
　
　
　
日
本
の
古
代
中
世
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
港
の
空
間
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
南
　
出
　
具
　
助

　
　
は
じ
め
に

　
か
つ
て
筆
者
は
越
前
国
敦
賀
津
を
例
に
と
り
、
古
代
の
船
着
場

が
ラ
グ
ー
ン
（
潟
湖
）
の
埋
積
に
伴
っ
て
入
江
の
内
側
か
ら
外
浜

へ
と
移
転
し
て
い
く
過
程
を
推
論
し
犀
筆
者
の
復
原
案
に
対
し

て
は
、
松
原
客
館
（
後
述
）
の
位
置
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
別
案
も
出

て
い
る
が
、
当
否
の
決
め
手
と
な
る
よ
う
な
考
古
学
的
証
拠
も
え

ら
れ
な
い
た
め
、
論
理
的
に
は
肯
定
も
否
定
も
さ
れ
な
い
ま
ま
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
拙
案
の
論
証
の
不
十
分
な
部
分
は
い
ま
だ
未
解

決
で
あ
り
、
復
原
の
微
細
な
点
に
つ
い
て
は
修
正
案
も
考
え
て
い

る
が
、
河
口
港
の
変
化
モ
デ
ル
と
し
て
の
基
本
的
な
認
識
は
変
わ

っ
て
い
な
い
。

　
今
回
の
小
稿
の
目
的
は
、
か
つ
て
の
論
考
の
際
に
浮
か
ん
だ
疑

問
の
一
つ
を
再
説
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
疑
問
と
は
、
日
本
の

古
代
や
中
世
の
港
に
は
ど
の
よ
う
な
施
設
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
互

い
に
近
接
し
て
い
た
の
か
否
か
、
港
と
し
て
の
空
間
は
ど
れ
は
ど

の
広
が
り
と
密
度
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

古
代
敦
賀
津
は
、
古
く
『
日
本
書
紀
』
仲
哀
紀
に
「
角
鹿
」
　
・

「
津
」
と
み
え
る
が
、
律
令
期
に
お
い
て
は
『
延
喜
式
』
主
税
上

に
船
賃
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
北
陸
道
の
公
的
な
港
で
あ
っ
た
か

ら
、
そ
れ
に
関
連
す
る
施
設
も
古
代
官
衛
的
建
物
の
一
種
と
し
て

把
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
各
地
の
発
掘
例
が
示
す

よ
う
に
、
古
代
官
街
的
建
物
（
群
）
に
は
郡
家
と
駅
家
を
兼
ね
る

な
ど
、
複
合
的
機
能
を
有
す
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
そ
れ

ら
の
建
物
配
置
に
つ
い
て
は
、
互
い
に
近
接
し
て
い
る
方
が
便
利

で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
空

間
構
成
原
理
は
港
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
も
と
よ
り
、
日
本
で
は
発
掘
に
よ
っ
て
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
古

代
の
港
は
ほ
と
ん
ど
例
が
な
く
、
各
施
設
の
正
確
な
位
置
も
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。
客
観
的
な
証
拠
を
揃
え
ず
に
議
論
を
組
み
立
て

る
こ
と
自
体
が
無
謀
で
あ
る
が
、
あ
え
て
再
説
を
試
み
る
の
は
、

地
理
学
の
立
場
か
ら
港
を
ど
の
よ
う
な
空
間
と
し
て
と
ら
え
て
い

る
の
か
を
、
自
分
自
身
へ
の
問
い
か
け
と
し
て
再
確
認
し
た
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
地
理
学
が
日
本
の
古
代
や
中
世
の
港
に
目
を
や

る
場
合
、
歴
史
的
社
会
的
枠
組
み
の
中
で
性
格
づ
け
を
行
う
だ
け
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で
は
な
く
、
現
在
の
そ
し
て
世
界
の
ど
こ
に
で
も
あ
る
港
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
一
般
化
す
る
議
論
が
必
要
な
の
で
は

な
い
か
、
地
理
学
の
側
か
ら
そ
の
よ
う
な
「
港
の
論
理
」
を
提
示

す
べ
き
で
は
な
い
か
と
、
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
古
代
の
港
と
客
館
の
空
間
構
成

（
１
）
敦
賀
津
と
松
原
客
館

　
古
代
敦
賀
津
周
辺
の
交
通
関
連
施
設
と
し
て
、
文
献
に
は
北
陸

道
松
原
駅
・
松
原
客
館
・
気
比
神
宮
な
ど
が
登
場
す
る
。
松
原
客

館
は
潮
海
使
節
を
収
容
す
る
迎
賓
館
で
あ
り
、
気
比
神
宮
は
海
上

安
全
を
祈
願
す
る
神
と
し
て
越
前
国
最
高
位
の
格
式
を
誇
っ
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
気
比
神
宮
の
位
置
は
古
代
か
ら
現
在
ま
で
ほ

と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
と
み
て
よ
い
が
、
松
原
駅
・
松
原
客
館

の
位
置
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
推
定
段
階
を
出
て
い
な
い
の
で
、
筆

者
に
よ
る
が
っ
て
の
復
原
案
か
ら
論
を
起
こ
し
た
い
。
た
だ
し
復

原
作
業
の
細
か
な
手
順
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。

　
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
松
原
客
館
・
松
原
駅
が
、
い
ず
れ
も

「
敦
賀
」
で
は
な
く
「
松
原
」
と
い
う
語
を
冠
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
松
原
が
地
名
で
あ
っ
て
も
、
松
が
生
い
茂
る
原
を
指
す
普

通
名
詞
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
対
象
は
笙
ノ
川
以
西
す
な
わ
ち
古
代

の
ラ
グ
ー
ン
の
西
側
お
よ
び
南
側
の
砂
丘
地
帯
に
限
定
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
『
延
喜
式
』
雑
式
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
松
原
客
館

を
「
検
校
」
す
る
立
場
に
あ
っ
た
気
比
神
宮
は
、
敦
賀
平
野
の
東

端
に
位
置
し
て
い
る
。
両
者
が
か
な
り
隔
た
っ
て
い
た
こ
と
は
、

『
扶
桑
略
記
』
延
喜
一
九
年
（
九
一
九
）
　
一
一
月
一
八
日
４
　
以
下

に
、
潮
海
客
一
〇
五
人
を
「
松
原
駅
館
」
に
安
置
し
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
門
戸
が
閉
ざ
さ
れ
行
事
官
人
も
不
在
で
薪
炭
の
蓄
え
も
な

く
不
便
で
あ
っ
た
、
と
い
う
記
事
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
松
原
駅
の
位
置
は
、
敦
賀
平
野
の
東
南
角
か
ら
北

西
方
向
に
一
直
線
に
伸
び
る
古
代
北
陸
道
が
ラ
グ
ー
ン
に
突
き
当

た
る
三
島
地
区
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
西
側
の
小
字
「
四
ツ
矢
」
は

「
津
屋
」
な
い
し
「
屋
」
、
つ
ま
り
津
や
駅
家
に
付
設
さ
れ
る
建
物

に
通
じ
る
地
名
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
松
原
客
館

の
位
置
に
つ
い
て
は
、
「
駅
館
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
駅

家
と
同
所
に
併
設
さ
れ
て
い
た
と
み
る
説
も
あ
る
が
、
右
に
述
べ

た
接
客
の
不
便
さ
は
孤
立
し
た
施
設
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
た
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
明
確
な
根
拠
は
な
い
が
、
松
原
駅
か
ら

さ
ら
に
北
西
方
の
地
形
的
に
安
定
し
た
砂
丘
上
が
最
適
地
と
筆
者

は
仮
定
し
た
（
図
１
）
。

　
古
代
の
船
着
場
が
ラ
グ
ー
ン
の
ど
の
あ
た
り
に
位
置
し
て
い
た

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
小
字
「
四
ツ
矢
」
に
津
屋
が
あ
っ
た
と
す
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れ
ば
、
荷
揚
げ
場
は
そ
の
近
く
と
考
え
ら
れ
、
松
原
駅
に
も
近
い

ラ
グ
ー
ン
の
南
端
に
考
え
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
船
着
場
を
無
理

に
Ｉ
ヶ
所
に
特
定
す
る
必
要
は
な
く
、
ラ
グ
ー
ン
各
所
に
必
要
に

応
じ
て
横
づ
け
さ
れ
た
、
と
い
う
程
度
の
利
用
状
況
（
図
５
・
Ｉ
）

を
想
定
し
て
お
い
た
方
が
無
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
再

説
し
て
お
き
た
い
の
は
、
細
か
な
位
置
は
と
も
か
く
松
原
客
館
が

ラ
グ
ー
ン
の
西
側
な
い
し
南
側
に
位
置
し
て
お
り
、
気
比
神
宮
や

の
ち
に
中
世
の
町
屋
が
成
立
す
る
地
区
か
ら
は
Ｉ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
隔
た
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）
博
多
津
と
鴻
謐
館

　
古
代
博
多
津
の
地
形
や
交
通
施
設
の
配
置
状
況
は
、
敦
賀
津
に

酷
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
津
に
つ
い
て
は
、
以
前
に

筆
者
も
簡
単
な
比
較
を
試
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
発

掘
の
成
果
な
ど
も
含
め
、
再
説
し
て
お
き
た
い
。
な
お
「
博
多
」

の
初
見
で
も
あ
る
「
博
多
大
津
」
が
文
献
に
登
場
す
る
の
は
『
続

日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
三
月
で
あ
り
、
そ
れ
以
前

は
宣
化
『
紀
』
元
年
の
官
家
（
み
や
け
）
設
置
の
記
事
に
も
見
え

る
よ
う
に
、
「
那
津
」
（
な
の
つ
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で

は
総
括
的
に
博
多
津
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
福
岡
平
野
の
古
代
の
海
岸
線
に
つ
い
て
は
、
各
所
に
残
る

図１　　古代敦賀津の空間構成

　　　　(古代の海岸線は南出(1978)を一部改変。)
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一
三
世
紀
の
元
寇
防
塁
の
痕
跡
な
ど
が
基
準
に
な
る
ほ
か
、
地
下

鉄
工
事
に
伴
う
多
く
の
発
掘
結
果
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確
な
復
原

が
可
能
に
な
っ
て
き
た
。
柳
田
純
孝
の
復
原
案
に
よ
れ
ば
、
現
在

の
福
岡
市
の
中
央
部
を
流
れ
る
那
珂
川
の
河
口
部
一
帯
に
複
数
の

砂
丘
と
ラ
グ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
博

多
津
の
船
着
場
も
そ
の
ラ
グ
ー
ン
の
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
船
首
場
そ
の
も
の
の
遺

構
が
出
土
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ラ
グ
ー
ン
の
東
南
角
に
あ
た

る
地
点
に
式
内
社
と
同
名
の
住
吉
神
社
が
現
存
し
て
お
り
、
そ
の

境
内
か
ら
は
弥
生
時
代
の
青
銅
器
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る

の
で
有
力
視
さ
れ
て
い
る
（
図
２
）
。

　
博
多
津
周
辺
の
古
代
の
交
通
施
設
と
し
て
は
、
他
に
西
海
道
と

美
野
駅
、
さ
ら
に
迎
賓
館
と
し
て
の
鴻
腫
館
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
の
位
置
関
係
も
敦
賀
津
周
辺
の
空
間
構
成
と
き
わ

め
て
類
似
し
て
い
る
。
鴻
櫨
館
は
文
献
上
は
『
文
徳
実
録
』
仁
壽

二
年
（
八
五
二
）
二
月
の
記
事
な
ど
か
ら
み
て
、
承
和
年
間
に
は

「
大
宰
府
鴻
腫
館
」
な
ど
と
も
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
の
前
身
は
持
統
『
紀
』
二
年
（
六
八
八
）
二
月
に
新
羅

国
使
を
、
同
年
九
月
に
耽
羅
使
を
も
て
な
し
た
と
さ
れ
る
「
筑
紫

館
」
（
つ
く
し
の
む
ろ
つ
み
）
に
あ
っ
た
が
、
筑
紫
館
の
名
は
、

持
統
『
紀
』
以
外
に
は
天
平
八
年
（
七
三
六
）
に
遣
新
羅
使
が
望

図２　　古代博多津の空間構成

　　　　(中世の海岸線は柳田(1984)を一部改変。)
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郷
の
歌
を
詠
ん
だ
『
万
葉
集
』
巻
一
五
に
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
。

　
鴻
絵
館
の
跡
は
一
九
八
七
年
に
平
和
台
球
場
の
改
修
工
事
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
位
置
は
、
那
珂
川
河
口
部
の
推
定
ラ

グ
ー
ン
の
西
端
に
あ
た
り
、
さ
ら
に
そ
の
西
側
に
は
樋
井
川
河
口

部
の
ラ
グ
ー
ン
が
広
が
る
の
で
、
海
岸
線
の
凹
凸
の
関
係
を
逆
に

表
現
す
れ
ば
、
カ
ナ
ト
コ
状
に
突
き
出
た
半
島
の
く
び
れ
た
部
分

に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
周
囲
か
ら
容
易
に
監
視

で
き
、
な
お
か
つ
有
事
に
は
即
座
に
交
通
遮
断
で
き
る
位
置
で
あ

る
と
筆
者
は
解
し
た
い
。
時
代
は
異
な
る
が
、
機
能
的
に
は
長
崎

の
出
島
と
同
じ
で
あ
る
（
図
５
・
ｍ
④
）
。

　
そ
こ
で
鴻
絵
館
と
陸
上
交
通
と
の
関
係
に
注
目
し
た
い
。
山
村

信
栄
は
、
福
岡
平
野
を
縦
断
し
て
博
多
湾
岸
と
大
宰
府
と
を
結
ぶ

二
本
の
直
線
古
道
の
痕
跡
を
、
「
水
城
」
の
両
端
の
切
り
通
し
を

通
過
す
る
こ
と
か
ら
「
東
門
ル
ー
ト
」
「
西
門
ル
ー
ト
」
と
仮
称

し
た
。
こ
の
う
ち
西
門
ル
ー
ト
を
延
長
す
れ
ば
鴻
絵
館
に
至
り
、

東
門
ル
ー
ト
延
長
す
れ
ば
、
古
代
博
多
津
の
船
着
場
や
西
海
道
美

野
駅
に
も
近
接
す
る
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
比
恵

遺
跡
や
博
多
遺
跡
群
に
至
る
。

　
西
門
ル
ー
ト
の
水
城
以
南
の
前
田
遺
跡
で
は
、
Ｎ
四
二
度
ｗ
の

方
向
を
持
つ
道
路
と
見
ら
れ
る
溝
開
平
坦
面
が
七
世
紀
後
半
の
土

器
を
も
つ
土
坑
を
切
り
、
な
お
か
つ
八
世
紀
後
半
の
廃
棄
土
坑
と

溝
状
遺
構
に
切
ら
れ
て
い
る
の
で
、
八
世
紀
前
半
～
中
頃
に
は
道

路
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
が
、
水
城
以
北

の
先
の
原
遺
跡
で
は
Ｎ
五
四
度
Ｗ
の
側
溝
か
ら
コ
ー
世
紀
ま
で
の

遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
部
分
で
の
道
路
使
用
の
年
代
幅
は

広
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
束
門
ル
ー
ト
は
、
日
野
尚

志
の
条
里
地
割
復
原
案
に
よ
れ
ば
席
田
・
那
珂
両
郡
界
の
基
準
と

な
っ
た
古
代
西
海
道
で
あ
る
が
、
一
部
は
近
世
の
街
道
「
府
大
道
」

と
し
て
も
踏
襲
さ
れ
、
今
な
お
道
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

水
城
以
北
で
は
那
珂
久
平
遺
跡
や
井
相
田
遺
跡
を
貫
く
ほ
ぼ
Ｎ
四

三
度
Ｗ
の
直
線
を
な
し
、
八
世
紀
中
頃
以
降
に
造
ら
れ
て
お
り
、

や
は
り
側
溝
か
ら
は
コ
ー
世
紀
ま
で
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。

　
山
村
は
両
ル
ー
ト
の
造
成
時
期
の
ズ
レ
を
、
大
宰
府
の
政
庁
と

し
て
の
変
質
時
期
に
合
致
さ
せ
て
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

筆
者
は
、
少
な
く
と
も
水
城
以
北
に
お
い
て
は
、
両
ル
ー
ト
が
併

用
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
西
門
ル
ー
ト

が
廃
絶
し
て
そ
の
代
わ
り
に
東
門
ル
ー
ト
が
開
か
れ
た
の
で
な
い

と
す
れ
ば
、
延
長
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
に
及
ぶ
二
本
の
道
路

を
併
設
し
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
用
途
が
あ
っ
た
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
西
門
ル
ー
ト
は
主
に
蕃
客
・
外
交
用
、

東
門
ル
ー
ト
は
官
人
・
内
政
用
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
兵
部
省
に

規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
宰
府
定
額
の
兵
馬
二
〇
疋
の
う
ち
Ｉ
〇

ｍ



疋
は
鴻
絃
館
に
分
置
さ
れ
、
急
速
の
用
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
美

野
駅
の
位
置
は
不
明
で
あ
る
が
、
福
岡
平
野
を
西
行
す
る
西
海
道

か
ら
大
宰
府
方
向
に
折
れ
曲
が
る
東
門
ル
ー
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス

と
、
博
多
津
の
船
着
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
の
両
立
を
考
え
れ
ば
、

比
恵
遺
跡
の
周
辺
一
帯
に
求
め
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
で
あ
り
、

鴻
誼
館
と
は
せ
い
ぜ
い
ご
丁
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
美
野
駅
の
一
五
疋
と
は
別
に

鴻
瞎
館
に
Ｉ
〇
疋
も
常
置
し
た
の
は
、
美
野
駅
に
関
わ
る
官
人
・

官
物
輸
送
と
は
区
別
し
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
鴻
臓
館
は
、
博
多
津
の
船
着
場
や
西
海
道
の
駅
家

が
複
合
す
る
よ
う
な
水
陸
交
通
の
要
衝
か
ら
み
れ
ば
、
や
や
外
れ

た
西
方
に
位
置
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
港
と
し
て
の
歴
史
か
ら
み

れ
ば
、
六
世
紀
（
以
前
）
に
設
置
さ
れ
た
筑
紫
館
の
方
が
、
七
世

紀
（
以
後
）
に
整
備
さ
れ
た
西
海
道
よ
り
古
い
の
で
、
筑
紫
館
の

後
を
継
い
だ
で
あ
ろ
う
鴻
臆
館
の
位
置
が
駅
家
と
近
接
し
て
い
な

く
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
後
も
両
施
設
が
Ｉ
ヶ
所

に
統
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
長
大
な
道
路
で
大

宰
府
と
結
ば
れ
て
い
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

　
　
『
三
代
実
録
』
貞
観
一
一
年
（
八
六
九
）
六
月
に
は
、
新
羅
の

海
賊
が
博
多
津
に
来
て
豊
前
国
の
年
貢
絹
綿
を
掠
奪
し
た
と
い
う

記
事
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
外
来
使
節
と
海
賊
と
は
別

だ
が
、
国
家
的
な
貢
納
物
が
集
中
し
要
人
が
往
来
す
る
よ
う
な
場

所
に
は
外
国
人
を
近
づ
け
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
承
和
年
間
以
後
に
使
節
が
盛
ん
に
交

易
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
鴻
瞎
館
が
対
公
人
で
は
な
く
対
私

人
的
な
応
接
機
関
へ
と
変
質
し
、
亀
井
明
徳
の
表
現
を
借
り
れ
ば

「
公
設
唐
物
市
場
」
と
し
て
機
能
す
る
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
国

内
向
け
の
一
般
的
な
流
通
シ
ス
テ
ム
と
は
区
別
し
て
お
き
た
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
博
多
津
の
船
着
場
も
、
敦
賀
津
の
場

合
と
同
様
に
必
ず
し
も
一
地
点
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
ラ

グ
ー
ン
の
各
所
が
適
宜
利
用
さ
れ
た
と
考
え
て
お
く
方
が
無
難
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
古
代
の
港
に
付
随
す
る
客
館
は
、
官
人
・
官
物
輸

送
の
拠
点
か
ら
は
意
図
的
に
距
離
を
お
い
て
設
置
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
目
的
は
、
田
島
公
も
『
延
喜
式
』
玄
蕃
寮
の
規
定
な
ど

か
ら
推
論
し
て
い
る
よ
う
に
、
外
国
人
使
節
の
身
辺
を
警
護
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
ス
パ
イ
活
動
や
密
貿
易
を
防
止
す
る
と

い
う
、
両
面
的
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
確
保
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
客
館
は
、
船
舶
の
出
入
り
を
監
視
す
る
施
設

か
ら
よ
く
見
通
せ
る
場
所
に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
敦
賀
津
で
は

気
比
神
宮
か
ら
見
て
松
原
客
館
は
ラ
グ
ー
ン
の
対
岸
で
あ
っ
た
。
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博
多
津
で
は
二
つ
の
ラ
グ
ー
ン
に
挟
ま
れ
た
半
島
が
島
の
よ
う
に

孤
立
し
て
い
た
の
で
、
ラ
グ
ー
ン
の
沿
岸
な
ら
ど
こ
か
ら
で
も
容

易
に
監
視
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
船
着
場
や
駅
家
の
よ

う
な
交
通
施
設
と
、
客
館
の
よ
う
な
収
容
施
設
と
の
間
の
適
度
の

隔
た
り
は
、
い
わ
ば
緩
衝
空
間
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ー
代
実
録
』
貞
観
一
一
年
（
八
六
九
）
　
二
一
月
に
設
置
さ
れ
た

と
推
測
し
う
る
「
警
固
所
」
は
、
そ
の
地
名
か
ら
現
在
の
警
囚
付

近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
鴻
絃
館
か
ら
大
宰
府
に
向
か

う
西
門
ル
ー
ト
を
挽
す
る
位
置
に
あ
っ
た
と
解
す
れ
ば
、
緩
衝
空

間
と
し
て
の
機
能
も
明
確
で
あ
る
。

　
な
お
、
古
代
の
客
館
と
し
て
は
他
に
難
波
津
鴻
絃
館
の
存
在
が

伝
え
ら
れ
る
が
、
難
波
津
の
船
着
場
の
位
置
に
関
し
て
は
今
の
と

こ
ろ
筆
者
自
身
の
復
原
案
を
提
示
し
え
な
い
の
で
、
そ
れ
を
め
ぐ

る
議
論
は
先
送
り
に
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
予
察
的
に
述
べ
れ
ば
、

船
着
場
を
Ｉ
ヶ
所
に
限
定
せ
ず
、
た
と
え
ば
外
交
用
と
内
政
用
の

使
い
分
け
な
ど
も
想
定
す
る
方
が
、
史
料
解
釈
上
の
矛
盾
も
小
さ

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
客
館
の
位
置
に
つ
い
て

は
、
陸
上
交
通
の
要
衝
か
ら
適
度
に
離
れ
て
い
て
な
お
か
つ
周
囲

か
ら
見
通
し
の
き
く
場
所
、
と
い
う
の
が
立
地
の
好
条
件
に
な
り

え
た
か
も
し
れ
な
い
。

二
、
中
世
の
港
の
空
間
構
成

（
１
）
鎌
倉
と
和
賀
江
島

　
一
般
に
、
鎌
倉
正
面
の
由
比
浜
は
波
が
荒
く
、
大
型
船
の
着
岸

が
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
は
、

『
吾
妻
鏡
』
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
四
月
に
源
実
朝
の
「
唐
船
」

を
「
由
比
浦
」
か
ら
進
水
さ
せ
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
こ
と
や
、

貞
応
二
年
（
二
ご
ご
二
）
の
『
海
道
記
』
に
「
数
百
韻
の
舟
ど
も

綱
を
く
さ
り
て
大
津
の
う
ら
に
似
た
り
。
千
万
宇
の
宅
軒
を
な
ら

べ
て
大
淀
の
わ
た
り
に
異
ら
ず
」
、
「
東
南
の
角
一
道
は
舟
栂
の
津
。

商
売
の
商
人
百
族
に
ぎ
わ
い
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
船
舶
は
沖
合

に
停
泊
し
て
東
南
角
す
な
わ
ち
材
木
座
海
岸
が
唯
一
の
荷
揚
げ
地

点
に
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

を
打
開
す
る
た
め
に
、
『
吾
妻
鏡
』
貞
永
元
年
（
二
一
三
二
）
七

月
に
、
勧
進
上
人
往
阿
弥
陀
仏
が
「
舟
船
着
岸
の
煩
い
無
き
為
に

和
賀
江
島
を
築
く
べ
し
」
と
北
条
泰
時
に
願
い
出
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

　
こ
の
和
賀
江
島
は
、
材
木
座
海
岸
の
東
南
に
あ
た
る
飯
島
崎
の

海
中
に
直
径
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
大
の
丸
石
を
積
み
上
げ
て
造

成
さ
れ
た
、
延
長
一
言
○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
釣
針
型
の
防
波
堤
で

あ
っ
た
。
近
世
絵
図
に
も
漁
船
の
溜
り
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
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た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
今
日
で
は
か
な
り
崩
れ
て
し
ま
い
、

干
潮
時
に
わ
ず
か
に
海
面
上
に
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
神

奈
川
県
の
史
蹟
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
丸
石
の
す
き
ま
か
ら

は
末
製
の
陶
磁
器
の
破
片
な
ど
も
大
量
に
見
つ
か
っ
て
い
る
。
飯

島
崎
は
鎌
倉
の
狭
小
な
平
野
が
海
に
没
す
る
東
限
で
あ
る
。
こ
こ

に
防
波
堤
を
築
く
こ
と
は
、
相
模
湾
の
西
南
方
向
か
ら
の
波
を
避

け
る
と
い
う
点
で
は
ベ
ス
ト
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
鎌
倉
の
密
集
し
た
都
市
空
間
が
尽
き
果
て
る
マ
ー
ジ
ナ

ル
な
位
置
で
も
あ
っ
た
。
和
賀
江
島
の
現
地
で
は
、
西
と
南
は
海

に
囲
ま
れ
、
東
に
は
急
崖
が
迫
り
、
船
着
場
へ
は
北
側
か
ら
の
小

径
が
唯
一
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
っ
て
い
る
（
図
３
）
。

　
和
賀
江
島
の
維
持
管
理
に
あ
た
る
極
楽
寺
は
お
そ
ら
く
そ
の
小

径
の
途
中
に
関
所
を
設
け
、
関
米
を
徴
収
し
て
い
た
。
徳
治
二
年

二
三
〇
七
）
の
『
金
沢
文
庫
文
書
』
に
よ
れ
ば
、
和
賀
江
住
人

の
六
郎
太
郎
ら
が
関
米
を
運
取
し
狼
籍
を
は
た
ら
い
た
と
し
て
、

「
和
賀
江
関
所
沙
汰
人
」
で
あ
る
極
楽
寺
の
憎
が
訴
え
て
い
る
。

鎌
倉
か
ら
幕
府
が
去
っ
て
の
ち
も
、
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
の

『
円
覚
寺
文
書
』
に
は
「
円
覚
寺
領
尾
張
国
富
田
篠
木
両
庄
米
運

送
飯
島
関
米
等
事
」
と
見
え
、
貞
和
五
年
（
こ
二
四
九
）
の
『
極

楽
律
寺
要
文
録
』
に
は
、
足
利
尊
氏
か
ら
極
楽
寺
長
老
に
宛
て
た

書
状
写
に
「
飯
島
敷
地
舛
米
井
島
築
及
前
浜
殺
生
禁
断
事
」
と
し

図３　　中世和賀江島の空間構成

　　　　(中世の生活遺跡の南限は松尾宣方(1989)による。)
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て
極
楽
寺
に
よ
る
舛
米
（
関
米
）
徴
収
権
と
周
辺
の
管
理
権
を
再

斟
し
て
ヽ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
和
賀
江
島
を
船
着
場
に
設
定
し
た
こ
と

は
、
そ
こ
が
物
理
的
に
着
岸
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、

積
み
荷
の
集
中
管
理
を
狙
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
ら
れ
る
。

根
幹
部
に
あ
た
る
飯
島
に
関
所
を
設
け
て
極
楽
寺
が
関
米
を
徴
し

た
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
由
比
浜
は
波
が
荒

く
て
着
船
が
困
難
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
陸
側
か
ら
容
易
に

近
づ
け
る
よ
う
な
、
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
な
浜
辺
に
は
着
船
し
て
ほ
し

く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
本
船
は
沖
合
に
停

泊
し
て
孵
で
往
復
す
る
と
し
て
も
、
停
泊
日
数
が
長
く
な
れ
ば
、

積
み
荷
の
盗
難
、
横
流
し
、
破
損
な
ど
の
危
険
は
避
け
ら
れ
ず
、

積
み
荷
が
高
価
な
輸
入
陶
磁
器
で
あ
れ
ば
リ
ス
ク
は
な
お
さ
ら
増

大
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
空
既
的
に
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
和
賀
江
島
は
、
今
日
の

港
湾
用
語
で
い
え
ば
「
保
税
区
域
」
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

狭
小
な
鎌
倉
で
は
、
古
代
の
港
の
よ
う
に
広
大
な
「
緩
衝
空
間
」

を
設
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
自
然
の
障
壁
と
人
工
の
関
と
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
交
易
品
の
安
全
性
を
確
保
し
た
の

で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
極
楽
寺
と
和
賀
江
島
の
位
置
関
係
も

興
味
深
い
。
極
楽
寺
切
通
し
に
向
か
う
坂
の
途
中
か
ら
は
、
真
正

面
に
由
比
浜
、
材
木
座
、
和
賀
江
島
ま
で
一
望
で
き
る
。
和
賀
江

島
の
防
波
堤
の
開
口
部
が
北
西
に
向
い
て
い
る
の
で
、
出
入
り
の

船
舶
ま
で
監
視
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　
極
楽
寺
は
正
嘉
年
間
（
コ
ー
五
七
～
一
二
五
九
）
に
深
沢
に
開

か
れ
た
の
が
、
正
元
元
年
（
二
五
九
）
に
も
と
「
地
獄
谷
」
で

あ
っ
た
現
在
の
地
に
移
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
極
楽
寺
切
通
し
の

開
削
も
そ
れ
に
前
後
す
る
が
、
極
楽
寺
が
舛
米
徴
収
・
殺
生
禁
断

な
ど
を
通
じ
て
「
前
浜
」
の
全
面
支
配
を
狙
っ
た
と
み
る
石
井
進

や
、
馬
淵
和
雄
ら
の
見
解
を
筆
者
も
支
持
し
た
い
。
切
通
し
の
坂

道
か
ら
望
む
和
賀
江
島
ま
で
の
ビ
ス
タ
（
通
景
）
が
、
前
浜
の
監

視
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
（
図
３
）
。

　
近
年
の
研
究
で
は
、
生
活
遺
跡
の
分
布
限
界
か
ら
一
三
世
紀
頃

の
由
比
浜
な
い
し
材
木
座
の
海
岸
線
を
現
在
よ
り
も
数
百
メ
ー
ト

ル
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
求
め
る
復
原
案
も
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

滑
川
の
河
口
が
現
在
よ
り
四
〇
〇
～
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
東
方
に
あ

っ
た
こ
と
や
、
そ
の
内
側
に
ラ
グ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能

性
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
地
形
変
化
を

加
味
し
て
も
、
極
楽
寺
坂
－
和
賀
江
島
を
軸
と
す
る
ビ
ス
タ
の
構

造
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
（
旧
）

滑
川
が
水
運
に
利
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
河
川
規
模
か
ら
み
て
、

底
の
浅
い
小
舟
を
人
夫
が
曳
く
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
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る
の
で
、
和
賀
江
島
で
い
っ
た
ん
チ
エ
。
ク
を
受
け
た
後
に
小
舟

に
積
み
替
え
ら
れ
た
と
想
定
す
れ
ば
な
ん
ら
矛
盾
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
貿
易
活
動
が
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
た

と
な
れ
ば
、
『
吾
妻
鏡
』
建
長
六
年
（
二
Ｉ
五
四
）
四
月
に
「
ま

た
唐
船
の
事
沙
汰
あ
り
。
そ
の
員
数
を
定
め
ら
る
。
（
略
）
唐
船

は
五
般
の
外
こ
れ
を
置
く
べ
か
ら
ず
。
速
や
か
に
破
却
し
む
る
べ

し
」
と
あ
る
五
幄
と
は
、
民
間
貿
易
統
制
令
で
あ
る
と
解
さ
れ
て

い
る
が
、
和
賀
江
島
の
防
波
堤
内
側
に
一
度
に
槃
留
で
き
る
キ
ャ

パ
シ
テ
ィ
ー
上
の
限
界
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ

る
。
鎌
倉
期
の
最
大
級
の
船
で
全
長
三
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
る
。

和
賀
江
島
の
防
波
堤
の
復
原
図
や
現
地
の
状
況
を
み
れ
ば
、
た
し

か
に
四
～
五
般
あ
た
り
が
限
界
で
は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
ら
れ

る
。
沖
合
に
停
泊
し
た
ま
ま
孵
で
往
復
す
る
な
ら
こ
の
よ
う
な
員

数
に
は
根
拠
が
な
い
が
、
和
賀
江
島
へ
の
入
港
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
た
と
す
れ
ば
、
許
容
限
界
が
設
定
さ
れ
た
と
み
る
の
は
自
然

で
あ
る
。

　
た
だ
し
文
献
上
は
、
和
賀
江
島
へ
の
入
港
を
義
務
づ
け
る
よ
う

な
、
あ
る
い
は
由
比
浜
へ
の
着
船
を
禁
じ
る
よ
う
な
令
は
残
っ
て

い
な
い
の
で
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
は
あ
く
ま
で
憶
測
の
域
を
出

な
い
が
、
人
家
が
密
集
し
て
「
緩
衝
空
間
」
を
持
た
な
い
鎌
倉
で

無
用
な
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
は
、
や
は
り
陸
上
交
通
の
要
衝
か

ら
は
適
度
に
離
れ
た
船
着
場
と
、
管
理
者
側
か
ら
容
易
に
見
通
せ

る
ビ
ス
ク
の
設
定
と
い
う
、
港
の
空
間
構
成
原
則
が
適
用
さ
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
３
）
博
多
浜
と
息
浜

　
最
後
に
話
題
を
再
び
博
多
に
戻
し
、
博
多
遺
跡
群
の
発
掘
結
果

に
基
づ
い
た
大
庭
康
時
に
よ
る
海
岸
線
復
原
案
を
題
材
に
、
中
世

の
町
と
船
着
場
の
空
間
構
成
に
つ
い
て
、
簡
単
に
私
見
を
述
べ
て

お
き
た
い
。
中
世
博
多
の
交
易
活
動
の
中
心
は
、
西
を
那
珂
川
、

東
を
比
恵
川
（
現
河
口
で
は
石
堂
川
）
に
挟
ま
れ
た
狭
義
の
博
多

（
町
）
で
あ
る
が
、
当
時
の
比
恵
川
は
現
在
の
よ
う
に
石
堂
川
と

し
て
の
河
口
を
持
た
ず
、
博
多
町
の
南
側
で
西
に
折
れ
那
珂
川
に

合
流
し
て
い
た
。
大
庭
に
よ
れ
ば
、
博
多
町
に
は
三
列
の
砂
丘
が

あ
り
、
南
の
二
列
は
複
合
し
て
「
博
多
浜
」
、
北
端
は
「
息
浜
」

（
お
き
の
は
ま
）
を
形
成
し
て
い
た
。
一
一
世
紀
以
前
に
博
多
浜

は
す
で
に
陸
繋
状
態
に
あ
っ
た
が
、
息
浜
は
文
字
通
り
沖
合
に
孤

立
し
て
い
た
。
し
か
し
息
浜
北
部
か
ら
元
寇
防
塁
跡
が
出
土
し
て

い
る
の
で
、
遅
く
と
も
一
三
世
紀
後
半
に
は
息
浜
も
防
御
ラ
イ
ン

の
内
側
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
陸
続
き
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
コ
丁
一
三
世
紀
の
船
着
場
は
「
冷
泉
津
」
で
あ
る
。
博
多
浜
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西
側
に
あ
た
る
冷
泉
町
の
波
打
ち
際
の
堆
積
聯
か
ら
は
大
量
の
輸

入
陶
磁
器
が
出
土
し
て
い
る
が
、
梱
包
さ
れ
た
ま
ま
の
破
損
品
や

不
良
品
が
混
ざ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
荷
揚
げ
直
後
に
投
棄
さ
れ

た
も
の
と
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
付
近
に
船
着
場
が
あ
っ
た
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
大
庭
は
外
洋
船
を
博
多
湾
に
停
泊
さ
せ
て
小
舟

で
往
復
し
た
よ
う
に
想
定
し
て
い
る
が
、
積
み
替
え
に
伴
う
盗

難
・
横
流
し
・
破
損
の
危
険
は
大
き
く
、
可
能
な
か
ぎ
り
冷
泉
津

に
横
づ
け
す
る
か
、
容
易
に
監
視
で
き
る
那
珂
川
の
ラ
グ
ー
ン
内

に
停
泊
さ
せ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
中
世
の
博
多
は
「
在
蕃
貿
易
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
貿
易
の

実
権
は
宋
商
人
が
把
握
し
て
い
た
。
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
に

は
、
宋
か
ら
帰
国
し
た
栄
西
に
よ
っ
て
日
本
最
古
の
禅
寺
で
あ
る

聖
福
寺
が
創
建
さ
れ
た
。
そ
の
敷
地
は
宋
人
が
か
つ
て
「
博
多
百

堂
」
を
建
立
し
た
跡
地
で
あ
り
、
こ
の
事
業
に
は
宋
商
大
た
ち
も

協
力
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
聖
福
寺
に
は
永
禄
元
年
（
一
五
五

八
）
以
前
の
状
態
を
伝
え
る
と
い
う
「
聖
福
寺
古
図
」
が
残
さ
れ

て
お
り
、
境
内
の
北
・
東
・
南
側
の
三
方
が
堀
に
囲
ま
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
東
の
堀
は
、
の
ち
に
一
六
世
紀
後
半
に
人
工
的

に
開
削
さ
れ
た
石
堂
川
の
敷
地
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
堀

の
役
割
は
博
多
浜
を
空
間
的
に
隔
絶
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か

と
考
え
て
い
る
。
当
時
の
比
恵
川
は
博
多
の
南
側
を
限
っ
て
い
た

の
で
、
東
側
を
聖
福
寺
の
堀
で
遮
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
博
多

浜
へ
の
出
入
口
は
東
南
角
の
「
松
原
口
辻
堂
」
に
狭
く
限
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
町
屋
が
飽
和
状
態
に
達
し
た
よ
う
な

中
世
の
港
で
は
安
全
管
理
の
た
め
の
「
緩
衝
空
間
」
が
確
保
で
き

ず
、
そ
の
代
わ
り
に
町
全
体
を
「
保
税
区
域
」
的
に
孤
立
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
貿
易
品
の
無
用
な
流
出
を
防
い
だ
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
（
図
４
）

　
こ
れ
に
対
し
息
浜
は
一
五
～
一
六
世
紀
に
日
朝
貿
易
・
日
明
貿

易
の
拠
点
と
し
て
賑
わ
う
よ
う
に
な
っ
た
。
も
と
は
元
寇
の
役
の

恩
賞
と
し
て
大
友
氏
に
委
ね
ら
れ
た
新
開
地
で
あ
っ
た
が
、
一
四

七
一
年
に
著
さ
れ
た
朝
鮮
の
『
海
東
諸
国
紀
』
に
は
、
大
友
氏
支

配
下
の
息
浜
が
六
〇
〇
〇
戸
、
大
内
氏
支
配
下
の
博
多
浜
が
四
〇

〇
〇
余
戸
と
記
さ
れ
、
息
浜
は
軒
数
に
お
い
て
博
多
浜
を
凌
駕
し

て
い
る
。
息
浜
の
南
西
部
か
ら
は
、
杭
列
を
伴
う
護
岸
石
積
み
と

そ
の
底
に
角
㈱
を
敷
き
詰
め
た
、
船
着
場
ら
し
い
遺
構
が
出
土
し

て
い
る
。
息
浜
と
博
多
浜
と
の
間
の
低
湿
地
は
の
ち
に
埋
め
立
て

が
行
わ
れ
た
痕
跡
も
あ
り
、
新
開
地
も
ま
た
た
く
間
に
町
屋
に
よ

っ
て
充
填
さ
れ
て
い
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
奇
妙
な
こ
と

に
、
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
の
「
太
閤
町
割
」
以
前
の
遺
構

面
か
ら
は
、
博
多
浜
と
息
浜
と
を
結
ぶ
道
路
は
一
本
し
か
発
見
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
両
者
が
空
間
的
に
は
連
続
し
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図4　　15～16世紀頃の博多とその後の地形変化

　　　　15～16世紀頃の海岸線､寺院の配置等は大庭(1995)による。　　　|

房州堀の位置は佐伯･小林(1998)による。　　　　　　　　

)

　　　　空中写真の判読は南出(1987)による。

　　　　　　　　　　　　　　　－150－



て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
経
営
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。

　
　
一
六
世
紀
後
半
以
後
に
博
多
周
辺
の
地
形
は
激
変
す
る
。
近
世

の
文
献
や
絵
図
が
示
す
よ
う
に
、
ま
ず
博
多
の
東
に
砂
丘
を
横
切

っ
て
石
堂
川
が
掘
ら
れ
、
西
に
流
れ
て
い
た
比
恵
川
は
廃
川
と
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
廃
川
地
に
近
い
と
こ
ろ
に
、
今
度
は
「
房

州
堀
」
が
掘
ら
れ
、
そ
の
後
近
世
博
多
町
の
南
限
と
定
め
ら
れ
る
。

ま
た
か
つ
て
の
博
多
浜
と
息
浜
と
の
境
界
に
は
東
西
方
向
に
「
大

水
道
」
が
掘
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
堀
の
施
工
者
と
そ
の
目
的
は
い

ず
れ
も
不
明
で
あ
る
。
城
下
町
化
の
一
環
と
す
る
見
方
や
、
排
水

用
、
あ
る
い
は
博
多
町
人
の
「
自
治
性
」
に
由
来
す
る
と
の
見
方

も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
議
論
を
さ
ら
に
延
長
す
る

な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
堀
は
、
町
を
周
囲
か
ら
隔
絶
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
緩
衝
空
間
」
を
確
保
す
る
た
め
に
掘
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
軍
事
的
・
政
治
的
な
意
味
よ
り
も
、
も
っ
と
貿

易
の
実
利
的
な
面
か
ら
設
定
さ
れ
た
港
の
空
間
構
成
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
図
５
・
ｍ
⑥
）
。

お
わ
り
に

　
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
発
掘
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た

建
物
配
置
な
ど
の
明
確
な
証
拠
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
は
い
い
が

た
く
、
多
く
の
憶
測
を
交
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
最
初
に
も
断

っ
た
と
お
り
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
も
っ
と
数
多
く
の
事
例
を

集
め
た
う
え
で
、
一
般
化
の
議
論
を
始
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
し
か
し
筆
者
が
冒
頭
に
述
べ
た
見
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
方

向
で
検
証
を
進
め
る
べ
き
だ
と
い
う
見
通
し
が
可
能
な
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
古
代
中
世
の
港
と
い
え
ど
も
、
外
国
人
使
節
の

保
護
・
監
視
や
交
易
品
の
管
理
の
必
要
か
ら
生
じ
る
空
間
構
成
、

具
体
的
に
は
迎
賓
館
の
隔
離
や
船
着
場
と
陸
上
交
通
路
と
の
間
の

緩
衝
空
間
の
確
保
、
あ
る
い
は
保
税
区
域
の
設
定
な
ど
、
今
日
の

港
湾
に
通
じ
る
空
間
構
成
が
企
図
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
見
通
し
で
あ
る
。
緩
衝
空
間
は
、
建
築
密
度
が
希
薄
な
古
代

に
お
い
て
は
「
何
も
建
っ
て
い
な
い
」
状
態
に
あ
る
だ
け
で
自
然

に
確
保
さ
れ
て
い
た
が
、
町
屋
が
密
集
す
る
中
世
に
お
い
て
は
、

人
工
的
に
関
所
を
設
け
る
と
か
堀
を
掘
る
な
ど
に
よ
っ
て
確
保
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
管
理
者
が
各
施
設
を
容
易
に
監
視
で
き
る

ビ
ス
タ
の
設
定
も
、
港
の
空
間
構
成
に
お
い
て
重
要
な
フ
ァ
ク
タ

ー
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｉｒ
Ｄ

Ｉ



図５　　港湾における｢緩衝空間｣の設定

　　　　(I ～IIIは時系列変化を示すものではない。)

　
古
代
中
世
の
港
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
船
着
場
が
物
理
的

に
着
船
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
自
然
地
理
学
的
・
工
学
的
な
大
前

提
が
あ
る
に
せ
よ
、
港
が
流
通
拠
点
と
し
て
機
能
し
う
る
た
め
の

社
会
的
な
空
間
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
人
文
地
理
学
の
側

か
ら
み
た
「
港
の
論
理
」
を
提
示
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
Ｉ
）
南
出
真
助
「
古
代
敦
賀
津
の
中
世
的
変
容
」
、
人
文
二
四
、
京
都
大

　
　
学
教
養
部
、
一
九
七
七
年
。
八
二
千
一
〇
五
頁
。

（
２
）
気
比
史
学
会
編
『
松
原
客
館
の
謎
に
せ
ま
る
Ｉ
古
代
敦
賀
と
東
ア
ジ

　
　
ア
ー
』
、
一
九
九
四
年
。
こ
れ
は
箪
者
も
加
わ
っ
た
市
民
歴
史
講
座

　
　
の
記
録
集
で
あ
る
が
、
一
四
頁
に
拙
案
も
含
め
七
つ
の
候
補
地
が
整

　
　
理
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
以
前
に
「
正
一
位
」
で
あ

　
　
っ
た
。
前
掲
注
（
Ｉ
）
八
八
頁
。

（
４
）
鈴
木
靖
民
「
古
代
敦
賀
を
め
ぐ
る
対
外
関
係
－
松
原
客
館
と
そ
の
時

　
　
代
－
」
、
前
掲
注
（
２
）
、
五
一
～
五
四
頁
。

（
５
）
南
出
真
助
「
古
代
・
中
世
の
港
津
」
、
藤
岡
謙
二
郎
編
集
代
表
『
講

　
　
座
考
古
地
理
学
５
　
生
産
と
流
通
』
、
学
生
社
、
一
九
八
九
年
。
一

　
　
三
七
～
一
五
〇
頁
。

（
６
）
柳
田
純
孝
「
元
寇
防
塁
と
博
多
湾
の
地
形
」
、
中
山
平
次
郎
著
岡
崎

　
　
敬
校
訂
『
古
代
之
博
多
≒
　
一
九
八
四
年
。
三
六
四
上
二
九
四
頁
。

（
７
）
渡
辺
正
気
「
大
宰
府
鴻
膝
館
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
福
岡
市
平
和
台
避
跡
－
」
、

｛5
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前
掲
注
（
６
）
、
三
〇
四
圭
三
九
頁
。

（
８
）
山
村
信
条
「
大
宰
府
周
辺
の
道
路
状
遺
構
」
、
古
代
交
通
研
究
二
、

　
　
一
九
九
三
年
。
五
六
～
六
三
頁
。

（
９
）
日
野
尚
志
「
古
代
に
お
け
る
大
宰
府
周
辺
の
官
道
に
つ
い
て
」
歴
史

　
　
地
理
学
紀
要
コ
ハ
『
交
通
の
歴
史
地
理
』
、
一
九
七
四
年
二
一
九
～

　
　
一
四
七
頁
。
お
よ
び
同
「
筑
前
国
那
珂
・
席
田
・
粕
屋
・
御
笠
四
郡

　
　
に
お
け
る
条
里
に
つ
い
て
」
、
佐
賀
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
二
四
、

　
　
一
九
七
六
年
。
七
ご
丁
九
一
頁
。

（
1
0
）
亀
井
明
徳
「
鴻
誼
館
貿
易
」
、
坪
井
清
足
・
平
野
邦
雄
監
修
『
新
版

　
　
古
代
の
日
本
３
　
九
州
・
沖
縄
』
、
角
川
書
店
、
一
九
九
一
年
。
三

　
　
四
五
圭
二
五
六
頁
。

（
且
田
島
公
「
第
四
章
　
第
五
節
　
奈
良
・
平
安
期
の
対
外
交
流
」
、
『
福

　
　
井
県
史
通
史
編
Ｉ
原
始
・
古
代
』
　
一
九
九
三
年
。
五
四
六
～
五
八
八

　
　
頁
。
お
よ
び
「
大
宰
府
鴻
誼
館
の
終
焉
－
八
世
紀
～
十
一
世
紀
の

　
　
対
外
交
易
シ
ス
テ
ム
の
解
明
」
日
本
史
研
究
三
八
七
、
一
九
九
五
年
。

　
　
一
圭
一
九
頁
。

（
1
2
）
千
田
稔
「
難
波
津
袖
考
」
、
小
野
忠
圓
原
士
退
官
記
念
論
集
『
高
地

　
　
性
集
落
と
倭
国
大
乱
』
、
雄
山
間
、
一
九
八
四
年
。
三
七
六
大
二
九

　
　
七
頁
。

（
Ｂ
）
「
飯
島
和
賀
江
島
絵
図
」
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
頃
、
鎌
倉
国

　
　
宝
館
図
録
一
六
『
鎌
倉
の
古
絵
図
ｍ
』
、
一
九
六
九
年
。
｝
六
頁
。

（
1
4
）
赤
星
直
忠
「
和
賀
江
島
築
港
址
」
、
『
神
奈
川
県
史
蹟
名
勝
天
然
記
念

　
　
物
調
査
報
告
書
』
　
一
六
、
一
九
五
◇
年
。
（
同
『
中
世
考
古
学
の
研

　
　
究
犬
有
隣
堂
、
一
九
八
〇
年
所
収
。
四
二
Ｉ
～
四
二
八
頁
』

（
1
5
）
前
掲
注
（
旦
、
一
四
七
～
一
四
八
頁
。

（
1
6
）
石
井
進
「
都
市
鎌
倉
に
お
け
る
『
地
獄
』
の
風
景
」
、
『
御
家
人
制
の

　
　
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
。
九
二
頁
。

（
1
7
）
馬
淵
和
雄
「
武
士
の
都
鎌
倉
－
そ
の
成
立
と
構
想
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
、

　
　
網
野
善
彦
・
石
井
進
編
『
中
世
の
風
景
を
読
む
２
　
都
市
鎌
倉
と
板

　
　
東
の
海
に
暮
ら
す
Ｉ
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
。
五
六
～
六

　
　
六
頁
。

（
1
8
）
松
尾
宮
方
「
中
世
の
海
岸
線
と
浜
」
、
石
井
進
・
大
三
輪
龍
彦
編

　
　
「
よ
み
が
え
る
中
世
３
　
武
士
の
都
鎌
倉
」
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
。

　
　
二
二
八
～
こ
二
二
頁
。

（
1
9
）
阿
部
正
道
・
安
凹
二
郎
「
中
世
鎌
倉
歴
史
地
図
第
二
二
図
（
和
賀

　
　
江
・
小
坪
地
区
）
、
鎌
倉
市
民
一
コ
ハ
、
一
九
六
九
年
。
二
六
～
二

　
　
ヒ
頁
。

（
2
0
）
斎
藤
直
子
「
中
世
前
期
鎌
倉
の
海
岸
線
と
港
湾
機
能
」
、
峰
岸
純

　
　
夫
・
村
井
章
介
編
『
中
世
東
国
の
物
流
と
都
市
』
、
山
川
出
版
社
、

　
　
一
九
九
五
年
。
二
四
三
～
二
八
〇
頁
。

（
2
1
）
「
な
め
り
か
わ
滑
川
」
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
J
1
4
　
神
奈
川
県
、

　
　
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
。
六
七
一
丁
六
ヒ
三
頁
。

（
９
９
一
）
た
と
え
ば
中
国
の
泉
州
沈
船
で
全
長
二
五
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
韓
国
の

　
　
新
安
沈
船
で
全
長
三
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
◇
メ
ー
ト
ル
、
排
水
量
三

　
　
し
四
ト
ン
、
積
載
量
二
〇
〇
ト
ン
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
程
度

　
　
が
中
世
唐
船
の
最
大
級
で
あ
ろ
う
。
柳
田
純
孝
「
貿
易
船
の
大
き
さ

　
　
と
積
荷
」
、
川
添
昭
二
編
『
よ
み
が
え
る
中
世
Ｉ
　
束
ア
ジ
ア
の
国

　
　
際
都
市
原
多
』
、
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
。
二
Ｉ
○
～
一
二
Ｉ
頁
。

（
2
3
）
大
庭
康
時
「
聖
福
寺
前
一
丁
目
２
番
地
１
中
世
後
期
博
多
に
お
け
る

　
　
街
区
の
研
究
中
上
、
法
吟
達
（
は
か
た
）
ミ
博
多
研
究
官
　
一

　
　
九
九
三
年
。
一
～
一
一
八
頁
。
同
「
大
陸
に
開
か
れ
た
都
市
博
多
」
、

　
　
綱
野
善
條
Ｔ
石
井
進
編
『
中
世
の
風
景
を
読
か
７
　
東
シ
ナ
海
を
囲
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む
中
世
世
界
』
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
五
年
。
一
八
～
五
二
頁
。

（
2
4
）
「
聖
福
寺
古
図
」
の
都
市
空
間
論
的
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
⑧
宮
本

　
　
雅
明
「
文
献
と
絵
図
か
ら
見
た
中
世
後
期
の
聖
福
寺
境
内
－
博
多
・

　
　
福
岡
の
都
市
空
間
形
成
史
中
世
編
③
・
倒
土
、
日
本
建
築
学
会
九

　
　
州
支
部
研
究
報
告
三
一
、
一
九
八
九
年
。
三
〇
一
犬
二
つ
八
頁
。
⑥

　
　
同
「
中
世
後
期
博
多
聖
福
寺
境
内
の
都
市
空
間
構
成
」
、
小
林
茂
・

　
　
磯
望
・
佐
伯
弘
次
・
高
倉
洋
彰
編
『
福
岡
平
野
の
古
環
境
と
遺
跡
立

　
　
地
－
環
境
と
し
て
の
遺
跡
と
の
共
存
の
た
め
に
Ｉ
』
、
九
州
大
学
出

　
　
版
会
、
一
九
九
八
年
。
一
九
九
～
二
二
二
頁
。

（
2
5
）
大
庭
康
時
「
中
世
都
市
博
多
の
成
立
－
博
多
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
か

　
　
ら
１
」
、
前
掲
注
（
2
4
）
⑥
書
、
一
六
二
頁
。

（
2
6
）
佐
伯
弘
次
「
中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
」
、
史
淵
一
二
Ｉ
、
九
州

　
　
大
学
文
学
部
、
一
九
八
四
年
。
一
犬
一
八
頁
。

（
2
7
）
常
松
幹
雄
「
博
多
遺
跡
群
に
み
る
埋
立
に
つ
い
て
」
、
前
掲
注

　
　
（
2
4
）
⑤
書
、
一
六
七
～
一
八
五
頁
。

（
2
8
）
佐
伯
弘
次
「
中
世
都
市
博
多
の
発
展
と
息
浜
」
、
川
添
昭
二
選
暦
記

　
　
念
会
編
『
日
本
中
世
史
論
孜
』
、
文
献
出
版
、
一
九
八
七
年
。
四
一

　
　
九
～
四
五
〇
頁
。

（
2
9
）
「
博
多
2
2
1
博
多
遺
跡
群
第
5
7
次
（
房
州
堀
推
定
地
）
の
調
査
概
要

　
　
－
」
、
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
二
五
〇
、
福
岡
市
教
育
委

　
　
員
会
、
一
九
九
一
年
。
佐
伯
弘
次
・
小
林
茂
「
文
献
お
よ
び
絵
図
・

　
　
地
図
か
ら
み
た
房
州
堀
」
、
前
掲
注
（
2
4
）
⑤
書
。
二
二
三
犬
＝
二

　
　
四
頁
。
な
お
筆
者
も
、
同
書
刊
行
の
母
体
と
な
っ
た
「
遺
跡
立
地
研

　
　
究
会
」
に
お
い
て
、
一
九
八
七
年
に
房
州
堀
の
位
置
や
比
恵
川
旧
河

　
　
道
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
。

（
3
0
）
佐
伯
弘
次
「
ま
ぼ
ろ
し
の
湊
―
袖
の
湊
と
大
水
道
―
」
、
前
掲
注

（
四
書
、
一
ヒ
五
～
一
七
七
頁
。

　
一

ま
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