
43

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕　
中
村
研一
《
日
本
海
沖
ノ
島
》
に
つい
て

高
山
　
百
合

　

福
岡
県
は
青
木
繁
や
坂
本
繁
二
郎
、
古
賀
春
江
、
児
島
善
三
郎
な
ど
近
代
洋
画
史
に

名
を
残
す
多
く
の
洋
画
家
を
輩
出
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
中
村
研
一
も
ま

た
、
福
岡
の
近
代
洋
画
を
語
る
上
で
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
作
家
で
あ
る
。

彼
は
幼
少
期
か
ら
少
年
期
と
い
う
多
感
な
時
期
を
、両
親
と
離
れ
て
祖
父
母
の
郷
里
で
あ

る
宗
像
で
過
ご
し
、
宗
像
郡
宮
田
村
尋
常
小
学
校（
現
・
南
郷
小
学
校
）を
経
た
後
、
県

立
中
学
修
猷
館
で
児
島
善
三
郎
が
結
成
し
た
絵
画
同
好
会
「
パ
レ
ッ
ト
会
」に
参
加
し
た

こ
と
で
絵
の
楽
し
み
に
触
れ
、
東
京
美
術
学
校
で
は
岡
田
三
郎
助
に
師
事
し
優
秀
な
成
績

を
修
め
た
。
卒
業
後
は
フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
、
留
学
か
ら
の
帰
国
後
は
帝
展
で
受
賞
を
重
ね
、

戦
後
の
日
展
に
至
る
ま
で
審
査
員
を
歴
任
し
、日
本
芸
術
院
会
員
に
推
挙
さ
れ
る
と
い
う

栄
に
浴
し
た
。
灰
色
や
茶
褐
色
を
主
と
す
る
色
調
と
、正
確
な
デ
ッ
サ
ン
に
基
づ
き
、端
正

で
力
強
い
筆
致
で
大
画
面
を
造
形
的
に
構
築
す
る
格
調
高
い
写
実
的
画
風
は
高
い
評
価

を
受
け
て
い
た
彼
は
、
そ
の
同
時
代
へ
の
影
響
力
も
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
だ
け
で
は

な
く
、
戦
時
中
に
は
藤
田
嗣
治
ら
と
と
も
に
従
軍
画
家
と
し
て
数
多
く
の「
戦
争
画
」
を

描
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
本
近
代
美
術
史
に
お
け
る
重
要
性
に
加

え
、
作
家
の
没
後
五
〇
年
を
目
前
に
控
え
、
彼
の
画
業
を
再
評
価
す
る
こ
と
は
急
務
で
あ

る
。
ま
た
、「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
と
し
て
の
世
界
遺
産
登
録
を
め
ぐ
る
活

発
な
動
向
の
中
で
も
、
近
代
の
宗
像
の
文
化
を
考
え
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

【図１】中村研 一《日本海沖ノ島》昭和11年、50.0×60.6cm、油彩・画布、宗像市蔵
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重
要
な
作
家
と
し
て
今
後
さ
ら
に
評
価
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
動
き

を
背
景
に
、
筆
者
は「
近
代
美
術
に
描
か
れ
た
宗
像
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
調
査
を
進
め
て

い
る
途
上
で
あ
る
が（
１
）、
本
稿
で
は
、
中
村
研
一
の《
日
本
海
沖
ノ
島
》（
昭
和
十
一
年
、

宗
像
市
蔵
）【
図
１
】に
つい
て
、
作
品
の
制
作
背
景
や
彼
の
画
業
に
お
け
る
意
義
に
つい
て

論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
こ
で
絵
画
の
主
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、そ
の
画
題
が
示
す
通
り
、古
来
よ
り「
神

宿
る
島
」
と
し
て
禁
忌
さ
れ
て
き
た
玄
界
灘
の
孤
島
、
沖
ノ
島
で
あ
る
。
全
体
に
沈

ん
だ
色
合
い
で
構
成
さ
れ
、
と
り
わ
け
黒
い
絵
の
具
を
多
用
し
て
描
か
れ
た
島
の
部

分
は
、
ほ
と
ん
ど
は
石
英
斑
岩
か
ら
な
る
と
い
う
岩
の
島
の
肌
合
い
や
質
感
を
誇
張

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
配
置
や
縮
尺
の
変
化
等
、
絵
画
上
の
多
少
の
再
構
成
は
も

ち
ろ
ん
あ
る
だ
ろ
う
が
、
波
止
場
に
イ
ー
ゼ
ル
を
立
て
、
太
鼓
岩
を
右
手
に
見
な
が
ら
、

沖
ノ
島
を
見
上
げ
る
よ
う
な
位
置
で
構
図
を
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
湾
曲
す
る
波
止

場
に
沿
っ
て
、
視
線
を
左
か
ら
右
に
移
し
て
い
く
と
、
沖
津
宮
へ
と
導
く
石
段
が
右
か

ら
左
上
へ
、
そ
し
て
右
上
へ
と
続
き
、
そ
こ
に
鳥
居
が
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
左
上
へ

向
か
っ
て
視
線
を
移
す
と
、
そ
こ
に
小
さ
く
描
か
れ
た
沖
ノ
島
沖
津
宮
の
鳥
居
が
見

え
て
く
る
。
絵
画
を
制
作
す
る
際
、
高
所
か
ら
見
下
ろ
す
俯
瞰
的
視
点
か
ら
描
く

こ
と
の
多
い
中
村
が
、こ
の
よ
う
な
仰
視
的
視
点
を
と
る
こ
と
は
き
わ
め
て
珍
し
い
が
、

そ
の「
見
上
げ
る
」
と
い
う
構
図
に
も
、
悠
然
と
立
ち
現
れ
る
沖
ノ
島
の
神
聖
な
姿
と
、

そ
れ
を
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
見
つ
め
る
画
家
の
様
子
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
全

体
と
し
て
シ
ン
プ
ル
な
構
図
か
ら
な
る
風
景
画
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
時
期
の
中
村

の
特
徴
で
も
あ
る
躍
動
感
の
あ
る
曲
線
を
多
用
す
る
こ
と
で
、
視
線
を
蛇
行
さ
せ
な

が
ら
、
順
に
絵
の
上
部
に
あ
る
沖
津
宮
の
鳥
居
に
向
か
っ
て
導
か
れ
る
よ
う
な
構
図

的
仕
掛
け
が
と
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
島
の
向
こ
う
側
に
は
白
い
絵
の
具
が
荒
い
筆
触

で
塗
り
重
ね
ら
れ
、
玄
界
灘
の
荒
海
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
女
人
禁
制
で
あ
り
、
な
お
か
つ
上
陸
が
簡
単
に
許
さ
れ
な
い
だ
け
で
は
な
く
、

「
お
言
わ
ず
の
島
」
と
も
呼
ば
れ
る
と
お
り
、
島
で
見
聞
き
し
た
こ
と
を
語
っ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
厳
格
な
決
ま
り
が
あ
っ
た
沖
ノ
島
が
、
絵
画
に
描
か
れ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
古
く
は
黒
田
綱
政
の
《
沖
ノ
島
図
》（
十
七
世
紀
後
半

～
十
八
世
紀
前
半
頃
、
福
岡
市
博
物
館
蔵
）や
、
近
年
で
は
麻
田
鷹
司
の
《
宗
像
社

沖
島
》（
昭
和
五
十
三
年
、
福
岡
市
美
術
館
蔵
）に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
海
の
向

こ
う
に
見
え
る
孤
島
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
、
あ
る
程
度
距
離
を
と
っ
た
遠
望
と
し
て
島

の
全
容
を
捉
え
る
よ
う
な
形
で
描
か
れ
る
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
と
本
作

が
大
き
く
異
な
る
の
は
、
本
作
が
非
常
に
近
し
い
視
点
か
ら
沖
ノ
島
を
捉
え
よ
う
と

し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
接
近
し
た
ア
ン
グ
ル
で
沖
ノ
島
を
捉
え
た
絵
は
、
本
作
以

外
に
は
な
い
と
言
え
る
。

　

と
も
あ
れ
、
本
作
が
制
作
さ
れ
た
の
は
、
留
学
中
に
交
友
を
重
ね
た
フ
ラ
ン
ス
人

画
家
で
あ
る
モ
ー
リ
ス
・
ア
ス
ラ
ン
の
影
響
か
ら
、
灰
色
の
ト
ー
ン
に
よ
っ
て
も
の
の
形

を
表
現
す
る
、
重
厚
感
あ
る
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
調
の
色
彩
と
い
う
戦
前
の
中
村
作
品
を

特
徴
づ
け
る
画
風
が
定
ま
っ
た
頃
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
の
ち
の
戦
争
画
制
作
を
予

告
す
る
か
の
よ
う
な
、
人
物
群
像
を
巧
み
に
描
く
大
画
面
に
よ
る
「
現
代
風
俗
画
」

を
次
々
と
描
き
、
帝
展
の
花
形
的
存
在
と
し
て
活
躍
を
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。

《
日
本
海
沖
ノ
島
》
に
は
、
黒
を
多
用
し
た
色
調
で
あ
る
こ
と
や
躍
動
感
の
あ
る
筆

の
タ
ッ
チ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
中
村
研
一
の
典
型
的
特
徴
と
い
え
る
画
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風
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
作
に
は
単
な
る
風
景
画
と
い

う
側
面
を
越
え
た
特
殊
な
成
立
事
情
が
あ
り
、
そ
れ
を
度
外
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　

本
作
の
制
作
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
一
年
七
月
十
八
日
の『
読
売
新
聞
』に
お
い
て

次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
る【
図
２
】。

「
波
涛
吼
ゆ
る
玄
海
の
一
孤
島
「
沖
ノ
島
」
―
日
本
海
々
戦
で
わ
が
戦
艦
と
敵
艦

が
最
初
の
砲
火
を
交
え
て
早
く
も
勝
敗
の
大
勢
を
決
し
た
歴
史
的
場
所
と
し

て
有
名
な
こ
の
孤
島
の
名
を
記
念
し
て
海
軍
で
は
水
雷
敷
設
艦
「
沖
ノ
島
」
を

新
造
目
下
造
船
所
で
艤
装
中
で
あ
る
が
こ
の
精
鋭
の
艦
長
室
と
士
官
室
を
飾
る

『
沖
ノ
島
風
景
画
』
が
中
村
研
一
氏
の
手
で
完
成
し
た
。
沖
ノ
島
は
福
岡
か
ら

は
廿
五
海
里
の
海
上
に
あ
る
文
字
通
り
の
孤
島
で
、
住
ん
で
ゐ
る
人
は
島
の
頂
上

八
百
尺
の
と
こ
ろ
に
あ
る
燈
台
守
と
沖
津
宮
の
神
官
の
二
人
だ
け
、
全
山
は
茫
漠

た
る
原
始
林
だ
、
十
日
毎
に
食
糧
品
を
つ
ん
で
還
つ
て
く
る
燈
台
巡
視
船
が
唯
一

つ
の
便
り
で
あ
る
、
福
岡
出
身
と
い
ふ
わ
け
で
こ
の
画
を
委
嘱
さ
れ
た
中
村
画
伯

は
食
糧
四
日
分
を
用
意
し
て
ス
ケ
ッ
チ
の
た
め
こ
の
島
に
渡
つ
た
が
滞
在
が
九
日

間
に
も
の
び
た
た
め
つ
ひ
に
貝
類
や
海
草
類
を
漁
つ
て
腹
を
満
し
た
と
い
ふ
苦
心

が
纏
め
ら
れ
て
ゐ
る
、
出
来
上
が
つ
た
画
は
茫
洋
た
る
玄
海
の
海
面
と
古
寂
び
た

沖
津
宮
の
鳥
居
を
拝
し
て
荘
厳
の
気
が
満
ち
て
ゐ
る
十
五
号
と
十
二
号
の
二
面
で

あ
る
。」（
２
）

　

記
事
が
報
じ
る
通
り
、
本
作
は
新
造
の
水
雷
敷
設
艦
「
沖
島
」
の
艦
長
室
と
士
官

室
に
飾
る
た
め
の
絵
と
し
て
帝
国
日
本
海
軍
か
ら
制
作
を
委
嘱
さ
れ
た
二
点
の
絵
の

う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
新
聞
記
事
中
に
そ
の
図
版
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
う
ひ
と
つ

の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
沖
ノ
島
」
の
絵
は
、
本
作
以
上
に
沖
ノ
島
を
至
近
距

離
か
ら
捉
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
作
は
、「
沖
島
」
が
昭
和
十
七
年
に
撃
沈
さ
れ
た

と
き
に
戦
艦
と
運
命
を
と
も
に
し
た
た
め
、
本
作
だ
け
が
残
っ
た
。
明
治
三
十
八
年

五
月
に
、沖
ノ
島
周
辺
海
域
で
、東
郷
平
八
郎
率
い
る
日
本
艦
隊
と
ロ
シ
ア
の
バ
ル
チ
ッ

ク
艦
隊
と
の
間
で
、
日
本
海
海
戦
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、

東
郷
は
こ
の
海
戦
に
お
け
る
大
勝
を
宗
像
大
社
の
神
恩
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
よ
う

な
歴
史
を
記
念
し
て
、
海
軍
は
「
沖
島
」
と
名
づ
け
た
水
雷
敷
設
艦
を
新
た
に
作
っ

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
昭
和
十
二
年
に
は
、
沖
ノ
島
に
砲
台
が
設
置
さ
れ
、
陸
軍
の
防

備
施
設
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
戦
争
の
拡
大
と
い
う
時
局
を
背
景
に
、
神
体
島
・
沖

ノ
島
の
軍
事
要
塞
と
し
て
の
意
味
は
ま
す
ま
す
強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
（
３
）
。こ
の
と
き
、

海
軍
が
中
村
に
制
作
依
頼
を
し
た
の
は
、
彼
が
画
壇
に
お
い
て
非
常
に
影
響
力
を
持

【図２】「水雷敷設艦『沖ノ島』を飾る彩管　中村研 一
画伯の精進」『読売新聞』昭和11年7月18日
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つ
画
家
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
宗
像
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
昭
和
四
年
に

結
婚
し
た
妻
・
富
子
の
父
親
で
あ
る
中
村
正
奇
が
海
軍
少
将
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

も
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
中
村
は
、
宗
像
大
社
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
経
た
後
、
食
料
四
日
分

を
用
意
し
て
島
に
渡
っ
た
が
、
当
初
の
滞
在
予
定
を
大
幅
に
越
え
、
九
日
間
の
滞
在

に
延
び
て
し
ま
っ
た
た
め
、
貝
や
海
藻
を
取
っ
て
し
の
ぎ
な
が
ら
制
作
を
し
た
と
い
う
。

二
点
の
制
作
と
は
い
え
、
速
筆
で
知
ら
れ
て
い
た
中
村
ら
し
か
ら
ぬ
時
間
の
か
け
方
で

あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
沖
ノ
島
滞
在
に
つ
い
て
寄
せ
た
紀
行
文
【
図
３
】（
４
）
に
書
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
緑
の
深
い
原
始
林
の
な
か
を
分
け
入
り
、
野
鳥
の
さ
え
ず
り
を
聞

き
、
そ
こ
に
広
が
る
風
景
の
美
し
さ
を
自
分
の
中
で
咀
嚼
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ

た
時
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
宗
像
出
身
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
沖
ノ
島
は
幼
い
こ
ろ
よ
り
畏
敬
の
念
を
抱
く
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
が
、
そ
れ
に
加
え
、
戦
争
の
拡
大
と
い
う
時
局
を
背
景
に
、
も
は
や

時
代
の
趨
勢
か
ら
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
沖
ノ
島
を
描
く
こ
と
の
重
み
も

多
分
に
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

本
作
が
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
後
中
村
研
一
は
戦
艦
大
和
の
士
官

室
に
飾
る
絵
画
を
依
頼
さ
れ
、
本
作
と
ほ
ぼ
同
サ
イ
ズ
で
《
み
ほ
の
関
》（
昭
和
十
六

年
、
呉
市
海
事
歴
史
科
学
館
蔵
）
を
描
い
た
。
ま
た
、
従
軍
画
家
と
し
て
藤
田
嗣
治

に
並
ぶ
、
数
多
く
の
戦
争
画
を
手
が
け
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
、
戦
時
に
お
け
る
特
殊
な
成
立
事
情
を
そ
の
背
景

に
持
ち
な
が
ら
も
、《
日
本
海
沖
ノ
島
》
に
は
、
宗
像
出
身
の
洋
画
家
と
し
て
郷
土
を

愛
し
、
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
沖
ノ
島
を
描
く
こ
と
に
真
摯
に
向
き
合
お
う
と
し
た
中

村
の
思
い
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
1
）
近
代
美
術
に
お
い
て
宗
像
が
風
景
画
の
題
材
と
な
っ
た
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は

な
い
が
、
た
と
え
ば
湾
曲
す
る
神
湊
の
勝
浦
浜
の
海
岸
か
ら
大
島
を
の
ぞ
む
坂

本
繁
二
郎
の
《
神
湊
》（『
日
本
風
景
版
画　

筑
紫
之
部
』
大
正
七
年
）や
、
鐘

崎
に
あ
っ
た
油
屋
旅
館
の
二
階
か
ら
民
家
の
藁
屋
根
越
し
に
大
島
と
地
島
を
の

ぞ
む
古
賀
春
江
《
二
階
よ
り
》（
大
正
十
一
年
、
第
九
回
二
科
展
、
石
橋
美
術

館
蔵
）な
ど
が
代
表
的
作
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
例
を
踏
ま
え

た
「
近
代
美
術
に
描
か
れ
た
宗
像
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
稿
を
改
め
た
い
。

（
2
）「
水
雷
敷
設
艦
『
沖
ノ
島
』
を
飾
る
彩
管　

中
村
研
一
画
伯
の
精
進
」『
読
売

【図３】中村研 一「『緑陰ところどころ【四】　北筑前沖の島」
『読売新聞』昭和11年7月18日
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新
聞
』
昭
和
十
一
年
七
月
十
八
日
。
な
お
、
本
作
制
作
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な

動
向
は
、『
神
光
』に
お
い
て
「
中
村
研
一
画
伯
の
参
拝　

本
郡
南
郷
村
出
身

の
中
村
画
伯
は
、
目
下
艤
装
中
の
軍
艦
沖
の
島
の
将
官
室
用
の
図
面
作
製
の
た

め
六
月
二
十
四
日
来
社
、
打
合
せ
の
上
、
二
十
五
日
縣
廳
の
新
風
丸
に
便
乗
し

て
沖
の
島
に
到
着
、
爾
来
同
島
に
滞
在
し
て
会
心
の
構
図
を
練
つ
て
居
ら
れ
ま

す
」
と
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
参
照
す
る
と
、
同
年
六
月
末
か
ら
沖
ノ
島

に
渡
り
、
そ
こ
か
ら
九
日
間
の
滞
在
を
経
て
、
本
作
を
完
成
さ
せ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。（『
神
光
』
第
四
十
四
号
、
昭
和
十
一
年
七
月
一
日
）

（
3
）
戦
時
下
の
沖
ノ
島
に
つ
い
て
は
弓
場
紀
知
『
古
代
祭
祀
と
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着

地 

沖
ノ
島
』
新
泉
社
、二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
4
）
中
村
研
一
「『
緑
陰
と
こ
ろ
ど
こ
ろ【
四
】　

北
筑
前
沖
の
島
」『
読
売
新
聞
』

昭
和
十
一
年
七
月
十
八
日
、
朝
刊
。
全
文
は
次
の
と
お
り
。「
北
筑
前
の
北
方

廿
五
浬
の
處
に
沖
の
島
が
あ
る
。
ま
は
り
一
里
位
の
小
島
で
は
あ
る
が
、
朝
鮮

か
ら
も
日
本
か
ら
も
の
途
上
、
航
海
の
目
あ
て
で
あ
る
。
東
洋
史
の
い
ろ
い
ろ

の
英
雄
に
、
北
筑
か
ら
離
れ
た
日
こ
の
小
島
を
な
が
め
る
時
、
海
の
向
ふ
に
ま

だ
大
陸
が
あ
る
と
い
ふ
暗
示
を
與
へ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
そ
れ
は
朝
鮮
の

方
か
ら
も
亦
ゞ
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ
。
宗
像
神
社
三
社
の
内
沖
ツ
島
を
ま
つ

り
奉
る
。
そ
れ
と
燈
篭
が
そ
の
八
百
尺
の
図
上
に
そ
ゝ
り
た
つ
。
人
と
て
は
こ
の

二
ヶ
所
に
ゐ
る
五
人
に
す
ぎ
な
い
。
深
山
絶
壁
と
緑
の
深
い
原
始
森
に
包
ま
れ

て
居
る
、
そ
の
木
立
の
中
は
ま
る
で
天
然
の
野
鳥
の
動
物
園
で
月
明
に
社
前
に

た
ゝ
ず
ん
で
ゐ
る
と
ま
る
で
幼
稚
園
の
様
な
鳥
々
の
聲
の
さ
わ
ぎ
が
き
こ
え
て

来
る
。
原
始
森
の
そ
れ
も
孤
島
の
た
め
と
き
び
し
い
宮
の
お
き
て
の
為
お
ご
そ

か
に
保
存
さ
れ
た
森
の
美
し
さ
は
行
つ
た
人
で
な
く
て
は
わ
か
ら
な
い
で
あ

ら
う
。
腹
が
減
れ
ば
岩
間
の
濱
ち
さ
（
？
）
を
採
つ
て
片
貝
の
肉
と
で
あ
へ
も

の
を
す
る
。
お
つ
け
の
実
に
私
た
ち
は
小
魚
を
釣
つ
て
来
る
、
魚
が
つ
ら
れ
た

こ
と
が
な
い
の
で
た
れ
に
で
も
か
つゝ
て
来
る
。
俊
寛
や
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ク
ル
ソ
の
物

語
で
あ
る
。」




