
琵
琶
湖
の
「
杓
の
銭
」
と
中
近
世
の
堅
田
・
菅
浦

佐

野

静

代

は

じ

め

に

享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）、
近
江
国
膳
所
藩
主
の
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
地
誌
書
『
近
江
輿
地
志
略
』
に
は
、
浅
井
郡
の
項
と
し

て
以
下
の
よ
う
に
不
思
議
な
一
節
が
あ
る
。

尾
上
村

今
西
村
の
北
に
あ
り
、
相
傳
尾
上
湊
と
い
ふ
は
此
地
に
て
朝
日
湊
と
云
ふ
も
是
也
、
子
細
あ
っ
て
今
に
湖
中
猟
船
よ
り
杓

の
銭
と
號
し
て
運
上
を
と
る
。
土
民
云
ふ
廃
帝
綸
旨
を
な
し
下
さ
れ
て
湖
水
の
猟
頭
と
な
る
故
に
、
堅
田
の
猟
師
よ
り
「
う
ぐ
ひ
」

百
・
樽
二
つ
を
正
月
二
十
日
に
尾
上
村
に
お
く
る
と
い
ふ
。
一
説
に
廃
帝
に
あ
ら
ず
聖
武
天
皇
の
綸
旨
な
り
と
も
い
へ
り
、
今
焼
失

し
て
な
し
�
。

文
中
の
「
堅
田
の
猟
師
」
と
は
、
中
世
の
鴨
社
御
厨
以
来
の
伝
統
を
持
ち
、
近
世
に
も
湖
上
特
権
を
保
持
し
た
滋
賀
郡
堅
田
の
漁
撈
集

団
で
あ
る
�
。
対
す
る
尾
上
は
琵
琶
湖
の
北
東
岸
に
位
置
す
る
一
村
落
に
す
ぎ
ず
、
近
世
に
突
出
し
た
漁
業
活
動
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
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も
な
い
。
こ
の
尾
上
に
堅
田
側
が
毎
年
「
運
上
」
を
納
め
て
い
た
と
い
う
本
書
の
記
述
は
、
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
記

事
に
最
初
に
目
を
と
め
た
の
は
、
琵
琶
湖
漁
業
史
研
究
の
先
駆
者
、
伊
賀
敏
郎
で
あ
っ
た
。
伊
賀
は
「
尾
上
共
有
文
書
」
の
分
析
か
ら
、

こ
の
慣
行
が
近
世
末
期
ま
で
実
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
し
か
し
「
そ
の
由
来
竝
び
に
こ
れ
を
「
杓
の
銭
」
と
称
し
た
理

由
は
判
然
せ
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
�
。

堅
田
は
琵
琶
湖
の
舟
運
に
も
強
大
な
権
利
を
持
ち
、
中
世
に
は
「
上
乗
」
の
利
権
と
し
て
浦
々
か
ら
上
納
金
を
得
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
�
。
こ
の
よ
う
に
琵
琶
湖
中
で
最
も
優
勢
で
あ
っ
た
は
ず
の
堅
田
が
、
尾
上
に
対
し
て
だ
け
は
逆
に
湖
水
の
「
運
上
」
を
払
わ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
で
は
、
伊
賀
以
外
に
こ
の
問
題
を
取
り
上

げ
た
研
究
は
み
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
堅
田
か
ら
尾
上
へ
差
し
出
さ
れ
た
「
運
上
」
の
理
由
と
、
そ
れ
が
な
ぜ
「
杓
の
銭
」
と
呼
ば
れ
た
の
か
、
こ
の
呼

称
の
意
味
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
堅
田
と
中
世
惣
村
と
し
て
著
名
な
菅
浦
と
の
、
中
世
以
来
の
関
係

に
起
因
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

１.

堅
田
か
ら
尾
上
へ
の
「
運
上
」

伊
賀
は
そ
の
著
『
滋
賀
縣
漁
業
史
』
に
お
い
て
、
近
世
の
「
尾
上
区
有
文
書
」
の
う
ち
堅
田
か
ら
の
「
運
上
」
に
つ
い
て
記
す
以
下
の

四
点
を
紹
介
し
て
い
る
。

Ａ.

「
指
上
申
手
形
之
事
」
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
正
月
廿
七
日

Ｂ.

「
指
上
申
手
形
之
事
」
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
七
月
六
日
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Ｃ.

「
一
札
之
事
」
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
正
月
八
日

Ｄ.

「
乍
恐
人
皇
四
十
五
代
聖
武
天
皇
様
往
古
�
大
切
也
由
緒
書
之
写
」
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
四
月

こ
の
う
ち
Ａ
で
は
、
堅
田
よ
り
毎
年
正
月
の
「
二
番
下
り
」
の
際
に
、「
上
酒
五
斗
」
と
「
頭
う
ぐ
い
」
七
〇
尾
を
持
参
す
る
は
ず
で

あ
っ
た
の
が
、
今
年
は
都
合
で
「
二
月
下
り
」
ま
で
延
引
し
た
い
旨
の
願
い
出
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
十
六
年
後
の
Ｂ
は
、
堅
田

が
当
年
の
「
上
酒
五
斗
」
と
「
頭
う
ぐ
い
」
七
〇
尾
を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
大
津
百
艘
船
仲
間
年
寄
衆
を
仲
介
と
し
て
詫
び
た
も
の

で
あ
る
。
伊
賀
は
あ
げ
て
い
な
い
も
の
の
、
尾
上
共
有
文
書
に
は
も
う
一
通
、
堅
田
か
ら
の
「
運
上
」
に
関
わ
る
無
年
紀
の
書
状
（
二
月

晦
日
付
け
）
が
あ
り
、
尾
上
村
よ
り
「
大
津
小
野
半
之
介
様
」
宛
て
に
、
舟
奉
行
が
替
わ
っ
て
か
ら
堅
田
が
運
上
を
持
参
し
な
く
な
っ
た

た
め
、
尾
上
村
支
配
の
場
所
へ
の
入
猟
を
断
る
旨
を
差
し
出
し
て
い
る
（
こ
れ
を
史
料
Ｅ
と
す
る
）。
小
野
半
之
介
と
は
延
宝
八
年
か
ら

元
禄
一
二
年
ま
で
在
任
し
た
大
津
代
官
小
野
宗
清
を
指
し
、
ま
た
船
奉
行
（
琵
琶
湖
の
船
舶
お
よ
び
漁
撈
等
の
用
益
を
管
轄
）
の
交
替
と

は
、
天
正
期
以
来
歴
代
船
奉
行
に
任
命
さ
れ
て
き
た
観
音
寺
の
僧
侶
が
、
貞
享
二
年
に
罷
免
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
よ
っ
て

史
料
Ｅ
は
Ｂ
と
同
じ
く
貞
享
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
こ
の
頃
尾
上
と
堅
田
の
間
で
「
運
上
」
を
め
ぐ
る
相
論
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
�
。
こ
の
相
論
で
は
尾
上
側
の
訴
え
が
容
れ
ら
れ
、
そ
の
主
張
に
沿
っ
た
内
済
が
大
津
百
艘
船
仲
間
年
寄
衆
を
仲
人
と
し
て
進
め

ら
れ
た
。
こ
の
結
果
が
Ｂ
・
Ｃ
な
の
で
あ
り
、
Ｃ
で
は
未
納
分
の
酒
と
う
ぐ
い
七
十
の
代
銀
を
四
匁
三
分
と
定
め
、
尾
上
に
届
け
る
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
Ｄ
は
、
こ
の
「
運
上
」
の
由
来
に
関
す
る
幕
末
の
口
碑
を
記
し
た
も
の
で
、
聖
武
天
皇
の
竹
生
島
行
幸
の
折
に

尾
上
村
と
菅
浦
村
が
船
頭
を
つ
と
め
た
た
め
、
前
者
に
は
山
林
が
、
後
者
に
は
湖
水
の
権
利
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
両
者
は
こ
れ

を
取
り
替
え
て
、
尾
上
が
水
面
を
領
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
堅
田
之
猟
師
共
」
が
「
海
之
年
貢
」
と
し
て
毎
年
正
月
に
酒
と
肴

を
持
参
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
が
「
只
今
ニ
迄
無
変
毎
年
」
続
い
て
い
る
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
上
記
の
史
料
群
に
つ
い
て
、
伊
賀
の
指
摘
以
外
に
も
注
目
す
べ
き
点
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
Ｂ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
運
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上
」
と
は
舟
運
で
は
な
く
「
獵
仕
り
候
」
た
め
の
も
の
で
、
尾
上
村
の
漁
場
へ
の
入
漁
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
当
時
の
堅

田
は
、
そ
も
そ
も
尾
上
村
支
配
の
水
域
に
対
し
て
漁
業
権
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は

Ｅ
の
尾
上
村
支
配
の
場
所
へ
の
「
入
猟
断
り
」
と
い
う
文
面
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
尾
上
の
漁
場
で
漁
を
行
っ
て
い
た

堅
田
猟
師
と
は
、
Ｃ
に
「
釣
猟
師
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
世
の
「
堅
田
四
方
」
の
う
ち
小
番
城
と
呼
ば
れ
る
地
区
に
居
住

し
、
延
縄
漁
を
主
業
と
し
て
い
た
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
堅
田
の
延
縄
漁
は
水
深
六
〇
�
ま
で
の
深
い
水
域
で
操
業
が

可
能
で
あ
り
、
水
深
十
五
�
ま
で
の
浅
水
域
を
対
象
と
す
る
琵
琶
湖
の
一
般
的
な
沿
岸
漁
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
�
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
堅
田
釣
漁
師
た
ち
が
入
漁
し
た
尾
上
村
支
配
の
漁
場
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
範
囲
の
水
域
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Ａ
と
Ｄ
に
関
連
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
Ａ
に
は
、
今
後
も
し
運
上
の
酒
肴
を
持
参
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、「
南
ハ
い
で
の
濱
光
妙
一
ぐ
の
は
り
境
、
西
ハ
竹
生
嶋
、
北
ハ
塩
津
之
浦
迄
尾
上
村
之
獵
場
へ
参
る
間
敷
候
」
と
の
文
言
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
う
ち
漁
場
の
南
限
を
示
す
「
い
で
の
濱
光
妙
一
ぐ
の
は
り
境
」
に
つ
い
て
伊
賀
は
不
明
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
「
沖
島
共
有

文
書
」
中
に
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
の
尾
上
村
の
水
鳥
猟
場
の
四
至
と
し
て
、
南
堺
は
「
光
明
之
塚
切
」、「
西
沖
ハ
つ
ゝ
ら
尾
切
」

「
北
ハ
塩
津
入
江
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
�
。「
光
明
之
塚
」
と
は
「
い
で
の
濱
光
妙
」
に
通
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
尾
上
の
水

鳥
猟
場
の
南
限
は
早
崎
村
領
猟
場
と
の
境
界
、
お
そ
ら
く
海
老
江
村
付
近
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
い
で
の
濱
光
妙
一
ぐ
の
は
り
境
」

も
こ
の
付
近
を
指
す
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
尾
上
区
有
文
書
」
Ａ
で
示
さ
れ
る
尾
上
村
の
漁
場
と
は
、
海
老
江
│
竹
生
島
│
塩

津
を
囲
む
水
域
と
推
定
さ
れ
る
（
図
１
）。

こ
の
範
囲
は
、「
沖
島
共
有
文
書
」
に
記
さ
れ
た
水
鳥
猟
場
と
も
多
く
が
重
な
っ
て
お
り
�
、
尾
上
村
が
こ
の
時
期
実
際
に
漁
を
行
っ

て
い
た
水
域
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
尾
上
村
の
支
配
下
に
あ
っ
た
水
域
と
は
、
当
時
尾
上
が
実
態
と
し
て
は
出
漁
し
て
い
な
か

っ
た
水
域
も
含
め
る
と
、
こ
の
範
囲
を
さ
ら
に
こ
え
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
の
が
前
掲
Ｄ
の
史
料
で
あ
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る
。Ｄ

で
は
尾
上
村
の
領
海
と
し
て
、「
北
ハ
海
之
涯
横
波
限
、
西

ハ
海
津
前
、
南
ハ
漕
先
霞
限
」
を
あ
げ
、
こ
の
範
囲
は
も
と
も
と

「
菅
之
浦
持
分
之
湖
海
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
「
長
浜
ニ
御

城
有
之
節
」
に
「
当
村
持
分
之
山
林
」
と
引
き
替
え
た
も
の
と
述

べ
て
い
る
。
こ
こ
で
伝
承
さ
れ
る
菅
浦
か
ら
尾
上
に
譲
ら
れ
た
領

海
の
範
囲
は
、
前
掲
Ａ
で
西
境
と
さ
れ
た
竹
生
島
を
越
え
て
琵
琶

湖
西
岸
の
海
津
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
大
浦
湾
を
も
含
む
広
範

な
水
域
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
幕
末
の
も
の
に
す
ぎ
な
い

と
は
い
え
、
し
か
し
筆
者
は
こ
れ
を
単
な
る
伝
承
と
し
て
片
付
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
慶
長
期
に
菅
浦
村

と
尾
上
村
が
湖
水
と
山
林
を
交
換
し
た
と
す
る
書
状
が
、
中
世
以

来
の
惣
村
文
書
で
あ
る
「
菅
浦
文
書
」
の
な
か
に
伝
存
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
追
及
し
た
い
。

図 1 尾上村と菅浦村の漁場位置関係図
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２.

菅
浦
と
尾
上
の
「
か
へ
地
か
へ
海
」

「
菅
浦
文
書
」
中
に
は
、
慶
長
元
年
の
年
紀
を
持
つ
次
の
よ
う
な
書
状
が
存
在
す
る
（
菅
浦
文
書
九
四
四
号
）�
。

〈
史
料
１
〉

端
裏
書

「
お
の
へ
八
ふ
せ
と
う
ミ
と
か
へ
地
事
」

〔
越
〕

さ
し
趣
申
か
へ
地
か
へ
海
手
形
之
事

一
、
菅
浦
村
之
り
や
う
は
を
お
の
ゑ
村
江
渡
、

一
、
お
の
ゑ
村
之
山
八
ふ
せ
平
を
み
ち
ニ
仕
、
菅
浦
江
御
か
へ
、

右
之
か
へ
み
ち
・
か
へ
う
ミ
両
方
相
対
を
以
、
か
ゑ
申
所
実
正
明
白
也
、
し
か
れ
と
も
、
本
証
文
ハ
菅
浦
村
ニ
残
シ
を
く
子
細

者
、
若
後
�
お
の
へ
村
と
菅
浦
村
と
せ
ん
さ
く
仕
候
時
、
本
証
文
残
シ
置
不
申
候
て
ハ
、
菅
浦
村
之
う
ミ
の
り
や
う
は
し
れ
不
申

候
ニ
付
而
、
本
証
文
菅
浦
村
ニ
残
シ
を
く
、
若
又
此
か
へ
う
ミ
の
り
や
う
は
ニ
付
テ
、
脇
�
何
角
さ
ま
た
け
入
申
候
ハ
ゝ
、
菅
浦
村

之
本
証
文
を
出
シ
、
申
わ
け
仕
候
而
ら
ち
明
ケ
可
申
候
、
為
後
日
仍
而
如
件
、

〔
長
〕

慶
帳
元
年

浅
井
郡
菅
浦
村

申
ノ
二
月
一
日

惣
中
判

浅
井
郡
お
の
ゑ
村

惣
中
様
ま
い
る
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こ
の
書
状
は
従
来
慶
長
期
の
真
正
な
文
書
と
さ
れ
て
き
た
が
�
、
し
か
し
最
近
東
幸
代
に
よ
っ
て
こ
の
年
紀
に
は
疑
義
が
出
さ
れ
て
お

り
�
、
即
こ
れ
を
正
文
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
章
で
述
べ
た
貞
享
四
年
の
堅
田
と
の
相
論
時
に
は
尾
上
村
の
漁
場
関

連
文
書
が
整
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
本
文
書
の
作
成
は
少
な
く
と
も
そ
れ
以
前
に
は
遡
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
�
。

史
料
１
の
文
中
の
「
お
の
ゑ
村
之
山
八
ふ
せ
平
」
と
は
、
塩
津
湾
を
挟
ん
だ
尾
上
の
対
岸
、
葛
籠
尾
崎
に
あ
る
現
在
の
鉢
伏
山
で
あ

り
、
菅
浦
集
落
の
背
後
に
位
置
し
て
い
る
（
前
掲
図
１
）。
尾
上
村
は
こ
こ
に
飛
地
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
た
し
か
に
近
世
に

は
葛
籠
尾
崎
の
東
側
一
帯
は
「
向
山
」
と
呼
ば
れ
て
、
対
岸
の
片
山
や
延
勝
寺
・
今
西
の
持
山
あ
る
い
は
草
場
と
さ
れ
て
い
た
�
。
よ
っ

て
史
料
１
は
菅
浦
が
こ
の
山
に
道
を
つ
く
り
、
持
地
と
す
る
の
と
引
き
替
え
に
、
尾
上
に
菅
浦
の
「
う
ミ
の
り
や
う
は
」
す
な
わ
ち
漁
場

を
渡
す
こ
と
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。
じ
つ
は
「
尾
上
共
有
文
書
」
の
な
か
に
も
、
こ
れ
と
同
文
の
写
し
が
「
替
地
替
う
み
証
文
案
」

と
し
て
存
在
し
て
い
る
�
。
慶
長
の
年
紀
は
仮
託
で
あ
る
と
し
て
も
、
近
世
初
期
の
両
村
に
は
た
し
か
に
「
か
へ
地
か
へ
海
」
を
必
要
と

す
る
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
湖
と
山
の
交
換
に
つ
い
て
は
、
そ
の
背
景
に
菅
浦
の
近
世
に
お
け
る
生
業
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
菅
浦

は
一
三
世
紀
以
来
漁
撈
に
深
く
携
わ
っ
て
お
り
、
蔵
人
所
・
内
蔵
寮
供
御
人
と
し
て
漁
業
権
益
の
保
持
に
努
め
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
�
。
し
か
し
戦
国
期
に
は
山
畑
で
の
油
桐
（
絞
油
原
料
）
栽
培
を
本
格
化
さ
せ
て
お
り
、
柴
・
割
木
出
荷
と
あ
わ
せ
て
湖
か
ら
山
稼
ぎ

へ
と
生
業
の
場
を
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
っ
た
様
相
が
認
め
ら
れ
て
い
る
�
。
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
の
菅
浦
村
で
は
、
年
貢
の
全
収
納
高

の
約
五
八
％
を
油
実
で
納
め
る
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
菅
浦
に
お
け
る
油
桐
栽
培
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
。
近
世
初
頭
、
こ
の

山
畑
の
新
規
開
拓
の
た
め
に
村
域
の
背
後
斜
面
が
必
要
と
な
り
、
尾
上
村
の
山
地
と
菅
浦
の
湖
面
と
の
交
換
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
	
。
近
世
の
菅
浦
で
は
中
世
の
状
況
と
は
異
な
り
、
湖
水
の
小
物
成
も
み
ら
れ
ず
漁
撈
活
動
が
低
調
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
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る
が
�
、
そ
れ
は
上
の
よ
う
な
漁
業
か
ら
山
稼
ぎ
へ
の
生
業
の
シ
フ
ト
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
�
。

史
料
１
の
文
面
に
は
、
菅
浦
か
ら
尾
上
に
引
き
渡
さ
れ
た
漁
場
の
範
囲
を
示
す
直
接
的
な
表
現
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
文
中
の
「
本

証
文
残
シ
置
不
申
候
て
ハ
、
菅
浦
村
之
う
ミ
の
り
や
う
は
し
れ
不
申
候
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
こ
れ
と
は
別
に
菅
浦
の
手
元
に
残
さ
れ

た
「
本
証
文
」
に
、
漁
場
の
範
囲
が
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
こ
の
「
本
証
文
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
田
中
克
行
の
詳
細
な
考
察
が
あ
る
�
。
田
中
は
こ
の
「
本
証
文
」
を
、「
菅
浦
文
書
」
の
中
世
の
「
堅

田
浦
・
菅
浦
庄
契
約
状
」（
三
九
七
号
）
を
指
す
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
文
面
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

〈
史
料
２
〉

端
裏
書

「
か
た
ゝ
の
証
文
之
状
」

近
江
国
堅
田
与
菅
浦
海
上
相
論
事
、

〔
湖
〕

（

漁

）

（
四
至
榜
示
）

右
契
約
之
趣
者
、
海
津
之
地
頭
所
之
御
媒
介
仰
申
、
潮
上
の
す
な
と
り
の
し
し
は
う
し
を
定
申
処
如
此
、
然
塩
津
口
西
東
�
大
崎

同
・
海
津
前
不
可
子
細
者
也
、
就
中
小
野
江
・
片
山
ほ
う
ち
や
う
被
直
差
候
条
、
殊
更
以
喜
悦
候
、
然
間
此
上
者
海
上
す
な
と
り

〔
至
〕

に
よ
て
、
聊
雖
為
、
子
々
孫
々
違
乱
妨
成
申
、
更
々
不
可
有
者
也
、
仍
為
後
年
証
拠
明
鏡
四
時
は
う
し
状
如
件
、

今
堅
田

道
賢
（
花
押
）

西

浦

妙
願
（
花
押
）

次
郎
左
衛
門
（
花
押
）

惣

領

道
寂
（
花
押
）

道
信
（
花
押
）

道
満
（
花
押
）

道
観
（
花
押
）
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道
忍
（
花
押
）

応
永
四
年
十
一
月
廿
四
日

こ
の
契
約
状
は
応
永
四
年
（
一
三
九
七
）、
菅
浦
と
堅
田
の
間
で
起
こ
っ
た
漁
業
相
論
の
結
果
と
し
て
結
ば
れ
た
も
の
で
、
菅
浦
と
堅

田
と
の
「
す
な
と
り
の
し
し
は
う
し
（
漁
の
四
至
榜
示
）」
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
塩
津
口
西
東
�
大
崎
同
・
海

津
前
」
ま
で
の
水
域
で
は
、
堅
田
側
の
操
業
は
排
除
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
範
囲
が
一
四
世
紀
に
お
け
る
菅
浦
の
支
配
水
面
だ
っ
た
こ
と
に

な
る
。

こ
の
応
永
の
契
約
状
が
近
世
初
期
に
「
本
証
文
」
と
呼
ば
れ
、
尾
上
と
の
「
か
へ
地
か
へ
海
」
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
の
は
、
尾
上

に
ゆ
ず
ら
れ
た
菅
浦
の
領
海
が
こ
れ
に
相
当
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
四
至
内
の
水
域
こ
そ
が
近
世
尾
上
の
領
海

と
な
っ
た
範
囲
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
推
定
の
下
で
は
、
前
章
の
尾
上
共
有
文
書
の
Ｄ
が
尾
上
村
の
領
海
を
「
北
ハ
海
之

涯
横
波
限
、
西
ハ
海
津
前
、
南
ハ
漕
先
霞
限
」
と
表
現
し
て
い
た
こ
と
も
、
全
く
の
虚
構
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
し
て
尾
上
は
菅
浦
か
ら
広
大
な
領
海
を
得
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
し
か
し
彼
ら
は
そ
の
水
域
に
自
ら
出
漁
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
尾
上
は
こ
れ
を
堅
田
の
漁
師
に
下
請
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
尾
上
自
身
は
な
ぜ
こ
の
漁
場
で
操
業
し
な
か
っ
た

の
か
、
そ
し
て
、
堅
田
か
ら
の
い
わ
ば
入
漁
料
が
な
ぜ
「
杓
の
銭
」
と
呼
ば
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
章
で

こ
の
四
至
内
の
水
域
の
実
態
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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３.

菅
浦
の
領
海
の
範
囲

前
章
の
史
料
２
で
は
、「
す
な
と
り
の
し
し
は
う
し
（
漁
の
四
至
榜
示
）」
は
「
塩
津
口
西
東
�
大
崎
同
・
海
津
前
」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
。
で
は
こ
の
応
永
契
約
状
の
示
す
菅
浦
の
領
海
と
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
あ
っ
た
の
か
。

「
塩
津
」
と
は
塩
津
湾
の
最
奥
に
位
置
す
る
集
落
で
あ
り
（
前
掲
図
１
）、
ま
た
「
大
崎
」
が
現
在
の
海
津
大
崎
を
指
し
、「
海
津
前
」

が
海
津
集
落
の
前
面
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
異
論
は
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
、「
塩
津
口
東
西
」
と
い
う
表
現
に
は
、

先
行
研
究
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
具
体
的
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
は
漠
然
と
塩
津
付
近
を
示
し
た
語
で
は
な
く
、
地
元
で

は
あ
る
特
定
の
地
点
を
指
示
す
る
呼
称
だ
か
ら
で
あ
る
。
菅
浦
の
漁
師
達
は
今
日
な
お
、
図
１
の
塩
津
湾
中
程
の
ａ
点
と
ｂ
点
を
結
ん
だ

ラ
イ
ン
を
「
シ
オ
ツ
グ
チ
」
と
呼
ん
で
い
る
�
。
こ
の
両
地
点
に
つ
い
て
、
ａ
は
「
岩
屋
」
と
い
う
岬
で
菅
浦
と
月
出
村
と
の
村
界
に
あ

う

ろ

た
り
、
ｂ
は
山
梨
子
村
と
片
山
村
の
村
界
で
「
ウ
ロ
ガ
ミ
（
浦
神
）」
と
呼
ば
れ
る
有
漏
神
社
の
鎮
座
地
で
あ
る
。
有
漏
神
社
は
漁
師
達

の
信
仰
を
集
め
た
舟
楫
の
神
で
、
湖
岸
に
位
置
す
る
そ
の
鳥
居
は
航
行
上
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い
た
�
。
社
伝
に
よ
れ
ば
、「
往

昔
湖
上
操
舟
の
神
と
し
て
鎮
座
し
、
遠
く
江
南
堅
田
方
面
の
漁
民
、
こ
の
地
に
出
漁
す
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
舟
操
守
護
の
神
と
し
て
崇

敬
し
た
」
と
い
う
�
。「
塩
津
口
東
西
」
と
は
、
こ
の
湖
上
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
両
地
点
を
東
西
に
結
ん
だ
ラ
イ
ン
と
い
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ま
「
塩
津
口
東
西
」
の
位
置
を
こ
こ
に
比
定
す
る
と
、
菅
浦
と
堅
田
と
の
漁
の
四
至
「
塩
津
口
西
東
�
大
崎
同
・
海
津
前
」
と
は
、

図
１
の
点
線
と
し
て
復
原
さ
れ
る
。
こ
の
図
に
よ
れ
ば
、
塩
津
湾
で
も
ａ
│
ｂ
ラ
イ
ン
以
南
ま
で
は
堅
田
の
入
漁
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
史
料
２
文
中
に
は
「
就
中
小
野
江
・
片
山
ほ
う
ち
や
う
被
直
差
候
条
、
殊
更
以
喜
悦
候
」
と
あ
り
、
尾
上
・
片
山
が
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こ
こ
で
「
ほ
う
ち
や
う
（
方
張
）」、
す
な
わ
ち
浅
い
沿
岸
部
に
適
し
た
四
つ
手
網
漁
を
行
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お

き
た
い
�
。

一
方
、
菅
浦
側
に
と
っ
て
領
海
と
な
る
範
囲
は
、
�
塩
津
湾
の
ａ
│
ｂ
以
北
と
、
�
大
浦
湾
か
ら
菅
浦
前
面
の
水
域
、
お
よ
び
�
海
津

前
の
水
面
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
水
域
が
、
近
世
初
期
に
菅
浦
村
か
ら
尾
上
村
へ
と
譲
ら
れ
た
「
湖
水
」
の
具
体

的
な
内
容
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
中
世
の
菅
浦
に
と
っ
て
よ
り
本
質
的
な
漁
場
は
、
�
の
大
浦
湾
〜
菅
浦
前
面
の
水
域
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
一
四
世
紀
の
菅
浦
は
堅
田
と
の
相
論
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
�
、
応
永
頃
と
推
定
さ
れ
る
相
論
に
際
し
て
�
、

堅
田
が
侵
入
し
て
網
を
打
っ
た
の
は
菅
浦
の
「
ま
ゑ
の
う
ら
」�
で
あ
り
、
菅
浦
側
は
「
於
此
浦
十
八
丁
之
内
、
堅
田
人
々
あ
ミ
を
う
た

せ
す
候
所
」
と
し
て
、
こ
の
水
域
か
ら
堅
田
を
閉
め
出
す
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
�
。
こ
の
よ
う
な
相
論
の
実
態
は
、
換
言
す
れ
ば

堅
田
側
に
と
っ
て
も
す
で
に
一
四
世
紀
か
ら
、
こ
の
水
域
が
魅
力
的
な
漁
場
に
映
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

近
世
初
期
に
菅
浦
が
尾
上
に
譲
っ
た
領
海
と
は
、
こ
の
よ
う
な
空
間
的
実
体
を
持
つ
水
域
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
尾

上
村
が
、
そ
の
う
ち
最
も
重
要
な
�
の
水
域
に
、
自
ら
は
ほ
と
ん
ど
出
漁
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
当
漁

場
の
水
深
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
図
１
に
み
る
よ
う
に
�
の
漁
場
境
界
線
付
近
の
水
深
は
六
〇
	
に
達
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
近
代

の
琵
琶
湖
漁
業
で
は
堅
田
の
延
縄
漁
だ
け
が
到
達
し
う
る
漁
撈
の
限
界
水
深
に
相
当
す
る


。
す
な
わ
ち
近
世
ま
で
の
地
引
網
・
�
な
ど

琵
琶
湖
の
一
般
的
な
沿
岸
漁
法
で
は
、
水
深
一
五
	
ま
で
の
水
域
で
し
か
操
業
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
尾
上
自
身
は
こ
の
水
域
に
お
い
て

行
使
で
き
る
漁
撈
技
術
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
尾
上
は
、
自
ら
出
漁
す
る
の
で
は
な
く
堅
田
へ
下
請
け
さ
せ
る
こ

と
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
菅
浦
前
面
水
域
で
の
漁
撈
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
で
も
分
析
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
�
、
菅
浦
沖
か
ら
竹
生
島
に
か

け
て
は
琵
琶
湖
の
固
有
種
で
あ
る
ビ
ワ
マ
ス
と
イ
ワ
ト
コ
ナ
マ
ズ
の
主
要
生
息
地
で
あ
り
、
延
縄
漁
の
み
が
こ
れ
ら
二
種
を
味
覚
の
よ
い
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晩
秋
〜
冬
期
に
捕
獲
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
�
。
菅
浦
の
沖
合
域
は
、
延
縄
漁
に
と
っ
て
は
琵
琶
湖
中
で
最
良
と
も
い
え
る
漁
場
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
堅
田
は
そ
の
価
値
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
中
世
か
ら
度
々
入
漁
し
て
相
論
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
世
の
菅
浦
は
供
御
人
と
な
る
こ
と
で
こ
の
水
域
か
ら
堅
田
を
排
除
し
、
堅
田
側
の
沖
取
り
に
よ
る
漁
獲
圧
か
ら
水
産
資
源
を
守
っ
て
い

た
。
し
か
し
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
、
菅
浦
の
生
業
は
油
桐
栽
培
を
中
心
と
す
る
山
稼
ぎ
に
シ
フ
ト
し
、
漁
業
か
ら
は
遠
ざ

か
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
か
わ
っ
て
堅
田
が
尾
上
か
ら
の
下
請
け
の
形
で
、
入
漁
を
実
現
さ
せ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
漁
場
請
負
の
代
価

こ
そ
が
、「
杓
の
銭
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

堅
田
か
ら
「
杓
の
銭
」
と
し
て
酒
と
と
も
に
尾
上
に
納
め
ら
れ
た
「
頭
う
ぐ
い
」
と
は
、
冬
期
の
大
型
の
ウ
グ
イ
と
考
え
ら
れ
る
。
一

般
に
、
琵
琶
湖
の
ウ
グ
イ
は
産
卵
遡
河
す
る
三
月
以
降
が
漁
期
と
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
湖
中
の
深
水
域
に
い
る
時
期
の
漁
獲
は
困
難
で
あ

る
。
し
か
し
堅
田
の
漁
師
た
ち
は
延
縄
漁
に
よ
っ
て
こ
れ
を
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
、
明
治
期
ま
で
ウ
グ
イ
は
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
な
漁

獲
対
象
魚
種
と
な
っ
て
い
た
�
。
し
た
が
っ
て
、「
頭
う
ぐ
い
」
七
〇
尾
と
い
う
貢
納
物
は
、
堅
田
釣
漁
師
の
沖
合
漁
を
象
徴
す
る
獲
物

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

４.

竹
生
島
神
領
と
「
杓
の
銭
」

「
杓
の
銭
」
と
い
う
呼
称
の
由
来
に
つ
い
て
も
、
中
世
の
菅
浦
と
の
関
わ
り
か
ら
分
析
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
前
章
の
�
大
浦
湾
〜

菅
浦
前
面
の
水
域
は
、
菅
浦
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
漁
場
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
範
囲
が
す
べ
て
描
き
込
ま
れ
た
中
世
の
絵
図
が
存
在
す

る
。
著
名
な
「
近
江
国
菅
浦
与
大
浦
下
庄
堺
絵
図
」（
以
下
、
菅
浦
絵
図
と
略
称
す
る
）
で
あ
る
（
図
２
）。

こ
の
絵
図
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
は
数
多
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
絵
図
の
成
立
年
代
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
�
。
し
か
し
本
稿
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図 2 近江国菅浦与大浦下庄堺絵図
（菅浦区所蔵、滋賀大学経済学部附属史料館写真提供）
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で
は
、
こ
の
絵
図
の
描
写
す
る
範
囲
と
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
水
域
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

こ
の
絵
図
は
菅
浦
と
大
浦
庄
と
の
堺
相
論
に
関
わ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
主
題
は
係
争
地
の
境
界
を
描
写
す
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
れ
は
著
名
な
日
差
・
諸
河
の
耕
地
の
帰
属
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
係
争
地
の
描
写
以
上
に
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
が
割
か

れ
て
い
る
の
が
、
画
面
下
半
分
の
竹
生
島
の
部
分
で
あ
る
。
絵
図
の
下
半
分
は
、「
竹
生
島
を
描
く
た
め
だ
け
に
存
在
」�
し
て
お
り
、
そ

の
描
写
に
相
論
現
場
を
上
回
る
ほ
ど
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
か
ら
疑
問
が
出
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
瀬
田
勝
哉
は
、
本
図
の
画
面
下
半
分
の
描
き
方
は
鎌
倉
南
北
朝
期
に
流
行
し
た
宮
曼
荼
羅
あ
る
い
は
縁
起
絵
と

共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
絵
図
の
作
成
に
は
縁
起
絵
を
積
極
的
に
利
用
で
き
る
者
が
関
与
し
て
い
た
と
す
る
�
。
そ
こ
で
瀬
田
は
、
菅

浦
絵
図
の
作
成
は
暦
応
の
相
論
時
に
、
当
時
の
菅
浦
の
領
主
・
竹
生
島
の
下
で
行
わ
れ
た
と
結
論
し
て
い
る
。

黒
田
日
出
男
は
瀬
田
の
論
点
を
う
け
て
、
菅
浦
絵
図
が
竹
生
島
を
大
き
く
描
い
て
い
る
の
は
、
菅
浦
が
竹
生
島
の
神
領
で
あ
る
こ
と
を

強
調
す
る
た
め
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
菅
浦
絵
図
は
、
神
領
菅
浦
を
大
浦
庄
と
の
堺
相
論
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
意
図
で
描
か
れ
た
と
す

る
�
。
黒
田
は
こ
の
絵
図
の
構
図
に
つ
い
て
、「
中
心
に
描
か
れ
た
竹
生
島
が
、
そ
の
背
後
に
二
つ
の
半
島
状
の
地
を
従
え
て
い
る
表
現
」

と
す
る
が
、
こ
の
「
二
つ
の
半
島
」
と
は
葛
籠
尾
崎
と
海
津
大
崎
で
あ
り
、
そ
こ
に
挟
ま
れ
て
い
る
の
は
す
な
わ
ち
前
章
で
述
べ
た
�
の

大
浦
湾
〜
菅
浦
前
面
に
か
け
て
の
水
域
で
あ
る
。
黒
田
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
図
で
の
竹
生
島
の
位
置
は
現
実
よ
り
も
か
な
り
西
方
に

寄
っ
て
お
り
、
竹
生
島
が
両
半
島
の
真
ん
中
、
す
な
わ
ち
�
の
水
域
た
る
「
大
浦
湾
を
塞
い
で
い
る
か
の
よ
う
に
」
描
か
れ
て
い
る
�
。

こ
の
構
図
は
、
竹
生
島
が
当
水
域
を
領
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
、
菅
浦
の
「
地
」
だ
け
で
な
く
、
�
の
水
域
も
ま
た
竹
生
島
神
領
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
菅
浦
絵
図
が
日
差
・
諸
河
だ
け
で
な
く
、
湖
上
用
益
を
含
む
広
域
の
領
有
を
主
張
し
て
作
成

さ
れ
た
可
能
性
は
、
す
で
に
下
坂
や
小
山
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
。

そ
も
そ
も
菅
浦
絵
図
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
縁
起
絵
と
は
、「
竹
生
島
縁
起
」
を
絵
解
き
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、「
竹
生
島
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縁
起
」
自
体
は
南
北
朝
初
期
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
�
。
こ
の
「
竹
生
島
縁
起
」
が
盛
ん
に
喧
伝
さ
れ
た
時
期
と
は
、
ま
さ
し
く
竹

生
島
が
菅
浦
の
領
主
と
し
て
相
論
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
建
武
・
暦
応
の
頃
に
重
な
っ
て
い
る
�
。
こ
の
時
期
の
菅
浦
側
の
相
論
文

書
で
は
、
竹
生
島
明
神
の
神
威
が
盛
ん
に
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
さ
な
が
ら
「
竹
生
島
縁
起
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
」
で
あ
っ
た
こ
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
。
菅
浦
住
民
が
内
蔵
寮
供
御
人
や
日
吉
神
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
竹
生
島
の
神
人
・
寄
人
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を

想
像
さ
せ
る
内
容
と
い
え
る
。

こ
の
「
竹
生
島
縁
起
」
の
本
文
に
は
、
漁
場
を
テ
ー
マ
と
す
る
本
稿
の
関
心
と
関
わ
っ
て
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
縁
起
に
は
、
竹
生

島
の
浅
井
姫
命
が
「
召
諸
魚
令
運
重
石
。
今
云
魚
崎
。
魚
集
之
處
也
。
又
召
諸
鳥
令
落
殖
木
種
。
今
猶
衆
鳥
来
集
之
岑
也
。」�
と
あ
り
、

こ
の
女
神
が
魚
鳥
を
寄
り
つ
か
せ
る
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
中
世
に
は
「
魚
の
寄
る
神
」
と
い
う
観
念
が
あ
り
、
そ
れ
が
伊
勢
神
宮

の
阿
漕
浦
な
ど
神
祇
供
祭
の
漁
場
・
御
厨
を
設
定
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
苅
米
一
志
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
�
。

魚
と
水
鳥
は
い
ず
れ
も
琵
琶
湖
で
は
重
要
な
捕
獲
対
象
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
竹
生
島
の
神
に
は
漁
の
神
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
に
認
め
ら

れ
る
�
。
神
自
身
が
魚
を
呼
び
寄
せ
た
水
域
と
は
往
々
に
し
て
良
好
な
漁
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
神
人
漁
民
だ
け
が
、
供
祭
・
神
事
の
名

目
に
お
い
て
漁
撈
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
竹
生
島
神
領
と
し
て
菅
浦
絵
図
に
描
か
れ
た
上
記
の
水
域
で
は
、
菅
浦
の
住
民
達
が
竹
生
島

の
女
神
す
な
わ
ち
弁
才
天
に
捧
げ
る
供
御
の
漁
場
と
し
て
、
湖
上
特
権
確
保
を
意
図
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
漁
場
の
請
負
料
が
「
杓
の
銭
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
の
意
味
も
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。「
杓
」
と
は

「
柄
杓
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
中
世
の
勧
進
・
喜
捨
を
乞
う
時
に
用
い
ら
れ
る
道
具
で
あ
っ
た
�
。
例
え
ば
清
水
寺
・
長
命
寺
な
ど
中
世

の
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
に
は
、
柄
杓
に
よ
っ
て
参
詣
者
た
ち
か
ら
寄
進
の
銭
を
受
け
取
っ
て
い
る
社
僧
・
神
人
た
ち
の
姿
が
多
く
描
か
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
「
杓
の
銭
」
の
原
義
は
神
仏
に
捧
げ
ら
れ
る
金
銭
で
あ
り
、
尾
上
の
受
け
取
る
「
杓
の
銭
」
と
は
、
本
来
は
竹
生
島
の

女
神
、
す
な
わ
ち
漁
の
神
と
し
て
の
弁
才
天
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
弁
才
天
が
魚
を
寄
り
つ
か
せ
た
湖
面
は
、
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中
世
に
は
竹
生
島
神
人
た
る
菅
浦
住
民
の
漁
場
で
あ
っ
た
が
、
近
世
初
期
に
は
菅
浦
の
手
を
離
れ
て
尾
上
村
へ
譲
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
際
、
実
際
の
漁
場
行
使
者
と
な
っ
た
堅
田
か
ら
支
払
わ
れ
る
「
運
上
」
は
、
神
領
へ
立
ち
入
る
代
価
と
し
て
「
杓
の
銭
」
の
名

で
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
世
末
期
ま
で
続
い
た
尾
上
の
「
杓
の
銭
」
の
慣
行
は
、
一
四
世
紀
の
菅
浦
絵
図
に
も
描
か
れ
た

神
領
と
し
て
の
菅
浦
の
湖
面
領
有
に
由
来
す
る
も
の
だ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
い
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
一
八
世
紀
の
地
誌
書
に
記
さ
れ
た
尾
上
村
と
堅
田
の
「
杓
の
銭
」
慣
行
に
注
目
し
、
そ
の
由
来
が
中
世
の
菅
浦
お
よ
び
竹
生

島
の
漁
場
支
配
に
た
ど
れ
る
可
能
性
を
提
起
し
た
。
近
世
の
口
碑
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
た
断
片
的
な
記
述
か
ら
、
中
世
の
堅
田
と
菅
浦

を
め
ぐ
る
漁
場
相
論
や
漁
場
の
実
態
に
つ
い
て
、
数
々
の
知
見
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

菅
浦
は
尾
上
と
の
「
か
へ
地
か
へ
海
」
に
際
し
て
領
海
の
四
至
を
記
す
「
本
証
文
」
を
手
元
に
残
し
置
い
た
が
、
二
章
の
史
料
１
に
あ

る
よ
う
に
、
尾
上
に
対
し
て
は
、
も
し
「
此
か
へ
う
ミ
の
り
や
う
は
ニ
付
テ
、
脇
�
何
角
さ
ま
た
け
入
申
候
ハ
ゝ
、
菅
浦
村
之
本
証
文
を

出
シ
、
申
わ
け
仕
候
而
ら
ち
明
ケ
可
申
候
」
こ
と
を
約
束
し
て
い
た
。
実
際
に
尾
上
と
堅
田
と
の
間
で
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
貞

享
四
年
に
「
運
上
」
を
め
ぐ
っ
て
相
論
が
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
の
際
尾
上
側
の
有
力
な
証
拠
と
し
て
、
菅
浦
の
保
管
す
る
「
本
証
文
」

（
応
永
四
年
の
契
約
状
）
が
「
か
へ
地
か
へ
海
」
証
文
と
と
も
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
田
中
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
菅
浦
文
書
」
の
う
ち
に
応
永
の
契
約
状
の
写
し
が
二
通
あ
り
、
そ
の
一
通
（
七
九
七
号
）
の
文
末
に
「
お
の
江
・
堅
田
出
入
ニ
付
、
此

通
お
の
へ
与
遣
申
候
跡
書
」
と
あ
る
の
は
�
、
こ
の
折
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

「
杓
の
銭
」
慣
行
が
幕
末
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
水
域
の
漁
場
と
し
て
の
重
要
性
は
近
世
を
通
じ
て
継
続
し
て
い
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た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
一
方
、
一
九
世
紀
に
は
、
竹
生
島
の
「
方
八
町
之
内
」
は
殺
生
禁
断
の
地
と
さ
れ
、
禁
漁
区
と
な
っ
て
い
る

様
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
�
。
た
だ
し
、
堅
田
の
釣
猟
師
が
風
待
ち
の
た
め
に
島
に
寄
港
す
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
�
、
堅

田
が
島
付
近
の
漁
場
に
お
い
て
、
変
わ
ら
ず
に
延
縄
漁
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
竹
生
島
の
周
囲
八
町
の
殺
生
禁
断
が
い
つ
の
時
代
ま
で
遡
る
か
、
そ
れ
を
示
す
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、

竹
生
島
へ
の
信
仰
を
め
ぐ
る
時
代
的
な
変
遷
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
竹
生
島
は
神
仏
習
合
の
島
で
あ
る
が
、
黒
田
日

出
男
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
世
の
菅
浦
絵
図
で
は
宝
厳
寺
（
神
宮
寺
）
よ
り
も
弁
才
天
社
（
都
久
夫
須
麻
社
）
の
方
に
表
現
の

中
心
が
置
か
れ
て
い
た
�
。
前
述
の
竹
生
島
縁
起
や
謡
曲
「
竹
生
島
」
に
お
い
て
も
、
漁
人
の
信
仰
を
集
め
る
弁
才
天
の
姿
が
濃
厚
で
あ

る
。
し
か
し
や
が
て
西
国
札
所
と
し
て
宝
厳
寺
の
観
音
信
仰
へ
と
比
重
が
移
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、「
観
音
の
眼
前
」
で
の
殺
生
が
忌
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
推
定
さ
れ
る
。
神
人
以
外
は
禁
漁
と
さ
れ
た
神
祇
供
祭
の
漁
場
か
ら
、
観
音
霊
場
の
殺
生
禁
断
へ
と
い
う

空
間
認
識
の
変
容
プ
ロ
セ
ス
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

﹇
付
記
﹈

本
稿
は
長
浜
市
文
化
的
景
観
保
存
活
用
委
員
会
の
「
菅
浦
の
集
落
景
観
保
存
調
査
」
に
お
い
て
、
聞
き
取
り
調
査
の
際
に
地
元
の
皆
様
よ
り
い
た
だ

い
た
御
教
示
を
構
想
の
端
緒
と
し
て
い
る
。
調
査
時
の
区
長
島
田
均
様
は
じ
め
、
菅
浦
絵
図
の
掲
載
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
現
区
長
島
内
悦
路
様
お
よ

び
菅
浦
区
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

註�

寒
川
辰
清
『
近
江
輿
地
志
略
』（
本
稿
で
は
刊
本
と
し
て
宇
野
健
一
『
新
註
近
江
輿
地
志
略
全
』
弘
文
堂
書
店
、
一
九
七
六
を
用
い
た
）。

�

堅
田
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
林
屋
辰
三
郎
・
飛
鳥
井
雅
道
・
森
谷
剋
久
編
『
新
修
大
津
市
史
２
中
世
』
一
九
七
九
お
よ
び
同
『
新
修
大
津
市
史
３

近
世
前
期
』
一
九
八
〇
に
解
説
が
あ
る
。
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�

伊
賀
敏
郎
『
滋
賀
縣
漁
業
史
上
（
概
説
）』
滋
賀
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
一
九
五
四
。

�

鍛
代
敏
雄
に
よ
れ
ば
、
一
六
世
紀
の
堅
田
は
尾
上
か
ら
も
「
上
乗
」
職
に
伴
う
課
役
銭
と
し
て
一
貫
三
百
文
を
徴
収
し
て
い
た
と
い
う
。
同
「
戦

国
時
代
の
関
所
に
つ
い
て
の
一
試
論
│
近
江
国
沖
島
の
湖
上
関
を
め
ぐ
っ
て
」
日
本
歴
史
五
〇
七
号
、
一
九
九
〇
（
の
ち
に
同
著
『
中
世
後
期
の

寺
社
と
経
済
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
に
所
収
）。

�

尾
上
の
「
太
田
家
文
書
」
に
は
Ｅ
と
同
文
の
無
年
紀
の
書
状
が
あ
る
が
、
そ
の
年
を
「
卯
」
と
し
て
い
る
の
で
、
や
は
り
Ｂ
と
同
じ
く
貞
享
四
年

の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

�

滋
賀
県
内
務
部
『
滋
賀
県
漁
具
の
説
明
と
漁
業
手
続
』
滋
賀
県
内
務
部
、
一
九
三
四
。

�

沖
島
共
有
文
書
「
鳥
猟
場
境
之
覚
書
」
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
九
月
。

�

た
だ
し
琵
琶
湖
の
水
鳥
の
猟
場
は
魚
漁
と
は
別
の
秩
序
と
し
て
領
域
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
魚
の
漁
場
範
囲
と
完
全
に
合
致
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
水
鳥
猟
場
の
設
定
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
東
幸
代
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
琵
琶
湖
の
鳥
猟
に
つ
い
て

│
猟
場
支
配
の
観
点
か
ら
」（
西
川
幸
治
・
村
井
康
彦
編
『
環
琵
琶
湖
地
域
論
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
）
を
参
照
。

�

以
下
、
菅
浦
文
書
の
引
用
は
、
滋
賀
大
学
経
済
学
部
史
料
館
編
『
菅
浦
文
書
上
』
滋
賀
大
学
日
本
経
済
文
化
研
究
所
、
一
九
六
〇
、
同
『
菅
浦
文

書
下
』、
一
九
六
七
の
文
書
番
号
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
書
状
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
応
永
四
年
の
契
約
状
と
の
関
わ
り
で
、
田
中
克
行
が
分
析

を
加
え
て
い
る
（
田
中
克
行
『
中
世
の
惣
村
と
文
書
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
、
五
三
│
六
六
頁
）。
以
下
の
菅
浦
文
書
の
翻
刻
は
田
中
の
校

訂
に
従
っ
た
。

�

前
掲
�
田
中
論
文
。

	

東
幸
代
は
こ
の
文
書
の
年
紀
表
記
に
矛
盾
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
（
慶
長
へ
の
改
元
は
文
禄
五
年
一
〇
月
に
下
る
点
）、
そ
の
真
正
性
に

は
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
（
東
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。
東
幸
代
「
近
世
の
菅
浦
」（
長
浜
市
文
化
的
景
観
保
存
活
用
委
員
会
編
『
菅
浦
の
集
落

景
観
保
存
調
査
報
告
書
』
長
浜
市
教
育
委
員
会
、
印
刷
中
）。




前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
貞
享
四
年
の
「
運
上
」
を
め
ぐ
る
相
論
で
は
尾
上
側
の
主
張
が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
相
論
に
際
し
て
菅

浦
と
も
連
携
の
う
え
、
関
係
文
書
が
提
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
前
章
の
史
料
Ｂ
で
も
、
堅
田
か
ら
の
手
形
と
し
て
、
今
後
も
し
「
運
上
」
を

怠
っ
た
場
合
に
は
「
尾
上
村
の
証
文

割
之
内
ヘ
ハ
参
申
間
敷
候
」
と
あ
り
、
こ
の
時
す
で
に
尾
上
の
漁
場
支
配
を
示
す
「
証
文
」
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、「
証
文
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
以
下
に
述
べ
る
。

�

古
関
大
樹
「
葛
籠
尾
半
島
の
争
論
と
絵
図
」（
高
月
町
編
『
高
月
町
史
景
観
・
文
化
財
編
分
冊
一
』
二
〇
〇
六
）
一
七
〇
│
一
七
三
頁
。
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マ
マ

�

尾
上
共
有
文
書
「
替
地
替
う
み
証
文
案
」
慶
帳
元
年
申
二
月
一
日
。

�

例
え
ば
網
野
善
彦
『
日
本
中
世
の
非
農
業
民
と
天
皇
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
に
み
え
る
菅
浦
供
御
人
像
な
ど
。

�

赤
松
俊
秀
「
戦
国
時
代
の
菅
浦
│
供
御
人
と
惣
続
論
」
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
五
、
一
九
五
九
、
一
八
三
│
二
三
七
頁
。

�

太
田
浩
司
「
中
世
菅
浦
に
お
け
る
村
落
領
域
構
成
│
景
観
復
原
を
通
し
て
」
史
林
七
〇
│
四
、
一
九
八
七
、
一
一
四
│
一
四
九
頁
。

�

水
野
章
二
は
、
中
世
後
期
の
村
落
の
新
た
な
柴
確
保
の
動
き
に
つ
い
て
、「
山
林
資
源
に
ア
ク
セ
ス
す
る
に
は
、
山
へ
入
る
道
作
り
が
前
提
だ
っ

た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
同
「
中
世
の
里
山
空
間
」（
勝
山
清
次
先
生
退
職
記
念
事
業
会
『
勝
山
清
次
先
生
退
職
記
念
献
呈
論
文
集
』
京
都

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
史
研
究
室
、
二
〇
一
三
）
四
〇
一
│
四
二
〇
頁
）。「
お
の
ゑ
村
之
山
八
ふ
せ
平
を
み
ち
ニ
仕
」
と
い
う
菅
浦
の
動

き
も
、
山
畑
を
主
眼
と
は
す
る
が
、
こ
れ
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

�

前
掲
�
東
論
文
。

�

こ
の
山
稼
ぎ
へ
の
シ
フ
ト
に
伴
う
菅
浦
の
背
後
山
地
の
環
境
変
化
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
詳
述
し
て
い
る
。
佐
野
静
代
「
水
辺
の
生
活
と
中
近

世
の
景
観
」（
長
浜
市
文
化
的
景
観
保
存
活
用
委
員
会
編
『
菅
浦
の
集
落
景
観
保
存
調
査
報
告
書
』
長
浜
市
教
育
委
員
会
、
印
刷
中
）。

	

前
掲


田
中
論
文
。

�

地
元
で
の
聞
き
取
り
に
際
し
て
は
、
菅
浦
区
長
（
当
時
）
の
島
田
均
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。

�

長
谷
川
博
美
「
阿
曽
津
千
軒
と
有
漏
神
社
考
（
前
）」
民
俗
文
化
五
八
四
、
二
〇
一
二
、
六
七
三
八
│
六
七
四
〇
頁
。



な
お
、
地
元
の
伝
承
で
は
、
堅
田
の
延
縄
漁
民
達
が
当
地
付
近
の
阿
曽
津
の
竹
を
伐
っ
て
船
棹
に
用
い
て
い
た
と
い
う
（
高
月
町
教
育
委
員
会
編

『
高
月
町
の
む
か
し
話
』
一
九
八
〇
）。

�

文
中
の
「
ほ
う
ち
や
う
」
が
方
張
を
さ
す
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
伊
賀
（
前
掲
�
）
と
田
中
（
前
掲


）
の
指
摘
が
あ
る
。

�

菅
浦
文
書
三
九
七
号
、
三
九
八
号
。

�

菅
浦
文
書
三
九
二
号
〜
三
九
六
号
に
記
さ
れ
る
こ
の
相
論
は
無
年
号
で
あ
る
が
、
前
掲


田
中
論
文
で
は
こ
れ
を
他
の
文
書
群
と
の
関
係
か
ら
応

永
五
・
六
年
頃
と
推
定
し
て
い
る
。

�

菅
浦
文
書
三
九
五
号
。

�

菅
浦
文
書
三
九
三
号
。

�

前
掲
�
。

�

佐
野
静
代
「
琵
琶
湖
の
自
然
環
境
か
ら
み
た
中
世
堅
田
の
漁
撈
活
動
」
史
林
第
九
六
巻
五
号
、
二
〇
一
三
、
三
六
│
六
九
頁
。
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�

滋
賀
県
教
育
委
員
会
編
『
琵
琶
湖
総
合
開
発
地
域
民
俗
文
化
財
特
別
調
査
報
告
書
二

び
わ
湖
の
専
業
漁
撈
』）
一
九
八
〇
、
一
四
八
頁
。

�

釣
猟
師
組
（
小
番
城
）
共
有
文
書
「
水
産
會
へ
上
申
ノ
一
年
間
ノ
漁
獲
高
」
明
治
十
五
年
九
月
（
喜
多
村
俊
夫
『
江
州
堅
田
漁
業
史
料
』
ア
チ
ッ

ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
、
一
九
四
二
で
の
文
書
番
号
一
六
九
）。

�

黒
田
日
出
男
「
竹
生
嶋
神
領
菅
浦
の
堺
相
論
│
「
近
江
国
菅
浦
与
大
浦
下
庄
堺
絵
図
」
│
」（
同
『
中
世
荘
園
絵
図
の
解
釈
学
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
〇
）
に
研
究
史
の
整
理
が
あ
る
。

�

前
掲
�
田
中
論
文
、
三
五
頁
。

�

瀬
田
勝
哉
「
菅
浦
絵
図
考
」
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
第
七
巻
二
号
、
一
九
七
六
、
一
│
三
九
頁
。

�

前
掲
�
。

�

前
掲
�
。

	

下
坂
守
「
古
絵
図
と
古
文
書
│
堺
相
論
絵
図
を
中
心
に
」（
京
都
国
立
博
物
館
編
『
古
絵
図
の
世
界
』
一
九
八
四
）。
小
山
靖
憲
「
菅
浦
絵
図
の
コ

ス
モ
ロ
ジ
ー
」（
同
『
中
世
村
落
と
荘
園
絵
図
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
）。



「
諸
寺
縁
起
集
」
所
載
「
竹
生
島
縁
起
」
の
解
題
（
鈴
木
学
術
財
団
『
大
日
本
佛
教
全
書
』
第
九
三
巻
解
題
三
、
一
九
七
三
）
に
よ
る
。

�

そ
の
論
証
に
つ
い
て
は
、
前
掲
�
瀬
田
論
文
に
詳
し
い
。

�

前
掲
�
。
例
え
ば
「
檀
那
院
衆
徒
等
申
状
」（
菅
浦
文
書
六
二
七
号
）
で
は
「
弁
才
天
女
垂
迹
之
勝
地
」
で
あ
る
竹
生
島
の
霊
威
と
、
そ
の
領
地

で
「
不
断
常
燈
所
進
地
」
で
あ
る
菅
浦
の
位
置
づ
け
が
説
か
れ
て
い
る
。


「
諸
寺
縁
起
集
」
竹
生
島
縁
起
（
鈴
木
学
術
財
団
『
大
日
本
佛
教
全
書
』
第
八
三
巻
寺
誌
部
一
、
一
九
七
三
）。

�

苅
米
一
志
「
日
本
中
世
に
お
け
る
殺
生
観
と
狩
猟
・
漁
撈
の
世
界
」
史
潮
四
〇
号
、
一
九
九
六
、
六
│
三
〇
頁
。

�

謡
曲
「
竹
生
島
」
で
も
浦
の
漁
師
に
身
を
変
え
た
龍
神
と
天
女
（
弁
才
天
）
が
登
場
し
て
お
り
、
漁
民
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。

�

保
立
道
久
「
腰
袋
と
『
桃
太
郎
』」（
同
『
物
語
の
中
世
│
神
話
・
説
話
・
民
話
の
歴
史
学
』
講
談
社
、
二
〇
一
三
に
所
収
）。

�

前
掲
�
田
中
論
文
。

�

竹
生
島
文
書
「
堅
田
釣
猟
惣
代
一
札
」
天
保
二
年
九
月
。

�

前
掲
�
に
よ
る
。

�

前
掲
�
。

琵琶湖の「杓の銭」と中近世の堅田・菅浦 ― ６２ ―




