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漁
場
は
樺
太
へ
と
移
動
し
、
つ
い
に
は
練
は
消
え
て
い
っ
た
。
田

中
家
が
漁
業
主
と
し
て
成
功
し
た
明
治
中
期
は
、
ち
ょ
う
ど
練

の
大
群
が
積
丹
半
島
付
近
に
押
し
寄
せ
た
時
期
、
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
北
海
道
の
西
海
岸
を
中
心
に
次
々
に
建
設
さ
れ

た
練
番
屋
だ
が
、
昭
和
に
入
る
と
練
の
不
漁
に
よ
っ
て
漁
業

主
が
没
落
し
、
そ
れ
と
と
も
に
衰
退
の
一
途
を
た
E

り
、
昭

錬
御
殿
（
旧
田
中
家
・
番
屋
）
の
復
元

一
、

田
中
家
と
練
漁

；自一一一一一→

し

ゅ
く
つ
ひ
ょ
っ
や
ま

小
樽
市
祝
津
町
の
北
の
一
角
、
日
和
山
灯
台
が
そ
び
え
る

高
島
岬
の
傾
斜
地
に
、
ひ
と
き
わ
大
き
な
木
造
建
造
物

が
あ
る
。
昭
和
三
三
年
、
こ
の
地
に
移
築
さ
れ
た
、
か
つ

て
の
漁
業
主
・
旧
田
中
家
の
「
練
御
殿
」
で
あ
る
。

現
在
、
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
知
ら
れ
る
練
御
殿
は
、
北

ぱ
λ

や

海
道
で
は
昔
か
ら
練
番
屋
と
呼
ば
れ
、
練
漁
の
シ
ン
ボ
ル
と

も
い
え
る
建
築
で
あ
っ
た
（
そ
こ
で
以
下
、
練
番
屋
と
呼

ぶ
）
。
そ
の
中
、
て
、
祝
津
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
の
練
番
屋

し
ゃ
こ
た
ん
と
ま
。

は
、
も
と
も
と
積
丹
半
島
の
西
海
岸
の
泊
村
に
あ
り
、
積
丹

沿
岸
地
方
有
数
の
漁
業
主
の
ひ
と
つ
、
で
あ
っ
た
田
中
家
が
、

勇
壮
な
練
漁
を
展
開
し
た
明
治
期
に
建
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。

明
治
二
六
年
発
行
の

『

図
入
北
海
立
志
編
』
に
は
、
田
中

家
が
漁
業
主
と
な
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
漁
業
主
と

し
て
の
初
代
・
田
中
福
松
氏
は
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四

年
）
、
一
七
歳
の
時
に
青
森
県
東
津
軽
郡
か
ら
叔
父
（
北
海
道

占
宇
都
・
占
宇
場
所
支
配
人
）
を
頼
っ
て
波
道
し
、
い
わ
ゆ

る

一履
漁
夫
（
ヤ
ン
衆
）
と
し
て
働
い
た
の
ち
、
場
所
（
漁
場
）

を
買
レ
請
け
て
漁
業
主
（
経
営
者
）
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

途
中
、
台
風
の
被
害
を
受
け
経
営
難
に
も
見
舞
わ
れ
た
が
、

折
か
ら
の
練
の
豊
漁
に
恵
ま
れ
、
個
人
的
な
漁
法
の
で
あ
る
刺

あ
み
た

て
あ
み

網
か
ら

建
網
（
大
型
の
定
置
網
漁
業
）
へ
と
漁
業
規
模
を
拡

張
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
明
治
中
期
に
は
、
四
場
所
を
所
有

し
、
建
網

一
四
カ
統
ご
カ
統
は
三
五
i

四
O
人
規
模
）
を

常
み
、
漁
獲
高
一
万
石
（
七
五
0
0
ト
ン
）
を
記
録
す
る
積

丹
地
・
万
の
代
表
的
な
漁
業
、
王
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
故
郷
の

青
森
県
東
津
軽
郡
に
、
水
田

一
O
万
坪
、
山
林
数
町
、
さ
ら

に
数
棟
の
合
庫
を
擁
す
る
居
宅
を
構
え
た
ほ
ど
の
成
功
は
、

だ
い
L

ん

ま
さ
に
練
大
尽
t

呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

そ
の
絶
頂
期
に
あ
っ
た
明
治

三
O
年
、
田
中
家
は
泊
村
昭
…

と
り
わ
け
北
海
道
の
練
番
屋
に
は
、

豪
壮
な
建
築
が
数
多

く
み
ら
れ
る
。

全
国
に
知
ら
れ
た
練
漁
の
繁
栄
に
、
夢
を
た

ぎ
ら
せ
、

網
を
た
？
っ
た
男
た
ち
に
t

っ
て
、

錬
番
屋
は
ま

さ

「
御
殿
」
に
も
み
え
た
、
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
小
樽
市
に
保
存
さ
れ
て
い
る
練
番
屋
（
旧
田
中
家
）

の
外
観
を
み
て
も
、
往
時
の
一
端
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

間
口
が
四

0
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
正
面
に
立
っ
と
、
右
手

に
む
く
り
破
風
の
屋
根
を
も
っ
玄
関
が
あ
る
。

七
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
軒
高
と
、
深
い
前
面
の
軒
庇
。
そ
の
上
に
広
が
る

切
妻
造
ト
タ
ン
葺
の
大
屋
根
t

、

は
ぽ
中
央
に
そ
び
え
る
入

母
屋
造
の
屋
根
を
も
っ
望
楼
に
似
た
美
し
い
煙
出
し
。
向カB

っ
て
右
側
の
主
人

（
親
方
）側
の
二
階
に
は
腰
高
ガ
ラ
ス
障

子
が
整
然
と
並
び
、
左
手
の
台
所
側
に
は
当
時
と
し
て
は
珍

し
い
縦
長
の
洋
風
は
め
殺
し
窓
が
あ
る
。

化
粧
板
や
化
粧
垂

木
な
ど
を
み
て
も
、

本
格
的
な
木
造
建
築
で
あ
り
、
全
体
に

風
格
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
き
せ
る
。

内
部
に
入
る
と
、

主
人
側
の
造
り
は
質
素
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
が
、
反
対
側
の
漁
夫
た
ち
の
生
活
空
間
は
、
幾
層
に

も
重
な
り
合
っ
た
骨
太
の
小
屋
材
が
壮
観
と
も
い
え
る
構
成

を
み
せ
て
い
t
る
。

か
つ
て
漁
業
主
た
ち
が
、
梁
の
太
さ
を
競

っ
た
往
時
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

北
海
道
工
業
大
学
名
誉
教
授
の
遠
藤
明
久
氏
に
よ
れ
ば
、

こ
の
練
番
屋
は
日
本
海
沿
岸
地
方
に
伝
承
さ
れ
た
切
妻
造
の

民
家
様
式
に
、
北
海
道
ら
し
い
洋
風
モ
チ
ー
フ
を
巧
み
に
調

和
さ
せ
た
、

独
特
の
意
匠
で
あ
る
。

た
も
、

建
築
用
材
は
、

と
ど
松
、
せ
ん
な
ど
道
内
の
樹
木
が
中
心
だ
が
、檎
材
な
ど

は
道
外
か
ら
船
で
運
ば
せ
た
と
い
う
。
ま
た
、

面
積
は
一
階

が
一
二
五
・
三
坪
（
四
一
四
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
）
、
二
階
は

五
八
・
四
四
坪

（
一
九三
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
）
に
も
及
ぶ
。

復
元
作
業
の
最
初
に

」
の
移
築
後
の
旧
田
中
家
を
み
て

わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

l

ム
の
想
像
力
は

一
気
に
明

治
の
昔
へ
と
飛
躍
し
た

。

か
つ
て
こ
の
錬
番
屋
が
泊
村
照
岸

船
倉
を
は
じ
め
と
し
た
倉
庫
群
が
建
ち
並

の
海
岸
に
あ
り
、

び
、
最
盛
期
に
は
一
二
O
人
を
超
え
た
と
い
う
ヤ
ン
衆
の
熱

岸
に
豪
壮
な
練
番
屋
を
建
設
し
た
。
練
番
屋
は
、
漁
場
の
中

心
を
な
す
建
造
物
で
あ
り
、
漁
業
主
の
住
居
と
多
数
の
雇
漁

夫
の
居
住
空
間
と
を
複
合
し
た
、
特
殊
な
漁
家
建
築
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
木
造
建
造
物
と
し
て
は
あ
ま
り
類
の
な
い
大
規

模
な
も
の
で
も
あ
る
。

当
時
、
莫
大
な
収
益
を
あ
げ
た
漁
業
主
た
ち
は
、
そ
の
資

産
と
心
意
気
と
を
か
け
て
、
練
番
屋
の
普
請
に
力
を
注
い
だ
。

建
築
の
規
模
や
、
梁
や
柱
の
豪
華
さ
を
互
い
に
競
い
合
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
の
ち
に
練
御
殿
と
呼
ば
れ
た
由
縁
も
、

そ
こ
に
あ
っ
た
の
、
で
あ
ろ
う
。

た時
。代練

そにカ言

れは大
が松量
時前に
代藩押
をカ苦し

退支寄
う配せ
ごする
とるこ

一－ー に道と
さ士:;J 次南を

九二てごでき塑第を群〈
ーム♂討pム に中来－

P正二＂＇：＇ ' -－~与」－ --"! ~仁心 t
之ち，~＇ ，.；＿＿~~·♂た云 上にい

．一 一、？土 九十 し群う
来が

やが
があ
てつ

江
戸

気
に
包
ま
れ
て
い
た
当
時
の
景
観
を
、
な
ん
と
か
復
元
し
た

い
と
い
う
情
熱
に
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
一一、

復
元
作
業

全
体
配
置
に
つ
い
て

昭
和
三
三
年
ま
で
田
中
家
の
練
番
屋
と
付
属
建
家
が
あ
っ

た
泊
村
照
岸
の
敷
地
は

幅
約
三
0
0
メ
ー
ト
ル

奥
行
わ

ず
か
五
0
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い

る
。
目
の
前
は
日
本
海
、

細
長
い
海
岸
沿
い
に
あ

す
寸
背
後
に
は
樹
木
の
生
い
繁
る

崖
が
迫
り

山
側
を
通
る
道
路
か
ら
は
敷
地
の
存
在
す
ら
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
こ
に
は
現
在

（
錬
番
屋
の
、
』
1
ζ
。

こ
の
項
で
は

母
屋

図
面
お
よ
び
他
の
建
造
物
と
の
関
係
、
て
母
屋
と
呼
ぶ
場
合

が
あ
る
）

石
造
の
什
器
倉
、
木
造
の
漬
物
倉
、

の
一
部
と

そ
し
て
漁
の
安
全
t

大
漁
を
祈
願
し
た
神
社
が
残
っ
て
い
る

が
、
盛
時
の
面
影
を
宿
す
も
の
は
わ
ず
か
し
か
な
い
。
浜
辺 で‘・， ，，

・ ':.Jt.A." -‘ h・由ー・・
！日田中家・番屋全景（明治期、 j自村~~岸）

和
一
ニO
年
以
降
は
ま
っ
た
く
無
用
の
存
在
t

な
っ
た
。
そ
の

問
、
各
地
に
荒
廃
し
た
姿
を
さ
ら
す
も
の
も
数
多
く
、
練
漁

に
一
獲
千
金
を
夢
み
た
男
た
ち
の
盛
衰
を
物
語
る
だ
け
の
存

在
と
な
り
果
て
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
問
中
家

の
練
番
屋
は
北
海
道
炭
鉱
汽
船
株
式
会
社
が
買
収
し
て
移
築

し
、
の
ち
に
小
樽
市
に
寄
贈
さ
れ
記
念
館
’
と
し
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
現
存
す
る
練
番
屋
の
中
、
て
も
、
規
模
と
外
観
の

美
し
き
で
は
一
、
二
と
い
わ
れ
、
貴
重
な
歴
史
的
建
造
物
t

し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。

今
回
、
大
林
組
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
！
ム
が
挑
ん
だ
テ
l

マ

は
、
こ
の
旧
田
中
家
の
練
番
屋
が
、
明
治
一
ニ
O
年
に
泊
村
照

岸
に
お
い
て
創
建
き

。

れ
た
時
の
姿
を
復
元
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

長
い
歳
月
の
聞
に
は
、
家
族
構
成
や
漁
夫
の
人
数
の
変
化
な

E

に
よ
っ
て
、
各
所
に
改
装
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
ま
た
移
築
時

に
欠
落
し
た
個
所
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
経

緯
を
踏
ま
え
つ
つ
、
練
番
屋
を
中
心
と
し
た
最
盛
期
の
田
中

家
の
漁
舎
全
体
の
姿
を
、
誌
上
に
再
現
し
た
い
と
考
え
た
。

6 

二
、
移
築
さ
れ
た
練
番
屋
（
旧
田
中
家
）
の
概
要

練
番
屋
は
、
建
築
史
の
中
、
で
は
、北
海
道
独
特
の
漁
場
に

お
け
る
番
屋
建
築
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。番
屋
と

い
う
漁
業
施
設
は
北
海
道
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
が
、
も
と

は
江
戸
期
の
松
前
藩
時
代
に
交
易
所
と
し
て
設
置
さ
れ
た
運

「
番
家
」
が
語
源
と
さ
れ
て
い

上
屋
の
出
先
施
設
で
あ
っ
た

る
。
そ
れ
が
の
ち
に
漁
業
家
の
建
物
を
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

ふ
〈
ろ
ま

に
降
り
る
と
、
袋
澗
と
い
う
船
溜
り
が
あ
る
。

袋
、
澗
は
、
船

積
丹
半

入
澗
と
も
い
っ
て
磯
浜
特
有
の
漁
業
施
設
で
あ
り
、

島
に
多
く
み
ら
れ
る
。

袋
澗
の
存
在
は
、
こ
の
地
が
漁
村
、
て

あ
る
こ
と
を
示
し
て
は
い
る
が
、
初
め
て
訪
れ
た
時
に
は
、

数
十
年
前
ま
で
こ
こ
で
勇
壮
な
練
漁
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
は

信
じ
が
た
い
ほ
ど
、
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

数
度
に
わ
た
る
現
地
調
査
と
各
方
面
か
ら
収
集

し
た
資
料
の
検
討
を
繰
り
返
す
う
ち
、
練
番
屋
の
姿
は
少
し

ず
つ
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
明
治
三
O
年
に
練
番
屋
を
新
築
し
た
当
時
、
田
中

家
の
建
造
物
群
と
作
業
場
は
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
、
昭
和
一
五
年
t

一
八
年
に
現
地
、
て
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
さ
れ
た
遠
藤
教
授

に
ご
教
示
を
い
た
だ
く
と
同
時
に
、

，
、
つ
3

」
O

J
’
’
・

J
I’

関
係
資
料
の
収
集
に
あ

田
中
家
に
関
す
る
歴
史
的
資
料
（
泊

（
北
海
道
大

そ
の
結
果
、

村
役
場
）
、
前
述
し
た

『
図
入
北
海
立
志
編
』

学
）
、
明
治
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
海
側
か
ら
田
中
家
を
撮

影
し
た
全
景
写
真
（
小
樽
市
）
、そ
し
て
国
土
地
理
院
撮
影
に

7 

よ
る
昭
和
二

一
年
と
五
一
年
の
現
地
の
航
空
写
真
な
ど
を
入

手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
加
え
、
什
器
倉
な
ど
現
存
す
る
付
属
建

家
の
実
測
値
お
よ
び
目
測
値
と
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ

り
、
田
中
家
の
各
建
造
物
の
位
置
関
係
と
規
模
に
つ
い
て
は
、

そ
の
概
要
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、

写
真
は
い
ず
れ
も
遠
景

で
あ
る
た
め
、

個
々
の
建
造
物
の
中
に
は
ど
う
い
う
目
的
に

使
用
さ
れ
た
か
不
明
の
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

水
揚
げ
し

た
練
か
ら
白
子
や
数
ノ
子
を
採
り
、
身
欠
き
練
を
つ
く
り
、

き
ら
に
〆
粕
を
生
産
す
る
た
め
に
は
、
釜
場
や
干
し
場
な
ど
の

作
業
ス
ペ
ー
ス
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
ら
がE
の
佐
置
に
あ
っ

た
か
は
、
写
真
か
ら
は
特
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
現
地
の
歴
史
や
事
情
に
詳
し
い
、
泊
村
第
一
地
域

会
の
蜂
谷
寅
雄
会
長
、
田
中
家
三
代
目

（
市
松
氏
）夫
人
で

あ
る
田
中
ナ
ツ
さ
ん
、

さ
ら
に
昭
和
二
O
年
か
ら
船
頭
と
し

て
働
い
て
い
た
八
回
芳
雄
氏
の
三
氏
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、



細
部
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
配
置
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。

敷
地
中
央
の
海
岸
に
袋
澗
が
あ
り
、
そ
の
背
後
の
石
積
み

神
社
、
漬

練
干

什
器
倉
、
米
倉
、

を
し
た
小
高
い
地
に
、
母
屋
、

物
倉
が
並
ん
で
い
た
。
そ
の
東
側
に
、
続
い
て
船
倉
、

網
干
し
場
、
そ
し
て
網
倉
が
あ
っ
た
。

し
場
、

ま
た
反
対
の

西
側
に
は
練
置
場
と
船
倉
を
兼
ね
た
ロ
l

カ
と
呼
ば
れ
る
倉

魚
坪
（
錬
置
場
）
が
あ
り
、

庫
t

、

そ
の
背
後
の
山
間
部
仁
は

雑
倉
と
三
棟
の
倉
庫
が
建
て
ら
れ
て
い
た
（
配
置
図
参
照
）
。

全
景
写
真
お
よ
び
航
空
写
真
を
み
る
と
、
中
央
部
の
什
器

倉
の
前
浜
に
一
棟
の
建
物
が
み
え
た
。

こ
れ
が
何
で
あ
る
か

不
明
で
あ
っ
た
が
、
聞
き
取
り
調
査
に
よ
り
、
雇
漁
夫
が
増

え
た
時
の
番
屋

（
宿
泊
施
設
）と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が

判
明
し
た
。
最
盛
期
の
漁
夫
数
が
一
二
O
人
と
な
る
と
、
宿

泊
施
設
は
母
屋
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

こ
の
番
屋
の
存

在
は
必
要
不
可
欠
と
い
え
る
。

ま
た
、

母
屋
の
前
面
に
あ
る
釜
場

（
練
を
煮
る
設
備
）

前
述
の

『
図
入北
海
立
志
編
』

に
掲
載
さ
れ
た

つ
い
て
は
、

田
中
家
の
絵
図
を
み
る
と
、
ず
っ

L
L

東
寄
り
の
神
社
の
前
に

描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

作
業
工
程
上
か
ら
考
え
て
無
理

が
あ
り
疑
問
に
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

や
は
り
聞
き
取
り
調

査
か
ら
、
配
置
図
に
示
し
た
よ
う
に
母
屋
の
前
面
に
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
っ
た
。

田
中
家
の
漁
獲
高
か
ら
考
え
る
と
、
錬
の
干
し

場
が
東
側
の
船
倉
の
前
だ
け
で
は
い
か
に
も
小
さ
す
ぎ
る
。

と
い
っ
て
狭
い
敷
地
内
に
そ
の
場
所
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

ず
に
不
審
に
思
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
西
側
の
崖

上
の
平
坦
部
に
倉
庫
と
と
も
に
広
大
な
干
し
場
が
あ
っ
た
、

と
の
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
現
在
、
こ
こ
は
樹
木
の
繁

る
山
中
の
で
あ
り
、
往
時
の
痕
跡
す
ら
な
い
場
所
で
あ
る
だ
け

に
、
貴
重
な
発
見
で
あ
っ
た

。

ま
た
、
こ
の
干
し
場
の
あ
っ

た
崖
上
へ
の
道
が
、
現
在
は
母
屋
の
脇
か
ら
の
一
本
し
か
な

い
が
、
全
景
写
真
を
み
る
と
ロ
l

カ
の
背
後
、
雑
倉
の
付
近

に
通
路
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
西
側
を
迂
回
す
る

道
が
も
う
一
本
あ
っ
た
と
想
定
し
、
こ
こ
は
崖
地
で
あ
る
の

さ
r
り
に
、

い
方
を
し
た
も
の
、
で
あ
ろ
う
。

ぎ
よ
ふ
だ
ま
り

土
聞
は
現
在
、
漁
夫
溜
（
板
敷
の
生
活
空
間
）
の
西
側
だ

け
に
あ
る
。
し
か
し
、

二
一
O
人
を
超
え
る
漁
夫
が
い
た
と

す
る
と
、
か
り
に
前
浜
の
番
屋
t

分
け
て
居
住
し
た
と
し
て

も
、
相
当
数
が
こ
ち
ら
側
、
て
生
活
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
し
た
漁
夫
た
ち
へ
の
賄
い
や
、
彼
ら
の
洗
面
ス
ペ
ー
ス

な
ど
の
使
い
勝
手
を
考
慮
す
る
t

、
土
聞
は
も
っ
と
広
か
っ

重人
帖

用
問

使

側
一
量
邸

ヨ
寝
己
決

1
1
1
1
1

調
一
中
欄
一

一
漁
夫
寝
郵
屋

中
棚

tま吹

2 階｜階

た
可
能
性
が
高
い
。
そ
こ
で
、

前
居
間
の
部
分
も
、

現
在
は
漁
夫
溜
の
前
に
あ
る

か
つ
て
は
土
聞
で
あ
っ
た
と
推
測
し
、

下
屋
ま
で
延
長
し
た
。

土
問
の
北
西
部
に
は
流
し
が
あ
る
が
、

さ
ん
の
話
に
よ
れ
ば
、

ま
た
、

田
中
ナ
ツ

こ
こ
に
は
裏
山
の
岩
を
そ
の
ま
ま
屋

山
か
ら
の
引
き
水
を
し
て
い
た
と
の
こ

と
で
あ

っ
た
。
狭
い
敷
地
を
生
か
し
た
興
味
深
い
作
り
で
あ

り
、
今
回
の
復
元
図
に
も
、
そ
の
模
様
を
描
き
入
れ
て
あ
る
。

内
ま
で
取
り
込
み
、

で
桟
橋
状
の
通
路
を
配
置
し
た
。

一
方
、
全
景
写
真
や

『
図
入
北
海
立
志
編
』
の
絵
図
に
示

さ
れ
た
前
浜
の
作
業
ス
ペ
ー
ス
を
み
る
と
、
現
状
l
c

は
か
な

り
異
な
っ
て
い
る
点
が
あ
っ
た
。
前
浜
に
は
か
つ
て
、

敷
地

を
保
護
す
る
た
め
の
木
柵
や
石
垣
が
、
は
ぼ
全
面
に
わ
た
り

造
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

現
在
は
崩
れ
果
て

て
位
置
が
不
明
と
な
っ
て
い
た
が
、
現
地
調
査
の
際
に
浜
辺

を
歩
き
、
そ
の
痕
跡
で
あ
る
矢
来
丸
太
や
石
の
位
置
を
確
認

し
、
で
き
る
限
り
の
復
元
を
試
み
た
。

鯨
番
屋

（
母
屋
）に
つ
い
て

明
治
三
O
年
創
建
時
の
田
中
家
の
練
番
屋
を
復
元
す
る
に

あ
た
り

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
は
ま
ず
、

小
樽
市
に
移
築

保
存
さ
れ
て
い
る
旧
田
中
家
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
こ

と
か
ら
始
め
た
。

こ
の
練
番
屋
は

部
分
的
な
改
装
が
ほ
ど

」
さ
れ
て
は
い
る
が

多
く
の
番
屋
建
築
が
人
知
れ
ず
朽
ち

果
て
た
り

ほ
か
の
営
業
施
設
へ
と
全
面
的
な
改
築
を
受
け

ー

る
中
、
て

い
ま
も
明
治
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
き
わ
め
て
重
要

な
建
築
で
あ
る
。

ま
た
遠
藤
教
授
は
、
か
つ
て
田
中
家
の
二
代
目
徳
松
氏
よ

り
移
築
前
の
練
番
屋
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
を
さ
れ
、
さ

ら
に
移
築
保
存
さ
れ
た
旧
田
中
家
の
実
測
と
図
面
作
成
も
実

施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
資
料
提
供
と
ご
教
示
を
受
け
な

が
ら
、
復
元
作
業
を
進
め
た
。

ま
ず
外
観
に
つ
い
て
だ
が
、
現
在
の
練
番
屋
は
屋
根
が
ト

タ
ン
葺
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
期
に
は
豊
富
な
木

材
を
屋
根
材
に
も
使
用
し
て
レ
た
例
が
き
わ
め
て
多
く
、
こ

こ
で
は
柾
葺
t

し
た

。

ま
た
、
建
物
背
面
部
へ
回
る
と
、
柱
が
三
尺
間
隔
の
高
い

密
度
で
配
置
さ
れ
て
い
る
。
泊
村
照
岸
の
立
地
を
み
る
と
背

後
が
崖
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
崖
崩
れ
対
策
用
の
工
夫
で
あ
っ

た
も
の
と
考
え
、
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
。
さ
ら
に
、

二
階
の

中
棚
（
二
段
式
の
漁
夫
た
ち
の
寝
床
）
と
使
用
人
部
屋
、
そ

の
下
の
酒
部
屋
付
近
の
窓
の
取
り
付
け
高
き
が
不
揃
い
で
あ

り
、
窓
廻
り
の
デ
ィ
テ
ー
ル
も
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
内

部
と
も
関
連
す
る
が
、
漁
夫
や
使
用
人
の
増
加
に
と
も
な
う

II11ttaRtflli
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風
呂
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
改
築
に
よ
る
も
の
t

思
わ
れ
た
が
、
で
は
そ
の
空
聞
が
も

と
は
何
で
あ
っ
た
か
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
大
正
六
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
田
中
福
松
氏
の
葬
儀
の
写

真
を
、
の
ち
に
拝
見
す
る
こ
t

が
、
で
き
た
。
そ
の
写
真
中
に
、

外
側
か
ら
こ
の
部
分
を
撮
影
し
た
も
の
が
あ
り
、
物
置
で
は

な
か
っ
た
か
t

推
定
し
た
。
ま
た
、
同
写
真
か
ら
、
台
所
の

カ
マ
マ
イ
（
竃
）
の
上
部
に
小
さ
な
煙
出
し
が
あ
っ
た
こ
と

も
分
か
り
、
図
面
に
採
用
し
た
。

風
呂
場
の
位
置
は
、
今
回
、
か
な
り
困
難
を
き
わ
め
た
。

明
治
期
の
漁
村
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
漁
夫
た
ち
は
外

で
釜
に
湯
を
沸
か
し
、
汗
や
汚
れ
を
流
し
て
い
た
と
も
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
家
族
や
女
衆
に
は
内
風
呂
が
必
要
で
あ
っ

た
ろ
う
。
容
易
に
確
定
、
で
き
な
か
っ
た
が
、
現
在
は
物
置
と

な
っ
て
い
る
北
西
の
は
ず
れ
の
位
置
が
、
台
所
や
便
所
な
ど

水
関
係
に
近
い
こ
と
か
ら
も
自
然
で
あ
る
と
判
断
し
、
そ
こ

に
設
定
し
た
。

土
間
脇
に
は
現
在
、

な
お
、
窓
の
ガ
ラ
ス
は
、
当
時
の
ガ
ラ
ス
一
枚
の
大
き
き

は
半
紙
判
（
縦
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
横
三
四
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
）
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
大
正

六
年
の
写
真
を
み
る
と
、
す
で
に
大
判
ガ
ラ
ス
を
使
用
し
て

お
り
、

こ
こ
で
は
当
初
か
ら
そ
う
、
で
あ
っ
た
も
の
と
し
た
。

最
後
に
、
復
元
作
業
の
過
程
で
気
付
い
た
興
味
深
い
点
を
、

紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
小
屋
裏
の
隠
れ
部

屋
の
存
在
で
あ
る
。

が
通
じ
、

二
階
奥
の
聞
の
押
入
の
壁
か
ら
抜
け
道

一
二
畳
大
の
隠
れ
部
屋
へ
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
当
時
の
孤
立
し
た
環
境
と
物
騒
な
世
相
（
強
盗
、

よ
そ
の
漁
夫
と
の
も
め
事
な
ど
）
に
対
処
す
る
た
め
、
緊
急

の
避
難
場
所
と
し
て
用
意
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

も
う
ひ
と
つ
目
立
つ
点
は
、
大
き
な
神
棚
と
仏
壇
で
あ
る
。

二
階
の
茶
の
間
東
側
に
は
一
間
半
の
神
棚
、
ま
た
奥
の
仏
聞

に
も
や
は
り
一
間
半
の
仏
壇
が
あ
る
。
練
漁
は
自
然
を
相
手

の
浮
沈
の
激
し
い
漁
で
あ
る
だ
け
に
、
漁
業
主
に
は
信
仰
心

の
厚
い
者
が
多
か
っ
た
の
は
当
然
、
で
あ
ろ
う
。
豊
漁
と
漁
の

安
全
を
願
う
気
持
が
、
そ
の
大
き
な
神
棚
や
仏
壇
に
あ
ら
わ

部
屋
の
増
築
（
大
正
元
年
に
使
用
人
部
屋
を
増
築
し
て
い
る
）

の
際
に
、
新
し
い
窓
が
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
当
初
は
、
北
側
の
窓
数
は
現
在
よ
り
少
な
か
っ

た
も
の
と
判
断
し
た
。

次
に
内
部
だ
が
、

庭
（
土
間
）
が
あ
り
、

夫
側
が
分
離
さ
れ
た
形
態
が
多
い
。

一
般
的
に
は
練
番
屋
は
中
央
部
に
通
り

そ
の
左
右
に
主
人

（
親
方
）則
と
魚

{

j 

た
と
え
ば
、
留
蔚
に
保

存
さ
れ
て
い
る
有
名
な
花
田
家
番
屋

（
重
要
文
化
財
）1j. 
c:ｷ 

も
そ
う
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

田
中
家
の
場
合
に
は
分
離

さ
れ
て
お
ら
ず
、
主
人
側
と
漁
夫
側
が
隣
接
し
た
間
取
り
と

な
っ
て
い
る
。

T
E
M
研
究
所
の
真
島
氏
の
よ
う
に
、
こ
れ

は
練
漁
の
初
期
に
み
ら
れ
る
家
族
的
経
営
の
名
残
で
は
な
い

か
、
と
の
見
方
も
あ
る
。

内
部
に
つ
い
i
て
は

柱
や
梁
の
取
り
付
け
位
置
、
柱
の
ほ

ぞ
穴
な
、
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
同
時
に
聞
き
取
り
調
査
な
ど
で

得
た
情
報
を
比
較
検
討
し
な
が
ら

明
治
期
に
ふ
さ
わ
し
い

姿
を
求
め
る
方
法
を
と
っ
た
。

と
く
に
柱
に
は
ぞ
穴
の
残
る

ヨ」_J_一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一__Lー』L一一一一一一一一一一一一一一
？凋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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個
所
が
随
所
に
あ
り

こ
れ
ら
が
創
建
時
の
建
築
と
関
係
あ

る
か
ど
う
か
の
判
断
に
は
困
難
を
き
わ
め
た
。

こ
う
し
た
調
査
と
検
討
の
結
果

明
治
三
O
年
の
田
中
家

の
内
部
を
次
の
よ
う
に
復
元
し
た
。

漁
夫
の
寝
床
で
あ
る
中
棚
は

北
側
の
み
と
し
た
。

ま
た

現
在
は
か
な
り
幅
広
の
中
棚
と
な
っ
て
い
る
が

一
階
と

階
で
は
柱
位
置
が
通
っ
て
い
な
い
こ
と
や

床
梁
の
断
面
が

途
中
か
ら
小
さ
く
な
っ
て
い
る
な
ど

構
造
的
に
不
自
然
な

点
が
あ
り
、
の
ち
に
付
け
足
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

で
中
棚
の
幅
を
一
階
の
柱
位
置
ま
で
後
退
さ
せ
、
狭
く
し
た
。

自
家
製
の
ど
ぶ
ろ
く
を
置
い
た
と
い
う
酒
部
屋
の
二
階
に

は
、
現
在
は
使
用
人
部
屋
が
あ
る
。

』
れ
は
大
正
元
年
に
増

築
さ
れ
た
部
屋
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
た
。

玄
関
脇
の
帳
場

（
事
務
室
）は
、
現
状
で
は
九
畳
大
の
大

き
な
部
屋
と
な
っ
て
い
る
が

以
前
の
遠
藤
教
授
の
調
査
で

は
現
状
よ
り
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
て

ハ
畳
大
に
縮
小
し
た
が
土
間
寄
り
の
柱
に
鴨
居
を
取
り
付

け
た
跡
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら

か
な
り
オ
ー
プ
ン
な
使

れ
て
い
る

。

こ
う
し
て
復
元
し
た
練
番
屋
を
み
る
t

、
間
口
四

一
・
四

六
四
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
二
ニ
・
二
三
八
メ
ー
ト
ル
、
面
積
は

一
階
だ
け
で
約
五
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
大
規
模
な

も
の
で
あ
る
。
『
図
入
北
海
立
志
編
』
に
は
、
完
成
ま
で
四
年

余
を
要
し
た
と
記
き
れ
て
い
る
が
、
立
地
、
製
材
技
術
、
施

工
方
法
、
さ
ら
に
費
用
な
ど
を
考
え
る
と
、
当
時
と
し
て
は

相
当
に
大
掛
か
り
な
建
築
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う

。

こ
の
練
番
屋
が
、
山
を
背
負
い
海
に
臨
む
照
岸
の
地
に
あ

っ
た
姿
を
想
像
す
る
と
、
壮
観
の
一
語
に
尽
き
る
。
早
春
と

は
い
え
ま
だ
雪
の
散
り
飛
ぶ
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
多

く
の
ヤ
ン
衆
が
こ
こ
に
集
い
、
わ
ず
か

二
カ
月
間
の
漁
に
す

べ
て
を
賭
け
て
闘
う

。
一
年
の
吉
凶
が
、
そ
こ
に
集
約
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
練
番
屋
は
、
そ
の
激
し
さ
と
哀
し
さ
が

表
裏
一
体
と
な
っ
た
練
漁
に
よ
く
似
合
う
、
迫
力
と
美
し
き

を
も
っ
た
建
築
物
で
あ
る
。

作
業
を
終
え
て

ソ
l

ラ
ン
節
に
も
唄
わ
れ
た
練
漁
の
こ
と
は
、
誰
で
も
が

知
っ
て
い
る
。
り
れ
ど
も
、
わ
ず
か
数
十
年
前
ま
で
活
況
を

呈
し
た
練
漁
の
生
き
た
姿
を
想
像
し
て
み
る
時
、
わ
れ
わ
れ

は
何
も
知
ら
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
l

ム
も
ま
た
、
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
、
で
あ
っ
た
。
ロl
カ
、

ナ
ツ
ボ
（
魚
坪
）
t

い
っ
た
独
特
の
用
語
に
悩
み
つ
つ
、
泊

村
の
現
地
や
移
築
さ
れ
た
旧
田
中
家
を
訪
れ
、
疑
問
を
ひ
と

つ
ず
つ
解
決
し
て
い
く
う
ち
に
、
い
つ
し
か
全
体
の
姿
が
陽

炎
の
よ
う
に
立
ち
上
が
っ
て
き
た
、
と
い
う
の
が
実
感
で
あ

る
。

T
E
M
研
究
所
の
産
業
復
元
と
合
わ
せ
読
み
、
読
者
が

練
漁
の
生
き
た
姿
を
想
像
す
る
手
助
け
と
な
れ
ば
、
ど
れ
ほ

ど
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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建
築
復
元
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
遠
藤
明
久
教
授
、
田
中
ナ
ツ
さ
ん
、

蜂
谷
寅
雄
氏
、
八
田
芳
雄
氏
、
北
海
道
大
学
、
小
樽
市
役
所
、
泊
村
役

場
、
北
海
道
開
拓
記
念
館
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
に
厚
く
お
礼
申
し

上
げ
た
い
。

（
な
お
、
産
業
復
元
の
章
、
て
は
、
前
浜
の
番
屋
を
ロ
l

カ
と
し
、
こ
こ

で
ロ
l

カ
と
し
た
建
物
を
粕
倉
と
解
釈
し
て
い
る

。

建
築
復
元
の
内
容

と
は

一
部
異
な
る
が
、
本
誌
で
は
各
々
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
提
示
し
た

こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
）
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母屋断面及び建物位置
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付属全建物①

立｜師｜対

什器倉（石造）

(I 階）

ローカ

米倉

（｜階）

神社

一昌二 戸「 L 
漬物倉

三ゴ国主 首
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。理Ha§;

平面図

( 2 階）

（｜階）

一一一、

__ , 

ιユ.1J.：二二二o.：コ

l 」

口
z 

( 2 階）

( 2 階）
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断面図
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付属全建物②

断面図平面図立面図

DN 

船倉

UP 

2 階I ~皆

網倉

番屋

・＂＇＂・.... 

付
属
建
家
の
復
元

付
属
建
家
に
関
し
て
、
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
全
体
配

置
の
項
で
も
紹
介
し
た
が
、
泊
村
照
岸
に
は
錬
番
屋
（
母
屋
）

の
ほ
か
、
番
屋
、
什
器
倉
、
米
倉
、
漬
物
倉
、
神
社
、
船
倉
、

網
倉
、
ロ
！
カ
、
雑
倉
、
倉
庫
な
ど
の
建
造
物
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
も
の
は
実
測
と
目

測
を
実
施
し
、
そ
れ
以
外
は
写
真
に
基
づ
く
計
測
を
お
こ
な

い
、
神
社
の
鳥
居
に
い
た
る
ま
で
、
田
中
家
の
す
べ
て
の
施

設
に
つ
い
て
復
元
し
た
。

こ
の
う
ち
規
模
の
大
き
な
建
造
物
t

し
て
は
ロ

l

カ
が
あ

る
。
ロ
l

カ
は
、
陸
上
げ
し
た
練
を
女
衆
が
そ
ツ
コ
で
運
び
、

積
み
上
げ
て
い
く
場
所
で
あ
る
。
ま
た
、
漁
が
終
る
と
大
型

船
を
運
び
込
み
、
収
納
す
る
場
所
と
も
な
る
。
そ
の
た
め
、

屋
根
項
部
ま
で
の
高
き
七
・
五
メ
ー
ト
ル
、
間
口
七
・
二
七

一
一
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
二
七
・
二
七
メ
ー
ト
ル
と
い
う
長
大
な

作
り
で
あ
り
、
一
階
部
分
の
大
半
は
板
戸
に
よ
っ
て
開
け
放

つ
こ
と
が
、
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

船
の
収
納
庫
と
し
て
は
、
ほ
か
に
船
倉
が
あ
る
。
こ
こ
の

船
倉
は
、
平
面
が
長
方
形
で
は
な
く
、
北
東
部
分
が
短
く
な

っ
て
お
り
、
航
空
写
真
で
最
初
に
み
た
時
か
ら
そ
の
特
徴
が

目
立
っ
た
（
配
置
図
参
照
）
。
お
そ
ら
く
、
山
が
す
向
、
背
後
に

迫
る
地
形
か
ら
、
こ
の
形
に
な
っ
た
も
の
、
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

こ
の
船
倉
は
別
地
に
移
築
さ
れ
、
現
在
も
使
用
さ
れ
て
い
る

そ
う
で
あ
る
。

倉庫

10. 2 3 4 5 
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