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七
〇
〇
〇
ち
か
い
島
々
か
ら
な
る
島
国
日
本
。
個
々
の
歴
史
や
文
化
、
景
観
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

こ
に
住
ま
う
人
た
ち
の
気
質
も
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
ユ
ニ
ー
ク
さ
の
根
底

に
は
島
を
と
り
ま
く
海
の
存
在
が
あ
る
。
島
に
豊
穣
を
も
た
ら
し
、
時
に
は
荒
れ
狂
っ
て
人
命

を
奪
う
と
い
う
海
の
両
面
性
が
島
々
の
個
性
を
、
そ
し
て
〝
日
本
群
島
〞
の
気
質
を
形
づ
く
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
天
草
諸
島
、
菅
島
、
佐
渡
、
軍
艦
島
、
大
崎
上
島
、
奄
美
大
島
、
八

丈
島
な
ど
、
か
つ
て
訪
ね
た
島
々
の
記
憶
か
ら
、「
海
と
島
の
国
」
の
在
り
方
を
考
え
る
。

初
め
て
の
旅
、
大
き
な
島
・
九
州
へ

菅
島
の
テ
レ
ビ
結
婚
式

「
小
木
民
俗
資
料
館
」を
訪
ね
て
佐
渡
へ

〝
棄
て
ら
れ
た
島
〞軍
艦
島
へ

大
崎
上
島
、
素
晴
ら
し
き
船
こ
ぎ
競
漕

八
月
踊
り
の
奄
美
大
島
へ

八
丈
島
に
遊
ぶ

ま
だ
続
く
島
々
の
旅

海
と
島
の
日
本
・
Ⅷ
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大
戦
中
、
父
親
の
郷
里
・
志
摩
半
島
の
海
で
多
く
の
時
間
を
す
ご

し
た
。
当
時
、
砂
利
道
を
の
ろ
の
ろ
走
る
バ
ス
は
あ
っ
た
が
、
時
間

は
か
か
る
し
排
気
ガ
ス
で
車
酔
い
す
る
か
ら
、
小
島
の
点
在
す
る
英あ

虞ご

湾
を
巡
航
船
に
乗
る
ほ
う
が
楽
で
た
の
し
か
っ
た
。
そ
こ
は
陸
の

孤
島
同
然
で
あ
っ
た
。
住
ま
い
は
伊
勢
神
宮
外
宮
の
神
苑
の
隣
に
あ

っ
た
が
、
戦
争
中
は
鳥
羽
の
海
岸
に
臨
ん
だ
小
さ
な
別
荘
に
疎
開
し

て
い
て
、
毎
日
、
海
を
遊
び
場
に
し
、
海
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
。

だ
か
ら
島
を
陸り

く

土ど

と
区
別
し
て
、
特
別
の
場
所
と
い
う
感
じ
を
持
っ

て
は
い
な
か
っ
た
。

旅
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
長
い
間
に
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
島
を
訪

れ
た
と
漠
然
と
思
っ
て
い
た
が
、
数
え
て
み
た
ら
八
〇
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
日
本
群
島
に
は
お
よ
そ
六
八
〇
〇
の
島
が
あ
り
、
う
ち
四
二
〇

ほ
ど
が
有
人
の
島
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
か
ら
、
わ
ず
か
八
〇
し
か

行
っ
て
い
な
い
と
、
少
な
さ
に
い
さ
さ
か
が
っ
か
り
し
た
。〝
旅
す

る
巨
人
〞
宮
本
常
一
さ
ん
は
四
二
〇
余
の
大
半
を
、
そ
れ
も
交
通
不

便
の
時
代
に
訪
ね
た
と
い
う
か
ら
、
驚
嘆
す
る
ば
か
り
だ
。

訪
れ
て
み
る
と
島
は
い
つ
も
面
白
く
、
立
ち
去
り
難
い
思
い
が
あ

っ
た
。
島
そ
の
も
の
の
自
然
景
観
の
違
い
は
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
や
文

化
を
映
し
だ
し
て
い
る
集
落
と
習
俗
、
産
業
。
漁
船
の
舫
う
港
の
風

景
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
住
む
人
々
の
気
質
が
島
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性

を
持
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
島
々
の
個
性
の
集
ま
り
で
あ
る
〝
群
島
日

本
〞
の
面
白
さ
が
こ
こ
に
あ
る
。

そ
こ
で
、
島
の
記
憶
を
い
く
つ
か
、
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

一
九
五
八
年
、
大
学
は
文
学
部
に
入
っ
た
が
、
一
年
の
終
わ
り
の

春
休
み
に
初
め
て
の
長
い
旅
に
出
た
。
郷
里
・
伊
勢
で
子
ど
も
の
こ

ろ
か
ら
の
友
、
Ｔ
大
文
学
部
哲
学
科
の
Ⅰ
と
一
緒
に
。
面
白
い
奴
だ

が
我
が
強
い
。
必
ず
衝
突
す
る
と
お
互
い
に
判
っ
て
い
た
か
ら
、
行

き
先
を
一
日
ず
つ
交
代
で
決
め
る
と
約
束
し
て
い
た
。
一
週
間
ほ
ど

の
日
程
で
九
州
を
一
周
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。

冬
休
み
中
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
、
稼
い
だ
金
額
と
同
額
を
父
親
は
く

れ
る
と
約
束
し
て
い
た
。
こ
の
あ
り
が
た
い
約
束
の
お
陰
で
大
学
の

四
年
間
、
い
い
旅
が
で
き
た
の
だ
が
。

九
州
は
博
多
か
ら
旅
は
は
じ
ま
っ
た
。
ど
う
い
う
行
程
を
経
た
か
、

二
人
が
学
生
服
と
背
広
を
着
た
姿
で
写
っ
て
い
る
ア
ル
バ
ム
に
よ
る

と
、
阿
蘇
か
ら
、
耶
馬
渓
を
過
ぎ
湯
布
院
へ
出
て
泊
っ
た
ら
し
い
。

田
園
の
真
っ
た
だ
中
の
古
き
良
き
湯
治
場
・
由
布
院
の
写
真
が
残
っ

て
い
る
。
そ
の
後
、
豊
後
竹
田
、
阿
蘇
（
相
棒
の
行
き
先
決
定
日
で
二
回

も
阿
蘇
に
付
き
合
わ
さ
れ
た
）、
高
千
穂
。

そ
こ
か
ら
や
っ
と
海
へ
出
た
。
宮
崎
か
ら
新
婚
旅
行
の
メ
ッ
カ
日

南
海
岸
は
鬼
の
洗
濯
板
の
青
島
や
、
海
の
神
を
祀
る
鵜
戸
神
宮
を
経

て
志
布
志
へ
。
桜
島
か
ら
鹿
児
島
を
経
て
、
薩
摩
半
島
の
先
端
、
山

川
港
へ
。
山
川
港
で
は
目
の
前
で
大
隅
半
島
の
佐
多
岬
へ
渡
る
連
絡

船
に
逃
げ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
指
宿

い
ぶ
す
き

へ
。
指
宿
で
は
足
の
先
で
波
が
打

初
め
て
の
旅
、大
き
な
島
・
九
州
へ
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ち
寄
せ
る
砂
浜
の
砂
風
呂
な
る
も
の
を
経
験
し
た
。
目
の
前
の
海
の

上
に
、
茶
碗
を
伏
せ
た
よ
う
な
開
聞
岳
が
あ
っ
た
。
海
か
ら
山
が
突

っ
立
っ
て
い
る
見
た
こ
と
の
な
い
風
景
。
長
く
バ
ス
に
揺
ら
れ
、
枕

崎
を
通
っ
て
九
州
の
南
端
、
日
本
三
津
の
一
つ
坊

ぼ
う
の

津つ

に
泊
る
。
鄙

び
た
港
町
だ
。
宿
の
お
や
じ
は
田
舎
文
人
ら
し
い
身
な
り
を
し
て
い

て
、
学
生
風
情
の
私
た
ち
に
や
け
に
親
切
だ
っ
た
。
夜
は
酒
を
一
緒

に
飲
み
な
が
ら
中
国
に
連
な
る
坊
津
の
歴
史
を
語
り
、
馬
祖
の
話
を

し
、
翌
日
は
船
で
海
を
案
内
し
て
く
れ
た
。

そ
こ
か
ら
ど
う
い
っ
た
の
か
覚
え
は
な
い
が
、
与
謝
野
鉄
幹
ら
五

人
の
「
五
足
の
靴
」
の
あ
と
を
辿
っ
て
天
草
へ
渡
っ
た
。
天
草
で
は

キ
リ
シ
タ
ン
教
会
堂
が
違
和
感
な
く
海
に
馴
染
ん
で
い
た
。
泊
っ
た

温
泉
宿
の
一
泊
一
四
五
〇
円
の
領
収
書
が
ア
ル
バ
ム
に
貼
っ
て
あ
る
。

そ
の
後
、
長
崎
を
観
光
し
て
旅
を
終
え
た
。

阿
蘇
と
高
千
穂
で
山
を
経
験
し
た
あ
と
は
、
毎

日
、
海
岸
線
を
見
な
が
ら
歩
い
た
九
州
の
旅
だ
っ

た
。そ

れ
ま
で
の
私
は
疎
開
し
た
母
の
郷
里
で
あ
る

滋
賀
の
ほ
か
は
、
住
む
伊
勢
・
志
摩
の
海
、
父
が

連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
東
京
と
い
う
大
都
会
と
、

東
海
道
線
の
車
窓
か
ら
見
る
風
景
以
外
を
知
ら
な

か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
自
然
海
岸
の
景

観
、
人
の
い
る
漁
村
の
風
景
は
ど
こ
も
親
し
い
な

が
ら
物
珍
し
い
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
。
こ
ん
な

に
知
ら
な
い
海
が
あ
る
の
か
。
こ
ん
な
に
多
様
な

景
色
が
日
本
に
は
あ
る
の
か
│
│
。

九
州
は
で
か
い
島
を
歩
い
た
印
象
が
強
く
残
っ

た
。
ち
な
み
に
こ
の
島
は
日
本
で
三
番
目
に
大
き

く
、
一
三
〇
〇
万
人
が
暮
ら
す
。

五
〇
年
前
、
共
に
旅
を
し
た
Ｉ
は
今
春
に
天
国

特集 海と島の日本・Ⅷ

天草の漁港。

天草の
キリシタン教会。
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へ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
九
六
六
年
一
〇
月
。
当
時
わ
た
し
は
名
古
屋
に
あ
る
テ
レ
ビ
局

の
ス
ポ
ン
サ
ー
担
当
の
営
業
マ
ン
を
や
っ
て
い
た
。
徳
川
無
声
と
中

村
メ
イ
コ
、
こ
の
二
人
が
司
会
と
仲
人
役
を
す
る
結
婚
式
の
生
中
継

番
組
の
放
送
で
、
三
重
県
鳥
羽
市
の
離
島
・
菅
島
へ
渡
っ
た
。

巡
航
船
が
着
く
と
島
人
の
群
れ
が
押
し
寄
せ
る
。
当
時
は
ま
だ
テ

レ
ビ
受
像
機
が
島
に
三
台
し
か
な
く
、
中
継
な
ど
稀
な
も
の
珍
し
い

時
代
で
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
有
名
人
が
来
た
の
だ
か
ら
た
ま
ら
な
い
。

島
は
大
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
私
の
記
憶
に
は
ま
っ
た
く
抜
け
落
ち
て
い

た
が
、
そ
の
結
婚
式
場
は
砂
浜
だ
っ
た
そ
う
だ
。

一
九
六
九
年
に
、
私
は
テ
レ
ビ
局
を
辞
め
て
郷
里
・
伊
勢
へ
帰
り
、

〝
博
物
館
屋
〞
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
後
た
び
た
び
こ
の
島
を
訪
れ

る
こ
と
に
な
る
。
伊
勢
湾
口
に
あ
る
菅
島
は
周
囲
わ
ず
か
一
三
キ
ロ
、

住
人
七
〇
〇
。
こ
こ
は
海
女
の
島
で
あ
る
。
夏
前
、
海
女
の
漁
は
じ

め
の
「
口
明
け
」
行
事
で
あ
る
「
し
ろ
ん
ご
祭
り
」
は
、
今
で
は
め

っ
き
り
海
女
は
減
っ
た
が
、
写
真
家
の
群
が
る
祭
り
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
番
組
「
こ
こ
に
幸
あ
れ
」
第
三
八
二
回
で
結
婚
式
を
挙
げ
た

の
は
Ｋ
夫
妻
。
当
時
二
四
歳
だ
っ
た
。
四
二
年
ぶ
り
に
菅
島
で
二
人

に
会
っ
て
、
記
憶
か
ら
消
え
て
い
た
当
時
の
様
子
を
聞
い
た
。

二
人
は
同
級
生
、
と
い
う
こ
と
は
島
育
ち
の
幼
馴
染
だ
っ
た
。
二

人
と
も
夏
場
は
ア
マ
を
し
た
。
彼
は
潜
り
が
上
手
で
ア
ワ
ビ
を
獲
っ

た
が
、
結
婚
後
、
親
の
仕
事
を
継
い
で
安
定
し
た
商
売
の
左
官
に
な

っ
た
。
親
が
ま
だ
四
〇
代
で
若
か
っ
た
か
ら
同
居
も
嫌
で
、
出
稼
ぎ

に
島
の
外
へ
出
て
仕
事
を
し
た
。
菅
島
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
ま
り
出

稼
ぎ
の
な
か
っ
た
島
な
の
で
「
わ
し
ら
が
初
め
て
の
ほ
う
や
ろ
」
と

い
う
。
か
あ
さ
ん
（
妻
）
も
連
れ
て
い
っ
て
飯
場
で
一
緒
に
暮
ら
し

た
。
博
打
は
な
ん
で
も
や
っ
た
。
競
艇
、
競
輪
、
麻
雀
、
パ
チ
ン
コ
。

「
女
遊
び
以
外
は
」
と
い
う
亭
主
に
妻
は
ニ
ヤ
リ
と
笑
っ
た
。
二
〇

年
ほ
ど
前
、
そ
ろ
そ
ろ
仕
事

も
少
な
く
な
っ
て
き
た
し
、

親
父
の
面
倒
も
見
な
あ
か
ん

の
で
帰
っ
て
き
た
。
い
ま
は

毎
日
、
日
が
な
一
日
釣
り
に

出
る
。

彼
は
漁
師
で
は
な
い
の
で

漁
業
の
こ
と
を
深
く
は
知
ら

な
い
が
、「
島
は
豊
か
に
な

っ
と
ら
ん
」
と
い
う
。
漁
業

は
船
や
機
械
に
金
が
か
か
る
。

陸
（
島
の
外
）
に
持
っ
て
る

車
に
も
金
が
か
か
る
。

そ
れ
で
も
島
は
暮
ら
し
よ

い
。
家
族
も
い
る
し
、
兄
弟

菅島の木下さ
んが持ってい
た結婚式の放
送台本と記念
写真。

菅
島
の
テ
レ
ビ
結
婚
式
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も
い
る
。
み
ん
な
顔
見
知
り
だ
。
夕
方
に
な
る
と
誰
か
が
サ
カ
ナ
を

お
い
て
っ
て
く
れ
る
。
島
の
み
ん
な
が
親
戚
み
た
い
で
あ
る
。

孫
が
来
て
「
爺
ち
ゃ
ん
の
サ
カ
ナ
食
う
と
ボ
ク
元
気
に
な
る
わ
」

と
言
っ
て
く
れ
る
の
が
嬉
し
い
。「
子
ど
も
は
島
で
育
て
た
け
ど
、

わ
し
は
左
官
屋
で
、
出
稼
ぎ
で
何
日
も
家
を
空
け
た
。
日
頃
子
ど
も

と
顔
合
わ
さ
ん
。
そ
れ
で
一
週
間
に
一
度
は
子
ど
も
と
外
食
し
た
」。

そ
れ
が
一
番
の
娯
楽
だ
っ
た
と
い
う
。

「
今
日
は
ご
飯
作
り
た
な
い
、
思
う
こ
と
あ
る
や
ろ
、
そ
ん
で
も
食

事
し
に
島
の
外
へ
出
ら
れ
へ
ん
」。
そ
ん
な
時
「
橋
が
あ
っ
た
ら
え

え
の
に
」
と
奥
さ
ん
は
い
う
。
な
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
娯
楽
の

少
な
い
こ
と
が
苦
し
い
の
だ
。
陸
の
人
間
に
は
分
か
ら
ぬ
悩
み
で
あ

る
。い

ろ
ん
な
事
情
が
重
な
っ
て
、
島

か
ら
若
者
が
出
て
し
ま
っ
た
。
と
く

に
女
の
子
が
出
て
い
っ
た
。
最
近
、

島
に
都
会
か
ら
も
〝
嫁
さ
ん
〞
が
来

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
埼
玉
か
ら
来

た
子
は
、
ど
こ
へ
出
し
て
も
べ
っ
ぴ

ん
や
。
最
初
は
船
酔
い
で
ゲ
ロ
し
と

っ
た
の
に
、
い
ま
は
元
気
に
合
羽
着

て
網
仕
事
し
と
る
よ
」。

島
に
新
し
い
風
が
吹
き
出
し
た
の

だ
。
海
の
環
境
は
悪
く
な
っ
た
、
漁

獲
も
停
滞
気
味
、
魚
価
も
低
迷
し
て
い
る
。
外
か
ら
来
た
若
い
嫁
た

ち
に
島
は
ど
う
見
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

一
九
七
三
年
夏
。
佐
渡
へ
は
じ
め
て
渡
っ
た
。
佐
渡
は
沖
縄
に
次

ぐ
周
囲
二
六
二
キ
ロ
の
大
き
な
島
だ
っ
た
。
小
木
の
宿
根
木
に
あ
る

小
木
民
俗
資
料
館
（
後
に
「
佐
渡
國
小
木
民
俗
博
物
館
」
と
改
称
）
を
訪
ね

る
目
的
で
あ
っ
た
。

二
年
前
の
一
九
七
一
年
一
二
月
、
大
阪
万
博
の
翌
年
、
鳥
羽
で

「
海
の
博
物
館
」
を
や
っ
と
開
館
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
期
待
し
て
開
館

し
た
博
物
館
に
は
入
館
者
が

少
な
か
っ
た
。
開
館
の
記
念

講
演
会
に
宮
本
常
一
さ
ん
を

呼
ん
だ
機
会
に
、
ど
う
し
た

ら
い
い
か
聞
い
た
。

「
資
料
を
集
め
な
さ
い
、
と

に
か
く
同
じ
も
の
で
も
い
い
、

五
万
点
集
め
る
と
、
見
え
て

く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
よ
」。

そ
の
参
考
に
な
る
か
ら
ぜ
ひ
、

佐
渡
の
小
木
民
俗
資
料
館
へ

行
っ
て
み
る
と
い
い
、
と
宮

特集 海と島の日本・Ⅷ

野焼き場へ運ぶ棺桶を乗せ、4人で担ぐ「ミコ
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渡
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本
さ
ん
に
教
え
ら
れ
た
。
博
物
館
の
原
点
で
あ
る
資
料
を
忘
れ
て
い

た
の
だ
っ
た
。

小
木
で
は
そ
の
資
料
の
量
に
圧
倒
さ
れ
た
。
廃
校
の
校
舎
い
っ
ぱ

い
に
と
こ
ろ
狭
し
と
民
俗
資
料
が
詰
ま
っ
て
い
た
。
た
ら
い
船
、
磯

の
魚
介
藻
を
獲
る
漁
撈
用
具
は
も
ち
ろ
ん
、
漁
村
の
暮
ら
し
の
道
具

や
祭
具
、
棺
桶
の
よ
う
な
葬
具
ま
で
あ
っ
た
。
国
の
重
要
有
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は
漁
撈
用
具
な
ど
海
の
資
料
で
あ
っ

た
が
、
ほ
か
に
厖
大
な
農
具
類
も
収
集
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
の

豊
富
さ
。
島
人
た
ち
は
海
ば
か
り
で
な
く
、
取
り
巻
く
自
然
の
す
べ

て
と
か
か
わ
っ
て
暮
ら
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

漏
ら
さ
ず
集
め
て
資
料
館
を
つ
く
っ
た
人
々
の
執
念
を
感
じ
た
。

佐
渡
と
い
う
島
の
文
化
に
魅
せ
ら
れ
た
外
の
研
究
者
に
刺
激
さ
れ
た

と
は
い
え
、
そ
の
土
地
の
人
々
が
モ
ノ
の
集
め
人
で
あ
っ
た
。

そ
の
資
料
群
は
、
島
の
豊
か
さ
を
秘
め
て
い
た
。
豊
か
さ
と
い
っ

て
も
、
贅
沢
な
暮
ら
し
を
い
う
の
で
は
な
い
。
螺ら

鈿で
ん

や
彫
金
で
飾
ら

れ
た
家
具
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
金
襴
や
絹
の
衣
装
に
あ
ふ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
時
期
、
こ
の
島
は
多
く
の
黄
金
を
生
ん
だ

が
、
島
人
は
恩
恵
を
受
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
い
な
が
ら
多
種
多
様

な
器
具
、
道
具
を
工
夫
し
た
島
人
た
ち
は
日
々
の
暮
ら
し
を
豊
か
に

し
て
き
た
。
モ
ノ
を
大
切
に
作
り
使
う
、
暮
ら
し
を
一
番
に
考
え
る

気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

小
木
で
博
物
館
の
モ
ノ
集
め
、
集
積
し
た
モ
ノ
か
ら
伝
わ
る
感
動

に
、
あ
ら
た
め
て
宮
本
さ
ん
に
感
謝
し
な
が
ら
、
短
い
時
間
だ
っ
た

が
、
相
川
の
金
鉱
山
跡
か
ら
両
津
へ
バ
ス
に
乗
っ
て
佐
渡
の
平
野
部

を
見
た
。
そ
こ
で
能
舞
台
を
い
く
つ
も
見
た
。
そ
こ
に
は
田
園
が
広

が
り
、
加
茂
湖
の
風
景
が
あ
っ
た
。
外
海
府
を
回
れ
な
か
っ
た
の
は

残
念
だ
っ
た
が
、
こ
の
島
は
、
素
晴
ら
し
い
独
立
国
だ
と
思
っ
た
。

一
九
八
三
年
八
月
。
長
崎
の
友
人
Ｔ
さ
ん
の
案
内
で
釣
り
船
を
雇

い
端は

島し
ま

へ
渡
っ
た
。
こ
の
島
は
軍
艦
島
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
島
は
棄

て
ら
れ
て
す
で
に
一
〇
年
を
経
て
い
た
。
そ
の
記
憶
を
当
時
の
「
Ｓ

Ｏ
Ｓ
運
動
」（S

av
e
O
u
r
S
ea

の
略
。「
海
の
博
物
館
」
が
始
め
た
海
を
守
る
運

動
）
機
関
誌
に
書
い
た
文
章
か
ら
引
用
す
る
。

●

あ
る
夏
の
日
に
こ
の
島
へ
渡
っ
た
。
肥
っ
た
野
良
犬
が
一
匹
い
た
。

猫
も
一
匹
い
る
そ
う
だ
が
見
掛
け
な
か
っ
た
。
釣
り
人
の
残
飯
が
僅

か
に
二
匹
の
動
物
を
生
か
し
て
い
る
ら
し
い
。

痩
せ
た
雑
草
も
多
く
は
な
い
。
敷
き
つ
め
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
土

を
圧
倒
し
て
い
た
。

坑
口
な
ど
危
険
な
場
所
は
完
全
に
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
の
で
、
炭
鉱

の
残
姿
は
よ
く
読
み
と
れ
な
い
。
そ
の
上
に
乗
る
八
、
九
階
建
の
ア

パ
ー
ト
群
は
、
暗
く
し
め
っ
ぽ
く
、
暗
い
底
に
僅
か
な
光
し
か
当
た

ら
ぬ
庭
が
あ
っ
た
。
ま
だ
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
人
々
の
汗
の
臭
い
を

発
散
し
て
い
る
よ
う
で
生
々
し
い
。
汚
れ
た
子
ど
も
の
肌
着
。
野
球

〝
棄
て
ら
れ
た
島
〞軍
艦
島
へ
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の
バ
ッ
ト
。
使
え
そ
う
な
や
か
ん
。
壁
や
い
た
る
と
こ
ろ
の
落
書
き
。

一
杯
飲
み
屋
の
看
板
は
奈
落
の
入
り
口
に
並
ん
で
、
傾
い
て
い
た
。

遊
郭
は
多
分
、
陽
の
と
ど
か
ぬ
地
階
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
偉
い
さ
ん
方
は
、
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
の
か
。
小
さ
な
ロ
の

字
型
、
コ
の
字
型
を
し
た
高
層
ア
パ
ー
ト
の
南
向
き
で
海
の
見
え
る

大
き
目
の
一
室
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
彼
ら
の
親
方
、
資
本

家
た
ち
は
、
島
へ
来
る
こ
と
も
な
く
都
会
の
豪
邸
に
お
さ
ま
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
が
。

島
の
一
番
高
い
場
所
が
神
社
だ
っ
た
。
ご
神
体
は
誰
か
が
持
ち
去

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
社
の
前
は
広
庭
に
な
っ
て
い
て
、
亭
主
の
安

全
と
多
い
収
入
を
願
う
女
た
ち
で
引
き
も
切
ら
な
か
っ
た
様
子
が
し

の
ば
れ
る
。

周
囲
に
ぐ
る
り
と
回
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
厚
い
護
岸
壁
は
高
い
低
い
は
あ
る
が
、
島
内

側
で
三
〜
七
メ
ー
ト
ル
、
海
面
か
ら
は
一
〇
〜

二
〇
メ
ー
ト
ル
は
あ
ろ
う
か
。
下
に
は
岩
礁
が

待
ち
受
け
て
い
る
か
ら
、〝
け
つ
わ
り
〞
と
呼

ば
れ
て
い
た
脱
走
者
は
死
と
道
づ
れ
で
あ
っ
た
。

四
周
は
海
で
も
、
浜
へ
降
り
ら
れ
る
場
所
は
な

い
。
海
水
浴
な
ど
思
い
も
及
ば
ぬ
海
で
あ
っ
た
。

高
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
の
た
だ
一
ヶ
所
が
切
っ

て
あ
っ
て
、
船
着
き
岸
壁
に
な
っ
て
お
り
、
こ

こ
が
島
の
唯
一
の
入
り
口
出
口
。

軍
艦
の
中
は
牢
獄
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

盛
時
、
六
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
五
〇
〇
〇
余

人
が
住
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
東
京
の
人
口
密
度

の
一
〇
倍
。
さ
ら
に
、
採
炭
、
貯
炭
、
選
炭
な

ど
に
大
き
な
場
所
を
取
ら
れ
る
か
ら
、
人
間
様

の
住
居
は
狭
く
高
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の

特集 海と島の日本・Ⅷ
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た
め
、
す
で
に
大
正
五
年
か
ら
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
高
層
ビ
ル

が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
廃
島
時
、
そ
ん
な
ア
パ
ー
ト
群
は
二
一
棟
、

八
九
五
世
帯
分
を
数
え
た
。

石
炭
以
外
の
生
産
品
は
皆
無
。
水
、
食
糧
、
衣
服
、
住
居
用
資
材
。

電
気
と
熱
源
を
除
く
な
に
も
か
も
が
船
で
島
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
て

い
た
。
い
の
ち
の
水
が
野
母
崎
半
島
か
ら
海
底
給
水
管
で
送
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
島
が
棄
て
ら
れ
る
一
七
年
前
で
し
か
な
い
。

そ
れ
以
前
は
一
人
一
日
五
〇
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
水
で
、
汗
ま
み
れ
泥

ま
み
れ
の
労
働
者
は
暮
ら
し
て
い
た
と
記
録
に
あ
る
。
風
呂
な
ど
ろ

く
に
入
れ
な
い
量
に
す
ぎ
な
い
。

朝
も
三
時
か
ら
　
弁
当
箱
下
げ
て
　
坑
内
降
り
る
も
　
親
の
罰

ど
ん
ど
ん

「
昭
和
二
年
の
賃
金
は
日
給
が
坑
内
五
〇
銭
、
坑
外
四
五
銭
、
帝
大

出
の
月
給
三
八
円
。
工
専
出
が
三
二
円
の
頃
で
あ
る
。
自
分
（
久
光
）

の
小
さ
い
頃
の
大
正
時
代
は
納
屋
制
度
が
残
っ
て
お
り
、
給
料
は
土

曜
日
ご
と
に
親
方
か
ら
も
ら
い
、
親
方
は
酒
二
合
と
お
か
ず
を
作
っ

て
、
そ
の
分
は
給
料
か
ら
引
か
れ
た
と
い
う
。
遊
郭
（
島
に
は
七
軒
営

業
。
女
性
は
三
〇
人
位
い
た
）
へ
行
く
に
も
親
方
の
印
判
を
も
ら
わ
な

い
と
行
け
な
か
っ
た
。
正
月
に
は
親
方
は
紋
付
き
を
作
ら
せ
て
金
を

取
り
、
鉱
夫
は
苦
し
く
て
逃
げ
よ
う
に
も
、
借
金
で
逃
げ
ら
れ
な
か

っ
た
。」（
長
崎
・
年
輪
）
と
、
大
正
二
年
生
ま
れ
の
田
中
久
光
老
が
語

っ
て
い
る
。

納
屋
制
度
と
い
う
の
は
、
人
夫
の
募
集
と
監
督
を
特
定
の
「
請
負

高層建築の廃墟が立ち並ぶ軍艦島の全景・1983年撮影。
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人
」
を
定
め
て
任
せ
る
下
請
け
制
で
あ
る
。

「
一
週
間
に
一
度
の
開
放
さ
れ
た
休
憩
の
日
に
、
一
升
徳
利
を
据
え
、

飯
茶
碗
に
な
み
な
み
と
冷
酒
を
注
ぎ
沢
庵
漬
け
を
肴
に
、
酔
い
を
む

さ
ぼ
る
者
や
綿
の
は
み
出
し
た
煎
餅
蒲
団
を
畳
み
、
そ
れ
を
囲
ん
で

花
札
を
く
り
博
打
を
打
っ
て
楽
し
む
姿
を
目
撃
し
た
が
、
又
酔
眼
も

う
ろ
う
と
し
た
人
相
の
悪
い
男
が
そ
の
仲
間
の
一
人
と
口
論
の
末
、

斧
や
鋸
な
ど
を
振
り
回
し
、
或
は
出
刃
、
あ
い
く
ち
な
ど
を
さ
か
手

に
持
っ
て
半
狂
乱
の
よ
う
に
相
手
構
わ
ず
、
切
り
つ
け
る
様
や
、
日

本
刀
を
ふ
り
か
ぶ
り
互
い
に
斬
り
結
び
遂
に
は
頭
を
割
ら
れ
、
肩
先

を
斬
ら
れ
、
血
達
磨
と
な
っ
て
医
師
の
も
と
へ
担
ぎ
込
ま
れ
る
」

（『
高
島
町
文
化
史
』）。
そ
ん
な
出
来
事
は
日
常
茶
飯
に
繰
り
広
げ
ら
れ

る
荒
れ
た
光
景
で
あ
っ
た
。

そ
の
上
な
に
が
な
ん
で
も
増
産
を
し
い
ら
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
、

金
の
か
か
る
坑
内
の
安
全
対
策
は
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
か

ら
、
火
災
、
落
盤
、
出
水
に
よ
る
事
故
は
頻
発
し
、
死
亡
者
は
あ
い

次
い
だ
。
こ
の
島
の
百
年
で
幾
人
の
名
も
な
い
鉱
夫
が
死
ん
で
い
っ

た
か
わ
か
ら
な
い
。
昭
和
四
九
年
廃
島
と
な
っ
た
時
、「
坑
内
事
故

な
ど
で
死
ん
だ
二
一
五
人
の
め
い
福
を
祈
っ
て
黙
と
う
を
さ
さ
げ

た
」（
長
崎
新
聞
）
と
あ
る
が
、
た
ぶ
ん
そ
の
数
は
事
実
と
は
遠
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。
直
接
の
事
故
で
の
死
は
悲
惨
で
あ
っ
た
が
、
炭
塵
や

ば
い
煙
に
肺
を
冒
さ
れ
て
、
の
た
う
っ
て
死
ん
だ
者
は
よ
り
悲
惨
で

あ
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
牢
獄
の
中
で
金
と
力
で
生
き
る
権
利
さ
え

買
い
取
ら
れ
て
狂
い
死
ん
だ
も
の
は
地
獄
で
あ
っ
た
。

敗
戦
後
の
軍
艦
島
に
も
「
民
主
主
義
」
が
少
し
ず
つ
入
っ
て
き
て

〝
地
獄
〞
は
姿
を
消
し
た
。
学
校
も
出
来
、
水
も
来
て
、
文
化
も
相

応
に
落
ち
て
き
た
。

翌
日
、
今
も
細
々
と
採
炭
を
続
け
る
高
島
―
―
端
島
の
北
に
あ
る

離
れ
島
―
―
役
場
を
訪
ね
た
帰
り
、
真
夏
の
太
陽
が
ギ
ラ
ギ
ラ
照
り

つ
け
る
高
層
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ア
パ
ー
ト
群
の
間
を
歩
い
て
い
る
と
、

突
然
「
ウ
オ
ー
」
と
獣
の
叫
び
が
聞
こ
え
た
。
も
う
一
度
「
ウ
オ
ー
」
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と
知
っ
た
。
そ
れ
は
い
い
こ
と
だ
。
日
本
群
島
の
繁
栄
と
凋
落
の
経

過
、
今
た
ど
り
つ
つ
あ
る
日
本
と
い
う
国
の
未
来
の
姿
を
現
実
に
、

眼
前
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
か
け
が
え
の
な
い
遺
産
と
し
て
。

鳥
羽
の
市
役
所
に
、「
潮
騒
ク
ラ
ブ
」
と
い
う
船
こ
ぎ
競
漕
の
若

い
仲
間
の
集
ま
り
が
あ
っ
た
。
広
島
県
因
島
の
大
会
で
、
彼
ら
は
大

崎
上
島
に
あ
る
東
野
町
の
若
者
た
ち
と
出
会
っ
て
船
こ
ぎ
の
技
術
を

教
え
て
も
ら
っ
た
。
じ
つ
は
、
こ
の
島
に
は
伝
統
的
な
船
こ
ぎ
競
漕

の
祭
り
が
あ
っ
た
の
だ
。
大
崎
上
島
に
は
、
今
は
島
中
が
合
併
し
て

一
つ
の
町
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
あ
い
だ
ま
で
は
ほ
か
に
木
江
町

と
大
崎
町
が
あ
っ
た
。
木
江
に
は
今
も
大
き
な
造
船
所
が
あ
る
よ
う

に
、
島
の
住
民
の
多
く
は
内
外
で
造
船
に
従
事
し
て
き
た
。
そ
ん
な

歴
史
を
伝
え
る
よ
う
に
船
こ
ぎ
競
漕
の
伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
。

盛
時
、
八
月
一
五
日
の
祭
り
日
に
は
、
一
〇
数

ヶ
所
か
ら
競
漕
に
参
加
す
る
船
の
チ
ー
ム
が
や
っ

て
き
た
と
い
う
。

わ
た
し
が
そ
の
島
を
は
じ
め
て
訪
れ
た
の
は
二

〇
〇
一
年
で
あ
っ
た
。
前
日
、
島
を
訪
れ
た
時
、

船
着
き
場
で
船
を
入
念
に
手
入
れ
す
る
若
者
た
ち

の
チ
ー
ム
を
見
た
。
一
人
の
偉
丈
夫
な
老
人
が
怒

40

と
聞
こ
え
た
。
周
り
に
は
人
一
人
い
な
か
っ
た
。
誰
の
叫
び
か
、
つ

い
に
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
ア
パ
ー
ト
の
い
く
つ
か
の
窓
に
は
厳
重

に
金
網
が
隙
間
な
く
張
ら
れ
て
い
た
。
わ
た
し
は
聞
い
て
は
な
ら
ぬ

声
を
聞
い
た
気
が
し
て
、
そ
こ
を
小
走
り
に
通
り
抜
け
る
い
た
た
ま

れ
ぬ
経
験
を
そ
の
時
し
た
。

昭
和
四
九
年
一
月
一
五
日
、「
名
残
り
惜
し
軍
艦
島
　
三
菱
端
島

砿
・
操
業
八
四
年
・
つ
い
に
閉
山
式
」。
長
崎
新
聞
は
当
日
の
様
子

を
伝
え
て
い
る
。

「『
サ
ヨ
ナ
ラ
　
ハ
シ
マ
』
の
人
文
字
が
運
動
場
に
く
っ
き
り
と
現

れ
た
。
軍
艦
島
で
知
ら
れ
る
三
菱
石
炭
鉱
業
高
島
鉱
業
所
端
島
鉱
が

一
五
日
の
閉
山
式
で
つ
い
に
ヤ
マ
の
灯
を
消
し
た
。

石
油
危
機
で
に
わ
か
に
〝
石
炭
見
通
し
〞
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
い
る
な
か
で
、
同
島
は
採
掘
可
能
の
石
炭
を
掘
り
尽
く
し
て
、

〝
天
寿
を
全
う
〞。
こ
の
日
限
り
で
八
四
年
間
の
歴
史
に
寂
し
く
幕
を

下
ろ
し
た
」「
島
は
〝
天
寿
を
全
う
〞
し
て
棄
て
ら
れ
る
が
、
ヤ
マ

の
男
た
ち
は
島
の
天
寿
を
祝
う
て
棄
て
ら
れ
て
い

っ
た
」

そ
の
後
一
〇
年
、
軍
艦
島
を
去
っ
た
人
々
は
何

処
で
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
消
息

を
知
る
す
べ
は
な
い
。

●

最
近
の
報
道
に
よ
っ
て
、
軍
艦
島
の
関
係
者
が

世
界
遺
産
の
登
録
を
目
指
し
て
運
動
を
は
じ
め
た

石原
いしはら

義剛
よしかた

1937年三重県津市生まれ。
1960年早稲田大学文学部
卒。1971年鳥羽市に「海
の博物館」を開館。現在に
至る。専攻は近代漁業史、
漁村民俗、博物館学。著作
に『伊勢湾－海の祭り港の
文化－』『熊野灘を歩く－
海の熊野古道－』（風媒社）。 大

崎
上
島
、素
晴
ら
し
き
船
こ
ぎ
競
漕
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鳴
っ
て
い
た
。「
や
り
直
せ
」。
裏
返
し
に
し
た
船

底
を
油
で
黙
々
と
磨
く
若
者
た
ち
が
い
た
。
真
夏

の
長
い
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
も
う
お
日
様
は
沈
み

か
か
っ
て
い
る
。
ど
の
船
も
明
日
の
準
備
を
終
え

て
い
た
。

船
こ
ぎ
祭
り
は
「
住
吉
祭
」
が
正
式
な
名
で
あ

る
。
朝
八
時
、
海
に
面
し
た
住
吉
神
社
に
全
員
が

参
列
し
て
祭
礼
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
神
社
の
前
の

海
か
ら
競
漕
は
は
じ
ま
る
。
そ
の
年
の
出
漕
艇
は

島
の
西
側
六
地
区
に
減
っ
て
六
隻
だ
っ
た
。
六
地

区
の
前
の
海
域
で
競
漕
が
行
わ
れ
、
勝
っ
た
回
数

で
総
合
優
勝
が
決
ま
る
。
漕
ぎ
手
は
一
六
人
、
大

櫂
と
采
振
り
を
加
え
て
一
八
人
。
地
区
の
名
誉
を

賭
け
て
戦
う
。
梶
の
役
目
を
果
た
す
大
櫂
の
技
が

勝
敗
を
大
き
く
左
右
す
る
。
潮
の
流
れ
、
強
さ
、

風
の
向
き
、
他
艇
の
位
置
な
ど
を
読
み
取
り
な
が

ら
、
コ
ー
ス
取
り
を
巧
み
に
変
え
る
。
し
か
し
、

な
ん
と
い
っ
て
も
勝
敗
を
決
め
る
の
は
乗
り
組
む

全
員
の
心
が
一
つ
に
な
る
こ
と
だ
と
誰
も
が
い
う
。

岸
壁
で
は
大
勢
の
観
客
が
声
援
を
お
く
る
。
若

い
女
の
子
が
集
ま
る
と
こ
ろ
で
は
船
は
早
く
な
る
。
一
競
漕
終
わ
る

と
岸
や
応
援
船
か
ら
祝
儀
袋
の
「
花
」
が
漕
ぎ
手
に
配
ら
れ
る
。

こ
の
日
ば
か
り
は
、
島
は
船
漕
ぎ
一
色
に
湧
き
た
つ
。
昔
は
参
加

地
区
が
多
く
て
島
中
が
湧
き
た
っ
た
も
の
だ
、
と
船
こ
ぎ
を
取
り
仕

切
る
長
老
が
寂
し
そ
う
に
語
る
。
そ
れ
で
も
島
は
祭
り
気
分
に
子
ど

も
た
ち
も
浮
き
浮
き
し
て
い
る
の
が
分
る
。

特集 海と島の日本・Ⅷ

櫂伝馬の行われ
る「住吉祭」の
はじまり（大崎
上島）。

夕方までつづく
櫂伝馬競漕（大
崎上島）。
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こ
の
日
、
最
終
レ
ー
ス
は
西
日
の
傾
き
赤
く
染
ま
り
だ
す
こ
ろ
、

沖
の
岩
礁
を
回
る
競
漕
を
終
え
、
島
の
も
う
一
つ
の
神
社
・
厳
島
神

社
の
岸
へ
戻
っ
て
き
た
。
そ
の
夜
は
い
つ
ま
で
も
若
者
た
ち
の
歓
声

が
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
後
、
海
の
博
物
館
は
、
島
か
ら
船
こ
ぎ
競
漕
の
船
を
は
じ
め

四
隻
の
木
造
船
の
寄
贈
を
受
け
た
。
な
か
に
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
、
幅

五
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
「
サ
ン
マ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
可
愛
い
船
が
あ
る
。

島
の
子
ど
も
た
ち
が
遊
び
に
使
う
薄
板
張
り
の
箱
船
だ
。
よ
く
海
に

浮
く
も
の
だ
と
思
う
。
子
ど
も
た
ち
は
小
さ
い
時
か
ら
こ
ん
な
小
船

で
海
に
馴
染
ん
で
い
く
の
だ
。

二
〇
〇
二
年
、
奄
美
大
島
へ
渡
っ
た
の
は
、
島
の
あ
ち
こ
ち
で
催

さ
れ
て
い
る
船
こ
ぎ
競
漕
を
見
た
か
っ
た
の
と
、
使
わ
れ
る
船
を
調

べ
た
か
っ
た
か
ら
だ
。
真
夏
、
八
月
に
入
っ
た
ば
か
り
の
奄
美
は
ま

さ
に
南
国
で
あ
っ
た
。
奄
美
博
物
館
を
訪
ね
、
こ
の
島
の
イ
タ
ツ
ケ
、

ア
イ
ノ
コ
な
ど
と
よ
ば
れ
る
船
に
関
す
る
資
料
を
も
ら
い
、
船
大
工

の
坪
山
豊
さ
ん
を
紹
介
さ
れ
て
話
を
聞
い
た
。

次
の
日
は
早
朝
か
ら
レ
ン
タ
カ
ー
で
島
を
隈
な
く
回
っ
た
。
海
岸

線
の
ど
こ
を
走
っ
て
も
人
を
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
い
。
古
い
木
造
の

民
家
が
多
い
。
田
中
一
村
描
く
、
シ
ダ
や
ソ
テ
ツ
の
風
景
が
ど
こ
に

も
あ
っ
て
、
草
木
と
虫
と
鳥
の
音
ば
か
り
が
あ
っ
た
。

名
瀬
に
戻
る
と
、
そ
こ
だ
け
に
賑
わ
い
が
あ
っ
た
。

い
く
つ
か
の
集
落
で
広
場
に
人
の
集
ま
り
を
見
た
。
舞
台
が
あ
り
、

次
々
と
島
唄
が
唄
わ
れ
て
い
た
。
唄
っ
て
い
た
の
は
昨
日
会
っ
た
船

大
工
の
坪
山
さ
ん
だ
っ
た
。
彼
は
島
で
知
ら
な
い
人
の
な
い
島
唄
の

名
人
だ
と
い
う
。

次
の
日
の
朝
、
名
瀬
港
の
奥
の
岸
壁
を
コ
の
字
型
に
陣
取
っ
て
テ

海岸にあった小舟「アイノコ」
（奄美大島）。

八
月
踊
り
の
奄
美
大
島
へ
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ン
ト
を
張
り
、
大
勢
の
島
人
が
思
い
思
い
に
席
を
確
保
し
、
も
う
御

馳
走
を
広
げ
て
い
る
。
九
時
に
は
船
こ
ぎ
競
漕
は
は
じ
ま
っ
て
い
た
。

昨
日
見
た
地
区
の
競
漕
の
船
が
ほ
と
ん
ど
Ｆ
Ｒ
Ｐ
製
な
の
に
い
さ
さ

か
が
っ
か
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
会
の
船
が
木
造
船
だ
と
知
っ
て

う
れ
し
か
っ
た
。
七
人
で
漕
ぐ
船
は
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
を

往
復
す
る
。
タ
ー
ン
す
る
技
術
が
勝
負
に
大
き
く
影
響
す
る
。
村
や

地
区
の
代
表
チ
ー
ム
が
競
っ
て
い
る
ら
し
い
。
ひ
と
勝
負
あ
る
た
び

に
歓
声
と
た
め
息
が
交
錯
し
た
。
朝
か
ら
昼
へ
、
昼
か
ら
夕
刻
へ
と

時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
観
衆
の
興
奮
が
高
ま
る
。
決
勝
戦
は
太
陽
が

傾
く
こ
ろ
に
な
る
。
一
日
中
が
船
こ
ぎ
競
漕
で
港
は
湧
く
。

そ
の
夜
は
花
火
大
会
。
一
時
間
で
五
〇
〇
〇
発
を
打
ち
上
げ
る
の

が
島
の
自
慢
だ
と
聞
い
た
。
あ
っ
と
い
う
間
で
花
火
が
終
わ
っ
た
あ

と
、
居
酒
屋
で
黒
糖
焼
酎
を
飲
ん
だ
。
鶏
飯

け
い
は
ん

が
旨
か
っ
た
。
鶏
肉
、

卵
焼
き
、
シ
イ
タ
ケ
を
細
く
刻
ん
で
、
ご
飯
に
熱
い
だ
し
汁
を
掛
け

る
奄
美
の
茶
漬
け
だ
。

最
後
の
夜
は
人
々
が
爆
発
す
る
。「
八
月
踊
り
」。
島
の
中
心
都

市
・
名
瀬
の
市
街
中
心
部
は
車
通
行
禁
止
。
歩
行
者
天
国
な
ら
ぬ
、

「
踊
り
人
天
国
」
に
な
っ
た
。
道
の
真
ん
中
に
焼
酎
の
樽
が
据
え
ら

れ
、
そ
の
周
り
に
踊
り
の
輪
が
幾
重
に
も
で
き
る
。
焼
酎
が
道
行
く

人
に
誰
か
ま
わ
ず
振
る
舞
わ
れ
る
。

狂
気
の
よ
う
な
八
月
の
数
日
、
島
人
は
爆
発
す
る
。
明
日
か
ら
は

静
か
す
ぎ
る
日
々
が
戻
る
。

奄
美
大
島
は
佐
渡
に
次
ぐ
大
き
な
島
で
、
住
人
数
約
一
〇
万
人
。

琉
球
列
島
弧
の
中
ほ
ど
に
位
置
す
る
。

二
〇
〇
八
年
。
東
京
か
ら
南
へ
二
八
七
キ
ロ
。
海
の
上
を
三
〇
分

も
飛
ん
だ
飛
行
機
は
瞬
く
間
に
八
丈
島
空
港
に
降
り
た
。
可
愛
い
空

特集 海と島の日本・Ⅷ

名瀬の船こぎ競漕（奄美大島）。

八
丈
島
に
遊
ぶ
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港
だ
。
こ
の
旅
は
久
し
ぶ
り
に
目
的
の
な
い
遊
び
の
旅
だ
っ
た
か
ら

気
が
軽
い
。

「
ひ
ょ
っ
こ
り
ひ
ょ
う
た
ん
島
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
周
囲
六
〇
キ

ロ
ほ
ど
の
島
。
東
に
三
原
山
、
西
に
八
丈
富
士
、
そ
の
二
つ
の
山
の

間
が
、
わ
ず
か
な
平
地
。
人
口
は
八
〇
〇
〇
人
だ
と
聞
い
た
。
こ
の

島
が
「
流
人
の
島
」
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
黒
潮
の
位
置
だ
と
、
こ

こ
に
来
て
確
か
に
判
る
。
こ
こ
は
時
速
二
マ
イ
ル
以
上
の
速
さ
で
北

へ
流
れ
る
黒
潮
の
南
、
外
側
な
の
だ
。

流
さ
れ
た
者
か
ら
見
れ
ば
八
丈
島
は
本
土
か
ら
遠
い
、
帰
り
得
ぬ

島
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
た
者
か
ら
見
れ
ば
、
我
が
土

地
で
あ
り
、
我
が
国
で
あ
っ
た
。「
流
人
の
島
」
と
は
島
の
よ
そ
の

人
の
い
う
こ
と
、
八
丈
島
は
「
独
立
国
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

島
に
は
米
を
作
れ
る
土
地
が
少
な
い
。
甘
藷
が
は
い
っ
た
の
は
江

戸
期
だ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
食
糧
に
は
相
当
な
苦
労
が
あ
っ
た
。
そ
の

こ
と
が
「
流
人
の
島
」
を
強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
お
も

わ
れ
る
。

八
丈
島
の
食
文
化
は
特
異
だ
。
だ
い
た
い
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な

形
は
明
治
期
以
降
だ
ろ
う
が
、
島
外
か
ら
の
〝
移
入
と
改
良
〞
に
よ

る
食
文
化
な
の
だ
。「
島
寿
司
」
は
東
京
で
い
う
ズ
ケ
。
島
唐
辛
子

を
い
れ
た
醤
油
に
、
魚
の
種
類
に
よ
っ
て
三
〇
分
あ
る
い
は
六
〇
分

と
時
間
を
変
え
て
漬
け
込
む
。
マ
グ
ロ
だ
け
で
な
く
地
魚
が
豊
富
な

の
が
い
い
。「
島
酒
」
と
は
焼
酎
だ
。
鹿
児
島
か
ら
の
渡
来
人
が
技

術
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
八
丈
富
士
の
中
腹
は
牧
場
で
、
い
ま
は

玉石垣のある道（八丈島）。
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観
光
牧
場
だ
が
、
早
く
森
永
乳
業
の
バ
タ
ー
、
チ
ー
ズ
な
ど
乳
製
品

の
主
生
産
地
だ
っ
た
と
い
う
。

食
だ
け
で
は
な
い
。
有
名
な
黄
八
丈
こ
そ
、
こ
の
島
で
改
良
に
改

良
を
加
え
て
完
成
さ
れ
た
、
黄
色
を
基
調
と
す
る
誇
り
高
い
織
物
な

の
で
あ
る
。
海
岸
に
い
く
ら
で
も
あ
る
丸
い
石
を
美
し
く
積
み
並
べ

た
玉
石
垣
も
、
持
ち
込
ま
れ
た
石
工
の
技
で
あ
る
。

源
為
朝
の
伝
説
が
面
白
い
。
保
元
の
乱
で
殺
さ
れ
た
は
ず
の
男
が

こ
こ
で
復
活
し
、
島
を
本
拠
に
大
活
躍
す
る
。
こ
の
御
仁
も
本
土
か

ら
の
移
入
人
で
、
や
が
て
島
の
誉
れ
と
な
っ
て
い
く
。
確
実
な
高
貴

流
人
の
第
一
号
は
、
関
ヶ
原
の
戦
で
敗
れ
た
宇
喜
多
秀
家
と
い
う
。

宇
喜
多
一
族
は
、
何
度
も
帰
る
機
会
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
明

治
維
新
ま
で
島
に
留
ま
っ
た
ら
し
い
。
島
の
外
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
文

化
が
持
ち
込
ま
れ
て
、
島
の
モ
ノ
に
な
っ
て
い
っ
た
。
島
に
立
て
ば
、

島
が
世
界
の
真
ん
中
で
あ
る
。

こ
の
島
の
天
気
は
変
わ
り
や
す
い
。
大
洋
の
ど
真
ん
中
に
あ
り
な

が
ら
、
い
つ
も
ど
こ
か
に
雲
を
被
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
水
に
不

自
由
し
な
い
。
都
会
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ン
グ
ル
が
廃
墟
と
化

し
た
暁
に
も
、
こ
の
島
だ
け
は
悠
然
と
生
き
て
行
く
で
あ
ろ
う
。

日
本
列
島
は
ま
さ
に
群
島
で
あ
る
。
島
に
は
大
小
が
あ
る
し
、
島

の
位
置
も
異
な
る
。
平
地
の
有
る
無
し
も
ず
い
ぶ
ん
違
い
が
あ
る
。

水
の
有
る
無
し
は
陸
と
続
く
海
の
動
植
物
の
生
息
を
左
右
し
て
い
る
。

要
す
る
に
島
ひ
と
つ
ず
つ
に
特
徴
が
あ
る
。

人
間
の
住
め
る
条
件
は
水
と
食
糧
と
気
温
で
あ
ろ
う
。
全
部
が
揃

っ
た
好
条
件
の
土
地
、
肥
沃
の
大
地
が
地
球
上
に
ど
れ
ほ
ど
あ
る
だ

ろ
う
か
。
そ
ん
な
島
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
人
間
は
そ
ん
な
理

想
を
求
め
て
地
球
上
に
島
を
探
し
続
け
て
き
た
。

結
局
、
ど
こ
に
も
す
べ
て
が
充
足
し
た
理
想
の
土
地
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
人
々
は
分
か
ち
合
う
こ
と
を
学
ん
だ
。
交
換
す
る
こ
と
も
学

ん
だ
。
と
き
に
は
奪
い
合
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
島
の
面
白
い
と
こ

ろ
は
、
分
か
ち
合
い
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
を
保
て
る
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
。

多
く
の
小
島
に
住
む
人
々
の
気
質
に
は
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
外

へ
向
か
う
冒
険
心
と
、
内
に
籠
る
い
わ
ゆ
る
島
国
根
性
、
こ
の
二
つ

の
相
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
気
質
。
海
の
彼
方
へ
乗
り
出
し
て
行
こ

う
と
す
る
気
持
ち
と
、
海
を
守
り
の
壁
と
し
て
内
に
籠
ろ
う
と
す
る

気
持
ち
。
海
に
対
す
る
怖
れ
と
感
謝
、
荒
れ
狂
い
命
を
奪
う
海
、
一

転
し
て
静
か
に
豊
穣
を
も
た
ら
す
海
。
海
の
示
す
二
つ
の
顔
が
島
人

の
気
質
を
つ
く
る
の
か
。
島
の
気
質
は
、
当
然
、
日
本
群
島
の
気
質

を
つ
く
っ
て
い
る
も
の
だ
。

島
か
ら
若
い
人
が
出
て
い
く
の
で
、
多
く
の
島
は
い
わ
ゆ
る
過
疎

化
が
進
ん
で
い
く
。
そ
れ
を
見
て
島
は
間
も
な
く
無
人
化
し
、
滅
び

る
と
い
う
人
が
い
る
。
そ
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

■

特集 海と島の日本・Ⅷ

ま
だ
続
く
島
々
の
旅


