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和
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年
四
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古
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の

港

浦

周

u' 

緒
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港
砲
が
政
治
外
交
上
の
大
問
題
己
し
て
現
は
れ
た
の
は
、
近
世
の
末
仁
、
外
国
の
我
れ
に
向
っ
て
通
商
貿
易
を

開
く
銭
め
、
互
市
場
ピ

L
て
の
開
港
を
迫
っ
た
頃
か
ら
で
ゐ
っ
て
、
爾
来
開
港
己
鎖
闘
古
は
、
賞
に
嘗
時
の
政
治

問
題
の
基
調
己
な
り
、
幾
多
の
波
澗
を
捲
起
し
て
、
遂
に
幕
府
の
倒
演
、
明
治
政
府
建
設
の
動
機
正
な
っ
た
。
併

し
乍
ら
一
見
に
測
っ
て
見
れ
ば
、
江
戸
幕
府
三
百
年
、
我
国
民
が
殆
ど
外
国
吉
交
渉
を
絶
っ
て
居
る
中
に
も
、

力、

す

か
乍
ら
ド
、
欧
洲
の
文
化
を
掻
取
し
た
の
は
、
長
崎
出
島
の
一
角
か
ら
で
あ
っ
た
。
又
闘
内
に
あ
っ
て
は
、
大
阪

前

強

古

代

院J
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A

第
四
観

を
始
め
ご
し

τ、
各
地
の
大
小
の
港
悔
は
幕
府
諸
藩
の
物
産
の
轍
途
其
他
経
済
上
に
利
用
さ
れ
て
、
何
れ
も
相
官

重
要
の
地
位
を
占
め

τ屑
つ
台
。
叉
商
北
朝
か
ら
足
利
時
代
へ
か
け
て
は
、
園
内
到
る
薩
戦
乱
の
巷
己
な
っ

τ、

陸
上
の
交
通
が
麗
杜
絶
さ
れ
つ
、
あ
っ
た
中
に
も
海
運
は
意
怨
外
に
盛
ん
で
あ
っ
て
、
遠
距
離
の
航
海
も
行
は
れ
、

殊
に
倭
冠
古
い
は
れ
た
我
冒
険
家
は
、
支
那
南
洋
に
迄
も
乗
出
し
て
居
る
か
ら
、
我
港
海
の
畿
逮
は
著
し
〈
、
別

L
τ
堺
の
如
き
は
欧
洲
に
迄
も
其
盛
名
を
馳
せ
て
文
化
の
後
源
地
ご
な
っ
て
居
た
。
こ
れ
よ
h
以
前
に
も
、
難
波

で
あ
る

E
か
、
敦
賀
で
ゐ
る
己
か
、
灘
の
大
津
で
あ
る
さ
か
、
古
代
よ
り
幕
開
し
た
港
の
数
は
多
〈
、
我
交
通
、

商
業
、
経
済
、
軍
事
、
事
問
、
宗
致
、
萄
術
等
、
岡
氏
文
化
の
後
展
の
上
に
特
殊
の
貢
献
を
な
し
来
っ
た
こ
己
決

し
て
少
な
か
っ
た
ピ
は
V
へ
泊
。

港

の

起

調

日
本
は
所
鵡
島
国
正
し
て
、
多
〈
の
細
長

島
か
ら
成
立
っ
て
居
b
、
陸
地
は
原
野
が
割
合
に
少
〈

τ山
長
仁

宮
み
、
従
っ
て
河
川
も
到
る
蕗
仁
流

μ
て
居
る
。
斯
る
自
然
の
地
形
に
ゐ
つ

τは
、
陸
上
交
通
の
困
難
を
補
ふ
縛

め
じ
、
河
川
や
海
上
の
利
用
畿
遼
す
べ
き
蓮
命
に
あ
ゐ
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o

こ
れ
を
古
侍
設
に
徴
し

τ見
τ

も
、
素
謹
嶋
倉
父
子
以
朝
鮮
を
意
味
し
た
新
羅
ご
の
闘
を
往
来
さ
れ
た
紳
話
が
残
っ
て
居
り
、
別
し
て
紳
武
天
皇

の
東
征
の
如
き
は
多
〈
拠
路
に
依
ら
れ
た
も
の
で
、
某
御
征
訟
に
は
九
州
か
ら
中
園
、
畿
内
、
南
海
へ
か
り

τの

a、.



水
路
ゃ
、
寄
排
出
地
の
名
が
肌
ら
か
仁
列
記
さ
れ

τ居
る
。
氷
蓮
り
閲
り
る

Z
ζ
ろ
、
般
航
の
必
要
な
る
は
言
ふ
迄

も
な
い
事
で
あ
る
が
、

-
』
れ
も
院
に
早
〈
紳
話
の
中
に

天
帥
問
機
械
般
・
天
烏
般
の
名
が
見
え

τ居
h
、
素
謡
鳴

骨
骨
が
新
羅
は
金
銭
り
多
い
闘
で
あ
る
か
ら
、

日
本
か
山
交
泌
す
る
錦
め
に
浮
賀
が
な
く
て
は
叶
は

m
H
t
い
は
れ

て
、
木
郁
を
持
っ
て
踊
っ
て
植
え
ら
れ
た
己
侍
へ
ら
る
、
浮
貨
は
、
船
舶
を
意
味
す
る
も
の
で
ゐ
る
。
別
け

τも

崇
紳
天
皇
の
時
に
は
、
舶
は
「
天
下
之
要
用
品
、
今
海
議
之
氏
、
白
ν加

盟
川

u

仙
川
以
甚
法
L
P蓬
ヘ
其
AT--
諸
岡
-
抽
け
治
a
帥削

舶
目
、
」
ピ

ν
っ

τ、
遺
舶
を
奨
励
さ
れ
た
。
遺
般
術
に
つ
い

τは
、
廊
紳
天
皇
の
時
に
、
新
羅
か

ι並
一
技
術
に
長
じ

た
肋
匠
を
寄
越
L
た
-
』
ご
が
ゐ
っ
て
、

ぞ
れ
が
締
名
前
氏
の
頑
先
記
な
っ
た
ご
あ
る
か
ら
、
朝
鮮
は
我
れ
よ
り
早

ぐ
進
ん
で
居
た
も
の
ご
見
え
る
。
叉
帥
棋
連
天
皇
の
時
、
般
史
王
反
爾
の
弟
牛
仁
、
沖
史
の
姓
を
賜
っ
た
ニ
ピ
を
見

て
も
、
沖
正
航
正
の
密
接
の
聞
係
を
知
る
こ

E
が
出
来
よ
う
。
併
し
造
船
の
術
は
我
闘
で
は
後
世
迄
割
合
に
進
歩

せ
な
か
っ
た
も
の
、
ゃ
う
で
あ
る
か
ら
、
上
世
に
ゐ
つ

τは
猫
一
見
幼
稚
の
域
を
脱
せ
な
か
っ
た
で
ゐ
ら
う
。
其
結

果
己
し
て
.

多
〈

ω薪
水
や
食
料
を
積
み
、
風
波
に
堪
へ
て
遠
距
雌
の
航
路
を
縦
り
る
こ
ご
が
不
可
能
で
あ
っ
た

か
ら
、
海
路
に
も
せ
よ
、
川
路
に
も
せ
よ
、
比
較
的
対
距
離
の
聞
に
碇
泊
地
を
泣
〈
を
品
川
儀
な
〈
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、

そ
れ
が
又
賞
時
に
於
り
る
川
伯
尚
の
必
要
原
因
己
な
っ
た
正
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
o

「
ミ
ナ
ト
L
(
「
ミ
ト
」
の
名
も
あ
る
)
の
名
は
阪
に
紳
話
の
中
に
出
で
、

「
?
」
の
名
以
紳
武
天
皇
の
束
征
仁
も
多
〈

見
え
る
。
岡
崎
に
見
え
た
浪
抱
渡
の
「
ヲ
タ
リ
」
も
亦
水
を
渡
る
ご
こ
ろ
で
、
沖
正
同
義
で
あ

h
、
「
F
T
F
」
叉
舶

詰

叢

港

第
一
一
十
山
谷

、コ
L

F
E
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瀬
は
般
舶
の
碇
泊
す
る
ど
こ
ろ
で
、
こ
れ
も
亦
み
な
さ
で
ゐ
る
。
風
波
を
避
け
る
縛
め
に
は
海
水
の
潜
入
し
た
ピ

こ
ん
を
使
正
す
る
か
ら
入
江
ご
も
い
は
れ
る
。
斯
る
名
を
負
う
た
地
名
の
古
〈
か
ら
諸
岡
到
る
蕗
に
殆
ど
な
い
も

の
は
な
い
位
で
ゐ
る
の
は
、
何
れ
も
其
早
〈
刺
周
吉
れ
た
こ
正
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
共
中
最
も
盛
ん
に
利
用

さ
れ
た
ご
こ
ろ
は
、
共
闘
名
に
迄
「
ヅ
」
正
僻
し
た
滞
闘
や
掛
馬
が
あ
る
。
浄
闘
は
も
さ
難
波
沖
に
構
沖
職
己
い
ふ

特
別
官
制
を
泣
か
れ
、
そ
れ
が
津
闘
の
行
政
を
も
粂
録
し
た
錫
め
に
嬬
悼
の
名
が
出
で
た
も
の
で
あ
っ
て
、
津
が

英
生
命
で
あ
っ
た
。

港
漕
修
築
の
必
要

古
代
の
港
は
、
只
自
然
的
地
勢
に
任
せ
て
、
人
工
を
加
へ
毛
ニ
ピ
が
殆
円
ど
な
か
っ
た
か
ら
、
帥
加
が
風
波
を
避
り

τ碇
泊
す
る
に
便
利
な
ご
こ
ろ
で
あ
る
事
を
第
一
保
件
ご
し
た
り
で
あ
る
が
、
斯
る
港
線
の
利
用
M
Y

盆
頻
繁
Z
な

っ
て
来
る

Z
共
に
、
こ
れ
を
利
用
す
る
も
の
、
柿
類
も
亦
従
っ
て
複
雑
ご
な
っ

τ来
ゐ
こ

t
を
兎
れ
な
い
。
薪
水

糧
食
の
供
給
を
仰
「
丈
に
止
る
皐
な
る
中
継
港
ご
し
て
の
外
に
、
或
は
漁
業
が
盛
ん
な
地
方
で
は
漁
港
も
あ
れ

ば
、
或
は
商
業
貿
易
の
盛
ん
な
地
方
で
は
商
港
貿
易
港
も
あ
b
、
政
は
又
水
箪
に
長
じ
た
海
賊
の
出
品
同
組
仁
は
軍
港

も
あ
っ
た
o

是
等
の
中
仁
は
平
和
的
の
縛
め
に
す
る
も

ω
Z
戦
時
的
事
業
の
鴻
め
に
す
る
も
の
ご
で
著
し
〈
其

目
的
を
異
に
し

τ居
た
か
ら
、
裕
樹
ご
し
て
の
僚
件
も
共
目
的
に
臆
じ
て
異
ら

F
る
を
得
な
か
っ
わ
い
0

中
古
以

a‘予ー



来
、
税
制
が
定
っ
て
か
ら
・
地
方
よ
ち
租
枕
を
中
央
に
運
送
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
か
ら
、
最
も
中
央
帝
都
に
近
き

良
泌
憎
が
、
常
じ
是
等
の
船
舶
山
り
輔
議
す
る
ご
こ
ろ
ご
な
っ
て
繁
昌
し
た
。
魚
介
に
し
て
も
、
共
他
の
商
品
に
L

て
も
、
最
も
多
〈
の
前
用
は
大
都
舎
に
ゐ
っ
た
か
ら
、
大
都
曾
に
近
ヨ
艮
泌
海
程
、
発
達
の
可
能
性
が
多
か
っ
た

の
は
言
ふ
温
も
ゐ
る
ま
い
二
難
波
や
武
庫
水
門
の
後
迭
は
全
〈
こ
れ
が
柏
崎
め
で
あ
っ
た
G

此
場
合
・
港
紬
内
北
(
者

ω

風
波
を
避
け
碇
泊
に
悦
な
僚
件
を
備
へ

τ居
る
外
、

そ
れ
ら
の
需
要
供
給
の
中
心
地
己
の
聞
に
陸
上
の
交
通
運
輪

の
使
も
よ
く
、
且
つ
泌
時
其
者
に
貨
物

ω集
散
需
給
に
便
利
な
設
備
の
あ
る
こ
ご
を
要
す
る
o

郎
も
地
機
比
者
が

一
つ
の
市
場
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
は
人
口
も
多
く
、
定
家
も
少
か
ら
ず
ゐ
っ
て
、
物
資
の
一
時
貯
臓
や
委
託
販
寅

等
の
施
設
に
於
て
も
間
然
す
る
ご
こ
ろ
が
な
く
、
娯
楽
機
聞
き
へ
備
っ
た
も
の
で
な
げ
れ
ば
な
ら
凶
。
こ
れ
が
法

出
聞
の
栄
へ
も
し
・
寂
れ
も
す
る
分
岐
勅
で
あ
っ
て
、
或
時
代
に
全
盛
を
極
め
た
こ
ど
が
あ
っ
て
も
、
後
に
は
名
ば

h
p
b
の
哀
叫
慨
を
見
せ
て
居
る
も
の
は
、
共
原
因
を
尋
ね
て
鬼
る
ご
、
皆
斯
〈
の
如
き
傑
件
を
充
た
す
こ
己
が
出
来

な
い
銭
的
に
、
優
秀
な
る
他
的
競
守
者
に
打
負
か
さ
れ
た
結
巣
に
外
な
ら
早
』
正
を
後
見
す
る
o

そ
、
叫
に
は
自
然

の
不
可
抗
力
も
ゐ
れ
ば
、
叉
人
銭
的
原
因
も
あ
る
o

例
へ
ば
古
〈
は
雛
波
の
一
一
足
倣
は
煩
々
た
る
淀
川
の
供
水
の
害

吉
、
こ
れ
を
避
〈
る
鋳
め
に
三
闘
川
を
閥
接
さ
れ
た
事
が
、
却
て
武
庫
水
門
ピ
京
都
ご
を
接
近
さ
せ
て
、
共
著
L

言
法
惑
を
遂
げ
き
せ
た
も
の
で
あ
る
o

中
世
堺
捕
の
肱
四
回
此
は
、
武
庫
水
門
の
後
身
た
る
兵
庫
が
、
市
北
朝
時
代
に

武
家
側
に
凋
占
さ
れ
、
叉
臆
仁
文
明
の
乱
に
は
、
西
軍
の
大
内
氏
に
占
飼
さ
れ
わ
い
ど
こ
ろ
よ
b
、
立
(
反
岨
割
に
立
つ

繭

態

古f

1~ 

ID 
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議

古

代

。
地

第
二
十
四
巻

大

第
四
班

た
南
朝
や
東
軍
が
自
然
堺
を
多
〈
利
用
す
る
ニ
正
、
な
っ
た
か
ら
で
め
る
。
故
に
港
鴻
正
し
て
埼
山
東
他
棋
を
持
縦
す

"'...，~""~""，，…叩

告
し
む
る
に
至
る
ζ

己
が
な
い
で
も
な
い
か
ら
、

ニ
れ
に
謝
し
て
は
繕
え
宇
修
築
の
必
要
が
あ
る
。
政
府
が
武
庫

る
潟
め
じ
は
不
断
り
努
力
を
縦
〈
べ
き
で
ゐ
る
。
如
何
に
自
然
山
形
勝
に
ゐ
る
良
港
で
も
、
自
然
に
放
任
し
て
置

い
た
な
ら
ば
、
河
川
の
流
す
土
砂
の
勉
め
に
、
大
船

ω碇
泊
仁
堪
へ
ら
れ
な
〈
な
る
ば
か

h
か
、
却
t
危
険
を
戚

水
門
の
後
身
た
る
大
輪
凹
泊
の
修
築
仁
専
ら
で
め
っ
た
潟
め
に
、
魚
住
泊
の
額
腐
し
た
ニ
芭
は
、
三
善
指
行
の
意

見
封
事
に
見
え
て
居
る
。

四

借
俗
の
修
築
事
業

津
に
は
古
〈
か
ら
浄
守
が
ゐ
っ
た
ゃ
う
で
ゐ
る
が
、
港
揃
聞
に
闘
す
る
制
度
の
備
は
る
仁
至
っ
た
の
は
、
唐
制
に

倣
っ
た
令
が
交
通
運
輸

ω上
か
ら
同
々
の
規
定
を
設
り
た
以
後
の
事
で
あ
る
。
難
波
の
如
き
は
言
ふ
迄
も
な
く
、

其
他
の
常
に
も
共
以
前
か
ら
そ
れ
介
、
、
官
克
を
泣
炉
れ
、
共
修
築
の
如
き
は
、
地
方
官
が
毎
年
一
定
の
時
期
に
行

つ
主
居
っ
た
が
、

一
時
的
に
は
遊
般
繍
伎
の
任
命
も
ゐ
っ
た
。

併
し
河
港
は
兎
に
角
、
海
港
に
あ
っ
て
は
、
風
波
の
破
壊
力
に
抵
抗
す
る
に
は
、
官
時
山
人
智
が
術
ほ
幼
稚
で

あ
っ
た
縛
め
に
、
多
〈
の
犠
牲
を
出
に
す
を
免
れ
な
か
っ
た
。
筑
前
同
宗
像
枇
に
は
大
小
七
十
依
枇
が
あ
っ
て
共

一
年

ω修
遊
仁
要
す
る
経
費
も
多
額
仁
上
っ
た
り
れ
ど
も
、
そ
れ
は
脅
毎
年
同
国
草
屋
津
や
新
居
演
に
漂
着
す
る

a‘、.



般
拍
畑
や
其
貨
物
の
拾
得
品
を
以
て
支
排
さ
れ
る
ニ
苦
手
安
朝
以
ポ
数
百
年
に
及
ん
で
居
た
が
』
い
は
れ
る
。
嘗
時
は

是
等
の
諜
着
般
が
寄
舶
正
和
せ
ら
れ
て
、
必
然
其
地
方
の
額
五
の
牧
入
ご
す
る
例
に
な
っ

t
居
た
か
ら
で
ゐ
る
o

こ
川
い
は
単
な
る
一
例
で
は
あ
る
が
、
其
枚
入
の
多
か
っ
た
こ
正
は
、
や
が
て
被
害
の
甚
深
で
あ
っ
た
こ
ご
を
物
語

っ
て
居
る
。
こ
、
に
は
載
せ
ら
れ
て
な
い
け
れ
ど
も
、
人
類
の
遭
難
色
亦
酸
鼻
す
ぺ
き
も
の
が
ゐ
っ
た
に
相
違
な

ぃ
。
ぞ
れ
仁
つ
り
て
も
是
等
の
船
舶
が
風
波
を
逃
〈
る
に
充
分
な
る
避
難
港
の
必
要
な
る
こ
ピ
は
言
ふ
迄
も
な
か

っ
た
。
慣
侶
は
常
時
の
知
識
階
級
で
あ
h
、
且
つ
利
他
救
済
を
其
天
職
ご
し
て
居
た
丈
に
、
こ
れ
を
看
過
傍
観
す

ぺ
き
で
は
な
〈
、
且
つ
其
布
激
策

ω上
に
取
っ
て
も
彼
等
が
斯
る
枇
曾
事
業
に
貢
献
す
る
こ
ご
は
極
め
て
望
ま
し

器
等
で
あ
っ
た
己
諦
は
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
此
方
面
に
於
け
る
彼
等
の
活
躍
正
な
b
、
後
山
陽
、
西
海
、

南
海
三
道
の
航
海
者
の
安
全
の
錦
め
に
里
程
を
測
っ

τ裡
生
・
韓
・
魚
住
・
大
輪
回
・
河
尻
の
五
泊
を
定
め
た
行
基
を

始
時

Z
し
て
、
貞
削
酬
の
初
に
は
濁
力
で
魚
住
泊
の
防
波
堤
た
る
石
椋
の
修
築
に
従
事
し
た
東
大
寺
俗
資
和
、
賢
養

E
慮
中
に
宣
旨
を
承
っ
て
魚
住
泊
の
築
島
日
十
年
を
期
し
て
着
手
し
た
性
海
上
人
が
あ
る
。
賢
和
は
叉

承
和
中
、
律
師
静
安
の
諮
っ
た
和
遁
の
般
淑
の
破
損
し
た
の
を
も
同
時
に
修
造
し
て
居
る
。
共
他
鎌
倉
時
代
に

が
め
h
、

は
、
霊
源
、
佐
阿
禰
陀
仰
も
こ
れ
を
行
っ
て
居
b
、
俗
人
ご
し
て
は
一
中
清
盛
が
大
輪
回
泊
に
篠
島
を
築
い
て
、
風

披
の
難
を
止
め
た

ωは
有
名
な
事
蹟
で
め
る
。
就
中
俊
乗
坊
重
訴
の
如
き
は
、
鎌
倉
時
代
的
初
、
遺
東
大
寺
大
糊

議
ご

Lτ
著
名
で
あ
る
が
、
其
一
生
の
業
績
を
書

ν
た
南
無
阿
捕
陀
備
作
善
集
を
見
る
ご
.
彼
れ
は
魚
住
泊
の
修

前

代

第
二
十
四
容

~. ，、

第
四
腕

七

接

。
港

古

" 

刷、司



論

叢

古

代

D 

港

第
ニ
十
同
容

/、

四

第
四
蹴

λ 

築
事
業
を
も
糊
準
し
た
こ
ご
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
彼
島
は
昔
行
基
が
人
を
助
り
る
斜
め
に
此
泊
を
築
い
た
も
の
で

ゐ
る
け
れ
ど
も
、
星
和
漸
:
積
つ

τ波
拍
酬
の
銭
め
仁
侵
損
苫
れ
、
こ
れ
が
潟
め
仁
上
下
の
般
が
風
波
に
遭
っ
て
漂

ひ
死
す
る
も
の
幾
千
を
知
ら
同
程
で
あ
る
か
ら
行
基
の
醤
儀
に
復
せ
ん
ご
し
た
も
の
で
あ
る
己
主
聞
か
れ
て
居

る
o
其
中
に
「
何
遂
菩
薩
事
跡
、
欲
複
欝
儀
」
ご
ゐ
る
を
見
一
ー
も
、
行
基
の
五
つ
の
泊
を
定
め
た
ご
い
ふ
の
は
、
朝

野
に
勧
進
し
て
修
築
し
た
こ
子
伊
-
意
味
し
て
居
h
、
重
源
も
亦
行
基
の
奮
跡
を
倉
重
し
て
、
共
復
結
闘
を
闘
っ
た
こ

百
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
霊
源
は
叉
清
盛
の
手
を
着
り
て
成
ら
な
か
っ
た
大
輪
回
泊
を
も
修
築
し
た

(
小
原
文
書

建
久
七
年
太
政
官
符
)
。

比
他
彼
れ
は
各
地
の
道
路
を
閲
撃
し
、
僑
梁
を
架
設
し
て
居
る
が
、
其
中
、
渡
議
橋
は

難
波
の
河
排
他
に
閥
〈
べ
か
ら

F
る
名
橋
で
ゐ
っ
た
。
童
相
酬
は
み
づ
か

ι商
銀
阿
揃
陀
仰
Z
稀
[
て
居
た
ば
か
ち
で

な
〈
、
彼
れ
に
錦
依
L
た
枇
曾
各
階
級
の
人
命
仁
向
っ
ー
も
頭
に
一
宇
を
泣
い

τ、
何
阿
揃
陀
働
正
名
づ

C
る
こ

が
闘
で
た
耗
で
、
そ
こ
に
も
宗
激
的
意
味
が
見
出

rさ
れ
る
。
是
等
の
港
憾
の
修
築
に
つ
い

τ、
大
輪
回
泊
の
艦

己
、
安
阿
綱
陀
仰
・
法
阿
捕
陀
仰
正
い
ふ
が
如
〈
に
し
た
が
(
品
川
管
抄
)
建
仁
二
年
に
始
時
て
二
十
年
か
ら
に
な
る

ご
い
へ
ば
(
作
善
集
)
、
品
開
裂
の
人
数
に
上
っ
た
こ
ご
で
あ
ら
う
。
往
阿
捕
陀
仰
の
偽
記
は
詳
か
で
な
い
が
、
其
名

か
ら
推
せ
ば
、
こ
れ
も
均
し
〈
其
流
れ
を
酌
ん
だ
も
の

Z
忠
は
れ
る
。
筑
前
の
葦
屋
津
及
び
鎌
倉
の
和
賀
江
島
を

修
築
し
た
の
は
此
人
で
あ
っ
た
。
忍
性
も
亦
鎌
倉

ω港
江
井
島
(
傾
島
)
を
作
っ
た
。
卒
清
盛
の
如
き
俗
人
で
も
、

経
島
を
柴
〈
に
嘗
つ

τは
、
大
小
の
石
仁
各
一
切
経
の
一
宇
を
膏
か
せ

τ
こ
れ
を
海
中
に
填
め
た
か
ら
経
島

ω名



島
正
い
ひ
、
鎌
倉
の
和
賀
江
島
ご
い
ひ
、
北
(
他
魚
住
泊
の
如
当
も
、
亦
島
ご
い
っ
て
居
る
の
は
・
波
浪
の
勢
を
殺

い
で
、
内
面
に
船
舶
の
卒
穏
な
る
碇
泊
所
を
設
〈
る
掛
川
め
に
、
新
島
を
築
く
こ
ご
が
、

一
定

ω方
法
ご
な
っ
て
居

た
縛
め
で
、

一
仁
石
綜
己

b
v
っ
て
居
に
。
乾
一
克
元
年
仁
、
安
東
須
僚
が
橋
賠
踊
泊
を
築
い
た
時
に
は
、
石
怖
唱
を

海
中
に
ニ
町
総
も
築
さ
出
し
た
か
ら
、
碇
泊
の
便
は
経
島
古
匹
敵
す
る
ご
い
は
れ
て
居
っ
た
(
峯
相
記
)
O

即
ち
一

碍
の
防
波
堤
町
じ
あ
っ
て
、
大
糟
に
於
て
は
今
日
の
港
降
修
築
の
方
法
正
一
致
L
て
居
る
が
、
勿
論
其
規
模
は
小
さ

f
、
技
術
も
幼
稚
で
ゐ
っ
た
か
ら
、
従
つ

τ修
築
す
れ
ば
従
つ

τ破
損
し
て
、
立
一
功
-v-
会
，
フ
す
る
こ
ご
が
困
維
で

あ
っ
た
。
大
輪
回
泊
は
後
に
兵
庫

t
な
っ
て
か
ら
も
、

一
般
に
兵
庫
島
正
呼
ば
れ
た
。
其
後
地
勢
大
に
磁
化
し
た

骨
岬
め
に
、
経
島

ω如
き
も
某
所
在
を
失
っ
た
が
、
今
り
紳
戸
に
備
は
島
上
町
杯
山
地
名
が
残
っ
て
居
る
か
ら

議
じ
め
っ
た
ら
う
ご
思
は
れ
る
。
鎌
島
品
川
り
和
白
江
島
内
如
き
は
、
尚
湖
山
崎
は
会
〈
其
泌
を
設
す
る
り
れ
ど
も
、

主主

干
潮

ω時
は
往
時

ω石
掠
り
名
残
金
今
仰
は
海
中
に
認
め
る
ニ
ご
が
出
来
る

U

是
よ
h
先
君
、
平
安
朝
時
代
に
は
個
人
で
多
額
ゆ
枕
を
匙
舵
湖
所
に
進
め

τ位
階
を
授
っ
た
も
の
が
あ
る
。
併

し
乍
ら
是
等
山
り
修
袋
は
共
事
業

ω大
い
丈
に
岡
山
武
を
要
す
る
こ
ピ
も
多
か
っ
た
か
ら
、
到
底
伽
人
山
力
の
地
へ
得

諭

議

古

千可

四

搭

第
二
十
四
谷

ノ、

E 

第
凶
披

丸

ト

ぺ
吉
正
こ
ろ
で
な
い
。
魚
住
泊
の
如
き
も
、
大
納
言
清
原
夏
野
が
嘗

τ共
封
物
を
以
て
修
築
を
加
へ
た
こ
ご
が
め

る
が
、

工
事
年
ば
に
公
力
を
籍
り
て
其
功
を
絡
ら
ん
こ
ど
を
訪
う
た
か
ら
，
播
隣
国
司
に
命
じ
て
専
ら
共
事
仁
嘗

ら
せ
ら
れ
、
正
殺
を
共
経
費
に
充
て
、
故
功
を
見
た
の
で
あ
る
。
卒
清
盛
も
大
輪
回
泊
の
修
築
に
首
っ
て
、
嘗
初



論

議

古

代

<D 

描

第
ニ
十
四
魯

六
一
六

第
四
刷
出

C 

L 的=

私
費
を
以

τ新
島
を
築
か
う
ご
試
み
た
り
れ
ど
も
、
波
勢
が
常
に
険
し
い
匁
め
一
に
石
椋
が
頒
れ
る
か
ら
、
地
方
費
の

助
成
を
仰
が
な
け
れ
ば
修
築
の
目
的
を
達
し
難
い
古
い
っ
て
勅
裁
を
仰
宮
、
畿
内
及
び
山
陽
.
南
↑
静
岡
道
の
諸
岡

に
令
し
て
回
一
町
、
畠
二
町
別
に
各
一
人
を
雇
役
し
、
東
海
、
西
海
の
雨
道
の
図
々
は
調
腐
を
運
上
す
Z
舶
の
梶

取
水
手
の
入
拡
に
骨
闘
う

τ
一
人
三
日
を
役
使
す
る
こ
正
、
銭
っ
た
。
郎
も
清
盛
の
宮
古
力
t
を
以

τし
て
も
、
鵬
叫

τは
、
共
目
的
を
遂
行
す
る
こ
E
決
し
て
容
易

ω業
で
な
か
っ
た
が
、
名
些
高
き
慣
侶
は
貴
肢
を
通
じ

τ蹄
依
す

る
も
の
が
多
〈
、
彼
等
が
信
仰
上
よ
・
り
糊
準
す
る
は
、
閥
家
の
蛸
制
に
比
し
て
迄
に
好
結
果
を
奏
L
花
。
償
侶
は

カ
で
は
此
大
事
業
を
完
成
す
る
こ
ピ
が
困
難
ど
な
っ
た
が
ら
、
更
に
閥
家
的
事
業
に
移
苫
ん
正
し
た

ωで
あ
る
。

而
か
も
国
家
的
事
業
Z
す
る
も
一
般
民
力
は
疲
弊
し
構
門
勢
家
は
巧
み
に
忌
避
す
る
が
如
き
官
時
の
事
情
に
ゐ
つ

五

入

港

税

の

徴

牧

叉
是
等
の
港
に
波
舶
を
置
さ
、
又
無
賃
宿
泊
所
た
る
布
施
屈
を
も
設
り
た
も
の
が
め
る
。
嵯
峨
天
皇
の
時
に
越
後

の
闘
分
寺
の
尼
法
光
が
舶
ニ
隻
を
古
志
郡
波
戸
演
に
置
き
、
叉
布
施
屋
を
建

τた
が
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。

併
し
直
接
に
港
樽
を
利
用
す
る
も
の
は
、

そ
こ
仁
出
入
り
船
舶
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
造
大
輪
囚
般
漏
使
の
如
き

も
、
諸
国
の
調
庸
舶
に
修
築
工
事
h
Z
1
7

携
さ
せ

τ居
る
程
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
O
も
以
前
か
ら
、
勝
載
料
雑
物

及
び
所
役
水
脚
を
徴
牧
し
、
毎
年
四
季
に
帳
を
遣
う
で
税
帳
伎
仁
付
し

τ官
仁
進
的
る
を
例
ピ

L
て
賠
化
。
勝
載

-、唱



料
は
叉
勘
過
料
ご
も
い
っ
て
、

一
加
の
入
港
枕
で
ゐ
る
。
何
程
の
割
合
で
ゐ
っ
た
か
ご
い
へ
ば
‘
承
和
十
三
年
に

は
石
別
五
合
乙
い
ふ
こ
ご
が
見
え
る
o

石
別
正
は
船
舶
の
積
載
料
に
膳
じ
て
何
石
般
正
い
っ
た
石
の
事
で
ゐ
b
・

叉
所
役
水
脚
E
は
、
入
港
し
た
公
私
の
船
舶
か
ら
三
日
の
役
を
課
す
る
を
意
味
し
て
居
る
。
然
る
に
由
品
川
時
二
年

に
讃
岐
の
網

I
M
Y共
見
除
を
申
請
し
た
に
劃
し
て
J
』
子
宮
許
ゼ
ば
船
樹
が
修
築
し
難
い
か
ら
E

い
っ
て
、
南
海
、

山
陽
二
道
の
水
脚
に
令
し
て
身
役
印
L
勢
役
を
停
む
る
代
り
に
、
役
料
を
出
き
せ
ら
れ
た
が
、
其
削
合
は
一
人
一

日
の
役
料
が
米
一
升
五
令
で
ゐ
っ
た
o

又
船
断
症
悶
ご
い
っ
て
締
湖
に
間
刷
す
る
症
困
が
ゐ
っ
て
、
其
牧
入
は
造
鋤

糊
の
経
費
に
允
て
ら
れ
た
が
、
破
損
の
程
度
が
大
き
〈
、

一
定
の
牧
入
を
以

τ支
排
L
難
γ
場
合
に
は
、
官
に
申

諦
L
τ
修
理
す
る
こ
正
、
な
っ
て
居
た
(
類
来
三
代
格
)

Q

共
後
に
於
て
も
、
川
手
正
か
枠
料
ピ
か
闘
沖
料
、
升
米
、

目
銭
H

仲
ピ
稽
す
る
も
の
を
是
等
的
船
舶
か
ら
徴
牧
し

τ、
修
築
費
を
始
め
、
地
津
の
経
管
施
設
に
闘
す
る
附
設
を

支
排
す
る
を
例
正
し
た
。
川
手
ピ
は
山
体
に
入
っ
て
草
木
全
伐
採
す
る
も
の
に
山
手
を
要
す
る
が
如
〈
、
河
地
に

出
入
す
る
も
の
、
入
拡
杭
で
あ
る
。
津
料
ご
い
ふ
の
も
部
同
様
で
あ
っ
た
。
升
米
ご
い
ふ
は
、
般
の
石
高
に
臆
じ

て、

一
石
何
升
ピ
の
制
A
p
r以
て
般
舶
よ
り
米
を
徴
牧
し
た
の
で
あ
る
。
銭
貨
の
鎗
治
の
絶
え
た
時
代
に
於
て
、

否
、
其
鎗
治
時
代
に
於
て
も
、
布
や
米
が
通
貨
の
代
用
を
し
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。
目
銭
正
は
米

ω代
り
に
銭
を

徴
牧
す
る
こ
ピ
で
め
っ
た
。

R
R
等

ω勘
過
料
山
町
徴
般
に
は
、
古
〈
か
ら
椀
々
の
排
害
が
伴
っ
た
も
の
で
、
卒
去
州
明

論

議

古
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白
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末
期
の
治
暦
元
年
に
も
、
越
中
国
か
ら
の
申
請
で
、
近
江
川
り
鴎
津
、
大
浦
、
木
津
、
若
狭
的
気
山
・
越
前
の
敦
賀
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等
の
津
克
が
勝
哉
料
Z
稀
し
て
調
物
を
制
収
す
る
を
禁
じ
た
こ
ご
が
ゐ
る
が
(
勘
仲
記
)
、
鎌
倉
時
代
に
は
、

そ
れ

が
地
一
肢
の
得
分
ど
な
っ
た
の
を
、
幕
府
は
其
弊
害
を
認
め
て
禁
止
し
よ
う

Z
L
た
け
れ
ど
も
、
地
頭
の
反
割
に
遭

う
て
中
止
し
て
居
る
o

六

tを;

の

d
U
H
-
e
 

血
巾

度

此
く
の
如
き
入
津
料
の
徴
牧
が
行
は
る
、
正
否
ご
は
、
嘗
然
港
憾
の
枚
入
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
延
い

τは
経
倍

の
雛
易
を
来
た
す
こ
吉
、
、
も
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
関
す
る
特
別
の
制
度
が
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
o

元
来
令

の
官
制
で
は
、
金
闘
の
沖
臨
相
続
道
は
民
部
省

ω所
轄
で
ゐ
っ
た
か
ら
、
港
、
機
は
民
部
卿
に
於
て
北
(
事
務
を
総
轄
す

べ
き
で
あ
っ
た
が
、
別
に
民
部
省
内
に
於
て
特
別
の
官
街
若
し
(
は
市
民
員
を
泣
か
れ
て
は
居
ら
ぬ
。
併
し
地
潟
ピ

最
も
密
接

ω関
係
を
有
す
る
公
私
の
船
舶
、
船
具
は
、
兵
部
省
の
被
接
官
た
る
主
船
司
に
於
て
こ
れ
を
挙
っ
て
居

る
玄
蕃
媒
が
外
国
人
の
勝
接
を
取
扱
つ

τ属
た
閥
係
上
、

こ
れ
を
掌
る
の
で
め
っ
た
。
賞
時
は
し
海
陸
共
に
闘
が
ゐ

っ
た
o

又
外
側
人
の
来
往
及
び
共
貨
物
貿
易
仁
つ
ヤ
て
は
、
治
部
省
が
諸
蕃
の
朝
川
刊
の
事
を
掌
h
、
主
主
被
後
山
百
た

っ
て
、
海
路
甲
地
よ
b
乙
地
に
行
〈
も
の
は
、
ぞ
れ
が
地
方
人
で
ゐ
る
な
ら
ば
、
部
を
経
て
図
へ
願
出
で
、
、
某

閥
的
も
寄
港
地
を
度
え
て
某
地
に
往
〈
吉
い
ふ
こ
ご
を
書
い
た
泡
所
な
る
文
書
を
申
請
し
て
こ
れ
を
携
帯
し
、
寄

港
地
に
於
て
開
所
の
役
人
記
る
閥
司
に
提
出
し
て
共
除
査
を
受
〈
る
を
要
し
た
o

後
世
泊
者

ω宇
を
周
ゐ
る
は
問



は
殊
に
帝
都
防
衛
の
要
害
で
あ
っ
セ
か
ら
、
花
に
こ
れ
を
度
え
た
も
の
は
一
年
の
徒
刑
に
蕗
し
た
が
、

そ
れ
に
次

遣
っ
て
居
る
o
'
ぞ
れ
ら
は
一
定
の
形
式
が
ゐ
つ

τ、
会
式
A
T
に
載
っ
て
居
る
。
骨
骨
聞
所
を
通
過
す
る
こ
Z
を
「
度

タ
レ
閉
山
」
正
い
っ
て
居
る
か
ら
、
此
手
績
を
履
ま
な
い
で
闘
所
を
通
り
越
し
た
も
の
は
、
街
禁
律
に
所
謂
「
程
度
ν

閥
者
」

で
あ
h
、
叉
若
し
闘
門
を
避
け
て
他
か
ら
通
過
し
た
な
ら
ば
越
度
で
あ
る
。
海
路
の
場
合
は
寄
港
地
を
無
断
通
過

し
た
も
の
が
そ
れ
に
相
賞
す
る
。
私
度
閥
、
越
度
そ
れ
介
、
、
に
制
裁
が
規
定
さ
れ
て
居
た
が
、
越
度
は
某
罪
重

〈
、
な
に
闘
を
越
え
た
も
の
よ
り
も
一
等
を
加
へ
ら
れ
る
o

後
世
越
度
の
語
は
俗
に
過
失
を
意
味
す
る
こ
己
、
な

っ
た
。
閲
司
が
検
併
の
上
違
法
蓮
式
で
な
い
I

ピ
認
め
た
場
合
は
、
通
過
を
許
す
が
、

こ
れ
を
勘
渇
Z

い
っ
て
居

る
o

前
に
説
い
た
勘
過
料
は
却
も
こ
れ
に
要
す
る
料
金
を
指
し
た
も
の
で
ゐ
る
。
此
検
査
は
一
管
に
嘗
該
関
所
ば
か

'
り
で
は
な
〈
、
過
所
に
記
載
古
れ
セ
寄
叫
借
地
ド
寄
地
L
τ
居
る
や
否
や
を
も
調
査
し
、
若
L
寄
泌
せ
4

ず
し
て
他
の

闘
に
向
っ
た
こ
ご
を
接
見
し
た
な
ら
ば
、
閥
司
は
便
宜
上
出
入
を
許
可
す
る
こ
ご
を
許
さ
れ
旧
制
。
殊
に
共
船
舶
が

指
定
さ
れ
た
長
門
及
び
婿
津
の
闘
に
寄
港
せ
す
し
て
通
過
し
た
場
合
は
、
改
め
1
過
所
の
下
附
を
申
請
さ
せ
ら
れ

た

ωで
あ
る
。
言
一
ム
迄
も
な
〈
長
門
仁
は
赤
馬
闘
が
あ
り
、
競
津
に
は
難
波
、
武
庫
の
要
泌
が
ゐ
っ
た
か
ら
で
あ

ら
う
o

律
の
私
に
闘
を
度
え
た
非
に
於
て
も
、
嘗
時
三
闘
正
裕
L
た
美
濃
の
不
破
、
伊
勢
の
鈴
鹿
、
越
前
の
愛
畿

い
で
は
、
蹄
津
、
長
門
二
国
が
重
要
組
苫
れ
イ
旬
、
三
闘
よ
・
り
は
一
等
を
減
じ
、
主
(
他
各
地
内
闘
は
叉
ニ
等
を
減
す

る
こ
正
、
な
っ
て
居
た
。

ニ
れ
を
以

τ見
τも
、
雨
闘
の
港
出
聞
が
、
他
地
方
の
是
れ
ず
』
比
較
し
て
特
殊
の
地
位
に

i識
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古
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置
か
れ
て
を
っ
た
-

M

ご
を
知
る
ぺ
き
で
ゐ
ら
う
o

守色~".，川，~..摘出唱抗..蜘胡幽必幽協働幽胡聯絢繍調副

是
等
の
取
締
は
も
ど
よ
り
閲
司
の
掌
る
正
己
ろ
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
翁
め
に
は
相
賞

ω官
舎
が
め
っ
た
o

山
崎

の
関
戸
ノ
院

ω如
き
は
卒
安
朝
よ
り
鎌
倉
時
代
に
若
れ
て
居
る
。
外
国
人
の
場
合
ご
て
も
大
健
に
於
て
は
こ
れ
ぜ

同
一
で
ゐ
っ
た
が
、
多
少
手
紙
を
異
に
す
る
貼
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
郎
も
外
岡
人
の
入
闘
の
場
合
は
、
闘
司

は
外
岡
人
膳
接
ψ
任
に
賞
っ
て
居
る
観
客
使
正
立
曾
の
下
に
、
其
所
持
品

ω明
細
帳
を
作
っ
て
中
央
の
治
部
省
に

申
告
す
る
二
度
此
手
縦
を
了
へ
た
も
の
は
、
夏
に
検
査
を
受
〈
る
こ
ご
を
要
せ
ぬ
。
外
国
人
上
陸
地
に
闘
の
な
い

場
合
は
、
始
め
て
上
陸
し
た
閥

ω閥
司
に
於

τ、
以
上
の
手
繍
を
取
る

ωで
あ
る
(
関
市
令
)
0

外
岡
人
向
の
貿
易

泌
ご
し
て
、
古
〈
か
ら
著
名
な
も
の
は
、
近
畿
で
は
難
波
津
、
武
庫
水
門
が
ゐ
'hJ

、
九
州
に
は
傑
大
津
が
め
b
、

北
岡
に
は
故
貨
体
が
め
っ
た
が
、
難
波
に
は
早
〈
か
ら
外
国
人
の
接
待
山
脇
佳
の
録
的
に
難
波
備
が
越

τら
れ
、
共

支
那
風
な
克
葺
粉
鐙
が
港
口
を
魅
し

τ屠
っ
た
。
叉
特
に
朝
鮮
人
の
活
め
に
は
三
韓
館
が
ゐ
h
、
高
厨
館
、
百
済

館
己
い
ふ
名
も
見
え
る
。
武
庫
水
門
仁
は
膳
刷
天
白
一
号
時
に
、
新
羅
調
伎
の
客
合
か
ら
失
火
し
た
事
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
新
羅
使
節
の
矯
め
に
特
に
建
て
ら
れ
た
も
の
か
、
綿
花
他
の
建
物
を
利
用
さ
れ
た
も
の
か
明
か
で
な
い
。

其
他
傑
大
海
卸
ち
博
多
に
は
博
多
津
館
が
ゐ
h
、
又
鴻
脆
館
も
ゐ
っ
た
。
敦
賀
に
は
給
原
客
館
が
ゐ
っ
た
。
是
等

は
主
ご
し
て
外
闘
使
節
を
臆
接
す
る
ご
こ
ろ
で
は
ゐ
っ
た
が
、
そ
れ
が
又
貿
易
を
行
ふ
場
所
さ
も
な
っ
た
の
で
あ

る
。
元
副
肱
七
年
に
糊
剛
山
部

ω使
が
来
朝
し
た
時
仁
は
、
内
臓
政
和
紙
葬
範
が
油
脂
館
に
赴
い
て
交
閥
し
た
ご
い
ふ
こ

「一一



Z
が
三
代
貫
録
に
見
え
る
。
交
闘
己
は
郎
も
貿
易
の
事
で
ゐ
品
。
博
多
は
言
ふ
迄
も
な
〈
太
宰
府
の
埠
頭
正
し

て
、
支
那
、
朝
鮮
を
始
め
、

一
切
り
外
岡
人
叫
入
園
す
る
も
の
は
先
づ
ニ
、
に
建
つ

τ其
手
紙
を
な
す
を
要
し
た

が
海
路

ω閥
係
上
、
敦
銭
其
他

ω北
岡

ω港
出
叫
に
入
る
も
の
も
古
来
少
か
ら
泊
ニ
ご
で
ゐ
っ
て
.
殊
に
湖
誕
の
交

遇
閲
り
て
後
は
共
敦
叫
H

を
利
加
す
る
も
の
が
多
〈
な
っ
て
来
た
か
ら
、
朝
廷
は
北
海
に
踏
を
取
る
を
禁
じ
て
、
皆

太
宰
府
に
向
は
せ
ら
れ
た
。
併
し
禁
を
犯
し
て
来
朝
す
る
も
の
が
依
然
正
し
て
絶
え
な
か
っ
た
か
ら
、
寅
亀
四
年

に
は
禁
A
T
を
申
ね
ら
れ
た
り
れ
ど
も
、
其
効
が
な
か
っ
た
。

七

港

湾

の

言空

備

斯
様
に
内
外
的
交
泌
や
通
商
貿
易
の
縛
め
に
、
港
鴻
M
F

盛
ん
に
利
用
苫
れ
る
に
件
っ
て
・
こ
れ
に
要
す
る
各
積

論

襲

古

f~ 

"-' 

$ 

第
一
一
十
四
谷

部
四
訓
郡

ヨヲ

の
設
備
を
見
る
に
至
る
は
賞
然
で
あ
ら
う
。
商
品
の
保
管
正
委
託
版
資
子
信
業
正
し
て
、
問
若
し

f
は
悶
九
ご
い

は
れ
た
問
屋
の
後
越
の
如
き
も
其
一
つ
で
あ
っ
た
。
問
屋
は
倭
名
類
汲
抄
に
「
邸
家
」
ピ
書
か
れ
て
居
る
の
が
そ
れ

で
あ
る
。
問
書
に
は
「
俗
云
津
屋
此
類
畠
」
吉
見
え

τ居
る
o

借
成
寺
の
参
天
台
五
憂
山
記
に
、
杭
州
波
口
で
見
ロ

権
門
の
あ
る
瓦
茸
的
建
物
を
津
屋
古
書
い
て
居
る
の
は
、
支
那
の
邸
却
も
官
笹
の
倉
庫
の
事
で
.
ゐ
っ
て
、
我
枠
昆

は
民
営
ピ
思
は
れ
る
り
れ
ど
も
、
其
委
託
販
寅
を
除

ν
て
は
、
彼
我
共
に
略
同
一
の
用
に
供
せ
ら
れ
て
居
た
矯
め

に
、
成
尋
も
津
屋
古
書
い
た
も

ω
で
あ
ら
う
G

問
屋
は
叉
地
方

ω症
闘

ω年
貢
米
を
京
都
の
領
主
(
本
所
)
に
聡
選

-、.
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す
る
が
如
三
違
法
業
を
も
取
扱
ひ
‘
其
鋤
を
間
航
ご
も
レ
つ

τ居
た
が
、
叉
荷
縄
替
骨
粗
む
割
符
屋
の
管
業
を
粂

ね
て
屑
た
も
の
が
あ
る
o

其
管
業
者
は
富
豪
で
あ
っ
た
幼
め
に
、
泌
悔
の
場
合
に
市
民
の
牛
耳
を
取
っ
て
居
た
も

の
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

泌
に
於
り
る
問
屋
業
の
畿
逮
ご
共
に
、
各
地
の
商
品
が
、
其
手
を
経
て
頁
仁
他
の
需
用
地
に
輸
送
さ
れ
た
o

近

哉
の
泌
で
は
、
兵
庫
で
も
、
場
で
も
、
雨
京
己
い
は
れ
た
京
都
ピ
奈
良
ご
が
需
用
の
中
必
地
で
あ
っ
た
。
是
等
の

都
曾
に
居
れ
ば
居
な
が
ら
に
し
て
諸
国
の
物
貨
を
手
に
入
れ
る
こ
ど
が
出
来
た
の
は
呈
一
回
ム
迄
も
な
い
。
併
し
乍
ら

各
地
の
商
人
は
も
正
よ
h
一
般
の
族
客
も
多
(
入
b
込
ん
に
地
溜
で
は
、
泌
そ
れ
自
身
広
舗
を
開
い
て
商
業
を
後

ん
だ
の
で
ゐ
っ
て
、
こ
れ
を
見
蛍
て
仁
鶴
都
曾
hr
・
-
川
買
山
し
に
来
る
も
の
も
少
(
な
か
っ
た
。

斯
様
に
商
人
や
般
客
及
び
出
入
の
船
舶
の
船
員
等

ω
斜
め
に
繁
昌
し
た
泌
総
に
は
叉
何
等
か
娯
楽
的
機
関
が
な

〈
て
は
な
ら
泊
。
遊
女
白
羽
チ
も
英
一
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ご
よ
ち
問
届
正
共
に
排
出
潟
仁
限
ら
れ
た
誇
で
は
な

〈
、
各
宿
騨
共
同
様
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
港
正
か
沖
ピ
か
い
は
る
、
ご
こ
ろ
に
は
、
殆
ど
彼
等
の
存
在
を
見

ぬ
ご
こ
ろ
は
な
〈
、
其
股
版
な
る
ご
こ
ん
程
全
盛
を
極
め
た
の
で
あ
る
o

京
都
か
ら
い
へ
ば
、
河
陽
ど
い
は
れ
た

山
崎
を
始
め
ど
し
て
、
江
口
、
神
崎
、
河
尻
、
難
波
等
剃
る
彪
に
出
来
喰
つ

τ府
つ
て
は
、
舶
に
乗
っ
て
族
客
り
般

に
乗
ら
移
b
、
今
械
部
曲
を
諮
っ
て
共
奥
を
助
け
、
枕
席
を
薦
め
る
も
あ
っ
た
。
中
に
は
艶
名
を
謡
は
れ
て
貴
族

の
寵
そ
得
た
も
の
も
ゐ
っ
て
、
軍
に
族
客
ば
か
ム
リ
で
な
〈
、
遊
女
に
逢
ふ
縛
め
に
態
京
格
か
ら
河
陽
に
遠
征
し
た

晶、



は
、
遊
女
を
養
女
正
し
て
貨
客
に
供
し
け
。
一
階
束
諸
岡
記
に
、
宮
人
が
女
子
に
衣
食
を
総
し
こ
れ
を
着
飾
ら
せ

τ

芸
客
の
あ
っ
た
こ
ご
は
、
大
江
以
一
冨
の
遊
女
記
(
朝
野
群
載
)
に
も
見
え
る
ご
ニ
ろ
で
あ
る
。
街
の
長
者
の
如
き

傾
城
ご
名
付
叶
円
、
族
客
を
引
留
め
て
酒
食
を
山
崎
る
己
あ
る
は
、
明
鮮
人
の
目
に
映
じ
た
ど
ニ
ろ
の
所
調
遊
女
の
長

者
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。
由
来
泌
総
の
繁
昌
が
生
ん
だ
一
産
物
は
夏
に
法
憾
の
繁
華
を
助
長
す
る
の
一
動
力
亡
も

な
っ
た
。

弘
安
入
年
に
典
正
菩
躍
が
、
兵
庫
的
安
養
寺
で
・
婦
女
等
千
七
百
人
十
人
に
設
・
い
て
、
毎
月
或
日
仁
一
持
婚
を
さ

せ
-
分
け
て
も
十
四
日
仁
は
石
塔
供
養
を
さ
せ
た
こ
さ
が
戚
九
月
覧
正
記
に
見
え
る
o

賂
女
正
は
遊
女
の
事
で
ゐ

る
o

千
七
百
入
十
人
で
き
へ
依
〈
ぺ
当
数
字
で
あ
る
上
に
、
比
他
に
b
致
化
を
受
げ
な
か
っ
た
遊
女
の
多
数
あ
っ

た
こ
ご
が
想
像
さ
れ
る
hr
ら
、
勝
し
い
賞
放
に
上
つ
党
も
の
ご
見
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
き
れ
ば
遊
女
そ
れ
自
身

が
、
排
出
総
の
市
民
ピ

L
τ
相
蛍
的
地
位
を
占
め
て
居
た
も
の
Z
見
え
て
、
鎌
倉
山
川
代
の
末
・

一
時
商
圃
舶
が
兵
庫

に
寄
港
せ

ω
こ
正
、
な
っ
た
時
に
は
、
土
地
内
繁
栄
の
潟
め
に
、
岡
地
の
東
西
地
頭
、
領
家
、
士
民
百
姓
に
遊
君

迄
が
同
盟

L
て
京
都
の
六
波
経
へ
共
復
護
運
動
に
出
掛
げ
た
も
の
で
ゐ
る
o

i耐

i昌
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