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21 平安京東酉市の空間構造（下）

が
こ

で
は
、

と し＼

い
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
っ
た
点
を
指
摘
し
た
。

一
の
も
の
で
あ
り
、
そ

つ
い

の
も
の
も
含
め
て
机
上

し＼ は
じ
め
に

の

の
な
か

に
つ
い
て
、
そ

の
構
造
を
考
察
す
る
た
め
の

の

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は

に
用
い
る
こ
と

て
い
な
い
、
①

の
史
料
で
あ
る
、
②
そ
の
九
条
家
本

の

し
て
、
こ

で

で
使
用
さ
れ
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こ

t
 
ょ
ど

の

に
み
え
る

れ
る

が
何
ら
か

の
市
人
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

々

こ
と
や
、

の
で
あ
る
。
他
方
、

け
で

ニ
・
左
右
京
職
式
町
内
開
小
径
条
(

饂
汀
、
市
人
町
―
―

と

(II 

の
こ
と
で
あ
り
、

で
は
な
い

の

て
み
た
い
。

に
み
え
る
「
市
人
町
」
は
、
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こ
よ

り

I
V
,
1

の

し‘

平安京東西市の空間構造（下）

こ

こ
と
や
、
「
市
町

）と

りヽ
⑰
「
拾
芥
抄
』

の
の
う
ち
、

い
「
市
裏
に
准
」
ず
る
と

は
、
「
市
裏
」

゜

っ
た
。

の
う
ち
、

い
」
と
い

ヽ
↓

0

l
>
 

て

で
き
な

の
人
々
は
「
居

れ
る
。
し
た
が
っ

は
そ
の

人
の
こ

い
た
条
文
を
定
め
た
と
は
考
え
が
た
い
。
し
た
が
っ

に
み
え
る
「
市
人
」
と
は
、

ま
た
、

に
つ
い
て

し
か
し
、

と
は
別
に

て
い
な
い
。

こ
と
や
、

の

で
‘
 

ゃ

こ
と
な
ど
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る。

⑰
外
町
は
、

こ。
キーー
ー の

広
さ
は

料
2
|
1
や

い
内
町
三
町
の
う
ち
、

し
た
が
っ
て
、

-）、
,
1
 

周
辺
に
店
を
開
い
た
こ
と

の
居
住
空
間
は
、

の

11

市
人
町
と
な
る
。
た
だ
し
、

し し‘

で
あ

の
広
さ
の

し
た
が
っ
て
、
史

る
の
で
、
屈
住
地
区
は
二
町
に
な
る
。
こ
の

な
る
。

べ
き

L
 

Tコ

J

日
—
T日

n

ょ＇
 

こ
と

っ
た
と
す
る
と
、

四

の
東
酉
市
に
東
門
や
西
門
が
あ

を
設
け
る
史
料
2
|
1

で
想
定
す
る
の

の
市

゜

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は

西
門
か
ら
出
た
と
記
さ
れ
て
お
り

(E) 
拠
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
、

の め
に

し‘

゜

っ
て
い
た
。
こ
の 「

賤
し
き
人
」

っ
て



25 平安京東西市の空間構造（下）

や
は
り
、

由
の

れ
て
い
る

つ

ヽ

と
＞

と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
「
市
人
町
11

て
「
由
人
町

み
る
の

の

の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、

ほ
か
の
式

よ
い
か
ら
で
あ
る
。

が
主
張
す
る
「
市
人
町
11

」
と
い
う
解
釈
は
、

し＼

゜

い
。
加
え
て

の

こ
と
に
な
る
。
ま
た

―
町
を
占
め
る
と
い

る
う
え
、

ヽ
こ
。

て
し

f

の
位
置
が

口
市
姫
神
社
は
市
そ
の
も
の
の
神
な
の
で
、

ス
ペ
ー
ス
と
い
う
べ

の
で
、

(
B
)
 

さ
ら

し
、
外
町
を
⑰
の

て、

て

の の

し
か
し
、
そ

し‘

と

、
『
拾
芥
抄
』
の
本
文
や

み
ら
れ
る
。

し‘

゜の の
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て

て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

い
。
と
す
れ
ば
、

よ
う
、
あ
る
い
は
衆
人
環
視
の
も
と
で

二
）
と
詠
ん
だ

同
じ
く
、

れ
て
し)

た

。
し
た
が
っ
て
、

の
中

る
の
で
、

の
―
つ
で
あ
っ
た
｝

つ
い

の
な
か
に

と
み
え

虞
。
木
工
寮
倉
・

四
八
）

（
抄
出
）

凡
決
~
罰
罪
人
一

あ
る
。

承
和
九
（
八
四
二
）

マ
タ

（
抄
出
）

っ
た
こ

し
て
、
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『古
代
商
業
史
』
第
七
章
は
、
最
終
的
に
平
撼
凩
東
西
市
を
対
象
と
し
た

平安京東西市の空間構造 （下）

と
も
決
め
か
ね
る
」
と
す
る
。

で
は
処
刑
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
す
る
。

こ
う
し
た
市
楼
に
つ
い
て

『古
代
商
業
史
』
第
七
章
は
、
先
の
「
東
漢

市
井
画
像
碑
」
〔
図
2
|
l
〕
を
参
考
と
し
つ
つ
も
、
平
城
京
の
市
楼
は
お

そ
ら
く
市
司
地
区
に
あ
り
、
市
場
地
区
中
央
に
は
市
楼
の
代
わ
り
に
シ
ン

ボ
ル
と
な
る
市
樹
が
植
え
ら
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
。
そ
し
て
、
市
の
開

閉
時
間
に
は
市
楼
で
合
図
の
鼓
が
打
た
れ
、
（
市
楼
が
あ
る
）
市
司
の
南
庭

ま
た
第
九
章
で
は
、
市
司
に
は
「
礼
弾
非
違
」
を
行
う
義
務
が
あ
っ
た

た
め
、
市
内
巡
行
の
ほ
か
に
市
場
地
区
内
に
派
出
所
の
ご
と
き
も
の
を
設

け
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
先
の
「
東
漢
市
井
画
像
碑
」
で
は
市
の
中
央

に
市
楼
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
ま
っ
た
く
の
想
像
」
と
し
つ
つ

も
、
平
安
京
東
西
市
の
市
場
地
区
に
も
中
央
に
市
楼
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
市
場
地
区

―
町
の
地
割
も
四
行
八
門
制
の
縦
の
小
径
の

み
で
な
く
、
横
の
小
径
も
設
け
ら
れ
て
い
た
と
想
定
し
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
、
平
城
京
の
場
合
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
樹
木
を
市
の
中
央
に
想
定
し

た
が
、
そ
の
役
割
は
市
姫
神
社
に
代
替
さ
れ
た
の
で
、
平
安
京
の
市
楼
に

つ
い
て
は
見
張
り
台
の
可
能
性
を
考
え
つ
つ

、「
今
の
と
こ
ろ
は
ど
ち
ら

ぐふ
や

5
-

図 2-1四川省成都市出土「東漢市井画像碍」
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人
と
モ
ノ

チ
マ
タ

し
か
し
、

さ
て
、

。

ぷ
ノ

「
八
十
の
街
」

し‘

っ
て

が
行
わ
れ
た
り
（

武
烈
即
位
前
紀

よ
う
に
な
る
。
そ
う
し

、。

ろ
う
カ

い
ず
れ
も
チ
マ
タ

ヽ

セ
ン
タ
ー
に
な
り

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

れ
、
市

し
い
と
し
た
ら
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
、

11

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

の
な
か
に
、
あ
え
て
東
西
方
向
の

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

町

の

っ
た
と
考
え
れ
ば
、

）
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

っ
て
い
る
の
で
、
ど
こ
ま
で

町
ヽ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

町

市
司
地
区
の
な
か

る
と
い

の
か
判
断
し
に
く
い

、。
l
>
 

で
あ
ろ
う
。

し
し‘

る。

に
求
め ろ

っ
て
市
裏
の

い
て
お
り
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~
F
]

。

し

t

ぐ

-
t
 

i
 

て
お
り

こ
う
し
た
チ
マ

い
る
こ

と

り

だ

に

似

て

=1 0)
'
 

す
べ
を
な
み

と
し
て
「
東
の
市

と
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

て
い
た
り
す
る
な
ど
、

（
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
）
に
な
る
よ
う
な

恋
ひ

れ

こ
ま
、

iIV,1~ 

の こ

だ
か
ら
こ
そ

っ
て
い
た

C

妹
が
名
呼
び
て

と
、
多
く
の

っ
て

我
が
立
ち
間
け
ば

の
山
に
鳴
く
鳥
の

の

道
行
く
人
も

ひ

は

の
軽
市
が
難
波
市
と
と
も で

あ
る
。

そ、
も
こ

• 罰

テ
ィ
ブ
な
イ
ベ
ン

の
で
あ
る
。

一
九
五

゜
っ
て
い
た
。
ま
た

、
、

た
め

の
人
々

の
な
か
で
、

五
匹
が
派
遣
さ
れ
た
り

て
い
た に こ

っ
た
刑
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だ
「
金
光
寺
縁
起
」

い
。
た
だ
し
、

こ
よ
、

~;';"'~ 
を
行
う
場
と
し
て

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て

（
七
九

、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

ヘ

て
い

る
の
で
は
な
い

れ
て
い
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
市
の

の

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
る
と
い

、
平
城
京
東
西
市
で
は
市

て
し‘

し
か
し
、

チ
マ
タ
に
生
成
し
た
伝
統
的
な
市
の
こ

て

こ

の

の
伝
統
的
な
市
で
あ
り
、
橘
を
市
樹
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

あ

り

(

せ
た
と
い
う
（

。
こ
の
餌
香
市
は
、

て
お
り
、

の

の

シ
ン
ボ
ル
と
な
る
ケ
ヤ
キ

の
橘

っ
て
い

じ
た
市
で の
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ヽ

゜

一
派
本
寺
、

上
人
教
レ
人
唱
薬
師
仏
号
＼

謁
レ
歌
以
貼
市
門
二
或
羞
法
訊
以
度
衆
生
。

一
、
来
中
此
寺
ー
、

べ
ら
れ
て
い
る
。

し
」
、
ロ

し‘

て

一

て、

七

―
―
一
八
七
）
、
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そ

-

）

 

か‘

い
ふ
人

っ
て
こ
よ
う
。

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
う
ち
、

の
う
へ
に
の

み
ら
れ
る

は
ヽ

ー

人y
 

と
い
う
歌
を

の
で
ぎ
る
の
は
、
ロ

い
う
こ
と
も
あ
っ

つ
け
て

一
。
乃
以

修
土
逗
堂
舎
神
祠

日
生
、

゜

門

今
太
秦
辺
也
。

也。

一

ダ

其
内
七
条
坊

大
市
姫
命

々

天
市
姫
一
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々
゜

トロ、
一
肌

ヽ

平安京東西市の空間構造（下）

々

料
米
一
石
一

日
条

る
と
み

い
で
あ
ろ
う
。

て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
し
た
が
っ

t
ギ
6

、

i
r
 

の
五
十
日
の
祝
い
に
用
い

ま
た
、

の

（
―
-
七
九
）

の

の
東
方

て
い
た
こ
と

（

大

）

、

お

ほ

）

の

（

商

い

物

）

い
か
な
れ
や
あ
ぎ
な
ひ
も
の

ん

-]、
’~I 

（

市

姫

）

（

描

）

い
ち
ひ
め
の
か
た
ち
な
ど
か
け
る
と
こ
ろ
に

の
な
か
に
は

の
祝
い
に
用
い
る

が
入
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

弁

で
あ
る
。

た
だ
し
、

づ

）
な
ど
と

と
い
う
も
の
と
、
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た
も
の

が

、4
0

l
>
 

と
称
し
た
り
、

に
ひ

と
い
っ
た
『

な
ど
の

な
ど

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
、

っ
た
と
し
て
も
、

べ
き
で
あ
ろ
う
。

は
あ
く
ま
で
も
一
遍
の
道
場
で
あ
り

）
と
は
で
き
な
い
。

っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。 は

ヽ

て
い
な
い
ど
こ
ろ

の

の
意
か
）
」
と
い

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

と
あ
り
、
こ
こ
で
は

を
空
也
の
遺

つ
い
て
は
、
例
え
ば

で
あ
っ
た
も
の
を
、

し
か
し
、
『

人

持
之
。

"Jl
に

"_a

に
あ
っ
た
も
の
で
、

こ
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そ
の

し
ま
っ
て
い
る
。

防
法
師
の
た
め

々

つ ょ、
9
1
 

]と

で
き
な
い
。

て
い
る
。

つ
ま
り
、
近
世
に
な
る
と

る
は
、 と

し
て
お
り
、

つ
っ
た
と
す
る
が
、

い
に
し
へ
は
そ
こ

の

っ
て

て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

云
々
」
と
あ
る
。

。
ち
な
み
-

と
称
す
る
も
の

と
あ
る
の
で
、

人
ガ
タ
テ
タ

の
だ
と
し
て
も
、

の

-]よ

・
I
'
r
_
1
 

歌
と
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

こ
よ
、

r..ti 

ゞ
、
二
、

ノ

ソ
ト

い
う
こ
と
に
な
る
。

は
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
。

に
み
え

等
の

で
あ
る

一
四
町
に
あ
り
、
七
条

べ
き

し
か
し
、
こ
こ
に
は

い
し
そ
の
付
近
と
み
る

囚
門
、

12 

で
あ
る
。

は

ま
た
、

て
は
、
も
う
一
っ

の
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い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ

こ
と

しヽ

つ
く
。

っ
て

て
み
る
と
、
外
町

(II

は
当
初
か
ら
外
町
が
あ
り
、
そ

と
は
市
人
の
居
住
地
の
こ
と
な
の
で
、

と
こ
ろ
が
発
掘
調
査
を
し
て
み
る
と
、

ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

し＼

一
、
交
ゴ
易
件
物
l
o

（
八
四

の
外
町
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど

て
き
た
も
の
で
あ
る
。

て
き
た
。

に
み
え
る
西
市
司
の

四

建
立
し
た
り
、

の
点
か
ら
、

に
反
比
例
す
る
形

て
た
り
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て

で
ヽ

梱
、
染
革
、

れ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、

の

て
い
る
こ
と
、
九
条
家

の
付
会
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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士
澱
】9 ゜

10m 

祝
炉
2

土
韮

函
炉
一8

喜ーグI今

N 

＇ 姿
炉
4

状
構
5

溝
遺

4

t
 

トレンチの位置

状
構
2

溝
遺

t

No. 10 

No. 11 

図 2-2平安京左京七条二坊十～十一町の遺構
（『賠和 61年度京都市埋蔵文化財調査概要』掲載図を改変）
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て
お
り
、
｝

こ

ベ
ー
ス
に
、

に

こ
の

―
つ
の

に
あ
た
る
。

て
い
る

て
み
た
も
の

に
も
描
か
れ
て
お
り
、

こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に

し

町
の
中
心
に
あ
た

で
あ
る
。

と る。

）と

欠
こ
、
ヽ
i

い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
河
川

つ
い
て

よ
「
つ
。
こ

の
う
ち
、

つ
の
ト
レ
ン
チ
で
一

「
左
京
図
」
の

の
活
用
を
ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン

で
あ
る
。

に
つ
い

は
ヽ

―
町
を
二

、。
し

け
る
も
の
と
い
え

の
ピ
ッ
ト
列

っ
て
み
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
七

。
ま
た
、
そ
の

し
て
出
土
し
た
の
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性
が
想
定
さ
れ
る
。

ら
北
方
に
倉
庫
等
の
雑
舎
が
存
在
し
た
可
能

殿
が
、
平
城
京
東
市
想
定
地
の
発
掘
成
果
か

に
、
古
代
官
術
一
般
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
両
脇

る
。
加
え
て
院
内
に
は
市
屋
11

正
殿
の
ほ
か

に
は
他
に
も
門
が
あ

っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ

れ、

「南
門
」
と
称
す
る
か
ら
に
は
、
そ
の
塀

「
市
司
院
」
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

市
司
の
官
術
を
囲
む
塀
と
南
門
に
よ
っ
て

門
」
「
司
南
門
」
な
ど
の
語
が
み
え
る
の
で
、

ま
た
史
料

2
|
1
1
.
1
2
に
は
、

「
市
司
南

想
定
し
た
。

有
す
る
建
物

（幅
七
丈

x
奥
行
き
四
丈
）
で

一
丈
）
で
身
舎
が
二
間
X

五
間
、
四
面
廂
を

く
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
柱
間

一
〇
尺

(
II

本
「
左
京
因
」
に
四
丈
幅
の
小
路
よ
り
も
広

市
屋
11

市
司
正
殿
に
つ
い
て
は
、
九
条
家

_J 

大
宮
川

9. 75丈

―□□□]□ 
彗

大

宮

門
且
且
門
且
門
川
且

町川
m川
町
川
町

冒
冒
ロ冒`
ロ

i言
〗[[
具

ロ
且
且
且
且

町
川
町
川
町
川
町
町
町

門
且
罪
且
門
且
且

町
川
町
町
山
町
川
町

門
且
且
罪
且
且

町
町
町
胆
町
川
町

〗且[]〗m
>]>]m且[]
>]>] ［日〗m
旦鳳鼠ロ

4丈

北小路

40丈
南
市
門

（猪
熊）

40丈

4
丈

40
丈

七 條

河

図2-3平安京東市の想定復原図
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い
四
列
の

さ

れ
た
と

と
あ
る
こ
と
と

る
こ
と
が

る
「
楼
前
」
と
は
、
こ

一
列
の

い
く
つ
に

て
い
た
の
か
で
あ

市
人
の
町
は

と

の

て
い
る
。
そ
し
て
、

（
南
北
列
）
を
、

そ

一
人
、
引
一
囚
囚
獄
官
人
井
物
部
丁
＼
赴
工
叫
巾
司
i
o

ー
。
列
寸
立
司
南
門
、

二
九
配
刑
部
省
式
弁
官
所
下
罪
人
条

ヽ

八

ミ

一
ヵ
―

の

決
之
。
行

九
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る
。
『
大
内
裏
図
名
証
』

た
東
市
に
は
五
一
の
應
が
あ
る
の
で
、
市
の
な
か
に
そ
れ
以
上
の
仄
圃
が
あ
れ
ば
よ
い
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
市
人
居
住
区
の
班
給
方

法
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
賛
同
し
か
ね
る
が
、
基
本
的
な
考
え
方
は
市
裏
内
に
お
け
る
嘔
の
建
物
配
置
に
適
用
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

れ
た
区
画
と
考
え
る
と
、

班
給
方
法
に
な
る
と
推
測
し
た

C

た
だ
し
市
裏
の
北
半
部
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
街
路
の
幅
を
超
え
る
市
司
院
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
街
路
両
側
の
市
歴
群
（
八

区
圃
分
）

は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
息
わ
れ
、
そ
れ
を
差
し
引
く
と
五
六
区
画
に
な
る
。
さ
ら
に
、
中
央
十
字
街
を
中
心
と
し
た
広
場
が

存
在
し
た
と
想
定
し
て
、
交
差
点
に
接
す
る
南
半
部
の
一
一
区
両
を
減
ず
る
と
五
四
区
両
と
な
り
、
市
屋
の
東
方
に
鎮
座
し
た
市
姫
神
社
が

附
属
施
設
や
参
道
の
敷
地
を
含
め
て
三
区
画
分
占
介
し
て
い
た
と
拙
測
す
る
と
、
隊
に
割
り
当
て
ら
れ
た
最
終
的
な
区
画
数
が
五
一
に
な

る
と
計
算
し
た
。

の
と
思
わ
れ
る
。

は
通
常
の
四
行
八
門
制
と
同
様
に
八
分
割
と
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
明
確
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
古
代
商
業
史
』

は
「
富
豪
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
市
人
へ
の
班
給
面
積
と
し
て
小
さ
す
ぎ
、
ま

―
一
戸
主
に
あ
た
る
東
西
九
丈
X

南
北
九
・
じ
五
丈
と
い
う
ほ
ぼ
正
方
形
の
地
割
が
、
各
塵
に
割
り
当
て
ら

―
町
が
一
土
ハ
に
分
割
さ
れ
、
そ
れ
が
四
町
分
あ
っ
て
合
計
六
四
区
画
に
な
る
。
こ
れ
が
、
東
酉
市
の
基
本
的
な

つ
ま
り
、
南
北
方
向
の
市
康
群
一
列
を
四
分
割
し
て
い
た
と
み
る
。

ま
た
、
各
曝
に
班
給
さ
れ
た
区
画
の
利
用
法
で
あ
る
が
、
南
北
に
長
い
桁
行
九
間
程
度
の
片
面
庇
付
き
建
物
を
背
中
合
わ
せ
の
双
堂
形

式
で
建
て
、
両
サ
イ
ド
の
街
路
、
そ
の
双
方
に
店
舗
を
開
く
よ
う
に
配
置
す
る
と
、
「
商
店
街
」

南
北
方
向
に
小
径
が
通
る
の
で
、
そ
の
通
り
に
沿
っ
た
建
物
配
置
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
京
都
市
が
製
作
し
た
平
安
京
復
冗
模
型
も

南
北
に
長
い
建
物
を
五
一
棟
配
列
し
て
い
る
。
他
方
『
平
安
息
提
要
』
は
、
行
京
八
条
一
一
坊
八
町
の
発
掘
調
査
成
果
を
ベ
ー
ス
に
東
西
に

長
い
地
割
を
推
定
復
原
し
て
い
る
が
、
こ
の
悩
域
は
西
市
の
南
側
外
町
に
当
た
る
の
で
、
市
裏
の
復
原
に
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
も

て
一
一
分
の
一
町
と
い
う
規
模
に
つ
い
て

の
よ
う
な
景
観
が
現
出
す
る
。
こ
れ
は
、
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な
お
、
筆
者
が
小
径
に
沿
っ
た
南
北
棟
を
想
定
す
る
の
は
、
採
光
の
点
で
も
合
理
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
東
西
に
長
い
南
面
建
物
を
南
北

に
並
べ
た
場
合
、
北
側
の
建
物
は
南
側
の
建
物
の
影
に
入
る
時
間
帯
が
多
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
東
酉
市
の
よ
う
に
建
物
が
縦
横

数
列
に
渡
っ
て
密
集
す
る
地
区
で
南
面
建
物
を
並
べ
る
と
、
最
南
列
以
外
の
建
物
ー
つ
ま
り
ほ
と
ん
ど
の
建
物
は
常
に

H
が
打
た
ら
な
い

状
況
に
陥
る
。
こ
れ
に
加
え
て
東
西
市
の
場
合
は
、
周
囲
を
築
地
塀
で
囲
ん
で
い
る
の
で
、
南
半
部
の
市
人
町
で
は
そ
の
最
南
列
の
店
舗

さ
え
も
塀
の
影
に
人
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
に
対
し
て
南
北
の
街
路
を
通
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
両
側
に
開
い
た
南
北
棟
を
並

べ
て
お
け
ば
、
朝
・
昼
・
タ
方
で
日
差
し
の
角
度
は
変
わ
る
も
の
の
、

註(
l
)
中
村
太
一
「
平
安
京
東
西
市
の
空
間
構
造
（
上
）
ー
図
面
史
料

の
再
検
討
ー
」
（
『
国
史
学
』
―
―
―
一
四
‘
―

1
0
一
八
年
）
。

(
2
)

柴
謙
太
郎
「
平
安
京
の
市
に
関
す
る
一
考
察
(
-
)
」
（
『
歴
史
地

理
』
四
八
ー
一
、
一
九
二
六
年
）
、
秋
山
国
三
「
条
坊
制
の
「
町
」
の

変
容
過
程
に
つ
い
て
ー
平
安
京
か
ら
京
都
へ
」
（
『
京
都
社
会
史
研

究
』
同
志
杜
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
叢
胄
―
二
、
法
律
文
化
社
、

一
九
七
一
年
、
の
ち
秋
山
国
一
―
{
．
仲
村
研
『
京
都
町
の
研
究
』
所
収
、

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
五
年
）
な
ど
。

(
3
)

本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
日
本
占
代
商
業
史
の
研
究
』
各
章
の
タ

イ
ト
ル
と
、
そ
の
初
出
論
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
し
章
；
巾

人
・
市
籍
人
と
市
の
構
造
（
「
日
本
古
代
の
市
の
構
造
に
つ
い
て

1rh

H
中
は
一
定
程
度
の
採
光
が
常
に
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
四
行

八
門
制
が
南
北
方
向
の
小
径
を
通
す
こ
と
を
基
本
と
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
採
光
の
間
題
を
考
慮
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

人
・
巾
籍
人
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
史
境
』
一
五
、
一
九
八
七
年
）
。

第
八
章
贔
工
女
扇
市
町
成
立
の
構
造
（
「
平
安
時
代
・
市
町
成
立
論
ノ

ー
ト
」
『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』
し
、
一
九
九
一
年
）
。
第
九
章
[

東
西
市
の
空
間
構
造
と
景
観
（
「
絵
巻
に
み
る
市
の
景
観
ー
『
一
遍
聖

絵
』
を
中
心
に
ー
」
(
[
古
代
文
化
』
四
六
ー
三
、
一
九
九
四
年
）
。

(
4
)

宮
川
麻
紀
「
律
令
国
家
と
「
商
人
」
」
（
佐
藤
倍
編
『
史
料
・
史

跡
と
古
代
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二

0
一
八
年
）
。

(
5
)

日
野
開
三
郎
一
九
六
八
『
唐
代
邸
店
の
研
究
』
（
九
州
大
学
文

学
部
東
洋
史
研
究
室
、
一
九
六
八
年
、
の
ち
『
日
野
開
一
二
郎
東
洋
史

学
論
集
』
第
一
七
巻
、
一
．．
 

一
書
房
、
一
九
九
二
年
）
。

(
6
)

市
大
樹
『
飛
鳥
の
木
簡
ー
古
代
史
の
新
た
な
解
明
』
（
中
央
公
論

新
杜
‘
―

!
O

I

―一年）。
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(
7
)

宮
川
麻
紀
「
日
本
古
代
の
王
宮
と
市
」
（
『
関
東
学
園
大
学
紀
要
』

三
一
、
―

-
0
一
四
年
）
。

(
8
)

『
拾
遣
抄
』
は
、
藤
原
公
仔
の
撰
で
、
長
徳
ニ
ー
三
年
（
九
九
六

＼
七
）
頃
の
成
立
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
犬
養
廉
ほ
か
組
『
和
歌
大

辞
典
』
明
治
書
院
、
一
九
八
六
年
）
ぃ

(
9
)

『
為
頼
集
』
は
、
藤
原
為
頼
（
天
慶
年
間
＼
九
九
八
）
が
著
し
た

歌
稿
の
類
い
が
家
集
の
形
に
移
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
筑
紫
平
安
文
学
会
『
為
頼
集
全
釈
』
、
風
間
書
房
、
一
九
九
四
年
）
。

(10)

大
橋
俊
雄
校
注
『
一
遍
上
人
語
録
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
五

年
）
五
九
頁
脚
注
。

(11)

『
拾
遺
抄
註
』
は
、
顕
昭
が
守
覚
法
親
王
の
仰
せ
に
よ
っ
て
寿
永

]
年
（
―
-
八
三
）
に
注
進
し
、
そ
の
後
声
符
を
差
し
て
、
建
久
元

年
（
―
-
九

0
)
に
再
注
進
し
た
も
の
（
前
掲
註

(
8
)
『
和
歌
人
辞

典』）。

(12)

菅
田
薫
「
東
西
市
」
（
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
『
平
安

京
提
要
』
所
収
、
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
）
。

（
い
）
小
森
俊
寛
•
原
山
充
志
「
平
安
京
左
京
し
条
二
坊
·
八
条
二
坊
」

（
『
昭
和
六
一
年
度
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
調
杏
概
要
』
、
京
都
市
埋
蔵

文
化
財
研
究
所
、
一
九
八
九
年
）
。

(14)

村
井
康
彦
編
『
よ
み
が
え
る
平
安
京
』
（
淡
交
社
、

年）。

(15)

前
掲
註

(12)
。

一
九
九
五


