
灘田壇欝

品
三
位
。
三
品
勲
位
よ
り
六
品
動
…
位
ま
で
の
五
等
に

分
か
れ
る
。
こ
の
流
外
勲
位
が
海
獣
に
当
る
の
で
あ

っ
て
、
膏
吏
と
い
う
言
葉
も
こ
の
時
分
か
ら
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
こ
の
憲
グ
ル
τ

プ
の
外
に
全
く
独
立
し
た
将
軍
号
が
あ
る
。
獄
内
十

贔
二
十
四
班
百
二
十
五
号
、
流
下
八
班
十
四
号
と
い

う
お
び
た
だ
し
い
数
で
、
前
代
以
来
の
将
軍
号
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
二
度
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
貴
族
主
義
の
集
積
を
み
る
一
方
で
、
学
校
・

試
験
制
度
が
出
現
し
て
官
僚
主
義
へ
の
新
傾
向
が
齎

取
さ
れ
る
。
そ
し
て
流
内
九
品
の
中
で
も
三
・
四
品

お
よ
び
五
・
六
贔
に
線
を
ひ
く
よ
う
に
な
る
。
い
わ

ば
薪
官
僚
線
が
あ
ら
わ
れ
て
来
た
。
瞑
を
北
朝
に
転

ず
る
縁
葛
族
制
を
脱
し
た
北
越
は
、
天
子
は
官
僚

制
、
北
族
有
力
者
は
封
建
欄
、
国
入
貴
族
は
貴
族
制

を
望
ん
だ
が
、
結
局
は
南
朝
の
貴
族
制
に
近
い
も
の

と
な
っ
た
。
つ
い
で
北
斉
は
や
は
り
筆
墨
に
追
随
し

よ
う
と
し
た
が
、
北
周
は
之
に
反
し
て
貴
族
欄
度
を

樵
…
繋
し
た
。
階
…
は
北
周
の
後
を
う
け
勇
敢
に
貴
族
主

義
に
薄
決
し
、
門
地
に
よ
る
任
宮
を
排
し
て
、
個
入

の
才
能
本
位
で
藤
蔓
を
登
用
す
る
こ
と
を
強
行
し

た
。
即
ち
中
正
の
廃
止
と
科
挙
の
戚
立
で
あ
る
。
科

挙
は
聖
代
の
秀
才
孝
廉
制
球
と
相
似
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
漢
代
の
秀
、
孝
は
貴
族
主
義
の
攻
勢
の
覇

に
降
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
貧
弱
な
制
度
で
あ
っ
た

が
、
晴
鷹
の
科
挙
は
貴
族
主
義
を
克
服
す
る
逞
し
い

生
命
力
を
も
つ
た
制
度
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
次
元
を

異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
蓋
口
う
方
が
適
当
で
あ

る
。
ひ
ろ
く
看
っ
て
、
漢
は
貴
族
制
の
胎
生
期
で
あ

り
、
唐
は
貴
族
鰯
の
没
落
期
に
当
る
。
そ
し
て
両
軍

に
挾
ま
れ
た
中
間
の
貴
族
制
時
代
は
、
難
儀
史
上
に

特
殊
な
位
置
を
占
め
、
そ
の
前
後
と
併
せ
て
優
に
｝

時
代
と
し
て
独
立
せ
し
む
る
に
足
る
価
値
が
あ
る
、

と
著
者
は
い
う
。

　
本
文
の
億
か
に
補
注
が
五
十
八
項
目
そ
れ
ぞ
れ
が

小
論
文
に
な
り
そ
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
こ

で
一
寸
口
を
挾
ま
せ
て
頂
く
。
第
六
項
の
郷
品
と
い

う
語
、
こ
の
補
注
で
は
、
　
「
ど
う
も
史
籍
に
見
当
ら

な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
あ
る
。
駅
長
片
聞
の
前
掲
論

文
を
見
て
い
て
気
付
い
た
の
で
あ
る
が
、
世
説
新
語

の
尤
悔
篇
に
、
混
嬌
が
老
母
を
ふ
り
切
っ
て
南
黙
し

た
の
で
「
蓬
於
崇
貴
、
郷
雲
不
潔
也
扁
と
あ
る
郷
品

は
こ
の
申
正
の
品
第
に
当
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

補
注
の
次
に
は
参
考
文
献
が
、
そ
の
後
に
は
詳
密
な

制
度
史
用
語
索
引
が
つ
づ
く
。
ま
た
本
文
中
に
は
理

解
に
便
す
る
た
め
に
魏
暦
、
宋
膏
、
梁
陳
、
北
魏
、

北
斉
・
北
周
・
晴
の
官
僚
ピ
ラ
ミ
ッ
ジ
構
造
図
と
同

趣
孝
廉
数
よ
り
魏
蝦
蟹
北
靭
士
庶
線
変
遷
表
に
懸
る

四
十
二
表
を
収
め
る
。
さ
ら
に
新
機
軸
は
、
引
用
の

漢
文
に
す
べ
て
懇
切
な
B
本
語
訳
を
附
し
た
こ
と
で

あ
る
。
全
く
か
ゆ
い
処
に
手
の
と
ど
い
た
作
晶
で
あ

る
。
も
一
つ
の
新
趣
巧
は
扉
で
、
題
宇
は
著
着
自

筆
、
内
印
は
曜
斎
居
士
の
刻
す
る
と
こ
ろ
。
な
か
な

か
雅
な
も
の
で
あ
る
。
　
（
A
5
本
丈
五
八
一
頁
、
制

度
史
用
語
索
引
二
八
頁
、
定
価
一
　
○
○
円
、
東
洋

史
研
究
会
刊
、
策
洋
史
研
究
叢
刊
之
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
森
鹿
三
一

黄口

d
身
近
餓
地
理
学
論
丈
集

　
本
論
文
集
に
は
二
十
三
篇
の
塗
壁
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
半
ば
近
く
は
植
艮
・
開
拓
お
よ
び
集
落

に
関
す
る
研
究
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
田
中

秀
作
敦
授
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
は
周
知
の
ご
と
く
植

民
・
開
拓
地
理
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
睡
中
教
授
の
既
応
の
業
績
た
る
数
十
篇
の

論
文
の
テ
ー
マ
は
、
植
罠
・
開
拓
地
理
の
垢
内
に
と

ど
ま
ら
ず
、
ひ
ろ
く
自
然
・
集
落
・
経
済
・
交
通
・

人
目
Φ
陣
P
に
わ
た
り
、
本
書
二
十
三
篇
の
研
究
対

象
の
殆
ん
ど
す
べ
て
を
蔽
っ
て
い
る
。
即
ち
田
中
董
…

教
授
は
「
繊
中
先
生
と
の
つ
な
が
り
を
氷
河
闘
題
に

見
韻
し
て
」
、
　
氷
河
に
関
す
る
稿
を
寄
巷
ら
れ
、
位
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騨
木
鉢
擾
は
「
中
国
調
査
に
際
し
て
は
先
生
の
名
著

『
満
洲
国
地
誌
』
を
座
右
に
旅
し
」
た
恩
い
韻
を
記

さ
れ
て
中
国
に
関
す
る
喜
9
。
㎡
団
を
執
筆
さ
れ
、

内
田
秀
雄
教
授
は
「
田
中
秀
作
教
授
が
か
つ
て
『
徳

川
時
代
近
江
商
人
の
信
仰
に
就
い
て
』
な
る
論
考
を

発
表
せ
ら
れ
た
」
　
「
こ
の
研
究
に
続
い
て
近
江
に
於

け
る
集
落
景
観
に
彼
等
の
及
ぼ
せ
る
影
響
を
論
じ
」

て
お
ら
れ
る
。
例
え
ば
如
是
で
あ
る
。

　
以
上
は
田
中
教
授
の
学
殖
の
ふ
か
く
博
い
こ
と
を

物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
て
、
か
く
自
然
地
理
・

入
文
地
理
に
わ
た
っ
て
二
十
三
篇
を
数
え
る
こ
の
論

文
集
を
《
書
評
》
す
る
と
な
る
と
、
そ
れ
は
私
の
能

力
の
限
界
を
遙
か
に
超
え
る
し
、
ま
た
与
え
ら
れ
た

陣
間
も
紙
面
も
乏
し
き
に
過
ぐ
る
。
さ
ら
に
私
は
、

こ
の
躍
れ
た
論
放
の
う
ち
か
ら
若
干
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
す
る
能
力
を
も
欠
く
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
二
・

三
行
を
以
て
各
篇
を
論
評
さ
せ
て
頂
く
こ
と
の
潜
越

さ
を
も
、
矢
張
り
た
め
ら
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ

な
ら
ば
せ
め
て
論
文
要
旨
を
誤
り
伝
え
る
こ
と
可
及

的
に
砂
き
を
念
じ
つ
つ
、
　
《
文
献
紹
介
》
の
体
裁
を

と
っ
て
こ
の
た
び
の
青
〔
を
ふ
さ
が
せ
て
頂
か
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
の
種
の
限
定
繊
殴
書
の
場
合
、
そ
れ
も

強
ち
無
用
の
業
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
律
　
　
　
　
　
　
　
歌

　
閏
中
薫
『
エ
ト
獄
フ
島
チ
リ
ッ
プ
半
島
と
そ
の
氷

蝕
の
疑
い
あ
る
地
形
』
ー
ー
一
九
三
三
年
、
表
題
す

る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
現
地
調
査
の
、
臼
記

体
の
観
察
記
録
。
前
州
昇
『
河
内
石
川
谷
の
段
丘
地

形
』
i
該
地
域
の
構
造
解
賜
へ
の
ひ
と
つ
の
ア
ブ

瓢
ー
チ
と
し
て
段
丘
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
分
類
薄
比

よ
り
河
道
変
遷
と
地
盤
逮
動
を
考
察
す
る
。
福
井
英

一
郎
『
世
界
及
び
日
本
に
お
け
る
気
候
の
代
表
地
点

に
つ
い
て
』
一
国
・
府
県
な
ど
の
国
政
単
位
の
場

合
は
も
と
よ
り
、
関
東
平
野
と
い
う
よ
う
な
地
理
的

単
元
を
と
っ
た
場
合
で
す
ら
、
一
二
一
の
代
表
地
点

の
デ
τ
タ
を
も
っ
て
件
の
区
域
の
気
候
を
代
表
さ
せ

る
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
を
東
京
は

は
た
し
て
日
本
の
気
候
の
代
表
地
点
た
り
う
る
か
の

形
で
吟
昧
し
、
枇
界
主
要
国
に
つ
い
て
も
同
様
の
検

討
を
試
み
、
つ
い
で
資
本
の
各
気
候
区
の
代
表
地
点

を
選
田
す
る
。
位
野
木
寿
一
『
中
国
に
お
け
る
鋤
植

物
景
象
』
一
盧
猛
『
物
候
初
歩
報
告
』
の
紹
介

と
一
九
四
三
・
四
五
年
両
度
の
現
地
視
察
に
基
づ

く
、
　
覧
戸
山
o
H
箆
・
最
後
に
O
。
b
づ
．
9
0
湊
曙
　
の
気

候
区
と
生
物
景
象
を
対
比
す
る
。
吉
田
敬
市
『
巨
重

池
沿
岸
の
供
水
』
一
表
題
す
る
と
こ
ろ
に
つ
き
、

明
治
以
降
に
お
け
る
そ
の
被
害
な
ら
び
に
紺
策
を
述

べ
、
淀
川
全
流
域
に
わ
た
る
、
よ
り
「
根
本
的
な
綜

合
開
発
」
の
要
を
説
く
。
溺
披
篤
彦
『
中
部
ジ
ャ
ワ

の
歴
史
に
及
ぼ
せ
る
自
然
的
災
害
に
つ
い
て
』
－
…

七
～
｝
○
世
紀
の
ジ
ャ
ワ
塑
を
飾
る
シ
ャ
イ
レ
ン
ド

ラ
モ
朝
の
文
化
は
一
〇
世
紀
以
降
、
忽
焉
と
し
て
姿

を
消
す
。
そ
の
因
を
火
山
活
動
お
よ
び
そ
の
随
伴
現

象
の
う
ち
に
探
り
、
各
種
の
自
然
力
の
強
烈
な
風
土

に
お
け
る
歴
愛
と
自
然
環
境
の
か
か
わ
り
を
説
く
。

宮
川
善
造
『
マ
ヤ
文
明
の
地
理
的
背
景
』
i
序
説

に
お
い
て
既
応
の
マ
ヤ
文
明
論
を
批
判
し
た
の
ち
、

マ
ヤ
文
明
の
分
布
地
域
を
ヵ
マ
ネ
ギ
ー
研
究
所
そ
の

他
に
よ
る
現
地
調
査
報
告
に
基
づ
い
て
検
謁
し
、
該

地
域
に
お
け
る
マ
ヤ
交
明
成
立
の
嵐
然
的
。
歴
史
的

背
景
、
ニ
ュ
ー
ク
リ
署
ア
ー
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
順
大

陸
の
古
文
明
地
域
と
の
連
関
を
検
討
し
、
当
該
文
明

の
《
連
関
的
創
成
説
》
を
結
語
と
す
る
。
ま
た
形
成

器
文
明
よ
り
瀾
花
期
文
明
へ
の
飛
躍
的
発
展
の
因
と

し
て
、
外
部
よ
り
の
技
術
導
入
と
刺
激
を
予
想
す

る
。
和
田
俊
】
一
『
人
類
気
候
馴
化
に
関
す
る
方
法
論

的
考
察
』
一
人
類
は
自
然
に
対
し
、
ホ
モ
・
サ
ピ

エ
ン
ス
と
し
て
は
そ
の
生
理
的
機
構
を
介
し
て
受
動

的
適
応
を
な
し
、
ホ
モ
・
フ
ァ
ペ
ル
と
し
て
は
生
塵

過
程
を
介
し
て
能
動
的
適
応
を
な
す
。
入
類
気
候
順

化
の
問
題
は
こ
の
両
面
よ
り
の
攻
究
を
要
す
と
な

し
、
寒
国
人
種
群
の
熱
帯
露
地
の
ケ
ー
ス
を
纂
例
と
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し
て
検
証
す
る
。
海
野
一
隆
『
中
國
仏
教
に
お
け
る

枇
界
区
分
説
』
ー
イ
ン
ド
古
伝
承
に
胚
胎
す
る
四

主
説
を
、
東
洋
地
理
思
想
墜
上
に
位
贋
づ
け
、
そ
の

祖
型
の
探
究
、
四
地
域
の
現
実
地
表
上
に
お
け
る
比

定
の
の
ち
、
中
国
お
よ
び
日
本
へ
の
伝
流
と
展
開
を

の
べ
、
四
主
説
が
そ
の
仏
教
的
ド
グ
マ
の
故
に
停
滞

し
、
ヨ
ー
P
ッ
パ
の
地
理
学
の
前
に
葬
ら
れ
て
ゆ
く

過
程
を
あ
と
づ
け
る
。
西
村
睦
男
『
藩
領
と
家
内
工

業
』
1
江
戸
時
代
に
お
け
る
生
産
地
域
の
形
成

に
、
今
上
の
い
わ
ゆ
る
工
業
立
地
因
子
よ
り
は
、
封

建
権
力
の
政
策
に
よ
る
影
響
…
と
い
う
点
を
重
視
し
、

籔
内
工
業
の
発
達
を
所
領
と
関
係
づ
け
て
分
析
す

る
。
即
ち
大
藩
お
よ
び
そ
の
対
照
の
ケ
ー
ス
と
し
て

零
細
藩
・
天
領
・
旗
本
領
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
想

定
さ
る
べ
き
幾
つ
か
の
類
型
を
求
め
て
比
較
検
討
が

行
わ
れ
る
。
秋
山
檀
士
『
海
駅
室
津
の
本
陣
の
研

究
』
i
近
世
宿
場
町
研
究
の
う
ち
で
も
、
従
来
、

陸
駅
に
比
し
て
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
海
駅
に
着

麟
し
、
窒
津
の
歴
史
地
理
、
そ
の
本
陣
の
数
、
位
置

の
推
定
、
遊
休
大
名
と
の
関
係
、
領
家
構
造
の
特
色

に
つ
い
て
の
べ
る
。
織
田
武
雄
『
地
中
海
・
黒
海
沿

襟
に
お
け
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
植
民
』
1
古
代
ギ

リ
シ
ア
の
地
中
海
世
界
に
お
け
る
指
導
的
位
置
を
基

礎
づ
け
た
植
民
活
動
に
つ
い
て
、
植
民
活
鋤
を
促
進

し
た
地
理
的
・
社
会
経
済
的
要
因
を
探
り
、
沿
潔
各

地
の
撞
屍
地
鷹
峯
の
発
展
状
況
と
、
全
植
民
地
に
通

有
す
る
性
絡
を
指
摘
す
る
。
こ
の
際
、
例
え
ば
9

気
候
を
も
つ
て
蔽
わ
れ
る
全
植
民
地
の
中
、
唯
一
の

例
外
た
る
ス
キ
テ
ィ
ァ
地
方
の
気
候
を
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
人
は
如
何
に
観
じ
た
か
と
い
う
問
題
を
は
じ

め
、
地
理
的
知
識
発
遠
誤
配
に
お
い
て
植
民
活
動
の

果
し
た
役
割
を
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
小
牧
婁
繁

『
野
の
瀾
発
－
蒲
生
野
の
場
合
一
』
－
近
江

蒲
生
野
に
つ
い
て
、
そ
の
範
囲
の
考
定
、
つ
い
で
古

代
に
お
け
る
台
地
周
辺
の
湧
水
地
帯
の
耕
地
化
に
は

じ
ま
り
、
中
世
以
降
の
井
堰
と
野
井
戸
、
明
治
以
降

こ
と
に
昭
和
初
期
揚
水
機
の
普
及
、
と
〃
水
”
を
め

ぐ
り
な
が
ら
、
こ
の
洪
積
台
地
に
対
し
て
試
み
ら
れ

た
開
拓
の
進
展
過
程
が
追
跡
さ
れ
る
。
善
多
村
俊
夫

『
減
勢
松
坂
在
西
黒
部
に
於
け
る
竹
内
新
田
の
意

義
』
一
紀
州
藩
に
対
し
、
用
達
商
人
的
な
特
殊
関

係
を
も
ち
且
つ
地
士
で
あ
る
竹
内
が
、
最
も
有
利
な

条
件
を
も
つ
開
発
権
、
ま
た
あ
た
か
も
当
時
先
進
地

域
に
生
じ
て
い
た
町
入
請
負
新
田
に
お
け
る
が
如
き

領
内
支
配
権
を
得
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
当
該
新
繊
計

画
の
特
異
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
特
殊

な
ケ
ー
ス
を
生
ん
だ
西
黒
部
村
の
性
格
と
、
新
繊
の

計
画
よ
り
挫
折
に
い
た
る
経
過
が
の
べ
ら
れ
る
。
棚

瀬
善
　
『
十
勝
平
野
關
蒲
の
若
干
の
考
察
』
一
北

海
道
綜
合
開
発
五
力
年
計
画
の
主
要
対
象
地
域
で
あ

る
十
勝
平
野
の
開
拓
愛
と
開
拓
の
問
題
点
。
車
田
右

左
男
『
合
衆
国
西
部
嗣
拓
に
お
け
る
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

の
意
義
』
1
或
い
は
条
墨
型
と
の
形
態
的
類
似
性

の
故
に
、
或
い
は
屯
田
兵
村
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
暉
々

引
用
さ
れ
つ
つ
も
地
理
学
的
研
究
よ
り
逸
さ
れ
て

い
た
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
本
来
の
意

義
、
北
米
植
民
時
代
お
よ
び
西
部
開
拓
時
代
に
果
し

た
役
割
、
分
布
を
論
じ
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
よ
り

は
、
既
に
一
つ
の
歴
史
的
景
観
と
し
て
遺
構
化
せ
ん

と
し
て
い
る
現
状
に
及
ぶ
。
内
田
秀
雄
『
近
江
の
集

落
景
観
の
一
特
質
に
つ
い
て
1
近
江
仏
教
地
理
的

研
究
…
i
』
…
近
江
の
藥
落
に
は
必
ず
奪
院
が
あ

る
…
…
こ
の
注
目
す
べ
き
現
象
を
、
先
ず
分
布
の
上

か
ら
考
察
し
、
つ
い
で
こ
の
「
仏
教
王
国
」
形
成
の

因
を
、
叡
山
∵
真
宗
・
禅
宗
・
浄
土
宗
の
発
．
展
お
よ

び
近
涯
商
入
の
　
「
浄
業
」
等
々
に
求
め
て
論
述
す

る
。
矢
島
仁
吉
『
爾
上
里
に
お
け
る
村
落
構
成
の
一

断
面
…
1
と
く
に
地
方
核
心
集
落
と
周
辺
農
村
と
の

関
係
に
つ
い
て
』
－
安
中
藩
の
城
下
町
で
あ
り
、

中
山
道
宿
場
町
で
あ
っ
た
安
中
町
と
そ
の
周
辺
農
村

の
場
合
に
つ
き
、
城
中
課
役
・
助
郷
課
役
な
ど
封
建

都
市
よ
り
の
農
民
課
役
が
農
村
生
活
に
及
ぼ
し
た
影
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響
を
の
べ
る
。
こ
の
際
「
農
村
の
鋼
か
ら
地
方
都
市

と
の
関
係
を
考
察
」
す
る
立
場
を
と
り
、
ま
た
そ
の

要
を
説
く
。
藤
岡
謙
二
郎
『
山
間
支
谷
に
位
置
す
る

地
方
の
歴
愛
的
箋
落
一
三
輩
県
…
志
郡
上
多
気
の

場
合
一
』
一
「
か
つ
て
特
殊
な
機
能
を
も
つ
故
に

栄
え
、
そ
の
機
能
の
消
滅
と
共
に
衰
頽
の
傾
向
を
た

ど
っ
た
集
落
」
の
…
事
例
と
し
て
上
多
気
を
と
り
あ

げ
る
。
即
ち
北
鼠
氏
の
拠
っ
た
初
期
城
下
町
的
藥
落

の
時
代
よ
り
、
断
獄
街
道
の
宿
借
町
時
代
、
明
治
初

年
お
よ
び
現
在
に
至
る
こ
の
「
歴
史
的
箋
落
鳳
の
変

遷
塑
を
と
く
に
交
通
系
の
変
移
に
関
連
さ
せ
て
追
求

す
る
。
山
　
口
平
四
郎
『
港
湾
の
地
理
的
研
究
に
関
す

る
メ
ッ
キ
ン
グ
の
方
法
』
一
「
港
湾
の
も
つ
属
性

の
中
で
何
が
地
理
的
研
究
の
対
象
に
な
る
べ
き
か
」

・
：
・
：
メ
ッ
キ
ン
グ
は
リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
孤
ン
。
ヘ
ッ
ト

ナ
～
の
こ
先
学
の
影
響
下
に
《
地
域
的
な
抱
握
方

法
》
を
見
謁
し
た
と
す
る
。
つ
い
で
港
湾
地
域
自
体

の
研
塊
法
と
港
湾
を
包
播
す
る
広
い
地
域
の
中
に
お

け
る
港
湾
の
地
理
的
門
戸
…
の
研
究
一
則
ち
メ
ッ
キ

ン
グ
の
い
わ
ゆ
る
《
港
湾
の
0
5
ψ
巴
p
び
q
o
》
の
研
究

法
を
検
討
し
、
最
後
に
港
湾
研
究
史
上
に
お
け
る
彼

の
位
置
づ
け
、
及
び
そ
の
著
「
日
本
の
港
湾
」
を
主

と
す
る
彼
の
業
績
が
紹
介
さ
れ
る
。
中
村
良
之
助

　
あ
シ
ョ
ン

『
厨
民
集
晒
の
定
佐
化
に
伴
う
地
域
の
問
題
ユ
黒

門
経
済
の
地
域
的
諜
題
i
』
一
（
私
は
こ
の
難

解
な
論
考
を
誤
り
な
く
、
　
一
貫
し
た
要
約
の
形
に
し

て
内
容
紹
介
す
る
自
信
が
な
い
。
よ
っ
て
小
節
の
見

餓
し
を
掲
げ
て
こ
れ
に
代
え
さ
せ
て
頂
く
。
）
　
ω
領

土
国
家
と
統
治
地
域
と
の
経
済
関
係
一
群
民
共
同

社
会
的
利
益
の
管
理
と
要
求
一
－
、
㈲
悪
説
経
済
及

び
市
場
、
㊥
祉
会
主
義
患
想
に
お
け
る
勉
理
的
環
境

一
地
理
的
環
境
論
に
つ
い
て
（
マ
ル
ク
ス
主
義
考

は
ど
う
考
え
て
い
る
か
）
、
　
図
蔑
家
の
地
域
と
肖
然

的
基
礎
と
し
て
の
遡
解
（
地
域
の
特
殊
具
体
性
と
国

家
の
個
性
と
の
関
係
）
、
㈹
集
団
に
よ
る
斬
地
域
の

造
成
－
経
済
開
発
と
行
政
の
協
力
。
鳥
越
憲
一
二
郎

『
琉
球
の
±
地
整
理
の
経
緯
i
－
ノ
獄
ク
モ
イ
地
の

処
分
一
』
i
原
則
と
し
て
土
地
私
有
が
認
め
ら

れ
ず
、
班
閏
の
欄
に
拠
っ
て
い
た
琉
球
の
土
地
制
度

が
、
明
治
三
六
年
土
地
整
理
法
に
よ
っ
て
改
革
さ
れ

る
に
壼
る
経
過
、
と
く
に
琉
球
国
時
代
に
お
け
る
ノ

n
職
の
誤
謬
た
る
ノ
ロ
ク
モ
イ
地
の
処
分
経
過
が
述

べ
ら
れ
る
。
村
松
繁
樹
『
漁
村
の
変
容
過
程
i
一
葉

志
摩
和
旦
ハ
の
場
合
一
』
一
女
子
労
緻
を
生
産
活

動
の
中
心
に
お
く
「
ア
マ
の
村
」
で
あ
る
が
故
に
、

古
く
ユ
ニ
ー
グ
な
家
族
講
話
、
．
村
落
構
成
を
残
存
せ

し
め
て
い
た
瀧
具
が
、
明
治
以
降
、
遠
洋
漁
業
へ
の

進
繊
、
真
珠
養
殖
業
の
盛
行
、
観
光
地
化
。
登
の

経
済
構
造
の
近
代
化
に
伴
っ
て
、
勲
業
構
成
を
変
容

さ
せ
て
ゆ
く
過
程
が
分
析
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
以
上
を
以
て
杜
撰
な
内
容
紹
介
を
了
る
が
、
紙
数

に
舗
約
さ
れ
て
簡
に
す
ぎ
た
点
は
執
筆
千
丁
」
位
に
御

詫
び
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
い
ち
い
ち
記
す
こ
と

を
癬
つ
た
が
、
殆
ん
ど
全
て
の
執
鱗
者
が
各
々
多
年

手
が
け
て
こ
ら
れ
た
研
究
テ
ー
マ
を
取
り
あ
げ
て
お

ら
れ
、
い
わ
ば
既
に
自
家
薬
籠
申
の
研
究
素
材
、
研

究
方
法
を
悠
々
十
分
に
駆
使
し
て
お
ら
れ
る
観
が
あ

る
。
私
が
直
接
御
指
導
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
先
生
方

に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
頂
く
な
ら
ば
、
織
田
先
生
は

年
来
の
古
代
地
理
学
史
研
究
の
上
か
ら
、
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
殖
民
時
代
を
ギ
リ
シ
ア
入
の
地
理
的
知
識
の

顕
著
な
拡
大
期
と
し
て
㎞
弛
握
さ
れ
、
そ
の
全
盤
と
し

て
こ
こ
で
は
植
肥
地
の
分
布
、
経
営
の
実
態
を
追
求

し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
藤
岡
先
生
は
『
先
史
地

域
及
び
都
市
域
の
研
究
』
の
著
に
お
い
て
表
明
さ
れ

た
地
域
恋
気
史
的
立
場
よ
り
、
い
ま
｛
つ
の
歴
史
的

集
落
の
変
貌
を
取
り
扱
わ
れ
、
西
村
先
生
は
数
年
来

志
向
し
て
お
ら
れ
る
伝
統
工
業
の
立
地
・
盛
衰
の
研

究
に
、
封
建
的
所
領
関
係
と
い
う
新
し
い
分
析
視
角

か
ら
の
照
射
を
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
村
松

先
生
の
漁
村
研
究
は
、
大
和
平
野
の
集
村
、
礪
波
の
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評轡

散
村
、
山
村
（
「
五
箇
山
の
変
容
過
程
」
）
と
い
う
一

連
の
御
研
究
の
一
環
と
し
て
の
意
昧
を
担
う
も
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
交
通
地
理
学
の
山
日
先
生
は
メ
ツ
キ

ン
グ
を
語
り
つ
つ
、
先
生
自
ら
の
「
港
湾
の
、
地
理

学
的
研
究
法
」
を
開
陳
さ
れ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
這
般
の
こ
と
は
い
ず
れ
の
風
交
に
つ
い
て
も
い

え
、
こ
の
こ
と
が
本
論
文
集
に
高
い
水
準
を
賦
与

し
、
　
《
落
養
き
》
の
感
得
さ
れ
る
所
以
を
な
し
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
以
下
、
紙
面
の
余
白
を
か
り
、
若
干
の
感
想
を
附

け
加
え
た
い
。
田
中
先
生
が
迎
え
ら
れ
た
門
古
稀
」

と
い
う
寿
齢
の
と
う
と
さ
、
京
大
地
理
学
科
御
卒
業

以
来
四
十
年
間
の
研
究
業
績
の
ゆ
た
か
さ
と
い
う
も

の
が
、
私
を
し
て
、
〈
年
輪
V
で
あ
る
と
か
、
〈
世

代
V
で
あ
る
と
か
に
つ
い
て
の
感
概
に
ふ
け
ら
せ

る
。
そ
の
と
き
、
た
だ
自
分
た
ち
が
ま
だ
そ
う
幾
つ

も
年
輪
を
か
さ
ね
て
い
な
い
、
そ
れ
故
に
も
ち
う
る

将
来
へ
の
果
敢
な
い
可
能
性
の
み
を
拠
り
所
と
し

て
、
私
は
本
論
文
集
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
失
糺
な
疑

問
を
も
つ
た
。
そ
れ
は
前
書
せ
る
《
落
着
き
》
と
い

う
こ
と
、
即
ち
、
も
は
や
地
理
学
と
い
う
学
問
に
対

し
て
疑
い
や
迷
い
を
感
じ
て
お
ら
れ
な
い
と
い
う
点

へ
の
不
満
で
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
論
文
に
薄
し

て
は
、
多
く
の
教
…
不
を
う
け
、
学
ぶ
と
こ
ろ
甚
だ
大

き
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
二
十
蕉
篇
を
前
に
す

る
と
き
、
正
画
の
と
こ
ろ
私
は
、
〈
地
理
学
よ
何
処

へ
ゆ
く
〉
の
迷
い
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
或

は
「
こ
こ
で
は
こ
う
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
そ
う
な

っ
て
い
る
」
或
い
は
門
か
く
し
て
か
く
な
っ
た
」
と

い
う
詑
述
に
遭
う
と
き
、
矢
張
り
何
か
分
祈
の
き
か

な
い
歯
が
ゆ
さ
や
、
遮
る
べ
き
論
理
の
な
い
も
ど
か

し
さ
を
覚
え
た
。
そ
れ
故
に
、
実
証
的
な
記
述
の
中

に
蔵
さ
れ
た
撚
れ
た
方
法
論
に
敬
服
し
な
が
ら
、
一

方
で
は
比
較
的
方
法
論
を
動
態
に
う
ち
だ
し
て
お
ら

れ
る
研
究
に
イ
y
タ
レ
ス
ト
を
喚
起
さ
れ
た
。
し
か

し
、
そ
こ
に
も
く
世
代
〉
と
い
う
感
慨
を
催
さ
ざ
る

を
得
な
い
箇
所
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
宮
川
教
授
の
精

緻
な
論
証
に
魅
か
れ
つ
つ
も
、
そ
の
序
説
に
お
い
て
、

お
よ
そ
研
究
態
度
に
は
①
西
欧
的
偏
見
に
よ
る
解
釈

の
不
可
な
る
こ
と
、
②
既
成
公
式
の
適
用
の
不
可
な

る
こ
と
、
③
因
果
的
説
明
に
握
る
の
不
可
な
る
こ
と
、

④
一
面
的
考
察
の
不
可
な
る
こ
と
等
を
、
き
よ
う
凹

め
て
説
か
れ
る
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
た
。
ま
た
例

え
ば
気
候
順
化
の
問
題
に
は
入
閣
の
担
う
ホ
モ
・
フ

ァ
ペ
ル
、
ホ
モ
・
サ
ピ
．
エ
ン
ス
と
し
て
の
両
性
格
を

勘
案
す
べ
し
と
す
る
和
田
数
授
の
所
説
に
は
養
悪
し

つ
つ
も
、
何
故
、
　
「
背
推
動
物
、
哺
乳
類
、
霊
長
目

人
科
に
属
す
る
頃
9
き
鶏
覧
窪
8
稀
で
あ
る
と
か
、

「
生
塵
過
程
は
労
働
力
と
労
働
手
段
と
労
働
現
象
の

三
要
素
か
ら
成
る
」
と
か
い
う
と
こ
ろ
よ
り
説
き
お

・
こ
さ
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
一
i
I
そ
こ
に
何
か
閥
遠

い
も
の
を
感
じ
た
。
ま
た
例
え
ば
中
村
教
授
の
野
心

的
な
労
作
に
関
心
を
注
ぎ
な
が
ら
も
、
後
学
の
徒
で

あ
る
私
た
ち
は
、
幸
に
す
で
に
地
理
学
専
攻
の
は
じ

め
か
ら
《
地
域
》
と
い
う
有
用
な
概
念
を
教
え
ら
れ

て
き
て
い
る
の
で
、
　
「
人
問
的
地
域
と
い
う
新
造
語

を
用
い
る
」
要
を
感
じ
な
い
と
感
じ
た
。
し
か
し
例

え
ば
次
に
み
る
よ
う
に
、
教
授
の
提
起
さ
れ
た
《
入

間
的
地
域
》
と
い
う
概
念
は
、
　
《
地
域
》
の
概
念
を

超
え
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
　
「
国
土
は

人
間
的
地
域
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
（
略
）
入
間
の
隻

団
本
位
の
悪
難
…
関
係
に
お
い
て
、
抽
象
的
な
国
家
的

権
力
集
中
体
に
点
し
て
、
そ
の
具
体
性
か
ら
、
こ
れ

ら
、
山
河
平
辱
・
諸
機
関
・
国
罠
等
一
切
を
自
然
的

基
礎
と
の
理
解
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
扁
と
説
か
れ

る
が
、
私
た
ち
が
「
民
族
や
国
家
諸
美
里
に
つ
い

て
、
そ
れ
を
自
然
的
暴
礎
だ
と
い
う
理
解
は
至
難
の

よ
う
で
あ
る
」
の
は
、
私
た
ち
が
「
薪
進
だ
が
未
熟

の
人
文
地
理
」
学
徒
な
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
と
も

か
く
「
理
解
至
難
」
の
文
章
で
あ
っ
た
。

　
附
言
の
条
り
は
、
年
輪
い
ま
だ
足
ら
ざ
る
も
の
の

妄
評
と
し
て
毒
に
篭
写
怨
あ
ら
ん
こ
と
を
。

（
A
5
三
㎝
八
頁
　
定
価
五
〇
〇
円
　
脚
原
馨
店
）
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