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運
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研
究
』
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本
書
は
、
筆
者
が
約
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
研
究
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
近
世

の
琵
琶
湖
水
運
に
関
す
る
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
構
成
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

序
　
本
書
の
課
題
と
前
提

　
第
一
章
　
琵
琶
湖
水
運
研
究
の
課
題

　
第
二
章
　
織
田
信
長
と
琵
琶
湖
水
運

　
第
三
章
　
忘
れ
ら
れ
た
「
丸
船
」

　
　
…
門
丸
子
船
」
と
「
丸
煮
」
を
め
ぐ
っ
て
一

1
　
近
世
前
期
琵
琶
湖
水
運
の
構
造
と
特
質

　
第
一
章
　
近
世
琵
琶
湖
水
運
の
成
立

　
　
一
大
津
百
果
船
と
船
奉
行
i

　
第
二
章
　
近
世
琵
琶
湖
水
運
の
展
開

　
　
　
　
「
留
浦
の
凝
集
」
一
ニ
カ
浦
の
誕
生

　
第
三
章
　
近
世
琵
琶
湖
水
運
の
変
容

　
　
　
　
「
湖
辺
重
立
候
」
八
力
浦
と
大
津

　
第
四
章
　
幕
誤
聞
の
相
克

　
　
　
　
大
津
百
羽
突
と
彦
根
三
湊

■
　
近
世
琵
琶
湖
水
運
の
廻
船
規
定

　
第
一
章
　
艦
折
と
帳
屋

　
第
二
章
　
上
米
と
乗
具

　
第
三
章
　
丸
船
・
丸
子
船
と
旧
株

頂
　
諸
浦
の
盛
衰

　
第
一
章
　
「
諸
浦
の
親
郷
」
八
幡

　
第
二
章
　
若
狭
と
の
窓
口
　
今
津

　
第
三
章
　
東
海
道
の
渡
し
場
　
矢
橋

　
第
四
章
　
彦
根
藩
と
彦
根
三
男

　
近
世
の
琵
琶
湖
水
運
に
関
す
る
研
究
は
、
主
に
堅
田
の
史
料
を
利
用
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

基
本
的
枠
組
み
を
示
し
た
喜
多
村
俊
央
を
稽
矢
と
す
る
が
、
歴
史
的
展
開
や

具
体
像
に
つ
い
て
は
、
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
。
戦
後
は
中
世
史
研
究
者
が
堅

田
に
着
目
し
、
そ
の
諸
権
利
等
の
有
様
を
め
ぐ
っ
て
研
究
が
盛
ん
に
な
る
が
、

近
世
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
進
展
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七

〇
年
代
後
半
か
ら
八
○
年
代
の
『
新
修
大
津
市
史
瞼
の
編
纂
を
経
て
、
大
津

や
堅
田
の
近
世
史
料
を
用
い
た
水
運
史
の
研
究
が
行
わ
れ
、
大
津
が
豊
臣
秀

吉
に
よ
っ
て
琵
琶
湖
水
運
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
編
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
、
彦
根
市

を
は
じ
め
と
す
る
旧
彦
根
藩
領
域
の
自
治
体
史
編
纂
活
動
や
、
滋
賀
県
内
の

各
博
物
館
の
研
究
・
展
示
活
動
に
伴
っ
て
発
見
さ
れ
た
新
出
史
料
を
用
い
た

研
究
が
進
展
し
、
琵
琶
湖
水
運
に
対
す
る
彦
根
藩
の
強
い
影
響
力
が
明
ら
か

に
な
っ
て
き
た
。
特
に
○
○
年
代
に
発
見
さ
れ
た
湖
東
・
湖
北
地
域
の
史
料

は
、
湖
南
地
域
の
史
料
の
み
で
は
確
定
し
得
な
か
っ
た
課
題
を
解
決
に
至
ら

し
め
、
ま
た
、
具
体
的
な
水
運
の
様
相
を
物
語
っ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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筆
者
は
、
八
○
年
代
の
『
新
修
大
津
市
史
』
編
纂
の
時
期
よ
り
琵
琶
湖
水

運
史
研
究
に
着
手
さ
れ
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
論
考
を
発
表
さ
れ
て
お
ら
れ

る
が
、
本
書
で
は
、
そ
れ
ら
の
論
考
が
○
○
年
代
発
見
の
史
料
を
も
と
に
大

き
く
改
稿
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
価
値
は
、
第
　
に
、
文
献
史
学
の
立
場
か

ら
近
世
琵
琶
湖
水
運
を
扱
っ
た
初
の
専
論
書
で
あ
る
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た

新
出
史
料
や
最
新
の
研
究
成
果
を
い
か
し
た
、
近
世
琵
琶
湖
水
運
研
究
の
最

新
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
第
二
の
価
値
が
あ
ろ
う
。

　
内
容
の
概
略
を
紹
介
し
よ
う
。

　
「
序
」
の
第
一
章
は
、
戦
前
以
来
の
近
世
水
運
史
の
研
究
史
が
述
べ
ら
れ

る
。
ま
た
、
古
代
以
来
畿
内
へ
の
荷
物
輸
送
に
果
た
し
た
琵
琶
湖
水
運
の
重

要
性
や
、
堅
田
を
中
心
と
す
る
中
世
史
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま

た
、
最
後
に
、
本
書
の
分
析
視
角
と
し
て
、
堅
田
が
申
世
か
ら
近
世
に
か
け

て
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
や
、
後
背
地
と
の
結
び

つ
き
か
ら
琵
琶
湖
水
運
を
考
え
る
と
い
う
視
点
、
ま
た
、
船
の
航
行
と
船
支

配
の
関
係
を
、
幕
藩
関
係
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
い
う
視
点
を
重
視
す
る
と

い
う
姿
勢
が
示
さ
れ
る
。
第
二
章
「
織
田
信
長
と
琵
琶
湖
水
運
」
は
、
第
王

部
か
ら
第
無
難
の
前
提
と
な
る
論
考
で
あ
る
。
織
田
政
権
期
を
「
序
」
に
置

い
て
い
る
の
は
、
筆
者
が
、
「
信
長
の
琵
琶
湖
水
運
支
配
に
新
た
な
政
策
を

見
い
だ
し
て
お
ら
ず
、
秀
吉
に
よ
る
大
津
百
艘
船
の
創
設
を
画
期
と
す
る
と

い
う
立
場
を
と
る
」
（
一
六
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
近
年
、
主
と
し
て
考
古
学

や
歴
史
地
理
学
の
分
野
で
、
家
臣
の
城
郭
を
琵
琶
湖
岸
に
配
置
し
た
信
長
の

水
運
政
策
の
積
極
性
を
高
く
評
価
し
、
「
み
ず
う
み
の
城
郭
網
」
（
「
湖
（
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ず
う
み
）
の
城
の
城
郭
網
」
）
と
し
て
そ
の
戦
略
的
配
置
に
つ
い
て
言
及
す

る
研
究
が
み
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
を
、
論
証
で
き
て
い
な
い
と
し
て
却

下
し
、
信
長
発
給
文
書
の
検
討
か
ら
、
織
田
政
権
に
は
水
運
掌
握
の
意
図
が

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
実
際
に
水
運
を
掌
握
で
き
て
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
こ
の
成
果
が
、
後
に
続
く
第
－
部
の
、
豊
臣
政
権
期

の
画
期
性
の
評
価
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
第
三
章
は
、
琵
琶
湖
水
運
を

中
心
的
に
商
っ
た
船
の
名
称
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、

現
在
、
「
丸
子
船
」
と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
史
料
上
で
は
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
く
、
時
期
的
な
変
遷
は
あ
る
が
、
江
戸
幕
府
の
船
奉
行
支
配

下
の
船
は
「
丸
船
」
、
彦
根
藩
で
は
「
丸
子
船
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
た

と
い
う
。

　
第
－
部
「
近
世
前
期
琵
琶
湖
水
運
の
構
造
と
特
質
偏
は
、
大
津
百
長
船
の

創
設
か
ら
享
保
期
（
一
七
　
六
～
三
六
年
）
の
彦
根
三
湊
と
の
争
論
に
よ
り
、

大
津
百
艘
船
の
特
権
が
否
定
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
す
る
、
本
書
の

根
幹
を
な
す
部
分
で
あ
る
。
特
に
重
視
さ
れ
る
の
は
豊
臣
政
権
期
で
あ
り
、

第
一
章
「
近
世
琵
琶
湖
水
運
の
成
立
…
大
津
百
艘
船
と
船
奉
行
！
」
で

は
、
湖
水
船
奉
行
が
設
置
さ
れ
、
琵
琶
湖
の
船
が
一
元
的
に
支
配
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
、
ま
た
、
大
津
百
艘
船
が
設
置
さ
れ
、
艦
折
廻
船
仕
法
が
舗

定
さ
れ
る
な
ど
、
水
運
の
掌
握
が
図
ら
れ
た
こ
と
を
も
と
に
、
豊
臣
政
権
の

琵
琶
湖
水
運
支
配
の
画
期
性
が
強
調
さ
れ
る
。
な
お
、
艦
折
に
つ
い
て
は
、

八
○
年
代
以
降
、
大
津
百
艘
船
の
特
権
を
意
味
す
る
も
の
か
否
か
に
つ
い
て

論
争
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
新
史
料
の
発
見
に
よ
っ
て
、
艦
（
船
尾
）
を
着

早
し
た
船
か
ら
順
に
荷
積
み
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
単
な
る
船
積
み
の
順

番
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
ほ
ぼ
結
論
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
本
書
も
そ
の

立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
津
と
堅
田
は
、
八
幡
と
と
も
に
「
選
取
の

親
郷
」
、
ま
た
、
こ
れ
ら
王
ケ
浦
に
大
溝
、
舟
木
、
今
津
、
海
津
、
大
浦
、

塩
津
を
加
え
た
九
ケ
浦
が
、
「
湖
辺
重
立
候
」
浦
方
と
し
て
連
帯
す
る
姿
勢

を
見
せ
る
が
、
第
二
章
で
は
「
諸
浦
の
長
郷
」
、
第
瓢
一
章
で
は
「
湖
辺
重
立
候
扁
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評書

九
ヶ
浦
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
呼
称
が
近
世
初
頭
か
ら
定
着
し
て
い
る
も
の

で
は
な
く
、
蘭
者
は
寛
文
期
（
一
六
六
一
～
七
三
年
）
迄
の
争
論
、
後
者
が

元
禄
期
（
…
六
八
八
～
　
七
〇
四
年
）
迄
の
争
論
を
経
て
定
着
す
る
称
号
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
琵
琶
湖
水
運
を
め
ぐ
る
経
済

的
・
政
治
的
変
化
を
受
け
た
浦
々
の
自
衛
策
と
い
え
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
め

を
刺
す
の
が
、
第
四
章
「
幕
藩
間
の
相
克
－
大
津
百
艘
船
と
彦
根
三
二

1
」
で
検
討
さ
れ
て
い
る
、
彦
根
藩
の
志
向
で
あ
る
。
彦
根
藩
・
王
井
伊
氏

は
、
入
封
に
際
．
し
て
藩
独
自
の
船
奉
行
を
設
置
し
、
以
後
、
彦
根
藩
領
の
船

は
幕
府
の
湖
水
船
奉
行
の
支
配
を
離
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
、
彦
根
藩

は
三
湊
（
松
原
・
長
浜
・
米
原
）
の
整
備
に
力
を
注
ぎ
、
ま
た
、
三
富
は
大

津
百
艘
船
と
船
積
み
を
め
ぐ
る
争
論
を
繰
り
返
し
、
遂
に
享
保
期
に
至
っ
て
、

大
津
百
魚
船
に
勝
利
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
∬
部
「
近
世
琵
琶
湖
水
運
の
廻
船
規
定
」
は
、
琵
琶
湖
水
運
の
特
色
で

あ
る
「
艦
折
廻
船
」
の
慣
行
に
関
す
る
、
艦
折
、
上
米
と
乗
前
、
船
株
と
い

う
三
点
の
問
題
に
つ
い
て
、
薪
出
史
料
を
用
い
旧
稿
を
最
も
大
幅
に
書
き
換

え
て
論
じ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
三
点
の
定
義
は
、
先
行
研
究
で
は
十
分
に

吟
味
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
筆
者
が
本
書
で
そ
れ
ら
を
整
理
し
た
意
義
は
大
き

い
。
な
お
、
艦
折
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
艦
を
先
付
け
し
た
船
か
ら
荷
物
を

積
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
廻
船
規
定
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て

ど
の
船
が
先
着
た
る
か
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
証
明
し
た
の
が

「
艦
亭
亭
」
と
称
さ
れ
る
帳
簿
で
あ
り
、
第
一
章
「
櫨
折
と
富
屋
扁
で
は
、

そ
の
艦
折
帳
の
実
態
と
と
も
に
、
そ
れ
を
管
理
し
た
帳
屋
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
る
。
ま
た
、
艘
折
廻
船
規
定
の
中
で
、
大
津
に
は
他
浦
の
入
り
船
に
荷

物
を
積
ま
せ
な
い
と
い
う
特
権
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
津
面
恥
船
に
役
銭

や
割
増
銭
を
支
払
う
こ
と
で
、
例
外
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
金
銭
の
名
称

は
、
先
行
研
究
で
は
混
同
が
み
ら
れ
る
が
、
第
二
章
「
上
米
と
乗
組
」
で
は
、
．

彦
根
三
湊
と
大
津
百
寮
船
と
の
船
積
み
争
論
の
分
析
を
通
し
て
、
大
津
か
ら

の
積
み
出
し
に
対
す
る
役
銭
が
上
米
、
着
浦
の
順
番
に
関
係
な
く
積
み
出
す

た
め
の
割
増
運
賃
が
墓
前
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
続
く
第
三
章
「
丸

船
・
丸
子
船
と
船
首
」
で
は
、
従
来
は
丸
子
船
を
持
つ
権
利
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
て
き
た
船
株
に
つ
い
て
検
討
し
、
当
初
は
他
事
へ
廻
船
に
出
向
い
て
荷

物
を
運
び
出
す
こ
と
の
で
き
る
権
利
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
丸
子
船
を
所
有

し
て
荷
物
を
運
ぶ
こ
と
の
で
き
る
権
利
へ
と
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
第
三
部
は
、
「
諸
浦
の
盛
衰
」
と
あ
る
よ
う
に
、
浦
々
の
歴
史
的
展
開
を

そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
も
の
で
、
『
近
江
八
幡
の
歴
史
騙
、
『
今
津
町
史
騙
、
『
草

津
市
史
一
等
、
筆
者
の
執
筆
に
よ
る
自
治
体
史
本
文
編
等
の
論
稿
と
、
彦
根

藩
に
関
す
る
瓢
稿
が
　
本
収
録
さ
れ
、
四
章
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
津
・
堅
田
以
外
の
琵
琶
湖
の
主
要
浦
で
あ
り
、
順

に
、
第
一
章
で
は
、
「
諸
経
の
親
郷
」
の
　
つ
で
あ
り
な
が
ら
湖
西
の
今
津

と
結
び
つ
き
、
独
自
の
展
開
を
遂
げ
た
八
幡
、
第
二
章
で
は
、
日
本
海
航
路

の
小
浜
と
結
ば
れ
て
い
た
湖
西
の
今
津
、
第
三
章
で
は
、
大
津
へ
の
渡
船
の

発
着
地
で
あ
っ
た
矢
橋
、
そ
し
て
第
四
章
で
は
、
彦
根
三
湊
の
具
体
像
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
。
各
藩
と
も
個
別
浦
の
研
究
で
は
あ
る
が
、
全
体
と
し

て
、
こ
れ
ら
垂
訓
が
、
各
々
後
背
地
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か

と
い
う
点
や
、
他
浦
と
の
争
論
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
る
特
質
等
に
つ
い
て

よ
く
目
配
り
が
な
さ
れ
て
お
り
、
各
浦
の
様
相
が
具
体
的
に
明
ら
か
と
な
っ

て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
本
書
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
「
序
」
及
び
第
－

部
は
権
力
側
の
琵
琶
湖
水
運
に
対
す
る
政
策
、
第
E
部
は
琵
琶
湖
水
運
の
作

法
、
第
皿
部
は
主
要
な
浦
の
歴
史
的
展
開
を
検
討
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
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と
い
え
る
。
こ
の
う
ち
、
本
書
を
一
読
し
て
最
も
強
く
印
象
に
残
る
の
は
、

琵
琶
湖
水
運
の
展
開
は
、
政
権
に
よ
る
編
成
に
大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
「
序
」
及
び
第
－
部
は
、
そ
の
点
か
ら
、
琵
琶
湖
水
運

の
編
成
史
と
も
い
え
、
結
果
的
に
、
こ
の
部
分
は
本
書
の
約
半
分
の
分
量
を

占
め
て
お
り
、
本
書
の
骨
格
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
は
特
に
近
世
前

期
ま
で
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
た
め
、
以
下
、
こ
の
「
序
」
及
び
第
－
部
に

つ
い
て
雷
及
し
て
い
き
た
い
。

（一

j
織
田
政
権
の
水
運
政
策
に
つ
い
て

　
豊
臣
政
権
期
に
湖
水
船
奉
行
が
遣
か
れ
、
大
津
百
草
船
が
設
定
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
権
力
側
の
意
向
が
濃
厚
に
反
映
さ

れ
て
鯛
度
が
確
立
し
て
い
く
様
が
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
豊
臣
政
権

期
以
外
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
若
干
疑
問
が
残
る
箇
所
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
織
田
政
権
期
の
評
価
に
つ
い
て
。
考
古
学
研
究
者
ら
が
琵
琶
湖
岸

城
郭
の
配
置
に
注
目
し
、
そ
れ
を
織
田
政
権
の
政
策
と
し
て
評
価
し
た
こ
と

は
、
天
下
統
～
の
歴
史
過
程
と
し
て
明
確
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
嘉
該
期
信
長
の
琵
琶
湖
支
配
、
近
江
支
配
に
つ
い
て
、
そ
の
特
質
や
歴

史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
点
か
ら
薗
期
的
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

批
判
に
際
し
て
は
、
信
長
の
全
国
統
一
の
中
で
の
琵
琶
湖
水
運
の
位
置
づ
け

や
、
織
田
政
権
に
と
っ
て
近
江
国
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
た
の
か
、
例

え
ば
、
京
と
美
濃
・
尾
張
を
結
ぶ
通
路
と
し
て
の
意
味
し
か
持
ち
得
な
か
っ

た
か
否
か
、
等
々
の
点
に
つ
い
て
言
及
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
は
、

「
水
運
を
握
る
事
は
水
軍
を
手
中
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
」
（
三
九
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
理
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
逆
で
あ
る

「
水
軍
を
手
中
に
す
る
こ
と
は
水
運
を
握
る
こ
と
を
意
味
し
た
扁
は
成
立
し

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
筆
者
は
結
論
的
に
、
「
信
長
は
琵
琶
湖
水
運

に
対
し
て
、
具
体
的
な
政
策
は
何
も
実
施
し
て
い
な
い
扁
（
三
二
頁
）
と
述

べ
る
が
、
織
田
政
権
が
中
世
的
な
一
職
支
配
の
あ
り
方
に
則
っ
て
、
配
下
の

武
将
を
通
じ
て
湖
岸
の
水
軍
を
動
員
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
既
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
水
軍
支
配
を
通
し
て
、
政
権
側
が
水
運
統
一
を
構

想
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
水
軍
利
用
や
「
廻
船
」
に
関
す
る
禁
制
の

発
給
や
門
渡
船
」
へ
の
雷
及
が
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た

の
か
、
と
い
う
点
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
配
下
の
城
郭
ば
か
り

か
、
安
土
城
も
が
水
城
と
し
て
築
城
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
水

運
・
水
軍
の
掌
握
が
完
了
し
た
が
ゆ
え
、
と
評
価
す
る
こ
と
も
い
ま
だ
可
能

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
お
そ
ら
く
筆
者
に
と
っ
て
、
琵
琶
湖
水
運
の
掌
握
と
は
、
船
支
配
等
が
政

権
の
も
と
で
＝
兀
化
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
、
琵
琶
湖
水
運
を
全
国
的
な
流
通

網
に
コ
ミ
ッ
ト
さ
せ
る
た
め
の
政
策
を
実
施
で
き
る
権
利
を
掌
握
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
全
國
流
通
網
と
地
域
流
通
網
に
お
け

る
琵
琶
湖
水
運
の
意
義
を
区
別
し
て
論
ず
る
必
要
は
な
い
が
、
若
干
の
整
理

を
行
な
っ
た
う
え
で
評
価
し
た
方
が
、
筆
者
の
意
図
が
よ
り
伝
わ
り
や
す
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
豊
臣
政
権
と
琵
琶
湖
水
運
の
慣
行

　
本
書
は
、
豊
臣
政
権
期
の
画
期
性
を
強
調
す
る
が
、
疑
問
が
残
る
の
は
、

物
資
輸
送
の
作
法
で
あ
る
壷
折
が
、
一
体
い
つ
の
段
階
で
開
始
さ
れ
た
の
か
、

す
な
わ
ち
、
艦
折
は
、
豊
臣
政
権
の
門
発
明
扁
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
艦
折
の
秩
序
が
必
要
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
有
効
に
機
能
す
る
前
提

と
し
て
、
あ
る
程
度
の
数
の
船
が
自
由
に
浦
々
へ
の
出
入
り
を
行
な
っ
て
い
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評曲

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
取
引
の
形
態
が
、
黒
黒
の
よ
う
な
投
機
性
を
も
た

ず
、
統
　
さ
れ
た
運
賃
に
基
づ
く
賃
量
で
あ
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
よ
う
。
近

世
の
琵
琶
湖
水
運
は
賃
積
で
あ
り
後
者
の
要
件
は
満
た
す
が
、
多
数
の
船
の

自
由
な
出
入
り
は
、
豊
臣
政
権
期
に
初
め
て
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
の
答
え
は
イ
エ
ス
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
書
に
お
い
て
、
古
代

以
来
琵
琶
湖
は
水
運
が
盛
ん
で
、
堅
田
以
外
に
も
船
が
あ
っ
た
と
す
る
強
調

す
る
記
述
を
何
度
も
目
に
し
、
ま
た
、
信
長
発
給
文
書
中
の
門
廻
船
」
と
い

う
用
語
を
見
る
に
つ
け
、
豊
臣
政
権
期
に
前
代
か
ら
の
琵
琶
湖
水
運
の
慣
行

が
ど
の
よ
う
に
否
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
継
承
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
具
体
像

が
結
び
に
く
く
な
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
材
料
に
な
る
の
が
、

堅
田
が
近
世
を
通
じ
て
艦
折
の
秩
序
を
統
轄
す
る
立
場
を
維
持
で
き
た
理
由

の
検
討
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
こ
れ
を
、
「
権
限
の
由
来
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、

中
世
の
堅
田
が
持
っ
て
い
た
湖
上
航
行
の
安
全
を
保
障
し
た
『
上
乗
権
』
に

遡
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
（
ご
二
五
頁
）
と
推
測
す
る
が
、

推
測
に
と
ど
め
ず
、
「
上
乗
権
」
か
ら
櫨
折
廻
船
統
轄
権
へ
の
変
化
に
言
及

し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

（
三
）
江
戸
幕
府
の
水
運
政
策
に
つ
い
て

　
次
に
、
江
戸
期
の
評
価
に
つ
い
て
。
本
書
は
、
幕
藩
関
係
を
踏
ま
え
て
水

運
を
考
察
す
る
と
い
う
視
点
を
提
示
し
て
い
る
が
、
江
戸
幕
府
の
方
針
が
読

み
と
り
が
た
い
箇
所
が
あ
る
。
特
に
気
に
な
る
の
が
、
彦
根
三
野
と
大
津
百

艘
船
と
の
争
論
を
取
り
扱
っ
た
第
工
部
第
四
章
の
章
題
が
、
「
幕
藩
間
の
相

克
扁
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
該
章
で
み
え
て
く
る
の
は
彦
根
藩
側

の
意
向
で
あ
り
、
幕
府
側
の
意
向
と
い
う
の
は
余
り
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
石
部
第
二
章
で
「
諸
浦
の
親
郷
戸
の
出
現
を
取
り
上
げ
、
同
じ
く
第

三
章
で
は
「
重
立
候
」
浦
々
の
登
場
を
扱
っ
て
い
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
ら
を
、

「
西
廻
り
航
路
の
整
備
を
き
っ
か
け
に
、
琵
琶
湖
水
運
は
全
国
流
通
網
の
幹

線
の
地
位
か
ら
後
退
し
て
い
」
（
　
六
六
頁
）
き
、
「
幕
府
に
と
っ
て
も
琵
琶

湖
水
運
の
重
要
性
は
後
退
し
し
（
同
仁
）
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
浦
々
の
自

衛
策
と
評
価
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
前
提
で
大
津
百
艘
船
と
彦

根
藩
と
の
関
係
を
扱
う
な
ら
ば
、
領
主
間
の
「
相
克
」
と
い
う
表
現
が
相
応

し
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
幕
府
の
全
国
流
通
網
の
中

で
琵
琶
湖
水
運
が
如
何
に
位
置
づ
け
直
さ
れ
、
再
編
さ
れ
た
の
か
と
い
う
見

通
し
を
、
彦
根
藩
の
位
置
づ
け
も
含
め
て
提
示
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ

の
問
題
は
、
幕
府
直
轄
都
市
大
津
の
繁
栄
を
支
え
る
た
め
に
琵
琶
湖
舟
運
が

果
た
し
た
役
割
の
変
化
や
、
近
江
国
内
の
諸
浦
の
再
生
産
の
た
め
に
琵
琶
湖

水
運
が
も
っ
た
意
義
の
変
化
等
、
地
域
の
成
り
立
ち
の
問
題
を
併
せ
て
考
慮

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
四
）
「
丸
子
船
」
と
「
諸
鐙
」

　
先
に
本
書
の
価
値
を
二
点
述
べ
た
が
、
長
年
に
わ
た
っ
て
水
運
研
究
に
従

事
し
、
多
く
の
史
料
を
博
捜
し
て
き
た
筆
者
な
ら
で
は
の
ユ
ニ
ー
ク
で
鋭
い

着
眼
点
は
興
味
深
い
。
特
に
、
船
呼
称
の
相
違
の
指
摘
は
、
慧
眼
で
あ
る
。

近
世
の
琵
琶
湖
に
は
幾
種
類
も
の
船
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
水
運
の
中

心
を
担
っ
た
の
は
「
丸
船
・
丸
子
船
」
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
船
は
専
ら

「
丸
子
船
扁
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
近
世
で
は
そ
う
で
は
な
く
、
湖
水
船
奉

行
と
彦
根
藩
と
い
う
支
配
の
体
系
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、

丸
子
船
と
岩
船
と
の
差
違
に
つ
い
て
は
、
豊
富
な
史
料
が
あ
げ
ら
れ
、
検
討

が
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
結
局
な
ぜ
呼
び
分
け
が
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
が

単
純
に
支
配
体
系
の
違
い
の
み
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
経
済
的
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背
景
を
要
因
と
す
る
の
か
、
は
た
ま
た
民
俗
学
研
究
者
も
関
心
を
寄
せ
て
い

る
技
術
簾
に
お
け
る
相
違
な
の
か
、
等
に
説
得
力
が
欠
け
て
お
り
、
結
論
が

み
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
後
、
船
大
工
や
船
頭
ら
の
間
に
「
丸
子
船
」

と
い
う
呼
称
が
伝
来
し
た
こ
と
の
意
義
は
重
要
で
あ
り
、
『
近
江
輿
地
志
略
』

を
著
し
た
膳
所
藩
士
寒
川
辰
清
が
彦
根
藩
に
配
慮
し
た
と
い
う
推
測
な
ど
、

印
象
論
に
と
ど
め
ず
、
踏
み
込
む
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
第
■
部
第
三

章
に
、
「
磐
船
」
が
彦
根
藩
領
の
村
に
売
却
さ
れ
て
い
る
事
例
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
船
が
売
却
後
ど
の
よ
う
な
呼
称
と
な
る
の
か
を
追

求
し
、
そ
の
意
味
を
問
う
と
い
う
方
法
等
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
、
若
干
の
疑
問
を
あ
げ
た
が
、
実
は
、
琵
琶
湖
水
運
史
の
研
究
に
は

最
大
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
本
海
航
路
の
重
要
港
敦
賀
と

結
ば
れ
た
、
塩
津
や
大
浦
を
は
じ
め
と
す
る
湖
北
地
域
の
浦
々
に
史
料
的
制

約
が
あ
り
、
当
該
地
域
を
琵
琶
湖
水
運
史
研
究
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
て

い
な
い
点
で
あ
る
。
塩
津
を
例
に
と
れ
ば
、
こ
の
浦
が
北
国
を
達
し
た
臼
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

海
と
の
通
路
と
し
て
古
く
か
ら
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
近
年
の
発
掘
成
果

等
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
近
世
に
立
敵
を
し
の
ぐ
丸
子
船
を
擁
し
て
い

た
こ
と
は
本
書
で
も
示
す
通
り
で
あ
る
。
北
国
商
人
荷
物
の
輸
送
を
考
え
る

場
合
、
湖
北
地
域
は
最
重
要
地
域
と
い
え
る
が
、
本
書
に
は
こ
の
地
域
の
分

析
が
な
い
。
こ
れ
は
、
現
在
ま
で
の
近
世
琵
琶
湖
水
運
研
究
が
、
主
と
し
て

自
治
体
史
編
纂
に
か
か
る
史
料
調
査
に
牽
引
さ
れ
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
に

よ
る
限
界
で
あ
る
。
湖
北
地
域
を
い
か
に
琵
琶
湖
水
運
史
研
究
に
組
み
込
み
、

全
体
像
を
構
築
す
る
の
か
。
本
書
の
成
果
を
踏
ま
え
、
考
察
を
続
け
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
も
含
め
、
筆
者
自
身
に
よ
る
本
書
の
総
括
や
、

今
後
の
近
世
琵
琶
湖
水
運
研
究
の
残
さ
れ
た
課
題
の
提
示
を
切
望
す
る
の
は
、

評
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

　
①
喜
多
村
俊
夫
噸
近
江
経
済
史
論
孜
㎞
（
大
雅
堂
、
一
九
四
六
年
）

　
②
中
井
均
「
城
が
語
る
湖
国
の
中
世
」
（
渡
辺
誠
編
目
湖
の
国
の
歴
史
を
読
む
㎞
、

　
　
新
人
物
陰
来
社
、
一
九
九
二
年
目

　
③
『
二
二
港
遺
跡
』
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
保
護
課
・
財
団
法
入
滋

　
　
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
、
二
〇
一
〇
年
）

　
（
A
5
版
　
四
六
四
頁
　
二
〇
一
一
年
一
月
　
思
文
閣
凹
版
　
税
別
九
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
滋
賀
県
立
大
学
准
教
授
）

124 （440）


