う
。
但
し
、
市
場
と
し
て
機
能
す
る
時
間
が
限
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
は
市
場
の

本
質
的

な
性
格
で
あ
り
、
何
も
こ
れ
を
特
別
視
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
歩
行
者
天
国
も
本
来
は
道
路
で
あ
り
、
同
様
な
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
中
世
初
期
か
ら
一
挙
に
現
代
ま
で
論
点
が
飛
ん
だ
が
、
そ
の
間
の
長
い
歴
史
的
過

程

は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
設
定
に
対
し
て
本
稿
で

は
中
世
に
焦
点
を
絞
り
、
文
献
史
学
に
お
け
る
上
述
の
研
究
史
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
若
干
の
私
見
・
見
通
し
を
提
示
し
た
い
。

　
市
場

と
広
場
は
、
ど
ち
ら
も
「
場
」
が
つ
き
、
叙
述
す
る
上
で
は
都
合
が
よ
い
の

で

は
あ
る
が
、
市
場
は
「
し
じ
ょ
う
」
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
前
稿
に
引
き
続
き
以

下
、
「
市
庭
」
と
統
一
し
て
表
記
す
る
こ
と
を
最
初
に
断
っ
て
お
き
た
い
。

一　

歴
史
地
理
学
の
研
究
史
か
ら
の
問
題
設
定

　
議
論
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
筆
者
が
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
歴
史
地
理
学
に

お

け
る
研
究
史
上
の
問
題
の
あ
り
か
を
ま
ず
踏
ま
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
中
世
の
市
庭
と
広
場
に
関
し
て
歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
精
力
的
に
研
究
を
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て

き
た
の
は
小
林
健
太
郎
で
あ
っ
た
。

　
小
林
は
地
方
的
中
心
集
落
網
形
成
に
関
す
る
一
連
の
研
究
の
な
か
で
中
世
初
期
か

ら
戦
国
期
の
市
庭
の
景
観
を
問
題
に
し
て
い
る
。
研
究
の
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
史

料
の
点
で
比
較
的
恵
ま
れ
た
尾
張
平
野
と
萩
藩
領
、
お
よ
び
太
閤
検
地
の
成
果
で
あ

る
「
長
宗
我
部
地
検
帳
」
が
一
国
に
わ
た
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
土
佐
国
で
あ
る
。
研

究
手
法

と
し
て
は
、
今
日
に
残
さ
れ
た
地
籍
図
を
主
に
用
い
て
近
代
初
頭
の
地
名
と
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土
地
割
を
確
認
し
、
現
地
比
定
を
行
っ
た
上
で
、
史
料
に
見
え
る
景
観
と
突
き
合
わ

せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
当
時
の
景
観
を
復
原
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
復
原
さ
れ
た
景
観

を
重
視
し
て
考
察
を
進
め
て
い
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
研
究
手
法
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
結
論
は
次
の
よ
う
に
略
述
で
き
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
初
期
の
村
落
市
庭
が
開
か
れ
た
所
に
お
い
て
も
、
そ
の
地
割
は
不

規
則
な
ブ
ロ
ッ
ク
状
（
奥
行
に
比
べ
間
口
が
広
い
）
を
呈
し
て
、
規
模
も
一
般
村
落

に

同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
市
庭
も
今
日
ま
で
遺
構
を
留
め
る
よ
う
な
顕
著
な

施
設
を
伴
わ
な
い
。
そ
し
て
、
十
六
世
紀
中
期
に
は
村
落
市
庭
と
城
館
が
結
合
し
て
、

中
心
集
落
網
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
、
奥
行
に
比
べ
て
間
口
が
狭
い
よ
う
な
、

短
冊
型
地
割

を
特
色
と
す
る
町
並
の
形
成
が
み
ら
れ
る
も
の
と
、
村
落
的
傾
向
が
強

く
、
市
庭
商
業
を
主
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、
戦
国
期
の
土
佐
に
つ
い
て
は
「
長
宗
我
部
地
検
帳
」
か
ら
確
認
さ
れ
る

景
観
が
一
筆
レ
ベ
ル
と
い
う
精
緻
さ
で
復
原
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
見
え
る

市
屋
敷
・
町
屋
敷
か
ら
成
る
中
心
集
落
の
景
観
を
ま
ず
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
の
上

で
、
復
原
さ
れ
た
市
町
に
お
け
る
市
屋
敷
・
町
屋
敷
の
数
と
そ
の
旧
地
に
残
る
土
地

割
の
形
態
を
も
と
に
市
町
の
経
済
的
中
心
機
能
レ
ベ
ル
の
高
低
を
推
定
す
る
。
具
体

的

に
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
型
地
割
が
卓
越
し
て
お
れ
ば
市
庭
商
業
に
比
重
が
あ
る
傾
向
を

も
ち
、
そ
の
逆
に
、
短
冊
型
地
割
を
呈
し
て
い
れ
ば
店
舗
商
業
が
優
位
を
占
め
る
傾

向
が
あ
っ
て
、
後
者
の
市
町
の
経
済
的
中
心
機
能
レ
ベ
ル
は
、
前
者
よ
り
高
い
と
し

て

い

る
。
つ
ま
り
、
市
町
の
中
心
機
能
す
ら
景
観
か
ら
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
と
く
に
問
題
と
す
る
広
場
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
指
摘
は
、
初
期
の
村

落
市
場
に

お

い
て

市
が
開
か
れ
た
場
の
候
補
と
し
て
幅
の
広
い
道
路
を
挙
げ
て
い
る

　
　
　
　
（
7
）

点
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
研
究
に
対
し
て
指
摘
で
き
る
問
題
点
と
し
て
は
、
第
一
に
、
推
定
の
指
標
と

さ
れ
て
い
る
市
屋
敷
・
町
屋
敷
の
住
人
に
よ
る
商
業
機
能
の
実
態
が
、
不
問
に
付
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

れ
て

い

る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
は
既
に
機
会
が
あ
る
毎
に
指
摘
し
、
前

稿
で

も
市
屋
敷
・
町
屋
敷
の
住
人
に
よ
る
商
業
機
能
を
歴
史
的
経
過
の
中
で
若
干
検

討

し
た
。
し
か
し
、
住
人
す
べ
て
が
商
人
で
は
な
い
し
、
こ
の
市
町
の
商
業
機
能
は

市
町
以
外
に
住
ん
で
い
た
市
庭
商
人
な
ど
に
よ
っ
て
も
分
担
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
不
十
分
な
考
察
に
留
ま
っ
た
。
市
町
の
住
人
に
よ
る
商
業
機
能
の
実
態

や

そ
こ
に
お
け
る
市
の
形
態
な
ど
に
よ
る
商
業
機
能
に
対
す
る
住
人
の
役
割
と
い
っ

た

具
体
相

は
明
確
に
し
得
な
い
点
が
多
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
史
料
に
現
れ
る
「
市
」
の
実
態
究
明
は
困
難
を
極
め
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
地
名
と
し
て
の
「
市
」
「
市
場
」
の
問
題
が
横
た
わ
っ

て

い

る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
市
の
形
態
に
よ
る
商
業
が
払
拭
さ
れ
、
店
舗
商
業

の

段
階
に
至
っ
た
後
に
も
史
料
に
「
市
」
「
市
場
」
の
名
が
出
現
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ

る
の
で
あ
っ
て
、
史
料
に
そ
の
よ
う
な
地
名
が
見
え
て
も
、
当
時
既
に
実
際
は
市

が
開
か
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
り
、
市
庭
商
業
と
直
ち
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
で

　
　
　
　
　
（
9
）

き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
逆
に
、
地
名
に
「
町
」
と
付
く
場
所
で
も
市
庭
商
業
が
営
ま
れ
て
い
る
場

合
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　
例

え
ば
、
小
林
が
検
討
し
た
「
長
宗
我
部
地
検
帳
」
に
見
え
る
各
市
町
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

「市
ヤ
シ
キ
」
「
町
ヤ
シ
キ
」
や
地
名
の
記
載
に
注
目
し
て
若
干
整
理
し
て
み
る
と
、

史
料
自
体
の
中
で
以
下
の
よ
う
な
混
乱
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
林
に
よ
っ
て
戦
国
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大
名
級
の
城
下
市
町
と
評
価
さ
れ
た
中
村
で
は
「
従
是
市
屋
敷
」
と
あ
り
な
が
ら
一

筆
目
の
ホ
ノ
キ
名
の
項
に
は
「
町
ヤ
シ
キ
立
町
東
町
」
と
見
え
る
と
い
う
よ
う
に
、

史
料
の
中
で
も
市
ヤ
シ
キ
と
町
ヤ
シ
キ
と
の
混
乱
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
高
岡

で

は
「
高
岡
市
ヤ
シ
キ
南
ノ
丁
」
な
ど
と
あ
り
、
岡
豊
で
も
「
新
町
市
ヤ
シ
キ
」
と

見

え
る
。
ま
た
、
小
林
が
国
人
領
主
級
の
城
下
市
町
と
す
る
弘
岡
で
は
「
市
屋
敷
東

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ノ
町
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
地
名
と
し
て
の
町
（
丁
）
と
「
市
ヤ
シ
キ
」
と
が

併
記

さ
れ
て
い
る
。
小
林
の
復
原
に
よ
れ
ば
市
ヤ
シ
キ
は
短
冊
型
地
割
を
呈
し
て
お

り
、
多
数
が
並
ん
で
中
心
集
落
を
形
成
し
て
い
る
が
、
地
名
と
し
て
は
「
町
」
と
付

い
て

い

る
の
で
あ
る
。
「
市
ヤ
シ
キ
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
市
が
開
か
れ
た

証
左

と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
可
能
性
は
考
え
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま

い
。
し
か
し
、
小
林
は
そ
の
場
所
を
問
題
に
す
る
視
点
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
市
屋
敷
・
町
屋
敷
か
ら
成
る
中
心
集
落
で
市
が
開
か
れ
た
場

合
の

場
所

は
、
問
題
に
さ
れ
な
い
の
が
第
二
の
問
題
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
本

稿
で

は
こ
の
問
題
点
の
解
明
を
目
指
し
た
い
。
さ
き
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
に
、
中
世

史
研
究
に
お
い
て
中
世
初
期
の
市
が
広
場
で
開
か
れ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
歴

史
地
理
学
の
研
究
史
か
ら
は
戦
国
期
の
市
屋
敷
・
町
屋
敷
か
ら
成
る
中
心
集
落
に
お

け
る
開
市
の
場
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
今
回
の
問
題
設
定
と
の
関
係
で
は
〈
そ

の

場
所

は
広
場
と
認
め
ら
れ
る
か
〉
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
、
そ
れ
が
広
場
と
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
認
め
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、
中
世
初
期
か

ら
戦
国
期
に
至
る
ま
で
の
市
庭
と
広
場
と
の
関
わ
り
も
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
　
市
庭
景
観
の
諸
類
型
と
市
舎

　
景
観
の

視
点
を
重
視
し
つ
つ
市
庭
を
広
場
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
の
に
、
中
世

初
期
か

ら
戦
国
期
ま
で
の
過
程
に
光
を
当
て
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
前
稿
で
は
「
市
庭
景
観
の
諸
類
型
と
理
念
的
発
展
系
列
」
の
モ
デ
ル
図
を
提
示

し
た
。
こ
の
モ
デ
ル
図
に
は
不
十
分
な
点
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
若
干
補
筆

（1
2
）

し
た
図
1
を
用
い
て
、
考
察
を
深
め
た
い
。

　
ま
ず
類
型
の
一
つ
目
は
、
何
も
な
い
広
場
で
市
が
開
か
れ
た
場
合
で
あ
り
、
広
場

と
の
関
わ
り
を
重
視
す
る
本
稿
で
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
類
型
で
あ
る
。
そ
し
て
、

二
行
目
以
下
は
何
ら
か
の
施
設
を
伴
う
。
す
な
わ
ち
、
二
行
目
か
ら
四
行
目
ま
で
が
、

専

ら
市
を
開
く
た
め
に
用
い
ら
れ
る
施
設
・
建
物
が
設
置
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ

れ

を
前
稿
同
様
に
統
一
的
に
市
舎
と
表
現
す
る
こ
と
に
す
る
。
最
後
の
類
型
は
、
市

を
開
く
た
め
で
は
な
く
、
当
初
か
ら
定
住
す
る
た
め
の
建
築
物
が
市
庭
に
設
置
さ
れ

た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
今
回
は
記
号
で
表
し
、
何
も
な
い
広
場
の
場
合

を
A
、
市
舎
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
を
B
、
当
初
か
ら
定
住
す
る
た
め
の
建
築
物

が
設
置

さ
れ
た
場
合
を
C
と
す
る
。

　
そ
し
て
、
市
舎
が
果
た
す
機
能
で
B
を
さ
ら
に
細
分
し
た
。
①
は
市
舎
が
、
そ
の

下
で
開
市
さ
れ
る
た
め
の
施
設
と
い
う
本
来
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、

②
は
市
舎
な
ど
が
自
然
発
生
的
に
住
居
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
B

②
で
は
C
と
同
様
に
、
市
庭
に
定
住
者
が
現
れ
て
お
り
、
C
と
の
区
別
が
問
題
と
な

る
が
、
こ
こ
で
B
は
、
自
然
発
生
的
に
定
住
者
が
現
れ
る
の
に
対
し
、
C
は
定
住
す
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何もない広場で開かれるA

B①a市舎の設置（市日だけの仮設）

B①b市舎の設置（常設）

B②　市舎などを利用してく自然発生的〉に定住者

　　が現れる

一　　　’

　　　‘

　　　‘

　　　‘

〈計画的・人為的〉な屋敷群の設置

（町並のプランを伴うこともある）

C
　　　　　　一　　一　　　　　一　　　 一　　　　一　　一　　　一　　　 一　　一　　一　一　　一一　　一一

　　　　　　　　　図1　市庭景観の諸類型と理念的変化系列

＊個々の市庭の具体例ではそれぞれの類型のいくつかが地理的に分化し、併存していた

こともありうる。

る
た
め
の
建
築
物
が
計
画
的
・
人
為
的
に
設
置
さ
れ
る
と
い
う
点
で
区
別
さ
れ
る
。

計
画
的
・
人
為
的
な
設
置
を
行
う
主
体
と
し
て
は
領
主
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
C
に
あ
た
る
市
庭
で
は
商
人
側
よ
り
も
領
主
側
の
意
向
が
強
く
働
い
て
い
る
場

合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
典
型
的
に
は
町
並
み
の
プ
ラ
ン
を
伴
う
。
但
し
、
個
々
の
具

体
例
に

つ
い
て

B
か
C
か
の
区
別
を
史
料
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
く
、

あ
く
ま
で
理
念
的
に
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
市
舎
の
設
置
の
さ
れ
方
で
B
①
を
a
仮
設
の
市
舎
、
b
常
設
の
市
舎
と
に

細
分
し
た
。

　
以
上
の

よ
う
に
市
庭
の
景
観
と
し
て
5
類
型
を
考
え
た
場
合
、
歴
史
的
過
程
の
大

き
な
流
れ
と
し
て
は
家
屋
が
一
軒
も
な
い
タ
イ
プ
A
か
ら
、
家
屋
が
立
ち
並
ぶ
タ
イ

プ

C
に
至
る
ま
で
、
図
1
に
示
し
た
順
に
現
れ
た
と
す
る
の
が
常
識
的
で
あ
ろ
う
。

但

し
、
個
々
の
具
体
例
を
考
え
る
と
、
そ
う
単
純
に
は
い
か
な
い
。
既
に
前
稿
で
指

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

摘

し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
例
え
ば
備
中
国
新
見
荘
の
市
庭
で
は
「
市
庭
在
家
」
と
い

う
定
住
者
が
現
れ
て
い
る
一
方
で
、
紺
屋
が
来
訪
す
る
「
紺
借
屋
」
も
見
ら
れ
た
。

先
の

5
類
型
に
あ
て
は
め
る
と
、
「
市
庭
在
家
」
は
タ
イ
プ
B
②
ま
た
は
タ
イ
プ
C
、

「
紺
借
屋
」
は
タ
イ
プ
B
①
b
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
個
々
の

市
庭
の
具
体
例
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
の
い
く
つ
か
が
地
理
的
に
分
化
し
、
併
存
し

て

い

た
こ
と
も
あ
り
う
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
重
要
な
留
意
点
で
あ
り
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

稿
で
も
モ
デ
ル
図
の
注
の
形
で
併
記
し
た
。
さ
ら
に
歴
史
上
の
あ
る
一
時
点
を
と
っ

て

み

た
と
き
、
複
数
の
市
庭
間
で
も
い
く
つ
か
の
類
型
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
も
考

　
　
（
1
5
）

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
5
類
型
は
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
タ
イ
プ
A
か
ら

タ
イ
プ
C
へ
と
直
線
的
に
「
発
展
」
す
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
の
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（
1
6
）

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
留
意
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
時
代
を
通
じ
て
の
変
化
系
列
に
つ
い

て

図
1
で
は
破
線
や
実
線
を
用
い
て
示
し
た
。

　
例

え
ば
、
ま
ず
タ
イ
プ
B
①
a
に
つ
い
て
言
う
と
、
何
も
な
い
広
場
で
開
か
れ
て

い

た
市
庭
で
市
日
の
た
び
ご
と
に
仮
設
の
市
舎
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合

も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
タ
イ
プ
A
と
破
線
で
結
ん
だ
。
或
い
は
市
が
ま
っ
た
く
開

か
れ
て

い

な
か
っ
た
場
所
に
市
舎
が
仮
設
さ
れ
、
そ
こ
が
新
た
に
市
庭
と
認
定
さ
れ

る
場
合
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
実
線
の
意
味
で
あ
る
。
さ
ら
に
タ
イ
プ
B

①
b
の
場
合
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
実
線
も
あ
り
、
タ
イ
プ
A
と
も
破
線
で

結
ん

で
い

る
。
そ
れ
と
は
別
に
右
側
に
a
か
ら
b
へ
と
破
線
で
結
ん
で
あ
る
の
は
、

仮
設
の
市
舎
だ
っ
た
の
が
常
設
へ
と
変
化
す
る
場
合
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
タ
イ
プ
B
②
に
つ
い
て
は
計
画
的
に
で
は
な
く
自
然
発
生
的
に
定
住
者
が

現
れ

る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
の
で
、
タ
イ
プ
B
①
と
の
関
係
で
は
常
設
化
し
た
市

舎
を
家
屋
と
し
て
利
用
す
る
b
の
類
型
か
ら
の
進
展
し
か
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
を
意
味
す
る
の
が
タ
イ
プ
B
①
b
と
結
ば
れ
た
実
線
で
あ
る
。
な
い
し
は

市
舎
の
仮
設
す
ら
見
ら
れ
な
か
っ
た
市
庭
に
定
住
し
よ
う
と
す
る
者
自
身
が
家
屋
を

建
設
す
る
と
い
う
場
合
も
あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
イ
プ
A
の
広
場
か
ら
の
変
化

で

あ
り
、
こ
れ
が
タ
イ
プ
A
と
結
ば
れ
た
破
線
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
場
合
し
か
な

い

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
但
し
、
こ
の
う
ち
タ
イ
プ
C
と
近
く
な
る
の
は
後
者
の
場
合

で
あ
り
、
さ
き
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
定
住
者
自
身
が
家
屋
を
建
設
す
る
人
為
的

な
定
住
で
は
あ
る
が
計
画
的
な
プ
ラ
ン
は
伴
わ
な
い
と
い
う
点
で
タ
イ
プ
C
と
区
別

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

タ
イ
プ
C
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
タ
イ
プ
B
①
a
の
市
庭
か
ら
変
化
し
た
こ
と
　
6
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

も
想
定
で
き
よ
う
が
、
そ
の
場
合
は
以
前
の
市
庭
の
性
格
を
全
否
定
し
た
新
し
い
市

庭
の

建
設

と
考
え
て
、
敢
え
て
破
線
で
は
結
ば
な
い
こ
と
と
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
戦
国
期
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
市
や
都
市
に
つ
い
て
最
近

注
目
す
べ
き
論
考
を
次
々
に
発
表
し
て
い
る
桜
井
英
治
は
、
市
庭
を
「
景
観
」
か
ら

次
の

よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
A
．
普
段
は
何
も
な
い
空
地
で
、
市
日

だ

け
市
小
屋
が
立
て
ら
れ
、
商
売
が
行
わ
れ
る
。
B
．
商
売
は
市
日
に
だ
け
行
わ
れ

る
が
、
普
段
か
ら
市
小
屋
は
立
っ
て
い
る
。
C
．
B
の
市
小
屋
の
周
囲
に
常
設
の
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

舗
が
立
ち
並
び
、
町
場
化
し
て
い
る
」
と
い
う
三
つ
で
あ
る
。
筆
者
の
先
の
類
型
区

分
で

も
同
じ
よ
う
に
A
か
ら
C
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
用
い
た
た
め
混
乱
を
招
き
や

す

い

が
、
桜
井
の
言
う
A
型
は
筆
者
の
タ
イ
プ
B
①
a
に
あ
た
り
、
桜
井
の
B
型
は

筆
者
の
タ
イ
プ
B
①
b
に
対
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
桜
井
は
C
型
と
し
て
B
型
の

周
囲
に
常
設
の
店
舗
が
見
ら
れ
る
場
合
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
筆
者
の
類

型

は
、
あ
く
ま
で
中
世
に
お
け
る
市
庭
の
類
型
で
あ
り
、
常
設
店
舗
と
の
関
係
は
重

視
し
て
い
な
い
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
史
料
上
「
市
ヤ
シ
キ
」
「
町
ヤ
シ
キ
」
と
あ

る
だ
け
で
常
設
店
舗
と
は
認
定
で
き
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
中
心
集
落
」
と
の
表
現

の

た
め
に
常
設
店
舗
が
立
ち
並
ぶ
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
が
ち
な
研
究
史
を
念
頭
に
置
き
、

常
設
店
舗
と
の
関
係
を
敢
え
て
断
ち
切
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
も
確
認
し
た
よ
う

に
、
「
市
ヤ
シ
キ
」
「
町
ヤ
シ
キ
」
の
住
人
が
す
べ
て
商
人
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

店
舗
を
営
ん
で
い
る
こ
と
は
可
能
性
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
桜
井
が
常
設
店
舗
の
出
現
す
る
場
合
を
別
の
タ
イ
プ
と
し
て
こ
と
さ
ら
分
類

し
た
の
は
、
近
世
の
実
態
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
承
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知
の

上

で
、
筆
者
の
類
型
で
敢
え
て
言
い
換
え
る
な
ら
、
タ
イ
プ
B
①
b
の
周
囲
に

タ
イ
プ
B
②
ま
た
は
タ
イ
プ
C
の
市
庭
と
が
併
存
し
て
い
る
場
合
と
で
き
よ
う
。

　
本
稿
で
と
く
に
問
題
と
す
る
広
場
と
の
関
係
で
は
中
世
初
期
の
市
庭
は
筆
者
の
言

う
タ
イ
プ
A
の
状
態
が
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
方
で
、
歴
史
地
理
学
が

解
明

し
て
き
た
戦
国
期
は
タ
イ
プ
B
②
ま
た
は
タ
イ
プ
C
へ
と
変
化
し
た
市
庭
も
数

多
く
見
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
に
お
け
る
市
庭
で
と
く
に
広
場
と
の
関

係
で
市
が
開
か
れ
た
場
所
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的

過
程

も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な

る
の
は
、
タ
イ
プ
B
段
階
の
市
庭
に
設
置
さ
れ
る
市
舎
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
検
討
の

手
始
め

に

市
舎
が
史
料
に
出
現
す
る
形
態
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
貞
応
二
（
一
二
二
三
）
年
蔵
人
所
牒
案
に
「
桧
物

交
易
」
で
摂
津
国
「
美
六
市
」
な
ど
に
つ
い
て
「
諸
国
散
在
口
等
打
屋
形
、
垂
交
易
」

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
保
立
道
久
は
「
『
屋
形
を
打
つ
』
こ
と
が
市
庭
の
仮
屋
の
仮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

設
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
場
合
は
紙
背
文
書
で
あ
る
た
め
に
多
く
の
文
字
が
欠
損
し
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
打
つ
行
為
を
行
っ
て
い
る
主
体
が
今
一
つ
判
然
と
し
な
い
が
、
次
の
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

で

は
や
や
は
っ
き
り
す
る
。
す
な
わ
ち
、
高
橋
康
夫
も
注
目
す
る
文
明
一
八
（
一
四

八
六
）
年
の
大
和
国
「
矢
木
市
二
毎
日
市
ヲ
可
立
之
由
」
「
津
料
可
取
之
用
云
々
、
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

百
間
ノ
屋
形
打
之
云
々
」
と
の
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
の
記
事
で
は
、
屋
形
を
打

つ
主
体
は
恐
ら
く
領
主
と
し
て
の
越
智
禅
正
・
岸
田
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
屋
形
を
打
つ
」
と
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
京
都

と
い
っ
た
典
型
的
な
中
世
都
市
の
内
部
や
地
方
の
市
庭
も
含
め
て
検
討
し
た
高
橋
康

夫

は
、
建
築
に
近
い
屋
形
を
営
む
こ
と
が
「
打
つ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
に
臨
時

的
・
仮
設
的
な
性
格
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
の
保
立

道
久

と
同
様
の
見
解
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
高
橋
は
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
施

設
で

あ
る
こ
と
が
「
市
に
営
ま
れ
た
建
物
あ
る
い
は
売
買
に
用
い
ら
れ
た
建
物
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ら
れ
る
最
大
の
特
徴
」
で
あ
る
と
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
桜
井
英
治

も
一
七
世
紀
の
史
料
に
見
え
る
「
見
世
打
ち
」
と
は
定
期
市
の
市
日
を
前
に
市
小
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

を
仮
設
す
る
作
業
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
タ
イ
プ
B
①
a
の
市
舎
を
仮
設
す
る
行

為
が
史
料
で
は
「
打
つ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
市
舎
を
「
在
家
」
と
表
現
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
コ
遍
上
人
絵
伝
」
伴
野
市
の

部
分
を
説
明
す
る
詞
書
に
お
け
る
「
其
年
、
信
濃
国
佐
久
郡
伴
野
の
市
庭
の
在
家
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

し
て
」
と
の
一
節
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
備
前
国
福
岡
市

の

場
合

も
含
め
て
考
え
る
と
、
こ
の
市
舎
は
a
の
仮
設
で
は
な
く
、
b
の
常
設
だ
っ

た

と
言
え
る
。

　
「
か
り
や
」
と
の
表
現
も
見
ら
れ
る
。
備
中
国
新
見
荘
の
「
紺
借
屋
」
や
摂
津
国
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

王
寺
浜
市
の

「酒
借
屋
」
に
つ
い
て
は
前
稿
で
史
料
を
挙
げ
て
お
い
た
が
、
他
に
も

紀
行
文

「
廻
国
雑
記
」
に
文
明
一
八
（
一
四
八
六
）
年
に
武
蔵
国
「
ひ
ざ
を
り
（
膝

折
）
と
い
へ
る
里
に
市
侍
り
。
暫
く
か
り
や
に
休
み
て
、
例
の
俳
譜
を
詠
じ
て
、
同

行
に
語
り
侍
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
商
人

は
い
か
で
立
つ
ら
む
膝
折
の
市
に
脚
気
を
う
る
に
ぞ
あ
り
け
る
」

と
見
え
る
。
作
者
道
興
准
后
は
膝
折
の
「
市
」
に
あ
っ
た
「
か
り
や
」
で
休
息
し
て

い

る
が
、
「
市
」
は
単
に
市
庭
の
意
味
で
そ
の
と
き
市
は
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と

も
、
実
際
に
開
か
れ
て
い
た
と
も
ど
ち
ら
に
も
解
釈
可
能
な
の
で
、
こ
の
場
合
市
舎
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が
常
設
か
仮
設
か
判
断
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、
鎌
倉
期
の
文

書
に
「
こ
の
月
の
ひ
ん
こ
（
備
後
）
の
ふ
か
つ
の
い
ち
（
深
津
市
）
へ
、
人
を
給
候

て
」
「
ふ
か
つ
の
い
ち
（
深
津
市
）
に
て
は
、
た
口
つ
の
あ
ま
こ
せ
ん
（
尼
御
前
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

か

り
や
へ
人
を
給
候
べ
く
候
」
と
あ
る
。
「
こ
の
月
の
」
と
い
う
表
現
か
ら
深
津
市
は

月
一
度
の
定
期
市
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
の
市
舎
も
両
様
の
可
能
性
が
あ
ろ

う
。
但
し
、
市
舎
を
占
有
す
る
者
が
定
ま
っ
て
お
り
、
し
か
も
深
津
の
住
人
で
は
な

く
、
た
口
つ
に
住
む
商
人
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
市
庭
の

商
業
機
能
が
他
所
に
住
む
商
人
に
よ
っ
て
分
担
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

る
数
少
な
い
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
紹
介
し
て
き
た
文
書
史
料
で
も
市
舎
が
建
て
ら
れ
た
位
置
を
広
場
と
の
関
係

か

ら
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
市
庭
の
景
観
を
考
え
る
上
で
有

効
性
を
持
ち
う
る
史
料
は
、
絵
画
史
料
で
あ
る
。
次
章
で
取
り
上
げ
よ
う
。

三
　
絵
画
史
料
と
の
対
話

　
前
章
で
検
討
し
た
文
書
史
料
か
ら
は
市
庭
の
景
観
の
解
明
が
難
し
い
こ
と
を
受
け

て
、
景
観
を
考
え
る
上
で
よ
り
有
効
性
を
持
つ
絵
画
史
料
を
本
章
で
は
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
ま
ず
、
前
稿
で
も
注
目
し
た
二
遍
上
人
絵
伝
」
に
見
え
る
備
前
国
福
岡
市
の
場

面
を
取
り
上
げ
よ
う
。
福
岡
市
で
は
掘
建
て
小
屋
の
下
に
多
様
な
物
品
が
並
べ
ら
れ

て

お

り
、
実
際
に
市
が
開
か
れ
て
い
た
と
き
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対

し
、
同
じ
「
一
遍
上
人
絵
伝
」
に
見
え
る
信
濃
国
伴
野
市
で
は
同
種
の
掘
建
て
小
屋

が
乞
食
な
ど
の
活
動
の
場
と
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
市
が
開
か
れ
て
い
な
い
と

　
　
キ

：
●
：
●

　
　
カ

　
●
　
　
●

ア：イ：ウ：

●●●

：
●
：
●

●

：
●
：
●

　
　
　
コ
　
”

●
　
　
　
　
●

●
ケ
　
●

●
　
　
　
　
●

●
：
●
：
●

　
ク
　
　
　
　
　
‥

●

：
●
：
●

神主

一 遍

●
：
●
：
●

●
　
　
　
　
●

●
シ
　
　
　
●

●
　
　
　
　
●

●
：
●
：
●

図2　『一遍上人絵伝』福岡市の場面の平面図

●は柱、一は境を仕切るための覆い、・・は覆いはないが、境と見なされる個所

11は市舎が隣接しているが、右と左とで明らかに異なる屋根がつながれている個所
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き
で
も
掘
建
て
小
屋
、
す
な
わ
ち
市
舎
は
撤
収
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
き
の
類
型
で
は

タ
イ
プ
B
①
b
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
市
舎
が
建
つ
備
前
国
福
岡
市
の
場
面
に
つ
い
て
、
広
場
と
の
関
係
を

問
題
に
す
る
本
稿
で
は
検
討
の
便
を
は
か
る
た
め
に
「
一
遍
上
人
絵
伝
」
に
見
え
る

情
景
を
ま
ず
は
平
面
図
に
移
し
換
え
て
み
た
い
。
こ
れ
が
図
2
で
あ
る
。
こ
の
図
で

●
は

柱
、
ー
は
板
な
ど
に
よ
る
境
の
仕
切
を
表
し
て
い
る
。
実
際
に
仕
切
は
描
か
れ

て

い

な
い
が
、
境
と
見
な
さ
れ
る
場
合
は
：
の
形
で
示
し
た
。
画
面
の
上
方
に
見
ら

れ

る
市
舎
は
、
屋
根
が
左
右
で
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
向
か
っ
て
右
側
は
草
葺
き
で

あ
る
の
に
対
し
、
左
側
は
板
葺
き
で
あ
る
。
そ
の
接
続
部
は
柱
を
共
有
し
て
い
る
よ

う
で
、
板
で
仕
切
っ
て
あ
る
。
図
で
は
そ
の
仕
切
を
1
1
で
表
し
た
。
こ
の
接
続
部
な

ど
は
コ
遍
上
人
絵
伝
」
に
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
絵
巻
物
で
は
画
面

の
左
上
方
か
ら
傭
轍
し
た
形
で
描
か
れ
る
た
め
に
、
右
側
の
奥
は
屋
根
な
ど
に
隠
さ

れ
て

し
ま
う
。
と
く
に
手
前
左
端
の
市
舎
は
、
画
面
の
手
前
側
に
仕
切
が
描
か
れ
て

お

り
、
市
舎
の
下
に
お
け
る
柱
の
立
ち
方
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
推

測

を
含
め
て
示
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
扱
わ
れ
て
い
る
商
品
種
も
特
定
で
き
な
い
。

　
そ
の
他
の
市
舎
で
は
エ
で
布
、
オ
で
米
、
カ
で
鳥
、
キ
で
魚
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

エ
で

は
尼
が
布
を
見
て
お
り
、
そ
の
左
隣
で
は
市
女
笠
姿
の
女
性
が
布
を
持
ち
、
銭

束

を
握
る
男
性
と
相
対
し
て
い
る
。
キ
の
右
隣
で
は
天
秤
棒
の
両
端
に
数
尾
の
魚
を

ぶ

ら
下
げ
て
右
方
向
に
歩
く
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
福
岡
市
か
ら
別
の

場
所
に

魚
を
運
ん
で
い
る
。
豊
か
な
市
の
描
写
で
あ
る
。
ア
は
下
駄
、
ク
で
は
面
が

並

べ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
シ
と
コ
は
大
甕
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
シ
で
は
明

ら
か
に
倒
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
大
甕
自
体
が
商
品
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
他
の

市
舎
に
比
べ
て
柱
の
高
さ
が
低
い
こ
と
も
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
コ

で

は
立
て
ら
れ
て
お
り
、
大
甕
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
例
え
ば
酒
や
油
が
商
品
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

の

か
も
し
れ
な
い
。

　

ア
～
エ
が
市
舎
の
一
間
ず
つ
を
宛
て
が
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
オ
の
米
商
人
が

三
間
分
を
占
拠
し
て
い
る
こ
と
は
、
市
庭
商
業
に
お
け
る
米
の
重
要
性
を
示
唆
す
る

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

イ
の
前
に
立
つ
市
女
笠
姿
の
女
性
の
手
前
が
広
い
空
閑
地
と
な
っ
て
お
り
、
一
遍

や

彼

を
切
り
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
吉
備
津
宮
の
神
主
の
一
行
た
ち
が
描
か
れ
て
い

る
。
逆
に
、
一
遍
と
神
主
一
行
と
い
う
主
題
を
こ
こ
に
配
置
し
た
た
め
に
、
広
い
空

閑
地
と
し
て
描
か
れ
る
結
果
と
な
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、

福
岡
市
に
集
ま
る
人
た
ち
に
対
し
一
遍
は
こ
こ
で
辻
説
法
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
、

こ
の
部
分
は
明
ら
か
に
広
場
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
広
場
と
の
関
わ
り
に

つ

い
て

の

詳
細

は
、
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
次
の

事
例

は
「
豊
前
小
山
田
社
放
生
殿
市
場
図
」
に
み
え
る
市
庭
で
あ
る
。
こ
の

図
は
事
書
に
「
八
幡
宇
佐
宮
　
和
間
浜
放
生
会
之
時
法
用
場
粧
厳
同
仮
屋
形
之
事
」

と
あ
る
応
永
二
〇
（
一
四
二
二
）
年
の
注
文
に
付
属
す
る
も
の
で
、
文
書
の
本
文
中

で

は
例
え
ば
コ
国
司
屋
八
間
た
賠
間
自
宮
司
握
一
丈
式
尺
東
退
ア
北
子
午
立
之
」
な
ど

と
あ
っ
て
、
和
間
浜
放
生
会
の
時
に
飾
り
付
け
る
荘
厳
と
と
も
に
仮
設
さ
れ
る
建
物

等
の
位
置
・
大
き
さ
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
市
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
記
載
は

注
文
自
体
に
は
見
え
な
い
が
、
図
で
は
「
市
場
東
頭
也
」
と
の
大
書
も
伴
っ
て
お
り
、

「
牛
馬
市
」
と
も
見
え
、
市
庭
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
市
庭

付
近
の

情
景

を
図
2
に
な
ら
っ
て
平
面
図
に
移
し
換
え
、
図
3
を
作
成
し
た
。
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図3　豊前国小山田社放生殿市庭図に見える市庭付近の平面図

　

こ
の
図
で
は
大
鳥
居
の
東
方
に
「
市
場
東
頭
也
」
と
大
書
さ
れ
た
部
分
が
あ
り
、

こ
れ
に
面
し
て
両
側
に
二
〇
間
以
上
も
あ
る
長
い
掘
建
て
小
屋
様
の
図
像
が
ま
ず
目

立

つ
。
中
軸
線
の
東
端
に
描
か
れ
た
浮
殿
方
面
か
ら
大
鳥
居
を
出
た
場
所
に
あ
た
っ

て

お

り
、
中
軸
線
の
道
路
を
挟
ん
で
建
て
ら
れ
た
市
舎
な
の
で
あ
ろ
う
。
浮
殿
に
つ

い
て

は
柱
間
を
描
い
た
差
図
と
も
言
う
べ
き
平
面
図
も
付
さ
れ
て
い
る
が
、
市
舎
は

道
路
か
ら
み
た
正
面
図
の
形
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
側
面
の
間
数
な
ど
は
不
明
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
柱
を
も
示
し
た
図
2
と
は
別
の
要
領
で
図
を
作
成
し
た
。

　
図
3
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
唐
物
座
」
「
カ
ラ
」
と
の
注
記
が
そ
れ
ぞ
れ
三
ヶ
所
に

施

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
長
い
掘
建
て
小
屋
様
の
図
像
と
は
別
に
、

道
路
か

ら
み
て
奥
の
六
ヶ
所
に
屋
根
状
の
図
像
が
描
か
れ
、
「
市
目
代
」
の
他
、
三
ヶ

所
に

は
「
茶
ヤ
」
、
残
り
二
ヶ
所
は
「
酒
ヤ
」
と
の
文
字
注
記
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
掘
建
て
小
屋
が
道
路
を
挟
ん
で
並
ぶ
部
分
の
東
に
接
し
て
、
「
牛
馬
市
」
と
記
さ

れ
、
「
殺
生
禁
断
札
」
も
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
付
近
に
「
茶
ヤ
」
の
建
物
が

二
ヶ

所
に

あ
る
。
こ
の
建
物
は
、
妻
の
側
が
二
間
あ
る
こ
と
も
描
か
れ
て
お
り
、
他

の

建
物
に

比
べ
て
描
き
方
は
明
ら
か
に
丁
寧
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
長
い

掘
建
て

小
屋
様
の
図
像
は
和
間
浜
放
生
会
の
際
の
臨
時
市
に
伴
っ
て
建
て
ら
れ
る
も

の

で
、
注
文
の
事
書
に
あ
る
「
仮
屋
形
」
と
の
表
現
に
あ
た
り
、
先
の
類
型
で
言
え

ば
、
タ
イ
プ
B
①
a
仮
設
の
市
舎
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
「
茶

ヤ
」
な
ど
の
建
物
は
、
常
設
化
し
た
市
舎
（
b
）
ま
た
は
店
舗
と
も
考
え
ら
れ
る
。

図
3
で
は
前
者
は
破
線
、
後
者
は
実
線
で
示
し
て
あ
る
。
な
お
、
モ
デ
ル
図
1
に
「
個
々

の
市
庭
の

具
体
例
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
の
い
く
つ
か
が
地
理
的
に
分
化
し
、
併
存

し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
注
記
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
例
を
念
頭
に
置

168



日本中世における市庭と広場

　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

い
て

い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
市
庭
の
場
合
、
掘
建
て
小
屋
に
挟
ま
れ
、
「
市
場
東
頭
也
」
と
大
書
さ
れ
た
部

分
の

道
路
、
お
よ
び
そ
れ
に
東
接
す
る
牛
馬
市
の
部
分
は
広
場
と
見
な
し
て
よ
い
と

思
わ

れ

る
。
な
お
、
大
鳥
居
の
南
、
市
庭
の
す
ぐ
西
に
隣
接
し
て
「
警
固
屋
」
が
あ

る
。
さ
き
に
見
た
「
殺
生
禁
断
札
」
と
と
も
に
市
庭
を
挟
む
地
点
に
位
置
し
、
市
庭

の

平
和
が
目
指
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
に
値
し
よ
う
。

　
第
三
の
事
例
と
し
て
「
備
前
国
西
大
寺
境
内
市
場
図
」
に
み
え
る
西
大
寺
市
庭
を

取
り
上
げ
る
。
こ
の
図
の
作
成
年
代
に
つ
い
て
は
元
享
二
～
三
（
一
三
二
二
～
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

年
頃
と
す
る
説
と
中
世
後
期
と
す
る
説
と
が
あ
っ
て
問
題
を
残
す
が
、
こ
こ
で
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

の

問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
図
に
は
数
ヶ
所
の
書
き
入
れ
が

あ
り
、
そ
の
一
部
で
「
定
西
大
寺
市
公
事
国
方
地
頭
方
事
」
と
の
事
書
の
あ
と
に
市

公
事
等
の
記
載
が
あ
る
点
が
、
本
稿
と
の
関
係
で
は
注
目
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
は
事
書
の
す
ぐ
あ
と
に
「
酒
屋
御
公
事
一
年
一
家
別
百
文
宛
、
市
日
ハ
一

家
別
酒
二
升
宛
地
頭
方
事
、
魚
座
ハ
一
年
三
百
文
、
船
蟻
別
百
文
宛
」
な
ど
と
あ
っ

て
、
市
公
事
の
賦
課
に
コ
年
一
家
別
」
と
い
う
家
別
方
式
と
座
別
の
方
式
の
二
つ

の
方
式
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
者
の
方
式
は
引
用
部
分
の
酒
屋
の
他
に
、
「
餅

屋
」
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
一
年
で
百
文
で
あ
る
。
後
者
の
方
式
は
魚
座
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

他
に
、
具
体
的
に
は
莚
座
と
鋳
物
座
と
が
挙
が
っ
て
い
る
。
「
其
外
皆
一
座
一
年
百
文

宛
」
と
も
記
さ
れ
て
い
て
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
外
は
取
扱
商
品
が
判
明
し
な
い
。

座
と
は
市
の
販
売
座
席
、
い
わ
ゆ
る
市
座
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
座
と
同
様
、

莚
座
が
百
文
で
あ
る
以
外
は
魚
座
は
三
百
文
、
鋳
物
座
は
二
百
文
と
な
っ
て
い
て
、

特
別
に

高
額
な
た
め
に
こ
と
さ
ら
書
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
酒
屋
に
つ
い
て
は
「
市
日
ハ
一
家
別
酒
二
升
宛
地
頭
方
事
」
と
あ
っ
て
市

日
に
つ
い
て
の
追
加
徴
収
も
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
市
日
以
外
に
も
商
売
を
行
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
常
設
の
店
舗
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
西
大
寺
市

庭
で
は

市
座
の

よ
う
な
市
庭
商
業
と
店
舗
商
業
と
が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
モ

デ
ル
図
1
の
注
に
言
う
併
存
の
例
の
一
つ
で
あ
る
。

　
本
稿
と
の
関
わ
り
で
は
こ
の
併
存
の
あ
り
方
が
上
記
「
境
内
市
場
図
」
に
描
写
さ

れ
て

い

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
が
、
こ
の
図
に
は
三
重
塔
や
鐘
楼
な
ど
堂
舎
の
類
の

建
物
が
並
ん
で
い
る
だ
け
で
、
残
念
な
が
ら
具
体
的
な
図
像
を
認
め
ら
れ
な
い
。
但

し
、
図
の
ほ
ぼ
中
央
に
「
堂
敷
五
段
内
、
市
庭
敷
二
段
、
是
高
除
也
」
と
の
文
字
注

記
が

あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
、
図
の
中
で
「
市
庭
敷
」
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
を
意

味
す

る
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
。
こ
の
文
字
注
記
を
挟
む
形
で
一
間
×
三
間
、
一

間
×
六
間
の
簡
単
な
造
り
と
見
ら
れ
る
建
物
が
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
市
舎
で
あ
っ

て
、
こ
の
付
近
が
「
市
庭
敷
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
市
庭
敷
に
関
し
て
は
、
欄
外
に
も
「
五
代
ハ
市
庭
敷
領
家
方
、
五
代
ハ
地
頭
方

市
庭
敷
、
一
段
内
、
十
代
地
頭
方
市
庭
敷
、
廿
五
代
地
頭
方
市
庭
敷
」
と
の
書
き
入

れ
が
あ
る
。

四
　
市
庭
と
広
場

　
本
章
で

は
い
よ
い
よ
中
世
の
市
庭
と
広
場
と
の
関
わ
り
と
い
う
、
本
稿
で
の
中
心

課
題
に

迫
る
。

　
前
章
で
の
平
面
図
に
よ
る
考
察
を
踏
ま
え
、
図
1
の
「
市
庭
景
観
の
諸
類
型
と
理
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念
的
変
化
系
列
」
の
モ
デ
ル
図
で
示
さ
れ
た
類
型
毎
に
広
場
と
の
関
わ
り
を
中
心
に

考
察

す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
こ
で
、
と
く
に
図
3
の
要
領
に
合
わ
せ
て
図
1
を
平

面
図
に
置
き
換
え
た
図
4
を
作
成
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
い
く
。

　
そ
の
前
に
「
広
場
」
の
定
義
と
し
て
、
「
景
観
」
の
上
で
空
閑
地
で
あ
る
と
い
う
以

外
に
、
誰
も
が
利
用
で
き
る
と
い
う
性
格
を
合
わ
せ
て
持
つ
、
と
と
り
あ
え
ず
考
え

て

お
く
こ
と
に
す
る
。

　
図
4
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
タ
イ
プ
A
の
市
庭
で
は
普
段
は
何
も
な
い
広
場
で
市
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る

か

ら
、
市
が
開
か
れ
て
い
る
時
間
帯
以
外
は
全
体
が
広
場
と
認
め
ら
れ
る
。
市
の
と

き
だ
け
仮
設
の
市
舎
が
そ
の
都
度
「
打
」
た
れ
る
タ
イ
プ
B
①
a
で
も
同
様
で
あ
る
。

市
が
開
か
れ
て
い
る
と
き
も
、
市
庭
に
参
集
す
る
商
人
た
ち
が
商
品
を
並
べ
て
い
る

部
分

そ
の
も
の
以
外
は
広
場
と
見
な
し
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

図
で
は
広
場
を
表
す
薄
い
ア
ミ
を
全
体
に
か
ぶ
せ
た
。

　
次
に

タ
イ
プ
B
①
b
に
つ
い
て
福
岡
市
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
一
遍
や
彼
を

切
り
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
神
主
の
一
行
と
そ
の
情
景
を
見
守
る
群
集
、
品
定
め
に

余
念
の

な
い
人
た
ち
は
市
舎
で
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
部
分
に
い
る
。
こ
の
部
分
が
広

場

と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
市
が
開
か
れ
て
い
る
時
間
帯
に
お
い
て
は
常
設
の
市

舎
が
立
つ
部
分
は
広
場
と
み
な
し
難
い
。

　
一
方
で
、
市
が
開
か
れ
て
い
る
時
間
帯
か
ら
外
れ
た
伴
野
市
の
場
合
、
市
舎
の
下

で
一
遍
の
一
行
が
瑞
雲
を
眺
め
、
乞
食
も
座
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
乞
食
な
ど
に

と
っ
て
格
好
の
活
動
の
場
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
市
舎
の
部
分
も
広
場
と
見
な
せ

な
い
こ
と
も
な
い
。
そ
の
点
で
は
市
が
開
か
れ
て
い
な
い
時
間
帯
に
限
る
と
、
そ
の

都
度
施
設
が
撤
去
さ
れ
る
a
ま
で
の
市
庭
と
、
広
場
の
範
囲
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
に

な
る
。
図
で
は
タ
イ
プ
A
や
タ
イ
プ
B
①
a
の
市
庭
と
同
様
に
ア
ミ
を
全
体
に
か
け
、

市
舎
を
示
す
部
分
だ
け
実
線
に
す
る
こ
と
で
区
別
し
て
示
し
て
あ
る
。

　

タ
イ
プ
B
②
に
至
る
と
、
市
舎
に
は
定
住
者
が
住
む
よ
う
に
な
る
。
図
4
で
は
一

軒
一
軒
を
太
い
実
線
で
表
し
た
。
そ
の
た
め
に
市
舎
を
利
用
し
た
家
屋
が
立
つ
部
分

は
立
ち
入
り
が
制
限
さ
れ
る
わ
け
で
、
広
場
と
認
定
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
ま
た
、
前
稿
で
若
干
検
討
を
加
え
た
備
中
国
新
見
荘
の
史
料
で
は
「
市
庭
在
家
」

の

「後
地
」
が
屋
敷
と
一
体
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
屋
敷
に
付
随
す
る
部
分
と
認
定

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
「
後
地
」
と
は
逆
方
向
に
あ
た
る
屋
敷
の
前
面
は
、
道

路
で

あ
る
。
家
屋
列
に
挟
ま
れ
た
道
路
の
部
分
は
広
場
と
言
え
る
。
Y
の
よ
う
な
家

屋
が

立
っ
て
い
な
い
部
分
も
広
場
と
見
な
せ
よ
う
。
図
4
で
示
し
た
よ
う
に
、
先
ほ

ど
ま
で
の
タ
イ
プ
に
比
べ
る
と
、
広
場
の
範
囲
は
縮
小
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
市
庭
と
し
て
市
が
開
か
れ
う
る
最
大
の
範
囲
を
次
に
考
察
し
よ
う
。
前

　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
仮
説
と
し
て
家
屋
の
軒
先
を
借
り
て
市
が
開
か
れ
る
こ
と

が
考

え
ら
れ
る
わ
け
で
、
こ
の
仮
説
に
従
っ
て
家
屋
の
軒
先
が
広
が
る
部
分
は
市
庭

に

な
り
う
る
と
し
て
濃
い
ア
ミ
を
か
け
る
こ
と
と
し
た
。

　

そ
れ
以
外
に
も
図
で
X
と
し
た
場
所
は
両
側
に
家
屋
が
立
っ
て
い
な
い
、
道
路
の

延
長
部
分
で
あ
る
。
家
屋
の
軒
先
を
借
り
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
延
長
部

分
で
も
市
が
開
か
れ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
ま
た
、
家
屋
が
立
つ
隣
の
空
き
地
で
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

が
開
か
れ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
Y
の
記
号
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、

タ
イ
プ
B
②
に
至
っ
た
場
合
で
も
さ
き
ほ
ど
広
場
と
見
な
し
た
部
分
だ
け
に
限
定
し

て

考

え
る
と
、
そ
の
範
囲
内
が
タ
イ
プ
A
の
市
庭
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
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タイプA　何もない広場

タイプB①b　市舎の設置（常設）

タイプB①a　市舎の設置（仮設）

タイプB②　定住者の出現

蕊

紅コユエ］’

※XやYでタイプAまたはB①a、Zで
タイプB①bの市庭が併存している場合

タイプC　屋敷群の設置

※町並のプランを伴う典型例の場合

　　　　　　　　　　　　　図4
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或
い
は
、
市
日
の
と
き
だ
け
家
屋
の
前
に
市
舎
が
仮
設
さ
れ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
、

そ
の
場
合
は
広
場
の
範
囲
内
に
タ
イ
プ
B
①
a
の
市
庭
が
現
れ
て
い
る
状
態
と
も
見

な
せ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
タ
イ
プ
B
①
b
に
比
べ
る
と
市
庭
の
範
囲
も
縮
小
し

て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
既
に

前
稿
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
新
見
荘
の
史
料
で
は
「
後
地
」
を
付
随

さ
せ
た
「
屋
敷
」
に
住
む
「
市
庭
在
家
」
と
い
う
定
住
者
以
外
に
、
「
紺
借
屋
井
座
役

銭
」
に
つ
い
て
「
但
依
商
人
多
少
毎
年
用
途
足
不
同
也
」
と
注
記
が
あ
る
よ
う
に
、

「紺
借
屋
」
な
ど
を
利
用
し
て
商
売
す
る
「
商
人
」
が
、
年
に
よ
っ
て
一
定
し
て
い

な
か
っ
た
。
さ
ら
に
「
座
役
銭
」
と
は
、
市
庭
に
お
け
る
販
売
座
席
、
い
わ
ゆ
る
市

座

と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
「
商
人
」
は
、
恐
ら
く
こ
こ
に
定
住
す
る
「
市

庭
在
家
」
で
は
な
く
、
他
所
か
ら
や
っ
て
来
た
と
思
わ
れ
る
。
「
市
庭
在
家
」
は
タ
イ

プ

B
②
ま
た
は
タ
イ
プ
C
に
あ
た
る
の
に
対
し
、
恐
ら
く
「
紺
借
屋
」
は
タ
イ
プ
B

①
b
、
「
座
役
銭
」
に
関
わ
る
の
は
タ
イ
プ
A
の
市
庭
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
新
見

荘
の
市
庭
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
の
市
庭
が
併
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
っ
た
。

　
図
4
で
タ
イ
プ
B
②
に
つ
い
て
太
い
実
線
で
示
さ
れ
た
定
住
者
の
住
む
家
屋
が
並

ぶ
中
で
一
軒
の
み
タ
イ
プ
B
①
b
の
市
舎
と
同
様
の
細
い
実
線
で
表
し
た
（
Z
）
。
こ

の
市
舎
は
、
さ
き
の
新
見
荘
の
史
料
で
言
え
ば
、
「
紺
借
屋
」
を
表
そ
う
と
し
た
も
の

で

あ
る
。
そ
し
て
、
さ
き
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
に
、
家
屋
の
軒
先
や
X
、
Y
の
よ
う

な
場
所
が
タ
イ
プ
A
の
市
庭
と
見
な
さ
れ
る
。

　
最
後
に
、
タ
イ
プ
C
の
市
庭
を
検
討
す
る
。
図
4
で
は
町
並
み
の
プ
ラ
ン
を
伴
う

典
型
例
の

場
合
を
想
定
し
、
全
て
の
家
屋
が
同
一
の
プ
ラ
ン
で
並
ん
で
い
る
様
を
示

し
て
あ
る
。
タ
イ
プ
C
の
市
庭
で
は
プ
ラ
ン
を
策
定
し
た
プ
ラ
ン
ナ
ー
側
、
例
え
ば

領
主

層
の
権
限
が
増
大
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
図
4
の
よ
う
な
図
に
反
映
さ

れ

る
限
り
で
は
家
屋
が
統
一
さ
れ
、
Y
の
よ
う
に
プ
ラ
ン
か
ら
外
れ
る
場
所
が
考
え

に

く
い
点
以
外
は
、
タ
イ
プ
B
②
の
市
庭
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

お

わ
り
に

　
本
稿
で

は
今
回
の
問
題
設
定
と
の
関
係
で
〈
市
屋
敷
・
町
屋
敷
か
ら
成
る
中
心
集

落
で
市
が
開
か
れ
た
場
合
の
場
所
は
広
場
と
認
め
ら
れ
る
か
〉
と
い
う
問
題
に
対
す

る
試
案
を
提
示
し
た
。
結
論
と
し
て
は
、
町
場
へ
と
発
展
し
、
町
並
が
形
成
さ
れ
る

段
階
に
至
っ
て
も
、
町
屋
の
軒
先
を
借
り
る
と
い
う
形
で
市
が
開
か
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
市
庭
と
し
て
認
定
さ
れ
た
の
が
町
屋
の
と
り
つ
く
道
の
一
部
で
あ
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

れ
を
広
場
と
認
識
で
き
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
冒
頭
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
日
本
中
世
の
中
心
集
落
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
研
究

で

は
、
従
来
景
観
の
視
点
が
重
視
さ
れ
、
小
林
は
そ
の
中
心
機
能
で
す
ら
景
観
か
ら

推
定

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
に
対
し
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
市
町
の
中
心

機
能
に
直
接
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
に
、
い
っ
た
ん
景
観
の
問
題
は
捨
象
し
て
、
商

人
に

よ
る
商
品
流
通
そ
の
も
の
に
着
目
し
、
流
通
シ
ス
テ
ム
な
ど
に
若
干
の
検
討
を

重
ね
て

き
た
。
そ
の
際
は
、
市
庭
を
自
ら
の
商
業
の
重
要
な
拠
点
と
す
る
よ
う
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

市
庭
商
業
に
従
事
す
る
市
庭
商
人
の
活
動
に
特
に
留
意
し
た
。
小
林
の
研
究
視
角
で

は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
市
庭
の
定
住
者
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
市

庭
商
人
の

来
集
も
中
心
集
落
の
商
業
機
能
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
へ
の
顧
慮
が
不
十
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分
な
点
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
流
通
シ
ス
テ
ム
論
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

小
林
の
形
態
論
と
議
論
が
噛
み
合
う
ほ
ど
深
ま
っ
て
は
い
な
い
。

　
筆
者
の

流
通
シ

ス

テ
ム
論
と
形
態
論
と
の
接
点
を
引
き
続
き
求
め
る
点
が
今
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

研
究
課
題
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
町
屋
の
集
合
体
と
し
て
の
町
場

と
市
が
開
か
れ
る
場
と
し
て
の
市
庭
と
の
空
間
的
峻
別
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
検

討

を
進
め
る
こ
と
も
研
究
課
題
と
し
て
指
摘
し
、
ひ
と
ま
ず
稿
を
終
え
た
い
。

註（
1
）
　
そ
の
概
容
は
本
研
究
報
告
に
掲
載
さ
れ
た
記
録
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
拙
稿
「
市
庭
と
都
市
の
あ
い
だ
ー
地
理
学
か
ら
の
研
究
視
角
ー
」
（
中
世
都
市
研
究
会
編
『
都

　
　
市
空
間
ー
中
世
都
市
研
究
ユ
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）
。
以
下
、
「
前
稿
」
と
は
本
研

　
　
究
を
指
す
。
前
稿
は
、
本
共
同
研
究
で
一
九
九
〇
年
に
行
っ
た
報
告
を
補
っ
て
、
一
九
九
三
年

　
　
四

月
に
口
頭
発
表
し
た
内
容
を
会
話
体
の
形
で
成
文
化
し
た
も
の
で
、
本
稿
と
対
に
な
る
研

　
　
究
で
あ
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）
　
網
野
善
彦
の
言
う
「
無
縁
の
場
」
。
網
野
『
無
縁
・
公
界
・
楽
』
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
、

　
　
増
補
版
一
九
八
七
年
。
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
に
対
し
て
、
村
落
と
関
連
づ
け
て
批
判
的
な
発

　
　
展
を
目
指
し
た
論
考
と
し
て
池
上
裕
子
「
市
場
・
宿
場
・
町
」
（
日
本
村
落
史
講
座
編
集
委
員

　
　
会
編

『
日
本
村
落
史
講
座
第
二
巻
、
景
観
1
［
原
始
・
古
代
・
中
世
〕
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九

　
　
九
〇
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
4
）
　
樋
口
節
夫
は
道
路
か
ら
追
い
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
の
定
期
市
が
安
住
で
き
る
場
と
し
て

　
　
「
社
寺
の
境
内
」
を
挙
げ
て
い
る
。
樋
口
『
定
期
市
』
学
生
社
、
一
九
七
七
年
、
一
〇
〇
～
一

　
　
〇
二
ペ
ー
ジ
。

（
5
）
例
え
ば
、
中
島
義
一
『
市
場
集
落
』
古
今
書
院
、
一
九
六
四
年
。
石
原
　
潤
「
越
後
の
定
期

　
　
市
の
現
況
に
つ
い
て
」
（
織
田
武
雄
先
生
退
官
記
念
事
業
会
編
『
人
文
地
理
学
論
叢
』
柳
原
書

　
　
店
、
一
九
七
一
年
）
（
の
ち
に
補
筆
し
て
石
原
『
定
期
市
の
研
究
ー
機
能
と
構
造
ー
』
名
古
屋

　
　
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
に
所
収
）
。

（
6
）
　
小
林
健
太
郎
『
戦
国
城
下
町
の
研
究
』
大
明
堂
、
一
九
八
五
年
。

（
7
）
　
前
掲
、
註
（
6
）
、
二
六
六
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
、
原
著
発
表
は
『
史
林
』
四
八
ー
一
、
一
九
六

　
　

五
年
。

（
8
）
　
拙
稿
「
安
芸
国
沼
田
荘
の
市
場
と
瀬
戸
内
流
通
網
」
（
『
歴
史
地
理
学
』
一
三
六
、
一
九
八
七

　
　
年
）
と
拙
稿
「
岡
豊
」
（
高
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
編
『
日
本
都
市
史
入
門
1
1
・
町
』
東
京
大
学

　
　
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
。
な
ら
び
に
前
稿
。

（
9
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
も
市
地
名
、
市
場
地
名
も
含
め
て
指
摘
し
た
。
一
六
九

　
　

ペ
ー
ジ
。

（
1
0
）
　
『
長
宗
我
部
地
検
帳
』
高
知
県
立
図
書
館
発
行
。

（
1
1
）
　
他
に
も
小
林
が
国
人
領
主
級
の
城
下
市
町
と
さ
れ
る
黒
岩
で
は
「
市
ヤ
シ
キ
付
」
と
し
て
登

　
　
録
さ
れ
た
屋
敷
は
東
ノ
丁
に
あ
っ
た
。

（
1
2
）
　
前
稿
の
図
5
に
A
、
B
、
C
な
ど
の
記
号
を
加
え
て
整
理
し
た
。
ま
た
、
「
市
庭
の
諸
類
型

　
　
と
理
念
的
発
展
系
列
」
と
い
う
表
題
を
「
変
化
系
列
」
と
訂
正
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て

　
　
は
後
掲
註
（
1
6
）
を
参
照
の
こ
と
。

　
　
　
さ
ら
に
、
そ
の
「
変
化
系
列
」
を
示
す
破
線
・
実
線
の
引
き
方
に
も
修
正
を
施
し
た
。
す
な

　
　
わ

ち
、
前
稿
で
は
時
間
的
な
前
後
関
係
で
別
の
タ
イ
プ
へ
の
変
化
が
よ
り
早
く
出
現
し
た
こ

　
　
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
を
左
側
に
置
く
方
針
で
示
し
た
。
例
え
ば
、
タ
イ
プ
A
か
ら
タ

　
　
イ
プ
B
①
へ
の
進
展
に
つ
い
て
見
る
と
、
時
間
的
な
前
後
関
係
で
は
a
の
方
が
早
く
、
b
へ
の

　
　
変
化
は

よ
り
遅
く
出
現
し
た
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
、
b
へ
の
分
岐
を
右
側
に
置
い
た
。
そ

　
　
の

結

果
、
タ
イ
プ
A
か
ら
タ
イ
プ
B
①
b
へ
の
分
岐
す
る
破
線
と
交
差
す
る
こ
と
に
な
っ
た

　
　
が
、
交
差
自
体
に
は
意
味
は
な
い
。
ま
た
、
さ
ら
に
そ
の
右
側
に
タ
イ
プ
B
①
a
か
ら
タ
イ
プ

　
　
B
①
b
へ
の
分
岐
が
来
る
。
し
か
し
、
タ
イ
プ
A
か
ら
進
展
し
た
市
庭
に
比
べ
て
、
時
間
的
な

　
　
前
後
関
係
で
す
べ
て
の
場
合
に
つ
い
て
よ
り
遅
く
現
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
個
別
の
市
庭
に

　
　
よ
っ
て
は
よ
り
早
く
常
設
化
し
た
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
前
稿
の
図
は
、

　
　
個
々
の
具
体
例
ま
で
は
説
明
し
尽
く
せ
な
い
よ
う
な
、
模
式
的
に
表
し
た
図
で
あ
る
と
い
う

　
　
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
の
な
い
交
差
や
説
明
力
の
不
足
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は

　
　
破
線
・
実
線
の
分
岐
に
時
間
的
な
前
後
関
係
を
含
意
さ
せ
な
い
こ
と
に
し
た
。

（1
3
）
　
前
稿
、
　
一
六
三
ペ
ー
ジ
な
ど
。

（
1
4
）
　
前
稿
で
も
指
摘
し
た
。
一
六
三
ペ
ー
ジ
。

（
1
5
）
例
え
ば
、
小
林
も
、
戦
国
期
の
中
心
集
落
に
つ
い
て
短
冊
型
地
割
を
呈
し
て
市
庭
商
業
か
ら

　
　
店
舗
商
業
へ
の
過
渡
期
に
あ
っ
た
市
町
と
、
不
規
則
な
ブ
ロ
ッ
ク
状
を
呈
し
て
い
て
依
然
市

　
　
庭
商
業
へ
の
依
存
度
が
高
い
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
前
稿
で
は
図
5
の
表
題
を
「
理
念
的
発
展
系
列
」
と
し
て
い
た
。
「
市
庭
景
観
」
と
し
て
市
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庭

に
付
随
す
る
集
落
に
つ
い
て
見
た
と
き
、
家
屋
が
一
軒
も
な
か
っ
た
タ
イ
プ
A
か
ら
家
屋

　
　
が
立
ち
並
ぶ
タ
イ
プ
B
②
ま
た
は
タ
イ
プ
C
へ
の
変
化
は
「
発
展
」
と
で
き
る
と
考
え
た
か
ら

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
「
発
展
」
は
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。

　
　
　
さ
ら
に
、
そ
こ
が
果
た
す
中
心
機
能
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
例
え
ば
タ
イ
プ
A
の
段
階
の

　
　
市
庭
が
タ
イ
プ
B
②
な
ど
と
比
べ
て
低
次
で
あ
っ
た
と
必
ず
し
も
考
え
る
必
要
は
な
い
。
中

　
　
世
後
期
の
市
庭
で
も
市
町
化
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
庭
商
業
が
主
流
を
占
め
て
い
て
、
商

　
　
人
の
定
住
を
過
大
評
価
で
き
な
い
と
吉
田
敏
弘
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
市
庭
の
中
心
機
能
は

　
　
景
観
の
差
異
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
、
前
稿
の
「
発

　
　
展
」
を
本
稿
で
は
価
値
評
価
が
伴
わ
な
い
「
変
化
」
と
訂
正
し
た
。
吉
田
「
中
世
後
期
の
市
庭

　
　
網
と
農
村
商
人
i
近
江
国
湖
東
農
村
を
事
例
と
し
て
ー
」
（
京
都
大
学
文
学
部
地
理
学
教
室
編

　
　
『
空
間
・
景
観
・
イ
メ
ー
ジ
』
地
人
書
房
、
一
九
八
三
年
）
。

（
1
7
）
　
桜
井
英
治
「
市
庭
地
下
人
」
高
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
編
『
日
本
都
市
史
入
門
m
・
人
』
東
京

　
　
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
、
二
五
五
ペ
ー
ジ
。

（
1
8
）
　
前
稿
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
。

（
1
9
）
　
保
立
道
久
「
市
の
屋
形
・
仮
屋
」
『
日
本
都
市
史
入
門
m
・
人
』
（
前
掲
、
註
（
1
7
）
）
、
二
五

　
　
六
ペ
ー
ジ
。

（
2
0
）
　
高
橋
康
夫
「
中
世
都
市
空
間
の
様
相
と
特
質
」
高
橋
・
吉
田
伸
之
編
『
日
本
都
市
史
入
門
1
・

　
　
空
間
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
、
七
ペ
ー
ジ
。

（
2
1
）
　
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
文
明
一
八
年
一
一
月
九
日
条
。
『
増
補
続
史
料
大
成
』
第
三
四
巻
、

　
　
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
（
三
教
書
院
か
ら
一
九
三
四
年
に
発
行
さ
れ
た
『
大
乗
院
寺
社
雑
事

　
　
記
』
第
九
巻
の
復
刻
）
に
よ
る
。

（2
2
）
　
前
掲
、
註
（
2
0
）
に
同
じ
。

（2
3
）
　
前
掲
、
註
（
1
7
）
に
同
じ
。

（
2
4
）
　
前
稿
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
。
保
立
道
久
は
市
庭
在
家
と
い
う
用
語
に
多
様
な
形
態
が
含
ま
れ
て

　
　
い
た
と
考
え
て
い
る
。
保
立
「
市
の
屋
形
・
仮
屋
」
（
前
掲
、
註
（
1
9
）
）
、
二
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
2
5
）
　
前
稿
、
一
五
六
ペ
ー
ジ
、
　
一
六
八
ペ
ー
ジ
な
ど
。

（
2
6
）
　
新
校
群
書
類
従
所
収
本
。

（
2
7
）
鎌
倉
遺
文
第
二
二
六
三
七
号
文
書
。
保
立
道
久
は
こ
の
史
料
な
ど
を
挙
げ
な
が
ら
、
「
市
の

　
　
仮
屋
」
に
初
め
て
着
目
し
た
の
は
原
田
伴
彦
で
あ
る
が
、
鎌
倉
期
の
市
の
仮
屋
の
史
料
が
当
時

　
　
知

ら
れ
て
お
ら
ず
、
仮
屋
と
市
庭
在
家
一
般
を
区
別
し
て
い
な
い
の
で
、
「
そ
の
仕
事
は
新
し

　
　
く
見
直
す
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
保
立
、
前
掲
、
註
（
1
9
）
、
二
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
2
8
）
　
天
王
寺
浜
市
に
お
け
る
木
村
布
座
や
近
江
国
御
服
座
の
よ
う
に
市
庭
に
お
け
る
座
と
の
関
　
　
7
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
係
か
ら
商
人
の
住
所
が
判
明
す
る
史
料
は
少
な
く
な
い
が
、
市
舎
と
の
関
わ
り
か
ら
わ
か
る

　
　
例
は
珍
し
く
、
そ
の
点
で
こ
の
史
料
は
貴
重
で
あ
る
。

（
2
9
）
　
本
稿
で
は
清
浄
光
寺
・
歓
喜
光
寺
本
を
主
に
収
録
し
た
＝
遍
上
人
絵
伝
』
〈
日
本
の
絵
巻

　
　
第
二
〇
巻
〉
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
）
に
拠
っ
た
。

　
　
　
な
お
、
武
田
佐
知
子
「
笠
の
山
ー
境
界
を
め
ぐ
る
一
試
論
1
」
（
一
遍
研
究
会
編
『
一
遍
聖

　
　
絵
と
中
世
の
光
景
』
あ
り
な
書
房
、
一
九
九
三
年
）
は
、
御
影
堂
本
を
も
参
照
し
な
が
ら
、
視

　
　
覚
的
な
市
庭
の
境
界
と
し
て
川
と
棚
以
外
に
市
女
笠
に
着
目
し
、
認
識
の
問
題
に
ま
で
立
ち

　
　
入
っ
て
考
察
し
て
お
り
、
本
稿
と
の
関
係
か
ら
注
目
さ
れ
る
。

（
3
0
）
　
酒
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
以
前
に
も
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
中
世
農
村
に
お
け

　
　
る
市
場
と
そ
の
取
扱
商
品
ー
そ
の
再
検
討
の
試
み
ー
」
（
『
空
間
・
景
観
・
イ
メ
ー
ジ
』
前
掲
、

　
　
註
（
1
6
）
）
一
二
三
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
、
黒
田
日
出
男
は
、
低
い
屋
根
の
下
に
も
横
に
し
て
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

　
　
こ
れ
を
倉
庫
と
見
て
、
商
品
は
酒
な
ど
で
は
な
く
、
大
甕
自
体
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、

　
　
立
っ

て

い

る
大
甕
は
コ
の
位
置
に
あ
り
、
横
に
な
っ
た
シ
と
は
離
れ
て
い
る
。
筆
者
は
両
者
の

　
　
違
い
に
注
目
し
た
い
。
黒
田
「
市
の
光
景
」
（
『
月
刊
百
科
』
二
六
八
、
一
九
八
五
年
。
の
ち
に

　
　
同
『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
ー
絵
図
と
絵
巻
の
風
景
か
ら
ー
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
に
再

　
　
録
、
一
〇
六
ペ
ー
ジ
）
。

（
3
1
）
　
『
大
分
県
史
料
』
第
一
部
七
、
所
収
。
宇
佐
小
山
田
文
書
第
八
三
号
文
書
。
但
し
、
絵
図
名

　
　
は
、
第
三
の
事
例
も
含
め
て
、
西
岡
虎
之
助
編
『
日
本
荘
園
絵
図
集
成
』
上
（
東
京
堂
出
版
、

　
　
一
九
七
六
年
）
に
従
っ
た
。

（3
2
）
　
註
（
1
4
）
に
同
じ
。

（
3
3
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
佐
々
木
銀
弥
が
研
究
史
の
紹
介
も
含
め
て
、
詳
細
に
検
討
し
て
い

　
　
る
。
佐
々
木
「
備
前
国
西
大
寺
市
場
の
古
図
と
書
入
に
つ
い
て
」
（
『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』

　
　
史
学
科
三
六
〈
通
巻
一
四
〇
〉
、
一
九
九
一
年
。
の
ち
に
同
『
日
本
中
世
の
都
市
と
法
』
吉
川

　
　
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
に
再
録
）

（
3
4
）
　
『
岡
山
県
古
文
書
集
』
第
三
輯
、
所
収
。
西
大
寺
文
書
第
七
三
号
文
書
。

（
3
5
）
　
桜
井
は
座
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
佐
々
木
は
「
莚
屋
」
と
読
ん
で
い
る
。
桜
井
、
前
掲
、
註

　
　
（
1
7
）
。
佐
々
木
、
前
掲
、
註
（
3
3
）
五
ペ
ー
ジ
。

（
3
6
）
　
こ
の
よ
う
な
家
別
賦
課
と
座
別
賦
課
と
の
違
い
、
前
者
が
常
設
の
店
舗
に
対
す
る
賦
課
と

　
　
考

え
ら
れ
る
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
後
者



　
　
に
つ
い
て
「
座
別
賦
課
を
う
け
た
商
人
は
お
お
む
ね
外
来
者
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
市
日
に
だ
け

　
　
こ
の
市
に
現
れ
て
市
小
屋
で
物
を
売
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
明
確
な
見
解
を
示
し
た
の
は
、
桜

　
　
井
英
治
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
後
者
に
対
す
る
前
者
に
つ
い
て
「
安
定
し
た
需
要
が
あ
り
、
原

　
　
材
料
も
比
較
的
入
手
し
や
す
い
酒
屋
・
餅
屋
な
ど
の
職
種
が
、
必
然
性
を
も
っ
て
定
住
し
た
最

　
　
初
の
市
庭
住
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
、
後
者
と
の
取
扱
商
品
種
の
性
格
の
違

　
　
い
に
ま
で
分
析
の
メ
ス
を
入
れ
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。
桜
井
「
市
庭
地
下
人
」
（
前
掲
、

　
　
註
（
1
7
）
）
二
五
五
・
四
ペ
ー
ジ
。

（
3
7
）
　
前
稿
、
一
六
四
ぺ
ー
ジ
。

（
3
8
）
　
保
立
道
久
は
、
「
疎
塊
村
の
町
屋
と
町
屋
の
間
に
取
り
残
さ
れ
た
広
場
が
市
庭
と
し
て
確
保

　
　
さ
れ
た
」
と
見
て
い
る
。
保
立
「
宿
と
市
町
の
景
観
」
（
『
季
刊
自
然
と
文
化
』
＝
二
、
一
九
八

　
　
六
年
）
、
二
七
ペ
ー
ジ
。

（3
9
）
　
註
（
1
3
）
に
同
じ
。

（
4
0
）
　
こ
の
結
論
は
現
代
か
ら
の
類
推
に
頼
っ
て
お
り
、
中
世
史
料
と
の
突
き
合
わ
せ
が
ま
だ
不

　
　
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
広
場
と
市
庭
と
の
係
わ
り
は
歴
史
的
に
か
な

　
　
り
遡
れ
る
し
、
歴
史
を
通
じ
て
見
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
4
1
）
　
拙
稿
「
流
通
シ
ス
テ
ム
か
ら
み
た
中
世
農
村
に
お
け
る
市
場
の
機
能
」
（
『
人
文
地
理
』
三
八

　
　
巻
四
号
、
一
九
八
六
年
）
な
ど

（
4
2
）
　
拙
稿
＝
六
世
紀
都
市
住
人
の
活
動
か
ら
み
た
商
品
流
通
」
（
『
日
本
都
市
史
入
門
1
・
空
間
』

　

前
掲
、
註
（
2
0
）
）
で
予
告
し
、
拙
稿
「
『
多
聞
院
日
記
』
に
現
れ
た
奈
良
で
の
購
買
活
動
と
流
通

　
　
シ
ス
テ
ム
」
（
『
奈
良
大
学
紀
要
』
一
八
、
一
九
九
〇
年
）
で
も
接
合
を
試
み
た
。
し
か
し
、
本

　
　
稿
も
含
め
未
だ
不
十
分
で
あ
る
。

（
4
3
）
　
な
お
、
前
稿
で
「
中
世
の
市
庭
に
お
け
る
販
売
座
席
に
つ
い
て
、
近
代
の
土
地
割
に
反
映
す

　
　
る
の
か
疑
問
で
あ
り
、
近
代
の
土
地
割
か
ら
復
原
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
考
え
ら
れ
」
る
と
指

　

摘
し
、
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
地
理
学
的
研
究
手
法
の
限
界
性
は
、
戦
国
期
に
つ
い
て
も
言
え
る
」

　
　
と
し
て
「
発
掘
さ
れ
た
戦
国
城
下
町
と
し
て
有
名
な
一
乗
谷
の
事
例
で
、
職
人
な
ど
が
住
む
町

　
　
屋
で
も
近
代
の
土
地
割
に
反
映
し
て
い
な
い
場
合
」
を
挙
げ
た
（
一
六
六
ペ
ー
ジ
）
。
し
か

　
　
し
、
一
方
で
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
な
ど
に
よ
る
青
森
県
十
三
湊
に
お
け
る
発
掘
調
査
で
は

　

近
代
の
土
地
割
の
下
か
ら
中
世
の
土
地
割
が
出
土
し
た
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
中
世
か
ら

　

近
代

ま
で
土
地
割
パ
タ
ー
ン
が
変
化
し
た
例
と
変
化
し
な
い
例
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

　
　
の
よ
う
な
例
を
含
み
込
ん
で
、
土
地
割
パ
タ
ー
ン
が
変
化
す
る
要
因
も
今
後
検
討
す
る
必
要

　

が
あ
ろ
う
。
十
三
湊
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
一
九
九
三
年
十
月
に
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

　
　
ム
「
遺
跡
に
さ
ぐ
る
北
日
本
」
お
よ
び
そ
の
記
録
で
あ
る
『
中
世
都
市
十
三
湊
と
安
藤
氏
』
（
新

　

人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）
に
お
け
る
千
田
嘉
博
「
十
三
湊
・
福
島
城
の
調
査
」
な
ど
を
参

　

照
の
こ
と
。

（徳
島
大
学
　
総
合
科
学
部
）

日本中世における市庭と広場
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Markets　and　Hカobαin　Medieval　Japan

FUJITA　Hirotsugu

　　This　paper　takes　up　the　issue　of　whether　or　not　market　sites　in　medieval　Japan　may

be　regarded　as乃ぴobα（public　spaces）．　In　the　field　of　Japanese　medieval　history，　some

scholars　argue　that　the　nrst　markets　of　the　medieval　period　were　held　at　hiroba．

Bearing　in　mind　this　historical　understanding　of　markets，　I　present　my　own　views　on

the　matter　ftom　the　perspective　of　historical　geography．

　　Profεssor　Kobayashi　Kentar6　has　conducted　historical／geographical　studies　of

励功α（“market　grounds”），　but　fails　to　consider　the　sites　at　which　markets　were

conducted　in　the　towns　that　consisted　ofた乃」・ッα功’厄and〃2αc乃砂α5乃批∫in　the

Sengoku　period．　In　terms　ofthe　issues　addressed　in　the　present　joint　research　project，

the　question　is　whether　or　not　these　sites　may　be　called乃かobα．

　　The　relationship　between励功αand乃かobαis　considered　in　a　number　of　steps．

First，　a　diagrammatic　model（“The　Forms　and　Conceptual　Genealogy　of∫ψ訪α；Fig．

1）is　used　to　examine　the　types　ofpublic　spaces　that　existed　f㌃om　the励訪αofthe　early

medieval　period，　which　have　already　been　identified　in　studies　of　Japanese　medieval

history　as乃かobo，　to　the　Sengoku－period　jc乃jr夕αぷ乃荻ゴand〃2α（カヂγαぷ乃疏ゴas　discussed

in　the　fleld　ofhistorical　geography．　This　leads　to　a　fbcus　on　the　key　concept　of∫c乃む乃α

（lit．，‘‘market　house”）as　it　appears　in　historical　documents　f士om　the　early　medieval

period　to　the　Sengoku　period．　This　is最）llowed　by　an　examination　of　relevant

pictorial　records，　which　of飴r　a　more　vivid　image　of　the　medieval　market　scene　than

can　be　gained　from　textual　r㏄ords．　Using　these　materials　and　the　above－mentioned

model　as　a　basis，　I　construct　a　further　diagrammatic　representation　of　the　historical

development　of　jc尻bα（Fig．4）and　develop　an　original　theory　of　their　relationship　to

乃ぴo加．

　　The　study　concludes　with　the　fbllowing　thesis：As　the　settlements　reached　the　stages

of　7ηαc乃めα（town）and　7ηαc碗ηα斑（rows　of　houses），　markets　were　set　up　borrowing

the　spaces　under　the　eaves　of　townspeople’s　houses．　The　part　of　the　street　thus

occupied　therefbre　came　to　be　distinctly　recognized　as　jc乃功α，　and　may　also　be

regarded　as乃〃roゐα．
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