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（
承
前
）
都
市
の
誕
生

　

飛
鳥
・
平
城
・
平
安
三
都
市
の
そ
れ
ぞ
れ

の
中
に
「
公
」
の
支
配
施
設
で
あ
っ
た
「
東

市
」
と
「
西
市
」
が
同
時
に
設
置
さ
れ
た
こ

と
自
体
は
、
当
時
の
「
市
場
原
理
」
の
あ
り

方
を
端
的
に
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
前
号
で
も
述
べ
た
よ
う
に
「
複
数
の

市
」
の
論
理
は
東
西
両
市
場
の
運
営
の
あ

り
方
を
、
絶
え
ず
そ
の
利
用
者
の
前
に
さ

ら
け
出
す
こ
と
で
あ
り
「
優
劣
」
の
風
評
を

継
続
的
に
公
表
す
る
こ
と
に
通
じ
た
。

　
「
複
数
の
市
」
の
内
の
ど
ち
ら
か
が
相
手

を
圧
倒
し
て
独
占
形
態
に
な
っ
た
途
端

に
、
そ
の
「
市
場
」
は
「
い
ち
ば
」
と
し
て

の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
。
い
わ
ゆ
る
風

評
が
生
じ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
市
場

の
商
品
は
商
品
と
し
て
の
意
味
を
失
い
、

独
占
者
の
配
給
物
資
化
し
て
し
ま
う
。
こ

の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し

た
最
近
の
国
際
市
場
で
も
実
現
す
る
現
象

な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
思
い
出
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
平

安
京
開
都
か
ら
約
千
百
年
後
の
昭
和
一
桁

時
代
（
一
九
三
〇
年
代
後
半
）
に
、
東
京
市

の
範
囲
に
公
設
の
中
央
卸
売
市
場
を
開
設

す
る
に
当
た
り
、
当
時
の
「
市
場
法
」（
中

央
卸
売
市
場
法
の
こ
と
）
で
、
そ
れ
ま
で
の

各
市
場
の
問
屋
を
統
合
し
た
荷
受
会
社
を

一
社
に
す
る
か
、
複
数
社
に
す
る
か
の
得

失
に
つ
い
て
、
生
鮮
食
品
市
場
関
係
者
は

そ
れ
を
「
単た
ん

複ぷ
く

問
題
」
と
呼
ん
で
壮
絶
な
論

争
…
い
や
商
戦
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。

　

東
京
の
前
身
の
近
世
都
市
江
戸
の
場
合
、

海
岸
低
地
を
中
心
に
大
城
郭
が
成
立
し
、そ

の
周
囲
に
公
儀
と
言
う
強
権
を
も
っ
て
全

国
の
大
名
邸
宅
を
集
合
さ
せ
ら
れ
る
と
い

う
特
異
な
大
人
口
地
帯
が
発
生
し
た
結
果

と
し
て
、
半
強
制
的
な
側
面
を
持
ち
な
が

ら
、こ
れ
も
全
国
か
ら
多
種
多
様
な
業
種
の

工
人
と
商
人
が
急
速
に
集
中
し
た
。

　

事コ
ト

の
表
現
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、

例
え
ば
近
代
経
済
学
の
範
疇
で
は
「
生
産
・

流
通
・
消
費
」
と
い
っ
た
よ
う
な
表
現
が
定

型
的
に
使
わ
れ
る
が
、
近
世
都
市
江
戸
の

場
合
は
《
ヒ
ト
と
情
報
》
が
先
ず
集
中
し
、

そ
う
し
た
状
況
を
維
持
す
る
た
め
に
原
材

料
で
は
な
く
、「
完
成
品
と
し
て
の
モ
ノ
」

の
移
入
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

工
人
（
職
人
）
の
多
く
は
武
家
の
装
備

（
武
具
な
ど
）
の
補
充
と
補
修
に
あ
た
り
、

商
人
は
あ
ら
ゆ
る
財
貨
を
上か
み

方が
た

（
主
に
大

坂
を
始
め
と
す
る
工
業
先
進
地
域
）
よ
り

江
戸
に
運
び
そ
の
利
を
得
た
。

　

つ
ま
り
江
戸
は
天
下
の
城
下
町
で
あ

り
、
そ
こ
で
の
必
要
物
資
は
公
儀
の
最
初

の
統
計
書
で
あ
る
「
江
戸
入
津
表
」
＝
江
戸

湊
に
船
で
運
ば
れ
て
き
た
品
目
と
数
量
の

統
計
書
で
見
る
と
「
米
・
酒
・
味
噌
・
炭
・

薪
・
水
油
・
魚
油
・
塩
・
木
綿
・
繰
り
綿
・

醤
油
・
銭
」
な
ど
の
移
入
状
況
が
記
録
さ
れ

て
い
る
。

　

直
接
口
に
入
る
も
の
で
は
「
米
・
酒
・
味

噌
・
醤
油
・
塩
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
煮
炊
き

す
る
燃
料
と
し
て
の
「
炭
・
薪
」、
光
源
と

し
て
は
「
水
油
・
魚
油
」、
そ
し
て
日
常
生

活
で
の
衣
料
と
し
て
の
「
木
綿
・
繰
り
綿
」。

さ
ら
に
貨
幣
の
「
銭
」（
銅
貨
）
ま
で
が
江

戸
に
大
量
に
移
入
さ
れ
続
け
た
。
江
戸
は

消
費
・
流
通
・
生
産
と
い
っ
た
経
済
状
況
の

中
で
都
市
と
し
て
の
発
達
を
強
い
ら
れ
続

け
た
。

　

江
戸
が
必
要
と
す
る
諸
物
資
は
す
べ
て

海
路
で
運
ば
れ
、
や
が
て
菱
垣
廻
船
・
樽
廻

船
と
呼
ば
れ
た
大
坂
か
ら
江
戸
下く
だ

り
の
定

期
航
路
で
運
ば
れ
た
。
上か
み

方が
た

か
ら
の《
下く
だ

り

モ
ノ
》
＝
舶
来
品
＝
イ
ン
ポ
ー
ト
…
は
《
下く
だ

り
モ
ノ
》
と
呼
ば
れ
て
尊
重
さ
れ
た
。

　
《
下
り
モ
ノ
》
を
運
ん
だ
船
の
戻
り
荷

《
上の
ぼ

り
荷
》
は
九
十
九
里
沿
岸
を
産
地
と
す

る
干ほ
し

鰯か

・
搾し
め

粕か
す

（
魚
肥
と
し
て
の
干
し
鰯
で

東
大
坂
平
野
の
木
綿
栽
培
の
主
要
肥
料
）

「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
⒇

 

《
再
考
「
山
・
里
・
野
」》
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が
、
江
戸
深
川
に
運
ば
れ
江
戸
湊
か
ら

リ
ン
ク
さ
れ
て
大
坂
に
輸
送
さ
れ
た
。

　
「
江
戸
廻
り
」＝
関
東
地
方
一
円
で
生

活
必
需
物
資
が
《
下く
だ

ら
な
い
モ
ノ
》
な

が
ら
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
や
っ
と
「
江
戸
百
年
目
」

の
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
こ
ろ
に
な

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
点

で
も
ホ
シ
カ
は
上
方
に
盛
大
に
運
ば
れ

て
い
た
。

　

つ
ま
り
大
都
市
の
必
需
品
生
産
地
が

近
畿
地
方
に
独
占
さ
れ
て
い
た
状
況
か

ら
、
一
世
紀
が
か
り
で
関
東
地
方
が
追

い
つ
い
た
と
い
う
状
況
が
生
れ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
幕
末
に
い
た
る
ま
で
依

然
「
江
戸
廻
り
」
商
品
は
《
下く
だ

ら
な
い

モ
ノ
》
と
し
て
の
格
付
け
で
流
通
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
《
下く
だ

ら
な
い
モ
ノ
》
に
も
優
位

に
立
つ
モ
ノ
も
あ
っ
た
。そ
れ
は
百
万
の

人
口
を
支
え
る
「
水
」
で
あ
る
。
全
国

か
ら
の
富
を
運
ぶ
船
が
江
戸
に
集
中
出

来
た
最
大
の
理
由
と
条
件
は
水
道
だ
っ

た
。
玉
川
上
水
建
設
（
完
成
は
貞
享
三

＝
一
六
八
六
年
）の
主
目
標
は
浅
草
川
河

口
の
江
戸
湊
（
佃
島
～
鉄
炮
洲
間
）
へ

の
給
水
施
設
だ
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

当
時
の
感
覚
と
し
て
は
公
儀
が
民
間
産

業
の
た
め
に
水
道
建
設
工
事
を
す
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
事
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
江
戸
水
道
は
実
質
的

に
は
財
政
的
援
助
を
与
え
て
い
て
も

「
天
下
普
請
」で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
こ
の
水

道
施
設
建
設
以
後
は
江
戸
の
海
岸
は
深

川
沖
の
ゴ
ミ
の
埋
め
立
て
以
外
に
は
組

織
的
な
海
浜
埋
め
立
て
都
市
計
画
を
止

め
て
い
る
。
水
道
の
及
ば
な
い
土
地
は

市
街
地
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
至
極

当
然
な
自
然
観
が
海
岸
開
発
を
止
め
て

い
る
。
そ
の
水
源
は
有
限
と
い
う
《
原

則
》
が
破
ら
れ
た
の
は
嘉
永
六
年
（
一

八
五
三
）
の
ペ
リ
ー
艦
隊
に
対
抗
す
る

た
め
の
台
場
建
設
と
い
う
軍
事
施
設
建

設
の
た
め
だ
っ
た
。

　

も
う
一
つ
は
当
時
は
生
鮮
食
品
（
魚

介
・
蔬
菜
な
ど
）
の
温
度
管
理
技
術
と

遠
隔
地
と
の
輸
送
手
段
は
皆
無
で
あ

り
、
そ
の
た
め
産
地
も
江
戸
近
郊
に
限

ら
れ
、
非
常
に
極
限
さ
れ
た
流
通
し
か

出
来
な
か
っ
た
。

　

言
い
方
を
変
え
る
と
都
市
内
の
生
鮮

食
品
流
通
は
「
生
鮮
」
と
「
時
間
」
と

の
《
勝
負
》
の
「
場
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

◇
歌
の
思
い
出

　

生ナ
マ

も
の
の
鮮
度
と
自
然
の
中
の
時
間

と
を
考
え
直
す
き
っ
か
け
と
し
て
、
幼

児
期
に
よ
く
歌
っ
た
歌
…
…
童
謡
と
い

う
べ
き
か
唱
歌
と
い
う
べ
き
か
の
一
つ

に
「
春
が
来
た
」
が
あ
る
。「
春
が
来

た 

春
が
来
た 

ど
こ
に
来
た 

山
に

来
た 

里
に
来
た 

野
に
も
来
た
」（
二

番
は
「
花
が
さ
く 

花
が
さ
く 

ど
こ

に
さ
く 

山
に
さ
く 

里
に
さ
く 

野

に
も
さ
く
」、
三
番
は
「
鳥
が
な
く 

鳥

が
な
く 

ど
こ
で
な
く 

山
で
な

く 

里
で
な
く 

野
で
も
な
く
」
歌
詞

は
高
野
辰
之
作
詞
・
岡
野
貞
一
作
曲
で

初
出
は
明
治
43
（
一
九
一
〇
）
年
『
尋

常
小
学
校
読
本
唱
歌
』
だ
と
あ
る
（
参

考
に
し
た
の
は
『
教
科
書
に
で
て
い
る

童
謡
・
唱
歌
の
ふ
る
さ
と
①
』（
監
修
・

著
大
賀
寛
、
著
者
吉
村
温
子
、
06
年 

㈱

岩
崎
書
店
）
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
は
同
書
に
よ
る
と
「
初
出
は

明
治
43
年
」
と
い
う
か
ら
今
年
は
百
一

年
目
に
な
る
。
こ
の
「
春
が
来
た
」
の

歌
で
の
《
春
の
来
か
た
》
は
、
一
世
紀

前
の
日
本
の
「
人
」
が
充
満
し
て
い
た

山や
ま

・
里さ
と

・
野の

の
順
で
来
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　

た
だ
し
当
時
と
し
て
は
、
山
と
い
っ

て
も
現
在
の
登
攀
専
用
の
山
岳
で
は
な

く
て
、
人
が
森
林
を
育
て
な
が
ら
生
活

し
て
い
た
、
し
い
て
言
え
ば
山
上
集
落

を
意
味
し
た
。

　

今
年
（
11
年
の
台
風
12
号
）
の
桁
違

い
の
降
雨
量
被
災
地
で
あ
る
和
歌
山
・

奈
良
両
県
で
多
発
し
た
深
層
崩
壊
に
よ

る
土
砂
の
大
量
流
出
の
報
道
映
像
を
見

る
と
、
そ
の
映
像
の
限
り
で
は
森
林
の

生
え
方
が
「
貝
割
れ
草
」
の
パ
ッ
ク
そ

っ
く
り
で
、
い
わ
ば
山
肌
に
表
層
を
な

し
て
い
た
木
々
の
幹
が
密
着
し
た
ま
ま

崩
壊
し
流
失
し
て
い
る
。

　

そ
の
密
着
振
り
は
と
て
も
森
林
内
に

人
が
立
ち
入
っ
て
、
木
々
を
間
引
い
た

り
枝
打
ち
を
し
た
り
と
い
う
、
造
林
作

業
を
し
た
形
跡
（
林
道
）
が
見
え
な
か

っ
た
の
が
共
通
の
山
相
で
あ
る
。

　

か
つ
て
は
多
く
の
「
林り
ん

家か

」
が
山
中

に
生
活
を
し
て
い
た
名
残
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
森
林
、
つ
ま
り
深
層
な
ら

ぬ
森
林
の
手
入
れ
を
欠
い
た
結
果
と
し

て
の
新
相
の
山
地
が
、
今
度
の
被
災
地

の
特
徴
な
の
で
あ
る
（
念
の
た
め
付
け

加
え
る
と
「
林り
ん

家か

」
と
は
「
農
家
」
に

対
応
さ
せ
た
「
山
林
業
」
へ
の
呼
称
で

あ
る
）。（
11
／
9
／
9 

N
H
K
ス
ペ
シ
ャ
ル

8
：
00
～
8
：
45
「
記
録
的
豪
雨
の
衝
撃
」
▽

大
雨
が
続
く
日
本
列
島
▽
何
が
生
死
を
分
け

た
か
▽
突
然
裏
山
が
消
え
た
！
深
層
崩
壊
の

破
壊
力 

▽
せ
き
と
め
湖
出
現 

ふ
も
と
の
町

に
迫
る
危
険
な
ど
が
放
映
さ
れ
て
い
る
）
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◇
山
岳
集
落

　

唱
歌
「
春
が
来
た
」
初
出
か
ら
ほ
ぼ

半
世
紀
た
っ
た
一
九
六
〇
年
代
、
つ
ま

り
昭
和
三
十
年
代
に
私
は
関
東
山
地
の

東
南
麓
一
帯
、
言
い
換
え
れ
ば
青
梅
の

御
岳
神
社
や
八
王
子
の
高
尾
山
で
代
表

さ
れ
る
山
地
の
生
業
の
あ
り
方
に
興
味

を
持
ち
、
ヒ
マ
さ
え
あ
れ
ば
現
在
は
東

京
都
の
水
源
林
地
帯
に
な
っ
て
い
る
奥

多
摩
町
や
多
摩
川
の
北
側
の
山
地
ま
で

を
踏
破
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。

　

い
ま
は
自
然
の
原
生
林
的
様
相
を
持

っ
て
い
る
水
源
林
の
一
帯
は
、
そ
の
半

世
紀
前
ま
で
は
一
木
一
草
も
な
い
砂
漠

の
様
相
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
う
し
た
山

地
で
の
人
の
生
活
の
あ
り
方
は
広
大
な

焼
畑
で
の
輪
作
地
帯
で
あ
り
、
い
か
め

し
い
兜
造
り
が
特
徴
の
山
上
家
屋
が
数

多
く
分
布
し
て
い
た
。

　

つ
ま
り
こ
の
地
帯
の
集
落
の
多
く
の

家
屋
の
縁
先
は
、
絶
え
ず
深
い
谷
か
ら

湧
き
上
が
る
雲
の
峰
を
「
水
平
」
に
眺

め
ら
れ
る
場
所
で
あ
り
《
行
雲
流
水
》

と
い
う
古
諺
そ
の
ま
ま
の
場
所
で
あ
っ

た
。
当
時
の
「
山
」
は
深
層
崩
壊
す
る

現
場
で
な
く
実
に
お
お
く
の
「
林
家
」

が
暮
ら
す
天
地
で
あ
っ
た
。「
山
」の
役

割
の
第
一
は
材
木
の
生
産
に
あ
る
。
関

東
山
地
と
く
に
そ
の
東
南
麓
一
帯
は
十

三
世
紀
初
頭
に
源
頼
朝
の
開
い
た
鎌
倉

幕
府
の
存
在
が
一
つ
の
契
機
に
な
っ
た

と
い
え
る
。
こ
の
新
し
い
《
首
都
》
建

設
に
は
開
幕
当
時
か
ら
暫
く
は
、
木
曽

谷
を
中
心
と
す
る
材
木
を
鎌
倉
・
円
覚

寺
の
荘
園
が
あ
っ
た
「
尾
張
国 

富
田

荘
」（
現
在
の
名
古
屋
市
中
川
区
富と
み

田だ

町ち
ょ
う）

よ
り
、
あ
る
程
度
製
材
加
工
さ
れ

た
材
木
と
し
て
海
路
、
遠
州
灘
・
伊
豆

半
島
・
相
模
湾
を
経
て
鎌
倉
に
運
ば
れ

て
い
る
（「
円
覚
寺
文
書
」、
詳
し
く
は

『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
３
を
参
照
）。

　

鎌
倉
を
中
心
に
し
た
開
発
が
進
む
と

現
在
の
相
模
川
水
系
の
最
上
流
部
で
あ

る
「
奥お
く

三さ
ん

保ぽ
う

」
が
材
木
産
地
と
し
て
定

着
し
て
い
く
。
当
時
の
都
市
建
設
の
主

要
資
材
で
あ
っ
た
材
木
の
重
要
性
は
あ

ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
奥
三

保
は
現
在
の
相
模
野
市
北
西
部
の
山
地

を
指
し
、
そ
の
北
部
は
武
蔵
国
多
摩
郡

の
山
地
に
連
な
る
場
所
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
現
在
の
東
京
を
中
心
に
し
た

地
理
的
位
置
と
比
較
す
れ
ば
、
鎌
倉
を

東
京
区
部
に
例
え
る
と
、
当
時
の
交
通

運
輸
手
段
と
し
て
の
相
模
川
水
系
は
、

現
在
の
関
東
地
方
の
利
根
川
水
系
に
当

た
ろ
う
。
地
形
的
な
区
分
で
は
現
在
の

上
越
国
境
、
つ
ま
り
関
東
地
方
北
西
部

が
十
三
世
紀
の
奥
三
保
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
単
な
る
想
像
で
は

な
く
「
鎌
倉
・
円
覚
寺
文
書
」
の
精
査

に
よ
る
一
つ
の
事
実
で
も
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
「
山
」
に
は
独
特
な
水
利

施
設
＝
水
車
が
多
く
の
沢
ご
と
に
成
立

し
て
い
た
。
幸
い
な
こ
と
に
日
本
画
の

大
家
川
合
玉
堂
は
、
こ
の
水
車
…
そ
の

設
置
場
所
ご
と
に
多
彩
だ
っ
た
水
車
の

形
式
ご
と
に
そ
れ
を
リ
ア
ル
に
描
い
て

く
れ
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
多
摩
か
ら

「
林
家
」が
姿
を
消
し
始
め
た
時
に
重
な

る
だ
け
に
さ
ら
に
貴
重
で
あ
る
。「
山
」

は
木
材
と
水
力
と
い
う
名
の
動
力
源
で

あ
っ
た
の
で
あ
る（
11
／
9
／
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キ
ッ
チ
ン
が
走

る
！
東
京
奥
多
摩
で
山
上
の
畑 

幻
の
イ
モ

＆
極
上
シ
カ
肉 

野
菜
の
魔
術
師
が
魅
せ
る

驚
き
の
創
作
イ
タ
リ
ア
ン
」
と
い
う
番
組
で
、

か
つ
て
の
山
上
生
活
の
片
鱗
が
残
っ
て
い
た

こ
と
を
確
認
で
き
て
懐
か
し
か
っ
た
）。

「
里
に
来
た
」

　

材
木
生
産
地
と
し
て
の
「
山
」
に
対

す
る
、「
里
」
に
移
ろ
う
。
現
代
的
な
感

覚
と
し
て
は
《
小
規
模
な
水
流
》（
自
然

河
川
と
人
工
水
利
、
た
だ
し
水
運
は
な

い
）
を
中
心
に
成
立
し
た
集
落
が
「
里
」

で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
る
と
そ
の
原

形
は
《
わ
ず
か
に
食
糧
は
自
給
を
越
す

程
度
の
生
産
》
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て

そ
れ
な
り
に
《
人
々
が
定
着
し
易
い
場

所
》で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
に
多
彩
な《
工

人
》
＝
職
人
の
居
住
地
に
も
な
る
。

　
「
山
」の
製
材
用
水
利
を
受
け
る
形
に

養
蚕
・
製
糸
・
製
織
動
力
の
発
生
と
発

達
や
、石
材
ご
と
に
違
う
技
法
の
石
工
、

そ
の
石
工
用
の
鍛
冶
・
村
鍛
冶
、
林
業

用
具
の
鍛
冶
な
ど
の
発
生
と
定
着
、
同

様
に
木
材
加
工
と
各
種
の
大
工
の
定
着

も
は
じ
ま
る
場
所
が
「
里
」
で
あ
る
。

　

そ
こ
ま
で
人
々
の
生
業
の
多
様
化
が

進
む
と
、
あ
き
る
野
市
の
旧
名
の
五
日

市
の
地
名
の
場
合
の
よ
う
に
秋
川
の
渓

口
部
に
、
五
の
日
ご
と
に
「
市
」
が
立

つ
場
所
が
成
立
し
て
曲
り
な
り
に
《
自

給
自
足
》
が
可
能
と
な
っ
た
場
所
が
他

な
ら
ぬ
「
里
」
と
し
て
の
五
日
市
で
あ

る
。

　

五
日
市
と
同
じ
よ
う
な
立
地
条
件
を

持
つ
青
梅
は
多
摩
川
が
渓
谷
か
ら「
野
」

に
躍
り
出
る
場
所
に
成
立
し
た
「
里さ
と

」

（
都
市
）
で
あ
り
、
そ
の
多
摩
川
渓
口
部

か
ら
本
流
沿
い
に
羽
村
・
福
生
・
昭
島
・

立
川
沿
岸
都
市
の
列
と
は
別
に
、
小
規

模
な
「
山
」
で
あ
る
狭
山
丘
陵
の
南
麓

の
小
河
川
を
持
つ
「
野
」
を
結
ぶ
形
に
、
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幾
つ
も
の
「
里
」
が
連
な
る
形
に
江
戸

へ
の
道
で
あ
る
青
梅
街
道
を
形
成
し
て

い
る
。

　

そ
の
「
里
」
の
列
を
現
市
名
で
つ
な

げ
ば
武
蔵
村
山
・
東
大
和
・
東
村
山
・

東
久
留
米
・
西
東
京
（
田
無
）・
武
蔵
野

各
市
な
ど
の
原
形
で
あ
る
「
里
」
を
経

て
杉
並
区
―
新
宿
―
江
戸
に
通
じ
る
青

梅
街
道
を
成
立
さ
せ
て
い
た
。

　

い
ず
れ
も
「
里
」
特
有
の
施
設
と
し

て
は
酒
・
味
噌
・
醤
油
な
ど
の
醸
造
業

を
も
つ
。
蛇
足
を
付
け
加
え
る
ま
で
も

な
く
こ
れ
ら
の
「
里
」
は
、
い
ず
れ
も

荒
川
水
系
に
連
な
る
小
規
模
な「
里
川
」

を
持
ち
、
広
漠
な
「
野
」
で
あ
る
武
蔵

野
の
中
で
不
十
分
な
が
ら
夫
《々
水
源
》

を
持
つ
と
い
う
一
点
、
つ
ま
り
オ
ア
シ

ス
の
役
割
を
持
つ
が
故
に
、
街
道
と
い

う
名
の
都
市
機
能
を
与
え
ら
れ
て
い
た

名
残
を
持
つ
場
所
で
あ
る
。

　

ま
た
、
か
つ
て
は
西
多
摩
郡
の
雄
と

さ
れ
、
幕
末
に
な
る
と
桑
都
と
も
呼
ば

れ
た
八
王
子
は
、
近
世
に
入
る
と
江
戸

か
ら
甲
斐
国
府
ま
で
の
、
青
梅
街
道
と

並
ぶ
甲
州
街
道
で
知
ら
れ
た
宿
駅
の
一

つ
で
あ
り
、
ま
た
関
東
山
地
南
東
端
で

相
模
国
の
「
山
」
で
あ
る
奥
三
保
に
連

な
る
武
蔵
南
部
の
「
山
」
の
中
心
で
あ

っ
た
。こ
の
地
域
に
も
山
上
生
活
者「
林

家
」
が
大
勢
い
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
こ
の
事
実
と
と
も
に
広
大

な
武
蔵
国
の
中
で
外
洋
で
あ
る
相
模
湾

に
最
も
近
い
地
域
は
八
王
子
を
含
む

《
多
摩
の
横
山
》＝
多
摩
丘
陵
だ
と
い
う

見
方
を
述
べ
よ
う
。
高
尾
山
の
南
の
本

沢
ダ
ム
辺
を
水
源
と
し《
多
摩
の
横
山
》

の
南
限
を
流
れ
る
境
川
は
町
田
を
経

て
、
あ
の
江
ノ
島
の
正
面
で
片
瀬
川
と

な
っ
て
相
模
灘
に
注
ぐ
。

　

ま
た
八
王
子
の
南
方
十
キ
ロ
の
地
点

に
は
相
模
川
水
運
の
最
上
流
部
の
湊
で

あ
る
橋
本
が
あ
る
こ
と
を
現
代
人
は
す

っ
か
り
忘
れ
て
い
る
。「
里
」で
あ
る
橋

本
は
同
時
に
湊
町
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

武
蔵
国
に
戻
す
と
関
東
山
地
の「
山
」

に
連
な
る
主
河
川
で
あ
る
淺
川
流
域
の

八
王
子
が
最
大
の
「
里さ
と

」
と
な
り
、
や

が
て
多
摩
郡
内
の
最
大
の
「
市い
ち

」
を
も

形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
繰
り
返
す

が
こ
の
「
里
」
は
「
山
人
」
と
「
工
人

＝
職
人
」
の
出
会
い
の
場
を
「
農
耕
者
」

が
提
供
す
る
形
に
お
い
て
初
め
て
成
立

し
た
場
所
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し

た
場
所
に
公
儀
は
屯
田
兵
的
な
与
力
・

同
心
層
を
配
置
し
た
。
な
ぜ
大
名
を
配

置
し
な
か
っ
た
と
い
え
ば
、
こ
の
「
山
・

里
・
野
」
の
混
合
地
帯
を
江
戸
よ
り
僅

か
十
里
余
隔
て
た
場
所
に
、
こ
と
さ
ら

「
封
」を
立
て
て
そ
の
支
配
を
委
任
す
る

気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
生
業
の
異
質
な
人
々
の

集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
的
に
存
在
し
、

安
定
し
た
食
糧
供
給
と
労
働
力
と
い
う

「
地
の
利
」
が
大
量
な
材
木
・
燃
料
を
生

産
し
た
。
幕
末
か
ら
は
そ
れ
が
養
蚕
・

製
糸
・
製
織
業
を
中
心
に
特
化
し
、
さ

ら
に
狭
山
茶
で
代
表
さ
れ
る
武
蔵
国
産

の
茶
も
加
わ
っ
て
、
安
政
の
開
国
以
後

は
一
挙
に
国
際
貿
易
に
お
け
る
主
要
産

地
に
も
な
っ
た
。

「
野
」
の
場
合

　

国
語
辞
典
で
の
「
野
」
と
は
《
自
然

の
ま
ま
に
草
や
木
の
生
え
た
広
い
平
ら

な
土
地
》
＝
野
原
の
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
は
《
田
畑
。
の
ら
》
の
意
味
だ
と
あ

る
。
野
の
つ
く
地
名
で
は
古
代
の
海
人

族
が
日
本
列
島
の
各
所
に
進
出
し
た
証

と
さ
れ
る
安あ
ず
み
の

曇
野（
長
野
県
松
本
盆
地
）

を
始
め
、
京
都
で
は
あ
だ
し
野
、
紫
野
、

嵯
峨
野
な
ど
で
あ
り
、東
京
で
も
上
野
、

中
野
、武
蔵
野
な
ど
が
あ
る
。
ま
た「
野

原
」
の
「
原
」
に
は
浅
茅
が
原
・
安
達

が
原
・
戦
場
ヶ
原
・
関
が
原
な
ど
が
あ

り
、
東
京
で
も
秋
葉
原
は
じ
め
多
く
の

原
（
ハ
ラ
ッ
パ
）
が
あ
っ
た
（
加
賀
原
・

薩
摩
原
・
護
持
院
が
原
・
代
々
木
原
・

権
田
原
・
三
菱
が
原
な
ど
が
有
名
で
あ

る
）。前
後
す
る
が
類
似
の
地
名
の
あ
り

方
に
奈
良
県
に
は
飛
鳥
の
里
・
斑
鳩
の

里
と
い
っ
た
「
里
名
」
の
地
名
が
あ
る
。

　

し
か
し
「
野
」
で
最
も
有
名
な
の
は

武
蔵
野
で
あ
ろ
う
。
北
多
摩
郡
に
武
蔵

野
市
が
あ
る
が
本
来
の
武
蔵
野
と
は
関

東
平
野
南
西
部
の
洪
積
台
地
（
富
士
・

箱
根
火
山
の
火
山
灰
（
関
東
ロ
ー
ム
・

俗
称
「
赤あ
か

土つ
ち

層
」）
が
表
面
を
覆
う
平
坦

な
場
所
で
、
埼
玉
県
か
ら
東
京
都
北
辺

に
お
よ
ぶ
広
大
な
面
積
の
平
原
が
武
蔵

野
台
地
で
あ
る
。

 

（
こ
の
項
続
く　

鈴
木
理
生
）


