
657

第 137 号

1－ －

第137号

平成22年７月１日

編集・発行

中央区立   京橋図書館
東京都中央区築地1-1 -1
電 話　3543－₉₀₂₅
刊行物登録番号 22 -021

「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
⒃

　
　
　

風
土
記
の
中
の
市
場

◇
千
三
百
年
前
の
宅
配
業
者

　

平
城
遷
都
1
3
0
0
年
目
の
平
成
二
十

二
年
五
月
、
奈
良
市
は
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ

ン
ト
で
賑
や
か
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
の
一
つ
に
「
日
本
経
済
新

聞
」
文
化
欄
連
載
（
平
成
二
十
二
年
四
月

二
十
六
日
よ
り
５
回
連
載
）
の
「
蘇
よ
み
が
える

都

　

奈
良
再
考
」（
以
下
「
奈
良
再
考
」
と
略

記
）
の
２
回
目
に
「
都
市
の
原
型
、
行
き

交
う
都
会
人
」
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
記
事

が
目
に
付
い
た
。

　

そ
の
末
尾
の
一
節
は
次
の
よ
う
に
締
め

く
く
ら
れ
て
い
る
。「
定
住
の
都
の
出
現
が

地
方
を
生
み
、
幹
線
道
路
を
通
じ
て
、
人
、

モ
ノ
、
カ
ネ
、
情
報
の
集
中
を
生
ん
だ
。

平
城
宮
は
都
市
の
原
型
だ
っ
た
」
と
。

　

こ
の
都
市
原
型
論
は
私
に
と
っ
て
は
こ

の
連
載
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
変
わ
り
行

く
都
市
像
」
を
は
じ
め
、
私
の
後
半
生
を

通
じ
た
都
市
研
究
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
の
一

つ
と
し
て
、
繰
り
返
し
強
調
し
続
け
て
き

た
フ
レ
ー
ズ
そ
の
も
の
を
こ
の
新
聞
記
事

で
目
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
奈
良
再
考
」で
は
そ
の
都
市
論
の
前
提

と
し
て
の
幾
つ
か
の
最
近
の
研
究
成
果
を

次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

　
「
こ
う
し
た
都と

ひ鄙
感
覚
が
芽
生
え
た
背

景
に
は
、
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
山
陽
道
や

東
海
道
な
ど
道
路
網
の
整
備
を
基
盤
と
し

た
旺
盛
な
経
済
活
動
が
あ
っ
た
。」「
近
年

の
木
簡
の
研
究
で
、
平
城
宮
に
は
「
雇こ
し
ゃ車

」

と
い
う
運
送
業
者
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
た
。
作
業
員
付
き
で
荷
駄
の
運

送
を
請
負
い
、
運
送
代
を
取
っ
て
い
た
。

全
国
か
ら
集
ま
っ
た
調
（
繊
維
製
品
、
地

域
の
特
産
物
）
は
国
庫
に
入
る
前
に
点
検

さ
れ
、
余
れ
ば
市
で
さ
ば
か
れ
た
。
大
寺

院
な
ど
が
市
で
不
足
品
を
買
う
。
こ
う
し

た
物
質
の
搬
送
に
雇
車
が
活
躍
し
た
よ
う

だ
」
と
。

　

こ
れ
を
引
用
す
る
私
に
取
っ
て
は
、
そ

の
状
況
は
今
は
ま
っ
た
く
日
常
化
し
て
し

ま
っ
た
宅
配
業
者
の
活
動
の
原
型
を
目
の

当
た
り
に
み
る
思
い
さ
え
し
た
の
で
あ

る
。

◇
長
屋
王
邸
宅
発
掘

　

ま
た
「
有
力
皇
族
の
長
屋
王
は
「
笥け

」

と
呼
ば
れ
る
容
器
に
小
分
け
に
し
た
飯
を

盛
り
、販
売
し
て
い
た
。
販
売
品
目
に
は
、

自
家
醸
造
し
た
酒
も
あ
っ
た
」
と
し
、
学

者
の
推
察
に
寄
れ
ば
「
市
は
高
度
な
流
通

網
、消
費
活
動
を
満
た
す
物
流
の
結
節
点
、

拠
点
だ
っ
た
」
と
も
述
べ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
締
め
く
く
り
が
冒
頭
の

「
定
住
の
都
…
」
以
下
引
用
し
た
「
い
ち
ば

は
都
市
の
原
型
」
論
が
付
け
加
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
読
ん
で
手
元
に
『
平
城
宮
長

屋
王
邸
宅
と
木
簡
』（
奈
良
国
立
文
化
財
研

究
所
編
・
平
成
三
年
吉
川
弘
文
館
刊
）
と

い
う
本
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ

れ
は
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
八
月
に

平
城
宮
遺
跡
の
一
郭
に
あ
る
長
屋
王
邸
宅

跡
か
ら
大
量
に
発
見
さ
れ
た
木
簡
を
中
心

に
し
た
発
掘
調
査
報
告
書
で
あ
る
。
同
書

の
内
容
を
こ
こ
で
改
め
て
紹
介
す
る
代
わ

り
に
そ
の
「
帯
文
」
の
内
容
を
引
用
す
る

と
、

　
「
い
ま
蘇
る
最
上
級
貴
族
の
優
雅
な
暮

ら
し
！
天
武
天
皇
の
孫
と
し
て
皇
親
政
治

を
目
指
し
、
政
敵
藤
原
氏
の
陰
謀
に
よ
っ

て
倒
れ
た
悲
劇
の
宰
相
＝
長
屋
王
！
古
の

長
屋
王
邸
宅
跡
が
、
平
城
宮
の
隣
接
地
か

ら
前
例
の
な
い
10
万
点
近
い
木
簡
と
と
も

に
発
見
さ
れ
た
…
」

と
、
そ
の
特
徴
を
説
明
し
た
《
木
簡
の
最

初
期
の
研
究
書
》
で
あ
る
。
い
わ
ば
そ
の

当
時
か
ら
現
在
ま
で
の
木
簡
研
究
…
約
二

十
二
年
間
の
解
読
努
力
の
原
点
を
な
す
著
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作
で
あ
り
、
平
た
く
い
え
ば
発
掘
当
時

は
単
な
る
荷
札
だ
と
見
ら
れ
て
い
た
木

簡
の
記
載
か
ら
、1
3
0
0
年
前
の「
宅

配
業
者
」
と
そ
の
利
用
者
の
実
態
を
通

じ
て
当
時
の
日
本
列
島
の
広
範
囲
か
つ

多
種
類
に
及
ぶ
モ
ノ
の
流
通
状
況
が
浮

き
彫
り
と
な
り
、「
い
ち
ば
は
都
市
の
原

型
」
論
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
、
い
わ

ば
原
点
の
意
味
を
持
つ
本
で
も
あ
る
。

お
も
え
ば
「
変
わ
り
ゆ
く
都
市
像
（
12
）

（「
郷
土
室
だ
よ
り
1
3
3
号
」平
成
21
・

２
・
16
発
行
）
で
、
は
じ
め
て
『
魏
志

倭
人
伝
』
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
た
結

果
を
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
。

　

重
複
を
い
と
わ
ず
再
録
的
に
掲
げ
る

と
、「
魏
の
使
者
が
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
を
《
発
見
》
し
た
。
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
こ
と
、
邪
馬
台
国
に
至
る
ま

で
「
国
国
市
有
り
」
の
状
況
が
続
き
、

そ
れ
ら
の
市
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
。

　

こ
う
し
た
状
況
、
つ
ま
り
『
魏
志
』

と
い
う
古
典
に
お
け
る
「
市
」
の
《
発

見
》
に
始
ま
り
、
1
3
4
号
で
は
そ
の

続
き
的
に
「
中
国
の
市
」・「
日
本
の
官

市
」
の
項
へ
と
、
筆
を
伸
ば
し
た
。

◇
「
風
土
記
」
に
見
る
「
市
」

　

こ
の
《
成
果
》
に
な
ら
っ
て
本
号
で

は
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
時
代
と
は
大
幅

に
下
る
天
平
初
年
（
八
世
紀
初
頭
）
に

編
集
さ
れ
た
ヤ
マ
ト
政
権
の
諸
国
の

「
風
土
記
」
の
う
ち
か
ら
、
現
存
す
る
五

カ
国
（
常
陸
・
出
雲
・
播
磨
・
豊
後
・

肥
前
五
カ
国
分
）
の
風
土
記
の
中
か
ら

「
市
」の
存
在
を
探
っ
て
み
る
こ
と
を
思

い
立
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
官

撰
の
「
風
土
記
」
は
わ
が
国
最
古
の
国

別
の
地
誌
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。
し

か
し
現
在
残
さ
れ
た
も
の
は
、逸い
つ
ぶ
ん文（

部

分
的
に
残
っ
た
も
の
）
は
二
十
ヶ
国
分

が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
国
の
数
「
全
国

六
十
余
州
」
か
ら
見
れ
ば
、
と
も
に
そ

の
残
り
方
の
割
合
は
ご
く
部
分
的
で
あ

る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
（
な
お
こ
こ
で

テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
の
は
「
日
本

古
典
文
学
大
系
２
『
風
土
記
』
岩
波
書

店
刊
」
に
よ
っ
た
）。

◇
『
常
陸
国
風
土
記
』

　

こ
の
風
土
記
の
は
じ
め
の
い
わ
ば
総

論
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
「
堺
も
広
く
、

土
壌
も
肥
え
、
原
野
も
開
墾
が
可
能
で

あ
る
。
海
山
の
利
あ
り
て
、
人
々
は
安

ら
か
に
家
々
は
賑
わ
え
り
、
も
し
人
々

が
よ
り
開
墾
に
精
を
出
し
、
力
を
紡
蚕

の
業
に
つ
く
せ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に

冨と

み豊
を
と
る
べ
く
、
自
然
と
貧
し
き
を

免
か
る
べ
し
。
い
わ
ん
や
塩
と
魚
の
味

を
求
む
る
に
は
、
左
は
山
に
し
て
右
は

海
な
り
。
桑
を
植
え
、
麻
を
種ま

か
む
に

は
、
後
ろ
は
野
に
し
て
、
前
は
原
な
り
。

い
わ
ゆ
る
水
陸
の
府
蔵
、
物
産
の
豊
か

な
る
と
こ
ろ
な
り
。
古
の
人
、
こ
の
国

を
常と
こ
よ世

の
国
と
い
へ
る
は
、
こ
の
地く
に

な

ら
む
か
」
と
、
天
然
の
地
の
利
と
働
き

方
次
第
で
冨
に
恵
ま
れ
る
土
地
柄
を
挙

げ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
冷
静
に
読
め
ば
こ
の
よ
う
な

「
水
陸
の
府
蔵
、
物
産
の
豊
か
な
る
」
状

況
は
、「
市
」
の
存
在
を
前
提
に
し
な
け

れ
ば
あ
り
え
な
い
状
況
と
も
言
え
る
。

　

し
か
も
以
下
の
各
郡
・
各
里
の
地
誌

的
叙
述
に
は
、
多
種
多
様
な
産
物
が
挙

げ
ら
れ
、
あ
る
程
度
の
商
品
経
済
が
発

生
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
が
、

直
接
「
市
」
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
は

見
ら
れ
な
い
。
た
だ
久く

じ慈
郡
内
の

「
高た
け
ち市

」
の
地
名
に
続
い
て
「
夏
の
暑
き

と
き
、
遠
近
の
男
女
会
集
い
て
、
休
ひ

遊
び
飲さ
け
のみ
楽
し
め
り
」
と
い
う
場
所
と

そ
の
「
場
」
の
特
徴
を
記
録
し
て
い
る

部
分
が
あ
る
。
大
系
本
で
は
こ
の
場
所

を
「
久
慈
川
河
口
地
域
、
日
立
市
の
久

慈
・
坂
本
付
近
」
と
注
す
る
。
こ
の
高

市
は
多
分
最
古
の
「
市
」
と
し
て
記
載

さ
れ
る
大
和
国
の
高
市
と
お
な
じ
意
味

で
の
命
名
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

注 　

高
市　

た
か
い
ち
・
た
け
ち　

高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
市
、
奈
良
県

中
部
の
郡
、
高
市
郡
。
高
取
町
と

明
日
香
村
か
ら
成
り
、
大
和
・
飛

鳥
時
代
の
政
治
文
化
の
中
心
地
だ

っ
た
場
所
（
日
本
古
典
文
学
大
系

の
記
紀
の
注
よ
り
引
用
）。そ
れ
よ

り
も
こ
の
場
所
は
ヤ
マ
ト
政
権
に

と
っ
て
は
い
わ
ば
北
限
で
あ
る
久
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慈
川
流
域
に
〔
市
〕
が
成
立
し
て

い
た
こ
と
に
興
味
が
そ
そ
ら
れ

る
。

◇
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
「
市い

ち
び
と人

」

　
「
出
雲
国
風
土
記
」
中
の
「
市
」
関
係

の
記
事
を
拾
う
と
、
出
雲
国
嶋
根
郡
に

管
轄
さ
れ
る
八
郷
の
う
ち
の
最
初
に

朝あ
さ
く
み
の
さ
と

酌
郷（
郡

こ
ほ
り
の
み
や
け家

＝
郡
庁
所
在
地
の
真
南

に
あ
る
）の
記
述
が
あ
り
、次
に
余
あ
ま
り
く
の
さ
と

戸
里

が
あ
げ
ら
れ
、
続
い
て
千ち
く
み
の
う
ま
や

酌
駅
と
い
う

施
設
名
が
つ
づ
く
。
そ
の
つ
ぎ
に
改
め

て
前
出
の
朝
酌
の
郷
に
つ
い
て
「
熊
野

の
神
の
朝
夕
の
食
事
」
を
奉
仕
す
る
職

能
の
「
郷さ
と

」
が
あ
る
こ
と
を
記
す
。

　

さ
ら
に
後
段
に
は
「
千ち
く
み酌

の
駅う
ま
や家

」

と
し
て
そ
の
位
置
は
郡
家
の
東
北
に
位

置
す
る
こ
と
と
、
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

の
御
子
を
こ
こ
に
祀
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。

　

以
下
郷
内
の
社
・
山
・
川
・
坡
・
池
・

入
海
の
地
誌
が
続
き
、
つ
い
で
「
朝あ
さ
く
み酌

の
促せ

と戸
の
渡わ
た
りの
項
に
い
た
る
（
前
掲
書

一
三
七
ペ
ー
ジ
）。
そ
れ
に
は

　

 「
東
に
通か
よ
ひ
み
ち道あ

り
、
西
に
平は

ら原
あ
り
、

中ま
な
か央

に
渡わ
た
りな

り
。
す
な
わ
ち
筌う
へ

を
東

西
に
互わ
た

し
、
春
秋
に
入
れ
出
す
。
大

き
小
き
雑
く
さ
ぐ
さの

魚
、
時
に
来き
あ
つ
ま湊

り
て
、

筌
の
ほ
と
り
に
駈は
せ
お
ど
ろ駭き

、風
を
圧お

し
、

水
を
衝つ

く
。

　

 

或
は
筌
を
破
壊
り
、或
は
日
に
腊き
た
ひ（
魚

の
丸
干
し
）
を
製
る
。
こ
こ
に
捕
ら

る
る
大
き
小
き
雑
の
魚
に
、
浜
さ
わ

が
し
く
家
賑
わ
い
、
市い
ち
び
と
よ
も

人
四
よ
り
集

い
て
、
自
然
に
鄽
い
ち
く
らを

成
せ
り
。
こ
こ

よ
り
東
に
入
り
、
大
井
の
浜
に
至
る

間
の
南
と
北
の
二
つ
の
浜
は
、
並
び

に
白
魚
を
取
る
。
水
深
し
」と
あ
る
。

　

続
い
て
「
朝
酌
の
渡
」
の
見
出
し
で

「
広
さ
八
十
歩あ
し

ば
か
り
な
り
。

国く
に
の
ま
つ
り
ご
と
ど
の

庁
よ
り
海
の
辺
に
通
う
道
な

り
」
と
、
海
陸
交
通
の
要
路
だ
っ
た
こ

と
と
、
さ
ら
に
別
項
の
「
千
酌
の
浜
」

の
項
に
は
「
南
の
方
に
駅
家
、
北
の
方

に
百
お
ほ
み
た
か
ら

姓
の
家
あ
り
。
郡
家
の
東
北
に
あ

り
、
此
は
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
隠
岐
の

国
に
渡
る
津
、
是
な
り
」
と
も
あ
る
よ

う
に
、
現
代
式
に
言
え
ば
松
江
市
の
矢

田
町
辺
の
宍
道
湖
と
中
海
と
の
間
の
狭

く
な
っ
た
水
路
に
つ
う
じ
る
津
、
渡
し

場
が
は
る
か
隠
岐
国
に
ま
で
通
じ
て
い

た
こ
と
ま
で
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
隠
岐
へ
の
海
路
に
も
前
記
の
陸

上
運
輸
機
構
で
あ
る
「
雇
車
」
と
同
じ

よ
う
な
組
織
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
陸
路
よ
り
さ
ら
に
専
門
性
を
要
求

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
航
海
術
の
存
在
一
つ

を
取
っ
て
も
当
然
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
柄
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

ふ
た
た
び
念
を
押
せ
ば
、
こ
の
「
浜

さ
わ
が
し
く
家
賑
わ
い
、
市い
ち
び
と人
が
四
方

よ
り
集
い
て
、
自
然
に
鄽
い
ち
く
らを

成
せ
り
」

と
い
う
「
出
雲
風
土
記
」
の
表
現
は
、

『
魏
志
倭
人
伝
』の
中
の
い
わ
ば
支
配
者

の
統
制
下
に
置
か
れ
た
「
市
」
や
、
平

城
・
平
安
京
に
お
け
る
官
設
の
「
東
・

西
市
」
と
は
一
味
違
っ
た
「
市
」、
つ
ま

り
自
然
発
生
し
た
「
市
」
を
思
わ
せ
る

描
写
が
こ
の
「
風
土
記
」
が
成
立
し
た

天
平
五
（
七
三
三
）
年
二
月
と
い
う
時

点
で
確
認
で
き
た
こ
と
も
ま
た
一
つ
の

収
穫
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
一
般
農
民
の
呼
称
で
あ
る

百お
ほ
み
た
か
ら

姓
の
存
在
と
対
比
さ
せ
る
形
に
こ

の
「
風
土
記
」
に
は
《
四
方
の
市
人
》

と
い
う
、
い
わ
ば
区
別
さ
れ
た
形
に
そ

の
存
在
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま

た
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
「
風
土
記
」
成
立
の
時
点

で
、
意お

う宇
・
熊く
ま
た
に谷
・
神か
む
と門
に
軍
団
が
置

か
れ
馬ま

み見
・
土と
く
ら椋
・
多た

ふ

し
夫
志
・
布ふ

じ

さ

み

自
枳
美
・

暑あ
つ
か
き垣

の
烽と
ぶ
ひ（

い
わ
ゆ
る
烽
火
台
＝
煙
信

号
所
）
と
宅た

き枳
・
瀬
埼
の
戌
ま
も
り

＝
（
兵
士

の
駐
屯
所
）
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も

わ
か
る
（
そ
の
具
体
的
場
所
や
距
離
関

係
は
省
略
）。

◇
『
播
磨
国
風
土
記
』

　

 

こ
の
風
土
記
の
最
後
の
項
は
「
美み
な
ぎ嚢

郡
」で
あ
る
。「
水
の
流
れ
甚い
と
う
る
は美し

き

か
も
」
と
い
わ
れ
た
ゆ
え
に
こ
の
よ

う
に
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
現
在

の
神
戸
市
北
西
の
三
木
市
・
吉
川
町
・

淡
河
村
・
上
淡
河
村
な
ど
の
範
囲
と

い
う
。
原
文
に
い
き
な
り
「
於お

け奚
・

袁を

け奚
の
天
す
め
ら
み
こ
と
た
ち

皇
達
」
と
い
う
書
き
出
し

で
こ
の
場
所
に
君
臨
し
た
兄
弟
天
皇

の
父
親
の
「
市い
ち
の
べ辺
の
天す
め
ら
み
こ
と

皇
命
」
の
こ

と
が
同
書
の
注
一
六
に
あ
る
。

　

 

そ
れ
に
は
「
履
中
天
皇
の
皇
子
、

市い
ち
べ
の
お
し
ね

辺
押
磐
（
忍
歯
）
皇
子
。
帝
位
に

は
即
か
れ
な
か
っ
た
が
、
顕
宗
紀
の

歌
に
「
市
辺
の
宮
に
天
の
下
治
し
ろ

し
め
し
し
云
々
」
と
あ
り
、
天
皇
と

し
て
歌
っ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
こ

の
天
皇
が
な
ぜ
「
市
辺
の
天
皇
命
」

と
呼
ば
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
た
だ
「
市
辺
」
と
呼
称
さ
れ

た
一
人
の
天
皇
が
い
た
と
い
う
こ
と

だ
け
の
報
告
で
あ
る
。

◇
『
豊と

よ
く
に
の
み
ち
の
し
り

後
国
風
土
記
』

　

 

そ
の
総
説
と
し
て
「
郡こ
ほ
りは

八
所
、
郷さ
と
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は
四
十
、
里こ
ざ
と

は
百
十
、
駅う
ま
や

は
九
所
、

熢と
ぶ
ひは
五
所
の
下
国
。
寺
は
二
所
、
僧

の
寺
と
尼
の
寺
と
な
り
」
と
述
べ
た

上
で
、
景
行
天
皇
の
別
名
で
あ
る

「
纏ま
き
む
く向

の
日
代
の
宮
に
御
宇
し
め
し

し
大
足
彦
の
天
皇
」
と
マ
キ
ム
ク
と

い
う
呼
称
が
頻
出
す
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
ヤ
マ
ト
の
「
マ
キ
ム
ク
」
と

同
音
同
意
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て

大
野
郡
の
記
述
の
中
に
石つ

ば

い

ち

海
榴
市
・

血ち

だ田
」
と
い
う
地
名
の
説
明
と
原
住

民
で
あ
る
土
蜘
蛛
退
治
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
絡
ま
せ
て
い
る
。

　

こ
の
「
国
」
の
範
囲
は
か
つ
て
『
魏

志
倭
人
伝
』
に
描
写
さ
れ
た
地
方
な
の

で
あ
る
が
、「
風
土
記
」
の
時
代
に
な
る

と
、
著
し
く
後
進
的
な
土
蜘
蛛
と
の
交

渉
の
舞
台
と
し
て
の
地
方
と
し
て
記
述

に
終
始
す
る
。
結
局
は
断
片
的
な
「
つ

ば
市
」
と
い
う
地
名
が
上
が
っ
て
い
る

だ
け
で
「
市
」
の
存
在
を
推
察
で
き
る

よ
う
な
情
報
を
欠
い
た
ま
ま
、こ
の「
風

土
記
」
は
お
わ
る
。

　

し
か
し
こ
の
「
風
土
記
」
の
海
部
郡

の
項
は
「
海
部
の
郡　

郷
は
四
所　

里

は
一
十
二
、
駅
は
一
所
、
烽
は
二
所
な

り
。
こ
の
郡
の
百
お
ほ
み
た
か
ら

姓
は
、
竝み
な

、
海
辺
の

白あ

ま
水
郎
な
り
。
因
り
て
海あ

ま部
の
郡こ
ほ
りと

い

ふ
」。

　

続
い
て
「
丹に
ふ
の
さ
と

生
郷
、
郡
の
西
に
あ
り
。

昔む
か
し時
の
人
、
こ
の
山
の
沙す
な
ごを
取
り
朱し

ゆ沙

に
該あ

て
き
。因
り
て
丹に

ふ生
の
郷さ
と

と
い
ふ
」

と
い
う
項
に
連
な
る
。
こ
れ
ら
の
記
事

に
関
連
す
る
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

本
の
注
は
、
海
部
の
郡
に
注
一
、
郷
に

注
二
、
駅
に
注
三
、
烽
に
注
四
、
烽
に

注
五
、
丹に
ふ
の
さ
と

生
郷
に
注
六
と
そ
れ
ぞ
れ
注

を
宛
て
て
い
る
が
、そ
の
注
六
に
は「
坂

ノ
市
町
丹
生
が
遺
称
地
。
大
野
川
下
流

の
東
岸
地
域
に
当
た
る
。
中
世
は
臼
杵

市
の
地
も
丹
生
と
称
し
た
」
と
あ
り
、

続
い
て
本
文
に
は
な
い
が
注
七
だ
け
が

独
立
し
た
形
で
「
海
部
郡
の
郡
家
。
坂

ノ
市
町
の
内
、
旧
小
佐
井
村
と
丹
生
村

の
間
に
あ
っ
た
と
す
る
（
新
考
）」
と
、

前
頁
三
六
六
ペ
ー
ジ
に
挿
入
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
坂
ノ
市
町
丹
生
を
朱
色
の
顔
料

の
産
地
な
い
し
は
流
通
の
中
心
地
と
し

解
釈
す
る
と
、「
坂
ノ
市
町
」
で
は
鉱
業

加
工
の
結
果
と
し
て
「
市
」
が
発
生
し

て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

◇
肥

ひ
の
み
ち
の
く
ち
の
く
に

前
国
風
土
記

　

こ
の
国
の
記
録
も
崇
神
天
皇
と
ク
マ

ソ
、
お
よ
び
土
蜘
蛛
と
の
抗
争
の
記
録

を
中
心
に
地
誌
が
編
ま
れ
る
。
こ
の
国

で
も
景
行
天
皇
の
別
名
で
あ
る
「
纏ま
き
む
く向

の
日
代
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
大
お
ほ
た
ら
し
ひ
こ

足
彦

の
天
皇
」
と
マ
キ
ム
ク
と
い
う
呼
称
が

頻
出
す
る
。

　

そ
の
な
か
で「
神
埼
郡　

郷
は
九
所
、

駅
は
一
所
、烽
は
一
所
、寺
は
一
所（
中

略
）
三み

ね根
の
郷さ
と

、
こ
の
郷
に
川
あ
り
、

そ
の
源
は
郡
の
北
の
山
よ
り
出
で
て
、

南
に
流
れ
て
、海
に
入
る
。
船ふ
な
ほ帆

の
郷
、

お
な
じ
き
天
皇
が
巡
幸
の
と
き
、
諸
々

の
氏
人
た
ち
落む
ら

こ
ぞ
り
て
、船
に
乗
り
、

帆
を
あ
げ
て
三
根
川
の
津
に
参ま
い
つ
ど集
ひ
て

天
皇
に
使
え
奉
り
き
」
と
い
っ
た
具
合

の
、
こ
れ
も
海
陸
の
交
通
の
要
所
に
つ

い
て
の
描
写
が
あ
る
部
分
も
あ
る
。

◇
終
わ
り
に

　

こ
の
豊
後
と
肥
前
の
風
土
記
を
概
観

し
た
感
想
と
し
て
は
『
魏
志
倭
人
伝
』

で
報
告
さ
れ
た
邪
馬
台
国
の
、
少
な
く

と
も
卑
弥
呼
が
影
響
し
た
地
域
の
「
市

場
状
況
」
と
、
そ
れ
か
ら
大
雑
把
に
見

て
も
六
～
七
世
紀
た
っ
た
北
九
州
地
域

の
状
況
と
で
は
全
体
的
に
大
分
異
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
い
て
結
論

的
に
い
え
ば
魏
の
本
国
に
報
告
さ
れ
た

「
国
国
市
有
り
」
と
い
う
経
済
的
状
況

は
、
風
土
記
成
立
の
時
期
に
は
こ
の
地

方
で
は
ま
っ
た
く
姿
を
消
し
て
い
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
状
況
な
の
で

あ
る
。

　

つ
ま
り
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
状
況
描

写
が
正
確
な
の
か
、
そ
の
後
の
少
な
く

も
白
村
江
敗
戦
以
後
の
シ
ョ
ッ
ク
を
引

き
ず
っ
た
ヤ
マ
ト
政
権
の
「
国
土
観
」

が
風
土
記
編
纂
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
て
い
た
の
か
、
古
記
録
に
お
け
る

史
実
と
、
実
社
会
の
経
済
的
状
況
と
の

関
係
の
実
証
的
な
解
明
は
、
木
簡
解
読

の
技
術
が
さ
ら
に
発
達
す
る
の
を
待
つ

よ
り
他
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
鈴
木
理
生
）
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