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５
月
の
あ
る
日
曜
日
、
姫
島
を
訪
れ
る

機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
降
り
立
っ
た
の
は

島
の
東
岸
で
、
岩
が
崩
れ
落
ち
、
波
に
洗

わ
れ
て
丸
く
な
っ
た
石
が
海
岸
に
広
が

り
、
藍あ

い

色
に
輝
く
美
し
い
風
景
で
し
た
。

い
っ
ぽ
う
島
の
西
側
は
、
姫
島
の
骨
格
を

作
っ
て
い
る
岩
が
崖
と
な
っ
て
露
出
し
、

そ
れ
が
崩
れ
て
岩
礁
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
姫
島
の
骨
格
を
作
る
地
質
は
、

笠
山
と
同
じ
蛇じ

ゃ
も
ん紋
岩
と
呼
ば
れ
る
変
成
岩

で
す
。
藍
色
に
輝
く
石
の
正
体
は
、
こ
の

蛇
紋
岩
だ
っ
た
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
、
姫
島
で
は
田
原
藩
が
軍
用

の
馬
を
飼
育
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
放

牧
し
て
い
た
た
め
か
、
飼
育
・
調
教
技
術

が
悪
か
っ
た
の
か
、
何
度
試
み
て
も
使
い

物
に
な
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。そ
の
後
、

１
７
２
７
年
を
最
後
に
、
田
原
藩
は
馬
の

飼
育
を
や
め
た
よ
う
で
す
。

　

自
然
豊
か
な
姫
島
は
、
古
く
か
ら
人
々

に
自
然
の
恵
み
を
も
た
ら
し
て
い
ま
し

た
。
江
戸
時
代
の
『
田
原
城
主し

ゅ

考こ
う

』
と
呼

ば
れ
る
歴
史
書
に
は
、
姫
島
（
飛ひ

め

し

ま

馬
嶋
）

の
産
物
と
し
て
、
駒こ

ま

（
若
い
馬
）、
小
海
羅

（
こ
ぶ
の
り
・
鴨か

も

頭が
し
ら

海の

苔り

）、
蜊あ

さ
り

（
ア
サ
リ
）、

藻
江
澤（
モ
ズ
ク
）が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
で
も
姫
島
の
ア
サ
リ
は
地
元
の
方
で
も

お
い
し
い
こ
と
で
有
名
で
す
。
ま
た
海
防

政
策
に
力
を
入
れ
て
い
た
田
原
藩
は
、
大

砲
試
射
や
銃
陣
訓
練
を
盛
ん
に
行
い
ま
し

た
。
天
保
14
年
（
１
８
４
３
）
に
は
波
瀬

町
の
雷ら

い

電で
ん

神
社
（
波
瀬
台
場
）
か
ら
、
姫

島
を
的
に
大
砲
を
打
ち
、
こ
の
と
き
に
姫

島
は
火
事
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
太
平
洋

戦
争
の
折
り
に
も
、
射
撃
訓
練
に
よ
っ
て

島
が
焼
け
た
と
い
う
話
も
あ
り
、
無
人
島

ゆ
え
の
災
難
で
し
た
。
そ
の
後
は
島
に
畑

が
作
ら
れ
た
た
め
、
現
在
で
も
風
除
け
に

植
え
ら
れ
た
ヒ
サ
カ
キ
や
イ
ヌ
マ
キ
、
石

垣
で
仕
切
ら
れ
た
畑
の
区
画
な
ど
を
確
認

で
き
ま
す
。
不
便
な
無
人
島
に
ま
で
、
耕

作
の
地
を
求
め
た
当
時
の
人
々
の
く
ら
し

ぶ
り
に
思
い
を
馳
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

昭
和
40
年
代
に
は
観
光
開
発
が
計
画
さ

れ
ま
し
た
が
、
具
体
的
に
は
行
わ
れ
な
い

ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

が
、
姫
島
の
自
然
環
境
が
守
ら
れ
た
理
由

　
伝
説
の
島
　
姫
島
②

の
ひ
と
つ
で
す
。
昭
和
43
年
に
も
山
火
事

が
あ
り
、
大
半
の
樹
木
が
焼
け
た
た
め
植

生
に
も
大
き
な
影
響
を
受
け
、
ネ
ザ
サ
に

覆
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
相
変

わ
ら
ず
貴
重
な
植
物
や
、
大
き
な
木
も

残
っ
て
い
ま
す
。

　

姫
島
は
田
原
市
の
歴
史
や
豊
か
な
自
然

を
伝
え
る
大
事
な
島
で
す
。
昭
和
57
年
に

は
、
伊
良
湖
自
然
科
学
博
物
館
が
総
合
的

な
自
然
環
境
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
し
か

し
、調
査
が
不
十
分
な
分
野
も
あ
る
う
え
、

す
で
に
30
年
近
く
も
経
過
し
、
そ
の
後
の

環
境
変
化
も
著
し
い
の
で
、
現
況
を
調
査

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
生
き
る
私
た
ち
が
、
姫
島
の
歴
史

や
自
然
を
楽
し
む
こ
と
も
大
切
で
す
が
、

次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
も
、
節

度
あ
る
保
全
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
増
山
）

【
表
紙
の
写
真
】ヒ
マ
ワ
リ
畑（
サ
ン
テ
パ
ル
ク
た
は
ら
）

▼
真
夏
の
暑
さ
を
も
の
と
も

せ
ず
、鮮
や
か
に
咲
く
ヒ
マ

ワ
リ
。撮
影
に
行
っ
た
ヒ
マ

ワ
リ
畑
に
は
、い
ろ
ん
な
方
向
を
向

い
た
ヒ
マ
ワ
リ
が
あ
り
、「
あ
れ
？
」と

思
っ
た
私
。調
べ
て
み
た
ら
、太
陽
の

方
を
向
く
の
は
、若
い
枝
や
小
さ
な
つ

ぼ
み
の
と
き
だ
け
。咲
い
た
花
は
一
方

向
を
向
い
た
ま
ま
に
な
る
そ
う
で
す
。

今
ま
で
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。（
Ｏ
）

▲田原藩主三宅康明が描いた「姫島駒」（個人蔵）

▲姫島の西海岸から笠山方面を望む

平成 23年 8月15日   　  　　　　　　　　│ 12 │


