
鯛
網･

･
･

江
戸
時
代
初
期
、
福
山
城
主
・
水
野
勝
成
の
命
を
受
け
、
鞆
の

浦
の
沖
合
い
の
海
上
交
通
整
理
役
と
走
島
の
開
発
を
担
っ
て
い
た
走
島

の
庄
屋
、
村
上
太
郎
兵
衛
と
鞆
の
当
納
屋
忠
兵
衛
の
共
同
で
、
１
６
３

２
年(

寛
永
９
年
）
に
考
案
さ
れ
た
。
産
卵
場
所
を
求
め
て
瀬
戸
内
海
に

入
る
鯛
を
「
し
ば
り
網
漁
」
に
よ
り
六
隻
の
船
団
で
追
い
込
む
伝
統
の

漁
法
。
毎
年
５
月
頃(

要
予
約)

、
住
時
の
姿
を
そ
の
ま
ま
今
に
伝
え
る�

観
光
鯛
網
が
行
わ
れ
る
。

ば
ら
だ
け
じ
ゃ
な
い
福
山

ば
ら
だ
け
じ
ゃ
な
い
福
山

ば
ら
の
ま
ち
福
山
に
は
、
他
に
も
い
い
も
の
が
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
。
そ
れ
ら
の
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
下
さ
る
方
が
増
え
る
と
嬉

し
い
な
ぁ
と
思
い
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し
た
。

福
山
城･

･
･

元
和
８
年
（
１
６
２
２
年
）
に
完
成
。
新
規
の
築
城
と
し

て
は
近
世
城
郭
で
最
も
新
し
い
城
で
備
後
福
山
藩
の
藩
庁
か
つ
藩
主
の

居
城
で
あ
っ
た
。
現
存
す
る
建
造
物
と
し
て
は
伏
見
櫓
と
筋
鉄
御
門
が

あ
り
、
こ
の
う
ち
伏
見
櫓
は
福
山
城
の
築
城
時
に
伏
見
城
か
ら
移
築
さ

れ
た
も
の
で
現
存
の
櫓
で
は
最
古
の
建
築
で
あ
る
。
天
守
は
昭
和
２
０

年
（
１
９
４
５
年
）
ま
で
残
さ
れ
て
い
た
が
福
山
大
空
襲
に
よ
り
焼
失

し
て
い
る
。
現
在
の
建
物
は
昭
和
４
１
年
（
１
９
６
６
年
）
に
月
見
櫓

御
湯
殿
と
共
に
復
興
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

企
画
意
図

デ
ザ
イ
ン

イ
ラ
ス
ト
説
明

い
ろ
は
丸･

･
･

１
８
５
４
年
に
薩
摩
藩
の
島
津
斉
彬
が
建
造
さ
せ
た
日

本
最
初
の
西
洋
型
帆
走
船
。
土
佐
海
援
隊
隊
長
、
坂
本
龍
馬
が
運
用
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
最
初
の
航
海
で
瀬
戸
内
海
、
備
讃
瀬
戸
の
六
島

（
現
在
の
岡
山
県
笠
岡
市
）
で
紀
州
藩
の
明
光
丸
（
８
８
７
ト
ン
）
と

衝
突
し
近
く
の
鞆
港
（
現
在
の
広
島
県
福
山
市
）
に
曳
航
し
よ
う
と
し

た
が
、
浸
水
の
た
め
宇
治
島
沖
で
沈
没
し
た
。

常
夜
燈
（
じ
ょ
う
や
と
う
）･

･
･

１
８
５
９
年(

安
政
６
年)

常
夜
燈
が

建
立
。
夜
道
の
安
全
の
た
め
、
設
置
さ
れ
て
い
る
常
夜
燈
は
、
現
在
で

言
う
街
灯
の
役
目
を
果
た
し
て
お
り
街
道
の
道
し
る
べ
と
し
て
設
置
さ

れ
た
。
現
在
は
電
球
を
用
い
火
を
燈
し
て
い
る
が
昔
は
ろ
う
そ
く
を
使

用
し
て
い
た
。
鞆
の
浦
は
、
昔
の
瀬
戸
内
海
航
路
の
重
要
な
拠
点
で
あ

り
、
静
か
な
瀬
戸
内
海
も
場
所
に
よ
っ
て
は
潮
流
が
速
く
動
力
の
な
か

っ
た
時
代
で
は
潮
の
干
満
を
利
用
し
て
紀
州
や
九
州
へ
向
か
う
船
が
こ

こ
で
潮
待
ち
の
た
め
に
停
泊
し
た
。

ば
ら･

･
･

１
９
４
５
年
８
月
８
日
の
福
山
大
空
襲
の
惨
禍
を
悼
み
、
荒

廃
す
る
街
を
憂
い
た
福
山
市
民
有
志
が
、
１
９
５
６
年
に
福
山
市
御
門

町
（
現
在
の
花
園
町
）
の
空
き
地
に
バ
ラ
の
苗
約
１
０
０
０
本
を
植
え�

１
９
５
６
年
５
月
に
福
山
ば
ら
会
主
催
に
よ
っ
て
バ
ラ
展
示
会
を
開
催

し
た
こ
と
が
福
山
ば
ら
祭
の
起
源
で
あ
る
。
そ
の
後
、
当
時
の
市
長
徳

永
豊
の
賛
同
に
よ
り
、
１
９
５
７
年
に
行
政
が
都
市
公
園
と
し
て
の
ば

ら
公
園
の
整
備
に
着
手
し
た
。
１
９
６
８
年
に
は
、
ば
ら
公
園
が
美
し

い
町
づ
く
り
全
国
コ
ン
ク
ー
ル
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
、
第
１
回
福
山
ば

ら
祭
が
開
催
さ
れ
た
。
１
９
８
５
年
４
月
、
福
山
市
の
市
の
花
に
ば
ら

が
制
定
さ
れ
た
。

く
わ
い･

･
･

日
本
へ
は
平
安
初
期
に
中
国
か
ら
伝
来
し
た
と
い
う
説
・�

１
６
世
紀
に
朝
鮮
半
島
よ
り
伝
わ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

福
山
市
が
全
国
生
産
量
の
８
０
％
を
誇
る
。
く
わ
い
は
元
来
『
お
芽
出

た
い
』
食
材
と
し
て
お
せ
ち
料
理
に
は
欠
か
せ
な
い
。

期
間
限
定
品
と
銘
打
っ
て
、
く
わ
い
焼
酎
が
売
ら
れ
て
い
る
。

福
山
琴･

･
･

全
国
生
産
量
の
７
０
％
を
占
め
、
楽
器
と
し
て
初
め
て
伝
統

的
工
芸
品
に
指
示
さ
れ
た
日
本
随
一
の
琴
ブ
ラ
ン
ド
。
江
戸
時
代
初
期
、

福
山
城
が
築
か
れ
た
頃
、
福
山
琴
が
誕
生
。
江
戸
の
城
下
町
で
は
、
芸

事
が
盛
ん
で
、
福
山
で
も
歴
代
藩
主
の
奨
励
も
あ
っ
て
歌
謡
、
音
曲
が

盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
は
、
秀
れ
た
琴
の
演
奏

家
が
生
ま
れ
、
こ
う
し
た
背
景
か
ら
福
山
で
は
琴
の
需
要
が
多
く
、
早

く
か
ら
琴
作
り
が
行
わ
れ
て
い
た 

下
駄･

･
･

か
つ
て
日
本
一
の
生
産
高
を
誇
っ
た
松
永
下
駄
は
、
実
は
明
治

１
０
年
代
、
塩
田
に
潮
を
引
き
入
れ
る
入
り
江
の
そ
ば
、
下
駄
屋
の
主

人
丸
山
茂
助
が
、
塩
を
運
ぶ
船
の
帰
路
の
空
荷
に
着
目
し
た
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
っ
た
。
こ
の
片
荷
に
山
陰
の
雑
木
ア
ブ
ラ
ギ
リ
を
乗
せ
て
格
安

に
仕
入
れ
、
入
り
江
に
筏
に
組
ん
で
貯
木
し
、
入
用
な
分
だ
け
製
材
し

て
桐
下
駄
に
替
え
た
の
で
あ
る
。

明
王
院
（
み
ょ
う
お
う
い
ん
）･

･
･

福
山
市
草
戸
町
に
あ
る
真
言
宗
大
覚�

寺
派
の
仏
教
寺
院
。
芦
田
川
に
面
し
た
愛
宕
山
の
麓
に
あ
り
草
戸
稲
荷�

神
社
が
隣
接
。
本
堂
は
１
３
２
１
年
（
元
応
３
年
）
・
五
重
塔
は
１
３

４
８
年
（
貞
和
４
年
）
に
建
立
さ
れ
、
共
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
は
常
福
寺
（
８
０
７
年
（
大
同
２
年
）
に
空
海
（
弘
法
大
師
）

に
よ
っ
て
創
建
）
と
い
わ
れ
、
中
世
に
は
草
戸
千
軒
町
が
、
門
前
町
と

し
て
栄
え
て
い
た
と
こ
ろ
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

花
火･

･
･

市
を
あ
げ
て
行
う
夏
祭
り
は
、
毎
年
８
月
１
３
日
か
ら
１
５

日
ま
で
の
３
日
間
開
催
さ
れ
、
最
終
日
の
８
月
１
５
日
に
花
火
大
会
が

フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る
。
日
本
の
伝
統
花
火
や
珍
し
い
仕
掛
け
花
火
が
夏

の
夜
空
を
彩
る
。
１
３
日
は
江
戸
時
代
か
ら
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
、

広
島
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る｢

二
上
り
お
ど
り｣

を
市

民
の
盆
踊
り
と
し
て
市
内
中
心
部
で
開
催
。
１
３
日
・
１
４
日
は
、
６

月
か
ら
続
く
毎
週
土
曜
日
の
夜
店
出
店
の
最
終
日
と
し
て
「
さ
よ
な
ら

夜
店
」
を
開
催
す
る
。

備
後
絣
（
び
ん
ご
が
す
り
）･

･
･

１
８
５
３
年
に
富
田
久
三
朗
が
考
案
。

糸
染
め
の
前
に
図
案
に
従
っ
て
部
分
的
に
糸
を
括
り
、
わ
ざ
と
染
ま
ら

な
い
部
分
を
作
り
、
そ
れ
を
織
る
段
階
で
合
わ
せ
て
模
様
に
す
る
技
法
。�

日
本
三
大
絣
の
ひ
と
つ
。

松
木 

由
紀
子 

さ
ん

ま
つ
き

ゆ
き
こ


