
百
聞
海
苔

　
別
府
湾
の
謎
に
迫
る

　
　
瓜
生
島
と
沖
の
島
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
大
分
大
学
名
誉
教
授
加
　
藤
　
知
　
弘

「
瓜
生
島
」
調
査
の
き
っ
か
け

　
昭
和
五
十
二
年
（
一
丸
七
七
）
当
時
「
大
分
自
然
を
守
る
会
」
と
い

う
市
民
の
運
動
団
体
が
あ
っ
て
、
自
然
保
護
・
文
化
財
保
護
運
動
に
活

発
に
取
り
組
ん
で
い
た
。

　
回
二
十
九
年
新
鹿
部
都
市
指
定
を
受
け
た
大
分
市
販
海
部
に
は
、
石

油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
や
新
日
本
製
鉄
所
な
ど
が
立
地
し
、
次
々
に
操
業
を

開
始
し
て
い
た
。
そ
れ
に
体
っ
て
、
公
害
問
題
や
自
然
・
文
化
財
保
護

問
題
が
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
つ
に
、
販
海
部
埋
立
地
の
地
盤
の
安
定
性
が
問
題
に
さ
れ
て

い
た
。
そ
こ
で
急
浮
上
し
て
き
た
の
が
、
別
府
湾
に
浮
か
ん
で
い
た

「
瓜
生
島
」
を
コ
枚
に
し
て
海
に
沈
め
た
と
い
う
、
慶
長
の
大
地
震
・

津
波
で
あ
っ
た
。

　
同
年
二
月
の
総
会
で
「
大
分
自
然
を
守
る
会
」
は
瓜
生
島
の
科
学
的

調
査
を
行
う
こ
と
を
決
定
、
そ
の
責
任
者
に
私
が
指
名
さ
れ
た
。
こ
う

し
て
当
初
、
特
別
部
会
「
瓜
生
島
調
査
会
」
と
し
て
発
足
し
た
が
、
七

月
末
瓜
生
島
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
頃
に
は
独
立
し
た
組
織
の
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
こ
の
頃
私
の
香
い
た
メ
モ
を
み
る
と
「
瓜
生
島
の
存
在
、
お
よ
び
慶

長
の
大
地
震
に
つ
い
て
の
三
つ
の
立
場
」
と
し
て
、
①
今
津
留
（
鶴
）

村
沖
の
浜
と
す
る
説
、
②
元
禄
以
降
（
つ
ま
り
『
豊
府
聞
香
』
以
後
）

の
請
文
香
で
い
う
瓜
生
高
説
、
③
笠
祖
郷
が
瓜
生
島
で
あ
っ
た
と
す
る

説
、
④
そ
の
他
神
宮
寺
浦
に
つ
い
て
の
検
討
、
と
書
か
れ
て
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
項
目
に
史
料
と
注
釈
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
①
②
④
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
を
読
ん
で
頂
け
れ
ば
分
か
る
と
恵
う
が
、

③
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。
『
和
名
類
聚
抄
』

（
九
三
〇
年
編
集
、
略
し
て
「
和
名
抄
」
）
な
ど
に
大
分
郡
に
九
郷
あ
っ

た
阿
南
・
植
（
楠
）
田
・
津
守
・
荏
隈
・
判
田
・
跡
部
・
笠
祖
・
笠
和
・

神
前
の
う
ち
、
笠
祖
だ
け
は
該
当
す
る
位
置
が
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て

こ
の
郷
名
が
海
没
し
た
瓜
生
島
で
あ
る
と
い
う
説
と
笠
拓
の
誤
写
と
す

る
説
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
信
頼
で
き
る
当
時
の
内
外
史
料
か
ら
言
え
る
こ
と

-－６



は
、
沖
の
浜
と
い
う
港
町
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る

こ
と
。
そ
の
港
町
が
一
五
九
六
年
（
慶
長
元
年
）
九
月
、
大
地
震
と
津

波
に
よ
っ
て
海
底
に
没
し
た
こ
と
も
史
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て

「
瓜
生
島
」
の
謎
に
迫
る
こ
七
に
し
た
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
先
ず
①
②
③
④
に
分
類
さ
れ
る
質
史
料
を
可
能
な

限
り
収
集
し
て
考
証
し
、
沖
の
浜
港
の
存
在
と
海
没
の
事
実
の
再
確
認
、

そ
の
位
置
の
推
定
、
海
没
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
推
定
な
ど
を
文
賦
質
史
料

を
利
用
し
て
調
査
を
開
始
し
た
。
海
上
で
の
調
査
は
そ
の
間
に
学
際
的

な
研
究
者
に
呼
び
か
け
て
参
加
し
て
も
ら
い
、
文
献
塵
の
調
査
結
果
が

出
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
以
下
に
述
べ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
実
際
の
調
査
経
過
に
よ
ら
ず
、

海
上
調
査
を
含
め
て
調
査
で
得
た
結
論
を
ま
と
め
る
形
式
で
論
述
す
る

こ
と
に
す
る
。

「
瓜
生
島
」
調
査
の
基
軸
は
沖
の
浜
だ
っ
た

　
　
「
瓜
生
島
」
調
査
を
計
画
し
、
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
、
研
究
者
だ

ち
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
少
な
か
ら
ざ
る
声
は
よ
仏
説
に
過
ぎ
な
い
島
〃

を
ま
と
も
に
調
査
す
る
こ
と
に
対
す
る
懸
念
で
あ
っ
た
。

　
止
め
た
ら
と
忠
告
し
て
く
れ
る
人
や
「
島
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
調

査
は
調
査
だ
」
と
慰
め
て
く
れ
る
人
、
中
に
は
失
笑
す
る
人
も
い
た
。

こ
ん
な
中
で
、
進
ん
で
調
査
ス
タ
ッ
フ
に
参
加
し
て
く
れ
た
研
究
者
た

ち
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
私
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
仲
間
た

ち
の
期
待
を
裏
切
ら
な
い
だ
け
の
確
信
は
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
ぶ
因
際
貿
易
港
沖
の
浜
は
実
在
し
た
”
と
い
う
文
献
調
査

か
ら
の
明
確
な
結
論
に
あ
っ
た
。
こ
の
ぐ
荷
に
沈
ん
だ
港
町
”
と
「
瓜

生
島
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
筋
の
通
っ
た
学
術
的
研
究

調
査
に
な
る
筈
で
あ
っ
た
。

　
海
上
調
査
を
行
う
直
前
に
「
調
査
会
」
が
刊
行
し
た
『
沈
ん
だ
島
』

所
載
の
古
川
恭
三
京
大
教
授
（
故
人
）
と
の
対
談
で
「
沖
の
浜
港
に
つ

い
て
は
、
確
実
と
思
わ
れ
る
史
料
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
南
蛮
貿
易

の
基
地
で
も
あ
り
賑
や
か
な
町
で
も
あ
っ
た
こ
の
港
が
水
没
し
た
こ
と

だ
け
で
も
、
大
変
な
問
題
だ
と
お
も
い
ま
す
。
そ
れ
で
確
実
な
こ
の
港

か
ら
探
る
こ
と
に
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）
八
月
初
旬
に
実
施
し
た
第
一
次
海
底

調
査
で
の
調
査
地
域
は
、
沖
の
浜
関
連
史
料
を
基
本
に
設
定
し
た
。
九

月
初
旬
の
音
波
探
査
機
を
使
用
し
た
第
二
次
調
査
で
も
、
同
じ
沖
の
浜

所
在
推
定
海
域
、
春
日
浦
埋
立
地
か
ら
五
号
埋
立
地
沖
合
い
を
調
査
し

た
。
翌
年
出
版
さ
れ
た
『
瓜
生
島
沈
没
』
と
い
う
著
書
で
も
「
こ
の
よ
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う
に
調
べ
て
く
る
と
、
多
く
の
船
の
寄
港
地
で
あ
り
、
揚
陸
地
で
あ
る

住
民
の
多
い
大
き
な
村
、
沖
の
浜
の
存
在
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
さ
そ

う
で
」
あ
っ
た
か
ら
だ
と
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
言
年
度
の
『
大
分
大
学
研
究
紀
要
』
に

発
表
し
た
論
文
「
府
内
沖
の
浜
港
と
そ
の
海
没
遺
跡
調
査
報
告
」
の
前

文
で
、
私
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
「
大
友
宗
麟
時
代
と
そ
の
前
後
、
豊
後
府
内
の
町
が
東
西
交
渉
史

上
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。

府
内
の
外
港
で
あ
っ
た
沖
の
浜
港
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
歴
史
的
役

割
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
所
在
位

置
す
ら
定
か
で
は
な
い
。
府
内
そ
の
も
の
の
歴
史
考
古
学
的
調
査
が

行
わ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
こ
の
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
港
に
は
東
西
交
渉
史
上
重
要
な
人
物
た
ち
が
足
跡
を
残
し

て
お
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
明
な
ど
の
外
国
文
献
に
も
そ
の
名
を
と
ど

め
て
い
る
。
文
禄
五
年
（
慶
長
元
）
閑
七
月
（
一
五
九
六
年
九
月
）
、

沖
の
浜
港
は
地
震
・
津
波
で
海
底
に
没
し
た
が
、
こ
の
事
件
が
有
名

な
瓜
生
島
伝
説
の
ル
ー
ツ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
」

　
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
通
り
、
国
際
交
易
都
市
府
内
の
町
は
、
そ
の
港

沖
の
浜
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
現
在
、
行
わ
れ
て
い
る
大

友
府
内
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
大
友
府
内
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
義
鑑
・
義
鎮

（
宗
麟
）
・
義
統
三
代
の
遺
構
、
遺
跡
、
出
土
品
が
出
て
い
る
。
土
の
原

館
（
上
野
東
）
の
遺
構
が
い
か
に
も
守
護
館
ら
し
い
の
に
対
し
て
、
顕

徳
町
の
館
跡
は
、
比
較
的
防
御
に
手
薄
な
御
所
風
な
建
築
物
を
思
わ
せ

る
。
町
並
み
の
遺
跡
は
沖
の
浜
と
結
ぶ
大
分
川
に
沿
っ
て
お
り
、
数
多

い
華
南
・
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
舶
来
の
陶
磁
器
な
ど
の
出
土
品
か
ら
、

府
内
の
国
際
交
易
都
市
と
し
て
の
性
格
が
ま
す
ま
す
明
確
に
な
っ
て
き

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
前
記
論
文
で
「
府
内
そ
の
も
の
の
歴
史
考
古
学
的
調
査
が
行
わ
れ
て

い
な
い
現
状
で
」
は
、
沖
の
浜
（
瓜
生
島
）
の
果
た
し
た
歴
史
的
役
割

も
明
確
に
し
が
た
い
と
し
て
い
た
。
こ
の
機
会
に
「
瓜
生
島
調
査
会
」

が
か
っ
て
十
余
年
に
わ
た
っ
て
実
施
し
た
文
献
調
査
と
海
上
調
査
を
振

り
返
り
、
最
近
の
大
友
府
内
調
査
と
結
び
つ
け
な
が
ら
、
沖
の
浜
港
と

大
分
川
の
通
商
上
果
た
し
た
重
要
性
を
ま
と
め
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
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神
宮
寺
浦
に
港
は
あ
っ
た
の
か
？

　
府
内
の
南
蛮
貿
易
の
港
と
し
て
郷
土
史
書
な
ど
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ

る
の
は
「
神
宮
寺
浦
」
「
瓜
生
島
」
「
沖
の
浜
」
で
、
中
で
も
神
宮
寺
浦

が
大
分
市
民
に
は
最
も
親
し
ま
れ
て
き
た
。
例
え
ば
「
大
分
市
歌
」
の

第
一
節
は
、

　
豊
の
海
に
　
陽
は
の
ぼ
り

　
神
宮
寺
浦
　
波
静
か

　
宗
麟
こ
の
地
に
、
文
化
を
開
き
　
　
　
　
　
　
　
’

●
　
●
　
・
　
一
　
●
　
・

（
以
下
　
賂
）

と
あ
る
。
大
分
市
春
日
浦
神
宮
寺
浦
公
園
に
立
つ
記
念
碑
に
は
、
こ
の

巾
歌
の
意
味
に
そ
っ
て

　
　
「
神
宮
寺
浦
　
南
蛮
貿
見
場
に
匹
」
（
大
分
県
知
事
阿
部
嘉
七
言
）

と
あ
る
。

　
神
宮
寺
浦
に
南
蛮
船
が
来
航
し
、
南
蛮
貿
易
を
行
っ
た
と
す
る
伝
承

は
、
郷
土
の
歴
史
書
『
豊
後
国
士
』
（
岡
藩
の
儒
者
で
医
者
の
唐
橋
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
ｊ
　
ｋ
Ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
－
ｊ
ｌ
　
″

済
が
寛
政
年
間
に
著
述
）
や
『
雄
城
雑
誌
』
（
府
内
海
の
儒
者
阿
部
談

斎
が
天
保
年
間
に
編
著
）
な
ど
の
記
述
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
神
宮
寺
浦
公
園
碑
な
ど
を
根
拠
に
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
『
豊
後
園

志
』
に
は
こ
う
あ
る
（
原
文
漢
文
を
平
易
な
日
本
文
に
改
め
た
）
。

神宮寺浦公園碑

　
「
南
浦
文
集
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
天
文
十
年
（
一
五
四
ご

旧
暦
秋
七
月
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
よ
り
突
き
進
む
大
き
な
海
洋
船
一
隻
が

あ
っ
た
。
こ
の
船
は
直
接
に
豊
後
の
神
宮
寺
浦
に
到
着
し
た
。
ま
た
同

十
二
年
旧
肘
枕
八
月
、
そ
の
人
た
ち
は
六
隻
の
大
船
に
乗
っ
て
来
た
が
、

そ
の
後
毎
年
や
っ
て
来
た
。
野
史
（
民
間
の
人
が
編
纂
し
た
歴
史
）
が

述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
大
友
義
鑑
は
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
貨
幣
・
布
と

絹
を
喜
び
、
交
易
（
互
市
）
を
許
し
て
、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け

－９



入
れ
た
。
茅
元
儀
の
『
武
備
志
』
に
は
、
西
蕃
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
の
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
は
火
縄
銃
（
鳥
銃
）
を
日
本
の
豊
後
に
伝
え
た
、
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
」

　
『
南
浦
集
』
や
『
武
備
志
』
か
ら
の
同
じ
よ
う
な
引
用
記
事
が
『
雄

城
雑
誌
』
に
も
所
載
さ
れ
て
い
る
。
「
天
文
十
年
七
月
廿
七
日
唐
船
が

豊
後
の
神
宮
寺
に
到
着
し
て
、
明
人
二
百
八
十
八
入
が
来
朝
：
こ
と
か

「
十
二
年
旧
暦
八
月
七
日
明
の
商
船
五
敗
或
い
は
六
鰹
が
来
着
…
」
と

か
の
記
事
が
『
大
友
興
廃
記
』
『
豊
薩
軍
記
』
な
ど
に
も
所
載
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
れ
ら
の
記
述
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
、
明
船
の
来
航
の
時
期
で
あ
る
が
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
日
本
に
初
め
て
来
航
し
た
の
は
、
一
五
四
二
年
か
三

年
（
一
五
四
二
～
三
）
で
意
見
が
分
か
れ
て
は
い
て
も
、
明
の
ジ
ャ
ン

ク
船
で
種
子
島
に
上
陸
し
た
時
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

ボ
ク
サ
ー
、
岡
本
両
教
授
な
ど
の
内
外
記
録
・
史
料
を
駆
使
し
て
の
考

証
か
ら
否
定
の
し
よ
う
が
な
い
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
さ
ら
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
六
、
七
人
を
乗
せ
た
ジ
ャ
ン
ク
船
が
豊
後
府

内
の
港
に
初
め
て
来
航
し
た
の
は
、
大
友
宗
麟
が
彼
の
追
憶
談
で
語
っ

た
よ
う
に
「
私
が
十
六
歳
（
数
え
年
）
の
時
」
で
、
フ
ソ
ナ
か
ら
日
本

に
来
る
船
の
航
海
の
始
ま
っ
た
時
」
で
あ
っ
た
。
宗
麟
は
一
五
三
〇
年

の
生
ま
れ
で
あ
る
の
で
、
「
府
内
に
近
い
港
」
（
沖
の
浜
）
に
こ
の
ジ
ャ

ン
ク
が
入
港
し
た
の
は
、
一
五
四
五
年
（
天
文
十
四
年
）
の
こ
と
で
、

宗
麟
自
身
の
証
言
か
ら
『
南
浦
集
』
『
武
備
志
』
の
記
事
の
誤
り
は
明

ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
次
に
神
宮
寺
浦
の
場
所
で
あ
る
が
、
『
豊
後
国
志
』
は
「
海
浜
に
春

日
社
（
祠
）
が
あ
っ
て
、
そ
の
側
に
寺
か
お
り
、
神
宮
寺
と
い
う
。
神

務
を
掌
る
ゆ
え
に
あ
る
い
は
神
宮
寺
浦
と
い
う
。
船
舶
の
集
ま
る
場
所

で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
『
誰
域
雑
誌
』
も
「
春
日
社
お
よ
び
勢
家
町
の
浦

を
い
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
春
日
神
社
の
裏
の
海
が
神
宮
寺
浦

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
問
題
は
、
神
宮
寺
浦
に
該
当
す
る
春
日
神
社
北
裏
の
海
岸

地
域
に
は
港
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
正
保
年
間
（
一
六
四
〇
年

代
）
の
「
豊
後
府
内
城
下
絵
図
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
を
復
刻
）
に

は
府
内
の
港
と
し
て
大
分
川
（
古
河
）
河
口
か
ら
入
る
堀
川
港
（
京
泊
）

が
描
か
れ
て
お
り
、
勢
宮
浦
町
、
勢
家
町
の
浜
に
は
港
仰
記
載
は
な
い
。

む
し
ろ
堀
川
港
入
り
口
に
は
「
河
口
遠
浅
に
て
小
潮
の
時
は
船
入
り
か

ね
申
し
候
」
と
記
入
さ
れ
て
い
て
、
江
戸
期
に
は
府
内
藩
が
良
港
に
恵

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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◇
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
編
纂
が
完
了
し
た
『
豊
後
国
志
』
に
は
、

唐
橋
世
済
に
協
力
し
た
田
他
村
竹
田
ら
作
製
の
ハ
郡
絵
図
が
付
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
大
分
郡
絵
図
の
勢
家
、
春
日
浦
の
海
岸
に
は
砂
浜
と
松
林

と
思
わ
れ
る
図
が
描
か
れ
「
神
宮
寺
浦
、
天
文
十
年
七
月
ポ
ル
ト
ガ
ル

国
人
こ
こ
に
来
て
鳥
銃
を
伝
え
た
こ
と
は
武
備
志
に
見
え
る
」
と
の
記

入
ま
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
港
の
記
入
は
な
い
。

　
港
が
な
く
と
も
沖
に
停
泊
し
て
舵
で
砂
浜
と
往
来
し
た
と
の
い
さ
さ

か
強
引
な
説
も
あ
る
が
ヽ
九
州
各
地
の
南
蛮
船
来
航
こ
港
を
調
査
し
て

み
れ
ば
、
現
在
で
も
港
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
地
形
の
所
ば
か
り
で
、

遠
浅
の
砂
浜
の
沖
に
例
外
的
に
投
錨
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
交
易
の
港

と
し
て
利
用
し
た
例
は
な
い
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
以
Ｌ
、
神
宮
寺
浦
南
蛮
船
来
航
説
は
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
唯
こ

れ
ら
の
記
述
に
全
く
根
拠
が
な
い
わ
け
で
も
な
く
、
か
っ
て
春
日
浦
沖

に
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
、
引
船
の
来
航
し
た
南
蛮
貿
易
港
が
存
在
し
、
港
が

消
失
し
た
後
も
そ
の
記
憶
が
残
っ
て
い
て
、
神
宮
寺
浦
と
南
蛮
船
が
結

び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

瓜
生
島
と
沖
の
浜

　
大
友
時
代
の
府
内
遺
跡
の
発
掘
が
進
む
に
つ
れ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
や

華
南
地
方
産
の
陶
磁
器
な
ど
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
堺
や

博
多
の
同
時
代
遺
跡
と
比
較
し
て
も
か
な
り
多
い
と
発
掘
担
当
者
は
言
っ

て
い
る
。

　
堺
や
博
多
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
船
（
ナ
ウ
船
）
の
直
接
の
来
航
は
な

か
っ
た
が
、
堺
も
博
多
も
国
際
交
易
の
中
心
都
市
と
し
て
広
範
囲
な
ア

ジ
ア
地
域
と
交
易
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
（
ポ
ル
ト
ガ
ル

船
の
入
港
地
は
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
年
以
後
は
主
と
し
て
長
崎

で
あ
る
。
堺
・
博
多
の
商
人
は
、
長
崎
へ
は
多
く
は
和
船
で
往
来
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
）
、
府
内
で
の
出
土
品
原
産
地
の
地
域
の
広
さ
と
そ
の

量
の
多
さ
は
注
目
に
値
す
る
。

　
私
は
府
内
が
海
外
と
の
交
易
を
行
っ
た
ル
ー
ト
と
し
て
、
次
の
三
つ

を
想
定
し
て
い
る
。

　
巾
博
多
経
由
主
と
し
て
朝
鮮
・
中
国
と
交
易
、
博
多
の
豪
商
が
仲
介

　
個
琉
球
・
種
子
島
経
由
圭
と
し
て
華
南
、
東
南
ア
ジ
ア
と
の
交
易

　
③
直
接
、
仲
の
浜
か
ら
日
本
人
船
頭
と
水
夫
、
ま
た
は
中
国
人
密
輸

　
業
者
の
仲
介

ｎ



　
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
は
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
一
九
五
一
、
五
六
、
五
八
、

五
九
、
六
〇
年
に
沖
の
浜
に
来
航
、
交
易
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

船
は
、
南
シ
ナ
海
の
港
（
一
五
五
七
年
か
ら
は
マ
カ
オ
）
か
ら
直
接
日

本
に
来
航
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
交
易
地
域
の
広
さ
と
量
の
多
さ
の
説
明
が

っ
く
の
で
は
な
い
か
。

　
年
代
確
定
法
な
ど
の
進
ん
だ
最
近
の
歴
史
考
古
学
の
発
掘
調
査
は
、

文
献
上
だ
け
か
ら
は
推
定
で
き
な
か
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
国
際
交
易
都
市
と
し
て
の
府
内
の
姿
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
く
中
で
、
そ
の
国
際
的
窓
口
で
貿
易
港
で
あ
っ
た
「
沖
の
浜
」

港
の
評
価
も
ま
た
高
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
沖
の
浜
の
存
在
を
史
実
と
し
て
捉
え
、
改
め
て
「
瓜
生
島
」
に
関
す

る
記
述
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
新
し
い
観
点
が
出
て
来
る
。

　
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
在
日
三
十
四
年
で
あ
る
。
五
畿
内
駐
在
が
長

か
っ
た
が
、
九
州
に
戻
っ
て
直
ぐ
豊
後
地
区
上
長
に
な
り
、
四
年
余
勤

め
て
い
る
。
宗
麟
が
洗
礼
を
受
け
た
時
期
で
あ
り
、
従
っ
て
豊
後
の
事

情
に
も
通
じ
て
い
た
。
少
年
時
代
王
室
の
秘
書
庁
に
い
た
し
、
イ
エ
ズ

ス
会
の
神
父
に
な
っ
て
か
ら
も
秘
書
役
を
務
め
、
上
司
の
評
価
は
文
筆

の
仕
事
に
優
秀
と
あ
る
。

　
沖
の
浜
海
没
に
関
し
て
彼
が
ロ
ー
マ
の
イ
エ
ズ
ス
会
本
部
に
送
っ
た

『
日
本
年
報
』
の
記
述
は
、
「
府
内
か
ら
約
一
レ
グ
ア
ほ
ど
離
れ
た
海
岸

に
、
多
く
の
船
の
寄
港
地
で
あ
る
オ
キ
ノ
ハ
マ
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
港

町
か
お
る
」
と
書
き
始
め
、
当
時
長
崎
に
い
た
彼
を
訪
ね
て
府
内
か
ら

や
っ
て
来
た
ブ
ラ
ス
と
い
う
キ
リ
シ
タ
ン
の
遭
難
の
談
話
を
、
そ
の
ま

ま
書
き
綴
っ
て
い
る
。
こ
の
報
告
は
疑
い
の
余
地
が
な
く
、
沖
の
浜
と

い
う
「
多
く
の
船
の
寄
港
地
」
沖
の
浜
港
の
実
在
と
そ
の
港
が
地
震
と

津
波
で
海
に
沈
ん
だ
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
実
の
と
こ
ろ
こ
の
報
告
と
、
瓜
生
島
に
沖
の
浜
が
あ
っ
た
と
す
る

『
豊
府
紀
聞
』
な
ど
が
慶
長
元
年
関
七
月
十
二
目
に
地
震
と
津
波
で
島

も
ろ
と
も
海
に
沈
ん
だ
と
し
て
い
る
こ
と
と
は
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
跡

は
雨
方
の
い
う
尨
置
が
一
致
す
れ
ば
、
沖
の
浜
と
４
瓜
生
島
’
は
重

な
っ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
前
述
の
よ
う
に
フ
ロ
イ
ス
の
一
五
九
六
年
度
『
日
本
年
報
』
で
は
府

内
と
沖
の
浜
の
距
離
を
約
一
レ
グ
ア
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
約
五
手
口
）

と
書
き
、
『
日
本
史
』
で
は
「
（
府
内
の
）
市
か
ら
半
田
去
販
れ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
船
の
停
泊
地
、
沖
の
浜
」
。
と
述
べ
て
、
五
手
口
か
ら
二
・
五

手
口
と
少
し
幅
が
あ
る
。
そ
こ
で
明
の
使
貴
部
舜
功
の
述
べ
て
い
る
数

字
を
見
て
み
た
い
。
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◇
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
岡
本
良
知
教
授
は
「
こ
れ
を
い
い
か
え
れ
ば
、
府
内
沿
岸
は
遠
浅
で

あ
っ
て
船
が
停
泊
で
き
な
い
か
ら
、
沖
の
浜
に
投
錨
し
た
。
そ
れ
よ
り

府
内
へ
は
陸
路
五
・
六
里
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
五
・
六
里

は
中
国
里
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
一
里
未
満
で
あ
る
。
」
と
注
釈
さ
れ

た
が
、
問
題
は
ご
戻
浅
く
’
の
涜
の
読
み
方
で
神
戸
大
分
大
学
名
誉
教

授
は
こ
れ
を
沖
の
浜
の
略
と
さ
れ
て
い
る
の
で
沖
の
浜
の
港
が
浅
く
て

船
が
底
着
い
て
停
泊
で
き
な
い
、
と
読
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
岡
本
教
授
は
、
フ
ロ
イ
ス
な
ど
の
記
述
と
突
き
合
わ
せ
て
、
沖
の
浜

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ザ
ビ
ェ
ル
が
大
友
義
鎖
を
訪
問
し
た
時
は
、
ガ
マ

船
長
以
上
品
価
な
衣
服
を
身
に
ま
と
っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
士
官
や
商
人
と

そ
の
従
僕
た
ち
は
、
沖
の
浜
に
停
泊
す
る
母
船
か
ら
小
舟
に
分
乗
し
て

大
分
川
河
口
に
入
り
、
府
内
の
船
着
場
に
到
着
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

出
迎
え
の
家
臣
だ
ち
と
と
も
に
府
内
の
町
筋
を
パ
レ
ー
ド
し
て
大
友
屋

敷
に
向
か
っ
た
が
、
府
内
の
街
路
は
見
物
の
町
民
で
黒
山
の
人
だ
か
り

で
あ
っ
た
と
い
う
。
（
Ｓ
・
ゴ
ン
サ
ル
ヴ
ェ
ス
『
東
イ
ン
ド
・
イ
エ
ズ

ス
会
史
』
、
Ｇ
・
シ
ュ
ー
ル
ハ
ン
マ
ー
『
ザ
ビ
ェ
ル
の
生
涯
、
そ
の
時

代
』
に
よ
る
）
。

-



　
こ
の
よ
う
に
フ
ロ
イ
ス
の
『
日
本
史
』
、
『
日
本
年
報
』
な
ど
、
鄭
舜

功
の
『
日
本
一
鑑
』
な
ど
の
記
事
か
ら
沖
の
浜
と
府
内
の
距
離
を
平
均

し
て
推
定
す
る
と
大
体
三
－
三
・
五
手
口
ぐ
ら
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
次
に
、
府
内
か
ら
の
沖
の
浜
の
方
角
で
あ
る
。
『
日
本
史
』
の
記
事

お
よ
び
リ
ン
ス
ホ
ー
デ
ン
の
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
航
海
路
程
記
』
の
記
述

が
多
少
の
手
が
か
り
を
与
え
る
。

　
　
『
日
本
史
』
８
の
島
津
市
に
追
わ
れ
て
カ
リ
オ
ン
神
父
ら
が
府
内
を

脱
出
す
る
時
「
ま
だ
府
内
か
ら
出
て
し
ま
っ
て
い
な
い
う
ち
に
、
巾
か

ら
半
里
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
船
の
停
泊
地
沖
の
浜
の
村
落
が
焼
け
る

の
が
鼠
ら
れ
た
」
と
の
記
事
か
お
る
。
こ
れ
か
ら
推
定
さ
れ
る
の
は
、

沖
の
浜
が
大
分
川
右
岸
で
東
北
の
今
津
留
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
西
の

院
内
妙
鼠
賊
を
目
指
し
て
脱
出
し
て
い
る
神
父
た
ち
に
は
こ
う
は
見
え

な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
勢
家
の
北
あ
た
り
の
海
岸
を
想
像
す
れ
ば
う
な

ず
け
よ
う
。

　
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
の
旅
行
宮
で
地
理
学
者
で
も
あ
る
リ
ン
ス
ホ
ー
デ

ン
の
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
航
海
路
程
記
』
が
「
：
：
そ
し
て
こ
の
川
（
大

分
胆
）
の
中
で
は
、
干
潮
時
、
船
は
（
川
底
の
）
砂
の
上
に
止
ま
る
。

こ
の
河
口
近
く
に
ア
キ
ノ
ハ
マ
と
い
う
小
さ
な
町
が
あ
り
、
半
マ
イ
ル

上
流
に
行
く
と
、
豊
後
王
国
殼
大
の
都
か
お
る
」
と
記
述
し
て
い
る

。
ｉ
　
ぷ
　
ｉ
　
昿
　
蛸
　
（
　
　
　
題
　
　
　
癩
Ｊ
　
む
　
九
　
。
、

　
　
　
~
Z
S
G
G
I
S
J
　

　
　
l
e
Z
l
l
l
S
Z
I
S
G
j
S
f
｛
　
　
　
辺
　
　
。
沢
　
　
”
　
　
　
　
　
、

ｙ

1 1 ｽ ﾞ

高山虔三所蔵の「府内古図」。何度も転写されて新しい情
報が混入しているが、基本的な点はそのまま伝えている。
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そ
こ
で
沖
の
浜
は
「
瓜
生
島
」
に
あ
っ
た
と
す
る
『
豊
府
紀
聞
』
の

記
述
を
見
て
み
る
と
「
府
内
城
（
江
戸
期
）
の
西
北
二
十
町
余
（
約
二

手
口
金
）
に
勢
家
村
か
お
り
、
勢
家
付
の
北
二
十
町
余
に
「
瓜
生
島
」

（
沖
の
浜
）
が
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。

　
こ
れ
を
も
と
に
府
内
城
と
「
瓜
生
島
」
を
直
線
で
結
ぶ
と
『
誤
城
誤

認
』
の
コ
肘
内
城
の
西
北
三
十
一
町
四
十
間
（
約
三
・
二
半
口
）
」
と

ほ
ぼ
一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
府
内
と
沖
の
浜
の
前
座
の
推
定
距
離
三

－
三
・
五
手
口
と
も
符
号
す
る
。

　
大
友
府
内
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
進
む
に
つ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
府
内

古
図
」
の
信
頼
性
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
が
、
「
古
図
」
の
大
分
川
の

大
き
く
広
が
る
河
□
の
左
岸
に
、
そ
こ
に
は
同
時
に
春
日
神
社
の
北
に

大
き
く
突
き
出
た
半
息
杖
の
陸
地
が
描
か
れ
、
そ
の
先
端
に
沖
の
浜
の

地
名
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
ロ
ー
マ
の
イ
エ
ズ
ス
会
文
書
館
か
ら
持
ち
帰
ら
れ
、
臼
杵
図
書
館
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
ご
即
の
浜
海
没
〃
の
報
告
を
フ
ロ
イ
ス
が
ロ
ー
マ

の
イ
エ
ズ
ス
会
本
部
に
書
き
送
っ
た
『
一
五
九
六
年
度
日
本
年
報
』
に

は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
よ
昂
と
は
書
か
ず
、
沖
の
浜
は
ご
海
岸
部
’

　
文
献
史
料
か
ら
、
南
蛮
船
・
明
船
の
来
航
し
た
「
実
在
し
た
沖
の
浜
」

「
伝
説
的
な
瓜
生
島
」
「
港
の
な
い
神
宮
寺
浦
」
の
三
ケ
所
が
勢
家
・
春

日
浦
の
沖
に
集
中
、
重
な
っ
て
く
る
の
は
偶
然
と
思
え
な
い
。
『
中
川

史
料
集
』
「
北
村
済
生
校
註
」
に
「
今
津
留
村
御
拝
頗
、
同
所
沖
の
浜

御
船
着
と
な
る
」
と
あ
る
の
は
文
書
史
料
だ
け
に
重
み
か
お
る
が
、
陸

行
（
府
内
か
ら
今
津
留
は
大
分
川
の
対
岸
だ
が
、
鄭
舜
功
は
陸
伝
い
に

い
っ
た
）
、
大
分
川
河
口
の
海
の
港
（
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
航
海
路
程
記
』

『
日
本
史
』
『
日
本
年
報
』
な
ど
）
、
府
内
か
ら
の
距
離
三
－
三
・
五
手

口
の
海
岸
部
、
地
震
と
津
波
で
海
没
（
各
史
資
料
）
と
い
う
よ
う
に
チ
ェ
ッ

ク
し
て
い
く
と
、
狭
い
意
昧
で
の
今
津
留
村
で
は
該
当
し
な
い
こ
と
が

分
か
る
。

　
逆
に
勢
家
・
春
日
浦
沖
に
ブ
浬
の
浜
’
が
所
在
し
た
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
条
件
に
正
し
く
当
て
は
ま
る
。
さ
ら
に
「
府
内
古
図
」
に
描

か
れ
た
大
分
川
の
河
ロ
ー
帯
の
図
面
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
確
実
な
沖
の
浜
」
の
痕
跡
を
勢
家
・
春
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日
浦
沖
の
海
底
に
探
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
。

　
昭
和
五
十
二
年
（
一
丸
七
七
）
九
月
（
第
二
次
調
査
）
か
ら
、
音
波

探
査
機
を
使
用
し
た
調
査
を
開
始
し
た
。
音
波
を
発
振
し
て
海
底
地
層

を
探
査
す
る
器
械
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
我
々
が
使
用
し
た
の
は
米
国

製
で
、
音
波
を
発
振
す
る
双
胴
型
の
い
か
だ
と
受
信
す
る
筒
状
の
ハ
イ

ド
ロ
フ
ォ
ン
を
曳
航
し
、
船
上
の
記
録
計
に
海
底
下
約
六
十
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
地
層
を
刻
々
と
記
録
し
て
い
く
器
械
で
あ
っ
た
。
こ
の
器
械
の

使
用
を
提
案
し
た
の
は
、
京
都
大
学
地
球
物
理
研
究
施
設
の
由
佐
悠
紀

教
授
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
計
画
で
は
西
大
分
港
突
堤
赤
灯
台
か
ら
真
北
に
引
い
た
線
上
の
五
百
、

千
、
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
各
地
点
を
出
発
点
と
し
て
、
調
査
船
は
岸
壁

に
平
行
に
大
分
川
河
口
ま
で
走
っ
て
引
き
返
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

位
置
計
測
装
置
の
な
い
漁
船
を
陸
上
か
ら
ト
ラ
ン
シ
。
ト
で
捉
え
る
と

い
う
ラ
フ
な
や
り
方
で
少
し
厳
密
さ
を
矢
く
走
行
と
な
っ
た
。
音
波
探

査
と
い
う
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
調
査
方
法
に
は
や
や
そ
ぐ
わ
な
い

位
置
計
測
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
、
調
査
船
の
走
行
位
置
の
測
定
は
正
確
と
は
い
え
な
か
っ
た
が
、

調
査
の
本
来
の
目
的
か
ら
言
え
ば
、
決
め
手
と
な
る
よ
う
な
発
見
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
音
波
探
査
機
貸
俘
の
Ｓ
社
の
技
師
山
下
武
男
さ
ん
の
指
摘

で
、
こ
の
海
域
の
海
底
地
層
が
「
か
な
り
乱
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で

あ
っ
た
。
ホ
テ
ル
で
の
深
夜
ま
で
の
討
議
で
、
明
日
の
調
査
船
の
走
行

方
角
と
そ
れ
に
よ
っ
て
確
認
す
べ
き
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
調
査
第
一
段

階
で
の
手
応
え
が
感
じ
ら
れ
た
。

も
を
う
え

Ｊ
分
ろ
考

だ
大
あ
て
る

し
｀
で
し
か

写
日
の
離
分

模
来
も
り
ら

が
が
た
切
か

シュールハンマーの者

涯とその時代」所載の

内地図。下のドイツ語

ているように「この地

藩渡辺ロウエンモンが

を、1㈲O年高出炭三氏

で、シュールハンマー

れた際にさらに槙写し

疲は沖の浜と瓜生島は

いたことが、この説明

　　　ここに瓜生島がありこ一回

　　勁ぶﾝﾂﾞ
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Ｓ
社
の
技
師
山
下
武
男
さ
ん
の
重
要
な
指
摘
を
、
図
の
海
底
地
層
探

査
記
録
で
説
明
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
サ
り
か
の
原
因
で
撹
乱
さ
れ
な
け
れ
ば
、
海
底
の
土
砂
の
堆
積
は
こ

の
図
（
ソ
ナ
ー
の
実
際
の
記
録
図
で
あ
る
）
の
下
部
や
左
部
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
レ
ン
ガ
を
積
ん
だ
よ
う
に
信
順
を
な
す
。
こ
れ
が
地
崩
れ

な
ど
の
原
因
で
か
く
乱
さ
れ
れ
ば
、
右
上
部
の
よ
う
に
「
乱
れ
た
」
地

↓6－-



願
と
な
る
。

　
東
西
に
走
行
す
る
調
査
船
が
｝
定
の
海
域
に
入
る
と
海
底
地
層
の

「
乱
れ
」
を
記
録
し
た
こ
と
で
、
こ
の
一
帯
で
入
規
縦
な
地
崩
れ
か
、

そ
れ
に
類
す
る
も
の
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ご
仰

の
浜
’
海
没
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
所
在

位
置
の
推
定
の
重
要
な
カ
ギ
と
な
る
む
の
で
あ
っ
た
。

　
勢
家
・
呑
口
浦
沖
の
海
底
は
、
沖
合
い
二
半
口
、
水
深
四
ト
メ
ー
ト

ル
の
辺
り
ま
で
斜
面
が
続
き
、
そ
の
先
は
平
板
な
海
底
と
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
海
底
地
層
の
「
乱
れ
」
加
入
規
模
な
地
崩
れ
と
す
れ
ば
、
斜
面

に
沿
っ
て
流
れ
落
ち
た
土
石
渡
は
、
斜
面
の
先
端
付
近
で
止
ま
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
二
日
目
は
調
査
船
を
岸
か
ら
沖
の
浮
き
灯
台
を

目
指
し
て
走
ら
せ
、
海
底
が
平
ら
に
な
る
付
近
で
船
の
舵
を
直
角
に
切
っ

て
、
し
ば
ら
く
岸
に
平
行
に
走
ら
せ
、
再
び
岸
に
向
か
っ
た
。
そ
の
結

果
が
こ
の
海
底
地
層
記
録
で
あ
る
。

　
岸
か
ら
の
斜
面
が
終
わ
る
辺
り
で
「
乱
れ
」
が
整
層
に
変
わ
る
の
が

は
っ
き
り
分
か
る
（
上
五
流
先
端
付
近
の
盛
り
上
が
り
＝
図
の
中
央
＝

の
下
に
、
断
層
が
見
ら
れ
る
）
。

　
ブ
即
‥
の
浜
’
の
港
町
は
、
各
史
料
か
ら
推
定
さ
れ
た
よ
う
に
春
日
浦

旧
海
浜
か
ら
七
、
八
百
メ
ー
ト
ル
沖
合
い
付
近
に
存
在
し
て
い
た
が
、

（
陥
没
で
は
な
く
）
地
震
と
津
波
で
海
底
に
崩
れ
落
ち
た
と
推
定
さ
れ

る
。
ブ
浬
の
浜
”
の
港
と
港
町
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
地
点
か
ら
広

が
る
大
き
な
地
崩
れ
の
発
見
に
よ
っ
て
、
調
査
は
大
き
く
前
進
を
み
た

の
で
あ
っ
た
。

別
府
湾
全
域
に
「
瓜
生
島
」
を
探
る

　
で
は
、
別
府
湾
の
大
半
を
覆
う
よ
う
に
「
瓜
生
島
」
が
描
か
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
「
瓜
生
島
古
図
」
（
最
近
の
発
掘
調
査
で
信
頼
性
を
高
め
た

「
府
内
古
図
」
と
は
別
も
の
）
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
。
そ
れ
に
地
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の
る

も
い

艶暫靉封齢伝
半

訟次趾唱箭百璧の
圀

帽－
Ｊ
四島皿Ｆ

言
と
津
波
で
港
町
を
一
夜
で
海
に
沈
め
た
別
府
湾
の
地
質
構
造
は
ど
う

な
の
か
、
ど
う
し
て
も
別
府
湾
全
体
の
海
底
地
層
を
調
査
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
こ
の
大
野
川
左
岸
と
杵
築
市
加
貴
翰
を
結
ぶ
線
よ
り
内
側
の
別
府
湾

全
域
を
対
象
と
し
た
調
査
は
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
丸
八
〇
）
六
月
、

翌
年
十
月
に
、
大
分
大
学
「
別
府
湾
基
礎
調
査
」
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

志
賀
史
光
教
授
（
化
学
）
の
提
案
で
、
教
育
学
部
歴
史
、
地
理
、
化
学
、

地
学
四
学
科
が
別
府
湾
の
共
同
調
査
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
京

部
大
学
琵
琶
湖
古
環
境
実
験
施
設
が
協
力
、
大
井
子
宏
和
助
手
を
派
遣
、

音
波
探
査
機
を
貸
し
出
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
実
の
と
こ
ろ
、
志
賀
教
授
が
こ
の
計
画
を
提
案
し
た
動
機
に
は
、
資

至
難
で
調
査
に
行
き
詰
っ
て
い
た
「
瓜
生
島
調
査
会
」
の
調
査
を
援
助

し
よ
う
と
の
考
え
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
代
わ
り
調
査
船
の
手
配
、

京
大
と
の
下
交
渉
、
調
査
側
線
の
設
定
な
ど
は
「
調
査
会
」
が
行
い
、

大
分
大
外
部
か
ら
は
「
調
査
会
」
の
主
要
メ
ン
バ
ー
、
由
佐
悠
紀
京
大

助
教
授
、
平
田
登
基
男
九
大
助
教
授
、
高
松
史
朗
マ
リ
ン
パ
レ
ス
館
長
、

高
橋
俊
足
熊
大
教
授
ら
が
参
加
し
た
。

　
こ
の
調
査
で
得
ら
れ
た
結
果
は
学
術
的
に
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
り
、

-
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そ
の
後
多
く
の
研
究
者
の
関
心
を
別
府
湾
に
引
き
付
け
る
こ
と
と
な
っ

た
。
だ
が
、
こ
の
「
共
同
調
査
」
の
頃
は
研
究
者
の
間
で
は
「
瓜
生
島
」

調
査
な
る
も
の
の
意
義
を
否
定
す
る
雰
囲
気
か
お
り
、
調
査
が
実
現
に

至
っ
た
事
情
も
考
慮
し
て
、
デ
ー
タ
全
体
を
「
調
査
会
」
の
分
析
で
公

式
発
表
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
事
情
は
変
わ
っ
て
、
大
友
府
内
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い

る
現
在
、
終
始
「
調
査
会
」
の
海
底
調
査
に
参
加
し
た
京
都
大
学
付
属

地
球
無
学
研
究
施
設
の
由
佐
教
授
と
討
論
し
て
、
改
か
て
当
時
か
ら
わ

れ
わ
れ
が
考
え
て
い
た
見
解
を
述
べ
て
み
る
。

二
）
島
が
別
府
湾
の
大
半
を
覆
う
よ
う
に
描
か
れ
た
古
図
に
あ
る
、

　
　
　
い
わ
ゆ
る
「
瓜
生
島
」
の
痕
跡
は
、
こ
の
二
度
に
わ
た
る
地
層

　
　
　
探
査
（
基
本
側
線
は
別
府
湾
両
岸
か
ら
北
岸
に
至
る
五
側
線
、

　
　
　
間
に
南
岸
か
ら
湾
中
央
部
に
至
る
二
側
線
、
そ
れ
に
湾
奥
か
ら

　
　
　
湾
口
に
東
西
に
走
る
側
線
数
本
）
か
ら
は
発
見
さ
れ
ず
、
さ
ら

　
　
　
に
サ
イ
ド
ス
キ
ャ
ン
ソ
ナ
ー
に
よ
る
海
底
面
調
査
（
百
メ
ー
ト

　
　
　
ル
幅
で
海
底
面
の
映
像
を
映
し
出
す
、
「
共
同
調
査
」
後
の
調

　
　
　
査
会
の
独
自
調
査
）
で
も
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
ご
浬

　
　
　
の
浜
’
（
瓜
生
島
）
所
在
は
勢
家
・
春
日
浦
沖
の
一
点
に
絞

　
　
　
ら
れ
て
く
る
。

（
二
）
別
府
湾
全
体
に
は
予
想
以
上
に
活
断
層
が
多
く
、
「
沖
の
浜
海

　
　
　
没
」
の
よ
う
な
事
件
は
別
府
湾
内
を
震
源
地
と
し
て
十
分
起
こ

　
　
　
り
う
る
。
別
府
湾
全
体
で
は
絶
え
ず
南
北
に
引
っ
張
る
力
が
働

　
　
　
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
由
佐
教
授
は
昭
和
六
十
四
年
（
一
丸
八
九
）
に
発
表
し
た
論

文
「
音
波
探
査
の
異
常
か
ら
推
定
さ
れ
る
別
府
湾
の
ガ
ス
」
の
中
で

「
別
府
湾
海
底
下
の
ガ
ス
が
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
に
沖
の
浜
港
を

消
滅
せ
し
め
た
地
震
に
件
う
地
崩
れ
の
際
、
堆
積
物
の
液
状
化
＝
地
震

の
際
、
た
い
積
層
地
盤
な
ど
が
液
状
化
し
崩
壊
す
る
＝
に
寄
与
し
た
可

能
性
も
あ
る
」
（
『
第
四
紀
研
究
』
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
宗
麟
の
後
継
者
古
統
は
朝
鮮
の
役
で
の
不
覚
を
咎
め
ら
れ
て
改
易
、

四
百
年
に
わ
た
る
豊
後
大
友
氏
の
歴
史
は
終
わ
っ
た
。
そ
の
三
年
後
、

大
友
氏
の
全
盛
を
支
え
た
沖
の
浜
港
も
こ
れ
に
恂
ず
る
か
の
ご
と
く
地

震
と
津
波
で
海
に
沈
ん
だ
。

　
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
大
友
府
内
の
「
発
掘
調
査
」
は
、
こ
の
港
の

果
た
し
た
役
割
を
広
範
囲
な
東
ア
ジ
ア
の
舶
載
出
土
品
か
ら
明
ら
か
に

し
つ
つ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
行
っ
た
調
査
が
少
し
で
も
そ
の
解
明
に
役

立
て
ば
と
願
う
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
終
）
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