
海
と
島
を
蔑

な
い
が
し

ろ
に
し
て
き
た

日
本
人
の
精
神
構
造

菅
田
正
昭

84

四
方
を
海
で
囲
ま
れ
た
〝
海
洋
国
家
〞
日
本
。
南
北
に
長
く
連
な

る
弧
状
列
島
の
周
り
に
、
六
〇
〇
〇
以
上
の
島
々
が
散
ら
ば
っ
て
い

る
。
そ
の
地
理
的
〈
特
性
〉
を
抜
き
に
し
て
日
本
の
歴
史
を
語
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
の
歴
史
を
眺
め
て
い
る
と
、
海

か
ら
の
視
点
、
海
か
ら
の
発
想
が
欠
如
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
日
本
と
世
界
を
結
び
付
け
て
き
た
の
は
海
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、

海
で
囲
ま
れ
た
〈
島
〉
の
重
要
性
を
提
示
す
る
と
、
そ
の
と
た
ん

〈
島
国
根
性
〉
と
批
判
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
海
を
蔑

な
い
が
しろ

に
す
る
思

想
が
島
を
も
貶

お
と
し

め
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
〈
自
虐
史
観
〉

と
精
神
構
造
を
同
じ
く
す
る
が
、
そ
の
精
神
構
造
の
原げ

ん

基き

は
奈な

辺へ
ん

か

ら
発
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
そ
の
淵
源

え
ん
げ
ん

は
仏
教
渡
来
後
の
仏
教
思
想
に
基
づ
く

〈
肉
食
否
定
〉
の
国こ

く

是ぜ

に
由
来
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』

に
よ
れ
ば
、
天て

ん

武む

天
皇
四
年
（
六
七
五
）
夏
四
月

な
つ
う
づ
き

条
の
「
且
牛

ま
た
う
し

・

馬
・
犬
・

さ
る

・
鶏
の
宍し

し

を
喰く

ら

ふ
こ
と
莫

な
か
れ

。
以
外

そ
の
ほ
か

は
禁

い
さ
め

の
例

た
め
し

に
在あ

ら
ず
」

と
あ
る
の
を
嚆こ

う

矢し

と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た

海
と
島
の
日
本
・
Ⅱ

特
集

古
代
、
海
の
輝
き
に
包
ま
れ
て
い
た
島
の
聖
性
は
、
な
ぜ
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
│
│
。
海

と
島
を
蔑
ろ
に
し
続
け
て
い
る
日
本
人
の
精
神
構
造
の
淵
源
を
、
「
殺
生
禁
断
」
に
よ
る
海
人

の
賤
民
化
、「
因
果
応
報
」
に
よ
る
島
の
穢
土
化
な
ど
、
仏
教
思
想
と
の
関
係
を
軸
に
探
る
。

海
と
島
の
蔑
視
の
淵
源
は

肉
食
の
否
定
に
あ
り
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し
、
お
そ
ら
く
、
魚
類
は
「
以
外
」
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
魚
肉
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
か
、『
続

し
ょ
く

日に

本ほ
ん

紀ぎ

』
巻
八
の
元
正

げ
ん
し
ょ
う

天
皇
の
養
老
五
年

（
七
二
一
）
秋
七
月
庚

か
の
え

午う
ま

（
二
十
五
日
）
条
に
よ
れ
ば
、「
凡

お
ほ
よ

そ
、
霊れ

い

図と

に
膺よ

り
て
、
宇

く
に
の

内う
ち

に
君
と
し
て
は
臨の

ぞ

み
て
は
、
仁

め
ぐ
み

、
動
植
に
及
び
、

恩
う
つ
く
し
び、

羽う

毛も
う

に
蒙

か
が
ふ

ら
し
め
む
と
す
」
と
の
〈
殺
生
〉
禁
止
の
詔

み
こ
と
の
りが

出

さ
れ
、
放ほ

う

鷹よ
う

司し

の
鷹
・
狗い

ぬ

、
大
膳
職

だ
い
ぜ
ん
し
き

（
宮
中
料
理
人
の
長
）
に
鶏
、

諸
国
の
鶏
猪
の
解
き
放
ち
と
、
そ
の
こ
と
の
配
下
の
品と

も

部べ

へ
の
徹
底

が
通
知
さ
れ
た
。
い
う
な
ら
ば
、
奈
良
時
代
の
〈
生

し
ょ
う

類る
い

憐あ
わ

れ
み
の

令
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
魚
類
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
魚
類
が
弧
状
列
島
の
住
民
に
と
っ
て
必
要
不

可
欠
の
蛋
白
質

た
ん
ぱ
く
し
つ

源
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
否
、
そ
れ
以
上

に
、
魚
類
が
宮
中
祭
祀
や
神
社
祭
祀
に
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
仁
徳

に
ん
と
く

天
皇
即
位
前
紀
に
よ
れ
ば
、
誉
田

こ

ん

だ

（
応
神
）
天

皇
が
崩
御
さ
れ
た
あ
と
、
太
子

ひ
つ
ぎ
の
み
こ

の
菟
道
稚
郎
子

う
じ
の
わ
き
い
ら
つ
こ

が
兄
君
の
大
鷦
鷯
尊

お
お
さ
ざ
き
の
み
こ
と

（
仁
徳
天
皇
）
へ
皇
位
を
譲
ろ
う
と
し
て
三
年
間
も
空
位
の
ま
ま
だ

っ
た
。
海あ

人ま

が
鮮
魚
の
苞わ

ら

苴づ
と

（
大
贄

お
お
に
え

）
を
最
初
は
太
子
へ
献
上
し
た

と
こ
ろ
突
き
返
さ
れ
た
の
で
、
次
に
大
鷦
鷯
尊
へ
奉
る
と
、
こ
ち
ら

も
返
却
さ
れ
、
そ
の
間
に
腐
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。

そ
れ
は
海
人
が
調
理
し
た
大
贄
を
口
に
す
る
こ
と
が
天
皇
位
を
受

諾
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
っ
た
。
の
ち
に
、
そ
れ
が
天
皇
即
位
後

の
一
世
一
度
の
践せ

ん

祚そ

大だ
い

嘗
じ
ょ
う

祭さ
い

の
と
き
、
大
膳
職
が
奉
る
料
理
と
な

っ
た
が
、
魚
介
類
の
料
理
は
宮
中
祭
祀
や
神
社
祭
祀
に
と
っ
て
、
そ

れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
だ
っ
た
。
海あ

ま

の
霊
性
を
身
に
付
け
る
の
で
あ
る
。

大
膳
職
だ
っ
た
膳

か
し
わ
で

氏
（
高
橋
氏
）
と
阿
曇

あ

ず

み

氏
が
全
国
津
々
浦
々
の

海
人
（
漁
民
）
を
傘
下
に
治
め
よ
う
と
競
っ
た
の
は
、
安
定
し
た
魚

介
類
の
供
給
を
確
保
し
た
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
や
が
て
、
阿
曇
氏
が

高
橋
氏
と
の
競
争
に
破
れ
、
そ
の
後
、
高
橋
氏
も
没
落
し
始
め
る
と
、

伊
勢
神
宮
や
、
賀か

茂も

社し
ゃ

な
ど
の
大
き
な
有
力
神
社
は
自
ら
の
神
饌

し
ん
せ
ん

の

確
保
の
た
め
、
海
辺
の
漁
民
を
雑ぞ

う

供く

戸こ

の
贄
人

に
え
び
と

と
し
て
独
自
に
支
配

す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
が
寺
社
の
御
厨

み
く
り
や

の
起
源
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仏
教
の
神
道
へ

の
浸
透
の
結
果
と
し
て
、
日
本
の
神
が
仏
道
修
行
し
て
神
の
身
を
離

れ
て
仏
に
な
り
た
い
と
願
い
、
本ほ

ん

地ぢ

は
印
度
の
仏
や
菩
薩
だ
っ
た
が

衆
生
済
度

し
ゅ
じ
ょ
う
さ
い
ど

の
た
め
迹あ

と

を
日
本
に
垂
れ
た
の
だ
、
と
い
う
本ほ

ん

地ぢ

垂す
い

迹
じ
ゃ
く

説
が
普
及
し
始
め
る
と
、
神
社
は
寺
院
の
風
下
に
付
く
よ
う
に
な
り
、

か
く
て
御
厨
の
寺
院
領
（
散
所

さ
ん
じ
ょ

）
化
が
始
ま
る
。
大
膳
職
の
没
落
と

生
類
の
殺
生
を
嫌
う
仏
教
の
浸
透
も
あ
っ
て
、
そ
の
過
程
で
海
人
＝

漁
民
は
「
旃せ

ん

陀だ

羅ら

」
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
旃
陀
羅
と
は
、『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、「
イ
ン
ド
の
四
種
姓

（
ヴ
ァ
ル
ナ
）
以
外
の
最
下
級
の
身
分
。
狩
猟
・
屠と

殺さ
つ

な
ど
を
業
と

し
た
。
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
」
と
あ
る
。
日
本
の
中
世
に
お
い
て
、
旃
陀

羅
は
す
で
に
賤
民
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
真
言
律
宗
の
僧
で
奈

<

海
人
＝
賤
民>

観
を
覆
そ
う
と
し
た

日
蓮
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良
西さ

い

大だ
い

寺じ

を
復
興
さ
せ
、
さ
ら
に
、
癩
者

ら
い
し
ゃ

（
ハ
ン
セ
ン
病
者
）
を
温

室
（
＝
湯
屋：

風
呂
）
へ
入
浴
さ
せ
る
な
ど
、
非
人
宿
の
非
人
を
対

象
と
し
た
非
人
救
済
運
動
を
行
っ
て
き
た
叡
尊

え
い
そ
ん

（
一
二
〇
一
〜
一
二

九
〇
）
で
さ
え
、
文
暦

ぶ
ん
り
ゃ
く

元
年
（
一
二
三
四
）
三
四
歳
の
と
き
、
そ
の

自
伝
『
感
身
学
正
記

か
ん
じ
ん
が
く
し
ょ
う
き

』
の
中
で
「
わ
れ
お
よ
び
仏
弟
子
に
あ
ら
ず
は
、

い
わ
ゆ
る
旃
陀
羅
悪
人
な
り
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
叡
尊
『
感
身

学
正
記
Ⅰ
―
西
大
寺
叡
尊
の
自
伝
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九

九
年
）
の
訳
注
者
で
あ
る
細
川
諒
一
氏
は
、「
平
安
中
期
以
後
、
こ

の
旃
陀
羅
の
語
は
日
本
の
被
差
別
民
衆
と
同
一
視
さ
れ
る
形
で
使
用

さ
れ
て
い
く
」
と
指
摘
す
る
。

そ
う
し
た
時
代
環
境
の
中
で
、
す
で
に
固
定
化
し
て
い
た
賤
民
観

を
逆
転
さ
せ
る
形
で
、
自
ら
の
出
自
が
旃
陀
羅
で
あ
る
こ
と
を
高
ら

か
に
宣
言
し
た
の
が
、
鎌
倉
新
仏
教
の
祖
の
一
人
で
あ
る
日
蓮

に
ち
れ
ん

（
一

二
二
二
〜
一
二
八
二
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
日
蓮
は
日
本
国
・

東と
う

夷い

・
東と

う

条
じ
ょ
う

・
安
房
の
国
・
海
辺
の
旃
陀
羅
が
子
な
り
」（『
佐
渡

さ

ど

御ご

勘
気
抄

か
ん
き
し
ょ
う

』）
と
の
自
覚
の
下
に
、「
日
蓮
今こ

ん

生じ
ょ
う

に
は
貧ひ

ん

窮
き
ゅ
う

下げ

賤せ
ん

の

者
と
生
れ
旃
陀
羅
が
家
よ
り
出
た
り
」
と
宣
言
す
る
。
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
こ
の
日
蓮
と
、
旧
来
的
な
〈
旃
陀
羅
〉
観
を
持
つ
叡
尊
と

は
、
宗
教
的
に
対
立
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
非
人
救
済
と
社
会
福
祉
運
動
の
先
駆
的
存
在
だ
っ
た

叡
尊
の
宗
教
的
実
践
は
尊
い
。
し
か
も
、
そ
の
実
践
は
〈
殺
生

せ
っ
し
ょ
う

禁
断

き
ん
だ
ん

〉

の
宗
教
思
想
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
、「
狩
猟
・
屠

殺
な
ど
」
に
従
事
す
る
者
は
、〈
殺
生
〉
と
い
う
〈
穢け

が

れ
〉
の
禁
を

犯
す
者
た
ち
と
見
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
明
治
以

前
は
漁
師
も
猟
師
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
漁
撈
は
概
念
的
に
狩

猟
に
含
ま
れ
て
い
た
。

叡
尊
や
、
そ
の
弟
子
の
忍
性

に
ん
し
ょ
う

た
ち
が
非
人
た
ち
を
対
象
と
し
た

〈
施せ

浴よ
く

〉
と
い
う
美
し
い
宗
教
的
実
践
は
、
実
は
、
そ
う
し
た
ケ
ガ

菅田
すが た

正昭
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レ
を
除
去
す
る
〈
身
禊

み

そ

ぎ

〉
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
こ
に
は
細
川
諒
一
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
領
主
は
叡
尊
に
帰

依
し
、
所
領
を
殺
生
禁
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
域
支
配
を
実
現

し
、
農
民
の
山
野
用
益
を
制
限
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
た
の
で
あ

る
」（
前
掲
書
）
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。
海
人
＝
漁
民
の
海
辺
の

用
益
（
領
域
支
配
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
日
蓮
は
そ
の
辺
り

を
〈
ま
や
か
し
〉
と
見
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
海
人
＝
漁
民
の
〈
旃
陀
羅
〉
化
に
よ
っ
て
、
海

は
古
代
の
輝
き
を
剥
奪
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
島
も
蔑
視
の
対

象
と
な
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
日
本
一
の
観
相

か
ん
そ
う

家
と
し
て
知
ら

れ
る
水
野

み
ず
の

南
北

な
ん
ぼ
く

（
一
七
五
七
〜
一
八
四
三
）
は
、『（
現
代
訳
）
南な

ん

北ぼ
く

相そ
う

法ほ
う

』（
自
然
社
、
昭
和
五
五
年
）
の
中
で
「
地
方
や
離
島
に
住
む

も
の
は
何
と
な
く
定
ま
ら
な
い
相
を
し
て
い
る
」（
巻
の
三
）
と
述

べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
主
張
が
出
て
く
る
の
は
、
離
島

な
ど
の
、
そ
の
よ
う
な
不
便
の
地
に
生
れ
る
者
は
前
生

ぜ
ん
し
ょ
う

の
所
業

し
ょ
ぎ
ょ
う

の
結

果
（
因
縁
）
な
の
だ
、
と
い
う
因い

ん

果が

応
報

お
う
ほ
う

の
仏
教
思
想
の
前
提
が
あ

っ
た
か
ら
だ
。

し
か
も
、
島
は
〈
島
流
し
〉
の
、
流
刑
地
な
の
で
あ
る
。
島
は
理

念
的
に
は
『
大
祓
詞

お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば』

の
「
荒
潮
の
潮
の
八や

百お

道じ

の
八
潮
道
の
潮
の

八や

百お

会あ
い

に
坐ま

す
」
と
こ
ろ
の
、
こ
こ
ま
で
来
る
と
何
で
も
清
め
て
く

れ
る
〈
海
〉
の
霊
性
が
発
す
る
浄
化
作
用
に
よ
る
〈
身
禊
〉
の
地
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
島
は
本
来
、
ケ
ガ
レ
の
存
在
し
な
い
〈
聖
域
〉

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
島
か
ら
遠
く
離
れ
た
国
地
（
本
土
）

に
住
む
人
た
ち
は
、
流
刑
の
島
を
、〈
国
〉
の
〈
禁
〉
を
犯
す
人
た

ち
が
集
ま
っ
て
く
る
〈
穢
土

え

ど

〉
と
感
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
雑
供
戸
の
贄
人
が
、
寺
社
が
領
有
す
る
荘
園
の
神じ

人に
ん

と
し

て
、
神
事
の
下
働
き
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
細
川
氏
の
言
う

「
被
差
別
民
衆
」
が
本
来
、
ケ
ガ
レ
が
付
着
し
に
く
い
人
た
ち
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
支
配
層
は
自
分
た
ち
の
ほ
う
が
穢

れ
多
き
存
在
な
の
に
、
ケ
ガ
レ
無
き
人
び
と
に
自
分
た
ち
の
穢
れ
を

押
し
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
被
差
別
民
衆
」
を
穢
れ
多
き
者
た

ち
へ
と
固
定
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
叡
尊
ら
が
非
人
救
済
の

対
象
と
し
た
地
域
は
大
和
国
を
中
心
に
河
内
国
方
面
へ
及
ぶ
が
、
そ

の
少
し
前
の
時
代
ま
で
は
〈
海
〉
の
気
配
が
あ
っ
た
土
地
で
あ
る
。

即
位
前
の
神
武

じ

ん

む

天
皇
が
日
向
国

ひ
む
か
の
く
に

を
出
発
し
、
筑
紫
国
の
岡
田

お

か

だ

宮ぐ
う

（
福
岡
県
の
遠
賀
川

お
ん
が
が
わ

河
口
付
近
）
か
ら
瀬
戸
内
海
づ
た
い
に
浪
速
国

な
み
は
や
の
く
に

の
難な

に

波わ

津づ

か
ら
河
内
国
の
草
香
邑

く
さ
か
の
む
ら（

大
阪
府
東
大
阪
市
日
下
町
付
近
）

へ
上
陸
し
た
当
時
、
瀬
戸
内
海
の
続
き
と
し
て
の
今
日
の
大
阪
湾
は

広
く
深
く
湾
入
し
て
お
り
、
古
代
の
「
茅
渟

ち

ぬ

の
海
」
の
名
残
り
は
潟せ

き

湖こ

や
河
川
と
し
て
あ
ち
こ
ち
に
点
在
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
平
城
京

か
ら
平
安
京
へ
遷
都
す
る
過
程
で
、
都
の
人
々
は
海
の
存
在
と
霊
性

を
忘
却
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
海
に
背
を
向
け
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
の
〈
島
〉
な
の
で
あ
る
。
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果
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こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、「
嶋
大
臣

し
ま
の
お
と
ど

」
と
呼
ば

れ
た
蘇
我
大
臣
馬
子
宿
禰

そ

が

の

お

と

ど

う

ま

こ

す

く

ね

（
？
〜
六
二
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。
蘇
我

馬
子
は
敏び

達だ
つ

天
皇
元
年
（
五
七
二
）
大
臣
と
な
り
、
用
明

よ
う
め
い

天
皇
の
崩

御
の
あ
と
仏
教
の
導
入
に
際
し
物
部
守
屋

も
の
の
べ
の
も
り
や

と
争
っ
て
討
ち
破
り
、
の

ち
崇す

峻
し
ゅ
ん

天
皇
を
弑し

逆ぎ
ゃ
く

し
た
権
臣

け
ん
し
ん

で
あ
る
。
そ
の
馬
子
が
「
嶋
大
臣
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
の
は
、『
日
本
書
紀
』
の
推す

い

古こ

天
皇
三
四
年
（
六

二
六
）
夏
五
月
条
の
馬
子
薨こ

う

去き
ょ

の
と
き
の
記
事
に
よ
れ
ば
、「
飛
鳥

河
の
傍
」
の
家
の
「
庭
の
中
に
小
な
る
池
を
開ほ

」
っ
て
「
小
な
る
嶋

を
池
の
中
に
興つ

」
い
た
か
ら
で
、「
故
、
時
の
人
、
嶋
大
臣
と
曰い

ふ
」

と
あ
る
。
し
か
し
、「
時
の
人
」
す
な
わ
ち
推
古
朝
の
御
代
の
人
た

ち
が
蘇
我
馬
子
の
こ
と
を
、
馬
子
が
自
邸
の
庭
の
池
の
小
島
を
愛
で

た
の
で
「
嶋
大
臣
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
は
、
と
思
わ
れ
な
い

か
ら
だ
。

い
う
ま
で
も
な
く
、『
日
本
書
紀
』
は
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に

完
成
し
て
い
る
。
た
だ
し
、『
続
日
本
紀
』
の
元
正

げ
ん
し
ょ
う

天
皇
の
養
老
四

年
五
月
癸

み
ず
の
と

酉と
り

条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
編へ

ん

纂さ
ん

者
の
一
品
舎
人
親
王

い
っ
ぽ
ん
と
ね
り
し
ん
の
う

が
修

め
た
の
は
『
日に

本ほ
ん

紀ぎ

』
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
基も

と

に
な
っ
た
の
は
、

『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
二
八
年
（
六
二
〇
）
是
歳
条
に
よ
れ
ば
、

聖
徳
太
子
と
蘇
我
馬
子
が
共
同
し
て
、
天
皇
記

て
ん
の
う
き

、
國
記

こ
っ
き

、
臣
連

お
み
の
こ
む
ら
じ

伴
と
も
の

造
み
や
つ
こ

國
造

く
に
の
み
や
つ
こ

百
八
十
部
、
公
民
等
本
記

お
ほ
み
た
か
ら
ど
も
の
も
と
つ
ふ
みを

記
録
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

と
こ
ろ
が
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
皇
記
や
國
記
は
大た

い

化か

の

改
新（
六
四
五
）の
、中
大
兄
皇
子

な
か
の
お
お
え
の
お
う
じ（

の
ち
天て

ん

智じ

天
皇
）、
中
臣

な
か
と
み
の

鎌か
ま

子こ

（
の
ち
藤
原

ふ
じ
わ
ら
の

鎌
足

か
ま
た
り

）ら
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
で
、
蘇
我

そ
が
の

蝦
夷

え
み
し

・
入い

る

鹿か

が

滅
ぼ
さ
れ
た
と
き
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
馬
子
・
蝦

夷
・
入
鹿
と
い
う
蘇
我
大
臣
三
代
の
政
治
的
横
暴
へ
の
反
感
と
大
化

の
改
新
と
い
う
後
知
恵
の
バ
イ
ア
ス
が
入
っ
た
史
観
か
ら
生
じ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
蘇
我
大
臣
馬

子
な
ん
て
所
詮
、
庭
の
中
の
小
さ
な
島
ぐ
ら
い
を
統
治
す
る
の
が
お

似
合
い
な
の
だ
よ
、
と
い
う
意
味
合
い
で
の
「
嶋
大
臣
」
で
は
な
か

っ
た
か
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
お
そ
ら
く
、『
日
本
書
紀
』
の
編

纂
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
蔑
視
的
に
名
付
け
ら
れ
た
に
違
い
な
い
の
で

あ
る
。『
日
本
書
紀
』
が
完
成
し
た
頃
に
は
、〈
海
〉
の
霊
性
に
包
ま

れ
た
聖
地
と
し
て
の
〈
島
〉
と
い
う
概
念
は
、
も
う
失
わ
れ
始
め
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
離
島
」
と
い
う
コ
ト
バ
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。

『
シ
マ
ダ
ス
』
第
二
版
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
新
し
い
〈
色
〉

と
か
〈
音
〉
と
か
〈
肌
触
り
〉
に
敏
感
だ
っ
た
民
俗
学
者
の
柳
田
國

男
が
『
島
の
人
生
』（
昭
和
二
六
年
）
の
中
で
「
リ
ト
ウ
（
離
島
）」

を
新
語
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
昭
和
二
八
年
の
「
離
島
振
興
法
」
の
成
立
に
よ
っ
て
定
着

『
日
本
書
紀
』成
立
時
に
は

失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
島
の
聖
性

シ
マ
が〈
穢
土
〉化
し

「
離
れ
島
」と
な
っ
た



89 しま 214  2008.7

し
始
め
、
一
般
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
の
「
離
島
」
を
あ
ら
わ
す
コ
ト
バ
は
「
離
れ
島
」
か

「
離
れ
」（
沖
縄
の
場
合
は
パ
ナ
リ
）
だ
っ
た
。
こ
の
場
合
の
「
離
れ
」

は
明
ら
か
に
〈
中
心
〉
に
な
る
も
の
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
場
所
的

に
離
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
本
義
的
に
は

そ
の
〈
中
心
部
〉
も
シ
マ
だ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
聖
別
さ
れ
た

シ
マ
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
聖
性
が
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
島
は
シ
マ
か
ら
離
さ
れ
て
〈
離
れ
〉
島
と
な
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、〈
中
心
部
〉
は
自
ら
の
聖
性
を
放
棄
し
て
シ
マ
か
ら
〈
ク
ニ
〉

へ
と
転
位
す
る
。
ク
ニ
が
海
に
背
を
向
け
た
の
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
本
土
内
に
取
り
残
さ
れ
た
シ
マ
も
あ
る
。
最
初
は
聖

性
と
賤
性
が
微
妙
に
入
り
混
じ
っ
た
、
だ
が
、
次
第
に
〈
中
央
部
〉

か
ら
発
せ
ら
れ
る
ケ
ガ
レ
を
送
り
込
ま
れ
て
、〈
聖
〉
よ
り
も
〈
賤
〉

の
比
重
を
強
め
な
が
ら
、
そ
う
し
た
シ
マ
は
〈
穢
土
〉
化
し
〈
窟
〉

化
し
て
い
く
。
そ
の
と
き
、
海
に
囲
ま
れ
た
島
は
名
実
と
も
に
〈
離

れ
島
〉
と
な
る
。
ど
ち
ら
も
辺
土
の
シ
マ
＝
島
と
な
る
。

江
戸
時
代
の
江
戸
の
市
民
は
〈
島
〉
と
聞
く
と
、〈
遠
流
の
地
〉

を
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
蔑
視
観
は
そ
の
後
も
残
り
、
今
な
お
大
都

市
の
住
民
は
離
島
住
民
の
こ
と
を
、
そ
の
島
が
歴
史
的
に
流
人
島
で

あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
流
人
の
子
孫
だ
と
考
え
た
り
す
る
の
で
あ

る
。
面
と
向
か
っ
た
相
手
の
場
合
は
政
治
犯
の
、
そ
う
で
な
い
と
き

は
破
廉
恥
犯
の
子
孫
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は

わ
た
し
自
身
の
実
体
験
だ
。
島
が
蔑
ろ
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

海
も
そ
の
輝
き
を
失
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
回
、
わ
た
し
は
統
治
の
形
態
と
し
て
〈
島
〉
は

〈
シ
ロ
シ
メ
ス
〉
型
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
典

型
と
し
て
、
宗
像
大
社
の
沖
津
宮
が
鎮
座
す
る
沖
ノ
島
を
と
り
あ
げ

た
。
同
社
の
場
合
は
『
延
喜
式

え
ん
ぎ
し
き

』
の
名
神
大
社

み
ょ
う
じ
ん
た
い
し
ゃ

だ
が
、
今
回
は
、
今

は
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
『
日
本
三
代
実
録

に
ほ
ん
さ
ん
だ
い
じ
つ
ろ
く

』
記
載
の
島
神
を
紹

介
し
た
い
。

こ
の
『
日
本
三
代
実
録
』
は
平
安
時
代
の
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）

成
立
の
歴
史
書
で
、
い
わ
ゆ
る
六
国
史

り
っ
こ
く
し

（
日
本
書
紀
、
続
日
本
紀
、

日
本
後
紀
、
続
日
本
後
紀
、
日
本
文
徳
天
皇
実
録
…
）
の
第
六
に
あ

た
り
、
清せ

い

和わ

天
皇
、
陽
成

よ
う
ぜ
い

天
皇
、
光
孝

こ
う
こ
う

天
皇
の
三
代
を
扱
っ
て
い
る
。

そ
の
陽
成
天
皇
の
御
代

み

よ

の
元
慶

が
ん
ぎ
ょ
う

四
年
（
八
八
〇
）
十
月
十
三
日
癸

み
ず
の
と

巳み

条
に
「
丹
後
国
正
六
位
上
息お

き

津つ

嶋し
ま

神
・
葛

か
ず
ら

嶋し
ま

神
・
坂
代
神

さ
か
し
ろ
の
か
み

並
授

従
五
位
下
」
と
い
う
記
述
が
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
丹
後
国
の

正
六
位
上
の
息
津
嶋
神
・
葛
嶋
神
・
坂
代
神
の
三
神
に
た
い
し
、
み

な
（
並
）
に
神
階
を
一
つ
上
げ
て
従
五
位
下
を
授
け
る
」
と
い
う
の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
神
の
中
で
最
も
理
解
し
や
す
い
の
が
葛
嶋
神
で
あ
る
。

京
都
府
舞
鶴
市
の
大
浦
半
島
北
岸
の
三
浜
沖
一
キ
ロ
に
小
島
が
二
つ

並
ん
で
い
る
。
ど
ち
ら
も
無
人
島
で
、
手
前
の
や
や
大
き
め
の
島
が
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磯
葛
島

い
そ
か
ず
ら
じ
ま

、
そ
の
北
西
側
に
隣
り
合
う
も
っ
と
小
さ
な
島
が
沖お

き

葛
か
ず
ら

島じ
ま

で
あ
る
。
葛
嶋
神
は
そ
の
磯
葛
島
に
鎮
座
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
実
際
に
は
ど
ち
ら
に
鎮
座
し
て
い
た
か
判
別
で
き
な
い
。

い
っ
ぽ
う
、
息
津
嶋
神
は
、
三
浜
の
沖
一
五
キ
ロ
の
若
狭
湾
に
浮

か
ぶ
冠
島

か
ん
む
り
じ
ま（

別
名
、
大
島
・
雄お

島
）か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
北
東
二
・

五
キ
ロ
の
沓
島

く
つ
じ
ま

（
別
名
、
小
島
・
雌め

島
）
に
鎮
座
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
冠
島
は
『
丹
後
国

た
ん
ご
の
く
に

風
土
記

ふ

ど

き

逸
文

い
つ
ぶ
ん

』の
い
わ
ゆ
る

浦
島
伝
説
の
、
水
江
の
浦
の

嶋
子
が
訪
れ
た
「
島
」
に
比ひ

定て
い

さ
れ
て
、
そ
れ
に
因ち

な

む

「
老
人
島

お
い
と
じ
ま

神
社
」が
祀
ら
れ
て

お
り
、「
息
津
嶋
神
」が
鎮
座

し
て
い
た
の
は
一
般
的
に
は

冠
島
だ
と
想
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
明
治
以
降
の
霊
能

者
と
し
て
は
ピ
カ
一
の
存
在

だ
っ
た
大
本

お
お
も
と

開
祖
の
出
口
な

お（
一
八
三
七
〜
一
九
一
八
）

は
、
冠
島
よ
り
も
沓
島
の
ほ

う
を
重
視
し
て
い
た
傾
向
が

あ
り
、「
沓
島
」説
も
捨
て
が

た
い
。
と
い
う
よ
り
も
、〈
沓
島
＝
雌
島
〉と〈
冠
島
＝
雄
島
〉の
陰
陽

関
係
か
ら
こ
の
両
島
を
総
称
し
て「
陰
陽
島
」、
ま
た
、
か
つ
て
地
元

で
は
「
沖
ノ
島
」
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
か
ら
、『
日
本
三
代
実
録
』

の
「
息
津
嶋
神
」
は
こ
の
両
島
を
総
称
し
た
神
と
考
え
た
ほ
う
が
よ

い
だ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
両
島
は
昔
の
地
名
で
言
え
ば
丹
後
国

加
佐
郡

か
さ
の
こ
お
り

の
「
凡
海
郷

お
お
し
あ
ま
の
さ
と

」（
つ
ま
り
オ
ウ
の
ア
マ
郷
の
義
だ
！
）
に
属
し

て
お
り
、
そ
の
オ
ウ
の
島
の

大
き
い
ほ
う
（
冠
島
）
を

〈
大
〉
島
、
小
さ
い
ほ
う

（
沓
島
）を〈
小
〉島
に
充
て
た

と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
冠
島

と
沓
島
の
島
名
は
島
の
形
状

か
ら
生
じ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
出
口
な
お
と

そ
の
女
婿

じ
ょ
せ
い

で
大
本
聖
師
の
出

口
王
仁

お

に

三さ
ぶ

郎ろ
う

（
た
だ
し
当
時

は
ま
だ
上
田
喜
三
郎
、
一
八

七
一
〜
一
九
四
八
）
ら
計
四

名
が
明
治
三
三
年
（
一
九
〇

〇
）
旧
暦
六
月
八
日
（
七
月

四
日
）、
冠
島
へ「
出
修
」
し
、

さ
ら
に
翌
月
に
は
九
名
が
沓

島
を
参
拝
し
て
い
る
。
さ
ら

若　狭　湾 

沓島（小島） 

冠島（大島） 

沖葛島 

磯葛島 

栗田湾 

宮
津
湾
 

大浦半島 

丹　後　半　島 

経ヶ岬 

宮津 

舞鶴 

0 10km

図　京都府舞鶴市・大浦半島沖の島々
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に
、
日
露
戦
争
真
っ
最
中
の
明
治
三
八
年
五
月
一
四
日
（
旧
暦
四
月

一
〇
日
）
に
は
出
口
な
お
は
単
独
で
沓
島
へ
渡
り
、
戦
勝
と
平
和
祈

願
の
た
め
一
〇
日
間
の
〝
お
籠こ

も

り
〞
を
し
て
い
る
。
当
時
、
バ
ル
チ

ッ
ク
艦
隊
が
日
本
海
へ
向
か
っ
て
お
り
、
軍
港
・
舞
鶴
海
軍
鎮
守
府

で
は
日
夜
、
海
上
警
戒
を
行
っ
て
い
た
が
、
あ
る
日
、
望
遠
鏡
を
覗

き
込
む
と
、
人
が
い
る
は
ず
も
な
い
岩
礁
に
人
が
見
え
た
の
で
「
す

わ
っ
、
露
探

ろ
た
ん

（
ロ
シ
ア
の
密
偵
）
だ
」
と
い
う
こ
と
で
大
騒
ぎ
に
な

っ
た
と
い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
出
口
な
お
が
沓

島
で
御ご

神し
ん

業ぎ
ょ
う

を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
土
側
に
あ
っ
た
と
想
わ
れ
る
坂
代
神
は
、
ま
っ
た

く
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
坂
代
神
を
『
延
喜
式
』
神
名
帳

の
「
丹
後
国
与
謝
郡

よ
さ
の
こ
お
り

須す

代し
ろ

神
社
」（
京
都
府
与
謝
郡
与
謝
野
町
明

石
に
鎮
座
）
に
充
て
る
人
も
い
る
が
、
沓
島
‐
冠
島
‐
沖
葛
島
‐
磯

葛
島
の
ラ
イ
ン
か
ら
大
き
く
南
西
方
向
へ
、
し
か
も
磯
葛
島
か
ら
三

〇
キ
ロ
近
く
も
離
れ
て
お
り
、
常
識
的
に
は
や
は
り
大
浦
半
島
側
の

ど
こ
か
に
鎮
座
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
は

延
長

え
ん
ち
ょ
う

五
年
（
九
二
七
）
に
完
成
し
、
康
保

こ
う
ほ
う

四
年
（
九
六
七
）
に
施

行
さ
れ
た
律
令
だ
が
、
息
津
嶋
神
・
葛
嶋
神
・
坂
代
神
は
『
延
喜
式
』

完
成
の
三
七
年
前
に
式
内
小
社
と
同
格
の
従
五
位
下
の
神
階

し
ん
か
い

を
授
け

ら
れ
て
い
る
の
で
本
来
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
登
載
さ
れ
て
い
て

も
い
い
は
ず
な
の
に
、
お
そ
ら
く
、
す
で
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、『
延
喜
式
』
と
同
時
代
、
あ
る
い
は

以
前
の
神
社
で
、
式
内
社
と
同
格
以
上
の
神
階
を
持
っ
て
い
る
の
に
、

何
か
の
理
由
で
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
神
社
を
「
式
外
社
」
と
呼
ん
で

い
る
。

い
う
な
ら
ば
、
丹
後
国
加
佐
郡
凡
海
郷
の
海
人
（
漁
民
）
や
、
同

じ
く
与
謝
郡
の
浦
の
嶋
子
た
ち
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、
国
地

の
統
治
者
か
ら
は
ま
さ
に
「
息
津
嶋
神
」
や
「
葛
嶋
神
」
は
シ
ロ
シ

メ
ス
型
の
島
神
の
典
型
と
し
て
、
し
ば
ら
く
時
が
経
つ
と
忘
却
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
息
津
嶋
神
・
葛
嶋
神
が
坐ま

し
ま

し
た
島
々
は
古
来
か
ら
無
人
島
で
あ
り
、
今
日
で
は
沓
島
・
冠
島
は

鳥
獣
保
護
区
（
オ
オ
ミ
ズ
ギ
ナ
リ
ド
リ
な
ど
海
鳥
の
繁
殖
地
と
し
て

特
別
保
護
区
）
に
指
定
さ
れ
て
い
て
上
陸
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
出

口
な
お
ら
の
「
出
修
」
以
前
は
宗
像
大
社
の
沖
津
宮
（
沖
ノ
島
）
同

様
に
女
人
禁
制
の
地
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
息
津
嶋
神
」
が
鎮
座
し

て
い
た
島
に
、
出
口
な
お
は
「
艮

う
し
と
らの

金
神

こ
ん
じ
ん

」（
の
ち
国
常
立

く
に
の
と
こ
た
ち
の

尊み
こ
と

の
神

格
が
与
え
ら
れ
る
）
が
隠
れ
て
い
た
と
し
て
、
第
二
の
「
天
の
岩
戸

開
き
」
と
し
て
「
雄
島
・
雌
島
開
き
」
を
行
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

沓
島
・
冠
島
、
沖
葛
島
・
磯
葛
島
は
「
ア
マ
‐
シ
ロ
シ
メ
ス
」
の
典

型
的
な
島
だ
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
舞
鶴
要
塞
保
塁
砲
台
跡
が
あ

る
冠
島
は
老
人
島
神
社
の
例
大
祭
と
、
大
本
関
係
者
の
年
数
回
の
参

拝
、
海
鳥
の
保
護
調
査
の
と
き
以
外
は
上
陸
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。■

特集 海と島の日本・Ⅱ

〈
シ
ロ
シ
メ
ス
〉典
型
と
し
て
の

無
人
島
群


