
「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
�

市
場
原
理
と
い
う
も
の

◇
五
百
二
十
三
年
前
の
江
戸
湊

こ
の
項
は
前
号
の
「
太
田
道
灌
の
銭
遣
い
」
の

続
き
で
、
道
灌
が
城
内
の
自
分
の
書
斎
静
勝
軒
に

飾
る
詩
板
を
洛
・
湘
（
京
都
・
鎌
倉
）
の
臨
済
宗

の
大
寺
の
長
老
ク
ラ
ス
の
僧
に
注
文
し
て
出
来
た

『
寄
題
江
戸
城
静
勝
軒
詩
序
』と
い
う
漢
詩
集
の
一

部
紹
介
で
あ
る
（
全
文
は
『
江
戸
名
所
図
会
』
の

最
初
に
楷
書
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
ご
覧
に
な

ら
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
）。こ
こ
で
は
文
明
八

（
一
四
七
六
）年
当
時
の
江
戸
湊
の
状
況
を
描
写
し

た
漢
詩
文
の
部
分
を
意
訳
し
て
読
み
下
し
た
も
の

で
あ
る
。

城
の
東
畔
に
河
有
り
、
そ
の
流
れ
曲
折
し
て

南
海
に
入
る
。
大
小
の
商
船
の
風
帆
を
は
じ
め

夜
は
漁
船
の
篝
火
が
、
竹
樹
烟
雲
の
際
に
隠
見

出
没
す
【
江
戸
前
島
を
隔
て
て
チ
ラ
チ
ラ
と
見

た
か
は
し

と
も
づ
な

か
い

お

え
】。高
橋
の
下
に
到
り
て
纜
を
繋
ぎ
櫂
を
擱
き

て
、
鱗
集
蚊
合
し
、
日
日
市
を
成
せ
り
。
則
ち

ち
く
せ
ん

房
の
米
、
常
の
茶
、
信
の
銅
、
越
の
竹
箭
、
相

き
せ
い
き
そ
つ

の
旗
旌
騎
卒
、
泉
の
珠
犀
異
香
、
塩
魚
、
漆
�
、

扈
筋
、
膠
薬
餌
、
梔
茜
、
筋
膠
の
衆
に
至
る
ま

で
、
彙
聚
し
区
別
す
る
者
な
く
、
人
の
頼
る
と

こ
ろ
な
り
。
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つ
ま
り
【
日
比
谷
入
江
に
集
ま
っ
て
き

た
多
く
の
船
が
鱗
集
蚊
合
し
、
毎
日
市

を
成
】
し
た
と
い
い
、
そ
れ
ら
の
船
は

房
州
か
ら
米
、
常
陸
か
ら
茶
【
こ
の
時

点
で
の
「
常
の
茶
」
の
存
在
も
注
目
す

べ
き
産
物
で
あ
る
】、信
濃
か
ら
銅
【
鉱

産
物
を
代
表
す
る
】、
越
後
か
ら
の
矢

竹
、
相
模
か
ら
は
旗
指
物
を
持
っ
た
騎

馬
武
者
や
兵
隊
、
泉
州
か
ら
の
宝
石

類
・
高
貴
薬
・
工
芸
用
の
ウ
ル
シ
・
ニ

カ
ワ
・
染
料
な
ど
【
こ
の
場
合
は
和
泉

で
は
な
く
、
そ
の
品
目
か
ら
中
国
福
建

省
の
泉
州
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
】

で
あ
る
。
越
後
と
相
模
の
《
商
品
》
は

矢
玉
の
供
給
と
前
号
で
見
た
傭
兵
隊
要

員
の
輸
出
港
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語

る
。こ

の
時
期
の
傭
兵
隊
は
国
内
は
も
ち

ろ
ん
海
外
に
も
盛
大
に
需
要
が
あ
っ

た
。
福
建
省
沿
岸
を
は
じ
め
東
南
ア
ジ

ア
全
域
は
い
わ
ゆ
る
「
和
冦
」
の
活
躍

し
た
地
域
で
あ
り
、
東
国
の
江
戸
湊
は

そ
の
要
員
の
供
給
地
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
当
時
も
現
在
も
船
舶
に
よ
る
貿
易

に
は
「
片
道
輸
送
」
は
船
舶
の
航
海
安

全
上
成
立
し
得
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
泉

州
か
ら
の
多
彩
な
品
物
と
傭
兵
の
バ
ー

タ
ー
取
引
が
在
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ

る
。（【

】
内
は
筆
者
の
補
注
）

◇
市
場
災
害
の
影
響

十
五
世
紀
後
半
の
太
田
道
灌
の
銭
遣

い
状
況
の
紹
介
に
終
わ
っ
た
前
号
の
原

稿
を
京
橋
図
書
館
の
事
務
室
に
送
っ
た

時
は
、
〇
八
年
の
十
月
初
め
の
こ
と
だ

っ
た
。

そ
の
一
週
間
前
の
地
球
規
模
の
大
ニ

ュ
ー
ス
は
米
国
の
証
券
大
手
の
リ
ー
マ

ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ス
の
破
綻
報
道
で
あ

り
、
次
い
で
保
険
大
手
の
ア
メ
リ
カ

ン
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
グ
ル
ー

プ
（
Ａ
Ｉ
Ｇ
）
も
同
様
の
状
態
に
な
っ

た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
大
手
自

動
車
会
社
の
危
機
報
道
が
追
い
討
ち
を

か
け
た
。

息
継
ぐ
間
も
な
く
九
月
二
十
九
日
に

は
ダ
ウ
平
均
は
激
し
く
下
落
し
て
、
過

去
最
大
の
下
げ
幅
の
七
七
七
ド
ル
安
と

な
り
、
十
月
九
日
に
は
八
五
七
九
ド
ル

と
九
〇
〇
〇
ド
ル
を
割
り
込
ん
だ
。
さ

ら
に
十
一
月
に
は
八
〇
〇
〇
ド
ル
を
割

っ
て
七
五
五
二
ド
ル
と
一
九
三
一
年

（
昭
和
六
年
）
以
来
の
、市
場
三
番
目
の

暴
落
が
報
道
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
世
界

恐
慌
で
は
な
く
世
界
危
機
と
呼
ば
れ
た

事
態
の
到
来
で
あ
る
。

日
本
の
証
券
市
場
の
相
場
も
こ
れ
に

従
っ
て
、
目
も
当
て
ら
れ
ぬ
暴
落
を
迎

え
た
。
す
で
に
〇
七
年
中
に
メ
デ
ィ
ア

の
表
現
に
よ
れ
ば
「
信
用
力
の
低
い
個

人
住
宅
向
け
融
資
（
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム

ロ
ー
ン
）
問
題
」
が
世
界
規
模
の
信
用

収
縮
を
も
た
ら
す
と
い
う
警
告
的
情
報

は
、
か
な
り
た
び
た
び
報
道
さ
れ
た
こ

と
を
記
憶
し
て
い
る
が
、
ど
う
も
当
事

者
や
関
係
者
に
は
「
そ
れ
は
ナ
イ
」
と

独
り
決
め
し
て
い
た
よ
う
な
観
が
あ
っ

た
。こ

の
《
事
件
》
の
解
説
に
は
「
フ
ァ

ン
ド
や
金
融
工
学
が
煽
り
立
て
た
金
融

商
品
は
技
術
的
に
は
信
頼
で
き
な
い
バ

ブ
ル
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い
う
説
明

が
早
々
と
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
現
実
の

大
き
な
資
産
収
縮
の
解
決
に
は
何
の
役

に
も
立
た
な
い
も
の
だ
っ
た
。

今
度
の
世
界
的
金
融
危
機
の
ラ
フ
な

ス
ケ
ッ
チ
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、

結
論
め
い
た
説
明
の
中
に
は「
Ｉ
Ｔ（
情

報
技
術
）
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
は
、
生

き
た
人
間
の
息
吹
を
反
映
し
な
い
《
工

学
的
市
場
》
の
操
作
の
結
果
だ
と
い
う

見
方
も
目
に
付
い
た
。
そ
れ
は
一
握
り

の
一
億
ド
ル
ト
レ
ー
ダ
ー
の
犯
罪
と
し

て
の
ゲ
ー
ム
だ
と
い
う
話
で
も
あ
る
と

い
う
も
の
だ
。

《
犯
罪
ゲ
ー
ム
》
の
《
犯
罪
》
に
こ
だ

わ
る
と
、
つ
ま
り
言
葉
の
問
題
と
し
て

は
プ
ラ
イ
ム
と
は
「
優
良
」
を
意
味
す

る
。
そ
れ
に
サ
ブ
が
付
く
と
「
優
良
な

顧
客
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
に
転
じ

る
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
一
つ
を
取
り
上

げ
て
も
、「
優
良
な
顧
客
で
は
な
い
」

者
を
対
象
に
巨
額
の
ロ
ー
ン
を
設
定
し

て
…
…
、
そ
の
限
り
で
は
虚
偽
で
は
な

く
公
正
性
を
示
し
て
い
る
わ
け
だ
と
い

う
の
が
、ど
こ
か
の
国
の
《
市
場
原
理
》

で
あ
り
、
そ
の
破
綻
が
世
界
危
機
な
の

で
あ
ろ
う
。

◇
《
市
場
原
理
》

こ
こ
で
話
題
を
再
び
十
四
世
紀
の

「
市
場
之
祭
文
」（
平
成
二
十
年
二
月
刊

１
２
９
号
掲
載
）
に
戻
す
と
、
延
文
六

（
一
三
六
一
）年
に
武
州
鷲
宮
で
宣
言
さ

ま
つ
り
ご

れ
た
《
市
場
原
理
》
は
、「
正
直
の
政
を

わ
し鷲
の
世
と
い
ひ
、
正
直
の
率
法
を
鷲
の

わ
し

わ

し

法
と
名
づ
け
た
り
」
と
い
う
鷲＝

和
市

＝

正
直
が
「
い
ち
ば
」
の
基
本
的
な
原いち

理
だ
と
い
う
こ
と
を
神
仏
の
前
の
「
市

ば庭
」
で
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
正
直
の
率
法
」
と
は
そ
の
「
市
庭
」

に
集
ま
る
も
の
す
べ
て
の
基
準
で
あ
り
、

お
お
や
け

「
公
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
公
」
と
い
え
ば
、
制
度
的
に
は
国
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く

家
・
役
所
・
公
儀
・
公
私
・
公
務
・
公

じ事
が
あ
り
、
社
会
的
に
は
一
般
・
世
間

の
意
味
で
あ
り
、
状
況
と
し
て
は
公

安
・
公
開
・
公
共
・
公
平
と
い
っ
た
状

況
が
あ
り
、
歴
史
的
に
は
公
子
・
公

く
げ

主
・
公
家
（
卿
）
な
ど
の
別
が
あ
り
、

現
在
は
公
共
・
公
営
・
公
園
・
公
団
・

公
務
員
な
ど
の
《
大
き
な
「
公
」》
ば
か

り
が
目
立
つ
が
、古
く
は
「
お
お
や
け
」

お
お
や
け

お
お
や
け

と
は
大
家
・
大
宅
と
い
う
意
味
で
、
大

き
な
建
物
、
つ
ま
り
多
数
の
人
々
が
出

入
り
で
き
る
建
造
物
を
意
味
し
た
と
い

う
。こ
れ
が
先
に
見
た
「
一
般
・
世
間
」

つ
ま
り
「
公
」
の
意
味
に
転
じ
た
言
葉

な
の
で
あ
る
。

こ
の
関
係
を
別
の
言
葉
で
言
え
ば

「
親
し
き
仲
に
も
礼
儀
あ
り
」
で
、た
と

お
の

え
ば
夫
婦
親
子
兄
弟
の
仲
で
も
自
ず
か

ら
な
る
秩
序
が
あ
る
状
態
を
言
う
。
こ

れ
は
同
業
・
同
職
の
人
相
互
に
も
正
直

を
理
念
と
す
る
基
本
的
人
権
を
尊
重
す

る
と
い
う
「
場
」
が
「
お
お
や
け
」
で

あ
っ
た
。

こ
の
「
お
お
や
け
」
の
場
で
商
売
上

の
競
争
の
ル
ー
ル
を
確
立
し
た
の
が

「
い
ち
ば
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。そ
れ
は

子
供
の
遊
び
の
《
じ
ゃ
ん
け
ん
》
と
い

っ
た
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
も
、そ
の
「
場
」

で
の
立
派
な
「
お
お
や
け
」
な
の
だ
と

い
え
ば
説
明
と
し
て
は
十
分
で
あ
ろ

う
。場

面
を
変
え
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の

「
ベ
ニ
ス
の
商
人
」の
機
智
と
警
句
に
満

ち
た
や
り
取
り
を
読
ん
で
も
「
商
売
の

基
本
的
ル
ー
ル
」
が
き
ち
ん
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
洋
の
東
西
、
異
な

る
文
化
を
も
つ
人
々
の
関
係
に
お
い
て

も
「
商
売
の
基
本
的
ル
ー
ル
」
で
あ
る

正
直＝

真
実
は
互
い
に
容
認
さ
れ
て
は

じ
め
て
成
立
す
る
。
そ
の
容
認
が
不
成

立
の
場
合
に
は
「
い
ち
ば
」
も
成
立
し

得
な
い
の
で
あ
る
。

現
在
は
企
業
を
持
つ
「
人
々
」
の
大

部
分
が
「
法
人
」
で
あ
る
。
逆
に
言
え

ば
会
社
で
代
表
さ
れ
る
企
業
は
そ
の
社

会
の
法
律
に
よ
っ
て
人
格
を
与
え
ら
れ

た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
に

企
業
は
市
場
に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ

る
。グ

ロ
ー
バ
ル
化
し
た
地
球
上
の
市
場

で
、資
本
の
蓄
積
の
大
き
い
企
業
が《
力

任
せ
に
》「
お
お
や
け
」
意
識
の
必
要
性

を
持
た
ず
に
行
動
し
た
《
金
融
工
学
的

市
場
原
理
？
》
の
強
さ
が
、
も
ろ
く
も

破
綻
し
た
の
が
最
近
の
経
済
事
情
な
の

で
あ
る
。

て

人
間
の
息
遣
い
そ
の
ま
ま
に
《
手

や
り

さ
し
ね

げ
ん
ぶ
つ

槍
》・《
指
値
》
で
《
現
物
》
取
引
し
て

い
た
「
い
ち
ば
」
が
、「
Ｉ
Ｔ
（
情
報
技

術
）」
の
急
激
な
発
達
の
前
に
壊
滅
し

た
の
が
、
今
度
の
金
融
災
害
、
転
じ
て

大
不
景
気
だ
と
し
た
ら
、
今
後
の
「
Ｉ

Ｔ
」
技
術
を
ど
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
べ
き
か
を
な
ん
ら
か
の
形
で
提
案

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
ど

う
も
そ
の
よ
う
な
風
は
感
じ
ら
れ
な

い
。

◇
《
魏
志
倭
人
伝
》

二
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
か
け
て
の
日

本
列
島
の
状
況
を
、
あ
の
三
国
志
の
一

国
で
あ
る
魏
帝
国
が
「
地
誌
」
と
し
て

記
録
し
た
も
の
が
『
魏
志
倭
人
伝
』
で

あ
る
。
そ
れ
に
は
北
九
州
を
中
心
と
し

た
列
島
内
の
事
情
が
克
明
に
描
か
れ

る
。
女
王
卑
弥
呼
、
そ
の
「
く
に
」
邪

馬
台
国
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
存
在
を
立

証
し
た
「
埋
も
れ
た
金
印
」
の
発
見
の

再
確
認
な
ど
を
は
じ
め
、
敗
戦
後
の
日

本
史
は
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
研
究
か
ら

始
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
状
況
が
長

く
続
い
て
い
る
。

現
在
で
も
邪
馬
台
国
の
場
所
に
つ
い

て
、
相
次
ぐ
考
古
学
上
の
大
発
見
を
踏

ま
え
て
北
九
州
説
と
畿
内
説
の
論
争
が

続
く
。
そ
う
し
た
論
争
は
祭
祀
道
具
の

分
布
・
古
墳
の
形
式
の
変
遷
な
ど
を
中

心
に
、
目
を
見
張
る
ほ
ど
精
密
・
細
緻

に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
昭
和
四
十
三
年
に
畿
内
を
遠

く
離
れ
た
武
蔵
国
の
稲
荷
山
古
墳
（
埼

玉
県
行
田
市
）
か
ら
、
雄
略
天
皇
の
実

在
を
証
明
す
る
文
字
が
発
掘
さ
れ
た
鉄

剣
の
銘
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
銘

の
文
字
は
計
一
一
五
文
字
、
雄
略
天
皇

ワ

カ

タ

ケ

ル

を
意
味
す
る
獲
加
多
支
鹵
大
王
と
辛
亥

年
七
月＝

四
七
一
年
で
主
人
公
と
年
代

が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

個
人
的
感
想
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の

約
十
年
前
か
ら
考
古
学
者
の
和
島
誠
一

氏
と
発
掘
・
出
土
し
た
鉄
製
品
の
産
出

地
を
確
認
す
る
た
め
に
、
そ
の
材
料
の

稀
元
素
の
存
在
を
分
光
ス
ペ
ク
ト
ル
撮

影
す
る
仕
事
に
関
わ
っ
た
経
験
は
、
鉄

の
個
性
の
追
求
は
わ
が
青
春
の
一
時
期

を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

ミ
コ
ト

話
題
を
戻
す
と
、
ス
サ
ノ
オ
の
命
が

八
岐
大
蛇
の
尾
か
ら
取
り
出
し
て
、
天

あ
め
む
ら
く
も
の
つ
る
ぎ

照
大
神
に
献
上
し
た
剣
、天
叢
雲
剣（
の

く
さ
な
ぎ

ち
草
薙
の
剣
と
改
称
）
の
材
質
は
青
銅

だ
っ
た
の
か
、
鉄
だ
っ
た
の
か
と
い
う

疑
問
に
古
書
は
答
え
て
く
れ
な
い
が
、

稲
荷
山
古
墳
出
土
の
「
鉄
」
剣
の
場
合

は
、
Ｘ
線
照
射
で
事
実
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
を
弾
み
に
朝
鮮
半
島
の
東
南
端

み
ま
な

か

ら

に
あ
っ
た
任
那
国
（
最
近
は
加
羅
と
呼

ば
れ
る
ほ
う
が
多
い
）
と
倭
と
の
間
の

鉄
の
流
通
が
研
究
の
対
象
に
取
り
上
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
古
代
の
加
羅
と

倭
諸
国
と
の
関
係
の
実
態
が
再
検
討
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、そ
の
目
で『
魏

志
倭
人
伝
』
を
見
る
と
、「
市
」
が
存
在

し
た
こ
と
に
気
が
付
い
た
。

難
解
な
『
魏
志
倭
人
伝
』
を
意
訳
的

に
読
ん
で
ゆ
く
と
、
朝
鮮
半
島
の
帯
方

郡
を
出
発
し
て
か
ら
対
馬
海
峡
を
渡
っ

て
北
九
州
の
「
伊
都
国
」
に
着
く
。
そ

こ
か
ら
「
南
水
行
二
十
日
」
の
距
離
に

あ
る
邪
馬
台
国
に
い
た
る
行
程
の
説
明

の
中
に
「（
前
略
）
尊
卑
各
々
差
序
有

り
、
相
臣
服
す
る
に
足
る
。
租
賦
を
収

む
、
邸
閣
有
り
、
国
国
市
有
り
。
有
無

を
交
易
し
、
大
倭
を
し
て
之
を
監
せ
し

む
。」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。そ
し
て
さ

ら
に
南
に
進
む
と「
邪
馬
台
国
に
至
る
」

と
あ
り
、そ
れ
に
続
く
叙
述
に
「
女
王
」

卑
弥
呼
の
名
と
、
そ
れ
を
囲
む
風
俗
や

制
度
的
な
事
柄
の
観
察
が
続
く
。

そ
れ
は
ヒ
ミ
コ
の
時
代
に
す
で
に
租

税
制
度
や
そ
れ
を
収
納
す
る
「
邸
閣
」

が
あ
っ
た
り
、「
国
国
市
有
り
」
そ
こ
で

「
有
無
を
交
易
」
し
て
い
た
と
す
る
。そ

れ
だ
け
で
は
な
く
「
大
倭
」
が
そ
う
し

た
流
通
を
「
監
せ
し
む＝

監
督
す
る
」

と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。

注
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
つ
い
て

こ
こ
に
引
用
し
た『
魏
志
倭
人
伝
』

は
『
魏
志
倭
人
伝
・
後
漢
書
倭
伝
・

宋
書
倭
国
伝
・
随
書
倭
国
伝
』（
和

田

清
・
石
原
道
博
編
訳
・
昭
和
二

十
六
年
・
岩
波
文
庫
）
よ
り
引
用
し

た
。
発
刊
と
同
時
に
買
い
込
ん
だ
私

の
五
十
七
年
来
の
愛
読
書
で
あ
る
。

本
文
の
中
で
述
べ
た
よ
う
に
『
魏
志

倭
人
伝
』
に
は
多
彩
な
読
み
方
が
あ

っ
て
、
そ
の
「
読
み
」
を
越
え
て
考

古
学
の
新
発
見
が
加
え
ら
れ
続
け

た
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
検
討
は
、

朝
鮮
古
代
史
の
研
究
と
共
に
ま
だ
ま

だ
続
行
中
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
活
発
な
研

究
に
飛
び
つ
か
ず
に
、
あ
え
て
「
古

典
」
を
静
か
に
読
み
返
し
て
い
る
う

ち
に
、こ
の
「
郷
土
室
だ
よ
り
」《
変

り
行
く
都
市
像
》
シ
リ
ー
ズ
の
主
題

で
あ
る
「
い
ち
ば
」
に
関
連
す
る
も

の
と
し
て
「
国
国
市
有
り
」
の
箇
所

に
気
が
つ
い
た
。
そ
の
気
に
な
っ
て

僅
か
一
一
八
ペ
ー
ジ
の
文
庫
本
を
再

三
再
四
読
み
返
し
て
み
た
だ
け
で
、

新
し
い
発
見
が
何
箇
所
か
あ
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
今
度
の
《
金

融
危
機
》
の
発
端
に
な
っ
た
場
所
で

の
《
市
場
原
理
》
の
実
態
が
明
ら
か

に
な
る
に
つ
れ
て
、
愛
読
す
る
古
典

の
「
国
国
市
有
り
」
と
そ
の
前
後
の

記
述
に
限
っ
て
も
、
私
が
は
じ
め
か

ら
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
芯
に
し
よ
う
と

し
た
事
柄
に
ピ
ッ
タ
リ
だ
と
思
わ
れ

る
箇
所
が
多
く
あ
る
の
で
、
予
定
を

変
え
て
こ
の
よ
う
な
形
で
引
用
し
て

み
た
。

こ
の
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
時
代
よ
り

も
さ
ら
に
四
世
紀
以
上
時
代
が
下
る
中

国
の
唐
代
の
「
市
」
の
場
合
は
、
官
僚

が
皇
帝
か
ら
実
物
給
与
さ
れ
た
物
品
を

日
用
品
と
交
換
す
る
施
設
が
「
市
」
だ

っ
た
と
い
う
解
釈
も
あ
り
、
そ
の
た
め

に
も
「
市
」
は
首
都
の
重
要
な
都
市
施

設
だ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
『
魏
志

倭
人
伝
』
に
描
か
れ
た
「
倭
」
の
時
代

で
も
す
で
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
時
代
を
飛
躍
さ
せ
れ
ば
前
前

号
（
第
１
３
１
号
）
で
取
り
上
げ
た
よ

う
な
、
十
六
世
紀
の
日
本
の
封
建
領
主

が
《
許
可
》
し
た
「
楽
市
楽
座
」
と
同

じ
型
の
市
場
が
、
邪
馬
台
国
時
代
に
は

く
に
ぐ
に
い
ち
あ

す
で
に
「
国
国
市
有
り
」
と
い
う
状
況

に
在
っ
た
と
も
読
め
る
実
態
が
あ
っ
た

こ
と
に
も
な
る
。

こ
れ
は
私
に
と
っ
て
新
し
い
発
見
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
い
ち
ば
」
は
そ
の

社
会
の
状
況
に
応
じ
て
、
絶
え
ず
変
化

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
非
常
に
当
た

り
前
の
結
論
で
あ
る
。「
正
直
の
率
法
」

＝

市
庭
の
神
仏
の
前
に
は
自
由
平
等
を

原
理
と
す
る
「
い
ち
ば
」
と
、「
い
ち
ば
」

の
有
利
性
を
確
保
す
る
た
め
に
封
建
領

主
が
庇
護
し
た
「
楽
市
楽
座
」
の
市
場

と
で
は
、
一
卵
性
双
生
児
と
二
卵
性
双

生
児
と
の
違
い
以
上
に
大
き
な
差
異
が

あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
目
」
で
世
界
を
見
る
と
、「
い

ち
ば
」
の
利
便
性
と
そ
の
中
立
性
は
時

代
と
場
所
に
限
ら
ず
、
そ
の
環
境＝

市

場
原
理
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
中
世
の

自
然
発
生
的
「
い
ち
ば
」
も
現
代
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
し
た
証
券
市
場
も
、
そ
の

規
模
や
施
設
と
は
無
関
係
に
市
場
機
能

が
簡
単
に
崩
壊
し
た
り
、
移
動
し
た
り

す
る
。
資
本
主
義
市
場
に
お
い
て
モ
ノ

が
無
限
に
、
絶
え
間
な
く
生
産
さ
れ
続

け
、
流
通
し
、
消
費
さ
れ
る
と
い
う
幻

想
は
、
今
度
の
金
融
危
機
を
機
会
に
き

れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
清
算
し
た
ほ
う
が
、

こ
の
有
限
な
る
地
球
の
将
来
の
た
め
に

も
最
善
に
近
い
道
だ
と
思
わ
れ
る
。
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