
地

球

節
二
十
五
容

に
数

へ
ら
れ
る
｡
そ
れ
以
外
に
も
荷
幾
多
の
敏
鮎
が
あ

ら
う
と
;心
は
れ
る
が
､
筆
者
が
微
力
の
籍

一
腰
こ
れ
だ

け
で
纏
め
V
P
よ
息
4g
盆
を
研
究
は
後
日
を
胡
す

る
乙

と
は
し
た
の
で
あ
る
｡

節

二
妹

ニ
110

五
四

終
に
臨
み
種
々
御
示
教
を
摘
み
､
且
調
査
の
際
に
は

潰
重
な
時
間
を
割

い
て
御
寛
内
下
ru
つ
ね
隠
岐
支
臆
の

斎
藤
光
減
氏
は
厚
く
戚
謝
す
る
次
簾
で
あ
る
｡
-

(十
二
月
十
日
柄
丁
)

長
崎
願
の
海
岸
地
形
と
其
の
利
用
景
観

森

専

業

衛

一
､
紳
諭

三
'
指
揮

の利

州

貴
職

二

糖

二
､
梅
坪
地
形
蕊

E
I､
紡
諭

袷

長
崎
腺
は
海
岸
の
拍
人
は
富
ん
で
ゐ
る
rJ
と
は
放
て

は
金
閣
何
れ
の
府
煤
に
も
劣
ら
粕
｡
幣

梓
線
の
複
雑
な

rJ
と
が
長
崎
聯
地
方
の

山
大
特
色
で
あ
る
｡
内
地
の
梅

岸
線
紙
延
些

二
?

六
〇
三
粁
に
此
べ
で
長
崎
腺
二
･四

三
六
肝
は
約
八
%
に
潜
み
p
各
府
堀
平
均
線
岸
線
の
三
･

六
倍
に
達
し
で
ゐ
る
1,

侵
蝕
山
地
の
沈
降
し
ね
南
西
日
本
は
隆
起
地
形
の
著

し
い
北
東
日
本
よ
-1
も
甚
だ
し
-
海
岸
線
の
塵
化
は
富

ん
で
ゐ
る
｡
九
州
島
は
其
の
面
積
北
海
道
の
草
は
足
ら

ぬ
が
海
岸
線
の
長
さ
は
反
射
に

7
倍
牛
を
過
ぎ
る

(
舵

海
道
草

四
八
二
粁
'
-九
州
八
･六
六
二
粁
)
｡南
西
旧
本

の
複
雛
を
海
岸
地
形
は
九
州
北
甜
部
か
ら
朝
鮮
牛
島
の

南
西
海
岸
に
及
ん
で
極
度
に
達
し
で
ゐ
る
｡
そ
れ
で
あ

る
か
ら
長
崎
煤
は
金
九
州
の
海
津
線
の
約
二
八
%
を
占

有
し
て
ゐ
る

.



ー侵
蝕
の
進
ん
だ
両
地
の
沈
降
し
た
北
西
九
州
の
部
分

.h
l占
ひ
る
本
膳
は
各
層
撃
っ
て
牛
島
と
島
唄
の
み
で
あ

っ
て
､
泥
樺
は
平
地
乏
し
-
農
耕
の
教
達
は
著
し
い
障

寛
恕
奥
･f
t
各
万
両
は
鴫
手
を
横
げ
ね
様
な
形

を
LL
で

ゐ
る
牛
島
と
其
の
前
田
の
近
遠
は
散
在
す
る
島

唄
は
海

上
活
動
の
良
根
接
地
を
提
供
し
､
陸
よ
-
79
海

へ
働
き

か
け
る
.rJ
と
の
便
利
な
特
和
が
寵
め
ら
れ
る
O
淡
水
の

洗
幣
は
天
然
の
良
港
を
形
成
し
､
軍
都
的
に
工
業
的
に

特
殊
の
利
用
農
が
磯
適
し
'
距
酒
文
化
の
繁
華
を
地
域

を
前
面
に
も
後
背
に
も
有
す
る
rJ
と
と
で
'
交
通
上

･

園
防
上
の
地
位
が
甚
し
-
敦
楓
ru
れ
る
乙
と
も
乙
の
膳

の
海
岸
考
察
上
の

一
婁
件
た
る
を
朱
は
覆

い
｡
次
に
今

ま
で
あ
せ
-
斬
ら
れ
夜
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
が
'
各
地

様
々
の
美

し
い
海
岸
風
発
は
観
光
業
地
と
L
tiJ
撒
水
考

慮
を
抑
は
れ
な
け
れ
ば
在
ら
な

い
.

二
､
海
岸
地
形
誌

刷

酎
馬
島
の
海
岸

略
々
南
北
の
方
向
に
細
長

い

地
盤
島
野
馬
の
海
岸
は
概
観
す
れ
ば
単
調
在
棟
で
あ
る

長
崎
喋
の
佃
搾
地
形
と
共
の
利
州
食
料

が
寒
際
に
は
小
出
入
が
頗
る
多

い
｡
中
鐘
暦
壮
年
山
地

の
沈
降
し
た
も
の
と
し
て
'
す
べ
て
の
谷
は
溺
れ
て
慌

轡
は
峻
し

い
山
中
ほ
ま

で侵
入
す
る
｡
従
っ
て
海

洋に

は
平
地
が
極
め
て
少
-
､
沈
水
谷
頚
は
僅
か
ば
か
み
の

砂
塵
堆
積
地
が
磯
達
し
で
ゐ
る
の
み
で
あ
る
｡
上
下
両

I

島
を
通
じ
て
分
水
嶺
は
尭
偏
し
て
ゐ
る
か
ら
大
き

い
川

は
固
流
し
､
大

き
い
潜
も
蘭
側
に
多

い
｡
最
大
の
入
海
は

ア
ヅ
hワ

浅

海

轡

で
'
乙
の
低
地
は
殆
ど
各
部
沈
没
し
て
し
ま
っ

｢･十
.r],7,

て.
束
か
ら
入
-
込
聖

二
浦
轡
と
の
問
に

船

越

村

の
地

峡
を
残
し
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
対
馬

島
は
南
北
の
二
島
に
分
離
さ
れ
た
｡
北
の
島
に
は
更
は

lヽ
ヰ

三

瓶

轡
と
仁
m
轡
の
侵
入
が
あ
TO
が
浅
海
暫
ほ
ど
大
規

模
で
は
覆

い
｡
け
れ
ど
も
之
等
は
南
の
島
の
中
央
は
在

る
佐
須
川
流
域
と
典
に
'
野
馬
に
於
け
る
著
し

い
東
西

方
向
の
低
所
で
､
暇
に
現
在
よ
～,>
も

一
〇
〇
米
低
下
せ

し
め
た
と
し
た
ら
こ
の
三
低
地
も
今
の
浅
海
轡
の
や
う

に
奥
深
-
ま
で
入
海
と
な
っ
て
.
対
馬
を
南
北
に
五
つ

に
等
分
す
る
で
あ
ら
う
｡

か
-
の
如
-
西
岸
に
は
種
々
著
し

い
数
個
の
常
人
が

三

五
五



地

球

解
二
十
五
巷

あ
る
の
は
勤
し
で
､
兼
樺
に
は
そ
れ
よ
カ
も
小
ru
い
入

イヅ
ハヲ

,Lユウ
シ

江
が
甚
だ
多

い
｡厳
原

暫

･三
浦
轡
･
オ
p
シ
カ
轡
･
舟

志

ニシ'i
ヤリ

轡
｡酉
泊
轡
等
は
東
岸
と
し
て
は
此
軽
的
大
き

い
幣

に

属
し
､
以
下
小
勢
の
蓮
厳
で
あ
る
.
而
し
て
轡
頭
に
も

閣
部
の
も
の
程
平
地
を
春
せ
ぬ
｡
各
小
河
川
の
口
に
は

沖
積
平
地
は
皆
無
で
あ
る
と
言
っ
て
79
よ
い
程
僅
少
で

あ
る
｡
従
っ

て盤
新
に
適
し
た
地
形
は
封
馬
金
島
は
乏

し
い
の
で
あ

るが
､
兼
岸
は
特
に
そ
れ
が
著
し
-
怒
め

ら
れ
る
C'然
し
を
が
ら
内
地
に
固
す
る
偲
贋
や
､
卓
越
北

西
風
を
避
け
得
る
関
係
等
か
ら
し
て
､
野
馬
島
に
於
け

る
文
化
地
帯
は
rJ
の
狭

い
兼
岸
に
春
す
る
｡
廉
い
斜
面

の
西
岸
は
避
封
馬
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
｡
本
島
の
門
月

ヒ
ダ
カ
ツ

で
あ
る
厳
原

･
此

田

勝

二

港
を
は
じ
め
主
在
る
舟
泊
地

は
東
岸
の
小
入
江
に
臨
ん
で
ゐ
る
｡
西
岸
の
港
は
来
樟

ほ
ど
船
運
が
優
で
覆

い
｡

金
島
殆
ど
険
し
い
山
地
の
み
で
あ
っ
て
､
島
内
に
於

け
る
住
民
の
活
動
に
は
少
か
ら
拍
制
約
を
受
け
る
の
で

居
住
地
は
自
ら
海
岸
に
限
ら
れ
る
や
う
に
雇
っ
て
沈
水

潜
頭
に
集
金
的
の
来
港
が
磯
超
し
た
｡
前

記

諸

港
の
外

節
二
蚊

妄
l

五
六

ツ

ツ

ア
サ
モ

ナ
イ
イ
ン

ク

五

酸

轡

預

の
豆

酸

･
機

鼓

､

内

院

轡

頚

の
雨

内

院

.

久

女

ア

ガ
･･,

和

轡

頭

の
久

和

､

安

御

幣

頚

の
安

榊

､

尾

浦

帯

頭

の
尾

ク

･%

rF
ウ
テ

捕
､

厳

原
暫

南

岸

の
久

田
等

よ

少
.

以

北

に
も

小

浦

､

ソ

クシ

Lfト
ヘ

キ
ン

骨
､
櫛
'

佐

賀

.

志

多

賀

'

小

庇

､

1
霊

､

聾

児

､
琴

'

舟
志
､
大
璃
'

機

動

窮

等

東

樺

の
諸

衆

静

は
何

れ

7P
同

様
の
海
岸
地
形
の
位

置

は
磯

達

し

､

西

岸

で

も

大

浦

､

シシ
'-

衣

佐
須
泰
､
仁
田
'
成
風

､

三
根

､

田

等

繁

藤

の
位

置

は

地
形
上
東
岸
と
経
る
所
は
老
い
｡

rJ
れ
等
の
轡
頚
は
居
を
柄

へ
る
住
民

は
谷

底

に
磯

見

さ
れ
ね
極
少
の
磯
の
多

い
低
地
を
耕
し
'
山
麓

地

方

に

階
段
畑
を
潜
ん
で
盤
作
を
行
払
つ
～
海
上
の
漁
猟
に
従

事
し
､
虞

5,両
積
を
有
す
る
山
林
よ
み
の
収
入
を
第

一

と
し
て
生
活
し
て
行
-
｡
各
衆
静
間
は
険
し
い
山
の
牛

島
に
ょ
つ
て
遮
ら
れ
る
ね
やめ
､
陸
上
の
道
路
は
甚
だ
不

完
全
で
あ
る
の
で
､
沿
岸
航
路
の
小
娘
が
主
要
在
る
交

通
概
観
と
在
っ
て
ゐ
る
｡
出
入
は
富
ん
だ
海
岸
は

一
般

に
風
景
が
美
し
い
｡
封
馬
で
特
に
風
景
の
優
れ
て
ゐ
る

の
は
蔑
源
轡
と
三
浦
轡
の
沿
岸
地
方
で
あ
ら
う
｡
線
を

戟
-
岩
骨
の
無
数
の
牛
島

･
島
哩
が
数
ふ
る
に
暇
夜
d
T,



譜
の
入
江
と
相
塘
除
し

てゐ
る
景
観
は
此
頻
の
な
い
所
魂

適

の
諸
相
貌
富

ま
す
る
所
以
で
あ
る
｡
島
内
の
交
通
も
室

で
､
オ
ロ
シ
カ
鞠

二
二
親轡
｡
仁
田
常
等
の
雄
大
な
る

沈
水
谷
風
景
も
種
す
べ
-
'
線
じ
て
封
馬
に
は
男
性
的

の
海
岸
風
景
の
美
し
い
も
の
が
多

5'｡

㈲

董
岐
島
の
海
岸

安
岐
島
の
山
形
は
封
馬
島
の

そ
れ
よ
与
は
金
-
趣
を
典
に
す
る
け
れ
ど
も
'
其
の
位

置
と
成
園
は
於
で
は
両
島
共
通
鮎
が
少
-
老
い
｡
萱
岐

良
の
海
岸
に
沈
水
谷
の
凝
達
し
で
ゐ
る
乙
と
も
封
馬
島

ア
シ
ベ

に
遜
色
が
な

い
｡
島
の
兼
岸
は

旗

蓮

浦
と
八
幡
浦
､
西

ハ

ンセイ

ワタ
ヲ

岸
に
湯
本
蒋
'
中

城

浦
及

波

艮

轡
が
特
に
洗
-
常
人
す

イ
ンド
ウジ

･
カ
ツ
モj･

る
｡
南
部
の
郷
之
浦
及
び

印

迫

寺

'
北
部
の

勝

本

､
尭

部
の
鹿
蓮
等
本
島
の
主
要
門
戸
と
在
っ
て
ゐ
る
港
は
､

何
れ
も
小
入
江
の
奥
に
凝
達
し
ね
塞
集
部
落
で
あ
る
が

其
の
他
の
入
江
に
は
必
ず
家
路
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
は

を
く
く
､

一
般
の
人
家
は
金
島
内
の
綬
起
伏
面
上
に
散

在
し
て
蓋
を
投
付
風
景
を
出
現
し
て
ゐ
る
｡
乙
の
鮎
友

抱
封
馬
よ
～,h
も
亦
大
い
に
興
っ
た
景
観
で
あ
る
｡
封
馬

島
の
侵
蝕
山
地
に
対
し
て
萱
岐
島
は
基
地
性
と
言
ふ
地

形
上
の
租
本
に
差
異
あ
る
こ
と
が
.
封
馬
と
は
反
封
性

長
崎
版
の
梅
坪
地
形
と
北
ハ
の
利
用
食
料

促
で
､
自
動
車
路
は
南
北
東
西
に
自
由
に
通
じ
て
ゐ
る

の
で
'
沿
岸
航
路
は
全
-
頼
ら
れ
な
い
｡

張

暇恒
良
は
対
馬
海
流
の
通
過
す
る
所
望

困
っ
て
ゐ
る

の

で
'

沿
岸
及
び
近
海
の
漁
業
の
盛
に
行
は
れ
る
rJ
と

は
勿
論
で
あ
る
か
ら
､
海
岸
地
形
の
漁
業
に
封
す
る
重

要
性
は
封
馬
と
軽
み
は
覆
い
｡
箇
西
岸
渡
良
の
多
島
地

域
を
は
じ
め
湯
本
轡
の
内
外
'
北
税
勝
本
継
外
の
辰
ノ

鳥
の
奇
岩
'
海
蝕
洞
､
白
砂
の
渚
等
海
接
風
光
美
は
観

光
地
と
し
て
の
要
素
た
る
を
朱
は
ぬ
79
の
で
あ
る
｡

ヒサガ

ナ

ル

㈱

五
島
列
島
の
吾

揮

郵

貯

島

･
久

賀

苧

奈

留

島

･
若
於
島

･
中
通
島
と
五
島
列
島
の
主
軸
は
南
西
か

ら
北
某
方
向
は
直
線
状
に
通
じ
イ
ゐ
る
0
島
の
地
形
は

封
馬
に
似
た
朗
が
多

い
が
'
此
の
列
島
で
は
南
北
性
の

裂
線
が
薯
-
現
ほ
れ
て
数
個
の
主
要
島
に
切
断
さ
れ
て

ゐ
る
｡
封
馬
を
更
は

一
段
と
陥
没
せ
し
め
た
様
な
79
の

で
あ
る
｡
fJ
の
列
島
の
北
部
に
は
別
に
愛
岐
島
と
地
形

ヲ
ヂ
カ

地
質
を
同
じ
-
す
る
玄
武
岩
の
違
地
鳥
宇
久

･
小

値

賀

･～
イ
ヲ
ク

の
諸
島
が
あ
わ
'
福
江
島
に
は
楯
山
▲･
富
江
･
三
井

紫

｡

三
三

五
七





各
し
た
も
の
で
あ
る
｡
中
通
島
は
其
の
形
を
異
に
す
る

や
う
で
あ
る
が
'
南
北
方
向
の
裂
線
は
依
然
と
し
て
著

し
-
之
亦
閏
車
の
複
合
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡

さ
て
こ
れ
等
列
島
主
要
部
の
沈
降
地
形
は
又

一
段
と

顕
著
を
も
の
で
あ
っ
て
'
峻
し

い
山
谷
は
直
ち
に
海
中

は
没
入
し
て
批
大
在
る
海
岸
風
澄
む
揖
現
し
､
沿
岸
耕

地
の
磯
速
に
大
な
る
支
障
h
哀

し
て
ゐ
る
｡
河
口
に
三

角
洲
の
敬
遠
を
ゆ
る
ru
ぬ
小
出
入
は
富
ん
だ
溺
れ
谷
の

地
形
は
'
こ
の
列
島
で
は
若
松
瀬
戸
に
於
y
盛
大
に
達

し
で
ゐ
る
｡
列
島
の
沈
降
海
岸
地
形
は
南
西
よ
さ
北
東

は
行
-
～u,
従
っ
て
著
し
-
現
は
れ
で
ゐ
る
｡

宇
久

･
小
値
賀
諦
島
は
す
べ
て
の
東
観
に
於
で
宝
岐

島
と
相
似
形
で
､
滴
江
島
の
四
火
山
岩
牛
島
と
も
様
式

を
同
じ
-
し
､
開
拓
よ
-
進
み
列
島
中
幾
度
の
最
も
豊

を
地
域
で
あ
る
｡

険
し
い
山
の
下
に
凪
を
避
け
る
小
入
江
に
臨
ん
で
救

逢
し
た
漁
港
と
し
て
は
玉
之
浦
と
奈
良
尾
を
以
て
範
と

す
べ
-
.
富
江

∴
柵
江

｡
笛
吹
･平
･醐
ノ
浦
等
繁
華
夜

祭
蕗
は
港
幣
の
地
形
と
し
て
は
必
ず
し
も
良
好
で
は
夜

長
崎
株
の
粘
伴
地
形
と
其
の
利
用
激
職

5,が
､
島
内
に
於
で
開
拓
の
行

き
届
い
た
部
分
を
背
後

に
有
す
る
と
言
ふ
優
れ
た
傍
件

が
あ
っ
て
夫
々
地
方
的

の
門
戸
と
な
っ
て
ゐ
る
｡
同
じ
海
岸
地

形で
あ
つ
て
も

沿
岸
衆
静
の
多
-
は
北
西
両
を
避
け
て
ゐ
る
の
は
や
は

ら
卓
越
風
の
影
響
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
｡

㈱

平
戸
諸
島
の
海
岸

主
島
卒
月
島
を
は
じ
め
大

ノ｢キ
ッ
キ

顔
ク

島
･
生

月

島

｡
皮

島

等
殆
ど
す
べ
て
火
山
岩
よ
-
成
る
｡

乙
の
諸
島
の
海
岸
地
形
凍
前
記
の
安
岐
島

･
五
島
列
島

等
と
同
様
式
で
あ
る
｡
殊
に
北
部
の
大
島

｡
生
月
島

･

皮
島
は
岩
質
･成
因
･開
拓
様
式
等
安
岐
･宇
久
･小
値
賀

等
と
相
似
形
と
言
ふ
べ
-
､
洗
降
し
た
玄
磯
岩
層
の
火

山
岩
轟
地
で
あ
る
か
ら
島
内
の
起
伏
は
藩
Y
な
-
､
海

岸
は
多
-
は
断
崖
で
朗
々
は
溺
れ
谷
の
小
入
江
が
あ
っ

て
'
之
が
漁
船
の
碇
泊
地
と
な
み
'
地
方
的
交
通
の
婆

地
と
し
て
沿
岸
迫
以
の
定
期
触
出
入
し
各
島
の
門
月
と

γヅ
チ

在
っ
て
ゐ
る
｡
大
島
の
醐

ノ
浦

･駒
川

等
が
其
の
模
式

的
の
も
の
で
あ
る
｡
生
月
島
79
大
島
も
共
に
北
西
面
は

直
ち
に
外
海
に
接
し
'
且
冬
季
の
葛
通
風
に
直
面
す
る

か
ら
海
岸
の
利
用
は
南
東
面
に
偏
し
て
ゐ
る
｡

.
L
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嶋
義

徽
二
十
重
●

平戸島は其の専末年面の潅樺にこ放
て

は
績

か
な

絹的絹
捕遥絹的㌍l･｡

拍

･弱

には優かIこ前津青の小潜ある
の
み

で
'

利

用

貴

が

1枚にこさびしい｡この島の
北

西
字

面

に

は
北

噂

に

妊

-

薄

青

潜

･
舌

江

潜

の

大

き

い
潜

入

が

あ

る
｡
南

峰

ド . ~ ~
l

事 二 胃

卒 j=島 南 西 部

(二十貫分一群rrr-長嶋 J)

嘉
二
義

丁零

書

A

A
+

の
轟

々
伎
潜

の
大

潜

入
が

iAIれ

丸
貴

需

輪

柾

嶋
夢

枕
太

さ

小
義

他

と
鼻

へ
て

ゐ

る
｡
前

著

は
寛

骨

の
手

芸

鱒

等

が

本

土

に
社

有

す

る
良

*
.と

t

t
r

叉

牝

鎗
繍

義

蒼

の
中

心
と

し

て
鷺

達

し

尤

も

の

で
あ

る

か
ら

育
樟

魚
雷

潜

は
蔓

有

と

な

っ
て

ゐ
る
0

こ
れ

は

反

し

て
恵

々
伎

方

面

に
放

て

は
萱

岸

が

1
肴

_こ
出

入

乏

し

き

厳

島

で
あ

る

た

め
'

蒙
幕

は
重

く

牝

宵

k
E

ロ
す

る
怠

舌pl韓とはL:め鯵義の鶏れ谷がある｡轟々債の

大胃の集に船鐘oJLAk傷があって辛ふt:て轟々

償 山の手At鐘徽 してもろ｡鱒離合の小鼻頼義

がこの嶋義○門戸となって佐鷺舞も豊嶋すさ｡

々
伎

潜

の
滑
4
.に

の
み

義

慮

し

た
｡

私

有

托

_
∫

両

す

る
海

岸

に

は
そ

の
他

托
せ

内
儀

･
著

書

潜

及

び

鶴舞子鴨等

が

あ

っ
て
.#

樺

の
尊
鴨

i

を織る｡*二着は繭れ谷jLtの義

.が

特

tこ
薯

-

､

推

水

は
川

口
か

ら

は

る
.Tだ

!･.

農

地

の
谷

へ
佳

人

し

て
島

の
中

央
億
.*

に
慮

L

t

そ

の
潜

帝

に

夫

々
舌

的

･
背

骨

等

の
蒙

港

が

義

生

し

た
｡

海

岸

地
形

lこ
不

利

な
鵬

が

あ

っ
て
l
其

の

位

霊

本

土

に
面
す

る

寛

骨

が
利

用

度

は

大

で

あ

る

｡

平

戸

島

の

青

年

で

は

志

々

伎

･
撫

育

■

中

津

良

等

の
瞥

甘

幕

昧
慮
りれ

も

酉
樺

は
養

I

･



な
が
ら
其
の
門
月
は
反
動
斜
両
の
佐
世
保
地
方
に
而
す

る
小
轡
前
津
青
に
あ
る
｡
島
内
に
於
で
も
,J
の
方
面
を

マ
ヘノ

ニシノ

前

日

と
言
っ
て
､両
日

を
rJ
の
島
の
甚
両
と
し
て
ゐ
る
｡

平
月
か
ら
本
土

へ
は
封
岸
日
ノ
浦
(
平
月
口
)
へ
連
絡

船
が
あ
っ

て狭
い
平
月
海
峡
を
短
時
間
に
し
て
横
断
す

る
｡
乙
の

便利
を
連
絡
機
銅
は
年
月
と
し
て
離
島
た
る

の
不
便
を
除
去
せ
し
め
た
大
島
･蕉
月
島
･皮
島

へ
の
連

絡
は
す
べ
て
平
月
港
を
起
鮎
と
し
て
行
ふ
｡

㈲

伊
寓
里
潜
沿
岸

北
松
浦
牛
島
と
佐
賀
櫛
の
尭

於
浦
牛
島
と
は
､
伊
寓
里
轡
の
繰
入
に
よ
っ
て
分
た
れ

る
｡
伊
常
盤
轡
口
に
は
鷹
島

･
青
島
等
が
防
波
堤
の
や

う
に
横
は
っ
て
ゐ
る
の
で
轡
は

一
内
海
と
在
っ
た
.
幣

イ
マ.フク

内
に
は
叉
編
島
の
大
島
が
あ
ら
I今

桶

の
涛
脇
牛
島
の
突

出
と
共
に
伊
齢
里
轡
を
内
外
二
部
に
分
け
た
｡

伊
苗
旦
内
轡
の
沿
岸
は
大
部
が
佐
製
版
で
東
岸
に
は

小
出
入
が
多

い
が
西
岸
は
断
簡
海
岸
を
な
し
て
単
調
で

あ
る
.
轡
の
頭
部
は
南
米
に
泥
-
入
-
込
ん
で
伊
寓
里

ま
で
逢
し
て
ゐ
る
が
､
乙
J
に
狂
ぐ
有
阿
川
及
び
伊
笛

見
川
の
土
砂
堆
積
の
た
め
伊
嵩
旦
港
の
機
能
が
穀
が
れ

長
峰
僻
の
海
洋
地
形
と
鵜
の
利
用
激
職

る
や
う
に
在
っ
た
0

シ

サ

.J
ク
リ
ヤ

伊
蘭
旦
外
曙
の
閥
岸
に
は
今
而
･
志

佐

･御

厨

等
の
小

港
が
あ
っ
て
､
政
道
伊
佐
線
は
rJ
れ
等
の
滞
頭
を
互
に

連
結
し
'
港
に
揚
げ
ら
れ
た
魚
猟
を
79
積
ん
で
行
-
.

ホ
シカ

盈

鹿

牛
島
の
内
側
に
は
晶
鹿
の
小
樽
が
あ

っ
て
､
城
山

に
ょ
っ

て北
酉
風
を
防
ぐ
天
然
の
良
港
を
t形
成
し
漁
業

の
一
版
接
地
が
磯
適
し
た
｡

rJ
の
地
方
の
源
岸
の
港
は
漁
業
瓶
接
地
と
在
っ
て
ゐ

る
ば
か
～,h
で
在
-
'
北
松
浦
牛
島
各
地
に
採
掘
さ
れ
る

石
炭
の
積
出
に
利
用
さ
れ
る
.
炭
坑
の
規
模
が
小
で
あ

る
だ
け
有
数
積
出
港
の
施
設
も
小
規
模
で
あ
る
｡

㈲

佐
世
保
附
正
の
海
岸

佐
世
保
附
近
の
海
岸
は

長
鵬
膳
の
牛
島
部
に
於

で最
可,
複
郡
を
極
め
て
居
る
部

少
.11一r･.

分
で
あ
る
｡
平
月
の
射
程
地
方
の

田

平

地
塊
の
源
岸
は

玄
武
岩
毒
地
の
海
蝕
を
受
け
た
北
西
九
州
共
通
の
地
形

で
'
以
南
に
比
べ
る
と
出
入
も
多

い
方
で
は
な

い
｡
田

エ
ムカ
エ

平
地
塊
の
南
船
の
断
層
崖
下
に

江

迎

潜

が
約
五
粁
陸
地

内
に
侵
入
し
て
'
江
迎
川
の
下
流
の
著
-
沈
降
し
允
こ

と
を
現
し
て
ゐ
る
0
江
迎
港
か
ら
南
佐
世
保
港
口
攻
で

I

.Lllセ

六

1



地

紋

野

手

茄
容

サ

､
ザ

.
ア
イ
ノ
ウ
タ

の
間
に
は

佐

々

川
と

朝

浦

川

が
海
に
入
っ
て
ゐ
る
,3
何

れ
も
河
口
町
近
の
三
角
洲
の
堆
積
作
用
は
薯
-
衣
-
で

沈
水
地
形
が
優
越
し
て
ゐ
る
｡

rJ
の
あ
カ
-
の
梅
樺
は
九
十
九
島
と
弼
n
れ
て
ゐ
る

縄
多
-
の
小
島
が
散
在
し
て
ゐ
る
｡
第
三
紀
の
砂
岩

･

貫
岩
の
立
像
が
傾
斜
L
v
r
陥
没
を
免
れ
た
小
島
上
に

現
は
れ
､
海
水
の
侵
蝕
作
用
を
受
け
'
島
上
に
は
練
の

樹
木
が
生
茂
っ
て
ゐ
る
の
で
日
本
三
食
の
鹿
島
を
大
き

く
し
た
や
う
夜
風
党
で
あ
hd
｡
共
等
の
島
ほ
か
-
れ
て

石
尿
の
積
出
兆
光
る
江
迎

･
歌
ケ
捕

｡
佐
々

･
相
浦
等

の
繁
華
な
栄
静
が
磯
逢
し
た
.
佐
世
保
軍
港
は
之
等
の

小
出
入
の
多

い
源
岸
か
ら
斑
は
奥
地
に
轡
入
し
た
佐
世

保
轡
坑
に
あ
る
｡

削

大
村
潜
の
沿
岸

大
村
轡
は
佐
世
保
幣
よ
少
も

更
は
轡
八
の
著
し
い
大
将
で
あ
る
｡
酉
に
は
酉
彼
杵
牛

島
の
甘

い
地
静
を
基
盤
と
す
る
地
塵
が
横
死
は
少
.
莱

は
多
良
岳
火
山
に
ょ
つ
て
有
明
海

と

隔
て
ら
れ
て
ゐ

る
｡

轡
口
附
妃
は
北
於
浦
牛
島
の
頚
部
か
ら

述
縛
し

た
玄
武
岩
の
メ
サ
む

い
ね
だ
-
山
地
の
昭
捜
し
た
地
方

鈴

二

雛

l
荒

六
二

ハ
イ
叶

で
.
瀬
川
村

｡
針
尾
島

｡

早
岐

町
の
間
は
伊
ノ
浦

｡
早

岐
の
両
湘
月
が
あ
っ
て
大
村
幣
と
外
侮
と
htLJ連
ね
て
ゐ

る
｡
早
岐
瀬
月
は
狭
長
夜
鱗
状
を
蓋

し
で
､
海
と
し
て

の
形
状
,機
能
を
先
払
､
伊

ノ
浦
湘
月
が
主
と
し
て
外
浬

へ
連
絡
す
る
も
の
で
乙
rJ.に
忠
潮
流
の
現
象
を
見
る
｡

か
-
で
大
村
轡
は
殆
ど
金
-
湖
水
の
状
を
量
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
｡

北
岸
は
川
棚
村
に
大
崎
山
の
メ
サ
牛
島
が
突
出
し
p

其
の
頚
部
の
桐
畑
に
小
串
浦

二
二
越
浦
の
あ
る
あ
た
ヵ

ほ
担
化
を
見
る
が
以
東
は

1
股
に
出
入
に
乏
し

5.｡
rJ

の
方
面
は
大
村
轡
沿
岸
と
し
て
は
階
波
が
著
ぐ
夜
か
つ

ね
か
､
又
は
河
川
の
搬
出
物
が
多
か
つ
死
の
か
､
川
棚

ヅ
ノギ

川
79
彼

杵

川
7P
下
流
は
沖
積
卒
野
開
け
p
各
溺
れ
谷
を

蚊
め
鼓
し
て
'
新
三
角
洲
は
肺
に

山
敏
の
海
岸
線
よ
-

も
進
出
せ
ん
と
し
て
ぬ
る
｡
か
し
る
現
象
は
本
膳
に
於

で
は
他
に
頻
の
な

い
所
で
あ
る
｡
埋
積
谷
は
水
江~
と
を

～,L
.
河
口
三
角
洲
に
は
川
棚

･
彼
杵
の
衆
港
が
載
せ
ら

れ
て
ゐ
る
U

大
村
轡
の
東
岸
は
多
良
岳
火
山
の
酉
虎
視
で
あ
っ
て



カ

十ビ

萱

瀬
川
下
漁
は
敬
超
し
た
扇
状
地
が
大
村
幣
中
に
駄
縦

を
描

い
て
突
出
し
て
ゐ
る
の
が

一
大
特
色
で
あ
る
｡
崩

コオ
-

ガ
イ
ジ
ヤ
ゥ
ゴ

状
地
の
南
北
両
税
即
ち
郡

川

･

大

上

月

川
下
流
附
近
の

水
利
の
便
あ
る
所
は
水
肘
が
開
け
七

ゐ
る
が
へ
腐
状
地

両
は
一
般
に
砂
塵
の
堆
積
で
地
表
の
水
樺
が
恵

57
尭
め

海
岸
ま
で
水
田
耕
作
は
行
は
れ
な

い
.
畑
の
優
越
し
た

景
観
を
量
し
て
ゐ
る
｡
静
な
海
中
に
突
出
し
た
地
味
の

比
較
的
肥
え
て
ゐ
夜

5,平
坦
地
で
あ
る
の
で
'渦
罪
の
飛

行
訓
練
に
利
用
さ
れ
､
航
容
隊
は
以
前
か
ら
在
る
陸
軍

の
歩
兵
聯
陸
と
共
に
､
乙
の
地
方
を
し
て
軍
用
地
と
し

て
の
特
色
を
有
せ
し
め
た
｡
大
村
扇
状
地
の
南
方
に
突
ク
シ
;I

出
す
る
多
良
岳
裾
野
の
切
解
さ
れ
た
丘
陵
の
牛
島
歌

島

臓
が
城
地
は
選
定
さ
れ
'
城
下
町
大
村
は
を
の
北
部
の

内
田
川
洗
水
河
口
附
近
に
敏
速
L
iJ
｡
玖
島
崎
は
を
の

ク
バ
ラ
サ
カ

南
方
に
並
行
す
る
久

原

丘

の

牛
島
と
の
間
に
琴
ノ
浦
を

抑
み
､
大
村
地
方
の
繁
華
を
地
域
の
南
紬
を
限
る
｡
鈴

田
川
の
断
層
谷
も
河
口
が
溺
れ
'
堆
積
は
ま
だ
そ
の
全

部
に
及
ん
で
ゐ
在

5,｡
以
南
の
口
岳
地
塊
の
海
岸
は
平

地
が
少
-
て
淋
し

い
景
観
を
つ
ゞ
け
'
南
方
に
甚
だ
し

長
崎
櫛
の
海
将
地
形
と
弗
の
利
用

激

職

†

ツ

十
.I

-
幣
入
す
る
大
村
轡
の

一
大
支
轡
は

異

津

川

に
達
し
､

尭
大
川
等
の
埋
立
た
土
地
が
次
窮
に
磯
達
し
で
､
か
つ

て
海
中
に
あ
つ
た
と
皿
は
れ
る
小
島
数
個
を
捕
獲
し
て

ゐ
る
が
､
な
は
沈
降
海
岸
地
形
を
修
飾
し
記
し
て
ゐ
覆

い
o大

村
轡
の
阿
波
は
南
北
方
向
の
断
簡
を
主
と
し
て
行

は
れ
光
と
;瓜
は
れ
る
｡
南
岸
に
は
北
方
は
向
つ
て
突
出

す
る
牛
島
が
並
ん
で
ゐ
る
｡
二
見
瀬
盈

･
柴
崎
鼻

･
植

野
鼻
等
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
れ
等
の
舗
小
牛
島
は
集
魂

栗
の
火
川
岩
地
の
佼
蝕
が
薯
-
進
ん
だ
山
地
の
脊
梁
部

が
淡
水
を
免
れ
尭
も
の
で
あ
る
の
で
､
小
規
模
で
は
あ

る
が
倹
し
い
山
ば
か
み
で
あ
る
｡
共
等
の
間
の
小
渓
流

も
川
口
附
近
の
堆
精
弛
む
殆
ど
現
は
し
て
ゐ
な

い
.
大

イ
キ
リ
ヰ

ナ
カ
ヨ

軍
川

｡伊
木

力

川

｡長
典

川
等
も
漸
次
沖
積
作
用
を
つ

づ
け
て
塞
ね
が
'
ま
だ
そ
の
洗
水
谷
の
全

部
を
埋
め
訳

す
rJ
と
が
川
凍
な

い
｡

ニ
シ
ソ
ノ
ギ

ウ
ナ
ノ

大
村
滑
の
西
岸
そ
れ
は
所
謂

西

彼

杵

牛
島

内

海

の
海

岸
で
､
fJ
の
方
面
に
7er̂商
北
方
向
の
地
形
構
造
が
著
-

目
立
つ
｡
西
彼
杵
牛
島
準
平
原
か
ら
大
村
轡

へ
の
陪
波

三
九

六

三



第 二 閲

大 村 轡 の 南 岸

(酋二鵜分一地形問 大村近傍 八班 ｢苛々件礼 )

複軸な沈降梅梓を紐ふ地 道長崎本線 は トン,i,1,レと切 り流 しに よって仙

洞の利 口部 を1ALき･磯奥部 を埋立て泊沖 に築増 し斑線化ICつ とめたO

鎌退紋路の内相 て入海 を隔て 小ゝ耕地が開けてゐる0

第 四 囲

西彼杵 牛 島内海 の海岸
(蕊-i野分一地形問 長崎三班 ｢大村｣)

低

い
丘
陵
の
傾
斜
田
に
は
階
段
州
開

け
､
狭
長
な
谷
底
は
水
田
と
な
っ
た

が
､何
れ
も
潮
れ
て
海
に
迎
輯
す
る
O

脚
は
岬
彼
杵
郡
鵡
商
材
で
あ
る
｡

節
二
十
Hj.令

解
二
批



は
階
段
断
層
を
な
し
て
ゐ
る
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
｡
前

面
の
川
地
は
牛

ば
惜
捜

し
て
亀
岳
相
の
莱
牛
と
､

長

浦
･村
松
両
村
に
尾
月
牛
島
･月
瓶
牛
島
等
を
つ
-
み
､

主
催
山
地
と
の
間
の
地
溝
は

1
部
淡
水
し
て
形
上
轡

･

村
松
轡
と
な
-
.
内
海
縦
貫
の
主
婆
道
路
の
迫
ず
る
所

と
な
っ
た
｡
酉
岸

完
W
は
大
村
轡
中
に
放
て
最
も
渥
岸

線
の
接
雛
夜
万
両
で
あ
る
｡
大
串
轡
は
北
東
方
向
の
断

層
線
も
加
っ
た
大
き
な
陥
没
の
入
江
で
'
伊
ノ
浦
瀬
月

を
切
つ
y
出
る
と
､
川
内
浦

･
英
喰

ノ
浦

･
横
瀬
ノ
浦

と
複
酢
夜
轡
形
を
し
た
舶
似
形
の
入
江
が
大
串
轡
か
ら

北
酉
の
方

へ
並
ん
で
等
比
級
数
的
に
縮
少
し
て
行
-
0

リ
･1一.

㈱

西
彼
杵
半
島

外

海

の
海
岸

西
彼
杵
牛
島
外
海

方
面
の
海
岸
は
概
観
す
る
と
胆
調
と
盲
は
ぬ
ば
な
ら
伯

で
あ
ら
う
.
し
か
し
高
原
性
山
地
の
中
に
は
構
造
線
に

従
っ
て
剥
れ
カ
粗

い
谷
が
屡
々
あ
っ
て
溢
水
が
意
外
に

奥
粍
-
悪
で
侵
入
す
る
も
の
が
あ
る
｡
中
央
部
に
あ
る

雪
ノ
浦
川
が
其
の
最
も
著
し
-
､
内
海
の
大
事
轡
の
延

長
上
は
あ
る
北
光
方
向
の
谷
が
溺
れ
た
･Q
の
で
あ
る
｡

河
口
か
ら
四
粁
上
流
の
川
中
は
あ
る
奥
捕
食
で
浦
潮
の

長
崎
蝶
の
海
将
地
形
と
共
の
利
用
紫
親

海
水
は
測
る
｡
七
ツ
釜
の
名
串
島
内
側
は
7P
狭
長
な
轡

が
入
-
込
ん
で
'
そ
れ
に
控
iI
小
流
の
谷
底
に
は
何
れ

オ
モ〆
カ

も
海
水
が
探
-
進
入
し
て
ゐ
る
｡
北
規
に

函

南

･

黒
日

∴日
L!u

南
瑞
に
三
箕
等
溺
れ
谷
の
頭
部
に
は
夫
々
基
合
駒
の
来

港
の
畿
達
を
見
る
｡

外
洋
の
荒
波
に
洗
は
れ
る
高
原
の
練
に
は
金
-
平
地

を
存
在
せ
し
め
伯
が
､
崖
下
や
河
口
に
小
r
u
い
砂
磯
の

堆
積
地
を
開

い
て
居
住
地
を
典

へ
て
ゐ
る
.
警
ノ
捕

･

醐
ノ
浦
等
夫
々
同
名
の
河
口
は
敬
遠
し
た
小
砂
洲
を
利

用
し
允
も
の
で
あ
る
｡
海
岸
に
耕
作
地
は
自
由
に
糧
ら

れ
犯
か
ら

1
枚
に
淋
し

い
風
景
で
あ
る
｡

海
中
に
沈
没
し
た
節
三
紀
暦
中
ほ
は
炭
層
が
豊
富
な

の
で
.
近
海
の
島
唄

･
晒
月

｡
絵
島
等
hfJ"
は
炭
坑
磯
達

し
'
fJ
rJ
を
坑
口
と
し
て
遠
-
海
底
の
石
炭
を
採
掘
す

る
｡
瀬
月
は
牛
島
と
松
島
と
の
間
に
あ
る
海
峡
に
衝
す

る
拳

静
で
牛
島
部
外
海
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
た
1
.
,J
の

方
南
の
中
心
地
と
在
っ
て
ゐ
る
｡
叉
採
炭
鳥
絵
島

へ
の

渡
し
場
と
も
な
み
､
弛
月
に
散
在
す
る
大
小
の
島
々
は

風
光
も
美
し
-
～
rJ
の
海
岸
は
放
て
最
も
重
要
夜
地
で

蒜

l

六
五



地

球

第
二
十
五
番

あ
る
Q

㈱

長
崎
附
妃
の
海
岸

長
臓
轡
か
ら
牝
輯
三
寒
の

轡
ま
で
の
間
に
は
-
ヤ
ス
海
岸
の
地
形
が
離
め
ら
れ

か
｡
rJ
の
地
方
に
も
酉
彼
杵
牛
島
の
や
う
に
北
東
方
向

切
谷
が
卓
越
し
て
ゐ
る
｡
基
塊
質
の
火
山
岩
地
で
侵
蝕

の
著
-
進
ん
だ
時
期
に
沈
降
作
用
を
受
け
た
な
め
､
各

河
谷
は
何
れ
も
浸
水
し
山
脚
は
牛
島
と
な
っ
て
終
る
や

う
に
在
っ
た
｡
従
っ

て海
岸
附
近
に
購

い
平
坦
地
を
有

アゼカリ

し
な
い
｡
轡
或
は
は
畝

刈

･

朝
川

･
式
見

･
手
熊

･
小

巾ノ
山ソヲ

浦

｡
小
江

二
欄
悶

･大
浦

｡

木
鉢
等
G
L栄
群
が
あ
っ
て

漁
港
と
し
て
の
利
用
が
最
も
大
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
交

通
不
便
の
た
め
を
の
磯
展
は
活
沿
で
は
を
5,
｡
最
前
の

長
崎
港
に
室
っ
て
轡
の
規
模
と
利
用
景
と
が
極
大
に
蓮

す
る
｡

長
崎
轡
も
乙
の
地
方

一
般
の
谷
の
方
向
に
従
以
北
東

に
入
-
込
ん
で
ゐ
る
が
t
rJ
J
に
は
大
村
轡
を
階
段
せ

し
め
た
宙
北
方
向
の
構
造
線
も
現
は
れ
で
'
大
村
轡
南

岸
の
時
津
港
か
ら
正
し
-
南
方

へ
磯
逢
し
た
低
地
昔
が

影
響
し
て
ー長
楠
轡
は
そ
の
頭
部
が
北
方
に
稗
向
し
､浦

第
二
挑

蒜

二

六
六

上
川
口
を
溺
れ
し
め
た
｡
奥
泥
-
陸
地
に
入
-
込
入
で

防
汲
堤
も
婁
し
な

い
天
然
の
良
港
長
瞳
は
幕
府
時
代
唯

一
の
貿
易
港
と
し
て
､
地
形
の
許
す
限
度
を
超

(,て
敬

逢
し
た
｡
大
舶
時
代
に
な
っ
て
も
rJ
の
水
俣
大
在
る
轡

は
支
障
を
淡
さ
夜
か
つ
允
が
､
我
が
囲
鮭
鋳
上
の
位
置

や
後
背
地
等
の
閥
係
か
ら
商
港
と
し
て
は
さ
び
れ
て
衆

力
｡
そ
し
て
溺
れ
た
支
轡
の
洗
い
地
形
を
利
用
し
聖

二

菱
箕
工
業
骨
配
の
造
船
等
の
工
場
に
よ
っ
て
市
の
繁
発

が
維
持
ru
れ
て
行
-
0

)

ノ
モ

㈲

野

母

半
島
の
海
岸

沈
水
谷
の
小
轡
が
山
地
に

侵
入
し
て
ゐ
る
地
形
は
長
崎
港
内
か
ら
港
外

へ
定
に
野

l7
ガ
ク
]h

母
牛
島

へ
と
利
似
力
景
観
が
連
縛
し
て
ゐ
る
｡
小

ケ

倉

･rl

土
井
ノ
首

･
深
堀
等
の
海
岸
地
形
は
長
崎
曙
の
支
轡
小

I(ダ

･1
マチ

菅

･

月

町

等

の
延
長
で
あ
る
O
陥
没
を
免
れ
た
第
三
紀

TZ･>ヤ
キ

層
の
上
部
の
地
塊
が
香

焼

島

･
伊
王
島

･
高
島
等
の
諸

島
と
在
っ
て
長
崎
港
外
に
散
許
し
~
出
入
は
富
む
地
形

で
あ
-
夜
が
ら
山
地
の
島
内
も
擬
岸
も
利
用
さ
れ
る
乙

と
が
少
い
｡
長
崎
に
近
い
島
で
は
鼠
島
の
や
う
に
市
の

近
郊
と
し
て
僅
か
夜
砂
潰
を
求
め
て
夏

季
海
水
渉
場
と



し
て
賑
ふ
所
79
あ
る
｡
や
や
即
れ
詑
高
島

･
二
子
島

･

ハ
シ
丁

規
島
は
北
方
の
崎
月
島

･
松
島
と
同
様
式
の
疎
放
が
行

は
れ
､
炭
坑
の
新
施
設
よ
-
盤
払
､
炭
坑
栄
落
と
し
て
孤

島
が
極
皮
に
利
用
せ
ら
れ
､
鵜
島
の
如
-
此
独
な
き
文

化
景
観
を
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
｡

野
母
の
地
亜

牛
島
も
断
崖
が
多
-
て
平
地
に
乏
し

5'

が
北
西
の
車
両
は
南
東
の
そ
れ
に
校
べ
て

ti
舷
に
利
用

皮
が
高

5,｡
牛
島
尖
珊
部
附
近
に
於
で
は
野
付
の
滞
､
.

ワ
ヰ
･Ji
キ

肱

岬

の

小
牛
島

･
種
島

等
が
特
別
在
る
鍵
化
を
輿

へ
て

衣
メ
シ

ゐ
る
｡
野
増

｡
脇
岬

･箱
石

等
の
密
集
衆
渉
は
何
れ
も

断
層
梅
岸
の
毘
下
に
敏
速
し
た
砂
洲
の
上
に
あ
っ
て
'

僅
か
の
平
地
が
よ
-
利
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
梯
島
は
北

に
開
-
狭
小
在
入
江
の
両
側
に
の
み
人
家
の
集
合
し
た

も
の
で
､
脇
岬
･

野
母
と
北
ハほ
良
好
な
漁
業
根
痩
地
を

典

へ
て
ゐ
る
｡

11

橘
漕
沿
岸

野
付
牛
島
商
東
岸
か
ら
北
高
凍
郡

南
捺
､
島
脱
牛
島
酉
岸
と
断
簡
地
形
の
晦
枠
が
屑
投
し

ウ
キ

ナ
ヂ
ワ

た
橘

常

を
囲
ひ
｡
有

蕃

断
簡
源
岸

･
千

々

石

断
簡
海
岸

は
断
崖
の
地
形
輪
廻
も
極
め
て
幼
稚
で
あ
る
L
t
海
岸

長
は帖
椴

の
鴨
梓
地
形
と
非
の
利
州
*
触

組
は
殆
ど
庇
線
的
で
大

き
な
埠
化
を
受
け
て
ゐ
な
い
｡

7
0
0
米
内
外
の
急
崖

が
直
ち
に
橘
轡
に
臨
む
凪
紫
は

誠

に
批
観
で
こ
の
種
の
地
形

の
典
型
的
の
も
の
で
あ

る
｡
小
鴎
以
南
の
海
岸
で
は
室
仙
岳
火
山
を
下
る
多
-

の
川
が
断
崖
を
切
っ
て
出
る
｡
其
の
川
口
も
赤
多
-
は

溺
れ
て
ゐ
る
が
.
末

端切
面
は
懸
崖
を
な
し
て
美
し
-

並
ん
で
ゐ
る
.
海
岸
衆
渉
は
多
-
は
河
口
附
近
に
あ
っ

て
北
部
で
は
南
本
柑

･
木
指

･
金
潜
の
や
う
に
ほ
ぼ

一

般
海
岸
線
ま
で
河
口
堆
積
地
が
進
出
し
て
共
感
が
人
家

の
所
在
地
と
在
っ
て
ゐ
る
が
､南
部
で
は
飛
手
工
兄
泊
等

入
江
が
ま
だ
操
-
威
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
衆
群
は
を
の
入

江
に
面
す
る
傾
斜
面
に
在
る
｡

橘
轡
沿
岸
に
は
前
記
野
母
牛
島
の
や
う
に
砂
曙
や
砂

丘
が
多
-
磯
逢
し
て
そ
の
上
は
亦
よ
-
利
用
さ
れ
て
ゐ

ア
.ハ

る
｡
網

場
の
砂
曙
は
完
全
に
漁
業
緊
蕗
を
以
て
蔽
は
れ
､

ヤ
ガ
､･Jト
ウ
ポ
ウ
ノ
ハ
マ

矢

上

束

原

潜

砂

洲
は
長
崎
郊
外
泥
水
浴
場
と
し
て
季
節

的
に
特
殊
利
用
党
を
出
現
し
.
江
ノ
浦
下
釜
の
砂
洲
は

規
模
小
で
あ
る
が
現
今
の
宋
落
ば
か
-
で
夜
-
史
繭
時

代
か
ら
人
数
の
居
住
地
と
在
っ
て
ゐ
穴
蔵
で
あ
る
.
有

蒜

三

六

七



地

球

妨
二
十
五
怨

蕃
断
層
崖
の
兼
紬
と
千
々
石
断
層
崖
の
閣
端
と
の
閏
は

一
櫨
の
紗
洲
を
以
て
連
結
r
uれ
内
側
の
入
江
は
漸
次
水

田
化
し
た
｡
乙
の
砂
洲
は
大
き

い
魂
が
多
-
満
面
樹
木

ほ
て
蔽
は
れ
金
-
開
拓
r
uれ
て
ゐ
な

い
｡

千
々
石
の
砂
丘
は
柄
轡
沿
岸
は
放
け
る
最
も
規
模
の

大
在
る
79
の
で
'
千
々
石
断
暦
崖
下
の
魔
屋
か
ら
南
米

に
直
線
状
に
約
二
粁
延
長
し
､
内
側
は
磯
連
す
る
千
々

石
川
の
堆
積
を
促
進
せ
し
め
て
良
好
な
水
田
地
域
を
出

現
し
､
千
々
石
州
の
流
路
を
し
て
著
し
-
屈
曲
迂
回
せ

し
め
て
ゐ
る
｡
砂
丘
に
は
植
林
さ
れ
て
飛
砂
を
防
ぎ
'

北
に
飽
屋
南
に
塵
機
の
宋
静
聴
達
し
､
磯
潟
は
海
水
浴

場
に
利
用
せ
ら
れ
る
｡
千
々
石
の
南
方
に
は
寄
生
火
山

猿
場
山
の
西
岸
崖
下
に
小
n
い
連
繋
砂
洲
が
磯
達
し
で

木
津
の
衆
落
h
t載
せ
る
｡

橘
轡
の
中
央
部
に
突
出
す
る
関
崎
牛
島
は
基
部
が
連

繋
砂
洲
で
そ
の
上
に
は
漁
家
も
鮎
在
す
る
｡
中
塚
の
水

田
あ
る
小
盆
地
の
西
側
海
岸
に
も

一
様
の
低

い
砂
洲
が

あ
っ

てそ
の
内
側
に
自
動
車
の
迫
る
道
路
が
設
け
ら
れ

て
ゐ

る｡
因
幡

･
時
値
間
は
串
山
館
岩
姦
地
の
兼
備
で

節

二

娩

一
四
四

六

八

両
北
方
向
の
箪
調
を
海
岸
線
を
有
し
､
時
は

7
0
0
米

は
垂
ん
と
す
る
腫
崖
の
海
岸
で
あ
る
｡
崖
下
に

は
大
き

い
圃
磯
の
滑
が
断
概
し
て
辛
う
じ
て
道
路
を
通
じ
'

二

子
岩
の
や
う
に
基
魂
岩
の
奇
岩
も
雄
r
uれ
て
ゐ
る
｡
基

地
を
流
れ
る
小
流
は
rJ
の
峻
蔑
む
切

っ
て

二三
個
魔
で

海
は
入
る
O
そ
の
谷
口
に
小
津
披
見

･
津
披
見
等
の
変

蕗
が
畿
越
し
.
梅
岸
の
磯
を
盤
排
し
て
小
舟
泊
地
を
つ

-
つ
て
ゐ
る
凪
丑
も
趣
が
あ
る
｡

ク
シ

串

以

橘
に
は
岩
月
山
ま
で
砂
洲
が
伸
び
'
岩
月
山

｡

女
島
山
間
に
も
著
し

い
砂
の
堆
積
が
出
水
東
｡
そ
の
た

め
に
堀
川
の
沖
積
が
進
ん
で
内
側
に
旺t
畑
の
開
け
た
平

野
の
磯
達
を
兄
､
叉
飛
砂
防
止
の
植
林

･
良
海
水
浴
場

f(ヰ
ゲ
ヅ

等
の
澄
観
は
千
々
石
と
同
様
式
で
あ
る
｡
水

月

の

大
衆

群
は
堀
川
河
口
の
砂
丘
上
に
敏
速
し
た
も
の
で
あ
る
｡

早
幅
の
熔
岩
養
地
牛
島
の
西
岸
ほ
も
砂
丘
が
磯
逢
し
て

僻
林
が
行
は
れ

でゐ
る
0

か
ゝ
る
砂
洲
の
地
形
は
狗

-
本
騒
の
み
に
止
ら
ず
晃

に
南
方
天
草
諸
島
に
も
及
び
､
二
江
の
酉
で
は
迫
綱
島

に
向
つ
て
尖
角
砂
曙
が
突
き
出
で
迫
詞
の
部
落
を
載
せ



富

岡
で
は
そ
れ
よ
-
も
な
は
規
模
の
大
き

い
砂
地
が
教

逢
し
て
連
累
砂
洲

を
形
成
し
寓
岡
の
務
の
位
置
を
決
定

し
､
巴
浦
を
囲
む
砂
洲
も
珪
長
し
て
ゐ
る
｡
か
-
て
橘

聯
沿
岸
は
断
層
擬
岸
と
砂
丘
地
形
と
を
以
て
縁
取
ら
れ

た
る
の
軌
が
あ
る
.

12

島
原
海
港
の
沿
岸

島
原
牛

島
南
絢
の
早
臓
か

ら
島
原
附
近
ま
で
の
.海
岸
は
'
有
掲
川
口
を
境
と
し

て

り
り
ハル

南
部
の
上

原

熔

岩
基
地
及
び
第
三
紀
層
の
海
岸
と
､
北

部
の
雲
仙
舟
の
火
山
据
岸
と
は
分
け
る

rJ
と

が

出
氷

る
｡
前
者
に
於
で
は
｢~
之
津
港
の
轡
人
と
原
城
鮎
の
突

H
と
が
政
も
大
き

い
塵
化
を
典

へ
て
ゐ
る
｡
口
之
津
港

内
に
は
以
前
繁
発
時
代
の
石
炭
置
場
が
築
か
れ
て
白
熱

の
海
岸
線
に
著

し

い
工
作
が

伽

へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
口

之
津

･
大
屋
等
の
街
村
架
罫
が
環
状
は
轡
の
周
岡
を
捕

る
｡
大
江
の
束
に
は
第
三
紀
層
の
基
地
が
あ
っ
て
小
牛

島
恕
形
成
し
､
こ
れ
が
城
地
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
'
島

原
の
胤
に
其
の
名
里
向
か
ら
し
め
た
｡

雲
仙
岳
の
火
山
梅
岸
は

山
牧
に
軍
制
で
あ
る
｡
有
馬

川
口
か
ら
須
川
ま
で
は
裾
野
の
侵
蝕
が
其
の
他
の
部
分

長
崎
燐
の
淘
…押
地
形
と
非
の
利
用

栄

職

よ
hhも
進
ん
で
ゐ
る
の
で
ー
梅
樺
に
多
少
の
出
入
は
あ

つ
ね
が
､
地
道
線
路
敷
設
等
ほ
よ
っ
て
兼
介
の
加
工
が

ア
リ
エ

め
-
､
平
滑
化
せ
ら
れ
允
.
須
川

･
蒲
河
間
は
有

家川

沖
積
地
の
.EE-
か
な
海
岸
で
あ
る
し
､
澗
河

･
安
徳
間
は

扇
状
に
開
け
た
裾
野
の
綬
傾
斜
地
の
海
岸
で
TJ
れ
亦
鍵

化
に
乏
し

い
｡
た
だ
布
津
断
層
に
よ
っ
て
裾
野
面
に
軌

鮒
を
凍
L
t
大
崎
鼻
の
突
出
と
懸
崖
を
見
る
の
み
で
あ

る
0島

原
湊
附
近
で
は
眉
目
の
崩
壊
物
が
海
岸
ま
で
押
し

出
し
た
た
め
に
著
し
-
海
岸
線
の
塵
化
を
衆
た
し
､
小

丘

･
小
牛
島

･
小
島
が
散
在
し
て
九
十
九
島
と
栴
せ
ら

る
ゝ
風
勝
地
を
現
出
し
わ
｡

13

有
明
海
の
沿
岸

島
原
附
近
か
ら
守
山
和
食
で

+
t～,.･,

所

謂

島

原
牛
島

牝

目

地
方
の
梅
岸
は
雲
仙
岳
火
HI
裾
野

の
末
報
で
軍
制
を
火
山
海
岸
で
あ
る
｡
裾
野
を
刻
む
各

州
川
の
下
流
に
放
け
る
堆
積
は
著
-
な
-
て
'
開
粧
さ

れ
行
-
丘
陵
の
末
端
を
辿
ぬ
る
線
が

一
般
の
海
岸
線
と

な
っ
て
ゐ
る
｡
丘
陵
上
の
経
傾
斜
地
は
畑
､
河
谷
か
ら

河
口
附
近
は
多
-
は
水
田
､
丘
陵
の
嫁
が
居
住
地
と
を

蒜

1d

六
九



節 立 間

島 原 牛 島 北 日 の 梅 岸

(ll-_珊分一･地形問 罪的叫-五紙r一雑草J)

約

二
L

滋

令

節

二
娩

釧 状Ⅰり北港の仰仙ま次掛 こ 遊 ん で裾野の科ま開け,河に岬 ･柑 地が発

達しつ あゝる.四郷小朋弔問 及 び 総帥･牛口関の猫柳こ各 十々億の｢ス
クイ_｣が記されるD

表
ハ

七

〇

っ
て
海
岸
地
方
は
極
め
で
衆
的
的
は

利
邦
n
れ
て
ゐ
る
｡
此
の
海
津
に
は

一
般
は

｢
ス
ク
イ
｣
と
言
は
れ
て
ゐ

る
石
を
以
て
県
人
だ
堤
防
状
の
も
の

を
馬
蹄
形
に
築

いた
漁
場
を
設
け
て

ゐ
る
の
む
特
色
と
す
る
｡
潮
の
干
満

が
甚
し
-
､
叉
裾
野
は
多
-
基
塊
岩

の
堆
積
で
あ
る
た
め
'
築
造
に
要
す

る
灘
が
禅
ら
れ
易

い
等
の
候
件
が

ス

ク
イ
の
敏
速
を
促
し
た
も
の
で
あ
ら

う

○セ

ン
ス
ヰ
カ
イ

泉

水

海

酉

岸
地
方
は
海
底
が
特
に

遠
浅
で
､
有
史
時
代
は
干
拓
が
藤
々

行
は
れ
ね
｡
自
然
の
海
岸
は
今
日
の

丘
陵
の
密
と
準
野
と
の
接
細
線
で
あ

ら
う
が
､
現
今
は
そ
れ
よ
み
数
粁
の

沖
は
築
堤
し
て
開
塾
さ
れ
た
新
関
を

護
る
｡
山
田

･
愛
野
･森
山
･小
野

･

長
旧
等
の
諦
相
の
水
田
と
海
岸
線
は



iiiiEI

｢ス タイJのある海尉 王速漣で津が多く嶋ってゐさ｡辞

な泉水海 を隔て 帆ゝ 両 に悠仙籍火LlJの秀半を盟t/0

骨
斯
う
し

て出
兼
ね
も
の
で
あ
る
.
追
桟
の
海
底
は
な

は
現
海
緯
線
よ
･･L
も
速
-
沖
舟
ま
で
つ
づ
い

て､
干
潮

時
に
は
二
-

三
粁
の
阿
鼻
-
泥
土
の
地
櫛
と

化す
る
瑞

の
で
'
こ
れ
も
漸
次
開
生
し
て
行
-
計
室
が
あ
る
｡
最
新

長
嶋
鴨

の
淋
梓
亀
形
と
井
の
利
用
せ
触

の
開
生
地
に
は
す
だ
作
付
が
行
は
れ
く
わ
を
い
も
の
暮

あ
る
が
'
干
拓
地
の
大
部
分
は
婿
作
地
と
な
っ
て
臓
下

第

一
の
水
田
平
野
の
景
観
と
見
る
の
で
あ
る
｡

有明
港

は
内
地
第

1
の
干
満
湘
水
位
の
差
の
大
な
る
潅
で
あ
る

か
ら
津
浪
等
の
災
番
も
大
き
-
'
干
拓
地
域
-こ
於
て
は

護
岸
工
事
､
排
水
方
法
等
に
特
にこ
考
慮
が
沸
は
れ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
.
開
垂
新
田
の
中
に
は
す
で
tこ
小
野
村

新
地
の
や
う
ーこ
散
在
的
の
兼
蕗
が
進
出
し

てゐ
る
｡
低

故
地
で
あ
る
か
ら
住
宅
は
特
に
盛
土
を
L
y
高
-
L
t

海
泥
堆
積
盾
の
下
よ
か
徹
る
飲
料
水
-こ
は
井
戸
の
構
造

に
格
別
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
.
乙
の
地
域
で

は
主
事
混
紡
も
鎮
定
も
青
海
棒
線
附
近
A
J姐
じ

てゐ
る

の
で
､
沿
岸
に
は
最
新
に
必
要
な
る
沌
蕗
が
あ
る
の
み

で
あ
る
し
､
海
岸
に
は
港
等
金
-
無
-
'
千
鴇
の
泥
中

で

｢
ム
ツ
.n
B
ク
L
AJ獲
称
す
る
に
も

｢
.)
ネ
粧
｣
と

稀
す
る
此
度
狗
特
の
萩
舟
を
利
用
し
て
泥
上
の
種
木
と

す
る
等
'
本
頼
下
に
於
け
る
特
異
な
る
最
長
が
見
ら
れ

る
0泉

水
海
の
北
樺
即
ち
多
良
岳
火
山
甫
東
麓
地
方
の
淋

一電

七

l



地

球

窮

二
十
玉
谷

岸
は
放
て
は
'
火
:..T
麓
の
切
刺
さ
れ
た
地
が
沈
降
し
た

海
岸
の
乙
と
と
で
､
解
析
丘
陵
規
の
牛
島
'
沈
水
谷
の

入
江
と
小
出
入
に
富
ん
だ
地
方
で
あ
っ
た
0
南
西
部
の

遠
機
夜
毎
岸
は
朗
々
に
干
拓
が
行
は
れ
'
又
湯
江
扇
状

地
の
突
出
も
あ
っ
て
海
岸
線
の
単
調
化
が
行
ほ
れ
た
｡

こ
の
方
耐
に
於
で
も
主
事
道
路
は
ほ
ヾ
褒
海
緯
線
の
位

置
を
不
す
も
の
と
見
る
rJ
と
が
出
凍
る
｡
埋
立
や
開
墾

が
行
は
れ
て
も
沈
降
地
形
は
ま
だ
修
飾
し
益
さ
れ
を

い

ア-
アケ

加
ンノウ

フ
カ
ノ･･J

で

有

明

川
｡

本

明

川

･

保

源

川

･
長
旦
川
等

三
角
江
の

形
を
ュ
-
保
存
し
て
ゐ
る
｡
溺
れ
谷
の
地
形
は
北
東
小

長
井
村
に
密
に
磯
蓮
し
て
､
栄
藤
の
位
置
や
道
路
等
に

及
ぼ
す
影
響
が
著
し
-
現
は
れ
で
ゐ
る
｡

三
､
海
岸
の
利
用
景
観

仰

宋
落
占
居
の
棲
式

海
岸
平
野
及
び
沖
積
平
野

の
沙

い
沈
降
海
岸
に
於
で
は
入
江
の
轡
頭
は
人
家
が
袋

倉
す
る
｡
封
馬
の
諸
栗
静
は
其
の
最
79
甚
し
い
も
の
で

年
月
渚
島

｡
北
絵
描
牛
島

｡
西
彼
杵
牛
島
等
に
於
で
も

同
様
式
で
あ
る
｡
叉
他
の
雁
腺
に
於
で
も
例

へ
ば
三
陸

節
二
班

蒜
(

七
二

の
リ

ヤ
ス
海
岸

･
紀
伊
牛
島
の
海
岸

･
紫
後
水
道
沿
岸

等
相
似
力
地
形
の
海
岸
で
は
共
通
の
形
式
の
緊
蕗
を
見

る
0西

彼
杵
牛
島
の
や
う
は
ま
だ
高
原
卒
坦
両
が
頗
-
残

っ
て
ゐ
る
所
で
は
其
の
高
原
面
や
傾
斜
面
に
も
居
住
地

が
多
-
分
布
し
て
ゐ
る
｡
上
五
島
方
面
の
や
う
に
低

い

朗
に
も
高

い
朗
に
も
平
坦
両
を
布
せ
ぬ
島
で
は
家
屋
は

急
傾
斜
両
に
階
段
状
に
並
ぶ
｡

雲
仙
岳
火
山
及
び
多
良
岳
火
山
の
裾
野
で
は
固
錐
面

と
海
水
面
と
の
切
す
る
線
は
最
も
多
-
の
衆
蕗
が
集
合

す
る
の
で
.
主
婁
衆
蕗
は
此
塵
に
朝
連
擬
し
て
環
状
を

覆
し
て
ゐ
る
.
而
し
て
其
の
形
状
は
裾
野
の
侵
蝕
地
形

の
若

い
轟
軍
調
で
'
侵
蝕
が
進
め
ば
解
析
丘
陵
弗
に
集

合
す
る
や
う
に
鍵
形
す
る
｡
前
者
は
島
原
附
近
､
後
者

は
島
原
牛
島
の
北
日

｡
多
良
岳
甫
麓
等
で
あ
る
｡

㈱

耕
作
地
の
経
営

沈
降
海
岸
は

1
舷
に
平
地
に

乏
し
-
頗

い
耕
作
の
適
地
が
少
な

い
｡
遠
浅
改
源
を
開

墾
し
た
泉
水
海
の
海
岸
に
諌
早
中
野
が
あ
っ
て
､
北
於

浦
中
島
を
は
じ
め
各
地
の
断
層
谷
と
､
雲
仙

･
多
良
耐



火
山
麓
の
侵
蝕
谷
の
河
口
附
近
ほ
小
面
積
の
沖
積
地
の

敬
逢
し
て
ゐ
る
所
と
典
は
水
田
の
経
常
が
行
は
れ
で
ゐ

る
｡
雲
仙

｡
多
良
両

コ
ニ
ー
デ
火
山
の
裾
野
面
は
海
岸

ま
で
畑
.
安
岐
島

･
平
月
大
島

･
生
月
島

･
宇
久
島

･

小
倍
蟹
島

二
相
江
島
等
の
熔
岩
基
地
も
畑
作
の
優
越
す

る
所
と
な
っ
て
ゐ
る
.
西
彼
杵
牛
島

･
野
母
牛
島

･
北

松
浦
牛
島
等
の
断
層
海
岸
の
急
傾
斜
両
に
は
階
段
畑
が

設
け
ら
れ
､
紙
じ
て
本
膳
は
水
田
よ
-
も
畑
の
多

い
の

む
特
色
と
し
て
ゐ
る
.
而
し
て
侵
蝕
の
甚
し
-
進
ん
だ

山
地
の
海
岸
封
馬
及
び
五
島
で
は
新
地
極
め
て
少
-

､

魚
屋
の
所
々
に
階
段
畑
が
鮎
准
す
る
に
過
ぎ
な

い
｡

聞

陸
路
萱
過

海
岸
が
出
入
は
富
ん
で
ゐ
る
乙
と

と
懸
崖
の
多

い
こ
と
は
黄
に
陸
上
交
通
に
大
怒
る
支
障

を
輿

へ
る
｡
鼎
運
潰
す
る
半
島
の
交
通
系
を
大
観
す
れ

ば
何
れ
も
海
岸
散
大
迂
回
す
る
も
の
の
み
で
あ
る
｡
叉

楯
下
各
地
は
見
る
rJ
と
の
闇
凍
る
の
は
洗
水
谷
に
放
け

る
源
･:li.ほ
附
ふ
道
路
の
屈
州
で
あ
っ
て
'
西
彼
杵
牛
島

黒
崎
附
近

･
面
高
附
近
ほ
於
て
英
が
特
に
著
し

い
｡
所

も
そ
の
上
垂
匪
的
に
も
塵
化
が
多
-
て
道
路
は
上
か
下

長
崎
峠
の
脂
梓
地
形
と
其
の
利
用
骨
穐

-
を
頻
繁
は
繰
返
す
の
で
あ
る
｡

火
山
海
樺
に
於
で
は
坦
路
を
設
け
る
rJ
と
が
容
易
で

あ
っ
た
た
め
道
路
丑
は
罫
調
で
あ
る
｡
特
に
雲
仙
岳
北

光
半
面
の

や
う
に
若

い
地
形
は
於
で
最
も

便
利
で
あ

る
｡
切
離
の
鞘
々
進
ん
だ
多
良
岳
の
海
岸
で
は
幾
何
か

の
屈
曲
が
現
は
れ
で
ゐ
る
｡
断
層
海
岸
は
千
々
石

･
大

村
滞
沿
岸

｡
北
松
浦
牛
島
の
や
う
に
大

い
に
交
通
路
に

制
約
を
輿

へ
'
批
年
山
地
の
沈
降
海
岸
は
封
馬
の
如
-

殆
ど
海
岸
の
通
行
を
不
可
能
夜
ら
し
め
ね
｡

抽

海
上
尊

退

源
岸
に
灘

い
入
江
が
あ
っ
て
天
然

の
良
港
と
在
っ
て
ゐ
る
所
が
沈
降
海
岸
に
は
数
多

い
｡

し
か
し
何
れ
も
後
背
地
と
の
連
絡
が
不
便
で
'
そ
れ
が

十
分
に
活
用
〓
凍
カt･6
い
｡
牛

島
島
境
が
無
数
に
散
在
し

三

相･j
面
と
の
往
復
の
必
要
な

木
椀
に

於
て
は
'
各
地
連

絡
の
沿
岸
航
路
が
極
め
て
よ
-
敏
速

し
て
ゐ
る
｡
就
中

独
長
夜
噂
や
水
温
に
於
で
は
を
の
横
断
航
路
は
隣
る
重

要
で
あ
る
｡
長
崎
池
内
に
は
光
村
横
断
連
絡
路
が
数
健

あ
っ
て
'
西
岸
の
工
場
地
帯
と
東
岸
の
商
業
地
骨
及
び

鼻
働
者
居
住
地
鞘
と
を
完
全
は
結
ん
で
ゐ
る
｡
乙
の
航

1
川
九

七
三



地

球

節

二
十
五
魯

賂
風
食
は
瀬
戸
内
海
の
文
化
海
岸
交
通
系
を
粘
少
し
た

も
の
と
見
る
rJ
と
が
で
p
Jる
｡
大
村
轡
の
故
奥
に
あ
る

一
支
轡
は
蛾
道
線
路
を

し
て
諌
早
は
大
迂
回
せ
し
め
る

か
ら
大
村

｡
大
草
間
の
連
絡
船
が
磯
蓮
し

て.
汽
車
に

ょ
る
よ
-
も
短
時
間
で
且
つ
廉

い
賃
金
で
両
地
を
連
結

す
る
0

海
岸
線
の
出
入
の
多

い
こ
と
は
碇
泊
に
健
で
は
あ
る

が
､
又

一
方
に
は
牛
島
回
航
の
場
合
が
多
-
p
徒
ら
に

航
路
を
延
長
し
､
時
間
と
動
力
を
多
く
消
費
せ
し
め
､

且
つ
暗
礁

｡
顧
確
等
ほ
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
拍
不

便
を
事
が
あ
る
｡

地
峡
地
形
の
甚
し
い
所
で
は
両
側
の
船
舶
は
迂
回
路

を
避
け
て
､
其
虞
を
特
殊
の
力
に
よ
っ
て
横
断
し
ょ
う

と
す
る

｡之
が
現
今
の
進
歩
し
た
施
設
で
は
運
河
で
あ

る
が
､
昔
の
方
法
と
し
て
は
多
人
数
か
か
つ
て
舟
を
負

ふ
て
運
ん
だ
の
で
あ
る
｡
斯
る
地
形
の
所
に
磯
逢
し
た

衆
静
に
は
多
-
船
越
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
｡
現
代
の
運

河
入
口
に
磯
達
し
光
栄
落
と
此
す
べ
p
Jで
あ
る
｡
対
馬

上
下
両
島
間
の
大
船
越

･
小
船
越
､
ま
岐
島
渡
良
中
島

節
二
雛

蒜

〇

七

凹

類
部
に
あ
る
触
越
､
平
月
大
島
的
山
の
船
越
､
平
月
島

寓
酉
報
は
近

い
恋
々
佼
村
の
船
越
'
佐
世
保
南
西
部
俵

ケ
浦
牛
島
額
部
の
船
越
､
諌
早
の
船
越
等
は
何
れ
も
斯

う
し
光
地
峡
に
替

っ
て
'
其
の
利
用
覚
観
を
同
じ
-
し

て
ゐ
AJ
も
の
で
あ
る
｡
他
肝
堀
の
地
方
に
も
此
の
種
の

船
越
が
数
々
あ
る
｡
大
船
越
は
地
峡
の
幅
が
最
も
短
-

て
大
き

い
船
を
越
n
す
rJ
と
が
出
凍
た
か
ら
で
'
小
蘭

越
は
rJ
れ
ほ
反
す
る
地
形
の
場
所
で
あ
る
｡
封
馬
島
の

大
敗
越
は
人
の
開
晃
に
よ
っ
て
切
開
さ
れ
今
は
南
北
の

水
が
祁
通
じ
て
ゐ
る
｡
後
に
軍
事
上
の
必
要
か
ら
切
身

迫
ruれ
ね
歌
須
保
の
水
道
と
共
に
此
の
地
方
の
交
通
に

大
鼻
革
を
凍
し
た
79
の
で
あ
る
｡
諌
早
の
地
峡
は
今
田

は
約
九
肝
の
幅
を
有
す
る
の
で
到
底
船
を
負
ふ
て
の
横

断
は
不
能
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
最
近
の
時
代
に
此
慶
に

沖
積
地
が
横
大
し
た
た
め
で
.
以
前
は
今
よ
与
も
幅
が

ず
つ
と
狭
か
つ
ね
の
で
あ
ら
う
.
現
在
の
地
形
に
於
で

も
大
村
轡
と
有
明
源
と
の
干
潮
極
鮎
の
間
隔
は
約
二
癖

で
あ
る
し
､
著
し
又
乙
の
附
近
の
海
岸
線
が
今
よ
み
僅

か

一
〇
米
沈
下
し
た
と
す
れ
ば
､
小
船
越
附
近
ほ
於
で



rJ
の
地
峡
の
帽
は
三
〇
〇
米
以
下
は
な
っ
て
し
ま
ふ
｡

か
う
な
れ
ば

船
越
作
業
は
容
易
に

布
は
れ
る

で
あ
ら

ミノ
0㈲

漁
黄

牛
島

･
島
唄
は
焼
-
散
在
し
て
､
其
の

何
れ
の
梅
岸
も
小
出
入
に
富
む
の
で
漁
業
の
根
城
地
た

る
に
最
も
適
し
て
ゐ
る
｡
之
は
木
曜
な
し

て全
図

一
の

水
産
棋
力
ら
し
め
カ
櫨
件
の

一
と
し
て
蓉

ぐべ
き
で
あ

る
0海

岸
近
傍
に
耕
作
地
が
満
足
に
得
ら
れ
ぬ
乙
と
は
住

民
の
海
上
活
動
を
斑
に
促
進
せ
し
め
､
轡
頭
の
衆
静
は

す
べ
て
が
漁
業
部
落
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

ii
舷
に
漁

業
者
の
多
寡
が
源
岸
架
路
の
大
小
や
発
瓶
を
決
定
し
て

ゐ
る
や
う
で
あ
る
｡

㈱

エ
巣

長
崎
轡
支
轡
の
溺
谷
が
追
放
工
業
地
と

し
て
利
用
せ
ら
れ
､
佐
世
保
轡
の
同
様
の
地
形
が
据
軍

工
廠
の

一
部
む
な
す
等
'
工
業
上

｡
軍
事
上
天
然
の
地

形
が
巧
に
利
用
せ
ら
れ

てゐ
る
｡

其
の
他
の
各
漁
港
に
於
で
も
船
舶
の
建
造

｡
修
班

･

肝
油

･
貯
泉

･
製
氷
等
海
上
作
業
に
必
要
な
る
工
作
作

長
崎
駿

の
脂
韓
地
形
と
炎
の
利
用
併
収

業
が
海
岸
に
於
て
行
は
れ
､
干
魚

｡
教
魚
等
の
水
産
製

造
工
場
も
各
所
の
海
岸
に
建
設
さ
れ
て
ゐ
る
｡

閏

観
光
集

沈
降
海
岸
は

一
般
に
捷
化
に
富
ん
で

ゐ
て
風
光
が
酷
る
美
し
い
｡
長
崎
火
山
群
地
方
の
海
岸

は
屡
々
露
出
す
る
基
魂
岩
､
島
原
附
近
の
火
山
裾
野
の

平
滑
在
る
海
岸
､
楠
幣
沿
岸
の
砂
洲
､
南
北
両
所
の
九

十
九
島
の
多
島
､
北
於
浦
牛
島
及
び
崖
岐
島
の
硬
軟
互

層
の
第
三
紀
層
海
岸
か
ら
封
梅
島

･
五
島
列
島
の
中
鎮

静
の
雄
大
在
る
山
地
の
海
岸
'
浅
海
轡

･
若
松
瀬
月
等

の
極
搬
な
る
屈
曲
等
各
地
夫
々
濁
特
の
発
散
を
闘
現
し

ノし
わ
る
○

微
細
地
形
と
し
て
探
れ
ば
長
崎
港
外
稲
田

こ
宜
岐
島

北
端
辰
ノ
島

･
閣
改
称
牛
島
外
目
の
海
中
に
孤
立
す
る

大
角
力
の
海
蝕
洞
等
'
大
き
-
見
渡
す
場
合
の
内
滑
上

は
饗

へ
る
雲
仙
岳

･
多
良
岳
､
雄
大
な
る
山
地
の
在
職

を
枠
中
に
横
力

へ
る
封
馬

･
五
島

･
畑
を
戴
-
や
さ
し

い
火
山
岩
基
地
の
浮
ぶ
蕊
岐
島

･
小
値
賀
諸
島
等
馨
ぐ

れ
ば
菰
d
Jぬ
海
岸
の
風
光
美
､
共
を
斯
-
も
豊
富
に
所

有
す
る
長
崎
幌
は
他
は
此
瓶
の
な

い
所
で
あ
る
｡
観
光

蒜

t

七
五



地

球

解
二
十
五
各

産
業
磯
展
は
封
す
る
長
崎
腺
の
有
す
る
婁
素
は
海
岸
地

形
の
み
ょ
み
見
て
も
説
に
豊
富
で
あ
る
と
言
ふ
べ

き
で

あ
る
〇

四
､
結

論

以
上
長
崎
煤
の
海
岸
地
形
に
就

い
て
概
観
し
て
兼
ね

婁
約
は
緒
論
に
述
べ
て
散

い
ね
か
ら
苗
に
は
所
戚
の

7

二
軍
記
し
て
粘
び
と
し
よ
う
｡

.長
崎
腸
の
市
町
村
組
数
は

7
八
六
､
そ
の
中
海
岸
を

有
し
な

い
も
の
は
僅
か
は

一
〇
あ
る
の
み
で
あ
る
.
町

村
の
頗
源
率
か
ら
見
て
も
か

J
る
酔
煤
は
あ
ま
-
類
例

の
な

い
rJ
と
で
.
長
崎
膳
地
方
は
振
開
口
本
の
う
ち
の

海
関
で
あ
る
｡
従
っ
て

7
枚
住
民
の
源
に
親
し

む
と
云

ふ
乙
と
は
恐
ら
-
何
れ
の
地
方
に
比
し
て
も
遜
色
の
覆

い
所
で
あ
ら
う
｡

源
に
親
し
む
と
云
っ
て
も
只
漫
然
と
海
に
乗
～,L出
す

ば
か
み
で
は
意
味
が
覆

い
｡
海
岸
地
形
に
於
で
他
に
勝

れ
た
る
鮎
を
よ
-
理
解
し

て､
其
の
利
用
債
倍
を

山
暦

高
め
て
行
か
ぬ
ば
在
ら
ぬ

｡あ
ら
ゆ
る
方
面
よ
-
の
綜

節
二
鍍

蔓

J

七
六

各
観
察
は
よ
っ
て
其
の
優
越
修
件
を
考
究
し
､
某
を
益
々

伸
展
せ
し
め
ぬ
ば
な
ら
沿
｡
長
崎
僻
の
海
岸
地
形
は
於

て
は
人
開
塾
活
上
不
便
を
鮎
も
あ
る
が
'
他
地
方
の
到

底
追
従
を
許

さ
ぬ
優
越
性
を
謎
め
､
こ
れ
を

一
層
磯
揮

し
て
行
-
FJ
と
は
努
む
べ
包
,で
あ
る
.
商
港
と
し
て
の

長
鵬
が
淋
れ
た
み
す
る
の

は
､
其
の
位
置
上
よ
か
し
て

寧
ろ
菅
然
の
こ
と
で
､
か
し
る
非
優
位
的
使
件
よ
わ
は

先
づ
水
産
方
面
な

み
観
光
業
な

み
其
の
有
す
る
帳
件
の

優
位
な
る
事
項
に
性
悪
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
(昭
利
十
年
十
月
)
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十

.L
食

七
､
辻
村
太
郎

日
本
に
於
け
る
侭
揮
地
形
の
分
布

氷
柿
餅
蘇
難
読

節
叫
十
四
怨

八
､
小
川
球
的

恥
作
に
就

い
て

地

球

解
三
食



九
㌧
森
小J.･仰
弟
肘

長
崎
鵬
地
球
概
滋

u
O
t
栽
諦
英
柑

地
桝
鞍
上
よ
り
見
た
る
長
崎
豚
の
特
色

長
峰
麟

付1i
碓
敏
枝
郷
土
研
究
錐

妨

一
晒

以
上
の
訊
論
文
中
指
梓
地
形
に
槻
す
る
部
分
は
本
文
の
兆
礎
を
な
す

も
の
で
あ
る
｡
弛

っ
て
そ
の
叫
に
晒
錬
さ
れ
た
る
文
献
は
こ
ゝ
に
は

す
べ
て
省
略
す
｡

二

'
森
諦
美
術

多
良
以
西
離
地
方
の
地
班
的
瀞
槻

地
球

葬
十

二
林
'
妨
十
三
怨

.1
二
'
東
浦
美
術

四
枚
称
平
曲
の
地
形
と
文
化
瀞
槻

郷
土
科
挙

鮮
十

.I
雛

二
二
､
森
藷
弟
柑

柄
榊
的
仲

の
地
形
と
文
化
食
掛

地
批
単

筋
二

怨

以
上
の
小
者
中
軸
梓
に
放
て
比
滋
の
和
魂
は
本
文
中
に
は
詳
記
し
な

い
や
う
に
つ
と
め
た
｡
而
し
て
そ
の
巾
に
城
せ
て
あ
る
カ
ツ
,L
も
こ

こ
に
必
嬰
と
偲
ふ
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
故
殺
を
迎
け
て
､
炎
の
他

の
も
の
を
小
数
掲
げ
る
に
止
め
た
｡

一
四
'
侭
鮮
水
路
部
猫
柳

長
崎
櫛
地
方

の
各
班

長
崎
糠

の
如
-
嬰
兆
地
珊
'
秘
榊
地
坪
の
多

い
地
方
に
於
て
は
地
形

附
は
兜
み
柑
べ
-

も
あ
ら
ず
'
砕
糾
問
も
明
瞭
を
秋
-
の
で
脂
阿~
は

1
段
と
劾
炎
的
で
あ
る
｡

特
に
指
弾
地
形
の
槻
毅
に
於
て
触
り
で
あ

る
0

新

著

紹
骨

新

懇

紹

介

0
日
永
の
産
柴
と
貿
易
の
発
展

三
菱
紐
折
桝
死
所

起
僻
三
脚
七
十
錦

三
変
の
紐
桝
研
究
所
か
ら
は
延
期
刊
行
物
も
ほ
て
ゐ
る
が
特
別
刊
行

物
と
し
て
さ
き
に
1
世
非
総
研
の
現
勢
L
を
川
版
し

｢
光
沖
及
び
南
洋
絡

閥
の
幽
際
貿
易
と
日
本
の
地
位
L
を
刊
行
L
t今
回
史
ら
に
本
番
を
他
に

pq
は
i
.た
'
さ
う
し
て
本
務
は
班
に
先
行
の
二
番
を
序
鮪
と
し
た
も
の

で
､

い
は
ば
本
論
が
唯
に
出
た
次
節
で
あ
る
､
研
境
所
員
と
し
て
佐
倉

氏
以
下
十
五
氏
が
各
々
共
琳
門
の
部
門
に
わ
か
れ
.て
､
資
料
龍
塊
の
上

で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
会
得

い
づ
こ
に

も

触
駄
な
桝
は
な

い
'

長
岡
地
軸
の
序
文
に
見
る
と
日
本

へ
の
桝
欧
撰
者
の
捌
心
は
鵜
常
な
も

の
で
伶
敦
か
ら
は
ギ
ウ
ン
ク
ー
'
ス
タ
イ
ン
氏
'米
閥
､､､
ジ
カ
ン
大
挙
の

リ
ー
マ
ー
数
枚
な
ど
が
昭
利
十
坤
の
笈
や
っ
て
き
て
､

い
ろ
-
-
日
本

の
輪
は
貿
易
や
典
仙
剛
施
称
の
低
搭
呼
に

つ
い
て
桝
砿
し
た
さ
う
で
あ

る
が
'
長
_糊
氏
は
こ
の
両
氏
に
そ
れ
.ぞ
九
.資
料
を
公
開
し
て
､
日
本
が

拘
り
ケ
レ
ン
や
草
野

で
そ
の
党
易
の
遊
仲
を
し
め
し
た
も
の
で
な
い
こ

と
を
説
明
し
た
と
い
は
れ
'
新
興
日
本
の
壮
雅
の
神
威
と
な
っ
て
ゐ
る

あ
ら
ゆ
る
産
米
方
肘
の
寄
ぼ
し
い
猿
腿
を
叙
越
さ
れ
.て
ゐ
る
｡
日
次
は

妨

1
都
本
部
紋
所
叔
近
の
鼓
膜
､妨
二
部
本
邦
産
米
数
展
の
背
骨
'鈴
三

部
韮
礎
産
米
と
し
て
曲
､
漁
､
錬
､稲
の
e
i
P
T部
門
4<u
諦
じ
'解
四
部
先
輩

工
業
と
し
て
の
繊
維
'
機
械
､
化
串
､
韓
弟
､
食
料
品I
.
井
他
に
つ
い

て
絃
棚
な
餐
料
と
紀
朋
を
加

(
.
妨
rd
部
余
軌
及
迎
鳩
､
鮮
六
郎
本
邦

外
牌
貿
易
の
池
腿
を
柵
越
し
た
も
の
で
'
菊
倍
収
七
≡

二
頁
の
大
冊
子

で
あ
る
'
こ
れ
が
偶
か
に
三
脚
七
十
錦
と
は
ま
こ
と
に
や
す

い
｡
F
)
ラ

蚕

二

七
七


