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期
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会
編
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口
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玄
海
灘
の
孤
島
沖
ノ
島
の
学
術
調
査
は
、
最
近
の
わ
が
考
古
学
調
査
の
う
ち

で
も
特
異
な
も
の
と
し
て
注
視
さ
れ
て
い
た
が
、
　
『
沖
ノ
島
』
　
（
昭
和
三
十
三

年
刊
）
と
「
押
隈
ノ
島
．
一
（
昭
和
三
六
年
刊
）
の
二
冊
の
報
告
書
が
完
成
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
調
査
内
容
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
数
多
い
住

居
境
、
古
墳
、
寺
院
肚
な
ど
の
古
代
遣
跡
と
は
全
く
類
を
異
に
し
た
も
の
で
、

島
自
体
を
崇
拝
の
対
象
と
す
る
祭
範
遺
跡
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
出
土
の
遺
物
は

一
種
の
ホ
ー
ド
と
し
て
、
五
臓
と
も
に
比
類
を
み
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
報
告
雷
は
両
冊
合
せ
て
、
本
文
五
五
〇
頁
、
図
版
ニ
ニ
五
枚
、
挿
図
ニ
ニ
四

枚
、
原
色
図
版
八
枚
も
あ
る
豪
華
版
で
、
こ
の
調
査
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
体

裁
を
と
っ
て
い
る
。

　
葡
冊
は
昭
和
工
九
、
三
〇
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
第
一
次
調
査
関
係
を
お
さ
め
、

第
一
、
三
、
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
、
十
三
、
十
四
、
十
五
、
十
六
号
の

各
祭
縄
遺
跡
と
、
　
一
ケ
所
の
居
腰
遺
跡
に
つ
い
て
記
し
て
あ
る
。
後
置
は
昭
和

三
二
、
一
二
三
年
の
第
二
次
調
査
に
関
し
た
も
の
で
、
第
八
、
十
六
、
十
七
、
十

八
、
十
九
号
の
各
祭
記
遺
跡
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

　
居
佐
遺
跡
は
島
の
南
端
部
、
波
打
際
に
ち
か
い
社
務
所
付
近
に
あ
り
、
竪
穴

な
ど
の
建
物
遺
構
は
し
ら
れ
ず
、
包
含
摺
の
層
序
も
乱
れ
て
い
る
が
、
縄
文
式

中
期
以
前
の
土
器
、
弥
生
式
各
期
の
土
器
、
土
師
器
、
須
恵
器
お
よ
び
贋
器
な

ど
が
掲
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
土
器
か
ら
こ
の
島
が
石
器
時
代
以
来
、
凱
本

人
に
よ
っ
て
占
居
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ら
が
北
九
彊
や
瀬
戸
内
地
方
と
関

係
が
深
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
し
ら
れ
た
。

　
祭
紀
三
跡
は
艦
像
遺
跡
の
東
北
一
二
〇
〇
m
離
れ
た
山
裾
に
あ
る
沖
津
宮
社

殿
の
装
手
に
あ
た
っ
て
い
る
。
山
の
斜
爾
に
沿
っ
て
点
在
す
る
鷹
岩
を
中
心
に

し
て
、
岩
陰
、
岩
籏
お
よ
び
そ
の
近
く
の
露
天
に
遺
物
を
埋
納
し
た
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
番
号
を
つ
け
て
呼
ん
で
い
る
餐
遺
跡
と
い
う
の
は
、
実
は
遺

物
の
出
土
地
点
を
し
め
す
も
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
全
体
が
一
つ
の
祭

紀
遺
跡
を
構
成
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
匝
岩
が
降
神
の
依
代
と
し

て
礼
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
遺
物
は
そ
れ
ら
を
祭
っ
た
と
き

の
祭
器
で
、
祭
り
の
後
に
、
そ
こ
へ
埋
め
ら
れ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
遺
物
に
は
四
〇
数
面
の
鏡
を
は
じ
め
、
刀
剣
・
矛
・
矢
・
桂
甲
・
盾
な
ど
の

武
器
、
玉
・
指
環
・
釧
・
帯
金
具
な
ど
の
装
身
具
・
鞍
・
雲
珠
・
杏
葉
・
勒
な

ど
の
馬
具
と
い
っ
た
一
般
の
古
墳
副
葬
品
と
類
を
一
に
す
る
も
の
の
ほ
か
に
、

滑
石
製
の
人
形
・
馬
形
・
舟
形
・
そ
の
他
の
摸
造
品
、
雛
型
器
物
な
ど
純
祭
祀

用
品
が
と
く
に
留
意
せ
ら
れ
る
。
そ
の
量
が
き
わ
め
て
豊
寓
で
あ
る
ぽ
か
り
で

な
く
、
器
物
に
は
当
代
工
芸
の
逸
品
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
玉
虫
翅
飾
の
金
銅
帯

金
具
、
迦
陵
頻
伽
の
煎
汁
の
あ
る
杏
葉
、
イ
ラ
ン
式
の
ガ
ラ
ス
碗
な
ど
は
、
従

来
わ
が
国
か
ら
あ
ま
り
出
土
例
を
み
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
調
査
者
は
こ
れ
ら
の
器
物
め
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
多
く
の
写
真
と
、
優
れ

た
作
図
、
拓
本
を
利
用
し
て
、
詳
細
な
説
述
と
考
証
と
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

と
く
に
注
臼
口
せ
ら
れ
る
の
は
、
器
物
の
製
作
に
つ
い
て
の
具
体
的
解
釈
で
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

れ
ま
で
の
研
究
で
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
分
野
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
調

査
者
が
と
く
に
力
を
入
れ
て
い
る
鏡
に
つ
い
て
み
て
も
、
単
な
る
園
文
の
解
説
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露

だ
け
で
は
な
く
て
、
コ
ン
パ
ス
の
使
用
に
よ
る
内
行
花
文
鏡
の
図
文
の
平
付
や

方
格
文
の
分
籍
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
は
製
作
用
具
、
鋳
法
な
ど
に
も
ふ
れ
、

い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
図
文
の
一
部
が
磨
耗
し
て
い
る
の
を

一
般
に
「
手
馴
れ
扁
と
解
し
て
、
伝
撚
鏡
の
証
拠
と
し
た
論
に
対
し
て
、
こ
れ

ら
を
湯
冷
え
の
際
に
生
ず
る
製
作
上
の
不
手
際
と
解
す
る
な
ど
は
、
一
つ
一
つ

の
鏡
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
手
ず
れ
の
も
の
も
、
型
な
が
れ
の
も
の
も
あ
る
と
お

も
わ
れ
る
が
、
図
表
の
く
ず
れ
を
す
べ
て
手
馴
れ
と
解
さ
れ
や
す
い
一
般
の
事

解
に
対
し
て
は
、
　
一
つ
の
警
鐘
と
な
ろ
う
。

　
こ
の
勉
大
な
内
容
は
い
ろ
い
ろ
の
弔
事
を
ふ
く
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
そ
の

す
べ
て
に
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ま
そ
の
う
ち
か
ら
二
、
三
気
づ
い
た

こ
と
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
四
例
え
ば
一
二
面
の
革
製
鏡
を
出
し
た
第
十
七
号
遺
跡
の
年
代
の
推
定
に
際
し

て
、
彷
製
鏡
の
年
代
観
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
は
、
当
然
の
着
限
で
あ
る
が
、
そ

の
基
礎
固
め
と
な
る
べ
ぎ
中
属
製
の
緯
鏡
の
年
代
観
が
わ
ず
か
一
頁
余
り
の
紙

数
し
か
費
や
さ
れ
ず
、
そ
の
内
容
も
不
消
化
で
あ
る
の
は
、
ほ
か
と
の
釣
合
か

ら
み
て
も
不
可
思
議
で
あ
る
。
建
武
五
年
銘
の
延
文
帯
神
獣
鏡
の
年
代
を
今
日

定
説
に
近
い
南
斉
説
を
無
視
し
て
旧
説
の
後
趙
説
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理

由
は
あ
げ
て
な
い
。
人
物
画
象
鏡
を
四
世
紀
と
い
っ
て
い
る
の
も
根
拠
が
な
く
、

ま
た
第
十
七
号
遺
跡
出
土
の
嘆
鳳
鏡
の
母
鏡
を
二
世
紀
前
半
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
遜
鳳
鏡
の
う
ち
で
紀
年
銘
の
あ
る
も
の
が
、
二
世
紀
薦
半
代
で
あ
る
こ

と
か
ら
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本
遺
跡
出
土
の
礎
鳳
鏡
は
、
様
式
的
に
み
て
、

む
し
ろ
三
、
囲
世
紀
頃
の
時
代
の
下
る
蔓
鳳
鏡
を
愚
鏡
と
し
て
い
る
と
み
る
べ

ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
爾
型
鋭
に
よ
る
年
代
の
推
定
の
項
で
は
瞬
型
鏡
を
出
し
た
主
要
古
墳
を
あ
げ
、

山
城
大
塚
山
－
紫
金
山
　
　
百
々
池
と
編
年
し
て
、
第
十
七
号
遺
跡
か
ら
一

極
で
て
い
る
紡
単
三
角
縁
三
神
三
瀬
鏡
が
紫
金
山
、
百
々
池
の
両
墳
に
共
有
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
と
の
関
孫
を
も
た
せ
、
第
十
七
号
遺
跡
は
舶
載
鏡

を
ご
麟
も
も
た
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
百
々
池
古
墳
よ
り
下
る
と
し
て
い
る
の

は
論
理
と
し
て
う
な
づ
け
な
い
。
沸
ノ
島
に
彷
製
鏡
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
た

だ
編
年
の
問
題
と
し
て
み
る
の
は
、
的
は
ず
れ
で
あ
ウ
、
む
し
ろ
、
祭
祀
遺
跡

と
い
う
特
殊
な
劇
団
と
彷
製
鏡
と
の
関
係
を
追
求
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
般
に
祭
祀
遺
跡
か
ら
は
舶
載
鏡
の
出
土
は
稀
で
あ
り
、
彷
製
鏡
と
い
う
も
の

が
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
祭
祀
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
癖
的
と
し
て
製
作
せ
ら
れ

た
と
も
解
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
十
七
号
遺
跡
に
舶
載
鏡
が

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
掘
時
舶
載
鏡
の
流
通
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、

舶
来
の
珍
宝
を
祭
祀
埋
紬
に
供
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
み
た
い
。

し
た
が
っ
て
沖
ノ
島
の
鏡
こ
そ
紡
釣
虻
と
い
う
も
の
の
性
絡
、
意
義
、
編
年
を

考
察
す
る
第
一
級
の
資
料
で
あ
り
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
考
証
の
重
点
が
お
か
れ

る
べ
き
で
は
な
い
か
と
痛
感
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
に
関
聯
し
て
、
紡
歯
鏡
の
比
定
に
つ
い
て
も
、
い
さ
さ
か
問

題
が
あ
る
。

　
報
告
者
は
従
来
舶
載
鏡
と
さ
れ
て
い
る
三
角
縁
神
獣
鏡
の
う
ち
の
あ
る
も
の

を
、
製
作
の
す
ぐ
れ
た
最
古
の
彷
製
鏡
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、

図
文
の
一
部
に
み
ら
れ
る
く
ず
れ
や
に
ぶ
さ
な
ど
を
い
ろ
い
ろ
あ
げ
て
い
る
が
、

も
っ
と
も
有
力
な
証
拠
と
し
て
銘
文
の
字
体
の
く
ず
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
天
」
が
⊇
ハ
」
、
　
「
作
」
が
「
仁
」
、
　
「
鹿
」
が
「
牒
」
と
な
っ
て
い
る
な
ど

は
作
鏡
者
が
中
霞
の
文
字
を
読
め
ず
、
思
想
を
理
解
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る

と
し
て
、
日
本
工
人
の
つ
く
っ
た
紡
縫
上
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
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数
多
く
の
星
羅
鏡
を
み
る
と
、
例
え
ば
「
大
」
を
「
六
㎏
と
し
た
も
の
（
岩
窟

二
下
墨
）
や
、
、
「
警
護
の
政
都
を
珠
点
に
し
た
も
の
（
漸
江
選
集
1
3
）
な
ど
が

あ
っ
て
、
上
記
の
変
則
漢
宇
は
必
ず
し
も
漢
宰
を
知
ら
な
い
た
め
に
犯
し
た
日

本
工
人
の
誤
作
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
「
玉
娘
」
を
h
王
命
」

と
か
く
な
ど
、
省
鋼
、
脱
字
は
申
国
鏡
に
し
ば
し
ば
み
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ

れ
ら
は
小
さ
な
字
形
に
か
ぎ
ら
れ
る
一
書
の
場
含
に
は
臣
…
む
を
得
な
い
こ
と
で

・
あ
ろ
う
。
し
か
・
も
中
国
入
と
い
え
ど
も
、
す
べ
て
の
人
が
漢
常
を
知
っ
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
鏡
作
り
の
工
人
た
ち
が
ど
の
程
度
、
文
字
に
通
じ
て
い
た
か

も
甚
だ
疑
閏
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
文
字
の
く
ず
れ
を
も
っ
て
、
舶
載
か
彷
製

か
と
比
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
し
て
報
告
者
が
彷
四
鏡
と

し
た
大
塚
山
、
御
殿
由
、
眉
塚
山
、
吉
島
に
阿
型
の
あ
る
王
喬
赤
松
銘
四
神
四

獣
鏡
は
、
一
般
の
三
角
縁
神
獣
鏡
に
比
べ
て
や
や
小
形
で
あ
る
点
、
た
し
か
に

異
例
で
は
あ
る
が
、
当
日
の
董
角
縁
神
獣
鏡
で
も
こ
の
よ
う
な
小
形
の
も
の
は

稀
な
の
で
あ
り
、
ま
し
て
、
作
り
は
白
．
銅
色
を
し
た
ぎ
わ
め
て
良
質
の
も
の
で
、

と
う
て
い
紡
製
鏡
の
鋼
質
の
比
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
報
告
者
が
第
一
一
思

四
鏡
と
し
た
も
の
は
、
ま
だ
ま
だ
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
沖
ノ
島
遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て
、
報
告
者
は
出
土
遺
物
と
宵
墳
副
葬

品
と
の
類
似
か
ら
、
本
遺
跡
を
大
和
朝
廷
の
祭
認
遺
跡
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
古
墳
疇
代
の
欝
本
全
土
の
遺
跡
が
す
べ
て
、
大
和
朝
廷
を
頂
点
と
し

た
古
墳
交
化
に
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
は
或
程
痩
臼
明
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ

れ
が
沖
ノ
島
遺
跡
に
よ
っ
て
知
り
た
い
こ
と
は
、
そ
の
大
和
・
甲
心
の
古
墳
文
窟

の
な
か
に
あ
っ
て
、
淋
ノ
島
の
特
妹
性
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
古
墳
鋤
葬
品
と
の
類
似
性
よ
り
は
、
滑
石
製
晶
や
、
雛
型

製
贔
、
肪
製
鏡
、
さ
ら
に
は
非
実
珊
酌
な
馬
具
を
も
含
め
て
、
祭
肥
的
性
格
の

多
い
こ
と
を
浅
昌
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
一
部
が
古
墳
か
ら
で

る
と
い
う
こ
と
は
、
報
告
渚
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
擁
礼
が
一
般
祭
粍
と
近

い
性
格
を
お
び
て
い
た
二
世
を
よ
り
確
実
に
し
た
と
い
う
点
で
意
義
が
あ
る
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
沖
ノ
島
遺
鋳
を
古
墳
と
同
一
二
三
と
し
て
、
編
年
そ
の
他

を
律
す
る
の
は
う
な
づ
け
な
い
。

　
ひ
い
て
は
沖
ノ
島
の
性
格
は
そ
の
地
理
的
条
件
か
ら
み
て
、
当
代
の
大
簸
交

通
と
関
係
の
あ
る
わ
が
國
各
地
の
豪
族
が
そ
の
交
易
の
利
益
と
打
金
さ
ら
に
は

大
陸
進
出
の
願
い
と
感
謝
を
こ
め
て
祭
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
の
追
求
が
も
っ
と
も
っ
と
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
疑
問
は
、
こ
の
叢
大
な
報
告
書
に
、
よ
り
多
く
の
も
の
を
要
求
す
る

一
読
藩
の
勝
手
な
願
い
で
あ
っ
て
、
こ
の
複
雑
多
岐
な
資
料
を
三
明
に
三
新
さ

れ
た
調
査
噺
の
意
欲
的
な
熱
情
と
勢
力
に
対
し
て
、
深
く
敬
意
を
裏
す
る
も
の

で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
、
今
臼
の
考
古
学
界
に
多
大
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
の
よ

う
な
報
告
書
を
十
分
な
形
で
作
製
す
る
た
め
に
、
深
い
理
解
の
あ
る
後
援
旛
を

得
ら
れ
た
こ
と
を
慶
賀
す
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
。
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