
じ
ょ
う
ぼ
う
せ
い

条
坊
制

3知
る

■
条
坊
制
と
は
？

条
坊
制
と
は
、
中
国
の
み
や
こ
の
制
度
に
な
ら
っ
て
日
本
古
代
の
み

や
こ
で
施
行
さ
れ
た
碁
盤
目
状
の
都
市
区
画
で
す
。
藤
原
京
で
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
は
不
明
で
す
。

■
平
安
京
の
条
坊
制

平
安
京
の
範
囲
、
つ
ま
り
条
坊
制
が
施
さ
れ
た
範
囲
は
、
東
西
約
四

・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
五
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
大
内
裏
と

だ

い

だ

い

り

羅
城
門
を
結
ぶ
中
央
に
朱
雀
大
路
（
幅
約
八
十
四
メ
ー
ト
ル
）
を
南
北

ら
じ
よ
う
も
ん

す

ざ

く

お

お

じ

に
走
ら
せ
、
そ
れ
を
境
に
左
京
と
右
京
に
二
分
し
ま
し
た
。

平
安
京
の
範
囲
は
、
朱
雀
大
路
と
平
行
し
て
南
北
に
走
る
計
九
本
の

大
路
と
、
こ
れ
ら
と
直
交
し
な
が
ら
東
西
に
走
る
一
条
～
九
条
の
大
路

お
よ
び
土
御
門
大
路
・
中
御
門
大
路
の
計
十
一
本
の
大
路
に
よ
っ
て
、

つ

ち

み

か

ど

お

お

じ

な

か

み

か

ど

お

お

じ

大
き
く
区
画
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
大
路
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
東
西
列
を
条
、
南
北
列
を

坊
と
呼
び
、
ま
た
こ
の
大
路
に
囲
ま
れ
た
一
辺
が
百
八
十
丈
（
約
五
百

五
十
メ
ー
ト
ル
）
の
区
画
も
坊
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
平
安
京
の
条
坊
は

左
京
・
右
京
そ
れ
ぞ
れ
に
九
条
と
四
坊
で
す
が
、
北
に
半
条
分
の

北
辺
坊
が
つ
き
ま
し
た
。

ほ
く
へ
ん
ぼ
う

区
画
と
し
て
の
坊
は
、
朱
雀
大
路
に
近
い
方
か
ら
左
京
は
東
へ
、
右

。

、

京
は
西
へ
そ
れ
ぞ
れ
一
坊
～
四
坊
と
順
に
呼
び
ま
し
た

律
令
制
で
は

京

職
の
管
轄
下
に
置
か
れ
、
各
坊
に
、
坊

長
一
人
、
各
条
の
四
坊
ご

き
よ
う
し
き

ぼ
う
ち
ょ
う

と
に
坊
令
一
人
が
任
じ
ら
れ
、
戸
口
の
監
督
や
税
の
取
り
立
て
な
ど
に

ぼ
う
れ
い

こ

こ

う

あ
た
り
ま
し
た
。

中
国
で
は
、
坊
ご
と
に
周
囲
を
と
り
ま
く
坊
城
（
垣
）
が
築
か
れ
、

四
つ
の
坊
門
が
開
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
安
京
で
は
坊
城
が
築
か
れ

た
の
は
、
朱
雀
大
路
に
面
す
る
左
右
両
京
の
各
条
第
一
坊
に
限
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

一
つ
の
坊
を
さ
ら
に
た
て
よ
こ
各
三
本
の
小
路
（
幅
約
十
二
メ
ー
ト

ル
）
で
十
六
区
分
し
、
そ
の
一
区
画
を

町

と
し
ま
し
た
。
町
は
、
朱

ち
ょ
う

上は右京のひとつの坊を図示したも
の。一坊が四つの保に区分され，さ
らに一保は四町に区分されている。
このシート最後の平安京条坊図の，

。碁盤の目のような四角が一町である
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雀
大
路
側
の
北
か
ら
南
に
千
鳥
式
に
一
～
十
六
ま
で
数
え

「
左
京
三

、

条
四
坊
二
町
」
の
よ
う
に
位
置
表
示
さ
れ
ま
し
た
。
一
町
の
規
模
は
道

路
を
除
い
て
一
辺
四
十
丈
（
約
百
二
十
メ
ー
ト
ル
）
と
固
定
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
四
町
を
ひ
と
つ
の
単
位
と
し
た
も
の
を
保
と
い
い
ま
し
た
。

一
坊
＝
四
保
＝
十
六
町
と
い
う
わ
け
で
す
。

町
の
中
は
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
、
四
行
八
門
制
（
四
行
は
一
町
を
東

し
ぎ
ょ
う
は
ち
も
ん

西
に
四
分
、
八
門
は
一
行
を
南
北
に
八
分
）
に
よ
っ
て
三
十
二
区
分
さ

れ
ま
し
た
。
宅
地
単
位
と
し
て
は
、
こ
れ
が
最
小
の
単
位
で
一
戸
主
と

へ

ぬ

し

呼
ば
れ
ま
し
た
。
一
戸
主
は
、
南
北
五
丈
・
東
西
十
丈
の
細
長
い
敷
地

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一
般
の
町
に
は
一
本
、
大
路
に
接
す
る
町
に
は

二
本
、
市
町
に
は
三
本
の
小
径
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

い
ち

こ
の
よ
う
な
条
坊
制
で
区
画
さ
れ
た
平
安
京
の
中
に
、
大
内
裏
以
外

に
、
八
町
を
占
め
る
神
泉
苑
、
各
十
二
町
の
東
西
の
市
、
各
四
町
の
東

寺
と
西
寺
、
京
中
官
衙
に
あ
て
ら
れ
た
坊
町
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

■
平
安
京
の
京
域
は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
か
？

東
に
あ
る
鴨
川
の
流
れ
を
青

龍
に
な
ぞ
ら
え
、
西
に
あ
る
山
陰
道

せ
い
り
ゆ
う

を
白
虎
に
な
ぞ
ら
え
、
北
に
あ
る
船
岡
山
を
玄
武
に
な
ぞ
ら
え
、
南
に

び
や
つ
こ

ふ
な
お
か
や
ま

げ

ん

ぶ

あ
る
巨
椋
池
を
朱
雀
に
な
ぞ
ら
え
、
青
龍
・
白
虎
・
玄
武
・
朱
雀
の
四

お

ぐ

ら

い

け

す

ざ

く

神
が
周
囲
に
揃
い
、
都
の
四
方
を
護
っ
て
く
れ
る
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
京
域
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

平
安
京
の
京
域
の
決
定
は
、
既
存
の
道
を
基
準
に
決
め
た
藤
原
京
や

平
城
京
ほ
ど
明
確
で
は
な
く
、
諸
条
件
が
勘
案
さ
れ
て
で
き
た
と
見
ら

れ
ま
す
。

ま
ず
双
ヶ
丘
（
現
右
京
区
）
が
西
辺
を
限
定
し
ま
し
た
。
北
に
あ
る

な
ら
び
が
お
か

船
岡
山
は
、
朱
雀
大
路
（
現
千
本
通
）
の
真
北
に
位
置
し
て
い
る
と
こ

す

ざ

く

お

お

じ

ろ
か
ら
、
こ
れ
が
京
域
を
定
め
る
上
で
基
準
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
京
域
の
北
辺
が
船
岡
山
よ
り
か
な
り
南
に
設
定

さ
れ
た
の
は
、
嵯
峨
野
方
面
へ
通
じ
る
既
存
の
道
を
無
視
で
き
な
か
っ

た
た
め
と
思
わ
れ
、
そ
れ
が
北
辺
を
規
定
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し

て
鴨
川
の
流
路
が
東
を
限
定
し
ま
し
た
。

古
道
を
基
準
に
し
た
説
も
あ
り
、
特
に
「
鳥
羽
の
作
り
道
」
が
有
名

と

ば

で
す
。
洛
南
鳥
羽
を
南
北
に
一
直
線
に
走
る
道
で
、
そ
れ
を
北
に
た
ど

れ
ば
、
千
本
通
に
接
続
し
、
そ
の
接
点
が
羅
城
門
で
す

『
徒
然
草
』

。

ら
じ
よ
う
も
ん

に
「
鳥
羽
の
作
り
道
は
、
鳥
羽
殿
た
て
ら
れ
て
後
の
号
に
は
あ
ら
ず
、

む
か
し
よ
り
の
名
な
り
」
と
あ
り
、
遅
く
と
も
十
世
紀
は
じ
め
に
は
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
造
都
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
断
定
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
道
は
、
単
に
朱
雀
大
路
を
南

へ
延
長
し
た
結
果
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
道
と
考
え
た
方
が
よ
く
、
船

岡
山
が
基
準
で
あ
っ
た
と
す
る
方
が
説
得
力
が
あ
る
よ
う
で
す
。

■
宮
域
の
変
更

中
山
忠
親
の
日
記
『
山
槐
記
』
長
寛
二
（
一
一
六
四
）
年
六
月
二
十

な
か
や
ま
た
だ
ち
か

さ

ん

か

い

き

七
日
条
に

平
安
京
の

北
辺
は
一
条

大
路

の
南

土
御
門

大

、「
（

）

（

）

、

（

）

。

、

。

、

路

の
北
な
り

昔

土
御
門
を
も
っ
て
一
条
大
路
と
な
す

そ
の
後

北
辺
の
二
丁
（
が
）
宮
城
に
入
る
。
既
に
京
中
た
り
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
内
裏
の
北
辺
を
東
西
に
走
る
一
条
大
路
（
北
辺

大
路
）
は
昔
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
も
と
は
土
御
門
大
路
が
一
条
大

つ

ち

み

か

ど

お

お

じ

路
の
名
で
呼
ば
れ
、
ま
た
そ
の
後
、
一
条
大
路
を
北
に
二
丁
（
約
二
百

メ
ー
ト
ル
）
移
動
し
て
大
内
裏
域
を
拡
張
し
た
結
果
、
京
域
の
北
辺
大

路
が
新
た
に
一
条
大
路
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
平
安
京
が
藤
原
京
と
同
じ
く
大
内
裏
の
北
側
に
空
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地
を
も
つ
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
。
指
図
に
残
る
平
安

さ

し

ず

京
は
変
更
後
の
姿
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
北
辺
ま
で
大
内
裏
が
延

び
た
時
期
は
お
お
よ
そ
九
世
紀
後
半
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

桓
武
天
皇
創
始
の
平
安
京
は
、
九
世
紀
後
半
に
変
更
が
な
さ
れ
、
元

来
十
二
門
で
あ
っ
た
門
が
二
門
増
え
て
、
十
四
門
と
な
り
、
一
条
大
路

は
、
北
に
半
条
分
延
長
さ
れ
た
北
辺
の
大
路
と
な
り
、
か
つ
て
の
北
辺

の
一
条
大
路
が
土
御
門
大
路
と
な
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

歩
く
／
見
る

■
舟
岡
山(

船
岡
山)

北
区
紫
野
北
舟
岡
町
ほ
か

ふ
な
お
か
や
ま

高
さ
約
百
十
二
メ
ー
ト
ル
、
周
囲
約
千
三
百
メ
ー
ト
ル
の
小
丘
で
、

、

、

東
麓
に
は
も
と
大
池
が
あ
り

池
に
浮
か
ぶ
船
の
よ
う
に
見
え
た
の
で

こ
の
名
が
つ
い
た
と
い
い
ま
す
。
清
少
納
言
は
『
枕
草
子
』
で
「
丘
は

船
岡
」
と
い
い
、
清
浄
の
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

織
田
信
長
を
祀
る
建
勲
神
社
の
後
方
、
船
岡
山
頂
上
に
磐
座
が
あ
り

い
わ
く
ら

ま
す
。
現
在
は
祭
祀
の
形
跡
を
と
ど
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
古
く
は
信
仰

の
対
象
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
真
南
に
平
安
京
朱
雀
大
路
が
走

、

。

り

京
域
設
定
に
あ
た
っ
て
の
基
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

国
指
定
史
跡
。

■
残
存
す
る
平
安
京
指
図
（
図
面
）

さ

し

ず

九
条
兼
実
の
日
記
『
玉

葉
』
に
よ
れ
ば
、
平
城
京
の
指
図
が
少
な

く
じ
ょ
う
か
ね
ざ
ね

ぎ
ょ
く
よ
う

く
と
も
平
安
末
期
ま
で
は
伝
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
残
る
都
の

指
図
の
最
古
の
も
の
は
平
安
京
の
も
の
で
、
摂
関
家
の
近
衛
家
と
九
条

家
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
も
に
鎌
倉
期
の
写
し
で
す
が
、
手
本
と

さ
れ
た
も
の
は
平
安
期
の
指
図
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

近
衛
家
の
指
図
は
陽
明
文
庫
（
右
京
区
宇
多
野
上
ノ
谷
町
）
が
所
蔵

よ
う
め
い
ぶ
ん
こ

し
、
九
条
家
の
指
図
は
東
京
国
立
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

■
平
安
京
の
坊
名
と
大
路
・
小
路
名

各
坊
に
は
、
桃
花
坊
・
銅
駝
坊
・
教

業

坊
等
の
中
国
風
の
坊
名
が

と

う

か

ぼ

う

ど

う

だ

ぼ

う

き
よ
う
ぎ
よ
う
ぼ
う

付
け
ら
れ
、
銅
駝
・
教
業
・
淳

風
・
安
寧
・
崇
仁
・
陶
化
・
光
徳
の

じ
ゆ
ん
ぷ
う

あ
ん
ね
い

す
う
じ
ん

と

う

か

こ
う
と
く

坊
名
は
京
都
市
内
の
学
区
名
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
名
は
、
唐

代
の
長
安
城
や
洛
陽
城
の
坊
名
か
ら
と
っ
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。

大
路
に
は

壬
生
・
大
宮
・
東

洞

院
・
西
洞
院

小
路
に
は
猪
熊

、

、

み

ぶ

ひ
が
し
の
と
う
い
ん

に
し
の
と
う
い
ん

い
の
く
ま

・
堀
川
・
室
町
・
高
辻
・
綾
小
路
・
錦
小
路
な
ど
の
名
称
が
次
第
に
付

ほ
り
か
わ

む
ろ
ま
ち

た
か
つ
じ

あ
や
の
こ
う
じ

に
し
き
こ
う
じ

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
の
通
り
名
に
も
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
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