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竹
芝
港
に
到
着
、
実
に
四
〇
時
間
を
要
す
る
航
海
と
な
り
ま
し
た
。

到
着
後
直
ち
に
、
運
航
会
社
が
ス
ク
リ
ュ
ー
プ
ロ
ペ
ラ
を
海
中
点
検

し
た
結
果
、「
漁
網
の
よ
う
な
も
の
が
大
量
に
絡
ん
で
い
た
こ
と
が
判

明
。
こ
の
原
因
を
取
り
除
い
た
の
で
、
翌
日
の
父
島
行
定
期
便
は
問
題

な
く
運
航
が
で
き
る
」
と
の
説
明
を
受
け
、
ホ
ッ
と
胸
を
な
で
お
ろ
し

ま
し
た
。

お
が
さ
わ
ら
丸
は
、
東
京
と
小
笠
原
村
を
結
ぶ
唯
一
の
公
共
交
通
手

段
で
あ
り
、
私
た
ち
の
生
活
は
こ
の
定
期
船
に
頼
っ
て
い
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

幸
い
に
も
す
ぐ
に
航
海
が
再
開
で
き
た
か
ら
良
か
っ
た
も
の
の
、
海

中
作
業
で
漂
流
物
を
外
せ
な
か
っ
た
り
、
ス
ク
リ
ュ
ー
プ
ロ
ペ
ラ
や
船

体
が
損
傷
し
た
場
合
は
、
船
を
ド
ッ
ク
に
上
げ
て
の
修
繕
を
強
い
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
長
期
間
の
欠
航
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
り

島
の
生
活
を
一
手
に
担
う
定
期
航
路

令
和
五
年
一
〇
月
二
三
日
午
前
六
時
、
私
は
東
京
へ
の
出
張
の
た
め

定
期
船
「
お
が
さ
わ
ら
丸
」
に
乗
船
し
て
い
ま
し
た
。
同
船
は
東
京
～

父
島
間
を
所
要
時
間
二
四
時
間
で
結
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
日
は
穏
や
か
な
航
海
で
体
を
休
め
て
い
ま
し
た
が
、
青
ヶ
島
と

八
丈
島
の
間
を
流
れ
る
黒
潮
を
渡
っ
て
い
る
時
、
突
然
の
大
き
な
振
動

に
目
が
覚
め
ま
し
た
。し
ば
ら
く
す
る
と
振
動
は
収
ま
り
ま
し
た
が
、船

窓
を
見
る
と
い
つ
も
は
海
面
が
流
れ
る
よ
う
に
進
行
し
て
い
る
は
ず
が
、

非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
し
た
動
き
に
。
そ
の
後
、
船
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
あ

り
「
ス
ク
リ
ュ
ー
に
何
ら
か
の
漂
流
物
が
絡
み
減
速
航
行
を
し
て
お
り
、

東
京
到
着
時
間
が
大
き
く
遅
れ
る
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
結
果
と
し
て
、

お
が
さ
わ
ら
丸
は
一
六
時
間
遅
れ
の
一
〇
月
二
四
日
午
前
七
時
に
東
京

東
京
都
小
笠
原
村
長　

渋し
ぶ

谷や 

正ま
さ

昭あ
き

心
豊
か
に
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る

島
を
目
指
し
て

改
正
法
への
期
待

昭和 58 年小笠原村入庁。企
画財政課副参事 、産業観光
課長、総務課長などを経て平
成 27年に小笠原村副村長就
任。令 和 3 年小笠 原村長 就
任、現在に至る（現在１期目）。
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ま
し
た
。

小
笠
原
村
民
の
移
動
と
生
活
物
資
の
す
べ
て
を
担
う
定
期
船
が
長
期

間
走
れ
な
く
な
る
―
万
が
一
の
際
に
備
え
て
、
そ
の
代
替
手
段
を
考

え
て
お
く
こ
と
も
地
域
の
課
題
で
あ
り
、
私
の
職
責
で
あ
る
と
改
め
て

認
識
を
す
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
代
替
手
段

が
考
え
ら
れ
る
の
か
、
村
や
運
航
会
社
だ
け
で
解
決
で
き
る
問
題
で
は

な
い
た
め
、
国
や
東
京
都
な
ど
に
も
働
き
か
け
て
検
討
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

日
本
全
国
を
見
渡
し
て
も
、
週
に
一
便
の
定
期
船
が
本
土
へ
の
唯
一

の
交
通
手
段
で
あ
る
離
島
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
航
空
路
線
に
つ
い
て

は
、
東
京
都
に
よ
っ
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
以
下
、小
笠
原
振
興
法
）」
は
、こ

の
よ
う
な
小
笠
原
諸
島
の
条
件
不
利
性
を
緩
和
す
る
目
的
が
あ
り
、
こ

の
度
、
改
正
・
延
長
を
い
た
だ
い
た
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
い
限
り
で
す
。

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
延
長

令
和
六
年
三
月
三
一
日
を
期
限
と
す
る
小
笠
原
振
興
法
は
、
同
月
二

九
日
、
第
二
一
三
回
通
常
国
会
に
お
い
て
改
正
、
延
長
が
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

戦
後
、
米
国
の
統
治
下
に
あ
っ
た
小
笠
原
諸
島
は
、
昭
和
四
三
年
に

日
本
に
復
帰
し
、
今
年
で
五
六
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
復
帰
当
時
一
八

住民生活に必要不可欠な定期船「おがさわら丸」。
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一
名
で
あ
っ
た
小
笠
原
村
の
人
口
は
、
令
和
六
年
五
月
現
在
二
五
二
三

名
に
ま
で
増
え
て
お
り
ま
す
。

戦
争
の
激
化
に
よ
り
住
民
の
ほ
と
ん
ど
が
強
制
疎
開
さ
せ
ら
れ
、
米

国
統
治
下
で
帰
島
を
許
さ
れ
た
住
民
は
ご
く
僅
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
小

笠
原
諸
島
は
本
土
か
ら
一
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
、
人
の
行
き

来
や
物
資
の
輸
送
も
限
ら
れ
る
超
遠
隔

0

0

0

離
島
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
小
笠
原
諸
島
の
復
興
・
振
興
の
た
め
産
業
基
盤
、
生
活
基
盤
、
文

教
施
設
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
イ
ン
フ
ラ
施
設
が
整
備
さ
れ
、
産
業
振
興
と

人
口
の
定
着
が
図
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
小
笠
原
振
興
法
（
返
還
当
初
は

「
小
笠
原
諸
島
復
興
特
別
措
置
法
」）
の
も
と
に
、
事
業
が
実
施
さ
れ
て
き
た

成
果
で
あ
り
ま
す
。

住
宅
不
足
と
移
住
の
促
進
に
向
け
て

今
回
の
法
改
正
で
は
、
地
方
へ
の
人
の
流
れ
を
創
出
す
る
目
的
か
ら

『
移
住
の
促
進
』
に
関
す
る
配
慮
規
定
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
村
内
外
か
ら
「
住
宅
問
題
」
の
解
消
を
求
め
る
声
が
多
く
聞

か
れ
ま
す
。
事
業
の
維
持
、
拡
大
、
継
承
の
た
め
に
従
業
員
を
雇
い
た

い
が
村
内
に
住
む
家
が
な
い
、
家
族
が
増
え
た
が
広
い
住
宅
が
な
い
と

い
っ
た
声
で
す
。

村
内
に
は
「
旧
島
民
」
の
帰
島
を
促
す
た
め
に
建
て
ら
れ
た
都
営
小

笠
原
住
宅
を
は
じ
め
、民
間
の
賃
貸
ア
パ
ー
ト
も
多
く
あ
り
ま
す
が
、空

室
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
新
し
い
住
民
を
受
け
入
れ
る
余
地
は
少
な
い
と

言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

戸
建
て
住
宅
を
増
や
し
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
住
宅
用
地

と
し
て
活
用
可
能
な
平
坦
な
土
地
は
少
な
く
、
世
界
自
然
遺
産
に
も
登

録
さ
れ
て
い
る
自
然
公
園
地
域
が
広
が
る
こ
と
か
ら
、
む
や
み
な
開
発

は
で
き
ま
せ
ん
。

法
に
基
づ
き
東
京
都
が
定
め
る
「
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
計
画
」
に

お
い
て
は
、
土
地
利
用
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
法
改
正

に
と
も
な
い
新
し
く
定
め
ら
れ
る
同
計
画
に
お
い
て
は
、
村
の
住
宅
不

足
に
対
応
す
る
た
め
、
特
に
父
島
の
土
地
利
用
計
画
の
見
直
し
が
行
な

わ
れ
ま
す
。
土
地
利
用
計
画
で
は
、
そ
の
利
用
の
方
針
を
「
自
然
保
護

地
域
」「
集
落
地
域
」「
農
業
地
域
」「
そ
の
他
地
域
」
の
四
つ
に
定
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
沿
っ
た
利
用
を
促
し
て
い
ま
す
。

新
計
画
で
は
住
宅
不
足
に
対
応
す
る
た
め
、
自
然
環
境
と
の
調
和
に

配
慮
し
な
が
ら
既
存
集
落
と
の
一
体
性
を
も
っ
た
「
集
落
地
域
」
の
拡

大
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
併
せ
て
村
と
し
て
新
し
い
住

宅
政
策
を
模
索
し
て
い
き
ま
す
。

小
笠
原
村
の
「
持
ち
家
率
」
は
、
お
よ
そ
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
伊
豆
諸
島
の
場
合
の
お
よ
そ
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
比
較
し

て
も
、
当
村
の
持
ち
家
率
が
極
め
て
低
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ

は
小
笠
原
村
が
小
規
模
な
離
島
で
あ
り
、
か
つ
住
宅
を
建
て
ら
れ
る
場

所
が
少
な
い
こ
と
も
要
因
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
超
遠
隔
離
島
で
あ
る
た
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め
、
住
宅
の
建
設
資
材
な
ど
の
物
資
を
輸
送
す
る
に
も
多
額
の
海
上
運

賃
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
大
き
な
障
壁
で
す
。
本
土
で
住
宅
を
建
て
る

費
用
の
倍
以
上
の
コ
ス
ト
が
必
要
な
こ
と
も
、
持
ち
家
率
が
低
く
な
っ

て
い
る
理
由
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

村
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
定
住
促
進
策
と
し
て
持
ち
家
率
を
増
や
す
た

め
宅
地
分
譲
事
業
を
行
な

っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
に
父
島
六
カ
所
、
母
島

一
カ
所
の
計
七
カ
所
に
八

五
区
画
の
宅
地
の
販
売
実

績
が
あ
り
ま
す
。
本
年
度

は
、
父
島
の
奥
村
に
新
た

に
八
区
画
の
分
譲
地
を
販

売
す
る
計
画
で
す
。
母
島

に
も
令
和
一
〇
年
度
以
降

に
分
譲
事
業
が
で
き
る
よ

う
、
用
地
の
確
保
を
行
な

い
、
現
在
測
量
や
設
計
の

準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

公
営
や
民
間
ア
パ
ー
ト

に
入
っ
て
い
る
住
民
が
、

分
譲
地
を
購
入
し
て
一
戸
建
て
住
宅
を
建
て
、
転
居
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
既
存
の
公
営
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
に
は
空
き
が
生
じ
ま
す
。
そ
こ
に

移
住
者
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
移
住
の
促
進
」
に
つ
な
が
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

豊
か
で
持
続
可
能
な
小
笠
原
の
実
現
を

改
正
小
笠
原
振
興
法
で
は
、
他
に
も
新
た
な
課
題
へ
の
対
応
と
し
て

「
遠
隔
教
育
」「
先
端
的
な
情
報
通
信
技
術
の
活
用
」「
遠
隔
医
療
」「
防

災
対
策
等
」
と
い
っ
た
配
慮
規
定
の
充
実
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
令
和
六

年
五
月
八
日
に
法
に
基
づ
く
「
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
基
本
方
針
」
が

国
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
現
在
、
そ
の
方
針
に
沿
っ
た
「
小
笠
原
諸
島

振
興
開
発
計
画
」
を
東
京
都
が
策
定
中
で
す
。

引
き
続
き
国
や
都
と
も
連
携
し
な
が
ら
振
興
開
発
計
画
に
定
め
ら
れ

た
目
標
の
達
成
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
小
笠
原
村
が
目
指
す
将
来
像

「
心
豊
か
に
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
島
」の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

結
び
に
、
同
法
の
改
正
、
延
長
に
向
け
て
ご
尽
力
を
く
だ
さ
っ
た
石

原
宏
高
自
由
民
主
党
離
島
・
半
島
振
興
特
別
委
員
長
を
は
じ
め
多
く
の

衆
参
両
国
会
議
員
の
皆
様
、
そ
し
て
国
土
交
通
省
、
東
京
都
な
ど
の
関

係
機
関
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。�

■

令和6年度に販売予定の父島奥村分譲地。


