
第
六
節

近
世
中
期
の
海
運
と
浦
船

菱
塩
川
知
船
・
樽
廻
船
と
積
荷
協
定

江
戸
＋
組
問
阿
口
座
の

成
立
と
菱
纏
廻
船

近
位
前
期
に
上
方
・
江
戸
間
の
海
上
輸
送
、
が
頻
繁
化
し
て
く
る
に
つ
れ
て
、

船
頭
・
水
主
が
輸
送
途
中

に
桜
仰
を
か
す
め
た
り
、
故
意
に
船
を
沈
没
さ
せ
て
荷
物
を
抜
き
取
っ
た
り
、
ま
た
難
船
の
際
迦
船
問

犀
が
残
り
荷
物
の
入
札
を
行
っ
て
処
却
す
る
と
き
に
ご
ま
か
し
た
り
す
る
な
ど
、
不
正
行
為
が
横
行
し
た
。
そ
の
結
果
、
荷
主

側
の
被
る
山
刺
市
い
す
も
大
き
か
っ
た
υ

そ
れ
と
い
う
の
も
、
荷
主
で
あ
る
江
戸
の
問
屋
は
廻
船
問
屋
に
例
加
に
交
渉
し
て
、
積
荷
を

依
頼
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
結
果
和
初
の
集
荷
か
ら
廻
船
の
調
達
・
仕
建
業
務
、
さ
ら
に
廻
船
の
難
船
処
迎
に
い
た
る
ま
で
、

す
べ
て
の
権
限
が
一
切
こ
の
廻
船
問
屋
に
任
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
廻
船
問
屋
を
は
じ
め
船
頭
・
水
主
の
不
正
や
弊
風
を
一
掃
す
る
た
め
に
、
荷
主
た
る
江
戸
間
口
皮
肉
人
で
あ
っ
た
大

坂
屋
伊
兵
衛
が
中
心
と
な
づ
て
、
一
万
禄
七
年
（

六
九
四
）
に
江
戸
十
組
問
屋
を
結
成
し
た
。
十
組
問
屋
と
は
塗
物
店
組
・
内
店

組
・
通
町
組
・
表
店
組
・
楽
部
似
店
組
・
河
川
作
組
・
綿
a
出
組
・
’
紙
店
組
・
釘
店
組
・
禍
店
組
の
一

O
組
の
間
庭
仲
間
か
ら
な
っ
て

い
た
。
主
と
し
て
江
戸
の
日
本
橋
辺
・
木
町
筋
・
通
町
筋
に
店
を
構
え
、
令
店
の
取
扱
い
商
品
は
、
上
方
か
ら
海
上
愉
送
さ
れ
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て
く
る
主
要
た
一
卜
り
商
品
、

っ
た
。

つ
ま
り
綿
花
・
繰
綿
・
油
・
酒
・
紙
・
銅
・
鉄
・

近

荏
・
薬
臨
・
治
物
・
小
間
物
な
ど
で
あ

111: 

こ
の
十
組
問
原
仲
間
で
は
各
組
に
行
可
（
枇
話
人
）
を
お
き
、
こ
の
行
可
が
交
代
で
大
行
司
を
勤
め
た

3

こ
の
大
行
可
の
監
督

の
も
と
に
、
難
船
の
場
合
に
は
仲
間
の
代
表
を
派
遣
し
て
海
難
調
査
な
行
い
、
難
船
荷

IIをすミ綴Ill

近 lll:•N切の海運と占有船第六；~］

物
の
処
理
に
は
共
同
海
損
（
損
認
を
荷
主
と
船
主
と
が
北
ハ
何
で
負
担
す
る
）
の
原
則
を
確
立
し

て
い
っ
た
む
ま
た
十
組
問
屋
全
体
に
は
山
人
の
桜
町
一
光
を
定
め
、
そ
の
極
印
元
の
も
と

船頭次郎兵衛7tm船i情：手形（部分）

で
新
造
菱
…
知
一
廻
船
の
船
名
を
確
認
し
た
り
、
船
足
（
街
戦
ハ
川
の
制
限
を
一
爪
す
喫
水
線
）
や
船

日
パ
に
検
査
ず
み
の
級
印
を
打
ふ
り
＼
ま
た
廻
船
が
江
戸
へ
入
律
し
て
き
た
と
き
に
は
、
こ

の
板
印
を
点
検
し
、
海
難
処
理
の
際
に
は
分
散
勘
定
の
処
理
な
ど
に
あ
た
っ
た
。

こ
う
し
て
江
戸
十
組
問
農
が
特
に
海
上
愉
送
と
廻
船
に
関
心
を
も
つ
に
い
た
っ
た
背

景
は
、
そ
れ
ま
で
江
戸
問
屋
の
な
か
で
主
流
を
占
め
て
い
た
荷
受
問
屋
（
生
路
地
の
荷
主

と
注
文
主
と
の
間
を
仲
介
し
、
そ
の
仲
介
料
と
し
て
口
銭
を
受
け
取
る
関
口
俊
）
に
待
わ
っ
て
、
新

'o/'.l~ 91 

た
に
仕
入
れ
問
屋
（
自
己
資
本
と
裁
設
で
商
品
を
生
賎
幼
で
仕
入
れ
、
仲
良
・
小
売
へ
売
り
さ
ば

く
問
屋
）
が
勢
力
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
一
万
徐
知
江
戸
高
法
の
転
換
期
に

当
た
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
つ

こ
の
十
組
問
最
も
ほ
と
ん
ど
が
仕
入
れ
関
屋
で
あ
っ
て
、

内
己
資
木
で
買
い
入
れ
た
商
品
が
、
船
顕
・
水
去
の
不
正
や
趨
船
問
屋
の
償
暴
に
よ
っ

て
、
輸
送
途
上
の
損
害
を
も
ろ
に
負
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
仲
間
と
し
て
版
印
元
の
点

37r 



検
を
実
施
し
、
難
船
調
査
を
行
う
伝
ど
自
ら
そ
の
防
衛
手
段
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
廻
船
の
新
造
や
修
復
に
も

力
を
注
い
で
事
故
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
廻
船
の
調
達
確
保
に
も
援
助
を
与
え
た
。
こ
の
十
組
問
屋
仕
建
の

廻
船
が
菱
騒
廻
船
で
あ
り
、
そ
の
芯
味
で
十
組
問
屋
結
成
に
よ
る
江
戸
問
屋
述
会
と
は
、
海
上
輸
送
の
円
滑
化
を
は
か
る
た
め

の
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

寧
保
婦
に
お
け

る
商
品
輸
送

八
世
紀
に
は
よ
方
・
江
戸
間
の
商
品
流
通
、
商
品
輸
送
が
頻
発
化
し
て
く
る
と
と
も
に
、
尚
地
問
を
住

米
す
る
廻
船
の
活
動
も
活
発
化
し
て
い
っ
た
。
と
く
に
大
波
が
全
国
的
集
数
市
場
と
し
て
の
地
位
を
確
立

し
た
享
保
拐
に
は
、
北
は
松
前
か
ら
、
南
は
護
摩
・
琉
球
に
い
た
る
ま
で
、
大
坂
の
市
場
簡
は
広
が
っ
て
い
た
。
な
か
で
も
近

畿
以
商
か
ら
は
木
綿
・
繰
綿
・
古
手
・
位
表
な
ど
、
加
工
度
の
高
い
商
品
類
が
含
ま
れ
て
お
り
、
海
産
物
や
薪
炭
・
鉱
産
物
は

多
く
間
前
諸
問
か
ら
出
荷
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
い
っ
た
ん
大
坂
に
集
ま
っ
た
商
品
の
か
な
り
の
部
分
が
再
び

へ
移
出

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
か
ら
同
十
五
年
ま
で
、
大
坂
よ
り
江
戸
に
積
み
送
ら
れ
た
商
品
数
量
を
表
示
し
た
の
が
、
表
部
で
あ

る
。
こ
れ
は
享
保
改
革
の
過
程
で
、
幕
府
が
江
戸
に
お
け
る
物
価
統
制
の
た
め
に
一
一
日
間
の
生
活
必
需
品
の
入
津
高
を
調
宜
し

た
も
の
で
、

一
一
品
の
う
ち
繰
綿
・
木
綿
・
泊
・
澗
・
犠
油
の
五
品
は
七
カ
年
を
通
じ
て
大
量
に
大
坂
か
ら
積
み
送
ら
れ
て
お

り
、
米
骨
炭
・
魚
油
・
磁
の
四
日
間
は
、
年
に
よ
っ
て
激
し
い
差
が
あ
り
、
新
・
味
噌
は
ま
っ
た
く
大
坂
か
ら
は
入
津
し
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
大
坂
か
ら
の
入
洋
高
が
、
江
戸
総
入
津
高
の
な
か
で
占
め
る
割
合
を
示
し
た
の
が
、
表
別
で
あ
る
。

ま
ず
大

坂
よ
り
の
入
津
高
が
多
い
の
は
、
繰
綿
・
油
・
係
油
の
ゴ
一
口
問
で
、

つ
い
で
木
綿
・
酒
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
繰
綿
に
つ
い
て
は
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表 88

第六Vi!

jt!・ 

な
っ
て
い
る
。

調
五
対
象
の
相
違
か
ら
か
、
総
入
津
高
よ
り
も
大
坂
か
ら
の
入
洋
自
の
方
が
多
く

:;([ 

ま
た
潤
は
入
津
高
が
約
八

O
万
樽
で
、
元
禄
十
年
の
六
四
万
幣
よ

り
か
な
り
増
加
し
て
い
る
が
、
大
坂
か
ら
の
入
津
高
比
率
は
わ
ず
か
ニ
二
%
と
綴

j後lt編Ill

端
に
少
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
当
時
の
江
戸
積
瀬
造
地
の
中
心
が

伊
丹
・
池
間
・
西
宮
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
灘
三
郷
が
新
興
酒
造
地
と
し
て
新

た
に
合
一
践
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
続
出
し
港
も
、
掲
出
の
大
坂
（
安
治
川
）

表的手：保11年江戸入荷Jj＼：に！日める
大坂よりの割合

82, 
J司

36, 13~ 

90.811＇専

1苓
795,856 

l'J 
132,829 

861‘893日、
｛長

809. 790 

50. 501 ：~ 
1 670.880伎

を，，
18. 209.687’司

j ’ Itま

2,898 

江戸入洋高
(A) 

繰綿

オ号 線

rH1 
I間

終 irh
対立

Jグミ

魚詰Ji
以現

1Jr 
味 11¥lf

口 i
llfl 許可

資料：大石供三fillw白木近欧社会の'ffj場者I，＇造」
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だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
伝
法
・
間
的
対
・
兵
路
な
ど
に
分
散
し
て
い
た
た
め
の
数
字
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
下
り
沼
は
、

木
綿
そ
の
他
の
商
品
と
は
呉
な
っ
て
、
必
ず
し
も
大
坂
へ
の
集
中
皮
は
そ
れ
ほ
ど
向
く
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
菱
町
一
廻
船
で

続
々
雑
多
な
江
戸
前
向
日
聞
が
混
殺
さ
れ
て
い
た
状
態
か
ら
、

や
が
て
澗
荷
専
用
の
樽
廻
船
が
分
断
独
立
し
て
そ
れ
ぞ
れ
伶
廻
船

問
屋
の
手
で
御
船
仕
建
が
な
さ
れ
て
い
く
い
下
情
の
一
山
崎
を
、

」
の
点
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

酒
店
紹
の
十
組

脱
退
と
得
廻
船

菱
町
廻
船
に
は
、

十
組
問
屋
仲
間
の
手
船
と
似
級
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。

手
船
の
多
く
は
江
戸
十
組
仲
間

の
共
同
出
資
で
新
造
し
た
問
屋
共
有
船
で
、

修
浬
も
共
間
出
資
で
行
わ
れ
、
前
述
一
%
以
七
年
の
江
戸
十
組

仲
間
結
成
の
動
機
の
一
つ
も
、
こ
の
廻
船
の
納
強
と
充
実
化
に
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
大
坂
二
十
四
組
問
患
や
九
粁
の
菱
町
一
廻
船

問
屋
の
所
有
紛
も
含
ま
れ
る
つ

こ
れ
に
対
し
仮
初
と
は
、
十
組
問
患
の
共
有
船
で
は
な
く
、

い
わ
ば
問
屋
所
属
の
廻
船
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
大
坂
で
調
述

し
た
姻
船
に
い
わ
ゆ
る
寸
菱
防

（
知
一
立
部
分
に
つ
け
た
菱
知
一
の
舷
側
桜
）
を
つ
け
て
化
粧
菱
町
一
廻
船
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
多
く

は
瀬
戸
内
・
紀
伊
近
辺
の
廻
船
を
一
脱
船
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
ろ
こ
れ
ら

切
の
廻
船
は
十
組
問
屋
の
仕
入
れ
荷

物
を
積
荷
と
し
、
菱
同
一
廻
船
間
践
の
差
配
（
仲
岡
県
）
の
も
と
に
仕
建
て
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
本
保
十
五
年
に
い
た
り
、

大
海
難
事
故
が
続
発
し
た
の
を
機
に
、

」
れ
ま
で
十
組
問
患
に
属
し
て
い
た
酒
店
組
が

分
離
独
立
し
、
新
た
に
専
用
の
拘
廻
船
の
独
立
組
織
化
を
閑
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
瑚
山
と
し
て
次
の

一
点
な
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る

J

tお

に
、
消
は
元
米
「
水
物
L

と
い
わ
れ
、

腐
敗
し
や
す
い
商
品
で
あ
っ
た
か
ら
、

輸
送
期
間
の
短
縮
化
が
安
則
さ
れ
て
い

た
三
と
で
あ
る
つ
と
こ
ろ
が
袋
店
一
廻
船
で
は
他
の
商
品
と
の
混
裁
で
あ
り
、

し
か
も
下
積
荷
物
（
沼
荷
・
水
川
出
・
砂
糖
・
紙
石
・
悩
糊
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－
糠
・
瀬
戸
物
・
鉄
類
な
ど
）
・
上
舵
荷
物
（
繰
綿
・
昆
布
・
染
本
・
刷
山
本
・
楽
積
・
絵
馬
・
小
間
物
・
積
物
・
紙
類
・
糸
・
木
綿
畑
山
、
な
ど
）
の

Ill: :l!I: 

ほ
分
、
が
あ
っ
た
か
ら
、
荷
役
に
長
い
日
数
（
務
過
で
二

0
日
間
ぐ
ら
い
）
を

4

消
火
し
た
の
に
対
し
、
持
廻
船
で
は
荷
か
さ
も
低
く
、
荷

菱
同
一
廻
船
に
く
ら
べ
る
と
荷
役
の
迅
速
化
を
関
る
こ
と
が
で
き
た

j綬サミ編HI

の
で
あ
る
。

役
に
も
手
間
ど
ら
な
い
た
め
（
位
同
一
旭
で
四
、
五
日
間
ぐ
ら
い
て

第
二
に
は
、
海
抑
制
に
附
す
る
共
同
負
担
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
十
組
問
箆
仲
間
の
兎
姿
な
役
割
の

つ
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
ガ
法
は
、
同
一
一
船
舶
に
臨
み
合
わ
せ
た
荷
主
た
ち
が
、
積
荷
価
値
に
応
じ
て
煩
失
額
を
共
同
負
担
し
、
互
い
に
補
償
し
合
う

は
ね
に

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
海
難
の
際
に
船
足
を
続
く
し
、
船
の
安
定
を
は
か
る
た
め
に
採
ら
れ
た
例
待

の
場
合
も
、
尚
波
を
か
ぶ
っ
て
向
日
間
側
仰
を
損
じ
た
り
す
る
詰
荷
の
場
合
も
、
多
く
は
比
較
的
高
価
な
上
積
荷
物
で
、
泊
荷
の

方
は
損
害
も
受
け
ず
に
船
J

悦
に
残
る
回
｝
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
共
同
海
損
に
は
い
九
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

近＼ll:rj1J拐の海運と浦船第六自ftl

！討兇i司浜[El外有n似ヶNii¥
家「？特例長；（部分）

こ
間
関
可
ト
ヒ
〉
三

t
：
あ
〉
禽
」
a

t
程
一
｛
ミ
メ
ν
－A
，
品
川
V

カ
J
d

し
か
も
負
約
一
は
、
積
荷
の
損
失
の
ほ
か
に
海
難
波
〈

地
調
査
や
山
山
訴
費
用
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
出
資
と
煩
雑
さ
か
ら
脱
却
す

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ば
ま
っ
た
く
別
途
に
湖
幣
専
用
船
を
仕
建
て
る
こ
と
で
あ
っ

た。
も
お
ろ
ん
こ
う
し
た
得
廻
船
実
現
の
背
後
に
は
、
伊
丹
を
は
じ
め
と
す
る
池
田

r!J'.:f[ 92 

・
西
宮
・
伝
法
の
江
戸
新
酒
造
家
の
支
援
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
新
た

に
江
戸
棋
を
自
指
し
て
台
頭
し
て
き
た
灘
酒
造
仲
間
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
無
視
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
仲
畑
船
の
分
離
独
交
の
い
ま
一
つ
の
別
法
山
は
、
菱
…
知
一
廻
船
の
杭
荷
と
符
廻
船
の
積
荷
の
性
格
が
異
な
っ
て
い
た
と

い
う
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
菱
町
一
廻
船
の
抑
制
荷
は
江
戸
十
組
問
屋
の
仕
入
荷
物
（
波
文
荷
物
）
で
あ
り
、
持
廼
船
の
一
的
判
例
は
荷
主
で

あ
る
一
偽
造
家
の
送
り
荷
物
（
委
託
荷
物
）
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
海
損
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
品
川
約
一
は
、
菱
思
想

船
の
場
合
に
は
江
戸
十
組
問
屋
が
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
持
組
船
の
場
合
は
必
然
的
に
荷
主
側
の
酒
造
家

が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
点
で
は
、
も
と
も
と
海
上
で
の
海
損
に
対
す
る
共
同
補
償
の
組
織
と
し
て
成
立
し
た
十
総
問
屋
に
と
っ
て
、
仕
入
荷
物

と
送
り
持
物
の
混
在
は
、
積
荷
元
値
段
を
基
準
に
し
て
損
害
目
傾
を
割
賦
す
る
共
同
海
損
の
割
掛
け
と
徴
収
に
も
当
然
図
難
を
生

ず
る
姿
悶
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
仕
入
荷
物
と
送
り
荷
物
と
の
廻
船
を
別
仕
建
と
す
る
菱
臨
・
降
雨
廻
船
の
共
存
は
、

現
実
的
に
し
て
合
則
的
な
運
送
形
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

海
運
競
争
と

穣
荷
協
定

一
学
保
十
五
年
の
澗
店
制
服
の
十
組
脱
退
を
契
機
に
、
澗
荷
は
持
廻
船

方
日
似
ヴ
州
、
そ
の
他
の
詰
揃
n
川
は
す
べ
て

菱
思
想
船
一
方
都
み
と
い
う
こ
と
で
、
菱
垣
・
樽
雨
期
船
の
脳
荷
協
定
が
な
さ
れ
た
。
当
時
の
待
廻
船
は
ま

だ
っ
小
平
L

と
い
わ
れ
、
二
五

O
石
内
外
で
、
菱
臨
廻
船
と
く
ら
べ
る
と
は
る
か
に
小
型
で
は
あ
っ
た
。

し
か
し
杭
荷
の
明
大

と
と
も
に
榊
廻
船
も
漸
次
菱
担
廻
船
な
み
の
大
型
廻
船
に
成
長
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
樽
廻
船
は
、
荷
役
も
迅
速
で
、
運
賃
も
低
嫌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
本
米
た
ら
菱
釘
廻
船
に
積
み
込
む
べ
き
荒

荷
（
川
和
貸
料
糾
）
が
、
得
廻
船
に
洩
れ
積
み
さ
れ
る
こ
と
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
菱
塩
廻
船
の
方
で
は
、
も
と
も
と
十
組
以
外
の
脇
荷
物
は
、
内
出
組
・
通
町
組
の
管
轄
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、

卒
保
十
五
年
の
酒
店
組
の
分
離
独
立
を
契
機
に
し
て
、
十
組
前
患
の
内
部
で
、
消
待
に
代
わ
る
下
前
荷
物
の
選
定
（
消
の
代
わ
り
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に
水
九
州
・
砂
糖
）
が
問
題
と
な
り
、
さ
ら
に
装
組
魁
船
の
側
で
は
「
方
方
」
と

ρ似
紛
」
の
ご
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
合
方
と
は
十
組
の
う
ち
の
酒
店
組
を
の
ぞ
い
た
塗
物
店
組
・
内
店
組
・
通
町
組
・
表
店
組
・
薬
種
店
組
・
綿
応
総
・

紙
店
組
・
釘
店
組
の
八
店
で
、
仮
船
と
は
向
山
市
組
の
油
問
屋
が
総
行
事
と
級
印
元
に
な
っ
て
、
こ
の
油
店
組
付
属
と
い
う
形
で

の
鉄
店
総
・
糠
仲
間
輸
相
・
間
制
即
別
組
・
瀬
戸
物
山
・
薬
稲
店
組
・
蝋
時
制
服
・
新
堀
組
・
乾
物
店
組
・
住
吉
’
級
・
浜
公
口
組
・
二
議
紙

店
抑
制
・
一
一
一
書
紙
店
組
の
仮
船
十
一
一
一
級
か
ら
な
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
業
種
別
に
は
古
方
と
仮
船
と
で
は
重
複
す
る
場
合
も
あ
り
、
同
一
業
者
が
対
立
組
合
を
形
成
す
る
と
い
っ
た
相

互
に
平
等
な
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
十
総
間
監
仲
間
の
閉
鎖
性
が
あ
り
、
仮
船
十
一
一
一
拍
艇
に
所
属
す
る
こ
と

に
な
っ

の
な
か
に
は
、
菱
壇
廼
結
へ
の
政
み
込
み
も
で
き
ず
、
自
由
な
得
廻
船
へ
の
洩
れ
積
み
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
事
情
も
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
当
初
は
酒
荷
以
外
の
荷
物
は
菱
担
廻
船

方
都
み
と
す
る
規
約

も
遵
守
さ
れ
て
い
た
が
、
漸
次
菱
垣
廻
船
杭
荷
物
か
ら
の
洩
れ
絞
み
が
年
と
と
も
に
増
加
し
て
き
た
。
他
方
幣
廻
机
仰
の
方
で
も
、

近ill中期の海運と浦船

余
裕
が
あ
れ
ば
余
街
と
し
て
菱
鼠
積
荷
物
で
あ
る
上
約
荷
物
の
雑
貨
舶
を
低
迷
貨
で
組
み
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
阪
趨

船
に
よ
る
上
積
荷
物
の
争
奪
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ

」
の
額
向
は
樽
廻
船
が
独
立
し
て
か
ら
一
一
一

O
年
後
、
す
な

わ
れ
ノ
宗
結
末
期
（
一
七
六
O
J六
一
一
一
）
に
な
っ
て
さ
ら
に
激
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
商
廻
船
は
荷
物
争
奪
を
一
時
的
に
で
も
休
止
し
よ
う
と
し
て
、
問
問
和
七
年
（
一
七
七
O
）
に
沼
問
屋
と
十
組
問
屋
中
の

他
の
九
組
（
い
わ
ゆ
る
「
十
日
ガ
し
グ
ル
ー
プ
）
と
の
あ
い
だ
で
、
七
口
聞
に
限
っ
て
樽
廻
船
へ
の
積
み
合
い
を
認
め
る
協
定
が
結
ば
れ

第六節

た
。
こ
の
七
口
聞
と
は
本
来
は
菱
師
一
積
荷
物
で
あ
る
米
・
糠
・
阿
波
龍
王
・
灘
日
索
麺
・
昨
・
潟
り
（
燦
油
）
・
阿
波
蝋
燭
で
あ
る

が
、
こ
れ
な
菱
垣
・
幣
の
剤
取
荷
物
と
し
た
う
ふ
ん
で
、
制
は
樽
廻
船
の
一
方
結
み
、
七
日
間
以
外
の
荷
物
は
菱
恒
廻
船
一
方
顧
み

ーJU: rnを史編Ill377 



安永JC年（1772）樽処船問l'l.－覧表 90

地

大J反南安治川 1丁目

グ二｜ヒ安治JlllT十1

// 下｜事労i!lf

か北伝法村

グ南伝法村

磁1き；

// 

// 

資料： T大阪市民：.1 

安永 2年（1773）遣を滋剣船i何度一覧表 91

由
也j
 

大坂機お衛門lllJ

グヌドIUJl了ti

グ J万屋町

グ天満11丁目

グ今橋西詰

庁心斎橋過主主町

グ長浜町

グ瀬戸物町

グ伏見捌 l了El

資料： r大IQil:司JJ{'.,1 

ヲ't:所

古限度強：回虫［I

小西新右衛門

沖 i到底鋭j：三郎

Jf[ I~！＇｝ 陵高右衛門

毛馬媛彦左衛門

名馬民兵 Ji.虫［l

1J1本屋九 i:i11/J /111 
大和屋大三虫II

s1z内太郎右衛門

総民銭左衛門

誌ぇ腿九兵 illi
村 Ill）丞利 ti衛［！日

常念長兵衛

j路日I IJ＇兵衛

十
化所

顕肢 J主右 11/J門

fl:l 段勘兵衛

小知l）議庄左衛門

桑名度七之介

iヨ野度九兵 衛

富問屋吉兵 衛

官問屋台・左衛門

大津屋大次郎

大津屋吉五郎

と
す
る
積
荷
協
定
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
菱
坦
・
待
両
廻
船
の
海
運
競
争
に
対
す
る
和
解
策
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

問廻船問屋1S

遣を思廻船問屋1S

そ
の
後
も
こ
の
明
和
七
年
の
両
積
規
定
は
守
ら
れ
ず
、
二
年
後
の
安
、
氷
一
万
年
ご
七
七
二
）
に
い
た
り
、

岡
沼
政
権
の
株
仲
間

公
認
政
策
の
一
環
と
し
て
、
大
坂
・
伝
法
待
廻
船
問
屋
八
析
と
、
四
宮
樽
廻
船
問
屋
六
軒
の
江
戸
積
酒
荷
物
廻
船
関
屋
株
が
公

認
さ
れ
、
そ
の
代
償
と
し
て
当
年
に
銀
二

O
枚
、
翌
年
よ
り
は
銀
一
五
枚
の
冥
加
金
の
、
氷
上
納
が
定
め
ら
れ
た
。

神
廼
船
問
屋
名
は
表
卯
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

そ
の
と
』
ぎ
の

つ
づ
い
て
翌
安
、
氷
一
一
年
に
は
表
引
に
示
し
た
よ
う
に
、
菱
垣
廻
船
問
屋
九
軒

も
株
立
て
さ
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
し
て
改
め
て
尚
廻
船
は
先
の
明
和
七
年
の
七
口
仰
の
悶
積
規
定
と
、
溜
は
得
廻
船
一
方
税
み
、

そ
の
他
は
菱
田
一
廻
船

方
積
み
と
す
る
積
荷
協
定
の
持
続
認
が
な
さ
れ
、
以
後
こ
の
協
定
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
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の
で
あ
る
。
当
時
伶
廻
船
は

O
六
般
、
菱
却
処
船
は
二
ハ

O
般
で
あ
っ
た
。

安
永
一
万
年
に
伶
廻
船
問
毘
株
が
公
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
降
廻
船
の
基
礎
は
よ
う
や
く
閉
ま
っ
て
き
た
。
そ
し
て
問
問
年

二
月
お
よ
び
九
月
に
は
、
遡
船
問
屋
と
荷
主
仲
間
相
互
の
あ
い
だ
に
、

六
カ
条
か
ら
な
る
将
廻
船
規
約
が
制
定
さ
れ
た
。
そ

れ
が
「
樽
船
海
難
私
記
一
（
ま
た
は
「
犯
一
戸
税
制
制
御
紛
法
定
し
と
も
会
く
）
で
、

い
わ
ば
江
戸
廻
潤
諸
荷
物
積
問
屋
仲
間
の
規
約
述
名

帳
で
あ
る
。

こ
の
樽
船
海
難
私
記
は
難
船
処
読
の
方
法
に
関
す
る
私
法
、
す
な
わ
ち
結
問
屋
仲
間
の
規
約
で
あ
っ
て
、
全
文
二
ハ
カ
条
の

ほ
か
に
海
難
に
関
す
る
追
加

カ
条
を
含
ん
で
い
る
。
内
谷
は
、
初
め
に
仲
間
の
廻
船
は
公
畿
の
法
度
を
守
る
べ
き
こ
と
を
定

め
、
以
下
難
船
手
続
、
振
分
散
、
合
力
な
ど
共
同
海
損
を
は
じ
め
と
す
る
難
船
規
定
を
中
心
と
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
船
の
元

値
段
、
運
賃
、
新
造
船
の
麟
装
の
こ
と
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
廻
船
規
約
が
制
定
さ
れ
る
に
至
る
背
景
に
は
江
戸
新
出
荷
の
一
納
得
数
が
増
大
し
、
江
戸
詰
酒
造
家
日
荷
主
の
仲

近jtt中期のifif:Jlliと浦船

間
組
織
も
体
系
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
安
、
一
期
に
は
江
戸
入
津
得
数
は
年
間

八

O
万
持
に
ま
で
伸
び
、
上
方
酒
造
家
仲
間
で
は
競
争
契
機
の
導
入
に
よ
っ
て
経
蛍
拡
大
の
傾
向
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
て
い
っ

た
。
こ
こ
に
新
興
酒
造
地
と
し
て
今
津
・
灘
日
が
台
頭
し
、
そ
の
結
果
こ
れ
ら
新
規
総
を
包
焼
し
て
、
筏
泉
二
カ
国
の
酒
造
家

荷
主
を
述
合
し
、
江
戸
積
摂
泉
十
二
郷
の
消
造
仲
間
が
結
成
さ
れ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
旧
来
の
特
権
的
な
江
戸
税

酒
造
地
た
る
伊
丹
・
池
間
・
間
官
・
大
坂
な
凌
憶
し
て
、
新
規
組
の
灘
三
郷
が
台
頭
発
展
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
菱
沼
一
廻
船
と

第六節

は
別
仕
建
と
し
て
独
立
し
た
樽
廻
船
の
活
躍
の
舞
台
が
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
師
、
菱
知
一
廻
船
の
一
説
徴
を
物

る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

川口い近！絞史編Ill379 
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凶
宮
浦
積
所
の
特
権
と
灘
筋
廻
船

期
間
宮
樽
廻
船

問
問
屋
の
成
立

凶
宮
は
地
淑
的
に
は
大
坂
と
兵
隊
の
中
間
に
位
院
し
、

し
か
も
近
世
前
期
す
で
に
伊
丹
・
池
田
と
な
ら
ん
で

江
戸
街
酒
造
地
と
し
て
下
り
澗
を
送
り
出
し
て
い
た
が
、
直
接
凶
宮
か
ら
江
戸
下
り
瀦
の
船
出
し
を
開
始
す

る
に
は
、
大
坂
・
訟
法
・
兵
庫
よ
り
も
な
お
多
少
の
日
時
を
裂
し
た
。

一
万
禄
期
限
宮
に
は
鴻
池
三
右
衛
門
・
平
内
太
郎
右
衛
門
の
二
軒
の
廻
送
業
者
が
い
て
、

「
向
荷
物
引
詰
潟
借
付
出
並
諸
荷
物

引
受
間
康
一
と
称
し
た
。
そ
の
業
務
は
、
一
一
一
回
・
鴻
池
地
方
お
よ
び
近
郷
在
々
つ
ま
り
川
辺
・
有
馬
両
郡
の
い
わ
ゆ
る
北
在
郷

か
ら
の
溜
荷
物
を
と
り
ま
と
め
、
伝
法
船
問
毘
に
廻
送
し
て
船
杭
し
た
り
、
ま
た
馬
借
継
立
て
を
行
っ
た
り
、
さ
ら
に
伝
法
船

問
屋
の
陵
揚
げ
荷
物
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
荷
受
先
へ
送
り
届
け
た
り
す
る
中
継
運
送
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
先
の
兵
庫
の

積
問
屋
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
地
位
は
大
坂
・
伝
法
廻
船
問
屋
配
下
の
運
送
業
者
で
あ
っ
た
。

兵
庫
津
が
こ
の
廻
船
問
屋
に
従
属
し
た
地
位
か
ら
つ
い
に
自
立
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
凶
官
で
は
元
禄

期
の
上
方
江
戸
蹴
酒
造
業
の
発
展
と
と
も
に
、
や
が
て
江
戸
積
荷
物
の
積
出
し
と
廻
船
仕
惑
な
業
務
と
す
る
酒
税
問
屋
の
成
立

を
み
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
の
契
機
は
、
前
述
の
鴻
池
・
一
千
内
が
関
宮
捕
か
ら
酒
荷
物
の
積
出
し
ゃ
｝
計
画
し
、
荷
主
で
あ

る
瀬
造
家
の
支
援
を
得
て
、

宝
永
元
年
（
一
七
O
四）、

兵
庫
の
船
問
屋
伝
法
度
弥
右
衛
門
の
周
旋
で
紀
伊
切
日
浦
の
廻
船
を
借

り
受
け
、
強
風
の
難
に
あ
い
な
が
ら
も
初
め
て
積
出
し
ゃ
｝
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
い
で
江
戸
酒
税
問
屋
が
営
業
を
始
め
、

い
わ
ゆ
る
積
所
と
し
て
発
足
し
た
の
が
宝
、
氷
閉
年
で
あ
る
。
新
所
と
は
、
廻
船
間

380 第三'lj'i：近ill：社会のWIJU



屋
の
も
と
で
廻
船
仕
建
が
な
さ
れ
る
積
問
屋
と
し
て
の
特
権
を

表
す
。
こ
の
時
も
地
元
酒
造
家
辰
野
与
一
二
左
衛
門
ら
の
欧
話
で

酒
荷
廻
船
を
仕
建
て
た
が
、
な
お
積
荷
不
足
の
た
め
、
兵
庫
の

北
風
六
右
衛
門
に
依
頼
し
て
縮
充
し
、
よ
う
や
く
出
帆
で
き
る

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

や
が
て
西
宮
で
は
、

」
の
鴻
池
・
平
内
の
ニ
人
を
船
肝
煎

（
船
支
配
ガ
）
に
任
命
し
、

隆
積
の
積
所
と
し
て
の
体
制
を
整
え

た
。
こ
の
西
宮
浦
仕
建
の
江
戸
睦
送
り
の
実
現
は
、
こ
れ
ま
で
の
大
坂
・
缶
法
経
由
に
比
較
し
て
、
運
送
費
（
小
凶
し
賃
）
を
節

保久良神社常夜灯

箆航路標識にな
ったという

写真 93

す
こ
と
に
な
っ
た
。

減
し
、
積
み
替
え
の
手
間
を
省
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
利
点
や
、
関
宮
浦
自
体
に
も
直
積
仕
建
浦
と
し
て
の
特
権
宏
も
た
ら

さ
ら
に
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
の
積
荷
底
域
の
申
合
せ
（
尼
崎
よ
り
魚
崎
ま
で
は
大
坂
・
伝
法
廻
船
問
屋
支
配
、
魚
崎
よ
り
高
砂
ま
で

近i止中期の海運と泌総

は
兵
庫
の
江
戸
絞
問
震
で
あ
る
島
屋
一
一
一
右
衛
門
・
遊
底
弥
右
衛
門
・
北
風
五
郎
兵
衛
支
配
）
も
破
棄
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

こ
の
こ
と
は

兵
庫
津
の
積
間
鹿
、
ひ
い
て
は
兵
庫
津
自
体
に
と
っ
て
も
、
大
坂
・
伝
法
に
加
え
て
、
西
宮
の
廻
船
仕
建
品
血
圧
配
体
制
の
も
と
に

従
属
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
致
命
的
な
打
撃
で
あ
っ
た
。

一
冗
文
一
光
年
西
宮
積

問
屋
の
由
工
回
せ

宝
永
四
年
に
西
宮
浦
が
積
所
と
し
て
の
特
権
な
得
、
西
宮
得
廻
船
問
屋
の
成
立
を
み
た
一
一
年
後
の
宝
、
氷

六
年
に
は
酒
運
上
が
廃
止
さ
れ
、
酒
造
業
は
以
後
実
質
的
に
は
自
由
競
争
期
に
入
っ
た
。
さ
ら
に
事
保

第六節

末
年
に
は
米
価
下
落
に
対
処
し
て
、
幕
府
は

L々

酒
造
業
禁
止
の
視
法
を
改
め
て
、
在
方
酒
造
業
を
認
め
、
造
石
奨
励
策

ー近l絞~編盟38r 



を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
は
灘
日
・
今
津
の
在
方
商
人
に
よ
る
江
戸
積
酒
造
業
へ
の
専
業
化
に
拍
車
を
か
け
、
同
時
に
櫛
目
・
今

津
の
諸
浦
船
持
衆
の
広
汎
な
活
躍
も
み
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
四
官
補
が
積
所
と
し
て
の
特
権
を
確
立
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
西
宮
酒
造
家
と
廻
船
業
者
が

中
心
に
な
っ
て
、
周
辺
灘
筋
の
魚
崎
・
御
影
・
大
石
の
一
一
一
カ
浦
廻
船
中
を
包
摂
し
、
発
展
し
て
ゆ
く
灘
酒
造
仲
間
の
積
荷
を
閉

宮
で
吸
収
し
て
ゆ
く
体
制
を
整
え
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

ま
ず
享
保
元
年
（

七
二
ハ
）
に
は
、
尼
崎
領
主
の
江
戸
屋
敷
仕
組
材
木
の
積
み
下
し
御
用
を
つ
と
め
、
以
後
は
御
用
港
と
し

て
、
御
用
米
・
領
主
荷
物
そ
の
他
参
勤
交
代
時
の
家
中
諸
土
の
荷
物
を
は
じ
め
、
江
戸
屋
敷
御
用
物
を
積
み
送
る
よ
う
に
な
っ

た
。
積
所
支
配
の
公
認
と
は
、
こ
の
よ
う
な
領
主
荷
物
を
引
き
受
け
て
領
主
輸
送
体
制
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
も
あ

っ
た
。ま

た
こ
う
し
た
御
用
荷
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、
間
宮
が
諸
荷
物
航
所
に
な
っ
て
か
ら
は
、
江
戸
下
り
酒
の
出
荷
も
し
だ
い
に
増

加
し
、
御
影
・
大
石
・
魚
崎
の
一
ニ
カ
油
廻
船
を
は
じ
め
、
他
国
廻
船
ま
で
も
入
り
込
み
、
酒
・
荒
荷
の
ほ
か
西
国
大
名
の
江
戸

賄
御
用
米
な
ど
も
積
み
入
れ
、
凶
｛
明
日
浦
で
送
り
状
を
し
た
た
め
、
浦
賀
番
所
を
通
過
す
る
江
戸
向
け
廻
船
を
仕
建
て
る
よ
う
に

な
っ
た
。

い
ま
こ
こ
で
、
西
宮
を
中
心
に
し
て
今
津
・
灘
白
か
ら
兵
庫
津
へ
か
け
て
の
廻
船
数
（
表
m
と
を
み
る
と
、
一
一
ツ
茶
屋
浦
安
｝
紘
一
十

頭
に
、
御
影
・
神
戸
・
西
宮
が
こ
れ
に
次
ぐ
廻
船
を
所
有
し
て
い
て
、
西
宮
浦
が
積
所
と
し
て
公
認
さ
れ
た
背
景
に
は
、
西
宮

自
体
の
廻
船
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
周
辺
の
灘
日
浦
々
趨
船
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

つ。

382 近位。社会の展開第三ijt



し
か
し
、
間
宮
浦
仕
建
の
こ
の
よ
う
な
廻
船
業
の
発
展
に
伴
っ
て
、
そ
れ
ま
で
四
宮
浦
を
利
用
し
て
い
た
他
浦
廻
船
の
ほ
か

i止)Li: 

に
も
新
規
廻
船
が
入
り
交
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
廻
船
中
の
申
し
合
わ
せ
規
則
を
破
っ
て
勝
手
顧
み
を
行
う
者
も
現
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
商
宮
酒
屋
衆
は
西
宮
浦
の
廻
船
を
保
護
す
る
た
め
に
、
制
御
影
廻
船
を
は
じ
め
他
浦
の
廻
船
を
締
め
出
そ
う
と
し
た

！絞y_：罰n!lll

の
で
あ
る
。
御
影
地
船
船
頭
中
は
そ
の
こ
と
を
、
す
で
に
事
保
九
年
に
「
私
ど
も
は
御
当
地
図
宮
で
澗
幣
江
戸
積
み
が
始
ま
っ

た
時
分
よ
り
勤
め
て
き
た
の
に
、
近
年
に
な
っ
て
荷
物
を
税
ま
せ
て
く
れ
な
く
な
っ
て

近世l凶器の機運と諸般第六節

西宮・灘日・兵庫各浦の廻船・小船数〈単位：綾）表 92

明和 6(1769) 卒｛来19(1734)

今／＇ It
mi 'Iぎ

深江

＇~［ オミ
魚 崎

!!'i 任l

御 影

3夜明

新夜家

大石

器産

脇 i兵
事11 戸

二ツ茶屋

兵賂

船

50 

8 

10 

10 

10 

10 

渡海船

n
u

ハU
n

u

司
j
h
W
a
a
1

司
、

υ

40 

60 

55 

30 

30 

372 

15 

船

フ
“
，
i

弓

4

n

u

’IA
f

ハ
υ

13 

17 

〆
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n
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O

A
守
’
h
V
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廻渡海船

戸、u
r
h
v
r
o

今

δ

16 

8 

29 

6 

241 

船

4 

44 

37 

A
坤

a

A
体
・

nwJ

42

ハU
J

廼

98 692 255 349 234 剖
一
則

A 
仁：

と
訴
え
て
い
る
。

し
か
し
実
際
は
表
切
で
示
し
た
よ
う
に
、

間
宮
浦
の
廻
船
は
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に

は
問
問
般
よ
り
一
七
般
に
激
減
し
て
い
る
反

（註ミ） 主主保19年はf百陥落僚の場合のみ。

資料： F神戸mJt，資料2，神戸大学月！？語気文:Lf

国

御
影
・
今
津
・
呉
国
（
住
吉
村
）
・
大
石

の
各
浦
は
増
加
し
、
灘
酒
造
仲
間
に
よ
る
廻

船
支
配
の
勢
力
が
伸
び
て
き
て
い
る
の
で
あ

｝

O
 

ZG こ
の
よ
う
な
危
機
に
直
面
し
て
、
西
宮
積

問
屋
一

O
軒
は
元
文
一
万
年
（
一
七
一
一
一
六
）
、

E混

宮
廻
船
宏
保
護
し
て
ゆ
く
た
め
の
船
積
規
定

を
定
め
た
。
そ
の
船
積
規
定
の
内
容
は
、

ω

御
法
度
の
荷
物
は
引
き
受
け
な
い
、

ω他
国
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廻
船
を
借
り
船
し
て
は
な
ら
な
い
、
川
川
西
宮
讃
船
に
限
り
品
川
戒
し
荷
を
行
い
、
他
船
に
は
一
切
差
し
荷
し
で
は
な
ら
な
い
、
川
刊
運

賃
は
勝
手
に
上
げ
下
げ
し
て
は
な
ら
な
い
、

mw廻
船
荷
物
の
手
板
送
り
状
の
名
代
は
、
今
津
の
廻
船
支
配
人
が
つ
と
め
て
い
た

の
を
や
め
て
、
以
後
手
板
奥
判
は
閲
官
船
問
屋
名
代
が
行
い
、
こ
の
奥
判
の
な
い
廻
船
は
一
切
認
め
な
い
、

の
五
点
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
西
宮
顧
問
屋
は
積
所
の
特
権
を
堅
持
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
広
範
に
台
頭
し
て
き
た
灘
目
諸
浦
の
廻
船
を
自
ら
の
体

制
の
な
か
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

新
綿
番
船
・
新

酒
巻
船
の
起
源

番
船
と
は
一
番
着
を
目
指
し
て
ス
ピ
ー
ド
な
競
い
合
う
廻
紛
の
レ
i
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
酒
船
レ
l

ス
の
慣
行
に
は
、
新
綿
番
船
と
新
、
酒
番
船
と
が
あ
り
、
前
者
は
菱
瞳
廻
船
に
お
い
て
、
後
者
は
棒
廻
船
に

お
い
て
行
わ
れ
た
。
両
番
船
は
江
戸
時
代
の
華
や
か
な
年
中
行
事
と
し
て
、
江
戸
町
民
に
も
親
し
ま
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
こ
の

番
船
は
、

た
ん
に
競
争
本
位
の
興
味
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
毎
年
そ
の
年
に
初
め
て
で
き
た
新
綿
な
り
新
酒
な
り
が
大
坂
か
ら

江
戸
へ
送
ら
れ
る
と
、
江
戸
市
場
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
年
の
建
値
相
場
が
立
ち
、
そ
の
年
の
景
気
を
占
う
と
い
う
意
味
で
、

取
引
の
う
え
か
ら
も
問
屋
仲
間
の
あ
い
だ
で
重
要
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

」
の
番
船
の
起
源
に
つ
い
て
は
、

「
足
ケ
崎
大
部
屋
日
記
之
写
」
元
禄
十
五
年
（
一
七
O
二
）
の
条
に
、
江
戸
沼
問
屋
よ
り
の

報
告
と
し
て
、

廻
船
の
犠
式
五
百
石
積
入
れ
候
船
に
一
一
一
百
五
程
積
み
、
水
主
拾
二
、
一
一
一
人
も
乗
り
候
船
に
拾
六
、
七
人
も
乗
り
、
新
綿
番

船
の
様
に
仕
り
候
て
参
り
候
様
に
是
ま
た
申
し
越
し
候

と
述
べ
、
ま
た
翌
十
六
年
に
は

綿
番
船
九
月
十
八
日
山
山
舟
、
品
川
五
日
入
り
、
諸
色
相
庭
候
事
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と
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
新
酒
の
江
戸
送
り
は
、
こ
の
と
き
す
で
に
「
新
綿
番
船
の
様
に
」
番
船
〈
競
争
）
仕
建
で
試
み
た

Ill: 近

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
元
禄
十
五
年
の
「
御
当
地
（
江
一
戸
）
溜
払
底
、
以
て
の
ほ
か
高
値
」
の
状
況
下
で
、
新
潟
を
早
送
り

し
よ
う
と
し
た
経
緯
と
み
ら
れ
、
新
酒
番
船
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
新
綿
番
船
の
方
は
す
で
に
制
度
と
し
て
定
着
し

つ
ま
り
お
そ
ら
く
江
戸
十
組
問
屋
が
結
成
さ
れ
た
元
禄
七

j松長：諸説邸

て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
新
綿
番
船
は
一
克
諒
十
五
年
以
前
、

年
を
上
限
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

に
図
示
さ
れ
て
い
る
「
新
酒
番

ま
た
新
消
番
船
に
つ
い
て
は
、
文
政
十
二
年
ご
八
一
一
九
）
十
二
月
の
「
新
酒
番
船
の

船
一
番
札
」
（
図
刊
け
）
の
側
簡
に
「
享
保
十
二
来
年
よ
り
」
と
注
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
覚
書
の
文
中
で
も
「
享
保
十
一
一
ヨ
リ
棺

（去）

の

壱⑤2
呑

呑 ⑧ 紛

＼＼ 
＼ 

文
政
十
二
五
年
正
丹
菌
上
刻

近世中期の海運と浦船

総を：；ifjす

塩
足
利
ミ

滋

積

合

中

＠

／

文

政

十

ニ

去

年

よ

り

加

ル

店

）

改

樽

船

問

屋

中

＠＠？ 

（災）

；頼

取

イ中

問

第六節

草
何
時
十
こ
来
年
よ
り

濁
機
会
中
弘
司
ム
簿
札
知
市
浪

始
ま
り
候
よ
し
L

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
は
、
新
酒
番
船
は
手
保

新瀬番船札（Jjj(ぽIe商'/C¥T!f'il".,2) 

十
二
年
に
始
ま
っ
た
と
す
る
考
え
方
が
有
力
と
な
る
。

も
っ
と
も
正
徳
五
年
（

七
一
五
）
の
文
書
に
「
毎
年
只
今
時
分
は
綿
番
船

の
積
合
に
て
沼
下
り
い
と
あ
る
の
で
、
当
初
は
新
酒
も
菱
沼
廻
船
の
新
綿
番

船
に
積
み
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
榊
廼
船
が
分
離
独
立
す

る

つ
ま
り
享
保
十
二
年
に
は
酒
荷
専
用
の
新
酒
番
船
仕
建
が
試
み
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
新
沼
番
紛
は

般
に
そ
の
濫
傍
を
元
禄
十

五
年
と
す
る
も
の
の
、
そ
れ
が
慣
行
と
な
っ
て
い
っ
た
の
は
苓
保
十
ニ
年
と

関 24

す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
享
保
十
五
年
に
酒
席
組
が
十
組
問
鹿

仲
間
か
ら
分
隊
独
立
し
、
新
た
に
酒
荷
専
用
の
樽
廻
船
が
出
現
す
る
と
問
時

385 
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に
、
一
新
酒
番
船
も
得
廻
船
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
菱
垣
廻
船
の
新
綿
祷
紛
と
並
ん
で
得
廼
船
の
新
酒

番
船
は
、

に
お
け
る
下
り
酒
の
人
気
上
昇
と
と
も
に
、
初

物
を
愛
好
す
る
江
戸
庶
民
の
あ
い
だ
に
歓
迎
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
、
感
大
な
年
中
行
事
と
し
て
慣
行
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
も
、
十
口
酒
積
み
切
り
の
区
切
り
後
、
翠

々
し
く
新
酒
を
送
り
込
ん
で
、
新
た
に
端
境
期
の
後
の
相
場
を

有
利
に
導
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
商
慣
行
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思

っ
1
v
h
v

。

市
サ
ペ

v？
A

d

d

資料：「悶~1：屋久兵衛党之さ］＼：J ほか

際
官
で
は
新
潟
悉
船
を
選
定
す
る
の
に
「
新
酒

新
酒
番
船

の
就
航

悉
船
番
く
じ
入
れ
」
と
い
っ
て
、
凶
官
六
軒
の

積
問
屋
か
ら
各
一
鰻
ず
つ
の
廻
船
が
く
じ
で
定
め
ら
れ
た
。
新

酒
悉
船
仕
建
は
出
府
九
月
か
ら
十
月
中
旬
J
十
一
月
下
旬
ま
で

で
、
大
坂
と
西
宮
に
限
ら
れ
、
大
坂
積
問
屋
八
軒
、
間
宮
稿
間

屋
六
軒
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
一
般
ず
つ
の
割
合
で
、
計
一
四
般
を
限

度
と
し
、
こ
れ
を

喬
建
て
（
先
送
り
と
い
う
て

一
一
訴
建
て
（
後
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走
り
）
と
二
関
に
分
け
て
出
帆
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
a

宅
融
問
江
年
（
一
七
十
ぞ
み
）
灘
大
石
浦
の
松
浦
太
兵
衛
が
勝
手
に
新
潟
番
船
を

仕
建
て
よ
う
と
し
た
が
、
大
坂
・
間
宮
廻
船
仲
間
の
定
法
に
よ
っ
て
反
対
さ
れ
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
番
船
仕
建
は
あ
く
ま
で

務
所
で
あ
る
大
坂
安
治
川
と
間
宮
浦
に
限
っ
て
出
帆
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

史
料
的
に
判
明
す
る
新
酒
悉
船

覧
を
表
示
し
た
の
が
、
表
引
で
あ
る
。
出
帆
地
は
そ
の
年
の
天
候
そ
の
他
の
状
況
に
よ
っ

て
、
古
例
ど
お
り
大
坂
仕
建
廻
船
は
安
治
川
沖
、
西
宮
仕
建
廻
船
は
西
宮
浦
の
両
方
か
ら
出
帆
す
る
時
も
あ
り
、
附
所
の
船
が

間
官
補
の
同
じ
位
置
に
並
ん
で
同
時
出
帆
す
る
こ
と
（
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
・
党
政
四
年
（

七
九
一
二
な
ど
）
も
あ
っ
た
。

ま
た
、

寛
政
七
年
は
間
宮
浦
一
カ
所
か
ら
出
帆
す
る
と
い
う
山
中
合
せ
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
雨
天
で
北
東
風
が
強
く
、
変
更
し
て
灘
消

か
ら
直
接
出
帆
す
る
と
い
う
こ
と
も
例
外
的
に
あ
っ
た
。
文
化

（一八

0
5
以
降
は
新
酒
番
船
の
出
帆
ば
西
宮
浦
一
カ
所

か
ら
出
帆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
競
争
の
公
正
を
期
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
a

な
お
享
保
期
な
ど
の
初
期
の
新
酒
は
、
げ
て
の
年
の
秋
彼
岸
す
ぎ
よ
り
仕
込
ま
れ
た
「
新
酒
い
で
あ
っ
た
が
、
灘
の
史
、
造
り
の

近役中期の海運と浦船

酒
が
江
戸
へ
積
み
送
ら
れ
る
「
新
瀦
L

と
な
っ
て
か
ら
は
、
得
船
仕
建
も
当
初
の
九
、
十
月
よ
り
漸
次
お
く
れ
、
幕
末
期
に
は

十
二
月
な
い
し
翌
一
月
に
仕
建
て
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
変
化
も
み
ら
れ
た
。

主
暦
期
は
酒
造
業
に
と
っ
て
は
勝
手
造
り
の
自
由
競
争
期
で
あ
り
、
灘
間
口
・
今
津
な
ど
灘
一
二
郷
の
江
戸
積
溜
造

滋
筋
廻
船

の
活
動

業
も
発
展
し
て
い
っ
た
。
こ
の
勢
い
に
乗
っ
て
、
灘
筋
廻
船
持
は
積
所
と
し
て
の
西
宮
崎
仰
廻
船
間
援
へ
付
船
し

な
い
で
、
自
浦
で
勝
手
臨
み
・
勝
手
仕
建
て
を
行
い
、
積
問
屋
同
様
の
業
務
を
営
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
ふ

第六節

宝
暦
ニ
年
は
じ
め
て
廻
船
二
髄
を
所
持
し
た
住
吉
村
の

田
喜
平
次
は
、
住
吉
村
で
は
船
積
捕
が
な
い
た
め
一
般
は
御
影
浦

廻
船
に
頼
み
、

い
古
品

帥
慨
は
魚
崎
浦
趨
船
と
い
う
こ
と
に
し
て
荷
積
み
し
、
従
来
の
廼
船
仲
間
定
法
を
破
っ
た
営
業
を
行
っ
た
。

よZ!11~史縦 Ill387 



」
れ
に
対
し
て
西
宮
積
問
屋
六
軒
は
、
翌
年
酒
造
家
に
対
し
、

「
灘
表
の
大
身
の
廻
船
持
衆
中
」
が
廻
船
仕
建
順
番
を
守
ら
ず
、

勝
手
に
つ
抜
仕
建
L

を
し
て
い
る
と
、
そ
の
不
法
を
訴
え
て
い
る
。

ま
た
、
宝
暦
六
年
六
月
に
は
魚
崎
村
の
嘉
平
次
が
魚
崎
捕
を
荷
物
積
所
と
す
る
新
規
計
画
を
た
て
、
諸
廻
船
を
誘
致
し
て
廻

船
仕
建
を
し
よ
う
と
闘
策
し
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
に
刺
激
さ
れ
て
、
灘
間
の
酒
造
家
の
な
か
に
は
新
規
に
廻
船
を
持
っ
て
廻
船
業
を
営
む
者
が
現
れ
、
西
宮

廻
船
仲
間
の
取
決
め
で
あ
る
荷
役
順
番
や
定
運
賃
を
無
視
し
て
、
先
番
の
廻
船
の
荷
役
が
完
了
し
な
い
前
に
勝
手
に
積
み
込
ん

だ
り
、
先
約
の
あ
る
荷
物
を
競
い
取
っ
た
り
し
、
大
石
・
魚
崎
両
浦
で
は
自
分
の
手
船
に
白

J

出
品
醸
造
の
酒
を
積
み
入
れ
て
、
千

駄
余
り
も
酒
樽
を
積
み
込
む
廻
船
ま
で
出
て
き
た
。

そ
こ
で
、
西
宮
廻
船
支
配
中
（
積
間
庭
）
と
西
宮
廼
船
中
・
御
影
廼
船
中
は
、
そ
れ
ぞ
れ
室
暦
六
年
七
月
に
、
魚
崎
浦
・
大
石

浦
廻
船
中
が
従
来
通
り
の
規
定
を
守
る
よ
う
、
次
の
よ
う
な
論
点
を
挙
げ
て
奉
行
所
へ
出
訴
し
た
の
で
あ
る
。

）
 

l
 

（
 
こ
れ
ま
で
、
大
坂
か
ら
兵
庫
ま
で
の
酒
荷
物
と
西
宮
か
ら
江
戸
へ
積
み
下
す
諸
荷
物
は
、
西
宮
積
問
屋
の
も
と
に
集
め
ら

れ
、
廻
船
も
西
宮
積
問
屋
へ
付
船
さ
れ
て
、
着
船
の
先
後
に
よ
っ
て
荷
物
船
積
の
順
番
を
決
め
て
積
荷
し
て
い
る
。

(2) 

新
酒
番
船
は
大
坂
・
伝
法
人
般
、
西
宮
六
般
と
定
め
、
出
帆
日
限
を
取
り
決
め
、
大
坂
・
間
宮
両
方
で
向
日
間
刻
に
双
方

捺
印
の
切
手
を
渡
し
出
帆
し
て
い
る
。

(3) 

大
石
・
魚
崎
両
浦
廻
船
は
、
荷
役
順
番
を
無
視
し
て
勝
手
積
み
を
す
る
の
で
、
た
び
た
び
相
談
し
て
も
一
向
に
応
ぜ
ず
、

廻
船
の
多
く
は
出
帆
が
延
期
さ
れ
難
儀
し
て
い
る
。

(4) 

大
石
・
魚
崎
も
ま
だ
酒
造
・
廻
船
が
わ
ず
か
で
あ
っ
た
時
は
、
山
中
合
せ
通
り
に
行
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
今
で
も
守
れ
な
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い
は
ず
は
な
い
の
に
、
自
滞
の
事
情
が
よ
く
な
る
と
早
速
取
決
め
な
破
っ
て
勝
手
な
こ
と
を
し
、
多
数
の
廻
船
に
迷
惑
を
か

け
て
い
る
。

(5) 

廻
船
運
賃
は
、
先
年
よ
り
大
坂
廻
船
中
が
定
め
た
運
賃
に
準
ず
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
大
石
・
魚
崎
は
そ
れ
に
従
わ

ず
、
手
船
に
手
潜
を
臨
む
と
い
つ
わ
り
、
勝
手
積
み
を
行
っ
て
い
る
。

西
宮
積
問
屋
と
廻

船
中
と
の
和
解

体
こ
の
よ
う
な
訴
え
が
な
さ
れ
る
の
も
、
間
宮
浦
に
船
積
支
配
の
特
権
が
独
占
さ
れ
、
灘
筋
廻
船
持

出
？
の
自
由
な
廻
船
活
動
が
随
ι比
さ
れ
た
た
め
で
あ
一
っ
た
。
な
か
で
も
間
顕
で
あ
っ
た
の
は
、
問
官
業
配

の
も
と
で
は
、
廻
船
が
上
着
し
て
か
ら
仕
建
順
番
を
待
っ
て
積
み
荷
し
出
帆
で
き
る
ま
で
に
、

五
、
六

O
日
も
の
日
数
を
要
し

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
自
分
の
手
船
に
手
沼
を
積
み
込
む
手
紛
仕
建
の
と
き
に
は
、

た
と
え
他
の
積
荷
に
ま
で
手
を
間
し

て
積
み
込
ん
で
も
、
わ
ず
か
一
一
、
三
日
で
出
帆
で
き
る
と
い
う
早
さ
で
あ
っ
た
。
愉
送
の
迅
速
性
が
要
求
さ
れ
る
酒
荷
の
場
合
、

｝
れ
は
競
争
に
打
ち
勝
っ
た
め
の
重
要
な
要
悶
で
も
あ
っ
た
。

近l止中期の海運と浦船

奉
行
所
で
は
「
灘
筋
廻
船
は
J

は
分
仕
建
に
致
さ
れ
侯
儀
は
、
御
上
を
怖
か
ら
ず
、
我
憾
の
致
し
方
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、

政
接
裁
決
を
下
さ
ず
、
双
方
で
解
決
す
る
よ
う
指
示
し
て
、
大
庄
鹿
住
吉
村
井
上
伊
右
衛
門
に
下
げ
渡
し
た
。
伊
右
衛
門
は
宝

八
年
次
の
よ
う
な
解
決
案
を
示
し
て
い
る
。

）
 

唱
B
A（
 

）
 

勺
L（
 

前
々
の
仕
米
り
通
り
、
白
宮
・
伝
法
・
大
坂
一
一
一
カ
所
の
磁
所
の
う
ち
な
ら
廻
船
の
勝
手
で
船
仕
建
を
し
て
も
よ
い
。

し
か
し
泊
荷
物
だ
け
は
仕
来
り
通
り
右

カ
一
所
を
積
所
と
し
て
み
だ
り
な
船
積
み
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第六節

(3) 

二
カ
所
に
乗
り
間
せ
な
い
と
き
に
は
、
積
所
セ
な
い
浦
で
潤
荷
物
の
船
積
み
を
し
て

た
だ
し
灘
筋
廻
船
に
つ
い
て
は
、

も
よ
い
。

1
 
1
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(4) 

そ
の
場
合
に
は
江
戸
手
板
・
送
り
状
は
附
し
引
の
か
ら
蒸
し
出
す
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
は
双
方
の
申
し
分
を
勘
案
し
た
う
え
で
の
妥
協
案
で
あ
っ
た
。

し
か
し
間
宮
浦
和
は
こ
れ
に
納
得
せ
ず
、

何
年
八
月
に
再
考
を
願
い
出
た
、
そ
の
論
点
は
、

）
 

1
 

（
 
先
年
よ
り
の
上
納
金
は
間
宮
出
金
一

O
雨
、
御
影
浦
金
問
両
、
魚
崎
浦
銀
一
二

O
匁
、
大
石
浦
銀
五

O
忽
で
あ
る
。
わ
ず
か

な
上
納
金
の
浦
々
の
主
張
で
、
市
ョ
浦
数
卜
般
の
廼
船
が
難
儀
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
迷
惑
五
縦
で
あ
る
。

(2) 

カ
所
と
決
ま
っ
て
お
り
、
毎
年
こ
の
一
一
一
カ
所
か
ら
設
船
仕
建
も
一
行
い
、

荷
物
積
所
は
以
前
よ
り
大
坂
・
伝
法
・
阿
宮
の

浦
賀
番
所
へ
も
連
絡
し
て
い
る
、
大
坂
帯
所
で
も
一
一

A

カ
所
の
積
所
以
外
で
は
御
用
荷
物
を
積
み
込
ま
せ
て
い
な
い
。

(3) 

灘
筋
廻
船
は
先
年
か
ら
積
一
助
が
な
く
、
間
宮
市
で
結
ん
で
き
た
。

し
か
る
に
他
領
の
大
坂
や
伝
法
で
の
船
積
み
も
認
め
る

の
で
は
御
飯
分
へ
の
助
力
も
簿
く
な
る
。

し
た
が
っ
て
閥
常
浦
で
版
脅
か
｝
待
っ
て
船
積
み
を
す
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

(4) 

灘
浦
廻
船
持
は
手
広
く
一
偽
造
を
営
ん
で
い
る
う
え
、
自
分
荷
物
以
外
に
間
宮
の
何
物
ま
で
も
勝
手
に
積
ん
で
い
る
が
、
当

浦
廻
船
持
の
な
か
に
は
酒
造
を
常
ん
で
い
な
い
者
も
あ
り
甚
だ
難
儀
し
て
い
る
。

(5) 

灘
浦
廻
船
は
御
用
も
勤
め
ず
船
数
も
少
な
く
、
上
納
金
も
わ
ず
か
で
あ
る
の
に
反
し
、
間
宮
浦
は
御
用
荷
物
を
勤
め
、
上

納
金
も
格
別
に
多
く
差
し
出
し
て
い
る
。

と
い
う
の
で
あ
る
。

結
局
争
論
で
は
両
官
・
御
影
両
廻
船
中
と
西
宮
支
配
人
中
の
申
し
分
が
と
お
り
、
従
米
通
り
凶
宮
積
所
の
特
権
的
な
地
位
は

保
持
さ
れ
た
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
一
商
で
は
、
間
宮
が
積
所
と
し
て
の
地
伎
を
確
保
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
糊
筋
廻
船
持
に

依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
も
物
詩
っ
て
い
る
。
卒
保
期
以
降
の
江
戸
川
似
酒
造
業
の
発
展
の
結
果
、
積
荷
の
急
激
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な
噌
加
に
よ
る
海
上
輸
送
力
の
治
強
を
、
灘
筋
廼
船
に
よ
っ
て
補
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

鴻
役
と
市

域
の
村
々

3 

浦
支
配
と
難
船
処
理

姐
船
を
も
っ
灘
日
の
諸
浦
に
は
、
僚
主
支
配
の
も
と
で
各
種
の
負
担
が
課
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
は
、
鴻
投
と

し
て
水
主
役
の
負
担
や
諮
問
題
船
の
海
難
救
助
、
漁
業
運
上
等
が
あ
っ
た
。

水
主
役
と
は
、
幕
府
や
蒋
の
人
や
荷
物
の
海
上
輸
送
に
際
し
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
慶
長

五
九
七
）
の
殺
臣
秀

の
朝
鮮
出
兵
に
捺
し
、
向
元
年
十
一
月
十
じ
日
に
御
公
犠
水
主
役
が
、
摂
津
の
浦
々
に
諜
せ
ら
れ
た
（
表
舛
）
。
こ
の

さ
れ
た
水
主
役
が
基
準
と
な
っ
て
、
江
戸
時
代
に
も
御
公
犠
水
主
役
が
探
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

近 \II：中j拐の海述と illl~i)＂々＿ J占んん
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党
永
田
年
（
二
ハ
一
一
七
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3
十
」
、
日
ナ
丹
、
、
老
ap
か
ら

一一ノ

J
q
e
w

ゴィ‘

i

J
ム

大
坂
に
係
問
中
の
じ

O
挺
立

（法） 本~鳥rt',iill との合計a

YJ';jSト：「松尾家文iHJ

五
O
挺
立
の
船
各
一
一
般
を

相
模
一
一
一
浦
ま
で
廻
送
す
る
た

め
に
、
水
主
役
が
諜
せ
ら
れ

て
い
る
。

－
K
主
党
コ
お
段
メ

一
ノ
一
一
一
千
ジ
手
斐
〆

約
六
分
の
一
に
な
っ
て
い
る
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天保9年（1838）の浦役負担村々
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匁
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54 
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154.95 
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J
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υ
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石

表 95

滞役

人

名

石
488.4 

2,972.519 

人数

人

家数

粁

高村村

1

5

 

7

1

 

‘1

必斗

Zυ

今
、

u

l
 

6. 342 

2.44 

4.397 

2.927 

19, 795 

1, 808 

2,624 

852 

922 

832 

780 

1, 754 

1, 757 

908 

472 

4, 797 

524 

698 

230 

222 

174 

168 

454 

450 

223 

109 

1 

3 

92.825 

540.643 

565.341 

198‘24 

112. 408 

171. 299 

(266. 5側

354.317 

224.978 

170.656 

621. 737 

西須磨村

兵庫 ~It

ニツ茶屋村

神戸村

脇浜村

大石村

新在家村

東明村

村原4

"" 
御

魚崎村

東青木村

深江村 70 

の
で
、
各
消
の
負
担
も
同
じ
率
で
減
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
須
磨
浦
・
魚
崎
浦
・
東
明
捕
は
、
こ
の
時
に
は
水
主
役
が
課

せ
ら
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
尼
崎
落
傾
（
背
山
氏
）
時
代
の
浦
役

の
状
況
を
み
て
み
よ
う
。
尼
崎
藩
で
は
、
こ
れ
ら
の
浦
を
尼
崎

資料.r天保九年巡見使)lllfi御用の磁J （ー）（「地域史研究8 16-1・2)

組
・
西
宮
組
・
兵
庫
総
の

組
に
編
成
し
、
支
配
を
行
っ
て
い

た
。
寛
文
一
一
一
年
（
二
ハ
六
一
一
一
）
十
月
六
日
の
「
捕
方
定
証
文
写
」

に
よ
れ
ば
、
寛
永
二
十
一
年
十
月
二
十
六
日
に
一
二
カ
浦
立
会
の

上
で
巾
刈
水
主
役
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
取
決
め
で
の
精

算
が
繰
り
延
べ
に
な
り
、
正
保
問
年
（
一
六
四
七
）
か
ら
寛
文
元

年
ま
で
の
一
五
カ
年
の
勘
定
を
済
ま
し
た
よ
で
、
改
め
て
一
一
一
カ

捕
で
約
定
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
浦
々
の
負
担
は
、
川

藩
主
の
参
勤
交
代
お
よ
び
上
治
の
と
き
、
伏
見
ま
で
の
御
用
、

ω英
国
人
の
米
朝
・
帰
朝
の
と
き
、
ゆ
帯
主
の
御
用
、
長
崎
そ

の
ほ
か
間
々
よ
り
の
荷
物
・
銀
子
、
上
使
遊
び
に
公
犠
役
人
の

御
用
、
何
京
・
大
坂
の
御
城
普
請
御
用
等
で
あ
っ
た
。

川

w
の
時
は
尼
崎
役
（
一
一
一
O
鍛・一ニ

O
人）、

例
え
ば
、

西
宮
役

（
四
五
般
・
四
五
人
）
、
兵
庫
役
（
一
五
線
・
一
五
人
）
の
合
計
九

O
般

392 )lf j叫！会の展開m：：三＇｛（！：



・
九

O
人
の
水
主
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
々
の
負
担
の
割
合
を
飽
過
し
た
場
合
に
は
、
水
主

人
に
付
き

一
日
に
一
匁
五
分
、
同
様
に
、

匁
六
分
、

五
0
1
一
O
O石
ま
で
の

一
0
1
二
O
石
の
船
は
八
分
、
一
一
一

O
J四
O
お
の
船
は

船
は
二
匁
四
分
の
割
合
で
精
算
し
、
各
綿
々
の
負
担
を
平
均
化
す
る
よ
う
に
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
。

な
お
、
少
し
時
代
は
下
る
が
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
巡
見
使
の
通
行
の
時
の
記
録
に
よ
っ
て
、
市
域
内
の
村
々
の
水
主

米
高
・
浦
役
・
浦
高
等
を
示
す
と
、
表
M
N

の
よ
う
に
な
る
。
二
ツ
茶
屋
村
・
神
戸
村
で
は
、
魚
漁
銀
の
賦
課
が
停
止
さ
れ
、
そ

の
代
わ
り
に
、
船
揚
場
（
造
船
場
）
運
上
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
カ
村
で
は
、
漁
業
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
造
船
業
へ
転

化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

魚
崎
・
様
農

村
浜
嶋
抗
争
論

寛
文
十
一
一

月
十
問
自
に
魚
崎
村
の
市
右
衛
門
が
、
横
屋
村
の
浜
先
、
東
浜
に
家
作
り
の
た
め
に
お
な
す

え
た
と
こ
ろ
、
横
屋
村
か
ら
妨
害
を
受
け
た
。
こ
の
た
め
、
東
浜
は
魚
崎
村
の
支
記
地
で
あ
る
と
し
て
、
横

屋
村
吉
訴
え
た
。
そ
の
訴
状
で
は
、
川
背
か
ら
魚
崎
村
が
役
儀
を
負
約
一
し
て
い
た
こ
と
、
∞
先
年
よ
り
魚
崎
村
の
墓
所
が
あ
る

近世中期のぜiJ遂と有1l船

こ
と
、
同
浦
役
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
魚
崎
村
が
主
張
し
た
。
こ
の
裁
許
が
八
月
四
日
に
下
り
、
魚
崎
村
の
主
張
は
し

り
ぞ
け
ら
れ
、
東
浜
の
菩
斎
新
国
は
横
罷
村
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
裁
許
は
、
従
来
魚
崎
村
の
支
配
し
て
い
た
東
青
木
村
岡
境
か
ら
御
影
村
東
境
ま
で
の

九
町
の
浦
の
う
ち
、

様
屋
村
の
浜
先
の
間
町
五
七
問
に
つ
い
て
横
農
村
の
支
配
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
が
、

の
ち
卒
保
七
年
（
一
七
一
一
二
）
に
は
、
こ

の
地
域
も
魚
崎
村
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第六節

亭
保
ニ
十
年
十
一
月
付
の
魚
崎
村
惣
百
姓
・
惣
漁
師
・
年
寄

に
よ
れ
ば
、
喜
策
新
田
の
開
発
車
の
喜
斎
は
、

。〉

仁i

魚
崎
村
の
出
身
で
、
碁
が
上
手
で
あ
っ
た
た
め
、
時
の
領
主
の
青
山
大
膳
売
幸
利
の
側
近
と
し
て
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

位－近j歴史縮図393 



ぅ
。
そ
し
て
、
こ
の
夜
e
M
M

に
開
発
が
許
可
さ
れ
た
所
は
も
と
も
と
魚
崎
村
の
明
地
で
あ
っ
た
が
、
書
斎
と
魚
崎
村
役
人
と
の
仲

が
悪
か
っ
た
た
め
、
開
発
し
た
土
地
を
横
屋
村
に
編
入
し
た
と
い
う
。

し
か
し
、
横
屋
村
は
浦
役
を
負
担
し
て
い
な
い
の
で
、
浜
先
の
利
用
機
は
浦
役
を
負
担
し
て
い
る
魚
崎
村
に
あ
り
、
寛
文
十

二
年
の
裁
許
が
特
例
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
以
後
の

に
は
、
魚
崎
村
の
浦
支
配
は
、
御
影
村
の
東
境
か
ら

京
青
木
村
の
凶
境
ま
で
の

九
町
で
あ
る
こ
と
が
た
び
た
び
記
さ
れ
て
い
る
。

浦
甘
問
札
と

難
船

浦
役
と
し
て
水
十
一
役
を
負
視
す
る
だ
け
で
な
く
、
支
配
捕
に
お
け
る
難
船
を
救
助
す
る
こ
と
も
重
要
な
責
務
で

あ
っ
た
。
幕
府
は
、
元
和
七
年
（

六
二
一
）
八
月
、
覚
、
氷
十
一
一
一
年
八
月
、
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
八
月
、
寛
文

レい

pr川辺
4

4

ヨJ

、

f
f
E
：
j
 
延
宝
八
年
（
一
六
人
O
）
九
月
（
将
公
布
）
、

正
徳
二
年
八
月
（
添
荷
札
）

正
徳
一
克
年
（
一
七
一
一
）
五
月
（
一
件
公
布
）
、

と
海
難
救
助
に
関
す
る
法
令
を
発
布
し
た
。
こ
の
法
令
に
は
、

公
犠
の
船
は
い
う
に
及
ば
ず
、
諸
廻
船
共
に
難
風
に
遭
う
時
は
助
舟
を
出
し
、
船
破
損
せ
ざ
る
様
に
成
程
精
を
出
す

ベ
き
事

船
破
損
の
時
、
そ
の
所
近
き
捕
の
者
精
を
出
し
、
荷
物
・
船
具
等
取
り
揚
ぐ
ベ
し
、
そ
の
取
り
揚
げ
の
荷
物
の
内
、

浮
き
荷
物
は
二

O
分
の
一
、
沈
み
荷
物
は
…

0
分
の

、
但
し
川
船
は
浮
き
荷
物
は

O
分
の
一
、
沈
み
荷
物
は
一
一

O

分
の
一
、
取
り
揚
ぐ
る
者
に
遣
す
べ
き
事
（
下
略
）

と
あ
り
、
支
配
浦
に
お
け
る
難
船
の
救
助
、
そ
の
報
酬
と
し
て
の
分
一
金
の
取
立
て
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

魚
崎
村
は
灘
白
地
方
に
回
附
し
て
い
る
。
灘
と
い
う
の
は
風
波
が
荒
く
、
航
海
の
間
難
な
海
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
灘
田
地
方

は
強
風
を
防
ぐ
岬
も
な
く
、
航
海
者
に
と
っ
て
は
難
所
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
魚
崎
村
の
難
船
に
関
す
る
史
料
か
ら
一
一
一
例
に
つ
い
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て
述
べ
て
人
ょ
う
。

）
 

’sム（
 
宝
、
氷

（一七
O
六
）
六
月
十
五
日
に
伊
予
国
長
浜
油
か
ら
直
梁
船
頭
弥
八
郎
（
水
主
共
四
人
）
が
、

八
端
机
の
船
で
伊
勢

近 ¥[!. 

参
り
の
男
女
三
七
人
と
、
大
坂
上
横
抑
制
の
砥
お
毘
六
兵
衛
方
へ
の
砥
石
八

O
O了
を
絞
ん
で
出
帆
し
た
。
二
十
日
に
兵
障
に

入
り
、
直
ち
に
大
坂
に
向
か
っ
た
。
途
中
、
関
南
風
が
強
く
吹
き
難
船
し
そ
う
に
な

l栓§｝.：紛聞

近l止ヰ1j切の織運とilll船第六自！iJ

っ
た
の
で
、
積
荷
の
砥
石
を
捨
て
、
魚
崎
村
の
沖
で
停
院
し
て
い
た
が
、
二
十
一
日

に
は
さ
ら
に
風
が
強
く
な
り
、
や
む
を
得
ず
、
磯
へ
流
れ
恰
抜
か
せ
た
た
め
破
船
し
た
。

魚崎村%m自由総手形（郊分）

そ
れ
を
魚
崎
浦
の
人
々
が
、
乗
客
を
助
け
、
船
げ
パ
然
寸
を
取
り
集
め
た
。
翌
二
十
二
日

に
尼
崎
務
の
役
人
や
大
庄
屋
等
が
立
ち
会
っ
て
、
取
り
集
め
た
船
具
等
を
船
頭
に
引

き
渡
し
た
。

(2) 

一
学
保
八
年
一
一
一
月
八
日
に
矯
州
網
干
新
夜
家
の
船
頭
次
郎
兵
衛
が
、
摂
津
住
吉
村
の

大
和
屋
嘉
兵
衛
方
に
綿
実

一
八
伎
な
輸
送
中
、
東
明
沖
で
波
風
が
強
く
な
り
、
碇

を
お
ろ
し
て
流
さ
れ
る
の
を
紡
ご
う
と
し
た
。

さ
ら
に
破
船
を
防
ぐ
た
め
、
積
荷
の

'Ff-J;'~ 94 

う
ち
、
綿
実
二
七
伎
を
荷
打
し

そ
の
う
ち
の

O
伎
が
魚
崎
村
の
浜
に
流
れ
寄

っ
た
た
め
、
魚
崎
村
の
人
々
が
そ
の
二

O
依
を
取
り
揚
げ
た
。
環
日
、
船
頭
次
郎
兵

衛
と
荷
主
の
大
和
援
嘉
兵
衛
が
受
け
取
り
に
来
て
、
綿
一
一

O
依
を
受
け
取
り
、
う
ち

A

一
俵
を
分

と
し
て
魚
崎
村
に
渡
し
て
い
る
。

(3) 

395 

延
手

（
一
七
則
六
）
十
一
月
一
日
に
備
中
間
勇
崎
浦
の
出
釆
船
頭
庄
八
（
水
主



共
一
ニ
人
）
が
、
八
端
帆
の
船
で
、

松
平
越
後
守
の
大
坂
廻
米
二
八

O
俵
と
運
賃
米
五
俵
ニ
斗
五
升
間
合
を
積
み
出
帆
し
た
。

五
日
の
暮
方
に
御
影
浦
の
沖
合
に
達
し
、
碇
を
下
ろ
し
停
船
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
西
風
が
強
く
な
り
、
兵
庫
に
戻
ろ
う
と
し

た
が
、
一
反
る
こ
と
が
で
き
ず
再
び
綻
を
入
れ
た
。

し
か
し
、
さ
ら
に
風
が
強
く
な
り
、
運
賃
米
合
捨
て
、
廻
米
の
一
部
も
捨

て
、
八
泊
朝
に
魚
崎
浦
の
役
人
に
助
け
を
求
め
た
。
魚
崎
村
の
人
々
が
、
船
中
に
残
っ
て
い
た
米
や
海
中
に
没
し
て
い
た
米

も
拾
い
揚
げ
た
。
そ
し
て
、
分
一
と
し
て
、
船
中
の
分
九
俵
余
と
拾
い
揚
げ
た
米
の
分
間
依
余
が
魚
崎
浦
に
渡
さ
れ
た
。

手
続
き
上
で
は
、
浦
側
か
ら
は
庄
屋
が
海
難
に
遭
っ
た
こ
と
を
証
す
る
「
捕
手
形
L

を
船
頭
に
、
ま
た
船
顕
か
ら
は
海
難
の

経
緯
と
、
そ
の
処
置
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
「
授
手
形
」
を
、
捕
の
庄
屋
に
手
交
す
る
こ
と
で
落
着
と
な
る
。

4 

廻
船
・
渡
海
船
と
漁
船

各
浦
々
の

船
数

次
に
、
各
々
の
浦
で
の
船
の
保
有
状
況
を
み
て
み
よ
う
。
天
和
か
ら
い
良
享
年
間
（
二
ハ
入
0
年
代
）
の
成
立
と
み

ら
れ
る
「
尼
崎
領
内
高
・
家
数
・
人
数
・
船
数
等
覚
」
に
よ
っ
て
、
各
浦
の
石
高
・
家
数
・
人
口
・
船
数
を
示

す
と
、
表
%
の
よ
う
に
な
る
。
灘
白
地
方
の
う
ち
、
脇
浜
村
は
船
越
氏
領
で
あ
る
た
め
船
数
等
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
魚
崎

村
・
東
青
木
村
・
深
江
村
に
つ
い
て
は
紛
の
種
別
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
一
一
一
カ
村
分
の
数
字
を
記
入
し
て
い
る
。
こ
の

~王

‘，A
q

l

u

d

仏
1

1
よ

r
h
U
0
0

54 

142 

86 
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第六節近｜立中期の海JillとMl船

表 96 天和.Jll:icj!:ころの尼崎務領における船数

村 ii

魚崎村

東青木村

深江村

間大石村 1

御影村

神戸村

二茶段村

！~'1~ケ林村

間須磨村 l

尚｜
339 

118! 

!Si: 990 

80 257 1, 590 

408 194 947 

454 i 119 6991 

234 
(280) 

1, 643:15, 6611 

西宮 mrI 1, 920 

合計

3プ 11: 

281 

（注〕 石i認は，本高と新囚i高の合計，（ ）は，｛也fl((jミの石議i.石米協切J舎で。
兵μj1t1tの石隠はほかに，抑IJJI也子1,012.2石，新主主池子150.328T:i。
尼崎町の石おはほかに，調I地子600石。
漁船は，魚総，繍紛， lll!".ii'I＇完等の合計。
御影村石船の内訳は， 1日D石船 1. 60石紛 8'40石自治20,20石船440
駒ヶ林村漁船の内訳は，釣総12，出'i1.船 3，手探知66，網{Jf)5 0 

j!Jj須i恋村漁船の内訳は， 2丁立繍総5' l了立網鉛6，虫歯51蔀＼120
尼崎i可の漁船のうち 9綾は，伏9'.生Cl/A)fK¥o 
魚自由・耳[j若木・深江の3カ村の合計が I綬分少ないので，総合計は2,362絞になる。

資料：「応的領内主主・家数・人数・船主主主事党J ('i1l!減史研究， 10-3) 

鍛

30 

8 

38 
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表
か
ら
、
兵
庫
津
と
尼
崎
町
が
愉
送
用
の
船
・
漁
船
と
も
に
圧
倒
的
に
多
く
保
有
し
て
い
た
こ
と
、
神
戸
村
・
二
ツ
茶
屋
村
で

は
漁
船
は
な
く
狙
船
・
渡
海
船
の
愉
送
用
の
船
の
保
有
数
が
多
く
、
特
に
一
一
ツ
茶
屋
村
の
一
一
四
披
の
遡
船
の
保
有
は
他
の
浦

に
比
べ
断
然
多
い
。

ま
た
神
戸
村
も
、
兵
庫
津
以
上
の
廻
船
を
保
有
し
て
い
た
。
神
戸
村
・
ニ
ツ
茶
麗
村
に
は
長
距
離
の
輸
送

に
従
事
し
て
い
た
廻
船
が
多
く
所
有
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
兵
隊
津
で
は
上
荷
船
と
よ
ば
れ
る
小
型
の
輸
送
船
が
多
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
兵
路
津
の
一
つ
の
性
格
と
し
て
、
間
廻
り
航
路
で
運
ば
れ
て
き
た
物
資
が
兵
庫
津
で
上
荷
船
と
い
う
小
型
の

輸
送
船
に
積
み
稼
え
ら
れ
、
大
坂
方
冊
に
輸
送
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

次
に
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
船
数
を
み
て
み
よ
う
（
淡
仰
）
。
深
江
村
で
は
、
前
表
に
比
べ
、
約

の
一
一
一
二
般
に
増
加

し
て
い
る
。
魚
崎
村
は
二
四
般
か
ら
五
八
般
と
約
島

J

・
四
倍
に
、
大
石
村
は
ふ
ハ
一
一
般
か
ら
一
一
七
般
と
一
・
九
倍
に
、
神
戸
村

は
五
四
般
か
ら
六
七
般
と
、
兵
庫
津
は
八
四

一
般
か
ら
一

O
O
一
般
と
徴
治
し
て
い
る
。
東
青
木
村
・
御
影
村
は
あ
ま
り
変
化

ヱヨ己、コ
L
一
£
ハ
つ

れ
u
z
kノ
t
t
v
V
4
4
4
J
J’ム

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
類
推
す
る
と
、
神
戸
市
域
海
岸
線
は
、
東
か
ら
深
江
村
・
京
青
木
村
・
魚
崎
村
・
御
影
村
・
東
明
村
・

脇
浜
村

ツ
茶
屋
村
・
神
戸
村
・
兵
庫
津
・
駒
ケ
林
村
・
州
須
磨
村
等
の
村
ん
べ
に
よ
っ
て
浦
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

魚
崎
村
の

船
数

次
に
、
魚
崎
村
に
お
け
る
船
の
種
類
・
数
量
を
人
て
み
る
と
、
↓
公
開
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
に
よ
る
と
、
船

の
種
類
と
し
て
は
、

海
運
関
係
の
石
船
（
一
一
五
J
一一…

0
石
松
）
・
渡
海
船
（
一
一
O

J
一ニ
O
お
絞
）
・
小
廻
船
（
一
一
一
J
一

二
石
積
）
・
廻
船
（
五
0
0
1八
O
O石
積
）
が
あ
り
、
漁
業
関
係
で
は
漁
船
・
魚
賀
船
・
州
胴
船
時
や
が
あ
っ

船
数
は
、
全
体
と
し

て
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
漁
業
関
係
の
船
は
、
文
政
十
一

（
一
八
一
一
九
）
以
後
消
滅
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
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第六節近t立中期の海運と浦船

表 97 天明 8年 (1788）の各浦船数

項目

村 i認

証n 高

清i 役

浦水主米

訴訟銀

人梁渡海自由

員会 i小渡海船
i虚船

梓！物船

石 船

茶 船

務河二総

数 IiW 始

漁、 船

小漁船

手操船

憲）魚 船

魚2主総

生 Eミ総

＊ 

＊ 

＊ 

（注） 深江村の絵数は，＊の会針。

6 1 ' 

1 I 

23 

5 

9 I 2 

41 

5 

8 

5 

兵Writ石i誌はほかに，地子I,310. 3021ヨがある。匙i数合計は史料J[¥,j主巡り。

兵庫浮

918.652 

1, 001 

60 

21 118 

71 

4 

99 

253 

31 

154 

93 

30 

21 

111 

3 

資料：山下幸子「天l児八王手術！巡Ji!,機街i通行御用之＼＇liirl~J C＇地域史研究」 1 2・3)
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畑
一
計
一
日
持
日
必
糾
紛
日
間
引
u
m
M
N

俊
一
A
n
一

位
一
i
j
j
i
l－
－

；

！

i
l
i
l
i－
－

i
l
1
1
1
1
1

単
一
船
石
一

4

8

8

8

8

8

8

一綱初一

一山市石一

1

初

1

1

一E
ノ

nu
…

一猪
1
一

一
船
一

1

4

1
－
一
切
良
一

あ
一
尚
一

I

l

l

i

l

i－
－

小

ι
一、同一ヨ一勺，

rb
弓

δ
ヲ

b
n
u
n
υ

円

u
a
υ
Q
υ
H
3

些
細
川
円
バ
J
h
i

－－；

る

一

石
7

δ

6

5

5

2

1

1

1

ぽ
一
船
∞
一

紅
一

1102

に
一
廻
か
一

村
一
日
一

崎
町
刺
寸
l
i
j
j
i
u

魚
羽
叫
一

8
「
パ
」

3
一

則
一
船
一
引
芯
川
川
川
出
｜
ロ

扇舟サ一
一波止

一ijレ
μ1…
jilillit－－

j
i
l－－
111111ii！；

一
一
昭
一

1

2

2

2

石ド一
代
一

4

6

8

2

6

7

8

3

4

6

ド
一
路
和

y

永
y

y

y

明

Y

Y

一

中

品

川

別

／

山

A

J

／

J

A

e

J

ノ

。
。
ハ
ツ
ハ
ツ
今
，
U
A守

ζ
υ
Q
J
q’u
d仏

1
H
b
勺，“。
0
9ゐ
フ
“
戸
3
0
0
4
e
今O
H
D
今
δ

同

b
q
G
A守

1
・
今
。

1

1

1

1

1

1

 

／
政
f

化

r

／
／
／
／
政
ノ
／
保
y

f

J

化
／
永
ノ
政
f

治
応

Z

J

党
J

文
J

J

J

j

j

文
J

J

天
j

j

J

弘
J

嘉

／

安
J

一
万
慶

12 

11 

11 

10 

10 

12 

12 

5 
10 i 3 

12 I 

7 ! 6 

6 

6 

6 

10 

6 

6 
r

J

d

品寸岡、
υ

〈
d

，、
υ

耳
U
4・
A
斗

d
体
a

勺，
U
4‘υ

19 4 I 35 

2 i 

7

3

5

 

1

1

1

 

8 

9 

3 I 4

3

1

8

8

8

1

A

4

9

9

8

8

7

7

7

2

2

i

o

o

？
 

？
u
フ
“
今
，
h
’
i
t
i
t
i
q
L
q，Q
句よ

4i
噌

i
唱

A
’
i
’
i
唱

i
q
r
u
舟，
h
q，命令
4
1
A

4 I 3 I 19 

3 

回、
d
回、
d
戸、
lvn’’月
f

’

rhυ

3 

3 5 

n
U
7・戸、
υ
q
d
岡、
υ
ζ
υ
4・
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石
船
や
小
廼
船
等
の
小
型
の
輸
送
船
が
地
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
村
内
に
酒
造
業
や
索
細
業
等
が
阪
開
閉
し
て
く
る
に
つ
れ
て
、

漁
業
の
よ
う
な
収
入
の
安
定
し
な
い
職
か
ら
、

…
定
の
運
賃
収
入
を
得
ら

れ
る
海
運
業
へ
の
転
換
を
は
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
明
和
九
（
安
永
一
万
）
年
（
一
七
七
二
）
一
一
一
月
に
海
道
関
係
の
諸
船
に

対
し
、
二

の
鑑
札
が
下
付
さ
れ
て
い
る
。
内
訳
は
、
廻
船
一
、
通
船

一
ニ
、
渡
海
船
一
問
、
石
船
一
一
、
小
遡
船
一
で
あ
っ
た
（
船
数
は
一
二
綬
で
、

鑑
札
数
よ
り
ニ
般
少
な
い
て
こ
の
う
ち
、
石
船
の

兵庫渡海船

（匂甘淡船用~，〕
写真 95

一
般
は
安
、
氷
五
年
に
渡
海
船
に
切
り
換
え
た
旨
の
付
議
が
あ
り
、
前
支
に
安
、
水

六
年
以
後
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
ま
で
石
船
の
船
数
が
見
え
な
い
こ
と
と
符
合
し
て
い
る
。

近lit中期の海運と証n船

そ
の
内
訳
を
一
部
す
と
、
廼
船
は
五
般
で
、

次
に
、
明
和
八
年
一
一
一
月
の
「
船
御
改
帳
L

に
よ
り
、
船
種
・
大
き
さ
な
ど
を
み
て
み
よ
う
a

諸
船
の
総
数
は
五

O
般
で
あ
る
。

八
O
O石
積
が
閉
般
、
六

O
O石
積
が
一
般
で
あ
る
。
渡
海
船
は
一
一
一

O
石
取
が
一
五

腹
、
石
船
は
一
二

O
石
積
が
二
般
、
制
船
は
一
一
一

O
石
積
が
ニ
般
、

一
一
ム
石
積
が
二
般
の
合
計
四
般
、
小
漁
船
は
一
一
一
石
積
が
一
一
一
一
一
般
、

船
が
最
も
多
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

通
航
聞
は
一

O
石
積
が
一
一
般
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
輸
送
関
係
で
は
ゴ
一

O
石
積
の
渡
海
船
が
、
漁
業
関
係
で
は
一
一
一
石
積
の
小
漁

第六節

御
影
石
の
流

通
と
右
船

市
域
東
部
地
方
の
産
物
と
し
て
は
御
影
石
が
著
名
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
御
影
石
は
石
切
場
か
ら
御
影
村
や
魚

崎
村
へ
運
び
、
石
船
に
よ
っ
て
大
坂
の
石
問
屋
に
運
送
さ
れ
て
い

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
九
月
に
西
宮

町
・
横
麗
村
・
魚
崎
村
・
野
中
吋
村
・
住
吉
村
の
一
町
四
カ
村
の
石
場
役
人
が
、
石
場
御
定
の
条
目
を
定
め
、
石
取
に
焼
印
を
押

卜－u
p
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」
と
が
知
ら
れ
る
。

し
、
仲
間
外
の
右
京
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
が
｝
協
定
し
て
い

写真 96 御影石の巡搬

げ日本山海名度図会ρ

こ
の
史
料
に
は
、

石
車
が
住
吉
村
（
一
一
間
制
）
・
郡
家
村

る。（
九
納
）
・
河
原
村
（
二
制
）
・
大
石
村
（
二
納
）
・
魚
崎
村
（
一
納

γ

野
容
村
（
一
一
一
回
附
）
・
芦
屋
村
（
四
五
椀
）
・
凶
官
町
（
ム
ハ
附
）
・
開
官

新
回
選
木
山
科
（
一
二
細
川
）
に
、
総
数
一
一
一
一
五
輔
あ
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。

右
京
の
数
の
最
も
多
い
の
は
住
吉
村
で
、
全
体

の
約
五
訴
を
山
め
て
い
た
。

＃
ホ
二
、
に
し
ゴ
1
1
l
Z
L
ト
見
守
ニ
十
ノ
戸
、

4£
ノ
＼
、

4
1
i
Fト
オ
ド
什
ハ
判
例
主

f
y
y
v

、
く

芦
屋
川
や
夙
川
流
域
で
も
御
影
石
の
切
出
し
が
行
わ
れ
て
い
た

次
に
、
こ
の
時
に
ど
の
よ
う
な
事
柄
が
協
定
さ
れ
た
の
か
み
て
み
よ
う
。

(2) 

剰
に
二
つ
積
む
く
ら
い
の
石
は
、
出
し
て
も
よ
い
。

放
悶
段
車
で
山
山
す
石
は
、
柱
ド
四
日
石
・
屋
根
石
・
路
次
石
・
飛
石
・
く
り
石
・
庭
石
の
分
で
あ
る
。

し
か
し
大
小
の
石
を

）
 

i
 

（
 二

つ
積
み
入
れ
て
出
し
て
は
い
け
な
い
。

四
分
六
分
や
七
分
の
大
き
さ
の
石
も
よ
い
。

一
長
さ
二
尺
五
寸
よ
り
一
一
一
尺
ま
で
、
幅
一
日
八
ま
で
の
郡
石
・
溝
蓋
石
作
で
運
び
込
ま
れ
た
な
ら
ば
、
石
場
役
人
に
届
け
、
そ

(3) (4) 

の
指
示
を
受
け
る
こ
と
、
大
石
を
一
切
訓
つ
て
は
い
け
な
い
。

茄
子
割
石
（
な
し
わ
り
お
、
二
つ
に
大
き
く
測
れ
た
石
の
こ
と
か
）
で
運
び
込
ま
れ
た
な
ら
ば
、
石
場
役
人
に
届
け
る
こ
と
、
茄

子制的
γ
何
で
も
市
に
一
つ
積
の
分
は
、
出
し
て
は
い
け
な
い
、
人
持
ち
よ
り
も
大
き
な
石
は

切
出
し
て
は
い
け
な
い
。
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(6) (5) 

手
水
鉢
に
な
る
石
は
、
出
し
て
は
い
け
な
い
。

川
除
や
岡
地
の
符
に
な
る
よ
う
な
石
は
、
出
し
て
は
い
け
な
い
。

と
あ
り
、
取
に
・

A

つ
殺
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
お
や
、
川
除
や
擢
税
問
の
川
怖
に
使
う
一
七
は
、
通
常
の
場
合
出
荷
せ
ず
に
、

小
説
の
礎
石
や
屋
根
石
・
く
り
石
市
川
リ
だ
け
を
出
荷
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
お
。

出
荷
後
の
石
の
海
上
輸
送
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
宝
眠
間
十
二
年
八
月
に
大
坂
石
船
持
中
よ
り
魚
崎
村
役
人
に
対
し
、
石
荷
物
を

仲
間
外
に
夜
積
し
な
い
よ
う
に
申
し
入
れ
、

そ
れ
を
了
承
す
る
か
否
か
を
返
い
や
す
る
こ
と
、

お
よ
び
木
津
川
口
（
陰
惨
段
平
八
）

と
安
治
川
口
（
名
旧
民
山
崎
兵
衛
）
の
石
船
積
日
後
支
配
人
の
名
前
を
知
ら
せ
て
米
て
い
る
。
明
和
八
年
十

月
の
魚
崎
村
の
船
持
中

か
ら
田
川
村
の
船
頭
中
へ
の
差
入
証
文
に
よ
れ
ば
、
品
4w諮
石
を
直
売
・
一
限
着
す
る
こ
と
は
禁
氏
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
野
寄
村
の
間

郎
兵
衛
が
こ
の
出
向
に
違
反
し
た
こ
と
、
そ
し
て
今
後
、
普
請
お
の
註
売
・

し
な
い
こ
と
を
約
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
当
時
大
坂
石
船
持
仲
間
が
大
坂
廻
着
の
普
請
石
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
独
占
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が

;;if＼仕rM!Jlの海運と浦船

知
ら
れ
る

3

つ
ま
り
御
影
石
ば
、
住
吉
村
・
野
容
村
か
ら
石
市
で
御
影
村
・
魚
崎
村
に
運
ば
れ
、
そ
こ
か
ら
石
船
や
渡
海
船
に

よ
っ
て
大
坂
の
木
津
川
口
・
安
治
川
口
に
連
ば
れ
、
そ
こ
で
大
坂
の
石
船
に
街
み
符
え
ら
れ
、
大
波
市
中
の
石
間
監
に
納
入
す

る
と
い
う
、
流
通
ル
l
ト
、
が
確
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

寛
政
十
二
年
（
一
八
O
O）
十
一
月
十
四
日
に
魚
崎
村
の
渡
海
船
・
小
廻
船
の
所
有
者
た
ち
が
、
作
吉
村
か
ら

御
影
・
魚
崎

の
廻
紛
争
論

の
石
荷
物
の
ア
泌
を
御
影
村
か
ら
分
け
て
ほ
し
い
旨
を
、
代
官
木
村
間
蔵
に
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
願
書
に

第六節

よ
れ
ば
、
春
か
ら
秋
に
か
け
て
野
容
村
か
ら
の
石
荷
物
や
絞
り
油
・
絞
り
粕
を
大
坂
に
運
び
、
秋
末
か
ら
冬
に
か
け
て
は
当
村

酒
造
家
の
仕
込
米
安
｝
大
坂
・
兵
隊
・
感
際
辺
か
ら
運
ん
で
渡
欧
し
て
き
た
。

し
か
し
、
野
寄
村
か
ら
の
出
荷
物
が
減
少
し
、
難

¥11. i丘!l1長rt：縦祖403 



渋
し
て
い
る
。

つ
い
て
は
、
魚
崎
村
が
浦
支
配
を
行
っ
て
い
る
住
吉
村
の
荷

物
が
全
て
御
影
村
に
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
毎
日
五
J
六
般
分
だ
け
魚

崎
村
に
閉
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

魚崎村御影村浦境略閃

こ
の
時
、
魚
崎
村
は
そ
の
理
由
と
し
て
、

）
 

を
2＆（
 
住
吉
村
の
浦
支
配
を
魚
崎
村
が
し
て
い
る
こ
と
、

(2) 

従
来
大
坂
の
石
間
麗
の
注
文
を
魚
崎
村
か
ら
も
受
け
継
、
ぎ
、
相
対
を
も

っ
て
質
入
れ
、
積
入
れ
を
行
っ
て
き
た
こ
と
、

(3) 

こ
の
夏
か
ら
住
吉
村
の
石
稼
、
き
の
者
と
御
影
村
の
船
持
と
が
申
し
合
わ

関 25

せ
、
魚
崎
村
か
ら
割
石
を
賀
い
に
い
っ
て
も
売
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
、

(4) 

御
影
村
が
、
魚
崎
村
の
支
配
浦
で
あ
る
住
吉
村
の
浜
先
を
利
用
し
て
い

る
こ
ん
」

等
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
魚
崎
村
の
願
い
に
対
し
、
代
官
は
、
御
影
村
の
者
を
呼
び
出
し
て
山
中

再
び
魚
崎
村
は
、
李
和

し
間
か
せ
る
の
で
待
っ
て
い
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
代
官
か
ら
何
の
音
沙
汰
も
な
か
っ
た
た
め
、

し
か
し
、

年
（
一
八
O
二
）
二
月
十
五
日
に
同
様
の
趣
旨
で
、
代
官
に
口
上
書
を
提
出
し
た
。
役
所
の
元
締
池
間

富
右
衛
門
は
、

返
答
者
が
差
し
出
さ
れ
た
の
で
、

こ
の
件
に
関
し
て
は
す
で
に
御
影
村
の
庄
屋
を
呼
び
出
し
、
そ
の
旨
を
申
し
聞
か
せ
、
御
影
村
船
持
中
か
ら
も

そ
の
問
題
は
双
方
の
対
談
で
落
着
し
た
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
ま
だ
小
し
立
て
を
行
い
た

404 近世上社会の展開第三！[i:



け
れ
ば
兎
ね
て
願
書
を
挺
出
ず
る
よ
う
に
と
指
示
し
た

a

魚
崎
村
で
は
あ
ら
た
め
て
御
影
村
と
折
衝
し
た
が
、
進
展
は
み
ら
れ
な
か
っ

そ
こ
で
、
手
和
二
年
間
月
十
一
一
一
日
に
魚
崎

村
の
渡
海
船
持
と
小
船
持
と
は
、
御
影
村
の
渡
海
船
持
・
小
船
持
を
相
手
に
し
て
、
魚
崎
村
の
支
配
浦
で
あ
る
住
吉
村
の
浜
に

出
さ
れ
る
石
材
や
絞
り
油
・
絞
り
粕
な
ど
の
荷
物
は
、
以
後
当
方
へ
無
断
で
積
み
出
す
こ
と
の
な
い
よ
う
御
影
村
へ
命
ぜ
ら
れ

た
い
と
い
う
趣
旨
の
訴
状
を
詑
出
し
た
。
魚
崎
村
で
は
こ
の
根
拠
と
し
て
、
村
方
支
配
浦
へ
出
さ
れ
た
荷
物
は
、
す
べ
て
当
該

支
配
村
の
船
持
が
松
み
出
す
と
い
う
の
は
、
武
庫
郡
鳴
毘
村
よ
り
入
部
郡
ニ
ツ
茶
農
村
ま
で
一
一
一
カ
浦
の
中
合
せ
で
あ
る
と
主

張
し
た
。

役
所
は
こ
の
時
も
、
両
村
で
の
対
談
を
指
示
し
た
が
、
御
影
村
の
お
船
・
小
船
持
惣
代
か
ら
も
、
住
吉
村
浜
出
し
の
諸
荷
物

は
、
数
百
年
来
郷
彩
村
で
積
み
出
し
て
米
た
も
の
で
、
先
年
よ
り
は
住
吉
村
の
年
京
米
運
送
も
引
き
請
け
て
お
り
、

一
二
カ
滞

仲
間
の
為
取
替
証
文
も
あ
る
と
す
る
返
務
者
が
出
さ
れ
て
、
附
村
の
主
張
は
真
向
か
ら
対
立
し
た
。
こ
う
し
て
対
談
は
二
同
に

近jll：小Wlの海巡とH住所1

進
捗
せ
ず
、
結
局
八
月
初
旬
に
は
役
所
で
の
潟
村
対
決
の
審
議
に
も
つ
れ
こ
ん
で
い
る
。

こ
の
過
較
で
魚
崎
村
は
、
住
古
村
の
浜
か
ら
荷
物
を
柏
み
込
ん
で
い
た
と
い
う
証
拠
の
提
出
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
論
争

は
む
し
ろ
住
台
村
浜
の
支
配
は
ど
ち
ら
の
村
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
、
魚
崎
村
は
自
村
支
配
で
あ
る
こ
と
を
強
く

主
張
し
て
い
る
。

審
議
の
結
果
は
、
荷
主
で
あ
る
作
吉
村
の
了
簡
次
第
で
双
方
い
ず
れ
の
船
で
運
送
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、

第六節

魚
崎
村
と
し
て
は
、
住
古
村
と
御
影
村
と
の
従
来
の
結
び
つ
き
の
深
さ
か
ら
、
自
村
の
立
場
が
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う
考
慮
し

て
、
役
所
よ
り
こ
の
結
果
を
被
桜
住
吉
村
に
申
し
渡
し
て
ほ
し
い
と
主
張
し
、
御
影
村
も
こ
れ
に
応
じ
た
の
で
、

｛
＼

3
1
・4
A

司、、

川
ノ
卜
／
ご
イ
i
J
ノ
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日
に
は
住
命
日
村
が
役
所
へ
召
喚
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
荷
主
で
あ
る
住
吉
村
ま
で
ま
き
込
ん
で
の
訴
訟
に
発
展
し
て
い
っ
た
が
、
結
局
、
住
吉
村
と
御
影
村
と
の
従

米
の
術
的
行
’
V
」
山
加
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
後
も
、
文
化
末
年
、
文
政
初
年
と
二
度
に
わ
た
っ
て
訴
阪
を
繰
り
返
し
た
が
、
A
川小

崎
村
の
主
張
は
実
現
し
な
か
っ
た
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