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海
ノ
民
話
の

価
値
を
再
発
見
し
、

新
た
な
価
値
を

創
造
す
る
た
め
に
。
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日本財団と一般社団法人日本昔ばなし協会がともに推進する
海ノ民話のまちプロジェクトは、

「海との関わり」と「地域の学び」を、
子どもたちに伝え語り継ぐことを目的としたプロジェクトです。

日本中に残された海にまつわる民話を発掘し、
その民話のストーリーと、

その民話に込められた「思い」「警鐘」「教訓」を、
親しみやすいアニメーションにして、次の世代を担う子どもたちへ、

そして、さらに未来へと語り継いでいきます。

プロジェクト開始の2018年から2025年3月までに
92本の「海ノ民話アニメーション」を制作しました。

これらのアニメは各地の資産として、観光やまちづくり、教育など、
さまざまな分野で幅広く活用されています。
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今
、改
め
て
問
い
直
す
、海
と
人
の
関
係

　

海
は
人
類
に
と
っ
て
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
す
一
方
で
、時
に
甚
大
な
被
害
を
も

た
ら
す
矛
盾
し
た
存
在
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
や
能
登
半
島
地
震
は
、海
が
与

え
る
恩
恵
と
脅
威
の
両
面
を
改
め
て
浮
き
彫
り
に
し
た
。
復
旧
・
復
興
の
過
程
で
は
、

単
な
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
と
ど
ま
ら
ず
、地
域
文
化
や
生
活
基
盤
の
再
構
築
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、気
候
変
動
に
よ
る
海
水
温
や
潮
流
の
変
化
は
、漁
業
資
源
の
分

布
に
影
響
を
及
ぼ
し
、日
本
近
海
で
も
漁
獲
種
の
変
化
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

変
化
は
経
済
の
み
な
ら
ず
、食
文
化
や
生
活
習
慣
に
も
波
及
し
、海
と
人
の
関
係
そ

の
も
の
を
揺
る
が
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、海
は
人
類
に
と
っ
て
畏
怖
の
対
象
で
あ
り
な
が
ら
、生
命
の
源
で
も
あ

る
。太
古
の
昔
か
ら
、海
は
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
存
在
と
し
て
民
話
に
刻
ま
れ
て
き
た

が
、同
時
に
生
命
の
誕
生
の
場
で
あ
り
、ミ
ネ
ラ
ル
の
循
環
を
通
じ
て
多
様
な
生
態
系

を
育
ん
で
き
た
。人
々
は
こ
う
し
た
二
面
性
と
い
う
矛
盾
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、海
と

密
接
に
関
わ
り
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、近
代
化
の
進
展
と
と
も
に
、海
を

資
源
と
し
て
一
方
的
に
利
用
す
る
姿
勢
が
強
ま
り
、そ
の
結
果
と
し
て
、乱
獲
や
海

洋
汚
染
、さ
ら
に
は
気
候
変
動
と
い
っ
た
地
球
規
模
の
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
海
と
人
の
関
係
は
、１
つ
の
普
遍
的
な
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、多
様
な
環
境
や
歴
史
的
背
景
の
も
と
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
文
化
に
応
じ

た
価
値
観
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。デ
ィ
ズ
ニ
ー
の「
イ
ッ
ツ・ア
・ス
モ
ー
ル
ワ
ー
ル

ド
」の
よ
う
な
単
一
の
調
和
的
な
世
界
観
で
は
な
く
、時
に
対
立
し
、相
互
に
影
響
を

及
ぼ
し
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
、多
層
的
で
複
雑
な
海
洋
文
化
が
存
在
す
る
の
で
あ

民
話
化
の
可
能
性
、海
ノ
民
話
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
国
際
認
証
制
度
の
検
討
、

現
代
の
社
会
課
題
解
決
に
繋
が
る
民
話
の
再
解
釈
の
あ
り
方
に
言
及
し
た
。

　

海
ノ
民
話
な
ど
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ（
物
語
）を
用
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、海
洋
文
化
を
現

代
の
社
会
課
題
の
解
決
に
お
い
て
大
変
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
。論
理
的
思
考
は
収

束
的
で
あ
る
一
方
で
、ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
発
散
的
な
思
考
を
促
し
、多
様
な
視
点
を
提

供
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。海
を「
誰
の
も
の
か
」と
い
う
問
い
を
考
え
る
際
も
、ナ
ラ

テ
ィ
ブ
を
用
い
る
こ
と
で
、資
源
と
し
て
の
海
洋
利
用
、所
有
権
や
縄
張
り
争
い
、文
化

の
形
成
と
い
っ
た
多
面
的
な
視
座
を
持
つ
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
提

示
し
た
視
座
は
、そ
の
思
考
を
発
展
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

海
ノ
民
話
学
の
地
平

　

海
ノ
民
話
は
、単
な
る
伝
説
や
物
語
で
は
な
く
、人
々
が
長
い
年
月
を
か
け
て
海

と
向
き
合
い
、共
存
す
る
中
で
培
っ
て
き
た
知
恵
と
経
験
の
集
積
で
あ
る
。
本
号
で

掲
載
し
た
論
考
を
外
観
す
る
と
、そ
の
本
質
的
な
価
値
は
、「
恐
れ
」と「
暮
ら
し
の

継
続
」と
い
う
2
つ
の
要
素
に
象
徴
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、本
稿
冒
頭
で

記
述
し
た
人
々
に
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
す
一
方
で
、命
を
奪
う
厳
し
い
存
在
と
い

う
矛
盾
に
通
ず
る
。

　

現
代
社
会
で
は
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
、気
候
変
動
、技
術
革
新
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、人

と
自
然
の
関
係
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
特
に
、国
際
的
な
対
立
の
激
化
や
経
済

の
変
動
が
社
会
の
不
安
定
さ
を
増
し
、持
続
可
能
な
社
会
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い

る
。こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、地
域
社
会
の
継
続
や
価
値
創
造
の
手
が
か
り
と
し

て
、海
ノ
民
話
が
持
つ
海
洋
文
化
の
暗
黙
知
に
再
び
注
目
す
る
意
義
は
大
き
い
。

　

海
ノ
民
話
学
は
、海
と
人
の
関
係
を
「
海
洋
ビ
ッ
グ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」の
一
環
と
し
て

捉
え
る
学
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
、宇
宙
の
誕
生
か
ら
人
類
の
歴
史
を
俯
瞰
し
、未
来

を
考
え
る
ビ
ッ
グ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
視
点
と
共
鳴
す
る
。海
は
生
命
の
起
源
で
あ
り
、人

類
の
文
明
の
発
展
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
。こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、海
ノ
民
話
は
海

と
の
関
わ
り
を
再
考
す
る
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。
私
が
20
年
前
に
経
験
し
た

沖
縄・
竹
富
島
の
暮
ら
し
で
は
、離
島
な
ら
で
は
の「
恐
れ
」と
、そ
れ
を
乗
り
越
え
た

「
誇
り
」が
共
存
し
て
い
た
。
民
話
は
、地
域
の
歴
史
と
人
々
の
暮
ら
し
の
痕
跡
を
今

に
伝
え
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
誇
り
の
醸
成
に
寄
与
し
て
い
た
。
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
は
、

こ
う
し
た
視
点
を
共
有
し
、海
ノ
民
話
を
基
軸
と
し
た
学
問
探
究
の
た
め
の
共
創

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
を
目
指
す
取
り
組
み
で
あ
る
。
そ
の
志
を
同
じ
く
す
る

人
々
と
共
に
、新
た
な
知
見
を
生
み
出
し
、未
来
へ
の
道
筋
を
模
索
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

点
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
海
と
人
の
関
係
は
、単
な
る
資
源
の
利
用
や
経
済

活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、文
化
や
価
値
観
の
形
成
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
海
の
民

話
は
、過
去
の
人
々
が
海
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、共
存
し
て
き
た
の
か
を
示
す
貴

重
な
記
録
で
あ
り
、そ
こ
に
は
現
代
社
会
が
直
面
す
る
課
題
へ
の
示
唆
も
含
ま
れ
て

い
る
と
考
え
る
。

多
様
な
学
術
領
域
か
ら
海
ノ
民
話
を
捉
え
る
視
座

　

本
創
刊
準
備
号
で
は
、海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
こ
れ
ま
で
に
取
り
組
ん

で
き
た
日
本
各
地
の
海
ノ
民
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
や
ア
ー
カ
イ
ブ
化
が
、ど
の
よ

う
な
意
味
や
価
値
を
持
つ
の
か
、ま
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
今
後
、日
本
や
各
地
域
、

そ
し
て
人
々
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き
る
の
か
を
検
討
し
た
。つ
ま
り
、海
の
民
話
を

先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
貴
重
な
遺
産
と
捉
え
、そ
の
意
味
や
価
値
を
い
か
に
再
発
見

す
る
か
、さ
ら
に
、現
代
社
会
に
お
い
て
そ
の
意
味
や
価
値
を
創
造
す
る
た
め
の
あ
り

方
や
方
法
と
は
何
か
に
つ
い
て
、民
俗
学・
考
古
学・
文
化
人
類
学・
地
域
学・
生
物
学・

生
態
学
・
計
画
学
・
学
習
科
学
な
ど
様
々
な
学
問
領
域
の
専
門
家
や
実
践
家
と
共
に

探
究
し
、以
下
の
と
お
り
大
き
く
は
2
つ
の
問
い
を
も
と
に
視
座
を
提
示
し
た
。

１
．海
ノ
民
話
が
持
つ
意
義
や
価
値
と
は

　

現
代
で
は
、海
と
人
の
関
係
が
希
薄
化
し
、社
会
的
背
景
や
価
値
観
の
変
化
に

よ
っ
て
海
洋
文
化
が
継
承
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
産
業
の
変
化
や
都
市
化
の
進

行
に
よ
り
、海
を
生
活
の
一
部
と
し
て
捉
え
る
機
会
が
減
少
し
、伝
統
的
な
知
識
や

価
値
観
が
次
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
状
況
を
踏
ま
え
、

海
ノ
民
話
に
は
ど
ん
な
視
座
か
ら
意
義
や
価
値
を
言
及
で
き
る
の
か
。

　

本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
は
、海
ノ
民
話
が
も
つ
多
様
性
と
い
う
特
徴
、水
平
的
世
界
観
へ

の
気
付
き
、海
へ
の
畏
敬
の
念
、生
業
の
継
続
の
知
恵
、そ
し
て
神
話
に
見
る
海
の
位

置
づ
け
や
陸
と
の
関
係
、昔
話
を
通
じ
た
学
び
、災
害
文
化
や
伝
統
的
生
態
学
知
識

と
し
て
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
な
観
点
か
ら
言
及
し
た
。

２
．海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ど
ん
な
貢
献
が
で
き
る
か

　

海
と
共
に
生
き
る
人
々
の
歴
史
や
文
化
は
、民
話
を
通
じ
て
次
世
代
へ
受
け
継
が

れ
て
き
た
。し
か
し
、現
代
社
会
で
は
海
へ
の
恐
れ
や
畏
敬
の
念
が
薄
れ
つつ
あ
り
、そ

の
継
承
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
は
、過
去
の
海
難
事
故
や
海
と
人

と
の
関
わ
り
を
学
ぶ
博
物
館
展
示
、高
校
生
を
巻
き
込
む
こ
と
で
、若
い
世
代
の
視

点
を
取
り
入
れ
た
新
た
な
継
承
方
法
の
検
討
、開
拓
さ
れ
た
島
に
お
け
る
史
実
の

る
。
こ
の
視
点
を
持
つ
こ
と
で
、海
と
人
と
の
関
係
が
単
な
る「
共
存
」や「
利
用
」と

い
っ
た
単
純
な
構
造
で
は
な
く
、矛
盾
を
孕
み
な
が
ら
も
進
化
し
続
け
る
動
的
な
関

係
性
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
は
、自
然
科
学
・
人
文
科
学
・
社
会
科
学
の
視
点
を
交
え
な
が
ら
、

海
の
民
話
を
題
材
と
し
、海
洋
文
化
の
歴
史
と
現
状
、そ
し
て
未
来
に
つ
い
て
多
角

的
に
考
察
す
る
。
災
害
か
ら
の
復
興
や
気
候
変
動
に
よ
る
海
洋
環
境
の
変
化
を
踏

ま
え
つつ
、海
と
人
の
関
係
性
が
持
つ
多
様
性
と
そ
の
意
味
を
問
い
直
し
、持
続
可
能

な
未
来
へ
向
け
た
新
た
な
視
点
を
見
つ
け
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェク
ト

　

本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
は「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の
一
環
と
し
て
の
取
り
組
み

で
あ
る
。「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」と
は
、一
般
社
団
法
人
日
本
昔
ば
な
し

協
会
が
２
０
１
８
年
に
立
ち
上
げ
た
も
の
で
、「
海
と
の
つ
な
が
り
」と「
地
域
の
誇

り
」を
次
世
代
に
伝
え
、語
り
継
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
は
、日
本
各
地
に
伝
わ
る
海
に
ま
つ
わ
る
民
話
や
伝
承
を
選
定
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
ス

ト
ー
リ
ー
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を「
海
ノ
民
話
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」と
し
て
表
現
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
公
式
サ
イ
ト
や
Ｙｏｕ
Ｔｕ
ｂｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ

て
公
開
さ
れ
、広
く
一
般
に
親
し
ま
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
ま
た
、民
話
が
伝

承
さ
れ
て
い
る
地
域
を「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
」と
し
て
認
定
し
、地
域
振
興
の
一
環
と

し
て
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、教
育
や
観
光
な
ど
多
様
な
場
面
で
の
利
活
用

が
支
援
さ
れ
、地
域
文
化
の
継
承
に
貢
献
し
て
い
る
。

　

本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
は
、こ
の
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
義
を
学
術
的
な
視

池
ノ
上
真
一（
北
海
商
科
大
学
、一般
社
団
法
人
日
本
海
洋
文
化
総
合
研
究
所
）

海
は
天
国
か
地
獄
か
〜
矛
盾
が
生
み
出
す
魅
力

海
ノ
民
話
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル（
創
刊
準
備
号
）立
上
げ
に
よ
せ
て

今
、改
め
て
問
い
直
す
、海
と
人
の
関
係

　

海
は
人
類
に
と
っ
て
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
す
一
方
で
、時
に
甚
大
な
被
害
を
も

た
ら
す
矛
盾
し
た
存
在
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
や
能
登
半
島
地
震
は
、海
が
与

え
る
恩
恵
と
脅
威
の
両
面
を
改
め
て
浮
き
彫
り
に
し
た
。
復
旧
・
復
興
の
過
程
で
は
、

単
な
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
と
ど
ま
ら
ず
、地
域
文
化
や
生
活
基
盤
の
再
構
築
が
求
め
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海
ノ
民
話
学
を

捉
え
る
視
点

海
へ
の「
お
そ
れ
」が
芽
生
え
る
か
！？

〜
萩
博
物
館「
海
の
妖
怪
展
」の
挑
戦

高
校
生
た
ち
、地
域
の
民
話
か
ら
学
ぶ

利
尻
島
の
歴
史
を
民
話
に
紡
ぎ
創
る

災
害
民
話
が
つ
く
り
出
す
ま
ち
づ
く
り

|
海
の
民
話
と
地
域
文
脈
|

遺
産
学
か
ら
み
た
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
義

〜
海
ノ
民
話
ア
ニ
メ
ー
シ
ョン
は
ユ
ネ
ス
コ「
世
界
の
記
憶
」に
登
録
で
き
る
か
〜

民
話
の
再
解
釈
と
多
様
性

文
化
的
視
点
を
取
り
入
れ
た
物
語
創
造
の
意
義

新
た
な
価
値
の
創
造

日
本
の
海
の
民
話　

そ
の
多
様
性

浦
島
太
郎
は
ア
ク
ア
ラ
ン
グ
を
背
負
っ
て

竜
宮
城
に
行
っ
た
の
か
？

船
幽
霊
が
語
ら
れ
る
と
き

海
の
神
話

異
郷
へ
の
誘
い
|
日
本
の
昔
話
に
お
け
る
海
|

災
害
文
化
の
共
創
に
向
け
て
|
海
は
与
え
、海
は
奪
う
と
し
て
も

伝
統
的
生
態
学
知
識
を
保
存
継
承
す
る

海
の
民
話
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョン
化

民
謡
と
民
話
の
つ
な
が
り
|
文
化
を
伝
え
る
歌
と
物
語
|

価
値
の
再
発
見
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民
話
と
地
域
と
生
活
と

　

日
本
に
は
海
を
舞
台
と
す
る
多
く
の
民
話
が

あ
る
。
し
か
し
民
話
の
中
で
語
ら
れ
る
海
は
一
様

で
は
な
い
。
豊
か
な
海
、怖
い
海
、不
思
議
な
海
、

信
仰
さ
れ
る
海
、仕
事
場
と
し
て
の
海
、特
に
注

目
さ
れ
な
い
海
…
…
こ
の
多
様
さ
は
な
ぜ
生
ま

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
民
話
の
あ
る
特
徴
に

の
で
あ
る
。

　

対
し
て
海
村
に
生
活
し
、海
を
生
業
の
場
と
す

る
の
は
、そ
の
日
の
う
ち
に
行
っ
て
戻
れ
る
距
離
で

操
業
す
る
地
付
き
（
近
海
漁
）の
漁
師
や
海
女
・

海
士
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
彼
女
ら
の
海
の
民
話
に

は
、海
が
も
た
ら
す
芳
醇
な
恵
み
と
、そ
れ
と
表

裏
一
体
の
沖
や
海
中
の
脅
威
と
が
語
り
込
め
ら

れ
て
い
る
。

　
「
船
幽
霊
」の
民
話
は
、日
本
各
地
の
漁
師
や

船
乗
り
に
様
々
な
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に

漁
師
の
語
る「
船
幽
霊
」は
、盆
や
大
晦
日
ほ
か
特

定
の
日
に
漁
に
出
る
と
、海
で
遭
難
し
た
死
者
た

ち
の
乗
る
船
に
遭
遇
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
そ
う

し
た
船
幽
霊
は
生
き
た
漁
師
を
仲
間
に
す
べ
く

「
イ
ナ
ダ（
柄
杓
）貸
せ
」な
ど
と
声
を
か
け
て
く

る
。
こ
の
声
を
無
視
す
れ
ば
船
は
沈
み
、ま
た
そ

れ
に
応
じ
て
柄
杓
を
貸
す
と
、船
幽
霊
が
無
数
に

増
え
た
柄
杓
で
船
に
海
水
を
注
ぎ
入
れ
、や
は
り

沈
没
し
て
し
ま
う
。

　

伊
勢
の
鳥
羽
・
志
摩
地
方
の
海
女
の
伝
承
す
る

「
共
潜
き（
ト
モ
カ
ヅ
キ
）」も
ま
た
、海
で
死
ん
だ

海
女
が
化
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
ア
ワ
ビ
を
採
り

に
海
に
潜
る
と
自
分
と
同
じ
姿
形
の
海
女
が
い
て
、

ア
ワ
ビ
を
渡
し
て
き
た
り
、よ
く
採
れ
る
場
所
を

教
え
て
き
た
り
す
る
が
、そ
の
誘
い
に
乗
る
と
命

を
取
ら
れ
る
と
い
う
。

　

か
つ
て
筆
者
が
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
漁
師

さ
ん
は「
海
の
中
は
カ
ネ
が
泳
い
で
る
よ
う
な
も

の
。俺
た
ち
は
そ
れ
を
拾
う
だ
け
」と
仰
っ
て
い
た
。

実
に
ダ
イ
レ
ク
ト
な
海
の
恵
み
へ
の
感
謝
の
言
葉

だ
。
と
同
時
に
、そ
の
恵
み
を
「
拾
う
」に
は
常
に

危
険
が
伴
う
。
何
か
を
間
違
え
れ
ば
、海
の
恵
み

を
拾
う
代
わ
り
に
わ
が
命
を
落
と
し
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
。
鳥
羽
・
志
摩
の
ト
モ
カ
ヅ
キ
が

「
自
分
そ
っ
く
り
」と
語
ら
れ
る
の
を
思
い
出
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
船
幽
霊
も
ト
モ
カ
ヅ
キ
も
、海
で

命
を
落
と
し
た
漁
師
で
あ
り
海
女・
海
士
と
さ
れ

る
。
偶
然
や
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
は
、死
者
と

な
っ
て
い
た
の
は
自
分
か
も
知
れ
な
い
。「
あ
の
死

者
は
わ
た
し
」な
の
だ
。
海
を
生
業
の
場
と
し
た

人
た
ち
の
伝
え
た
民
話
は
、大
き
な
富
を
も
た
ら

し
て
く
れ
る
海
に
生
き
、生
か
さ
れ
つ
つ
も
、い
つ

そ
の
海
に
殺
さ
れ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
、と
い
う

緊
張
感
が
そ
の
根
底
に
あ
る
と
い
え
る
。

海
を
行
き
来
す
る
人
た
ち

　

さ
ら
に
土
地
を
離
れ
て
遠
距
離
を
行
く
海
の

生
活
者
が
い
る
。
カ
ツ
オ
や
カ
ジ
キ
な
ど
特
定
の

魚
を
追
い
か
け
る
遠
洋
漁
師
や
、港
を
廻
っ
て
物

資
を
運
ぶ
船
乗
り
が
伝
え
た
海
の
民
話
で
あ
る
。

自
宅
に
帰
る
機
会
は
少
な
く
、船
上
や
港
で
日
々

を
過
ご
し
た
こ
う
し
た
職
業
の
人
た
ち
は
広
い

世
間
の
見
聞
を
持
っ
て
お
り
、民
話
や
民
謡
を
広

め
る
役
割
を
果
た
し
た
。こ
う
し
た
人
た
ち
は
伝

播
者
と
呼
ば
れ
る
。

　
「
猫
と
南
瓜
」と
い
う
民
話
が
あ
る
。
あ
る
男

が
宿
で
、猫
が
戸
棚
を
開
け
て
魚
を
盗
む
の
を
見

る
。
宿
の
主
人
に
告
げ
る
と
主
人
は
猫
を
殺
し
て

し
ま
う
。
翌
年
、男
が
同
じ
宿
を
訪
ね
る
と
、時

期
外
れ
の
か
ぼ
ち
ゃ
の
煮
物
が
出
る
。
庭
に
勝
手

に
生
え
た
か
ぼ
ち
ゃ
だ
と
聞
い
て
怪
し
ん
で
か
ぼ

ち
ゃ
の
根
を
掘
っ
て
み
る
と
な
ん
と
殺
し
た
猫
の

骨
か
ら
生
え
て
お
り
、そ
の
か
ぼ
ち
ゃ
は
毒
だ
っ

た
。
猫
の
怨
念
恐
ろ
し
や
、と
い
う
話
で
あ
る
。こ

の
話
の
主
人
公
が
、海
沿
い
で
は
船
頭
、内
陸
部
で

は
薬
売
り
と
な
っ
て
い
る
例
が
多
い
の
で
あ
る
。船

頭
や
薬
売
り
が
こ
の
話
を
広
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
推
測
で
き
る
。
中
に
は
聞
い
た
話
で
は
な
く
、

「
こ
れ
は
こ
の
俺
の
身
に
起
き
た
こ
と
な
ん
だ
が

…
…
」と
、体
験
談
を
装
っ
て
、話
の
登
場
人
物
に

成
り
代
わ
っ
て
語
る
こ
と
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

海
路
を
縦
横
無
尽
に
行
き
来
し
た
人
た
ち
は
、

外
界
か
ら
新
規
で
珍
奇
な
民
話
を
も
た
ら
す
役

目
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
生
き
る
地
域
や
職
業
に
よ
っ
て
、海

の
見
え
方
も
海
と
の
関
係
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。

そ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
体
験
か
ら
民
話

が
生
ま
れ
、語
り
継
が
れ
て
い
く
。海
の
民
話
の
多

様
性
か
ら
は
、人
と
海
と
が
多
様
な
関
わ
り
合
い

を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

海
辺
に
生
き
る
人
、

海
に
生
き
る
人

　

具
体
的
な
例
を
見
て
み
よ
う
。
海
辺
に
暮
ら

す
人
た
ち
と
海
に
暮
ら
す
人
た
ち
と
は
イ
コ
ー
ル

で
は
な
い
。
海
辺
を
生
活
の
場
と
し
な
が
ら
も
、

陸
地
で
の
農
業
等
を
生
業
と
す
る
人
た
ち
は
、実

は
漁
業
を
生
業
と
す
る
人
た
ち
以
上
に
多
か
っ

た
。
そ
う
し
た
陸
に
暮
ら
す
人
た
ち
が
伝
え
た

海
の
民
話
は
、日
々
利
用
す
る
浜
や
磯
を
舞
台
と

し
て
い
る
。「
蛸
の
足
の
八
本
目
」と
い
う
民
話
な

ど
は
そ
の
典
型
だ
。

　

あ
る
老
婆
が
磯
に
貝
拾
い（
海
藻
摘
み
）に
行

く
と
、大
き
な
蛸
が
岩
場
で
居
眠
り
を
し
て
い
る
。

婆
は
こ
っ
そ
り
蛸
の
足
を
１
本
切
り
取
っ
て
帰
っ

て
食
べ
た
。
翌
日
、磯
に
行
く
と
ま
た
蛸
が
い
る
の

で
ま
た
足
を
切
っ
て
帰
っ
て
食
べ
た
。そ
れ
か
ら
毎

日
１
本
ず
つ
足
を
切
っ
て
は
食
べ
し
て
８
日
目
、蛸

の
最
後
の
足
を
切
ろ
う
と
近
寄
る
と
、蛸
は
す
ば

や
く
婆
に
足
を
巻
き
付
け
て
、そ
の
ま
ま
海
に

潜
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。欲
張
り
は
身
を
亡
ぼ
す

と
は
こ
の
こ
と
、と
い
う
話
で
あ
る
。
足
を
食
べ
る

の
が
老
婆
で
は
な
く
猫
だ
と
す
る
話
や
、８
日
目

に
婆（
猫
）が
警
戒
し
て
い
る
と
蛸
が
手
招
き
（
足

招
き
？
）す
る
の
で「
そ
の
手
は
食
わ
ん
」と
答
え

る
な
ど
、笑
話
化
し
て
い
た
り
す
る
例
も
あ
る
。

　

こ
の
話
か
ら
は
、陸
の
者
に
と
っ
て
浜
や
磯
の
産

物
が
、海
か
ら
来
る
恵
み
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。と
同
時
に
、慣
れ
た
浜

や
磯
で
も
油
断
が
あ
れ
ば
命
を
失
い
か
ね
な
い
場

所
だ
と
し
て
、そ
の
危
険
さ
が
意
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
わ
か
る
。
陸
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
海
は
、

富
の
源
泉
で
あ
る
と
同
時
に
、陸
と
は
別
の
ル
ー

ル
が
支
配
す
る
原
則
立
ち
入
り
禁
止
の
異
界
な

注
目
し
た
い
。

　

民
話
は
空
想
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、空
想
の

産
物
で
は
な
い
。
ま
る
で
謎
か
け
と
い
っ
た
文
章

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、実
は
こ
れ
は
民
話
の
重
要

な
特
徴
で
あ
る
。
民
話
に
お
い
て
は
動
物
が
当
た

り
前
に
こ
と
ば
を
話
し
、人
が
簡
単
に
生
き
返
り
、

無
尽
蔵
に
富
を
生
む
宝
物
が
あ
り
、鬼
や
化
け

物
が
出
現
す
る
な
ど
、現
実
世
界
で
は
起
こ
り
得

な
い
出
来
事
が
語
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
空
想
的

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
空
想
も
、現
実
世
界
の
生

活
に
根
差
し
た
空
想
な
の
だ
。

　

朝
日
新
聞
２
０
２
４
年
６
月
17
日
付
夕
刊
の
コ

ラ
ム「
ぷ
ら
っ
と
ラ
ボ
」に
、国
立
遺
伝
学
研
究
所

の
柴
崎
祥
太
特
任
研
究
員（
数
理
生
物
学
）ら
の

研
究
グ
ル
ー
プ
の
研
究
成
果
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

柴
崎
氏
ら
は
民
話
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
16
種
類

の
動
物
を
選
び
、民
話
の
伝
承
地
域
と
動
物
の
生

息
域
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、そ
の
８
割
以
上
が
一

致
す
る
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
と
い
う
。

　

デ
ー
タ
を
基
に
数
量
を
示
し
た
と
い
う
点
で
こ

の
研
究
に
は
大
い
に
意
義
が
あ
る
が
、実
は「
民
話

に
出
て
く
る
動
物
た
ち
は
そ
の
地
域
に
生
息
す

る
動
物
で
あ
る
」と
い
う
見
解
は
、民
話
研
究
に

お
い
て
は
以
前
か
ら
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
人

間
の
想
像
力
は
じ
つ
は
無
限
で
は
な
く
、生
活
の

中
で
見
聞
き
し
た
こ
と
を
基
に
展
開
す
る【
注
１
】。

し
た
が
っ
て
空
想
的
な
民
話
に
お
い
て
も
、見
た

こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
も
の
は
語
ら
れ
得
な

い
の
だ
。
だ
か
ら
民
話
は
常
に
身
近
な
動
物
た
ち

が
登
場
し
、富
は
大
判
小
判
や
米
俵
や
反
物
な
ど
、

お
決
ま
り
の
物
品
で
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
民

話
は
語
り
手
と
聞
き
手
の
生
活
を
反
映
し
て
作

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。海
の
民
話
の

多
様
性
も
、海
と
人
と
の
関
係
の
多
様
性
の
反
映

な
の
で
あ
る
。

日本の海の民話
その多様性
飯倉義之 （國學院大學文学部）

民話、想像力、生活実感、生業と環境、海の怪異、伝播者

価値の再発見❶

キーワード

【
注
１
】体
験
や
知
識
か
ら

生
活
を
超
え
た
空
想
を
生

み
出
せ
る
人
た
ち
も
存
在

す
る
。そ
れ
は
詩
人（
芸
能

者
）で
あ
り
、ま
た
宗
教
者

で
あ
る
。
そ
う
し
た
想
像

力
か
ら
生
ま
れ
た
民
話
も

存
在
す
る
。

日本の海の民話
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誰
も
が
知
る『
浦
島
太
郎
』の
昔
話
の
こ
と
を

歌
っ
た
童
謡
で
あ
る
。
こ
の
一
説
を
読
ん
だ
だ
け

で
、多
く
の
人
は
海
の
中
に
あ
る
竜
宮
城
の
光
景

を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

し
か
し
こ
こ
で
少
し
待
っ
て
ほ
し
い
。
浦
島
太

郎
は
生
身
の
人
間
で
あ
る
。
海
の
中
で
ど
の
よ
う

に
呼
吸
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

昔
話
な
の
で
こ
の
よ
う
な
野
暮
な
理
屈
を
こ
ね

て
は
い
け
な
い
の
は
重
々
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
、日
本
人
が
海
と
い
う
も
の
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
観
念
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
反
映

し
て
い
る
好
例
で
は
な
い
か
と
、私
は
考
え
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も『
浦
島
太
郎
』に
お
い
て
海
の
中
の

竜
宮
城
に
行
く
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
当
初
か
ら
存

在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？　

こ
の
昔
話
の
原
型

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
古
代
の『
丹
後

国
風
土
記
』逸
文
に
所
収
さ
れ
た
物
語
で
、そ
の

中
で
は
、漁
師
が
ウ
ミ
ガ
メ
に
化
け
て
い
た
仙
女

と
出
会
い
、彼
女
の
故
郷
で
あ
る
島「
蓬
山
」を
船

で
訪
れ
る
と
い
う
話
と
な
っ
て
い
る
。つ
ま
り
こ
こ

で
は
海
の
中
の
世
界
と
い
う
話
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

中
世
の『
御
伽
草
子
』に
所
収
さ
れ
た
物
語
に

な
る
と
、「
竜
宮
城
」や「
玉
手
箱
」と
い
っ
た『
浦

島
太
郎
』の
昔
話
の
基
本
的
な
要
素
が
出
そ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
物
語
で
も
竜
宮
城
は
海
の
中
で
は
な

　

し
か
し
宗
像
三
女
神
の
場
合
、綿
津
見
神
や
住

吉
大
神
と
は
異
な
り
、海
の
中
を
水
深
に
応
じ
て

治
め
る
の
で
は
な
く
、陸
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て

治
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
垂
直
的
な

世
界
観
で
は
な
く
、水
平
的
な
世
界
観
に
基
づ
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
、海
神
の
役
割
分
担
に
お
け
る
世
界
観
の

違
い
に
つ
い
て
、宗
像
三
女
神
の
水
平
的
な
も
の
の

方
が
、綿
津
見
神
・
住
吉
大
神
の
垂
直
的
な
も
の

よ
り
も
歴
史
的
に
古
い
様
相
を
残
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

世
界
各
地
の
海
の
神
話
を
見
渡
す
と
、い
わ
ゆ

る
海
上
他
界
観
と
い
う
観
念
が
広
く
見
出
さ
れ

る
。
例
え
ば
奄
美
・
沖
縄
の
地
域
で
は
、海
の
向
こ

う
に
ネ
リ
ヤ
カ
ナ
ヤ
も
し
く
は
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
と

呼
ば
れ
る
神
々
が
住
む
世
界
が
あ
り
、死
者
の
魂

が
帰
っ
て
い
く
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、神
々
が

様
々
な
恵
み
を
島
に
も
た
ら
し
て
く
れ
る
場
所

と
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
観
念
は
ポ
リ
ネ
シ
ア
に

も
み
と
め
ら
れ
、海
の
向
こ
う
の
世
界
は
ハ
ワ
イ
キ

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

海
を
生
活
の
場
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
、海
の

向
こ
う
に
他
界
が
あ
る
と
い
う
観
念
は
自
然
な

も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
綿
津
見
神
や
住
吉
大
神

も
、本
来
は
宗
像
三
女
神
と
同
様
、水
平
的
な
距

離
に
応
じ
て
海
の
世
界
を
治
め
る
神
々
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
海
神
の
神
話
が
、『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』と
い
っ
た
大
き
な
神
話
に
統
合
さ

れ
て
い
く
段
階
で
、そ
の
世
界
観
が
水
平
的
な
も

の
か
ら
垂
直
的
な
も
の
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』の
根
幹
的
な
ス
ト
ー

リ
ー
は
、高
天
原
の
天
気
津
神
の
子
孫
た
ち
が
、

葦
原
の
中
つ
国（
日
本
列
島
）に
降
臨
し
、そ
の
地

を
支
配
し
て
い
た
国
津
神
た
ち
を
屈
服
さ
せ
る

と
い
う
、い
わ
ゆ
る
天
孫
降
臨
の
物
語
で
あ
る
。す

な
わ
ち
天
と
地
と
い
う
垂
直
的
な
世
界
観
が
強

調
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
。こ
う
し
た
全
体
の
世
界

観
に
合
わ
せ
る
形
で
、海
神
の
神
話
も
変
化
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
別
の
考
え
方
も
あ
る
。
海
を
生
活
の

場
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
も
、海
の
世
界
を
垂
直

的
に
分
割
す
る
別
な
論
理
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
？　

こ
の
こ
と
を
解
く
カ
ギ
は「
地
球

は
丸
い
」と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

海
の
人
々
に
と
っ
て
、海
の
は
る
か
向
こ
う
に
存

在
す
る
島
の
存
在
は
、肉
眼
で
は
見
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
地
球
が
丸
い
か
ら
で

あ
り
、水
平
線
の
向
こ
う
に
あ
る
島
は
、文
字
通

り
水
平
線
の
下
に
落
っ
こ
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
船
で
航
海
し
て
島
に
近
付
く
に

つ
れ
て
、最
初
は
そ
の
島
の
高
い
と
こ
ろ
が
水
平
線

の
上
に
姿
を
見
せ
、さ
ら
に
近
付
く
に
つ
れ
て
、そ

の
姿
を
徐
々
に
見
せ
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
様

子
は
、あ
た
か
も
島
が
水
平
線
の
下
か
ら
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
海
の
人
々
に
と
っ
て
は
、海
の
向
こ

う
の
遠
い
島
は
水
平
線
よ
り
下
に
あ
る
と
い
う
、

垂
直
的
な
世
界
観
も
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。つ
ま
り
彼
ら
に
と
っ
て
、水
平
的
世
界

観（
遠
―
中
―
近
）と
垂
直
的
世
界
観（
深
―

中
―
浅
）は
置
換
可
能
な
観
念
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
の
だ
。

　

最
後
に
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、本
論
の
タ

イ
ト
ル
の
問
い
に
解
答
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
浦

島
太
郎
は
ア
ク
ア
ラ
ン
グ
な
ど
持
っ
て
は
い
な
か
っ

た
。
彼
は
ウ
ミ
ガ
メ
の
背
に
乗
っ
て
、水
平
線
の
下

に
あ
る
竜
宮
城
へ
と
た
ど
り
着
い
た
の
で
あ
る
。

か
ら
帰
っ
て
禊
を
し
た
時
に
、底
津
綿
津
見
神（
ソ

コ
ツ
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
）、中
津
綿
津
見
神（
ナ
カ
ツ

ワ
タ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
）、上
津
綿
津
見
神（
ウ
ワ
ツ
ワ
タ

ツ
ミ
ノ
カ
ミ
）の
三
神
が
生
ま
れ
、こ
の
三
神
を
総

称
し
て
綿
津
見
三
神
と
呼
ぶ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
三
神
が
、そ
れ
ぞ
れ
水
深
の
深
い
と
こ
ろ
、真

ん
中
の
と
こ
ろ
、浅
い
と
こ
ろ
を
治
め
た
と
さ
れ
て

い
る
。ま
た
綿
津
見
神
と
同
じ
く
海
神
と
さ
れ
る

住
吉
大
神
も
、底
筒
之
男
神（
ソ
コ
ツ
ツ
ノ
オ
ノ
カ

ミ
）、中
筒
之
男
神（
ナ
カ
ツ
ツ
ノ
オ
ノ
カ
ミ
）、上

筒
之
男
神（
ウ
ワ
ツ
ツ
ノ
オ
ノ
カ
ミ
）の
三
神
か
ら

成
り
、そ
れ
ぞ
れ
水
深
に
応
じ
た
海
中
の
世
界
を

治
め
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、海
神
が
海
の
中
の
世
界
を
垂
直

方
向
に
分
割
し
て
統
治
し
て
い
る
と
い
う
神
話
の

イ
メ
ー
ジ
は
古
代
よ
り
存
在
し
た
よ
う
だ
。
こ
う

し
た
垂
直
的
な
世
界
観
は
、高
天
原
が
天
に
あ
り
、

黄
泉
国
が
地
下
に
あ
る
と
い
う
観
念
と
も
対
応

し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
、竜
宮
城
と
い
う
異

世
界
が
海
の
中
に
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
醸
成

さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
浦
島
太
郎
』の
昔
話

に
お
い
て
も
、乙
姫
は
し
ば
し
ば
綿
津
見
神
の
娘

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
重

ね
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
日
本
の
神
話
で
は
海
神
は
三
神
に

よ
っ
て
成
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
一
般
的
な
の
だ
が
、

宗
像
三
女
神
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
宗
像
三
女

神
は
田
心
姫
神（
タ
ゴ
リ
ヒ
メ
ノ
カ
ミ
）、湍
津
姫

神（
タ
ギ
ツ
ヒ
メ
ノ
カ
ミ
）、市
杵
島
姫
神（
イ
チ
キ

シ
マ
ヒ
メ
ノ
カ
ミ
）か
ら
成
り
、そ
れ
ぞ
れ
沖
ノ
島

に
あ
る
奥
津
宮
、大
島
に
あ
る
中
津
宮
、九
州
本

島
に
あ
る
辺
津
宮
に
座
す
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る「『
神
宿
る
島
』宗

像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」は
こ
の
宗
像
三
女

神
の
祀
ら
れ
る
場
所
を
含
ん
で
い
る
。

む
か
し
む
か
し  

浦
島
は

助
け
た
亀
に  

連
れ
ら
れ
て

竜
宮
城
へ  

来
て
み
れ
ば

絵
に
も
描
け
な
い  

美
し
さ

く
海
の
向
こ
う
の
陸
地
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。

　

で
は
竜
宮
城
が
海
の
中
に
あ
る
と
い
う
描
写
は

ど
の
よ
う
に
し
て
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

近
世
に
な
る
と
、浦
島
太
郎
が
ウ
ミ
ガ
メ
の
背
に

乗
っ
て
竜
宮
城
へ
向
か
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
絵

草
子
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
一
般
化
し
た
よ

う
で
あ
る
が
、相
変
わ
ら
ず
竜
宮
城
は
海
の
上
に

あ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し

て
大
正
時
代
の
絵
本
で
よ
う
や
く
、竜
宮
城
が
海

の
中
に
あ
る
と
い
う
描
写
が
認
め
ら
れ
、昭
和
時

代
の
教
科
書
で
は
っ
き
り
と
海
の
中
の
竜
宮
城
の

様
子
が
描
写
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、今
日
の
竜
宮
城

の
イ
メ
ー
ジ
が
完
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
海
の
中
に
桃
源
郷
が
あ
る
と
い
う
観

念
は
、必
ず
し
も
新
し
い
時
代
の
も
の
と
は
言
え

な
い
。古
代
の『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』の「
山
幸

彦
と
海
幸
彦
」の
神
話
で
は
、釣
針
を
な
く
し
た

山
幸
彦
が
、そ
れ
を
探
す
過
程
で
海
神
で
あ
る

綿
津
見
神
の
宮
殿
へ
と
た
ど
り
着
く
。
こ
の
あ
た

り
は『
浦
島
太
郎
』の
昔
話
と
ス
ト
ー
リ
ー
の
構

造
が
似
て
い
る
。

　

こ
の
綿
津
見
神
と
い
う
神
で
あ
る
が
、神
話
の

中
で
は
伊
邪
那
岐
命（
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
）と
伊

邪
那
美
命（
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
）の
間
に
生
ま
れ

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
伊
邪
那
岐
命
が
黄
泉
国

浦島太郎は
アクアラングを背負って
竜宮城に行ったのか？
石村　智 （国立文化財機構　東京文化財研究所）
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「
船
幽
霊
」と
い
う
世
間
話
は
、と
く
に
漁
村

で
モ
ー
レ
ン
セ
ン（
亡
霊
船
）と
か
、ボ
ウ
コ
ン
セ
ン

（
亡
魂
船
）と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、ぼ
ん
や
り
し
た

明
か
り
だ
け
の
も
の
も
あ
る
が
、基
本
的
に
船
の

形
を
し
た
幽
霊
で
、海
上
で
見
え
る
怪
異
の
一
つ

で
あ
り
、海
難
者
の
霊
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。

　

船
幽
霊
の
出
現
時
は
季
節
や
天
候
を
選
ば
ず
、

春
先
の
靄
の
か
か
っ
た
時
分
や
雨
の
降
る
夜
、雪

が
降
っ
て
四
方
が
真
っ
白
に
見
え
る
と
き
な
ど
に

現
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、凪
の
良
い
日
も
あ
る
。
元

日
や
盆
の
15
日
な
ど
の
船
を
出
し
て
は
い
け
な
い

日
に
沖
へ
行
っ
た
た
め
に
出
く
わ
し
た
と
い
う
例

も
多
い
。
全
国
的
に
よ
く
語
ら
れ
る
話
の
型
は
、

船
幽
霊
が
現
れ
る
と
ヒ
シ
ャ
ク
を
貸
せ
と
願
わ

れ
る
が
、そ
の
ま
ま
貸
す
と
そ
れ
を
用
い
て
水
船

に
さ
れ
る
の
で
、必
ず
ヒ
シ
ャ
ク
の
底
を
抜
い
て
貸

す
も
の
だ
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
船
幽
霊

の
話
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
機
会
を
捉
え
て
話

さ
れ
る
の
か
、漁
業
と
い
う
生
活
の
な
か
か
ら
考

え
て
み
た
い
。

　

宮
城
県
気
仙
沼
市
唐
桑
町
小
長
根
の
佐
々
木

利
男
さ
ん（
大
正
７
年
生
ま
れ
）は
、少
年
の
頃
、

カ
ツ
オ
船
の
カ
シ
キ（
炊
事
係
）を
勤
め
て
い
た
と

き
に
、一
緒
に
乗
船
し
て
い
た
ト
モ（
船
尾
）の
オ

ヤ
ン
ツ
ァ
マ
か
ら
、「
沖
で
ボ
ウ
コ
ン（
亡
魂
）に
遭
っ

た
と
き
、も
し
ボ
ウ
コ
ン
か
ら
ツ
ル
ベ（
釣
瓶
・
図

１
）を
貸
せ
と
言
わ
れ
た
ら
、底
を
抜
い
て
貸
す

も
の
だ
。エ
ナ
ガ（
柄
杓
・
図
２
）を
貸
せ
と
言
わ

れ
た
ら
、カ
エ
ッ
チ
ャ（
逆
さ
）に
し
て
貸
し
て
や
れ

よ
！
」と
教
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。カ
シ
キ
は

他
の
船
乗
り
が
起
き
な
い
前
に
米
を
と
い
だ
り
、

茶
碗
を
洗
っ
た
り
す
る
が
、そ
の
よ
う
に
一
人
で
い

る
と
き
に
ボ
ウ
コ
ン
や
不
審
な
漁
火
が
見
え
る
こ

と
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
、ツ
ル
ベ
や
エ
ナ
ガ
は
、

カ
シ
キ
が
よ
く
使
用
す
る
道
具
で
あ
り
、こ
れ
ら

の
畠
山
平
作
さ
ん（
明
治
36
年
生
ま
れ
）は
、次
の

よ
う
に
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
時
化（
暴
風
雨
）の

と
き
は
、ア
カ
カ
イ（
船
内
に
た
ま
っ
た
水
を
か
き

だ
す
漁
具
・
図
３
）を
用
い
て
、船
に
入
っ
た
水
を

外
へ
出
し
な
が
ら
帰
航
し
た
も
の
だ
が
、あ
ま
り

の
疲
労
に
、ど
ち
ら
が
船
の
中
か
外
か
分
か
ら
な

く
な
り
、海
水
を
船
に
入
れ
る
者
が
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
の
よ
う
な
者
を
「
モ
ー
レ
ン
に
憑
か
れ
た
」

と
語
り
、お
施
餓
鬼
に
上
げ
た
団
子
を
か
ま
せ
、

海
に
吐
き
出
さ
せ
る
と
正
気
に
戻
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
仲
間
を
観
察
し
た
者
た
ち
が
、モ
ー

レ
ン
に
は
、底
を
抜
い
た
ア
カ
カ
イ
を
渡
す
も
の
だ

と
語
り
始
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
平
作
さ
ん
は

語
る
。
こ
こ
で
、モ
ー
レ
ン
に
与
え
た
と
思
わ
れ
る

団
子
と
は
、海
難
者
に
与
え
ら
れ
る
供
物
の
こ
と

で
あ
る
。
伊
豆
七
島
の
新
島
で
、盆
月
が
始
ま
る

８
月
１
日
に
、漁
船
か
ら
団
子
を
海
に
供
え
る
の

も
、海
難
者
の
霊
を
鎮
め
る
た
め
で
あ
る（
図
４
）。

　

ま
た
、大
島
の
海
難
の
話
に
は
、カ
シ
キ
だ
け
が

生
き
残
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、「
遭
難
し
て
も
カ

シ
キ
だ
け
は
助
か
る
」と
い
う
言
い
伝
え
も
全
国

的
で
あ
る
。
和
歌
山
県
新
宮
市
三
輪
崎
の
西
村

治
男
さ
ん（
昭
和
６
年
生
ま
れ
）は
、初
め
て
三
重

県
尾
鷲
市
古
江
の
カ
ツ
オ
船
に
乗
っ
て
カ
シ
キ
に

な
っ
た
と
き
に
、次
の
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
る
。

　

そ
の
カ
ツ
オ
船
が
三
重
県
の
的
矢
湾
に
入
ろ
う

と
し
た
と
き
、波
切（
志
摩
市
大
王
町
）の
方
か
ら
、

赤
い
火
が
や
っ
て
来
る
の
が
見
え
、そ
れ
は
近
づ
く

と
黄
色
い
火
に
な
り
、卍
の
形
に
な
っ
て
消
え
た
と

い
う
。
同
じ
船
に
乗
っ
て
、誰
一
人
と
し
て
そ
れ
を

見
た
者
が
な
い
と
わ
か
っ
た
と
き
、そ
の
船
の
船

頭
は
、「
船
が
遭
難
す
る
と
カ
シ
キ
だ
け
が
助
か

る
、と
言
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、オ
マ
エ
は
そ
の
よ
う

な
モ
ノ
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
」と
語
っ
た
。
そ
の
理

由
は
、カ
シ
キ
は
朝
・
昼
・
夜
と
日
に
三
度
、船
の
オ

フ
ナ
ダ
マ
と
い
う
神
様
に
も
、ご
飯
を
上
げ
て
い
る

か
ら
だ
と
い
う
。

　

カ
シ
キ
だ
け
が
夜
の
海
や
仲
間
の
様
子
の
異
常

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、大
島
の
遭
難

の
話
で
も
、オ
ヤ
ン
ツ
ァ
マ
と
、一
人
助
か
っ
た
カ
シ

キ
だ
け
が
、仲
間
の
異
常
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。
他
界
に
行
こ
う
と
す
る
老
人
と
、他
界
か

ら
出
て
き
た
ば
か
り
の
子
ど
も
に
は
、他
界
の
情

報
も
感
得
で
き
る
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た

も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
力
能
を
養
成
す
る
た

め
に
も
、オ
ヤ
ン
ツ
ァ
マ
は
カ
シ
キ
に
、船
幽
霊
な
ど

の
他
界
の
物
の
怪
が
関
わ
る
話
を
伝
え
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、廻
船
や
カ

ツ
オ
船
な
ど
の
沖
船
で
船
幽
霊
が
伝
え
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
の
も
、よ
り
人
知
の
及
ば
ぬ
他
界
に

近
い
と
こ
ろ
を
操
船
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、船
幽
霊
の
話
に
ツ
ル
ベ・エ
ナ
ガ
・
ア

カ
カ
イ
な
ど
の
、海
水
を
汲
む
容
器
の
漁
具
が
出

て
く
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
柳
田
国
男
は「
杓

子
・
柄
杓
及
び
瓢
箪
」（
１
９
１
９
）の
な
か
で
、船

幽
霊
の
対
処
方
法
の
例
と
し
て
、「
尾
州（
愛
知

県
）知
多
郡
の
海
上
な
ど
で
は「
あ
や
か
し
」（
船

幽
霊
）を
鎮
め
る
に
は
柄
杓
を
多
く
投
ず
れ
ば
よ

い
と
言
ふ
話
は
あ
っ
て
、別
に
其
杓
の
底
を
抜
く

と
は
見
え
ぬ
」と
述
べ
、本
来
は
柄
杓
を
供
す
る

の
は「
魂
の
宿
り
」で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。つ
ま

り
、船
幽
霊
の
魂
を
柄
杓
の
中
に
閉
じ
込
め
る
た

め
に
海
に
投
じ
た
の
が
本
来
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た

と
い
う
。宮
城
県
の
気
仙
沼
地
方
で
、逆
に
ア
カ
カ

イ
の
な
い
船
に
は
乗
る
な
と
言
わ
れ
て
い
る
の
も
、

そ
れ
が
ア
カ
カ
イ
を
求
め
る
幽
霊
船
で
あ
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、そ
の
漁
具
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、

船
幽
霊
に
遭
遇
し
た
と
き
な
ど
に
役
立
つ
か
ら

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
が
、死
者
が
真
水
を
求
め
て
飲
む
た
め
の

道
具
と
し
て
柄
杓
が
考
え
ら
れ
、ひ
い
て
は
、ア
カ

を
か
き
出
す
は
ず
の
ア
カ
カ
イ
が
、異
常
な
心
理

状
況
の
な
か
で
は
、そ
れ
で
海
水
を
船
に
汲
み
入

れ
た
り
す
る
と
い
う
経
験
譚
が
加
え
ら
れ
、そ
の

よ
う
な
水
を
入
れ
る
容
器
で
あ
る
柄
杓
や
ア
カ

カ
イ
や
ツ
ル
ベ
な
ど
を
船
幽
霊
か
ら
求
め
ら
れ
た

と
き
に
は
、底
を
抜
い
て
渡
す
と
い
う
こ
と
が
語

ら
れ
始
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
船
幽
霊
」の
話
は
単
な
る
民

話
で
も
教
訓
話
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、漁
業
と
い

う
海
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
生
業
の
中
か

ら
生
じ
た
話
で
あ
り
、他
界
も
含
め
た
、人
知
の

知
る
こ
と
の
で
き
な
い
海
の
い
の
ち
や
怖
れ
に
対

し
て
、謙
虚
に
な
っ
て
感
じ
と
れ
る
能
力
の
も
っ
た

人
び
と
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
話
の
数
々
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

考
え
さ
せ
る
よ
う
な
、も
う
一
つ
の
船
幽
霊
の
話

が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、船
幽
霊
を
見
た
と
か
出

会
っ
た
と
い
う
話
で
は
な
く
、「
ボ
ー
コ
ン
に
船
が

憑
か
れ
た
」と
語
ら
れ
る
噂
話
に
な
っ
た
事
実
譚

で
あ
る
。
気
仙
沼
市
浅
根
の
村
上
吉
一
さ
ん（
大

正
４
年
生
ま
れ
）に
よ
る
と
、明
治
の
頃
、大
島

（
気
仙
沼
市
）に
い
た
15
歳
の
少
年（
カ
シ
キ
）が

冬
の
鱈
船
に
乗
り
組
み
、海
難
に
遭
遇
し
、た
だ

一
人
だ
け
助
か
っ
た
と
き
の
話
で
あ
る
。
吹
雪
の

な
か
、大
島
の
出
港
地
の
入
り
口
ま
で
戻
っ
て
き

た
も
の
の
、突
然
、乗
組
員
全
員
が
ボ
ー
コ
ン
に
憑

か
れ
、艪
を
押
す
の
を
止
め
て
、海
か
ら
水
を
船

の
中
に
汲
み
始
め
た
と
い
う
。
一
人
だ
け
冷
静

だ
っ
た
の
が
舵
を
と
る
オ
ヤ
ン
ツ
ァ
マ
で
、蓑
を
着

た
少
年
を
懐
に
抱
き
な
が
ら
死
ん
で
い
っ
た
と
い

う
。そ
の
子
だ
け
が
生
き
残
っ
て
、こ
の
話
を
伝
え

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

話
だ
け
で
な
く
、実
際
に
こ
の
よ
う
な
異
常
な

体
験
を
し
た
漁
師
も
い
る
。気
仙
沼
市
の
岩
井
﨑

の
道
具
を
用
い
て
、ボ
ウ
コ
ン
な
ど
が
船
に
水
を
入

れ
た
り
す
る
こ
と
を
、漁
師
た
ち
が
非
常
に
恐
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、カ
シ
キ
は
神
妙
な
面

持
ち
で
甲
板
の
上
に
膝
を
付
き
、オ
ヤ
ン
ツ
ァ
マ
か

ら
船
幽
霊
の
話
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。

　

カ
ツ
オ
船
の
オ
ヤ
ン
ツ
ァ
マ
と
は
、役
職
名
で
あ

り
、ト
モ（
船
尾
）に
い
て
、カ
シ
キ
な
ど
の
初
め
て

カ
ツ
オ
船
に
乗
っ
た
14
〜
15
歳
の
少
年
に
、カ
ツ

オ
漁
の
技
術
と
い
う
よ
り
は
、海
や
漁
に
対
す
る

心
構
え
を
指
導
す
る
年
配
者
で
あ
り
、多
く
は

船
頭（
漁
労
長
）経
験
を
終
え
た
者
た
ち
で
あ
る
。

彼
ら
は
、カ
シ
キ
に
単
な
る
具
体
的
な
教
訓
を
与

え
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、逆
に
恐
怖
心
を
植
え

付
け
、そ
れ
を
克
服
し
て
い
く
冷
静
な
心
を
養
う

こ
と
に
も
心
が
け
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一

人
前
の
漁
師
に
な
る
に
は
、夜
の
海
に
対
す
る
恐

怖
心
を
拭
い
去
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で

あ
る
。

　

こ
の
オ
ヤ
ン
ツ
ァ
マ
と
カ
シ
キ
と
の
関
わ
り
を

船幽霊が語られるとき
川島秀一 （東北大学災害科学国際研究所）

船幽霊、カシキ、オフナマダ、海難、世界

価値の再発見❸
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図１ ツルベ（今はバケツを用いる）

図３ アカカイ

図４ 盆月の始まりの日に団子を船から投じる（新島、2006.8.1）
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海
の
誕
生

　

海
は
人
類
に
と
っ
て
原
初
的
な
体
験
で
あ
る
こ

と
は
、最
古
の
文
明
と
さ
れ
る
ス
メ
ー
ル
人
が
、内

陸
民
で
あ
る
の
に
最
初
に
存
在
し
た
の
が
海
で
あ

る
と
語
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。
大
地
の
神
エ

ン
キ
を
生
ん
だ
の
が
原
初
大
海
を
表
す
ナ
ン
ム
女

神
で
あ
っ
た
。ス
メ
ー
ル
に
続
く
ア
ッ
カ
ド
人
の
神

話
で
は
淡
水
の
ア
プ
ス
ー
と
海
の
塩
水
テ
ィ
ア
マ

ト
が
交
わ
っ
て
神
々
が
生
ま
れ
る
と
す
る
。
海
が

大
地
に
絶
え
ず
生
命
の
根
源
を
与
え
る
と
さ
れ

る
の
だ
。

　

生
命
の
根
源
の
海
の
観
念
は
イ
ン
ド
の
乳
海
攪

拌
の
神
話
に
も
見
い
だ
せ
る
。イ
ン
ド
ラ
神
と
ア
ス

ラ
神
群
と
の
争
い
に
端
を
発
し
て
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神

が
乳
海
に
甘
露
を
ま
ぜ
て
、そ
こ
か
ら
月
や
牝
牛
、

あ
る
い
は
神
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
、鉱
物
、あ
る

い
は
道
具
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
海
を
攪

拌
す
る
様
は
日
本
神
話
の
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ

が
陸
の
な
い
海
を
ア
マ
ノ
ヌ
ボ
コ
で
か
き
混
ぜ
る
と
、

そ
の
し
た
た
り
か
ら
最
初
の
オ
ノ
ゴ
ロ
島
が
出
来

る
件
と
対
比
さ
れ
る
。海
は
生
命
発
生
の
根
源
で

あ
り
、同
時
に
太
陽
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
地
球

上
に
拡
散
さ
せ
、ま
さ
に
生
命
維
持
す
る
た
め
の

「
ブ
ル
ー
エ
ン
ジ
ン
」だ
っ
た
か
ら
で
あ
る（
チ
ェ
ル
ス

キ
ー
、２
０
２
４
）。

　

海
の
謎
は
塩
辛
い
こ
と
で
あ
り
、そ
の
理
由
が

海
は
死
ん
だ
神
の
血
あ
る
い
は
汗
か
ら
生
ま
れ
た

と
い
う
観
念
が
あ
る
。
北
欧
神
話
の
エ
ッ
ダ
で
は

ポ
リ
ネ
シ
ア
の
マ
オ
リ
神
話
に
は
よ
く
似
た
、天
地

の
神
で
あ
り
天
地
分
離
型
神
話
で
語
ら
れ
る
ラ

ン
ギ
と
パ
パ
が
い
る
。日
本
神
話
の
天
神
イ
ザ
ナ
キ

と
地
母
神
イ
ザ
ナ
ミ
が
火
の
神
カ
グ
ツ
チ
を
産
ん

だ
と
き
女
神
が
死
ん
だ
と
す
る
の
が
天
地
分
離

で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
オ
ー
ケ
ア
ノ
ス
は
万

物
の
起
源
、世
界
を
取
り
巻
く
海（
水
）の
象
徴

で
あ
り
、大
地
は
そ
の
中
に
浮
い
て
い
た
と
さ
れ

る
が
、浮
か
ぶ
島
と
い
う
概
念
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸

の
北
部
、さ
ら
に
東
シ
ナ
海
沿
岸（
琉
球
、朝
鮮
、

中
国
東
部
）に
分
布
し
、ポ
リ
ネ
シ
ア
、そ
し
て
日

本
列
島
の
民
話
に
も
そ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。

海
は
宇
宙
、宇
宙
は
海

　

ポ
リ
ネ
シ
ア
人
の
よ
う
な
海
洋
パ
イ
オ
ニ
ア
に

と
っ
て
天
理
分
離
あ
る
い
は
「
低
い
天
の
押
し
上

げ
」モ
チ
ー
フ
は
天
と
水
平
線
が
合
一
す
る
海
の

彼
方
に
向
か
っ
て
航
海
を
す
る
民
の
イ
メ
ー
ジ
を

表
現
し
た
も
の
だ
（
後
藤
、２
０
０
９
）。
彼
ら
は

視
界
の
外
に
あ
る
遠
い
島
を
目
指
し
、風
向
、う

ね
り
、鳥
、天
体
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
現
象
を

た
よ
り
に
目
的
地
に
た
ど
り
着
い
た
。
そ
の
中
で

も
出
現
・
没
入
時
の
星
座
の
方
角
は
も
っ
と
も
重

要
な
要
素
、ス
タ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。

彼
ら
の
天
体
に
関
す
る
神
話
は
単
な
る
物
語
で

は
な
く
、航
海
術
と
い
う
実
践
的
な
知
識
と
密
接

な
関
係
を
も
っ
て
い
た
。ポ
リ
ネ
シ
ア
で
は「
島
を

釣
り
上
げ
る
」と
い
う
神
話
が
あ
る
。
島
の
天
頂

を
通
る
星
を
頼
り
に
航
海
す
る
と
次
第
に
そ
の

星
は
高
く
な
り
、や
が
て
水
平
線
に
島
が
現
れ
る
。

ま
る
で
星
が
島
を
釣
り
上
げ
た
よ
う
に
見
え
る

の
で
あ
る
。

　

ポ
リ
ネ
シ
ア
の
天
文
航
海
術
で
は
水
平
線
の

決
ま
っ
た
場
所
か
ら
登
る
星
座
は
方
位
の
指
標

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
そ
の
位
置
を
ポ
リ
ネ
シ
ア
語

で
ア
ナ（
＝
穴
の
意
味
）と
表
現
し
た
。さ
ら
に
タ

ヒ
チ
語
で
は
星
座
は
ル
ア（
＝
筒
）を
通
っ
て
東
西

を
移
動
す
る
と
考
え
た
。そ
し
て
次
々
と
指
標
に

な
る
星
が
南
中
し
た
と
き
の
高
さ
で
自
分
の
い
る

南
北
の
位
置（
緯
度
）を
推
測
し
た
。
北
半
球
な

ら
北
極
星
、南
半
球
で
も
南
中
し
た
と
き
天
の
真

南
を
向
く
南
十
字
星
の
高
さ
も
緯
度
に
よ
っ
て

異
な
る
の
で
移
動
の
指
標
と
し
た（
後
藤
、２
０
２

４ａ
,
２
０
２
５
）。

　

そ
の
よ
う
な
航
海
術
を
伝
え
る
タ
ヒ
チ
に
は

星
座
ど
う
し
が
交
合
し
て
星
を
生
み
、そ
の
星
が

空
を
航
海
し
て
ま
た
別
の
星
を
妻
と
し
て
子
供

を
産
む
と
い
う
星
生
み
神
話
が
あ
る
。星
生
み
神

話
で
は
ま
ず
男
性
原
理
と
女
性
原
理
を
表
す
神

が
交
わ
っ
て
、太
陽
や
月
あ
る
い
は
流
星
の
よ
う

な
天
体
を
生
ん
で
い
く
。
生
ま
れ
た
星
の
一
つ
が

天
空
を
航
海
し
て
別
の
星
と
交
わ
り
、さ
ら
に
星

を
生
ん
で
い
く
。
す
な
わ
ち
星
の
運
行
が
航
海
の

鏡
像
で
あ
っ
た
の
だ
。カ
ヌ
ー
と
さ
れ
る
の
は
金
星

や
火
星
で
あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
惑
星
は
決
ま
っ

た
位
置
関
係
を
も
っ
た
星
座
の
間
を
あ
た
か
も

カ
ヌ
ー
の
よ
う
に「
航
海
」す
る
。
大
海
原
を
、星

を
頼
り
に
航
海
し
て
き
た
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
た
ち

は
、星
は
空
に
写
っ
た
海
や
島
で
あ
る
と
認
識
し

た
の
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

ポ
リ
ネ
シ
ア
に
は
プ
ロ
ト
ゥ
あ
る
い
は
ハ
ワ
イ
キ

と
い
っ
た
根
源
の
国
の
概
念
が
広
が
る
。
そ
れ
ら

は
神
が
す
む
国
、祖
先
が
来
た
場
所
、実
り
が
到

来
す
る
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、魂
が
戻
っ
て
い

く
国
で
も
あ
る
。
南
島
語
族
世
界（
東
南
ア
ジ
ア

島
嶼
部
か
ら
オ
セ
ア
ニ
ア
）で
は
棺
が
船
型
あ
る

い
は
カ
ヌ
ー
を
棺
と
し
て
使
う
こ
と
が
多
い
が
、魂

が
ハ
ワ
イ
キ
の
よ
う
な
来
世
に
行
く
場
合
も
し
ば

し
ば
海
を
越
え
て
航
海
し
て
い
く（
後
藤
、２
０
２

４
ｂ
）。

　

こ
の
よ
う
に
人
類
に
と
っ
て
海
は
異
界
で
あ
り
、

ま
た
世
界
刷
新（
例　

津
波
に
よ
る
破
滅
）の
契

機
で
も
あ
る（
後
藤
、２
０
０
０
）。
そ
し
て
し
ば

し
ば
英
雄
は
海
を
越
え
て
や
っ
て
く
る（
外
来
王

の
思
想
）。
ポ
リ
ネ
シ
ア
で
は
航
海
英
雄
が
暗
い

世
界
か
ら
明
る
い
世
界
に
乗
り
出
し
、発
見
し
た

島
や
地
形
に
命
名
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
神
武
の
東

遷
の
過
程
で
事
細
か
に
地
名
を
列
挙
し
て
い
く

さ
ま
を
思
い
出
さ
せ
る
。大
和
王
権
が
畿
内
で
正

当
性
を
主
張
す
る
な
ら
、最
初
か
ら
畿
内
に
天
神

降
臨
す
れ
ば
よ
い
の
に
、な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
日
向
か

ら
海
を
越
え
、陸
行
し
て
土
着
勢
力
を
屈
服
さ

せ
る
の
か
？　

移
動
し
な
が
ら
土
地
を
命
名
し
、

土
着
勢
力
を
屈
服
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
未
開
の

地
を
分
節
し
、秩
序
立
て
て
い
く
行
為
で
あ
る
か

ら
だ（
後
藤
、2
0
1
2
）。

を
造
る
の
に
あ
ま
り
熱
心
だ
っ
た
の
で
汗
が
地
面

の
く
ぼ
み
に
溜
ま
っ
て
海
に
な
っ
た
。
ま
た
隣
の
マ

ル
ケ
サ
ス
諸
島
で
は
男
神
と
交
わ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

も
の
を
生
ん
だ
女
神
は
最
後
に
破
水
し
て
流
れ

出
し
た
羊
水
が
海
と
な
っ
た（
大
林
、１
９
９
３
;

後
藤
２
０
１
０
、
２
０
１
７
）。

天
地
分
離

　

ギ
リ
シ
ャ・ヘ
シ
オ
ド
ス
の『
神
統
記
』で
は
最

初
に
発
生
し
た
の
が
カ
オ
ス（
混
沌
な
い
し
無
限
）

で
あ
り
、そ
れ
か
ら
広
い
胸
を
持
つ
ガ
イ
ア（
大
地

♀
）が
で
き
た
。
カ
オ
ス
と
ガ
イ
ア
か
ら
は
い
ろ
い

ろ
な
神
が
誕
生
し
た
が
、ガ
イ
ア
は
星
を
ち
り
ば

め
た
ウ
ー
ラ
ノ
ス（
天
空
）を
生
み
、ウ
ー
ラ
ノ
ス

（
♂
）に
体
を
覆
わ
せ
た
。
ガ
イ
ア
は
ま
た
ウ
ー
ラ

ノ
ス
と
交
わ
っ
て
深
く
渦
巻
く
海
で
あ
る
オ
ー
ケ

ア
ノ
ス
な
ど
を
産
ん
だ
。
オ
ー
ケ
ア
ノ
ス
が「
海
＝

オ
ー
シ
ャ
ン
」の
語
源
と
な
る
。

　

ガ
イ
ア
と
ウ
ー
ラ
ノ
ス
は
堅
く
抱
擁
し
神
々
を

産
ん
で
い
っ
た
が
、息
子
の
ひ
と
り
ク
ロ
ノ
ス
が
鎌

で
上
に
の
し
か
か
る
父
ウ
ー
ラ
ノ
ス
の
男
根
を
切

断
し
放
り
投
げ
た
。こ
う
し
て
天
と
地
は
分
離
し

た（
天
地
分
離
型
神
話
）。ク
ロ
ノ
ス
は
支
配
的
神

と
な
っ
た
が
ク
ロ
ノ
ス
自
身
も
や
が
て
息
子
の
ゼ
ウ

ス
に
位
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
切
断
さ
れ
た
ウ
ー

ラ
ノ
ス
の
男
根
は
泡
立
つ
海
に
投
げ
込
ま
れ
る
と

潮
に
流
さ
れ
、白
い
泡
が
群
が
っ
て
そ
の
中
か
ら

生
ま
れ
た
の
が
女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
で
あ
り
、

ロ
ー
マ
神
話
で
は
ウ
ェ
ヌ
ス（
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
）と
な
る
。

原
古
の
巨
人
が
殺
さ
れ
そ
の
死
体
の
各
部
か
ら

世
界
が
で
き
た
と
き
、海
は
血
液
か
ら
生
ま
れ
た
。

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
ア
ラ
ペ
シ
ュ
で
は
女
が
サ
ト
ウ
キ

ビ
の
葉
で
指
を
切
っ
た
の
で
穴
を
掘
っ
て
血
を
た

め
た
が
、あ
ふ
れ
て
海
と
な
っ
た
。
ポ
リ
ネ
シ
ア
の

ソ
サ
エ
テ
ィ
諸
島
で
は
創
世
の
神
タ
ン
ガ
ロ
ア
は
島

海の神話
後藤　明 （南山大学人類学研究所）

創世神話、海の起源、外来王、航海術、津波、天文学

価値の再発見❹

キーワード

　

海
は
人
類
に
と
っ
て
原
初
的
な
体
験
で
あ
る
こ

と
は
、最
古
の
文
明
と
さ
れ
る
ス
メ
ー
ル
人
が
、内

陸
民
で
あ
る
の
に
最
初
に
存
在
し
た
の
が
海
で
あ

る
と
語
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。
大
地
の
神
エ

ン
キ
を
生
ん
だ
の
が
原
初
大
海
を
表
す
ナ
ン
ム
女
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異
郷
譚

　

昔
話
の
中
で
も
、海
は
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い

る
。
日
本
の
昔
話
の
中
で
海
に
ま
つ
わ
る
話
を
い
く

つ
か
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
日
本
の
昔
話
の
各
話
を

分
類
し
整
理
し
た『
日
本
昔
話
大
成
』（
全
１
２
巻
、

角
川
書
店
）の
な
か
で
関
敬
吾
は
、「
異
郷
」の
標
目

を
掲
げ
た
。こ
の「
異
郷
」で
、「
海
底
の
世
界
と
関

係
す
る
昔
話
を
わ
ず
か
に
あ
げ
た
」と
し
て
、海

を
舞
台
と
し
た
話
を
、「
竜
宮
童
子
」、「
浦
島
太
郎
」

「
玉
取
姫
」の
３
話
あ
げ
て
い
る（
関
、１
９
７
８
）。

海
か
ら
の
使
い「
竜
宮
童
子
」

　

ま
ず「
竜
宮
童
子
」は
、こ
ん
な
話
で
あ
る
。
あ

渡
っ
て
い
る
と
、棒
が
突
き
出
て
い
た
の
で
そ
こ
で

休
む
。
そ
し
て
一
日
飛
び
続
け
ま
た
棒
が
あ
っ
た

の
で
、止
ま
る
と
棒
が
動
き
出
し
「
私
は
大
蝦
だ

が
お
前
は
一
日
中
、私
の
ひ
げ
で
何
を
し
て
い

る
？
」と
言
う
。
大
鳥
は
自
分
の
思
い
上
が
り
を

恥
じ
る
が
、蝦
は
自
分
は
そ
ん
な
に
大
き
い
の
か

と
海
を
行
く
。
す
る
と
洞
穴
が
あ
っ
た
の
で
そ
こ

で
休
み
、ま
た
一
日
行
く
と
、同
じ
よ
う
な
洞
穴

が
あ
る
の
で
そ
こ
で
休
も
う
と
す
る
と
、そ
れ
は

大
き
な
亀
の
鼻
の
穴
で
、く
し
ゃ
み
を
し
た
亀
に

飛
ば
さ
れ
て
、蝦
は
腰
が
曲
が
っ
て
し
ま
っ
た
そ

う
だ
。こ
う
し
た
想
像
を
超
え
た
大
き
さ
の
海
の

生
き
物
た
ち
は
、海
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
や
不

可
思
議
さ
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
や
は
り
海

は
陸
地
と
の
境
を
隔
て
た「
異
郷
」な
の
だ
。

海
は
物
語
の
宝
庫

　

こ
う
し
た
異
な
る
世
界
と
の
境
界
は
、民
俗
学

を
考
え
る
際
に
も
非
常
に
重
要
だ
。
た
と
え
ば
、

時
間
の
境
目
も
あ
る
が
、身
近
な
場
所
の
境
目
と

し
て
は
、居
住
す
る
共
同
体
の
内
と
外
、道
が
交

差
す
る
四
辻
、川
を
隔
て
て
向
こ
う
岸
と
を
つ
な

ぐ
橋
な
ど
。
伝
説
で
も
、渡
辺
綱
が
美
し
い
女
に

化
け
た
鬼
に
出
会
う
の
は
橋
で
あ
る
し
、幽
霊
に

な
っ
た
女
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
の
た
め

に
飴
を
買
い
に
来
た
と
い
う
飴
家（
京
都
府
：

み
な
と
や
幽
霊
子
育
飴
本
舗
）が
あ
る
の
も
六
道

の
辻
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
古
く
か
ら
口
伝
え
さ
れ
て
き
た
口

承
文
芸
の
中
で
、２
つ
の
異
な
る
世
界
と
接
す
る

境
は
、不
安
定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、怪
異
が
お
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
ド
ラ
マ
が
語
ら
れ
る
。「
異
郷
」で
あ

る
海
は
、人
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
物
語
の
宝

庫
な
の
だ
。

く
伝
説
で
も
あ
る
。
明
治
時
代
の
児
童
文
学
作

家
、巌
谷
小
波
は
、子
ど
も
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る

亀
を
助
け
た
の
が
発
端
と
い
う
「
亀
の
恩
返
し
」

を
強
調
し
、そ
れ
も
定
着
し
た
。
８
世
紀
ご
ろ
に

は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る『
丹
後
国
風
土
記
』

の
浦
島
太
郎
で
は
、天
女
に
見
初
め
ら
れ
、亀
に
変

じ
た
竜
宮
で
は
な
く
海
の
彼
方
の
島
に
行
く
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。そ
れ
が
室
町
時
代
の
お
伽
草
子
で

は
、海
中
の
竜
宮
に
変
わ
っ
て
ゆ
く（
市
古
、１
９
８

６
）。
ま
た
お
伽
草
子
で
は
釣
ら
れ
た
亀
が
女
に

な
り
、太
郎
と
夫
婦
に
な
っ
て
い
る
た
め
、人
間
以

外
と
結
婚
す
る
話
、〝
異
類
婚
姻
譚
〞で
も
あ
る
。

海
と
い
う「
異
郷
」で「
異
類
」と
結
ば
れ
る
と
い
う
、

「
異
」の
要
素
も
強
い
の
が
分
か
る
。

命
を
か
け
る
海
女「
玉
取
姫
」

　
「
玉
取
姫
」は
九
州
や
四
国
で
数
話
語
ら
れ
る

程
度
で
、い
ま
ま
で
の
２
話
と
比
べ
る
と
圧
倒
的

に
採
話
例
が
少
な
い
。
と
は
言
え
、香
川
県
の
志

度
寺
の
縁
起
に
も
な
り
、謡
曲「
海
人
」と
し
て
能

の
演
目
に
も
な
っ
て
い
る
。
藤
原
不
比
等
が
、妹
か

ら
送
ら
れ
た
宝
珠
を
海
か
ら
現
れ
た
手
に
奪
わ

れ
、取
り
戻
す
た
め
に
身
を
や
つ
し
て
海
女
と
結

ば
れ
る
。
海
女
は
命
と
引
き
換
え
に
龍
神
か
ら

珠
を
取
り
戻
し
、そ
の
息
子
の
房
前
が
寺
を
建
て

て
弔
っ
た
と
い
う
。
こ
の
話
で
も
、海
に
龍
神
と
い

う
人
知
を
超
え
る
存
在
が
住
ん
で
い
て
、龍
神
と

対
峙
す
る
人
間
の
姿
が
描
か
れ
る
。

想
像
を
超
え
る「
大
島
と
蝦え

び

」

　

ま
た
笑
い
話
に
分
類
さ
れ
る
昔
話
で
は
、「
大

鳥
と
蝦
」（
関
、１
９
７
９
）と
い
う
話
が
あ
る
。
大

鳥
が
、自
分
ほ
ど
大
き
い
も
の
は
い
な
い
と
海
を

る
男
が
海
に（
内
陸
で
は
川
と
語
る
場
合
も
あ
る
）

正
月
迎
え
の
門
松
、も
し
く
は
薪
な
ど
を
投
じ
る
。

す
る
と
、竜
宮
か
ら
使
い（
乙
姫
な
ど
）が
や
っ
て
き

て
、お
礼
に
竜
宮
に
連
れ
て
行
く
。そ
こ
で
富
を
も

た
ら
す
者（
鼻
た
れ
小
僧
な
ど
）、も
し
く
は
動
物

（
金
を
産
む
亀
、鶏
、犬
や
猫
な
ど
）、宝
物（
打
出

の
小
槌
、動
物
の
言
葉
が
分
か
る
聞
耳
頭
巾
な
ど
）

を
貰
う
。
家
に
帰
っ
た
男
は
、決
ま
り
を
守
っ
て
富

を
得
て
幸
せ
に
な
る
。
こ
こ
で
終
わ
ら
ず
、他
の
家

族
や
、隣
の
爺
、本
人
の
お
ご
っ
た
心
に
よ
っ
て
、富

を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
多
い
。こ
の

話
で
は
、陸
に
住
む
私
た
ち
と
異
な
る
別
の
世
界
、

不
思
議
な
海
の
力
が
語
ら
れ
て
い
る
。
漁
に
出
か

け
海
の
幸
を
貰
う
よ
う
に
、昔
話
で
も
、海
に
出
か

け
て
富
を
得
る
の
が
分
か
る
。し
か
し
、真
似
を
し

て
欲
を
出
し
た
り
、感
謝
を
忘
れ
た
り
で
、そ
の
富

は
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
現
代
に
生
き
る

我
々
も
身
に
つ
ま
さ
れ
る
話
で
あ
る
。

お
な
じ
み
の「
浦
島
太
郎
」

　
つ
ぎ
の「
浦
島
太
郎
」は
、海
の
昔
話
と
言
え
ば

真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
尋

常
小
学
校
唱
歌
の「
昔
々
浦
島
は
助
け
た
亀
に

連
れ
ら
れ
て
龍
宮
城
へ
来
て
み
れ
ば
絵
に
も
か

け
な
い
美
し
さ
」を
懐
か
し
く
思
い
浮
か
べ
る
方

も
多
い
だ
ろ
う
。こ
の
あ
と
太
郎
は
、乙
姫
様
の
歓

待
を
受
け
て
竜
宮
城
の
暮
ら
し
を
楽
し
む
が
、帰

郷
を
望
み
、お
土
産
に
玉
手
箱
を
渡
さ
れ
る
。
少

し
の
間
で
帰
っ
た
と
思
っ
た
の
に
、故
郷
で
は
歳
月

は
流
れ
、家
族
も
知
り
合
い
も
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
。
絶
望
の
あ
ま
り
、開
け
て
は
い
け
ま

せ
ん
と
言
わ
れ
た
箱
を
開
け
た
太
郎
は
白
髪
の

お
じ
い
さ
ん
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
語
ら
れ
る
。
京

都
府
や
神
奈
川
県
な
ど
各
地
で
事
物
と
結
び
つ

異郷への誘い
-日本の昔話における海-

久保華誉 （学習院大学／武蔵野大学）
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現
代
に
お
け
る
災
害
文
化
の
共
創
、に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
災
害
文
化
と
は
災
害
を
な
く

す
た
め
の
文
化
で
は
な
い
。
誰
も
が
薄
々
気
づ
い

て
い
る
こ
と
だ
が
、災
害
を
完
全
に
防
ぐ
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。災
害
文
化
と
は
、い
つ
や
っ
て
く

る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、い
つ
か
は
必
ず
や
っ
て
く

る
災
害
と
折
り
合
い
を
つ
け
、過
去
の
教
訓
を
も

と
に
そ
の
備
え
を
怠
ら
ず
、日
々
の
生
活
を
よ
り

よ
く
生
き
る
た
め
の
術
を
見
い
だ
す
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。

　

２
０
１
１
年
の
東
日
本
大
震
災
の
後
、政
治
家

や
研
究
者
、マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て「
想
定
外
」と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
。
地
震
の
規
模
、津
波
の

到
達
時
間
、浸
水
域
、全
て
が
想
定
外
で
あ
っ
た
、

と
。
そ
れ
ら
を
教
訓
と
し
て
政
府
や
自
治
体
は
、

「
強
靱
化
」と
い
う
言
葉
を
呪
文
の
よ
う
に
繰
り

返
し
、大
規
模
な
地
域
の
改
変
を
推
し
進
め
た
。

そ
の
象
徴
的
な
存
在
が
、三
陸
の
海
岸
部
に
敷
設

さ
れ
、海
と
人
を
隔
絶
し
た
防
潮
堤
で
あ
る
。
東

日
本
大
震
災
当
時
の
津
波
の
遡
上
高
に
合
わ
せ

て
、そ
れ
ら
の
防
潮
堤
は
築
か
れ
た
。
国
民
の
生

命
と
財
産
を
守
る
、と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
に
、

海
と
と
も
に
暮
ら
す
地
元
の
人
た
ち
の
不
安
や

懸
念
の
声
は
か
き
消
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、２
０
２
４
年
の
能
登
半
島
地
震
で
は
、

何
が
起
き
た
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
奥
能
登
の
一
部

で
は
、津
波
の
被
害
を
被
っ
た
地
域
も
あ
る
。
し

か
し
、日
本
海
に
面
す
る
半
島
の
外
浦
で
は
、津

波
よ
り
も
海
岸
部
の
想
像
を
絶
す
る
隆
起
が
顕

著
だ
っ
た
。
多
く
の
港
が
干
上
が
り
、使
用
で
き

な
く
な
っ
た
。震
災
後
も
、海
で
の
生
業
の
再
開
の

目
処
は
立
っ
て
い
な
い
。隆
起
の
被
害
は
人
々
の
日

常
生
活
を
根
底
か
ら
覆
し
て
し
ま
っ
た
。言
う
ま

で
も
な
い
が
、海
の
隆
起
に
防
潮
堤
は
何
の
意
味

も
な
さ
な
い
。特
定
の
災
害
に
対
し
て「
強
靭
化
」

害
に
対
す
る
文
化
を
創
造
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
私
た
ち
は
近
代
以

降
の
科
学
的
知
見
に
寄
り
か
か
っ
た
生
活
ス
タ
イ

ル
を
今
一
度
、見
つ
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

副
題
に
も
記
し
た
よ
う
に
海
は
多
く
の
も
の
を

奪
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
裏
面
で
実
に
多
く
の
も
の
も

与
え
て
き
た
。と
り
わ
け
海
と
と
も
に
暮
ら
し
て

き
た
人
々
に
と
っ
て
は
、海
は
日
々
の
糧
を
得
る
以

上
の
存
在
で
あ
っ
た
。

　

先
年
の
地
震
に
見
舞
わ
れ
た
奥
能
登
地
方
は
、

私
の
主
要
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
。
30
年
通
い
続

け
た
輪
島
市
の
皆
月
は
、日
本
海
を
臨
む
小
さ
な

浦
に
位
置
す
る
。
か
つ
て
は
イ
ワ
シ
の
刺
し
網
漁

を
中
心
に
多
く
の
人
々
が
、海
で
の
生
業
に
従
事

し
て
い
た
。
皆
月
の
夏
祭
り
も
、海
と
切
り
離
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
祭
り
の
中
心
と
な
る
曳
山
も

舟
の
形
を
模
し
て
お
り
、波
が
打
ち
寄
せ
る
砂
浜

を
引
い
た
。し
か
し
、今
日
、海
上
安
全
や
大
漁
祈

願
と
い
っ
た
題
目
と
は
裏
腹
に
、海
を
生
活
の
場

に
し
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
人
々
の
生
活

を
支
え
る
に
は
、こ
の
浦
は
小
さ
す
ぎ
た
。
し
か

し
、生
活
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、そ

の
浦
は
人
々
の
想
い
や
記
憶
を
支
え
て
き
た
。
都

会
に
出
た
者
た
ち
も
祭
り
の
日
に
は
戻
っ
て
き
た
。

イ
ワ
シ
場
で
賑
わ
っ
た
浜
が
海
岸
道
路
に
変
わ
っ

て
も
、曳
山
は
浜
風
を
う
け
て
、ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の

う
え
を
進
ん
で
い
く
。
海
を
与
え
、さ
ら
に
与
え

続
け
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、皆
月
の
海
は

３
m
以
上
、隆
起
し
、地
元
の
港
も
完
全
に
干
上

が
っ
た（
図
１
、２
）。
人
気
の
な
い
多
く
の
家
屋
は
、

解
体
の
日
を
静
か
に
待
つ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
圧

倒
的
な
災
害
の
傷
痕
に
対
し
て
、即
効
性
の
あ
る

処
方
箋
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
過
疎

化
の
進
む
個
別
の
集
落
や
地
域
だ
け
で
は
、こ
の

規
模
の
災
害
を
乗
り
切
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
育
ま
れ
て
き
た
文
化
を
広
範
な
社

会
集
団
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
げ
て
い
き
、海
と

と
も
に
暮
ら
す
意
味
や
海
か
ら
与
え
ら
れ
た
も

の
の
意
味
を
振
り
返
る
、そ
ん
な
地
道
な
活
動
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、地
域
で
生
き
る

人
々
の
声
を
聞
き
、埋
も
れ
か
け
た
文
化
を
呼
び

起
こ
す
こ
と
か
ら
し
か
、新
た
な
時
代
の
災
害
文

化
を
共
に
創
り
出
す
機
運
は
、高
ま
っ
て
い
か
な

い
だ
ろ
う
。

淡
路
大
震
災
や
そ
れ
以
後
の
災
害
の
後
に
作
ら

れ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、伝
統
的
な
社
会
で
は
死
者
の
供
養
や
鎮

魂
に
際
し
て
、民
間
の
宗
教
的
職
能
者
が
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
。彼
ら
は
死
者
を
代
弁
し
、

残
さ
れ
た
者
の
心
の
傷
に
触
れ
あ
う
言
葉
を
語

り
続
け
た
。
各
地
に
残
る
民
俗
芸
能
も
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
東
北
の
鹿
踊
り
や
じ
ゃ

ん
が
ら
の
よ
う
な
盆
に
営
ま
れ
る
芸
能
は
、も
と

も
と
亡
く
な
っ
た
人
々
の
冥
福
を
祈
る
芸
能
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
芸
能
は
、災
害
で
亡
く
な
っ
た

多
く
の
人
々
を
弔
い
、残
さ
れ
た
人
々
の
心
を
慰

撫
し
て
き
た
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、日
本
の
祭
礼
の
起
源
に
は
人
々

の
災
害
に
対
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
側
面
が

見
ら
れ
る
。
日
本
を
代
表
す
る
都
市
祭
礼
、京
都

の
祇
園
祭
は
、約
１
０
０
０
年
前
に
起
き
た
貞
観

地
震
や
富
士
山
噴
火
と
い
っ
た
国
を
揺
る
が
す

天
変
地
異
を
鎮
め
、京
内
の
穢
れ
を
は
ら
う
た
め

に
始
ま
っ
た
。
あ
る
い
は
東
北
の
秋
田
県
に
伝
わ

る
鹿
嶋
祭
り
も
、天
明
の
大
飢
饉
な
ど
の
社
会
的

な
危
機
を
契
機
と
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
災
害
文
化
と
は
、災

害
に
対
す
る
備
え
や
減
災
を
目
的
と
し
た
活
動

に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

突
発
的
で
理
不
尽
な
災
害
を
少
し
ず
つ
馴
ら
し
、

日
々
の
生
活
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
い
く
営
み
の

総
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
営

み
は
、災
害
に
対
し
て
受
動
的
な
面
が
大
き
い
と

い
う
指
摘
も
あ
り
得
る
。今
日
の
技
術
や
科
学
的

知
見
を
も
っ
て
す
れ
ば
、も
っ
と
災
害
を
軽
減
し
、

多
く
の
人
た
ち
の
心
身
を
ケ
ア
す
る
こ
と
も
可

能
だ
ろ
う
。大
事
な
点
は
、こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た

多
く
の
文
化
を
再
認
識
し
、現
代
的
な
知
見
と

組
み
合
わ
せ
つ
つ
、緩
や
か
な
広
が
り
の
中
で
災

を
試
み
て
も
、災
害
は
異
な
っ
た
形
で
生
活
を
脅

か
す
。

　

で
は
私
た
ち
は
、災
害
へ
の
備
え
を
諦
め
て
、や

が
て
く
る
災
害
を
甘
ん
じ
て
受
け
る
し
か
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
人

は
必
ず
い
つ
か
死
ぬ
、と
い
う
事
実
を
前
に
し
て
、

生
き
る
こ
と
を
諦
め
る
人
間
が
い
な
い
の
と
同
じ

で
あ
る
。
む
し
ろ
人
は
い
つ
か
死
ぬ
か
ら
こ
そ
、生

き
て
い
る
現
在
の
意
味
を
問
い
か
け
、自
ら
が
望

む
生
活
を
希
求
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
災
害
を

否
定
し
た
り
、距
離
を
置
く
の
で
は
な
く
、災
害

と
向
か
い
合
い
、折
り
合
い
を
つ
け
、そ
の
危
険
性

を
軽
減
す
る
術
を
日
々
の
生
活
の
な
か
で
育
ん
で

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
も
そ
も
強
靭
化
と
訳
さ
れ
た
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

は
、弾
性
や
柔
軟
性
、し
な
や
か
さ
と
い
う
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
本

来
の
意
味
に
立
ち
返
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
災

害
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
が
、そ
れ
ら
を
柔
軟
に

受
け
止
め
、被
害
を
軽
減
す
る
た
め
の
知
識
と
技

術
を
共
有
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、災

害
を
記
憶
す
る
術
は
、先
人
た
ち
の
営
み
か
ら
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。津
波
の
浸
水
域
に
記
念
碑

を
設
け
て
子
孫
に
警
鐘
を
残
し
た
り
、記
念
碑
に

刻
ま
れ
た
文
面
を
残
す
た
め
の
年
中
行
事
の
事

例
な
ど
が
、日
本
各
地
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

災
害
で
失
わ
れ
た
命
に
対
し
て
、地
域
の
人
々

は
各
々
の
生
活
の
な
か
で
体
得
し
た
鎮
魂
の
作
法

を
身
に
つ
け
て
い
た
。
東
北
地
方
に
残
る
昭
和
の

大
津
波
の
記
念
碑
は
、当
時
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
援

助
で
作
ら
れ
、教
訓
と
警
告
が
前
面
に
記
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、そ
れ
以
前
の
記
念
碑
に
は
、失
わ

れ
た
命
を
記
憶
し
、彼
ら
の
死
を
共
同
体
と
し
て

受
け
止
め
、後
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
思
い
が
刻

ま
れ
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
鎮
魂
の
作
法
は
、阪
神

災害文化の共創にむけて
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上／図１　地震前の皆月海岸の様子
下／図２　地震後の皆月海岸の様子
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は
じ
め
に

　

伝
統
的
生
態
学
知
識（T

rad
ition

al 
E
cological K

now
ledge, 

以
下
Ｔ
Ｅ
Ｋ
）は
、

地
域
社
会
が
長
年
に
わ
た
り
自
然
生
態
系
と
相

互
作
用
す
る
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
、知
識
・
信

念
・
実
践
の
統
合
的
体
系
で
あ
る（
大
村
、２
０
０

２
）。
特
に
海
洋
に
関
す
る
Ｔ
Ｅ
Ｋ
は
、漁
業
、航

海
技
術
、気
象
予
測
、生
態
系
管
理
、海
洋
生
物

の
理
解
な
ど
、多
岐
に
わ
た
る
知
見
を
含
ん
で
い

る
。
こ
れ
ら
の
知
識
は
主
に
口
承
に
よ
り
世
代
を

超
え
て
伝
承
さ
れ
て
お
り
、民
話
は
そ
の
主
要
な

手
段
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。

　

四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
で
は
、各
地
に
海

に
ま
つ
わ
る
民
話
が
存
在
し
て
い
る
。こ
れ
ら
の
民

話
に
は
、潮
の
満
ち
引
き
、魚
の
習
性
、嵐
の
兆
候

と
い
っ
た
生
態
学
的
知
識
が
織
り
込
ま
れ
、そ
れ

ら
が
語
り
継
が
れ
る
こ
と
で
、そ
の
土
地
で
の
生

活
に
必
要
な
知
識
や
行
動
が
世
代
を
超
え
て
浸

透
し
て
き
た
。
ま
た
、こ
う
し
た
知
識
の
蓄
積
は
、

結
果
的
に
防
災
や
減
災
に
も
寄
与
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、Ｔ
Ｅ
Ｋ
と
海
の
民
話
の
関
係
を
考

察
し
、最
後
に
海
の
民
話
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
す

る
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

T
E
K
を
語
り
継
ぐ

技
術
と
し
て
の
民
話

　

海
の
民
話
は
、特
定
の
海
域
に
お
け
る
生
態
系

の
特
徴
や
自
然
現
象
に
関
す
る
知
識
を
物
語
と

し
て
伝
え
る
と
と
も
に
、海
へ
の
畏
敬
・
感
謝
、漁

業
や
航
海
の
安
全
、災
害
へ
の
備
え
、土
地
の
特
性

な
ど
、多
様
な
学
び
を
提
供
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

り
、こ
れ
を
後
世
に
伝
え
る
手
法
と
し
て
海
の
民

話
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
を
述

べ
て
き
た
。

　

Ｔ
Ｅ
Ｋ
は
、科
学
的
方
法
論
に
基
づ
い
た
知
識

と
比
較
さ
れ
る
際
に
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、

近
年
、そ
の
重
要
性
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。

K
i
m
m
e
r
e
r（
２
０
０
２
）は
、Ｔ
Ｅ
Ｋ
が
単

な
る
民
間
伝
承
で
は
な
く
、長
年
の
観
察
と
実
践

を
通
じ
て
発
展
し
た「
科
学
的
知
識
体
系
」で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
、科
学
教
育
や
政
策
決
定
へ
の

統
合
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。

　

他
方
で
、現
代
に
お
い
て
は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

変
化
、地
方
地
域
か
ら
の
人
口
流
出
、世
代
間
交

流
の
希
薄
化
な
ど
に
よ
り
、民
話
を
含
む
Ｔ
Ｅ
Ｋ

の
伝
承
機
会
が
減
少
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
、民
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

化
は
、Ｔ
Ｅ
Ｋ
の
保
存
・
継
承
の
た
め
の
新
た
な
手

段
と
し
て
評
価
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

口
承
に
よ
る
世
代
間
の
交
流
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
帰
属

意
識
醸
成
効
果
等
は
一
定
程
度
薄
れ
る
可
能
性

も
否
め
な
い
が
、デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
記
録
保
存

や
環
境
教
育
へ
の
活
用
等
も
期
待
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、海
の
民
話
が
Ｔ
Ｅ
Ｋ
の
伝
承
に
果

た
し
て
き
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
、そ
の
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
化
が
今
後
の
社
会
に
お
い
て
Ｔ
Ｅ
Ｋ
の

継
承
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て

述
べ
た
。民
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
は
、地
域
ご
と

の
固
有
の
知
恵
や
教
訓
を
記
録
し
、次
世
代
へ
と

継
承
す
る
手
法
と
な
り
得
る
。
ま
た
、デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
の
整
備
に
よ
り
、Ｔ
Ｅ
Ｋ
の
保
存
と

活
用
の
新
た
な
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

震（
８
６
９
年
）に
よ
る
地
盤
沈
下
に
よ
り
失
わ

れ
た
が
、そ
の
名
が
今
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で
は
、２
０

１
８
年
よ
り
日
本
各
地
に
伝
わ
る
海
の
民
話
を

発
掘
し
、地
域
住
民
や
関
係
者
と
協
力
し
な
が
ら

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
す
る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

２
０
２
５
年
１
月
時
点
で
92
本
の
海
の
民
話
が
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
、２
０
２
４
年
か
ら
は
そ
れ

ら
を
体
系
的
に
整
理
し
、デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る

作
業
も
開
始
し
て
い
る
。

　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
構
築
中
で
あ
る
が
、そ
の
作

業
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、い
ず
れ
の

民
話
に
も
地
域
固
有
の
教
訓
や
知
恵
、す
な
わ
ち

Ｔ
Ｅ
Ｋ
が
含
ま
れ
、そ
れ
が
世
代
を
超
え
て
共
有

さ
れ
る
物
語
と
し
て
成
立
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
た
、興
味
深
い
点
は
、各
地
域
で
語
り
方
の
違
い

が
あ
る
も
の
の
、共
通
し
て「
後
世
に
伝
え
る
べ
き

事
象
」を
各
地
域
固
有
の
具
体
的
な
モ
ノ
や
出
来

事
と
結
び
つ
け
、物
語
化
す
る
こ
と
で
世
代
間
の

共
有
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。Ｔ
Ｅ
Ｋ
と

は
、そ
の
土
地
で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
知
識
・
実

践
・
信
念
の
体
系
で
あ
り
、民
話
は
そ
れ
を
次
世

代
へ
受
け
継
ぐ
た
め
の
手
法
と
し
て
機
能
し
て
き

た
。つ
ま
り
、民
話
は
物
語
と
い
う
範
疇
を
超
え
、

Ｔ
Ｅ
Ｋ
の
継
承
を
担
う
ひ
と
つ
の
手
段
と
し
て

人
々
の
暮
ら
し
の
な
か
に
根
付
い
て
き
た
と
も
捉

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

海
の
民
話
を

ア
ニ
メ
ー
シ
ョン
化
す
る
意
義

　

こ
こ
か
ら
は
将
来
に
視
野
を
広
げ
た
い
。
こ
れ

ま
で
Ｔ
Ｅ
Ｋ
は
長
年
に
わ
た
っ
て
自
然
環
境
と
の

共
生
を
通
じ
て
培
わ
れ
て
き
た
知
識
体
系
で
あ

宮
城
県
七
ヶ
浜
町
に
伝
承
さ
れ
る「
大
根
明
神
の

ア
ワ
ビ
祭
り
」は
、同
地
域
の
良
質
な
漁
場
が
岩

礁
地
帯
に
あ
り
、高
度
な
航
海
技
術
を
要
す
る

こ
と
を
、地
形
や
神
話
と
結
び
つ
け
て
語
り
継
い

で
い
る
。こ
の
民
話
を
通
じ
て
、当
地
に
お
け
る
海

の
重
要
性
や
信
仰
と
の
関
係
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

「
大
根
明
神
の
ア
ワ
ビ
祭
り
」の
概
要

昔
、花
渕
浜
に
向
か
う
親
船
が
、急
に
荒
れ
た

海
に
襲
わ
れ
た
。
船
が
大
根
明
神
の
岩
礁
を

通
過
し
た
際
、突
然
、船
底
に
穴
が
開
き
、大

量
の
海
水
が
流
れ
込
ん
だ
。船
員
た
ち
は
必
死

に
水
を
汲
み
出
し
た
が
、状
況
は
悪
化
す
る
ば

か
り
で
あ
っ
た
。
船
頭
が
鼻
節
神
社
に
向
か
い
、

神
に
助
け
を
請
う
と
、不
思
議
な
こ
と
に
海
水

の
流
入
が
止
ま
り
、無
事
に
浜
へ
辿
り
着
い
た
。

船
底
を
確
認
す
る
と
、大
き
な
ア
ワ
ビ
が
穴
を

塞
い
で
い
た
。こ
の
出
来
事
以
来
、村
人
た
ち
は

鼻
節
神
社
の
祭
り
に
生
き
た
ア
ワ
ビ
を
供
え
る

よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
海
と
日
本
プ
ロ
ジェク
ト
in
み
や
ぎ
実
行
委
員
会
、2
0
1
9
）

民
話
が
伝
え
る
知
識
と
教
訓

1
海
域
の
危
険
性
：
民
話
に
登
場
す
る「
入
っ

て
は
い
け
な
い
場
所
」は
、岩
礁
な
ど
海
底
地
形
の

危
険
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
同
時
に
、豊
か
な
漁

場
の
形
成
に
関
す
る
知
識
も
内
包
し
て
い
る
。

2
地
域
文
化
の
起
源
：
ア
ワ
ビ
祭
り
の
由
来

を
知
る
こ
と
で
、地
域
の
伝
統
文
化
や
海
の
恵
み

に
対
す
る
感
謝
の
念
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

3
地
名
の
由
来
：「
鼻
節
」と「
花
渕
」は
、同

じ
語
源
を
持
ち
、歴
史
的
な
変
遷
の
過
程
で
異
な

る
表
記
が
定
着
し
た
と
さ
れ
る
。

4
消
失
し
た
信
仰
の
記
憶
：「
大
根
明
神
」は
、

か
つ
て
海
底
に
存
在
し
た
神
域
で
あ
り
、貞
観
地
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は
じ
め
に

　

民
謡
と
民
話
は
、共
に
日
本
各
地
で
口
承
さ
れ

て
き
た
伝
承
文
化
で
あ
る
。民
謡
は
地
域
の
生
活

や
労
働
に
根
ざ
し
た
歌
で
あ
り
、民
話
は
神
話
や

伝
説
を
物
語
と
し
て
語
り
継
い
で
き
た
。両
者
は

共
同
体
の
文
化
を
形
成
す
る
重
要
な
要
素
と

な
っ
て
い
る
。

　

本
研
究
で
は
、民
謡
と
民
話
の
共
通
点
を
整

理
し
、地
域
文
化
の
継
承
に
お
け
る
役
割
を
考
察

す
る
。
さ
ら
に
、民
謡
が
民
話
の
記
憶
媒
体
と
し

て
機
能
す
る
可
能
性
に
着
目
し
、そ
の
伝
播
や
変

化
を
比
較
す
る
こ
と
で
、継
承
の
あ
り
方
を
明
ら

か
に
す
る
。

民
謡
と
民
話
に
共
通
す
る

文
化
的
要
素

1
地
域
性

　

民
謡
と
民
話
は
地
域
の
特
色
を
反
映
し
、そ
の

土
地
の
気
候
、産
業
、信
仰
な
ど
が
表
現
さ
れ
て

い
る
。

　

民
謡
の
ひ
と
つ「
ハ
イ
ヤ
節
」を
例
に
採
る
と
、

同
じ
歌
が
土
地
ご
と
の
影
響
を
受
け
、旋
律
や
歌

詞
が
変
化
し
な
が
ら
、地
域
独
自
の
民
謡
へ
と
発

展
し
た【
注
１
】。民
話
も
ま
た
、地
域
の
伝
説
や
社

会
的
価
値
観
を
映
し
、そ
の
土
地
に
根
付
い
た
物

語
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
日
本
各
地
に
は

村
を
守
る
神
々
や
地
形
に
ま
つ
わ
る
民
話
が
あ

り
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
や
自
然
環
境
が
色

濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

2
口
承
性

　

民
謡
と
民
話
は
と
も
に
口
承
文
化
と
し
て
伝

が
見
ら
れ
る（
図
１
）。
や
ち
ゃ
坊
が
単
な
る
伝
説

上
の
人
物
で
は
な
く
、地
域
の
文
化
と
密
接
に
結

び
つ
い
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

（
2
）お
け
さ
節

　

お
け
さ
節
は
、新
潟
県
全
域
で
歌
わ
れ
て
い
る

民
謡
で
あ
り
、「
お
け
さ
」の
名
の
由
来
に
は
い
く
つ

か
の
説
が
あ
る
。中
で
も
広
く
知
ら
れ
る
の
が
、佐

渡
島
に
伝
わ
る「
猫
の
恩
返
し
」の
民
話
で
あ
る
。

　

む
か
し
、貧
し
い
老
夫
婦
に
飼
わ
れ
て
い
た
猫

が
恩
返
し
の
た
め
に
人
間
の
姿
と
な
り
、「
お
け

い
」と
名
乗
る
遊
女
と
し
て
働
き
、暮
ら
し
を
助

け
た
と
い
う
。
お
け
い
は
非
常
に
美
し
く
、歌
や

踊
り
に
も
優
れ
、瞬
く
間
に
評
判
と
な
っ
た
。
あ

る
夜
、お
け
い
の
正
体
を
見
て
し
ま
っ
た
商
人
は
、

お
け
い
か
ら
口
外
し
な
い
よ
う
に
と
念
を
押
さ
れ

た
が
、そ
の
約
束
を
破
っ
て
し
ま
っ
た
。そ
の
結
果
、

商
人
の
乗
っ
た
船
は
嵐
に
見
舞
わ
れ
、彼
と
お
け

い
の
行
方
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。や
が
て
、お
け

い
が
歌
っ
て
い
た「
お
け
い
節
」は
時
代
と
と
も
に

「
お
け
さ
節
」へ
と
変
わ
り
、広
ま
っ
て
い
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る（
浜
口・
吉
沢
、１
９
７
６
）。

〽
お
け
さ
正
直
な
ら
そ
ば
に
も
寝
し
ょ
が　

お

け
さ
猫
の
せ
う
で
じ
ゃ
れ
か
か
る
（
松
川
、

1
9
2
7
）

（
解
）お
け
さ
が
素
直
な
ら
側
で
寝
て
く
れ
る
だ

ろ
う
が　

お
け
さ
は
猫
の
性
で
ふ
ざ
け
る
だ
け

で
あ
る（
竹
内
、2
0
0
2
）

〽
お
け
さ
お
け
さ
と
名
は
よ
い
け
れ
ど　

見
れ

ば
見
る
ほ
ど
器
量
も
よ
い

（
解
）お
け
さ
の
芸
は
評
判
が
高
く　

容
姿
も
ま

た
魅
力
的
で
あ
る

　

新
潟
に
は
猫
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
数
多
く
存

在
し
、そ
の
影
響
を
受
け
て
、民
謡
の
歌
詞
か
ら

猫
の
恩
返
し
の
物
語
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
【
注

2
】
。ま
た
、お
け
さ
節
は
有
名
な
民
謡
で
あ
っ
た

た
め
、恩
返
し
の
物
語
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、道

徳
的
な
教
訓
を
伝
え
る
役
割
も
果
た
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
近
年
、こ
の
物
語
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

化
さ
れ
、民
謡
と
民
話
が
融
合
し
た
新
た
な
形

で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

民
謡
と
民
話
の

現
代
的
継
承

　

近
年
、民
謡
や
民
話
の
伝
承
方
法
は
変
化
し
つ

つ
あ
り
、デ
ジ
タ
ル
技
術
や
映
像
メ
デ
ィ
ア
を
活
用

し
た
新
た
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
一
例
と
し
て
、「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」で
は
、全
国
の
海
に
ま
つ
わ
る
民
話
を
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
化
し
、幅
広
い
世
代
に
伝
え
る
試
み
が

行
わ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、山
梨
県
富
士
川
町
に
伝
わ
る「
ま
り

つ
き
唄
」は
、姉
妹
の
悲
劇
的
な
物
語
を
も
と
に

し
た
民
謡
で
あ
り
、わ
ら
べ
う
た
と
し
て
伝
承
さ

れ
て
き
た
。
か
つ
て
天
神
ヶ
滝
で
は
水
難
事
故
が

多
発
し
、子
ど
も
た
ち
は
こ
の
歌
を
通
じ
て
海
の

危
険
を
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
一
般
社
団
法

人
日
本
昔
ば
な
し
協
会
、２
０
２
４
）。
こ
う
し
た

民
謡
の
伝
承
は
、

現
代
で
は
歌
い
継

が
れ
る
機
会
が
減

少
し
て
い
る
が
、ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い

う
新
た
な
手
法

を
通
じ
て
再
び
注

目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
図
２
）。

こ
の
よ
う
に
、視

覚
メ
デ
ィ
ア
の
活

用
は
、民
話
や
民

謡
の
伝
承
方
法

を
拡
張
し
、新
た

な
受
容
の
形
を
生

み
出
し
て
い
る
。

従
来
の
口
承
文
化
は
、歌
い
手
や
語
り
手
を
介
し

て
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ

た
伝
承
で
は
、視
聴
者
が
よ
り
直
感
的
に
物
語
を

理
解
で
き
る
た
め
、地
域
文
化
の
継
承
に
新
た
な

可
能
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

ま
と
め

　

本
研
究
で
は
、民
謡
が
民
話
の
記
憶
媒
体
と
し

て
機
能
し
、民
謡
が
人
々
に
親
し
ま
れ
る
こ
と
で

民
話
の
内
容
も
長
く
記
憶
さ
れ
る
と
い
う
相
互

作
用
が
確
認
さ
れ
た
。
具
体
的
な
事
例
を
通
じ

て
、民
謡
が
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
伝
承
す
る
手

段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
現
代
で
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
活
用
し
た
新
た

な
継
承
方
法
が
登
場
し
、伝
承
の
形
が
変
化
し
て

い
る
。
今
後
は
、こ
う
し
た
変
化
が
、地
域
社
会
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
を
検
討
す
る

こ
と
が
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

民
謡
と
民
話
は
異
な
る
形
で
発
展
し
つ
つ
も
、

地
域
の
生
活
や
時
代
背
景
と
結
び
つ
き
、世
代
を

超
え
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。（
日
本
財
団
海
と

日
本
P
R
O
J
E
C
T・
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト（
2
0
2
4
）「
海
ノ
民
話
の
世
界
」．文

藝
春
秋
，4
-13
）

民
謡
と
民
話
の
関
係
性
と

継
承
の
役
割

1
民
話
か
ら
派
生
し
た
民
謡
の
事
例

（
1
）や
ち
ゃ
坊
節

　

や
ち
ゃ
坊
節
は
鹿
児
島
県
奄
美
群
島
に
伝
わ

る
民
謡
で
あ
り
、伝
説
の
人
物「
や
ち
ゃ
坊
」に
由

来
す
る
。
や
ち
ゃ
坊
は
、山
で
育
っ
た
子
ど
も
で
、

島
中
を
自
由
自
在
に
駆
け
回
り
、畑
の
野
菜
を

盗
む
な
ど
の
い
た
ず
ら
を
し
て
村
人
た
ち
を
困

ら
せ
て
い
た
。一
方
で
、盗
ん
だ
収
穫
物
の
一
部
を

貧
し
い
人
々
に
分
け
与
え
る
こ
と
も
あ
り
、そ
の

行
動
か
ら
憎
め
な
い
人
物
と
し
て
民
話
に
も
描

か
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
は
島
の
人
々
の
心
を
打
ち
、

奄
美
大
島
や
喜
界
島
で
は
ヒ
ー
ロ
ー
的
な
存
在

と
し
て
語
り
継
が
れ
、民
話
と
し
て
も
残
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、や
ち
ゃ
坊
の
伝
説
は
、奄
美
群
島

一
帯
で
民
謡
と
し
て
も
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
日
本
放
送
協
会
、1
9
9
3
：
片
倉
、２
０
１
４
）。

〽
や
ち
ゃ
ぼ
ち
ば
や
ち
ゃ
ぼ
し
ま
ぬ
無
ぬ
や
ち
ゃ

ぼ　

や
ち
ゃ
ぼ
き
も
し
ゃ
げ
や
山
ぬ
そ
だ
ち

（
解
）や
ち
ゃ
坊
は
な
ん
と
可
哀
そ
う
な
男
よ　

故
郷
も
家
も
な
く
山
で
生
涯
を
送
る（
文
潮
、１

９
８
３
）

　

や
ち
ゃ
坊
節
は
正
月
な
ど
の
祝
い
の
席
で
も
歌

わ
れ
、歌
い
継
が
れ
て
き
た
。
ま
た
、や
ち
ゃ
坊
が

住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
伝
説
の
岩
屋
が
今
も
奄
美

大
島
に
残
さ
れ
て
お
り
、供
え
物
を
捧
げ
る
光
景

え
ら
れ
、歌
い
手
や
語
り
手
に
よ
っ
て
表
現
が
変

化
す
る
流
動
的
な
性
質
を
持
つ
。

　

民
謡
は
、地
域
や
世
代
、歌
い
手
に
よ
っ
て
歌
詞

や
旋
律
が
変
化
す
る
こ
と
が
多
い
。
民
話
も
語
り

手
に
よ
っ
て
表
現
が
変
化
し
、地
方
ご
と
に
結
末

や
登
場
人
物
の
設
定
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ど

ち
ら
も
地
域
の
風
習
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。

3
実
用
性

　

民
謡
と
民
話
は
、実
際
の
生
活
の
中
で
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

　

民
謡
は
、共
同
作
業
の
効
率
を
上
げ
る
だ
け
で

な
く
、危
険
を
回
避
す
る
目
的
で
も
用
い
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
、労
作
歌
は
作
業
の
リ
ズ
ム
を
整
え
る

役
割
を
持
ち
、ま
た
道
中
で
は
獣
に
襲
わ
れ
な
い

よ
う
警
戒
を
促
す
た
め
に
も
歌
わ
れ
た
。
民
話

は
地
域
の
ル
ー
ル
を
伝
え
、社
会
の
秩
序
を
維
持

す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。そ
れ
は
、現
代
に
制
作

さ
れ
た
「
海
ノ
民
話
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」に
も
反
映

さ
れ
て
お
り
、海
難
事
故
や
自
然
の
危
険
性
を
伝

え
る
物
語
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
話

は
、危
険
を
回
避
す
る
た
め
の
暗
黙
の
ル
ー
ル
と

し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

4
信
仰
性

　

民
謡
と
民
話
の
多
く
は
、地
域
の
信
仰
と
深
く

結
び
つ
き
、神
々
や
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
を
表
現

す
る
手
段
と
な
っ
て
き
た
。
民
謡
で
は
、五
穀
豊

穣
や
海
上
の
安
全
を
願
う
歌
な
ど
、生
活
の
中
で

の
祈
り
と
と
も
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
民
話
に
お

い
て
も
、神
や
妖
怪
の
存
在
が
描
か
れ
、人
々
が
自

然
と
共
存
す
る
意
識
を
育
ん
で
き
た
。
禁
忌
や

安
全
祈
願
を
伝
え
る
民
話
も
多
く
、こ
れ
ら
は

地
域
の
信
仰
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
、社
会
の

教
訓
や
知
恵
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

民謡と民話のつながり
-文化を伝える歌と物語-

佐藤千春 （一般社団法人民俗文化興隆協会）

民謡、民話、口承文化、継承、アニメーション

価値の再発見❽

キーワード

【
注
１
】「
ハ
イ
ヤ
節
」は
熊

本
県
天
草
市
牛
深
町
に

伝
わ
る
民
謡
で
あ
る
。
北

前
船
の
往
来
に
よ
っ
て
日

本
各
地
に
広
ま
り
、地
域

ご
と
に
独
自
の
民
謡
へ
と

発
展
し
た
。

【
注
２
】歌
詞
の
「
猫
」は

動
物
の
名
称
で
は
な
く
、

遊
女
の
別
名
と
し
て
使
わ

れ
て
い
た
。一
部
の
地
域
で

は「
猫
が
恩
返
し
を
す
る
」

話
が
遊
女
文
化
と
も
結
び

つ
い
て
い
る
。（
竹
内
勉（
２

０
１
８
）「
日
本
民
謡
辞
典

Ⅱ　

関
東
・
甲
信
越
・
北

陸
・
東
海
」．朝
倉
書
店
，３

８
８
．）

図１ やちゃ坊の岩屋（鹿児島県奄美市住用町大字川内）
やちゃ坊が暮らしていたとされる岩屋（左）現在も供え物を捧げる文化が残る（右）撮影：佐藤千春（２０２４年）

図２ 海ノ民話アニメーション「まりつき唄」
鞠はもともと上に投げて遊ぶものだったが、ゴム鞠の普及により弾
ませる遊びへと変化した。アニメーション化によって、その変遷が直
感的に理解できるようになっている

の
民
話
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
活
用
可
能
性
と
そ
の

意
義
に
つ
い
て
、建
築
・
地
域
計
画
の
観
点
か
ら
考

察
を
試
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、災
害
に
関
連
す

る
和
歌
山
県
広
川
町
の「
稲
む
ら
の
火
」の
伝
承

事
例
に
着
目
す
る
。
当
該
事
例
は
、過
去
の
伝
承

が
来
る
べ
き
南
海
ト
ラ
フ
地
震
・
津
波
災
害
に
対

す
る
防
災
面
の
役
割
と
し
て
、地
域
計
画
や
祭
り

な
ど
、日
常
と
災
害
と
し
て
の
非
日
常
の
あ
り
方

に
向
け
て
、実
践
的
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
本
論

を
通
し
て
、民
話
の
翻
訳
が
現
在
の
ま
ち
づ
く
り

へ
向
け
た
展
開
可
能
性
を
見
出
し
て
み
た
い
。

稲
む
ら
の
火
祭
り
と

広
村
堤
防

対
象
地
と
そ
の
民
話

防
災
の
町
と
し
て
広
川
町

　

和
歌
山
県
有
田
郡
広
川
町
は
、和
歌
山
県
の

中
部
に
位
置
し
、１
９
５
５（
昭
和
30
）年
に
広
村・

南
広
村
・
津
木
村
の
合
併
に
よ
り
で
き
た
自
治
体

で
あ
る
。
広
川
町
は
、１
８
５
４
（
安
政
元
）年
に

発
生
し
た
津
波
後
、１
８
５
８（
安
政
５
）年
に
築
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令
和
に
生
き
る
子
供
達
に
向
け
、「
海
の
妖
怪
」

を
展
示
し
よ
う
！　

た
だ
、史
上
初
の
妖
怪
の
展

示
会
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
も
各

地
の
博
物
館
や
美
術
館
で
妖
怪
に
ま
つ
わ
る
文

書
、絵
図
、浮
世
絵
、掛
軸
な
ど
が
展
示
さ
れ
、昔

の
人
々
が
い
か
に
妖
怪
を
想
像・
創
造
し
ビ
ジ
ュ
ア

ル
化
し
て
い
っ
た
か
を
楽
し
み
学
ぶ
こ
と
の
で
き

る
貴
重
な
機
会
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
人
気

や
ニ
ー
ズ
は
今
後
も
衰
え
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、山
口
県
萩
市
の
萩
博
物
館
に
は
少
し
違

う
実
情
が
あ
っ
た
。
当
館
は
17
年
前
よ
り
毎
夏
、

深
海
魚
、危
険
生
物
、は
た
ま
た
未
確
認
生
物
な

ど
、エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
生
き
も
の
を
テ
ー
マ
に
、

ス
ト
ー
リ
ー
仕
立
て
で
迷
路
の
よ
う
な
会
場
を
つ

く
り
、子
供
達
に
標
本
や
資
料
を
見
た
り
触
っ
た

り
し
な
が
ら
探
検
し
て
も
ら
う
展
示
会
を
行
っ

て
き
た
。そ
の
ス
タ
イ
ル
で
、次
は
妖
怪
を
展
示
し

て
ほ
し
い
と
の
声
が
い
く
つ
も
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、怪
異
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と

ら
し
、人
智
を
超
え
た
自
然
現
象
に
遭
う
と
恐

怖
や
不
安
を
抱
い
て
き
た
。
妖
怪
は
そ
ん
な
人
の

心
の
変
化
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、そ
の
源

泉
は
、昔
の
人
の
心
に
あ
っ
た
海
へ
の「
お
そ
れ
」

（
畏
怖
の
念
）な
の
だ
・・・
と
。

　

萩
で
妖
怪
を
体
験・
体
感
で
き
る
！　

萩
博
物

館
が
ま
た
変
わ
っ
た
こ
と
を
や
っ
て
い
る
！　

と

話
題
を
呼
び
、本
展
は
約
２
ヶ
月
の
会
期
中
に
地

元
・
萩
市
の
人
口
を
上
回
る
約
４
万
５
千
人
の
来

場
が
市
内
外
か
ら
あ
っ
た
。し
か
し
私
は
、昔
の
人

に
あ
っ
た
海
へ
の「
お
そ
れ
」に
気
づ
い
て
も
ら
う

だ
け
で
な
く
、そ
れ
を
現
代
の
子
供
達
に「
芽
生

え
さ
せ
る
」こ
と
ま
で
で
き
な
い
か
、と
考
え
た
。

　

そ
こ
で
、お
そ
ら
く
前
例
が
な
い
で
あ
ろ
う
こ

と
に
挑
戦
し
た
。会
場
の
末
尾
に
、本
展
の
ス
ト
ー

リ
ー
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
、現
代
の
海
の「
怪
異
」

を
ぎ
っ
し
り
展
示
し
た
の
で
あ
る（
図
５
）。「
ア
マ

ビ
エ
」の
モ
デ
ル
と
も
考
え
ら
れ
る
リ
ュ
ウ
グ
ウ
ノ

ツ
カ
イ
な
ど
の
深
海
魚
が
近
年
、な
ぜ
か
萩
近
海

に
頻
出
し
て
い
る
。
水
温
の
変
化
の
た
め
か
、毒
が

あ
る
と
恐
れ
ら
れ
て
い
る
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
ダ
コ
や
ガ
ン

ガ
ゼ
も
増
加
し
て
い
る
。海
底
で
は
、海
藻
が
無
残

な
ほ
ど
に
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
。
科
学
や
医
学
が

発
達
し
て
い
な
い
時
代
の
人
々
な
ら
、こ
の
よ
う
な

異
変
や
怪
異
を
目
の
当
た
り
に
し
た
暁
に
は
恐

れ
を
抱
き
、何
か
し
ら
教
訓
や
前
兆
を
告
げ
る

妖
怪
を
創
造
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
異

変
や
珍
魚
・
怪
魚
の
標
本
や
写
真
を
い
く
つ
も
目

の
当
た
り
に
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
を
見
て
感
じ
た
こ
と
を
モ
チ
ー
フ
に
妖
怪

を
創
造
し
て
も
ら
う
「
海
の
妖
怪
創
作
コ
ン
ク
ー

ル
」を
展
示
後
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
行
っ
た
。

　

こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
は
１
０
９
点
の
作
品
が
寄
せ

ら
れ
た
。萩
の
寺
院
に「
大
蛇
の
頭
」と
し
て
伝
わ

る
サ
メ
の
頭
の
ミ
イ
ラ
を
モ
チ
ー
フ
に
、環
境
変
化

を
も
た
ら
す
人
々
を
戒
め
る
べ
く
、尾
か
ら
危
険

な
炎
を
出
す
妖
怪
を
描
い
た
小
学
生
の
作
品
は

最
優
秀
賞
を
受
賞（
図
６
）。
ほ
か
に
も
、人
物
、

生
物
、魔
物
な
ど
を
自
在
に
改
造
し
て
環
境
変

化
を
人
々
に
伝
え
た
り
警
告
し
た
り
す
る
妖
怪

が
続
々
。
現
代
、妖
怪
は
ア
ニ
メ
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

と
し
て
娯
楽
的
に
も
親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
、子

供
達
は
そ
の
感
覚
で
楽
し
み
な
が
ら
創
作
意
欲

を
燃
や
し
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、数
々
の

作
品
の
奥
底
に
、昔
の
人
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、

海
へ
の「
お
そ
れ
」の
よ
う
な
も
の
が
見
え
る
の
だ
。

子
供
達
は
本
展
の
序
盤
か
ら
中
盤
に
か
け
、日
本

人
が
い
か
に
海
を
人
智
を
超
え
た
存
在
と
見
な

し
て
お
そ
れ
て
い
た
か
を
知
り
、い
く
ら
か
共
感

で
き
る
部
分
に
気
づ
い
た
り
、自
身
に
も
似
た
メ

ン
タ
リ
テ
ィ
が
な
く
も
な
い
と
思
っ
た
り
し
た
子

供
も
い
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
へ
、現
代
の
海
の
環
境
異

変
の
数
々
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
れ
ば
、科
学
で

説
明
で
き
る
・
解
決
で
き
る
は
ず
の
現
代
で
も
、

人
智
や
科
学
が
海
の
見
え
な
い
力
に
凌
駕
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
戦
慄
や
不
安
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
。

程
度
の
差
は
あ
れ
、現
代
の
子
供
達
に
海
へ
の「
お

そ
れ
」が
わ
ず
か
な
が
ら
も
芽
生
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

現
代
、日
本
各
地
で
海
の
環
境
異
変
が
起
こ
っ

て
い
る
。
海
以
外
で
も
様
々
な
自
然
環
境
の
異
変

や
災
害
が
毎
年
の
よ
う
に
発
生
し
て
い
る
。
子
供

達
は
こ
の
先
、間
違
い
な
く
そ
の
中
を
生
き
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
。そ
ん
な
時
代
に
、も
ち
ろ
ん
科
学

の
知
識
や
技
術
を
駆
使
し
て
解
決
し
た
り
乗
り

越
え
た
り
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。一
方
で
、頭

の
片
隅
に
で
も
、海
は
人
智
を
超
え
う
る
も
の
な

の
だ
と
い
う
「
お
そ
れ
」を
も
つ
こ
と
は
、異
変
や

災
害
を
予
感
し
た
り
、海
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の

行
動
を
省
み
た
り
、海
の
未
来
に
思
い
を
巡
ら
し

た
り
と
、こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
て
い
く
「
術
」

と
し
て
あ
え
て
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

昔
の
人
々
が
海
へ
の「
お
そ
れ
」を
も
っ
て
い
た

こ
と
に
気
づ
い
て
も
ら
う
上
で
、各
地
で
語
り
継

が
れ
て
き
た
昔
話
や
伝
説
な
ど
を
伝
え
る
絵
本

や
ア
ニ
メ
、紙
芝
居
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
が
果
た
す
役

割
は
大
き
い
。
そ
こ
へ
、様
々
な
メ
デ
ィ
ア
の
意
図

を
三
次
元
化
し
て
観
覧・
体
験・
体
感・
探
究
さ
せ

ら
れ
る
博
物
館
は
、海
へ
の「
お
そ
れ
」を
再
起
さ

せ
た
り
芽
生
え
さ
せ
た
り
す
る
ツ
ー
ル
と
な
り

う
る
と
提
起
し
た
い
。
海
へ
の「
お
そ
れ
」を
巡
る

萩
博
物
館
の
挑
戦
は
、こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
。

謝
辞

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
萩
博
物
館
の「
海
の
妖
怪

展
」は
、船
の
科
学
館「
海
の
学
び
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

サ
ポ
ー
ト
」プ
ロ
グ
ラ
ム
１
「
海
の
企
画
展
サ
ポ
ー

ト
」の
支
援
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
こ

と
が
で
き
た
。同
館
の
担
当
者
や
関
係
者
の
方
々
、

お
よ
び
、本
展
の
企
画
・
準
備
・
実
施
に
お
い
て
情

報
提
供
や
資
料
貸
出
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
ご
協

力
を
賜
っ
た
志
摩
市
歴
史
民
俗
資
料
館
、鳥
羽
市

立
海
の
博
物
館
ほ
か
全
国
各
地
の
博
物
館
・
美
術

館
等
の
学
芸
員
や
担
当
者
の
方
々
に
深
謝
す
る
。

る
と
、日
本
人
が
こ
れ
ほ
ど
に
も
海
に
怪
異
を
見

出
し
て
き
た
の
か
と
感
嘆
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

そ
の
傍
ら
に
は
、三
重
県
志
摩
地
方
の
海あ

女ま

が
妖

怪「
共と
も

潜か
づ
き

」か
ら
身
を
守
る
た
め
お
ま
じ
な
い
の
印

「
セ
ー
マ
ン・
ド
ー
マ
ン
」を
描
い
て
身
に
つ
け
て
き

た
イ
ソ
テ
ヌ
グ
イ
（
鳥
羽
市
立
海
の
博
物
館
蔵
）

が
展
示
さ
れ
て
い
る（
図
３
）。
そ
れ
は
、海
に
生

き
る
人
々
が
海
の
超
自
然
的
な
力
を
信
じ
て
き

た
証
と
し
て
異
彩
な
オ
ー
ラ
を
放
つ
。
さ
ら
に
進

む
と
係
員
が
待
機
し
て
お
り
、そ
の
先
は
柄ひ

杓し
ゃ
く

を

一
本
ず
つ
持
っ
て
行
く
よ
う
勧
め
て
く
る
。
用
意

さ
れ
た
柄
杓
は
、な
ぜ
か
底
が
抜
け
て
い
る
。訝い
ぶ
か

し

み
な
が
ら
受
け
取
っ
て
真
っ
暗
な
通
路
を
お
そ
る

お
そ
る
歩
く
と
、周
囲
の
壁
に
め
ら
め
ら
と
青
白

い
光
が
う
ご
め
き
、ど
こ
か
ら
と
も
な
く
「
柄
杓

を
貸
せ
〜
」と
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。「
船
幽
霊
」

だ
！　

昔
の
人
は
船
の
底
に
た
ま
る
水
を
汲
み

出
す
た
め
柄
杓
を
積
ん
で
い
た
が
、海
で
死
ん
だ

人
の
霊
と
さ
れ
る
船ふ
な

幽ゆ
う

霊れ
い

は
そ
れ
を
借
り
て
海

水
を
注
ぎ
こ
ん
で
船
を
沈
め
よ
う
と
し
て
く
る
と

い
う
。
昔
の
人
は
、そ
ん
な
時
に
は
底
の
抜
け
た

（
ま
た
は
穴
の
あ
い
た
）柄
杓
を
渡
せ
ば
水
を
注

が
れ
ず
逃
れ
ら
れ
る
と
言
い
伝
え
て
き
た
。
そ
れ

に
ち
な
み
、会
場
で
も
底
な
し
柄
杓
を
船
幽
霊
の

絵
に
投
げ
込
む
と
先
へ
進
む
こ
と
が
で
き
る（
図

４
）。そ
の
後
、「
海
坊
主
」な
ど
の
絵
図
、妖
怪「
ダ

ン
ダ
ラ
ボ
ッ
チ
」を
撃
退
す
べ
く
編
み
出
さ
れ
た

と
い
う
三
重
県
波
切
の「
大
わ
ら
じ
」（
志
摩
市
歴

史
民
俗
資
料
館
）、実
在
の
魚
介
類
が
モ
チ
ー
フ

と
考
え
ら
れ
る「
鰐わ
に

鮫ざ
め

」「
龍
魚
」「
蛇へ
び

蛸だ
こ

」、ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
は「
河か
っ
ぱ童
」「
人
魚
」そ
し
て「
ア
マ
ビ

エ
」・・・
と
、日
本
各
地
の
海
の
妖
怪
と
そ
の
周
辺
や

背
後
の
モ
ノ・コ
ト
を
観
覧・
体
験・
体
感
し
て
い
く

う
ち
に
、妖
怪
の
本
質
に
関
わ
る
大
事
な
こ
と
に

気
づ
い
て
い
く
。
昔
の
人
は
い
つ
も
自
然
と
共
に
暮

堀
　
成
夫
（
萩
博
物
館
）

畏
怖
の
念
、海
、萩
博
物
館
、展
示
会
、妖
怪

海
へ
の「
お
そ
れ
」が

芽
生
え
る
か
！？

〜
萩
博
物
館「
海
の
妖
怪
展
」の
挑
戦

新
た
な
価
値
の
創
造
❶

キ
ー
ワ
ー
ド

図１ 萩博物館「海の妖怪展」の
ポスター・リーフレット

右／図３ 会場内のメイン部分。資
料やグラフィックだけでなく、ギミッ
ク、デジタル演出、妖しい照明など
を施した迷路のような構造
左／図４ 来場者が船幽霊と対峙
するギミックは、SNSで大きな話題
を呼んだ

図２ 入口ゲートをくぐって廊下を進む子供達。この先、女
性の絵のそばを通り過ぎようとすると・・・

図５ 会場の一角に、現代の萩の海の異変・珍魚・怪魚などをぎ
っしり集めて展示

図６ 「海の妖怪創作コンクール」の最優秀作品「蒼
そう

炎
えん

毒
どく

蛇
じゃ
」（藤田大

耀さん作）。青い炎をまとった尾のあたりに、現代の環境異変の一因・海
洋ゴミが見える。傍らでは、古来の海坊主や平家蟹が圧倒されている

〜
萩
博
物
館「
海
の
妖
怪
展
」の
挑
戦

の
あ
る
リ
ュ
ウ
グ
ウ
ノ
ツ
カ
イ
な
ど
の
海
洋
生
物

が
萩
に
は
以
前
か
ら
よ
く
出
現
し
、そ
の
謎
に
関

心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。な
ら
ば
、当
館
の
記
念
す

べ
き
開
館
20
年
目
の
２
０
２
４
年
夏
、海
の
妖
怪

の
展
示
会
に
挑
も
う
で
は
な
い
か
。

　

学
芸
員
や
研
究
員
、実
行
委
員
に
よ
る
協
議
、

関
係
者
や
事
業
者
と
の
試
行
錯
誤
の
末
、昨
年
７

〜
９
月
、当
館
の
約
４
０
０
㎡
の
会
場
に
次
の
よ

う
な
、そ
の
名
も
「
海
の
妖
怪
展
」が
開
幕
し
た

（
図
１
）。ま
ず
、入
口
ゲ
ー
ト
を
く
ぐ
る
と
、薄
暗

い
海
の
よ
う
な
廊
下
に
何
人
か
の
女
性
の
絵
が

う
っ
す
ら
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る（
図
２
）。
そ
れ

ら
は
レ
ン
チ
キ
ュ
ラ
ー
印
刷
さ
れ
て
い
て
、そ
ば
を

通
る
と
一
転
、長
崎
県
な
ど
の
海
辺
に
伝
わ
る

「
濡
女
」や
「
磯
女
」に
変
化
し
て
見
え
る
の
だ
。

ゾ
ッ
と
し
な
が
ら
足
早
に
過
ぎ
る
と
、今
度
は
日

本
各
地
の
海
辺
の
妖
怪
の
伝
承
が
た
く
さ
ん
掲

げ
ら
れ
た
空
間
に
出
る
。
と
て
も
全
て
は
読
み
切

れ
な
い
が
、お
び
た
だ
し
い
数
の
伝
承
に
囲
ま
れ
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「
子
ど
も
の
た
め
の
民
話
」を

生
ん
だ
近
代

　

民
話
は
誰
の
も
の
か
。か
つ
て
、民
話
は
子
ど
も

た
ち
の
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。明
治
期

に
は
巌
谷
小
波
や
久
留
島
武
彦
が
、近
代
化
す
る

日
本
の
将
来
を
担
う
児
童
の
教
育
に
民
話
を
活

用
す
べ
く
、民
話
を
再
話
し
た「
お
伽
噺
」や
、民

話
を
ス
テ
ー
ジ
で
朗
読
す
る「
口
演
童
話
」で
人

気
を
博
し
、民
話
＝
子
ど
も
の
も
の
、と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
世
に
広
め
た
。大
正
期
に
入
る
と
、大
人

に
は
な
い
子
ど
も
独
自
の
純
真
無
垢
な
感
受
性

や
空
想
力
を
大
事
に
す
る
べ
き
だ
と
す
る「
童
心

主
義
」に
拠
り
、蘆
谷
蘆
村
が
創
刊
し
た
雑
誌

『
童
話
研
究
』や
、鈴
木
三
重
吉
が
主
宰
し
た
雑
誌

『
赤
い
鳥
』に
、童
話
を
研
究
し
て
創
作
し
、児
童

教
育
に
役
立
て
る
と
い
う
姿
勢
の
作
家
・
研
究
者
・

教
育
者
が
集
う
よ
う
に
な
っ
た【
注
１
】。そ
の
中
で

子
ど
も
を
善
導
す
る
た
め
の
読
み
物
と
し
て
、日

本
の
民
話
の
再
話
や
外
国
の
民
話
の
翻
訳
や
翻

案
が
な
さ
れ
、ま
た
創
作
民
話
―
民
話
風
の
創

作
童
話
―
も
生
み
出
さ
れ
た
。「
民
話
は
子
ど

も
の
た
め
の
も
の
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、す
ぐ
れ

て
近
代
の
所
産
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
子
ど
も
の
た
め
の
民
話
」と
い
う

言
説
に
批
判
的
だ
っ
た
の
が
、日
本
民
俗
学
を
確

立
す
る
柳
田
國
男
で
あ
る
。柳
田
は
昔
話
や
伝
説

は
地
域
の
生
活
や
歴
史
に
根
差
し
た
も
の
で
あ

り
、儀
礼
の
場
で
大
人
た
ち
が
伝
承
し
て
い
た
が
、

後
世
に
な
っ
て
信
仰
が
緩
み
、日
常
子
ど
も
た
ち

を
相
手
に
語
ら
れ
る
も
の
へ
と
変
化
し
た
と
し
、

始
め
か
ら
子
ど
も
た
ち
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

説
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
今
な
お
、民
話
は
子
ど
も
に
語

り
・
伝
統
行
事・
郷
土
料
理・
方
言
な
ど
の
調
査
研

究
を
対
象
と
す
る
「
地
域
文
化
研
究
部
門（
個

人
・
団
体
）」、昔
話
・
伝
説
な
ど
民
話
の
調
査
研

究
を
対
象
と
す
る
「
地
域
民
話
研
究
部
門（
個

人・
団
体
）」、学
校
や
ク
ラ
ス
単
位
で
の
生
徒
に
よ

る
調
査
研
究
や
活
動
実
績
を
対
象
と
す
る「
学

校
活
動
部
門
」の
3
部
門
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
の
狙
い
は
、高
校
生
に
各
自
が

生
活
す
る
地
域
に
固
有
の
民
俗
文
化
や
民
話
が

あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
そ

う
し
た
地
域
の
民
俗
文
化
や
民
話
を
調
査
研
究

す
る
こ
と
を
通
じ
て
、地
域
の
先
人
た
ち
が
伝
承

し
て
き
た
文
化
か
ら
現
代
に
通
じ
る
何
か
を
学

び
、さ
ら
に
は
地
域
の
伝
承
文
化
を
次
代
へ
と
つ

な
げ
る
契
機
と
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
も
込
め

ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
呼
び
か
け
に
対
し
て
、毎
年
多
く
の

高
校
生
が
個
人
・
団
体
で
の
調
査
研
究
の
成
果
を

応
募
し
て
く
れ
て
い
る
。２
０
２
４
年
の
入
賞
作
品

の
題
材
を
挙
げ
る
と
、「
河
童
伝
承
」「
大
森
彦
七・

落
武
者
伝
説
」「
青
葉
の
笛
伝
説
」「
旧
字
の
考
察
」

「
阿
黒
王
伝
説
」「
日
蓮
伝
説
」「
釣
鐘
池
伝
説
」と
、

い
ず
れ
も
地
域
に
根
差
し
た
題
材
を
取
り
上
げ
、

深
く
掘
り
下
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

で
は
こ
う
し
た
民
話
に
高
校
生
は
い
か
に
し
て

出
会
っ
て
い
る
の
か
。「
高
校
生
新
聞
Ｏ
Ｎ
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
」の
２
０
２
３
年
・
第
19
回
受
賞
者
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー（
株
式
会
社
ス
ク
ー
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
、２

０
２
４
）か
ら
見
て
み
た
い
。

　

地
域
民
話
研
究
部
門（
団
体
）優
秀
賞
に
輝
い

た
浜
名
高
校
史
学
部「
浜
松
市
天
竜
区
鹿
島
に

伝
わ
る
不
思
議
な
金
貸
水
神
伝
説
の
起
源
―
な

ぜ「
水
神
様
が
病
気
を
担
保
に
お
金
を
貸
す
」の

か
―
」は
、病
気
を
担
保
に
お
金
を
貸
し
て
く
れ

る
と
い
う
不
思
議
な
水
神
信
仰
と
、そ
の
縁
起
を

説
明
す
る
民
話
と
を
丹
念
に
調
べ
た
こ
と
が
評

価
さ
れ
て
い
る
。
病
気
を
担
保
に
借
金
す
る
と
い

う
こ
と
は
、借
金
を
返
さ
な
け
れ
ば
病
気
が
借
金

の
カ
タ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、つ
ま
り
は
病
気
平
癒
祈
願
の
一
形

態
な
の
だ
が
、こ
の
よ
う
な
形
を
と
る
祈
願
は
全

国
的
に
も
珍
し
い
。
こ
の
伝
承
と
の
出
会
い
に
つ
い

て
、史
学
部
の
生
徒
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
「
一
冊
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
が
研
究
の
き
っ
か

け
で
、水
神
社
の
存
在
自
体
は
通
学
す
る
度
に
見

か
け
て
い
た
の
で
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、伝
説
の
存

在
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、そ
の
内
容
の
ユ

ニ
ー
ク
さ
に
驚
き
ま
し
た
。「
病
気
を
担
保
に
お

金
を
貸
す
水
神
」と
い
う
話
が
で
き
た
背
景
を

知
り
た
い
と
思
い
、研
究
を
始
め
ま
し
た
。」（
株

式
会
社
ス
ク
ー
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
、２
０
２
４
）

　

日
々
見
て
い
る
は
ず
の
水
神
に
関
す
る
伝
説
は
、

そ
の
近
く
で
学
校
生
活
を
送
る
高
校
生
に
は
共

有
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
一
冊
の
本
」か
ら
文
字
を
通

じ
た
知
識
と
し
て
初
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

現
在
に
お
い
て
民
話
は
、生
活
の
中
で
自
然
と
知

る
も
の
で
は
な
く
、資
料
を
調
べ
て
初
め
て
そ
の

存
在
を
知
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は

浜
名
高
校
史
学
部
だ
け
の
事
情
で
は
な
い
だ
ろ

う
。通
学
す
る
生
徒
た
ち
は
そ
こ
で
大
半
の
時
間

を
過
ご
し
て
い
な
が
ら
も
、学
校
外
の
地
域
の
文

化
と
は
隔
絶
し
た
環
境
に
置
か
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
民
話
を
調
べ
る
過
程
を
通
じ
て
、単
な
る

通
学
時
に
通
過
す
る
空
間
と
し
て
で
は
な
く
、歴

史
や
文
化
が
蓄
積
さ
れ
た
重
層
的
な
空
間
と
し

て
の
地
域
を
再
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず

だ
。
民
話
を
知
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
、そ
の
地
域

の
一
員
と
な
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

　

か
つ
て
は
地
域
や
家
庭
内
で
生
活
の
一
部
と
し

て
伝
承
さ
れ
て
い
た
民
話
も
、生
活
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
変
化
に
よ
り
伝
え
ら
れ
る
機
会
が

少
な
く
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、地
域
の
民
話
が

地
域
で
は
共
有
さ
れ
て
お
ら
ず
、資
料
な
ど
を
読

ん
で
主
体
的
に
知
る
こ
と
で
初
め
て
共
有
さ
れ
る

と
い
う
、現
在
の
民
話
を
と
り
ま
く
状
況
を
き
ち

ん
と
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上

で
、民
話
を
知
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
も
ま
た
、

見
つ
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
話
を
知
る

こ
と
は
、そ
の
地
域
を
生
き
た
人
た
ち
の
伝
承
文

化
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
民
話
を
知
る
こ
と
で
、

地
域
が
単
な
る
空
間
で
は
な
く
、豊
か
な
意
味
を

持
っ
た
場
所
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
は
ず
だ
。

知
る
こ
と
は
民
話
を
「
自
分
の
も
の
」と
す
る
こ

と
で
あ
り
、地
域
の
伝
承
文
化
を
生
き
る
生
活

者
と
な
る
こ
と
な
の
だ
。

　

地
域
の
伝
承
文
化
を
繋
ぐ
た
め
に
も
、こ
う
し

た「
民
話
を
知
る
」機
会
が
今
、必
要
と
さ
れ
て
い

る
。「
民
話
は
誰
の
も
の
か
」と
い
う
問
い
に「
他

な
ら
ぬ
私
た
ち
の
も
の
で
す
」と
主
張
で
き
る
生

活
者
あ
っ
て
こ
そ
、地
域
の
伝
承
文
化
は
引
き
継

が
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
。

地
域
の
文
化
と
し
て
の

民
話
と
出
会
う
た
め
に

　

民
話
が
子
ど
も
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は

な
く
、地
域
の
文
化
と
し
て
生
ま
れ
、伝
え
ら
れ

て
き
た
こ
と
を
学
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
意
図
で
企

画
さ
れ
た
の
が
、高
校
生
新
聞
社
と
國
學
院
大

學
が
共
催
す
る「「
地
域
の
伝
承
文
化
に
学
ぶ
」コ

ン
テ
ス
ト
」で
あ
る
。
２
０
２
４
年
に
第
20
回
が
開

催
さ
れ
た
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
は
、高
校
生
を
対
象
と

し
て「
各
地
域
に
伝
わ
る
昔
話・
伝
説
や
祭
り
・
伝

統
行
事
・
郷
土
料
理
・
方
言
な
ど
の
文
化
の
調
査

研
究
や
、学
校
や
部
な
ど
で
行
っ
て
い
る
地
域
研

究
活
動
の
実
践
報
告
を
募
集
」す
る
も
の
で
、祭

飯
倉
義
之
（
國
學
院
大
學
文
学
部
）

「
地
域
の
伝
承
文
化
に
学
ぶ
」コ
ン
テ
ス
ト
、童
話
、柳
田
國
男
、

地
域
研
究
、郷
土
史
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク　

高
校
生
た
ち
、

地
域
の
民
話
か
ら
学
ぶ

新
た
な
価
値
の
創
造
❷

キ
ー
ワ
ー
ド

る
も
の
、と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
世
の
中
に
広
く
定
着

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
現
在
で

は
生
活
の
中
に
民
話
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感

す
る
機
会
は
稀
で
あ
る
。
民
話
に
絵
本
や
テ
レ
ビ

ア
ニ
メ
で
し
か
接
し
た
こ
と
が
な
い
人
は
多
い
だ
ろ

う
し
、そ
の
話
の
内
容
も
「
鶴
の
恩
返
し
」や「
お

む
す
び
こ
ろ
り
ん
」な
ど
全
国
的
に
知
ら
れ
た
も

の
が
中
心
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は「
シ
ン
デ
レ
ラ
」「
白

雪
姫
」な
ど
の
外
国
の
民
話
、さ
ら
に
は「
か
ぐ
や

姫
」の
よ
う
な
古
典
文
学
の
再
話
や
、「
人
魚
姫
」

「
親
指
姫
」「
マ
ッ
チ
売
り
の
少
女
」【
注
２
】の
よ
う

な
近
代
に
創
作
さ
れ
た
児
童
文
学
作
品
ま
で「
民

話
」と
し
て
く
く
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。現
在
の
私
た
ち
は
、生
活
の
中
に
息
づ

く
民
話
と
出
会
う
機
会
が
希
薄
な
の
で
あ
る
。

【
注
１
】北
原
白
秋（
１
８

８
５
〜
１
９
４
２
）、新
美

南
吉（
１
９
１
３
〜
４
３
）、

小
川
未
明（
１
８
８
２
〜

１
９
６
１
）ら
が
寄
稿
し
、

現
代
ま
で
読
み
継
が
れ
、

歌
い
継
が
れ
る
作
品
が
発

表
さ
れ
た
。

【
注
２
】デ
ン
マ
ー
ク
の
童

話
作
家
・
詩
人
の
ハ
ン
ス
・

ク
リ
ス
チ
ャ
ン・
ア
ン
デ
ル
セ

ン（
１
８
０
５
〜
７
５
）の

手
に
よ
る
創
作
／
児
童
文

学
作
品
で
あ
り
、語
り
継

が
れ
た「
民
話
」で
は
な
い
。

　

民
話
が
子
ど
も
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は

な
く
、地
域
の
文
化
と
し
て
生
ま
れ
、伝
え
ら
れ

「
地
域
の
伝
承
文
化
に
学
ぶ
」コ
ン
テ
ス
ト
、童
話
、柳
田
國
男
、

「
地
域
の
伝
承
文
化
に
学
ぶ
」コ
ン
テ
ス
ト
、童
話
、柳
田
國
男
、

「
地
域
の
伝
承
文
化
に
学
ぶ
」コ
ン
テ
ス
ト
、童
話
、柳
田
國
男
、

地
域
の
民
話
か
ら
学
ぶ

地
域
の
民
話
か
ら
学
ぶ

地
域
の
民
話
か
ら
学
ぶ
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島
人
の
記
憶
に
あ
る
蛇
と
雨

　

令
和
７
年
の
干
支
は
巳
年
。利
尻
島
で
は
蛇
と

大
雨
が
結
び
つ
い
て
い
た
。
利
尻
町
沓
形
に
あ
る

北
見
冨
士
神
社
の
祭
典
に
お
い
て
香
具
師
が
蛇

を
身
体
に
巻
き
付
け
る
演
芸
の
と
き
に
例
年
に

な
い
大
雨
が
降
っ
た
こ
と
を
島
人
た
ち
は
利
尻
の

女
の
神
様
が
嫌
い
な
蛇
が
島
に
来
た
か
ら
だ
と

語
っ
て
い
た
。こ
の
こ
と
は
70
歳
前
後
の
島
人
た
ち

の
幼
い
頃
の
記
憶
に
よ
る
。
現
在
よ
り
も
60
年
ほ

ど
前
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。北
見
冨
士
神
社
祭
典

の
大
雨
が
蛇
と
女
神
様
に
繋
が
っ
て
い
た
の
は
そ

の
時
か
ら
な
の
か
、そ
れ
以
前
か
ら
な
の
か
は
わ

か
ら
な
い
。
島
人
の
記
憶
に
あ
る
神
社
祭
典
と
蛇

と
雨
と
女
神
様
の
こ
と
は
、宗
谷
バ
ス
利
尻
営
業

所
の
バ
ス
ガ
イ
ド
が
利
尻
島
を
紹
介
す
る
シ
ナ
リ

オ
に
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
。
利
尻
島
に
蛇
が
生
息

し
て
い
な
い
の
は
島
の
女
神
様
が
蛇
を
嫌
っ
て
い
る

か
ら
だ
と
も
あ
る
。現
在
で
は
神
社
祭
典
で
香
具

師
た
ち
の
来
島
は
か
つ
て
の
よ
う
な
賑
わ
い
が
な

く
、蛇
や
サ
ー
カ
ス
な
ど
の
演
芸
な
ど
が
ま
っ
た

く
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
な
の
か
神
社
祭
典
で

多
少
の
雨
が
降
っ
て
も
蛇
と
結
び
つ
け
て
語
ら
れ

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
主
に
還
暦
を
超
え
た

島
人
た
ち
の
記
憶
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
、若

い
世
代
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

海
の
道
を
渡
っ
た
伝
説

　

現
代
に
お
い
て
利
尻
島
の
伝
説
に
出
会
う
の
は

　

利
尻
山
と
繋
が
る
樺
太
の
山
は
松
浦
武
四
郎
の

『
武
四
郎
廻
浦
日
記
』や『
唐
太
日
記
』、松
田
伝

十
郎
の『
北
夷
談
』や『
日
本
地
理
大
系
第
十
巻

日
本
・
樺
太
篇
』な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
。『
武
四

郎
廻
浦
日
記
』巻
之
十
五
・
巻
之
廿
と『
唐
太
日

記
』下
巻
に
み
え
る
ト
ッ
ソ（
近
代
以
降
の
文
献

で
は
突
阻
山
）は「
其
形
リ
イ
シ
リ
に
よ
く
似
た

り
、依
て
土
人
リ
イ
シ
リ
の
婦
山（
メ
ノ
コ
ヤ
マ
）な

り
と
云
」と
あ
る
。『
武
四
郎
廻
浦
日
記
』巻
之
廿

に
ト
ウ
コ
タ
ン
は
利
尻
山
の
女
山
で「
リ
イ
シ
リ
の

岳
と
夫
婦
」、『
北
夷
談
』に
は
ト
ウ
キ
タ
イ
ウ
ツ
シ

リ
は「
リ
イ
シ
リ
山
の
女
と
昔
よ
り
夷
人
共
申
伝

へ
し
由
」と
あ
る
。
利
尻
山
と
直
線
距
離
で
ト
ッ

ソ
は
３
０
０
㎞
以
上
、ト
ウ
キ
タ
イ
ウ
ツ
シ
リ
は
２

０
０
㎞
以
上
あ
り
、樺
太
に
あ
る
二
つ
の
山
か
ら

利
尻
山
は
見
え
な
い
。

　

近
世
以
降
の
利
尻
島
と
利
尻
山
伝
説
は
い
ず

れ
も
利
尻
島
の
外
界
の
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
語
り

で
あ
る
。
海
の
道
を
行
き
来
す
る
ア
イ
ヌ
の
人
た

ち
に
と
っ
て
、海
上
に
そ
び
え
立
つ
利
尻
島
は
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
の
疑
問
が
果
て

し
な
く
広
が
る
。

利
尻
島
の
歴
史
を

民
話
に
紡
ぎ
創
る

　

さ
て
、こ
う
し
て
み
て
き
た
近
世
以
降
の
史
料

に
み
え
る
利
尻
島
・
山
の
伝
説
は
島
の
外
界
の
ア

イ
ヌ
の
人
た
ち
の
語
り
で
あ
る
。
利
尻
島
の
内
界

に
お
い
て
外
界
の
沼
や
山
と
繋
が
る
ア
イ
ヌ
の
人

た
ち
の
伝
説
が
書
か
れ
て
い
る
史
料
に
接
し
た
こ

と
は
な
い
。
近
世
末
か
ら
北
海
道
本
島
や
本
州
の

日
本
海
側
か
ら
利
尻
島
に
渡
っ
て
来
た
人
た
ち

に
は
、近
世
の
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
伝
説
が
語
り

伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。利
尻
島
の
近
世
の
ア
イ
ヌ
の

人
た
ち
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
史
料

だ
け
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
が
近
世
を
ど
の

よ
う
に
生
き
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
、現
代

を
生
き
る
島
人
の
生
き
方
に
も
繋
げ
ら
れ
る
と

思
わ
れ
る
。近
世
だ
け
で
な
く
人
が
住
み
始
め
た

古
代
か
ら
の
歴
史
的
な
出
来
事
を
昔
話
と
し
て

創
り
、語
り
継
ぐ
こ
と
が
歴
史
の
記
憶
の
風
化
を

防
ぎ
、歴
史
を
知
り
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
歴
史
的
な
出
来
事

か
ら
、そ
の
時
代
を
よ
り
具
体
的
に
知
り
得
る
も

の
と
し
て
１
６
９
６
年
５
月
に
利
尻
島
に
漂
着
し

た
８
人
の
朝
鮮
人
の
ひ
と
り
李
志
恒
が
書
い
た
日

記「
漂
舟
録
」が
あ
る（
池
内
、１
９
９
４
、１
９
９

８
）。
泰
山
に
漂
着
す
る
ま
で
を
要
約
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。
１
６
９
６
年
４
月
13
日
朝
鮮
の

釜
山
発
船
、４
月
28
日
寧
海
を
出
帆
・
漂
流
、12

日
目
山
が
青
い
天
に
そ
び
え
立
ち
、山
の
上
に
積

も
っ
た
雪
が
白
く
見
え
る
泰
山
に
近
づ
い
た
、13

日
目
朝
、陸
地
を
眺
め
上
陸
す
る
と
人
の
住
む
よ

う
な
と
こ
ろ
は
な
く
山
裾
に
臨
時
に
つ
く
ら
れ
た

20
余
軒
の
草
家
が
あ
り
中
に
鱈
と
鰊
が
無
数
に

か
け
ら
れ
て
い
た
、14
日
目
朝
、人
家
を
探
す
と

西
の
方
に
煙
が
立
ち
上
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
の

で
進
ん
だ
。
船
着
き
場
か
ら
出
て
き
た
５
〜
６
人

の
容
貌
は
み
ん
な
黄
色
い
服
を
着
て
黒
い
髪
に
長

い
髭
だ
っ
た
、年
と
っ
た
何
人
か
は
黒
い
毛
皮
を
ま

と
い
小
さ
な
刀
を
ひ
と
つ
帯
び
て
い
た
、家
の
前
に

棹
台
が
あ
り
魚
が
林
の
よ
う
に
か
け
ら
れ
鯨
の

干
し
肉
も
山
の
よ
う
に
積
ま
れ
て
い
た
、14
日
目

丘
に
登
っ
て
四
方
を
眺
め
て
東
北
側
に
見
え
た

陸
地
に
小
さ
な
海
を
ひ
と
つ
越
え
て
船
を
着
け

た
、泰
山
と
同
じ
よ
う
な
人
た
ち
が
住
ん
で
い
た
。

　
『
漂
舟
録
』に
は
こ
の
よ
う
に
１
６
９
６
年
に
漂

着
し
た
泰
山
の
様
子
と
利
尻
島
と
出
会
っ
た
ア

イ
ヌ
の
人
た
ち
の
こ
と
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
泰
山
・
利
尻
島
の
こ
と
を
物
語
と
し

て
編
む
な
ら
ば
利
尻
島
の
歴
史
を
史
実
に
基
づ
い

て
現
代
に
伝
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
大
事
な

こ
と
は
、「
な
ぜ
」・「
ど
う
し
て
」と
い
う
疑
問
を
表

す
こ
と
と
思
う
。「
20
余
軒
の
草
家
が
あ
り
家
の

中
に
鱈
と
鰊
が
無
数
に
か
け
ら
れ
て
」い
る
の
は

ど
う
し
て
な
の
か
、「
鯨
の
干
し
肉
」は
ど
う
す
る

の
か
な
ど
、疑
問
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
状

況
を
思
い
浮
か
べ
理
論
的
に
組
み
立
て
て
い
く
こ

と
が
歴
史
を
知
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

四
方
を
海
で
囲
ま
れ
た
利
尻
島
は
い
つ
の
時
代

に
お
い
て
も
海
と
と
も
に
生
き
て
き
た
島
人
た
ち

の
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
利
尻
島
の
歴
史
を
現

代
に
伝
え
、未
来
の
島
の
あ
り
方
を
思
う
と
き
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
海
と
と
も
に
生
き
て

き
た
島
人
を「
な
ぜ
」・「
ど
う
し
て
」を
組
み
込
ん

だ
民
話
を
創
っ
て
い
く
こ
と
が
未
来
の
島
の
あ
り

方
に
繋
が
る
と
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
必
要

な
の
は
、利
尻
の
海
と
島
人
の
民
話
と
島
の
歴
史

と
を
紡
ぎ
創
る
こ
と
で
あ
る
。

よ
り
抜
出
た
り
と
云
て
、土
人
至
て
尊
信
し
て
、エ

ナ
ヲ
を
指
て
通
る
也
』と
あ
る（
秋
葉
、１
９
８
８
）。

天
塩
の
沼
は
サ
ラ
キ
シ
沼
で
現
在
は
埋
め
立
て
ら

れ
て
い
る
。稚
内
の
エ
ナ
ヲ
ト
ウ
ゲ
の
神
沼
は
南
稚

内
の
坂
の
下
の
龍
神
沼
で
あ
る
。『
日
本
地
理
大

系
第
十
巻
日
本
・
樺
太
篇
』に
は
利
尻
山
に
よ
く

似
た
形
の
樺
太
の
突
祖
山
よ
り
二
里
ほ
ど
奥
の
と

こ
ろ
か
ら
利
尻
山
が
飛
び
さ
り
、そ
の
跡
が
大
き

な
沼
に
な
っ
て
い
る
と
あ
る（
山
本
、１
９
３
０
）。

『
北
海
道
の
伝
説
』に
は
札
幌
の
近
く
の
千
歳
の

近
く
に
あ
っ
た
山
が
あ
る
年
の
大
海
嘯
で
も
ぎ

と
ら
れ
て
、石
狩
の
長
沼
に
あ
る
サ
マ
ッ
キ
ヌ
プ
リ

に
ぶ
つ
か
っ
て
山
を
横
ざ
ま
に
ね
じ
り
倒
し
そ
の

ま
ま
石
狩
川
か
ら
海
に
出
て
流
れ
利
尻
島
に

な
っ
た
と
あ
る（
更
科
･
渡
辺
、１
９
５
２
）。

西
谷
榮
治ア

イ
ヌ
、語
り
、記
憶
、島
人
、伝
説
、紡
ぐ

利
尻
島
の
歴
史
を

民
話
に
紡
ぎ
創
る

新
た
な
価
値
の
創
造
❸

キ
ー
ワ
ー
ド

近
世
以
降
の
文
献
に
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
も
の
だ

け
で
あ
る
。
樺
太
や
北
海
道
本
島
の
沼
か
ら
利

尻
島
が
抜
け
出
た
こ
と
、道
央
の
山
の
一
部
が
も

ぎ
取
ら
れ
川
を
下
っ
て
海
に
出
て
流
れ
着
い
た
こ

と
、利
尻
山
と
樺
太
の
山
が
夫
婦
と
し
て
繋
が
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

利
尻
島
が
樺
太
や
北
海
道
本
島
の
沼
か
ら
抜

け
出
た
こ
と
は
松
浦
武
四
郎『
西
蝦
夷
日
誌
』巻

之
七
や『
武
四
郎
廻
浦
日
記
』に
あ
る
。『
西
蝦
夷

日
誌
』巻
之
七
の
天
塩
の
と
こ
ろ
に「
上
に
沼
長

廿
余
丁
巾
七
丁　

其
深
サ
し
れ
難
し
と
。
土
人

の
言
に
、此
処
よ
り
リ
イ
シ
リ
山
は
一
夜
に
抜
出

た
り
と
云
り
。霊
有
と
て
土
人
此
沼
を
崇
信
す
」

と
あ
り
、稚
内
の
と
こ
ろ
に『
峠
エ
ナ
ヲ
ト
ウ
ゲ
に

至
る
や
神
沼
周
り
八
丁　

リ
イ
シ
リ
の
島
は
是
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道あかり
（道の駅）

稲村の火の館

広八幡神社
広小学校

濱口梧陵記念館
（濱口梧陵生家）

広村堤防
（国指定文化財 史跡）

大道

▼宝永地震の津波：約１１M
▼安政地震の津波：約６M
▼昭和南海地震の津波：約４M

（３.５M）（５～６M） （２０M）（３M）

天
皇
の
波
止

畠
山
石
堤

広
村
堤
防

広
八
幡
神
社

（避難地点）

(避難
経路
)

民
話
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の

活
用
可
能
性
と
そ
の
意
義

背
景
と
目
的

　

民
話
は
主
に
口
承
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
た
め
、

そ
の
本
質
的
な
特
徴
と
し
て
無
形
性
で
あ
る
こ

と
が
多
い
。
海
の
民
話
も
人
々
の
語
り
の
中
で
生

き
続
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、災
害
に
関
す
る

民
話
の
中
に
は
、有
形
の
遺
構
や
習
俗
と
と
も
に

伝
承
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、各
地
で
耳

に
す
る
大
津
波
が
村
を
襲
っ
た
際
、大
き
な
石
の

あ
る
場
所
ま
で
逃
げ
た
者
が
助
か
っ
た
「
津
波

石
」や
僧
侶
が
津
波
か
ら
逃
げ
る
目
安
と
し
て
造

り
、江
戸
時
代
か
ら
明
治
期
ま
で
地
元
の
漁
師
達

に
代
々
受
け
継
い
で
き
た
「
妙
法
寺
の
石
灯
籠
」

（
高
知
市
浦
戸
地
区
）な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

過
去
の
史
実
に
も
と
づ
き
、石
や
灯
籠
な
ど
の
有

形
性
を
伴
い
な
が
ら
訓
話
や
教
訓
と
し
て
現
在

に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　

本
論
で
は
、こ
の
よ
う
な
有
形
性
を
伴
う
民
話

に
焦
点
を
あ
て
、現
在
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
海

私
財
で
始
め
た
。
こ
の
事
業
に
は
、津
波
に
よ
り

発
生
し
た
瓦
礫
や
塩
分
を
含
ん
だ
田
畑
の
土
を

処
理
し
、年
貢
が
非
常
に
高
か
っ
た
田
畑
を
堤
防

に
す
る
こ
と
に
よ
り
税
を
減
免
す
る
狙
い
も
あ
っ

た
。
濱
口
梧
陵
を
中
心
と
し
た
事
業
に
よ
り
、村

民
の
離
散
は
防
が
れ
た
と
い
う
。

　

広
村
堤
防（
図
１
）は
、高
さ
５
m
、根
幅
20
m
、

延
長
６
０
０
m
で
あ
る
。最
高
高
さ
は
６
．１３
m
あ

り
、安
政
の
津
波
の
際
に
東
濱
口
家
住
宅
の
柱
に

残
さ
れ
た
津
波
の
痕
跡
の
高
さ
５
．０４
m
を
参
考

に
設
計
・
築
造
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
津
波
被
害
を

教
訓
に
作
ら
れ
た
広
村
堤
防
は
、１
９
４
６
（
昭

和
21
）年
の
南
海
地
震
の
際
に
発
生
し
た
津
波
か

ら
広
村
の
集
落
を
守
っ
て
い
る
。

可
視
化
さ
れ
る

民
話
継
承
の
３
つ
の
形

1
伝
承
の
道
を
な
ぞ
る
祭
り
の
軸
線

　

安
政
の
津
波
か
ら
１
５
０
年
後
の
２
０
０
３

（
平
成
15
）年
に
、火
を
灯
し
た
松
明
を
持
ち
広

村
堤
防
の
そ
ば
に
立
地
す
る
役
場
か
ら
広
八
幡

の
民
話
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
活
用
可
能
性
と
そ
の

意
義
に
つ
い
て
、建
築
・
地
域
計
画
の
観
点
か
ら
考

察
を
試
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、災
害
に
関
連
す

る
和
歌
山
県
広
川
町
の「
稲
む
ら
の
火
」の
伝
承

事
例
に
着
目
す
る
。
当
該
事
例
は
、過
去
の
伝
承

が
来
る
べ
き
南
海
ト
ラ
フ
地
震
・
津
波
災
害
に
対

す
る
防
災
面
の
役
割
と
し
て
、地
域
計
画
や
祭
り

な
ど
、日
常
と
災
害
と
し
て
の
非
日
常
の
あ
り
方

に
向
け
て
、実
践
的
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
本
論

を
通
し
て
、民
話
の
翻
訳
が
現
在
の
ま
ち
づ
く
り

へ
向
け
た
展
開
可
能
性
を
見
出
し
て
み
た
い
。

稲
む
ら
の
火
祭
り
と

広
村
堤
防

対
象
地
と
そ
の
民
話

1
防
災
の
町
と
し
て
広
川
町

　

和
歌
山
県
有
田
郡
広
川
町
は
、和
歌
山
県
の

中
部
に
位
置
し
、１
９
５
５（
昭
和
30
）年
に
広
村・

南
広
村
・
津
木
村
の
合
併
に
よ
り
で
き
た
自
治
体

で
あ
る
。
広
川
町
は
、１
８
５
４
（
安
政
元
）年
に

発
生
し
た
津
波
後
、１
８
５
８
（
安
政
５
）年
に
築

神
社
ま
で
練
り
歩
く
「
稲
む
ら
の
火
祭
り
」が
地

元
有
志
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
（
図
2
）。
役
場
か

ら
主
要
道
の「
大
道（
お
お
み
ち
）」を
通
り
広
八

幡
神
社
に
至
る
ル
ー
ト
は
、安
政
の
津
波
の
際
の

避
難
経
路
で
あ
り
、現
在
も
広
地
区（
旧
広
村

域
）の
住
民
の
避
難
経
路
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
。祭
り
の
参
加
者
は
、稲
む
ら
の
火
が
灯
る

ル
ー
ト
を
歩
き
、広
八
幡
神
社
で
神
楽
を
見
た
後

に
炊
き
出
し
を
食
べ
る
こ
と
で
、安
政
の
津
波
当

時
の
追
体
験
を
す
る
。
さ
ら
に
、広
八
幡
神
社
で

行
わ
れ
る
秋
祭
り
で
は
、神
輿
が
稲
む
ら
の
火
祭

り
と
同
じ
大
道
を
通
る
こ
と
で
、避
難
経
路
と
し

て
の
重
要
性
が
改
め
て
強
調
さ
れ
る
。こ
こ
で
は
、

民
話
そ
の
も
の
が
祭
り
と
い
う
形
で
具
現
化
さ

れ
、避
難
経
路
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

2
避
難
経
路
を
軸
と
し
た
ま
ち
づ
く
り

　

広
川
町
で
は
、歴
史
的
な
避
難
経
路
で
あ
る

「
大
道（
お
お
み
ち
）」を
軸
に
、防
災
意
識
の
向

上
と
地
域
活
性
化
を
図
る
計
画
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。こ
の
大
道
沿
い
に
は
、災
害
伝
承
を
担
う
施

設
と
し
て「
稲
む
ら
の
火
の
館
」が
設
置
さ
れ
て

お
り
、地
域
の
防
災
教
育
の
中
心
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
こ
の
館
で
は
、安
政
の
津
波
の
際
に

濱
口
梧
陵
が
行
っ
た
避
難
誘
導
の
歴
史
や
、津
波

防
災
に
関
す
る
展
示
を
通
じ
て
、住
民
や
来
訪
者

に
対
す
る
防
災
意
識
の
啓
発
が
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、２
０
２
1（
令
和
３
）年
に
は
、「
稲
む
ら

の
火
の
館
」の
向
か
い
に
、物
産
販
売
・
飲
食
施
設

「
道
あ
か
り
」が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
こ
の
施
設
は
、

地
域
の
特
産
品
を
販
売
す
る
だ
け
で
な
く
、訪
問

者
が
防
災
文
化
に
触
れ
な
が
ら
地
域
の
魅
力
を

体
感
で
き
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。「
道
あ

か
り
」の
開
設
に
よ
り
、大
道
周
辺
の
賑
わ
い
が
増

し
、地
域
住
民
と
観
光
客
の
交
流
の
場
が
生
ま
れ

る
と
と
も
に
、災
害
伝
承
と
地
域
振
興
が
一
体
と

な
っ
た
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。（
図
３
）

　

こ
の
よ
う
に
、広
川
町
で
は
、歴
史
的
な
避
難

経
路
を
中
心
に
、防
災
教
育
・
地
域
振
興
・
イ
ン
フ

ラ
整
備
が
一
体
と
な
っ
た
地
域
計
画
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。こ
れ
に
よ
り
、津
波
災
害
の
記
憶
を
継
承

し
つつ
、実
際
の
防
災
対
策
を
強
化
し
、地
域
全
体

の
防
災
力
向
上
を
図
る
取
り
組
み
が
着
実
に
進

め
ら
れ
て
い
る
。

3
広
村
堤
防
の
有
形
性
が
紡
ぐ

地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　

広
村
堤
防
は
、広
川
町
が
所
有
・
管
理
を
行
っ

て
い
る
が
、そ
の
維
持
に
は
地
域
住
民
の
積
極
的

な
関
与
が
あ
る
。
広
村
堤
防
保
存
会
は
年
に
数

回
清
掃
活
動
を
実
施
し
、ま
た
、個
人
と
し
て
裏

庭
の
掃
除
の
延
長
で
堤
防
の
清
掃
を
行
う
住
民

も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
の
主
体
的
な
関
わ
り

が
、堤
防
の
保
全
と
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
継

承
に
寄
与
し
て
い
る
。

　

１
９
０
３
（
明
治
36
）年
に
は
、「
安
政
津
波
50

回
忌
」が
地
元
有
志
に
よ
り
催
さ
れ
、以
後
、安

政
の
津
波
が
発
生
し
た
11
月
５
日
に
は
「
津
浪

祭
」と
し
て
神
事
と
堤
防
へ
の
土
盛
り
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
行
事
は
百
年
以
上
続
い

て
お
り
、地
域
の
伝
統
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。当

時
は
、祭
り
当
日
の
早
朝
に
村
民
総
出
で
濱
口
山

と
呼
ば
れ
る
小
山
か
ら
土
を
採
取
し
、堤
防
の
補

修
を
行
っ
て
い
た
が
、現
在
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
補
強

が
施
さ
れ
て
い
る
た
め
、形
式
的
な
儀
式
と
し
て

行
わ
れ
て
い
る
。そ
れ
で
も
な
お
、広
小
学
校
の
6

年
生
と
耐
久
中
学
校
の
3
年
生
が
堤
防
へ
の
土

盛
り
を
実
施
し
、地
域
の
歴
史
と
防
災
意
識
を

学
ぶ
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

　

広
村
堤
防
の
存
在
と
、そ
れ
に
関
わ
る
地
域
の

活
動
は
、単
な
る
防
波
施
設
と
し
て
の
役
割
を
超

え
、地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
重
要

な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
長
年
に
わ
た
る
地
域
の

関
わ
り
が
、堤
防
の
有
形
性
を
通
じ
て
地
域
社
会

の
結
束
を
強
め
、防
災
意
識
の
伝
承
を
支
え
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

民
話
が
も
た
ら
す

日
常
生
活
に
組
み
込
ま
れ
た

非
日
常
の
ま
ち
づ
く
り

ま
と
め

　

広
川
町
の「
稲
む
ら
の
火
」の
伝
承
は
、民
話
が

地
域
社
会
の
有
形
・
無
形
の
構
造
と
結
び
つ
き
、

ま
ち
づ
く
り
の
側
面
と
し
て
機
能
し
う
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。広
村
堤
防
や
大
道
は
、地
震
・
津

波
と
い
う
非
日
常
へ
の
備
え
と
し
て
築
か
れ
、避

難
経
路
を
な
ぞ
る
祭
り
や
防
災
施
設
の
整
備
を

通
じ
て
、住
民
の
日
常
生
活
の
中
に
地
域
固
有
の

防
災
の
仕
組
み
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。

　

地
域
伝
承
を
現
在
の
ま
ち
の
文
脈
に
繋
が
る

場
所
や
空
間
の
要
素
と
結
び
つ
け
、日
常
生
活
の

中
に
翻
訳
し
て
い
く
こ
と
を
広
川
町
の
事
例
か

ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

図１ 広村堤防｜size：幅80mm

図3 旧広村地区の町の構成（上），広川町断面概念図（下）｜size：幅80mm

図2 稲村の火祭り｜size：幅80mm

下
田
元
毅
（
大
手
前
大
学
建
築・芸
術
学
部
）

津
波
、広
村
堤
防
、祭
り
、災
害
伝
承
、日
常
と
非
日
常

新
た
な
価
値
の
創
造
❹

キ
ー
ワ
ー
ド

の
民
話
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
活
用
可
能
性
と
そ
の

意
義
に
つ
い
て
、建
築
・
地
域
計
画
の
観
点
か
ら
考

察
を
試
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、災
害
に
関
連
す

る
和
歌
山
県
広
川
町
の「
稲
む
ら
の
火
」の
伝
承

事
例
に
着
目
す
る
。
当
該
事
例
は
、過
去
の
伝
承

が
来
る
べ
き
南
海
ト
ラ
フ
地
震
・
津
波
災
害
に
対

災
害
民
話
が
つ
く
り
出
す

ま
ち
づ
く
り-

海
の
民
話
と
地
域
文
脈-造

さ
れ
た
「
広
村
堤
防
」や
、堤
防
築
造
に
尽
力

し
た
中
心
人
物
で
あ
る
濱
口
梧
陵
の「
稲
む
ら
の

火
」の
物
語
が
有
名
で
あ
る
。防
災
の
町
と
し
て
の

活
動
や
歴
史
的
遺
産
の
価
値
が
認
め
ら
れ
、平
成

30
年
に〝『「
百
世
の
安
堵
」〜
津
波
と
復
興
の
記

憶
が
生
き
る
広
川
の
防
災
遺
産
〜
』〞「
広
川
町
日

本
遺
産
推
進
協
議
会
，２
０
１
８
」の
ス
ト
ー
リ
ー

が
日
本
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

2
津
波
伝
承
｜
稲
む
ら
の
火
と
広
村
堤
防

　

１
８
５
４
（
安
政
元
）年
の
津
波
の
際
、広
村
の

実
業
家
で
あ
っ
た
濱
口
梧
陵
は
、夜
間
で
の
津
波

の
た
め
、逃
げ
遅
れ
た
人
々
の
た
め
に
稲
む
ら
に

火
を
つ
け
、高
台
へ
の
誘
導
灯
と
し
て
多
く
の
人

を
救
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
津
波
で
３
３
９

軒
と
広
村
の
ほ
ぼ
全
て
の
住
家
が
被
害
を
受
け
、

家
屋
や
漁
船
が
流
失
・
破
損
し
、荒
れ
果
て
た
広

村
で
は
、津
波
の
再
来
の
不
安
も
あ
り
村
を
離
れ

る
者
も
出
始
め
た
。
そ
こ
で
濱
口
梧
陵
は
、広
村

を
安
全
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
村
に
復
興
す

る
た
め
、家
や
家
財
一
式
を
流
さ
れ
た
村
民
に
仕

事
を
与
え
る
た
め
、広
村
堤
防
築
造
の
事
業
を
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は
じ
め
に

　
「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
以
下
、本

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）」は
、２
０
１
８
年
に
始
動
し
た
取

り
組
み
で
あ
り
、海
洋
国
家
で
あ
る
日
本
に
深
く

根
差
し
た
「
海
と
の
つ
な
が
り
」を
次
世
代
に
継

承
す
る
こ
と
を
大
き
な
使
命
と
し
て
掲
げ
て
い

る
。
日
本
列
島
に
は
、漁
業
や
船
乗
り
、海
神
信

仰
、津
波
や
高
潮
と
い
っ
た
海
難
の
教
訓
な
ど
、海

に
ま
つ
わ
る
多
彩
な
民
話
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ

て
き
た
。
し
か
し
、過
疎
化
や
人
口
減
少
、気
候

変
動
の
進
行
な
ど
の
社
会
変
化
に
よ
り
、口
承
文

化
の
存
続
基
盤
は
著
し
く
揺
ら
い
で
い
る
。

　

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、全
国
の
海
の
民
話
を
発

掘・選
定
し
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
公
式
サ
イ
ト

や
動
画
配
信
サ
ー
ビ
ス
で
公
開
す
る
と
と
も
に
、

民
話
が
語
り
継
が
れ
て
き
た
地
域
を「
海
ノ
民
話

の
ま
ち
」と
し
て
認
定
し
、教
育
や
観
光
、防
災
・

減
災
、環
境
保
全
な
ど
多
面
的
な
利
活
用
を
支

援
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
、ユ
ネ
ス
コ
が
実
施
す
る

「
世
界
の
記
憶
」登
録
制
度
の
観
点
か
ら
、本
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
意
義
と
課
題
、さ
ら
に
今
後
の
展
望

を
検
討
す
る
。

ユ
ネ
ス
コ「
世
界
の
記
憶
」の

評
価
基
準
と
近
年
の
動
向

1
ユ
ネ
ス
コ「
世
界
の
記
憶
」へ
の
登
録
制
度

　
ユ
ネ
ス
コ「
世
界
の
記
憶
」（M

em
ory of the 

W
orld

）は
、１
９
９
２
年
に
創
設
さ
れ
た
国
際

事
業
で
、歴
史
的
に
重
要
な
記
録
物
を
体
系
的

に
保
存
・
公
開
し
、社
会
の
認
知
を
高
め
る
こ
と

抑
え
な
が
ら
原
型
を
保
持
し
て
い
る
か
は
、保
存

の
観
点
で
評
価
さ
れ
る
。

　

ま
た
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
公
開
し
、多
言
語

化
や
聴
覚
障
害
者
対
応
な
ど
を
進
め
れ
ば
、世
界

の
誰
も
が
視
聴
可
能
と
な
る
た
め
、ア
ク
セ
ス
の

ハ
ー
ド
ル
が
低
く
な
る
。
さ
ら
に
、映
像
を
通
じ
て

海
洋
文
化
の
価
値
や
歴
史
的
意
義
を
広
く
周
知

で
き
れ
ば
、ユ
ネ
ス
コ
の
海
洋
教
育
や
海
洋
リ
テ
ラ

シ
ー
を
推
進
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
「O

cean 
Blindness

」に
対
し
、認
知
度
向
上
と
い
う
面
で

大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

3
近
年
の
動
向
と
課
題

　

１
９
９
２
年
の
ユ
ネ
ス
コ「
世
界
の
記
憶
」制
度

開
始
以
来
、世
界
各
国
で
登
録
事
例
は
増
加
傾

向
に
あ
る
が
、デ
ジ
タ
ル
作
品
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に

関
す
る
登
録
は
ま
だ
限
ら
れ
て
い
る
。
日
本
国
内

で
は
申
請
数
に
上
限（
国
際
登
録
は
２
件
/
回
の

み
）が
あ
る
。
ま
た
、そ
の
た
め
に
は
、国
内
委
員

会
か
ら
独
立
し
、専
門
家
が
構
成
す
る
審
査
委

員
会
に
よ
る
国
内
審
査
に
通
る
こ
と
が
条
件
で

あ
る
。

　

歴
史
的
文
書
や
稀
少
な
書
物
と
の
競
合
も
想

定
さ
れ
る
た
め
、海
ノ
民
話
の
よ
う
な
新
し
い
形

態
の
映
像
記
録
物
が
選
ば
れ
る
か
は
未
知
数
で

あ
る
。
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
事
務
局
を
務

め
る
文
部
科
学
省
担
当
者
か
ら
は
、申
請
多
数
の

国
際
登
録
よ
り
は
、ま
ず
は
ほ
と
ん
ど
申
請
が
見

ら
れ
な
い
地
域
登
録
か
ら
様
子
を
見
る
こ
と
を

推
奨
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、国
際
登
録
と
両
方
の

登
録
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、２
０
２
１
年
に
現

行
制
度
に
な
っ
て
か
ら
事
例
が
少
な
い
た
め
、現

行
の
規
定
の
応
用
的
な
運
用
に
つ
い
て
は
当
面
は

難
し
い
よ
う
だ
。

海
ノ
民
話
の
ま
ち

プ
ロ
ジ
ェク
ト
の
制
度
と

ア
ニ
メ
ー
シ
ョン
化
の
仕
組
み

1
特
徴

　

そ
こ
で
、次
に
、海
ノ
民
話
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
そ
の

も
の
が
、ユ
ネ
ス
コ「
世
界
の
記
憶
」登
録
に
見
合

う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　

当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、「
知
恵
」「
想
像
力
」

「
資
産
」「
地
域
性
」「
継
承
性
」と
い
う
５
つ
の
基

準
に
よ
っ
て
海
の
民
話
を
選
定
し
、地
域
住
民
や

有
識
者
、自
治
体
、制
作
チ
ー
ム
が
共
同
で
シ
ナ

リ
オ
会
議
や
ロ
ケ
ハ
ン
を
重
ね
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作

品
を
完
成
さ
せ
る
。
完
成
後
は
公
式
サ
イ
ト
や

動
画
配
信
サ
ー
ビ
ス
で
公
開
さ
れ
、地
域
は「
海

ノ
民
話
の
ま
ち
」と
し
て
認
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は

単
に
民
話
を
記
録
す
る
だ
け
で
な
く
、地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
自
ら
の
文
化
的
遺
産
を
再
評
価
し
、

地
元
の
子
ど
も
た
ち
を
は
じ
め
地
域
住
民
や
観

光
客
に
向
け
て
新
し
い
活
用
方
法
を
開
発
す
る

取
り
組
み
で
も
あ
る
。

2
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
意
義
と
課
題

　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
、口
承
文
化
を
現
代
的
か
つ

視
覚
的
に
わ
か
り
や
す
く
伝
達
す
る
優
れ
た
手

法
で
あ
り
、日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
技
術
は
国
際

的
に
も
定
評
が
あ
る
。
例
え
ば
、多
言
語
字
幕
を

施
す
こ
と
で
、海
洋
文
化
を
海
外
へ
積
極
的
に
発

信
で
き
る
余
地
が
大
き
い
。

一
方
、脚
本
化
の
過
程
で
加
わ
る
創
作
や
演
出
が
、

民
話
の
真
正
性
や
地
域
特
有
の
要
素
を
ど
こ
ま

で
保
持
し
て
い
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
課
題
と

し
て
残
る
。
ま
た
、複
数
地
域
に
ま
た
が
る
共
通

伝
承
や
、追
加
で
見
つ
か
っ
た
民
話
を
ど
う
扱
う

か
な
ど
、作
品
全
体
の
一
貫
性
と
網
羅
性
を
維
持

す
る
管
理
体
制
も
不
可
欠
と
い
え
る
。
現
時
点

で
は
世
界
遺
産
や
無
形
遺
産
の
制
度
に
見
ら
れ

る
追
加
登
録
と
い
う
事
例
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、

当
面
は
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、相
対
的
基
準
に
つ
い
て
は
、か
つ
て

T
B
S
で
放
映
さ
れ
た
日
本
昔
ば
な
し
の
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、ど
の
よ
う
に
違
う
か
を
説
明
す

る
必
要
性
が
想
定
さ
れ
る
。

今
後
の
展
望

1
ユ
ネ
ス
コ「
世
界
の
記
憶
」へ
の

登
録
に
向
け
た
取
り
組
み

　

も
し
、ユ
ネ
ス
コ「
世
界
の
記
憶
」へ
の
登
録
を

本
格
的
に
目
指
す
な
ら
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
に
伴

う
改
変
の
方
針
や
創
作
の
度
合
い
を
規
定
の
主

旨
に
沿
い
明
確
に
し
、地
域
住
民
や
所
有
者
と
の

合
意
や
協
力
を
得
た
う
え
で
作
品
全
体
を
管
理

す
る
計
画
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
後
か
ら
追
加

さ
れ
る
民
話
の
扱
い
や
、す
で
に
制
作
済
み
の
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
の
改
訂
方
針
な
ど
も
包
括
的
に
定
め

る
こ
と
で
、真
正
性
と
完
全
性
を
維
持
し
な
が
ら

映
像
記
録
を
充
実
さ
せ
る
枠
組
み
が
築
か
れ
る

だ
ろ
う
。
こ
の
作
業
は
手
間
を
要
す
る
が
、そ
れ

だ
け
に
海
ノ
民
話
を
体
系
化
し
、世
界
へ
向
け
て

発
信
す
る
大
き
な
一
歩
と
な
る
。

2
地
域
振
興
と
国
際
的
連
携
の
可
能
性

　

海
ノ
民
話
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
、郷
土
教
育
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、防
災
教
育
や
環
境
保
全
、観
光

振
興
な
ど
多
方
面
へ
応
用
し
や
す
い
特
性
を
持
つ
。

津
波
や
高
潮
の
教
訓
を
物
語
に
込
め
た
作
品
を

学
校
で
教
材
と
し
て
活
用
す
れ
ば
、子
ど
も
た
ち

の
防
災
意
識
向
上
に
つ
な
が
り
、海
の
豊
か
さ
や

生
態
系
を
描
く
作
品
を
環
境
啓
発
の
場
で
上
映

す
れ
ば
、持
続
可
能
な
海
洋
資
源
利
用
へ
の
関
心

を
喚
起
で
き
る
。

　

国
際
連
携
の
面
で
も
、他
国
の
民
話
を
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
化
す
る
際
の
モ
デ
ル
と
な
り
得
る
た
め
、

広
範
な
文
化
交
流
や
研
究
協
力
に
つ
な
が
る
可

能
性
が
あ
る
。

3
多
面
的
展
開

　

加
え
て
、こ
う
し
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
が
観

光
資
源
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
で
、地
域
へ
の

ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
し
、親
し
み
を
増
幅
さ
せ
る

と
共
に
、地
域
経
済
へ
の
波
及
効
果
も
見
込
め
る
。

関
連
グ
ッ
ズ
の
開
発
や
イ
ベ
ン
ト
開
催
、映
像
視

聴
を
起
点
と
し
た
現
地
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
、

民
話
を
軸
に
し
た
イ
マ
ー
シ
ブ
体
験
や
、地
域
と

観
光
客
と
の
共
創
体
験
な
ど
と
い
っ
た
新
た
な

ツ
ー
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、地
元
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、自
ら

の
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
と
海
の
物
語
を
映
像
で

学
ぶ
機
会
が
増
え
る
。
そ
の
結
果
、な
ぜ
こ
の
地

域
に
暮
ら
す
の
か
、な
ぜ
自
ら
が
存
在
す
る
の
か

と
い
う
問
い
に
対
し
、肯
定
的
に
捉
え
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
な
り
、郷
土
へ
の
愛
着
や
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
育
ま
れ
る
利
点
も
大
き
い
。ユ
ネ
ス
コ

「
世
界
の
記
憶
」と
い
う
国
際
的
な
後
ろ
盾
を
得

ら
れ
れ
ば
、そ
う
し
た
多
面
的
展
開
を
さ
ら
に
加

速
さ
せ
、海
洋
文
化
を
多
く
の
人
々
と
共
有
す
る

力
強
い
基
盤
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め

　

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、海
の
民
話
と
い
う
無
形
文

化
遺
産
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
し
、地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
連
携
し
て
多
角
的
に
活
用
す
る
先
駆
的

な
取
り
組
み
で
あ
る
。ユ
ネ
ス
コ「
世
界
の
記
憶
」

へ
の
登
録
を
念
頭
に
置
く
こ
と
で
、創
作
と
原
型

の
境
界
や
作
品
の
網
羅
性
、管
理
計
画
の
整
備
な

ど
課
題
は
多
い
が
、そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で

日
本
の
海
洋
文
化
を
世
界
へ
向
け
て
強
力
に
発

信
し
、人
々
が
海
と
人
と
の
歴
史
的
つ
な
が
り
を

再
考
す
る
機
会
を
創
出
で
き
る
と
期
待
さ
れ
る
。

今
後
は
当
該
事
業
の
制
度
面
、地
域
連
携
や
国

際
協
力
の
枠
組
み
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
、全
国
各

地
に
散
在
す
る
海
の
民
話
を
活
か
し
な
が
ら
、豊

か
な
海
洋
国
家
と
し
て
の
日
本
の
姿
を
未
来
へ
と

伝
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
取

り
組
み
を
通
じ
て
、人
と
海
が
織
り
成
し
て
き
た

物
語
の
新
た
な
価
値
を
共
有
し
、次
の
世
代
に
誇

り
と
知
恵
を
受
け
継
い
で
い
く
道
が
い
っ
そ
う
広

が
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
無
形
文
化
遺
産
と
し
て
の

民
話
と
現
代
社
会
を
結
ぶ
架
け
橋
と
し
て
の
機

能
を
果
た
し
う
る
。ユ
ネ
ス
コ
登
録
が
目
的
化
す

る
こ
と
な
く
、地
域
や
世
界
へ
向
け
た
新
た
な
価

値
創
造
と
持
続
的
な
連
携
の
き
っ
か
け
と
な
る

こ
と
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
。

を
目
的
と
し
て
い
る
。
文
書
や
地
図
、映
像
、ポ
ス

タ
ー
な
ど
幅
広
い
メ
デ
ィ
ア
が
対
象
と
な
る
が
、海

に
関
す
る
民
話
の
よ
う
な
口
承
文
化
は
無
形
文

化
遺
産
に
分
類
さ
れ
る
た
め
、本
来
は
登
録
の
直

接
的
対
象
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
映
像
記
録
と

し
て
定
着
化
す
れ
ば
、真
正
性
や
完
全
性
、所
有

者
の
同
意
、リ
ス
ク
評
価
と
管
理
計
画
な
ど
の
基

準
を
満
た
す
こ
と
で
、登
録
が
検
討
さ
れ
う
る
枠

組
み
が
あ
る
。
登
録
に
は
世
界
的
重
要
性
が
認

小
坂
典
子
（
公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
）

池
ノ
上
真
一（
北
海
商
科
大
学
、一般
社
団
法
人
日
本
海
洋
文
化
総
合
研
究
所
）

海
洋
文
化
、無
形
文
化
遺
産
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョン
、

世
界
の
記
憶
、ユ
ネ
ス
コ
登
録

遺
産
学
か
ら
み
た

海
ノ
民
話
の
ま
ち

プ
ロ
ジ
ェク
ト
の
意
義

〜
海
ノ
民
話
ア
ニ
メ
ー
シ
ョン
は
ユ
ネ
ス
コ

「
世
界
の
記
憶
」に
登
録
で
き
る
か
〜

新
た
な
価
値
の
創
造
❺

キ
ー
ワ
ー
ド 遺

産
学
か
ら
み
た

海
ノ
民
話
の
ま
ち

め
ら
れ
る「
国
際
登
録
」と
、地
域
的
重
要
性
に

該
当
す
る「
地
域
登
録
」が
あ
り
、い
ず
れ
も
厳

格
な
審
査
を
経
る
必
要
が
あ
る
。

2
評
価
の
た
め
の
視
点
抽
出

　

ユ
ネ
ス
コ
「
世
界
の
記
憶
」
で
は
、保
存

（Preservation

）、ア
ク
セ
ス（A

ccess

）、認
知

度（A
w
areness

）の
３
点
が
と
り
わ
け
強
調
さ

れ
る
。
海
の
民
話
を
ど
の
よ
う
に
収
集
・
選
定
し
、

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
す
る
際
の
改
変
を
最
小
限
に
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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、「
民
話
の
再
解
釈
と
多
様
性
」

に
関
す
る
事
例
と
考
察
の
軸
を
整
理
し
、今
後
の

研
究
の
基
盤
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。今
回
は
、

ジ
ャ
ー
ナ
ル
準
備
号
の
分
量
制
約
に
よ
り
、議
論

は
概
括
的
な
も
の
に
留
ま
る
。
し
か
し
、次
年
度

の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
執
筆
に
向
け
て
、よ
り
具
体
的
な

事
例
分
析
を
行
い
、応
用
可
能
性
の
検
討
を
深
め

る
予
定
で
あ
る
。

　

本
研
究
で
は
、民
話
を
文
化
遺
産
と
し
て
再

解
釈
し
、多
様
性
と
包
摂
性
の
視
点
を
取
り
入

れ
る
こ
と
で
、新
た
な
民
話
創
造
の
意
義
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、教
育
実
践
の
方
法
を
探
る
。

民
話
は
、時
代
や
文
化
の
価
値
観
を
反
映
す
る
と

同
時
に
、そ
れ
を
超
え
て
新
た
な
価
値
観
を
生
み

化
圏
で
は
異
な
る
評
価
を
受
け
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
、

民
話
の
再
解
釈
に
は
異
文
化
的
視
点
を
取
り
入

れ
る
こ
と
が
有
効
だ
と
考
え
た
。

　

さ
ら
に
、２
０
２
１
年
か
ら
２
０
２
２
年
に
か
け

て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
研
究
員

と
し
て
滞
在
し
て
い
た
際
、A
Ｉ
の
デ
ー
タ
や
ア
ル

ゴ
リ
ズ
ム
に
潜
む
偏
り
が
社
会
に
与
え
る
影
響
に

つ
い
て
議
論
す
る
機
会
を
得
た
。A
Ｉ
は
意
思
決

定
の
過
程
で
、過
去
の
学
習
デ
ー
タ
に
基
づ
き
ジ
ェ

ン
ダ
ー
や
人
種
の
偏
見
を
助
長
す
る
こ
と
が
あ
る

（
美
馬
、２
０
２
５
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、民
話
に
も

固
定
観
念
や
偏
見
が
内
包
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
、再
評
価
の
必
要
性
を
認
識
し
た
。

一
方
で
、A
Ｉ
を
活
用
し
て
多
様
性
を
反
映
し
た

新
た
な
民
話
を
創
造
す
る
可
能
性
に
も
着
目
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

民
話
の
再
解
釈
と

多
様
性
の
潮
流

　

民
話
の
解
釈
は
文
化
的
背
景
に
大
き
く
依
存

す
る
。
筆
者
が
留
学
中
に
経
験
し
た『
赤
穂
浪

士
』や『
花
さ
き
山
』に
対
す
る
異
文
化
圏
の
反

応
は
、民
話
が
普
遍
的
な
価
値
観
で
は
な
く
、特

定
の
文
化
や
時
代
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
、民
話
を
再
解
釈

す
る
際
に
は
、歴
史
的
視
点
を
含
む
、異
文
化
的

視
点
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

社
会
的
変
化
の
中
で
、１
９
６
０
年
代
か
ら
１

９
７
０
年
代
に
か
け
て
人
権
意
識
の
高
ま
り
が

民
話
や
絵
本
の
修
正
を
後
押
し
し
た
事
例
が
あ

る
。
世
界
各
国
で
翻
訳
本
が
出
て
い
る
英
国
の
絵

本『T
he Story of Little Black Sam

bo

（
ち

び
く
ろ
・
さ
ん
ぼ
）』（B

annerm
an

、１
８
９
９
）

は
、ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
描
写
が
批
判
さ
れ
、１

９
７
０
年
代
以
降
、修
正
版
が
複
数
出
版
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、近
年
の
事
例
と
し
て
、２
０
２
３
年

に
公
開
さ
れ
た
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
実
写
版『T

h
e 

L
ittle M

erm
aid

（
リ
ト
ル
・マ
ー
メ
イ
ド
）』

（D
isney

、２
０
２
３
）
で
は
、主
人
公
に
ア
フ
リ

カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
歌
手
が
起
用
さ
れ
、多
様
性

を
重
視
す
る
価
値
観
が
強
調
さ
れ
た
。

　

２
０
２
０
年
に
出
版
さ
れ
た
絵
本『B

o the 
Brave

（
勇
敢
な
ボ
ー
）』（W
oollvin

、２
０
２
０
）

は
、日
本
の
民
話『
桃
太
郎
』と
類
似
し
た
構
成

を
持
つ
が
、主
人
公
が
、外
見
で
は
な
く
相
手
の

本
質
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
を
描
い
て
い
る
。

こ
の
物
語
は
、子
ど
も
た
ち
が
他
者
を
受
け
入
れ

る
力
を
育
む
教
材
と
し
て
意
義
を
持
つ
。
こ
れ
ら

の
事
例
は
、民
話
が
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
再
解

釈
さ
れ
、多
様
性
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
新
た
な

意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
民
話
の
変
遷
は
、単
な
る
時
代
適

応
で
は
な
く
、教
育
現
場
で
の
多
様
性
理
解
の
促

進
に
も
つ
な
が
る
。

教
育
的
観
点
か
ら
見
た

民
話
の
再
解
釈
の
意
義

　

１
９
９
０
年
代
以
降
、国
連
が
推
進
す
る「
持

続
可
能
な
開
発
目
標（
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
）」や
多
文
化
共

生
の
潮
流
か
ら
、民
話
に
お
け
る
多
様
性
に
つ
い

て
も
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
教
育

現
場
で
は
、多
文
化
的
視
点
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
つつ
あ
る
。

　

こ
う
し
た
価
値
観
の
変
化
の
中
で
、学
習
者
自

身
が
民
話
を
再
解
釈
し
、現
代
の
価
値
観
に
沿
っ

た
新
た
な
民
話
を
創
造
す
る
こ
と
で
、思
考
力
・

創
造
力
を
育
む
可
能
性
を
考
え
た
い
。
再
解
釈

を
通
じ
て
、学
習
者
は
伝
統
的
な
物
語
に
潜
む
固

定
観
念
を
批
判
的
に
捉
え
、多
様
な
価
値
観
を

取
り
入
れ
る
視
点
を
獲
得
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、近
年
の
技
術
発
展
に
よ
り
、A
Ｉ
は
学

習
者
の
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
を
支
援
し
、多
様
な
視

点
を
取
り
入
れ
た
民
話
の
生
成
を
可
能
に
す
る

補
助
的
な
手
段
と
な
り
得
る
。A
Ｉ
を
活
用
し

た
具
体
的
な
支
援
例
と
し
て
、以
下
の
も
の
が
考

え
ら
れ
る
。

　
「
A
Ｉ
に
よ
る
民
話
の
多
文
化
翻
訳
」は
、学

習
者
が
創
作
し
た
民
話
を
、異
な
る
文
化
的
背

景
を
持
つ
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
自
動
変
換
し
、異
文
化
視

点
を
取
り
入
れ
る
手
助
け
を
す
る
。「
A
Ｉ
を
用

い
た
民
話
の
登
場
人
物
の
視
点
変
更
」で
は
、既

存
の
民
話
の
登
場
人
物
の
視
点
を
変
更
し
、物
語

の
再
解
釈
を
促
進
す
る
こ
と
で
、多
様
な
価
値
観

を
学
習
者
に
提
示
す
る
。「
A
Ｉ
に
よ
る
イ
ン
タ
ラ

ク
テ
ィ
ブ
な
民
話
創
作
」で
は
、学
習
者
と
A
Ｉ
が

対
話
し
な
が
ら
共
同
で
新
た
な
民
話
を
創
造
し
、

プ
ロ
ッ
ト
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
の
提
案
を
通
じ

て
、創
造
的
思
考
を
深
め
る
機
会
を
提
供
す
る
。

　

こ
れ
ら
は
A
Ｉ
を
活
用
し
た
例
と
し
て
示
し

た
が
、学
習
者
が
同
じ
課
題
を
並
行
し
て
行
い
、

結
果
を
比
較
し
、そ
れ
ら
を
も
と
に
学
習
者
間

で
議
論
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
、A
Ｉ
技
術
は
学
習
者
が
主
体
的
に
民
話
を

再
解
釈
し
、新
た
な
物
語
を
創
造
す
る
過
程
を

補
助
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
得
る
。A
Ｉ
を

単
な
る
自
動
生
成
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、学

習
者
の
創
造
的
な
思
考
を
促
進
す
る
支
援
ツ
ー

ル
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

結
論
と
展
望

　

本
論
文
で
は
、民
話
の
再
解
釈
が
現
代
社
会
の

課
題
に
ど
の
よ
う
に
応
答
で
き
る
か
を
考
察
し
、

学
習
者
自
身
に
よ
る
新
た
な
民
話
創
造
の
意
義

を
検
討
し
た
。
１
９
６
０
年
代
以
降
に
修
正
さ
れ

た
民
話
や
、２
０
２
０
年
代
の
多
様
性
を
重
視
し

た
作
品
事
例
を
通
じ
、民
話
が
時
代
の
変
化
に

適
応
し
、新
た
な
価
値
を
創
出
す
る
力
を
持
つ
可

能
性
を
示
し
た
。
ま
た
、教
育
的
観
点
か
ら
、多

様
性
理
解
を
促
進
す
る
民
話
の
重
要
性
に
つ
い
て

論
じ
た
。

　

特
に
、学
習
者
が
主
体
的
に
民
話
を
再
解
釈

し
、現
代
の
価
値
観
に
沿
っ
た
物
語
を
創
造
す
る

こ
と
は
、思
考
力
・
創
造
力
の
向
上
や
、多
様
性
を

理
解
す
る
力
を
育
む
重
要
な
学
び
と
な
る
。さ
ら

に
、A
Ｉ
技
術
の
活
用
に
よ
り
、異
文
化
視
点
を

取
り
入
れ
た
り
、新
た
な
プ
ロ
ッ
ト
を
生
成
し
た

り
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、学
習
者
の
創
造
プ

ロ
セ
ス
を
支
援
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
の
役
割
が
期

待
さ
れ
る
。
し
か
し
、A
Ｉ
は
あ
く
ま
で
補
助
的

な
支
援
ツ
ー
ル
で
あ
り
、最
終
的
な
物
語
の
再
解

釈
と
創
造
の
主
体
は
学
習
者
自
身
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

本
稿
は
、本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
が
目
指
す「
人
や
社
会

と
海
と
の
か
か
わ
り
」を
踏
ま
え
、民
話
を
捉
え

る
た
め
の
視
座
を
提
示
す
る
予
告
編
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
。
今
後
の
研
究
で
は
、海
に
ま
つ
わ

る
民
話
を
中
心
に
、多
文
化
共
生
や
持
続
可
能
性

に
焦
点
を
当
て
た
具
体
的
な
教
育
実
践
や
A
Ｉ

技
術
の
応
用
方
法
を
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

民
話
は
、過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ
文
化
的
遺
産

で
あ
り
、学
習
者
が
主
体
的
に
再
解
釈
し
、新
た

な
民
話
を
創
造
す
る
こ
と
が
、教
育
の
場
に
お
い

て
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
本
研
究
が
、民
話
を
通

じ
た
多
様
性
と
包
摂
性
の
理
解
を
深
め
る
一
助

と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

本
研
究
の
背
景

　

本
研
究
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、筆
者
自
身
の

異
文
化
体
験
で
あ
る
。１
９
８
０
年
代
半
ば
、ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
大
学
院
に
留
学
中
、邦
画『
赤
穂
浪

士
』の
上
映
会
に
参
加
し
た
際
、多
く
の
観
客
が

感
動
す
る（
と
当
時
ま
で
は
信
じ
て
い
た
）討
ち

入
り
や
切
腹
の
場
面
で
、会
場
に
笑
い
声
が
広

が
っ
た
。こ
の
反
応
は
、民
話
を
含
む
物
語
の
解
釈

が
文
化
的
背
景
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
示
し
て

い
た
。同
じ
時
期
、『
花
さ
き
山
』（
斎
藤・
滝
平
、１

９
６
９
）を
、日
本
的
な
美
し
い
絵
と
情
感
あ
ふ
れ

る
物
語
が
魅
力
の
、私
の
好
き
な
絵
本
と
し
て
友

人
に
紹
介
し
た
。
す
る
と
、「
自
己
犠
牲
を
美
徳

と
し
て
、子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
刷
り
込
ん
で
い
る
」

と
指
摘
さ
れ
、日
本
で
称
賛
さ
れ
る
民
話
が
他
文

美
馬
の
ゆ
り
（
公
立
は
こ
だ
て
未
来
大
学
）

民
話
再
解
釈
、物
語
創
造
、文
化
的
表
象
、包
摂
的
物
語
、物
語
教
育
学
、A
I
生
成
物
語

民
話
の
再
解
釈
と
多
様
性

：

文
化
的
視
点
を
取
り
入
れ
た

物
語
創
造
の
意
義

新
た
な
価
値
の
創
造
❻

キ
ー
ワ
ー
ド

出
す
力
を
持
つ
。
特
に
、学
習
者
が
民
話
を
再
解

釈
し
、現
代
の
価
値
観
に
沿
っ
た
新
た
な
民
話
を

創
造
す
る
こ
と
は
、思
考
力・
創
造
力
を
育
み
、社

会
の
多
様
性
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
教
育

的
実
践
と
な
る
。
本
研
究
で
は
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
固

定
観
念
、多
様
性
の
欠
如
と
い
っ
た
現
代
社
会
の

課
題
に
、民
話
が
ど
の
よ
う
に
応
答
で
き
る
か
を

考
察
し
、そ
の
教
育
的
・
社
会
的
意
義
を
明
ら
か

に
す
る
。

　

筆
者
は
、学
習
科
学（Learning Sciences

）

を
専
門
と
す
る
研
究
者
で
あ
り
、認
知
科
学
・
教

育
学
・
心
理
学
の
学
際
的
視
点
を
基
盤
と
し
て
い

る
。
学
習
科
学
は
、学
び
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
、

教
育
や
社
会
的
実
践
へ
応
用
す
る
学
問
で
あ
り
、

本
研
究
で
は
、民
話
が
多
様
性
と
包
摂
性
を
推

進
す
る
手
段
と
し
て
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か

を
探
る
。
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國學院大學で野村純一教授に
師事し、口承文芸を学ぶ。民俗社
会に伝承されてきた民話と同時
に、都市伝説や学校の怪談など
の現代の民話、観光や町おこしな
どへの民話の利用など、口承文芸
の現代的展開も論じる。

リュウグウノツカイやタカラガイな
ど萩近海の生物の調査研究のほ
か、海洋生物をはじめ様々なエキ
セントリックな生物に関する展示
会や、それらを探究する鉄道ツア
ーなどのプロデュースや実施に取
り組む。

「技術の人間化」を理念とする芸
術工学を学ぶ。竹富島や日本ナ
ショナルトラストで観光を活用した
地域づくりに従事し、北海道大学
准教授を経て、現在は北海商科
大学教授・日本海洋文化総合研
究所代表理事。

大学および科学館の設立計画策
定に携わり、設立後は大学教授、
科学館副館長を務めた。地域密
着型の科学コミュニケーション促
進のため、はこだて国際科学祭を
毎夏開催。科学技術の学習教材
普及のためNPO法人学び足しデ
ザイン工房を運営。

国内外において無形文化遺産の
保護に資する研究に従事。また
海の文化遺産についても造詣が
深く、ミクロネシア連邦ナンマトル
遺跡の世界遺産登録（2016年）
にも携わった。

日本各地の民謡を調査研究し、
地域の歴史や暮らしとの関わりを
探求。ラジオやイベント出演、子ど
も向けワークショップの開催、民謡
解説書の発行などを通じ、民謡の
魅力を現代に伝える活動を展開し
ている。

漁業や災害も含めた、海と人間の
関係についての民俗学的研究を
続けている。これまで、日本各地の
漁師さん500名くらいから聞書き
調査を実施。現在は、福島県の
漁村で漁師の手伝いをしている。

オセアニア・東南アジアの海洋人
類学・天文人類学。沖縄美ら島
財団や喜界島サンゴ礁科学研究
所の学術顧問、沖縄伝承話資料
センター理事。エアドーム式プラネ
タリウムを用いた文化天文学的
活動を日本各地で展開中。

参与観察にもとづく長期のフィー
ルドワークを基礎として、能登半
島、兵庫県明石市、宮城県沿岸
部などの調査研究に従事。地域
の祭礼芸能、年中行事などの無
形文化と生活用具などの有形文
化の統合的な研究を目指す。

主に漁村を中心としたアクションリ
サーチを実施している。近年は、来
るべき南海トラフ地震・津波で被
災が想定される漁村で、事前に復
興計画を考えておく「事前復興計
画・まちづくり」に取り組んでいる。

元国立国会図書館国際子ども図
書館非常勤調査員。単著に『な
ぜ炭治郎は鬼の死を悼むのか―
昔話から読み解く『鬼滅の刃』の
謎』（草思社）、『日本における外
国昔話の受容と変容―和製グリ
ムの世界』（三弥井書店）

現在は個立利尻Ｄしま博物館を
名乗り、島の歴史調査と関係者と
の交流を継続。鳥取から渡島した
麒麟獅子舞の復活伝承と交流、
鎖国に密入国したラナルド・マクド
ナルド調査などに取り組んでいる。

㈱JTB総合研究所、㈱Pioneer
workを経て現職。全国の離島半
島地域や山岳地域等での観光
地域づくりや事業構築支援に従
事してきた。
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船幽霊が語られるとき
川島秀一
●柳田国男（１９９８）「杓子・柄杓及び瓢箪」『史料としての伝説』（『柳田國男全集
　１４』筑摩書房、７０４p。

海の神話
後藤明
●チェルスキー、ヘレン（2024）「ブルー・マシン：海というエンジンと人類史」、林　
真（訳）、A&F Books、457p。
●後藤　明（2000）「『物言う魚』たち：鰻・蛇の南島神話」、小学館、270ｐ。
●後藤　明（2009）天／海翔けるカヌー：ポリネシア航海民の天空神話。アジア
遊学、121、127－137。
●後藤　明（2010）海人の神話と世界観。「朝倉世界地理講座 15：オセアニ
ア」、熊谷圭知・●片山一道（編）、朝倉書店、51―65。
●後藤　明（2012）海から来たる王者：記紀神話に見る古代日本の海景観[シー
スケープ]。「古事記　環太平洋の日本神話」アジア遊学、158、42－54。
●後藤　明（2017）「世界神話学入門」。講談社現代新書、282ｐ。
●後藤　明（2024a）民族誌が語る島々の葬墓制と儀礼。「島世界の葬墓制」、
小野林太郎（編）、雄山閣、203－222。
●後藤　明（2024b）オセアニア航海者たちの暦と星座。「神話研究の最前線
2」、篠田知和基・丸山顕誠（編）、笠間書房、246－260。
●後藤　明著（2025）ポリネシア。「星の文化史：世界13地域における星の知識・
伝承・信仰」、後藤　明（編）、丸善出版、18－25。
●大林太良（1993）「海の神話」、講談社学術文庫、219ｐ

異郷への誘い―日本の昔話における海―
久保華誉
●市古貞次校注（１９８６）『御伽草子』岩波書店、160-170p。
●関敬吾（１９７８）『日本昔話大成　第６巻』角川書店、7-31p。
●関敬吾（１９７９）『日本昔話大成　第９巻』角川書店、124-131ｐ。

伝統的生態学知識を保存継承する
海の民話とアニメーション化
小坂典子
●Kimmerer, R. W. (2002) Weaving Traditional Ecological Knowledge 
into Biological Education: A Call to Action. BioScience, 52, 432-438.
●大村敬一（２００２）「伝統的な生態学的知識」という名の神話を超えて―交差点
としての民族誌の提言。国立民族学博物館研究報告、27、25-120。
●海と日本プロジェクト in みやぎ実行委員会（2019）
「海ノ民話のまちプロジェクトにおける「海ノ民話のまち」の全国公募申請書」

民謡と民話のつながり　―文化を伝える歌と物語―
佐藤千春
●浜口一夫・吉沢和夫（１９７６）「日本の伝説」。角川書店、9、215-220。
●一般社団法人日本昔ばなし協会（２０２４）「まりつき唄｜海ノ民話のまちプロジェ
クト」。https://uminominwa.jp/animation/54/、２０２５年１月20日閲覧
●松川二郎（１９２７）「山の民謠・海の民謠」。博文館、340-342。
●文潮光（１９８３）「奄美民謠大観（復刻版）」。文秀人、144-146。
●日本放送協会（１９９３）「日本民謡大観（沖縄・奄美）奄美諸島篇」。日本放送出
版協会、599-602。
●日本財団海と日本PROJECT・海ノ民話のまちプロジェクト（２０２４）「海ノ民話の
世界」。文藝春秋、4-13。
●竹内勉（２００２）「民謡地図①はいや・おけさと千石船」。本阿弥書店、315-316。
●竹内勉（２０１８）「日本民謡辞典Ⅱ　関東・甲信越・北陸・東海」。朝倉書店、
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