
と
な
り
、
同
島
の
ツ
ゲ
合

材
料
と
し
て
使
わ
れ
た
。

一
九
九
○
年
六
月
と
十
月
の
二
回
に
わ
た
り
御
蔵
島
に
滞
在
し
、
木
床
義
歯
に
最
も
よ
く
使
わ
れ
た
同
島
の
ツ
ゲ
と
、
ツ
ゲ
を
め
ぐ
る
島
の

歴
史
に
つ
い
て
取
材
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。

江
戸
時
代
、
御
蔵
島
の
ツ
ゲ
は
島
民
に
と
っ
て
唯
一
の
収
入
源
で
あ
っ
た
。
島
民
は
ツ
ゲ
を
神
の
木
と
考
え
、
氏
子
が
神
主
に
「
此
度
黄
楊

木
何
拾
本
被
下
候
」
と
願
い
出
る
と
神
主
が
神
慮
を
願
っ
た
上
で
伐
ら
せ
る
。
こ
の
際
、
初
穂
金
百
疋
を
氏
神
に
献
じ
、
渡
海
安
全
を
祈
っ
て

米
二
俵
程
入
れ
て
「
湯
釜
を
立
て
」
お
祭
り
す
る
。
次
に
初
穂
を
持
っ
て
、
神
主
が
先
頭
に
な
り
根
伐
の
場
所
、
運
搬
の
箇
所
を
「
男
は
何

迄
、
女
は
何
迄
」
と
割
り
当
て
る
。
伐
採
さ
れ
た
ツ
ゲ
は
、
背
負
子
に
つ
け
ら
れ
険
し
い
山
道
を
「
段
々
送
り
」
に
運
び
だ
さ
れ
た
。
こ
の
重

労
働
に
は
島
中
の
老
若
男
女
が
総
動
員
さ
れ
、
ツ
ゲ
材
売
却
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
食
料
は
扶
持
米
制
度
の
も
と
で
人
頭
割
り
に
平
等
に
配
分
さ

御
蔵
島
の
特
産
ツ
ゲ
が
何
時
ご
ろ
か
ら
本
土
に
運
ば
れ
て
、
加
工
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
天
領

な
り
、
同
島
の
ツ
ゲ
は
島
黄
楊
と
呼
ば
れ
、
江
戸
に
出
荷
さ
れ
て
櫛
や
印
鑑
、
将
棋
の
駒
の
高
級
品
、
そ
し
て
わ
が
国
独
自
の
木
床
義
歯
の

御
蔵
島
と
シ
ゲ

絵
島
・
生
島
事
件
と
御
蔵
島

霜
灌
毒
蕊
堂
運
喧
籠
平
成
二
年
十
二
月
二
十
日
受
付

新
藤
恵
久
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江
戸
期
か
ら
明
治
期
中
頃
ま
で
、
御
蔵
島
島
民
の
生
活
は
ツ
ゲ
か
ら
の
収
入
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。
江
戸
時
代
御
蔵
島
は
天
領
で
、

江
戸
初
期
よ
り
三
宅
島
の
属
島
と
し
て
三
宅
島
地
役
人
（
代
官
手
代
）
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
島
外
と
の
交
渉
は
す
べ
て
三
宅
島
の

廻
船
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
当
時
御
蔵
島
に
は
三
隻
の
漁
船
し
か
な
く
、
海
が
荒
れ
る
と
何
ヶ
月
も
三
宅
島
と
の
連
絡
が
途
絶
し
た
。
そ
こ
で

「
諸
用
向
の
伝
達
が
不
便
な
為
」
と
し
て
御
蔵
島
の
神
官
印
は
三
宅
島
で
預
か
り
、
御
蔵
島
の
諸
用
を
代
行
し
た
。
と
こ
ろ
が
次
第
に
そ
の
範

囲
を
広
げ
ら
れ
、
三
宅
島
の
役
人
が
神
官
印
を
勝
手
に
使
っ
て
私
腹
を
肥
や
す
な
ど
不
祥
事
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
享
和
年
間
に
は
無

（
一
、
一
一
）

断
で
御
蔵
島
唯
一
の
財
源
で
あ
る
シ
ゲ
山
を
借
金
の
担
保
に
入
れ
る
と
い
う
事
件
ま
で
お
こ
っ
た
。

長
い
間
三
宅
島
の
横
暴
に
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
き
た
島
民
は
三
宅
島
か
ら
分
離
独
立
を
め
ざ
し
て
、
神
官
加
藤
蔵
人
（
の
ち
に
栗
本

姓
）
を
中
心
に
遂
に
立
ち
上
が
っ
た
。
そ
し
て
、
島
独
自
の
廻
船
を
保
有
し
て
江
戸
へ
直
接
ツ
ゲ
を
売
り
込
糸
生
活
の
安
定
を
は
か
る
べ
く
請

願
運
動
を
開
始
し
た
。
た
ま
た
ま
絵
島
事
件
に
連
座
し
て
御
蔵
島
に
流
人
と
し
て
在
島
し
て
い
た
奥
山
交
竹
院
は
、
こ
れ
に
深
く
同
情
し
、
昔

の
同
僚
で
あ
る
桂
川
邦
教
に
島
の
実
情
を
書
き
送
り
救
済
を
懇
願
し
た
。

享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
、
廻
船
の
保
有
が
許
さ
れ
、
同
十
三
年
、
三
宅
島
か
ら
独
立
し
た
。
こ
の
江
戸
と
の
直
接
取
り
引
き
に
よ
る
生
活

の
安
定
は
、
人
口
の
増
加
を
も
た
ら
し
た
。
人
口
増
は
扶
持
米
制
度
の
維
持
を
困
難
に
す
る
た
め
、
享
和
年
間
（
一
八
○
一
’
○
一
二
）
、
人
口

抑
制
の
た
め
の
二
十
八
軒
衆
制
度
が
成
立
し
た
。
こ
の
制
度
は
養
蚕
に
よ
る
収
入
が
ツ
ゲ
の
そ
れ
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
明
治
三
十
年
代
に

な
っ
て
よ
う
や
く
衰
微
し
た
。

オし
÷垂
ノー

○三
宅
島
よ
り
の
分
離
独
立
運
動
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御
蔵
島
が
貧
困
に
喘
い
で
い
る
頃
、
江
戸
大
奥
に
風
俗
素
乱
事
件
が
起
こ
っ
た
。
幼
少
の
将
軍
家
継
の
生
母
月
光
院
に
仕
え
信
任
の
厚
か
っ

た
表
年
寄
の
絵
島
は
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
四
）
正
月
十
二
日
、
寛
永
寺
、
増
上
寺
へ
代
参
し
た
。
そ
の
帰
途
、
奥
医
師
の
奥
山
交
竹
院
ら
は

誘
わ
れ
て
木
挽
町
の
山
村
長
太
夫
座
に
立
寄
り
、
見
物
か
た
が
た
生
島
新
五
郎
と
密
会
し
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。
こ
れ
は
公
儀
へ
の
願
い
事
が

あ
る
商
人
た
ち
が
、
大
奥
に
取
り
入
る
手
段
と
し
て
絵
島
ら
を
誘
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
大
量
の
処
罰
が
行
わ
れ
た
。
絵
島
の
兄
白
井
平
右
衛
門

は
死
罪
、
弟
の
豊
島
平
八
郎
は
重
追
放
と
な
っ
た
。
絵
島
は
同
年
二
月
二
日
親
類
預
け
と
な
り
、
さ
ら
に
評
定
所
で
審
査
の
結
果
、
彼
女
が
重

職
に
あ
り
な
が
ら
行
状
悪
く
今
回
の
件
は
重
罪
で
あ
る
が
、
死
一
等
減
じ
て
永
遠
島
と
判
決
さ
れ
た
。
遠
島
は
、
死
刑
に
次
ぐ
重
罪
で
、
江
戸

時
代
の
そ
れ
は
王
朝
時
代
の
流
刑
に
起
源
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
王
朝
時
代
に
比
べ
は
る
か
に
残
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。
幕
吏
は
流
人
を

島
に
追
い
上
げ
る
だ
け
で
帰
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
手
に
職
の
無
い
老
幼
病
人
は
餓
死
す
る
か
自
殺
す
る
し
か
道
は
な
か
っ
た
。
八
丈
島
の

記
録
に
あ
る
島
抜
け
を
し
た
も
の
は
捕
ま
る
と
舌
噛
み
切
っ
て
自
殺
と
な
っ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
首
を
締
め
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
と
い
う
。

絵
島
は
月
光
院
の
請
願
に
よ
り
、
信
濃
高
遠
に
配
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
高
遠
の
囲
座
敷
で
二
十
七
年
過
ご
し
て
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）

に
六
十
一
才
の
生
涯
を
終
え
た
。
高
遠
で
の
生
活
は
、
零
下
十
五
度
に
も
な
る
冬
に
与
え
ら
れ
た
の
は
火
桶
一
つ
、
「
硯
、
紙
所
望
候
ぱ
相
渡

可
申
候
哉
無
用
に
候
」
（
内
藤
家
家
臣
と
幕
府
と
の
問
答
・
高
遠
町
絵
島
囲
屋
敷
）
、
ま
た
一
歩
の
外
出
も
許
さ
れ
ぬ
厳
し
い
も
の
で
あ
っ

典
医
・
奥
山
交
竹
院
は
御
蔵
島
に
永
遠
島
、
従
兄
弟
の
奥
山
喜
内
は
死
罪
相
当
と
し
て
水
戸
家
預
け
と
な
っ
た
。
木
挽
町
の
狂
言
座
元
は
新

島
へ
永
遠
島
、
同
人
抱
歌
舞
伎
役
者
で
小
柄
で
は
あ
る
が
美
貌
で
濡
事
に
す
ぐ
れ
名
声
を
得
て
い
た
生
島
新
五
郎
は
、
遊
興
の
席
を
設
け
た
栂

屋
善
六
と
と
も
に
三
宅
島
に
永
遠
島
と
な
っ
た
。
新
五
郎
は
後
、
赦
免
さ
れ
て
江
戸
で
死
ん
だ
（
七
十
四
歳
）
と
も
配
所
で
死
ん
だ
（
三
宅
島

（
三
、
四
）

の
墓
に
は
六
十
一
歳
で
没
と
あ
る
）
と
も
い
う
。

た
○

絵
島
生
島
事
件
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0

大
奥
で
の
特
権
を
狙
う
商
人
た
ち
は
、
将
軍
の
代
替
わ
り
の
た
び
に
行
わ
れ
て
き
た
大
奥
御
用
の
入
替
え
や
、
あ
る
い
は
割
り
込
拳
と
い
っ

た
も
の
に
目
を
つ
け
て
い
た
。
絵
島
は
そ
の
力
か
ら
一
番
狙
わ
れ
や
す
い
地
位
に
い
た
。
奥
山
交
竹
院
は
、
九
百
石
取
り
の
本
道
典
医
で
謙
徳

院
法
印
の
子
と
し
て
大
奥
最
高
の
地
位
に
あ
っ
た
。

つ
が

浅
草
の
御
用
商
人
、
栂
屋
善
六
は
宝
永
元
年
（
一
七
○
四
）
に
猿
ヶ
股
の
堤
防
工
事
で
儲
け
た
土
木
請
負
業
者
で
、
日
ご
ろ
出
入
り
し
て
い

る
小
普
請
方
の
金
井
六
右
衛
門
の
紹
介
で
絵
島
と
知
っ
た
。
そ
こ
で
金
井
を
通
じ
て
奥
山
交
竹
院
に
絵
島
を
芝
居
に
連
れ
出
す
よ
う
頼
ん
だ
。

生
島
新
五
郎
の
芝
居
の
か
か
っ
て
い
る
山
村
座
の
二
階
を
借
り
切
っ
て
の
酒
宴
の
席
は
も
ち
ろ
ん
善
六
持
ち
。
こ
こ
に
奥
山
と
絵
島
が
あ
ら
わ

れ
た
。
時
に
絵
島
は
三
十
才
少
し
前
、
幕
間
に
あ
ら
わ
れ
る
新
五
郎
は
四
十
四
才
の
男
ざ
か
り
、
す
っ
か
り
気
持
ち
を
よ
く
し
て
杯
を
重
ね
て

い
た
絵
島
が
よ
う
や
く
気
が
つ
い
て
帰
途
に
つ
い
た
と
き
は
、
も
は
や
薄
暮
と
な
っ
て
い
た
。
御
錠
口
の
門
限
ぎ
り
ぎ
り
に
通
り
抜
け
た
一
行

（
一
ハ
）

こ
の
事
件
で
は
、
肉
筆
美
人
画
で
著
名
だ
っ
た
懐
月
堂
安
度
も
栂
屋
と
同
町
に
住
承
彼
の
便
宜
を
は
か
っ
た
と
さ
れ
て
大
島
に
遠
島
と
な
る

な
ど
、
連
座
し
た
も
の
は
千
五
百
人
に
の
ぼ
り
、
し
か
も
日
ご
ろ
能
率
の
悪
さ
で
定
評
の
あ
っ
た
評
定
所
が
、
わ
ず
か
一
月
で
判
決
を
下
し
た

裏
に
は
、
将
軍
家
継
の
生
母
と
し
て
強
大
な
権
勢
を
持
つ
月
光
院
に
対
す
る
他
の
大
奥
部
屋
の
ね
た
承
を
利
用
し
た
政
治
的
陰
謀
や
御
用
商
人

の
特
権
争
い
が
か
ら
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
が
真
相
は
不
明
で
あ
る
。

奥
山
交
竹
院
と
御
蔵
島

路
浬三

0 「
秋
元
但
馬
守
喬
和
が
江
島
一
件
を
裁
断
し
た
の
を
聞
い
て
、
隠
居
し
て
い
た
柳
沢
吉
保
が
秋
元
氏
は
綱
吉
家
宣
家
継
と
三
代
に
亘
っ

て
老
中
を
勤
め
た
、
幕
閣
の
故
老
で
も
あ
り
思
慮
周
密
な
人
で
も
あ
る
の
に
、
何
か
考
へ
連
へ
し
て
斯
う
し
た
事
件
を
暴
露
さ
せ
た
か
、

必
ず
後
悔
し
て
死
ぬ
だ
ら
う
と
云
っ
た
、
処
が
果
し
て
其
の
年
の
八
月
に
卒
去
さ
れ
た
と
い
ひ
、
大
奥
女
中
の
役
者
買
ひ
は
、
五
代
将
軍

へ
五
）

の
時
に
は
珍
し
か
ら
ぬ
事
と
し
て
、
別
段
に
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
と
も
云
っ
て
い
る
‐
一
（
三
田
村
玄
龍
『
芝
と
上
野
浅
草
』
・
江
島
宮
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を
待
つ
大
奥
の
女
中
た
ち
の
神
経
は
と
ぎ
す
ま
さ
れ
て
い
た
。

（
五
）

こ
の
大
奥
の
女
中
た
ち
の
遊
び
に
つ
い
て
三
田
村
玄
龍
（
鳶
魚
）
は
『
芝
と
上
野
浅
草
」
の
な
か
で
、

「
江
島
等
は
自
分
の
資
金
で
放
埒
を
働
く
の
で
は
な
い
。
如
何
は
し
い
商
人
の
取
持
ち
で
役
者
買
ひ
す
る
の
だ
。
商
人
共
は
各
々
或
る

利
益
獲
得
を
目
的
と
し
て
、
大
奥
女
中
の
歓
心
を
買
は
う
と
す
る
の
だ
、
我
等
は
江
島
一
件
を
大
奥
女
中
等
の
一
己
の
放
埒
と
は
思
は

と
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
玄
龍
は

ぬ
」

と
述
べ
、

あ

「
只
だ
奥
女
中
が
役
者
買
ひ
を
し
た
の
な
ら
正
直
な
秋
元
閣
老
で
も
、
渠
れ
程
の
事
に
は
し
ま
い
全
く
一
己
の
事
柄
な
ら
処
分
は
手
安

く
何
と
で
も
な
る
。
し
か
し
一
件
者
の
中
に
水
戸
の
家
来
奥
山
喜
内
が
居
る
、
彼
は
水
戸
で
物
頭
を
勤
め
る
者
だ
と
い
ふ
か
ら
、
中
士
以

い
と
こ

上
の
身
分
な
の
だ
、
其
の
喜
内
の
従
弟
奥
山
交
竹
院
は
水
戸
の
御
医
師
で
あ
っ
た
の
を
幕
府
に
抱
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
喜
内
の
娘
を
江

島
の
養
女
に
し
て
奥
へ
勤
め
さ
せ
て
も
居
る
、
是
は
布
置
結
構
さ
れ
た
事
柄
で
、
一
朝
一
夕
の
話
で
は
な
い
」

（
七
）

ら
に
玄
龍
は
『
江
戸
生
活
の
う
ら
お
も
て
』
の
な
か
で
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
上
田
秋
成
が
『
医
に
な
る
始
に
欲
心
を
絶
て
金
口
入
、
太
鼓
持
、
仲
人
、
道
具
の
取
次
は
せ
ま
い
と
い
ふ
て
一
生
せ
な
ん
だ
事
じ
ゃ
』

と
自
分
の
誓
言
を
書
い
て
居
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
当
時
の
医
者
の
弊
風
を
穿
っ
た
言
葉
だ
と
思
ひ
ま
す
。
如
何
に
も
秋
成
に
痛
棒
を
加
へ

ら
れ
る
だ
け
の
こ
と
は
あ
っ
た
ら
う
と
考
へ
る
の
で
す
。
況
し
て
そ
れ
が
女
性
を
の
み
相
手
に
致
し
ま
す
奥
医
者
な
ど
に
な
り
ま
す
と
、

猶
更
か
う
い
ふ
風
が
あ
っ
た
と
思
ひ
ま
す
。
こ
の
点
に
就
て
、
善
悪
の
例
証
も
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
直
に
私
の
思
ひ
つ
く
例
を
挙
げ
ま
す

と
、
あ
の
江
嶋
事
件
の
中
に
出
て
来
る
奥
山
交
竹
院
１
兀
来
あ
の
事
件
は
奥
女
中
が
役
者
買
を
し
た
と
い
ふ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

水
戸
家
の
或
願
望
を
含
ん
で
居
り
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
猶
顛
面
に
あ
っ
た
の
は
、
呉
服
後
藤
が
銭
座
の
計
劃
や
ら
、
金
銀
ふ
き
替
に
関
す

る
事
柄
や
、
奈
良
茂
が
或
利
権
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
こ
と
や
、
さ
う
い
ふ
事
が
絡
ま
っ
て
、
江
嶋
を
通
じ
て
幕
府
か
ら
権
利
を
掠
め
取
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遠
島
に
は
期
限
が
な
か
っ
た
が
、
恩
赦
が
あ
れ
ば
故
郷
に
帰
っ
て
昔
な
が
ら
の
生
活
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
伊
豆
七
島
の
流
人
た
ち

も
、
日
夕
お
赦
の
出
る
こ
と
を
神
か
け
て
祈
っ
た
と
い
う
。
交
竹
院
も
江
戸
の
空
を
眺
め
て
は
帰
郷
の
日
を
夢
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
交
竹
院

が
流
さ
れ
る
数
年
前
に
三
宅
島
に
遠
島
と
な
っ
て
い
た
英
一
蝶
は
、
将
軍
代
替
の
大
赦
で
江
戸
に
帰
っ
て
い
る
（
一
蝶
は
、
江
戸
の
方
向
で
あ

る
北
向
き
の
窓
か
ら
蝶
が
た
わ
む
れ
る
の
を
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
赦
免
の
報
せ
が
あ
り
、
こ
の
感
銘
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
朝
湖
を
改
め
一
蝶

（
八
、
九
）

に
し
た
と
い
う
。
彼
の
三
宅
島
で
描
い
た
絵
馬
が
二
つ
、
御
蔵
島
の
稲
根
神
社
の
拝
殿
に
あ
る
。
狩
林
隠
朝
湖
斎
の
サ
イ
ン
が
あ
る
）
。

交
竹
院
は
在
島
六
年
、
廻
船
保
有
許
可
に
先
立
つ
こ
と
六
年
、
こ
の
喜
び
の
日
を
見
る
こ
と
な
く
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
八
月
二
十
一

日
、
波
乱
の
生
涯
を
終
え
た
。
戒
名
は
「
運
生
院
即
誉
棄
往
法
印
」
、
墓
は
本
家
筋
の
墓
地
に
、
墓
石
は
島
の
人
々
の
よ
り
一
段
と
大
き
く
、

遺
言
に
よ
り
は
る
か
江
戸
を
望
む
高
台
に
立
っ
て
い
る
（
墓
石
に
は
奥
山
光
竹
院
と
彫
ら
れ
て
い
る
）
。

島
民
は
彼
の
神
社
を
作
っ
て
そ
の
功
績
を
賛
え
た
が
、
の
ち
に
桂
川
甫
筑
、
栗
本
蔵
人
と
合
祀
さ
れ
た
。
三
宝
神
社
と
呼
ば
れ
る
石
の
小
祠

の
な
か
の
小
さ
な
青
銅
の
神
像
は
、
中
心
上
部
に
甫
筑
、
向
か
っ
て
右
側
に
交
竹
院
、
左
側
に
蔵
人
が
座
っ
て
い
る
。
背
部
に
は
廻
船
保
有
の

喜
び
の
銘
文
が
彫
ら
れ
て
い
る
（
後
述
）
。

ら
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
江
嶋
に
つ
き
纒
は
っ
て
居
り
ま
し
て
、
江
嶋
を
中
心
に
大
奥
に
い
ろ
い
ろ
な
関
係
を
栫
へ
て
、
利
権

亡
者
ど
も
の
為
に
最
も
動
い
た
や
つ
が
、
こ
の
医
者
の
奥
山
交
竹
院
で
あ
り
ま
す
」
。

し
か
し
な
が
ら
御
蔵
島
の
流
人
と
な
っ
た
交
竹
院
は
、
島
の
解
放
運
動
の
よ
き
理
解
者
で
あ
り
協
力
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
島
民
の
苦
境
を

救
い
、
島
の
ツ
ゲ
が
乱
伐
に
よ
り
危
機
に
瀕
し
て
い
る
の
を
幕
閣
に
認
識
さ
せ
た
功
労
者
で
あ
っ
た
。
桂
川
甫
筑
が
い
か
に
義
侠
心
が
あ
っ
た

に
せ
よ
、
し
か
も
寄
合
（
免
職
中
）
の
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
二
人
の
信
頼
関
係
は
な
み
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

プ
○
・
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／

く
に
み
ち

邦
教
は
江
戸
前
期
の
蘭
方
医
で
、
江
戸
時
代
の
蘭
学
の
宗
家
で
あ
る
桂
川
家
の
始
祖
で
あ
る
。
幼
名
を
小
吉
、
の
ち
に
邦
教
と
称
し
た
。
寛

文
十
一
年
（
エ
ハ
七
一
）
京
都
よ
り
平
戸
藩
の
侍
医
・
嵐
山
甫
安
に
つ
い
て
外
科
学
を
学
び
、
の
ち
甫
安
に
つ
い
て
平
戸
に
移
り
、
長
崎
で
オ

ラ
ン
ダ
医
官
に
つ
い
て
外
科
を
修
め
た
。
貞
享
四
年
（
ニ
ハ
八
七
）
、
京
都
に
帰
っ
た
邦
教
に
、
師
・
甫
安
は
、
邦
教
が
オ
ラ
ン
ダ
語
に
習
熟

し
、
医
学
の
才
能
が
と
く
に
勝
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
わ
が
流
儀
を
拡
む
る
も
の
は
必
ず
汝
な
ら
ん
。
桂
川
は
京
都
嵐
山
の
下
を
流
れ
て
流

派
大
な
る
に
至
る
べ
し
。
よ
っ
て
汝
は
以
後
桂
川
氏
を
用
う
べ
し
」
と
い
い
姓
を
桂
川
と
改
め
さ
せ
た
。
ま
た
自
分
の
名
の
一
宇
を
与
え
て
甫

筑
（
甫
竹
）
と
し
た
。
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
甲
府
城
主
・
徳
川
綱
豊
（
五
代
将
軍
の
兄
・
綱
重
の
子
。
の
ち
の
将
軍
家
宣
）
の
侍
医
と
な

り
、
宝
永
元
年
（
一
七
○
四
）
、
綱
豊
が
将
軍
綱
吉
の
世
継
に
な
り
西
の
丸
に
入
る
と
幕
府
の
医
官
と
な
っ
た
。
享
保
元
年
（
一
七
二
○
、
吉

宗
が
将
軍
職
に
つ
く
と
一
時
寄
合
（
休
職
）
と
な
っ
た
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
、
命
を
受
け
て
吉
宗
の
前
で
オ
ラ
ン
ダ
人
と
対
談
し
、
以

後
こ
れ
が
恒
例
と
な
っ
た
。
享
保
十
一
年
、
吉
宗
は
甫
筑
の
才
能
を
賞
賛
し
、
再
び
奥
医
師
と
な
っ
た
。
享
保
十
八
年
春
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
江

（
九
、
一
○
）

戸
参
府
の
時
に
も
活
躍
し
、
翌
十
九
年
法
眼
に
叙
せ
ら
れ
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
十
一
月
、
八
十
七
才
で
死
去
し
た
。

圭
川
家
七
代
甫
周
の
次
女
、
今
泉
み
ね
（
一
八
五
五
’
一
九
三
七
）
は
、
そ
の
回
顧
録
『
名
ご
り
の
夢
』
の
な
か
で
、
同
家
の
御
蔵
島
に
関

桂
川
家
七
代
甫
周
の
次
女
、
八

（
一
一
）

す
る
言
い
伝
え
を
残
し
て
い
る
。

桂
川
邦
教
（
甫
筑
）
と
御
蔵
島

「
な
ん
で
も
ず
っ
と
前
の
桂
川
の
初
代
が
御
蔵
島
と
江
戸
と
の
交
通
の
許
さ
れ
る
よ
う
将
軍
家
に
お
願
い
し
た
た
め
に
流
人
島
に
初
め

め
ぐ
み

て
ひ
ら
け
て
直
接
に
徳
川
泰
平
の
恩
恵
に
あ
ず
か
り
う
る
よ
う
に
な
れ
た
そ
れ
を
徳
と
し
て
大
明
神
に
祀
っ
た
と
い
ひ
ま
す
が
、
そ
の
お

宮
の
境
内
に
あ
る
木
に
生
じ
た
椎
茸
と
、
そ
の
木
木
の
枝
葉
の
茂
り
を
手
入
れ
し
て
そ
れ
を
薪
に
し
た
て
て
お
礼
ど
こ
ろ
で
桂
川
に
届
け

た
も
の
で
あ
り
ま
す
と
か
‐
一
。

「
ま
・
た
一
説
に
は
、
桂
川
が
吉
利
史
丹
の
魔
法
を
使
っ
て
切
り
落
と
し
た
首
を
繋
い
で
治
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
島
流
し
に
な
り
ま
し
た
。
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そ
の
島
が
さ
て
こ
そ
御
蔵
島
で
あ
っ
た
さ
う
で
す
が
、
そ
の
後
公
方
様
が
御
病
気
で
容
易
に
御
平
癒
な
く
、
桂
川
を
呼
べ
と
の
御
声
が
か

り
で
呼
び
も
ど
さ
れ
ま
し
て
、
さ
い
わ
ひ
公
方
様
は
御
本
復
に
な
ら
れ
ま
し
た
の
で
何
な
り
と
望
み
を
と
の
御
仰
せ
、
そ
こ
で
流
人
島
の

象
く
ら
島
に
ど
う
か
江
戸
表
と
の
交
通
を
年
一
回
だ
け
で
も
お
許
し
あ
り
た
い
と
お
願
い
申
し
あ
げ
た
と
か
い
ふ
、
こ
う
し
た
伝
説
が
誰

‐
言
ふ
と
な
く
桂
川
の
中
で
な
が
く
言
い
伝
は
っ
て
来
ま
し
た
が
、
吉
野
博
士
の
お
し
ら
べ
に
よ
り
ま
す
と
桂
川
代
盈
の
中
で
、
島
に
行
っ

た
も
の
は
な
い
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」
。

「
交
竹
院
と
初
代
桂
川
甫
筑
と
は
同
僚
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
交
竹
院
か
ら
島
の
実
状
を
桂
川
へ
う
っ
た
へ
て
、
ぜ
ひ
江
戸
へ
ゆ
き

き
の
叶
ふ
よ
う
に
骨
折
ら
れ
た
い
と
折
入
っ
て
の
頼
桑
に
甫
筑
の
義
侠
心
は
燃
え
た
ち
、
御
老
中
に
熱
心
に
許
し
を
乞
ふ
て
よ
う
や
く
そ

の
こ
と
が
と
ほ
り
、
島
人
の
幸
運
が
開
け
る
や
う
に
な
っ
た
と
い
ふ
理
由
で
、
交
竹
院
と
当
時
の
神
主
で
あ
っ
た
栗
本
蔵
人
と
桂
川
甫
筑

と
の
三
人
が
、
三
宝
神
社
に
現
在
で
も
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
が
」
。

吉
野
作
造
は
、
そ
の
著
『
露
国
帰
還
の
漂
流
民
幸
太
夫
』
の
な
か
で
御
蔵
島
独
立
運
動
に
触
れ
て
お
り
、
ま
た
、
御
蔵
島
の
人
・
栗
本
俊
吉

は
『
御
蔵
島
概
況
』
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
元
祗
迄
〈
人
工
百
一
一
充
タ
ズ
、
物
産
モ
亦
僅
少
一
一
シ
テ
且
シ
三
宅
島
ノ
配
下
一
一
属
シ
、
一
歳
数
回
同
島
二
航
行
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
キ
。

然
ル
ー
享
保
初
年
二
至
り
、
物
産
ヲ
内
地
二
輸
送
販
売
セ
ン
コ
ト
ヲ
企
テ
テ
、
運
送
船
ヲ
所
有
セ
ン
コ
ト
ヲ
時
ノ
代
官
へ
請
願
シ
、
屡

屡
其
許
可
ヲ
乞
ヒ
シ
モ
、
遮
ラ
レ
テ
事
果
サ
ズ
、
島
民
甚
ダ
之
ヲ
遺
憾
ト
セ
リ
、
巳
ニ
シ
テ
幕
府
ノ
侍
医
奥
山
交
竹
院
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
、

大
奥
ノ
老
女
江
島
ノ
事
二
座
シ
調
セ
ラ
レ
テ
本
島
二
来
リ
、
其
事
情
ヲ
憐
ミ
、
曽
テ
同
僚
タ
リ
シ
桂
川
甫
筑
氏
二
言
ヲ
寄
セ
、
本
島
ノ
事

情
ヲ
述
フ
、
同
氏
侠
骨
ア
リ
、
直
接
二
幕
府
ノ
老
中
ニ
其
事
情
ヲ
述
べ
、
享
保
十
年
二
至
り
願
意
漸
ク
貫
徹
シ
幕
府
ノ
許
可
ヲ
得
手
テ
回

漕
船
一
艘
ヲ
購
入
シ
、
島
内
の
物
産
ヲ
内
地
二
直
送
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
。
然
し
ド
モ
三
宅
島
ノ
付
属
タ
ル
コ
ト
ハ
猶
未
ダ
脱
セ
ザ
リ
シ

奥
山
交
竹
院
の
嘆
願
を
受
け
た
甫
筑
が
、
御
蔵
島
解
放
の
た
め
に
奔
走
し
た
の
は
、
二
人
の
間
の
強
い
信
頼
関
係
と
、
甫
筑
の
交
竹
院
へ
の

凸

（
一
一
一
）

ナ
リ
」
。
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深
い
同
情
心
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
甫
筑
の
尽
力
が
効
を
奏
し
た
の
は
、
甫
筑
が
失
脚
中
、
オ
ラ
ン
ダ
人
と
の
交
渉
で
吉
宗
の
高
い
評
価
を

得
て
次
第
に
復
権
し
て
き
た
時
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
絵
島
事
件
で
の
過
酷
な
判
決
の
犠
牲
と
な
っ
た
者
に
対
す
る
同
情
の
声
が
周
囲
に
あ
が

り
だ
し
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
三
宅
島
島
役
人
の
不
当
な
乱
伐
で
、
当
時
の
御
蔵
島
の
ツ
ゲ
は
半
減
、
荒
廃
の
危
機
に
瀕
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
同
島
を
三
宅
島
よ

り
分
離
し
て
伊
豆
代
官
の
直
接
支
配
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
御
蔵
島
島
民
の
長
年
の
悲
願
で
あ
っ
た
廻
船
建
造
の
嘆
願
書
に
伊
豆
代
官
の
許
可
が
下
り
た
の
は
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
八

月
、
利
島
よ
り
五
人
乗
古
船
を
購
入
し
た
の
は
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
春
で
あ
っ
た
。

島
民
は
甫
筑
を
桂
川
前
法
眼
大
明
神
と
し
て
神
社
に
奉
っ
た
。
桂
川
家
は
こ
れ
を
縁
に
家
伝
の
薬
を
毎
年
送
っ
た
。
島
か
ら
は
返
礼
と
し
て

毎
年
、
椎
茸
、
薪
、
魚
、
烏
な
ど
が
送
ら
れ
た
。

奥
山
交
竹
院
、
桂
川
甫
筑
、
栗
本
蔵
人
の
三
人
を
祀
っ
た
神
社
は
、
も
と
は
祭
神
が
別
を
に
あ
っ
た
が
、
の
ち
島
の
大
火
の
あ
と
合
祀
さ

れ
、
石
の
小
祠
が
作
ら
れ
た
。
三
宝
神
社
と
呼
ば
れ
る
こ
の
小
祠
の
中
に
は
三
人
の
銅
像
の
御
神
体
が
安
置
さ
れ
、
後
ろ
に
は

の
銘
文
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
三
宝
神
社
の
祭
礼
は
、
毎
年
十
一
月
十
日
、
栗
本
蔵
人
の
命
日
の
日
に
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
。

『
名
ご
り
の
ゆ
め
』
は
、
桂
川
家
と
島
民
の
維
新
後
も
続
い
て
い
た
交
流
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。

「
御
蔵
島
が
い
っ
た
い
ど
の
へ
ん
に
あ
る
の
か
も
今
だ
に
知
り
ま
せ
ん
が
、
な
ん
で
も
烏
も
通
わ
ぬ
八
丈
島
近
く
の
離
れ
小
島
だ
そ
う

で
、
そ
の
島
の
人
が
年
に
た
し
か
一
度
江
戸
表
へ
と
出
て
き
ま
し
て
、
島
に
は
な
い
物
を
買
っ
て
は
、
島
の
物
を
売
っ
て
帰
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
、
し
や
ぽ
ん
の
や
う
な
物
さ
え
な
か
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
で
も
洗
濯
し
や
ぼ
ん
位
を
顔
に
ぬ
っ
て
ゐ
た
人
達
か
も
知
れ
ま
せ

享
保
十
年
巳
九
月
吉
日

巳
の
年
の
巳
蔵
の
願
ひ
巳
に
叶
ひ

巳
よ
や
巳
船
を
巳
な
も
よ
ろ
こ
ぶ
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ん
。
又
狐
の
愚
い
た
人
と
か
、
お
こ
り
で
ふ
る
へ
る
や
う
な
者
に
葵
の
御
紋
の
書
い
た
も
の
で
も
見
せ
ま
す
と
、
け
ろ
り
と
一
度
に
直
っ

て
了
う
位
、
純
朴
な
可
愛
い
人
達
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
桂
川
へ
は
其
都
度
必
ず
薪
と
か
椎
茸
と
か
、
時
に
は
他
の
産
物
を
置
い
て

ま
ゐ
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
か
ら
は
そ
の
代
り
に
お
膏
薬
を
貰
っ
て
帰
り
ま
し
た
が
、
そ
の
椎
茸
の
や
わ
ら
か
で
肉
が
厚
く
お
い
し
い
こ
と

と
言
っ
た
ら
、
今
は
も
う
到
底
味
は
は
れ
な
い
味
で
す
。
そ
ん
な
の
が
三
尺
四
方
も
あ
ら
う
か
と
思
は
れ
る
大
き
な
か
ぶ
せ
蓋
の
箱
ｌ

分
厚
な
板
で
頑
丈
に
こ
し
ら
へ
た
大
箱
は
鉄
砲
道
具
で
も
出
て
く
る
か
と
思
は
れ
る
見
か
け
で
、
開
け
た
ら
ほ
ん
と
に
恐
ろ
し
い
様
な
の

に
、
ぎ
っ
し
り
と
椎
茸
が
つ
ま
っ
て
後
か
ら
方
狗
へ
分
配
す
る
の
に
困
っ
た
ほ
ど
で
す
し
、
邸
で
も
当
時
は
椎
茸
ぜ
め
の
有
様
、
薪
も
大

束
で
何
百
束
か
、
積
み
上
げ
た
所
は
三
間
四
角
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
思
ひ
ま
す
。
私
な
ど
例
に
よ
っ
て
公
然
は
見
ら
れ
な
い
の
で
す
か
ら
ソ

ッ
と
窺
い
て
ぷ
た
島
人
の
そ
の
様
子
の
め
ず
ら
し
さ
。
手
織
木
綿
か
な
ん
か
の
縞
の
き
も
の
で
村
役
人
で
は
な
い
ら
し
く
、
百
姓
か
何
か

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
口
つ
ぎ
か
ら
色
の
黒
さ
か
ら
一
見
都
離
れ
し
た
島
の
男
が
ひ
ょ
つ
く
り
江
戸
表
に
あ
ら
わ
れ
出
た
時
の
光
景
、
御

酒
で
も
出
る
と
い
ち
い
ち
舌
鼓
し
て
も
っ
た
い
ね
い
、
も
っ
た
い
ね
い
と
い
っ
て
お
し
い
た
だ
き
ま
す
。

さ
て
之
は
何
時
頃
か
ら
の
し
き
た
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
か
、
何
代
も
何
代
も
前
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
維
新
後
私
共
が
ま
こ
と
に
さ
さ

や
か
な
住
居
に
移
り
ま
し
て
か
ら
も
、
薪
や
椎
茸
を
持
っ
て
き
た
其
使
は
父
を
『
殿
さ
ま
あ
』
と
呼
ん
で
地
面
に
脆
き
ま
し
た
。
島
の
人

は
正
直
だ
な
あ
と
あ
と
あ
と
も
話
し
て
ゐ
た
こ
と
で
す
が
、
『
徳
川
の
お
直
参
が
な
ん
と
ま
あ
お
気
の
毒
だ
あ
』
と
申
し
て
は
、
先
方
は

以
前
に
か
か
は
ら
ず
禮
を
つ
く
し
ま
し
た
。
も
う
薪
で
も
何
で
も
置
く
所
が
な
い
か
ら
も
う
い
い
と
言
っ
て
断
り
ま
し
た
が
断
っ
て
も
数

回
は
参
り
ま
し
た
。
併
し
実
際
置
場
所
の
な
い
の
を
知
っ
て
成
程
と
思
っ
て
か
や
っ
と
其
影
を
見
せ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
所
ま

で
も
大
き
な
お
ゑ
や
げ
を
運
ん
で
た
づ
ね
て
く
れ
た
そ
の
真
心
は
忘
れ
ら
れ
な
い
と
父
も
申
し
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
事
実
は
ど
う
い
ふ
い
わ
れ
で
あ
っ
た
か
し
か
と
億
へ
ま
せ
ん
が
、
島
に
は
桂
川
大
明
神
と
い
ふ
お
宮
さ
へ
建
っ
て
居
る
か
に
き
き

傳
へ
ま
し
た
。
。
：
中
略
。
：
そ
の
お
宮
の
境
内
に
あ
る
木
に
生
じ
た
椎
茸
と
、
そ
の
木
木
の
枝
葉
の
茂
り
を
手
入
れ
し
て
そ
れ
を
薪
に
し
た

て
て
御
禮
ど
こ
ろ
で
桂
川
に
届
け
た
も
の
で
あ
り
ま
す
と
か
」
。
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わ
が
国
独
自
の
木
床
義
歯
の
材
料
に
使
わ
れ
て
い
た
ツ
ゲ
に
つ
い
て
の
取
材
を
目
的
に
、
一
九
九
○
年
六
月
、
御
蔵
島
を
訪
れ
た
。
滞
在
中

は
、
終
始
広
瀬
重
雄
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
が
、
氏
の
お
話
に
出
て
く
る
ツ
ゲ
を
め
ぐ
っ
て
の
御
蔵
島
の
歴
史
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
も
の
で

あ
り
、
驚
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
明
治
期
ま
で
島
の
唯
一
の
収
入
源
で
あ
っ
た
ツ
ゲ
を
め
ぐ
っ
て
一
人
の
蘭
方
医
Ｉ
桂
川
甫
筑
Ｉ
の

姿
が
浮
か
ん
で
き
た
。
そ
こ
で
、
現
在
も
島
民
の
尊
敬
を
受
け
て
い
る
こ
の
蘭
方
医
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。

文
献

（
一
）
柴
田
徳
衛
『
御
蔵
島
』
一
○
’
一
二
頁
、
御
蔵
島
役
場
、
東
京
、
一
九
五
八
（
昭
和
三
十
三
年
）
。

三
）
駒
沢
大
学
文
化
科
学
研
究
部
『
生
活
を
中
心
と
す
る
御
蔵
島
実
態
調
査
報
告
』
四
’
七
頁
、
駒
沢
大
学
、
東
京
、
一
九
六
五
（
昭
和
四
十
年
）
。

三
）
奈
良
本
辰
也
『
日
本
の
歴
史
・
十
七
』
九
七
’
一
三
七
頁
、
中
央
公
論
社
、
東
京
、
一
九
六
六
（
昭
和
四
十
一
年
）
。

（
ｇ
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
『
国
史
大
辞
典
・
二
』
二
六
三
’
二
六
四
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
東
京
、
一
九
八
三
（
昭
和
五
十
八
年
）
。

（
吾
三
田
村
玄
龍
『
芝
と
上
野
浅
草
』
一
二
六
’
一
二
九
頁
、
春
陽
堂
、
東
京
、
一
九
二
五
（
大
正
十
五
年
）
。

宍
）
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
編
集
委
員
会
『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
・
第
二
巻
』
三
四
頁
、
銀
河
社
、
一
九
八
三
（
昭
和
五
十
八
年
）
。

（
ご
三
田
村
玄
龍
『
江
戸
生
活
の
う
ら
お
も
て
』
五
五
○
’
五
五
一
頁
、
民
友
社
、
東
京
、
一
九
三
○
（
昭
和
五
年
）
。

（
○
滝
川
政
次
郎
『
日
本
行
刑
史
』
二
二
頁
、
青
蛙
房
、
東
京
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
十
七
年
）
。

完
）
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
『
国
史
大
辞
典
・
三
』
四
○
三
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
東
京
、
一
九
八
三
（
昭
和
五
十
八
年
）
。

（
己
）
日
蘭
学
会
『
洋
学
史
事
典
』
雄
松
堂
出
版
、
一
七
九
頁
、
東
京
、
一
九
八
四
（
昭
和
五
十
九
年
）
。
．

（
二
）
今
泉
翠
ね
『
名
ご
り
の
夢
』
五
八
’
六
二
頁
、
平
凡
社
、
東
京
、
一
九
六
三
（
昭
和
三
十
八
年
）
。

（
三
）
今
泉
源
吉
『
蘭
学
の
家
桂
川
の
人
を
．
第
一
編
』
三
七
’
三
九
頁
、
篠
崎
書
林
、
東
京
、
一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
年
）
。

（
東
京
都
八
王
子
市
）

象
ね
は
、
御
蔵
役
人
か
ら
薪
三
百
把
、
梶
粉
二
袋
を
送
っ
た
と
の
書
状
が
現
存
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

あ
と
が
き

（81）401



!$Ejima-Ikushimascandal''andMikurajimalsland

byYoshihisaSHINDO

函
○
郡

MikurajimalslandwasunderthecontroloftheMiyakejimao伍cefi･omthesixteenthcentury.

ThenativesofMikurajimahadbeengroanedunderthetyrannyoftheoHicialsoftheMiyakCjima.

BoxwoodinMikurajimahasbeenknownasahighqualitymaterialfbrwoodenplatedentures,

combsandsealsfromolddavs・AIsothiswoodwasanonlvfinancialsourceoftheisland.
‘ ′

Thispreciousresourceswereonthevergeofdenudationduetorecklessdefbrestationbythe

ofncialsoftheMiyakCjimahomthelattertermoftheseventeenthcentury,andthelivingofthe

nativeswasgreatlydistressed.

Forthisreason,thewholenativesroseinrevolttoaimtheindependecefiromtheMiyakejima's

controlintheearlystageofeighteenthcentury.

KochikuinOkuyamawhohappenedtobeexiledtoMiyakCjimaasaconvictoftheEjima-Ikushima

scandal,sentaletterlamentingtheirsadplighttohisfi､iend,HochikuKatsuragawawhowaslivingin

Edo.

ThankstoKatsuragawa'searnestpetitiontotheEdocentralgovernment,Mikurajimawonitand

bccameindependentfromtheMiyakqjima,andtheboxwoodfbresthasbeenpreserved.･

（
函
、
）


