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介

大
井
重
二
郎
著

平
城
京
と
条
坊
制
度
の
研
究

　
こ
の
本
の
著
者
大
井
重
二
郎
氏
は
高
校
の
教
壇

で
教
鞭
を
と
ら
れ
る
か
た
わ
ら
国
文
学
・
国
史
学

に
関
す
る
幾
多
の
著
作
を
も
の
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
こ
の
『
平
城
京
と
条
坊
制
度
の
研
究
幽
で
十
騰

の
多
き
に
の
ぼ
る
。

　
こ
の
著
作
は
戦
中
に
出
版
さ
れ
た
同
じ
著
者
の

『
上
代
の
帝
都
』
の
後
を
う
け
る
も
の
で
あ
り
、

氏
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
も
い
う
べ
き
都
城
制
に
関

す
る
い
く
つ
か
の
論
考
の
中
で
最
大
の
も
の
で
あ

る
。
　
『
上
代
の
帝
都
「
劇
が
橿
原
宮
か
ら
奈
良
朝
の

諸
宮
ま
で
の
概
説
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
著
作

は
平
城
京
の
み
に
関
す
る
詳
論
で
あ
る
。

　
内
容
は
二
つ
の
部
門
に
大
き
く
わ
け
ら
れ
て
お

り
、
第
一
の
部
門
で
は
平
城
京
に
関
す
る
遷
都
・

造
営
・
経
禍
∵
停
廃
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
造
営
に
関
す
る
庶
民
の
苦
し
み
や
圏
家

の
撫
育
な
ど
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
造
営

過
程
全
体
の
中
に
表
れ
て
く
る
か
が
史
料
的
に
多

く
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
今
後
こ
の
方
面
の
研
究
に

と
っ
て
は
必
読
の
書
と
も
な
ろ
う
。
恭
仁
　
窟
を
は

じ
め
奈
良
時
代
は
多
．
く
の
窟
殿
が
造
営
さ
れ
て
い

る
わ
け
だ
が
、
そ
の
政
治
過
程
と
の
関
連
の
中
で

造
當
の
意
味
及
び
規
模
を
探
ろ
う
と
さ
れ
る
態
度

は
正
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
い
く
つ
か
の

創
見
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
平
城
宮
朝

堂
院
の
唐
招
舷
々
へ
の
移
建
時
期
に
つ
い
で
、
も
関

野
頁
・
禰
山
敏
男
両
博
士
を
批
判
さ
れ
、
甲
羅
年

聞
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
若
干
の
不
満
も
あ
り
、
た
し
か
に
奈
良

蒔
代
の
政
治
過
程
の
中
か
ら
諸
宮
の
造
営
が
述
べ

ら
れ
て
は
い
る
が
、
最
近
の
大
化
改
新
の
研
究
や

内
乱
に
関
す
る
業
績
な
ど
が
十
分
に
評
価
さ
れ
て

い
な
い
き
ら
い
が
あ
る
の
は
階
し
ま
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
第
二
の
舘
門
は
平
城
京
の
条
坊
制
度
に
関
す
る

き
わ
め
て
緻
密
な
研
究
で
あ
る
。
こ
の
部
分
が
金

体
の
約
三
分
の
こ
を
し
め
て
お
り
、
著
巻
の
主
要

な
関
心
が
こ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
し
、

ま
た
そ
れ
だ
け
に
多
く
の
新
し
い
見
解
が
曳
張
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
つ
が
古
く
か
ら
聞
題
に

な
っ
て
い
て
い
ま
だ
に
解
決
を
み
な
い
平
城
京
の

条
坊
と
条
璽
制
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
化
前

代
の
条
漿
制
と
平
城
京
の
条
坊
は
一
応
無
関
係
で

あ
り
、
四
幸
丈
を
単
位
と
す
る
坪
翻
の
制
度
は
平

城
京
経
営
で
始
め
て
考
案
さ
れ
た
と
し
て
お
ら
れ

る
ρ　

中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
平
城
京
の
北
辺
に
対

す
る
著
者
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
従
来
は
外
張
と
岡

じ
く
奈
良
時
代
に
設
定
さ
れ
た
都
城
の
一
部
を
な

す
地
域
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
設
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
回
春
は
照
大
寺
蔵
京
北
斑
田
図
（
折

込
み
と
し
て
略
園
が
あ
る
が
よ
り
詳
し
く
は
糧
寧

日
本
紀
研
究
無
六
…
一
〇
・
一
一
に
同
氏
編
の
詳

細
な
図
が
あ
る
。
）
と
西
大
寺
・
秋
篠
寺
の
争
論
関

係
の
文
書
か
ら
、
平
城
京
の
北
辺
は
奈
良
時
代
に

都
城
の
一
難
と
し
て
設
定
さ
れ
だ
も
の
で
は
な
く
、

争
論
の
際
に
西
大
専
が
一
方
的
に
使
用
し
た
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
京
北
条
里
と

京
爾
野
並
と
の
従
来
か
ら
問
題
の
多
い
関
係
に
つ

い
て
も
朝
し
い
知
見
が
示
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の

条
坊
制
度
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
提
言
と
な
ろ

緊
つ
。

　
近
来
平
城
京
を
は
じ
め
と
し
て
飛
鳥
京
、
藤
原

京
、
長
岡
京
な
ど
の
発
掘
が
進
展
し
て
お
り
新
し

い
事
実
が
次
々
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
考
古
学
的
な
手
法
を
通
じ
て
の
解

明
も
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
文
献

を
介
し
て
の
究
明
が
考
古
学
の
調
査
で
明
ら
か
に
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し
え
な
い
歴
史
を
明
ら
か
に
し
う
る
と
い
う
こ
と

も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
著
者
の
意
図
は
叙

述
の
中
で
十
分
に
果
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
著
作
が
今
後
の
条
坊
制
度
の

贋
究
に
対
し
て
一
つ
の
大
き
な
方
向
を
示
し
た
と

い
え
よ
う
。
著
者
の
今
後
の
発
展
し
た
研
究
を
望

む
次
第
で
あ
る
。

　
　
（
A
5
判
　
本
文
二
四
〇
頁
　
付
麟
三
葉
　
昭
和
四

　
　
一
年
九
月
　
初
音
樽
湧
刊
　
限
定
溝
鼠
部
　
頒
価
一
、

　
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
井
上
三
郎
）

赤
松
俊
秀
監
修

　
　
日
本
仏
教
史

中
世
篇

　
近
時
の
日
本
仏
教
史
の
研
究
の
大
き
な
傾
向
と

し
て
、
狭
義
の
仏
教
史
、
つ
ま
り
教
義
や
宗
門
史

か
ら
ぬ
き
ん
で
て
、
こ
れ
を
日
本
歴
史
の
発
達
の

中
で
位
置
づ
け
、
日
本
文
化
史
・
思
想
史
の
一
環

と
し
て
考
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
立
場
が
さ
か
ん
に

な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
が
、
た
だ

い
ま
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
『
日
本
仏
教
史
』
全
三

巻
（
家
永
三
郎
監
修
古
代
篇
、
赤
松
俊
秀
監
修
中

世
篇
、
圭
夢
野
成
監
修
近
世
返
代
篇
）
は
、
叙
述

の
重
点
は
、
仏
教
そ
の
も
の
の
歴
史
で
あ
る
よ
り

は
、
我
国
特
有
の
仏
教
が
生
み
だ
さ
れ
、
そ
し
て

受
容
さ
れ
て
き
た
歴
史
、
我
国
社
会
の
発
展
と
仏

教
と
の
か
か
わ
り
方
が
、
よ
り
中
心
に
す
え
ら
れ

て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
そ
う
し
た
仏
教

史
の
古
典
と
し
て
辻
善
之
助
博
士
の
『
日
本
仏
教

史
』
全
十
五
巻
を
も
っ
て
い
る
が
、
本
書
は
辻
博

士
の
の
ち
顕
著
な
発
展
を
み
せ
た
歴
史
学
の
成
果

を
ふ
ま
え
て
書
か
れ
た
概
説
で
あ
る
。
以
下
赤
松

教
授
は
じ
め
北
西
弘
・
石
田
善
人
・
今
枝
卑
見
・

藤
井
学
・
黒
田
俊
雄
諸
氏
に
よ
っ
て
分
担
執
筆
さ

れ
て
い
る
中
世
篇
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

　
さ
て
、
仏
教
史
の
中
世
は
、
政
治
史
上
の
中
世
、

す
な
わ
ち
鎌
倉
・
室
町
・
戦
国
時
代
と
一
致
し
て

と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
は
、
混
乱
と
反
逆
に

終
始
し
た
か
に
み
え
な
が
ら
、
武
力
支
配
が
完
成

し
、
鶉
斑
の
自
立
が
顕
著
と
な
り
、
ま
た
商
工
業

の
活
動
が
活
発
と
な
っ
た
、
激
動
の
、
そ
し
て
み

の
り
多
い
蒋
代
で
あ
っ
た
が
、
中
世
仏
教
は
こ
の

「
政
治
・
経
済
・
社
会
の
そ
れ
ぞ
れ
の
発
農
に
即

応
し
て
展
開
し
た
面
が
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
対
応

の
し
か
た
が
特
に
活
発
で
」
、
「
中
世
仏
教
の
あ
り

方
が
臼
本
仏
教
の
そ
れ
を
代
表
す
る
」
と
と
ら
え

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中
世
仏
教
は
、
一
つ
は
法
然

の
専
修
念
仏
に
お
い
て
、
一
つ
は
栄
西
の
禅
宗
に

お
い
て
成
立
し
た
。
専
修
念
仏
成
立
の
意
義
は
、

そ
の
浄
土
観
念
よ
り
も
、
貧
窮
園
乏
・
愚
鈍
下
智

・
記
聞
撃
墜
・
破
戒
謹
戒
の
俗
世
間
の
衆
庶
の
救

済
を
仏
の
本
願
と
し
た
こ
と
に
あ
り
、
平
安
末
一

鎌
倉
初
期
の
荘
園
の
変
化
、
武
家
政
治
の
成
立
と

い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
俗
世
間
の
倫
理
観
念
の
発

達
が
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
。
　
一
方
禅
宗
は
、
鎌
倉

時
代
に
再
興
さ
れ
た
律
宗
と
と
も
に
、
毘
家
仏
教

が
我
が
罵
で
は
じ
め
て
確
立
し
た
も
の
と
評
価
さ

れ
る
が
、
そ
の
背
景
も
「
武
士
・
農
民
・
商
工
業

者
ら
の
た
く
ま
し
く
正
し
い
生
存
意
欲
の
さ
さ
え

な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い
」
と
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
専
修
念
仏
の
在
家
仏
教
、
禅
穣
の

出
蒙
仏
教
と
も
に
、
そ
の
対
応
は
あ
い
対
立
し
な

が
ら
と
も
に
仏
教
者
が
時
代
の
苦
悩
を
体
得
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
中
世
仏
教
は
、
法
然
門

下
の
分
流
、
親
鷺
、
一
遍
と
時
宗
、
鎌
倉
禅
の
勃

興
、
五
山
派
の
展
淵
、
道
元
・
宗
峰
・
関
山
の
門

流
、
日
叢
と
法
華
教
団
、
旧
仏
教
の
瓦
毛
的
展
開
、

と
展
開
し
て
叙
述
さ
れ
、
最
後
第
六
章
に
中
世
社

会
と
仏
教
の
一
章
を
た
て
、
荘
園
制
社
会
と
仏
教
、

一
向
一
揆
、
法
華
一
揆
、
篤
儒
の
諸
学
、
中
世
仏

教
と
文
芸
・
美
術
に
項
を
分
っ
て
概
観
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
荘
園
制
社
会
と
仏
教
、
で
は
、
呪

術
と
多
神
観
に
い
う
ど
ら
れ
た
荘
園
舗
社
会
の
宗

教
観
が
、
村
落
共
同
体
が
成
長
し
村
堂
と
講
が
出
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