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歴
史
地
理
学
に
必
け
る
都
市
研
究
の
一
課
題

1

1
同
業
者
町
研
究
の
意
義
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は
し
が
き

人
間
の
生
活
様
式
の
一
つ
と
し
て
都
市
を
み
る
と
き
そ
こ
に
は
極
々
の
特
性
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、

歴
史
都
市
に
お
い
て
は
地
理
的

特
性
の
一
つ
と
し
て
同
業
者
の
地
域
的
集
団
と
い
う
地
域
現
象
が
あ
げ
ら
れ
る
。

い
ま
私
が
提
起
し
た
い
都
市
研
究
の
歴
史
地
理
学
的
課
題
は
、
歴
史
都
市
の
発
達
と
内
部
構
造
の
究
明
の
た
め
に
同
業
者
の
地
域
的
集

回
の
考
察
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
都
市
の
成
長
発
達
に
伴
う
内
部
構
造
の
変
化
に
際
し
て
の
具
体
例
と
し

て
の
同
業
者
町
の
果
し
た
意
義
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
る
。
従
来
と
も
城
下
町
・
寺
内
町
な
ど
の
庇
史
都
市
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
は
秀

れ
た
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
る
一
時
点
に
お
け
る
も
の
が
多
く
、
継
続
し
た
空
間
的
・
時
間
的
な
変
化
す
な
わ
ち
地
域
的
・

歴
史
的
な
も
の
お
よ
び
両
者
の
相
関
的
立
場
か
ら
す
る
歴
史
地
理
的
汚
察
は
少
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

古
く
か
ら
市
場
を
中
心
と
し
て
商
人
と
金
融
業
者
が
集
ま
り
、
寺
院
を
中
心
と
し
て
は
商
人
・
職
人
・
細
工
人
な
ど
が
集
住
し
、
中
世
に
は

座
や
ギ
ル
ド
に
属
す
る
同
業
者
が
特
定
の
地
区
に
集
団
占
居
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
降
っ
て
近
世
の
城
下
町
に
お
い
て

は
階
級
別
・
職
業
別
に
人
民
が
集
中
し
た
こ
と
は
著
名
な
現
象
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
同
業
者
の
集
団
が
い
か
に
し
て
成
立
し
、
い
か
な
る



地
域
に
立
地
し
、

い
か
に
社
会
変
動
に
適
応
し
あ
る
い

い
か
に
移
動
変
遷
を
遂
げ
、

い
か
な
る
構
造
を
も
ち
、

い
か
な
る
機
能
を
出
水
し
、

は
背
反
し
て
い
っ
た
か
。
ま
た
同
業
者
町
と
都
心
と
の
関
係
、
同
業
者
町
の
種
類
、
後
背
地
商
圏
と
の
関
係
、
市
と
の
関
係
、
在
方
と
の

関
係
、
資
本
主
義
経
済
へ
の
移
行
に
よ
る
変
質
な
ど
い
く
た
の
地
理
学
的
お
よ
び
そ
の
隣
接
科
学
の
領
域
の
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

同
業
者
町
の
理
解
が
あ
っ
て
こ
そ
よ
く
歴
史
都
市
の
地
理
的
把
握
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
産
業
革
命
以
後
資
本
主
義
の
発
達
に
伴
っ
て
同
業
者
町
の
内
容
も
変
化
を
遂
げ
、
封
建
遺
制
を
比
較
的
強
く
残
し
て
い
る
手
工
業

者
お
よ
び
問
屋
的
商
業
資
本
家
の
同
業
者
の
集
団
と
、
資
本
主
義
機
構
に
組
み
入
っ
て
発
展
を
遂
げ
た
近
代
的
高
度
資
本
主
義
的
商
工
業

地
域
と
に
分
化
し
た
が
、
後
者
に
は
い
わ
ゆ
る
同
業
者
町
の
概
念
以
上
に
近
代
的
進
化
を
な
し
、
ま
た
歴
史
地
理
的
考
察
よ
り
経
済
学
か

歴史地理学における都市研究の一課題

ら
す
る
立
地
論
的
な
考
察
が
必
要
で
あ
っ
て
今
回
の
主
旨
で
も
な
い
の
で
ふ
れ
な
い
。

ま
た
同
業
者
町
を
形
成
す
る
母
体
の
都
市
が
小
さ
い
場
合
に
は
、
同
業
者
向
の
研
究
が
す
な
わ
ち
伝
統
工
(
商
)
業
の
研
究
と
も
な
る
o

こ
と
に
わ
が
国
の
場
合
は
余
り
に
も
近
代
工
業
化
が
急
激
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
変
革
に
よ
く
追
随
し
た
先
進
的
部
門
H

近
代
工
業
と
、

脱
落
し
た
後
進
的
部
門
H
伝
統
工
業
を
生
じ
た
。
従
っ
て
後
者
の
存
在
意
義
は
極
め
て
大
き
く
、
同
業
者
町
の
研
究
に
伝
統
工
業
の
研
究

理
解
が
必
要
で
あ
り
、
こ
と
に
小
都
市
に
お
け
る
同
業
者
町
ほ
ど
そ
れ
が
そ
の
都
市
に
占
め
る
意
義
が
大
き
い
だ
け
に
伝
統
工
業
の
研
究

そ
れ
自
体
が
同
業
者
町
の
研
究
と
な
る
。
し
か
し
今
回
は
都
市
を
中
心
と
す
る
の
で
伝
統
工
業
は
除
外
し
た
。

本

;;.b 
日間

は
じ
め
に
同
業
者
町
の
定
義
で
あ
る
が
、
同
一
職
種
の
業
者
が
町
あ
る
い
は
通
り
に
お
い
て
比
較
的
高
率
の
構
成
者
を
な
し
て
集
住
し
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ま
た
景
観
と
し
て
も
卓
越
し
て
い
る
地
域
と
解
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
直
観
的
・
感
覚
的
に
同
業
者
が
多
く
特
色
あ
る
地
理
的
景
観
を
顕

現
し
て
い
る
地
域
と
い
え
る
。



同
業
者
町
の
例
と
し
て
は
近
世
城
下
町
の
そ
れ
と
中
世
の
座
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ひ
た
と
え
ば
城
下
町
の
如
く
都
市
生
活
に
た
け
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る
必
需
品
を
住
民
に
供
給
す
る
同
業
者
が
築
住
し
そ
の
商
工
業
名
を
町
名
と
し
た
例
と
し
て
、
鍛
治
町
・
大
工
町
・
桶
屋
町
・
畳
町
・
紺

屋
町
・
拾
物
町
・
銀
町
・
細
工
町
・
研
屋
町
・
塗
師
屋
町
・
釜
屋
町
・
鞘
町
・
曲
師
町
な
ど
の
職
人
町
が
あ
り
、

ま
た
魚
町
・
米
町
・
茶

町
・
塩
町
・
八
百
屋
町
・
呉
服
町
・
紙
屋
町
・
材
木
町
・
博
労
町
・
旅
能
町
・
両
替
町
・
連
雀
町
・
車
町
・
櫛
屋
町
な
ど
の
商
人
町
の
名
が

残
っ
て
い
る
。
な
お
意
義
で
単
に
語
句
の
異
な
る
場
合
は
数
多
く
あ
り
鍛
治
屋
町
・
細
工
人
町
・
釜
座
町
・
肴
町
・
穀
町
・
石
町
・
背
物
町

錦
町
・
綾
町
・
木
町
・
木
屋
町
・
布
屋
町
・
連
尺
町
・
車
屋
町
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
室
町
時
代
の
座
臨
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
京
都

で
は
二
条
町
の
釜
座
・
米
場
座
、
六
角
町
の
生
魚
座
、
糸
座
、
錦
小
路
町
の
錦
座
・
小
物
座
、

五
条
の
伯
楽
座
、
堀
川
の
材
木
座
、
大
宮
の
大

本
一
口
人
織
子
座
、
西
原
の
酒
麹
座
、
そ
の
他
駕
輿
丁
座
・
銀
座
・
油
陸
・
一
扇
座
な
ど
が
あ
っ
た
。
異
色
の
も
の
と
し
て
は
地
方
の
城
下
に
農

民
の
み
居
住
す
る
農
人
町
百
姓
町
が
あ
り
、
京
都
・
奈
良
の
如
く
社
寺
の
多
い
凸
回
数
都
市
で
は
社
家
町

-
E
女
町
・
僧
坊
町
が
あ
る
。
京

都
の
吉
田
神
社
(
吉
田
唯
一
神
道
本
家
)
近
く
に
は
鈴
鹿
姓
を
名
の
る
同
社
の
神
官
の
社
家
町
が
名
ご
り
を
今
に
残
し
、
上
賀
茂
、
下
鴨

両
神
社
附
近
に
も
神
宮
の
旧
家
屋
が
多
く
特
色
あ
る
景
観
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
般
門
前
町
に
み
ら
れ
る
門
前
商
庖
楽
街
と
は
著

し
く
そ
の
趣
を
異
に
し
た
同
業
者
集
団
を
な
し
て
い
る
。
門
前
町
で
も
宇
都
宮
の
曲
師
町
の
如
く
、
神
棚
に
さ
さ
げ
る
お
鉢
・
柄
杓
等
の
白

物
細
工
を
作
る
工
人
が
集
住
す
る
場
合
も
あ
っ
た
o

ま
た
封
建
社
会
の
身
分
性
を
示
す
皮
革
業
者
の
集
団
も
多
く
知
ら
れ
て
い
る
。
外
国

の
例
と
し
て
は
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ド
ウ
マ
ン
ジ
ュ
オ
ン
が
ユ
ニ
ベ
ル
セ
ル
に
パ
リ
!
の
古
い
伝
統
を
も
っ
同
業
者
集
団
を
図
示
し
て
い
る
。

さ
て
従
来
の
地
理
学
に
お
け
る
歴
史
都
市
の
地
域
分
化
な
り
機
龍
分
化
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
は
城
下
町
研
究
の
そ
れ
に
み
ら
れ
る
如

く
、
学
界
の
景
観
地
理
学
的
方
法
に
梓
さ
し
て
景
観
の
分
析
に
集
中
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
同
業
者
の
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た

方
向
が
と
ら
れ
、
辻
田
右
左
男
氏
が
述
べ
ら
れ
た
如
く
、

f

成
立
の
時
期
と
契
機
を
異
に
す
る
各
種
の
同
業
者
が
同
一
都
市
内
に
近
い
紺



離
を
距
て
て
共
存
し
相
互
の
聞
に
文
化
景
観
の
著
し
い
ず
れ
を
示
し
社
会
不
受
合
百
を
露
呈
し
て
い
る
の
は
、

ひ
と
り
社
会
学
・
経
済
史

学
の
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
地
理
学
の
立
場
か
ら
も
注
目
に
値
す
る
都
市
の
景
相
の
一
つ
で
は
な
い
か
F

と
し
て
、
景
観
論
的
立

場
よ
り
す
る
研
究
が
主
張
さ
れ
、
同
質
的
な
も
の
の
集
団
に
よ
る
他
と
の
異
質
的
地
域
の
形
成
に
よ
る
不
調
和
的
現
象
を
比
較
し
て
景
観

そ
れ
以
上
の
分
析
は
か
な
ら
ず
し
も
充
分
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
城
下
町
に
お
い
て
も
、
多

く
の
町
に
つ
い
て
武
家
住
宅
地
域
・
軍
需
工
業
地
域
商
業
地
域
・
普
通
工
業
地
域
・
駅
伝
地
域
・
防
街
地
域
と
い
う
よ
う
に
地
域
区
分
を

論
的
に
追
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

な
す
に
留
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
城
下
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
こ
と
に
城
下
の
経
済
的
中
心
で
あ
る
町
屋
に
つ
い
て
は
余
り
に
も
解

明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
o

町
屋
に
お
け
る
地
域
分
化
の
追
求
は
、
そ
の
都
市
全
体
と
の
統
一
調
和
さ
れ
た
一
有
機
体
を
構
成
す
る
地
域
要

歴史地理学における都市研究の一課題

素
と
し
て
発
展
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
と
に
近
世
に
入
っ
て
都
市
が
軍
事
的
性
格
か
ら
脱
却
し
て
経
済
的
性
格
を
お
び
て
来
た
以
上
は

経
済
活
動
の
核
体
と
し
て
町
屋
地
域
の
比
重
は
増
大
し
、
都
市
自
体
と
そ
の
中
に
あ
る
同
業
者
向
と
の
地
域
的
経
済
的
関
係
を
無
視
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
と
と
に
中
世
末
か
ら
は
都
市
の
顕
著
な
発
展
が
あ
り
、

そ
れ
が
外
延
的
拡
大
と
内
包
的
充
実
の
ニ
面
を
伴
い
な
が
ら

も
、
前
者
に
お
け
る
そ
の
拡
大
に
果
し
た
同
業
者
町
の
意
義
と
、
後
者
に
お
け
る
内
部
構
造
の
理
解
究
明
の
た
め
に
同
業
者
者
町
の
分
析

が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
内
的
充
実
に
よ
る
市
街
の
構
造
形
態
の
決
定
に
当
っ
て
は
強
く
歴
史
的
伝
統
が
作
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
同
業
者
町
の
研
究

に
は
時
間
的
・
歴
史
的
考
察
を
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
あ
て
、
従
来
の
よ
う
な
あ
る
時
期
を
限
っ
た
ま
た
あ
る
一
事
象
に
限

定
さ
れ
た
分
析
の
外
に
、
都
市
の
発
展
過
程
と
の
連
闘
に
お
け
る
時
間
的
歴
史
的
・
多
面
的
な
考
察
を
除
外
し
て
は
な
ら
な
い
。
市
・
座
・
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広
舗
・
同
業
者
の
集
団
化
と
い
っ
た
各
時
代
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
発
透
過
程
は
そ
の
都
市
の
理
解
に
は
極
め
て
有
用
で
あ
り
、
同
業
者

町
が
そ
れ
ぞ
れ
前
の
時
代
に
先
行
し
た
都
市
性
格
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
現
在
の
そ
れ
は
古
く
中
世
に
お
け
る
地
域
現



象
の
残
像
と
み
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
地
理
学
的
研
究
に
は
あ
る
時
点
の
断
面
に
お
け
る
分
布
・
立
地
・
形
態
・
機
能
と
い
っ
た
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定
型
的
・
一
面
的
静
態
的
な
同
業
者
町
の
地
理
的
措
出
と
同
時
に
、
何
故
に
卓
越
し
た
地
理
的
景
観
と
し
て
現
在
に
ま
で
残
存
し
た
か
、

す
な
わ
ち
現
在
と
い
う
過
去
の
す
べ
て
の
集
積
さ
れ
た
地
点
に
お
け
る
陛
史
の
ひ
と
と
き
の
地
域
事
象
と
し
て
現
代
と
い
う
断
面
に
投
影

す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
歴
史
地
涯
学
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
歴
史
地
震
派
と
景
観
学
派
の
二
つ
の
立
場
で
あ

る
。
こ
れ
は
既
に
藤
岡
謙
二
郎
氏
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
現
在
の
地
域
と
過
去
の
地
域
と
は
無
関
係
で
な
く
、
現
在
・
過
去

相
互
の
理
解
が
必
要
で
、
両
者
の
共
通
項
で
あ
る
「
地
域
」
と
「
変
遷
」
を
組
合
せ
る
地
域
変
遷
史
的
方
法
こ
そ
が
、

歴
史
都
市
な
ら
び

に
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
同
業
者
町
の
実
態
を
究
明
す
る
方
法
と
思
わ
れ
る
。

。

。

。

同
業
者
町
の
発
生
を
時
代
を
追
っ
て
み
る
に
、
同
一
職
種
の
商
工
業
者
が
集
同
化
し
た
例
は
中
世
の
座
の
発
生
以
前
に
す
で
に
あ
っ
た

如
く
、
古
代
社
会
で
は
織
部
・
土
師
部
な
ど
一
定
の
職
業
を
世
襲
分
掌
し
な
が
ら
彼
等
は
一
定
地
に
限
っ
て
居
住
し
た
と
思
わ
れ
、

以
後

中
世
に
座
商
人
が
発
生
す
る
と
と
も
に
中
世
都
市
に
よ
り
大
規
模
な
同
業
者
地
区
が
生
ま
れ
た
。
ま
た
経
済
生
活
社
会
生
活
の
進
展
は
大

社
寺
の
周
囲
に
自
然
と
人
民
が
集
住
し
て
門
前
に
町
を
形
成
し
こ
れ
が
本
格
的
な
業
者
集
団
の
初
ま
り
と
な
っ
た
が
、
こ
の
場
合
は
必
ず

し
も
同
業
者
の
み
で
は
な
か
っ
た
。

古
代
社
会
か
ら
封
建
社
会
へ
の
変
革
は
身
分
を
中
心
に
し
て
人
々
が
築
住
す
る
傾
向
と
な
り
、
商
品
需
要
も
集
中
的
・
大
量
的
と
な
っ

て
同
業
者
の
集
団
成
立
の
基
盤
を
与
え
た
。
例
え
ば
鎌
倉
時
代
京
都
で
は
六
条
堀
川
か
ら
室
町
に
か
け
て
源
氏
一
族
が
集
住
し
て
一
大
消

費
を
な
し
、

日
用
生
活
品
の
ほ
か
こ
れ
ら
武
士
の
需
要
に
応
ず
る
鐙
工
が
多
く
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
吾
妻
鏡
に
み
え
て
お
り
、
鎌
倉
で

も
式
土
の
消
費
の
た
め
商
工
業
者
が
集
ま
り
そ
れ
が
居
家
、

坐
売
ふ
一
口
を
営
み
、

そ
の
他
の
庶
民
雑
戸
が
武
家
の
外
に
そ
れ
ぞ
れ
町
を
作



り
、
い
わ
ゆ
る
米
町
、
魚
町
の
類
が
あ
り
、
材
木
座
と
い
う
材
木
町
も
あ
っ
た
。
ま
た
室
町
時
代
に
京
都
上
京
の
鷹
司
通
り
に
あ
っ
た
域

殿
一
扇
子
は
上
京
居
住
の
貴
族
・
武
士
等
支
配
階
級
の
需
要
を
対
象
に
成
立
し
、
他
方
下
京
の
御
影
堂
一
扇
子
は
一
般
庶
民
を
対
象
に
発
展

し
、
両
者
は
そ
の
性
格
を
全
く
異
に
し
て
い
た
。

か
く
の
如
く
当
時
の
経
済
活
動
が
貴
族
、
武
士
あ
る
い
は
大
社
寺
の
需
要
な
り
保
護
の
も
と
に
発
達
を
遠
げ
、
彼
等
を
中
心
に
同
業
者

が
集
住
し
て
い
た
。
こ
れ
は
当
時
座
と
し
て
支
配
層
が
特
定
の
町
の
商
工
業
者
に
対
し
て
特
定
商
品
の
専
売
権
を
与
え
て
発
達
し
た
と
い

う
上
か
ら
の
恩
恵
の
上
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
同
業
区
域
内
の
住
民
す
べ
て
が
そ
の
商
品
の
販
売
を
許
さ
れ
る
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場
合
と
同
町
内
の
問
屋
だ
け
が
許
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
っ
た
が
、
前
者
が
よ
り
顕
著
な
同
業
者
町
を
形
成
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ

る
。
ま
た
交
易
の
場
が
月
数
回
と
い
う
市
が
中
心
と
な
り
、
近
在
の
村
方
の
生
産
物
を
商
人
が
買
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
一

定
の
街
区
に
一
定
の
品
の
商
い
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
好
都
合
で
、
善
光
寺
の
木
綿
市
の
ご
と
く
市
の
中
心
が
都
心
か
ら
場
末
に
移
行
し
て

い
る
こ
と
は
、
定
差
し
庖
舗
化
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、

さ
ら
に
同
業
者
町
へ
の
進
化
を
も
促
進
さ
せ
た
。

戦
国
時
代
か
ら
桃
山
時
代
に
か
け
て
は
町
人
の
勢
力
が
著
し
く
伸
長
し
た
時
代
で
、
武
士
が
町
人
の
存
在
を
無
視
し
て
城
廓
を
経
営
す

る
こ
と
は
出
来
ず
町
屋
の
経
営
に
も
注
意
が
払
わ
れ
た
。
ま
た
当
時
の
城
廓
附
近
の
地
名
一
に
は
市
場
に
関
し
た
も
の
が
多
い
が
、
こ
れ
は

古
代
の
市
な
ど
と
は
異
な
り
、
城
下
居
住
の
人
民
に
生
活
必
需
品
を
提
供
す
る
機
関
で
、
後
の
青
物
市
場
・
魚
市
場
と
あ
る
穫
の
類
似
を

持
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
近
世
の
八
百
屋
町
・
魚
町
発
生
の
基
礎
ぷ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
中
世
商
入
社
会
が

城
門
外
に
郊
外

(PEσ
。
己
認
)
を
形
成
し
て
そ
れ
が
成
長
し
て
一
部
同
業
者
町
の
集
団
を
み
た
。
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近
世
へ
の
移
行
は
中
世
豪
族
の
立
つ
基
盤
が
狭
く
て
分
断
さ
れ
た
荘
園
体
制
か
ら
、
広
域
で
集
権
的
に
統
一
さ
れ
た
領
国
体
制
へ
の
移

行
で
、

そ
れ
は
必
然
的
に
領
国
の
中
心
と
し
て
の
有
機
的
核
心
都
市
を
必
要
と
し
、
こ
こ
に
城
と
町
が
一
体
と
な
っ
て
結
合
し
た
城
下
町



が
発
達
し
た
。
か
く
て
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
城
下
町
の
転
移
が
生
産
地
域
へ
の
復
帰
と
、
交
通
の
中
枢
的
楼
能
の
促
進
に
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よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
城
下
町
の
軍
事
的
性
格
か
ら
経
済
的
意
義
へ
の
移
質
で
あ
っ
て
、
商
人
・
職
人
の
地
位
の
向
上
を
自
ら
招
来

さ
ぜ
た
o

と
の
城
下
町
の
発
達
と
と
も
に
領
国
内
に
港
町
・
宿
場
町
・
門
前
町
が
発
達
し
て
有
機
的
な
領
国
の
政
治
的
経
済
的
封
建
体
制

を
形
成
し
た
。
し
か
し
初
期
城
下
町
に
お
い
で
は
畿
内
、
北
陸
な
ど
の
前
進
地
域
の
如
く
職
種
別
地
域
区
分
が
進
行
し
て
い
る
地
域
も
あ

っ
た
が
、
土
佐
等
の
後
進
地
域
で
は
商
工
の
職
種
的
分
離
が
一
般
的
情
勢
と
し
て
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
地
域
で
さ
え
、
同
業

者
の
地
域
的
集
合
の
形
成
は
未
だ
明
確
に
具
現
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
業
者
が
相
集
、
伍
し
て
も
同
族
図
的
集
中
で
あ
っ
て
純
職
業
的
要
求

に
基
く
開
業
者
の
地
域
集
中
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
当
時
家
臣
団
に
お
い
て
は
そ
の
職
掌
や
階
殺
な
ど
に
よ
っ
て
、

一
定
の
制
限
と
条

件
と
が
存
在
し
て
お
り
、
町
人
に
対
し
て
も
当
然
さ
う
し
た
制
約
統
制
が
加
え
ら
れ
そ
れ
が
同
業
者
町
招
来
の
最
も
直
接
的
な
基
盤
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
都
市
成
立
は
極
め
て
古
て
と
も
そ
の
発
達
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
政
治
的
・
経
済
的
要
因
に
よ
っ
た
も
の
で
、
当
時
城
下

町
の
建
設
が
積
極
的
に
行
わ
れ
、
従
来
あ
っ
た
町
屋
は
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
現
在
に
連
な
る
都
市
の
成
立
は
慶
長
以
後

の
所
産
と
い
え
る
。
そ
こ
で
平
安
京
に
基
を
置
く
京
都
の
如
き
例
を
除
い
て
同
業
者
町
の
形
成
も
、
そ
れ
以
後
の
理
由
、
構
造
を
分
析
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
と
と
も
に
従
来
述
べ
て
来
た
地
理
的
慣
性
も
そ
れ
以
前
の
要
素
と
し
て
見
逃
せ
な
い
。

元
和
以
後
に
お
け
る
封
建
体
制
の
深
化
は
封
建
的
な
身
分
統
制
に
よ
る
居
住
者
の
場
所
を
制
約
し
同
業
者
町
の
形
成
も
顕
著
と
な
っ

て
い
っ
た
。
例
え
ば
武
士
団
の
貧
困
に
よ
っ
て
下
紘
武
士
の
間
に
内
転
的
な
家
内
工
業
が
発
達
し
、
漸
次
城
下
町
の
特
産
化
し
て
い
っ
た

が
、
彼
等
は
近
世
初
期
の
城
下
町
成
立
当
初
か
ら
城
下
の
一
割
に
集
住
し
て
い
た
た
め
彼
等
の
職
人
化
は
そ
の
居
住
地
を
や
が
て
同
業
者

町
化
し
て
い
っ
た
。
下
級
武
士
で
な
く
と
も
貧
困
転
落
し
た
町
人
は
日
傭
・
人
夫
・
浪
人
と
と
も
に
肢
副
長
屋
で
半
共
同
生
活
を
い
と
な



み
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
職
人
が
居
住
し
て
下
請
賃
仕
事
を
行
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
そ
の
共
同
社
会
の
人
々
に
伝
播
し
や
が
て
問
屋
と
の
間

に
契
約
が
生
れ
固
定
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
現
在
の
京
都
の
大
仏
前
に
お
け
る
一
扇
子
下
請
加
工
業
者
や
丸
亀
の
塩
屋
に
お
け
る
問

一
扇
加
工
業
者
の
零
細
な
賃
加
工
と
豊
か
で
な
い
生
活
水
準
(
後
者
は
現
在
向
上
し
て
い
る
)

ば
そ
れ
を
示
め
し
て
い
る
。
か
く
て
同
業
者

の
集
団
と
い
っ
て
も
時
代
に
よ
り
そ
の
性
格
の
差
異
を
知
る
の
で
あ
る
。

。

。

。

同
業
者
町
の
形
成
と
存
続
が
経
済
的
な
力
に
一
括
く
影
響
さ
れ
た
と
と
は
そ
の
経
済
的
性
格
か
ら
当
然
と
し
て
も
、
経
済
外
的
な
影
響
を
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受
け
た
こ
と
も
強
か
っ
た
。
例
え
ば
偶
然
と
か
、
支
配
者
の
強
制
と
か
、
当
事
者
の
都
合
と
か
、
何
ん
ら
か
の
理
由
で
一
度
同
業
者
が
集

固
化
す
る
と
、

そ
れ
が
や
が
て
地
理
的
慣
性
と
な
っ
て
そ
の
場
所
と
占
居
形
態
を
持
続
さ
せ
る
力
が
生
れ
、

そ
れ
が
大
き
な
集
団
と
な
れ

ば
な
る
程
、
抜
き
が
た
い
も
の
と
な
り
、
や
が
て
伝
統
と
化
し
て
同
業
者
町
を
存
続
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
れ
以
後
は
伝
統
な
り
慣
習
の
ま

ま
に
固
定
し
停
滞
し
や
が
て
哀
滅
え
と
向
っ
た
同
業
者
町
と
、
外
界
の
変
化
に
適
応
し
て
固
定
化
と
と
も
に
進
化
を
続
け
た
同
業
者
町
と

に
分
化
し
た
が
、

そ
の
多
く
は
前
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
封
建
経
済
の
崩
壊
、
産
業
革
命
、
政
治
的
変
革
な
ど
の
続
発
に
対
し
て
こ
の
集

団
内
に
お
け
る
抵
抗
要
素
が
余
り
に
多
く
て
順
応
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
と
に
そ
の
古
い
も
の
ほ
ど
著
し
い
こ
と
は
論
を
ま
た

な
い
。
こ
う
し
た
地
理
的
慣
性
も
同
業
者
町
の
存
続
発
展
の
一
つ
の
大
き
な
要
素
で
あ
る
。

わ
が
国
の
場
合
都
市
自
体
が
共
同
体
と
し
て
の
性
格
を
持
た
ず
、
二

ρ
三
の
例
を
除
き
そ
こ
に
は
市
民
意
識
の
目
ば
え
が
認
め
ら
れ
な

い
。
そ
の
よ
う
な
封
建
社
会
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
集
団
が
経
済
的
な
る
が
故
に
同
業
者
相
互
の
権
益
擁
護
の
た
め
に
、
彼
等
の
仲
間
意
識
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と
経
済
的
打
算
お
よ
び
直
接
的
な
生
活
権
か
ら
共
同
行
動
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
と
て
も
自
発
的
な
市
民
意
識
な
り
同

業
者
意
識
の
場
合
は
少
く
、
外
的
強
制
に
よ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
た
だ
京
都
の
場
合
詳
細
に
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
町
組
と
の
間
の
関



係
を
解
く
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
幾
分
な
り
と
も
同
業
者
町
の
存
続
を
単
な
る
地
理
的
慣
性
以
外
に
容
易
に
し
た
の
で
あ
ろ
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う

こ
と
に
城
下
町
は
そ
の
形
成
自
体
が
政
治
権
力
の
端
的
な
表
現
を
と
っ
た
町
で
あ
る
だ
け
に
、
な
に
よ
り
も
領
土
の
政
治
的
意
図
に
よ

る
こ
と
が
強
く
同
業
者
町
の
成
立
盛
衰
が
多
く
そ
そ
れ
に
支
配
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
規
模
に
お
い
て
は
場
所
的
差
異
は
あ
っ

て
も
そ
れ
を
貫
く
も
の
は
封
建
支
配
者
的
道
理
で
あ
る
点
は
各
城
下
町
と
も
共
通
で
、
そ
の
都
市
構
造
は
定
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
基
本
的
に
類
型
化
で
き
る
し
、

た
と
え
細
か
な
点
に
お
い
て
は
各
封
建
領
主
の
経
済
的
・
政
治
的
政
策
の
差
異
ゃ
あ
る
い
は
自

然
的
条
件
な
ど
に
よ
っ
て
城
下
の
都
市
構
造
に
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
現
わ
し
て
く
る
と
し
て
も
、

そ
の
封
建
支
配
者
中
心
の
道
理
を
基
調
と

し
た
城
下
の
内
部
構
造
な
り
同
業
者
向
で
あ
っ
て
み
れ
ば
共
通
し
た
要
因
が
定
則
化
出
来
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
信
州
上
回
城
下
町
に
鍛

治
町
が
形
成
さ
れ
た
の
は
真
田
氏
上
回
築
城
に
際
し
て
領
内
海
野
郷
の
鍛
治
が
御
用
を
勤
め
た
代
償
と
し
て
城
下
の
町
割
に
屋
敷
を
与
え

ら
れ
、
彼
等
に
強
力
な
独
占
権
を
附
興
し
た
の
が
起
源
で
あ
る
。
こ
う
し
た
領
主
と
職
人
と
の
関
係
の
分
析
に
よ
っ
て
、
各
城
下
の
同
業

者
町
成
因
の
一
つ
を
規
定
出
来
よ
う
。
ま
た
江
戸
の
発
肢
が
封
建
社
会
的
規
制
外
か
ら
の
考
察
で
は
不
充
分
で
あ
る
如
く
、
京
都
は
朝
廷

を
中
心
と
す
る
貴
族
・
社
寺
・
武
士
の
権
力
構
造
を
離
れ
て
は
理
解
さ
れ
な
い
。
彼
等
の
政
治
力
が
京
都
の
初
期
の
市
街
お
よ
び
同
業
者

形
成
に
あ
た
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
た
と
え
ば
中
世
に
は
社
寺
は
地
方
に
お
け
る
経
済
的
・
文
化
的
・
社
会
的
優
位
に
あ
り
、
広
大

な
荘
園
か
ら
の
生
産
物
は
こ
こ
に
集
ま
り
、
紙
日
に
市
が
立
ち
、
多
く
の
神
官
僧
侶
の
外
に
雑
仕
人
・
大
工
・
仏
師
・
経
師
な
ど
の
工
匠

が
集
住
し
て
同
業
者
町
成
立
の
基
礎
が
す
で
に
あ
っ
た
。
慰
問
社
で
は
そ
の
近
く
に
社
家
・
宮
仕
・
承
仕
・
田
楽
・
亙
女
な
ど
の
関
係
者

が
多
く
集
ま
り
、

さ
ら
に
同
社
の
神
人
が
三
条
お
よ
び
六
条
に
綿
座
を
経

H
し
て
い
た
如
き
は
そ
の
例
で
あ
る
。
か
く
て
領
主
・
社
寺
i

職
人
・
商
人
と
い
う
封
建
的
経
済
的
職
業
的
関
係
が
同
業
者
町
成
立
の
一
困
と
し
て
定
則
化
出
来
る
。



。

。

。

初
期
に
お
け
る
同
業
者
の
集
住
は
、
こ
と
に
京
都
で
は
支
配
階
級
に
同
期
仲
間
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
だ
排
他
的
に
自
分
等
だ

け
の
利
益
を
あ
げ
、
ま
た
支
配
層
を
本
所
と
し
て
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
利
益
を
維
持
し
、
か
っ
そ
の
保
護
を
受
け
る
と
い
う
寄

い
わ
ゆ
る
座
に
よ
る
独
占
的
特
権
を
維
持
せ
ん
と
す
る
点
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
誠
下
町
で
は

封
建
領
主
と
結
び
、
京
都
で
は
幕
府
・
貴
族
・
社
寺
と
結
合
し
た
。
そ
れ
が
や
が
て
領
主
の
徴
税
・
必
需
物
資
の
調
達
、
そ
の
他
統
制
上

生
的
他
力
依
存
的
な
集
団
化
で
あ
っ
て
、

の
便
宜
か
ら
、
ま
た
同
職
同
業
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
相
互
の
親
密
扶
助
お
よ
ひ
、
共
同
の
力
に
よ
っ
て
製
造
・
販
売
・
市
場
・
価
格
等
を
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確
保
し
て
業
者
全
体
の
安
全
と
発
一
反
を
は
か
る
必
上
と
い
う
如
く
、
領
主
の
政
策
と
業
者
自
体
の
自
党
に
よ
る
集
団
化
え
と
変
化
し
た
。

正
司
孝
棋
は
経
済
問
答
秘
録
に
「
同
職
倣
居
シ
テ
互
ニ
相
同
ミ
敢
テ
暇
隙
ヲ
俄
マ
ズ
精
力
ス
」
と
述
べ
同
業
者
の
集
団
に
よ
っ
て
互
に
競

争
さ
せ
て
上
製
下
直
を
ね
ら
う
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

初
期
城
下
町
に
お
い
て
は
領
主
の
御
用
に
応
ず
る
御
用
職
人
と
し
て
の
機
能
を
果
す
た
め
の
同
業
者
向
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
鍛
治
屋
町

と
い
う
同
業
者
町
を
形
成
し
て
刃
物
と
農
具
を
独
占
し
た
が
、
そ
れ
は
農
具
の
独
占
が
在
方
支
配
に
筏
め
て
有
効
で
封
建
領
主
に
と
っ
て

は
好
都
合
で
あ
り
、
ま
た
業
者
は
御
用
と
し
て
そ
れ
に
奉
仕
し
た
の
で
あ
る
。
京
都
で
は
い
わ
ゆ
る
城
下
町
で
な
い
た
め
農
具
よ
り
鍋
・

一
九
え
な
ど
の
い
か
け
物
が
中
心
で
が
正
座
が
生
れ
、

当
時
の
中
心
市
街
で
あ
っ
た
三
条
釜
庄
一
巡
り
に
多
く
集
住
し
今
も
そ
の
名
を
残
し
て
い

る
。
万
剣
は
別
に
安
田
口
お
よ
び
七
条
に
あ
っ
た
。
以
後
経
済
活
動
の
泊
山
度
は
漸
次
そ
の
機
能
を
拡
大
し
城
下
の
一
般
人
民
さ
ら
に
は
在

方
の
農
村
の
消
費
に
指
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
存
続
・
発
展
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
近
世
に
お
け
る
貨
幣
経
済
の
浸
透
は
職
人
に
対
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す
る
杭
制
方
法
も
親
方
同
志
の
棋
の
連
絡
が
強
く
な
り
同
一
職
人
の
仲
間
を
形
成
さ
れ
同
業
者
町
の
発
展
を
促
進
さ
せ
た
。

封
建
領
主
は
権
威
の
象
徴
と
化
し
た
城
廓
を
中
心
に
城
下
の
体
裁
を
整
え
、
繁
栄
興
隆
の
た
め
大
手
筋
あ
る
い
は
古
町
H

譜
代
町
を
中
.



心
に
商
品
の
専
売
権
を
附
与
す
る
(
一
口
同
知
・
京
町
日
呉
服
、
岡
山
・
児
島
町
H

麹
ν

な
ど
の
特
権
を
与
え
て
商
人
を
招
来
す
る
と
と
も
に
、
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商
人
側
は
商
人
の
頭
や
職
人
の
弓
が
同
業
者
を
率
い
て
大
挙
移
住
し
て
そ
の
需
め
に
応
ず
る
こ
と
に
な
り
、
領
主
・
同
業
者
相
互
の
便
宜

が
一
般
人
民
の
消
費
層
の
利
害
よ
り
先
行
し
て
い
る
の
は
封
建
社
会
に
お
け
る
経
済
活
動
の
限
界
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
経
済
活
動
の
発

民
は
城
下
商
人
の
機
能
を
拡
大
し
、
ま
た
人
口
の
よ
り
一
層
の
集
中
は
、
特
定
の
町
の
特
定
商
人
に
対
す
る
商
品
の
専
売
特
権
が
他
の
町

の
経
済
活
動
を
拘
束
し
、
か
つ
同
業
者
町
の
停
滞
と
な
っ
た
の
で
、
や
が
て
そ
の
特
権
附
与
は
古
町
と
か
内
町
あ
る
い
は
譜
代
町
な
ど
と

称
さ
れ
る
地
域
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
。

近
世
の
わ
が
国
は
経
済
の
資
本
主
義
化
も
、
交
通
機
関
の
発
達
も
未
だ
不
充
分
で
あ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
口
の
都
市
集
中
は
不
均

衡
な
ほ
ど
に
著
し
く
、
当
時
の
江
戸
は
世
界
一
の
大
都
市
と
い
わ
れ
そ
の
商
業
活
動
発
達
の
基
盤
は
す
で
に
成
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、

h-
'-

れ
を
育
成
さ
せ
る
背
景
が
未
だ
十
分
で
な
か
っ
た
。
た
め
に
小
さ
な
個
々
の
同
業
者
が
集
団
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
規
模
な
商
業
交
易

を
ま
か
な
っ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
と
に
却
売
商
の
場
合
は
経
済
的
・
自
然
的
な
条
件
か
ら
地
域
的
に
専
門
化
し
集
中
す

る
こ
と
は
京
都
の
室
町
筋
の
織
物
問
屋
街
に
そ
の
例
を
み
る
の
で
あ
る
。

な
お
そ
の
機
能
な
り
形
態
の
存
続
に
つ
い
て
は
彦
根
に
み
ら
れ
る
如
く
、
職
人
町
は
永
く
そ
の
生
命
を
持
続
し
た
が
商
人
町
は
そ
の
職

業
統
制
が
早
く
乱
れ
諸
種
の
居
舗
が
雑
居
し
た
。
そ
れ
は
前
者
が
親
方
l
職
人
と
い
う
封
建
的
関
係
の
拘
束
が
強
い
の
に
対
し
て
後
者
は

こ
う
し
た
経
済
外
的
束
縛
が
弱
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
の
晶
体
な
同
業
者
町
の
機
能
は
そ
の
都
市
全
域
を
背
景
と
し
た
有
機
体
の
中
に
お
い
て
、
換
言
す
れ
ば
都
市
内
部
の
地
域
構
造
の
一
環
と

し
て
は
じ
め
て
果
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
包
的
地
域
分
化
は
同
時
に
そ
の
都
市
の
進
化
・
発
展
e

衰
退
の
過
程
の
う
ち
に
考
察
せ

ね
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
に
同
業
者
町
の
地
理
学
的
研
究
の
立
場
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
都
市
の
発
達
過
程
に
お
い
て
同
業
者
の
集
団
が
他



の
構
成
要
素
と
い
か
に
有
機
的
関
係
を
も
っ
て
結
合
し
、
都
市
と
し
て
の
機
龍
の
二
耐
を
果
し
て
来
た
か
。
換
言
す
れ
ば
都
市
域
に
お
け

る
同
業
者
町
の
日
討
す
機
能
と
都
市
域
構
成
に
お
い
て
果
す
意
義
の
解
明
に
同
業
者
町
研
究
の
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。

ま
た
一
度
同
業
者
町
が
形
成
さ
れ
る
と
地
理
的
慣
性
に
よ
っ
て
そ
れ
が
持
続
さ
れ
時
の
経
過
と
と
も
に
間
程
ま
た
は
関
連
諸
産
業
を
招

来
し
て
繁
栄
を
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
同
業
者
町
自
体
の
も
つ
性
格
が
相
互
に
因
と
な
り
果
と
な
っ
て
そ
の
機
能
を
発
揮
し
て
き
た
の
で

あ
る
。
同
業
者
十
構
成
す
る
商
人
の
場
合
は
比
較
的
大
商
人
が
多
く
一
応
経
済
的
基
礎
が
確
立
さ
れ
て
い
た
か
ら
同
業
者
間
の
競
争
よ
り

同
業
者
者
の
集
団
に
よ
っ
て
得
る
利
の
方
が
大
き
く
、
従
っ
て
そ
れ
は
よ
り
経
済
的
企
業
集
団
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
職
人
の
場
合

は
零
細
な
下
請
加
工
業
者
で
あ
る
た
め
問
屋
に
対
す
る
取
引
に
お
い
て
も
、
そ
の
半
共
同
体
的
に
近
い
生
活
に
お
い
て
社
会
的
下
層
の
た
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め
に
も
集
団
化
を
使
と
し
た
の
で
あ
っ
て
そ
れ
は
よ
り
生
活
共
同
体
的
集
団
化
で
あ
っ
た
。

。

。

。

そ
の
立
地
は
古
い
地
域
に
は
酒
屋
と
か
質
屋
の
居
宅
が
多
く
、
都
市
の
発
達
と
と
も
に
周
辺
部
に
借
屋
が
増
加
し
こ
こ
に
小
百
姓
・
浮

浪
者
・
小
商
人
が
多
く
住
み
、
京
都
で
も
一
扇
子
加
工
の
零
細
職
人
は
問
屋
よ
り
も
都
心
か
ら
離
れ
た
鴨
東
の
南
辺
に
、
織
物
業
者
は
西
北

部
の
前
随
一
で
あ
る
が
問
崖
は
都
心
部
の
室
町
通
を
南
北
に
立
地
し
て
い
た
。
彼
等
職
人
が
社
会
の
下
層
部
で
あ
る
た
め
市
街
部
か
ら
排
除

さ
れ
、
波
紋
が
拡
大
す
る
如
く
周
辺
部
に
押
し
や
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
箕
輪
城
下
で
は
主
通
り
で
あ
る
連
雀
町
、
田
町
に
商
人
町
が
、
職

人
町
そ
の
他
は
裏
通
り
に
あ
っ
た
。
か
く
て
一
般
に
商
人
町
は
表
通
り

K
あ
り
、
職
人
町
が
町
家
の
は
ず
れ
か
裏
町
に
あ
る
こ
と
は
周
知

そ
れ
は
経
済
的
、

社
会
的
地
位
の
低
さ
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
武
具
等
を
つ
く
る
鉄
砲
町
の
如
き
職
人
町
は
例
外
的
で

の
こ
と
で
、
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域
に
近
く
笑
住
し
た
が
、
桶
屋
・
大
工
・
紺
屋
・
檎
物
町
な
ど
は
裏
町
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
軍
需
品
生
産
職
人
は
城
廓
に
近
く
、
消
費
財

生
産
職
人
は
速
く
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
紺
屋
町
・
白
銀
町
・
材
木
町
・
塩
町
・
穀
町
な
ど
は
そ
の
職
能
か
ら
川
筋
の
舟



輯
の
便
の
あ
る
地
に
限
定
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
城
下
の
外
浬
や
河
川
の
分
流
域
が
利
用
さ
れ
そ
の
附
近
に
位
置
し
た
。
魚
町
は
地
下
水
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や
臭
気
の
制
約
を
受
け
て
一
袋
町
や
城
下
の
外
仇
に
多
く
、
京
都
で
は
地
下
湧
水
に
恵
ま
れ
た
錦
小
路
に
集
中
し
、
京
龍
巻
五
の
-
魚
屋
の
図

に
は
庖
頭
の
'
烈
に
湧
水
が
か
け
ら
れ
て
い
る
状
態
が
拙
か
れ
て
い
る
。
以
前
中
世
に
は
と
こ
に
染
殴
が
あ
っ
た
が
そ
れ
も
こ
の
湧
水
に
依

存
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
博
労
町
は
町
を
通
過
す
る
街
道
の
は
ず
れ
に
あ
り
、
京
都
の
「
室
町
の
博
労
」
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
馬
市

も
五
条
室
町
に
あ
り
下
京
(
南
部
)

の
発
達
が
著
し
く
な
か
っ
た
当
時
で
は
そ
れ
は
町
の
西
南
部
で
当
っ
た
。
名
古
屋
で
は
熱
田
の
神
戸

町
以
南
の
海
岸
部
に
あ
っ
た
か
つ
て
の
魚
座
が
後
の
熱
田
魚
市
場
の
濫
鵠
で
あ
り
、
ま
た
呉
服
・
小
間
物
・
古
着
な
ど
の
百
は
本
町
筋
に

多
か
っ
た
。
旅
寵
屋
は
交
通
路
に
規
制
さ
れ
る
と
と
は
当
然
で
、
京
都
の
三
条
大
橘
周
辺
は
東
海
道
の
終
点
と
し
て
多
く
が
集
中
し
て
い

る
。
同
じ
く
京
都
の
一
両
日
以
川
沿
い
に
は
樵
木
町
・
木
屋
町
が
あ
り
同
河
川
を
船
で
運
ぶ
薪
炭
商
が
軒
を
連
ね
て
い
た
。
京
都
祇
園
社
に
は
堀

川
神
人
と
材
す
る
村
木
商
人
仲
間
の
材
木
座
が
あ
り
、
彼
等
は
大
鋸
板
を
座
人
以
外
に
売
『
の
こ
と
を
禁
じ
堀
川
の
河
面
十
ニ
カ
所
を
独
占

し
て
貯
木
所
と
し
、
古
屋
の
処
分
権
ま
で
持
っ
て
い
た
。
堀
川
は
古
来
丹
波
・
江
州
の
材
木
を
集
め
た
と
と
ろ
で
平
安
莫
都
以
来
の
材
木
街

区
で
あ
り
、
近
世
に
も
多
く
存
在
し
京
中
材
木
町
と
い
わ
れ
た
十
五
了
の
過
半
が
堀
川
沿
い
に
あ
る
こ
と
が
京
町
鉱
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
北
野
神
社
に
属
す
る
北
腎
村
人
の
酒
麹
座
は
当
社
に
近
い
西
京
に
居
住
す
る
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
o

朝
廷
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
強
力
で
あ
っ
た
禁
裡
駕
輿
丁
座
の
如
き
も
御
所
の
西
辺
に
集
住
し
た
。
か
く
の
如
く
朝
廷
や
社
寺
の
位
置
に
よ
っ
て
座
の
分
布
が
決
定

さ
れ
、

そ
れ
が
以
後
踏
襲
さ
れ
て
同
業
者
町
が
固
定
化
し
て
い
っ
た
。

以
上
の
如
く
領
主
の
政
策
・
自
然
的
条
件
・
交
通
関
係
・
支
配
層
と
の
結
び
つ
き
な
ど

々
な
る
同
業
者
集
団
の
位
置
決
定
の
要
因

を
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
京
都
の
場
合
は
先
ず
朝
廷
・
貴
族
・
社
寺
(
こ
れ
が
城
下
町
と
異
な
る
点
)

-
民
家
の
支
配
層
と
結
び
彼
等
の

居
住
地
に
規
定
さ
れ
て
上
京
(
北
部
)

に
禿
生
し
立
地
し
た
。

JK
に
は
商
品
経
済
の
浸
透
発
達
に
件
い
一
般
庶
民
層
を
対
象
と
し
て
下
京



が
発
生
し
、
中
世
末
以
後
市
街
地
は
上
京
下
京
の
双
核
的
発
展
を
遂
げ
た
。
そ
小
間
度
々
の
戦
火
災
害
を
受
け
た
が
そ
の
度
毎
に
壊
滅
前

の
地
に
再
生
し
、
応
仁
の
乱
以
後
は
そ
の
復
興
が
町
人
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
都
度
貴
族
・
武
士
の
手
か
ら
行
政
権
が
漸
次
町
人

に
移
り
、

つ
と
に
町
組
の
組
織
は
町
人
を
編
制
し
彼
等
に
よ
っ
て
都
市
的
生
命
が
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
。
近
世
に
お
け
る
貨
幣
経
済
の
普

及
・
町
人
経
済
力
の
強
大
、
大
阪
の
発
達
に
よ
る
京
阪
間
の
交
通
増
大
な
ど
に
よ
る
京
都
の
発
展
の
外
に
、
全
国
的
交
通
系
か
ら
み
た
下
京

の
地
理
的
位
置
の
良
好
に
よ
っ
て
都
心
は
従
来
の
政
治
的
中
心
の
上
京
か
ら
、
経
済
的
・
交
通
的
中
心
の
下
京
に
移
行
し
、
蚤
町
通
り
に

沿
っ
て
南
北
に
伸
び
た
織
物
問
屋
同
業
者
町
が
そ
の
都
心
の
移
動
に
伴
っ
て
南
下
し
た
の
は
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。
こ
の
変
動
は
と
り

も
な
お
さ
ず
京
都
市
街
の
発
展
過
程
で
あ
っ
て
、
市
域
が
政
治
の
中
極
地
と
と
も
に
移
動
し
た
も
の
で
、

そ
れ
に
伴
っ
て
同
業
者
町
も
立

歴史北理学における都市研究の一課題

地
移
動
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
京
都
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
都
市
自
体
の
発
達
膨
張
に
よ
る
同
業
者
町
の
立
地
移
動
も
一
つ
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
各
職
種
が
受
け
る
個
々
の
自
然
的
・
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
と
と
も
に
、
都
市
自
体
の
変
遷
と
の
関
連
に
お
い
て
同
業

者
町
を
理
解
す
る
と
と
が
そ
の
構
造
把
握
の
一
つ
の
視
点
と
な
る
。

。

。

。

同
業
者
町
研
究
の
も
う
一
つ
の
課
題
は
そ
の
発
展
過
程
を
歴
史
的
に
把
握
す
る
際
の
定
則
化
で
あ
一
っ
て
、
。
・
叶
白

1
2
と
司
-
F
M
当
包
mw門
戸

が
行
っ
た
都
市
の
輪
廻
の
如
く
、
同
業
者
町
に
つ
い
て
、
そ
れ
そ
れ
必
同
様
に
芳
察
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
歴
史
都
市
の
把
握
を
容
易
に
す
る
と
と
が
出
来
よ
う
。
い
ま
仮
り
に
そ
の
発
展
段
階
を
次
の
如
く
規
定
し
た
い
。
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幼
年
期
(
発
生
期
)

同
業
者
の
集
団
化
が
飴
ま
る
。



青
年
期
(
絶
対
数
増
加
期
)
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同
業
者
の
増
大
が
著
し
く
そ
の
集
団
化
が
特
色
あ
る
景
観
と
な
る
。

壮
年
期
(
相
対
数
最
多
期
)

あ
る
同
業
者
数
が
そ
の
地
域
に
お
け
る
居
舗
数
の
最
大
を
占
め
、
顕
著
な
景
観
と
し
て
何
人
の
眼
に
も
映
じ
同
業
者
町
が
完
成
す
る
。

老
年
期
(
絶
対
数
減
少
期
中

同
業
者
の
移
転
・
廃
業
な
ど
に
よ
っ
て
同
業
者
数
が
減
少
し
て
い
く
。

右
の
よ
う
な
概
念
を
具
体
例
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
・
特
色
・
人
口
と
の
関
係
・
位
置
な
ど
に
つ
い
て
追
求
さ
る
べ
き

問
題
が
あ
る
。

一
ニ
、
結

u-

以
上
同
業
者
町
に
つ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
現
存
の
歴
史
都
市
研
究
に
お
け
る
同
業
者
町
の
意
義
研
究
の
立
場
方
法
お
よ
び
課
題
に

つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
要
す
る
に
封
建
時
代
を
経
て
き
た
歴
史
都
市
の
研
究
に
は
そ
の
封
建
社
会
と
し
て
必
然
的
存
在
で
あ
り
構
成
要

素
で
あ
る
と
芳
え
ら
れ
る
同
業
者
町
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
同
業
者
町
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
と
う
し
ど

同
業
者
町
の
歴
史
地
理
学
研
究
は
歴
史
都
市
の
「
職
業
に
現
わ
れ
た
地
域
性
」
の
問
題
で
あ
り
、

「
都
市
内
部
の
地
域
分
化
」
の
問
題
で

あ
っ
て
、
明
ら
か
に
地
理
学
の
一
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
主
た
る
要
因
は
経
済
活
動
で
あ
っ
て
、
当
時
の
そ
の
分
析
に
よ
っ
て

復
原
さ
れ
た
景
観
を
も
と
に
し
て
そ
の
時
代
の
人
文
的
自
然
条
件
と
の
関
係
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
の
際
地
理
学
に
お
い
て
対
象

と
な
る
同
業
者
は
具
体
的
に
有
機
体
と
し
て
の
都
市
の
一
部
あ
る
い
は
大
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

が
何
ら
か
の
形
に
甘
い
て
現
代
都
市
の
内
部
構
造
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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