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北前船寄港地

北
前
船
寄
港
地

一
攫
千
金
の
夢
物
語
「
北
前
船
」

　

江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
明
治
30
年
代
に
か
け
て
、
大
量

の
荷
物
を
積
ん
で
日
本
海
を
往
来
し
て
い
た
多
く
の
船
が
あ

り
ま
し
た
。
北
前
船
と
呼
ば
れ
る
船
で
す
。「
北
前
船
と
は

何
か
」
と
い
う
定
義
に
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
こ
ま
か
い
違

い
が
あ
り
ま
す
が
、
共
通
項
で
く
く
っ
て
み
る
と

① 

大
阪
と
北
海
道
（
江
戸
時
代
の
地
名
で
は
大
坂
と
蝦
夷
地
）

を
日
本
海
回
り
で
往
復
し
て
い
た
。

②
寄
港
地
で
積
荷
を
売
り
、
新
た
な
仕
入
れ
も
し
た
。

③
帆
船

と
言
え
る
よ
う
で
す
。

　

江
戸
時
代
、
荷
物
を
積
ん
で
海
を
走
る
船
を
「
回
船
」
と

言
い
ま
し
た
。
全
国
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
航
路
が
あ
り
、
特
定

の
荷
物
を
専
門
的
に
運
ぶ
回
船
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
最
も
船
の
数
が
多
く
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
航
海
し
て

い
た
の
は
、
大
阪
か
ら
江
戸
へ
向
か
っ
た
菱
垣
回
船
や
樽
回

船
で
す
。
何
で
も
運
ぶ
菱
垣
回
船
が
ま
ず
登
場
し
、
後
に
酒

樽
を
運
ぶ
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
樽
回
船
が
現
れ
ま
す
。
冬
は

荒
海
と
な
っ
た
日
本
海
に
対
し
、
太
平
洋
を
走
る
菱
垣
回
船

や
樽
回
船
は
一
年
中
、
何
度
も
往
復
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
瀬
戸
内
の
塩
を
江
戸
に
運
ん
だ
塩
回
船
や
、

長
崎
で
輸
入
さ
れ
る
絹
糸
を
大
阪
へ
運
び
、
帰
り
に
昆
布
や

干
し
た
ア
ワ
ビ
な
ど
中
国
へ
の
輸
出
品
を
運
ん
だ
糸
荷
回
船

も
あ
り
ま
す
。
特
に
塩
は
、
江
戸
の
近
辺
（
東
京
湾
沿
岸
）

で
の
生
産
量
は
微
々
た
る
も
の
で
し
た
か
ら
、
江
戸
か
ら
関

東
地
方
各
地
へ
も
運
ば
れ
ま
し
た
。

　

徳
川
幕
府
の
お
ひ
ざ
元
で
あ
る
江
戸
は
百
万
人
も
の
人
口

が
あ
り
、
当
時
世
界
最
大
の
都
市
だ
っ
た
の
で
す
が
、
衣
類

を
は
じ
め
生
活
必
需
品
を
十
分
に
は
生
産
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
だ
か
ら
関
西
か
ら
大
量
の
物
資
を
運
ん
だ
の
で
す
。
し

か
し
、
帰
り
船
に
積
む
荷
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寄
港
地
も
少

な
く
、
菱
垣
回
船
も
樽
回
船
も
江
戸
ま
で
の
片
道
運
賃
で
稼

ぐ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
北
前
船
は
、
寄
港
地
で
安
い
と
思
う
品
物

が
あ
れ
ば
買
い
、
船
の
荷
物
で
高
く
売
れ
る
物
が
あ
れ
ば
そ

こ
で
売
る
と
い
う
「
商
売
」
を
し
な
が
ら
北
海
道
へ
往
復
し

て
い
た
船
な
の
で
す
。
こ
れ
を
「
買
積
船
」
と
言
い
、
ほ
か

の
航
路
の
回
船
と
の
最
も
違
う
大
き
な
特
徴
で
す
。

　

北
前
船
に
は
「
千
石
船
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。

で
も
、
こ
れ
は
「
米
を
１
千
石
積
む
こ
と
が
で
き
る
大
き
さ
」

と
い
う
意
味
で
す
。
重
さ
で
換
算
す
る
と
、
１
５
０
㌧
の
米

で
す
。
実
際
に
は
５
百
石
積
み
程
度
の
中
型
船
も
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
北
前
船
史
上
最
大
の
船
は
、
２
４
０
０
石
積
み

も
あ
り
ま
し
た
。

　

船
の
形
と
し
て
は
「
ベ
ザ
イ
船
」
ば
か
り
で
す
。
漢
字
で
は

「
弁
才
」
と
か
「
弁
財
」
と
書
き
ま
す
。
白
く
、
巨
大
な
帆
１

枚
で
帆
走
す
る
和
船
を
想
像
し
て
も
ら
え
ば
い
い
で
し
ょ
う
。

　

弁
才
船
は
、
瀬
戸
内
海
で
発
達
し
た
船
型
で
す
。
江
戸
中

期
ま
で
は
伊
勢
の
伊
勢
船
や
、
東
北
・
北
陸
地
方
の
北
国

船
、
羽
賀
瀬
船
な
ど
、
地
方
ご
と
に
特
徴
的
な
船
型
が
あ
り

ま
し
た
。
北
前
船
が
弁
才
船
ば
か
り
に
な
っ
た
の
は
、
船
体

が
堅
牢
な
の
に
加
え
、
現
在
の
船
と
同
じ
よ
う
に
鋭
い
船
首

で
波
を
切
り
裂
き
、
西
洋
の
ヨ
ッ
ト
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
逆
風
で
も
進
む
こ
と
が
で
き
る
、
す
ぐ
れ
た
帆
走
性
能

が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

千
石
船
で
大
阪
と
北
海
道
を
１
往
復
す
る
と
、
北
前
船

は
千
両
も
の
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
な
ら

６
千
万
円
か
ら
１
億
円
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

見
習
い
の
船
乗
り
か
ら
始
ま
っ
て
船
頭
に
な
り
、
お
金
を

貯
め
て
、
自
分
の
船
を
持
つ
と
大
金
持
ち
に
な
れ
た
の
で
す
。

武
士
を
頂
点
と
し
た
身
分
制
度
の
あ
っ
た
時
代
、
自
分
の
才

覚
と
努
力
で
、
そ
ん
な
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
む
こ
と
の
で
き
る

北
前
船
は
庶
民
の
夢
物
語
で
も
あ
り
ま
し
た
。
実
は
北
前
船

に
は
、
数
多
く
の
遭
難
記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
「
北

前
船
の
夢
」
を
追
う
船
乗
り
が
、
絶
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

北
前
船
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
も
運
び
ま
し
た
。
例
え
ば

食
文
化
。
北
海
道
の
昆
布
に
よ
っ
て
、
西
日
本
で
現
在
の
和

食
の
基
礎
が
で
き
ま
し
た
。

　

民
謡
も
あ
り
ま
す
。
九
州
が
発
祥
の
「
ハ
イ
ヤ
節
」
は
、

新
潟
県
の
「
佐
渡
お
け
さ
」
と
な
り
、さ
ら
に
青
森
県
の
「
津

軽
ア
イ
ヤ
節
」
に
姿
を
変
え
ま
し
た
。
島
根
県
の
「
出
雲
節
」

が
、「
秋
田
船
方
節
」
に
な
っ
た
の
も
、
北
前
船
の
船
乗
り

が
覚
え
伝
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
定
着
し
た
結
果
で
す
。

　

日
本
海
沿
岸
各
地
に
残
る
「
裂
織
」
は
、
古
着
を
裂
い
て

明治末期から大正期の北前船
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横
糸
に
し
た
織
物
で
す
。
し
な
や
か
で
、
丈
夫
な
木
綿
は
江

戸
時
代
の
初
め
、
今
の
大
阪
府
で
綿
花
栽
培
が
始
ま
り
、
日

本
人
に「
衣
料
革
命
」を
も
た
ら
し
ま
し
た
が
、
寒
い
地
方
で

は
綿
花
が
育
ち
ま
せ
ん
。
裂
織
は
、
北
前
船
が
運
ん
だ
古
着

な
ど
貴
重
な
木
綿
の
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
で
す
。
そ
こ
か
ら
派

生
し
た「
刺
し
子
」は
、
今
で
も
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

北
前
船
の
歴
史

　

北
前
船
が
登
場
す
る
以
前
、北
海
道
の
産
物
を
一
手
に
取
り

扱
っ
て
い
た
の
は
、戦
国
時
代
の
末
期
か
ら
松
前
に
進
出
し
て

い
た
近
江
商
人
で
し
た
。彼
ら
は
商
品
を
敦
賀
で
陸
揚
げ
し
、

琵
琶
湖
を
経
由
し
て
大
阪
へ
運
ん
で
売
り
さ
ば
き
ま
し
た
。

　

自
前
の
船
を
持
つ
近
江
商
人
も
い
ま
し
た
が
、
多
く
は
共

同
で
船
を
仕
立
て
、
船
乗
り
を
雇
い
ま
し
た
。
そ
の
多
く
は
、

北
陸
の
船
乗
り
で
す
。
後
に
こ
の
中
か
ら
自
分
の
船
を
得
て
、

北
海
道
の
産
物
を
大
阪
で
売
る
人
た
ち
が
現
れ
ま
す
。
そ
れ

が
北
前
船
で
す
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
航
路
の
整
備

が
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

　

幕
府
は
寛
文
12（
１
６
７
２
）年
、
江
戸
の
商
人
・
河
村
瑞

賢
に
、
最
上
川
流
域
に
あ
っ
た
15
万
石
の
天
領
（
幕
府
の
領

地
）
の
米
を
、
河
口
の
酒
田
か
ら
江
戸
ま
で
運
ぶ
航
路
の
整

備
を
命
じ
ま
し
た
。
酒
田
か
ら
江
戸
ま
で
は
、
津
軽
海
峡
を

通
過
し
て
太
平
洋
岸
を
航
行
し
た
「
東
回
り
」
の
方
が
近
い

の
で
す
が
、
と
て
も
危
険
な
海
域
が
続
き
ま
す
。
そ
こ
で
瑞

賢
は
佐
渡
の
小
木
、
下
関
、
大
阪
な
ど
10
か
所
を
正
式
寄
港

地
と
定
め
、
そ
の
他
の
港
に
入
港
し
た
際
も
無
税
と
す
る
よ

う
沿
岸
の
各
藩
に
通
知
し
、
超
長
距
離
の
「
西
回
り
航
路
」

を
整
備
し
ま
し
た
。

　

こ
の
航
路
の
安
全
性
を
知
っ
た
津
軽
、
秋
田
な
ど
日
本
海

側
の
諸
藩
も
大
阪
ま
で
直
航
で
、
年
貢
米
を
運
ぶ
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

近
江
商
人
の
敦
賀
―
北
海
道
航
路
と
、
瑞
賢
の
西
回
り
航

路
の
う
ち
酒
田
―
大
阪
航
路
が
結
び
つ
い
た
の
が
「
北
前
船

の
航
路
」
と
言
え
ま
す
。
け
れ
ど
、
す
ぐ
に
北
前
船
が
動
き

始
め
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

敦
賀
で
陸
揚
げ
す
る
米
は
減
り
ま
し
た
が
、
近
江
商
人
が

運
ぶ
北
海
道
の
産
物
は
逆
に
増
え
続
け
ま
し
た
。
江
戸
時
代

に
な
っ
て
全
国
的
に
開
田
が
進
み
、
人
々
の
暮
ら
し
が
豊
か

に
な
っ
て
、
昆
布
や
身
欠
き
ニ
シ
ン
な
ど
の
需
要
が
急
速
に

増
え
た
か
ら
で
す
。
昆
布
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ

て
内
浦
湾
の
真
昆
布
の
生
産
量
が
急
増
し
、
京
阪
神
へ
大
量

に
供
給
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
綿
花
、
イ
グ
サ
、
藍
な
ど
の
換
金
作
物
の
栽
培
が

瀬
戸
内
一
帯
で
広
が
る
に
つ
れ
、
肥
料
の
需
要
が
高
ま
り
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
九
十
九
里
浜
（
千
葉
県
）
な
ど
、
そ
れ
ま

で
魚
肥
と
な
る
イ
ワ
シ
の
大
量
供
給
地
で
も
水
田
開
発
が
進

み
、
地
元
需
要
の
た
め
に
西
日
本
へ
は
運
ば
れ
な
く
な
り
ま

し
た
。
イ
ワ
シ
に
代
わ
る
魚
肥
と
な
っ
た
の
が
、
ニ
シ
ン
で

す
。
18
世
紀
に
入
る
と
、
ニ
シ
ン
を
煮
て
魚
油
を
絞
っ
た
残

り
粕
を
肥
料
に
す
る
技
術
が
生
ま
れ
、
大
量
に
供
給
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

近
江
商
人
に
雇
わ
れ
て
い
た
北
陸
の
船
頭
た
ち
は
「
同
じ

こ
と
を
や
れ
ば
大
も
う
け
で
き
る
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
た
め
に

①
自
前
の
船
を
持
つ
。

②
近
江
商
人
以
外
の
江
差
や
函
館
の
商
人
と
取
引
す
る
。

③
大
阪
の
商
品
問
屋
と
直
接
取
引
を
す
る
。

な
ど
の
努
力
を
経
て
、彼
ら
は
近
江
商
人
か
ら
独
立
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
北
前
船
で
す
。
18
世
紀
中
ご
ろ
の
こ
と
で
し
た
。

　

18
世
紀
末
、
か
な
り
の
強
風
で
も
破
れ
な
い
丈
夫
な
帆
布

（
松
右
衛
門
帆
）
が
発
明
さ
れ
て
、
大
阪
―
北
海
道
を
年
に

２
往
復
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
北
陸
だ
け
で
な

く
、
各
地
に
「
北
前
船
商
売
」
を
す
る
船
主
が
登
場
し
、
近
・

中
距
離
を
こ
ま
め
に
走
ら
せ
始
め
ま
す
。
さ
ら
に
19
世
紀
に

な
っ
て
幕
府
が
東
蝦
夷
地
（
内
浦
湾
か
ら
東
の
北
海
道
）
を

直
轄
地
と
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
産
物
を
江
戸
へ
運
ぶ
商
人

も
出
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
北
前
船
は
多
様
に
な
っ
て

行
っ
た
の
で
す
。

　

実
は
、
北
前
船
の
最
盛
期
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

江
戸
時
代
は
松
前
藩
が
松
前
、
江
差
、
函
館
し
か
回
船
の
入

港
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
明
治
３（
１
８
７
０
）年
か

ら
ど
こ
の
港
で
も
交
易
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

ま
た
、
西
洋
式
帆
船
の
よ
う
に
複
数
の
帆
を
装
着
す
る
な
ど
、

船
の
改
良
も
進
ん
だ
こ
と
も
理
由
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

し
か
し
、
明
治
20
年
代
に
な
る
と
、
少
し
ず
つ
北
前
船
の

利
益
は
減
り
始
め
ま
し
た
。　

　

通
信
手
段
が
手
紙
し
か
な
か
っ
た
時
代
は
、
地
域
に
よ
っ

て
ば
ら
つ
き
が
あ
る
商
品
価
格
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
実
際
に
各
地
を
訪
れ
る
北
前
船
の
船
頭
ぐ
ら
い
だ
っ
た

の
で
、
そ
の
「
差
額
」
を
利
用
し
て
大
き
な
利
益
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
電
信
と
い
う
文
明
開
化

の
通
信
手
段
が
次
第
に
普
及
し
、
価
格
情
報
が
北
前
船
の
独

占
で
は
な
く
な
っ
て
来
ま
し
た
。

　

そ
し
て
明
治
24（
１
８
９
１
）年
、
東
京
―
青
森
間
の
東
北

本
線
が
全
通
し
ま
し
た
。
津
軽
海
峡
さ
え
越
え
れ
ば
、
北
海

道
と
東
京
が
陸
路
で
直
結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま

た
、
荷
物
を
大
量
に
、
し
か
も
安
全
に
輸
送
で
き
る
汽
船
が

次
第
に
普
及
し
始
め
ま
し
た
。

　

明
治
30
年
代
に
な
る
と
北
前
船
は
ど
ん
ど
ん
姿
を
消
し
、

日
露
戦
争
に
よ
っ
て
北
海
道
周
辺
の
海
が
危
険
に
な
っ
た
こ

と
が
、
北
前
船
の
歴
史
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
ま
し
た
。

船
乗
り
の
組
織
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　

旧
暦
２
月
、
現
在
の
暦
で
３
月
に
な
る
と
北
前
船
が
出
帆

す
る
季
節
で
す
。
多
く
の
船
は
大
阪
を
出
ま
す
が
、
船
主
に

よ
っ
て
は
秋
田
、
酒
田
、
新
潟
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
で
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北前船寄港地

冬
囲
い
し
、「
上
り
一
番
船
」
と
し
て
ま
ず
大
阪
へ
向
か
い
、

改
め
て
北
海
道
を
目
指
す
船
も
あ
り
ま
し
た
。

　

北
海
道
に
着
く
の
は
４
月
末
～
５
月
で
す
。
北
海
道
の
産

物
を
積
み
込
ん
で
、
再
び
大
阪
を
目
指
し
て
出
港
す
る
の
は

８
月
ご
ろ
に
な
り
ま
す
。
多
く
の
北
前
船
主
が
い
た
北
陸
の

例
で
す
が
、
台
風
シ
ー
ズ
ン
の
前
に
下
関
か
ら
瀬
戸
内
海
に

入
り
、
大
阪
・
淀
川
の
支
流
に
船
を
係
留
し
、
船
頭
以
外
の

船
乗
り
た
ち
は
、
徒
歩
で
帰
郷
し
ま
し
た
。

　

帰
郷
し
た
船
乗
り
た
ち
は
、
毎
日
の
よ
う
に
船
主
の
家
で

掃
除
、
雪
除
け
、
も
ち
つ
き
な
ど
、
頼
ま
れ
れ
ば
何
で
も
や

り
ま
し
た
。
で
も
10
日
ぐ
ら
い
は
休
み
を
も
ら
い
、
湯
治
に

行
く
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

一
方
、
大
阪
に
残
っ
た
船
頭
は
、
売
れ
残
っ
た
積
荷
が
あ

れ
ば
売
り
さ
ば
き
、
翌
年
春
に
積
み
込
む
商
品
を
仕
入
れ
る

大
事
な
役
目
が
あ
り
ま
し
た
。
故
郷
に
帰
れ
る
の
は
、
正
月

の
前
後
ぐ
ら
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

米
を
１
千
石
積
め
る
北
前
船
に
は
、
通
常
11
～
13
人
が
乗

り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

最
高
責
任
者
は
、
船
頭
で
す
。
船
の
運
航
か
ら
商
品
の
売

買
、
乗
員
の
統
率
ま
で
す
べ
て
を
統
括
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
下
に
は
、「
三
役
」
と
呼
ば
れ
る
重
要
ポ
ス
ト
が
あ

り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
現
在
の
航
海
士
に
あ
た
る
「
表
司
」
で
す
。
出
帆

す
れ
ば
昼
夜
を
問
わ
ず
進
路
を
見
定
め
、
目
的
地
ま
で
の
航

路
を
指
示
し
ま
す
。
次
に
、
帆
や
舵
の
操
作
、
そ
の
他
す
べ

て
の
甲
板
上
の
作
業
を
指
揮
す
る「
親
仁
」。
水
夫
長
で
す
ね
。

　

「
三
役
」
で
は
も
う
１
人
、
事
務
長
で
あ
る
「
知
工
」
が

重
要
で
す
。
積
み
荷
の
受
け
渡
し
を
指
示
し
、
帳
簿
を
付
け
、

船
頭
と
相
談
し
て
お
金
の
出
し
入
れ
を
し
ま
し
た
。
北
前
船

は
大
金
が
動
く
取
引
も
多
く
、
責
任
の
重
い
仕
事
で
し
た
。

　

一
般
船
員
は
、
水
主
と
言
い
ま
す
。
こ
の
中
で
表
司
を
補

佐
す
る
片
表
、
舵
を
動
か
す
楫
子
、
碇
を
上
げ
下
げ
す
る
「
碇

捌
」
な
ど
の
職
務
は
、
ベ
テ
ラ
ン
の
役
目
で
し
た
。
一
番
下

が
、
調
理
担
当
の
炊
で
す
。
朝
は
最
も
早
く
起
き
て
飯
を
炊

き
、
寄
港
し
て
も
船
の
留
守
番
を
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

船
乗
り
の
ス
タ
ー
ト
は
炊
で
す
。
普
通
は
14
～
15
歳
で
雇

わ
れ
ま
す
。
航
海
を
重
ね
て
楫
子
、
碇
捌
、
片
表
な
ど
に
成

長
し
、
や
が
て
三
役
、
船
頭
と
な
る
の
で
す
が
、
三
役
や
船

頭
の
年
齢
は
40
代
、
50
代
が
多
く
、
炊
か
ら
は
30
年
も
か
か

る
の
が
普
通
で
し
た
。

　

船
頭
は
、
船
主
に
雇
わ
れ
た
「
沖
船
頭
」
と
、
自
分
が
船

主
の
「
直
乗
船
頭
」
に
区
別
さ
れ
ま
す
。
北
前
船
の
船
頭
は

取
引
の
責
任
者
で
も
あ
る
の
で
、
人
並
み
以
上
の
「
読
み
書

き
算
盤
」
の
能
力
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
知
工
が

し
ば
し
ば
船
頭
に
昇
格
し
ま
し
た
。
航
海
は
、
し
っ
か
り
し

た
表
司
と
親
仁
が
い
れ
ば
間
に
合
っ
た
か
ら
で
す
。

　

中
に
は
30
代
で
沖
船
頭
に
な
る
人
も
い
れ
ば
、
50
歳
を
過

ぎ
て
も
水
主
の
ま
ま
と
い
う
人
も
い
ま
し
た
。
船
乗
り
の
出

世
は
、
実
力
本
位
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

　

千
石
積
み
の
弁
才
船
を
１
艘
造
る
に
は
、
千
両
か
か
る
の

が
相
場
で
し
た
。
中
古
船
で
も
５
百
両
は
し
ま
し
た
。
し
か

し
沖
船
頭
か
ら
独
立
し
て
、
船
主
と
な
っ
た
人
は
数
え
切
れ

ま
せ
ん
。
そ
ん
な
金
を
た
め
ら
れ
る
ほ
ど
北
前
船
の
船
頭
の

給
料
が
高
か
っ
た
の
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

大
阪
―
江
戸
を
往
復
し
た
菱
垣
回
船
や
樽
回
船
の
船
頭

は
、
年
に
30
～
40
両
の
給
料
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
花
形

職
業
だ
っ
た
大
工
の
棟
梁
は
、
年
収
が
25
両
ほ
ど
で
し
た
か

ら
、
最
も
高
給
の
職
業
で
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
北
前
船
の
船
頭
は
、
１
航
海
の
給
料
が

た
っ
た
２
、
３
両
で
し
た
。
し
か
し
船
頭
に
は
、
船
主
の
積

み
荷
の
１
割
程
度
、
自
分
の
商
品
を
積
む
こ
と
が
許
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
千
石
積
み
の
北
前
船
の
利
益
は
千
両
に
も
な
り

ま
し
た
か
ら
、
単
純
に
計
算
す
る
と
、
船
頭
は
１
航
海
で
百

両
を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
こ
の
売
買
を
「
帆
待
ち

稼
ぎ
」
と
言
い
ま
す
。
他
の
航
路
で
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
北
前
船
で
は
早
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

三
役
以
下
の
乗
員
に
も
、「
切
出
」
と
い
う
ボ
ー
ナ
ス
が

あ
り
ま
し
た
。
船
主
が
、
売
上
高
の
う
ち
５
～
10
％
を
船
乗

り
に
分
配
し
た
の
で
す
。
こ
う
す
る
と
船
乗
り
た
ち
は
船
主

の
荷
物
を
大
切
に
扱
い
、
船
頭
が
自
分
の
荷
物
ば
か
り
を
優

先
さ
せ
な
い
よ
う
見
張
る
役
目
も
果
た
し
て
く
れ
ま
す
。
よ

く
で
き
た
「
社
員
管
理
術
」
と
言
え
ま
す
ね
。

　

こ
う
し
て
、
船
頭
に
な
る
ま
で
に
も
貯
金
で
き
る
仕
組
み

が
あ
っ
た
の
で
、
遭
難
の
危
険
が
あ
っ
て
も
北
前
船
に
乗
り

た
が
る
人
は
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
身
分
制
度
が
厳
し
か
っ

た
江
戸
時
代
、
北
前
船
は
、
荒
海
へ
乗
り
出
す
勇
気
と
、
商

売
の
才
覚
さ
え
あ
れ
ば
、
普
通
の
庶
民
が
大
富
豪
に
な
れ
る

「
夢
物
語
」
だ
っ
た
の
で
す
。

動
く
総
合
商
社
「
北
前
船
」

　

北
前
船
は
、
大
阪
―
北
海
道
の
往
復
が
基
本
的
な
航
路
で

す
。
北
海
道
に
着
く
ま
で
に
あ
ち
こ
ち
の
寄
港
地
で
、
売
れ
そ

う
な
物
は
何
で
も
買
い
、
帰
り
に
は
ニ
シ
ン
、
昆
布
な
ど
を
満

載
し
て
瀬
戸
内
海
を
目
指
す
の
が
通
常
で
し
た
。
そ
れ
は
北

海
道
唯
一
の
大
名
領
、
松
前
藩
の
特
殊
事
情
に
も
よ
り
ま
す
。

　

稲
を
育
て
ら
れ
な
か
っ
た
江
戸
時
代
の
北
海
道
で
は
、
主

食
の
米
は
も
ち
ろ
ん
、
稲
わ
ら
も
な
い
の
で
ナ
ワ
、
ワ
ラ
ジ

を
は
じ
め
、
ほ
と
ん
ど
の
生
活
物
資
を
本
州
か
ら
手
に
入
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
松
前
藩
の
人
々
は
そ
の
資

金
を
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
が
獲
る
鮭
な
ど
の
海
産
物
を
物
々

交
換
で
手
に
入
れ
て
、
松
前
の
近
江
商
人
に
売
っ
て
得
て
い

ま
し
た
。
つ
ま
り
松
前
藩
は
、
最
初
か
ら
、
交
易
で
成
り
立
っ

て
い
た
大
名
領
だ
っ
た
の
で
す
。

　

米
は
、
物
々
交
換
で
そ
の
お
い
し
さ
を
知
っ
た
ア
イ
ヌ
の

人
々
も
欲
し
が
る
商
品
で
し
た
。
大
阪
の
米
市
場
に
は
、
日

本
海
沿
岸
か
ら
西
日
本
全
域
の
大
名
の
年
貢
米
が
集
ま
り
ま
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し
た
。
北
前
船
は
大
阪
を
出
帆
す
る
時
に
米
を
仕
入
れ
ま
し

た
が
、
敦
賀
や
新
潟
、
酒
田
な
ど
で
も
大
名
の
年
貢
米
は
売

買
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
相
場
を
見
て
、
安
い
米
を
買
い
足
し
、

逆
に
高
け
れ
ば
積
荷
の
米
を
売
り
ま
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
瀬
戸
内
の
塩
は
、
日
本
海
へ
出
れ
ば
ど
こ

で
で
も
売
れ
ま
し
た
。
瀬
戸
内
に
塩
田
が
広
が
っ
た
理
由
を
、

よ
く
「
遠
浅
の
浜
辺
が
多
く
、
晴
れ
た
日
も
多
い
か
ら
」
と

説
明
さ
れ
ま
す
が
、
も
う
ひ
と
つ
、
北
前
船
の
役
割
が
見
逃

せ
ま
せ
ん
。
北
前
船
に
よ
っ
て
販
路
が
広
が
っ
た
か
ら
、
安

心
し
て
生
産
量
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

ま
た
北
海
道
で
は
、
そ
れ
ま
で
乾
燥
さ
せ
る
し
か
保
存
方

法
の
な
か
っ
た
鮭
を
、
塩
鮭
に
加
工
で
き
る
よ
う
に
も
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
19
世
紀
、
北
海
道
の
東
半
分
を
幕
府
が
直

轄
地
と
し
て
か
ら
江
戸
へ
直
航
す
る
船
が
現
れ
、
江
戸
っ
子

が
塩
鮭
で
朝
飯
を
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

江
戸
初
期
、
河
内
（
大
阪
府
）
で
綿
の
本
格
的
な
栽
培
が

始
ま
り
、
糸
を
つ
む
い
で
織
っ
た
木
綿
は
、
そ
れ
ま
で
の
麻

な
ど
の
布
地
に
比
べ
て
柔
軟
性
が
あ
り
、
吸
湿
性
に
も
す
ぐ

れ
、
日
本
の
衣
類
に
革
命
を
起
こ
し
ま
し
た
。
し
か
し
綿
は

熱
帯
性
の
植
物
で
、
北
国
で
は
栽
培
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

木
綿
は
古
着
で
も
、
端
切
れ
で
も
大
歓
迎
さ
れ
、
北
前
船
の

必
須
商
品
と
な
り
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
鉄
の
８
割
は
、
中
国
山
地
で
生
産
さ
れ
ま
し

た
。
砂
鉄
を
原
料
に
し
た
「
た
た
ら
製
鉄
」
で
す
。
北
前
船

が
運
ん
だ
鉄
は
鍬
や
鎌
な
ど
の
農
具
、
鍋
、
飯
を
炊
く
釜
な

ど
の
生
活
用
具
に
加
工
さ
れ
、
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
ま
し

た
。
ま
た
各
地
に
刃
物
産
業
を
興
す
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

紙
も
、
北
前
船
が
原
料
の
コ
ウ
ゾ
や
ミ
ツ
マ
タ
な
ど
を
運

ん
だ
お
か
げ
で
、
各
地
で
生
産
さ
れ
、
重
要
な
商
品
と
な
り

ま
し
た
。

　

石
も
、
大
事
な
積
み
荷
で
す
。
船
を
安
定
さ
せ
る
た
め
も

バ
ラ
ス
ト
（
重
石
）
と
し
て
積
み
込
ま
れ
ま
し
た
。
北
海
道

交
易
が
近
江
商
人
だ
け
だ
っ
た
時
代
は
、
福
井
県
坂
井
市
の

三
国
で
積
み
込
む
笏
谷
石
ば
か
り
で
し
た
が
、
大
阪
を
出
発

す
る
北
前
船
の
時
代
に
な
る
と
、
瀬
戸
内
各
地
で
積
み
込
む

御
影
石
が
主
流
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
陶
磁
器
、
漆
器
、
ロ
ウ
ソ
ク
な
ど
の
生
活
用

具
か
ら
、
お
菓
子
や
人
形
ま
で
、
北
海
道
へ
の
下
り
船
で
は

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
を
運
ん
だ
と
言
え
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
北
前
船
は
「
動
く
総
合
商
社
」
だ
っ

た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
千
石
船
の
１
航
海
で
千
両
（
今
な
ら
６
千
万

円
～
１
億
円
）
と
い
う
北
前
船
の
利
益
の
中
で
、「
下
り
船
」

は
百
両
ほ
ど
で
す
。
残
り
９
百
両
の
利
益
を
生
ん
だ
の
は
、

大
阪
へ
戻
る
上
り
船
で
す
。

　

最
大
の
商
品
は
、
ニ
シ
ン
で
し
た
。
春
に
な
る
と
海
の
色

が
変
わ
る
ほ
ど
海
岸
に
押
し
寄
せ
た
北
海
道
の
ニ
シ
ン
は
、

煮
て
魚
油
を
絞
り
、
残
っ
た
ニ
シ
ン
粕
を
発
酵
さ
せ
て
肥
料

に
し
ま
す
。
こ
れ
が
仕
入
れ
値
の
５
倍
、
時
に
は
10
倍
で
も

売
れ
た
の
で
す
。
北
前
船
の
大
も
う
け
の
秘
密
は
、
ニ
シ
ン

だ
っ
た
と
言
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

上
り
船
に
は
干
し
た
ア
ワ
ビ
、
ナ
マ
コ
、
フ
カ
ヒ
レ
も
大

量
に
積
み
込
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
３
品
は
俵
に
詰
め
て
運
ば

れ
た
の
で
俵
物
と
呼
ば
れ
、
長
崎
か
ら
中
国
へ
の
輸
出
品
に

な
り
ま
し
た
。

　

中
国
へ
は
昆
布
も
大
量
に
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。
中
国
大
陸

の
内
陸
部
に
多
か
っ
た
バ
セ
ド
ウ
病
と
い
う
病
気
に
効
く
薬

草
と
し
て
、
甲
状
腺
ホ
ル
モ
ン
の
異
常
が
原
因
の
病
気
に
効

く
薬
で
し
た
。

　

古
く
か
ら
日
本
で
は
昆
布
を
食
べ
て
い
ま
し
た
が
、
北
前

船
が
大
量
に
運
ん
だ
お
か
げ
で
、
和
食
の
基
本
で
あ
る
昆
布

出
汁
が
庶
民
の
味
と
な
り
、
富
山
県
の
昆
布
巻
き
か
ま
ぼ
こ
、

各
地
の
お
ぼ
ろ
昆
布
、
そ
し
て
ア
ナ
ゴ
の
昆
布
巻
き
の
よ
う

な
料
理
も
広
ま
っ
た
の
で
す
。

　

北
前
船
の
恩
恵
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
在
ま
で
及
ん
で

い
る
の
で
す
ね
。

〔
引
用
元
〕

　

日
本
遺
産
「
荒
波
を
越
え
た
男
た
ち
の
夢
が
紡
い
だ
異
空

間
～
北
前
船
寄
港
地
・
船
主
集
落
～
」
Ｈ
Ｐ

　

 

　

北
前
船
日
本
遺
産
推
進
協
議
会

備
前
市
の
認
定

　

瀬
戸
内
海
の
リ
ア
ス
式
海
岸
の
奥
に
位
置
す
る
片
上
は
延

喜
式
に
登
場
す
る
古
よ
り
の
要
港
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
西

国
街
道
の
宿
場
町
に
指
定
さ
れ
、
本
陣
・
脇
本
陣
が
置
か
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
伊
部
で
焼
か
れ
た
備
前
焼
の
積
出
港
で
も
あ

り
、
全
国
各
地
へ
と
運
ば
れ
ま
し
た
。
日
生
諸
島
の
沖
合
に
位

置
す
る
大
多
府
は
天
然
の
良
港
で
あ
り
、
元
禄
11（
１
６
９
８
）

年
に
岡
山 

池
田
藩
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
在
番
所
・
御
用
家
・

加
子
番
所
な
ど
が
置
か
れ
ま
し
た
。
潮
待
ち
・
風
待
ち
の
港

と
し
て
、
参
勤
交
代
の
御
座
船
や
大
型
廻
船
が
寄
港
し
ま
し

た
。こ
の
中
に
は
北
前
船
も
含
ま
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

備
前
市
内
の
構
成
文
化
財

●
大
多
府
漁
港
元
禄
防
波
堤
（
国
登
録
有
形
）

　

北
前
船
を
は
じ
め
参
勤
交
代
の
御
座
船
や
大
型
廻
船
が
寄

港
す
る
岡
山
藩
公
儀
の
港
・
大
多
府
港
の
防
波
堤

大多府漁港元禄防波堤
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北前船寄港地

●
灯
籠
堂
の
石
塁
（
市
指
定
（
記
念
物
））

　

北
前
船
を
は
じ
め
参
勤
交
代
の
御
座
船
や
大
型
廻
船
が
寄

港
す
る
岡
山
藩
公
儀
の
港
・
大
多
府
港
へ
の
道
し
る
べ
の
灯

籠
堂
の
石
塁

大井戸 灯籠堂の石塁

北前船の模型

甚九郎顕彰碑

片上八景片上港拡大図

片上八景全図

●
大
井
戸
市
指
定
（
記
念
物
）

　

北
前
船
を
は
じ
め
参
勤
交
代
の
御
座
船
や
大
型
廻
船
が
寄

港
す
る
岡
山
藩
公
儀
の
港
・
大
多
府
港
に
あ
る
飲
料
水
提
供

用
の
井
戸

●
甚
九
郎
顕
彰
碑
市
指
定
（
記
念
物
）

　

北
前
船
で
財
を
な
し
た
日
生
の
廻
船
業
者
田
淵
屋
末
友
甚

九
郎
の
碑

●
北
前
船
の
模
型
（
未
指
定
）

　

北
前
船
や
は
し
け
の
模
型
な
ど

　

（
備
前
市
加
子
浦
歴
史
文
化
館
）

●
片
上
八
景
（
未
指
定
）

　

北
前
船
が
寄
港
し
係
留
さ
れ
て
い
る

片
上
港
近
辺
の
様
子
を
描
い
た
絵
図

　

（
ゑ
び
す
や
荒
木
旅
館
）


