
地

球

鈴

二
十
二
聴

解
三
助

ニ

ハ
四

一
〇

肯

代

田

本

海

上

の

船

舶

藤

田

元

春

.コ

満
洲
碑
閥
が
揖
凍
て
雅
雄
や
雄
基
む
基
鮎
と
す
る
新
潟

｡
伏
木

･
敦
賀

･
小
藩
及
び
舞
鶴
と
い
ふ
五
大
航
路
が

い

よ
-

活
動
を
は
じ
め
る
現
代
は
､
我
囲
最
iiI
の
航
路
で
あ
っ
た
日
本
海
航
路
を
回
顧
す
る
の
は
無
意
味
で
は
な
い
.

大
和
朝
桂
の
文
化
の
確
立
し
た
よ
与
も

n
さ
に
出
雲
を
中
心
と
し
た
大
陸
と
我
園
の
交
通
は
帝
か
っ
た
､
故
に
日

本
配
に
も
大
入
洲
の
塵
戒
に
閲
し
､
光
づ
淡
路
州
を
以
て
胞
と
璃
し
､
大
日
本
盟
秋
津
州
を
捷
む
､
次
に
伊
預
州
に

筑
紫
州
と

い
ふ
風
に
大
和
中
心
の
本
州

･
四
図

･
九
州
の
壁
戊
を
あ
げ
る

一
方
に
於
で

攻
撃
.鐘
億
岐
洲
輿
芯

佐
波
洲
1
次
越
州
､
次
大
洲
､
次
子
洲

と

い
ふ
僚
説
htLJ合
せ
記
さ
れ

てゐ
る
.
rJ
れ
賓
は
朝
鮮
の
静
陸
島
か
ら

一
線
来
し
て
隠
岐
と
佐
渡
を
へ
で
越
州
に
つ

dTJt
rU･b
ほ
日
本
海
の
北
方
は
粟
島
や
飛
島
の
や
う
な
大
島
小
島
が
つ
ぎ
く

け
磯
見
ruれ
る
L
J
い
ふ
日
本
海
航
路

を
熟
知
す
る
に
非
ず
ん
ば
為
し
能
は
ざ
る
俸
説
で
あ
る
｡
自
ら
我
問
の
開
閉
は
替
っ
て
既
に
日
本
海
は
我
等
の
湖
海

カガ
･-ノカ
ハ

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
故
は
出
雲
に
於
で
我
固
士
の
開
拓
に
力
を
つ
-
rb
れ
た
少
透
名
刺
は
､
白
敷
皮
の
舟
ほ
の
っ
て

ー
サ
､
ハ
マ

ア
ハシ
マ

ア
ハガ
]h

ト
nヨ

出
雲
の
五
十
狭
狭
潟
に
凍
ら
れ
た
神
で
あ
わ
､
功
を
華

へ
て
淡

島

(

粟
島
)
か
ら
粟

立

に
の
っ
て
常

世

の
郷
に
渡
ら
れ

た
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
常
世
は
後
の
代
に
は
南
方
の
常
絃
地
を
さ
す
や
う
で
あ
る
が
'
晋
は
日
本
甑
の
彼
方
に
あ
っ



LJ
と
考

へ
ら
れ
ね
陸
地
で
あ
っ
た
か
ら
雄
略
天
亀
二
十
二
年
七
月
に
は
丹
波
魂
謝
郡
箇
川
村
人
水
江
浦
島
子
は
丹
波

ト
T7コ

ト
コヨ

か
ら
蓬
莱
は
渡
っ
た
と
侍

へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
但
し
乙
の
蓬
莱
は
仙
人
の
囲
で
あ
る
か
ら
必
L
も
日
本
毎
の
北
と

い
ふ

わ
け
で
は
な

い
け
れ
ど
79
'
何
に
し

ても
海
外
渡
航
の
務
潜
動
が
最
初
南
の
方
に
な
-
て
北
海
に
あ
っ
た
rJ
と
は
事

カ
フ
カ
ラ

ヅ
ヌカ
ア
ラ
シ
ー

賓
で
あ
る
｡
貴
酬
天
皇
の
御
世
に
朝
鮮
の
意
富
伽
牒

(今
の
金
海
)
の
王
子

角

我

阿

牒

期

等

が
や
っ
て
き
LJ
時
'
最
初

穴
門
に
つ
い
た
が
伊
都
々
比
肩
は
阻
ま
れ
た
か
ら
､
北
海
を
廻
っ
て
出
雲
に
出
で
蓮
に
越
前
の
敦
蟹
に
到
着
し
た
と

記
rJて
ゐ
る
の
も
そ
の

一
驚
で
あ
る
｡

こ

カ
.,1-

ア
ハ

か
-
七
日
本
源
上
の
航
海
は
少
濠
名
命
の
カ
',,
ミ
の
舟
(其
形
凝
塵
の
某
に
似
た
丸
太
触
)や
粟

ガ

ラ
舟
､

さ
て
は

ハ
ニ

エ

アケ
サ
サブ
ネ

'アケ
ノブ
ボ
フ
不

蛮
勇
鳴
食
の
召
さ
れ
た

埴

土
舟
(
乙
れ
は

丹

士

を
塗
っ
た

排

土

舟

又
は
常
葉
の

搬

骨

保

舟

は

徹
し
た
丸
太
胎
で
､チ
ダ

ヅ
チ
フネ

リ

チ
ャ
ユ
ー
ブ
ラ
ト
に
あ
る
龍
舟
に
瀬
音
を
塗
っ
た

土

舟

で

は
な
か
っ
た
で
あ
ら
ラ
)
な
ど
に
ょ
つ
て
開
か
れ
た
か

ら
今
に
fJ
の
前
代
の
丸
太
胎
が
p
乙
の
方
面
に
戎
春
し
て
ゐ
る
｡
即
出
雲
中
海
の
ソ
リ

コ
舟

(
今
日
で
も
二
十
趣
位

は
め
る
)
や
八
郎
幣
附
鑑
の
漁
舟
が
そ
れ
で
あ
っ
て
､
rJ
れ
ら
の
形
は
ア

♪
ガ
ラ
舟
と

い
ふ
形
の
幾
分
を
つ
ね
へ
た

と

い
へ
る
｡
但
し
世
は
丸
木
鹿
と

い
ふ
の
が
あ
る
｡
こ
れ
は
丸
太
胎
で
な
-

て二
向
級
を

マ
ル
コ
ブ
ネ
で
あ
る
0

和
漢
舶
用
基
を
み
る
と

マ
ル

コ
ブ
ネ
ほ
注
し
て
日
-

｢
其
形
丸
木
を
剥
た
る
が
ご
と
し
､
故
に
叉
丸
太
舟
J
J
い
ふ
'
鹿
北
観
の

ハ
カ
セ
作
に
赦
す
｡
其
舟
長
-
価
-
保
-

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
女ナ

し
て
庇
よ
少
雨
側
の
板
丸
-
は
ぎ
上
で
柵
を

し
.
上
の
は
ぎ
を
洛
79
9,と
い
ふ
｡
水
押
も
立
板
に
丸
-
は
ぎ
'
軸

は
横
舶
ほ
て
大
立
横
上
あ
た

着
荷
の
方
に
｢
そ

へ
立
｣
あ
わ
､
ろ
-

い
高
-
俄
に
で
作
る
｡
梓
櫓
を
用
'
帆
櫓
か

古
代
日
本
編
上
の
船
舶

二
完

一
山
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ね
用
､

旅
客
舟
の
内
に
あ
-

外

へ
見
え
ず
,
古
津
､
今
津
､
焼
津
､
海
賢

に
多
し
､
其
外
朗
々
は
あ
わ
､
大

鼎
は
青

石
鵜
飴
に
い
富

､
種
師
の
説
に
此
舟
は
憧
数
大
師
の
各
の
形
菅

と

い
へ
ヵ
､
荒

州
岩

､
肥
前

の
丸
木
舶
其
長
里

二
間
車
底
聖t
b
カ
-
爾
が
は
丸
木
の
ご
と
し
,
是
79
ろ
-
い
高
-
し
て
片
手
に
早
鐘
む
に
ぎ
わ

片
手
糟
に
す
る
.
2筈

丸
木
fJP
J
と
云
と

い
へ
-

其
外
囲
々
は
ぎ

ヤルヰ
フ
*

と
か

う
な
る
と
淫

や
丸

木

船

と
い
つ
-

菜

-

ぐ
つ
-

-
つ
-

始
形
で
は
な

い
戒

の
製
作
法
と
し
て
,

両
側
の
板
豊

-
は
旦

げ
キ
丈
で
あ
る
が
､
rJJJ,
し
た
進
歩
し
た
触
-

獅

マ
ル

コ
貼
と
よ
び
其
大
望

は
喜

市
も
つ
め
る
墨

つ
tJ
.
藍

品

姦

或
L
IJ
の
で
あ
る
0
こ
れ
薯
に
そ
の
最
初
は
所
謂
雷

形
巴

雪

-
コ
舟

に
似
力
涼

始
丸
木
舶
が
湖
上
は
あ
っ
た
名
機
で
あ
る
0
追
々
と
瓦
大
在
木
材
が

へ
っ
て
,
数
十
の
木
材
を
組
み
合

せ

例
わ
<
=
せ
三

-
る
ほ
至
っ
て
も
､
新
潮
問
の
人
は
昔
な
が
ら
に
若

し
も
丸
木
舶
と
い
っ
た
の
で
あ
ら
う
,
さ
う

;･り･..
.･p;･

し
言

の
今

津
や
奥
津
の
舟
が
北
期
か
ら
入
っ
た
原
始
形
を
竿

の
rJ
し
た
と
考

へ
嘉

支
は
在

い
ら
し
い
o

倭
訓

:Jルキ
プ
*･

柴

に

は

丸

木

船

は

ク
ツ

蒜

と

い
ふ
べ
き
濁
水
舟
で
-

･
其
舶
大
木
き

つ
論

で
-
長

芋

㌢

せ
三

鹿

マル
,T7
プ
･t>

と
し
た
7P
の
と
龍
明
し
で
ゐ
る
け
れ
ど
も
､
有
の
丸
木
舶
は
を
れ
よ
-,
獅

妄

進
ん

で
ゐ
る
｡

か
う
し
芸

第
で
カ
,,,
ミ
の
舟
や
オ
ケ
サ
舟
か
ら
出
聴
し
た
北
閲
の
丸
木
船
は
後
世
氷
吉

本
海
上
は
活
躍
し
た

の
で
.
其
造
船
術
は
他
の
何
れ
よ
-

港
-

､
故
是

明
天
蓋
の
東
和
六
年
に
は
太
宰
府
暮

し
嘉

雁
撃

つ

く
ら
し
め
ら
れ
た
と
報
曾
n
れ
る
が
へ
こ
れ
も
北
問
の
造
融
が
甫
固
ま

も
風
浪
に
勤
し
で
弧
か
つ
ね
か
ら
で
あ
ら

ぅ
｡
故
に
後
世
は
な
る
と
北
岡
舟
又
は
北
前
舟
と
い
ふ
名
で
特
別
の
望

胤
が
は
ら
は
れ
ね
｡

三



北
前
加
は
つ
い
て
春
日
代
の
髄
を
み
る
と

和
船
の
構
造
上
枕
(舶
櫨
の
底
戚
)
の
中
航
は
､
北
前
に
で
は
研
腰
の
期
曲
-
た
る
材
を
以

て造
-
基
部
は
少
し
く

厚
-
し
､
前
方
は
赤
間
､
三
ノ
閏
の
中
英
速
は
終
る
O
耳
航
は
北
前
で
は
折
腰
に
つ
き
､
赤
間
三
ノ
間
の
中
速
ほ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

て
合
し
､
こ
れ
よ
少
次
第
に
他
方
の
耳
航
h
=)創

カ
.
血
は
至

-
七
一
本
と
な
る
｡
小

舶

ほ

て

は

一
材

ほ

て

つ
く

る

p
ヽ
ヽ
ヽ

カ
ジ
キ

rJ
と
あ
-
､
加
数
は
北
前
船
ほ
て
は
必
ず

一
材
を
つ
-
る
｡

と
あ
る
｡
筆
者
不
串
は
し
て
建
築
の
乙
と
は
わ
か
ら
な

い
け
れ
ど
も
'
乙
の
文
学
を
蔑
む
と
北
前
の
航
は
丸
-
刷
ら

F･ル
rF
.フネ

れ
て
ゐ
て

一
材
を
重
要
硯
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
｡

ruう
し
て
rJ
れ
も
叉
前
述
の

丸

木

船

の
憧
舵
を
保
存
す
る

も
の
と
し
か
考

へ
ら
れ
覆

い
､
舶
用
基
に
も

｢
北
岡
船
は
加
賀

･
能
登

･
越
前

｡
津
軽

｡
岡
部
等
の
舶
旭
､
此
を
北

前
船
又
北
岡
船
を
い
ふ
､
俗
呼
ん
で

｢
ド
ン
グ
-
舟
｣
と

い
ふ
は
其
形
の
似
た
る
を

い
ふ
在
る
べ
L
と
あ
っ
て
､

い

よ
-
1
筆
者
の
言
ふ
朋
を
確
賓
に
し
て
-
れ
る
｡
敗
十
年
の
過
去
の
カ
',,
ミ
の
舟
の
そ
の
ま
!
の
形
或
は
倦
致
大
師

の
裾
の
形
が
脈
々
階
乗

ruれ
て
穂
川
中
期
以
後
は
於
て
さ
へ
ド
ン
グ
リ
舟
と
呼
ば
れ
た
と
考

へ
る
と
造
船
史
上
､
北

岡
は
南
方
よ
-
7P
虹
に
重
要
を
盤
機
を
も
つ
と

い
は
ね
ば
な
ら
を

い
｡
今
舶
用
集
中
､
北
岡
は
限
っ
て
あ
る
舟
の
名

と
形
と
,<LJ
の
べ
る
｡

マ
ゼ
舟

加
飢

中
華

肌
･
汁
筏

･
=
鵜
等
の
閥
に
川
ふ
る
外
地
,
隙
よ
り
紬
に
基
垣
立
あ
り
,
帆
杜
お
i
て
の
廿
よ
り
放
る
此
o

ハ
カ
セ
舟

越
前
船
な
り
.
ハ
カ
ヒ
ソ
と
云
ふ
洲
の
形
瓜

の
羽
が
ひ
の
如
し
'
サ
ツ
ラ
と

い
ふ
名
も
あ
り
､
凡
七
八
甘
不
精

の
舶
也
｡

平
城
を
州
ひ

カ
ヂ

川
舟
の
か
ほ
ら
の
如
し
'

水
押
も
川
舟
の
ご
と
-
基
出
立
な
し
'
収
股
の
上
は
ぎ
枚
あ
り
P
鵬

は
ろ
-
ろ
舶
な
り
､
又
円
-
北
開
舟

の
千
石
以
上

な
る
は

ハ
カ
セ
と
少
し
輿
な
る
制
な
り
｡

ト
モ
フ
ト
舟

升
後
閥
よ
き
の
帖
に
あ
り
或
は
ト
モ
ウ
チ
と
い
ふ
又
カ
ナ
チ
と
よ
ぶ
､
カ
ナ
チ
と
は
カ
ナ
カ
シ
ラ
の
こ
と
を

い
ふ
､
其
船
舶
も
て
の

古

代

日
本

海
上

の
船

舶

二ハ七

三

f



地

球

節

二
十
二
各

節

三
助

ニ
ハ八

一
四

形
カ
ナ
ガ
シ
ラ
の
魚
に
似
た
る
を
以
て
い
ふ
な
る
ぺ
L
｡

カ
ン
コ
舟

同
州
湖
山

の
池
に
あ
り
､
小
船
三
捌
人
魂
べ
し
｡

か
う
し
た
循
々
の
川
躯
や
丸
木
舶
ほ
粕
似
し
た
79
の
は
特
に
補
間
よ
も
79
北
方
に
多

5'､
北
開
は
於
け
る
造
舶
楯
の

進
歩
し
死
相
由
も
明
だ
と

い
は
ね
ば
を
ら
覆

い
｡
そ
こ
で
縛
日
本
紀
和
銅
二
年
の
櫨
に

七
月
丁
卯

'争
二
些

別
越
中
感
後
佐
波
四
囲

'船
1
甘
地
些

事

征
独
伊
-

と
か
天
平
異
字

七
年
八
月
に
は

rp
ト

l･.I
;I

壬
年
初
的｡)
,高

腰
槻
丁船
名
LL7T′
能
生
叫臓
朝
之
日
風
紋
蕗
急
'弊

政

海
中
:
所
日
本
紙
.船

越

奉

安
到
レ
閥
'
必
申

.朝
延
.酬
以
こ
抑

充

べ

茸

レ
曲
線
こ於
柄

紹
丁授
二枚
五
位
T
z

と

い
ふ
や

う
存
記

錐
が
の
乙
つ
ね
｡
前
者
は
依
て
以
て
蝦
夷
を
征
し
､
後
者
能
登
蹄
は
無
事
は
日
本
海
の
荒
浪
を
の

-きっ
た
の
で
従
五
位
下
を
得
た
｡
能
寮
と

い
ふ
か
ら
勿
翰
北
囲
胎
で
あ
っ
た
｡
5Jb
う
し
た
時
代
か
ら

一
千
年
､
日

本
海
の
造
船
綿
は
脈
々
と
し
て
今
日
に
侍
は
つ
ね
の
で
あ
る
〇

四

日
本
源
に
王
師
が
出
た

fJ
と

で
有
名
を
の
は
解
明
天
皇
の
朝
は
於
け
る
越
固
守
阿
部
此
凝
夫
の
舗
機
種
伐
で
あ

アキ衣

又
シ
p

る
｡
fJ
の
時
此
雅
夫
は
宵
八
十
塵
の
舟
師
を
率
ゐ
で
ゆ
-
と
､
秋

田

､

停

代

二
郡
風
を
望
ん
で
下
っ
た
p
つ
い
で
此
凝
夫

シ
リ
.(
シ

ヘ
ロ
ペ
ノ
シ
マ

は
北
梅
迫
に
わ
た

-

後

方

羊

蹄

に
政
所
を

あ
き
.
其
翌
年
酵

賂

群

島

を

攻
め
虜
囚
四
十
九
人
を
参

っ
た
｡
そ
こ
で
翌

イ
ハシiL

年
の
遣
唐
使
坂
各
部
右
裾
は
奥
蝦
夷
男
女
各
二
人
を
具
し
て
唐
ノ
天
子
に
之
聖

不
め
す
と
い
ふ
乙
と
は
怒
っ
た
｡
恰

も
乙
の
時
代
に
沙
門
智
路
が
指
南
車
を
つ
-
つ
ね
の
で
､
TJ
の
磁
石
に
よ
る
海
上
交
通
は

一
般
の
進
歩

を
不
し
､
最

近
世
に
入
っ
て
も

t
葉
の
片
肺
で
日
本
海
を
横
断
L
t
北
九
州
か
ら
､
樺
太
の
海
上
,k
t飛
び
ま
わ
る
漁
夫
は
､
す
べ



て
､
TJ
の
磁
石
の
針

7
本
で
方
向
を

き
め
て
ゐ
ね
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
西
洋
の
羅
針
盤
と

い
ふ
や
う
な
も
の
で
在
-

て
､
極
め
て
原
始
の

7
本
の
指
針
た
る
は
す
ぎ
な

い
が
､
そ
れ
で
決
し
て
蹄
航
叉
は
社
航
な
あ
や
ま
ら
在

い
技
術
を

暫
科
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
事
は
何
れ
他
の
横
倉
に
於
で
そ
の
運
用
縮
む
の
べ
る
rJ
と
は
す
る
｡

つ
い
で
奈
良
朝
の
刺
鵜
四
年
八
月
成
東
に
は
鋤
海
郡
王
の
槌
者
高
解
穂
等
八
人
が
出
御
は
到
着

す

る
時

代
に
な

み
､
其
翌

年
春
正
月
に
は
上
京
朝
磐
の
式
に
列
し
て
'
郡
王
の
聾
や
万
物
を
上
っ
た
｡
其
表
文
を
み
る
と
賂
璽
尚
仁

義

｡
基
毅

｡
徳
用

｡
倉
航
等
二
十
四
人
共
に
出
験
し
､
蝦
夷
の
境
で
十
六
人
の
賂
罫
共
は
殺
ru
れ
､
僕
は
八
人
が
の

乙
つ
ね
と
5,
ふ
｡
観
梅
か
ら
直
ち
に
出
羽

は
つ
い
た
乙
と
は
飴
程
珍
ら
し

い
航
路
で
あ
る
が
､
途
中
の
難
航
で
あ
っ

7
rJ
と
は
常
務
穂
の
報
告
に
別
で
あ
る
｡

蓋
し
乙
の
観
梅
問
と

い
ふ
は
右
の
表
は
､
高
騰
の
薦
居
を
接
し
挟
飴
の
遺
風
を
有
つ
と

い
っ
て
ゐ
る
や
う
に
西
紀

六
六
八
年
p
唐
に
亡
さ
れ
空
向
贋
族
で
あ
っ
て
､

一
時
は
今
の
熱
河
省
の
朝
陽
に
徒
ru
れ
て
ゐ
ね
が
'
居
る
乙
と
十

年
な
ら
ず
し
て
西
配
六
九
六
七
鞄
丹
の
兼
題
は
あ
払
､
兼
の
方
高
麗
の
暫
居

(
即
ち
遼
兼
山
塊
の
高
原
で
長
白
山
の

北
方
に
あ
る
溝
洲
囲
兼
芳
川
地
)
に
掠
っ
た
の
で
あ
る
.
rJ
.I/
で
観
梅
郡
王
大
酢
発
は
却
て
勢
を
程
､
来
車
山
描
穂

府
(今
の
輝
駿
河
下
流
)
に
ょ
-
､
rbら
ほ
都
を
今
の
牡
丹
江
上
流
鋸
泊
湖
盆
地
の
東
京
城
(吉
林
省
)
に
某
め
､
扶
飴

の
遺
族
,<tJ合
せ
て
p
北
は
累
水
株
掲
即
豊
能
江
下
流
か
ら
南
は
今
の
朝
鮮
の
徳
源
附
近
を
徹
し
'
兼
日
本
海
に
固
す

る
大
岡
に
な
っ
た
､
囲
中
に
立
証
五
府
を
た
で
南
海
府
吐
駄
酒
(今
の
晴
津
)
か
ら
海
上
は
船
を
差
立
て
う
る
に
至
-
.

紳
弛
四
年
以
後
延
長
八
年
ま
で
何
回
と
を
-
我
閲

へ
通
し
た
も
の
で
､
そ
の
間
種
々
大
陸
文
化
を
輸
入
し
出
雲
醐
話

時
代
の
カ
..p
ミ
の
升
の
社
凍
し
た
昔
ほ
か

へ
つ
ttJ､
日
本
海
は

一
時
撃
胎
社
魂
の
術
に
な
っ
た
｡
つ
ま
･q
繍
洲
帝
囲

古
代
8
本
粘
上
の
船
舶

ニ
ハ九

一
五



地

球

鱒
二
十
二
各

節
三
班

芯
0

〓
ハ

の
敬
達
は
'
恰
も
と
の
平
安
朝
初
鋤
の
日
本
海
航
路
の
復
活
と
レ､
ふ
形
に
在
る
の
で
あ
る
｡

マ
ル

Fl

フ
･竹

し
か
し
日
本
海
は
何
と

い
っ
て
も
風
位
不
定
の
荒
海
で
あ
る
か
ら
'
漁.,せ
け
ほ
そ
の
舟
は

丸

木

舶

作

で
あ
っ
た
か

ら
使
者

一
行
の
無
事
は
つ
い
た
も
の
は
少
-
､
多
-
途
中
で
難
破
し

1
部
の
人
し
か
つ
か
れ
孜
か
つ
ね
｡
鋳
る
ほ
し

で
も
舟
が
な

い
の
で
.
こ
ち
ら
か
ら

い
つ
79
敗
を
給
し
て
返
し
て
や
っ
た
､
同
時
に
彼
の
問
の
位
の
-
る
朗
は
､
日

本
海
の
い
づ
こ
と

き
ま
ら
覆
い
.
風
の
ま
は
く

漂
着
し
た
.
歴
史
の
倖
ふ
る
朗
は
よ
る
と
､
出
羽
･佐
渡
･加
賀

･

城
前

･
若
狭

･
丹
後

･
但
馬

･
伯
膏

･
出
雲

･
隠
岐

｡
長
門

･
封
馬
至
る
所
に
到
着
し
た
､
そ
れ
と
い
ふ
の
79
滑
津

か
ら
の
哩
数
は
､
pJ
れ
ら
の
各
地
殆
ど
同

一
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
在
地
形
の
影
響
も
あ
つ
ね
で
あ
ら
う
｡

し
か
し
就
中
能
登
に
凍
る
79
の
は
地
形
上
､
梅
流
叉
は
風
向
の
踊
係
で
教
も
多
か
っ
ね
か
ら
､
桓
武
天
皇
の
妊
暦

二
十
三
年
六
月
に
は
確
答

へ
-
る
樹
海
躯
の
た
め
は
客
院
む
つ
-
ら
し
め
給
以
'
嵯
峨
天
畠
の
弘
仁
六
年
に
は
越
前

に
命
じ
で
大
鹿
を
選
び
碁
客
に
給
せ
し
め
ら
れ
た
｡
越
前
の
松
原
に
も
'
客
館
を
つ
-
ら
れ
ね
の
で
あ
る
｡

陽
成
天
皇
元
慶
六
年
十
月
廿
九
日
に
は
勅
し
て
能
車
囲
羽
咋
郡
の
山
林
伐
採
を
楽
じ
'
淑
源
の
客
が
北
陸
着
岸
の

時
必
ず
塵
船
に
乙
ま
る
｡
そ
こ
で
乙
の
寵
寮
の
山
の
木
を
伐
っ
て
製
造
し
て
踊
る
例
で
あ
る
か
ら
P
汲
め
材
を
保
存

せ
よ
と
い
ふ
や
う
頂
布
令
が
下
っ
て
ゐ
る
｡
か
う
し
き

J
と
は
よ
っ
霊
削
逃
し
た
北
前
船
建
造
の
磯
連
し
た
由
衆
も

愈
々
明
は
夜
つ
た
と
考

へ
る
.

五

し
か
し
平
安
朝
以
後
に
在
る
と
口
本
源
に
而
し
た
大
陸
に
有
力
夜
間
が
国
雄
ず
､
rJ
の
淑
源
航
路
も
い
つ
の
ま
ほ

か
沙
汰
や
み
に
在
っ

てし
ま
っ
た
｡
や
が
て
弘
安
四
年
の
元
題
と
い
ふ

1
大
刺
激
が
あ
っ
た
の
で
､
今
度
は
瀬
戸
内



か
ら
鞘
梅
蛍

へ
か
け
て
無
数
の
小
島
と
そ
の
穏
か
な
波
は
育
て
ら
れ
た
水
夫
は

一
方
世
上
の
辞
胤
に
も
数
え
ら
れ
て

｢海
賊
大
勝
｣
と

い
ふ

7
つ
の
職
業
を
見

つ
け
､
兼
は
顔
か
ら
閣
四
囲
は
勿
給
､
肥
前

｡
健
康
の
人
々
い
づ
れ
も
馨
っ

て
八
幡
船
ほ
の
っ
て
支
那
の
沿
岸
を
荒
す
時
代
が
き
た
｡
恐
ら
-
日
本
海
岸
の
人
々
も
親
分
は
先
方

へ
進
出
し
た
と

み
え
'
明
代
に
出
来
た
戯
輿
園
の
日
本
の
間
を
み
る
と
出
雲
か
ら
以
酉
の
港
々
の
名
は
瀬
戸
内
や
四
囲
九
州
と
同
じ

春
の
精
密
n
で
記
さ
れ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
は
fJ
の
園
の
著
者
毘
山
邸
子
若
が
今
の
上
海
附
鑑
の
嵐
山
に
居
て
､
越
州
の

人
々
に
開
い
て
記
し
た
と
自
序
せ
る
も
の
で
あ
る
が
'
我
等
は
こ
れ
に
ょ
つ
て
'
西
日
本
の
航
運
の
磯
連
の
著
し
芸

を
知
る
と
同
時
は
､
北
源
か
ら
の
進
出
は
左
横
で
79
な
か
っ
た
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
.

し
か
し
秀
音
時
代
で
も
二
百
着
以
上
の
大
敵
は
少
か
っ
た
rJ
と
は
｢
).d
源
風
帆
革
｣
に
も
出
て
ゐ
る
位
で
｢
武
備
志
｣

に
'
凡
そ
中
間
は
蒐
す
る
も
の
皆
其
島
の
質
入
な
み
.
向
凍
侍
ふ
る
所
の
健
闘
の
造
船
千
首
隻
と

い
ふ
は
骨
鹿
推
の

み
｡
其
大
在
る
者
三
百
人
を
容
れ
､
中
老

二

二
有
人
､
小
者
凹
､
五
十
人
或
七
､
八
十
人
､
其
形
埠
除
ほ
し
で
互
舶

ヽ
ヽ
ヽ

は
あ

へ
ば
仰
攻
は
難
し
､
故
は
戯
両
船
骨
そ
の
凝
る
ゝ
所
と
し
る
し
て
あ
る
の
で
あ
っ
た
.
頗
禰
鹿
と
は
焼
栗
や
澗
州

ジ
ヤ
ン
ク

の
京
大
を

支

那

胎

で
あ
っ
て
.
倭
船
は
僅
少
で
あ
る
か
ら
正
面
の
散
で
は
在
か
つ
ね
の
で
あ
る

｡
所が
日
本
人
は
〟

つ
迄
も
基
下
の
阿
蒙
で
在
か
っ
た
｡
薩
摩
あ
た
み
で
は
エ
ブ
ッ
ク
と

い
ふ
漁
舟
の
大
に
し
て
横
地
に
近
い
も
の
ま
で
.

作
-
つ
ね
｡

エ
ツ
ゾ
ウ
は
越
州
即
ち
骨
箱
府
の
rJ
と
で
支
那
風
の
躯
と

S,ふ
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
'
慶
長
元
和
頃

に
も
な
る
と
ー
角
倉
舶
の
ど
と
き
､
長
二
十
間
隔
九
間
三
四
百
人
を
い
れ
る
大
船
が
出
水
'
そ
れ
に
は
船
長
室
が
あ

っ
て
按
針
の
器
具
も
あ
ヵ
.
二
本
楯
叉
は
三
本
格
の
堂
々
た
る
大
鹿
が
で
m
Jね
.
最
後
に
徳
川
幕
府
の
安
宅
丸
の
如

き
宵
挺
立
の
79
の
ru
へ
梅
は
浮

ん
だ｡
勿
論
御
朱
印
船
の
中
に
は
伊
勢
の
角
屋
に
ゆ
る
さ
れ
た
四
有
料
轍
が
あ
っ
カ

か
代
日
本
梅
上

の

船
舶

1
7
1

一
七



地

誠

餅
二
十
二
懇

解
三
班

毒
叫

t
八

コ
ハヤ

位
で
､
四
督
石
精
と

い
へ
ば
四
十
挺
立
､
小
早
と
い
ふ
部
に
入
る
中
位
の
敗
で
あ
っ
て
'
朱
印
船
必
L
も
す
べ
ノL
が

大
船
で
は
な
か
っ
た
｡
寛
永
十
二
年
大
船
の
祭
が
あ
っ
て
海
外
交
通
は
禁
じ
ら
れ
千
石
以
上
は
つ
-
ら
机
を
か
っ
た

け
れ
ど
も
p
五
百
石
ま
で
は
閣
内
航
路
に
用

ひ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
先
永
大
船
の
禁
を
以
て
直
ち
に
航
海
種
が

退
歩
し
た
と
は
考

へ
ら
れ
粕
｡

海
外
遠
-
ル
ソ
ン
や
天
川
へ
の
船
は
ゆ
か
な
か
っ
た
と
し
て
79
.
四
官
有
乃
至
五
官
石
な
ら
ば
'
日
本
の
沿
海
を
航

行
す
る
は
役
立
っ
た
も
の
で
あ
わ
三

百
石
地
時
代
倭
駕
の
最
も
猫
僻
で
あ
っ
カ
時
代
を
回
顧
す
れ
ば
､
そ
れ
で
容
易

に
支
那
や
避
雅
あ
た
み
ま
で
乗
-,>出
す
rJ
と
は
出
兼
ね
薯
で
あ
る
｡
故
に
琴
氷
強
固
の
後
と
い
ヘ
ビ
も
'
長
橋
の
末

シヤ
ン
スイ

次
船
や
'降
っ
て
は
革
保
の
北

壁

金

石
衛
門
の
多
-
の
部
下
の
舶
の
ど
と
-
感
に
海
外
に
密
航
し
得
た
も
の
で
あ
る
｡

大

表
面
上
封
外
航
路
は
禁
止
n
れ
て
も
.
慶
長
元
卸
は
航
海
し
た
多
-
の
水
夫
の
図
南
の
夢
は
一
朝

11
夕
に
は
醒
め

ず
'
爾
埜

こ
す
年
間
に
p
ひ
そ
か
に
海
外
に
荘
接
し
た
,p
の
は
多
か
っ
た
｡
自
ら
琉
球
と
か
稀
ケ
鳥
取
ど
い
ふ
僻
地

が
貿
易
中
臓
港
と
し
て
繁
数
を
極
め
た
の
み
で
夜
-
､
日
本
の
如
き
地
勢
で
各
大
名
が
小
さ
い
山
川
計

東

害
に
各
地

に
割
櫨
す
る
問
で
は
､
陸
運
の
磯
連
が
極
め
て
兇
東
覆
い
か
ら
､
水
運
は
却
っ
て
萎
縮
せ
ず
t
rJ
と
は
天
下
太
平
に

あ
っ

て都
市
が
教
生
す
る
と
､
そ
の
都
骨
の
消
費
に
封
す
る
貨
物
の
供
給
と
レ
ム
rJ
と
が
韮
大
を
役
割
を
79
?
ヤ
う

に
在
る
ほ
つ
れ
､
江
戸
の
磯
連
に
伴
っ
て
'
閣
固
叉
北
岡
か
ら
五
穀
木
材
を
は
じ
め
'
酒
や
木
綿
や
､
鰹
節
や
油
や

紙
や
薬
や
其
他
多
-
の
日
用
晶
が
大
慶
に
同
法
ruれ
ぬ
ば
な
ら
拍
rJ
と
は
な
-
､
大
阪
港
に
集
中
さ
れ
た
こ
れ
ら
の

31!シガ
キ
ク
Etイ

貨
物
は
､
大
阪
を
足
滑
と
し
て
江
戸

へ
の
聞
屈
迭
-
と
い
ふ
形
式
を
産
み
p
そ
の
問
屋
組
合
の
尊
属
と
し
て
の
菱

垣

回



;I./
融
が
出
衆
力
｡
そ
の
阿
船
の
多
-
は
二
甘
石
､
三
胃
石
の
過
去
の
債
鬼
の
触
NLJ
手
本
に
し
た
木
造
船
で
あ
っ
て
､
其

組
数
四
百
般
ば
か
-
が
年
々
安
治
川
口
か
ら
､
隅
田
川
日
へ
進
出
し
た
｡
こ
の
際
こ
れ
ら
の
船
は
配
州
の
崎
を
悪
が

-
鳥
羽
ま
で
-
る
と
､
や
が
て

一
線
遠
州
灘
を
伊
瓦
の
鼻
rJさ
へ
飛
ば
し
た
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
針
路
は
既
述
し

た
古
代
磁
石
の
動
き
は
任

ruれ
て
張
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
｡｢
沖
の
-
ら

い
の
は
白
帆
が
み
ゆ
る
あ
れ
は
配
の
問

み
か
ん
舶
｣
と
唱

へ
｢
三
十
五
反
の
帆
を
ま
き
あ
げ
て
'
ゆ
rJ
か
仙
姦
石
の
巷
｣
と
和
し
た
水
夫
の
悪
束
は
'
賓
は

カ
だ
TJ
せ
つ
い
ね
沿
岸
航
路
の
み
に
甘
ん
じ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡

一
代
の
奇
傑
河
村
瑞
軒
が
こ
れ
ら
の
水
夫
の
跡
を
迫
っ
て
､
ま
づ
奥
州
米
の
安
房
廻
-
を
計
測
し
､
つ
い
で
露
文

十
三
年
春
三
月
'
奥
州
酒
田
か
ら
最
上
の
米
数
筒
石
を
袖
浦
か
ら
積
出
し
､
亜
偽
諸
島
の
登

貝
を
激
職
し
て
､
佐
渡

の
小
木

｡
能
登
の
葡
浦

･
加
賀
の
柴
山

｡
石
見
の
湯
ノ
津

･
長
門
の
下
園

･
瑞
津
の
大
阪

｡
紀
伊
の
大
島

･
伊
勢
の

薗
塵

｡
志
摩
の
畔
乗

･
伊
豆
の
下
田
と

い
っ
た
朗
に
阿
漕
船
の
滑
落
見
張
-
役
所
を
ね
て
ゝ
同
年
七
月
無
窮
は
江
戸

へ
回
漕
す
る
は
至
っ
て
'
我
日
本
海
航
路
は
革
び
有
用
な
る
活
動
を
は
じ
め
た
｡

つ
ま
-
北
は
北
海
津
軽
か
ら
､
佐
渡

･
能
登
を

へ
で

一
線
隠
岐
又
は
石
見
の

｢
湯
ノ
津
｣
に
航
し
下
閲
を

へ
で
湘

月
内
を
迫
る
と

い
ふ
育
代
航
路
が
正
に
官
槽
に
よ
っ
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
｡
爾
凍
穂
川
の
後
輩
糊
を
通
じ
て
北
開

融
の
活
躍
は
す
ば
ら
し
-
.
日
本
各
地
沿
梅
'
ド
ン
グ
リ
舟
の
影
を
み
ざ
る
所
は
夜
-
'
或
は
そ
の
幾
分
か
は
朝
鮮

か
ら
支
部
の
沿
梅
に
も
出
没
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡
茄
は
於
で
か
若
狭
の
内
浦
寧
山
中
の
ど
と

き
は
､
今
日
に

至
に
っ
て
も
毎
年
の
豊
年
堀
に
歌
っ
て
日
-
I

僻

!
棟
に
加
北
び
や
れ
､
倍

一
棟
に
和
光
や
れ
､
耕
淡
の
･,S
よ
り
船
に
の
り
､
越
前
岬
に
つ
か
(
た
り
'
イ
ヨ
蹄
胴
を

山
脈
､
越
前
岬
も
押
し
出
し

古
代
日
本
船
上
の
船
舶

毒

..)

一
九



同山

地

球

欝
二
十
二
魯

賂
王
統

芯
四

二
〇

て
加
数
の
腿

(
つ
か
(
た
り
､
何
州
を
一
節
､
加
数

の
港
を
押
し
出
し
て
ジ
カ
ン
の
肘

(
と
つ
か
(
た

り､
商
蹄
を

1
踊
り
､
じ
か
ん
の
市
も
押
し

目
し
て
炎
が
応

(
と
つ
か
へ
た
-
､
佃
約
を

一
踊
り
｡

炎
が
･i,･
で
は
炎
脳
と
､
些

北
で
は
何
々
と
､
舷
の
衣
や
辞
林
や
､
じ
ん
や
じ
ゃ
か
う
や
､
た
か
の
羽
や
､
輔
胴
を

l
獅
-
､
よ
る
つ
の
荷
仕
組
p
て

い
ぎ
掠
る
よ
耽
楓

(
'
淘
獅
は
赴
迄
そ
ろ
う
丑
追
捕
ふ
｡

と
こ
れ
を
み
る
と
若
狭
か
ら
越
前
'

越
前
か
ら
加
賀
､
加
賀
か
ら
能
寮
､
能
登
の
(,,h
刀
ン
(
尊
家
泊
の
誰
)
そ
れ
か
ら

佐
渡
の
夷

へ
渡

っ
て
貿
易
に
従
事
し
た
有
様
が
手
は
と
る
や
う
に
明
ほ
し
ら
れ
る
｡
勿
論

乙
の
民
謡
の
出
凍
ね
僻
賓

な
年
代
は
わ
か
ら
な

い
け
れ
ど
も
､
準
や
厳
香
や
鷹

の
朋
な
ど

い
ふ
古
代
貿
易
晶
を
歌

つ
を
亜
面
に
,
過
去
の
貨
物

で
攻
上

現
在
の
密
貿
易
を
自
燈
し
て
唱
和
し
た
気
分
が
泥

い
と
見
ら
れ
る
｡
佐
波
を
歌

っ
て
金
敷
の
べ
覆

い
と
,J

ろ
ほ
慶
長
以
前
か
ら
の
古
代
の
佐
渡
の
夷
の
海
外
貿
易
中
轍
地
で
あ
っ
た
灘
を
酌
み
と
れ
る
と
考

へ
る
｡

七

民
間
の
僻
村
ほ
か
う
し
た
時
代
ば
在
れ
の
し
た
貿
易
薦
讃
が
う
ね
は
れ
る
ほ
際
し
､
穂
川
末
期
に
は
乙
の
日
本
海

上
は
於
で
佐
波
以
外
の

い
づ
こ
か
空

っ
の
島
～1J
み
つ
け
て
傭

人
に
密
貿
易
を
賓
行
し
て

乙
の
歌
の
憧
憶
を
そ
の

ま
ま
現
寛
に
し
た
英
雄
が
日
本
海
上
に
出
現
し
た
○
こ
れ
賓
は
加
賀
の
鹿
屋
五
郎
兵
衛
で
あ
る
｡
天
保
十
三
年
の
幕

府

の

布
令
は

'

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

近
水
北
幽
笑

話

組
の姐
船

方
､
詣

船
に
似
脊
焼
帆
の
芳

州
空

警

護

て
,
興
閥
船
と
是

低
次
管

有
之
倣
｡
竿

宗

帆
の
俵
は

ヽ
1ヽヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
1
ヽ
ヽ
ヽ

邪
州
成
警

総
研
､

誉
大警
護

讐

以
菅

は
蓋

遠

に
州
E
･
こ
と
に
よ
-

俳
誌

方
苧

晋

池
俄
も
有
之
聖

葺

誉

沖
食

義

侠
i･S
.
帆
霊

か
鵜
飼
船
に
似
称
倣
-

て
丑

供
警

も
晋

吋
申
､
此
後
は
塾
閥
だ

紛
ら
は
し
き
帆
の
耳
方
放
し
北
に
曹

沖
富

莱

依
伐
吋
結
停
止
舵
'
紫
側
桁
之
他
州
背
に
お
い
て
は
･
吟
味
の
上
急
庇
符
吋
申
供
o



と
出
て
ゐ
る
が
'
我
等
は
乙
の

山
布
令
は
よ
っ
て
穂
川
末
期
の
=
本
溢
上
に
快
放
し
空
二
本
帆
即
ち
大
船
の
楽
を
扱

っ
て
之
を
つ
-
-
之
社

用弘
之
を
以
て
密
貿
易
を
す
る
鹿
が
月
に
日
に
多
-
な
-
､
こ
と
に
朝
鮮
の
地
方
近
-
乗
-

通
-
､
典
囲
船
は
紛
は

しさ
帆
む
立
て
･J
遠
見
の
官
吏
の
目
を
-
ら
ま
す
ま
で
に
在
っ
た
鹿
運
の
進
歩
に
､
日
を
見

脹
ら
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
｡

大
船
の
禁
は
嘉
永
六
年
に
在
っ
て
僚
止
さ
れ
カ
が
､
そ
れ
に
光
っ
て
既
に
日
本
に
は
日
本
人
の
有
す
る
大
船
が
樺

山
あ
っ
た
｡
rJ
れ
薯
に
加
賀
の
銀
屈
五
郎
兵
衛

一
派
の
活
躍
で
彼
は
嘉
永
六
年
四
月
'
罪
を
程
で
刑
を
う
け
ね
が
共

時
典
囲
交
易
に
同
意
し
た
加
賀
滞
士
十

山
人
ま
で
切
腹
さ
ゝ
れ
た
｡
彼
は
海
事
は
従
事
し

て､
加
賀
の
手
先
さ
は
怒

っ
て
'
七
十
年
の
.捷
涯
に
79
う
骨
空

尉
は
､
そ
の
没
収
さ
れ
た
財
産
目
録
に
明
で
あ
る
｡
日
-

大
判
余
九
十
九
枚
入
三
十
繍

二
千
六
甘
六
十
六
枚

小
判
介
砧
允

三
胡
六
千
六
甘
術

式

分

余

九
千
三
好
三
十
術

式

米

銀

十
六
g
.
就
千
三
甘
二
十
耐

小

玉

鎚

一
桁
ニ
斗
､
似
二
千
甘
八
十
三
斌
日

加
州
鎚
札
目
方

七
十
拭
五
官
三
十
日

甘
文
錦
(
天
保
錦
)

五
千
三
甘
三
十
繭

s
i
T

史

錦

千
七
甘
六
十
∬
文

収

輝

鎚

二
十
七
胡
瓦
千
三
甘
所
以

火

瓦

凹
甘
C
八
石

小

五

五
千
三
甘
石

米

三
祇
証
千
凹
甘
石

目
畑

商
八
裾
五
千
三
宵
石

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

二
千
允
可
石
榊
船

田
地

千
五
甘
市
税
舶

大
地

古
代
日
本
粘
上
の
船
舶

忘
鼠

二

一



地

球

節
二
十
二
番

節
三
班

石
山.t

二
二

千
市
郎

船

八
奴

八
甘
石
約
舶

二
娘

五
甘
石
桃
船

十
二
他

合
計

三
十
三
他

僻
紺
地

一
ケ
仲

川
物
誠

二
ヶ
所

上
赦

七
十
八
ケ
排

紙
追
及
敗
不
知

と
か
う
い
ふ
財
産
日
銀
を
み
る
と
､

い
か
は
五
郎
兵
衛
が
貿
易
家
と
し
て
快
腕
を
79
つ
た
か
が
わ
か
る
｡
或
は
革
保

シ十
ン
r(イ

の
先

生

な

ど
と
て
も
足
も
と
に
は
寄
れ
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
｡
彼
は
シ
べ
-
ヤ
は
勿
論
､
ア
メ
-
カ
に
行
っ
た
｡
普

通
の
菱
垣
の
二
倍
も
あ
る
八
官
有
か
ら
二
千
五
宵
有
精
ま
で
約
二
十
娘
と
5,ふ

一
大
船
隊
が
､
彼
の
意
の
ま
J
に
動

い
た
と
す
れ
ば
'
我
等
は
目
本
源
上
に
少
-
と
も
二
十
人
の
優
秀
孜
船
長
が
ゐ
た
こ
と
･k,瓜
以
合
せ
､
其
手
下
に
数

百
人
の
源
員
が
手
足
の
如
-
ほ
奔
走
し
た
批
親
を
回
顧
し
て
､
心
奪
は
れ
日
79
低
ま

ざ
る
を
得
な

い
｡

カド
角

屋

の
ゆ
る
ruれ
た
御
朱
印月
は
四
腎
石
に
す
ぎ
ず
､
そ
れ
で
も
､
慶
安
年
代
に
は
大
船
で
あ
っ
た
｡
秀
吉
の
つ
-

っ
ね
H
本
丸
は
低
に
凹
十
六
挺
立
で
あ
っ
た
夜
ど
㌧
考

へ
る
と
､
二
千
五
首
石
積
が
四
壁
も
あ
っ
た
鍵
屋
は
何
と

い

>.-ク
石ノ

っ
て
よ
い
か
､
賓
に
前
代
未
曾
有
の
大
願
捗
で
あ
っ
た
｡
角

倉

融

は
二
十
間
に
九
間
で
慶
だ些
北
都
時
代
の
誇
で
あ
る

が
p
そ
れ
は
角
倉
に
任
に
二
般
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
0
然
る
に
康
尾
は
二
千
五
官
有
の
大
柚
を
四
灘
も
つ
て
ゐ

た
.
記
錐
に
よ
る
と
明
治
初
年
の
千
歳
丸
は
長
二
十
正
岡
幅
二
間
牢
二

二
本

マ
ス
ト
で
二
千
石
に
す
ぎ
ず
､
汽
船
の

有
功
丸
は
､
長
糊
十
間
四
八
幅
四
閉
式
尺
玉
寸
p
二
本

マ
ス
ト
で
五
官
四
十

一
噸
そ
れ
が
漸
-
二
千
右
横
で
あ
っ
た

J
J
あ
る
か
ら
､
銀
屋
の
二
千
五
官
石
と

い
ふ
は
西
揮
形
の
六
､
七
宵
噸
の
大
願
で
あ
る
｡
か
ゝ

る
大
船
は
､
決
し

て

TL
朝

一
夕
に
出
水
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
寛
永
の
大
船
の
焚
と
い
っ
て
も
､
日
本
の
ど
rJ
か
ほ
は
大

irTJ夜
披
け
穴
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
0



法
令
は
表
面
だ
け
の
も
の
で
､
薯
際
は
常
は
カ
弧
-
進
捗
す
る
も
の

だ
｡か
う
し
た
攻
姉
で
上
古
カ
ヾ
ミ
の
舟
で

日
本
を
訪
問
し
LJ
ま
ひ
し
少
濠
名
命
の
後
背
は
'
決
し
て
其
利
光
を
辱
し
め
ず
'
徳
川
氏
三
河
年
の
鈍
間
は
よ
っ
で

も
亦
決
し
て
そ
の
造
船
術
や
航
海
術
を
失
塔
せ
ず
､
日
本
の
天
城
ま
さ
に
西
洋
に
向
っ
て
開
か
れ
止
と
す
る
を
の
瞬

間
に
'
日
本
渥
上
に
は
二
千
五
百
石
の
三
本

マ
ス
ト
の
可
驚

き
瓦
大
在
カ
ヾ
ミ
ノ
ブ
ネ
が
カ
ガ
の
ゼ
ニ
ヤ
の
｢

銀
五
｣

と
し
る
ruれ
た
商
船
旗
の
下
は
酉
は
兼
は
行
き
か
以
､
と

き
に
朝
鮮
の
地
方
近
-
を
迫
-
楼
瀧
に
立
派
は
鎮
長
し
て

ゐ
た
の
で
あ
っ
た
｡
快
在
る
裁
と
は
か
う
し
た
革
質
を
5,
ふ
の
で
あ
る
｡

満
洲
砕
園
既
に
成
立
し
雁
津
は
大
連
と
相
ま
ち
で
粟
津
無
二
の

一
大
埠
頭
と
な
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
今
日
､
蔑
常
噸

か
ら
の
宜
推
脳
腫
が
日
本
海
航
路
に
清
雌
を
は
じ
め
ん
と
す
る
に
際
し
､
わ
れ
ら
は
日
本
海
の
船
舶
を
回
想
し
て
戚

慨
無
慮
夜
も
の
が
あ
る
｡
若
狭
の
山
中
の
付
薬
の
唱
ふ
所
の
じ
ん
や
じ
ゃ
か
う
や
鷹
の
網
ほ
か

へ
で
､
満
蒙
の
金
や

石
淡
や
羊
の
宅
が
更
ら
に
幾
十
槽
の
大
ru
で
､
我
囲
民
の
工
業
原
料
と
し

て､
腰
に
rJ
の
海
上
を
渡
ら
ん
こ
と
を
念

じ
て
rJ
の

l.
笛
の
筆
を
溢
-
rJ
と
は
す
る
｡

(

昭
和
九
年
八
月
)

古

代

日
本

脂

上

の
船
舶

芯

七

二

三


