
「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
�

東
西
の
市
場

◇
古
い
事
柄
の
最
新
情
報

０９
年
五
月
十
六
日
、
日
本
地
球
惑

星
科
学
連
合
大
会
が
千
葉
市
内
で
開

か
れ
た
。
こ
の
大
会
で
発
表
さ
れ
た

は
る

な

《
活
火
山
》
榛
名
山
（
群
馬
県
・
標

高
一
四
四
九
ｍ
）
の
、
古
代
に
お
け

る
二
回
の
噴
火
活
動
の
年
代
測
定
の

結
果
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

事
の
起
こ
り
は
０７
年
九
月
に
群
馬

県
渋
川
市
内
の
建
設
現
場
の
地
下
か

ら
、
大
き
な
倒
木
が
何
本
も
見
つ
か

っ
た
。
そ
の
状
態
と
発
掘
の
経
過
か

ら
こ
れ
ま
で
は
六
世
紀
前
半
の
第
一

回
目
の
噴
火
の
際
だ
と
い
う
年
代
が

推
定
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
発
掘

し
た
倒
木
の
年
輪
を
三
十
数
箇
所
切

ラ
ジ
オ
カ
ー
ボ
ン

り
出
し
て
、
そ
の
放
射
性
炭
素
含
有

量
を
測
定
し
て
、
年
代
が
分
か
っ
て

い
る
樹
木
の
炭
素
量
と
比
較
し
た
と

こ
ろ
、
四
九
五
年
前
後
と
い
う
測
定

結
果
が
出
た
。
つ
ま
り
大
幅
に
年
代

が
繰
り
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

研
究
者
グ
ル
ー
プ
は
こ
の
結
果
を

「
降
灰
し
た
広
い
地
域
で
日
本
史
の
年

代
決
定
の
基
準
に
で
き
る
」
も
の
と
し

て
、
他
の
実
例
と
の
比
較
を
続
け
た
。

そ
の
結
果
、
例
え
ば
前
号
で
触
れ
た
埼

玉
県
行
田
市
内
の
稲
荷
山
古
墳
か
ら
出

土
し
た
有
名
な
鉄
剣
（
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
と
記
さ
れ
た
銘
文
で
あ

る
）。こ

れ
ま
で
は
こ
の
「
辛
亥
年
」
を
四

七
一
年
あ
る
い
は
五
三
一
年
と
み
な
す
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か
に
よ
っ
て
、
古
墳
の
主
人
公
と
そ
の

年
代
に
つ
い
て
の
「
確
認
」
作
業
が
続

け
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、今
度
発
表
さ
れ

た
放
射
性
炭
素
含
有
量
の
測
定
結
果
に

よ
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
五
三
一
年
説
で
は

な
く
六
○
年
遡
っ
た
四
七
一
年
が
妥
当

な
年
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

蛇
足
を
付
け
加
え
れ
ば
こ
の
「
六
○

年＝

一
元
」つ
ま
り
人
の
場
合
で
は「
還

暦
」
と
し
て
現
存
す
る
六
○
年
周
期
の

こ
と
で
、
各
年
の
表
記
が
循
環
す
る
中

か
ん
し

国
伝
来
の
「
六
十
干
支
（
え
と
）
法
」

に
よ
る
編
年
の
弱
点
が
、
放
射
性
炭
素

含
有
量
を
測
定
す
る
こ
と
で
実
年
代
が

確
定
で
き
た
と
い
う
点
で
、
注
目
さ
れ

る
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
付
け
加
え
れ
ば
発
表
者
の
早
川

由
紀
夫
群
馬
大
学
教
授
は
「
榛
名
山
は

活
火
山
で
あ
り
第
一
回
の
噴
火
で
は
大

規
模
な
火
砕
流
が
発
生
し
て
お
り
、
約

二
百
平
方
キ
ロ
四
方
を
焼
き
尽
く
し

た
。
そ
の
地
域
に
は
現
在
約
二
十
万
人

が
住
ん
で
い
る
が
、
リ
ス
ク
管
理
に
全

く
手
付
か
ず
の
ま
ま
」
だ
と
い
う
話
題

も
提
供
し
て
い
る
。

◇
中
国
の
市
場

前
号
で
行
田
市
内
の
稲
荷
山
古
墳
か

ら
出
土
し
た
鉄
剣
に
つ
い
て
述
べ
た
の

は
、
そ
の
前
に
『
魏
志
倭
人
伝
』
で
魏

の
視
察
官
が
卑
弥
呼
の
い
る
邪
馬
台
国

へ
の
行
程
の
描
写
で
「
国
々
市
有
り
」

と
述
べ
、
し
か
も
そ
の
「
市
」
は
「
大

倭
を
し
て
之
を
監
せ
し
む
」
対
象
で
あ

っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
こ
と
に
関
連
す
る
。

つ
ま
り
こ
の
日
本
列
島
最
古
の
市
場

に
つ
い
て
の
記
録
で
は
、
十
六
世
紀
後

半
の
信
長
の
楽
市
楽
座
で
代
表
さ
れ
る

領
主
の
管
理
を
受
け
る
市
場
や
、
下
っ

て
二
十
世
紀
の
二
〇
年
代
に
成
立
し
た

「
中
央
卸
売
市
場
法
」に
先
立
つ
こ
と
約

二
千
年
前
に
、
中
国
で
は
公
権
力
が
市

場
規
制
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

言
い
方
を
変
え
る
と
中
華
文
化
の
本

場
で
は
、も
ち
ろ
ん
自
然
発
生
的
な《
い

ち
ば
》
も
多
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
文
書

に
記
録
さ
れ
る
程
度
の
規
模
の
市
場
と

も
な
る
と
官
の
規
制
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
「
文
字
」
の
面
か
ら
確

認
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
象
形
文
字
が
漢

字
に
な
る
ま
で
の
経
過
を
中
心
に
編
ん

だ
白
川
静
著
『
字
通
』
で
は
「
市
」
と

い
う
文
字
は
、「
市
の
立
つ
場
所
を
示
す

標
識
の
形
、
交
易
の
行
わ
れ
る
場
所
に

た

は
高
い
標
識
を
樹
て
、
監
督
者
が
派
遣

さ
れ
た
」
と
あ
る
。象
形
文
字
と
は
《
あ

か
た
ど

る
か
た
ち
》
を
象
っ
て
造
ら
れ
た
文
字

の
こ
と
で
、「
市
」
の
字
は
、
遠
く
か
ら

識
別
で
き
る
よ
う
に
高
く
掲
げ
ら
れ
た

旗
を
か
た
ど
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。そ
の
旗
は
ど
の
よ
う
な
色
と
形
で
、

ど
れ
ほ
ど
の
大
き
さ
の
も
の
だ
っ
た

か
、
な
ど
と
当
時
の
視
察
官
の
心
持
に

な
っ
て
、
長
い
旅
路
の
宿
舎
の
指
標
で

も
あ
っ
た
「
市
の
標
識
」
を
想
像
し
た

り
し
た
。

な
お
余
談
だ
が
『
字
通
』
の
姉
妹
編

で
あ
る
『
字
訓
』
の
１３
ペ
ー
ジ
に
は
稲

荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
へ
の
言
及
も
あ

る
。こ

れ
を
諸
橋
轍
次
著『
大
漢
和
辞
典
』

イ
チ

で
見
る
と
、
市
は
「
一

人
の
集
ま
っ

て
物
品
の
交
易
を
す
る
と
こ
ろ
・
も
の

の
多
く
集
ま
る
こ
と
・
あ
き
な
い
、
と

り
ひ
き
・
さ
ら
し
ば
、し
お
き
ば
」「
二

ま
ち
、
人
家
の
多
い
繁
華
な
と
こ
ろ
」

「
三

か
へ
る→

あ
き
な
う
」「
四

も
う

け
る
」
「
五

う
る
」
「
六

か
ふ

市
、

買
也
」「
七

も
と
め
る

市
、
求
也
」

「
八

と
る

市
、
取
也
」「
九

司
市
の

略
称

命
市
レ

納
賣
レ

」「
十

姓
」「
十
一

シ

シ

シ

相
場
」。
市
師＝
市
官
の
長

司
市
。
市

シ肆＝

み
せ
・
商
店
」
と
意
味
は
多
彩
で

あ
る
。

さ
ら

と
く
に
「
一
」
の
項
の
最
後
の
「
晒

ば

し

お

ば

し
場
・
仕
置
き
場
」
つ
ま
り
公
開
処
刑

施
設
が
、「
市
」に
は
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
れ
は
洋
の
東
西
の
別
な
く
昔

か
ら
人
の
集
ま
る
市
場
は
、
支
配
者
に

よ
っ
て
共
通
の
使
わ
れ
方
を
し
た
の
で

あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
お
江
戸
日
本
橋

に
は
「
晒
し
場
」
が
あ
り
、
同
様
に
欧

州
の
諸
都
市
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
都
心
に

あ
る
主
要
な
橋
の
傍
ら
な
ど
に
は
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
に
「
さ
ら
し
ば
」
や
処
刑

場
が
あ
っ
た
。

◇
日
本
の
官
市

シ

シ

こ
の
古
代
中
国
の
市
師＝

市
官
の
長

い
ち
の
つ
か
さ

を
、
日
本
で
は
「
市
司
」と
呼
ん
だ
。

大
き
な
国
史
辞
典
類
や
歴
史
年
表
類
を

見
る
と
、
た
い
て
い
各
時
代
の
官
制
一

覧
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
例
を
挙
げ

て
紹
介
す
る
と
「
大
宝
律
令
制
」
の
時

を
は
じ
め
「
延
喜
式
」
の
場
合
な
ど
の
、

ヤ
マ
ト
政
権
の
「
組
織
一
覧
表
」
が
見

ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
二
官（
神
祇
官
・

太
政
官
）・
八
省
」を
始
め
と
す
る
官
職

の
表
や
、
中
央
官
制
と
地
方
官
制
と
に

わ
け
ら
れ
て
い
る
表
で
あ
る
。
市
場
関

さ
ゆ
う
き
ょ
う
し
き

係
は
地
方
官
制
の
中
の
「
左
右
京
職
」

と
し
て
東
西
市
司
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
「
中
央
」
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の
、
言
い
換
え
る
と
首
都
の
場
合
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
こ

と
を
書
い
た
例
と
し
て
は
、
今
の
京
都

に
平
安
京
が
開
か
れ
る
三
ヶ
月
前
の
延

暦
十
三
（
七
九
四
）
年
七
月
に
は
、
長

岡
京
か
ら
東
西
市
が
「
移
さ
れ
」
非
常

な
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
と
い
う（『
日

本
紀
略
』）。
と
い
う
こ
と
は
長
岡
京
に

も
東
・
西
市
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

長
岡
京
ど
こ
ろ
か
諸
書
に
「
平
城
京

（
現
在
の
奈
良
）の
も
の
は
早
く
廃
れ
、

平
安
京
で
は
西
市
司
は
早
く
消
え
た
が

東
市
司
は
鎌
倉
時
代
ま
で
存
続
し
た
」

な
ど
と
も
あ
る
。

時
代
に
よ
り
変
化
が
あ
っ
た
が
、
中

国
文
化
を
輸
入
し
た
日
本
の
支
配
組
織

は
中
華
帝
国
以
来
の《
天
子
は
南
面
す
》

と
い
う
原
理
も
輸
入
し
、
そ
れ
に
基
づ

く
「
都
市
計
画
」
に
も
反
映
さ
せ
て
い

る
。
唐
帝
国
の
首
都
長
安（
現
・
西
安
）

の
城
坊
図
（
首
都
図
）
に
は
北
か
ら
宮

城
と
皇
城
が
並
び
、
そ
の
承
天
門
〜
朱

雀
門
〜
明
徳
門
と
南
北
に
つ
な
ぐ
道
路

（
こ
れ
が
日
本
の
京
都
の
朱
雀
大
路
の

原
形
）
を
中
心
に
城
坊
が
建
設
さ
れ
て

い
る
。
日
本
の
「
京
」
の
場
合
の
中
心

道
路
は
南
端
中
央
の
羅
城
門
か
ら
、
北

端
の
大
内
裏
の
正
門
で
あ
る
朱
雀
門
を

結
ぶ
朱
雀
大
路
を
境
に
、
左
京
と
右
京

さ
ゆ
う
き
ょ
う

が
区
別
さ
れ
、そ
れ
ぞ
れ
に
「
左
右
京

し
き職
」
が
置
か
れ
た
。

そ
し
て
左
・
右
京
ご
と
に
「
市
」
が

い
ち
の
つ
か
さ

設
置
さ
れ
て
「
市
司
」
に
業
務
を
扱
わ

せ
た
。
こ
の
配
置
も
長
安
と
同
じ
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
内

容
は
左
・
右
二
箇
所
の
市
場
を
中
心
に

「
財
貨
・
交
易
・
器
物
の
真
偽
・
度
量

衡
・
価
格
・
非
違
の
禁
察
」
な
ど
の
職

務
で
あ
る
（
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
の
中
の

官
職
名
や
位
階
や
定
員
な
ど
と
、
そ
の

変
化
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
）。

こ
の「
左
・
右
」は
方
位
名
で
は「
東
・

西
」
と
な
る
。
念
を
押
す
と
左
京＝

東

市
、
右
京＝
西
市
で
、
寺
院
の
場
合
も

「
東
寺
」（
現
存
）
と
「
西
寺
」
が
あ
っ
た

事
と
対
を
成
す
。
今
の
京
都
の
場
合
は

古
代
に
は
東
市
・
西
市
と
も
に
東
・
西

の
堀
川
小
路
が
南
北
に
貫
通
し
、
そ
れ

に
沿
っ
て
運
河
の
堀
川
が
あ
っ
た
。
こ

の
東
西
の
堀
川
小
路
に
は
道
路
の
中
心

を
運
河
が
そ
れ
ぞ
れ
南
流
し
て
お
り
、

普
通
の
小
路
（
原
則
的
に
は
幅
員
十
二

メ
ー
ト
ル
）
と
は
違
い
、
幅
員
は
大
路

級
の
幅
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
光
景

の
一
端
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
二
七

号（
平
成
十
九
年
二
月
発
行
）の
表
紙
に

掲
載
し
た
「
一
遍
上
人
絵
伝
」（『
日
本

の
絵
巻

２０
巻
』
中
央
公
論
社
刊
）
に

も
窺
が
え
る
。
私
は
堀
川
運
河
の
幅
を

約
十
メ
ー
ト
ル
と
推
定
し
て
同
号
の
説

明
を
し
て
い
る
。

京
都
の
地
図
を
現
代
地
図
で
見
て
も

京
都
御
所
を
中
心
に
、
そ
の
東
側
が
左

京
区
、
西
側
が
か
つ
て
は
右
京
区
（
現

在
の
上
京
・
中
京
・
下
京
三
区
で
あ

る
）
で
あ
る
。
こ
の
左
右
は
「
南
に
面

し
た
天
子
の
手
の
方
位
を
示
す
。
話
は

江
戸
時
代
に
飛
躍
す
る
が
江
戸
の
南
北

町
奉
行
制
に
対
し
て
、
京
都
で
は
東
西

町
奉
行
制
だ
っ
た
の
は
紀
元
前
の
漢
時

代
以
来
の
名
残
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。そ

れ
は
さ
て
お
き
、
東
西
の
「
京
の

市
」
も
『
魏
志
倭
人
伝
』
以
来
の
支
配

機
構
と
し
て
の
「
市
」
だ
っ
た
。
そ
の

市
は
「
市
司
」
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
に

運
営
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
市
の

開
催
期
間
は
月
の
前
半
の
十
五
日
ま
で

が
東
市
、
十
六
日
以
後
は
西
市
と
半
月

ご
と
の
交
代
制
で
、
正
午
に
開
市
し
、

日
没
に
太
鼓
の
合
図
で
閉
市
し
、
取
扱

商
品
や
値
段
ま
で
が
市
司
の
監
督
を
受

け
て
い
た
と
あ
る
。

あ
し
ぎ
ぬ

う
す
も
の

う

東
市
の
商
品
は
�
・
羅
・
錦
・
苧
・

紗
・
木
綿
・
布
な
ど
の
繊
維
製
品
と
、

く
つ

こ

じ

帯
・
沓
・
巾
子
（
冠
の
付
属
品
）
な
ど
。

そ
れ
に
筆
・
墨
・
丹
・
珠
玉
・
薬
・
香

な
ど
の
い
わ
ば
文
房
具
類
と
、
弓
箭
・

鎧
・
太
刀
・
兵
具
類
も
上
場
し
た
。
食

ひ
る

品
関
係
で
は
麦
・
醤
・
蒜
・
海
菜
・
木

器
な
ど
。
軍
用
で
も
あ
っ
た
馬
と
そ
の

し
た
ぐ
ら

く
ら
は
し

あ
ふ
り

し
り
が
い

装
具
の
�
・
鞍
橋
・
障
泥
・
鞦
お
よ
び

鉄
並
び
に
金
器
な
ど
も
扱
わ
れ
た
。

西
市
の
商
品
は
繊
維
関
連
と
し
て
は

を

錦
綾
・
橡
帛
・
続
麻
・
麻
・
絹
・
綿
な

ど
と
調
布
、
お
よ
び
土
器
・
雑
染
・
帯

も
す
そ

幡
・
蓑
笠
・
裾
（
肌
着
か
）
な
ど
と
、

馬
と
同
様
に
重
要
だ
っ
た
牛
も
扱
わ
れ

み

そ

た
。
食
品
関
係
で
は
味
噌
・
糖
と
い
っ

た
調
味
料
も
上
場
さ
れ
て
い
る
。

ち
ょ

東
西
両
市
共
通
の
商
品
は
糸
・
紵
・

針
と
い
っ
た
繊
維
関
連
品
と
、
縫
衣
・

か
ふ
り

わ
ら
ぐ
つ

�
頭
・
櫛
・
菲
・
染
革
な
ど
。
食
品
で

と
こ
ろ
て
ん

さ
く
べ
い

は
心
太
・
索
餅
（
揚
げ
菓
子
）・
菓

子
・
海
藻
・
干
魚
・
生
魚
・
米
・
塩
・

油
な
ど
で
あ
っ
た
（
以
上
は
『
延
喜
式
』

の
記
事
か
ら
拾
っ
て
再
配
列
し
た
）。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
商
品
名
」
を
並

べ
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
前
号
で

触
れ
た「
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
」
が
、
日
本
の
首

都
で
も
見
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
疑

問
を
解
く
た
め
だ
っ
た
。
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し
か
し
京
都
の
古
代
事
情
と
歴
史
に

素
人
の
私
が
調
べ
た
か
ぎ
り
で
は
、
西

市
の
「
商
品
」
の
中
に
教
科
書
で
お
な

じ
み
の
「
租
庸
調
」
の
内
の
「
調
布
」

が
あ
っ
た
こ
と
を
見
つ
け
た
だ
け
で
、

「
官
僚
が
実
物
給
与
さ
れ
た
物
品
」で
あ

る
「
調
布
」
が
西
市
に
上
場
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
、
可
能

性
を
見
つ
け
た
だ
け
に
留
ま
っ
て
い

る
。
し
か
し
こ
れ
で
も
大
き
な
発
見
だ

と
思
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
平
安
中
期
か
ら
右
京
が

さ
び
れ
始
め
、
そ
れ
に
お
う
じ
て
西
市

も
衰
退
し
始
め
、
そ
の
分
、
左
京
の
東

市
と
そ
の
周
囲
の
「
町
」
が
栄
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。

こ
の
「
町
」
こ
そ
市
司
の
踏
み
込
め

ぬ
《
自
由
》
な
市
が
発
生
し
て
い
る
状

況
な
の
で
あ
る
。
こ
の
町
は
三
条
・
四

条
・
七
条
な
ど
に
集
中
し
て「
町
」＝

市

を
形
成
し
た
。
と
く
に
七
条
町
は
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
巻
一
や
『
今
昔
物
語
集
』

巻
三
一
、
絵
巻
『
病
草
紙
』
の
金
貸
し

の
女
性
が
登
場
し
た
り
す
る
。

平
安
京
の
二
つ
の
市
場
の
盛
衰
と
い

っ
た
変
化
、
特
に
市
場
の
よ
う
な
日
常

的
に
継
続
し
な
が
ら
遷
り
変
わ
っ
て
い

く
現
象
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
記
録

と
い
う
も
の
は
、
昔
も
今
も
公
的
記
録

の
形
で
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
今
も
伝

え
ら
れ
る
も
の
は
「
万
葉
集
」
を
は
じ

め
、現
在
的
分
類
に
従
え
ば
《
文
学
的
》

分
野
で
の
断
片
的
描
写
な
ど
で
残
さ
れ

て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

注
「
木
簡
」

な
お
、
そ
う
し
た
分
野
に
近
接

す
る
資
料
と
し
て
「
木
簡
」（
紙
が

普
及
す
る
ま
で
、
文
字
を
書
き
つ

け
る
た
め
の
木
の
薄
板
片
）
資
料

が
あ
り
、
そ
の
研
究
も
随
分
進
歩

し
た
が
、
ま
だ
「
い
ち
ば
」
の
盛

衰
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
資
料
は

確
認
さ
れ
ず
、
専
ら
モ
ノ
や
銭
の

受
払
い
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
実
用

一
点
張
り
の
メ
モ
的
な
資
料
が
多

い
。
こ
れ
は
木
簡
の
ほ
と
ん
ど
が

「
薄
板
片
」だ
と
い
う
特
徴
が
あ
る

た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、平
安
時
代
か
ら
の「
市

場
情
報
」
は
、
文
学
的
資
料
か
ら
引
用

す
る
ほ
か
は
な
い
の
だ
が
、昔
か
ら「
古

事
記
」
に
最
初
に
出
て
く
る
「
市
」
に

関
す
る
歌
と
し
て
、

た
け
ち

こ
だ
か

い

ち

「
倭
の
こ
の
高
市
に
、小
高
る
伊
知

つ
か
さ

に
い

な

へ
や

（
市
）
の
高
処

新
嘗
屋
に
生
ひ
立

は
び
ろ

つ

ゆ

て
る

葉
広

五
百
箇
真
椿
斎
つ
真

そ

ひ
ろ

い
ま

椿

其
が
葉
の
広
り
坐
し

其
の
花

の
照
り
坐
す
…
」（『
古
事
記
』
下

巻
・
雄
略
天
皇
の
項
）
が
知
ら
れ
て

い
る
。

こ
の
歌
の
成
立
の
原
因
は
、
伊
勢
出

う
ね
め

身
の
采
女
（
天
皇
の
身
の
回
り
を
世
話

す
る
女
性
）
が
、
天
皇
に
お
酌
を
し
た

際
、
そ
の
盃
に
采
女
の
気
付
か
な
い
間

に
槻
の
葉
が
浮
い
て
い
た
の
だ
が
、
そ

れ
を
怒
っ
た
天
皇
は
そ
の
采
女
を
殺
そ

う
と
し
た
時
に
、
命
乞
い
に
歌
を
詠
ん

だ
一
節
が
、
こ
の
「
高
市
」
の
歌
な
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
は
さ

て
お
き
、「
市
」
の
標
識
の
大
旗
が
高
い

場
所
の
高
い
木
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
歌
わ
れ
た
「
高
市
」
の
歌
と

し
て
、
昔
か
ら
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る

（『
日
本
古
典
文
学
大
系
本
』
よ
り
解

読
）。

『
万
葉
集
』
に
も
「
市
」
に
関
連
す
る

歌
は
幾
つ
か
あ
っ
て
、

や
き
づ

べ

焼
津
辺
に
吾
が
行
き
し
か
ば
駿
河
な

あ

べ

い
ち
ぢ

る
阿
倍
の
市
道
に
逢
ひ
し
児
ら
は
も

﹇
万
二
八
四
﹈

ひ
む
が
し

う
え

き

東
の
市
の
殖
木
の
木
垂
る
ま
で
逢

わ
ず
久
し
み
う
べ
恋
ひ
に
け
り

﹇
万
三
一
〇
﹈

む
ら
さ
き

さ

つ

ば

い

ち

や

紫
は
灰
指
す
も
の
海
石
榴
市
の
八

そ

ち
ま
た

十
の
街
に
逢
へ
る
児
や
誰

﹇
万
三
一
〇
一
﹈

始
め
の
歌
は
か
つ
て
は「
草
薙
の
剣
」

の
現
場
だ
っ
た
場
所
に
も
、
阿
倍
市
と

い
う
市
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
教
え

か
す
が
の
く
ら

て
く
れ
る
。
こ
の
歌
の
作
者
は
春
日
蔵

び
と
お
ゆ

首
老
で
、「
万
葉
集
」
の
ほ
か
の
巻
に
も

よ
ろ

き

「
宣
し
な
べ
わ
が
背
の
君
が
負
ひ
来
に

せ

い
も

し
こ
の
勢
の
山
を
妹
と
は
呼
ば
じ
」、

い
わ

れ

は
つ

せ

や
ま

「
つ
の
さ
は
ふ
磐
余
も
過
ぎ
ず
泊
瀬
山

何
時
か
も
越
え
む
夜
は
更
け
に
つ
つ
」

な
ど
の
歌
が
載
る
。
と
く
に
最
後
の
泊

瀬
山＝

長
谷
と
関
連
す
る
次
の
海
石
榴

市
の
歌
と
合
わ
せ
読
む
と
、
こ
の
作
者

は
一
方
な
ら
ず
市
場
に
関
心
を
持
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

つ

ば

い

ち

そ
の
海
石
榴
市
は
椿
市
と
も
書
か

れ
、水
陸
交
通
の
要
所
と
さ
れ
た（
現
・

奈
良
県
桜
井
市
三
輪
付
近
）。長
谷
寺
の

出
入
り
口
と
し
て
栄
え
た
。「
八
十
の

街
」と
い
う
の
は
古
代
に
し
て
な
お「
い

ち
ば
」
の
有
り
方
の
本
質
を
表
し
て
い

る
。
春
日
蔵
首
老
の
歌
意
と
続
く
歌
と

も
言
え
る
。

最
近
、焼
津
に
行
く
機
会
が
あ
っ
て
、

遠
洋
漁
業
の
一
大
基
地
・
焼
津
港
を
旅

宿
か
ら
眼
下
に
見
晴
ら
す
機
会
を
得
た

の
だ
が
、
台
風
一
号
が
は
る
か
小
笠
原

沖
を
掠
め
た
た
め
か
、
煌
々
た
る
港
の

照
明
の
中
で
漁
船
の
出
入
り
が
全
く
見

ら
れ
な
い
一
夜
を
す
ご
し
た
。
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