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湾
・
湖
・
海
峡
な
ど
閉
ざ
さ
れ
た
内
海
環
境
で
は
、
よ
り
水
上
交
通
が
発
達
し
や
す
く
、
小
規
模

な
港
が
数
多
く
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
連
携
し
て
密
度
の
高
い
流
通
網
が
構
築
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

内
海
と
そ
の
沿
岸
内
陸
に
形
成
さ
れ
る
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
地
域
を
「
内
海
地
域
」
と
規
定
す
る
。

内
海
地
域
に
は
歴
史
的
な
変
遷
が
あ
り
、
と
く
に
近
世
以
前
で
は
、
潟
湖
―
内
海
の
関
係
を
重
視
す

る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
紀
伊
水
道
を
内
海
に
措
定
し
て
潟
湖
―
内
海
関
係
に
よ
り
生
み
出
さ

れ
る
地
域
関
係
＝
内
海
地
域
の
存
在
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
そ
の
政
治
的
・
軍
事
的
な
活
動
と
変
遷

を
明
ら
か
に
し
、
歴
史
的
な
意
義
に
つ
き
考
え
て
み
た
。

　

古
代
で
は
河
川
が
海
に
注
ぐ
場
所
＝
水
門
（
ミ
ナ
ト
）
で
あ
り
、
砂
質
海
岸
の
多
い
日
本
で
は
河

口
潟
湖
が
形
成
さ
れ
や
す
く
、
そ
の
た
め
ミ
ナ
ト
に
「
湖
」
を
宛
て
る
こ
と
が
ま
ま
み
ら
れ
る
。
河

口
潟
湖
は
港
と
し
て
利
用
さ
れ
、
中
世
で
は
こ
と
に
潟
湖
と
海
の
結
節
点
、
つ
ま
り
潟
湖
内
の
湊
と

し
て
の
島
・
江
の
存
在
が
重
要
と
な
る
。
阿
波
で
は
富
田
庄
の
津
田
島
・
萱
島
庄
の
別
宮
（
宮
島
）・

勝
浦
新
庄
の
小
松
島
な
ど
で
あ
り
、
そ
う
し
た
湊
と
し
て
の
島
は
、
紀
伊
水
道
に
対
し
て
裏
側
に
あ

た
る
「
江
」「
江
湖
」
と
い
っ
た
潟
湖
や
河
口
部
分
を
湊
と
し
て
利
用
し
て
い
た
。
つ
ま
り
海
に
面

し
て
は
い
る
が
実
質
的
に
川
津
で
あ
る
。
内
陸
の
川
津
か
ら
搬
出
さ
れ
る
物
資
は
川
船
で
河
口
の
島

の
津
に
運
ば
れ
、
そ
こ
で
潮
・
風
待
ち
を
し
て
海
へ
出
る
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
内
海
地
域
で
活
躍
し
た
の
は
、
川
・
海
兼
用
の
小
船
で
あ
り
、
そ
れ
が
内
海
の
河
口
湊
を
連

携
し
つ
つ
内
陸
・
海
を
自
在
に
移
動
す
る
こ
と
で
、
活
発
な
人
的
・
物
的
交
流
を
作
り
出
し
て
い
た
。

　

内
海
地
域
の
形
成
に
対
し
て
中
央
権
力
側
は
、
湊
た
る
島
の
庄
領
・
地
頭
領
へ
の
編
入
や
、
人
的

資
源
の
隷
属
化
に
よ
り
、
そ
の
再
編
・
統
合
を
は
か
る
。
地
域
の
側
は
、
あ
る
い
は
中
央
の
動
向
に

便
乗
し
て
癒
着
し
、
あ
る
い
は
反
発
し
敵
対
す
る
な
ど
、
個
々
の
利
害
に
応
じ
て
様
々
に
反
応
し
た
。

こ
う
し
た
地
域
―
中
央
の
関
係
を
軸
に
政
治
史
・
地
域
史
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
内
海
、
潟
湖
、
湊
、
水
上
交
通
、
地
域
社
会

は
じ
め
に

笊
潟
湖
―
内
海
地
域
構
造

笆
内
海
と
し
て
の
紀
伊
水
道
〜
そ
の
政
治
的
・
軍
事
的
動
向
か
ら

笳
河
川
と
潟
湖
と
内
海

ま
と
め

﹇
論
文
要
旨
﹈
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は
じ
め
に

　

日
本
は
北
海
道
・
本
州
・
四
国
・
九
州
・
沖
縄
と
い
た
島
々
か
ら
な
る
島
国
で
あ

り
、
海
上
交
通
に
よ
る
む
す
び
つ
き
を
必
然
と
す
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
列
島
全
体

を
カ
バ
ー
す
る
廻
船
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
前
近
代
に
お
け
る
国
内

水
上
交
通
シ
ス
テ
ム
の
到
達
点
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
当
時
、
世
界
最
大
規
模
の
人

口
を
ほ
こ
っ
た
江
戸
の
都
市
機
能
も
支
え
ら
れ
て
い
た
。
古
代
・
中
世
に
お
い
て
は
、

瀬
戸
内
海
が
畿
内
と
東
ア
ジ
ア
を
む
す
ぶ
媒
介
機
能
を
果
た
し
、
ま
た
庄
園
公
領
制

社
会
に
お
い
て
は
、
京
都
・
南
都
と
い
っ
た
都
市
に
あ
っ
て
地
方
を
支
配
す
る
都
市

領
主
機
能
も
、
そ
の
多
く
が
水
上
交
通
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
維
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
陸
上
で
行
わ
れ
る
生
産
・
消
費
・
支
配
・
被
支
配
と
い
っ
た
様
々
な
人
間
の

営
み
は
、
水
上
交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
水
上
交
通

網
は
、
河
川
・
潟
・
湖
沼
・
内
湾
・
外
洋
と
い
っ
た
パ
ー
ツ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
、
そ
う
し
た
構
造
体
が
複
数
組
み
合
わ
さ
っ
て
日
本
全
体
の
交
通
体
系

と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

湾
・
湖
・
海
峡
な
ど
閉
ざ
さ
れ
た
内
海
環
境
で
は
、
よ
り
水
上
交
通
が
発
達
し
や

す
く
、
小
規
模
な
港
が
数
多
く
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
連
携
し
て
緻
密
な
流
通
網
が

構
築
さ
れ
る
。
例
え
ば
江
戸
湾
で
は
、
品
川
湊
・
神
奈
川
湊
・
千
葉
湊
な
ど
個
々
の

湊
が
連
携
し
、
そ
れ
が
河
川
・
陸
路
を
介
し
て
内
陸
と
海
と
を
接
続
さ
せ
る
機
能
を

担
う
こ
と
に
よ
り
近
世
江
戸
地
廻
り
経
済
圏
が
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
は
太
平
洋
廻
船

を
介
し
て
遠
方
の
伊
勢
湾
・
大
阪
湾
と
む
す
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
海

モ
デ
ル
の
先
駆
は
瀬
戸
内
海
に
な
ろ
う
。
こ
れ
と
類
似
し
た
様
相
は
、
江
戸
湾
・
香

取
海
な
ど
各
地
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
内
海
と
内
海
沿
岸
内
陸
に
形
成
さ
れ
る
一
つ

の
ま
と
ま
っ
た
地
域
を
「
内
海
地
域
」
と
規
定
し
て
お
く
。

　

高
橋
一
樹
は
、
従
来
の
中
世
史
研
究
で
使
用
さ
れ
て
き
た
内
海
概
念
を
批
判
し
、

潟
湖
を
中
心
と
し
た
身
近
な
水
界
こ
そ
が
中
世
史
料
用
語
と
し
て
の
「
内
海
（
う
ち

う
み
）」
で
あ
り
、
人
間
生
活
と
密
着
し
た
前
近
代
的
な
水
界
と
し
て
重
視
さ
れ
る

べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し

�
よ
っ
て
本
来
は
、
研
究
上
の
分
析
概
念
と
し
て
の
広

義
の
「
内
海
」
に
か
わ
る
陸
封
さ
れ
た
水
域
と
そ
の
周
辺
地
域
に
つ
い
て
の
、
新
し

い
分
析
概
念
が
模
索
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
は
、
分
析
概
念

と
し
て
の
「
内
海
・
ナ
イ
カ
イ
」
を
使
用
し
た
い
。

　

当
然
、
こ
う
し
た
内
海
・
内
海
地
域
に
は
歴
史
的
な
変
遷
が
あ
り
、
と
く
に
近
世

以
前
で
は
、
潟
湖
―
内
海
の
関
係
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
稿
で

は
、
紀
伊
水
道
を
内
海
に
措
定
し
て
潟
湖
―
内
海
関
係
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
地
域

関
係
＝
内
海
地
域
の
存
在
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
内
海
地
域
社
会
の
果
た
し
た
政
治

的
・
軍
事
的
な
活
動
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
変
遷
と
歴
史
的
な
意
義
を
考
え
て
み
た

い
。
紀
伊
水
道
は
太
平
洋
と
瀬
戸
内
海
の
中
間
に
位
置
し
、
東
岸
は
和
泉
・
紀
伊
、
西

岸
は
阿
波
・
土
佐
、
北
岸
は
淡
路
に
面
す
る
。
こ
れ
ら
地
域
は
、
紀
伊
水
軍
や
土
佐

日
記
の
分
析
な
ど
、
東
岸
・
西
岸
の
個
別
の
研
究
は
多
い
が
、
一
体
の
内
海
地
域
と

し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
瀬
戸
内
海
・
大
阪
湾
・
太
平
洋
の
流

通
圏
に
対
置
さ
れ
る
一
地
域
圏
と
し
て
見
直
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
内
海
・
内
海

地
域
と
し
て
の
新
た
な
歴
史
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

ま
た
河
川
・
潟
湖
・
沿
岸
近
隣
の
湊
を
利
用
す
る
狭
域
交
流
が
組
み
合
わ
さ
っ
て

内
海
交
通
網
を
な
し
、
さ
ら
に
全
国
規
模
の
流
通
体
系
を
構
築
す
る
と
い
っ
た
、
下

か
ら
の
地
域
交
通
体
系
の
積
み
上
げ
と
い
う
視
点
を
設
け
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
り
成

立
す
る
地
域
社
会
の
独
自
性
・
独
立
性
、
及
び
中
央
権
力
と
地
域
と
の
関
係
と
い
っ

た
課
題
に
つ
い
て
、
新
た
な
視
角
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
本
論
文
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
基
幹
研
究
（
二
〇
〇
五
〜
〇
八
年
）

「
中
・
近
世
に
お
け
る
生
業
と
技
術
・
呪
術
信
仰
」
第
七
回
研
究
会
で
の
栄
原
永
遠
男

「
調
・
贄
そ
の
他
の
輸
送
」
報

�
第
八
回
研
究
会
で
の
市
村
高
男
「
浦
戸
湾
と
そ

の
沿
岸
の
世
界
」・
吉
成
承
三
「
守
護
代
所
田
村
城
館
を
中
心
と
す
る
香
長
平
野
の

様
相
」
報
告
、
第
九
回
研
究
会
中
野
晴
久
「
中
世
常
滑
焼
の
編
年
と
歴
史
上
の
出
来

事
」・
伊
藤
裕
偉
「
伊
勢
湾
内
水
面
を
め
ぐ
る
諸
環
境
」
報
告
（
い
づ
れ
も
二
〇
〇

（
１
）

た
。（

２
）

告
、

国立歴史民俗博物館研究報告
第 157集　2010年 3月
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七
年
）
と
、
同
研
究
会
活
動
に
関
わ
っ
て
教
授
を
得
た
成
果
で
あ
る
。

笊
潟
湖
―
内
海
地
域
構
造

　
『
古
事
類
苑
』
で
は
「
港
」
に
つ
い
て
、「
港
は
、
湊
と
も
書
し
、
み
な
と
ゝ
訓
ず
、

原
と
水
門
（
み
の
と
）
の
義
に
し
て
、
河
水
の
海
に
入
る
処
を
謂
ふ
な
り
、
後
世
は
、

専
ら
船
舶
の
会
集
止
泊
す
る
地
を
称
し
、
以
て
古
の
津
と
混
ず
る
に
至
れ
り
・・・・
」

と
説
明
す
る
。
同
書
の
ひ
く
本
居
宣
長
の
古
事
記
伝
に
は
「
水
戸
は
（
水
門
と
書
る

も
同
じ
こ
と
な
り
）
美
那
斗
と
訓
べ
し
、（
古
く
美
斗
と
云
訓
も
有
・・・・
）（
中
略
）

即
水
之
門
の
意
に
て
、
門
は
海
の
出
入
る
戸
口
な
り
」
と
あ
り
、『
古
事
類
苑
』
は

こ
う
し
た
理
解
を
採
っ
た
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
ミ
ナ
ト
」
は
本
来
、
水
の
門
、

河
川
の
海
へ
の
出
口
で
あ
り
河
口
を
意
味
し
て
い
た
が
、
や
が
て
そ
れ
が
船
舶
の
集

る
停
泊
地
の
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
「
ミ
ナ
ト
」
に
は
「
湖
」
も
宛
て
ら
れ
る
。『
万
葉
集
』
で
は
次
の
よ
う
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

万
葉
集
巻
第
三　

二
七
四　

高
市
連
黒
人
覊
旅
歌
八
首

　
　

吾
船
者　

枚
乃
湖
尓　

榜
将
泊　

奥
部
莫
避　

左
夜
深
去
来

　
　
（
我
が
船
は 
比
良
の
港
に 
漕
ぎ
泊
て
む 
沖
へ
な
離
り 
さ
夜
更
け
に
け
り
）

　
　
　
【
訳
】
わ
れ
ら
の
舟
は
比
良
の
港
で
泊
ま
る
こ
と
に
し
よ
う
。
岸
辺
を
漕
い
で
、

　
　
　
　
　
　

沖
の
方
へ
離
れ
て
く
れ
る
な
。
も
は
や
夜
も
更
け
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
二
』
集
英
社
、
一
九
九
六
年　

よ
り

　

黒
人
の
舟
が
寄
港
し
よ
う
と
し
た
枚
乃
湖
（
比
良
の
港
）
は
、
琵
琶
湖
西
岸
・
近

江
国
滋
賀
郡
に
所
在
す
る
（
現
志
賀
町
北
比
良
・
南
比
良
）。
近
江
八
景
に
数
え
ら

れ
る
比
良
山
の
麓
で
あ
り
、
同
山
系
を
水
源
と
し
琵
琶
湖
へ
注
ぐ
比
良
川
の
河
口
近

く
に
は
現
在
で
も
南
小
松
港
が
あ
る
。
同
港
と
比
良
川
の
間
に
は
内
湖
小
松
沼
が
あ

り
、
同
沼
は
比
良
川
河
口
か
ら
延
び
る
砂
州
に
よ
っ
て
琵
琶
湖
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い

る
（
図
１
参
照
）。
現
在
そ
の
河
口
は
暗
渠
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
同
川
の
排

出
す
る
砂
礫
が
堆
積
し
て
砂
丘
を
な
し
て
い
る
た
め
で
、
も
し
暗
渠
と
し
な
け
れ
ば
、

堆
積
し
た
砂
礫
に
よ
り
河
水
の
琵
琶
湖
へ
の
流
出
が
妨
げ
ら
れ
て
、
砂
州
の
後
背
に

潟
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

国
土
地
理
院
の
土
地
条
件
図
に
よ
れ
ば
、
比
良
川
河
口
部
か
ら
南
小
松
港
に
か
け

て
の
内
陸
部
に
は
、
広
い
後
背
湿
地
・
湖
岸
平
野
が
存
在
す
る
。
こ
の
現
況
か
ら
、

比
良
川
の
河
口
は
潟
を
な
し
て
北
へ
広
が
り
、
砂
丘
列
の
何
処
か
を
切
っ
て
河
口
と

な
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
（
図
１
）。
南
小
松
沼
は
そ
の
残
存
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
南
小
松
港
が
比
良
川
河
口
の
名
残
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
比
良
の

湖
と
は
こ
の
比
良
川
河
口
の
潟
で
あ
り
、
そ
こ
が
泊
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考

え
て
ま
ち
が
い
な
い
。

　

こ
の
他
、

　

万
葉
集
巻
第
三　

二
五
三　

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
覊
旅
歌
八
首

［内海としての紀伊水道］……菱沼一憲

図 1　比良の港周辺図
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稲
目
野
毛　

去
過
勝
尓　

思
有
者　

心
恋
敷　

可
古
能
島
所
見
一
云
湖
見

（
稲
目
野
も　

行
き
過
ぎ
か
て
に　

思
へ
れ
ば　

心
恋
し
き　

可
古
の
島
見
ゆ
一
に
は

水
門
み
ゆ
）

前
掲
『
萬
葉
集
釋
注
二
』
よ
り

と
あ
り
、
湖
を
「
ミ
ト
・
ミ
ナ
ト
」
と
訓
む
例
が
指
摘
で
き
�

　

「
湖
」
は
中
国
の
古
字
書
『
説
文
解
字
』
に
は
「
大
陂
也
」
と
あ
り
、「
大
き
な

池
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
を
日
本
で
は
「
ミ
ト
・
ミ
ナ
ト
」
と
訓
み
、
河
口
の
意
味

に
宛
て
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
河
口
に
で
き
た
大
き
な
池
が
湖
で
あ
り
、
そ
こ

は
港
湾
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
「
ミ
ト
・
ミ
ナ
ト
」
は
、

水
上
で
人
々
が
集
合
す
る
場
所
＝
「
湊
」（『
倭
名
類
聚
抄
』「
水
上
人
所
C

会
」）
が

宛
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
令
集
解
に
「
津
謂
泊
C

船
処
」
と
あ
る
「
津
」
と
も
混

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
河
口
に
形
成
さ
れ
た
潟
湖
に
つ
き
額
田
雅

�
、
日
本
列
島
に
お
け
る

主
要
な
も
の
四
五
例
程
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
砂
質
海

岸
は
総
海
岸
距
離
の
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
及
ぶ
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
河
川
が
注
げ
ば

潟
湖
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
わ
け
で
、
小
規
模
な
も
の
を
含
め
れ
ば
膨
大

な
数
に
な
る
だ
ろ
う
（
前
掲
南
小
松
沼
な
ど
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
）。
ま
た
歴
史

時
代
に
お
い
て
も
古
墳
海
進
・
古
代
海
進
・
中
世
海
退
・
江
戸
海
退
な
ど
の
海
面
変

化
が
あ
り
、
臨
海
に
位
置
す
る
潟
湖
は
そ
の
影
響
を
最
も
受
け
や
す
く
、
拡
大
・
縮

小
、
出
現
・
消
滅
を
繰
り
返
す
不
安
定
な
存
在
で
あ
っ
て
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
近
世
以
降
の
大
規
模
な
潟
湖
の
干
拓
と
は
、
そ
う
し
た
自
然
環
境
の
不
安

定
さ
の
根
本
的
な
解
決
を
目
指
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
交
通
環
境
に
お
い
て
潟
湖
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き

い
。
と
く
に
日
本
海
沿
岸
で
は
、
強
い
北
西
季
節
風
に
あ
お
ら
れ
て
海
岸
砂
丘
が
で

き
や
す
く
、
そ
の
た
め
潟
湖
の
発
達
も
盛
ん
で
あ
る
。
出
羽
の
十
三
湊
、
越
後
の
磐

船
潟
・
紫
雲
寺
（
塩
津
）
潟
・
福
島
潟
、
加
賀
の
河
北
潟
、
出
雲
の
宍
道
湖
な
ど
大

規
模
な
潟
湖
の
存
在
が
知
ら
れ
、
そ
の
幾
つ
か
は
か
ろ
う
じ
て
現
存
し
て
い
る
。
大

（
３
）

る
。

（
４
）

裕
は

規
模
な
干
拓
が
行
な
わ
れ
る
以
前
に
は
、
そ
う
し
た
潟
湖
と
河
川
を
つ
な
い
だ
内
陸

交
通
シ
ス
テ
ム
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
田
村
裕
・
小
林
昌
二
ら
に
よ
り
「
潟

湖
河
川
交
通
」
と
概
念
化
さ
れ
て
い
�

　

同
様
に
太
平
洋
岸
で
は
青
山
宏
夫
が
下
総
の
椿
海
を
と
り
あ
げ
、
近
世
に
干
拓
さ

れ
た
椿
海
が
太
平
洋
岸
の
航
路
と
し
て
最
大
の
難
所
の
一
つ
で
あ
る
銚
子
沖
を
回
避

し
て
太
平
洋
と
常
陸
川
・
香
取
海
を
つ
な
ぐ
、
内
陸
水
路
の
中
継
地
と
し
て
機
能
し

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
�

　

ま
た
東
シ
ナ
海
に
注
ぐ
万
之
瀬
川
下
流
域
に
所
在
す
る
鹿
児
島
県
の
持
躰
松
遺
跡

は
、
輸
入
陶
器
が
大
量
出
土
し
海
外
貿
易
の
重
要
中
継
地
と
し
て
の
性
格
が
明
ら
か

と
な
っ

�
同
遺
跡
に
つ
き
市
村
高
男
は
、
か
つ
て
万
之
瀬
川
河
口
の
潟
湖
に
面
し

て
お
り
、
こ
の
潟
湖
が
地
域
の
流
通
・
政
治
の
中
軸
を
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
提
起
し
て
い

�
同
遺
跡
と
同
川
に
沿
っ
た
周
辺
遺
跡
か
ら
は
、
常
滑
焼
・
備
前

焼
・
東
播
磨
系
須
恵
器
・
畿
内
型
瓦
器
椀
な
ど
国
内
広
域
流
通
品
も
多
数
出
土
し
、

さ
ら
に
は
南
島
か
ら
の
交
易
品
で
あ
る
カ
ム
ィ
ヤ
キ
も
出
土
し
て
お
り
国
内
流
通
に

お
け
る
重
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
�

　

持
躰
松
遺
跡
の
出
土
品
は
、
一
一
世
紀
後
半
〜
一
三
世
紀
前
半
に
か
け
て
は
輸
入

陶
器
が
圧
倒
的
だ
が
、
一
三
世
紀
後
半
に
な
る
と
東
播
系
須
恵
器
・
常
滑
焼
な
ど
国

内
流
通
品
や
在
地
系
流
通
品
が
多
く
な
り
多
様
化
す

�
こ
う
し
た
出
土
品
の
変
化

は
交
易
圏
の
変
化
に
起
因
す
る
も
の
で
、
海
外
―
畿
内
―
東
海
―
近
隣
地
域
と
い
っ

た
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
性
化
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

網
野
善
彦
は
、
鎌
倉
前
期
か
ら
「
日
本
を
一
周
す
る
廻
船
ル
ー
ト
」
が
成
立
し
て
い

た
こ
と
を
提
起

�
こ
の
網
野
の
提
起
に
つ
き
市
村
高
男
は
、
津
軽
海
峡
を
挟
ん
だ

北
の
内
海
、
霞
ケ
浦
・
東
京
湾
・
利
根
川
な
ど
を
媒
介
と
す
る
東
の
内
海
、
伊
勢
湾

の
濃
尾
の
内
海
、
能
登
半
島
周
辺
、
敦
賀
湾
周
辺
の
若
越
の
内
海
と
い
っ
た
地
域
流

通
圏
が
存
在
し
、
そ
れ
が
瀬
戸
内
海
・
東
太
平
洋
・
西
日
本
海
・
東
シ
ナ
海
沿
海
と

い
っ
た
広
域
航
海
圏
に
よ
っ
て
む
す
ば
れ
て
い
た
と
し
て
具
体
化
を
試
み
て
い
�

　

内
海
と
潟
湖
と
の
関
係
に
つ
い
て
伊
勢
湾
を
素
材
と
し
て
検
討
し
て
い
る
の
が
伊

（
５
）

る
。

（
６
）

る
。

（
７
）

た
。

（
８
）

る
。

（
９
）

る
。

（　

）
１０る
。

（　

）
１１し
、

（　

）
１２る
。
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藤
裕
偉
で
あ
る
。
氏
は
同
湾
の
西
側
、
す
な
わ
ち
伊
勢
の
海
岸
沿
い
に
点
々
と
潟
湖

が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
を
む
す
ん
だ
海
上
交
通
網
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
交

通
網
の
中
核
地
と
し
て
大
湊
・
桑
名
と
並
ん
で
安
濃
津
が
あ
げ
ら
れ
、
同
津
は
雲
出

川
・
岩
田
川
か
ら
の
土
砂
堆
積
に
よ
り
封
じ
ら
れ
た
潟
湖
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

湊
と
し
て
の
機
能
の
始
ま
り
が
、
一
一
〜
一
二
世
紀
に
か
け
て
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
同
氏
に
よ
れ
ば
、
安
濃
津
は
伊
勢
内
海
地
域
の
流
通
体
系

に
お
い
て
、
物
資
の
集
荷
地
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
お
り
、
伊
勢
湾
沿
岸
部
を
中

心
と
し
た
地
域
に
限
定
し
て
流
通
し
た
狭
域
流
通
陶
器
で
あ
る
山
茶
碗
は
、
知
多
半

島
な
ど
伊
勢
湾
の
対
岸
で
生
産
さ
れ
そ
の
ま
ま
安
濃
津
に
搬
入
さ
れ
、
不
良
品
を
除

く
な
ど
同
地
で
商
品
化
さ
れ
て
周
辺
各
地
へ
分
散
出
荷
さ
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
は
、

同
津
は
外
港
で
あ
る
大
湊
や
、
東
海
道
に
接
続
す
る
桑
名
な
ど
と
連
携
し
つ
つ
、
畿

内
・
京
都
と
東
国
と
の
交
易
の
中
継
地
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
す
�

　

伊
勢
湾
に
お
い
て
は
、
湾
内
潟
湖
の
連
携
に
よ
り
地
域
流
通
圏
が
構
成
さ
れ
、
さ

ら
に
太
平
洋
を
介
し
て
畿
内
近
国
や
東
国
の
地
域
流
通
圏
と
む
す
び
つ
く
の
で
あ
っ

て
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
潟
湖
が
陸
地
と
海
洋
の
接
点
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
外
洋
を

含
ん
だ
広
域
の
水
上
流
通
構
造
が
積
み
上
げ
ら
れ
る
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
潟
湖
―
内
海
―
外
洋
と
い
う
構
造
は
伊
勢
だ
け
で
な
く
、
瀬
戸
内
海
・

琵
琶
湖
・
津
軽
海
峡
な
ど
を
内
海
と
措
定
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
こ
う
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
も
内
海
―
広
域
流
通
と
い
う
視
点
で

の
検
討
は
充
実
し
て
い
て
も
、
内
海
の
構
成
単
位
に
あ
た
る
潟
湖
か
ら
説
き
お
こ
し

た
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

潟
湖
は
既
述
し
て
き
た
よ
う
に
海
と
川
の
結
節
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
陸
と
海
と
の

つ
な
ぎ
め
で
あ
る
。
伊
藤
の
明
ら
か
に
し
た
山
茶
碗
の
生
産
・
運
送
・
集
荷
・
消
費

の
構
造
の
よ
う
に
、
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
経
済
構
造
を
具
体
化
す
る
た
め
に
は
、

よ
り
ミ
ニ
マ
ム
な
流
通
細
胞
で
あ
る
潟
湖
か
ら
説
き
起
こ
し
て
潟
湖
―
内
海
―
広
域

流
通
と
い
う
構
造
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
次
章
で
は
紀
伊
水
道
を
内
海
と
措
定
し

て
「
潟
湖
―
内
海
―
広
域
流
通
」
構
造
を
具
体
化
し
て
み
た
い
。

（　

）
１３る
。

笆
内
海
と
し
て
の
紀
伊
水
道
〜
そ
の
政
治
的
・
軍
事
的
動
向
か
ら

　

平
家
物
語
に
は
源
平
内
乱
期
に
お
け
る
紀
伊
水
道
周
辺
の
動
向
に
関
わ
る
興
味
深

い
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
旦
は
都
落
ち
し
九
州
ま
で
逃
れ
た
平

家
で
あ
っ
た
が
、
寿
永
二
年
末
に
は
、
再
び
勢
い
を
取
り
戻
す
と
、
摂
津
一
ノ
谷
に

進
出
し
城
郭
を
構
え
京
都
へ
の
復
帰
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
平
家
の

家
人
で
あ
っ
た
讃
岐
在
庁
以
下
は
、
平
家
が
摂
津
に
本
拠
を
移
し
た
隙
を
つ
い
て
造

反
し
、
船
を
仕
立
て
て
備
前
下
津
井
（
岡
山
県
倉
敷
市
）
へ
渡
る
。
こ
れ
を
察
知
し

た
平
家
の
攻
撃
を
受
け
、
造
反
軍
は
淡
路
国
福
浦
（
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
）
へ
と
転

じ
、
同
国
に
居
た
源
為
義
の
孫
、
掃
部
冠
者
（
頼
仲
息
）・
淡
路
冠
者
（
頼
賢
息
）

を
大
将
に
迎
え
再
挙
を
試
み
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
平
家
の
追
撃
を
受
け
て
両
大
将

［内海としての紀伊水道］……菱沼一憲

図 2　紀伊水道図
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を
失
い
、
在
庁
以
下
一
三
二
人
が
討
た
れ
た
。
淡
路
国
住
人
阿
万
六
郎
宗
益
も
ま
た

源
氏
に
与
同
し
て
京
都
を
目
指
し
た
が
、
こ
れ
を
知
っ
た
平
教
経
に
西
宮
沖
で
捕
捉

さ
れ
、
宗
益
は
河
尻
へ
の
進
入
を
あ
き
ら
め
て
紀
伊
を
め
ざ
し
て
逃
亡
す
る
。
宗
益

の
与
党
紀
伊
国
の
住
人
園
部
兵
衛
尉
重
茂
は
、
宗
益
が
和
泉
国
深
日
・
田
（
谷
）
川

（
大
阪
府
岬
町
）
に
着
い
た
こ
と
を
聞
き
合
流
し
た
が
、
教
経
は
紀
伊
へ
上
陸
す
る

と
こ
れ
を
散
々
に
打
ち
散
ら
し
た
と
い
う
。
ま
た
同
じ
く
平
家
に
背
い
た
伊
予
の
河

野
道
信
を
攻
撃
す
る
際
に
は
、
平
通
盛
・
教
経
が
二
手
に
別
れ
て
四
国
へ
上
陸
し
、

通
盛
は
阿
波
花
園
（
徳
島
市
）
へ
、
教
経
は
讃
岐
屋
島
へ
と
向
か
っ
て
い
る
（
以
上
、

延
慶
本
に
よ
る
）。

　

こ
れ
は
「
六
箇
度
合
戦
」
と
称
さ
れ
る
章
段
で
、
平
家
一
族
中
で
最
も
武
勇
の
人

と
さ
れ
た
教
経
を
賞
揚
す
る
た
め
に
挿
入
さ
れ
た
物
語
群
と
さ
れ

�
六
箇
度
合
戦

に
は
平
家
に
背
い
た
讃
岐
在
庁
・
淡
路
阿
万
（
安
摩
）
宗
益
・
淡
路
国
住
人
・
河
野

通
信
・
園
部
重
茂
ら
が
登
場
す
る
。
讃
岐
在
庁
は
平
家
の
家
人
と
明
記
さ
れ
て
い
る

が
、
他
の
人
々
も
そ
れ
ぞ
れ
本
来
は
平
家
の
支
配
下
に
あ
っ
た
も
の
が
、
平
家
の
斜

陽
を
み
て
源
氏
方
へ
寝
返
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
吾
妻
鏡
元
暦
元
年
九
月
十
九
日
条
に

も
、
平
家
に
背
き
源
氏
方
に
味
方
し
た
讃
岐
国
御
家
人
交
名
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

同
時
期
に
讃
岐
国
で
反
平
家
的
な
高
ま
り
が
起
こ
っ
て
い
た
事
が
確
認
で
き
、
六
箇

度
合
戦
が
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
実
際
に
あ
っ
た
合
戦
・
人
々
の
動
き

が
そ
の
元
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
点
、
田
中
稔
「
讃
岐
国
御
家

人
に
つ
い
て
」〔『
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
初
出
六

七
年
〕
で
は
、
交
名
の
検
討
を
行
っ
て
お
り
、
交
名
の
一
四
人
個
々
に
検
討
し
た
結

果
、
彼
ら
は
讃
岐
国
西
半
諸
郡
を
本
拠
地
と
す
る
国
衙
機
構
中
枢
の
人
々
、
及
び
そ

れ
に
近
し
い
有
力
豪
族
で
あ
り
、
平
家
物
語
に
い
う
「
讃
岐
国
在
庁
」
に
相
当
す
る

も
の
と
想
定
し
て
い
る
。

　

河
内
祥
輔
・
上
杉
和
彦
は
、
土
佐
に
お
け
る
義
朝
息
希
義
の
挙
兵
の
失
敗
と
そ
の

後
見
夜
須
行
宗
の
紀
伊
逃
走
を
頼
朝
の
石
橋
山
の
合
戦
の
敗
北
と
安
房
逃
亡
に
み
た

て
て
、
土
佐
・
紀
伊
を
拠
点
と
す
る
源
氏
の
「
一
大
支
配
圏
」
成
立
の
可
能
性
を
説

（　

）
１４る
。

�

内
乱
の
性
質
を
考
え
る
上
で
、
興
味
深
い
想
定
で
あ
り
、
こ
う
し
た
議
論
で
ゆ

け
ば
、
六
箇
度
合
戦
に
み
え
る
紀
伊
水
道
・
瀬
戸
内
海
地
域
勢
力
の
反
平
家
連
合
に

も
、
そ
う
し
た
地
域
権
力
体
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
が
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

も
し
源
為
義
の
孫
掃
部
冠
者
・
阿
波
冠
者
を
か
つ
い
だ
讃
岐
在
庁
・
阿
波
住
人
勢
力

が
平
家
軍
の
攻
撃
に
耐
え
、
紀
伊
の
熊
野
・
源
行
家
、
土
佐
の
希
義
、
伊
予
の
河
野
、

和
泉
の
石
川
源
氏
な
ど
の
勢
力
と
の
連
合
が
な
れ
ば
、
東
国
の
頼
朝
政
権
同
様
の
権

力
体
に
発
展
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
紀
伊
水
道
・
瀬
戸
内
海
の

在
庁
・
住
人
等
は
、
中
央
権
力
に
対
抗
し
独
自
の
政
治
的
な
主
張
を
な
し
、
そ
れ
に

基
づ
く
軍
事
行
動
を
連
動
し
て
行
な
い
得
る
地
域
関
係
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
点

が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

淡
路
の
住
人
阿
万
宗
益
は
、
延
慶
本
・
源
平
盛
衰
記
な
ど
で
の
表
記
で
あ
り
、
覚

一
本
で
は
忠
景
と
表
記
さ
れ
る
な
ど
、
実
名
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
し

尊
卑
分
脈 
紀
氏
系
図
に
は
、

と
あ
り
、
こ
こ
に
み
え
る
安
万
氏
と
関
係
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ

�
六
箇
度
合
戦

で
は
阿
万
宗
益
と
淡
路
住
人
の
行
動
を
分
け
て
記
す
が
、
一
連
の
反
平
家
運
動
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
淡
路
住
人
・
阿
万
宗
益
は
、
讃
岐
在
庁
等
と
連
動
し
て
源
氏
嫡

流
を
た
て
て
反
平
家
に
挙
兵
し
、
敗
北
す
る
と
和
泉
へ
逃
れ
て
紀
伊
の
園
部
氏
と
合

流
す
る
と
い
う
瀬
戸
内
海
・
紀
伊
水
道
を
媒
介
と
し
た
人
的
な
つ
な
が
り
を
も
ち
、

そ
の
水
域
を
自
在
に
往
来
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

阿
万
氏
の
名
字
の
地
、
阿
万
庄
に
つ
き
淡
路
国
大
田
文
〔
下
野
皆
川
文
書
『
鎌
倉

遺
文
』
三
〇
八
八
〕
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（　

）
１５く
。

（　

）
１６り
、
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「
得
長
寿
院
并
八
幡
宮
領
」

　

阿
万
庄
前
地
頭
兵
衛
尉
以
忠
〈
国
御
家
人
〉、
新
地
頭
木
村
太
郎

　
　

田
百
三
丁
本
庄
百
丁　

沼
嶋
三
丁

　
　

畠

　
　

浦
二
所

　
　

諭
鶴
羽
御
山
一
所
熊
野
権
現
本
山

　

同
大
田
文
は
北
条
泰
時
の
命
に
よ
り
幕
府
側
が
作
成
し
承
久
以
後
建
武
年
間
に
い

た
る
ま
で
淡
路
守
護
職
を
相
伝
し
た
長
沼
氏
の
後
裔
で
あ
る
皆
川
氏
に
伝
え
ら
れ
た

も
の
と
理
解
さ
れ
て
い

�
承
久
の
乱
時
の
守
護
は
佐
々
木
高
経
で
あ
り
、
淡
路
・

阿
波
・
土
佐
三
ヶ
国
の
守
護
を
兼
任
し
て
い
た
。
し
か
し
同
乱
に
お
い
て
京
方
に
与

し
た
た
め
罷
免
さ
れ
、
淡
路
守
護
に
は
長
沼
宗
政
が
補
任
さ
れ
た
。
大
田
文
に
よ
れ

ば
、
一
二
名
も
の
淡
路
国
御
家
人
が
改
易
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
経
高
が
大
番
役
と

し
て
国
御
家
人
を
率
い
て
在
京
し
て
い
た
際
に
乱
が
勃
発
し
た
こ
と
に
よ
る
ら
し

�
　

国
御
家
人
前
地
頭
以
忠
も
、
そ
う
し
た
事
情
で
改
易
さ
れ
た
一
人
で
あ
ろ
う
。
国

御
家
人
と
は
鎌
倉
中
・
在
京
御
家
人
に
対
す
る
区
別
で
あ
り
、
淡
路
国
の
在
来
武
士

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
す
れ
ば
、
前
掲
の
平
家
物
語
・
尊
卑
分
脈
に
み
え
る

阿
万
（
安
万
）
氏
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

大
田
文
に
戻
る
と
、
阿
万
庄
の
田
百
三
丁
の
う
ち
に
「
沼
嶋
三
丁
」
が
含
ま
れ
、

ま
た
「
浦
二
所
」「
諭
鶴
羽
山
一
所
熊
野
権
現
本
山
」
が
付
属
さ
れ
て
い
る
。
沼
嶋

（
ぬ
し
ま
）
は
淡
路
島
の
紀
伊
水
道
沖
に
浮
か
ぶ
小
島
で
あ
り
、
土
佐
日
記
に
も
そ

の
名
が
み
え
る
。
す
な
わ
ち
土
佐
か
ら
の
帰
京
の
船
路
に
あ
た
り
、
海
賊
の
襲
撃
を

恐
れ
た
紀
貫
之
一
行
は
、「
海
賊
は
夜
歩
き
」
は
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
夜
中

に
土
佐
の
泊
（
徳
島
県
鳴
門
市
）
を
出
港
し
て
鳴
門
海
峡
を
渡
り
、
寅
卯
の
時
（
朝

五
時
頃
）
に
沼
島
を
通
過
し
て
和
泉
へ
至
っ
て
い
る
。
沼
島
は
古
代
か
ら
南
海
道
の

船
路
に
お
け
る
重
要
な
目
印
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

時
代
が
降
っ
て
南
北
朝
期
、
暦
応
三
（
一
三
四
〇
）
年
四
月
一
日
、
脇
屋
義
助

（　

）
１７る
。

（　

）
１８い
。

（
新
田
義
貞
の
弟
）
は
、
後
醍
醐
天
皇
か
ら
四
国
西
国
の
大
将
に
任
じ
ら
れ
「
四
国

ノ
通
路
」
を
開
く
べ
き
使
命
を
帯
び
て
四
国
に
向
か
う
。
ま
ず
田
辺
で
熊
野
新
宮
別

当
湛
誉
・
湯
浅
入
道
定
仏
ら
の
協
力
を
得
て
熊
野
人
と
と
も
に
兵
船
三
〇
〇
余
艘
に

て
「
淡
路
ノ
武
（
沼
）
島
」
へ
送
ら
れ
る
。
沼
島
で
は
「
安
間
・
志
知
・
小
笠
原
ノ

一
族
共
」
が
南
朝
方
と
し
て
城
を
構
え
て
い
た
の
で
、
酒
宴
を
尽
く
し
三
〇
〇
余
艘

に
て
備
前
児
島
へ
と
送
迎
さ
れ
、
や
が
て
四
国
に
渡
っ
て
「
悉
一
統
」
す
る
こ
と
に

成
功
し
た
と
い
う
〔
以
上
、
太
平
記
巻
二
二
〕。

　

こ
こ
で
沼
島
に
城
を
構
え
た
「
安
間
」
と
は
阿
万
氏
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
観

応
元
（
一
三
五
〇
）
年
六
月
三
日
足
利
義
詮
書
下
を
も
っ
て
「
淡
路
国
沼
島
以
下
海

賊
」
の
討
伐
が
安
宅
一
族
中
に
命
じ
ら
れ
て
お
り
〔
安
宅
文
書
『
大
日
本
史
料
』
六
編

一
三
〕、
南
朝
方
と
し
て
沼
島
を
拠
点
す
る
海
賊
勢
力
の
活
動
が
う
か
が
え
る
。
ま

た
大
田
文
で
阿
万
庄
内
と
さ
れ
る
「
諭
鶴
羽
山
一
所
熊
野
権
現
本
山
」
は
、
淡
路
島

の
最
高
峰
に
し
て
諭
鶴
羽
山
（
ゆ
ず
る
は
）
は
沼
島
を
臨
む
場
所
に
あ
た
り
、
山
頂

に
程
近
い
南
麓
に
鎮
座
す
る
諭
鶴
羽
山
神
社
は
「
熊
野
権
現
本
山
」
と
あ
る
よ
う
に
、

熊
野
信
仰
に
関
わ
る
神
社
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
阿
万
氏
と
熊
野
勢
力
と
の
深
い
つ
な

が
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

沼
島
で
義
助
を
迎
え
児
島
へ
送
っ
た
の
は
「
安
間
・
志
知
・
小
笠
原
ノ
一
族
」
で

あ
る
。
志
知
は
淡
路
三
原
郡
西
神
代
郷
内
に
比
定
さ
れ
、
小
笠
原
は
承
久
の
乱
後
、

阿
波
守
護
と
し
て
入
部
し
た
阿
波
小
笠
原
氏
で
あ
る
。
こ
の
三
氏
は
つ
な
が
り
が
深

い
ら
し
く
、
延
元
元
（
一
三
三
六
）
年
六
月
の
足
利
軍
と
後
醍
醐
天
皇
軍
と
の
京
都

争
奪
戦
で
も
「
阿
波
・
淡
路
ヨ
リ
安
間
・
志
知
・
小
笠
原
ノ
人
々
、
三
千
余
騎
」〔
太

平
記
巻
一
七
〕
が
天
皇
方
へ
参
じ
る
な
ど
行
動
を
共
に
し
て
い
る
。

　

志
知
（
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
）
は
阿
万
の
北
西
五
キ
ロ
程
の
と
こ
ろ
で
、
大
田
文

の
西
神
代
郷
に
は
「
志
知
此
内
也
、
但
右
馬
允
一
在
庁
屋
敷
也
、
此
外
国
中
無
二

志

知
庄
一

也
」
と
の
注
記
が
あ
り
、
同
郷
内
に
志
知
が
所
在
し
、
そ
こ
は
一
の
在
庁
た

る
右
馬
允
の
屋
敷
地
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
田
文
の
末
尾
の
在
庁
等
の
連
署
中
に

「
右
馬
允
藤
原
朝
臣
」
が
み
え
、
志
知
に
屋
敷
を
構
え
る
一
番
の
在
庁
右
馬
允
藤
原

［内海としての紀伊水道］……菱沼一憲
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朝
臣
が
、
南
北
朝
期
に
活
躍
す
る
志
知
氏
の
先
祖
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
大
田
文

の
奥
に
は
、
国
衙
領
は
当
任
検
注
の
員
数
、
庄
田
は
根
本
文
書
に
基
づ
い
て
い
る
旨

の
貞
応
二
（
一
二
二
三
）
年
四
月
三
十
日
起
請
文
が
付
さ
れ
、
在
庁
等
四
人
が
署
名

し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
最
も
奥
に
署
名
し
て
い
る
の
が
志
知
氏
・
右
馬
允
で
あ

る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
志
知
氏
は
在
庁
の
筆
頭
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

南
北
朝
期
の
安
間
氏
と
源
平
内
乱
期
の
阿
万
氏
の
関
係
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う

に
、
阿
万
氏
は
国
御
家
人
と
し
て
一
旦
は
幕
府
に
属
し
た
も
の
の
、
承
久
の
乱
で
守

護
佐
々
木
経
高
に
従
っ
て
京
方
に
与
し
た
た
め
本
領
が
没
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点

か
ら
す
れ
ば
南
北
朝
期
の
安
間
氏
と
は
別
系
統
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

尊
卑
分
脈
に
お
け
る
忠
景
の
子
忠
高
に
は
「
西
園
寺
家
侍
」、
そ
の
子
範
忠
に
は

「
同
家
侍
左
門
尉
」
と
あ
る
点
に
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

西
園
寺
家
は
武
家
伝
奏
の
家
と
し
て
公
武
双
方
の
重
鎮
で
あ
り
、
こ
と
に
瀬
戸
内

海
交
通
の
要
衝
を
所
領
と
し
て
獲
得
し
、
淀
河
東
西
市
場
在
家
人
を
支
配
す
る
豊
田

氏
を
配
下
に
お
く
な
ど
、
海
上
交
通
支
配
に
強
く
執
着
し
て
い
た
こ
と
が
網
野
善
彦

に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

�
も
ち
ろ
ん
承
久
の
乱
で
も
幕
府
方
で
あ
っ
た
西
園

寺
家
で
あ
る
か
ら
、
阿
万
氏
が
そ
の
侍
と
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
承
久
の
乱
で
の

ダ
メ
ー
ジ
を
乗
り
越
え
て
生
き
延
び
た
可
能
性
は
充
分
に
考
え
得
る
。

　

河
野
氏
も
熊
野
別
当
家
も
承
久
京
方
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
後
、
復
活

を
遂
げ
て
お
り
、
ま
た
西
遷
御
家
人
の
場
合
、
原
則
と
し
て
東
国
の
本
貫
地
を
名
字

と
し
て
使
用
し
つ
づ
け
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
も
源
平
内
乱
期
の
阿
万
氏
と
、
南
北

朝
期
の
安
間
氏
は
同
系
統
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

六
箇
度
合
戦
で
阿
万
宗
益
は
上
洛
す
る
の
を
諦
め
て
、
紀
伊
国
境
近
く
の
和
泉
国

深
日
・
谷
川
に
落
ち
延
び
る
が
、
こ
こ
で
紀
伊
国
の
住
人
園
部
重
茂
の
応
援
を
得
て

い
る
。
こ
う
し
た
阿
万
氏
と
紀
伊
の
関
係
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
の
は
、
尊
卑
分

脈
に
み
え
る
紀
姓
阿
万
氏
が
、
紀
伊
一
宮
の
日
前
神
社
を
奉
っ
た
紀
国
造
家
と
近
い

一
族
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
社
は
紀
ノ
川
河
口
域
に
大
規
模
な
神
領
を
有
し
、
和

歌
浦
を
中
心
と
し
た
海
岸
部
を
支
配
し

�
源
平
内
乱
期
に
あ
た
る
阿
万
忠
景
か
ら

（　

）
１９る
。

（　

）
２０た
。

九
代
遡
っ
た
紀
淑
光
（
天
慶
二
（
九
三
九
）
年
卒
）
か
ら
の
分
れ
と
な
る
が
、
阿
万

氏
と
紀
伊
勢
力
の
関
係
は
、
古
代
以
来
、
紀
伊
国
に
勢
力
を
保
持
し
て
い
る
紀
伊
国

造
氏
と
、
紀
伊
水
道
を
挟
ん
で
向
い
合
う
淡
路
の
紀
姓
阿
万
氏
が
、
中
世
に
い
た
っ

て
も
近
し
い
関
係
を
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

南
北
朝
期
に
は
淡
路
の
志
知
・
阿
万
氏
、
阿
波
の
小
笠
原
氏
、
紀
伊
の
熊
野
と
い

う
紀
伊
水
道
沿
岸
地
域
の
勢
力
が
こ
ぞ
っ
て
南
朝
方
と
し
て
活
動
す
る
。
こ
う
し
た

政
治
的
・
軍
事
的
な
む
す
び
つ
き
は
、
紀
伊
水
道
を
内
海
と
し
て
利
用
す
る
内
海
地

域
社
会
の
存
在
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
伊
水
道
東

岸
・
西
岸
の
海
路
・
和
泉
か
ら
の
南
海
道
・
鳴
門
海
峡
か
ら
瀬
戸
内
海
へ
の
海
路
が

淡
路
島
南
岸
で
交
差
し
て
お
り
、
こ
こ
で
の
物
流
と
人
的
交
流
が
紀
伊
水
道
を
内
海

と
す
る
地
域
社
会
を
作
り
出
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
内
海
を
媒
介
と
す
る
地
域
社
会
は
古
代
よ
り
徐
々
に
構
築
さ
れ
て
ゆ
き
、

中
世
に
至
っ
て
独
自
の
政
治
的
・
軍
事
的
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ

う
し
た
地
域
社
会
の
中
世
に
お
け
る
到
達
点
と
し
て
、
紀
州
惣
国
一
揆
、
あ
る
い
は

戦
国
大
名
三
好
氏
を
見
据
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

笳
河
川
と
潟
湖
と
内
海

　

最
後
に
紀
伊
水
道
地
域
に
お
け
る
生
業
の
事
例
を
い
く
つ
か
提
示
し
な
が
ら
、
内

海
地
域
社
会
の
具
体
像
を
提
示
し
て
み
た
い
。

　

日
本
霊
異
記　

下
巻
第
二
五
〔『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
書
店
〕

大
海
に
漂
流
れ
敬
ひ
て
釈
迦
仏
の
名
を
称
へ
て
命
を
全
く
す
る
こ
と
を
得
る
縁

長
男
紀
臣
馬
養
は
、
紀
伊
国
安
諦
郡
吉
備
郷
（
有
田
郡
有
田
川
町
）
の
人
な
り
、

小
男
中
臣
連
祖
父
麿
は
、
同
じ
き
国
海
部
郡
浜
中
郷
（
海
部
郡
海
南
市
）
の
人

な
り
、
①
紀
万
侶
朝
臣
、
同
じ
き
国
日
高
の
潮
（
み
な
と
）
に
居
住
み
、
網
を

結
び
て
魚
を
捕
る
、
馬
養
と
祖
父
麿
と
二
人
傭
賃
（
ち
か
ら
つ
く
の
）
ひ
て
年

の
価
を
受
け
、
万
侶
朝
臣
に
従
ひ
て
昼
と
夜
と
を
論
（
あ
げ
つ
ら
）
は
ず
共
に
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駆
せ
使
わ
れ
て
網
を
引
き
て
魚
を
捕
る
。
白
壁
天
皇
の
世
の
宝
亀
六
（
七
七

五
）
年
乙
卯
の
夏
六
月
の
十
六
日
に
、
②
天
下
に
強
き
風
吹
き
、
暴
（
あ
ら
）

き
雨
降
る
、
潮
に
大
水
漲
（
た
た
）
へ
て
雑
の
木
流
出
づ
、
万
侶
朝
臣
、
駆
使

に
遣
り
て
、
流
木
を
取
ら
し
む
、
長
男
と
小
男
と
二
人
、
木
を
取
り
て
桴
を
編

み
、
同
じ
き
桴
に
乗
り
、
拒
み
逆
ひ
て
往
く
、
水
は
な
は
だ
荒
く
急
し
、
縄
絶

え
筏
解
け
て
潮
を
過
ぎ
海
に
入
る
、
二
人
お
の
お
の
一
の
木
を
得
て
乗
り
て
海

に
漂
流
る
、
二
人
知
ら
ず
し
て
、
た
だ
南
無
無
量
災
難
令
解
脱
釈
迦
牟
尼
仏
と

称
誦
（
と
な
）
へ
、
哭
（
な
）
き
叫
び
て
息
（
や
）
ま
ず
、
其
の
小
男
は
五
日

を
経
て
其
の
日
の
夕
の
時
に
淡
路
国
図
南
郡
（
津
名
郡
）
の
田
野
浦
の
塩
焼
く

人
の
住
む
処
に
僅
に
依
り
泊
（
は
）
つ
、
長
男
馬
養
は
、
後
に
六
日
の
寅
卯
時

に
、
同
じ
き
処
に
依
り
泊
つ
、

　

右
の
史
料
は
林
業
史
・
漁
業
史
・
海
上
交
通
史
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
複
合
的

状
況
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
伊
日
高
郡
の
住
人
紀

万
侶
に
雇
わ
れ
て
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
長
男
馬
養
と
小
男
祖
父
麿
は
、
万
侶
に
命

じ
ら
れ
、
嵐
に
よ
っ
て
増
水
し
た
潮
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
「
み
な
と
」

と
読
む
。
と
す
れ
ば
「
湖
」
の
誤
り
だ
ろ
う
）
で
流
出
し
た
雑
木
を
拾
い
、
そ
れ
を

筏
に
組
ん
で
輸
送
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
濁
流
に
の
ま
れ
て
海
へ
押
し
出
さ
れ
た

が
、
仏
の
加
護
に
よ
り
田
野
浦
（「
田
」
は
「
由
」
の
誤
り
で
、「
由
野
浦
（
ゆ
の
う

ら
）」
で
「
由
良
」
の
こ
と
か
）
に
漂
着
し
生
き
延
び
た
と
い
う
仏
教
説
話
で
あ
る
。

　

日
高
郡
内
某
所
の
河
口
の
潟
湖
に
は
、
洪
水
に
よ
り
流
木
が
溜
ま
り
、
漁
民
ら
は

そ
れ
を
集
め
て
筏
に
組
み
輸
送
す
る
と
い
っ
た
稼
ぎ
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
（
傍
線
②
）。
類
似
し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
天
文
五
（
一
五
三
六
）
年
四
月
二

十
七
日
、
鶴
岡
八
幡
宮
大
鳥
居
用
に
準
備
さ
れ
て
い
た
上
総
国
峰
上
（
千
葉
県
富
津

市
）
の
用
材
が
、
洪
水
に
よ
り
海
辺
ま
で
数
十
町
引
出
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ

�

こ
の
場
合
は
湊
川
か
ら
東
京
湾
へ
の
流
出
で
あ
る
が
、
本
来
は
「
数
千
人
之
夫
力
」

を
予
定
し
た
ら
し
く
、
そ
う
し
た
労
力
を
た
ち
ま
ち
無
用
に
す
る
自
然
の
力
の
大
き

さ
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
自
然
現
象
は
全
国
ど
こ
で
も
起
こ
り
得
る
も
の
で
、
こ

（　

）
２１る
。

れ
を
応
用
し
た
も
の
が
筏
に
よ
る
材
木
の
川
降
ろ
し
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
富
有
者
た
る
紀
万
侶
は
漁
民
を
周
辺
地
か
ら
雇
い
入
れ
、
潟
湖
近
く
に
居
住

し
て
大
規
模
に
漁
業
を
経
営
し
て
い
る
（
傍
線
①
）。
日
高
郡
内
の
高
野
山
領
南
部

庄
は
、
紀
伊
水
道
に
面
し
た
庄
園
で
南
部
川
が
庄
を
貫
通
し
て
紀
伊
水
道
に
注
い
で

お
り
、
日
本
霊
異
記
の
日
高
郡
内
某
所
に
似
た
環
境
に
あ
る
。
同
庄
の
鎌
倉
期
の
内

検
帳
・
名
寄
帳
等
に
み
え
る
人
名
を
整
理
し
た
綿
貫
友
子
に
よ
れ
ば
、
同
庄
内
の
百

姓
の
中
に
は
、
秋
津
（
田
辺
市
）・
糸
賀
（
有
田
市
）・
尾
崎
（
紀
の
川
市
）・
雑
賀

（
和
歌
山
市
）
な
ど
紀
伊
沿
岸
部
の
地
名
を
名
字
と
す
る
百
姓
が
多
々
み
ら
れ
、
彼

等
は
臨
海
地
域
か
ら
海
を
介
し
て
移
動
し
て
き
た
人
々
ら
し

�
中
世
に
お
い
て
も

沿
岸
地
域
で
は
海
の
生
業
を
契
機
と
す
る
人
間
の
移
動
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

日
本
霊
異
記
の
記
事
は
林
業
史
料
と
し
て
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
紀

伊
を
は
じ
め
と
す
る
阿
波
・
土
佐
と
い
っ
た
紀
伊
水
道
周
辺
国
は
木
材
の
産
出
地
と

し
て
有
名
で
あ
る
。
文
安
二
（
一
四
四
五
）
年
の
一
年
間
に
東
大
寺
の
管
理
し
て
い

た
兵
庫
北
関
へ
の
入
船
帳
簿
で
あ
る
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
か
ら
紀
伊
水
道
の
船
籍
に

よ
る
材
木
運
搬
の
状
況
を
表
示
す
る
な
ら
ば
次
表
の
如
く
で
あ
�

　

兵
庫
北
関
に
入
っ
た
紀
伊
水
道
の
木
材
船
は
、
淡
路
由
良
と
阿
波
の
那
賀
川
以
南

の
湊
に
限
定
さ
れ
、
紀
伊
沿
岸
、
及
び
阿
波
北
側
の
津
田
島
（
徳
島
市
）・
小
松
島

（
小
松
島
市
）
な
ど
中
世
の
主
要
湊
の
名
が
み
え
な
い
。
そ
れ
は
兵
庫
北
関
へ
の
入

船
を
記
録
し
た
と
い
う
入
船
納
帳
の
性
格
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
�

　

例
え
ば
、
鎌
倉
時
代
末
に
阿
波
国
生
夷
庄
（
勝
浦
郡
勝
浦
町
）
地
頭
は
、
熊
野
新

宮
祢
宜
高
実
が
小
松
島
津
で
材
木
を
請
け
取
っ
た
か
否
か
で
係
争
し
て
い
る
。
勝
浦

（　

）
２２い
。

（　

）
２３る
。（　

）
２４い
。

［内海としての紀伊水道］……菱沼一憲

《
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
の
紀
伊
水
道
船
籍
材
木（
単
位
石
）》

船
籍榑材

木

平
島七

三
五

一
、〇
九
五

橘四
三
〇

牟
岐

一
、六
八
〇

海
部

九
、四
四
〇

二
五
〇

宍
喰

二
、二
一
〇

由
良

（
淡
路
）

一
四
、一
〇
〇

一
、七
六
〇

甲
浦

（
土
佐
）

一
、二
〇
〇
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川
上
流
の
山
間
庄
園
で
あ
る
生
夷
庄
の
材
木
は
、
同
川
の
河
口
に
あ
た
る
小
松
島
津

（
図
３
）
か
ら
出
荷
さ
れ
て
お
り
、
那
賀
川
以
北
に
も
木
材
の
搬
出
港
が
あ
っ
た
こ

と
が
確
認
で
き
�

　

こ
の
時
期
の
同
庄
地
頭
は
上
野
国
の
御
家
人
新
田
岩
松
氏
で
あ

�
他
に
小
松
島

の
関
係
史
料
と
し
て
元
亨
四
（
一
三
二
四
）
年
四
月
二
十
七
日
経
家
請
文
が
あ
げ
ら

れ

�
こ
こ
で
経
家
は
、
勝
浦
新
庄
小
松
島
浦
船
の
定
紋
は
「
唐
梅
」
で
あ
り
、
ま

た
阿
波
国
海
賊
に
つ
い
て
見
知
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
報
告
す
る
旨
、
紀
伊
安
宅
氏
一

族
の
小
山
石
見
守
に
「
預
所
肥
後
守
経
家
」
と
署
名
し
て
返
答
し
て
い
る
。
新
田
岩

松
氏
で
幕
末
に
活
躍
し
た
人
物
と
し
て
新
田
経
家
が
お
り
、
勝
浦
新
庄
預
所
の
経
家

は
、
こ
の
経
家
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
経
家
が
い
か
な
る
経
緯
で
勝
浦
新
庄
の
預
所

の
職
を
得
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
新
田
氏
が
木
材
の
生
産
地
た
る
生
夷
庄
の
地
頭
職

と
、
そ
の
出
荷
地
で
あ
る
勝
浦
新
庄
預
所
職
を
得
て
小
松
島
津
を
お
さ
え
、
定
紋

「
唐
梅
」
の
船
を
支
配
下
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
勝
浦
庄
に
南
隣
し
て
春
日
社
領
富
田
庄
の
津
田
島
が
あ
る
。
富
田
庄
は
吉
野

川
河
口
の
南
助
任
保
と
勝
浦
川
河
口
に
位
置
す
る
津
田
島
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、

元
久
元
（
一
二
〇
四
）
年
九
月
日
の
立
庄
立
券
文
の
四
至
に
は
、

　
　

津
田
島

　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　

四
至
東
限
逢
中　

南
限
勝
浦
庄
堺

　
　
　
　
　
　

西
限
南
助
任
堺　

北
限
南
助
任
堺

　
　

�
示
在
所

　
　
　

壱
所
離（
南
）　

勝
浦
庄
堺
椎
崎
南
鼻

　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�　
　
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　

壱
所
震（
東
）  
依
C

為
二

海
中
一

不
C

打
C

之

　
　
　

壱
所
兌（
西
）　

依
C

為
二

当
庄
内
一

不
C

打
C

之

　
　
　

壱
所
坎（
北
）　

同
不
C

打
C

之

と
あ
�

同
史
料
に
よ
り
津
田
島
の
復
元
を
試
み
た
福
家
清
司
は
、
四
至
の
「
東
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�　
　
　
　 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

逢
中
」
は
、
�
示
在
所
「
壱
所
震（
東
）　
 
依
C

為
二

海
中
一

不
C

打
C

之
」
と
あ
る
の
で
、

「
逢
」
は
「
海
」
の
誤
り
で
あ
り
、
ま
た
同
立
券
文
の
南
助
任
村
の
四
至
に
は
「
東

限
津
田
西
江
并
北
海
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
津
田
島
と
南
助
任
は
海
と
江
に
よ
っ
て

（　

）
２５る
。

（　

）
２６り
、

（　

）
２７る
。

（　

）
２８る
。

隔
て
ら
れ
て
い
た
と
し
、
津
田
島
が
海
と
江
で
隔
て
ら
れ
た
島
で
あ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
�

　

同
庄
の
立
庄
に
あ
た
っ
て
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
京
官
人
大
江
泰
兼
で

あ
り
、
国
衙
領
南
助
任
保
・
津
田
島
を
本
領
主
粟
田
重
政
と
藤
原
親
家
か
ら
獲
得
し
、

摂
関
家
の
九
条
兼
実
の
力
添
え
を
得
て
春
日
社
へ
寄
進
・
立
庄
す
る
。
し
か
し
泰
兼

の
同
庄
経
営
は
国
領
へ
の
転
倒
や
、
春
日
社
へ
の
再
寄
進
な
ど
に
よ
り
危
機
に
陥
り
、

実
質
的
に
興
福
寺
が
直
務
支
配
を
行
な
う
よ
う
に
な
り
、
泰
兼
の
支
配
権
は
排
除
さ

れ
て
い
っ
�

　

こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
泰
兼
は
実
力
行
使
に
で
る
。
す
な
わ
ち
、
寛
喜
二
（
一

二
三
〇
）
年
正
月
、
興
福
寺
御
供
所
の
「
造
営
材
木
并
用
途
」
を
淀
津
に
お
い
て
押

し
取
り
、
さ
ら
に
は
阿
波
守
護
と
結
託
し
六
波
羅
探
題
の
問
状
を
得
る
と
多
数
を
率

い
て
庄
家
に
押
し
入
り
雑
掌
を
追
却
す
る
に
及
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
興
福
寺
側
は
、

そ
の
行
為
を
糾
弾
し
「
富
田
庄
并
津
田
島
神
人
百
姓
等
」
へ
、
泰
兼
の
使
者
へ
の
追

従
を
誡
め
、
寺
家
雑
掌
の
沙
汰
と
し
て
造
営
材
木
・
用
途
を
運
上
す
る
よ
う
命
じ
て

（　

）
２９る
。

（　

）
３０た
。
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い

�
造
営
材
木
・
用
途
が
富
田
庄
か
ら
南
都
へ
輸
送
さ
れ
て
お
り
、
泰
兼
は
そ
れ

を
淀
津
で
点
定
し
た
り
、
多
数
を
率
い
て
庄
家
に
押
し
入
っ
た
り
と
、
自
在
に
阿
波

―
畿
内
間
を
移
動
し
て
い
る
。

　

こ
れ
以
前
の
承
久
四
（
一
二
二
二
）
年
三
月
、
泰
兼
は
興
福
寺
へ
愁
状
を
捧
げ
、

自
身
が
い
か
に
春
日
社
の
た
め
に
守
護
・
国
衙
と
対
決
し
て
社
領
を
守
っ
て
き
た
か

を
訴
え
、
庄
内
神
人
百
姓
等
の
安
堵
と
上
分
米
の
勤
仕
、
つ
ま
り
は
所
務
の
復
旧
を

訴
え
て
い
る
。
そ
の
一
ヶ
条
に
は
、
国
衙
と
富
田
庄
春
日
社
神
人
と
の
抗
争
に
つ
き
、

国
衙
使
が
御
年
貢
上
分
米
を
押
し
取
っ
て
京
都
に
運
上
す
る
た
め
、
船
を
「
富
田
庄

之
内
津
」
に
付
け
た
と
こ
ろ
、
神
人
た
ち
が
抵
抗
し
た
た
め
、
国
衙
使
は
そ
れ
を
国

津
へ
回
漕
し
た
。
と
こ
ろ
が
神
人
ら
は
上
分
米
を
船
ご
と
奪
い
返
し
て
、
対
岸
の
興

福
寺
領
和
泉
国
谷
川
庄
へ
漕
ぎ
渡
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
船
は
後
日
、
国
衙

の
使
者
が
和
泉
よ
り
引
き
取
っ
て
い
る
。
こ
の
件
に
つ
き
泰
兼
は
、
神
人
等
申
状
を

も
っ
て
興
福
寺
に
注
進
し
、
ま
た
神
人
等
の
行
動
を
春
日
大
明
神
の
威
光
を
増
す
た

め
の
行
為
と
正
当
化
し
て
お
り
、
神
人
等
の
行
動
の
背
後
に
は
泰
兼
が
付
い
て
い
る

の
だ
ろ
�

　

国
衙
使
は
船
を
富
田
庄
の
内
津
か
ら
国
津
へ
移
し
、
神
人
は
そ
れ
を
和
泉
へ
と
渡

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
同
じ
船
の
移
動
で
あ
る
。
国
津
の
場
所
は
定
か
で
な
い
が
、

国
府
が
海
浜
か
ら
七
〜
八
キ
ロ
程
内
陸
に
あ
た
る
の
で
こ
の
付
近
と
想
定
さ
れ
る
。

内
乱
期
に
平
家
方
の
有
力
武
将
と
し
て
屋
島
に
御
所
を
造
っ
て
安
徳
の
御
座
所
と
な

し
た
阿
波
民
部
大
夫
成
良
の
屋
敷
は
桜
間
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
平
家
物
語
で
は
成
良

の
叔
父
と
し
て
「
桜
間
外
記
ノ
大
夫
良
遠
（
延
慶
本
巻
一
一
）」、
弟
と
し
て
「
桜
間

介
能
遠
（
覚
一
本
巻
一
一
）」
と
み
え
る
桜
間
は
桜
庭
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
前

述
の
六
箇
度
合
戦
で
平
通
盛
が
着
い
た
の
は
花
園
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
桜
間
・
花
園

は
、
い
ず
れ
も
国
府
地
域
・
吉
野
川
下
流
氾
濫
原
に
所
在
し
て
お
り
、
中
世
に
至
っ

て
も
こ
の
付
近
が
国
行
政
の
中
心
地
で
あ
り
国
衙
機
能
も
こ
こ
に
所
在
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

ま
た
鎌
倉
末
期
の
元
徳
元
（
一
三
二
九
）
年
十
一
月
二
日
六
波
羅
御
教

�
は
、

（　

）
３１る
。（　

）
３２う
。

（　

）
３３書
に

八
幡
大
山
崎
神
人
等
の
訴
え
に
よ
り
、
柿
原
四
郎
入
道
と
国
衙
雑
掌
ら
の
吉
野
川
新

関
に
よ
る
内
殿
灯
油
料
荏
胡
麻
押
取
が
停
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
柿
原
氏
も
在
庁
官

人
系
と
想
定
さ
れ
て
お

�
国
衙
が
吉
野
川
流
通
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
国
衙
の
位
置
と
国
衙
在
庁
に
よ
る
吉
野
川
流
通
の
掌
握
と
い
う
こ
と
か
ら

考
え
れ
ば
、
国
津
は
吉
野
川
か
そ
の
支
流
の
川
津
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
六
波
羅
御
教
書
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
八
幡
大
山
崎
神
人
の
灯
油
は
吉
野
川

を
介
し
て
内
陸
部
か
ら
搬
出
さ
れ
、
さ
ら
に
入
船
納
帳
に
は
別
宮
か
ら
の
年
間
四

一
・
五
石
も
の
胡
麻
運
送
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
河
口
の
八
幡
宮
寺

領
萱
島
庄
内
別
宮
か
ら
畿
内
へ
向
け
輸
送
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
別
宮

も
吉
野
川
と
宮
島
江
湖
川
（
み
や
じ
ま
え
ご
が
わ
）
で
本
土
よ
り
切
り
離
さ
れ
た
島

状
地
形
で
あ
る
。

　

吉
野
川
河
口
の
別
宮
・
津
田
島
、
勝
浦
川
河
口
の
小
松

�
い
う
具
合
に
、
島
が

中
世
の
湊
に
利
用
さ
れ
る
事
例
が
多
い
。
伊
勢
の
大
湊
な
ど
も
宮
川
と
大
湊
川
に

よ
っ
て
陸
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
島
地
形
で
あ
る
。
ま
た
人
工
の
湊
も
大
輪
田
泊
の

経
ヶ
島
・
鎌
倉
の
和
賀
江
島
と
い
う
人
工
島
を
築
く
こ
と
が
中
心
で
あ
る
。
つ
ま
り

島
で
あ
る
こ
と
が
湊
に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
大
湊
風
景
図
の
船
の
停

泊
の
風
景
と
、
地
図
を
見
比
べ
る
と
歴
然
で
あ
る
が
、
船
は
大
湊
川
の
河
口
付
近
に

停
泊
し
て
い
る
（
図
４
）。
つ
ま
り
外
洋
に
対
し
て
島
裏
側
に
停
泊
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
島
を
防
波
堤
と
し
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

前
述
の
津
田
島
と
南
助
任
の
堺
に
は
「
津
田
西
江
」
が
存
在
し
て
い
る
。
津
田
島

の
東
が
紀
伊
水
道
で
あ
る
の
で
、
津
田
西
江
は
紀
伊
水
道
を
表
と
す
る
と
、
島
の
裏

側
に
あ
た
る
。
そ
の
場
所
が
「
江
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
同
様
に
別
宮
の
場
合
の
裏

側
は
宮
島
江
湖
川
に
な
る
。
こ
の
宮
島
は
別
宮
八
幡
宮
の
あ
る
島
の
意
味
で
あ
り
、

そ
の
「
江
湖
：
こ
う
こ
＝
か
わ
・
み
ず
う
み
」
な
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
江
」

「
江
湖
」
が
停
泊
場
所
と
し
て
適
当
で
あ
っ
た
、
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
島
が
湊
に
選

ば
れ
る
理
由
は
説
明
で
き
な
い
。

　

島
の
裏
側
た
る
「
江
」「
江
湖
」
は
河
川
で
あ
り
津
田
島
津
・
別
宮
と
い
っ
た
湊

（　

）
３４り
、

（　

）
３５島
と

［内海としての紀伊水道］……菱沼一憲
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は
、
実
質
的
に
は
川
津
で
あ
る
。
川
津
で
あ
る
の
で
河
川
か
ら
直
接
ア
ク
セ
ス
で
き
、

波
・
風
も
穏
や
か
で
あ
ろ
う
が
、
水
深
は
浅
く
大
き
な
船
は
停
泊
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
津
田
島
の
船
が
吉
野
川
の
国
津
に
運
ば
れ
、
紀
伊
水
道
を
越
え
て
和
泉
に
着
い

た
と
い
う
よ
う
に
、
そ
う
し
た
レ
ベ
ル
の
大
き
さ
の
船
で
も
充
分
に
紀
伊
水
道
内
を

行
き
来
で
き
た
の
で
あ
り
、
紀
伊
水
道
の
内
海
流
通
は
、
こ
う
し
た
船
と
湊
に
よ
っ

て
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

海
運
拠
点
と
し
て
紀
伊
湊
を
と
り
あ
げ
た
綿
貫
友
子
は
、
弘
安
元
（
一
二
七
八
）

年
十
二
月
二
十
七
日
関
東
下
知
状
案
〔『
高
野
山
文
書
』
続
宝
簡
集
一
九
〕
に
「
於
二

見

米
一

者
、
於
二

紀
伊
湊
一

請
取
之
、
成
二

返
抄
一

条
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
庄
園
か
ら

高
野
山
へ
上
納
さ
れ
る
年
貢
米
は
紀
伊
湊
ま
で
漕
送
さ
れ
、
紀
ノ
川
を
遡
上
さ
せ
る

河
川
輸
送
に
携
わ
る
者
に
引
き
渡
さ
れ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
海
上
輸
送
者
と
河
川
輸

送
者
と
の
機
能
分
担
が
あ
り
、
逆
に
紀
ノ
川
流
域
の
庄
園
か
ら
の
年
貢
輸
送
の
場
合

で
も
、
や
は
り
河
船
か
ら
海
船
へ
の
切
り
替
え
を
想
定
し
て
い
�

　

し
か
し
阿
波
の
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
海
に
面
し
た
島
に
設
け
ら
れ
た
津
・
湊
で

も
、
潟
湖
・
江
側
が
停
泊
場
所
に
選
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
河
船
か

ら
海
船
へ
と
い
う
切
り
替
え
が
な
い
と
も
考
え
得
る
。
こ
の
点
、
兵
庫
北
関
入
船
納

帳
に
み
え
る
惣
寺
院
は
、
今
谷
明
が
阿
波
麻
植
郡
山
川
町
川
田
市
に
比
定
し
た
湊
で

あ
る
が
、
吉
野
川
を
四
〇
キ
ロ
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
っ
た
内
陸
部
、
同
川
沿
の
場
所
に
所

在
す

�
こ
こ
に
船
籍
を
お
く
船
が
兵
庫
北
関
を
二
回
通
過
し
て
お
り
、
そ
の
積
荷

は
と
も
に
阿
波
の
特
産
品
で
あ
る
藍
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
惣
寺
院
船
な
ど
は
吉
野
川

の
川
津
か
ら
紀
伊
水
道
を
経
て
兵
庫
へ
至
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
の
点
か
ら
し
て

も
、
川
船
と
海
船
の
区
別
が
な
い
と
の
想
定
が
現
実
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
地
域
差
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
の
阿
波
船
の

規
模
の
分
析
で
�

（　

）
３６る
。

（　

）
３７る
。

（　

）
３８は
、
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図 4　伊勢大湊図
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品川歴史館編『海にひらかれたまち，中世都市・品川』１９９３年
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と
な
っ
て
い
て
、
阿
波
国
で
も
北
部
に
あ
た
る
土
佐
泊
・
撫
養
・
別
宮
・
惣
寺
院
は

い
ず
れ
も
五
〇
石
未
満
で
、
平
島
以
南
の
湊
は
五
〇
石
以
上
と
な
り
、
船
の
大
き
さ

が
阿
波
の
北
部
と
南
部
で
は
明
確
に
相
違
し
て
い
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
古
代
に
お
い
て
「
ミ
ナ
ト
」
は
水
門
で
あ
り
、
湖
で
あ
っ
た
。

し
か
し
中
世
の
ミ
ナ
ト
は
、
す
で
に
自
然
地
形
と
し
て
の
「
ミ
ナ
ト
（
水
門
）」
で

は
な
く
、
津
＝
船
の
水
上
で
集
う
場
所
に
変
わ
っ
て
お
り
、
漠
然
と
潟
湖
を
指
す
の

で
は
な
く
、
島
な
ど
で
海
か
ら
の
風
波
を
避
け
ら
れ
る
船
が
集
う
場
所
が
「
ミ
ナ
ト

（
湊
）」
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

古
代
の
阿
波
国
風
土
記
で
は
、
紀
伊
水
道
西
岸
＝
阿
波
沿
岸
の
う
ち
、
吉
野
川
・

勝
浦
川
沖
を
中
湖
（
な
か
み
な
と
）、
橘
湾
を
奥
湖
（
お
く
み
な
と
）
と
呼
ん
で
い

る
。
中
世
で
は
そ
う
し
た
呼
称
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
漠
然
と
し
た
自
然
景
観
と

し
て
の
水
門
か
ら
、
個
々
の
湊
の
存
在
が
認
識
さ
れ
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
枠

で
の
中
湖
・
奥
湖
と
い
っ
た
認
識
が
薄
れ
て
い
っ
た
、
あ
る
い
は
「
ミ
ナ
ト
」
と
い

う
呼
称
に
違
和
感
が
生
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め

　

紀
伊
水
道
を
内
海
に
措
定
し
て
、
内
海
地
域
社
会
の
成
立
と
変
遷
・
歴
史
的
な
意

義
、
こ
と
に
そ
の
成
立
に
あ
た
っ
て
の
潟
湖
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
。

　

古
代
で
は
河
川
が
海
に
注
ぐ
場
所
＝
水
門
（
ミ
ナ
ト
）
で
あ
り
、
砂
質
海
岸
の
多

い
日
本
で
は
河
口
潟
湖
が
形
成
さ
れ
や
す
く
、
そ
の
た
め
ミ
ナ
ト
に
「
湖
」
を
宛
て

る
こ
と
が
ま
ま
み
ら
れ
る
。
河
口
潟
湖
は
風
波
を
し
の
ぎ
や
す
い
場
所
で
あ
る
た
め

船
舶
の
会
集
止
泊
す
る
所
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
こ
れ
則
ち
港
・
湊
で
あ
る
。
中
世

で
は
こ
と
に
潟
湖
と
海
の
結
節
点
、
つ
ま
り
潟
湖
内
の
湊
と
し
て
の
島
・
江
の
存
在

が
重
要
と
な
る
。
例
え
ば
、
輪
田
泊
の
経
ヶ
島
や
鎌
倉
の
和
賀
江
島
の
よ
う
に
、
中

世
に
お
け
る
湊
の
造
作
と
は
「
島
」
を
築
く
こ
と
で
あ
り
、
な
ぜ
島
な
の
か
。
そ
れ

は
中
世
人
に
と
っ
て
湊
と
は
島
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
阿
波
の
事
例
で
い
え
ば
、

富
田
庄
の
津
田
島
・
萱
島
庄
の
別
宮
（
宮
島
）・
勝
浦
新
庄
の
小
松
島
が
確
認
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
湊
と
し
て
の
島
は
、
紀
伊
水
道
に
面
し
て
裏
側
の
江
・
江
湖
と
い
う
潟
湖

や
そ
れ
に
準
じ
る
河
口
部
分
を
湊
と
し
て
利
用
し
て
い
た
。

　

古
代
で
は
「
ミ
ナ
ト
」
＝
河
口
潟
湖
が
船
の
停
泊
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た

が
、
中
世
で
は
河
口
潟
湖
で
も
、
と
く
に
海
に
面
し
た
島
が
停
泊
場
所
た
る
「
湊
」

と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
島
の
津
は
、
河
川
交
通
と
海
上
交
通
の
結

節
点
で
あ
り
、
内
陸
の
川
津
か
ら
搬
出
さ
れ
る
物
資
は
川
船
で
河
口
の
島
の
津
に
運

ば
れ
、
そ
こ
で
潮
・
風
待
ち
を
し
て
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
は
か
っ
て
海
へ
出
る
、
と

い
っ
た
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
古
代
・
中
世
で
の
変
遷
は
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
内
陸
と
海
を
つ
な
ぐ
結
節
点
と
し
て
河
口
潟
湖
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
お
り
、
流
通
に
お
け
る
潟
湖
の
機
能
が
内
海
地
域
社
会
の
成
立
に
寄
与
し
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
潟
湖
―
内
海
交
通
に
よ
る
内
海
地
域
の
形
成
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

　

石
清
水
八
幡
宮
の
大
山
崎
神
人
が
、
吉
野
川
中
流
域
で
生
産
さ
れ
た
灯
油
を
同
社

領
萱
嶋
庄
内
の
別
宮
（
宮
島
）
か
ら
神
人
を
も
っ
て
上
納
さ
せ
て
い
る
。
上
納
さ
れ

た
灯
油
は
大
山
崎
・
淀
に
集
荷
さ
れ
、
八
幡
宮
で
消
費
さ
れ
る
な
り
、
商
品
化
さ
れ

る
の
だ
ろ

�
こ
う
し
た
生
産
―
輸
送
―
消
費
と
い
う
一
連
の
動
き
は
庄
園
制
シ
ス

テ
ム
と
し
て
八
幡
宮
に
一
括
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
地
を
神
領

と
な
し
、
神
人
を
も
っ
て
輸
送
さ
せ
、
神
領
内
の
湊
を
利
用
し
て
搬
出
し
、
膝
下
の

市
場
に
集
荷
し
商
品
化
す
る
。
こ
う
し
た
庄
園
制
に
基
づ
く
流
通
構
造
は
従
来
か
ら

指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
妥
当
な
評
価
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
改
め
て
潟
湖
―
内
海
流
通
に
よ
る
内
海
地
域
の
形
成
と
い
う
視
角
で
と
ら

え
な
お
し
て
み
る
と
、
庄
園
制
に
基
づ
く
流
通
が
、
流
通
経
済
そ
の
も
の
の
発
展
に

お
い
て
、
主
導
的
で
あ
っ
た
の
か
否
か
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

す
な
わ
ち
、
内
海
地
域
に
お
け
る
流
通
を
支
え
て
い
た
の
は
、
川
・
海
兼
用
の
小

（　

）
３９う
。
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船
で
あ
り
、
そ
れ
が
内
海
に
多
数
設
け
ら
れ
た
河
口
湊
を
連
携
し
つ
つ
内
陸
・
海
を

自
在
に
移
動
す
る
こ
と
で
、
人
的
・
物
的
交
流
を
作
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本

来
、
川
・
海
兼
用
の
小
船
は
、
こ
う
し
た
潟
湖
―
内
海
流
通
と
い
う
狭
小
域
で
の
活

動
が
主
で
あ
り
、
都
鄙
間
の
往
来
と
い
っ
た
広
域
流
通
は
そ
の
延
長
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

前
掲
の
阿
波
の
津
田
島
・
小
松
島
・
別
宮
と
い
っ
た
湊
が
い
ず
れ
も
庄
領
に
組
み

込
ま
れ
、
庄
官
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
内
海
地
域
へ
中
央

権
力
が
介
入
し
、
地
方
の
生
産
と
流
通
を
独
占
す
る
、
そ
の
手
段
が
庄
園
制
シ
ス
テ

ム
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
春
日
社
領
阿
波
国
富
田
庄
の
実
行
支
配
は
、
同
庄

内
の
神
人
百
姓
の
掌
握
に
か
か
っ
て
い
た
。
立
庄
当
初
、
彼
等
に
強
い
影
響
力
を

も
っ
て
い
た
の
は
領
主
大
江
泰
兼
で
あ
り
、
そ
の
た
め
富
田
庄
か
ら
運
上
す
る
材
木

を
淀
で
押
し
取
っ
た
り
、
庄
内
に
乱
入
し
て
社
家
雑
掌
を
追
い
だ
す
、
と
い
っ
た
実

力
行
使
も
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
庄
園
支
配
の
安
定
化
を
目
指
し
た
春
日

社
・
興
福
寺
側
は
、
泰
兼
を
排
除
し
神
人
百
姓
の
直
接
支
配
を
試
み
て
い
る
。
領
主

泰
兼
も
京
官
人
で
あ
り
、
南
都
の
庄
園
領
主
と
競
合
し
て
地
域
の
流
通
機
能
を
担
う

神
人
百
姓
の
取
り
込
み
を
謀
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
庄
園
の
実
質
的
支
配
に
直
結
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
百
姓
層
を
取
り
込
め
る
か
否
か
が
庄
園
支
配
の
可
否
に
直
結
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
彼
ら
の
生
産
・
流
通
の
場
に
お
け
る
実
力
と
自
立
の
程
が
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
内
海
地
域
史
と
い
う
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
が
阿
波
の
国
津
か
ら
紀
伊
へ

国
衙
の
船
を
勝
手
に
移
動
さ
せ
る
よ
う
な
、
国
の
枠
組
み
を
越
え
た
活
動
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
平
家
に
反
旗
を
翻
し
た
讃
岐
在
庁
は
淡
路
へ
逃
れ
て
再

起
を
試
み
、
伊
予
河
野
氏
は
対
岸
の
安
芸
沼
田
氏
と
連
携
し
て
対
抗
し
て
い
る
よ
う

に
、
内
海
を
媒
介
と
し
て
政
治
的
・
軍
事
的
に
連
動
す
る
よ
う
な
「
縁
」
の
世
界
を

生
み
出
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

妙
本
寺
本
曽
我
物
語
に
は
、
平
安
末
期
に
お
け
る
浦
賀
水
道
│
相
模
湾
│
駿
河
湾

に
か
け
て
の
武
士
た
ち
の
縁
の
世
界
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
兄
弟
を
支
援
す

る
つ
な
が
り
と
し
て
男
系
よ
り
も
、
女
系
が
重
視
さ
れ
て
い

�
つ
ま
り
そ
れ
は
、

（　

）
４０る
。

主
―
従
、
上
司
―
下
司
と
い
っ
た
上
下
秩
序
で
は
な
い
、
横
の
つ
な
が
り
＝
縁
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
そ
れ
が
国
と
い
う
行
政
領
域
を
越
え
て
広
範
に
は
り
め
ぐ

ら
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
が
日
常
的
に
は
生
産
・
流
通
に
機
能
し
、
戦
乱
で
は
軍

事
的
・
政
治
的
に
機
能
し
て
お
り
、
そ
れ
を
如
何
に
取
り
込
む
か
、
再
編
す
る
か
が

公
権
側
の
課
題
で
あ
っ
て
、
庄
園
制
は
そ
の
手
段
の
一
つ
と
い
え
る
。

　
�
　（

１
）　
「
中
世
の
内
海
世
界
と
生
業
」（『
生
業
か
ら
見
る
日
本
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）・

「
中
世
日
本
海
沿
岸
地
域
の
潟
湖
と
荘
園
制
支
配
」
矢
田
俊
文
他
編
『
日
本
海
域
歴
史
大
系

三
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
五
年

（
２
）　

同
報
告
に
関
す
る
同
氏
の
論
文
と
し
て
「
伊
勢
湾
交
通
か
ら
み
た
北
伊
勢
の
地
域
的
特
徴
」

『
三
重
大
史
学
』
七
、
二
〇
〇
七
年　

が
あ
る
。

（
３
）　

こ
の
場
合
は
「
ミ
ト
」
と
訓
む
の
が
適
当
ら
し
い
。『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

万
葉
集

一
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年

（
４
）　
「
荘
園
の
立
地
と
環
境
」
日
下
雅
義
編
『
古
代
の
環
境
と
考
古
学
』
古
今
書
院
、
一
九
九
五

年　

所
収

（
５
）　

田
村
「
中
世
越
後
国
の
地
域
構
造
」
羽
下
徳
彦
編
『
北
日
本
中
世
史
の
総
合
的
研
究
』
科

学
研
究
費
報
告
書
、
一
九
八
八
年
・
坂
井
秀
弥
「
越
後
の
道
・
町
・
村
」
網
野
善
彦
他
編
『
中

世
の
風
景
を
読
む
四
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
五
年
・
小
林
編
『
前
近
代
の
潟
湖
河
川
交
通

と
遺
跡
立
地
の
地
域
史
的
研
究
』
科
研
報
告
書
、
二
〇
〇
四
年
・
高
橋
一
樹
前
掲
論
文

（
６
）　

青
山
「
干
拓
以
前
の
潟
湖
と
そ
の
機
能　

椿
海
と
下
総
の
水
上
交
通
試
論
」『
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
一
八
、
二
〇
〇
四
年

（
７
）　

金
峰
町
教
育
委
員
会
編
『
持
躰
松
遺
跡　

第
１
次
調
査
』
一
九
九
八
年

（
８
）　

市
村
「　

〜　

世
紀
の
万
之
瀬
川
河
口
の
性
格
と
持
躰
松
遺
跡
│
津
湊
泊
・
海
運
の
視
点
を

１１

１５

中
心
と
し
た
考
察
」『
古
代
文
化
』
五
五
、
二
〇
〇
三
年

（
９
）　

中
村
和
美
・
栗
林
文
夫
「
持
躰
松
遺
跡
（
２
次
調
査
以
降
）・
芝
原
遺
跡
・
渡
畑
遺
跡
に
つ
い

て
」『
古
代
文
化
』
五
五
、
二
〇
〇
三
年
・
中
村
和
美
「
鹿
児
島
県
に
お
け
る
荘
園
遺
跡
研
究

の
現
状
」『
鹿
児
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

縄
文
の
森
か
ら
』
二
、
二
〇
〇
四
年

（　

）　

前
掲
『
持
躰
松
遺
跡　

第
１
次
調
査
』

１０
（　

）　

網
野
「
中
世
前
期
の
水
上
交
通
に
つ
い
て
」『
日
本
社
会
再
考
│
海
民
と
列
島
文
化
』
小
学

１１

館
、
一
九
九
四
年

（　

）　

市
村
「
中
世
日
本
の
港
町
ー
そ
の
景
観
と
航
海
圏
」『
港
町
の
世
界
史
２　

港
町
の
ト
ポ
グ

１２

ラ
フ
ィ
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
六
年　

所
収

註
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（　

）　

伊
藤
「
安
濃
津
の
成
立
と
そ
の
中
世
的
展
開
」『
日
本
史
研
究
』
四
四
七
、
一
九
九
九
年

１３
（　

）　

冨
倉
徳
次
郎
『
平
家
物
語
全
注
釈　

下
巻
一
』
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年

１４
（　

）　

河
内
『
頼
朝
の
時
代
』
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
・
上
杉
「
中
世
土
佐
地
域
史
論
の
諸
前
提
」

１５

十
世
紀
研
究
会
編
『
中
世
成
立
期
の
政
治
文
化
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
年

（　

）　
「
系
図
纂
要
」（
七
下
ー
二
八
三
頁
）
で
は
、
忠
景
に
「
平
氏
合
戦
海
上
有
功
」
と
注
記
す

１６

る
。
早
川
厚
一
・
佐
伯
真
一
・
生
形
貴
重
校
注
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
全
釈　

巻
九
』
和

泉
書
院
、
二
〇
〇
六
年

（　

）　

石
井
進
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年

１７
（　

）　

田
中
稔
『
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
初
出
五
六
年

１８
（　

）　
「
西
園
寺
家
と
そ
の
所
領
」『
国
史
学
』
一
四
六
、
一
九
九
二
年

１９
（　

）　

海
津
一
朗
「
中
世
日
前
宮
の
成
立
と
民
衆
運
動
」
木
村
茂
光
編
『
日
本
中
世
の
権
力
と
地

２０

域
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
七
年
） 
。
ま
た
日
前
宮
の
航
海
神
と
し
て
の
神
格
や
、
国

造
氏
の
系
図
に
つ
い
て
は
鈴
木
正
信
「
紀
伊
国
造
と
日
前
宮
鎮
座
伝
承
」『
東
ア
ジ
ア
の
古
代

文
化
』
一
三
二
、
二
〇
〇
七
年

（　

）　

快
元
僧
都
記　

天
文
五
年
五
月
十
日
条
、
横
田
光
雄
氏
の
ご
教
授
に
よ
る
。
な
お
材
木
が

２１

洪
水
で
引
き
出
さ
れ
た
距
離
に
つ
き
写
本
は
「
数
千
町
」
と
す
る
が
、「
数
十
町
」
の
誤
り
で

あ
ろ
う
（『
藤
沢
市
史
料
集
一
八　

快
元
僧
都
記
』
一
九
九
四
年　

に
よ
る
）。

（　

）　

綿
貫
「
南
部
荘
の
生
業
と
住
民
構
成
に
つ
い
て
」
和
歌
山
中
世
荘
園
調
査
会
『
中
世
再
現

２２

１
２
４
０
年
の
荘
園
景
観
ー
南
部
荘
に
生
き
た
人
々
ー
』
二
〇
〇
三
年

（　

）　

福
家
清
司
「
中
島
田
遺
跡
に
み
る
流
通
の
発
展
」『
図
説
徳
島
県
の
歴
史
』
河
出
書
房
新
社
、

２３

一
九
九
四
年
よ
り

（　

）　

綿
貫
友
子
は
、『
科
研
費
研
究
成
果
報
告　

紀
伊
水
道
お
よ
び
そ
の
周
縁
部
に
お
け
る
中
世

２４

海
運
・
流
通
の
研
究
』
二
〇
〇
八
年
、
三
頁
で
、
年
間
の
べ
二
千
余
艘
も
の
入
港
船
が
記
録
さ

れ
て
い
な
が
ら
紀
伊
船
籍
の
記
載
が
な
い
の
は
、
西
国
と
の
通
航
に
際
し
て
兵
庫
関
を
回
避

す
る
航
路
を
利
用
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
す
る
。

（　

）　

年
未
詳
高
実
書
状
、
紀
伊
熊
野
新
宮
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
七
四
〇
二

２５
（　

）　

宝
治
二
年
八
月
八
日
岩
松
時
兼
譲
状
、
正
木
文
書
・
弘
安
元
年
十
月
三
日
岩
松
経
兼
譲
状
、

２６

同
前
。『
群
馬
県
史
資
料
編
５
』

（　

）　

小
山
秀
太
郎
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
二
八
七
三
四
。
こ
の
文
書
の
欠
損
は
元
亨
二
年
四
月
二

２７

十
七
日
経
家
請
文
、
紀
伊
続
風
土
記
附
録
十
一
名
草
郡
久
木
村
小
山
氏
蔵
、『
鎌
倉
遺
文
』
二

八
〇
〇
四
Ｂ
で
補
え
る
。
網
野
善
彦
は
、「
小
山
文
書
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
世
史
料
学
の
課

題
』
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
で
、
小
山
石
見
守
を
「
阿
波
国
守
護
小
笠
原
氏
の
代
官
に
準

じ
る
立
場
に
立
っ
て
、
海
賊
の
禁
圧
を
担
当
し
て
い
た
」
と
す
る
。

（　

）　

阿
波
富
田
庄
立
券
文
案
、
春
日
神
社
文
書
『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
八
一

２８
（　

）　

福
家
「
阿
波
国
富
田
荘
の
成
立
と
開
発
」『
徳
島
地
方
史
研
究
会
創
立
十
周
年
記
念
論
集　

２９

阿
波
・
歴
史
と
民
衆
』
南
海
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
八
一
年

（　

）　

福
家
清
司
「
阿
波
国
富
田
荘
の
成
立
と
変
遷
」『
史
窓
』
二
一
、
一
九
九
〇
年

３０
（　

）　

同
年
六
月
十
三
日
興
福
寺
別
会
所
下
文
、
阿
波
国
庄
国
文
書
『
鎌
倉
遺
文
』
三
九
九
四

３１
（　

）　

承
久
四
年
三
月
日
大
江
泰
兼
愁
状
、
大
東
家
旧
蔵
文
書
『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
三
七

３２
（　

）　

山
城
離
宮
八
幡
宮
文
書
『
鎌
倉
遺
文
』
三
〇
七
六
八

３３
（　

）　

山
下
知
之
「
阿
波
国
に
お
け
る
武
士
団
の
成
立
と
展
開
」『
立
命
館
文
学
』
五
二
一
、
一
九

３４

九
一
年

（　

）　

日
下
雅
義
「
小
松
島
経
平
野
と
港
の
変
遷
」
寺
戸
恒
夫
編
『
徳
島
の
地
理
』
徳
島
地
理
学

３５

会
、
一
九
九
五
七
年
・『
平
野
は
語
る
』
大
巧
社
、
一
九
九
八
年
、
四
六
〜
五
二
頁
に
よ
れ
ば
、

か
つ
て
勝
浦
川
は
小
松
島
湾
に
そ
そ
ぐ
分
流
を
も
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
失
わ
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
の
分
流
が
乱
流
し
つ
つ
砂
州
と
潟
湖
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
小
松
島
と
い
う
地
名
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
乱
流
と
砂
州
の
形
成
に
よ
り
生
ま
れ
た

島
が
小
松
島
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
同
氏
は
、
変
々
す
る
砂
州
・
潟
湖
の
状
況
に
よ
り
湊
の
位

置
も
変
わ
る
こ
と
、
勝
浦
郡
志
に
は
勝
浦
川
上
流
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
木
材
の
積
み
出
し
が

行
わ
れ
て
い
た
記
事
の
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

（　

）　

綿
貫
「
紀
伊
国
に
お
け
る
中
世
海
運
」『
歴
史
科
学
』
一
六
五
、
二
〇
〇
一
年

３６
（　

）　

今
谷
「
瀬
戸
内
制
海
権
の
推
移
と
入
船
納
帳
」『
兵
庫
北
関
入
船
納
帳
』
中
央
公
論
美
術
出

３７

版
、
一
九
八
一
年

（　

）　
（　

）
福
家
清
司
「
中
島
田
遺
跡
に
み
る
流
通
の
発
展
」
よ
り

３８

２３

（　

）　

石
清
水
八
幡
宮
大
山
崎
神
人
と
そ
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
小
西
瑞
恵
「
都
市
大
山
崎
の
歴

３９

史
的
位
置
」『
大
坂
樟
蔭
女
子
大
学
学
芸
学
部
論
集
』
三
九
、
二
〇
〇
二
年
・
鍛
代
敏
雄
『
中

世
後
期
の
寺
社
と
経
済
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
・
小
野
晃
嗣
『
日
本
中
世
商
業
史
の
研

究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
九
年　

参
照
。

（　

）　

拙
稿
「
姻
戚
関
係
か
ら
み
る
『
曽
我
物
語
』」『
季
刊
ぐ
ん
し
よ
』
六
五
、
二
〇
〇
四
年

４０

（
國
學
院
大
學
兼
任
講
師
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
九
年
七
月
一
五
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
三
日
審
査
終
了
）

［内海としての紀伊水道］……菱沼一憲
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Waterborne transportation developed early in enclosed inland sea environments such as bays, lakes and 

straits, resulting in the formation of highly concentrated distribution networks that linked the many small ports 

that had been built. The area covering these inland seas and their coastal and inlying sections is called an “inland 

sea area.”

Inland sea areas changed over the centuries, and there is a particular need to focus on the relationship be-

tween lagoons and inland seas before the Early Modern period. Based on the proposition that Kii Suido is an in-

land sea and that local relationships generated by relations between the lagoon and inland sea reveal the 

existence of an inland sea area, this paper examines the historical significance of Kii Suido by showing the politi-

cal and military activities and changes that took place there.

In ancient times, the place where a river entered the sea was called a minato, written using two Japanese char-

acters meaning “water” and “gate.” Owing to its sandy coastline, estuarine lagoons formed easily in Japan, which 

is why the Japanese character for “lake” was sometimes used for the word minato. Estuarine lagoons were used 

as ports, and in the Middle Ages the existence of an intersection between lagoon and sea, that is, the islands and 

inlets that served as ports in lagoons, were important. Examples of these in Awa include Tsuda Island belonging 

to the Tomita-sho estate, the betsugu（Miyajima Island）of the Kayashima-sho estate, and Komatsu Island belong-

ing to Katsuura-shinjo estate. These islands that served as ports were used as ports on lagoons and estuaries that 

were “inlets” at the back of Kii Suido. In other words, although they bordered the sea they were river ferry land-

ings. It is likely that goods transported from inlying ferry landings were taken to landings on estuarine islands by 

riverboat, where they waited for suitable tides and winds in order to be transported out to sea. Small boats used 

on both rivers and the sea were common in inland sea areas. By connecting estuarine ports on inland seas, these 

boats moved freely between inlying areas and the sea, thereby generating active flows of people and goods.

As for its role in the formation of inland sea areas, the central government became involved in estates on is-

lands that served as ports and also sought to reorganize and integrate these islands by making their inhabitants 

vassals. Each community responded differently in line with their individual interests, which included cozying up 

to central government in order to benefit from what they had to offer, or opposing it. Political and regional histo-

ries need to be reconstructed around the relationships that existed between these communities and central gov-

ernment.

Key words: Inland sea, lagoon, port, waterborne transportation, communities

Kii Suido as an Inland Sea
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