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究
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巳

は
じ
め
に

廃
藩
置
県
の
大
号
令
の
も
と
に
、
新
政
の
出
発
点
と
し
て
府
県
の
設
置
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
中
央
集
権
国
家
の
体
制
を
つ
く
る
う
え

に
は
必
要
不
可
欠
な
大
業
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
近
世
か
ら
現
代
へ
の
実
質
推
移
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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か
く
し
て
設
置
さ
れ
た
府
県
区
画
で
は
あ
る
が
、
以
前
の
国
藩
区
画
を
踏
襲
し
つ
つ
き
め
ら
れ
た
も
の
で
、
か
つ
て
の
国
落
境
域
が
保

有
し
て
い
た
矛
盾
さ
え
も
そ
の
ま
ま
う
け
継
が
れ
て
い
る
。

こ
の
矛
盾
が
今
日
の
都
府
県
境
に
表
面
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
例
と
し
て
、
新
潟
県
・
山
形
県
境
、
念
珠
関
(
鼠
ケ
関
)
地
区
に
焦

点
を
当
て
つ
つ
詳
述
す
る
。

( 

一、句ノ
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日
本
海
の
荒
波
が
岩
礁
に
白
く
砕
け
、
海
岸
の
そ
こ
こ
こ
に
、
浸
蝕
さ
れ
た
奇
岩
が
北
越
か
ら
続
く
海
岸
美
を
一
段
と
た
か
め
て
い
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る
。
こ
の
海
岸
線
に
沿
っ
て
国
鉄
羽
越
本
線
が
走
り
、
新
潟
県
と
山
形
県
の
県
境
に
近
接
し
て
有
名
な
鼠
ケ
関
駅
が
あ
る
。
駅
前
は
鼠
ケ

関
の
市
街
地
と
な
っ
て
い
る
。

い
ま
は
、
国
道
七
号
線
が
市
街
地
の
背
後
(
東
方
)
を
通
る
路
線
に
改
良
さ
れ
て
い
る
た
め
、
町
は
静
か

さ
を
と
り
も
ど
し
た
漁
業
集
落
と
な
っ
て
い
る
。

元
来
、
こ
の
地
の
集
落
は
越
後
・
出
羽
田
境
の
漁
村
と
し
て
そ
の
長
い
歴
史
(
1
v
の
年
輪
を
も
っ
て
い
る
。

こ
と
に
、

米
沢
藩
時
代
に

は
重
要
な
藩
の
港
で
も
あ
っ
た
。

明
治
六
年
(
2
U
(

一
八
七
三
)
現
在
で
は
、
二
二
七
戸
、
人
口
、
一
一
一
八
人
を
有
し
て
い
た
国
境
の
集
落
と
し
て
藩
政
時
代
を
通
じ
て
、

こ
こ
に
は
関
所
が
お
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
軍
事
的
要
地
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
。

し
か
る
に
、
明
治
に
入
る
と
国
境
の
町
、
関
所
の
町
か
ら
漁
業
の
町
へ
と
面
目
を
一
新
し
て
き
て
い
る
。
こ
と
に
、
こ
の
沖
合
に
あ
る

「
大
瀬
礁
(
3
〉
」
は
タ
イ
、

ブ
リ
な
ど
の
豊
か
な
魚
群
の
回
避
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、

い
ま
も
こ
の
地
の
専
業
漁
業
を
支
払
え
て
い
る
。

ま
た
最
近
で
は
人
工
魚
礁
を
沖
合
に
つ
く
っ
て
と
る
漁
業
か
ら
育
て
る
漁
業
へ
と
関
心
を
た
か
め
て
い
る
と
い
う
漁
業
の
町
で
あ
る
。

こ
の
漁
業
の
町
に
新
潟
県
と
の
聞
に
境
界
紛
争
が
戦
後
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
発
端
は
大
瀬
礁
周
辺
の
漁
場
を
め
ぐ
っ
て
始
ま
っ

た
。
こ
の
大
瀬
礁
は
鼠
ケ
関
側
漁
業
者
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
豊
か
な
漁
場
と
な
っ
て
い
た
所
で
あ
っ
た
た
め
、
他
県
漁
民
の
入
漁
を

禁
止
す
る
と
い
う
立
場
が
と
ら
れ
、
新
潟
・
山
形
両
県
漁
民
の
激
し
い
対
立
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。

( 

一一、._/

山
形
県
と
新
潟
県
相
互
の
紛
争
に
ま
で
高
ま
っ
た
こ
の
海
域
(
図
1
)

に
お
い
て
、
昭
和
四
四
年
五
月
二
目
、
両
県
当
局
の
聞
に
、

ニ乙

ピ
か
ご
漁
そ
の
他
に
つ
い
て
の
漁
業
調
整
に
関
す
る
協
定
が
調
印
さ
れ
た
。
こ
れ
は
新
潟
県
と
山
形
県
と
の
協
定
と
、
秋
田
県
を
も
加
え



た
三
県
の
申
し
合
わ
せ
事
項
か
ら
な
り
、
そ
れ
に
は
、
さ
ら
に
イ
ワ
シ
漁
に
つ
い
て
の
と
り
き
め
も
な
さ
れ
て
い
る
。

協
定
で
は
、
次
の
点
に
つ
い
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
海
域
に
入
る
隻
数
の
と
り
き
め

出羽・越後国境の研究101 

(2) 

操
業
海
域
の
範
囲

(3) 

操
業
の
方
法
と
そ
の
制
限

そ
の
中
で
重
要
な
も
の
は
底
び
き
漁
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
両
県

漁
船
の
入
り
会
い
操
業
船
の
隻
数
ハ
4
v
の
制
限
、

出
漁
期
間
(5υ

に
つ

い
て
の
と
り
き
め
が
あ
る
。

か
か
る
漁
業
権
を
め
ぐ
る
両
県
の
協
定
が
で
き
た
の
は
、
基
本
的

に
は
沖
合
い
の
解
釈
の
仕
方
を
め
ぐ
る
紛
争
で
あ
り
、
現
在
の
陸
上

の
県
境
を
基
準
と
し
て
い
る
だ
け
に
、
山
形
県
側
の
主
張
が
強
く
、

新
潟
県
側
は
こ
れ
に
追
従
し
た
感
が
あ
る
。

今
日
山
形
・
新
潟
両
県
の
県
墳
は
図
1
に
み
る
よ
う
に
、
海
岸
に

迫
っ
た
低
い
丘
陵
の
末
端
か
ら
ほ
と
ん
ど
直
角
に
折
れ
て
日
本
海
海

岸
に
の
び
て
い
る
。
こ
の
境
界
線
が
そ
の
ま
ま
海
上
に
延
長
さ
れ
、

こ
の
角
度
そ
の
も
の
が
基
準
と
な
り
、
沖
合
い
の
漁
業
海
域
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
図
上
の

C
点
が
磁
針
方
位

G
E。
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ω旬、
ω句
、
)
と
な
っ
て
、

C 
E 

(
H
S
0・
∞
自
)
を
き
め
、
さ
ら
に

E
点
で
、
磁
針
方
位

Q
g。)
の
線
、

E
D
(
H
A
H
O
g
g
)
の
線
で
そ
れ

を
境
に
南
北
海
面
を
分
け
、
北
の
海
面
を
山
形
県
の
漁
業
海
域
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
海
域
は
大
瀬
礁
を
め
ぐ
る
好
漁
場
の
大

部
分
を
占
め
、
こ
の
海
面
へ
の
入
漁
が
、
新
潟
県
側
漁
船
に
対
し
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

山
形
県
側
が
主
張
す
る
根
拠
は
、
今
日
の
県
境
を
是
認
し
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。

し
か
る
に
、
今
日
の
県
境
は
明
治
初
年
の
と
き
、
作
意
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
、
実
際
に
は
出
羽
・
越
後
の
国
境
は
現
在
の
県
境
か

ら
さ
ら
に
、
北
方
に
後
退
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

( 

一一一) 

古
老
の
言
を
要
約
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
山
形
・
新
潟
県
境
は
戊
辰
戦
争
当
時
の
圧
内
藩
の
最
前
線
基

地
と
し
て
、
当
時
優
勢
を
誇
っ
た
庄
内
藩
の
火
器
の
陣
地
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
当
時
庄
内
藩
は
、
東
北
諸
藩
の
中
で
も
装
備
の
点
で
は

最
も
す
ぐ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
庄
内
地
方
の
大
地
主
、
本
間
家
の
金
策
で
オ
ラ
ン
ダ
商
人
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
近
代

兵
器
を
も
っ
て
政
府
軍
の
進
攻
に
備
え
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
鼠
ケ
関
地
区
の
攻
防
戦
が
激
烈
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
、
今
に
地
元
住

民
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
戊
辰
戦
争
で
庄
内
藩
が
政
府
軍
を
迎
え
撃
っ
た
め
、
県
境
一
帯
に
砲
列
を
し
い
た
と
き
の
場
所
が
今

日
の
県
境
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
山
形
県
か
ら
考
え
る
と
、
敗
戦
当
事
者
の
山
形
県
側
(
庄
内
藩
)
が
結
果
的
に
は
有
利
な
裁
定
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

一
見
不

可
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
は
明
治
政
府
が
敗
戦
当
事
者
の
正
内
藩
に
対
す
る
、

と
い
う
よ
り
も
庄
内
地
方
に
対
す
る
そ
の
後
の
処
遇
を
考
察
す



る
必
要
が
あ
る
。

明
治
政
府
は
困
難
な
戦
い
の
後
、
庄
内
地
方
を
鎮
圧
し
た
が
、
こ
の
地
方
を
重
要
な
兵
姑
基
地
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
緒
戦

で
庄
内
地
方
を
掌
握
し
え
た
た
め
、
そ
の
後
、
東
北
地
方
を
鎮
圧
し
、
全
国
統
一
の
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
庄
内
地
方
は
新
政
府
に
と
っ
て
重
要
な
戦
略
拠
点
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
実
と
し
て
、
圧
内
藩
の
鎮
圧
と
と
も
に
、
こ

の
地
方
を
新
政
府
の
直
轄
地
と
し
て
、
民
政
局
を
設
置
し
た
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
庄
内
地
方
の
豊
か
な
経
済
地
盤

を
新
政
府
の
傘
下
に
収
め
る
こ
と
に
よ
り
、
財
政
基
盤
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
朝
敵
藩
と

し
て
当
然
受
け
る
べ
き
追
求
も
、
こ
こ
で
は
(
旦
寛
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
治
四
年
、

酒
田
県
が
設
置
さ
れ
た
と
き
、

在
地
旧
藩
出
身

者
を
も
っ
て
県
の
上
層
部
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、
全
国
的
に
も
例
外
な
も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
圧
内
地
方
を
含

め
た
山
形
県
の
県
域
決
定
に
当
た
っ
て
も
、

か
つ
て
の
庄
内
藩
防
衛
の
前
線
基
地
が
そ
の
ま
ま
山
形
県
と
新
潟
県
と
の
県
境
と
し
て
採
用

出羽・越後国境の研究

さ
れ
て
い
る
の
も
、
新
政
府
の
特
別
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

か
つ
て
の
出
羽
・
越
後
の
古
来
か
ら
の
国
境
線
が
新

政
府
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
る
だ
け
の
要
因
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
、
鼠
ケ
関
地
区
が
ほ
と
ん
ど
圧
内
出
身
の
住
民
で
占
め
ら
れ
て
い
た
た

め
で
あ
り
、
黙
認
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
岩
船
郡
を
含
む
越
後
全
域
が
戊
辰
戦
争
当
時
に
は
朝
敵
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
た
と
え
県
境
に
異
議
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
こ
れ
に
対
し
て
異
議
・
申
し
立
て
も
し
な
い
ま
ま
、
今
日
ま
で
県
境
を
容
認
し
た
形
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
う
。

そ
れ
ゆ
え

に
、
明
治
政
府
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
県
境
が
、
そ
の
ま
ま
今
日
地
形
図
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
間
に
あ
っ
て
、
こ
の
事
実
を
最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
の
中
浜
地
区
の
人
々
が
、
明
治
政
府
の
決
定
に
何
ら
の
異
議
を
も
申
し

立
て
ず
、
境
界
紛
争
も
お
こ
さ
な
か
っ
た
事
事
は
、
中
浜
地
区
と
山
形
県
側
と
の
関
係
を
み
れ
ば
肯
定
で
き
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
中
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浜
部
落
(
伊
呉
野
地
区
を
含
め
て
)

は
新
潟
県
の
最
北
端
の
部
落
で
、
古
く
か
ら
半
農
半
漁
の
村
で
あ
る
。
そ
の
前
面
は
新
潟
県
海
域
で

も
有
数
の
漁
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
規
模
な
漁
業
経
営
の
た
め
、
そ
の
漁
業
上
の
利
益
は
ほ
と
ん
ど
他
地
区
の
漁
民
に
占
め
ら

れ
て
お
り
、
中
浜
地
区
の
漁
業
は
い
ま
も
零
細
の
域
を
出
な
い
。

こ
の
中
浜
部
落
に
は
中
浜
漁
港
が
あ
っ
て
、
昭
和
二
七
年
第
一
種
漁
港
の
指
定
を
受
け
た
に
と
ど
ま
り
、
新
潟
県
の
積
極
的
な
漁
業
振

興
の
た
め
の
施
策
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
み
る
べ
き
も
の
も
な
い
。
た
だ
、
こ
の
中
浜
海
岸
に
二
十
メ
ー
ト
ル
の
船
揚
げ
場
(
傾
路
)

ペコ

が
設
け
ら
れ
、
沖
合
い
に
は
三
五
メ
ー
ト
ル
の
防
波
堤
が
設
け
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
こ
こ
の
漁
業
協
同
組
合
員
は
、
わ
ず
か
一

四
名
(
昭
和
四
六
年
)

で
は
新
潟
県
側
と
し
て
も
十
分
な
配
慮
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
中
浜
漁
民
は
毎
年
荒

年
の
続
く
九
月

t
三
月
ま
で
は
山
形
県
側
の
鼠
ケ
関
漁
港
を
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
中
浜
地
区
の
漁
業
は
、
鼠
ケ
関
地
区

と
の
協
調
に
よ
っ
て
の
み
通
年
出
漁
も
で
き
る
と
い
う
依
存
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
県
政
の
末
端
に
お
か
れ
た
県
境
の
漁
村
の

宿
命
で
あ
る
と
い
え
る
。

実
は
、
こ
の
よ
う
な
山
形
県
側
と
の
依
存
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
山
形
県
と
新
潟
県
と
の
漁
業
紛
争
(
こ
の
場
合
、
中
浜
の
漁
民

は
関
係
し
な
い
)

に
お
い
て
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
も
の
は
睦
上
の
県
境
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
、
中
浜
地
区
で
は
こ
の

論
争
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
現
在
の
県
境
を
否
定
す
る
に
足
る
根
拠
と
な
る
古
地
図
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
表
面
に
出
さ
ず
、
漁
業
紛

争
を
よ
そ
目
に
さ
さ
や
か
な
沿
岸
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
の
静
観
態
度
は
前
述
の
よ
う
に
、
新
潟
県
よ
り
も
む
し
ろ
山
形
県
側
の
恩

恵
を
う
け
て
い
る
も
の
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
、
あ
え
て
せ
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
古
地
図
は
部
落
民
以
外
に
は
絶
対
み
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頑
固
に
み
え
る
拒
否
態
度
の
な
か



に
、
山
形
県
に
対
す
る
配
慮
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

こ
の
古
地
図
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
鶴
岡
市
立
図
書
館
所
蔵
の
古
地
図
に
よ
っ
て
、
古
老
の
言
は
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
。

(
四
)

昔
か
ら
の
出
羽
・
越
後
の
境
界
の
位
置
が
、
今
日
の
県
境
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
そ
れ
に
は
、

か
つ
て
の
わ
が
国
の
国
境
が
何
を
基
準
に
き
め
ら
れ
て
い
た
の
か
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、

か
つ
て
の
国
境
設
定
に
当
た
っ
て
最
古
の
史
実
と
し
て
は
、
天
武
天
皇
一
一
年

(
g
ω
)
、
山
河
の
形
勢
に
よ
り
国
境
が
定

め
ら
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
今
日
、

か
つ
て
の
国
境
を
み
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
山
河
の
形
勢
の
具
体
的
な
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く

る
。
こ
と
に
分
水
界
を
も
っ
て
国
境
と
し
て
い
る
こ
と
は
基
本
原
則
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
山
地
の
状
況
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
一
定
不

出羽・越後国境の研究

変
の
景
観
を
も
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
に
境
界
を
め
ぐ
る
紛
争
が
、
全
国
各
地
に
絶
え
な
い
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
後

世
に
問
題
を
残
さ
な
い
た
め
に
、
国
境
設
定
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
っ
て
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
境
界
の
位
置

を
明
確
に
し
、

か
っ
そ
れ
に
永
続
性
を
も
た
せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
工
夫
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
は
、
上
信
国
境
(
群
馬
・

長
野
両
県
境
)

か
つ
て
の
上
野
・
信
濃
両
国
〈
7
v
の
一
宮
神
を
祭
り
、

に
そ
び
え
る
四
岡
山

(
N
S
ω
)

L、

に
お
い
て
は
平
坦
な
山
頂
に
、

ま
も
、
そ
の
石
岡
が
山
頂
に
あ
っ
て
、
そ
の
石
洞
を
結
ぶ
線
に
よ
っ
て
山
頂
を
わ
か
ち
国
境
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
信
仰
と
し
て
の
石
洞
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を
安
置
し
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
い
る
も
の
で
後
世
永
く
信
仰
の
存
続
す
る
限
り
、
そ
の
明
確
さ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
国
境
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
神
に
対
す
る
信
仰
に
こ
と
よ
せ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

上
信
国
境
ハ
8

)

(

群
馬
県
・
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長
野
県
)

の
旧
碓
氷
峠
の
峠
部
落
に
鎮
座
す
る
国
境
神
と
し
て
の
熊
野
神
社
が
奉
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
社
の
本
殿
前
の
門
扉
の
中
央

が
国
境
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
延
長
線
は
参
道
の
石
段
を
等
分
し
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
は
峠
部
落
か
ら
南
西
に
の
び
る
山
陵
の
上
を
わ
か

ち
、
今
日
の
碓
氷
峠
ま
で
下
が
る
。

こ
の
よ
う
に
神
々
を
J

但
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
と
の
関
係
で
国
境
を
き
め
る
例
は
東
日
本
各
地
に
今
も
残
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
地

域
に
よ
り
若
干
の
変
容
は
み
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
後
世
の
作
為
に
よ
る
も
の
、
境
界
の
確
認
に
は
重
要
な
決
め
手
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
は
、
そ
の
後
各
種
の
石
仏
、
石
像
、
さ
ら
に
巨
石
、
巨
木
そ
の
も
の
も
あ
り
、

日
本
の
か
つ
て
の
国
境

を
考
察
す
る
と
き
に
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
う
ち
、
巨
石
を
も
っ
て
境
界
標
識
と
し
た
も
の
と
し
て
は
、
播
磨
灘
、

赤
穂
市
の
前
面
に
浮
か
ぶ
取
揚
島
ハ
と
が
あ
る
。

」
の
島

の
帰
属
に
つ
い
て
近
世
初
頭
、
岡
山
藩
と
赤
穂
藩
と
の
聞
に
激
し
い
紛
争
が
展
開
し
た
。
そ
の
と
き
の
幕
府
の
裁
定
に
よ
っ
て
、
備
前
播

磨
の
国
境
が
こ
の
島
を
二
分
す
る
形
で
設
定
さ
れ
た
。
元
来
、
こ
の
取
揚
島
は
男
島
(
直
立
し
た
部
分
)
と
女
島
(
平
坦
な
岩
石
島
)
と

が
結
合
し
て
で
き
た
島
で
あ
る
。
そ
の
接
合
部
に
そ
の
と
き
の
標
識
が
現
存
し
て
国
境
と
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、

確
定
さ
れ
た
国
境
は
そ
の
ま
ま
明
治
に
な
っ
て
、
岡
山
県
・
兵
庫
県
の
県
境
に
転
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
巨
石
が
国
境
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
筑
前
と
肥
前
の
国
境
(
佐
賀
・
福
岡
両
県
)
、
包
石
海
岸
布
〉
(
福
岡
県
二
丈

町
)
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
海
岸
の
汀
線
近
く
に
立
つ
自
然
の
巨
石
が
県
境
の
基
準
と
な
っ
て
、
こ
れ
と
反
対
側
の
山
中
か
ら
流
れ
出
る
小
さ
な
渓
流
に

立
つ
国
境
標
識
(
従
是
東
筑
前
園
、
小
川
中
央
国
境
)

に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
境
標
識
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ



る

ま
た
、
巨
木
を
も
っ
て
す
る
境
界
標
識
と
す
る
も
の
は
各
地
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
信
越
国
境

av富
倉
地
区

(
長
野
県
飯
山
市
)

に
あ
る
謙
信
杉
が
あ
る
。
今
日
で
は
、
こ
の
地
区
一
帯
が
長
野
県
域
と
な
っ
て
い
て
そ
れ
は
空
し
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
、
同
じ
信
越
国
境
、
平
丸
峠
に
は
四
本
の
杉
の
巨
木
が
、

い
ま
も
長
野
・
新
潟
県
境
の
標
識
と
な
っ
て
い
る
が
、
県
境

は
四
本
の
杉
の
中
間
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

か
つ
て
の
国
境
設
定
に
は
古
く
か
ら
何
か
の
基
準
を
必
ず
設
定
し
、

し
か
も
明
確
に
さ
れ
て
い
て
、
将
来
に
禍
根
の
残

ら
な
い
よ
う
に
す
る
配
慮
が
先
人
に
よ
っ
て
払
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
鼠
ケ
関
の
真
の
境
界
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
さ
ら
に
考
え
て
み
よ
う
。

(
五
)

出羽・越後国境の研究

鼠
ケ
関
地
区
の
自
然
地
形
の
特
色
を
み
る
と
、
今
日
で
は
水
量
も
す
く
な
い
鼠
ケ
関
川
が
右
岸
の
山
寄
り
に
移
動
し
て
、
そ
の
河
口
は

鼠
ケ
開
港
に
開
い
て
い
る
。
し
か
し
、
鼠
ケ
関
川
は
正
保
の
図
に
み
る
と
、
下
流
は
乱
流
し
典
型
的
な
デ
ル
タ
地
形
を
み
せ
て
お
り
、
文

字
通
り
の
氾
濫
地
形
を
宝
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
状
態
は
、
越
後
固
か
ら
出
羽
国
が
分
離
し
た

q
H
N
年
)
当
時
に
お
い
て
は
、

よ
り
荒
涼
と
し
た
無
能
河
川
臼
〉
で
あ
り
、
無
住
の
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
境
設
定
に
当
た
っ
て
何
ら
か
の
役
目
を
果
た
し
た
も
の
と
し
て
神
社
・
仏
寺
そ
の
他
石
仏
な
ど
が
あ
る
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は
ず
で
あ
る
が
、
今
日
な
お
奉
洞
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

ま
ず
、
鼠
ケ
関
弁
天
島
に
あ
る
厳
島
神
社
が
注
目
さ
れ
る
。
弁
天
島
は
、
今
で
は
陸
続
き
に
な
っ
て
い
る
が
、
以
前
は
海
中
に
佑
立
し
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た
小
島
で
あ
っ
た
。
こ
の
島
に
弁
財
天
が
把
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
由
緒
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
ま
で
は
、
本
尊
は
弁
財
天
と
称
さ
れ
、
広

く
こ
の
地
方
の
人
々
の
信
仰
を
う
け
て
い
た
が
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
厳
島
神
社
と
改
称
さ
れ
た
。
こ
の
弁
財
天
に
つ
い
て
は
正
暦
五
年

(
む
宏
)
一
二
月
、
こ
の
海
域
近
く
か
ら
引
き
あ
げ
ら
れ
た
金
色
座
像
の
弁
財
天
を
村
人
は
鎮
守
の
神
と
し
て
担
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
、
以

来
、
歴
代
の
領
主
の
信
仰
は
も
と
よ
り
、
地
方
民
の
信
仰
の
対
象
と
し
て
担
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
今
日
み
ら
れ
る
神
社
と
し
て
は
、
丘
陵
の
末
端
に
八
坂
神
社
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
社
の
由
来
は
不
詳
で
あ
る

が
、
今
日
こ
の
八
坂
神
社
の
前
の
鳥
居
の
向
か
っ
て
右
の
柱
が
、
実
は
丘
陵
の
末
端
と
結
ば
れ
、
そ
れ
が
海
岸
に
の
び
て
い
る
県
境
の
基

準
点
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
初
年
、
県
境
設
定
の
と
き
、
神
社
を
巧
み
に
利
用
し
て
、
そ
の
決
定
の
正
当

性
、
合
理
性
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
八
坂
神
社
に
つ
い
て
は
、
藩
政
時
代
の
地
図
に
は
な
く
、
明
治
初
年
の
略
図

に
は
現
在
の
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
の
と
き
勧
請
し
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
市
街
地
の
真
中
に
大
き
な
松
の
木
が
そ
び
え
て
い
る
。
こ
れ
も
年
代
に
す
れ
ば
四

l
五

百
年
も
た
つ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
国
境
を
き
め
る
と
す
れ
ば
、

い
ず
れ
も
適
切
な
も
の
が
こ
の
地
方
に
は
揃
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

(

占

ハ

)

以
上
の
こ
と
か
ら
筆
者
は
次
の
と
お
り
こ
の
地
区
の
国
境
を
考
え
た
い
。

ま
ず
、
正
保
の
図
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
越
後
・
出
羽
の
国
境
線
は
、
今
日
の
市
街
地
の
中
央
に
あ
る
排
水
路
(
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
暗
渠
化
さ
れ
て
い
る
)
と
な
っ
て
い
る
用
水
路
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
用
水
路
の
右
岸
に
あ
る
松
の
巨
木
は
ま
さ
に
そ
の
と
き
の



出
羽
園
、
興
屋
村
が
成
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
両
国
の
村
は
、

境
界
標
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
ろ
は
、
こ
の
一
帯
が
氾
濫
原
で
越
後
原
海
村
が
こ
の
川
の
左
岸
に
成
立
し
、
右
岸
に
は
、

ほ
と
ん
ど
出
羽
国
庄
内
地
方
の
出
身
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
た
め

出羽・越後国境の研究

ヘ
貌
骨
舶
の
百
件
事

メド子毎
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に
、
鼠
ケ
闘
の
右
岸
、
左
岸
一
帯
を
出
羽
国
の
も
の
と
し
て
も
都
合

が
よ
か
っ
た
。
し
か
し
、
正
保
年
間
(
民
主

I
5烏
)
よ
り
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
八
百
年
前
、
和
銅
五
年
ミ
ロ
)
、
当
時
の
越
後
国
か
ら
出

羽
国
を
分
離
し
、
独
立
さ
せ
た
と
き
の
国
境
は
こ
れ
と
は
違
う
も
の

で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
鼠
ケ
関
川
は
氾
濫
を
繰
り

出羽・越後国境略図

返
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
地
区
は
無
住
地
帯
で
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
境
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
簡
明

に
し
て
よ
り
自
然
的
で
あ
る
は
ず
と
考
え
る
と
き
、
丘
陵
の
末
端
と

弁
天
島
を
結
ぶ
こ
と
が
よ
り
自
然
で
あ
り
、
こ
の
方
が
「
山
河
の
形

図2

勢
」
に
よ
り
国
境
を
き
め
た
と
い
う
こ
と
に
か
な
う
よ
う
に
考
え
る

も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
鼠
ケ
関
地
区
の
現
在
の
県
境
は
明
治

政
府
の
作
為
的
な
も
の
で
あ
る
と
断
定
し
た
い
。
ま
た
、
明
治
以
前

ま
で
は
、
国
境
は
、
正
保
の
絵
図
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
日

乳
ケ
謂
市
街
地
の
中
央
を
西
流
す
る
用
水
路
を
も
っ
て
国
境
河
川
と
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し
て
い
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
正
保
の
絵
図
の
そ
の
ま
ま
の
国
墳
が
、
越
後
国
よ
り
出
羽
国
が
分
離
し
、
設
置
さ
れ
た
と
き
(
己
ど
の
国
境
線
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
。
そ
の
間
約
八
百
年
も
の
長
い
間
に
こ
の
地
方
の
自
然
条
件
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
正
保
の
と
き
と
は
非
常
に
異
な
っ

た
地
形
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
地
は
鼠
ケ
関
川
下
流
一
帯
を
し
め
、
荒
涼
と
し
た
デ
ル
タ
地
帯
で
あ
り
、
さ
ら
に
冬
季
は
今
日
と
同
様
、
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
に
荒
波
に
洗
わ
れ
、
デ
ル
タ
地
帯
へ
の
居
住
地
化
は
決
し
て
容
易
で
な
か
っ
た
。
今
日
で
は
西
海
岸
ぞ
い
に
六

t
八
メ

ー
ト
ル
の
防
波
堤
が
延
々
と
つ
く
ら
れ
、

日
本
海
の
風
波
を
さ
え
、
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
・
は
じ
め
て
こ
の
地
区
で
の
平
和
な
生
活
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
地
区
へ
の
村
づ
く
り
は
容
易
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
天
下
に
知
ら
れ
た
東
北
三
大
関
の
一
つ
と
し
て
の
念
珠
関
の
位
置
に
つ
い
て
も
、

い
ろ
い
ろ
の
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ

も
正
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
地
の
冬
の
日
本
海
の
荒
波
詰
)
の
被
害
が
甚
大
で
、

そ
の
都
度
、

場
所
を
変
え
た
こ
と
は
考
え

ら
れ
る
。
今
日
、
念
珠
関
祉
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
鼠
ケ
関
川
の
右
岸
、
山
よ
り
の
場
所
が
最
も
安
全
な
場
所
と
し
て
最
後
的
に
落
ち
着

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
荒
波
の
被
害
が
あ
り
、
正
保
の
絵
図
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
境
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め
に
、
出
羽
国
側
の
右
岸
近
く

に
海
風
に
強
い
黒
松
を
植
え
、
波
洩
に
よ
る
地
形
の
変
化
に
備
え
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
松
の
巨
木
も
重
要
な
国
境
標

識
で
あ
っ
た
と
思
う
。

終

。
{こ



筆
者
が
こ
の
県
境
問
題
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
程
の
も
の
が
全
国
に
あ
ま
り
に
も
多
い
こ
と
を
知
り
、
真
実
を
後
世
に
残

し
て
お
き
た
い
と
い
う
気
持
か
ら
で
あ
っ
た
。

ま
た
さ
さ
た
る
県
境
問
題
を
言
挙
守
け
し
た
感
は
あ
る
が
、
明
治
政
府
が
不
用
意
に
き
め
た
境
界
の
し
こ
り
が
、
今
日
い
ろ
い
ろ
の
面
に

不
合
理
が
で
て
い
る
こ
と
を
訴
え
た
い
し
、
今
後
、
広
域
的
見
地
か
ら
地
域
住
民
が
と
も
ど
も
に
、
平
和
的
に
国
土
の
利
用
、
沿
岸
水
域

こ
九
七
四
・
九
・
二
七
)

の
活
用
を
計
る
こ
と
を
期
待
す
る
た
め
で
あ
る
。
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の
ほ
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、
地
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ら
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