
 

 

 
 

                           

  

観
音
崎
大
橋
か
ら
眺
め
る
鴨
居

の
海
に
は
、
遠
景
に
房
総
半
島
が

横
た
わ
り
、
近
景
に
は
ウ
ミ
ウ
の

群
生
す
る
岩
礁
が
見
ら
れ
、
そ
の

光
景
は
三
浦
半
島
の
中
で
も
指
折

り
の
も
の
と
言
え
ま
す
。
こ
う
し

た
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
美
し

い
風
景
の
山
側
に
、
歴
史
を
感
じ

さ
せ
る
家
並
み
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
が
、
今
回
ご
紹
介
す
る
第
五
代

浦
賀
町
長
を
務
め
た
高
橋
勝
七
の

屋
敷
で
す
。
大
橋
の
下
に
見
え
る

浜
辺
は
船
の
発
着
場
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。 

高
橋
家
は
、
か
つ
て
「
若
松
屋
」

と
い
う
屋
号
で
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
「
若
松
」
と
は
、
会
津

若
松
の
こ
と
で
す
。
で
は
、
高
橋

家
の
屋
号
は
、
な
ぜ
会
津
若
松
に

由
来
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
高
橋

家
の
あ
る
鴨
居
に
は
、
江
戸
時
代

の
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
年
）
か

ら
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
年
）
ま

で
会
津
藩
の
陣
屋
が
置
か
れ
て
い

ま
し
た
。
当
時
の
豪
商
・
高
橋
忠

左
エ
門
が
会
津
藩
の
御
用
商
人
と

し
て
藩
の
物
資
調
達
に
貢
献
し
た

こ
と
か
ら
、
会
津
藩
よ
り
「
若
松

屋
」
の
屋
号
を
賜
り
ま
し
た
。
こ

れ
が
「
若
松
屋
」
の
由
来
で
す
。 

当
時
の
高
橋
邸
母
屋
は
東
京
小

石
川
の
「
伝
通
院
」
の
建
物
を
海

路
で
運
ん
だ
も
の
で
、
現
代
家
屋

で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
造
り
や

細
工
が
施
さ
れ
た
豪
邸
そ
の
も
の

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
高
橋
邸

を
明
治
天
皇
が
訪
れ
た
と
い
う
記

録
が
あ
り
ま
す
。 

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
年
）
、

観
音
崎
砲
台
天
覧
の
た
め
浦
賀
港

に
到
着
し
た
天
皇
は
、
西
叶
神
社

鳥
居
前
に
仕
立
て
ら
れ
た
桟
橋
か

ら
上
陸
さ
れ
ま
し
た
。
わ
ず
か
な

距
離
で
し
た
が
馬
に
乗
ら
れ
西
叶

神
社
境
内
に
あ
っ
た
西
岸
学
校
へ

行
き
、
二
階
の
部
屋
で
休
息
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
観
音
崎
砲
台

建
設
の
様
子
を
ご
覧
に
な
っ
た
帰

途
、
御
小
休
所
と
し
て
鴨
居
の
高

橋
家
に
立
ち
寄
ら
れ
ま
し
た
。
西

叶
神
社
の
境
内
に
は
、
こ
の
時
の

行
幸
を
記
念
し
て
「
明
治
天
皇
駐
蹕

ち
ゅ
う
ひ
つ

之
跡
」
と
い
う
石
碑
が
建
立
さ
れ
て

い
ま
す
。（
石
碑
の
「
蹕
」
は
馬
へ
ん
） 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

高
橋
家
に
養
子
と
し
て
入
っ
た

初
代
勝
七
は
、
大
津
村
の
名
主

な

ぬ

し

を

務
め
て
い
た
小
川
家
の
出
身
で
す
。

こ
の
小
川
家
に
は
初
代
の
三
浦
郡

長
を
務
め
た
小
川
茂
周
が
お
り
、

勝
七
は
茂
周
の
実
弟
で
し
た
。
明

治
十
一
年
（
一
八
七
八
年
）
か
ら

十
二
年
に
か
け
て
、
茂
周
と
勝
七

は
大
滝
町
か
ら
東
側
の
海
面
の
埋

め
立
て
事
業
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
と
き
に
使
わ
れ
た
土
砂
は
、
現

在
の
横
須
賀
中
央
駅
か
ら
三
笠
ビ

ル
周
辺
の
崖
を
崩
し
て
得
ら
れ
た

も
の
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
に
で
き

た
土
地
を
『
若
松
町
』
と
呼
び
、

今
で
は
横
須
賀
市
の
中
心
部
に
位

置
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
相
前
後

し
て
、
現
在
の
市
役
所
が
あ
る
『
小

川
町
』
も
、
茂
周
に
よ
る
埋
立
て

に
よ
り
生
ま
れ
ま
し
た
。 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

二
代
目
勝
七
は
、
浦
賀
の
町
会

議
員
や
、
浦
賀
町
長
（
明
治
三
二

年~

三
六
年
）
を
務
め
た
の
ち
、
郡

会
議
員
や
郡
会
議
長
を
歴
任
し
、

明
治
三
十
七
年
に
は
神
奈
川
県
郡

部
選
挙
区
に
お
い
て
衆
議
院
議
員

に
当
選
し
ま
し
た
。
ま
た
、
浦
賀

銀
行
（
後
に
関
東
銀
行
）
の
取
締

役
を
務
め
る
な
ど
、
政
財
界
の
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。 

明
治
・
大
正
期
の
実
業
家
辞
典

に
よ
る
と
、
「
二
代
目
の
勝
七
は
、

明
治
十
五
年
に
家
督
を
相
続
、
襲

名
し
て
遺
業
を
継
承
し
関
東
銀
行

の
取
締
役
（
後
に
頭
取
と
な
る
）

と
な
り
、
天
性
温
厚
に
し
て
行
務

を
見
る
に
親
切
周
到
な
り
、
浦
賀

方
面
の
金
融
は
君
に
依
り
て
常
に

活
況
を
呈
す
る
と
同
時
に
、
生
産

事
業
の
年
々
発
達
す
る
の
も
一
に

君
が
銀
行
事
務
の
伸
縮
そ
の
宜
し

き
を
得
る
に
基
因
す
る
」
と
絶
賛

さ
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
、
子
孫
に
よ
り
蔵
の
中
か

ら
発
見
さ
れ
た
絵
図
に
よ
る
と
、

鴨
居
の
亀
崎
半
島
周
辺
に
養
魚
場

を
つ
く
り
、
タ
イ
や
ス
ズ
キ
、
ア

ワ
ビ
、
サ
ザ
エ
、
イ
セ
エ
ビ
な
ど

を
養
殖
す
る
栽
培
漁
業
を
計
画
し

て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
か
ら
も
、
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
の
勝
七
の
進
取
の
気
性
と
、

地
元
漁
業
者
に
対
す
る
生
活
の
安

定
を
図
る
姿
勢
と
努
力
の
跡
を
う

か
が
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 
 

（
芳
賀
久
雄
） 
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明
治
三
二
年
八
月
か
ら
四
年
も
の
間
、
浦
賀
の
第
五
代
町
長
を
努
め
た

高
橋
勝
七
。
親
子
二
代
に
わ
た
り
横
須
賀
・
浦
賀
の
発
展
に
大
き
な
功

績
を
残
し
て
い
ま
す
。 

銅版画に描かれた高橋勝七邸（明治 27 年頃） 



 

 

 

●
目
付
・
松
平
ら
の 

海
防
見
分
一
件
②
● 

 
 

相
次
ぐ
軍
艦
の
来
航
に
危
機
感
を
覚
え

た
幕
府
は
、
海
防
掛
御
目
付
の
松
平
近
韶

ち
か
つ
ぐ

に
、
現
在
の
千
葉
か
ら
静
岡
に
か
け
て
の

東
京
湾
沿
岸
部
に
あ
る
御
備
場

お

そ

な
え

ば

を
見
分
す

る
よ
う
に
命
じ
た
。 

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
年
）
九
月
、
近

韶
一
行
は
、
見
分
の
た
め
に
浦
賀
奉
行
所

を
訪
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
奉
行
所
へ
浦

賀
の
防
備
体
制
に
つ
い
て
書
面
で
い
く
つ

か
質
問
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。 

◇ 

◇ 

◇ 

（
前
回
か
ら
の
続
き
） 

さ
ら
に
別
の
解
答
書
の
中
に
、「
浦
賀
沖

は
長
崎
と
違
っ
て
湾
が
広
い
の
で
、
番
船

の
役
割
は
異
国
船
を
見
張
っ
て
い
る
こ
と

が
通
常
。
し
か
し
異
国
船
か
ら
小
船
を
卸

し
た
場
合
は
、
す
ぐ
さ
ま
漕
ぎ
出
し
て
制

止
を
す
る
。
ま
た
、
最
初
か
ら
敵
意
を
も

っ
て
入
港
し
て
く
る
異
国
船
に
は
、
そ
れ

だ
け
の
覚
悟
を
持
っ
て
臨
ん
で
い
る
。
し

か
し
、
穏
や
か
に
入
港
し
た
後
、
突
然
敵

意
を
あ
ら
わ
に
し
て
戦
争
を
挑
ん
で
く
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
小
船
ば
か
り
の

警
備
で
あ
る
当
方
で
は
と
て
も
対
応
は
で

き
な
い
。」
さ
ら
に
、
「
も
し
も
異
国
船
が

内
海
へ
入
ろ
う
と
す
れ
ば
、
富
津
や
観
音

崎
の
台
場
で
食
い
止
め
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
今
の
警
備
で
は
甚
だ
覚
束
な

い
。」
と
、
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
の
よ
う
な
軍
艦

に
は
対
処
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
と 

伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
の

圧
倒
的
な
兵
力
を
前
に
、
討
ち
死
に
す
る

覚
悟
で
対
峙
し
た
浦
賀
奉
行
所
の
面
々
の

心
の
叫
び
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
日
本
に

も
大
船
の
軍
用
船
が
必
要
で
あ
る
。
し
か

も
軍
用
船
は
、
浦
賀
奉
行
所
だ
け
で
な
く
、

房
総
・
三
浦
を
守
る
両
家
に
も
用
意
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
」
と
、
西
洋
の
軍
艦
に
対
抗

す
る
た
め
に
は
日
本
に
も
そ
れ
相
応
の
装

備
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。 

当
時
幕
府
は
、
浦
賀
で
洋
式
軍
艦
を
建

造
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
、

長
崎
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
人
を
呼
び
寄
せ
る
こ

と
な
く
日
本
人
だ
け
で
洋
式
軍
艦
を
建
造

で
き
な
い
か
と
の
質
問
も
行
っ
て
い
る
。

「
洋
式
軍
艦
を
現
状
の
日
本
の
船
大
工
だ

け
で
建
造
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
大
型
の

廻
船
を
一
艘
建
造
す
る
に
も
三
〇
人
以
上

の
船
大
工
で
五
か
月
以
上
を
要
す
。
手
慣

れ
た
船
の
建
造
で
も
こ
れ
だ
け
か
か
る
の

に
、
外
見
を
み
た
だ
け
の
洋
式
軍
艦
を
建

造
す
る
の
に
ど
れ
ほ
ど
の
日
数
が
必
要
な

の
か
わ
か
ら
な
い
。
も
し
建
造
出
来
た
と

し
て
も
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
指
導
が
な
け
れ

ば
軍
艦
を
操
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
実
現

性
は
低
い
。
現
時
点
で
は
、
船
上
か
ら
大

砲
を
発
射
で
き
る
大
き
さ
の
和
船
を
日
本

の
船
大
工
に
建
造
さ
せ
る
べ
き
。
」と
回
答

し
て
い
る
。 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
賛

否
両
論
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
た

が
、
ど
ち
ら
も
江
戸
を
守
る
に
は
陸
上
の

警
備
を
ど
ん
な
に
厚
く
し
て
も
、
守
り
切

れ
な
い
こ
と
だ
け
は
わ
か
っ
て
い
た
。 

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
年
）、
幕
府
は
戸

田
、
浅
野
の
二
人
を
浦
賀
奉
行
と
し
、
つ

い
に
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
年
）、
小
型

で
は
あ
っ
た
が
、
大
砲
を
備
え
た
「
蒼
隼

そ
う
し
ゅ
ん

丸
」
と
い
う
和
洋
折
衷
の
船
が
浦
賀
で
建

造
さ
れ
た
。 
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笑 話 一 題
 

散
歩
が
趣
味
の
私
は
、
県
道
二
〇
八
号
線
沿

い
の
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
を
良
く
歩
き
、
ベ
ン
チ
で

休
憩
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
に
い
く

つ
か
あ
る
植
込
み
に
咲
い
て
い
る
野
草
の
種
類

が
意
外
に
多
い
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。 

浦
賀
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
三
年
が
た
ち
ま

す
が
、
一
年
目
は
、
シ
ロ
ツ
メ
グ
サ
や
ヒ
メ
ジ

オ
ン
な
ど
よ
く
見
か
け
る
花
の
ほ
か
に
ト
キ
ワ

ハ
ゼ
や
コ
メ
ツ
ブ
ツ
メ
ク
サ
な
ど
を
見
つ
け
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
二
年
目
に
は
、
ミ
ヤ
コ

グ
サ
が
黄
色
い
烏
帽
子
の
よ
う
な
花
を
咲
か
せ

て
い
ま
し
た
し
、
三
年
目
に
は
、
少
し
変
わ
っ

た
花
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
の
花
は

年
前

に
京
都
で
発
見
さ
れ
、
マ
ツ
バ
ウ
ン
ラ
ン
と
名

づ
け
ら
れ
た
帰
化
植
物
で
す
。
数
年
前
か
ら
三

浦
半
島
で
見
か
け
て
い
ま
し
た
が
、
浦
賀
で
見

た
の
は
初
め
て
で
、
お
そ
ら
く
風
に
運
ば
れ
た

種
が
根
づ
い
た
よ
う
で
す
。 

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
の
狭
い 

植
込
み
で
も
意
外
に
種
類 

が
多
く
毎
年
季
節
ご
と
の 

発
見
が
あ
り
、
散
歩
に
彩 

り
を
添
え
て
く
れ
て
い
ま 

す
。 

 

（
千
葉
県
児)  
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大
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田
島
清
一
郎 

 

～
俳
句
の
散
歩
道
～ 


