
 

 

 
 

                           

 

  

             

周
囲
を
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
列
島

は
島
国
を
形
成
し
て
お
り
、
外
部
か

ら
の
侵
入
を
海
岸
線
が
砦
に
な
っ
て

防
い
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
国
土

の
周
囲
に
柵
や
国
境
線
が
な
い
こ
と

は
、
逆
に
三
百
六
十
度
、
ど
こ
か
ら

で
も
侵
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
見
え
ま
す
。
事
実
、
私
た
ち
日
本

人
は
、
古
代
か
ら
東
西
南
北
の
多
種

多
様
な
人
種
の
混
血
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
う
し
た
事
実
は
文
献
に
記
載
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
歴
史
の
上
で
は

ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ズ
（
三

浦
按
針
）
の
よ
う
に
航
海
中
に
暴
風

雨
に
さ
ら
さ
れ
、
難
破
し
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
人
が
九
州
沿
岸
に
漂
着
す
る

ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に

は
朝
鮮
・
清
国
・
オ
ラ
ン
ダ
の
三
国

に
限
り
門
戸
を
開
い
て
い
た
も
の
の
、

諸
外
国
か
ら
の
交
易
を
求
め
る
た
め

の
来
航
は
絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。 

「
鎖
国
」
政
策
の
扉
を
開
い
た
ペ

リ
ー
一
行
に
よ
る
浦
賀
へ
の
来
航
は
、

当
時
の
日
本
人
を
驚
嘆
さ
せ
る
大
き

な
出
来
事
で
し
た
。
見
た
こ
と
も
な

い
大
き
な
軍
艦
が
四
隻
、
威
嚇
の
た

め
の
大
砲
を
空
に
向
け
て
放
つ
姿
に
、

浦
賀
の
海
岸
を
警
備
し
て
い
た
人
た

ち
は
、
ど
れ
ほ
ど
不
安
な
気
持
ち
に

な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 
 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

時
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
年
）

七
月
八
日
（
旧
暦
六
月
三
日
）
の
夕

刻
の
こ
と
、
船
体
を
黒
く
塗
っ
た
四

隻
の
巨
大
な
船
が
浦
賀
沖
に
現
れ
た

の
で
す
。
夕
暮
れ
の
海
岸
を
照
ら
し

て
い
た
松
明
も
す
べ
て
の
火
が
落
と

さ
れ
た
後
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
一

週
間
ほ
ど
後
の
七
月
十
四
日
（
旧
暦

六
月
九
日
）、
久
里
浜
の
海
岸
に
ペ
リ

ー
一
行
が
上
陸
し
て
フ
ィ
ル
モ
ア
大

統
領
か
ら
の
国
書
の
受
け
渡
し
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
歴
史
的
な
で
き

ご
と
が
日
米
友
好
を
記
念
す
る
『
ペ

リ
ー
祭
』
と
し
て
今
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
す
。 

ペ
リ
ー
提
督
は
日
本
と
の
交
渉
を

通
じ
て
日
本
人
の
行
動
を
観
察
し
、

将
来
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
肩
を
並

べ
る
よ
う
な
先
進
工
業
国
に
な
る
こ

と
を
予
測
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。 

 
 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

江
戸
時
代
の
中
期
か
ら
後
期
に
か

け
て
、
欧
米
の
先
進
国
で
あ
る
ア
メ

リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど

の
諸
国
は
、豊
富
な
資
源
を
求
め
て
、

ア
ジ
ア
大
陸
沿
岸
の
イ
ン
ド
を
初
め

東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
を
次
々
と
植
民

地
に
し
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

タ
イ
王
国
と
日
本
は
植
民
地
支
配
を

免
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
の
一
つ

に
、
日
本
人
の
「
識
字

し

き

じ

率
」（
文
字
を

読
め
る
国
民
の
比
率
）
の
高
さ
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

江
戸
時
代
の
日
本
に
は
寺
子
屋
が

津
々
浦
々
に
開
か
れ
、
一
般
の
町
民

を
相
手
に
子
供
向
け
の
読
み
書
き
算

盤
を
主
体
と
し
た
教
育
が
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
。
黒
船
が
来
航
し

た
当
時
の
日
本
で
は
、
寺
子
屋
へ
の

就
学
率
が
七
十
～
八
十
六
％
に
も
達

し
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
（
一
八
三
七

年
、
20
～
25
％
）
や
フ
ラ
ン
ス
（
一

七
九
三
年
、
1.4
％
）
な
ど
の
諸
外
国

に
比
べ
て
識
字
率
が
高
か
っ
た
こ
と

か
ら
も
、
学
校
が
制
度
化
さ
れ
る
以

前
か
ら
子
女
の
教
育
が
盛
ん
だ
っ
た

こ
と
が
窺
え
ま
す
。
私
た
ち
が
何
気

な
く
使
っ
て
い
る
言
葉
に
も
こ
う
し

た
教
育
の
影
響
が
表
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、「
良
薬
は
口
に
苦
し
」
と
い

う
言
葉
は
、
二
千
年
も
前
に
編
纂
さ

れ
た
『
孔
子
家
語

け

ご

』
の
中
の
『
良
薬

は
口
に
苦
く
し
て
病
に
利
あ
り
。
忠

言
は
耳
に
逆
ら
い
て
行
い
に
利
あ
り
』

と
い
う
孔
子
の
説
話
か
ら
成
っ
た
故

事
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
人
た
ち
も

こ
う
し
た
言
葉
を
日
常
的
に
口
ず
さ

ん
で
い
た
の
か
と
想
像
す
る
と
、
当

時
の
教
育
の
高
さ
に
ハ
ッ
と
さ
せ
ら

れ
ま
す
。 

文
字
を
読
み
書
き
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
つ
ま
り
本
や
新
聞
が
読
め

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
や
新
聞
が

読
め
れ
ば
、
知
識
が
豊
か
に
な
り
、

生
き
方
や
思
考
能
力
を
身
に
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
黒
船
が
来
航
し

た
こ
ろ
に
は
「
瓦
版

か
わ
ら
ば
ん

」
と
い
う
、
現

代
の
新
聞
に
相
当
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
が
あ
り
、
人
々
は
情
報
源
と
し
て

買
い
求
め
た
と
い
い
ま
す
。
寺
子
屋

な
ど
の
教
育
機
関
の
果
た
し
た
役
割

の
大
き
さ
が
改
め
て
実
感
さ
れ
ま
す
。 

長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
私
た
ち

は
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
、
今
一
度

噛
み
し
め
て
み
た
い
も
の
で
す
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
芳
賀
久
雄
） 

黒
船
と
日
本
人 
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笑 話 一 題
 

家
中
暮
ら
し
の
時
間
が
多
く
な
る
な
か
で
、

気
軽
に
で
き
て
気
分
転
換
に
な
る
散
歩
は
い
い

で
す
ね
。 

最
近
、
歩
数
も
消
費
カ
ロ
リ
ー
も
わ
か
っ
て

目
標
を
達
成
す
る
と
ご
褒
美
も
貰
え
る
ゲ
ー
ム

感
覚
の
ア
プ
リ
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
下
げ
さ
せ
ず
に
継
続
的
に
で

き
る
よ
う
な
っ
て
い
る
の
で
な
か
な
か
の
優
れ

も
の
で
す
。 

久
里
浜
や
馬
堀
ま
で
の
散
歩
が
お
決
ま
り
コ

ー
ス
と
な
る
と
今
度
は
、
経
路
を
変
え
て
攻
め

て
行
く
の
が
楽
し
み
に
な
り
ま
す
。
な
ん
と
言

っ
て
も
散
歩
の
醍
醐
味
は
、
寄
り
道
コ
ー
ス
を

増
や
す
こ
と
で
す
。 

舟
倉
町
で
脇
道
に
入
っ
て
生
産
者
緑
地
の
畑

の
前
で
旬
の
野
菜
が
成
育
し
て
い
く
の
を
眺
め
、

怒
田
城
跡
の
入
口
を
見
つ
け
て
登
っ
て
み
る
の

も
散
歩
な
ら
で
は
楽
し
み
で
す
。
体
力
十
分
の

と
き
は
、
愛
宕
山
の
長
い
階
段
を
ゆ
っ
く
り
と

登
り
、
乱
れ
る
呼
吸
を
整
え
な
が
ら
眼
下
に
広

が
る
海
を
眺
め
る
と
清
々
し
い
気
分
に
な
れ
ま

す
。
船
番
所
跡
の
前
で
釣
り
す
る
人
た
ち
の
釣

果
を
覗
い
て
み
た
り
、「
ア
カ
モ
ク
あ
り
ま
す
」

の
案
内
に
季
節
を
感
じ
た
り
、
ぽ
ん
ぽ
ん
船
に

乗
る
の
も
一
興
。
穏
や
か
な
時
間 

と
一
緒
に
過
ご
せ
る
の
が
、
こ
の 

町
の
魅
力
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
ま 

せ
ん
。 

お
す
す
め
の
寄
り
道
コ
ー
ス
が 

あ
り
ま
し
た
ら
分
館
に
お
寄
り
の 

際
に
是
非
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

★ 
 

★ 
 

★ 
 

 

さ
て
、
当
館
で
は
「
浦
賀
道
を
ゆ
く
」
を
秋

以
降
に
開
催
予
定
で
す
。
歴
史
も
学
べ
て
体
も

動
か
せ
て
一
挙
両
得
な
こ
の
講
座
、
ど
う
ぞ
楽

し
み
に
し
て
い
て
く
だ
さ
い
。 

（
な
な
丸
） 

 

 

  

●
大
矢
弥
市
と
浦
賀
● 

 

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
年
）
は
、
前
年

に
西
浦
賀
へ
出
店
し
た
ば
か
り
の
新
参
者

の
米
穀
問
屋
の
噂
で
持
ち
き
り
で
あ
っ
た
。 

こ
の
新
参
者
は
、
高
座
郡
栗
原
村(
現
・

座
間
市)

に
住
む
大
矢
弥
市
と
い
う
人
物

で
、
天
保
二
年(

一
八
三
一
年)

に
、
画
家
・

蘭
学
者
と
し
て
名
高
い
渡
辺
崋
山
が
著
し

た
『
游
相
日
記
』
に
「
十
八
万
両
の
相
模

一
の
豪
の
も
の
」
と
記
さ
れ
る
ほ
ど
の
豪

農
で
あ
っ
た
。 

そ
の
弥
市
が
ど
う
し
て
浦
賀
に
目
を
付

け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
浦

賀
が
流
通
の
要
で
あ
り
、
江
戸
湾
防
衛
の

最
前
線
で
あ
っ
た
こ
と
。
つ
ま
り
、
異
国

と
の
接
点
の
場
所
で
あ
り
、
時
代
の
先
駆

け
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

弥
市
は
、
浦
賀
進
出
の
手
始
め
に
、
嘉

永
三
年
七
月
、
親
戚
筋
に
あ
た
る
松
崎
屋

与
兵
衛
を
通
じ
て
、「
異
国
船
渡
来
で
お
手

当
て
が
大
変
な
こ
と
と
存
じ
ま
す
」
と

御
備
場

お

そ

な
え

ば

の
お
米
約
一
〇
〇
〇
俵
分
の
献
金

を
申
し
出
た
。
同
年
一
〇
月
に
は
、
蛇
畠

町(

現
・
西
浦
賀
一
丁
目)

で
米
穀
問
屋「
丸

屋
」
を
開
業
す
る
と
、
再
び
松
屋
を
通
し

て
、「
先
の
御
備
場
御
用
米
一
〇
〇
〇
俵
分

と
先
年
玉
薬
製
造
所
の
火
事
で
焼
失
し
た

「
蒼
隼
丸
」
の
代
替
船
新
調
の
入
用
金
」

の
上
納
を
御
国
恩
に
報
い
る
た
め
と
し
て

願
い
出
て
い
る
。
こ
の
願
い
は
、
老
中
・

阿
部
伊
勢
守
正
弘
に
よ
っ
て
、
翌
年
の
正

月
に
許
可
さ
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
五
月
に
、
蒼
隼
丸
型
の
再
建
費

用
二
六
六
両
余
と
御
備
場
の
米
蔵
の
建
設

費
用
二
二
二
両
余
が
上
納
さ
れ
た
。
六
月

に
は
米
蔵
が
出
来
上
が
り
、
さ
ら
に
弥
市

は
、
こ
の
米
蔵
に
入
れ
る
米
一
五
〇
〇
俵

も
納
め
て
い
る
。前
号
に
示
し
た
よ
う
に
、

こ
の
年
は
米
が
不
作
の
年
で
あ
り
、
東
西

の
浦
賀
で
さ
え
困
窮
者
に
施
米
を
し
て
い

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
代
金
と
て

ば
か
に
な
ら
な
い
金
額
で
あ
っ
た
と
お
も

わ
れ
る
。
米
を
積
み
入
れ
る
作
業
に
、
東

西
浦
賀
か
ら
六
名
ず
つ
が
駆
り
出
さ
れ
て

い
る
。 

弥
市
が
つ
か
っ
た
『
御
国
恩

ご

こ

く

お

ん

』
と
い
う

言
葉
は
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
年
）

の
将
軍
の
日
光
社
参
の
折
に
江
戸
湾
防
備

が
強
化
さ
れ
た
際
、
浦
賀
で
の
警
備
に
東

西
浦
賀
の
廻
船
問
屋
や
干
鰯
問
屋
、
水
揚

問
屋
な
ど
が
、
多
大
な
貢
献
を
し
、
こ
う

し
た
警
備
に
か
か
っ
た
費
用
の
立
替
金
の

受
け
取
り
を
、「
御
国
恩
に
報
い
る
た
め
で

あ
る
」
と
し
て
固
辞
し
た
こ
と
に
由
来
す

る
。 ま

た
、
嘉
永
五
年
正
月
、
西
浦
賀
の
枝

郷
（
会
津
藩
が
江
戸
湾
警
備
に
つ
い
た
時

に
西
浦
賀
村
の
う
ち
吉
井
・
久
比
里
・
長

瀬
の
エ
リ
ア
は
西
浦
賀
枝
郷
と
し
て
会
津

藩
領
と
な
っ
た
）
や
預
所
（
浦
賀
奉
行
所

が
年
貢
の
徴
収
や
民
政
に
関
わ
る
こ
と
を

預
か
り
管
理
し
て
い
る
村
）
の
村
役
人
が

連
名
で
、「
御
備
場
が
増
え
て
お
り
、
奉
行

所
や
番
所
の
業
務
に
も
支
障
が
出
る
よ
う

で
す
と
い
け
ま
せ
ん
の
で
、
ど
こ
の
御
備

場
で
出
向
け
と
言
わ
れ
れ
ば
村
人
を
動
員

で
き
る
態
勢
を
整
え
て
お
り
ま
す
か
ら
、

い
つ
で
も
お
使
い
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
御

国
恩
に
報
い
る
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
い
う
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。 

さ
ら
に
、
東
西
の
水
揚
問
屋
が
嘉
永
五

年
か
ら
「
一
年
に
永
二
〇
〇
貫
（
金
二
〇

〇
両
）
の
一
〇
年
分
、
永
二
〇
〇
〇
貫
（
金

二
〇
〇
〇
両
）
を
非
常
警
備
に
役
立
て
も

ら
う
た
め
の
冥
加
金
と
し
て
前
納
さ
せ
て

も
ら
い
ま
す
」
と
い
う
願
書
が
提
出
さ
れ

た
。
ま
た
こ
の
願
書
に
は
、
一
〇
年
が
過

ぎ
た
後
は
、
一
年
に
永
二
〇
〇
貫
ず
つ
上

納
す
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。 

枝
郷
や
預
所
、
さ
ら
に
は
東
西
浦
賀
の

商
人
の
動
き
に
は
、
丸
屋
（
大
矢
弥
市
）

の
一
連
の
動
向
が
影
響
し
て
い
る
と
お
も

わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
行
動
が
翌
年

に
起
き
る
ペ
リ
ー
来
航
を
予
測
し
て
い
た

か
の
よ
う
な
状
況
づ
く
り
を
し
て
い
る
こ

と
が
興
味
深
い
。 

＊
御
国
恩
…
幕
府
に
よ
る
無
事
泰
平
の
世
に 

感
謝
し
報
謝
す
る
こ
と
。 

新
田 

和
江 

鈴
木 
ひ
ろ

 ～
俳
句
の
散
歩
道
～ 

郷
土
史
家 

 

山
本 

詔
一 

歴
史 

語
ら
い
座  

浦
賀
奉
行
所
編 

そ
の
十
六 

浦賀文化のバックナンバーがご覧いただけます

（http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2490/uragabunka/） 


