
埋
め
立
て
架
橋
計
画
と
鞆
の
浦

は
じ
め
に

鞆
に
お
い
て
魅
力
的
な
も
の
の
一
つ
が
、
伝
説
で
あ
る
。
伝
説
そ
れ
自

体
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
変
化
し
て
い
く
過
程
も
興
味
深
い
。

口
承
伝
説
が
一
般
的
で
、
文
字
に
記
録
さ
れ
た
情
報
は
ご
く
一
部
の

断
片
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
中
に
あ
っ
て
、
鞆
に
は
比
較
的
多
く
の
文

字
化
さ
れ
た
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
各
時
代
に
ょ
っ
て

伝
説
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
時
代
に

よ
っ
て
異
な
る
諸
種
の
批
評
・
選
択
・
整
理
・
総
括
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
伝
説
自
体
の
変
容
や
、
伝
説
の
と

ら
え
方
の
変
容
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
背
景
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

伝
説
は
史
実
と
は
異
な
る
し
、
根
拠
不
明
な
も
の
や
荒
唐
無
稽
な
も

の
が
含
ま
れ
る
の
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
伝
説
を
語
り
伝
え
る
営
み

に
は
、
そ
の
場
所
に
意
味
づ
け
を
与
え
、
そ
の
場
所
で
あ
る
が
ゆ
え
に

語
ら
れ
る
意
味
を
な
す
も
の
が
数
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
現
在
の
鞆
を
訪
ね
て
、
伝
え
ら
れ
た
伝
説
を
想
い
起
こ
し
て
も
、

そ
の
場
所
に
溶
か
し
込
ま
せ
て
読
み
解
く
こ
と
が
必
ず
し
も
容
易
で
は

な
い
。
も
ち
ろ
ん
見
る
人
が
見
た
ら
わ
か
る
と
い
う
話
し
だ
と
一
盲
わ
れ

れ
ぱ
そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
福
山
市
か
ら
県
道
を
通
っ
て
福
禅

寺
の
南
側
に
至
る
最
も
一
般
的
な
経
路
か
ら
見
て
、
町
の
全
体
的
な
構

成
や
、
こ
の
町
の
持
つ
固
有
の
魅
力
が
、
わ
か
り
や
す
い
と
は
言
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
時
間
を
か
け
て
歩
き
回
る
中
で
、
よ
、
つ
や

く
小
ノ
し
ず
つ
像
を
結
ん
で
く
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
何
も
鞆
だ
け
の
問

題
な
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
全
国
の
至
る
所
に
、
は
る
か
に
わ
か
り

に
く
い
場
所
が
い
く
ら
で
も
あ
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
と
思
う
。

本
稿
で
は
、
鞆
に
お
い
て
な
ぜ
埋
め
立
て
架
橋
計
画
が
持
ち
上
が
り
、

一
九
八
三
年
以
来
の
四
半
世
紀
に
も
及
ぶ
混
乱
と
対
立
を
招
い
て
し

ま
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
計
画
の
是
非
を
問
う
の
で

は
な
く
、
鞆
の
持
つ
魅
力
が
な
ぜ
一
見
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

長
谷

博
史
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(
こ
地
名
起
源

江
戸
時
代
の
地
誌
を
見
る
と
、
鞆
の
地
名
起
源
に
関
す
る
実
に
様
々

な
伝
説
が
種
々
の
論
評
を
加
え
ら
れ
な
が
ら
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
近
代
以
降
の
書
物
に
見
ら
れ
る
地
名
起
源
の
説
明
は
、
非

常
に
簡
潔
で
あ
り
、
根
拠
薄
弱
な
も
の
や
荒
唐
無
稽
な
意
味
づ
け
な
ど

を
的
確
に
見
分
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
強
め
ら
れ
て
い
る
。

全
国
を
対
象
と
す
る
書
物
の
性
格
に
ょ
る
が
、
た
と
え
ぱ
野
崎
左
文

冒
本
名
勝
地
誌
』
(
一
八
九
五
年
)
は
「
此
地
は
茜
名
渡
守
と
云
ふ
神

功
皇
后
三
韓
を
征
伐
し
給
ひ
し
時
糸
崎
よ
り
此
地
に
渡
り
て
鞆
を
治
め

給
ひ
し
と
あ
り
鞆
津
の
名
是
よ
り
起
る
」
と
の
み
記
す
。
た
だ
し
、
そ

の
叙
述
の
内
容
は
、
何
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
を
推
測
し
に
く
い

も
の
で
、
考
証
の
結
果
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
吉
田
東
伍
『
大

(
3

日
本
地
名
辞
書
』
(
一
九
0
七
年
)
に
「
其
港
形
巴
字
形
を
成
す
を
以

は
し
人

て
或
は
巴
津
と
称
す
、
巴
鞆
邦
訓
同
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明

確
に
は
地
名
起
源
の
説
明
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
巴
」
の
語

源
か
ら
見
て
誤
解
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
が
、
鞆
の
地
名
に
関
わ
る
記

述
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
諸
種
の
「
伝
説
」
に
触
れ
る
よ

、
つ
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
大
正
S
昭
和
初
期
の
鞆
は
、
次
第
に
列
島
の
幹
線
経
路

か
ら
は
ず
れ
て
い
っ
た
明
治
期
の
苦
難
を
乗
り
越
え
、
再
び
往
時
の
繁

栄
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
歴
史
あ
る
景
勝
地
と
し
て
活
路
を
見
出
そ
う

一
鞆
の
伝
説
と
『
沼
隈
郡
誌
』

神
功
皇
后
が
凱
旋
時
に
弓
具
「
鞆
」
を
渡
守
社
へ
納
め
た
と
い
う
①

(
3

の
主
旨
は
、
十
八
世
紀
中
頃
成
立
の
「
鞆
浦
志
」
に
み
ら
れ
る
「
風
士

記
云
、
神
功
皇
后
、
征
伐
三
韓
、
而
後
以
鞆
、
納
沼
隈
郡
渡
之
地
、

故
名
此
地
、
日
鞆
」
と
い
う
記
述
や
、
「
鞆
浦
志
」
の
年
代
不
詳
後
筆

朱
書
の
「
皇
后
御
凱
陣
ノ
ト
キ
、
再
此
浦
二
御
船
ヲ
寄
セ
給
ヒ
、
御
手

二
纏
ハ
セ
玉
フ
高
鞆
ヲ
御
納
メ
ア
リ
テ
、
御
報
饗
之
御
自
祭
シ
給
ヒ
シ

わ
た
す

と
し
た
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
二
五
年
(
大
正
十
四
)

の
名
勝
指
定
や
、
一
九
三
四
年
(
昭
和
九
)
の
国
立
公
園
指
定
は
、
大

き
な
希
望
と
期
待
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
重
要
な
基

盤
に
は
、
濱
本
鶴
賓
に
代
表
さ
れ
る
郷
土
史
研
究
の
蓄
積
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
成
果
の
代
表
的
な
も
の
が
、
先
憂
会
編
『
沼
隈
郡

誌
』
(
一
九
二
三
年
)
で
あ
り
、
現
在
で
も
当
該
地
域
史
研
究
の
基
本

文
献
で
あ
る
。

そ
の
『
沼
隈
郡
誌
』
で
は
、
鞆
の
地
名
起
源
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
し
る①

神
功
皇
后
凱
旋
の
時
、
戦
場
に
て
手
に
巻
き
玉
ひ
し
稜
威
の

高
鞆
を
神
璽
と
し
て
渡
守
の
神
に
報
饗
し
玉
ひ
し
よ
り
地
名
と
な

一
説
に
『
②
渡
の
札
場
よ
り
要
害
の
端
を
見
渡
せ
ば
中
高
く

る
、

し
て
其
末
拳
の
如
し
、
{
貫
に
鞆
の
形
に
見
ゆ
、
又
③
平
の
明
神
よ

り
要
害
ま
で
海
邉
弓
の
如
く
、
地
形
自
然
と
射
具
に
似
た
り
、
往

古
よ
り
鞆
と
名
づ
く
云
々
』
と
あ
れ
ど
地
形
の
類
似
は
偶
然
と
見

做
す
べ
し
。
(
①
S
③
及
び
傍
線
は
筆
者
)
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ヨ
リ
、
此
浦
ヲ
鞆
卜
浦
人
等
唱
へ
シ
由
」
と
い
、
フ
記
述
を
も
と
に
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
①
の
基
本
的
な
構
図
は
、
「
鞆
浦
志
」
よ
り
古

い
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
②
③
の
説
も
、
「
鞆

浦
志
」
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
が
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
弓
具
「
鞆
」
が
神
璽
と
し
て
渡
さ
れ
た
と
す
る
の
は
、

一
六
八
五
年
(
貞
享
己
の
渡
守
大
明
神
棟
札
銘
(
「
鞆
浦
志
」
収
載
)
に
、

(
マ
マ
)

「
古
記
日
、
此
日
神
功
皇
后
、
三
韓
征
討
之
日
、
於
此
浦
、
備
舟
楫
、
畜
兵
糧
、

而
發
船
、
因
茲
、
於
和
多
須
之
地
以
弓
鞆
、
為
神
璽
而
祀
舟
玉
神
、

故
名
此
地
日
鞆
」
と
あ
る
の
が
最
も
古
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
稜

威
の
高
鞆
」
と
い
う
表
記
は
、
一
六
八
三
年
(
天
和
三
)
成
立
と
言
わ

れ
る
「
あ
く
た
川
の
ま
き
」
が
「
鞆
」
と
い
う
文
字
の
由
来
に
つ
い
て

類
例
を
記
し
た
中
で
『
日
本
書
紀
巻
区
の
天
照
大
神
の
武
装
の
様

子
を
示
し
た
一
節
を
引
用
し
た
の
が
、
今
の
と
こ
ろ
鞆
に
お
け
る
記
述

の
初
見
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
地
誌
に
、
神
功
皇
后
が
渡
守
社
に
「
稜

威
の
高
鞆
」
を
納
め
た
と
表
記
し
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
沼
隈
郡
誌
』
に
お
い
て
、
郡
の
通
史
を
概
観
し
た
第
二
章
「
沿
革
」

に
は
、
「
神
功
皇
后
と
鞆
」
と
題
す
る
項
目
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
仲

哀
天
皇
神
功
皇
后
と
共
に
熊
襲
征
伐
の
為
め
筑
紫
に
幸
せ
ら
る
、
や
、

翌
三
月
皇
后
に
命
じ
越
前
角
鹿
の
笥
飯
大
神
に
戦
捷
を
祷
ら
し
め
玉

ふ
、
皇
后
命
を
果
し
再
び
筑
紫
に
航
せ
ら
る
、
時
、
鞆
の
浦
に
て
海
神

を
祀
り
渡
海
の
平
安
を
祈
ら
れ
、
三
韓
を
征
し
て
凱
旋
し
給
ふ
に
當
り
、

武
器
鞆
を
納
め
て
報
饗
し
、
爾
来
三
韓
来
貢
の
碇
泊
地
と
し
て
聰
使
招

待
の
官
吏
及
び
舞
姫
を
置
か
る
、
に
至
り
、
水
騨
と
し
て
栄
え
、
沼
隈

文
化
の
揺
篤
地
と
な
れ
り
。
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
神
功
皇
后
伝
説
を
「
史

実
」
と
位
置
づ
け
た
こ
と
を
確
翠
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
①
は
、
伝
承
の
紹
介
で
は
な
く
、
地
名
起
源
伝
承
の

中
か
ら
最
も
信
想
性
が
高
い
と
判
断
し
た
事
象
や
表
現
を
組
み
合
わ
せ

て
短
文
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
②
③
の
自
然
地
形
説
批
判
を
あ
え

て
追
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
鞆
地
名
起
源
の
結
論
が
書
か
れ
て
い

る
と
一
言
え
る
。
こ
れ
は
、
様
々
に
語
ら
れ
て
き
た
伝
説
を
否
定
し
、
「
考

証
」
を
ふ
ま
え
た
「
史
実
」
と
し
て
の
地
名
起
源
を
説
明
し
よ
う
と
し

て
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
②
は

現
在
の
地
形
を
見
る
限
り
説
得
力
が
非
常
に
乏
し
く
、
③
も
何
故
特
定

の
弓
具
の
名
称
が
選
ば
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
に

関
す
る
限
り
『
沼
隈
郡
誌
』
の
張
に
は
理
が
あ
る
。
「
鞆
記
」
や
「
あ

く
た
川
の
ま
き
」
な
と
、
「
鞆
浦
志
」
よ
り
も
古
い
地
誌
類
が
紹
介
し
た
、

船
の
「
と
も
(
鱸
)
」
を
着
岸
さ
せ
た
こ
と
に
ち
な
ん
で
神
功
皇
后
が

命
名
し
た
と
す
る
説
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
『
福
山
士
裡
(
一
八

0
九
年
)
に
記
さ
れ
た
批
判
を
ふ
ま
え
た
「
考
証
」
の
結
果
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
以
後
戦
前
の
諸
書
に
は
、
同
じ
よ
う
な
叙
述
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
く
。
『
沼
隈
郡
誌
』
刊
行
の
翌
年
に
、
同
じ
先
憂
会
が
発
行
し
た
『
備

後
名
所
鞆
津
と
阿
伏
免
』
(
一
九
二
四
年
)
に
同
様
な
記
述
が
な
さ
れ

る
の
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
た
と
え
ぱ
鉄
道
省
寮
観
を
尋
ね
て
』

(
一
九
三
三
年
)
で
は
、
「
神
功
皇
后
征
韓
の
帰
途
御
手
に
帯
び
給
ふ
鞆

を
沼
名
前
神
に
納
め
て
報
饗
せ
ら
れ
た
こ
と
に
ょ
り
こ
の
名
を
得
た
」

-
6
)

(
八
五
頁
)
と
記
さ
れ
、
澤
田
久
雄
編
『
日
本
地
名
大
辞
典
』
(
一
九
三
八
年
)

に
は
「
昔
は
鞆
の
津
と
称
し
、
神
功
皇
后
征
韓
の
帰
途
、
手
に
巻
き
給
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ひ
た
る
武
器
な
る
鞆
を
沼
名
前
の
神
に
納
め
ら
れ
し
よ
り
此
名
を
得
」
、

「
一
説
に
は
前
面
の
港
湾
巴
状
を
な
す
を
以
て
巴
津
と
云
ひ
後
に
鞆
津

と
書
く
に
至
り
し
も
の
と
も
い
ふ
」
と
記
し
て
い
る
。
後
者
の
後
半
部

分
は
吉
田
東
伍
の
影
糾
と
思
わ
れ
る
が
、
鞆
の
地
名
起
源
説
は
お
お
む

ね
一
つ
に
絞
り
込
ま
れ
て
い
る
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
背
景
に
は
軍
国
主
義
時
代
の
特
異
な
歴
史
観
が
あ
る

が
、
『
沼
隈
郡
誌
』
は
、
①
の
地
名
起
源
説
が
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て

い
く
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鞆
と
神
功
皇
后
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
九
州
・
瀬
戸
内
海
地
域

を
中
心
に
広
く
派
生
し
て
い
っ
た
神
功
皇
后
伝
説
の
一
流
で
あ
っ
て
、

な
お
か
つ
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
子
息
応
神
天
皇
の
命
名
伝
説
か

ら
の
連
想
が
、
早
く
か
ら
存
在
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
地
名
が
先
に
存
在
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
語
り
伝
え
ら
れ
た
伝
説
が
豊
か
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

鞆
の
史
料
上
の
初
見
で
あ
る
『
万
葉
集
』
で
は
、
す
で
に
「
鞆
」
の

字
が
浦
地
名
と
し
て
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
淀
姫
神
社
・
鞆
城
跡
・
福
禅

寺
・
大
可
島
と
続
く
丘
陵
と
島
に
ょ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
景
観
は
、
海

岸
線
の
移
動
や
時
期
に
ょ
る
変
形
を
経
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
に
囲
ま

れ
た
南
側
に
円
弧
形
の
海
岸
線
を
形
成
す
る
恰
好
の
条
件
を
な
し
て
い

る
。
海
進
期
に
あ
た
る
と
言
わ
れ
て
い
る
平
安
時
代
に
は
、
鞆
城
跡
の

西
側
に
海
が
入
り
込
み
、
そ
れ
が
江
之
浦
の
地
名
を
生
ん
だ
可
能
性
も

あ
る
が
、
そ
れ
以
前
や
以
後
に
お
い
て
は
、
後
山
か
ら
見
下
ろ
し
た
姿

が
弓
具
「
鞆
」
の
よ
う
な
形
を
な
し
て
い
た
時
期
が
長
く
存
在
し
た
と

推
測
さ
れ
る
。
諸
種
の
鞆
地
名
起
源
伝
説
は
、
弓
具
「
鞆
」
を
実
見
で

き
な
く
な
っ
た
時
代
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
れ

は
『
沼
隈
郡
誌
』
に
紹
介
さ
れ
た
自
然
地
形
起
源
説
(
②
③
)
も
同
様

で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
『
沼
隈
郡
誌
』
の
鞆
地
名
起
源
説
①
自
体
に

説
得
力
が
な
い
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
江
戸
時
代
の
地
誌
類
と

は
全
く
異
質
な
、
特
定
の
地
名
起
源
を
史
実
と
し
て
確
定
す
る
考
え
方

が
定
着
し
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
重
要
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

(
二
)
さ
さ
や
き
橋

も
う
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
『
沼
隈
郡
誌
』
で
は
、
名
蹟
と
し
て
「
密

語
橋
(
さ
さ
や
き
橋
)
」
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ

も
江
戸
時
代
の
地
誌
類
と
比
べ
て
み
る
と
興
味
深
い
。

現
在
の
「
さ
、
や
き
橋
」
は
、
静
観
寺
門
前
の
道
を
横
切
る
溝
に
架

け
ら
れ
た
短
い
石
組
の
橋
で
あ
る
。
「
あ
く
た
川
の
ま
き
」
に
ょ
れ
ぱ
、

当
時
(
一
六
八
三
年
頃
)
す
で
に
「
さ
、
や
き
橋
」
が
「
鞆
の
名
所
」

と
認
識
さ
れ
、
「
あ
し
ふ
み
ふ
た
つ
し
つ
ら
ん
ほ
と
し
て
、
ち
い
さ
き

石
橋
也
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
現
在
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
確
學
き
る
。
「
あ
く
た
川
の
ま
き
」
の
著
者
(
『
西
備
名
区
』

に
ょ
れ
ば
鞆
の
法
華
宗
僧
侶
)
は
、
橋
の
来
歴
に
つ
い
て
、
昔
は
入
江

に
か
か
る
非
常
に
長
い
橋
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
「
さ
さ
や
き
の
音
」

も
し
な
く
な
り
、
朽
ち
絶
え
て
い
っ
た
の
で
、
寛
永
年
間
の
末
(
一
六
四

0
年
頃
)
に
橋
の
古
材
を
掘
り
出
し
て
や
や
南
側
に
架
け
替
え
た
と
こ

ろ
、
こ
れ
も
年
々
草
ぱ
か
り
繁
茂
し
て
汚
れ
て
い
っ
た
た
め
、
昔
の
こ
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と
を
後
世
に
伝
え
た
い
と
石
で
橋
を
架
け
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
、
と

記
し
て
い
る
。
「
さ
さ
や
き
」
と
は
、
か
つ
て
の
橋
が
発
す
る
音
に
起

因
す
る
名
称
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。

そ
の
「
あ
く
た
川
の
ま
き
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
伝
説
が
、
考
証
を
交

え
な
が
ら
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

む
か
し
鞆
源
左
衛
門
と
い
ひ
し
人
売
あ
り
け
り
。
ゆ
き
か
ふ
者
を

か
と
は
か
し
、
此
橋
の
ふ
も
と
に
出
あ
ひ
つ
＼
み
そ
か
言
し
て

人
を
う
り
け
れ
は
、
扱
な
ん
、
さ
、
や
き
の
橋
と
い
ひ
け
る
と
な
り
。

た
だ
し
、
「
あ
く
た
川
の
ま
き
」
の
著
者
は
、
鞆
源
左
衛
門
は
鞆
の

領
主
で
あ
っ
て
人
売
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
て
、
こ
の
伝
説
を
批

判
す
る
と
と
も
に
、
続
け
て
次
の
よ
う
な
話
を
記
し
て
い
る
。

あ
る
ひ
と
の
物
曹
、
鞆
源
左
衛
門
に
は
あ
ら
す
、
中
嶋
源
左
衛

門
と
て
、
古
城
山
の
乾
の
方
に
住
け
る
人
な
り
。
其
比
な
に
か
し

の
中
将
と
や
ら
ん
の
子
を
売
け
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
て
、
終
に
刑

罰
に
あ
ひ
ぬ
。
其
霊
折
々
浦
人
を
な
や
ま
し
け
れ
は
、
お
そ
れ
お

の
、
き
て
源
左
衛
門
と
い
ふ
名
を
さ
へ
、
つ
か
さ
り
け
る
を
、
今

の
鞆
源
左
衛
門
の
名
は
處
に
ふ
さ
は
し
か
ら
す
と
、
人
の
い
ひ
け

る
を
も
、
流
石
武
士
魂
に
て
、
な
て
う
こ
と
か
あ
ら
ん
と
、
う
け

ひ
か
す
し
て
、
は
て
は
此
こ
と
(
承
久
の
乱
に
お
い
て
鞆
源
左
衛

門
正
友
が
関
東
勢
に
生
捕
り
に
さ
れ
、
子
息
源
太
正
氏
が
身
代
わ

り
と
な
っ
て
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
「
古
記
」
に
記
さ
れ
た
話
を
指

す
)
に
あ
ひ
ぬ
。
さ
り
け
れ
は
、
い
よ
く
浦
人
お
ち
お
そ
れ
て
、

今
に
至
る
ま
て
、
鞆
の
浦
に
此
名
を
つ
く
人
な
し
と
な
ん
。

『
備
陽
六
郡
志
後
得
輯
』
に
ょ
れ
ぱ
、
こ
れ
に
さ
ら
な
る
後
日
談
が

加
わ
り
、
水
野
氏
時
代
(
一
六
一
九
S
 
一
六
九
八
年
)
に
、
ど
う
し
て

そ
ん
な
こ
と
を
信
じ
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
言
っ
て
、
「
源
左
衛
門
」

と
い
う
名
前
を
名
乗
っ
た
者
が
あ
っ
た
が
、
や
は
り
刑
罰
を
受
け
た

た
め
、
鞆
で
は
以
後
こ
の
名
を
付
け
る
者
は
い
な
い
、
と
い
う
話
が

記
さ
れ
て
い
る
。
『
沼
隈
郡
誌
』
で
は
、
同
じ
話
の
年
代
を
元
和
年
間

(
一
六
一
五
S
 
一
六
二
四
)
の
頃
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

「
あ
く
た
川
の
ま
き
」
に
紹
介
さ
れ
た
複
数
の
伝
説
は
、
伝
説
に
次
々

と
尾
鰭
が
付
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

は
後
の
地
誌
類
に
も
様
々
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
人
売
り

や
怨
霊
に
鞆
の
人
々
が
恐
れ
お
の
の
く
と
い
う
、
怪
し
げ
で
恐
ろ
し
い

話
し
と
な
っ
て
い
る
。
肝
心
な
こ
と
は
、
「
さ
さ
や
き
橋
」
伝
説
の
舞

台
が
、
後
山
の
麓
の
寺
院
が
集
中
す
る
地
区
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
は
、
鞆
に
お
い
て
古
く
か
ら
寺
院
の
多
く
が
後
山
山
裾
に
建
立
さ
れ
、

多
数
の
墓
所
も
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
鞆
城
跡
の
東
側
と
南
側
の
町

筋
を
基
軸
に
形
成
・
発
展
を
遂
げ
て
き
た
鞆
全
体
の
構
造
に
も
関
わ
っ

て
い
る
。
怪
し
げ
で
恐
ろ
し
い
「
さ
さ
や
き
橋
」
伝
説
は
、
町
全
体
の

構
造
が
、
住
む
人
に
も
訪
れ
る
人
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
構
図
を
自

ず
か
ら
備
え
て
お
り
、
町
の
姿
が
伝
説
の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
『
沼
隈
郡
誌
』
に
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
や
や
趣
の
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異
な
る
伝
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

橋
の
秧
に
遊
女
な
ど
棲
み
、
往
交
う
人
の
袖
を
捉
へ
て
密
語
き
け

る
と
な
り
、
或
は
傳
ふ
、
応
神
天
皇
十
六
年
百
済
よ
り
博
士
王
仁

経
典
を
捧
げ
て
至
る
時
に
鞆
の
駅
館
に
官
妓
江
浦
と
い
ふ
美
姫
あ

り
し
が
、
接
待
の
公
吏
武
内
臣
和
多
利
と
相
思
の
仲
と
な
り
、
夜

な
夜
な
橋
上
に
噛
々
の
語
を
交
へ
、
或
は
橋
畔
に
き
ぬ
く
の
別
を

惜
み
し
が
、
好
事
魔
多
く
二
人
は
終
に
畷
職
の
罪
に
問
は
る
、
こ1

至
れ
り
、
因
て
密
語
の
橋
と
い
ふ
な
り
と
。

後
者
の
悲
恋
伝
説
が
「
応
神
天
皇
十
六
年
」
の
王
仁
博
士
渡
来
の
時

と
す
る
の
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
叙
述
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
り
、

地
名
起
源
伝
説
と
も
接
続
し
や
す
い
構
成
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

伝
説
は
、
な
ぜ
江
戸
時
代
の
地
誌
類
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
の
諸
書
の
著
者
が
偶
然
耳
に
し

か
0

て
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
^
録
を
避
け
た
か
、
も
し
く

は
十
九
世
紀
以
降
に
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
伝
説
で
あ
る
か
、
等
々
を

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
二
0
二
年
(
乾
元
元
)
に
鞆
の
浦
を
訪
れ
た
後
深
草
院
二
条
が
、

「
た
い
か
し
ま
(
大
可
島
)
」
で
心
静
か
に
暮
ら
す
遊
女
た
ち
の
姿
を
描

い
た
よ
う
に
(
『
と
は
ず
が
た
り
』
)
、
か
つ
て
の
鞆
の
浦
に
お
け
る
遊

女
た
ち
の
拠
点
は
大
可
島
に
あ
っ
た
。
大
可
島
は
や
が
て
陸
繋
島
か
ら

陸
続
き
と
な
っ
て
、
江
戸
時
代
に
は
道
越
町
(
満
越
町
)
を
形
成
し
た
が
、

江
戸
時
代
の
遊
女
町
で
あ
る
有
磯
町
は
道
越
町
の
内
部
に
位
置
し
た
。

鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
、
遊
女
の
活
動
拠
点
は
港

町
の
南
東
側
に
位
置
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
町

の
北
西
側
の
寺
院
門
前
に
位
置
し
た
「
さ
さ
や
き
橋
」
に
つ
い
て
、
遊

、し

女
が
橋
の
た
も
と
に
棲
ん
で
い
た
話
や
、
芸
妓
に
ま
つ
わ
る
悲
恋
物
語

を
生
み
出
し
た
り
、
伝
え
て
い
こ
う
と
し
た
り
す
る
感
覚
は
、
「
さ
さ

や
き
」
と
い
う
一
言
葉
か
ら
の
連
想
で
あ
る
点
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
町

の
姿
を
ふ
ま
え
た
感
覚
と
は
ど
こ
か
異
質
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
町

の
構
造
と
伝
説
の
鉾
台
の
微
か
な
ズ
レ
は
、
町
本
来
の
姿
が
次
第
に
見

え
に
く
く
な
っ
て
い
く
過
程
を
物
語
っ
て
い
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
港
湾
拠
点
と
し
て
の
重
要
度
が
後
退

し
、
港
の
持
つ
意
味
が
変
化
し
た
時
期
の
町
の
姿
を
反
映
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。

伝
説
が
変
化
し
て
い
く
の
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
町

の
姿
か
ら
や
や
隔
た
り
の
あ
る
話
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
地
名

起
源
と
は
ま
た
別
の
意
味
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
と
大
き
く
趣
が
異

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

鞆
の
浦
埋
め
立
て
架
橋
計
画
は
、
近
代
以
降
に
お
け
る
鞆
の
変
容
と

無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

埋
め
立
て
架
橋
計
画
と
は
、
一
九
八
三
年
(
昭
和
五
十
八
)
十
月
、
国
・

広
島
県
・
福
山
市
を
事
業
主
体
と
し
、
鞆
港
に
橋
を
架
け
て
一
部
を
埋

め
立
て
る
県
の
計
画
案
が
、
福
山
港
地
方
港
湾
審
議
会
の
答
申
に
ょ
っ

二
鞆
の
浦
埋
め
立
て
架
橋
計
画
と
そ
の
背
景
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て
承
認
さ
れ
、
「
鞆
地
区
道
路
港
湾
整
備
計
画
」
が
策
定
さ
れ
た
こ
と

に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
計
画
は
、
鞆
の
浦
漁
業
協
同
組
合
と

の
交
渉
が
難
航
し
埋
立
協
議
が
整
わ
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
八
七
年
に

翌
年
度
予
算
化
が
見
送
ら
れ
、
事
業
中
止
と
な
っ
た
。

そ
の
後
一
九
八
九
年
(
平
成
元
)
に
開
催
さ
れ
た
「
海
と
島
の
博

覧
会
」
の
共
催
会
場
と
し
て
、
市
が
県
に
対
し
て
鞆
港
の
環
境
整
備
を

求
め
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
計
画
の
見
直
し
が
始
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
一
九
九
一
年
に
再
度
計
画
案
が
策
定
さ
れ
、
一
九
九
三
年
に

は
埋
立
規
模
を
四
・
六
紗
か
ら
二
・
三
紗
に
縮
小
す
る
新
計
画
案
が
提
示

さ
れ
た
。
一
九
九
八
年
に
、
広
島
県
教
育
委
員
会
が
埋
立
部
分
の
一
部

た
で
ぱ

に
,
つ
い
て
近
世
港
湾
施
設
「
焚
場
」
(
・
船
の
修
理
場
)
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
と
の
結
論
を
公
表
し
た
た
め
、
一
九
九
九
年
に
は
埋
立
面
積

を
さ
ら
に
縮
小
し
て
二
紗
と
す
る
計
画
案
が
提
示
さ
れ
、
二
0
0
0
年

の
福
山
港
地
方
港
湾
審
議
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
必
要
な
地
元
排
水
権
利
者
の
同
意
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
、
次
の
段
階
に
進
む
こ
と
が
で
き
な
い

ま
ま
、
二
0
0
三
年
九
月
に
計
画
は
凍
結
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

し
か
し
、
二
0
0
四
年
に
就
任
し
た
現
福
山
市
長
は
、
排
水
権
利
者

の
娩
%
同
意
が
な
く
て
も
埋
立
免
許
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
凍
結
解
除

を
表
明
し
た
。
と
り
わ
け
二
0
0
七
年
か
ら
は
一
挙
に
計
画
実
施
に
向

け
た
動
き
が
活
発
化
し
、
五
月
に
埋
立
免
許
が
出
願
さ
れ
、
二
0
0
八

年
六
月
に
広
島
県
が
国
士
交
通
省
に
埋
誰
可
を
申
請
し
た
。
こ
の
間
、

二
0
0
七
年
四
月
に
、
地
元
住
民
等
鵬
名
を
原
告
と
し
て
埋
立
免
許
差

し
止
め
を
求
め
る
行
政
訴
訟
「
鞆
の
浦
の
世
界
遺
産
登
録
を
実
現
す
る

生
活
・
歴
史
・
景
観
保
全
訴
訟
」
が
起
こ
さ
れ
、
二
0
0
九
年
二
月
に

結
審
、
製
を
待
っ
て
い
る
状
況
(
同
六
月
現
在
)
で
あ
る
が
、
県
と

市
は
そ
の
結
果
に
関
わ
ら
ず
認
可
が
お
り
次
第
す
み
や
か
に
着
工
し
た

い
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
一
つ
の
公
共
事
業
で
、
未
着
工
の
ま
ま
こ
れ
だ
け

長
期
に
わ
た
る
粁
余
曲
折
を
経
て
き
た
こ
と
自
体
が
特
徴
的
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
地
元
に
お
い
て
多
数
派
を
構
成
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
推
進

派
住
民
か
ら
の
根
強
い
計
画
推
進
へ
の
熱
望
が
あ
り
、
そ
れ
が
行
政
に

よ
っ
て
計
画
が
推
進
さ
れ
る
重
要
で
決
定
的
な
背
景
を
な
し
て
い
る
こ

と
、
し
か
し
な
が
ら
、
岑
0
三
0
仂
を
は
じ
め
と
す
る
各
分
野
専
門
家

や
外
来
の
訪
問
者
な
ど
が
、
地
元
の
反
対
派
住
民
と
と
も
に
、
こ
れ
ま

た
ね
ば
り
強
く
反
対
の
意
思
を
繰
り
返
し
表
明
し
続
け
て
き
た
と
い
う

こ
と
、
に
ょ
つ
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
計

画
の
是
非
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
自
体
が
、
今
後
は
検
証
の
対

象
に
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
根
の

深
い
様
々
な
要
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
し
か
に
、
鞆
の
浦
埋
め
立
て
架
橋
計
画
は
、
一
九
八
三
年
に
策
定

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、
実
際
に
は
、
港
湾
計
画
の
策
定
作
業
に
着

手
し
た
一
九
八
一
年
以
前
か
ら
、
既
定
の
計
画
と
い
う
側
面
を
併
せ

持
っ
て
い
た
。
沼
隈
半
島
を
一
周
す
る
県
道
の
整
備
は
戦
後
に
構
想
が

具
体
化
さ
れ
、
一
九
五
0
年
(
昭
和
二
十
五
)
に
は
都
市
計
画
道
路
の

線
引
き
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
県
道
福
山
鞆
線
の
整
備
が
進
め
ら

れ
て
、
い
わ
ゆ
る
鞆
海
岸
線
の
供
用
が
開
始
さ
れ
た
の
は
一
九
六
六
年
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で
あ
る
。
ま
た
、
鞆
港
の
西
側
に
至
る
県
道
鞆
松
永
線
後
地
工
区
は

一
九
七
二
年
に
着
手
さ
れ
、
供
用
開
始
は
一
九
八
六
年
の
こ
と
で
あ

る
。
一
九
九
一
年
に
計
画
が
見
直
さ
れ
て
か
ら
以
降
に
つ
い
て
言
う
な

ら
ぱ
、
鞆
港
を
挟
ん
で
相
互
に
望
見
で
き
る
二
つ
の
二
車
線
県
道
を
結

び
さ
え
す
れ
ば
、
県
道
整
備
が
完
了
す
る
状
況
に
あ
り
、
一
九
八
三
年

段
階
に
さ
か
の
ぼ
る
な
ら
ば
、
福
禅
寺
の
東
側
か
ら
南
側
に
出
現
し
た

現
代
の
二
車
線
道
路
の
存
在
を
大
前
提
と
し
て
、
鞆
の
浦
埋
め
立
て
架

橋
計
画
が
出
発
し
た
と
一
言
え
る
。

埋
め
立
て
架
橋
計
画
は
、
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
道
路
を
前
提
に
、

そ
れ
ら
を
最
短
ル
ー
ト
で
結
び
、
港
町
の
周
囲
を
道
路
で
取
り
囲
む
こ

と
に
ょ
っ
て
、
半
世
紀
を
越
え
る
県
道
整
備
事
業
を
完
了
さ
せ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
陸
の
孤
島
と
化
し
て
い
っ
た
近
代
以
降
の
閉

塞
感
を
払
拭
す
る
起
爆
剤
と
し
て
、
こ
の
事
業
に
期
待
を
抱
く
地
元

の
気
持
ち
自
体
は
、
よ
く
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、

一
九
八
三
年
よ
り
も
時
間
を
さ
か
の
ほ
っ
て
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
計
画
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
景
観
論
は

そ
の
中
で
も
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
た
だ
し
、
「
景
観
」
と

い
、
つ
言
葉
に
は
、
や
や
も
す
れ
ぱ
切
り
取
ら
れ
た
画
像
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
い
、
特
定
の
い
く
つ
か
の
風
景
に
基
づ
く
視
覚
認

染
古
く
か
ら
実
在
す
る
鞆
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
そ
の
傾
向
が
強
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
残
し
伝
え
る
べ
き
も
の
は
、
「
形
」

で
は
な
く
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
物
の
見
方
や
考
え
方
で
あ
る
。
た

と
え
ば
旅
行
案
内
記
に
「
価
値
が
高
い
」
「
美
し
い
」
「
長
い
歴
史
を
経

て
い
る
」
と
書
い
て
あ
る
名
所
・
旧
跡
を
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
見
物
す

る
と
い
う
古
く
か
ら
の
手
法
だ
け
で
は
、
こ
れ
か
ら
先
の
観
光
開
発
す

ら
も
成
功
す
る
と
は
考
え
が
た
い
。
全
体
の
姿
を
、
地
域
や
国
の
財
産

と
し
て
位
置
づ
け
る
認
識
が
な
か
な
か
定
着
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

は
、
現
在
を
生
き
る
世
代
が
抱
え
て
い
る
社
会
認
識
・
文
化
意
識
の
問

題
点
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
日
常
生
活
か
ら
切
り
雛
せ
な
か
っ
た

は
ず
の
多
種
多
様
な
「
文
化
財
」
の
意
味
が
、
わ
か
り
に
く
い
社
会
に

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

地
域
固
有
の
歴
史
的
環
境
や
文
化
的
価
値
に
つ
い
て
、
評
価
が
定

ま
っ
て
い
る
「
切
り
取
ら
れ
た
風
景
」
以
外
の
風
景
・
風
情
・
景
観

環
境
や
、
専
門
家
に
ょ
る
診
断
を
経
た
文
化
財
以
外
の
様
々
な
遺
跡

風
習
・
伝
説
・
伝
統
の
意
味
が
、
見
落
と
さ
れ
た
り
時
に
軽
視
さ
れ
た

り
す
る
意
染
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
時
代
状
況
も
具

体
的
な
中
身
も
全
く
異
な
る
と
は
言
え
、
地
名
起
源
を
一
つ
の
結
論
に

集
約
し
権
威
付
け
て
い
っ
た
『
沼
隈
郡
誌
』
の
時
代
の
考
え
方
に
も
通

底
し
て
い
る
。
計
画
の
妥
当
性
を
、
重
要
文
化
財
の
数
に
ょ
っ
て
判
断

し
た
り
、
埋
め
立
て
架
橋
を
し
て
も
町
並
み
や
歴
史
的
港
湾
施
設
は
壊

れ
な
い
と
い
う
発
想
が
生
み
出
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
現
状
は
、

そ
れ
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

海
と
町
と
の
接
点
を
遮
断
し
て
町
を
取
り
巻
く
海
辺
の
大
き
な
道
路

か
ら
、
内
陸
側
の
裏
路
次
へ
と
入
る
導
線
は
、
歴
史
的
に
積
み
重
ね
ら

れ
て
き
た
鞆
固
有
の
姿
と
は
、
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
異
質
な
空
間
構

成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
地
域
発
展
の

条
件
で
あ
る
と
主
張
し
て
し
ま
う
意
識
構
造
は
、
決
し
て
福
山
市
や
地
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元
計
画
推
進
派
に
特
殊
固
有
な
も
の
で
は
な
く
、
遅
く
と
も
高
度
経
済

成
長
期
以
降
の
社
会
全
体
に
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
淵
源
は
、
さ
ら
に
時
代
を
遡
っ
た
時
期
に
起
因
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
。
い
ま
問
題
な
の
は
、
そ
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

鞆
の
特
質
を
体
現
し
て
い
る
の
は
、
自
然
地
形
・
自
然
景
観
の
み
で

は
な
く
、
そ
れ
を
基
盤
に
形
成
さ
れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
、
歴
史
的

な
環
境
・
景
観
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
町
の
導
線
や
、
そ
れ
と
港
と
の

濃
密
な
接
点
、
そ
れ
ら
が
生
み
出
す
人
・
物
の
流
れ
が
住
民
・
外
来
者

に
こ
の
場
所
独
特
の
空
問
構
成
を
自
ず
か
ら
感
得
さ
せ
う
る
よ
う
な
環

境
を
、
今
な
お
残
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
一
言
っ
て
み
れ
ば
、
「
怪

し
げ
な
」
伝
説
を
も
生
み
出
し
伝
え
た
よ
う
な
、
様
々
な
想
像
力
と
創

造
力
を
育
む
「
豊
か
さ
」
が
、
な
お
残
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
空
間
全
体
が
、
歴
史
的
景
観
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
「
景
観
」
と
は
単
な
る
「
形
」
で
は
な
く
、
部
分
的
に
切

り
取
ら
れ
た
「
美
し
い
風
景
」
だ
け
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
時
代

毎
に
異
な
る
美
的
感
覚
や
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
多
分
に
政
治
的
な
修
景

も
、
も
ち
ろ
ん
鞆
の
歴
史
の
重
要
な
一
側
面
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
歴

史
的
景
観
の
一
部
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

鞆
城
跡
・
福
禅
寺
の
丘
陵
問
の
峠
に
「
渡
之
地
」
が
あ
り
、
そ
こ
に

産
土
神
で
あ
り
海
洋
神
・
道
触
神
と
さ
れ
る
渡
守
社
が
形
成
さ
れ
、
地

名
起
源
に
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
町
が
、
こ
れ
ら

の
丘
陵
の
両
側
の
麓
に
で
き
た
港
湾
機
能
を
結
び
付
け
、
港
と
一
体
と

な
っ
て
生
き
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
鞆
は
、
こ
れ
に
後

山
山
麓
の
寺
社
密
集
地
域
、
祇
園
社
か
ら
海
に
至
る
東
西
の
参
道
沿
い
、

金
宝
寺
(
{
女
国
寺
)
周
辺
な
ど
、
別
の
町
並
み
が
加
わ
っ
て
で
き
た
複

合
的
な
構
造
の
町
で
あ
る
。
後
山
山
鷲
に
寺
社
が
集
中
し
て
い
く
の
は
、

基
本
的
に
は
福
島
氏
に
ょ
る
鞆
城
下
町
の
建
設
に
と
も
な
う
も
の
で
あ

る
が
、
す
で
に
中
世
に
お
い
て
も
、
か
な
り
の
寺
社
が
後
山
山
麓
に
存

在
し
た
。
あ
る
特
定
の
時
期
の
細
か
い
復
元
が
必
要
な
の
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
町
の
基
本
的
全
体
的
な
構
成
や
形
成
過
程
が
わ
か
る
よ
う

な
残
し
方
こ
そ
が
、
歴
史
的
景
観
の
保
存
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。鞆

の
特
質
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
機
能
し
て
き
た
重
要
港
湾
で
あ
り

な
が
ら
、
自
然
環
境
を
人
間
が
改
変
し
て
い
っ
た
側
面
よ
り
も
、
全
体

の
大
き
な
枠
組
み
、
大
き
な
景
観
を
、
残
し
伝
え
る
営
み
が
受
け
継
が

れ
て
き
た
側
面
が
よ
く
わ
か
る
点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
尾
道
の
よ
う

に
中
世
以
来
の
埋
め
立
て
の
累
積
に
ょ
っ
て
発
展
し
た
港
町
と
は
異
な

{
9
)

り
、
朝
鮮
通
信
^
随
員
が
「
櫛
の
歯
の
よ
う
だ
」
と
記
し
た
^
い
地
割

を
厭
わ
ず
、
埋
め
立
て
へ
の
依
存
度
が
あ
ま
り
高
く
な
い
。
そ
れ
は
地

形
的
・
技
術
的
な
問
題
に
も
よ
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
結
果
と

し
て
、
通
常
で
あ
れ
ば
改
変
の
激
し
い
港
町
の
宿
命
を
逃
れ
、
東
西
の

海
流
が
出
合
う
船
の
滞
留
し
や
す
い
海
域
に
位
置
す
る
自
然
条
件
に
も

恵
ま
れ
た
が
故
に
、
古
い
港
町
の
姿
を
枋
佛
と
さ
せ
る
独
特
の
環
境

景
観
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
鞆
に
古
い
景
観
が

残
さ
れ
た
の
は
、
近
代
以
降
の
開
発
に
乗
り
遅
れ
た
こ
と
だ
け
が
原
因
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で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

冒
頭
に
触
れ
た
鞆
の
「
わ
か
り
に
く
さ
」
と
は
、
伝
説
自
体
に
意
味

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
伝
説
を
生
み
出
し
た
り
伝
え
て
い
く

営
み
の
背
景
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
、
問
題
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
わ
か
り
に
く
さ
」
と
は
、
多
く
は
近
代

以
降
の
歴
史
の
所
産
で
あ
っ
て
、
一
概
に
非
難
す
れ
ぱ
済
む
も
の
で
は

〔
W
〕

な
い
と
考
え
ら
れ
る
゛
し
か
も
、
独
自
な
空
問
構
成
が
ほ
ほ
壊
さ
れ
て

し
ま
っ
た
他
の
多
く
の
港
町
は
、
鞆
よ
り
も
は
る
か
に
深
刻
な
状
況
に

あ
る
。
現
状
に
お
い
て
、
鞆
は
古
い
建
物
・
港
湾
施
設
を
は
じ
め
と
す

る
文
化
財
の
宝
庫
で
あ
る
。
近
年
の
地
元
に
お
け
る
町
づ
く
り
の
取
り

組
み
や
、
鞆
の
浦
歴
史
民
俗
資
料
館
を
は
じ
め
と
す
る
地
道
な
活
動
の

蓄
積
は
、
鞆
の
魅
力
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
最
大
限
に
活
か
す
方
法
の

具
体
化
に
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鞆
へ
人
々
を

導
き
、
町
を
構
成
す
る
、
幾
筋
も
の
海
陸
の
導
線
が
、
さ
ら
に
大
き
く

形
を
変
え
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
地
域
観
を
育
む
重
要
な
手
が
か
り

で
あ
っ
た
空
間
全
体
は
、
線
や
点
に
断
ち
切
ら
れ
た
り
、
全
く
別
物
に

な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。
個
々
の
地
域
文
化
財
の
意
味
を
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
<
王
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
格
段
に
そ
し
て
致

命
的
に
と
ら
え
が
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。

港
町
の
外
側
に
大
き
な
車
道
を
廻
ら
せ
る
と
い
う
発
想
が
生
み
出
さ

れ
長
く
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
、
単
に
鞆
の
問
題
と
し
て
で

は
な
く
、
ま
た
単
に
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、
現
在
を
生
き
る
世
代
の

者
と
し
て
今
一
度
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

〔
註
〕

(
1
)
野
崎
左
文
『
日
本
名
勝
地
誌
第
六
編
山
陽
道
之
部
』
(
一
八
九
五
年
)

の
「
鞆
町
」
の
項
。

(
3
 
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
上
巻
(
一
九
0
七
年
)
の
「
鞆
」
の
項
。

(
3
)
『
備
後
叢
書
(
二
)
』
(
一
九
七
0
年
)
所
収
。

(
4
)
い
ず
れ
も
『
備
後
叢
書
(
二
)
』
(
一
九
七
0
年
)
所
収
。

(
5
)
鉄
道
名
『
景
観
を
尋
ね
て
』
(
一
九
三
三
年
)
八
五
頁
。

(
6
)
澤
田
久
雄
編
集
発
行
『
日
本
地
名
大
辞
典
」
第
五
巻
(
一
九
三
八
年
)
の

「
ト
モ
鞆
・
登
朗
主
」
の
項
。

(
7
)
『
備
後
叢
書
全
)
』
(
一
九
七
0
年
)
所
収
。

(
8
)
片
岡
智
「
景
観
美
の
文
法
1
名
勝
鞆
の
浦
・
一
七
S
二
0
世
紀
1
」
(
『
歴

4
、

史
科
学
』
 
N
、
二
0
0
八
年
)
。
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(
9
)
慶
七
松
『
海
様
録
』
。

(
W
)
た
と
え
ば
、
近
代
に
お
け
る
風
景
(
広
く
人
々
飯
知
さ
れ
共
有
さ
れ
た

風
景
)
の
転
換
を
論
じ
た
西
田
正
憲
『
瀬
戸
内
海
の
発
見
』
(
一
九
九
九
年
)

で
は
、
絶
対
的
価
値
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
ま
で
の
伝
統
的
・
歌

枕
名
所
的
風
景
が
、
近
代
の
合
理
的
・
写
実
的
・
自
然
主
義
的
風
景
に
ょ
っ

て
相
対
化
さ
れ
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
と
と
ら
え
る
。
た
だ
し
、
西
田
氏
は
、

相
対
化
さ
れ
た
ま
な
ざ
し
が
空
問
の
均
質
化
を
も
た
ら
し
て
環
境
破
壊
に

つ
な
が
っ
た
と
も
論
じ
て
お
り
、
近
代
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
の
中
に
今

日
的
課
題
の
淵
源
を
辿
る
点
に
お
い
て
は
、
本
稿
と
共
通
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

133


