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書

評

佐
原
康
夫
著

漢
代
都
市
機
構
の
研
究

太

田

(一)

ま
ず
最
初
に
本
書
の
部

・
章
の
構
成
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

序
論

第
一
部

城
郭
都
市
の
形
態

第

一
章

春

秋
戦
園
時
代
の
城
郭
に

つ
い
て

第
二
章

漢

長

安

械
の
成
立

第
三
章

都
城
と
し
て
の
漠
長
安
城

附

論

渓

長
安
城
未
央
{
呂
三
競
建
築
退
社
に
つ
い
て

第
二
部
都
市
の
財
政
と
官
僚
機
構

第

一
準

戦
園
時
代
の
府
・
庫

第
二
章
漢
代
郡
懸
の
財
政
機
構

第
三
章

漠

代
の
官
街
と
属
吏

第
三
部
市
場
と
商
工
業

第

一
章

漢

代
の
市

第
二
章

秦
漢
陶
文
考

幸

男

第
三
章

漠

代
銭
募
資
制
の
再
検
討

附
論

I

渓
代
の
製
銭
技
術
に
つ
い
て

附
論
2

南
陽
瓦
房
荘
漠
代
製
鍛
遺
跡
の
技
術
史
的
検
討

第
四
部
貨
幣
経
済

第

一
章

居
延
漢
簡
月
俸
考

第
二
章

漠
代
貨
幣
史
再
考

第

三

章

漢

代
の
貨
幣
経
済
と
枇
舎

結
論

こ
の
構
成
を

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
に
お
い
て
は
、
い
ま
ま
で

の
漠
代
史
研
究
に
お

い
て
主
要
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
き
た
問
題
の
う
ち
、
農

業

・
農
民

・
農
村
問
題
以
外
に

つ
い
て
の
ほ
と
ん
ど
が
釣
象
に
な

っ
て
い
る
、

と
云
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
庚
い
研
究
釘
象
に
、
著
者
は

一
括
し
て

書
名
に

「
都
市
」
と
い
う
語
を
使

っ
て
封
感
し
て
い
る
。
で
は
著
者
は
こ
の

「都
市
」
を
ど
う
定
義
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
、
「
序
論
」
で
明
瞭
に
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
「
地
域
の
軍
事

・
行
政
の
中
心
と
な
る
官
僚
組
織
が

置
か
れ
、
か

つ
行
政
的
に
管
理
さ
れ
た
市
場
の
構
成
を
持
っ
た
城
郭
集
落
を

都
市
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
「
正
確
に
は
豚
こ
そ
が
都
市
の
賓
慢
で
あ

る
」
(
八
頁
)。

そ
し
て
、
そ
の
構
成
要
件
と
し
て
の
城
郭
、
行
政
機
構
、
市

場
を
と
り
あ
げ
、
都
市
的
機
構
の
構
造
・
機
能

・
繁
遷
を
追
求
し
た
の
が
本

書
で
あ
る
と

い
う
(
同
頁
)。

本
書
の
第

一
部

i
第
三
部
は
こ
の
三
者
に
釘

謄
し
て
組
ま
れ
て
い
る

(
第
四
部
、
特
に
そ
の
第
三
章
は
少
し
く
視
結
を
異

に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
都
市
」
に
視
座
を
お
い
た
論

考
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
後
に
検
討
す
る
)。

著
者
の
こ
の
よ
う
な
都
市
認
識
が
漠
代
に
の
み
あ
て
は
ま
る
の
か
、
後
の

時
代
に
も
通
用
す
る
の
か
、
さ
ら
に
は
あ
る
程
度
世
界
史
的
に
も
こ
う
認
識
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で
き
る
の
か
、
と
か
、
枇
曾
撃
や
地
理
的
学
と
も
共
用
し
得
る
概
念
で
あ
る
の

か
等
、
議
論
す
べ
き
黙
は
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
漢
代
に

閥
し
て
は
常
識
的
に
安
嘗
・な
定
義
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
。

本
書
は

「あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
が
一
九
八

0
年

代
中
頃
か
ら
今
世
紀
初
頭
ま
で
の
聞
に
諸
誌

・
蓄
に
後
表
し
た
諸
論
文
を
、

前
記
の
四
部
に
配
列
し
、
金
程
と
し
て
ま
と
ま
る
よ
う
に
手
が
加
え
ら
れ
て

京
都
大
撃
に
博
士
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
各
章

・

附
論
ご
と
に
「
は
じ
め
に
」
「
お
わ
り
に
」
が
あ
っ
て
問
題
の
所
在
と
論
旨

の
ま
と
め
が
記
さ
れ
て
お
り
、
廃
大
な
引
用
史
料
・
研
究
文
献
に
も
と
づ
く

複
雑
な
考
謹
で
あ
り
な
が
ら
讃
者
に
は
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
巻
末

の
索
引
も
、
本
書
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
有
用
で
あ
る
。

(二)

331 

本
書
全
憶
を
過
し
て
の
私
の
受
け
と
め
方

・
感
想
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
す

Z
M

。本
書
は
、
部
分
的
に
は
政
治
史
、
一
耽
舎
経
済
史
、
思
想
史
等
の
論
述
方
法

が
と
ら
れ
て
い
る
個
所
も
あ
る
が
、
基
本
的
方
法
は
傍
統
的
中
園
史
研
究
を

受
け
繕
い
だ
と
云
え
る
制
度
史
的
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
黙
で

は
本
書
は
き
わ
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
中
園
史
研
究
の
成
果
で
あ
る
と
云

え
る
。
し
か
し
、
方
法
的
に
は
制
度
史
的
で
あ
っ
て
も
、
内
容
的
に
は
草
に

漢
代
に
存
在
し
た
諸
制
度
そ
の
も
の
を
、
諸
史
料
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
可
能
な
限
り
正
確
に
描
き
出
す
、
と
い
う
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
は
い

な
い
。
そ
の
も
う
一
つ
上
の
段
階
、
す
な
わ
ち
本
書
の
題
名
に
も
使
わ
れ
て

い
る
「
機
構
」
の
解
明
に
主
目
的
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
本
書
の
新
し
い

債
値
が
あ
る
、
と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
云
う
「
機
構
」
と
は
、

諸
制
度
の
み
で
な
く
、
政
治

・
経
済

・
枇
舎
の
様
々
な
動
き
と
も
関
連
し
て

作
り
出
さ
れ
る
、
そ
の
時
代
の
生
き
た
関
係
や
組
織
を
指
す
も
の
と
私
は
受

け
と
め
て
い
る
。
例
え
ば
第
二
部
第
二

・
三
章
に
お
い
て
、
各
地
方
の
懸
の

財
政
制
度
や
地
方
官
制
度
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
支
配
下
の
人
民
や
中
央

政
府
と
の
関
係
で
ど
う
い
う
機
構
を
も
ち
、
ど
う
機
能
し
て
動
い
て
い
た
か

を
追
求
し
、
第
三
部
で
は
市
や
銭
の
専
責
の
制
度
が
、
漠
代
の
商
品
流
通
や

交
易
の
あ
り
方
と
の
関
係
で
ど
う
い
う
し
く
み
を
も
っ
て
機
能
し
て
い
た
か

を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
歴
史
研
究
と
し
て
は
賞
た
り
前
と
云
え
ば
そ
れ
ま

で
で
あ
る
が
、
制
度
史
的
研
究
方
法
が
こ
こ
ま
で
突
き
進
め
る
こ
と
を
賓
際

に
示
し
た
成
果
と
し
て
貴
重
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
ど
う
い
う
制
度
・
機
構
を
解
明
す
る
場
合
で
も
、
ま
ず
目
を
据
え

か
&
め

た
と
こ
ろ
は
そ
れ
ら
の
要
と
な
る
と
思
わ
れ
る
「
モ
ノ
」
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
聞
が
作
っ
た
物
健
の
寅
鰭
を
ま
ず
知
り
、

そ
れ
に
か
か
わ
っ
た
人
間
の
関
係
か
ら
制
度
・
機
構
へ
展
開
し
て
い
く
、
と

い
う
方
法
で

一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
部
に
お
い
て
城
郭

や
宮
殿
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
誰
が
や
っ
て
も
嘗
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

第
二
部
の
一
・
二
章
に
お
い
て
、
都
市
の
財
政
を
考
え
る
の
に
ま
ず
府
・

庫

・
倉
と
い
っ
た
倉
庫
の
賓
態
か
ら
入
り
、
同
三
章
で
都
市
日
懸
の
官
僚
機

構
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
官
街
の
賓
態
を
究
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
第

三
部
第
一
章
で
市
を
知
る
に
は
市
場
の
構
造
や
所
在
場
所
を
ま
ず
確
認
し
、

第
三
章
で
銭
の
募
資
制
の
機
構
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
製
銭
の
技
術
が
く

わ
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
か
な
り
前
提
に
な
っ
て
い
る
ら
し
く
、
第

四
部
で
も
ま
ず
貨
幣
の
形
や
大
き
さ
等
を
愛
行
順
に
く
わ
し
く
跡
づ
け
る
こ

と
か
ら
出
愛
し
て
い
る
。
ど
う
い
う
「
モ
ノ
」
を
取
り
あ
げ
る
か
に
よ
っ
て
、

制
度

・
機
構
が
う
ま
く
と
ら
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
の
差
が
表
わ
れ
て
く
る
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ょ
う
で
も
あ
り
、
著
者
の
と
り
あ
げ
た
「
モ

ノ
」
が
、
後
に
み
る
よ
う
に
す

べ
て
う
ま
く
い
っ

て
い

る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
い
き
な
り
制

度
・
機
構
へ
行
く
よ
り
、
よ
り
竪
貧
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
モ
ノ
」
か
ら
出
援
す
る
方
法
を
と
る
に
は
、
省
鉄
…
な
が
ら

考
古
皐
上
の
後
掘
成
果
が
史
料
と
し
て
フ
ル
に
利
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、

本
書
に
は
か
な
り
蹟
く
後
掘
成
果
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
考
古
泉
と
歴

史向
山干の
共
同
作
業
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
久
し
く
、
最
近
の
中
園
古
代
史
の

研
究
で
は
考
古
史
料
の
利
用
は

一
般
化
し
て
い
る
が
、
本
書
は
そ
れ
を
全
面

展
開
し
た
研
究
、
と
云
う
貼
で
も
最
先
端
を
行
く
成
果
で
あ
る
。

ま
た
、

考
古
史
料
の
み
で
な
く
、
文
字
史
料
も
金
文
、

陶
文
、
関
崎
明
文
等

の
出
土
史
料
に
ま
ず
依

っ
て
お
り
、
古
典
協
和
か
ら
の
引
用
は
、
そ
れ
が
不
可

快
で
他
に
滴
疋
畠
な
出
土
史
料
が
見
出
せ
な
い
場
合
以
外
は
、
あ
く
ま
で
も
補

助
史
料
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
出
土

文
字
史
料
は
特
定
の
も
の
の
み
に
た
よ
る
の
で
は
な
く
、
種
類
も
時
代
も
か

な
り
蹟
く
渉
猟
さ
れ
て
お
り
、
考
諮
も
丁
寧
に
な
さ
れ
て
い
る
。
首
代
に
記

さ
れ
、
使
わ
れ
た
文
字
と
し
て
、
す
な
わ
ち
第

一
次
史
料
の
扱
い
と
し
て
こ

れ
は
首
然
で
は
あ
る
が
、
出
土
史
料
と
古
典
籍
の
史
料
償
値
を
匡
別
せ
ず
同

等
に
扱
う
論
文
が
近
年
多
く
み
ら
れ
る
の
で
、

そ
の
貼
で
も
本
舎
は
若
い
研

究
者
に
と

っ
て
史
料
操
作
上
の
模
範
的
成
果
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

以
上
、
本
書
全
憶
に
釣
す
る
私
の
許
償
黙
を
あ
げ
て
み
た
が
、
同
時
に
私

に
は
、
こ
れ
だ
け
精
密
で
か
つ
幅
蹟
い
も
の
を
書
き
得
る
著
者
に
釣
し
て
、

何
と
も
物
足
り
な
い
感
が
残
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
漠
代
枇
曾
論
、
漠
代

岡
家
論
と
い

っ
た
、
よ
り
大
き
な
テ

l
マ
に
、
著
者
が
解
明
し
た
都
市
の
諸

機
構
の
寅
態
が
ど
う
つ
な
が

っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
つ
な
が
り
の
糸
口
が
本

脅
か
ら
は
私
に
は
後
見
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
私
は
精
{省
な
賓
誌
研

究
の
う
え
に
祉
舎
論

・
園
家
論
の
強
固
な
理
論
構
築
を
同
時
に
す
ぐ
に
雷
同
せ
、

な
ど
と
い
う
困
難
な
要
求
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
作
右
き
著
者
は
本
書
の
よ

う
な
寅
鐙
を
も
と
に
、
何
時
か
必
ず
郷
自
の
漢
代
枇
曾
論

・
園
家
論
を
出
す

で
あ
ろ
う
と
十
分
期
待
で
き
る
。
ま
た
、
お
よ
そ
賓
設
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
釘
象
を
選
ぶ
段
階
か
ら
し
て
何
ら
か
の
歴
史
像

・
時
代
像
が
脳
裏
に
描

か
れ
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
、
と
も
思
わ
れ
る
。
著
者
の
研
究
が
、
清
朝
考

謡
印
字
の
悪
し
き
側
面
の
よ
う
に
蹟
末
な
事
柄
を
突

っ
つ
き
廻
す
よ
う
な
も
の

で
は
な
く
、
す
べ
て
が
全
惚
像
構
築
の
た
め
の
不
可
紋
な
基
礎
と
な
り
得
る

も
の
で
あ
る
が
故
に
、
な
お
さ
ら
そ
う
云
え
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
自
ら
の
描
く
全
穏
像

(
そ
れ
は
質
誌
の
深
ま
り
ゃ
新
史
料
の
出
現

に
よ
っ
て
唆
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
嘗
然
あ
り
、

個
人
の
中
で
も
永
久
不
饗
で

は
な
い
)
を
示
す
こ
と
を
、
こ
の
段
階
で
は
極
力
自
制
し
、
禁
欲
的
で
あ
ろ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
史

料
的
根
擦
の
薄
弱
な
、
主
と
し
て
観
念
に
も
と
ず
く
議
論
が
消
耗
だ
け
に
終

わ
る
こ
と
を
著
者
は
十
分
御
存
知
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
よ
う
な
自
制
的
姿

勢
を
敢
て
と

っ
た
と
は
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
せ

っ
か
く
制
度
論
段
階
を
脱

し
て
機
構
論
段
階
に
ま
で
達
し
た
著
者
が
、
そ
の
先
の
全
程
一
吐
曾

・
国
家
論

へ
の
展
開
の
つ
な
が
り
を
抑
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、

他
の
研
究
者
は
本
書

を
十
分
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
本
書
を
題
材
に
議
論
を
後
展
さ
せ
る

機
舎
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
著
者
の
祭
読
史
の
検
討
の
仕
方
に
如
'
賀
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
だ
。
著
者
は
個
別
の
賓
護
研
究
の
成
果
は
貨
に
丹
念
に
追
い
、
継
承
・
後

展
さ
せ
た
り
批
判
し
た
り
し
て
い
る
が
、
戦
後
お
び
た
だ
し
く
出
さ
れ
た
漢

代
枇
曾
論

・
園
家
論
等
の
全
怪
像
に
針
し
て
自
ら
の
研
究
と
の
関
連
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
所
が
ほ
と
ん
ど
見
首
ら
な
い
。
だ
か
ら
著
者
の
全
慢
崎
県
へ
の
見
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通
し
が
我
々
に
傍
わ
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
、
ぜ
ひ
検
討
し
て
ほ
し

い
二
例
を
あ
げ
よ
う
。

第
二
部
第
三
章
に
お
い
て
、
地
方
行
政
車
位
の
長
(
郡
太
守

・
肝
雲
市
等
)

と
腐
吏
と
の
開
の
私
的
従
属
関
係
が
示
さ
れ
て
い
て
、
都
市
官
僚
機
構
を
構

成
す
る
重
要
な
柱
と
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
(
中
央
官
に
つ

い
て
で
は
あ
る
が
)
増
淵
龍
夫
氏
が
す
で
に
漢
代
の
郎
官
の
分
析
に
お
い
て

云
わ
れ
て
お
り
、
増
淵
氏
の

「任
侠
的
祉
曾
秩
序
論
」
が
官
僚
制
内
に
も
あ

て
は
め
ら
れ
、
濁
自
の
園
家
論
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
る
。
増
淵
氏
を
継
承
す

る
に
し
ろ
批
判
す
る
に
せ
よ
、
氏
の
漢
代
社
曾
認
識
・
官
僚
制
認
識
と
著
者

の
そ
れ
ら
と
の
関
係
が
こ
こ
で
少
し
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
れ
ば
、
著
者
の
研

究
の
云
わ
ん
と
す
る
こ
と
が
漠
代
枇
曾

・
園
家
の
全
鐙
像
と
の
か
か
わ
り
で

も
う
少
し
鮮
明
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
な
か
っ
た
。
祭
説
史
の
検

討
と
は
、
こ
の
よ
う
な
黙
を
も
ふ
く
め
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

増
淵
氏
の
名
前
は
第
四
部
第
三
章
の
貨
幣
の
枇
曾
的
機
能
を
述
べ
た
所
で

互
酬
的
熔
輿
の
規
範
と
の
関
連
で
は
出
て
き
て
、
氏
の
任
侠
的
習
俗
に
つ
い

て
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
の
考
え
方
と
の
閥
係
は
十
分
説
明
さ
れ
て

は
い
な
い
。

宮
崎
市
定
氏
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
云
え
よ
う
。
最
初
に
遮
べ
た
よ

う
に
、
漢
代
に
お
け
る
「
都
市
」
の
規
定
は
宮
崎
氏
の
「
農
業
都
市
」
と
で

も
云
う
べ
き
と
ら
え
方
と
著
者
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
宇
都
宮
清
士
口
氏
の
-
認

識
に
近
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
私
も
著
者
の
規
定
に
共
感
す

る
者
で
は
あ
る
が
、
宮
崎
氏
は
そ
の
濁
自
の
都
市
論
を
基
底
に
お
い
て
中
園

古
代
社
曾
を
認
識
し
、
園
家
形
態
の
後
展
を
も
示
さ
れ
た
。
宮
崎
氏
の
よ
う

な
程
系
的
中
園
古
代
論
に
ま
で
至
ら
な
く
て
も
、
ま
た
宮
崎
理
論
を
批
判
刊
す

る
な
ど
と
い
う
大
そ
れ
た
こ
と
は
云
わ
な
く
て
も
、
漠
代
社
合

・
図
家
を
と

ら
え
る
た
め
に
著
者
の
都
市
規
定
が
何
故
よ
り
有
数
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
、

そ
の
見
通
し
は
出
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
戦
後
二
十
年
間

ほ
ど
に
次
々
と
出
さ
れ
た
、
す
ぐ
れ
た
漢
代
社
曾

・
園
家
論
に
封
し
て
、
著

者
が
自
分
を
ど
う
位
置
づ
け
て
研
究
さ
れ
て
き
て
、
こ
れ
か
ら
研
究
し
て
い

こ
う
と
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
讃
者
に
十
分
停
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
終
始
も
ど
か
し
い
気
持
ち
を
抱
い
て
讃
み
綾
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。(三)

以
下
、
各
部
・
章
ご
と
に
そ
の
内
容
(
「
論
旨
」
で
は
な
い
。
論
旨
は
各

章
・
附
論
末
の
著
者
の
「
お
わ
り
に
」
以
上
に
短
く
・
要
領
よ
く
整
理
す
る

こ
と
は
私
に
は
で
き
な
い
)
と
私
の
抱
い
た
意
見
・
疑
問
貼
を
遮
べ
て
い
く
。

第
一
部
第
一
章
で
は
春
秋
戦
圏
期
の
各
地
の
都
市
の
規
模
・
形
態
・
内
部

の
諸
施
設
等
に
つ
い
て
ま
と
め
、
本
書
の
前
提
と
な
る
基
礎
資
料
を
示
し
た
。

文
末
の

「春
秋
戟
園
・
秦
漢
城
郭
遺
跡
表
」

・
主
要
都
市
遺
跡
平
面
圏
お
よ

び
「
都
城
遺
祉
震
掘
報
告
文
献
一
覧
」
は
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
。
こ
の
分

野
に
閲
し
て
は
日
本

・
中
園
に
お
い
て
よ
り
詳
し
い
濁
自
の
研
究
が
多
く
あ

る
(
例
え
ば
五
井
直
弘

『中
園
古
代
の
城
郭
都
市
と
地
域
支
配
』
〈
名
著
刊

行
曾
刊
〉
、
楊
寛
〈
西
嶋
定
生
監
誇
〉
『
中
園
都
城
の
起
源
と
後
展
』
〈
息
干
生

枇
刊
〉
等
)
。
第
二
・
三
章
に
お
い
て
は
特
に
都
の
長
安
城
が
と
り
あ
げ
ら

れ
、
多
方
面
か
ら
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
長
安
城
の
建
設
に
あ
た
っ
て

は
秦
の
成
陽
城
の
。フ
ラ
ン
が
引
き
繕
が
れ
、
清
水
南
岸
に
援
張
さ
れ
て
い

っ

た
成
陽
城
の
延
長
と
し
て
建
設
さ
れ
た
と
す
る
主
張
は
注
目
さ
れ
る
。
秦
の

打
倒
1

1
楚
漢
の
戦
い

l
l漢
王
朝
の
成
立
と
い
う
政
治
史
の
流
れ
や
、
支

配
慢
制
の
秦
と
前
漢
と
の
基
本
的
相
違
と
異
な
っ
て
、
商
都
城
が
な
ぜ
こ
の
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よ
う
な
縫
承
闘
係
を
も
ち
得
る
の
か
、
と

い
う
駄
に
問
題
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

ま
た
、
長
安
と
い
え
ど
も

一
つ
の
豚
で
あ

っ
て
、
こ
の
際
は
城
壁
外
に
も
燐

が
り
、

人
口
の
約
二
割
が
域
内
、
八
割
が
城
外
に
居
住
し
て
い
た
と
す
る
試

算
は
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
周
遊
に
陵
邑
が
作
ら
れ
て
全
図
か
ら
徒
反
さ
れ

て
長
安
は

一
つ
の
首
都
圏
的
様
相
を
呈
し
た
、
と
す
る
風
景
認
識
も
重
要
で

あ
ろ
う
。
附
論
は
同
選
祉
の
後
掘
成
果
の
丁
寧
な
紹
介
を
な
し
て
い
る
が
、

特
に
出
土
し
た
多
数
の
骨
片
の
紹
介
と
そ
れ
へ
の
刻
字
の
分
類

・
分
析
は
著

者
な
ら
で
は
の
仕
事
で
あ
る
。

第
一
部
で
は
前
漢
の
都
が
と
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
合
わ
せ
て
洛
陽
漠
貌
故

城
の
考
古
撃
的

・
文
献
上
の
検
討
が
な
さ
れ
れ
ば
、
漢
の
園
都
を
通
し
て
そ

の
園
家
の
も
つ
性
格
を
知
る
端
緒
が
生
ま
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

第
二
部
第

一
章
は
戦
園
時
代
中
原
諸
国
に
お
け
る
財
物
の
倉
庫
た
る
府
と
、

武
器
庫
た
る
庫
の
賞
態
を
青
銅
器
銘
文
、
青
銅
兵
器
銘
文
に
加
え
て
諸
古
典

籍
か
ら
考
察
し
、
こ
の
雨
者
を
管
理
す
る
官
僚
か
ら
財
政
官
僚
機
構
へ
と
設

展
す
る
経
過
を
考
察
し
て
い
る
。
著
者
の
面
白
躍
如
た
る
好
論
で
あ
る
。
第

二
章
で
は
漠
代
郡
勝
の
財
政
を
あ
ず
か
る
機
構
と
し
て
金
曹
(
秦
代
の
少
内

の
後
身
)
・
倉
市
固
と
少
府
の
二
種
が
あ
り
、
前
者
は
公
金

・
公
用
食
糧
の
管

理
が
任
務
で
あ
り
、
後
者
は
長
官
の
お
手
元
金
の
管
理
を
掬
嘗
し
た
、
と
し

て
、
前
章
を
、
つ
け
て
い
ず
れ
も
倉
番
役
人
か
ら
設
展
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
考
設
し
て
い
る
。
本
章
で
は
文
献
史
料
は
古
典
籍
で
あ
る
が
、
長
官
の
邸

宅
H
官
街
(
後
述
)
を
模
し
た
と
固
い
わ
れ
る
墓
室
(
河
南
省
修
平
大
手
証
明
君

嬬
人
墓
や
嘉
崎
開

3
焼
西
菅
墓
)
や
墓
室
の
壁
董
(
遼
陽
北
園
壁
書
一
墓
)
の

例
を
出
し
て
財
官
邸
の
所
在
を
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
前
述
し
た
よ
う
に
い

か
に
も
著
者
ら
し
い
手
法
で
あ
る
と
思
え
る
。
第
三
章
は
郡
勝
の
官
僚
機
構

の
分
析
で
あ
る
が
、
前
述
の
ご
と
く
長
官
の
邸
宅
を
粂
ね
た
と
判
断
さ
れ
る

官
衝
の
賓
態
の
追
求
か
ら
入
る
。
こ
こ
で
も
和
林
格
爾
漠
墓
壁
霊
・
墓
室
、

四
川
や
河
南
出
土
の
書
一像
石
の
給
査
や
陶
屋
の
詳
し
い
検
討
か
ら
入

っ
た
う

え
で
古
典
籍
に
み
え
る
中
央

・
地
方
の
諸
{
呂
衝
が
参
照
さ
れ
る
と
い
う
手
順

が
{
寸
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
{
自
衛
の
中
の
中
門
の
「
閤
」
に
注
目
し
、
そ

こ
に
腐
す
る
長
官
官
房
と
で
も
云
え
る
も
の
を
形
成
し
た
「
門
下
」
の
存
在

に
注
目
し
、

一
般
行
財
政
を
掌
る
腐
吏
と
は
異
な

っ
た
、
長
官
に
私
従
す
る

側
近
の
存
在
が
中
央
の
朝
廷
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
官

僚
機
構
が
前
章
で
み
た
地
方
財
政
機
構
と
相
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云

う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
論
文
は
史
料
操
作
、
論
理
構
成
と
も
に
本
書
中
の
墜
を
で
あ
り
、
こ

の
第
二
部
そ
の
も
の
も
ま
た
最
も
首
尾
一
貫
し
た
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
部
分

と
な
っ
て
い
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ

一
勲
、
私
が
ひ

っ
か
か
る
所
が

あ
る
の
は
、
終
身
皇
帝
で
あ
り
か
つ
世
襲
で
あ
る
者
と
聴
勤
し
て
行
く
郎
官

等
と
の
開
の
私
従
関
係
と
、

三

l
五
年
で
特
勤
す
る
長
官
と
終
生
在
地
の
腐

吏
と
の
聞
の
そ
れ
と
は
、
本
来
前
提
候
件
を
異
に
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
地
方
の
官
僚
機
構
が
朝
廷
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア

で
あ
る
と
m
単
純
に
は
云
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
は
形
式
だ
け
を
模

し
た
こ
と
に
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
所
ま
で
掘
り
下
げ
て
考

察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
考
察
の
た
め
に
は
、

渓
代
官
僚
聞
の
私
従
関
係
と
は
ど
の
よ
う
な
本
質
的
人
間
関
係
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
の
か
の
追
求
が
必
要
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
前
述
の
増
淵
氏
の
研
究

も
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
央
官
僚
機
構
と
地
方
の
そ
れ
と
の

閥
係
は
、
自
ず
と
漠
代
図
家
権
力
の
構
造
の
追
求
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
は
な
い
か
。
今
後
の
謀
題
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
部
第
一
章
は
漠
代
の
市
に
闘
す
る
総
合
的
な
研
究
と
な
っ
て
い
る
。
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都
市
の
常
設
市
と
農
村
の
定
期
市
と
を
ふ
く
め
た
市
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存

在
の
推
定
、
市
へ
の
図
家
の
強
力
な
管
理
の
存
在
、
亭
が
そ
の
管
理
を
櫓
賞

し
た
こ
と
と
、
そ
の
こ
と
が
戟
園
時
代
以
来
、

軍
隊
の
配
置
と
市
の
成
立
と

が
開
係
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
と
関
わ

っ
て
い
る
、
等
の
諸
勃
が
私

に
は
興
味
が
あ
っ
た
。
こ
の
市
と
関
係
あ
る
論
文
が
第
二
章
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
各
地
出
土
の
印
記
陶
文
の
全
面
的
分
析
が
あ
り
、
分
類
・
整
理
の
成
果

と
し
て
の
哀
仲
一
『
秦
代
陶
文
』
(
三
秦
出
版
枇
刊
)
が
批
刻
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
こ
の
分
析
を
通
し
て
手
工
業
た
る
製
陶
業
の
存
在
形
態
が
様
々
に

描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
中
央
官
磨
直
岡
崎
の
官
室
…
の
他
に
懸

レ
ベ
ル
の
官
窯
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
市
亭
が
そ
の
管
理
下
の
民
窯
に
お
け

る
拙
労
働
力
を
官
窯
の
そ
れ
と
融
通
し
合
う
の
に
一
役
貿
っ
て
い
た
と
の
指
摘

は
重
要
で
、
陶
器
の
流
通
機
構
は
十
分
押
さ
え
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

都
市
機
構
を
考
え
る
う
え
で
製
陶
業
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章
は
表
題
の
通
り
、
影
山
剛
氏
の
研
究
に
は
飽
き
足
り
ず
、
結
論
に

も
不
満
を
も
っ
著
者
が
、
銭
の
専
責
制
に
閲
し
て
根
本
か
ら
再
検
討
し
た
も

の
で
あ
る
。
銭
鍍
石
産
地
の
所
在
、
製
織
の
技
術
、
全
図
的
な
銭
器
生
産
量

の
推
計
、
専
資
制
以
前
の
製
餓
業
の
経
営
、
製
品
の
流
通
と
大
商
人
の
あ
り

様
、
専
責
制
貧
施
に
至
る
ま
で
の
諸
財
政
政
策
賓
施
の
経
過
の
検
討
、
官
尋
賓

制
の
内
容
を
め
ぐ
る
影
山

・
藤
井
宏
・
伊
藤
徳
男
諸
氏
の
論
争
内
容
の
再
検

討
、
専
資
制
貧
施
の
園
家
財
政
危
機
針
策
と
し
て
の
妓
果
に
つ
い
て
等
、
き

わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
論
及
が
あ
る
。
考
古
史
料
も
援
用
さ
れ
て
い
る
が

『史
記
』
平
準
蓄
と
い
う
、
何
十
年
来
検
討
さ
れ
績
け
て
き
た
史
料
の
丁
寧

な
再
譲
、
武
帝
時
代
の
政
治
史

・
政
策
史
の
跡
づ
け
な
ど
、
多
様
な
方
法
も

用
い
ら
れ
て
い
る
。
史
料
は
少
な
い
が
漢
代
史
上
決
定
的
重
要
性
を
も
っ
こ

の
テ
1

マ
の
研
究
を
、
丹
念
な
総
合
的
責
誼
に
よ
っ
て
さ
ら
に
一
歩
進
め
た

成
果
で
あ
る
と
は
思
う
が
、
い
く
つ
か
の
問
題
も
感
ず
る
。

鍛
鎖
山
の
所
在
地
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
採
る
べ
き
史
料
が
少
な
い
た
め

銅
山
と
も

一
緒
に
検
討
し
、
川
沿
い
の
丘
陵
地
や
低
山
帯
に
分
布
、
な
ど
と

結
論
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
{
貫
諸
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
明

確
な
史
料
が
少
な
い
と
す
る
と
、
『
堕
鍍
論
』
等
に
一
般
的
に
云
わ
れ
て
い

る
深
山
幽
谷
設
が
ま
だ
生
き
て
い
る
、
と
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。

鍛
募
資
制
と
は
官
営
化
か
、
依
然
と
し
て
民
営
で
あ
っ
た
の
か
、
に
つ
い

て
の
前
述
の
三
者
の
論
争
に
つ
い
て
、
専
資
制
に
よ

っ
て
製
鍛
業
と
製
品
流

通
ル

l
ト
が
園
家
に
よ
っ
て
強
力
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
利
盆

が
園
家
に
集
中
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
そ
の
仕
組
み
が

と
ら
え
ら
れ
れ
ば
、
民
営
か
{
自
営
か
と
い
う
議
論
そ
れ
自
慢
は
あ
ま
り
意
味

が
な
い
と
す
る
著
者
の
意
見
に
つ
い
て
。
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と

が
明
確
で
あ
れ
ば
、
形
態
の
匿
分
は
さ
し
て
意
味
を
も
た
な
い
、
と
す
る
考

え
方
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
し
て
主
張
黙
は
理
解
で
き
な
く
も
な
い
が
、
あ
る

産
業
の
経
営
主
健
が
本
質
的
に
那
漫
に
存
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史

的
に
み
て
意
味
の
あ
る
議
論
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
代
の
諸
問
題
に
も
通
ず
る
、

歴
史
を
貫
通
し
て
の
問
題
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

漢
代
の
専
責
制
は
通
常
「
盟
鍛
専
寅
」
と
併
掛
刑
さ
れ
る
よ
う
に
、
今
ま
で

の
論
者
は
銭
と
躍
を
合
わ
せ
て
検
討
し
た
う
え
で
、
雨
者
の
相
遣
を
も
議
論

し
て
き
た
。
著
者
は
何
故
鍛
だ
け
を
特
に
と
り
あ
げ
て
問
題
に
す
る
の
か
、

そ
の
メ
リ

ー
卜
は
何
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
堕
も
都
市
と
密
接
に
関
係
す

る
商
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
。

附
論
1
・
2
は
製
銭
技
術
に
開
す
る
具
程
的
研
究
で
あ
り
、
特
に

2
は
特

定
の
遺
跡
の
研
究
を
通
し
て
の
技
術
の
分
析
で
あ
る
黙
で
よ
り
具
健
的
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
重
要
性
は
わ
か

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
科
脇
十
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技
術
史
に
弱
い
犯
は
唯
た
だ
与
ん
で
敬
意
を
表
す
る
の
み
で
、
論
評
す
る
能

力
は
な
い
。
た
だ
、

2
の
末
に
掲
げ
ら
れ
た
「
製
鍛
関
係
文
献
一
覧
」
が
今

後
の
研
究
に
有
用
で
あ
ろ
う
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。

第
四
部
第

一
章
は
、

『居
延
渓
簡
』

の
分
析
を
通
し
て
、
居
延
で
の
官
吏

の
月
俸
支
給
(
原
則
と
し
て
銭
)
の
た
め
の
帳
簿
に
つ
い
て
、
遅
配
の
場
合

の
諸
措
置
に
つ
い
て
等
具
慢
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
著
者
の
得
意
と
す
る

方
法
に
よ

っ
て
賓
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
て
、
讃
者
に
と
っ
て
も
具
慢
性

が
あ
る
だ
け
に
面
白
い
論
考
と
な

っ
て
い
る
。
銭
に
よ
る
支
給
で
あ
る
が
故

に、

「貨
幣
経
済
」
の
部
に
牧
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
官
吏
の

俸
給
が
貨
幣
で
あ
っ
た
こ
と
は
渓
代
社
舎
に
お
け
る
貨
幣
流
通
に
お
い
て
大

き
な
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
本
章
で
も
後
の

章
で
も
さ
し
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
本
論
文
は
ど
う
も
第
四
部
の
冒
頭

に
あ
る
と
落
着
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
感
じ
、
特
殊
な
史
料
に
基
づ

く
特
殊
な
事
例
の
分
析
で
あ
る
か
ら
、
第
二
部
も
し
く
は
第
三
部
の
附
論
と

し
て
置
い
た
方
が
よ
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
ず
る
。

第
二
章
は
漢
代
に
お
け
る
諸
種
の
貨
幣
を
、
そ
の
夜
行
順
に
、
「
モ
ノ
」

と
し
て
取
り
あ
げ
る
と
い
う
立
場
か
ら
材
質
、
大
き
さ
、
形
態
、
重
量
生
守
に

つ
い
て
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
整
理
は
丁
寧
で
役
立
つ
も
の
で
は
あ

る
が
、
今
ま
で
の
諸
テ
l
マ
と
異
な
っ
て
貨
幣
経
済
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て

は
、
ま
ず
「
モ
ノ
」
の
分
析
か
ら
始
め
る
と
い
う
方
法
が
必
ず
し
も
有
数
で

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
物
穏
と
し
て
の
貨
幣
そ
の
も
の
の
研

究
が
従
来
の
中
図
貨
幣
史
の
中
心
で
あ
っ
た
し
、
流
通
の
あ
り
方
と
も
開
係

が
あ
る
こ
と
に
遠
い
は
な
い
が
、
漠
代
一
耐
曾
に
お
け
る
貨
幣
の
意
味
を
考
え

る
時
に
は
や
は
り
経
済
息
子
的
分
析
、
す
な
わ
ち
人
と
人
、
商
品
と
人
、
の
開

係
か
ら
表
委
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
章
は
、
第
四
部

の
附
論
的
位
置
づ
け
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
第
四
部
そ
の
も
の
が
、
前
の
三
つ
の
部
と
は
い
さ
さ
か
趣
を
異
に

す
る
。
都
市
の
場
で
貨
幣
が
流
通
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
多
く
て

も
、
人
頭
税
か
ら
し
て
銭
納
で
あ
り
、
農
村
部
を
ふ
く
め
て
全
中
図
的
に
貨

幣
が
流
通
し
て
い
る
以
上
、
貨
幣
経
済
の
問
題
は
全
中
園
枇
曾
的
な
問
題
で

あ
り
、
貨
幣
を
緩
行
す
る
図
家
の
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
一

郡

・
一

際
だ
け
で
は
考
え
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
三
章
で

は、

今
ま
で
と
卜

l
ン
を
愛
え
て
漢
代
社
曾
に
お
け
る
貨
幣
の
も
つ
意
味
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な

っ
て
き
た
。
古
代
専
制
図
家
の
下
で
何
故
多
量
の

貨
幣
が
接
行
さ
れ
、
流
通
し
、
商
人
が
横
行
す
る
か
、
貨
幣
を
緩
行
す
る
図

家
の
目
的
は
何
か
、
何
故
後
渓
以
後
貨
幣
経
済
は
衰
退
し
て
い
く
の
か
、
と

い
う
大
難
問
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
様
身
な
貨
幣
理
論
を
あ
て
は
め
て
考
え

る
と
い
う
試
行
錯
誤
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
讃
み
取
れ
る
。
結
局
こ

の
章
で
は
貨
幣
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
が
提
起
さ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
の
漢
代
枇
舎
の
全
憶
像
を
視
野
に
入
れ
た
今
後
の
研

究
へ
の
突
破
口
と
な
る
べ
き
要
素
を
多
く
含
ん
だ
論
考
と
は
な

っ
て
い
る
。
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(四)

「
書
評
と
は
自
分
が
能
く
翁
し
得
な
い
こ
と
を
人
に
求
め
る
も
の
で
あ

る
」
と
は
よ
く
云
っ
た
も
の
で
、
本
文
は
そ
の
典
型
で
は
な
い
か
、
と
恥
入

る
次
第
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
文
を
提
出
し
た
の
は
、
漢
代
史
研
究

の
進
展
の
た
め
の
議
論
の
端
緒
に
で
も
な
れ
ば
、
と
い
う
筆
者
の
勝
手
な
思

い
の
な
せ
る
結
果
、だ
、
と
御
理
解
い
た
だ
き
、
御
容
赦
願
い
た
い
。
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