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11 
徳
島
の
中
心
市
街
地
は
ど
こ
で
す
か

◉
中
心
地
と
は
変
遷
す
る
も
の

　

徳
島
の
政
治
や
経
済
の
中
心
地
は
、
古
代
は
朝
廷
の
出
先
機
関
が
置
か
れ
た
徳
島
市
国
府
町
、
中
世
で

は
戦
国
大
名
が
拠
点
と
し
た
藍
住
町
勝
瑞
、
近
世
か
ら
は
蜂
須
賀
家
の
居
城
で
あ
る
徳
島
城
周
辺
へ
と
、

時
代
と
と
も
に
変
遷
し
て
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
城
下
町
で
あ
っ
た
徳
島
市
は
、
当
時
の
姿
を
大
工
町

や
藍
場
浜
、
弓
町
、
幟
町
と
い
っ
た
多
く
の
地
名
に
残
し
て
い
ま
す
。

　

徳
島
城
の
築
城
と
同
時
に
多
く
の
商
人
達
も
集
め
ら
れ
た
の
で
す
が
、
ま
ず
お
城
に
近
い
内
町
地
区
に

は
、
城
に
品
物
を
納
め
る
御
用
商
人
が
多
く
集
ま
り
ま
し
た
。
城
か
ら
見
て
川
向
こ
う
に
も
商
売
を
行
う

店
が
集
ま
り
、
新
町
と
な
り
ま
し
た
。
新
町
や
船
場
に
は
大
き
な
店
が
多
く
、
藍
場
浜
に
は
藍
大だ

い

尽じ
ん

と
言

わ
れ
た
藍
の
豪
商
の
白
壁
の
藍
倉
倉
庫
群
が
立
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。
城
の
裏
鬼
門
で
あ
る
南
西
の
方
角

に
位
置
す
る
眉
山
の
麓
に
は
、
寺
社
が
集
ま
り
、
寺
町
を
形
成
し
ま
し
た
。

◉
交
通
は
水
運
か
ら
陸
運
へ
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現
代
の
輸
送
手
段
は
自
動
車
や
鉄
道
な
ど
の
陸
運
が
中
心
で
あ
り
、
徳
島
を
流
れ
る
河
川
の
多
さ
は
時

と
し
て
交
通
渋
滞
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
動
車
や
鉄
道
な
ど
が
無
か
っ
た

時
代
で
は
輸
送
手
段
の
中
心
は
水
運
で
あ
り
、
水
都
で
あ
る
徳
島
市
に
人
口
が
集
積
し
ま
し
た
。

　

水
運
全
盛
期
の
吉
野
川
で
は
、
大
き
な
帆
を
張
っ
た
全
長
16
メ
ー
ト
ル
の
船
が
、
薪
、
木
炭
、
煙
草
、

藍
玉
な
ど
を
、
祖
谷
川
口
の
川
崎
か
ら
池
田
〜
辻
〜
半
田
〜
脇
町
〜
岩
津
〜
川
島
〜
第
十
堰
を
経
て
徳
島

市
ま
で
2
〜
3
日
で
運
び
ま
し
た
。
逆
に
徳
島
か
ら
池
田
へ
は
、
塩
、
米
麦
、
雑
貨
な
ど
を
積
ん
で
お
よ

そ
１
週
間
を
要
し
ま
し
た
。

　

那
賀
川
は
ダ
ム
が
で
き
る
1
9
5
1
年
ま
で
、
那
賀
奥
で
伐
り
出
さ
れ
た
木
材
の
運
搬
に
利
用
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
途
中
ま
で
は
管く

だ

流
し
と
い
っ
て
1
本
ず
つ
流
し
、
集
積
場
で
筏い

か
だ

に
組
み
下
流
の
製
材
工
場

ま
で
流
し
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
の
初
め
ご
ろ
ま
で
は
、
徳
島
市
街
地
と
撫む

養や

（
現
鳴
門
市
）
を
結
ぶ
巡
航
船
も
運
航
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
新
町
橋
畔
〜
古
川
〜
吉
野
川
を
横
切
り
、
榎
瀬
江
湖
川
か
ら
今
切
川
を
下
り
、
旧
吉
野
川
〜
撫
養

川
〜
鳴
門
文
明
橋
畔
に
至
る
も
の
で
す
。

　

1
8
9
5
（
明
治
28
）
年
に
日
清
戦
争
が
終
了
し
た
後
、
深
刻
な
財
政
難
に
陥
っ
て
い
た
政
府
は
鉄

道
な
ど
の
大
型
事
業
に
民
間
の
資
本
を
導
入
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
徳
島
で
も
藍
商
人
の
大
串
龍
太
郎

が
県
内
の
有
力
藍
商
人
ら
に
働
き
か
け
て
、
1
8
9
6
（
明
治
29
）
年
に
徳
島
鉄
道（
株
）
が
設
立
さ
れ
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ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
3
年
後
の
1
8
9
9
（
明
治
32
）
年
2
月
に
徳
島
〜
鴨
島
間
が
開
通
し
、
そ
の
翌

年
に
は
船
戸
（
川
田
）
ま
で
開
通
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
1
9
0
7
（
明
治
40
）
年
に
国
に
買
収
さ
れ

た
後
、
1
9
1
4
（
大
正
3
）
年
3
月
に
阿
波
池
田
ま
で
開
通
し
ま
し
た
。

　

1
9
1
3
（
大
正
2
）
年
に
は
徳
島
〜
小
松
島
間
が
、
1
9
1
6
（
大
正
5
）
年
に
は
古
川
〜
撫
養

間
と
中
田
〜
古
庄
間
が
い
ず
れ
も
民
営
で
開
通
し
、
1
9
3
5
（
昭
和
10
）
年
に
は
高
徳
線
が
国
有
と

し
て
開
通
し
て
い
ま
す
。

　

鉄
道
の
開
通
と
と
も
に
、
藩
政
時
代
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
物
資
輸
送
の
中
心
で
あ
っ
た
吉
野
川
の
水

運
は
、
そ
の
地
位
を
鉄
道
に
譲
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◉
内
町
・
新
町
地
区
の
栄
枯
盛
衰

　

大
正
時
代
に
鉄
道
網
の
発
達
に
よ
っ
て
県
内
各
地
か
ら
徳
島
駅
に
人
を
運
ぶ
仕
組
み
が
整
い
、
特
に
内

町
地
区
と
新
町
地
区
は
、
戦
前
、
西
日
本
で
も
有
数
の
商
店
街
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
太
平
洋

戦
争
末
期
の
1
9
4
5
年
7
月
4
日
、
徳
島
大
空
襲
に
よ
っ
て
徳
島
市
の
中
心
部
は
も
と
よ
り
、
市
街

地
の
6
割
が
一
晩
で
焼
け
野
原
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
被
害
は
、
死
者
約
1
千
人
、
負
傷
者
約

2
千
人
、
焼
け
出
さ
れ
た
被
災
者
約
7
万
人
と
い
う
大
き
な
も
の
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
悲
惨
な
出
来
事
を
乗
り
越
え
、
終
戦
後
は
驚
異
的
な
復
興
を
遂
げ
、
1
9
5
0
年
代
半
ば
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〜
1
9
7
0
年
代
初
頭
の
高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
新
町
地
区
周
辺
に
多
く
の
映
画
館
が
立
ち
並
び
商

店
街
を
多
く
の
人
が
行
き
交
い
、
買
物
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
交
通
の
主
役
は
次
第
に
鉄
道
か
ら
マ
イ
カ
ー
に
移
り
、
1
9
8
0
年
代
に
は
広
い
駐

車
場
を
備
え
た
郊
外
型
大
規
模
店
が
相
次
い
で
オ
ー
プ
ン
し
、
賑
わ
い
に
陰
り
が
出
て
き
ま
し
た
。

1
9
8
3
年
に
徳
島
駅
前
に
徳
島
そ
ご
う
が
開
店
し
、
こ
の
年
の
新
町
地
区
の
通
行
量
は
10
年
前
の
半

分
以
下
に
ま
で
落
ち
込
み
、
そ
し
て
、
1
9
9
5
年
に
は
同
地
区
の
顔
と
も
言
え
る
地
元
資
本
の
丸
新

百
貨
店
が
60
年
余
り
の
歴
史
に
終
止
符
を
打
ち
、
ひ
と
つ
の
時
代
が
終
わ
り
ま
し
た
。

◉
中
心
市
街
地
の
役
割
と
は
何
で
し
ょ
う
か

　

そ
も
そ
も
中
心
市
街
地
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
ひ
と
言
で
表
現
す
る
と
「
都
市
機
能
が
集
積
し
、
外
か

ら
人
が
一
番
多
く
集
ま
っ
て
く
る
と
こ
ろ
」
。
具
体
的
に
は
、
①
公
共
交
通
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
②
消
費
、

娯
楽
の
空
間
、
③
医
療
、
文
化
、
教
育
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
空
間
、
④
オ
フ
ィ
ス
、
⑤
住
居

が
組
み
合
わ
さ
っ
た
空
間
で
、
歩
い
て
回
れ
る
範
囲
を
指
し
ま
す
。

　

徳
島
市
の
中
心
市
街
地
は
、
人
が
出
会
い
、
交
流
し
、
新
し
い
文
化
を
生
む
街
と
し
て
の
求
心
力
が
残

念
な
が
ら
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
心
市
街
地
の
も
つ
交
通
条
件
の
良
さ
や
人
口
密
度
の
高
さ
と
い
っ
た
メ

リ
ッ
ト
を
生
か
し
、
人
が
集
ま
り
人
が
主
役
と
な
る
よ
う
な
街
へ
転
換
を
急
ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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多
く
の
人
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
さ
せ
、
足
り
な
い
機
能
を
付
け
加
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
街
全
体
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
仕
組
み
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
中
心
市
街

地
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
高
松
市
中
心
部
の
丸
亀
町
商
店
街
の
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
は
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
つ
い
て
、
「
商
店
主
の
生
活
設
計
の
た
め
だ
け
の
事
業
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
商
店
街
は
公
共
性
を
意
識
し
て
こ
そ
存
在
価
値
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
で
取
り
組
み
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で
の
ネ
ッ
ク
は
土
地
問
題
で
す
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
降
り
た
店
を
放
置
し
よ

う
が
駐
車
場
に
し
よ
う
が
、
土
地
の
所
有
者
の
自
由
で
す
。
そ
こ
で
、
丸
亀
町
商
店
街
は
土
地
の
所
有
権

と
使
用
権
を
分
離
さ
せ
ま
し
た
。
所
有
者
は
自
分
た
ち
の
資
産
で
あ
る
土
地
を
ま
ち
づ
く
り
会
社
に
提
供

し
、
ま
ち
づ
く
り
会
社
は
そ
の
地
域
に
必
要
な
お
店
や
施
設
を
集
積
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を

オ
ー
ナ
ー
に
地
代
と
し
て
分
配
す
る
と
い
う
仕
組
み
を
作
り
上
げ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
が
実
現
し
た
の
は
、
地
域
に
住
む
人
た
ち
の
強
い
危
機
感
と
日
ご
ろ
の
連
携
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
も
っ
た
人
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
。
徳
島
も
大
い
に
参
考
に
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

郊
外
の
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
（
S
C
）
を
中
心
と
す
る
地
域
が
中
心
市
街
地
の
機
能
を
果

た
せ
ば
い
い
で
は
な
い
か
、
と
の
意
見
も
あ
り
ま
す
。
S
C
は
買
物
客
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
店
を
揃
え
、

最
近
で
は
消
費
だ
け
で
な
く
学
び
の
場
や
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
も
提
供
し
、
地
元
の
人
を
た
く
さ
ん
雇
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用
す
る
な
ど
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。　

し
か
し
、
S
C
だ
け
で
は
全
国
ど
こ
に
で
も
あ
る

特
徴
の
な
い
街
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

中
心
市
街
地
に
は
住
む
人
と
訪
れ
る
人
が
共
に
長

い
歴
史
の
中
で
作
り
上
げ
て
き
た
「
街
並
み
」
が
あ

り
ま
す
が
、
徳
島
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
存
在
意

義
）
と
も
言
え
る
徳
島
な
ら
で
は
の
街
並
み
が
衰
退

す
る
こ
と
は
、
県
全
体
の
活
力
低
下
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
行
政
や
そ
こ
に
住
む
住
民
の
み

な
ら
ず
、
市
民
・
県
民
が
自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て

主
体
的
に
関
わ
り
、
中
心
市
街
地
を
再
構
築
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
す
。

◉
心
お
ど
る
水す

い

都と

徳
島
に

　

徳
島
市
の
中
心
部
は
、
空
か
ら
眺
め
る
と
、
川
に

囲
ま
れ
た
地
域
が
ひ
ょ
う
た
ん
の
形
を
し
て
い
る
こ

ひょうたん島クルーズ
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と
か
ら
、
「
ひ
ょ
う
た
ん
島
」
の
愛
称
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
徳
島
市
は
、
川
が
面
積
の
約
13
％
を
占
め

て
い
ま
す
が
、
「
ひ
ょ
う
た
ん
島
」
の
周
囲
の
護
岸
は
県
名
産
の
青
石
で
き
れ
い
に
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

世
界
に
誇
れ
る
水
の
都
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
1
9
8
0
年
代
頃
ま
で
は
、
新
町
川
も
決
し
て
き
れ
い
な
川
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
「
で
き
る
人
が
、
で
き
る
時
に
、
で
き
る
こ
と
を
」
を
基
本
に
、
「
市
民
の
汚
し
た
川
は
市
民
の

手
で
き
れ
い
に
再
生
し
よ
う
」
と
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、
現
在
N
P
O
法
人
・
新
町
川
を
守
る
会
の
理

事
長
を
務
め
る
中
村
英
雄
さ
ん
で
す
。
有
志
10
人
で
会
を
発
足
し
、
毎
月
2
回
ボ
ー
ト
で
川
の
清
掃
を
始

め
ま
し
た
。
中
村
さ
ん
た
ち
の
活
動
を
行
政
も
後
押
し
し
、
魚
釣
り
が
で
き
る
ほ
ど
き
れ
い
な
川
が
復
活

し
た
の
で
す
。

　

守
る
会
は
、
ひ
ょ
う
た
ん
島
を
約
30
分
で
1
周
す
る
「
ひ
ょ
う
た
ん
島
ク
ル
ー
ズ
」
を
無
料
（
要
保
険

料
2
0
0
円
）
で
運
航
し
て
い
ま
す
が
、
今
や
徳
島
市
の
名
物
と
な
り
、
年
間
の
乗
船
者
は
5
万
人
に

迫
る
勢
い
で
す
。
そ
し
て
、
毎
年
夏
に
「
吉
野
川
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
や
「
屋
形
船
と
邦
楽
の
夕
べ
」
、

秋
に
は
「
観
月
演
奏
会
」
、
冬
に
は
「
川
か
ら
サ
ン
タ
が
や
っ
て
く
る
」
「
寒
中
水
泳
大
会
」
な
ど
、
川

を
活
か
す
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
さ
ら
に
は
、
新
町
と
鳴
門
を
結
ぶ
「
撫
養
航
路
」
を
復
活

さ
せ
る
な
ど
、
川
を
楽
し
む
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
定
着
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
活
動
の
起
点
と
な
っ
た
新
町
川
は
も
ち
ろ
ん
、
助
任
川
、
田
宮
川
、
吉
野
川
河
川
敷
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の
清
掃
、
花
植
え
、
そ
し
て
、
高
知
県
の
吉
野
川
源
流
域
で
の
植
樹
・
間
伐
活
動
に
加
え
て
、
川
を
共
通

項
と
し
た
全
国
各
地
と
の
連
携
な
ど
に
も
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

　

「
川
を
汚
し
た
の
も
人
間
な
ら
、
川
を
美
し
く
す
る
の
も
人
間
。
川
は
見
ら
れ
て
美
し
く
な
る
」
と
い

う
の
が
、
中
村
さ
ん
の
持
論
で
す
。


