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球

第
二
十
餌
容

節

一
班

芙

五
八

美

保

関

町

の

研

究

は

し

が

尊

島
版
牛
島
の
兼
報
に
あ
る
美
保
観
は
､
iiI
-
は
交
通

上
の
婆
鮎
と
し
て
繁
盛
を
極

め
た
漣
町
で
あ
る
が
'
今

は
単
な
る
漁
港
で
あ
み
P
町
の

一
部
は
門
前
町
の
形
を

量
し
て
ゐ
る
｡
と
或
地
相
籍
に
番

い
で
あ
る
｡
交
通
機

鏑
の
鼻
蓮
が
衆
群
の
興
亡
盛
衰
に
輔
係
す
る
乙
と
は
､

あ
ま
-,h珍
ら
し

い
例
で
も
を

い
が
､
こ
の
美
保
輔
が
可

皮
-
名
高

い
土
地
と
な
っ

てゐ
る
鮎
か
ら
考

へ
で
､
現

在
は
果
し
て
如
何
な
る
生
態
を
有
す
る
党
蕗
で
あ
ら
う

か
と
､
ふ
と
興
味
を
戚
じ
た
の
で
､
今
春
の
少
閑
を
利

用
し
て
乙
の
地
を
訪
ふ
た
｡
そ
の
.結
果
が
乙
の
小
文
で

あ
る
○

大
天
橋
を
汽
車
で
走
っ
て
.
境
の
曙
は
下
車
し
カ
の

が
両
の
夕
碁
で
あ
っ
た
0
今
哲
こ
J
に
泊
っ
て
､
明
朝

西

鶴

正

夫

美
保
閥
に
渡
ら
う
と
.
旅
館
の
物
色
を
し
て
ゐ
た
ら
'

輝
の
裏
店
の
主
人
公
は
､
滑
る
を
ら
美
保
ま
で
行
っ
て

卦
泊
-
ほ
を
つ
て
は
､
と
す
ゝ
め
.tJ
呉
れ
た
｡
併
し
境

の
町
も
序
に
瞥
見
し
た
か
つ
ね
の
で
'
そ
の
説
に
は
捉

は
ず
､
翌
朝
美
保
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
が
､
あ
と
で
託

を
聞
-
と
美
保
は
塞
見
る
よ
タ
も
夜
泊
る
朗
に
趣
味
が

あ
る
の
だ
と

い
ふ
｡
そ
れ
は
菅
の
r港
町
の
名
残
を
止
め

て
ゐ
る
か
ら
で
あ
ら
う
.

二
三
時
間
の
間
で
は
あ
つ
ね
が
､
小
さ
い
町
の
乙
と

で
あ
る
か
ら
'
見
る
だ
け
は
見
'
調
べ
る
だ
け
は
調
べ

終
っ
た
｡
LJ
ヾ
巡
査
駐
在
所
に
材
料
が
無
か
つ
允
の
で

結
局
踏
江
市
に
廻
っ
て
そ
乙
の
警
察
を
訪
ね
夜
-
で
は

怒
ら
夜
か
つ
カ
け
れ
ど
も

町

の

形

態



行
政
1
1.の
美
搬
馳
町
は
島
秋
草
鳥
の
束
の
尖
端
部
を

占
め
て
i
B
/
L
､
+
裏

荘
た
る
美
保
幽
港
の
外
に
最

的
･

進
軍

粍
隼

.i･露
な
ど
の
小
繋

路
が
､
*
..∵
ニ
粁
を
即

で

J
称

耽

す

る
.
r

J
J
に
記
r
J
う
と
す
る
の
は
主
と
し

て
そ
の
iij-.華

終
に
つ
い
て
ヾ
あ
る
が
､
統
計
の
数
･:+
-

は
行
政
上
の
令
町
>
.あ
ら
は
す
も
の
も
あ
る
か
ら

1
'::･-

断
っ
て

.GJ
-
｡

七
葬
路
の
美
保
槻
港
は
'
中
高
の
鱒

Li
に
あ
る
小
S
TJ

入
た
る
美
保
常
に
的
ふ
て
､
締
め
て
代
か
の
平
地
に
i>:

地
す
る
密
基
準
称
で
あ
る
.
非
役
に
は
二
.tc
水
内
外
の

州
が
あ
っ
て
'
-;
脚
は
IIJ
ち
に
裾
に
臨
ん
で
む
る
の
で
､

準

休
は
LJ
･,
+.
筋
の
術
付
的
形
態
>
･tと
4
'
小
rJな
布

の
部
分
に
偶
か
の
枝
ik
.目
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な

い
｡(
節

一
柳

)
従
っ
て
ど
の
家
も

..
カ
が
術
肺
に
何
し
､
他
ガ
が
毎

か
父
は
州
に
指
し
て
ゐ
る
と
去
っ
て
よ
い
｡

小
さ

i,町

に
似
(
=
は
ず
､
二
僻
地
が
非
常
に
多

い
の
も
､
こ
う
し

た
狭

い
卜
地
だ
か
ら
で
あ
ら
う
O

'J
11
咋
均
の
宅
地
而

桃
が
.14
.土

ハ
坪
に
過
ぎ
な

い
と

い
ふ
乙
と
も
亦
普
然
の

災
抹
幽
町
の
研
究

第 一･(.'F.1 美保幽町人観



第 二 似 美保舶埠朗

飾

二
十
円
な

節

i
蚊

山
ハ
O

i八
〇

て
潜
動
機
船
が

'J
=
十
敬
回
維
新
す
る
｡
柁
橋
の
L
に

I:>:っ
て
光
づ
駅
-
の
は
'
軒
>

並

べ
LJ
=.]･'々

た
る
人
抜

取
で
あ
る
｡
改
札
〓
h
･川
る
と

'
す
ぐ
に
飲
食
爪
が
あ

っ
て
客
を
呼
人
で
ゐ
る
L
t
土
席
物
川
が
派
手
に
飾
-

〓て
ゝ
ゐ
る
0

現
象
と
云
ひ
柑
る
｡

町

の

構

造

小
川
形
影
仰

い
で
ゐ

る幣
の

帝
奥
の
部
分
は
'
町
の

中
火
に
あ
LJ
つ
て
ゐ
て
､
そ
,J
k
埠
頭
が
川
凍
て
捕
り
､

町
の
玄
舶
と
な
っ
て
み
る
｡
n
l
や
か
な
根
橋
が
あ
っ

第 三 間 門前町のIl;.l･観



折 田 間 美保脚 rr中心部の構造
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宇
和
-胤
句

十
$看
姑
た
巧

⑳
ほ

.
Lも

◎
其

や
あ
届

g

鮎

開

口
紘
魂

桟
橋
の
束
の

方
は
漁
胎
の
集

合
す
る
藤
､
漁

港
た
る
の
特
徴

が
明
瞭
に
兄
で

と
れ
る

(
第
二

固
)
漁
期
に
は

相
皆
に
ご
っ
た

返
す
こ
と
で
あ

,b
う
○

埠
頭

か

ら

紳

牡
ま

で

の

間

は

ほ
ん
の
二
官
米

ば
か
り
に
過
ぎ

な
い
が
金
-
門

前
町
の
構
造
を

有
L
t
十
二
月

の
飲
食
店
'
十

月
の
凝
館
､
十

非
保
捌
町
の
研
究

四
月
の
土
産
物
店
が
並
列
し
､
そ
の
間
に
十
14
の
普
通

商
店
と
四
月
の
住
宅
(
第
三
間

･
第
四
間
)と
が
変
っ
て

ゐ
る
の
み
で
あ
る
｡

埠
頭
か
ら
粟
の
方
と
'
帥
配
か
ら
酉
の
方
と
は
大
鰭

に
於
で
住
宅
ば
か
ら
で
'
如
何
に
も
漁
村
ら
し
い
景
観

を
為
し
て
ゐ
る
｡

機

能

帆
船
時
代
に
あ
っ
て
は
日
本
海
に
放
け
る

一
婁
津
と

し
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
つ
と
め
た
｡
鳥
取
糠
に
も

島
根
雁
に
も
､
港
ら
し

い
港
は
殆
ど
無

い
rJ
と
で
あ
る

し
.
隠
岐

へ
波
る
ほ
も
乙
ゝ
が
最
も
近
い
港
で
あ
っ
た
｡

随
っ
て
風
待
ち
す
る
鹿
が
常
に
幅
湊
L
t
そ
の
船
員
の

鯉
刑
を
慰
め
る
た
め
と
あ
っ
V
p
蛇
か
し

い
歌
葦
が
常

に
静
か
在
港
の
波
の
上
を
漂
っ
て
ゐ
允
の
で
あ
る
｡

併
し
そ
れ
は
骨
の
夢
と
な
っ
た
.
今
の
美
保
組
の
人

た
ち
は
､

一
機
何
に
ょ
つ
て
生
活
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う

か
暫
-
統
計
に
ね
よ
っ
て
判
断
し
ょ
う
｡

職
業
別
戸
数
を
見
る
と
'
全
戸
数
三
六
五
の
三
分
の

一
即
ち

〓

山
三
戸
は
水
産
業
で
あ
っ
て
'
農
業
の
七
六

:.二

六

.i



地

球

節

二
十
四
懸

戸
p
商
業
の
六

C声
が
rJ
机
は
攻
で
ゐ
る
｡
*
L産
か
ら

見

ても
水
産
物
は
八
嵩

二
千
五
日
園
に
上

わ
､
蚤
4
度

高
十
五
寓

二
千
樹
の
半
額
以
上
に
超
し
て
ゐ
る
L
t
を

の
大
部
分
は
移
出
さ
れ
て
入
歯

二
千
二
百
回
の
収
入
が

得
ら
れ
､
食
料
晶
と
し

ての
米
聖

二
常
四
千
倒
'
槽
.AJ

凹
薗

二
千
凹
も
買
ふ
乙
タ

が
出
来
る
勘
定
に
在

っ
て
ぬ

る
0農

業
は
七
十
六
月
も
あ
る
が
､
田
は
僅
か
は
三
反
し

か
な

い
の
で
､
米
の
産
額
は
殆
ど
問
題
は
な
ら
な

い
｡

こ
れ
は
地
勢
の
舶
係
上
巳
む
を
得
を

い
rJ
と
で
あ
る
0

を
の
代

わ
畑
は

一
三
七
町
も
あ
っ
て
､

一
月
平
均

-E
町

人
反
に
も
及
ん
で
ゐ
る
｡
そ
し
て
桑
を
栽
培
し
て
菱
荒

を
や
っ
て
ゐ
る
の
で
､
繭
債
の
下
落
し
た
昭
和
八
年
に

旦

二
番
六
千
五
百
聞
の
収
入
を
得
て
ゐ
る
｡
従

っ
て
農

産
地
街
は
五
常
闇
に
近
-
'
水
産
に
次
で
の
莱
要
な
る

産
業
で
あ
る
｡

工
業
と
云

へ
ば
竹
刺
工
や
わ
か
め
英
子
が
土
地
の
名

産
と
な

つ

tJゐ
る
が
.
ほ
ん
の
土
産
物
深
度
の
も
の
に

過
ぎ
な

い

.併
し
そ
れ
で
も
二
十
四
月
で

一
苗
四
千
園

節

1

排

至

六二

を
生
産
し

てゐ
る
.
牧
畜
や
林
業
は
rJ
れ
を
本
業
と
す

る
も
の
が

-;月
も
無

い
の
で
p
鐘
産
額
も
林
産
五
千
六

百
聞
､
畜
産
四
;i;
閲
に
過
ぎ
な

い
｡

商
業
h
l本
業
と
す

る
も
の
六
十
月
'
副
業
と

す
る
79

の
十
月
で
､
そ
れ
が
何
縄
の
収
入
を
馨
げ
で
ゐ
る
か
は

明
瞭
で
な

い
が
p

li
ケ
年
間
の
求
遊
客
は
定
期
船
に
よ

る
も
の
七
五
'
五
六
七
人
で
､
自
動
車
に
ょ
る
も
の
を

加

へ
A
J
ら
十
常
は
近

い
で
あ
ら
う
し
､
そ
の
中
六
千
七

宵
人
は
宿
的
し
て
ゐ
る
か
ら
､
rJ
れ
ほ
よ
る
収
入
は
相

皆
大
き
な
も
の
で
あ
ら
う
｡
暇

-
ほ

.i
人
平
均
二
間
を

費
消
し
､
そ
の
二
割
が
収
益
で
あ
る
と
す
れ
ば
E
I苗
圃

と
在
る
の
で
あ
る
.

参
詣

か
遊
覧

か

さ
て
乙
の
十
常
人
の
凍
遊
客
は
ど

A
夜
性
贋
の
も
の

で
あ
る
窄

b
う
か
､
馨
論
客
と
す
れ
ば

乙
の
衆
群

は
門

前
町
(
或
は
鳥
居
前
町
)
と
粥
す
''(
さ
で
あ
ら
､
観
光
客

と
す
れ
ば
遊
歴
町
と
云
は
ね
ば
な

ら
拍
o
ど
ち
ら
は
し

て
も
町
の
形
態
や
構
造
の
上
か
ら
は
似
よ
っ
た
79
の
で

あ
る
rJ
と
は
勿
論
で
あ
る
し
､
叉
そ
う
厳
密
に
匿
別
す



る
必
要
も
な
い
わ
け
で
は
あ
る
が
､

一
腰
検
討
し
て
聡

さ
た
5,と
恩
ふ
｡

乙
J
は
あ
る
醐
融
は
美
保
醐
乱
と
云
っ
て
'
事
代
主

命
を
配
つ
光
岡
幣
中
融
で
あ
る
｡
出
雲
大
乱
を
大
黒
様

と

い
ふ
に
封
し
て
､
乙
～
を
ゑ
び
す
蟻
と
挿
し
'
｢
ゑ
び

す
大
貴
出
雲
の
閥
の
､
西
と
兼
の
守
み
刺
｣
と
い
ふ
俗

謡
の
迫
-
相
骨
に
信
仰
の
あ
つ
い
帥
桟
で
は
あ
る
が
'

参
詣
者
は
大
抵
近
速
の
人
た
ち
で
､
あ
ま
-
遠
方

へ
は

そ
の
名
が
聞
え
て
ゐ
な
い
｡

山
陰
線
や
伯
備
線
の
汽
車
の
中
で
'
多
-
の
人
か
ら

美
保
桐
の
rJ
と
を
聞
か
れ
た
'｢
大
赦
ば
か
み
は
片
詣
-

と
云
S
ま
す
が
美
保
に
79
醐
配
が
あ
-
ま
す
か
｣
と
か

｢
是
非
美
保
に
79
行
け
と
す
J
め
ら
れ
ま
し
た
が
美
保

に
は
何
が
あ
カ
ま
す
か
｣
を
ど
と
云
っ
て
ゐ
る
｡
そ
し

て
そ
の
地
に
臨
ん
で
は
じ
め
て
醐
配
の
あ
る
FJ
と
を
知

-
'
わ
け
79
わ
か
ら
な
い
で
参
詣
す
る
と
い
ふ
の
が
､

少
-
な

い
戒
に
見
受
け
ら
れ
る
｡

卦
蟹

缶
は
四
月
七
口
の
育
柴
垣
刑
事
､
十
二
月
三
日

の
諸

手
船
舶
轟
と
あ
っ
て
､
そ
の
時
は
教
寓
の
塵
詣
者

美
保
剛
町
の
研
究

が
あ
る
が
､
そ
れ
は
多
-
は
順
内
の
人
に
限
ら
れ
て
ゐ

る
Cj
棟
外
か
ら
の
来
遊
者
は
四
月
五
月
が
敢
も
多
-
.

殊
は
宿
泊
者
は
四
月
に
最
多
で
十
二
月
に
は
最
少
と
在

っ
て
ゐ
る
｡
(

第
五
岡
)

醐
配
よ
-
も
有
名
な
の
は
組
の
五
本
松
で
あ
る
｡
そ

の
風
景
が
ど
う
あ
ら
う
と
も
､
を
の
俸
説
が
ど
う
あ
ら

う
と
も
'
そ
れ
に
は
敢
て
関
係
す
る
所
在
-
'
ね
iJ
俗

雛

五

閲

美
保
輔
宿
泊
人
員



地

球

第
二
+
四
谷

論
に
ょ
っ
て
五
本
松
の
名
は
天
下
は
高

い
｡
五
本
松
公

開
の
眺
望
が
大
天
橋
を
脚
下
に
横

へ
'
出
雲
富
士
を
背

紫
と
し
て
'
天
橋
立
以
上
､
質
に
天
下
の
紹
丑
で
あ
る

と

い
ふ
乙
と
は
､
行
っ
て
か
ら
後
始
め
で
知
る
位
で
'

あ
ま
･O
名
高

い
も
の
に
は
な
っ
て
ゐ
な

い
｡
況
や
美
保

の
北
浦
､
日
本
梅
に
而
し
た
海
岸
が
出
雲
赤
壁
と
云
は

れ
る
絶
丑
で
あ
る
rJ
と
を
ど
は
､
行
つ
カ
人
で
も
知
ら

ず
は
蹄
-
'
知
っ
て
も
兄
夜

5,
で
掠
る
も
の
が
大
多
数

で
あ
る
｡

美
保
閥
町
は
と
つ
て
は
'
十
寓
の
参
詣
客
と
七
千
の

宿
泊
客
と
ど
ち
ら
が
果
し
て
恩
恵
が
大
で
あ
る
か
'
そ

れ
は
俄
か
ほ
断
言
し
締
ら
れ
夜

い
乙
と
で
あ
る
が
'
宿

泊
客
の
大
多
数
が
必
ず
し
も
参
詣
h
.目
的
と
し
て
ゐ
を

い
と

い
ふ
rJ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
｡
無
論
宿
泊
客
は

膳
外
の
人
が
大
多
数
で
､
腺
内
の
人
は
他
収
入
の
三
十

分
の

.l
程
度
に
過
ぎ
を

い
｡
そ
し
て
気
候
の
よ

い
仙競
闘

期
で
あ
る
四
五
月
が
澱
も
多

い
の
は
､
大
乱
参
与
の
客

が
序
を
以
て
立
ち
寄
る
と

い
ふ
.の
が
異
相
で
あ
ら
う
｡

町
内
に
は
旅
館
が
十

1
月

(
分
館
を
有
す
る
も
の
が

葬

一
班

山ハ四

六
四

あ
る
の
で
賓
際
は
十
二
月
)
の
外
に
新
班
店
が
十

一
月

(多
-
は
飲
食
店
を
兼
ね
て
ゐ
る
)
あ
わ
'
事
奴
が
五
人

酌
婦
が
七
人
屠
る
｡
を
れ
も
昔
は
数
十
人
居
た
の
が
'

次
第
に
減
っ
て
現
状
と
在
っ
た
｡
を
し
て
乙
の
地
に
限

-
装
妓
を
旅
飴
に
入
れ
る
乙
と
を
公
離
し
て
あ
る
｡
聞

け
ば
宿
泊
し
て
塾
舷
を
呼
ば
を

い
と
'
旅
館
の
待
遇
が

頗
る
冷
か
に
在
る
と
か
.
倖
続
と
は
云
へ
妙
を
習
慣
で

は
あ
る
0

交
通
機
補
の
聴
達
し
hN
今
日
､
米
子
や
桧
江
も
轟
妊

5'
の
だ
か
ら
､
態
々
乙
J
は
凍
て
宿
泊
す
る
ほ
ど
の
必

要
は
先
づ
無

い
｡
必
要
な
の
は
絃
歌
の
饗
に
あ
rJ
が
れ

を
持
つ
人
た
ち
の
み
で
あ
る
｡
遊
歴
参
詣
の
客
は
年
々

多
-
在
つ
て
も
'
宿
泊
客
の
年
々
減
る
乙
と
は
'
乙
の

町
の
人
た
ち
に
と
っ
て
限
-
覆

い
哀
愁
を
味
は
せ
つ
!

あ
る
○

む

す

び

美
保
輔
は
門
前
町
で
も
あ
ら
'
遊
魔
町
で
も
あ
-
'

又

一
種
鍵
態
的
夜
港
町
で
も
あ
る
｡
漁
港
と
し

ての
機

能
は
教
79
著
し
い
が
'
町
の
形
態
か
ら
云

へ
ば

門前
町



の
匂
S
が
薫
も
高

い
O
併
し
醐
朴
に
し
て
も
風
丑
は
し

て
も
'
十
常
の
人
を
引
き
つ
け
七
千
の
,人
を
宿
泊
さ
せ

る
だ
け
の
魅
力
が
基
し
て
あ
る
だ
ら
う
か
｡
そ
rJ
に
帆

船
時
代
の
港
町
の
俸
続
の
力
を
兄
の
が
す
乙
と
は
出
水

ぬ
｡
と
同
時
に
､
附
近
に
大
乱
が
あ
-
､
風
食
で
名
高

い
松
江
が
あ
る
と

い
ふ
乙
と
も
大

き
)､
細
係
を
も
っ
て

ゐ
る
｡
美
保
だ
け
を
目
的
の
客
は

恐
ら
-
非
常
に
少

い

rJ
と
で
あ
ら
う
｡
し
て
見
れ
ば
大
赦
や
於
江
と
北
ハに
'

一
橋
の
双
見
式
若
-
は
姉
妹
式
門
前
町
又
は
遊
歴
町
と

云
ふ
.べ
き
で
あ
ら
う
｡
(

完
)

秩

iiii

檀

士

江
浪
境
上
に
於
け
る
美
濃
の
山
村

-
養
老
即
時
相
手
時
山
に
就

い
て

ItJ:i
榔
抑
関
大
蝉
の
小
牧
助
数
枚

の
｢
姉
川
上
地

の
村

々
｣
(
本
誌
二
二

怨

一
批
)
､｢
近
江
カ
ル
ス
ト
の
村

々
｣
､
同
二
三
港
二
批
)
を
姉
め
共
他

の
川
村
に
㈹
す
る
御
静
作
は
放
て
よ
り
炎
池

の
山
村

の
研
究
に
脱
ハ妹

を
布
す
る
私
に
糾
っ
て
此
の
r上
な
き
良
き
指
針
と
も
な
り
又
親
善
刺

搬
と
も
な
っ
た
｡
木
小
節
は
本
咋
四
月
の
和
小
牧
助
教
授

の
近
江
カ

ル
ス
ト
の
村

々
の
コ
ー
ス
を
逆
に
'
発
破
の
時
村
か
ら
証
肘
越
え
し

て
多
封
に
-;
た
於

の
小
さ

い
耽
椎
で
あ
っ
て
､
私
の
日
下
開
発
中
に

屈
す
る
｢
牧
川
川
及
び
糾
川
上
誠

の
川
村
｣
と
姉
妹
絹
を
な
す
も
の
で

江
淡
境
上
に
於
け
る
弟
池

の
山
村

あ
る
O
特
記
し
て
好

ヒ
ン
ト
を
輿

へ
ら
れ
た
小
牧
先
生
に
感
謝
の
窓

を
袈
し
た

い
｡

時
山
は
揖
斐
川
の
支
流
牧
田
川
の
谷
原
に
位
す
る
鈴

鹿
山
脈
寂
斜
面
の

一
山
開
袋
路
で
あ
る
0
億
高
七
〇
〇

乃
至
八
〇
〇
米
の
山
地
に
圃
繰
n
れ
た
洗

い
Ⅴ
字
型

の

浸
蝕
谷

の
谷
壁
'
即
ち
栗
流
す
る
演
谷
の
南

北
両
岸
に

宝

六
五


