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コ
サ
ッ
ク
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記

あ
と
が
き 

左
の
地
図
は
藤
田
健
児
氏
が
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
一
ペ
ー
ジ
に
貼
り
つ
け
た
世
界
図
か
ら
切
り
取
っ
た
。
孫
た
ち
が

使
っ
た
教
材
の
地
図
帳
の
一
部
で
あ
る
。
見
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
試
み
を
し
た
。
そ
の
こ
と

は
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
紹
介
文
を
お
読
み
に
な
れ
ば
、
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
ご
自
身
が
渡
航
し
た
お
り
、
あ

る
い
は
帰
国
の
お
り
の
ル
ー
ト
を
た
ど
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
の
情
景
を
思
い
浮
か
べ
、
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
西
部

の
海
岸
線
を
食
い
入
る
よ
う
に
な
が
め
て
お
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
な
か
に
、
木
曜

島
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
・
ブ
ル
ー
ム
・
ポ
ー
ト
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
ド
・
オ
ン
ス
ロ
ー
・
ロ
ー
バ
ー
ン
・
フ
リ
マ
ン
ト
ル
の
地
名
は
確
認
で
き
る
と

し
て
も
、
残
念
な
こ
と
に
、
肝
心
の
コ
サ
ッ
ク
の
名
前
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

藤
田
氏
コ
サ
ッ
ク
へ
の
航
路

神
戸―

上
海―

香
港―

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル―

バ
タ
ビ
ア

（
ジ
ャ
カ
ル
タ
）―

ウ
ィ
ン
ダ
ム―

ブ
ル
ー
ム―

フ
リ
マ
ン

ト
ル―

コ
サ
ッ
ク 

木曜島 
ダーウィン 

ウィンダム

フリマントル

ブルーム 

コサック

藤田氏のコサックへの航路 

3



和歌山県南部の豪州真珠貝採取漁業従事者の出身村 

と藤田健児氏の出身地（★）

三輪崎（Miwasaki） 

宇久井(Ugui） 

太地（Taiji） 

古座（Koza） 

古座川（Kozagawa）  

大島（Oshima） 

出雲（ Izumo） 上野（Uwano） 

串本（Kushimoto）  

有田（Arida） 

田並（Tanami）  

周参見（Susami） 

・ 東京（Tokyo）
・大阪（Osaka）

〇愛媛県（Ehime Pref.） 

〇長崎県（Nagasaki Pref.） 

〇沖縄県（Okinawa Pref.） 

〇広島県（Hiroshima Pref .） 

渡豪関係者の主な出身県（〇） 

4



一
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ク
と 

回
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へ
の
誘
い 



藤
田
健
児
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
回
想
記
へ
の
誘
い 

松
本

博
之

二
〇
一
一
年
秋
、
私
は
は
じ
め
て
故
・
藤
田
健
児
氏
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
回
想
記
に
出
会
っ
た
。
和
歌
山

県
串
本
町
が
地
域
の
歴
史
的
遺
産
の
回
顧
を
図
る
た
め
に
串
本
町
文
化
ホ
ー
ル
で
「
木
曜
島
パ
ネ
ル
展
」
を

開
催
し
た
お
り
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
展
示
会
の
た
め
に
、
串
本
町
は
リ
ー
ダ
ー
の
濱
口
自
生
氏
を
中
心
に
数

年
を
か
け
、
住
民
の
協
力
を
得
て
、
明
治
期
か
ら
太
平
洋
戦
争
前
後
に
か
け
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
の
真

珠
貝
採
取
業
で
活
躍
し
た
地
域
の
人
た
ち
の
遺
品
を
収
集
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
藤
田
氏
の
ス
ケ
ッ

チ
ブ
ッ
ク
と
回
想
記
が
あ
っ
た
。 

そ
れ
は
カ
メ
ラ
で
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
画
像
で
あ
っ
た
。
一
目
見
た
と
き
か
ら
、
そ
の
い
く
枚
か
の
画
像
が

脳
裏
に
焼
き
つ
い
た
。
和
歌
山
県
南
部
の
関
係
者
、
と
く
に
ご
遺
族
た
ち
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
こ
う
し
た

当
時
の
記
録
類
が
ご
本
人
の
逝
去
に
と
も
な
っ
て
処
分
さ
れ
、
世
代
を
追
う
ご
と
に
姿
を
消
し
て
い
く
状
況

下
に
あ
っ
た
。
戦
後
す
で
に
七
〇
年
あ
ま
り
の
歳
月
を
経
て
お
り
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
方
の
生
き
た
証
し
が
消
え
去
る
こ
と
は
し
の
び
な
い
。
六
千
人
余
り
と
い
わ
れ
る
和
歌
山
県
南
部
出
身
の

従
事
者
そ
れ
ぞ
れ
の
方
に
は
各
々
の
経
験
が
あ
り
、
こ
の
記
録
で
代
表
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、

あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
出
色
の
貴
重
な
記
録
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ご
遺
族
の
賛
同
を
得
て
、
研
究
仲
間
の

友
人
た
ち
、
串
本
町
教
育
委
員
会
と
と
も
に
、
こ
こ
に
藤
田
氏
の
記
録
を
公
刊
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
書
籍

と
し
て
の
資
料
化
の
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
古
座
川
町
の
ご
遺
族
の
も
と
を
訪
れ
、
原

本
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
画
像
を
ス
キ
ャ
ン
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
短
時
間
で
は
あ
っ
た
が
、
ご
遺

族
の
藤
田
正
規
・
稔
子
夫
妻
か
ら
著
者
の
人
生
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
い
く
つ
か
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
以

下
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
ふ
く
め
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
回
想
記
紹
介
の
序
と
し
た
い
。 

生
き
た
証
し
と
し
て
の
記
録

ご
遺
族
か
ら
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
回
想
記
作
成
の
い
き
さ
つ
を
お
聞
き
し
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
遺
品
は
、
大
正

末
か
ら
昭
和
一
〇
年
代
初
頭
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
西
部
の
熱
帯
海
域
で
過
ご
し
た
藤
田
健
児
氏
の
人
生

の
一
つ
の
証
し
だ
と
い
う
思
い
を
強
く
し
た
。
十
五
年
間
に
お
よ
ぶ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
西
部
に
お
け
る
船
上

や
基
地
コ
サ
ッ
ク
で
の
困
難
な
生
活
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
た
ん
に
若
き
日
の
記
録
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
に
は

そ
の
後
の
人
生
の
過
程
を
経
て
、
一
種
、
昇
華
さ
れ
た
藤
田
氏
の
原
風
景
の
よ
う
な
も
の
の
一
端
が
描
き
出

さ
れ
て
い
る
。
回
想
記
の
末
尾
に
帰
国
の
お
り
抱
か
れ
た
「
紀
州
航
路
で
家
に
つ
い
た
が
、
高
い
山
も
な
い
広
い

国
か
ら
十
五
年
振
り
の
故
郷
は
山
が
迫
っ
て
く
る
様
で
、
こ
ん
な
に
狭
か
っ
た
の
か
と
疑
っ
た
が
、
息
苦
し
い
位

だ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
か
ら
長
い
人
生
を
こ
の
狭
い
国
で
暮
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
が…

…

」
と
の
一
文
、
そ
の
後
の
人
生

で
ず
っ
と
心
の
片
隅
の
ど
こ
か
に
そ
の
思
い
を
仕
舞
い
こ
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
う
し
た
経
験
か
ら
す
で
に
半
世
紀
ほ
ど
の
歳
月
を
経
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
〇
歳
を
迎
え
る
こ

ろ
に
な
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
鮮
明
に
、
ど
う
し
て
記
憶
の
澱
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
個
人

的
な
資
質
も
大
い
に
か
か
わ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
真
珠
貝
採
取
業
時
代
の
無
味
乾
燥
な
記
録
を
こ
え
て
、
そ
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の
観
察
眼
と
そ
れ
を
写
し
取
る
良
質
な
フ
ィ
ル
タ
ー
、
さ
ら
に
そ
の
巧
み
な
表
現
を
見
る
と
、
人
間
の
経
験
と

は
た
ん
に
脳
裏
の
片
隅
に
仕
舞
い
こ
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
藤
田
氏
の
そ
の
後
の
人
生
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
ご
遺
族
か
ら
お
聞
き
し
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
感
を
強
く
し
た
。
つ
ま
り
、
意
識
す
る
こ
と
も
な
く

生
身
の
身
体
に
刻
ま
れ
た
経
験
の
深
さ
、
そ
の
身
体
経
験
を
帰
国
後
も
く
り
返
す
こ
と
が
記
憶
を
つ
な
ぎ
と

め
、
鮮
明
化
さ
せ
、
晩
年
に
な
っ
て
も
ほ
と
ば
し
り
で
た
の
で
あ
る
。
研
究
仲
間
ば
か
り
か
、
こ
れ
ま
で
い
く
人

か
の
知
り
合
い
に
一
目
見
て
も
ら
っ
た
と
き
の
、
口
を
そ
ろ
え
た
よ
う
な
感
動
の
こ
と
ば
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い

る
。 と

は
言
う
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
記
録
類
は
、
藤
田
氏
が
か
な
ら
ず
し
も
何
ら
か
の
公
表
を
意
図
し
た
も
の

で
は
な
い
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
せ
よ
回
想
記
に
せ
よ
、
次
女
の
娘
さ
ん
に
向
け
た
一
人
語
り
な
の
だ
。
何
の
衒

い
も
な
い
、
淡
々
と
し
た
表
現
と
語
り
口
に
か
え
っ
て
惹
き
つ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
絵
心
の
あ
る
友
人
に
見
て
も

ら
う
と
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
水
彩
絵
具
の
載
せ
方
は
素
人
裸
足
で
あ
り
、
筆
の
運
び
に
一
切
た
め
ら
い
が
感

じ
ら
れ
な
い
と
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
二
〇
一
一
年
の
水
害
で
水
に
浸
か
り
、
現
状
は
、
当
初
の
色
彩
が

色
褪
せ
、
か
な
り
の
染
み
も
浮
き
出
て
い
る
。
し
か
し
、
多
少
原
色
へ
の
色
彩
修
正
を
ほ
ど
こ
せ
る
と
し
て
も
、

芸
術
作
品
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
残
し
、
関
心
の
あ
る
方
に
活
用
し
て
も
ら
う
こ

と
が
今
回
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
。 

そ
の
活
用
と
い
う
点
で
も
う
一
つ
付
け
く
わ
え
て
お
こ
う
。
今
回
共
同
作
業
を
進
め
た
鎌
田
、
田
村
、
村

上
の
三
人
が
二
〇
一
七
年
の
九
月
、
現
地
調
査
の
た
め
に
藤
田
氏
の
真
珠
貝
採
取
基
地
で
あ
っ
た
コ
サ
ッ
ク

（C
o
s
s
a

c
k

）
へ
出
か
け
た
。
コ
サ
ッ
ク
は
も
は
や
廃
町
状
態
（G

h
o
s
t 

to
w

n

）
な
の
だ
が
、
真
珠
貝
に
託
し
た

「
真
珠
祭
り
」
の
開
催
を
通
じ
て
新
た
に
地
域
文
化
の
融
合
を
は
か
ろ
う
と
す
る
リ
ー
ダ
ー
や
、
パ
ー
ス
、
フ
リ

マ
ン
ト
ル
、
さ
ら
に
は
キ
ャ
ン
ベ
ラ
の
研
究
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
、
藤
田
氏
の
記
録
に
大
い
に
関
心
が
寄
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
仲
間
内
で
相
談
し
、
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
化
の
作
業
に
あ
た
り
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
書

き
込
み
文
の
翻
刻
と
な
ら
ん
で
、
英
訳
文
を
併
記
す
る
こ
と
に
し
た
。
真
珠
貝
採
取
業
に
関
す
る
民
間
資
料

の
少
な
い
な
か
に
あ
っ
て
、
よ
り
広
範
な
活
用
の
道
が
拓
け
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
図
柄

そ
れ
で
は
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
図
柄
の
二
、
三
の
特
徴
を
記
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
そ
の
表
現
の
的
確
さ
で
あ

る
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
は
基
地
の
コ
サ
ッ
ク
か
ら
南
西
部
エ
ク
ス
マ
ウ
ス
湾
（E

x
m

o
u

th
 B

a
y

）
ま
で
、
直
線
距

離
に
し
て
ほ
ぼ
四
〇
〇
キ
ロ
あ
ま
り
の
海
岸
線
や
付
近
の
島
々
が
描
か
れ
て
い
る
。
主
要
な
真
珠
貝
漁
場
の

あ
っ
た
海
岸
線
の
輪
郭
や
島
々
と
の
距
離
感
お
よ
び
相
対
的
な
位
置
関
係
は
、
今
日
の
衛
星
写
真
や
地
図

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
、
た
と
え
ば
モ
ン
テ
ベ
ロ
ー
諸
島
（M

o
n

te
b

e
llo

 Is
la

n
d

s

）
の
解
説
文
に
示
し
た

よ
う
に
、
き
わ
め
て
正
確
で
あ
る
。
ご
遺
族
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
藤
田
氏
自
身
、
お

そ
ら
く
何
ら
か
の
海
図
な
い
し
地
形
図
の
よ
う
な
地
図
め
い
た
も
の
を
持
ち
帰
り
、
参
照
さ
れ
な
が
ら
描
か

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
た
ん
に
記
憶
に
頼
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
驚
異
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。 

観
察
眼
と
表
現
力

第
二
に
は
、
藤
田
氏
の
観
察
眼
と
表
現
力
で
あ
る
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
い
く
枚
か
が

奥
行
き
を
鳥
瞰
す
る
形
式
で
立
体
的
な
絵
図
風
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
コ
サ
ッ
ク
集
落
の
全
景

図
、
ダ
ン
ピ
ア
群
島
（D

a
m

p
ie

r
 
A

r
c
h

ip
e
la

g
o

）
の
北
端
を
迂
回
し
潮
流
の
激
し
い
水
道
へ
向
か
う
フ
ラ
イ

ポ
ン
（Fly

in
g

 F
o
a

m
 P

a
s
s
a

g
e

）
出
入
口
付
近
、
広
漠
と
し
た
平
地
が
広
が
る
だ
け
の
ビ
ー
ゼ
ン
（Be

a
d

o
n

）
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や
オ
ン
ス
ロ
ー
（O

n
s
lo

w

）
の
風
景
を
た
ん
に
船
上
か
ら
見
え
る
そ
の
ま
ま
の
遠
近
法
に
よ
る
景
色
と
し
て
で

は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
の
観
察
と
、
そ
こ
に
上
陸
し
て
探
索
し
た
結
果
を
ま
と
め
上
げ
て
い
る
。 

そ
れ
と
な
ら
ん
で
、
今
回
の
解
説
ペ
ー
ジ
で
は
復
原
し
な
か
っ
た
が
、
注
意
し
て
見
る
と
、
真
珠
貝
船

(lu
g

g
e
r
)

の
航
路
や
主
要
島
の
周
辺
の
海
に
は
細
か
く
水
深
が
表
記
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
海
図
で
も
、
未

測
量
の
多
い
こ
の
海
域
で
、
レ
ッ
ト
ウ
（
鉛
の
分
銅
）
と
細
紐
を
使
っ
て
丹
念
に
水
深
を
測
定
し
て
い
た
結
果
か

も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ダ
イ
バ
ー
や
テ
ン
ダ
ー
に
と
っ
て
操
業
域
の
水
深
・
海
底
地
形
・
海
底
の
砂
質
・
泥

質
・
海
藻
の
違
い
は
真
珠
貝
の
生
息
や
成
長
に
大
き
く
関
係
し
、
ま
た
操
業
に
と
っ
て
、
海
上
で
の
潮
流
や
風

向
と
と
も
に
航
路
の
取
り
方
の
う
え
で
も
、
そ
の
こ
と
は
周
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
コ
サ
ッ
ク
回
想
記
」
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
が
、
真
珠
貝
船
に
乗
っ
た
初
年
度
か
ら
数
年
に
わ
た
り
先
輩
た
ち

に
み
っ
ち
り
仕
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
一
一
月
か
ら
翌
年
の
三
月
ま
で
常
襲
す
る
サ
イ
ク
ロ
ン
（
ウ
ィ
リ
ー
ウ
ィ
リ
ー
、
台
風
）
の
み
な
ら
ず
、

気
象
の
変
わ
り
や
す
い
こ
の
海
域
で
は
、
暴
風
雨
の
さ
い
の
ク
リ
ー
ク
や
入
り
江
と
い
っ
た
避
難
場
所
、
潮
待

ち
・
風
待
ち
の
た
め
の
ア
ン
カ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
、
さ
ら
に
船
内
の
貯
水
量
の
少
な
さ
ゆ
え
の
真
水
、
そ
れ
と
燃
料

で
あ
る
主
に
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
の
補
給
可
能
地
も
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
表
現
の
巧
み
さ
ゆ

え
に
一
見
風
景
画
や
生
物
画
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
は
ま
さ
に

真
珠
貝
採
取
操
業
の
た
め
の
総
合
的
な
漁
場
図
な
の
だ
。 

生
き
も
の
へ
の
関
心

そ
れ
以
上
に
、
第
三
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
食
材
の
豊
富
化
と
い
っ
た
側
面
も
あ
る
が
、

出
遭
っ
た
生
き
も
の
へ
の
好
奇
心
と
そ
の
細
か
な
観
察
眼
だ
。
真
珠
貝
採
取
は
「
き
つ
い
」
・
「
汚
い
」
・
「
危
険
」

と
い
っ
た
三
拍
子
に
く
わ
え
て
、
船
内
と
い
う
生
活
空
間
の
狭
さ
、
娯
楽
の
無
さ
、
さ
ら
に
低
賃
金
の
た
め
に
、

白
人
の
多
く
が
忌
避
し
た
烈
し
い
労
働
で
あ
る
。
三
月
か
ら
一
二
月
の
漁
期
の
あ
い
だ
は
ど
こ
か
に
宿
舎
が

あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
不
安
定
な
船
上
で
の
生
活
だ
。
眠
る
場
所
も
船
内
甲
板
下
の
狭
い
キ
ャ
ビ
ン
で
あ
る
。

な
か
で
は
、
天
井
ま
で
一
五
〇
㎝
あ
る
か
な
い
か
で
、
ま
っ
す
ぐ
立
つ
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
と
く
に
、
藤
田
氏
の

職
務
で
あ
っ
た
ダ
イ
バ
ー
の
命
綱
を
あ
ず
か
る
テ
ン
ダ
ー
は
命
綱
に
神
経
を
集
中
し
、
し
か
も
船
の
操
作
も
一

手
に
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
書
き
込
み
や
回
想
記
に
は
日
曜
日
の
ウ
ミ
カ
メ
猟

や
魚
取
り
の
息
抜
き
の
模
様
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
は
単
調
で
厳
し
い
労
働
の
日
々
の
な
か
に
あ
っ
て

そ
の
癒
し
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
物
珍
し
い
生
き
も
の
と
の
出
遭
い
に
心
躍
ら
せ
た
藤
田
氏
の
ま
な

ざ
し
が
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
画
像
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。 

フ
ラ
イ
ポ
ン
出
入
口
付
近
の
小
島
で
の
海
鳥
の
巣
作
り
と
産
卵
の
模
様
、
周
年
に
わ
た
り
辺
り
の
海
で
出

く
わ
す
さ
ま
ざ
ま
な
ウ
ミ
ガ
メ
の
詳
細
な
観
察
、
と
く
に
一
〇
月
か
ら
一
一
月
交
尾
し
な
が
ら
海
面
を
浮

遊
す
る
ウ
ミ
ガ
メ
は
警
戒
心
が
な
く
捕
獲
が
容
易
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
つ
づ
く
産
卵
の
最
盛
期
に
そ
の
付

近
の
漁
場
で
操
業
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
シ
ョ
ー
ル
（Sh

o
ll

）
島
で
の
ウ
ミ
ガ
メ
産
卵
の
観
察
（
も
ち
ろ
ん
卵

も
主
要
な
食
材
で
あ
っ
た
）
、
あ
る
い
は
カ
コ
ロ
貝
（
和
名
ヤ
グ
ラ
ビ
ョ
ウ
ブ
ガ
イ
、se

m
itw

is
te

d
 s

h
e
ll

）
に
至
っ
て

は
、
『
和
漢
三
才
図
会
』
や
『
大
和
本
草
』
の
付
図
を
こ
え
る
精
緻
な
描
き
方
で
あ
る
。 

ち
な
み
に
、
門
外
漢
の
私
に
は
カ
コ
ロ
貝
の
和
名
や
英
語
名
が
不
明
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
沖
縄
の
海
洋
深

層
水
研
究
所
に
勤
め
る
友
人
に
図
柄
を
添
え
て
教
え
を
乞
っ
た
。
そ
の
友
人
は
日
本
サ
ン
ゴ
礁
学
会
の
数
名

の
知
り
合
い
に
打
診
し
て
く
れ
た
。
そ
の
知
り
合
い
た
ち
は
〈
ヤ
グ
ラ
ビ
ョ
ウ
ブ
ガ
イ
〉
に
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
口

を
そ
ろ
え
た
ら
し
い
。
藤
田
氏
の
描
か
れ
た
図
柄
の
精
緻
さ
の
ゆ
え
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
日
談
を
示
せ
ば
、
そ
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の
貝
が
す
で
に
串
本
町
に
標
本
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
。
私
は
迂
闊
な
こ
と
に
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
戦

前
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ク
イ
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
木
曜
島
か
ら
持
ち
帰
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
串
本
町
海
中

公
園
の
田
中
真
人
氏
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
カ
コ
ロ
貝
の
解
説
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
ヤ
グ
ラ
ビ
ョ
ウ
ブ
ガ
イ
の

写
真
は
木
曜
島
か
ら
の
採
集
標
本
で
あ
る
。 

ジ
ュ
ゴ
ン(d

u
g

o
n

g
)  

さ
ら
に
も
う
一
つ
私
が
目
を
見
張
っ
た
の
は
ロ
ゴ
ン
（
ジ
ュ
ゴ
ン
）
の
描
写
だ
。
そ
こ
に
は

ま
さ
に
海
中
を
泳
ぐ
ジ
ュ
ゴ
ン
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
『
牟
婁
新
報
』
に
か
つ
て
「
人
魚
の

話
」
を
寄
稿
し
た
南
方
熊
楠
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
に
出
か
け
た
同
郷
の
人
た
ち
が
日
々
つ
ぶ
さ
に
ジ
ュ
ゴ

ン
の
姿
に
出
く
わ
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
岩
村
忍
ほ
か
編
『
南
方
熊
楠
全
集
』
第
六
巻

三
〇
六‐

三
一
一
頁
）
。 

私
自
身
、
長
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ク
イ
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
北
端
の
ト
レ
ス
海
峡
（To

r
r
e
s
 
S

tr
a

it

）
（
木
曜
島

を
ふ
く
む
）
を
調
査
地
に
し
て
い
た
の
で
、
ジ
ュ
ゴ
ン
を
見
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
て
き
た
。
ジ
ュ
ゴ
ン
は
音
に
敏
感

で
、
敏
し
ょ
う
な
生
き
物
で
あ
り
、
狩
猟
に
は
高
度
な
技
術
を
要
す
る
。
だ
か
ら
、
日
本
人
が
捕
獲
で
き
る

機
会
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
満
ち
潮
と
と
も
に
浅
瀬
の
ア
マ
モ
を
策
餌
す
る
た
め
に
沖

合
か
ら
岸
辺
に
近
づ
く
か
ら
、
船
上
か
ら
見
か
け
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て

も
、
そ
の
図
柄
の
表
現
は
ま
さ
に
そ
の
体
躯
と
そ
の
動
き
を
巧
み
に
と
ら
え
、
泳
ぐ
姿
を
生
き
写
し
の
よ
う
に

示
し
て
い
る
。
こ
の
観
察
眼
に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。 

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
は
、
す
で
に
水
彩
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
ジ
ュ
ゴ
ン
の
習
作
が
も
う
一
枚
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
れ
は
イ
ル
カ
の
よ
う
に
細
身
に
描
か
れ
て
お
り
、
ご
本
人
が
満
足
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
書
き
上
げ
た
あ
と
、
鉛
筆
で
頭
部
や
体
躯
の
輪
郭
に
修
正
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
。
私
自
身
は
、
ト

レ
ス
海
峡
の
先
住
の
人
々
（To

r
r
e
s
 S

tr
a

it Is
la

n
d

e
r
s

）
が
ジ
ュ
ゴ
ン
猟
に
出
か
け
る
機
会
に
い
く
度
も
同
乗

し
、
ま
た
砂
浜
に
運
び
上
げ
ら
れ
た
ジ
ュ
ゴ
ン
を
観
察
し
た
経
験
が
あ
る
。
藤
田
氏
の
図
柄
を
見
て
、
あ
ら
た

め
て
そ
の
数
々
の
ジ
ュ
ゴ
ン
と
の
出
遭
い
の
場
を
彷
彿
と
さ
せ
ら
れ
た
。
は
じ
め
て
の
出
遭
い
の
さ
い
、
藤
田
氏
も

書
き
込
み
の
な
か
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
〈
人
魚
〉
の
モ
デ
ル
だ
と
は
到
底
思
え
な
か
っ
た
。 

藤
田
健
児
氏
の
そ
の
後
の
人
生

さ
て
、
故
・
藤
田
健
児
氏
の
稀
少
な
記
録
を
公
刊
す
る
に
あ
た
り
、
長
女
ご
夫
妻
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
機

会
が
あ
っ
た
。
こ
の
あ
と
は
、
藤
田
健
児
氏
に
ま
つ
わ
る
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
ふ
れ
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の

画
像
と
回
想
記
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。 

藤
田
健
児
氏
は
父
藤
田
宇
志
摩
・
母
志
満
乃
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
兄
弟
姉
妹
は
一
〇
人
お
ら
れ

た
そ
う
で
あ
る
。
明
治
の
生
ま
れ
だ
っ
た
が
、
生
年
の
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。
平
成
八
（
一
九
九
六
）

年
、
九
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
明
治
三
七
、
八
（
一
九
〇
三
、
四
）
年
頃
の
生
ま
れ
で
あ
ろ
う
か
。

生
家
は
現
在
の
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
古
座
川
町
明
神
小
学
校
・
中
学
校
の
敷
地
か
ら
一
〇
ｍ
ほ
ど
西
に
あ

っ
た
。
地
名
は
明
神
字
一
雨
で
あ
る
が
、
そ
の
小
集
落
は
小
柳
木
（
お
や
な
ぎ
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。 

回
想
記
に
あ
る
よ
う
に
、
青
年
期
、
病
弱
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
胃
潰
瘍
が
原
因
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の

頃
、
主
に
農
業
と
山
の
下
草
刈
り
の
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
戦
後
自
分
の
普
段
着
に
つ
い
て
は
ミ
シ
ン
を
駆
け

て
作
る
の
で
娘
の
稔
子
さ
ん
が
聞
い
た
と
こ
ろ
、
若
い
こ
ろ
隣
町
の
古
座
村
に
男
物
の
洋
裁
店
が
あ
り
、
二
年

ほ
ど
そ
の
店
で
洋
服
の
仕
立
て
を
習
っ
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。 
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コ
サ
ッ
ク
か
ら
帰
国
後
、
結
婚
し
た
。
相
手
は
古
座
川
村
明

神
字
大
柳
の
和
田
す
ず
え
さ
ん
。
随
分
歳
が
離
れ
て
い
た
ら
し

く
、
稔
子
さ
ん
の
母
親
は
大
正
生
ま
れ
だ
っ
た
。
コ
サ
ッ
ク
で
稼
い

だ
お
金
を
送
金
し
て
お
り
、
結
婚
し
た
と
き
に
は
現
在
長
女
夫

妻
の
住
む
家
を
建
て
て
、
そ
こ
で
暮
ら
し
は
じ
め
た
。
古
座
川
に

臨
む
小
さ
な
尾
根
筋
の
先
端
部
を
一
部
削
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
地
番
は
付
近
の
住
居
と
は
ち
が
っ
て
「
山
林
」
の
地
番
だ
と
い

う
。
生
家
か
ら
三
〇
ｍ
ほ
ど
西
の
場
所
で
あ
る
。 

機
械
い
じ
り
の
好
き
な
父
親

稔
子
さ
ん
に
よ
る
と
、
父
親
は

太
平
洋
戦
争
後
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
で
の
捕
虜
生
活
か
ら
帰
っ
て
き
て
、

畑
や
田
を
作
っ
て
い
た
が
、
一
方
で
は
農
協
の
精
米
係
と
し
て
雇

わ
れ
て
い
た
。
圧
し
麦
も
造
っ
て
い
た
。
農
協
の
仕
事
を
辞
め
て

か
ら
も
、
自
家
に
精
米
機
を
買
い
、
料
金
を
も
ら
い
な
が
ら
精
米
の
仕
事
を
や
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
山
仕

事
の
枝
打
ち
や
伐
り
出
し
、
下
草
刈
り
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
も
か
く
機
械
い
じ
り
が
好
き
で
、
耕
運
機

に
せ
よ
ト
ラ
ク
タ
ー
に
せ
よ
、
あ
ら
ゆ
る
農
業
機
械
を
購
入
し
、
付
近
の
人
た
ち
が
よ
く
借
り
に
来
た
。
そ
れ

に
、
こ
の
村
に
二
、
三
軒
あ
っ
た
が
、
自
家
に
機
械
を
据
え
、
軍
手
の
製
作
を
や
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。 

そ
う
し
た
な
か
で
、
当
人
の
回
想
記
の
序
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
私
達
外
国
で
永
い
間
働
い
た
も
の
に
取
っ

て
は
貴
重
な
憶
い
出
が
あ
る
。
」 

長
女
の
稔
子
さ
ん
が
語
っ
て
く
れ
た
戦
後
の
日
々
の
生
活
に
か
か
わ
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
は
、
そ
の
端
々
に
、
あ
り
し
日
の
熱
帯
海
上
で
の
藤
田
氏
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
が
う

か
が
え
た
。 

次
女
の
娘
さ
ん
に
は
、
熱
帯
の
紺
碧
（
ダ
ー
ク
・
ブ
ル
ー
）
の
海
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
「
碧
（
み
ど
り
）
」
と
名
づ
け

た
。
そ
れ
は
ま
た
、
家
前
を
流
れ
る
清
流
古
座
川
の
深
い
淵
の
青
碧
に
ち
な
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
碧

さ
ん
が
「
そ
れ
ほ
ど
想
い
出
が
あ
る
の
な
ら
、
何
か
書
い
て
み
た
ら
」
と
い
う
勧
め
で
、
晩
年
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の

一
コ
マ
一
コ
マ
を
ご
自
身
の
「
原
風
景
」
の
よ
う
に
描
き
出
し
、
回
想
の
記
録
を
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、

彼
の
コ
サ
ッ
ク
で
の
生
活
の
映
像
を
ま
わ
り
の
人
は
思
い
描
け
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
藤
田
氏
の
戦
後
の

人
生
の
過
程
の
端
々
に
は
、
身
体
に
刻
ま
れ
た
原
風
景
の
よ
う
に
生
活
の
知
恵
と
も
言
え
る
形
と
な
っ
て
現

れ
て
い
た
。 

ま
ず
、
使
っ
て
い
た
ノ
コ
ギ
リ
は
、
日
本
の
在
来
か
ら
の
「
引
く
」
ノ
コ
ギ
リ
は
な
か
っ
た
。
西
洋
風
の
押
し
切

る
ノ
コ
ギ
リ
だ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
た
ん
な
る
力
の
入
れ
方
の
方
向
の
違
い
で
は
な
い
。
使
っ
て
み
れ
ば
わ
か
る

が
、
腰
か
ら
下
の
構
え
の
在
り
方
を
ふ
く
め
た
全
身
運
動
と
し
て
習
得
し
な
け
れ
ば
、
使
え
る
も
の
で
は
な
い
。

亡
く
な
る
ま
で
潜
水
服
や
そ
れ
を
搬
送
す
る
た
め
に
包
ん
で
い
た
帆
布
も
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
で
の
生
活
の
な
ご
り
の
品
か
も
し
れ
な
い
。 

「
山
立
て
」
の
技
法

そ
う
し
た
具
体
的
な
モ
ノ
と
な
ら
ん
で
、
身
に
付
い
て
し
ま
っ
た
ス
キ
ル
が
あ
る
。
家
前

を
流
れ
る
古
座
川
で
〈
う
な
ぎ
〉
を
取
る
モ
ン
ド
リ
（
筌
）
を
仕
掛
け
て
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
興
味
深
か
っ
た
。
そ

の
設
置
場
所
を
確
認
す
る
さ
い
、
あ
の
山
の
あ
の
峰
、
こ
の
山
の
こ
の
峰
、
あ
る
い
は
山
腹
の
目
立
っ
た
特
徴
を

使
っ
て
い
た
ら
し
い
。
他
の
人
は
道
端
や
古
座
川
沿
い
の
地
表
物
を
目
印
に
し
て
い
た
の
に
、
父
親
は
山
だ
っ
た

と
、
稔
子
さ
ん
は
語
っ
て
く
れ
た
。
川
沿
い
の
目
印
を
使
う
の
も
一
案
で
あ
っ
た
が
、
本
人
に
は
そ
の
方
が
や
り

古座川町明神の生家あたり 2017/10/28 撮影 
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や
す
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
生
活
経
験
へ
の
こ
だ
わ
り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

こ
れ
は
、
日
本
の
沿
岸
漁
民
の
あ
い
だ
で
は
一
般
的
な
の
だ
が
、
海
上
生
活
を
行
う
も
の
が
目
下
の
位
置

確
認
や
移
動
方
向
を
理
解
す
る
や
り
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
珠
貝
採
取
業
に
従
事
し
た
乗
組
員
た
ち

が
漁
場
間
の
移
動
や
漁
場
内
で
の
採
貝
場
所
を
海
上
で
確
認
す
る
船
上
生
活
の
イ
ロ
ハ
な
の
だ
。
一
種
の
三

角
測
量
法
な
の
だ
が
、
一
般
に
「
山
立
て
」
な
い
し
「
山
あ
て
」
と
呼
ば
れ
る
技
法
で
あ
る
。
船
上
で
ダ
イ
バ
ー
の

命
綱
を
あ
つ
か
う
テ
ン
ダ
ー
生
活
の
長
か
っ
た
藤
田
氏
は
同
時
に
操
業
中
の
航
海
責
任
者
で
も
あ
り
、
山
立

て
に
も
習
熟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
回
想
記
に
あ
る
よ
う
に
、
身
体
の
弱
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
先
輩
が

藤
田
氏
を
テ
ン
ダ
ー
の
道
へ
進
ま
せ
る
た
め
に
、
数
年
間
失
敗
も
重
ね
な
が
ら
み
っ
ち
り
教
え
込
ん
だ
ら
し
い

か
ら
、
好
奇
心
の
強
い
山
育
ち
で
あ
っ
た
藤
田
氏
に
は
物
珍
し
く
、
船
上
か
ら
の
あ
た
り
の
風
景
へ
の
注
視
は

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
脳
裏
と
身
体
に
刻
み
込
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
一
コ
マ
に
収
め
ら
れ

た
ま
さ
に
「
山
立
て
」
技
法
の
図
解
ば
か
り
か
、
そ
れ
以
外
の
ス
ケ
ッ
チ
に
も
現
れ
る
海
岸
部
や
島
々
の
姿
形

へ
の
観
察
眼
の
鋭
さ
や
位
置
関
係
も
こ
の
船
上
生
活
で
培
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

「
滑
車
」
の
利
用

ま
た
、
娘
婿
の
藤
田
正
規
氏
は
、
義
父
の
滑
車
の
使
い
方
、
そ
れ
も
複
数
の
滑
車
を
組

み
合
わ
せ
て
、
重
量
の
あ
る
も
の
を
一
人
で
持
ち
あ
げ
る
巧
み
さ
を
称
賛
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
山
で
伐
ら

れ
た
大
木
を
吊
り
上
げ
る
の
に
滑
車
を
組
み
合
わ
せ
て
一
人
で
持
ち
あ
げ
て
い
た
。
ま
た
あ
る
時
に
は
、
背

丈
よ
り
も
も
っ
と
段
差
の
あ
る
上
の
畑
に
土
を
運
び
上
げ
る
さ
い
、
農
道
を
使
い
、
手
押
し
車
で
迂
回
し
な
が

ら
往
復
す
る
の
で
は
な
く
、
下
の
畑
か
ら
滑
車
を
使
っ
て
直
接
土
を
揚
げ
て
い
た
と
い
う
。
丸
太
と
、
そ
の
上

端
近
く
に
横
木
を
Ｙ
字
型
に
組
み
、
い
く
つ
か
の
滑
車
と
ロ
ー
プ
を
使
い
、
一
種
の
簡
易
な
ク
レ
ー
ン
の
よ
う
に

し
て
、
一
人
で
土
を
揚
げ
、
一
枚
の
田
を
造
り
上
げ
た
ら
し
い
。 

藤
田
氏
の
滞
在
し
た
コ
サ
ッ
ク
は
コ
サ
ッ
ク
の
み
な
ら
ず
、
内
陸
部
へ
一
二
キ
ロ
離
れ
た
行
政
や
放
牧
業
者

の
中
心
地
ロ
ー
バ
ン
（R

o
e
b

o
r
n

e

）
の
外
港
と
し
て
の
役
割
も
一
部
担
っ
て
い
た
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
ふ
く
ま
れ

る
よ
う
に
、
波
止
場
に
着
岸
す
る
ハ
シ
ケ
に
は
荷
の
揚
げ
下
ろ
し
用
の
簡
易
な
ク
レ
ー
ン
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。 

滑
車
の
利
用
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
に
く
わ
え
て
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
聞
か
れ
た
。
家
前
の
古
座

川
が
氾
濫
し
て
、
一
階
部
分
が
床
上
浸
水
に
な
っ
た
と
き
、
二
階
の
畳
下
の
床
に
適
当
な
大
き
さ
の
四
角
形

の
穴
を
あ
け
、
滑
車
を
使
っ
て
一
階
に
置
い
て
あ
っ
た
冷
蔵
庫
な
ど
の
家
具
類
を
二
階
へ
吊
り
上
げ
移
動
さ
せ

た
ら
し
い
。 

こ
う
し
た
滑
車
の
操
作
も
、
海
上
で
の
帆
走
に
不
可
欠
な
技
術
で
あ
る
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
な
か
に
、
雇

用
者
村
松
氏
所
有
の
真
珠
貝
船
の
図
が
い
く
枚
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
す
べ
て
の
帆
を
広
げ
た
姿
（
こ
の

姿
に
す
る
と
き
、
船
上
の
責
任
ダ
イ
バ
ー
か
責
任
テ
ン
ダ
ー
は
「
チ
ョ
ウ
チ
ョ
（
蝶
々
）
に
せ
よ
」
と
乗
組
員
た
ち
に
命

じ
る
）
で
あ
る
が
、
帆
柱
や
複
数
の
帆
の
上
端
に
組
み
込
ま
れ
た
滑
車
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
風
向
と
そ
の
強

さ
に
対
応
し
て
、
漁
場
間
移
動
や
操
業
中
も
移
動
方
向
や
進
行
速
度
を
調
整
す
る
た
め
に
、
真
珠
貝
船
の

主
要
な
三
枚
の
帆
を
上
げ
下
げ
し
、
ま
た
折
り
畳
み
張
り
出
す
操
作
を
、
ロ
ー
プ
と
複
数
の
滑
車
に
よ
っ
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
せ
て
、
海
中
の
抵
抗
力
の
あ
る
船
舵
の
操
作
も
船
上
甲
板
尾
部
に
組
み
た
て

ら
れ
た
複
数
の
滑
車
と
ロ
ー
プ
に
よ
っ
て
一
人
で
行
う
の
で
あ
る
。 

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
船
上
の
テ
ン
ダ
ー
（
命
綱
持
ち
）
の
職
務
で
あ
る
。
テ
ン
ダ
ー
の
職
席
の
長
か
っ
た
藤
田

氏
は
帆
と
舵
の
操
作
の
責
任
者
で
あ
り
、
ま
た
、
休
漁
期
、
翌
年
乗
る
真
珠
貝
船
の
乗
組
員
に
指
示
し
て
船

の
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
を
や
る
の
も
テ
ン
ダ
ー
の
役
割
で
あ
る
。
元
来
機
械
い
じ
り
が
好
き
だ
っ
た
藤
田
氏
は
真
珠
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貝
船
に
組
み
込
ま
れ
た
滑
車
の
仕
組
み
は
隅
々

ま
で
熟
知
し
、
危
急
の
さ
い
に
も
、
臨
機
応
変
に

対
応
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

真
珠
貝
船
（
ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト
）
の
図
柄
に
絵

手
紙
風
に
書
き
こ
ま
れ
た
一
文
、
推
進
エ
ン
ジ
ン

が
未
だ
装
備
さ
れ
て
い
な
い
風
だ
け
を
頼
り
に

帆
走
す
る
航
海
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る
記
述
に

は
、
複
数
の
滑
車
を
使
っ
て
帆
と
舵
を
操
作
し
て

い
た
日
々
と
帰
国
後
の
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
滑
車
を
巧
み
に
活
用
さ
れ
た
場
面
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
く
る
。 

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
付
け
く
わ
え
て
お
こ
う
。
家
族
写
真
の
ア
ル
バ
ム
の
ペ
ー
ジ
を
追
っ
て
い
る

と
、
生
前
の
藤
田
氏
の
思
い
が
け
な
い
あ
る
姿
に
目
が
と
ま
っ
た
。
家
脇
の
崖
で
フ
ジ
の
蔓
を
刈
り
取
る
作
業
の

た
め
に
、
梯
子
と
な
ら
ん
で
、
一
本
の
丸
太
が
崖
に
立
て
か
け
ら
れ
て
い
た
。
藤
田
氏
は
そ
の
丸
太
の
途
中
に

と
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
両
足
は
丸
太
の
左
右
交
互
に
打
ち
込
ま
れ
た
長
さ
一
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
杭
の
上

に
の
っ
て
い
た
。
真
珠
貝
船
で
の
操
業
中
、
遠
方
の
目
的
地
や
浅
瀬
の
サ
ン
ゴ
礁
を
確
認
し
、
時
に
は
上
端
近

く
の
滑
車
の
具
合
を
調
整
な
い
し
修
理
す
る
た
め
に
帆
柱
を
上
り
下
り
す
る
の
で
あ
る
。
真
珠
貝
船
の
帆
柱

に
は
杭
は
打
た
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
丸
太
の
細
工
も
そ
の
状
況
を
思
い
浮
か
べ
た
梯
子
段
へ
の
応
用
で
あ
ろ

う
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
生
活
が
戦
後
の
日
々
の
生
活
の
知
恵
に
ど
こ
ま
で
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。 

長
女
の
稔
子
さ
ん
に
、
な
に
げ
な
く
、
「
お
父
様
、
コ
サ
ッ
ク
へ
の
旅
の
途
次
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
移
民
宿
「
さ
つ

ま
や
旅
館
」
で
、
宿
の
主
人
夫
婦
に
衛
生
上
止
め
ら
れ
て
い
た
の
に
、
あ
ま
り
に
も
暑
か
っ
た
の
で
、
三
階
の
部

屋
か
ら
路
上
で
売
っ
て
い
た
氷
を
細
い
紐
で
吊
っ
て
買
っ
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
で
す
よ
」
と
話
を
つ
な
ぐ
と
、

「
晩
年
、
こ
の
家
で
も
や
っ
て
い
ま
し
た
よ
」
と
。
家
前
の
古
座
川
沿
い
の
県
道
に
移
動
販
売
車
が
や
っ
て
く
る
と
、

家
の
二
階
か
ら
ザ
ル
に
紐
を
付
け
、
飴
や
菓
子
類
な
ど
欲
し
い
も
の
を
買
っ
て
い
た
ら
し
い
。 

こ
う
し
た
帰
国
後
の
身
に
付
い
た
振
舞
い
が
、
そ
の
都
度
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
時
に
は
ふ
っ
と

あ
り
し
日
の
コ
サ
ッ
ク
で
の
日
々
の
記
憶
と
対
話
し
、
記
憶
の
な
か
に
自
分
の
身
を
投
げ
込
む
き
っ
か
け
を
与

え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
晩
年
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
あ
る
数
々
の
場
面
と
な
っ
て
数
珠
つ
な
ぎ
に

次
々
と
引
き
出
さ
れ
、
克
明
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
描
き
だ

さ
れ
た
図
柄
の
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
身
体
化
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ス
キ
ル
と
な
ら
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所

で
の
身
体
イ
メ
ー
ジ
が
み
ず
か
ら
の
人
生
の
澱
と
し
て
、
「
貴
重
な
憶
い
出
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。 

ス
ケ
ッ
チ
描
画
の
い
き
さ
つ 

藤
田
正
規
夫
妻
は
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
や
回
想
記
の
原
稿
が
遺
品
と
し
て
残
る

い
き
さ
つ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
く
れ
た
。
長
女
の
自
分
（
稔
子
さ
ん
）
は
子
育
て
で
手
が
ま
わ
ら
ず
、

娘
婿
の
正
規
氏
も
大
工
の
仕
事
で
忙
し
か
っ
た
か
ら
、
父
親
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
時
代
の
想
い
出
話
を
聞

く
こ
と
な
ど
あ
ま
り
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
も
そ
も
、
日
本
人
の
あ
い
だ
で
は
、
自
分
の
若
い
こ
ろ
の
経
験
を
息

子
・
娘
に
語
り
継
ぐ
習
慣
な
ど
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
孫
た
ち
も
一
度
く
ら
い
は
聞
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

何
度
も
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
晩
年
の
あ
る
と
き
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
暮
ら
す
次
女

の
碧
（
み
ど
り
）
さ
ん
が
た
ま
た
ま
里
帰
り
で
や
っ
て
き
て
、
父
親
に
「
そ
れ
ほ
ど
想
い
出
深
い
な
ら
、
書
き
と
め

崖のつる草を掃う藤田氏 
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て
お
け
ば
」
と
、
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
を
勧
め
た
。
そ
れ
で
、
元
来
筆
ま
め
で
書
く
こ
と
が
嫌
い
で
は
な
か
っ

た
か
ら
、
書
き
は
じ
め
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。 

遺
品
を
み
る
と
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
二
冊
、
大
学
ノ
ー
ト
の
ペ
ー
ジ
に
白
紙
で
カ
バ
ー
を
付
け
た
も
の
、
そ
れ
に

四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
一
二
枚
と
二
二
枚
に
そ
れ
ぞ
れ
清
書
さ
れ
た
も
の
の
五
点
で
あ
っ
た
。
稔
子
さ
ん

に
よ
る
と
、
原
稿
用
紙
は
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
と
の
材
料
は
い
ず
れ
も
孫
た
ち
が
学
校
時
代
に
買
っ
た
教
材
の

残
り
物
を
利
用
し
た
よ
う
だ
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
水
彩
絵
具
や
ク
レ
パ
ス
も
同
様
で
あ
る
。 

中
身
を
読
む
と
、
ま
ず
大
学
ノ
ー
ト
に
思
い
出
す
ま
ま
に
下
書
き
を
書
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

「
下
書
き
」
と
清
書
の
記
述
の
あ
り
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
学
ノ
ー
ト
へ
の
「
下
書
き
」
も

記
憶
の
底
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
脚
色
も
な
く
、
た
め
ら
わ
ず
、
淡
々
と
筆
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

後
の
書
き
込
み
が
あ
る
と
し
て
も
、
消
し
た
跡
や
修
正
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
コ
サ
ッ
ク
へ
の
旅
や
そ
こ
で
の
真
珠

貝
船
上
で
の
生
活
、
の
ち
に
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
描
か
れ
た
図
柄
の
鉛
筆
書
き
の
数
枚
の
下
絵
が
二
〇
ペ
ー
ジ
、

太
平
洋
戦
争
時
の
軍
属
と
し
て
の
従
軍
記
が
八
ペ
ー
ジ
、
そ
れ
と
系
類
の
家
系
図
が
一
三
ペ
ー
ジ
で
構
成
さ

れ
て
い
た
。 

大
学
ノ
ー
ト
は
と
も
か
く
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
二
冊
と
清
書
さ
れ
た
コ
サ
ッ
ク
の
追
憶
記
の
原
稿
は
、
次
女
の

碧
さ
ん
の
勧
め
で
描
き
始
め
た
い
き
さ
つ
も
あ
っ
た
か
ら
、
い
ず
れ
も
ア
メ
リ
カ
在
住
の
碧
さ
ん
が
日
本
へ
里
帰

り
し
た
お
り
、
自
分
が
持
っ
て
い
て
も
仕
方
な
く
、
多
少
ご
自
身
の
過
去
の
追
憶
に
関
心
を
示
し
た
碧
さ
ん

の
と
こ
ろ
で
保
管
し
て
く
れ
た
ら
と
本
人
が
希
望
さ
れ
、
一
度
ア
メ
リ
カ
へ
持
ち
帰
ら
れ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
を

藤
田
健
児
氏
の
死
後
、
碧
さ
ん
が
本
来
実
家
に
あ
る
べ
き
も
の
だ
と
、
帰
国
の
さ
い
再
度
日
本
へ
持
ち
帰
ら

れ
た
か
ら
、
今
日
自
分
た
ち
の
手
元
に
あ
る
の
だ
と
。 

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
末
尾
の
ペ
ー
ジ
に
、
次
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。
「
現
地
で
働
い
た
こ
と
の
あ
る
も
の

に
は
懐
か
し
い
思
い
出
は
あ
り
ま
す
が
、
知
ら
ぬ
も
の
に
は
面
白
味
は
あ
る
ま
い
と
思
い
ま
す
。
若
し
、
日
本
へ

帰
る
時
、
持
っ
て
帰
っ
て
下
さ
っ
て
も
結
構
で
す
。
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
へ
行
っ
た
時
の
い
ろ
い
ろ
想
い
出
を
今
ノ
ー
ト
に

書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
地
の
想
い
出
は
絵
に
書
き
難
い
の
で
、
ま
だ
絵
は
何
も
書
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
ノ
ー
ト
の
方

は
ボ
ツ
ボ
ツ
と
書
い
て
お
り
ま
す
。
」 

コ
サ
ッ
ク
の
回
想
記
の
原
稿
と
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
絵
を
描
い
た
あ
と
、
碧

さ
ん
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
書
き
添
え
た
の
で
あ
る
。
私
が
こ
の
文
章
を
二
〇
一
一
年
に
は
じ
め
て
読
ん
だ
と

き
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
は
コ
サ
ッ
ク
の
現
地
で
描
か
れ
、
友
人
に
持
ち
帰
っ
て
も
ら
っ
て
も
い
い
と
い
う
意
味
だ
ろ
う

か
、
そ
れ
で
も
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
こ
と
に
も
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
戦
後
に
な
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
確
か
だ
と
悩
ん
で
い
た
の
だ
が
、
藤
田
正
規
夫
妻
か
ら
こ
う
し
た
貴
重
な
記
録
が
生
み
出
さ
れ
た
い
き
さ
つ

を
お
聞
き
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
娘
碧
さ
ん
に
宛
て
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
わ
か
り
、
謎
が
氷
解
し
た
次
第
で
あ
る
。 

回
想
記
の
特
徴

こ
れ
ま
で
、
主
に
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
「
回
想
記
」
の
こ
と
も

少
し
ふ
れ
て
お
こ
う
。
一
つ
は
渡
航
時
の
記
述
で
あ
る
。
大
正
末
期
に
な
れ
ば
、
豪
州
へ
の
移
動
ル
ー
ト
や
国

際
線
の
便
船
は
一
定
程
度
整
備
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
若
け
れ
ば
高
等
小
学
校
を
卒
業
後
ま
も
な
く
か
、
遅

く
と
も
二
〇
歳
前
後
で
初
め
て
渡
豪
す
る
。
当
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
渡
豪
途
中
の
見
る
も
の
聞
く
も
の
す
べ

て
が
珍
し
く
、
ハ
プ
ニ
ン
グ
の
連
続
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
渡
豪
、
帰
行
途
中
の
あ
り
様
に
つ
い
て
は
ほ
と

ん
ど
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
。
と
く
に
渡
豪
者
自
身
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
た
記
述
は
皆
無
に
近
い
。
そ
の
意
味

で
も
、
藤
田
氏
の
等
身
大
の
記
録
は
貴
重
で
あ
る
。 

国
内
で
の
公
衆
電
話
を
め
ぐ
る
失
敗
談
、
国
際
航
路
の
上
海
で
見
か
け
た
栗
売
り
や
散
髪
屋
の
様
子
、
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ま
た
上
海
か
ら
同
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
中
国
人
の
外
務
省
役
人
と
の
筆
談
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、

香
港
に
氾
濫
す
る
看
板
の
漢
字
に
見
知
ら
ぬ
土
地
で
ほ
っ
と
す
る
緊
張
感
の
和
ら
ぎ
な
ど
、
現
代
の
観
光
で

海
外
に
出
か
け
る
人
も
感
情
移
入
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
船
上
に
乗
り
込
ん
だ
ア
ジ
ア
系
の
異
民
族
と

の
関
係
性
、
あ
る
い
は
当
時
の
日
本
で
は
あ
り
ふ
れ
た
学
生
服
姿
や
そ
の
身
な
り
で
デ
ッ
キ
パ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と

な
っ
た
際
の
貧
富
の
差
を
か
み
し
め
る
思
い
、
そ
の
後
白
人
の
町
ロ
ー
バ
ン
で
経
験
す
る
人
種
差
別
の
記
述
に
も

目
を
離
せ
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
熱
帯
の
果
実
マ
ン
ゴ
と
の
出
会
い
、
台
風
や
川
の
氾
濫
を
日
本
で
す
で
に
経

験
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
自
然
の
脅
威
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
干
満
の
激
し
い
西
豪
州
の
海
岸

線
、
張
り
裂
け
る
よ
う
な
雷
雨
、
サ
イ
ク
ロ
ン
の
襲
来
、
そ
れ
に
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
、
遮
る
も
の
の
な
い
広
漠
と

し
た
ど
こ
ま
で
も
続
く
赤
茶
け
た
大
地
と
い
っ
た
大
自
然
へ
の
驚
嘆
で
あ
る
。 

二
つ
目
に
は
、
多
く
を
語
ら
な
い
が
、
コ
サ
ッ
ク
到
着
後
の
風
と
潮
に
左
右
さ
れ
る
日
々
の
船
上
で
の
操
業

内
容
、
そ
れ
に
海
水
温
の
上
下
に
応
じ
て
消
長
す
る
海
藻
状
況
に
よ
る
操
業
域
の
移
動
、
真
珠
貝
船
で
の

職
階
制
に
よ
る
厳
格
な
人
間
関
係
、
報
奨
制
度
や
採
貝
技
術
の
更
新
に
と
も
な
っ
た
採
貝
量
の
増
加
や
ダ

イ
バ
ー
間
の
競
争
な
ど
に
も
目
を
と
め
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

本
書
に
ふ
く
ま
れ
る
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
記
述
や
回
想
記
の
事
柄
は
、
真
珠
貝
採
取
者
の
出
稼
ぎ
の
記
録
と

い
う
意
味
を
こ
え
て
、
南
紀
の
ど
こ
に
で
も
い
そ
う
な
、
ま
た
ど
な
た
も
が
経
験
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
ま

た
そ
の
こ
と
を
、
生
活
の
知
恵
と
し
て
、
心
の
糧
と
し
て
、
そ
の
後
の
人
生
を
送
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
人
た
ち
の

人
生
の
証
し
を
と
ど
め
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
記
録
を
皆
さ
ん
に
託
し
て
み
た
い
。 

な
お
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
書
き
込
み
文
に
つ
い
て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
、
お
お
む
ね
原
典
の
表
記
を
維
持
し

た
が
、
支
障
の
な
い
か
ぎ
り
、
当
用
漢
字
、
現
代
仮
名
遣
い
、
仮
名
送
り
に
修
正
し
た
。
図
中
の
書
き
込
み
文

に
つ
い
て
は
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
な
ど
の
記
号
を
索
引
図
の
な
か
に
付
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る

日
本
語
の
翻
刻
文
と
そ
の
英
訳
文
を
示
し
た
。
ま
た
、
図
中
の
地
名
や
簡
単
な
記
述
は
索
引
図
の
当
該
箇

所
に
番
号
を
付
し
、
そ
の
左
欄
に
一
覧
表
と
し
て
示
し
た
。
括
弧
内
に
英
語
を
補
足
し
た
個
所
も
あ
る
。
さ

ら
に
、
図
幅
が
地
域
的
な
景
観
や
鳥
瞰
を
示
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
の
現
在
の
衛
星
写
真
を
補
足

し
て
、
理
解
を
助
け
る
こ
と
に
し
た
。
衛
星
写
真
お
よ
び
地
図
は

G
o
o
g

le
 
E

a
r
th

, 
A

p
p

le
 
M

a
p

s
, 

A
u

s
tr

a
lia

n
 G

o
v

e
r
n

m
e
n

t N
a

tio
n

a
l M

a
p

を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。 

コ
サ
ッ
ク
（Co

ssack

）
に
つ
い
て 

コ
サ
ッ
ク
略
史

コ
サ
ッ
ク
、
こ
の
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
地
名
は
も
は
や
日
本
の
一
般
的
な
地
図
帳
に
は
登

場
し
な
い
。
な
か
に
は
ピ
ル
バ
ラ
（
地
名:P

ilb
a

r
a

）
の
鉄
鉱
石
の
輸
出
と
の
関
連
で
ご
存
じ
の
方
が
あ
る
だ
ろ

う
。
太
平
洋
戦
争
以
前
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
海
域
の
真
珠
貝
採
取
業
へ
の
日
本
人
の
出
稼
ぎ
地
と
し
て
、

そ
の
こ
と
に
関
心
を
抱
く
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
、
木
曜
島
・
ブ
ル
ー
ム
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
比
べ
る
と
、
お
そ
ら
く

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
は
思
う
の
だ
が
と
、
こ
と
ば
を
濁
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
コ
サ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
だ
け
記
録
も
研
究
も
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
藤
田
氏
が
過
ご
し
た
時
代
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。 

し
か
し
、
こ
の
地
は
、
先
住
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
人
び
と
が
儀
礼
の
お
り
に
身
に
着
け
て
い
た
金
縁
な
い
し
銀
縁

の
大
き
な
シ
ロ
チ
ョ
ウ
ガ
イ 

( P
in

cta
d

a
 m

a
xim

a

）
に
目
を
付
け
た
白
人
に
よ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
熱
帯
海

14



域
で
、
真
珠
貝
採
取
業
が
も
っ
と
も
早
く
開
始
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
八
六
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。 

当
初
は
ミ
ス
テ
リ
ー
・
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
（M

y
s
te

r
y

 L
a

n
d

in
g

）
、
あ
る
い
は
テ
ィ
エ
ン
・
ツ
ィ
ン
（Tie

n
 T

s
in

）
と

呼
ば
れ
た
が
、
一
〇
年
後
に
は
そ
こ
を
訪
れ
た
戦
艦
の
名
に
ち
な
ん
で
、
コ
サ
ッ
ク
と
改
名
さ
れ
た
（
１
）
。
真
珠

貝
採
取
開
始
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
コ
サ
ッ
ク
か
ら
南
東
一
二
㎞
ほ
ど
離
れ
た
ロ
ー
バ
ン
周
辺
が
牧
畜
業
者
に
よ
る

開
拓
地
に
な
り
、
家
畜
類
の
ア
ジ
ア
に
む
け
て
の
搬
送
や
生
活
物
資
の
供
給
も
あ
っ
て
、
そ
の
外
港
と
し
て
の

機
能
も
あ
わ
せ
持
つ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
西
部
唯
一
の
拠
点
港
に
な
っ
た
（
２
）
。 

真
珠
貝
採
取
の
労
働
に
は
、
当
初
在
地
の
先
住
の
人
た
ち
を
小
麦
粉
や
タ
バ
コ
と
引
き
換
え
に
雇
い
、
か

な
り
酷
使
し
た
。
一
攫
千
金
を
め
ざ
す
白
人
業
者
た
ち
の
非
人
道
性
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
歴
史
に
大
き
な
汚
点
を
残
し
て
い
る
（
３
）
。
潮
の
満
ち
干
の
差
が
６
～
12
ｍ
に
お
よ
ぶ
北
西
部
海
岸
で

は
、
引
き
潮
の
お
り
の
干
潟
で
の
採
集
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
資
源
が
枯
渇
す
る
と
、
素
潜
り
に
よ
る
操
業
と
な

る
。
そ
こ
へ
は
、
外
部
か
ら
の
労
働
者
と
し
て
、
当
初
南
太
平
洋
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
た
人
た
ち
を
シ
ド
ニ
ー

か
ら
運
ん
で
い
る
が
、
一
八
七
〇
年
代
初
め
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
西
チ
モ
ー
ル
の
ク
パ
ン

(K
u

p
a

n
g
)

、
そ
れ
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
南
部
の
ス
ル
海
峡(S

u
lu

 
S

tr
a

it)

か
ら
も
ア
ジ
ア
系
の
人
間
を
導
入
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
白
人
を
労
働
力
に
雇
っ
て
い
て
は
、
と
て
も
採
算
が
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
先
例
は
南

部
の
シ
ャ
ー
ク
湾( S

h
a

r
k

 B
a

y
)

で
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
ア
ジ
ア
人
の
導
入
は
、
潜
水
装
置
の
導
入
以

後
、
ソ
ロ
ル
諸
島
（So

lo
r
 Is

la
n

d
s

）
、
ア
ロ
ル
諸
島
（Alo

r
 Is

la
n

d
s

）
、
マ
カ
ッ
サ
ル(M

a
k

a
s
s
a

r)

な
ど
の
東
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
み
な
ら
ず
、
ジ
ャ
ワ
島
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
も
お
よ
ん
だ
（
４
）
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
金
鉱
の
発
見

で
、
中
国
人
労
働
者
も
移
入
し
、
そ
の
子
孫
や
そ
の
後
の
香
港
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
の
流
入
者
で
あ
ろ
う

か
、
一
八
九
〇
年
代
中
頃
の
コ
サ
ッ
ク
の
集
落
図
に
は
、
町
の
は
ず
れ
に
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
と
よ
ば
れ
た
地
区
が

書
き
込
ま
れ
て
い
る
。 

日
本
人
の
到
来

と
こ
ろ
で
、
こ
の
地
へ
の
日
本
人
の
到
来
が
い
つ
の
こ
と
か
、
あ
ま
り
判
然
と
し
な
い
。
幕
末

か
ら
明
治
初
期
に
外
国
船
に
雇
わ
れ
た
日
本
人
た
ち
が
契
約
を
終
え
た
あ
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
港
で
下

船
し
、
真
珠
貝
採
取
業
に
雇
わ
れ
た
と
い
う
話
も
あ
る
が
、
コ
サ
ッ
ク
で
は
、
一
八
八
五
年
コ
サ
ッ
ク
警
察
署

の
備
忘
録
（th

e
 O

c
c
u

r
r
e
n

c
e
 B

o
o
k

 o
f th

e
 P

o
lic

e
 S

ta
tio

n

）
に
、
ポ
ー
ト
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
基
地
を
置
く

北
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
真
珠
貝
採
取
会
社
の
乗
組
員
と
し
て
日
本
人
の
来
着
が
記
さ
れ
て
い
る
（
５
）
。 

あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
一
八
八
四
年
神
戸
お
よ
び
香
港
の
斡
旋
会
社
を
通
じ
て
七
〇
人
近
く
の
日
本

人
が
雇
わ
れ
、
そ
の
内
一
五
人
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
で
下
船
し
て
い
る
。
残
り
の
日
本
人
の
目
的
地
は
木
曜
島
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
一
八
八
四
年
か
ら
数
年
間
、
白
人
の
大
手
真
珠
貝
業
者
が
木
曜
島
か
ら
母
船
を
核
と
し
て

北
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
船
団
を
移
動
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
木
曜
島
で
雇
わ
れ
た

日
本
人
も
同
乗
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
（
６
）
。
主
に
キ
ン
グ
湾
奥
の
ダ
ー
ビ
ィ
（D

e
r
b

y

）
を
基
地
と
し
て
い
た
よ
う

だ
が
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
植
民
地
政
府
と
入
漁
問
題
で
物
議
を
か
も
し
な
が
ら
、
藤
田
氏
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ

ク
に
ふ
く
ま
れ
る
モ
ン
テ
ベ
ロ
ー
諸
島
や
バ
ロ
ー
島(B

a
r
r
o
w

 
Is

la
n

d
)

周
辺
で
も
す
で
に
操
業
し
て
い
る
。
一

八
八
四
年
一
時
的
に
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
で
は
、
そ
の
後
一
八
九
二
年
に
再
度
ブ
ー
ム
を
迎
え
る
ま

で
は
停
滞
期
が
つ
づ
く
。
こ
う
し
た
真
珠
貝
採
取
業
者
の
動
き
の
過
程
で
、
日
本
人
従
事
者
の
漁
獲
効
率
の

良
さ
を
知
っ
た
コ
サ
ッ
ク
や
オ
ン
ス
ロ
ー
の
真
珠
貝
採
取
業
者
た
ち
も
、
し
だ
い
に
日
本
人
潜
水
夫
や
乗
組
員

を
雇
用
し
て
行
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

一
八
九
二
年
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
現
れ
た
濱
浦
イ
ス
ケ
（
チ
ャ
ー
リ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
、
濱
浦
栄
治
郎
）
は
一
八
八
〇
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年
に
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
到
達
し
、
一
八
八
三
年
か
ら
九
年
間
コ
サ
ッ
ク
や
ブ
ル
ー
ム
（B

r
o
o
m

e

）
で
働
い

て
い
た
と
い
う
（
７
）
。
し
か
し
、
他
の
基
地
に
比
べ
れ
ば
少
数
と
は
い
え
、
安
定
的
に
日
本
人
従
事
者
が
連
鎖
的

に
コ
サ
ッ
ク
に
出
稼
ぎ
す
る
の
は
後
述
す
る
村
松
次
郎
が
一
九
〇
六
年
に
真
珠
貝
採
取
業
者
に
な
っ
て
以
降

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。 

ち
な
み
に
、
一
八
九
六
年
段
階
の
コ
サ
ッ
ク
の
人
口
構
成
の
概
数
は
白
人
（
常
住
二
〇
九
、
一
時
的
居
住

二
〇
、
船
員
三
〇
）
の
二
五
九
人
、
（
休
漁
期
の
）
ア
ジ
ア
系
契
約
労
働
者
・
真
珠
貝
採
取
業
者
・
商
店
主
を

ふ
く
め
三
五
〇
人
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
一
二
〇
人
の
総
数
七
二
九
人
で
あ
っ
た
（
８
）
。
た
だ
、
一
八
九
〇
年
代
か
ら
、

北
部
の
キ
ン
バ
リ
ー
地
方
に
牧
畜
業
が
植
民
さ
れ
、
真
珠
貝
採
取
業
も
北
方
の
エ
イ
テ
ィ
・
マ
イ
ル
海
岸

（E
ig

h
ty

 
M

ile
s
 
C

o
a

s
t

）
や
キ
ン
グ
・
サ
ウ
ン
ド
（K

in
g
s
 
S

o
u

n
d

）
を
中
心
に
展
開
し
、
リ
ュ
ー
バ
ッ
ク
湾

（Ro
e
b

u
c
k

 B
a

y

）
に
望
む
ブ
ル
ー
ム
や
ダ
ー
ビ
ィ
へ
の
真
珠
貝
採
取
業
基
地
の
移
行
、
一
八
九
八
年
の
サ
イ
ク

ロ
ン
に
よ
る
コ
サ
ッ
ク
港
の
被
災
、
コ
サ
ッ
ク
港
の
浅
瀬
化
、
一
九
〇
四
年
の
イ
ン
ド
洋
に
面
し
た
近
郊
の
サ
ム
ソ

ン
岬
（Po

in
t S

a
m

s
o
n

）
桟
橋
の
開
設
に
よ
っ
て
、
コ
サ
ッ
ク
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
西
部
に
お
け
る
港
と
し
て

の
機
能
は
低
下
し
、
急
速
に
コ
サ
ッ
ク
は
衰
退
期
を
迎
え
た
ら
し
い
。 

日
本
人
に
注
目
す
る
と
、
あ
と
で
述
べ
る
村
松
氏
と
な
ら
ん
で
、
コ
サ
ッ
ク
に
登
場
す
る
商
店
主
や
写
真
館

経
営
の
西
岡
高
蔵
氏
と
エ
キ
夫
人
、
そ
れ
に
村
上
安
吉
氏
（
一
八
九
七
年
友
人
の
浅
利
熊
蔵
と
共
に
和
歌
山

県
か
ら
コ
サ
ッ
ク
に
到
着
）
も
一
九
〇
〇
年
に
は
ブ
ル
ー
ム
に
移
っ
て
い
る
（
９
）
。
藤
田
氏
が
訪
れ
た
大
正
一
四

（
一
九
二
五
）
年
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
コ
サ
ッ
ク
は
す
で
に
寂
れ
た
町
で
、
村
松
次
郎
が
主
要

な
真
珠
貝
船
主
な
ら
び
に
商
店
主
と
し
て
活
躍
し
、
村
松
商
店
と
酒
屋
が
各
一
軒
、
一
五
軒
ほ
ど
の
白
人

住
居
、
そ
し
て
日
本
人
町
（Ja

p
a

n
 to

w
n

）
に
四
、
五
軒
の
日
本
人
と
い
う
状
況
だ
っ
た
ら
し
い
。
一
九
〇
六

年
以
降
、
村
松
次
郎
が
コ
サ
ッ
ク
を
基
地
に
一
〇
隻
の
真
珠
貝
採
取
船
を
経
営
し
て
い
た
こ
と
が
日
本
人
出

稼
ぎ
者
の
命
脈
を
保
ち
、
休
漁
期
に
は
、
閑
散
と
し
た
町
場
に
、
少
な
く
と
も
四
〇
人
ほ
ど
の
日
本
人
真
珠

貝
採
取
従
事
者
が
そ
れ
に
く
わ
わ
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

「
か
め
や
」
と
「
お
き
ん
さ
ん
」 

ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
図
に
は
、
コ
サ
ッ
ク
集
落
内
に
一
風
変
わ
っ
た
名
の
「
か
め

や
」
が
あ
る
。
最
初
は
日
本
人
商
店
の
屋
号
か
と
思
っ
た
が
、
藤
田
氏
の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
一
九
二
五

年
の
渡
航
前
後
、
亀
肉
関
係
の
缶
詰
工
場
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
に
少
し
ふ
れ
て
み
る
。
一
九
三
〇
年

代
初
期
の
西
豪
州
の
新
聞
記
事
（
10
）
に
よ
る
と
、
ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
を
対
象
に
コ
サ
ッ
ク
か
ら
一
五
〇
㎞
離
れ
た

モ
ン
テ
ベ
ロ
ー
諸
島
が
主
要
な
漁
場
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
会
社
の
名
も
「
モ
ン
テ
ベ
ロ
ー
水
産
有
限
会
社
」

（M
o

n
te

 B
e

lo
 Se

a P
ro

d
u

ct Ltd
.

）
。
資
源
保
護
の
た
め
に
一
〇
㎏
以
下
の
カ
メ
は
捕
獲
し
な
い
と
明
言
す
る
。 

当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
カ
メ
ス
ー
プ
は
高
級
食
材
だ
っ
た
ら
し
く
、
会
社
の
試
作
品
は
ロ
ン
ド
ン
に
送
ら
れ
て

い
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
亀
肉
の
缶
詰
と
な
ら
ん
で
、
カ
メ
ス
ー
プ
の
缶
詰
、
脂
は
ト
イ
レ
ッ
ト
用
洗
剤
や
医
療
用

に
、
さ
ら
に
甲
羅
は
肥
料
用
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
新
聞
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
五
〇
〇
ポ
ン
ド

ほ
ど
の
資
金
で
開
業
し
た
よ
う
だ
が
、
一
九
三
二
年
初
め
に
は
パ
ー
ス
で
会
社
の
総
会
を
開
き
、
一
万
ポ
ン
ド

へ
の
増
資
を
図
り
、
世
界
市
場
に
む
け
て
活
動
す
る
会
社
側
の
趣
旨
説
明
が
行
わ
れ
た
よ
う
だ
。
で
も
、
藤

田
氏
が
五
年
の
歳
月
を
経
て
一
九
三
五
年
頃
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
か
ら
再
び
コ
サ
ッ
ク
へ
戻
っ
た
と
き
に
は
、
工
場

「
か
め
や
」
は
閉
鎖
さ
れ
、
開
業
資
金
提
供
者
の
一
人
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
村
松
氏
の
手
に
わ
た
り
、
石

造
り
の
建
造
物
で
あ
っ
た
た
め
に
、
藤
田
氏
を
は
じ
め
真
珠
貝
船
乗
組
員
ら
が
休
漁
期
暑
さ
を
避
け
る
場

所
に
な
っ
て
い
た
。 
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も
う
一
つ
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
あ
る｢

ビ
ー
ゼ
ン｣

の
港
で
、
藤
田
氏
は
「
お
金
（
き
ん
）
さ
ん
と
い
う
日
本
人
の

お
ば
さ
ん
」
に
出
会
っ
て
い
る
。
「
二
度
ほ
ど
御
馳
走
に
な
っ
た
」
と
。
そ
の
お
き
ん
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
・
ジ
ョ
ー

ン
ズ
氏
や
研
究
仲
間
の
永
田
由
利
子
さ
ん
の
著
作
に
く
わ
し
い
。
そ
れ
ら
の
記
述
と
、
共
同
編
集
者
の
田
村

恵
子
さ
ん
が
入
手
し
て
く
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
側
に
残
る
第
一
次
資
料
（
11
）
を
参
考
に
、
「
お
き
ん
さ
ん
」

の
こ
と
も
少
し
ふ
れ
て
お
く
。 

「
お
き
ん
さ
ん
」
は
入
国
管
理
局
資
料
に
よ
る
と
、
一
八
七
八
年
三
月
一
四
日
長
崎
生
ま
れ
。
担
当
官
が

書
い
た
と
思
わ
れ
る
姓
名
の
ロ
ー
マ
字
で
はK

in
 A

R
A

K
A

W
A

（
荒
川
キ
ン
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
自
筆
署
名
の
欄
は

そ
れ
が
漢
字
な
ら
ば
「
キ
ン 
安
ガ
ワ
」
と
も
、
平
仮
名
な
ら
ば
、
「
キ
ン 

お
ガ
ワ
」
と
も
、
「
キ
ン 

あ
ガ
ワ
」
と

も
読
み
取
れ
、
判
然
と
し
な
い
。
一
八
九
五
年
八
月
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
入
管
の
手
続
き
を
し
、

あ
る
記
録
で
は
最
終
目
的
地
が
ク
イ
ン
ズ
ラ
ン
ド
の
木
曜
島
に
な
っ
て
い
る
が
、
別
の
記
録
で
は
、
コ
サ
ッ
ク
と
な

っ
て
い
る(

Ｎ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
に
よ
る
と
、
ク
イ
ン
ズ
ラ
ン
ド
の
ク
ッ
ク
タ
ウ
ン
（Co

o
k

to
w

n

）) 

。
お
そ
ら
く
、
「
か

ら
ゆ
き
さ
ん
」
で
あ
ろ
う
。 

西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
オ
ン
ス
ロ
ー
に
移
動
後
、
そ
こ
に
定
着
し
、
最
初
日
本
人
と
の
あ
い
だ
で
一
九
一
〇

年
に
長
男
エ
デ
ィ
を
、
翌
年
に
長
女
シ
シ
ィ
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
あ
と
、
二
人
の
息
子
が
生
ま
れ
て
い
る
が
、
一

九
三
九
年
一
〇
月
の
オ
ン
ス
ロ
ー
警
察
で
の
外
国
人
登
録
に
は
、
お
金
さ
ん
は
主
婦
で
あ
り
、
夫
（
二
人
の
息

子
の
父
親
）
は
マ
レ
ー
シ
ア
領
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
海
峡
植
民
地
の
ペ
ナ
ン
（Pe

n
a

n
g

）
で
一
八
七
一
年
に
生
ま

れ
、
名
前
は

S
ia

m
 
A

h
m

a
t

、
お
き
ん
さ
ん
よ
り
七
つ
年
上
で
あ
っ
た
。S

ia
m

と
い
う
名
前
か
ら
か
、
永
田

さ
ん
は
タ
イ
人
と
し
て
い
る
が
、
ペ
ナ
ン
生
ま
れ
、
か
つ
ア
ー
マ
ッ
ト
と
い
う
姓
は
ム
ス
リ
ム
的
背
景
を
示
す
か
ら
、

藤
田
氏
が
書
い
て
い
る
「
馬
来
（
マ
レ
ー
）
人
」
が
妥
当
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
藤
田
氏
が
出
会
っ
た
お
き
ん
さ
ん

は
五
〇
歳
台
の
半
ば
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
の
一
九
九
九
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
お
き
ん
さ
ん
の
末
息
子
と
孫
は
お
き
ん
さ
ん
が

魚
か
ら
刺
身
や
ス
シ
を
調
理
し
、
大
豆
か
ら
醤
油
も
作
り
、
野
菜
を
育
て
、
鶏
や
ア
ヒ
ル
も
飼
っ
て
い
た
こ
と

を
覚
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
オ
ン
ス
ロ
ー
に
は
、
真
珠
貝
船
の
乗
組
員
、
園
芸
農
家
、
料
理
人
も
い
て
、

小
さ
な
日
本
人
社
会
が
あ
っ
た
。
藤
田
氏
は
「
お
そ
ら
く
四
人
の
子
供
（
二
五
歳
の
息
子
や
二
三
才
の
娘
）
」

と
書
い
て
い
る
が
、
長
男
の
エ
デ
ィ
と
末
息
子
の
パ
ト
リ
ッ
ク
、
長
女
シ
シ
ィ
の
日
系
二
世
、
そ
れ
に
お
き
ん
さ
ん

は
太
平
洋
戦
争
で
強
制
収
容
さ
れ
て
い
る
。
マ
レ
ー
人
の
夫
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
に
従
軍
し
た
も
う
一
人
の

息
子
は
収
容
を
免
れ
た
ら
し
い
。
戦
後
の
収
容
所
解
放
後
、
夫
は
英
国
臣
民
、
子
供
た
ち
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
生
ま
れ
で
、
お
金
さ
ん
は
再
び
家
庭
生
活
に
戻
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

村
松
次
郎

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
八
九
〇
年
代
ま
で
の
コ
サ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
若
干
の
記
述
が
あ
る
が
、
二

〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
コ
サ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
情
報
は
少
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
藤
田
氏
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と

回
想
記
は
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
コ
サ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
紹
介
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
と
ど
め

る
が
、
藤
田
健
児
氏
の
雇
用
者
で
あ
っ
た
村
松
次
郎
に
つ
い
て
は
一
言
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
藤
田
氏
は
回
想
記
の
な
か
で
、
村
松
次
郎
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
生
ま
れ
の
日
本
人
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼

は
日
本
生
ま
れ
で
あ
る
。
藤
田
氏
が
出
会
い
、
共
に
過
ご
し
た
当
時
、
四
〇
歳
台
半
ば
か
ら
五
〇
歳
台
の
真

珠
貝
船
一
〇
隻
を
経
営
す
る
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
企
業
家
で
あ
り
、
白
人
た
ち
に
も
信
頼
が
あ
り
、
紳

士
然
と
し
た
振
る
舞
い
だ
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

父
親
の
村
松
作
太
郎
は
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
入
り
、
そ
の
三
年
後
の
一
八
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九
一
年
に
は
コ
サ
ッ
ク
で
商
店
を
開
い
た
と
い
う
（
12
）
。
彼
に
つ
い
て
は
、
静
岡
県
（
駿
河
）
生
ま
れ
で
、
そ
の
妻

も
同
郷
人
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
が
息
子
村
松
次
郎
の
日
記
に
残
っ
て
い
る
。
村
松
次
郎
は
、
シ
ソ
ン
ズ
氏
に

よ
れ
ば
、
神
戸
で
一
八
七
八
年
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
父
親
の
故
郷
静
岡
県
藤
枝
生
ま
れ
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
。
作
太
郎
に
つ
い
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
や
っ
て
く
る
ま
で
の
日
本
で
の
経
歴
や
、
な
ぜ
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
や
っ
て
き
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
で
の
真
珠
貝
採
取
へ
の

日
本
人
出
稼
ぎ
や
そ
の
渡
航
地
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
の
門
外
漢
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。 

日
本
政
府
の
古
文
書
に
か
す
か
に
彼
の
名
前
が
現
れ
る
。
一
八
八
三
年
ジ
ョ
ン
・
ミ
ラ
ー(J

o
h

n
 M

ille
r)

に
雇
わ
れ
三
七
名
の
日
本
人
が
初
め
て
公
式
に
外
務
省
の
許
可
を
得
て
ク
イ
ン
ズ
ラ
ン
ド
植
民
地
木
曜
島
へ

神
奈
川
県
か
ら
送
ら
れ
る
。
そ
の
翌
年
神
戸
の
フ
ィ
ー
ロ
ン
・
ロ
ー
商
会
（Fe

a
r
o
n

, L
o
w

 &
 C

o
.

）
を
介
し
て

六
九
名
が
渡
豪
し
た
。
記
録
に
は
、
フ
ィ
ー
ロ
ン
・
ロ
ー
商
会
へ
斡
旋
し
た
神
戸
の
二
人
の
日
本
人
が
登
場
す

る
。
そ
れ
が
武
田
長
兵
衛
と
村
松
作
太
郎
で
あ
る
。
そ
の
二
人
が
労
働
契
約
の
中
身
の
実
態
に
つ
い
て
承
知

し
て
い
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
契
約
者
た
ち
が
現
地
に
着
い
て
み
る
と
、
事
業
主
の
中
に
は
詐
欺
と

言
っ
て
も
良
い
よ
う
な
契
約
内
容
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
は
、
契
約
者
の
一
人
が
翌
年
病
気
で
帰
国
し
、

友
人
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
神
戸
の
平
山
鶴
三
氏
が
真
珠
貝
業
者
の
処
遇
に
義
憤
を
感
じ
、
政
府
へ
の
嘆

願
書
を
作
製
し
た
。
嘆
願
書
は
出
稼
ぎ
者
当
人
か
ら
政
府
に
も
兵
庫
県
知
事
に
も
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
よ

う
だ
が
、
そ
の
二
年
後
平
山
氏
の
友
人
か
ら
話
を
聞
い
た
神
戸
駐
在
員
の
新
聞
記
者
が
当
時
の
民
権
派
の

政
論
紙
で
あ
る
『
朝
野
新
聞
』
に
記
事
を
書
き
（
13
）
、
現
地
で
の
窮
状
が
は
じ
め
て
公
に
さ
れ
た
。
政
府
は
兵

庫
県
知
事
に
調
査
を
依
頼
し
、
平
山
氏
の
も
と
に
嘆
願
書
の
写
し
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
武
田
長
兵
衛

と
と
も
に
村
松
作
太
郎
の
名
前
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
村
松
作
太
郎
が
出
稼
ぎ
者
募
集
の
仲
介
を

し
た
と
い
う
以
外
、
こ
の
件
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
に
お
け
る
真
珠
貝
採
取
業
の
勃
興
と
日
本
人
出
稼
ぎ
者
た
ち
の
渡
豪
を
周
知
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で

あ
る
（
14
）
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
村
松
作
太
郎
は
コ
サ
ッ
ク
で
日
用
品
、
衣
料
品
、
装
飾
品
や
真
珠
貝
採
取
の
機
材
を
商

い
、
在
地
で
は
知
名
度
も
高
か
っ
た
ら
し
い
。
コ
サ
ッ
ク
で
、
あ
る
程
度
の
基
盤
を
築
い
た
一
八
九
三
年
、
故
郷

の
静
岡
県
藤
枝
か
ら
神
戸
に
呼
び
寄
せ
て
い
た
次
郎
を
迎
え
に
行
き
、
二
人
は
一
八
九
三
年
九
月
に
ブ
ル

ー
ム
に
到
着
す
る
。
次
郎
は
そ
こ
で
し
ば
ら
く
滞
在
し
た
後
、
翌
年
コ
サ
ッ
ク
に
や
っ
て
く
る
が
、
一
年
後
の
一

八
九
五
年
六
月
に
は
、
メ
ル
ボ
ル
ン
の
私
立
高
校(th

e
 X

a
v
ie

r
 C

o
lle

g
e
)

へ
進
学
す
る
。
在
学
中
の
一
八
九

八
年
二
月
父
親
が
亡
く
な
り
、
コ
サ
ッ
ク
の
墓

地
に
葬
ら
れ
た
。
次
郎
は
当
時
一
九
才
で
あ

り
、
い
ま
だ
法
定
相
続
人
の
資
格
が
な
く
、
二

一
才
の
成
人
に
な
っ
て
父
親
の
仕
事
を
引
き
継

ぐ
こ
と
に
な
る
。
彼
は
仕
事
を
容
易
に
す
る
た

め
で
あ
ろ
う
か
、
一
八
九
九
年
七
月
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
・
ビ
ク
ト
リ
ア
で
帰
化
し
た
。 

一
九
〇
五
年
に
二
七
歳
で
結
婚
。
翌
一
九

〇
六
年
に
真
珠
貝
採
取
業
に
参
入
す
る
。
お

そ
ら
く
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
西
オ
ー
ス
ト
ラ

村松作太郎の墓（2017/09） 
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リ
ア
真
珠
貝
採
取
業
の
主
力
は
北
の
ブ
ル
ー
ム
へ
次
第
に
移
っ
て
い
た
か
ら
、
資
金
繰
り
の
つ
か
な
い
白
人
船

主
か
ら
真
珠
貝
船
を
購
入
し
、
村
松
商
会
（J &

 T
 M

u
r
a

m
a

ts

）
は
真
珠
貝
採
取
業
部
門
で
急
速
に
拡

張
す
る
。
一
九
一
二
年
に
は
す
で
に
一
〇
隻
の
真
珠
貝
船
経
営
の
許
可
を
得
て
い
た
よ
う
だ
。
当
時
の
コ
サ

ッ
ク
を
基
地
に
し
た
白
人
の
所
有
船
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
一
九
一
五
年
の
税
務
報
告
で
は
八
隻
の
ラ
ガ

ー
（
真
珠
貝
採
取
船
）
を
所
有
し
、
コ
サ
ッ
ク
の
真
珠
貝
採
取
従
事
者
の
半
ば
以
上
を
雇
用
し
て
い
た
ら
し
い
。

ま
た
、
コ
サ
ッ
ク
の
町
の
自
由
保
有
地
の
多
く
も
村
松
商
店
の
所
有
に
帰
し
て
い
た
。
藤
田
氏
が
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ

ク
に
描
く
村
松
商
店
、
自
宅
、
お
よ
び
一
九
三
〇
年
前
後
に
白
人
が
ウ
ミ
ガ
メ
の
肉
や
ス
ー
プ
を
缶
詰
製
造

し
た
「
か
め
や
」
は
そ
の
一
部
で
あ
ろ
う
。
藤
田
氏
が
初
め
て
乗
船
し
た
イ
デ
ィ
タ
（Ed

ith
a

）
号
を
ふ
く
む
八

隻
が
ラ
イ
セ
ン
ス
を
受
け
て
お
り
、
五
十
六
名
の
契
約
労
働
者
雇
用
の
許
可
も
与
え
ら
れ
て
い
た
。 

し
か
し
、
一
九
二
〇
年
代
を
通
じ
て
、
コ
サ
ッ
ク
は
事
実
上
真
珠
貝
採
取
業
基
地
と
し
て
の
役
割
を
終
え

て
お
り
、
世
界
恐
慌
の
影
響
も
あ
っ
て
、
村
松
次
郎
は
経
営
船
の
半
数
と
と
も
に
一
九
二
九
年
ダ
ー
ウ
ィ
ン
へ

拠
点
を
移
す
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
著
者
藤
田
氏
も
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
移
動
し
た
。
そ
の
こ
と

自
体
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
の
真
珠
貝
採
取
業
を
め
ぐ
る
法
規
制
が
き
び
し
く
、
村
松
次
郎
は
ダ
ー
ウ
ィ

ン
で
の
北
部
準
州
の
規
制
の
少
な
さ
に
、
事
業
拡
張
の
期
待
を
か
け
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
で
も
、
コ
サ

ッ
ク
へ
の
愛
着
は
あ
り
、
移
動
後
も
コ
サ
ッ
ク
に
は
四
隻
の
ラ
ガ
ー
船
を
残
し
て
い
た
。
藤
田
氏
は
五
年
間
ダ
ー

ウ
ィ
ン
で
従
事
し
た
あ
と
、
再
び
愛
着
の
あ
る
コ
サ
ッ
ク
に
戻
っ
た
。 

村
松
次
郎
は
一
九
〇
六
年
に
そ
の
事
業
を
は
じ
め
、
一
九
一
二
年
に
一
〇
隻
の
免
許
を
獲
得
し
て
以
後

も
州
政
府
や
連
邦
政
府
に
船
隻
数
な
ら
び
に
契
約
労
働
者
数
増
加
の
請
願
を
試
み
た
が
、
帰
化
後
の
英
国

臣
民
と
し
て
の
地
位
を
得
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
系
（
有
色
人
種
）
と
い
う
壁
を
崩
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
九

四
一
年
一
二
月
八
日
の
真
珠
湾
攻
撃
に
と
も
な
い
、
村
松
次
郎
夫
妻
は
拘
束
さ
れ
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
の

タ
ツ
ラ
強
制
収
容
所(T

a
tu

r
a

 In
te

r
n

m
e
n

t C
a

m
p
)

に
送
ら
れ
、
一
九
四
三
年
一
月
七
日
、
村
松
次
郎

は
癌
で
治
療
中
肺
炎
の
た
め
に
六
四
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。 

「
藤
田
健
児
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
回
想
記
」
へ
の
長
い
紹
介
文
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
の

熱
帯
海
域
で
真
珠
貝
採
取
業
に
従
事
さ
れ
た
方
々
に
は
、
一
人
ひ
と
り
の
経
験
と
人
生
の
過
程
が
あ
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
は
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
歴
史
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
名
前
も
人
生
の
過
程
も

記
録
に
残
る
わ
け
で
は
な
い
。
藤
田
健
児
氏
の
残
さ
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
回
想
記
を
通
じ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
北
部
の
海
で
真
珠
貝
採
取
業
に
身
を
託
し
た
数
千
人
の
人
生
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
描
い
て
い
た
だ
け

れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。 

注（
１
）A

n
d

e
r
s
o
n

, R
. (2

0
1

3
) F

irs
t R

e
p

o
rt in

 th
e
 N

o
r
th

w
e
s
t: A

 m
a

ritim
e
 a

rch
a

e
o
lo

g
ica

l s
u

r
v
e
y

 o
f 

C
o
s
s
a

ck
 2

5
-3

0
 J

u
n

e
 2

0
1

2
, W

e
s
te

r
n

 A
u

s
tr

a
lia

 M
u

s
e
u

m
, p

p
.1

7
-1

8
.  

（
２
）
一
八
七
二
年
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
の
家
畜
積
み
出
し
の
た
め
に
、
ロ
ー
バ
ン
の
外
港
と
し
て
コ
サ
ッ
ク
整
備
の
議
論
が
行
わ
れ

て
い
る
。
（B

a
c
h

, 
J

.P
.S

, 
T

h
e
 
P

e
a

r
lin

g
 
In

d
u

s
tr

y
 
o
f 

A
u

s
tr

a
lia

: 
a

n
 
a

c
co

u
n

t 
o
f 

its
 
s
o
c
ia

l 
a

n
d

 

e
co

n
o
m

ic  
d

e
v
e
lo

p
m

e
n

t, 1
9

5
6

 p
.8

.

） 

（
３
）
Ｍ
・
Ａ
・
ベ
ー
ン
（
１
９
８
７
）
『
真
珠
貝
の
誘
惑
』
勁
草
書
房
（B

a
in

,M
.A

． 
Fu

ll Fa
th

o
m

 F
ive

 
A

r
tlo

o
k

 
B

o
o
k

 

1
9

8
2

）
。 
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（
４
）
同
上
。 

（
５
）Sis

s
o
n

s
, D

.C
.S

. (1
9

7
7

) J
a

p
a

n
e
s
e
 in

 th
e
 N

o
r
th

e
r
n

 T
e
r
r
ito

r
y

 1
8

8
4

-1
9

0
2

, S
o
u

th
 A

u
s
tra

lia
n

a
, 

1
6

-1
, p

.6
.

（
６
）ib

id
., p

p
.5

-6
. 

 
 

（
７
）
渡
辺
勘
十
郎
（
１
８
９
４
）
『
濠
洲
探
検
報
告
書
』 

外
務
省
通
商
局
第
二
課
、
二
七
九―

二
八
二
頁
、S

is
s
o
n

s
, 

ib
id

., p
.1

2
; L

a
m

b
 J

.(2
0

1
6

)

『
沈
黙
の
真
珠
（Sile

n
t P

e
a

r
ls

: o
ld

 J
a

p
a

n
e
s
e
 g

ra
v
e
s
 in

 D
a

r
w

in
 a

n
d

 

th
e
 h

is
to

ry
 o

f P
e
a

rlin
g

）
』 p

.2
1

. 

（
８
）
コ
サ
ッ
ク
歴
史
館
に
展
示
さ
れ
た
一
八
九
〇
年
代
地
図
の
付
属
資
料
に
よ
る
。 

 

（
９
）
津
田
睦
美
ほ
か
編
（
２
０
１
６
）
『
村
上
安
吉
１
８
８
０―

１
９
４
４
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
』
和
歌
山
大
学
紀
州
経
済

史
文
化
研
究
所
、
一
八
ペ
ー
ジ
。 

（
10

）
資
料
の
入
手
に
あ
た
り
、
キ
ャ
ン
ベ
ラ
の
田
村
恵
子
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
資
料
は
「N

o
rth

e
rn

 
T

im
e
s
 

(C
a

r
n

a
v
o
n

) 3
 S

e
p

te
m

b
e
r
 1

9
3

1

お
よ
びD

a
ily

 N
e
w

s
 (P

e
r
th

), 3
 F

e
b

r
u

a
r
y

 1
9

3
2

」
の
新
聞
記
事
。 

（
１１

）
Ｎ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（
２
０
０
３
） 

『
第
二
の
故
郷―

豪
州
に
渡
っ
た
日
本
人
先
駆
者
た
ち
の
物
語
』
創
風
社
出
版

(N
o
r
e
e
n

 J
o
n

e
s
 N

u
m

b
e
r 2

 H
o
m

e
 :A

 s
to

r
y
 o

f J
a

p
a

n
e
s
e
 p

io
n

e
e
r
s
 in

 A
u

s
tra

lia
. F

r
e
e
m

a
n

tle
 

A
r
ts

 
C

e
n

tr
e
 
P

r
e
s
s
. 

2
0

0
2

）
、
永
田
由
利
子
（
２
０
０
２
）
『
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
日
系
人
強
制
収
容
の
記
録
』 

高

文

研

;Y
u

r
ik

o
 

N
a

g
a

ta

（1
9

9
6

）U
n

w
a

n
te

d
 

A
lie

n
s
: 

J
a

p
a

n
e
s
e
 

In
te

r
n

m
e
n

t 
in

 
A

u
s
tra

lia
, 

U
n

iv
e
r
c
ity

 o
f Q

u
e
e
n

s
la

n
d

 P
r
e
s
s
.  

資
料
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
入
国
管
理
局
と
一
九
三
九
年
九
月
「
治
安

維
持
法
」
（
外
国
人
管
理
規
則
）
施
行
下
に
あ
っ
た
一
〇
月
九
日
に
オ
ン
ス
ロ
ー
警
察
署
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

（
１２
）
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、S

is
s
o
n

s
, D

. (1
9

8
6

) M
u

r
a

m
a

ts
 J

ir
o
(1

8
7

8
-1

9
4

3
) A

u
s
tra

lia
n

 D
ic

tio
n

a
r
y

 o
f 

B
io

g
ra

p
h

y
, 

V
o
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（
１３
）
一
木
一
郎
（
２
０
１
７
）
「
明
治
期
に
お
け
る
紀
州
の
ダ
イ
バ
ー
の
成
り
立
ち
を
追
っ
て
」
② 

熊
野
新
聞
一
〇
月
二
〇
日

号
。 

（
１４
）
こ
の
商
会
に
よ
る
渡
豪
者
た
ち
は
、
給
料
、
食
糧
、
医
療
な
ど
契
約
条
項
の
食
い
違
い
が
大
き
く
、
問
題
含
み
の
渡
豪
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
翌
年
一
一
月
帰
国
し
た
者
の
証
言
に
基
づ
き
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
四
月
「
朝
野
新
聞
」
で
報

道
さ
れ
た
。
そ
れ
が
さ
ら
に
発
展
し
、
日
本
政
府
は
在
豪
名
誉
領
事
の
マ
ー
ク
ス
を
木
曜
島
に
派
遣
し
て
調
査
の
結

果
、
名
誉
領
事
は
「
直
ち
に
フ
ィ
ー
ロ
ン
・
ロ
ー
商
会
が
斯
く
不
幸
な
る
人
民
を
神
戸
よ
り
こ
の
地
へ
送
る
こ
と
を
差
し

止
め
ら
れ
ん
こ
と
を
」
と
勧
告
す
る
（
久
原
脩
司
「
木
曜
島
の
県
人
の
足
跡
・
慰
霊
塔
・
島
の
現
況
」
和
歌
山
社
会
経
済
研
究
所

『
21
世
紀
わ
か
や
ま
』
一
一
二
ペ
ー
ジ
）
。
こ
う
し
た
政
府
の
処
置
が
神
戸
の
村
松
作
太
郎
の
そ
の
後
の
動
向
に
影
響
し
た

可
能
性
は
あ
る
が
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。 

＊

な
お
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
海
域
に
お
け
る
真
珠
貝
採
取
業
へ
の
日
本
人
出
稼
ぎ
に
つ
い
て
関
心
の

あ
る
方
は
次
の
文
献
を
参
考
に
し
て
ほ
し
い
。
村
井
吉
敬
・
内
海
愛
子
・
飯
笹
佐
代
子
編
『
海
境
を
越

え
る
人
び
と―

真
珠
と
ナ
マ
コ
と
ア
ラ
フ
ラ
海
』 

コ
モ
ン
ズ 

二
〇
一
六
年
。 
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Foreword: An invitation to enjoy a sketchbook and memoir by 

Kenji Fujita 

Hiroyuki Matsumoto 

I first saw the sketchbook and memoir written by the late Mr Kenji Fujita in the 

autumn of 2011. At that time the town of Kushimoto in Wakayama Prefecture held 

a panel exhibition about Thursday Island at the Kushimoto Cultural Centre, to 

commemorate their local historical legacy. Many items left by people who had 

worked as pearl divers in the pearl fisheries of North Australia from the Meiji 

period to the Pacific War were collected for this exhibition over a period of several 

years by the Kushimoto town office staff led by Mr Yorio Hamaguchi. Amongst 

them I found the sketchbook and memoir written by Mr Fujita. 

There were digital photographs of the sketchbook. These pictures left a strong 

impression on me from first sight. When I talked to people concerned in the 

southern part of Wakayama, and to the families of the deceased, I realised that 

these documents left by the deceased had been gradually scattered and lost from 

generation to generation. Seventy years had passed since the end of the Pacific 

War, and it was inevitable that these documents would be lost. However, I could 

not help feeling sorry for the loss of these documents, which were the evidence of 

human lives. About six thousand pearl divers and crew travelled to Australia from 

the southern part of Wakayama, and each individual pearl diver had his own 

experience. Mr Fujita’s sketchbook and memoir could not represent all pearl divers’ 

experiences. Nevertheless, it appeared to me that they were outstanding 

documents for several reasons, which I shall discuss later in this introduction. After 

coming to an agreement with Mr Fujita’s family, it was decided that I, together 

with several colleagues and educational committee members of the Kushimoto 

town office, would publish the sketchbook and memoir by Mr Fujita. To present 

the documents in book form, we visited the family of the late Mr Fujita, who lived 

in Kozagawa-chō, Higashimuro-gun, in Wakayama. We requested permission to 

scan the original pictures in the sketchbook. Although it was a short meeting, Mr 

Masaki Fujita and Mrs Toshiko Fujita, who were family members of the deceased, 

recounted several episodes from the life of the author of the sketchbook. I shall 

now write an introduction to the sketchbook and memoir, which will include these 

episodes as told to me.  

The record as evidence of a human life 

When I heard from his family how Mr Fujita began writing the sketchbook and 

memoir, I once again realized that these were evidence of the life of Mr Kenji Fujita, 

who lived in the tropical seas of north-western Australia from the end of Taishō 

period until the second decade of the Shōwa period. I need not stress again that 

for fifteen years Mr Fujita spent an extremely difficult life on the ship and at the 

base in Cossack in north-western Australia. The sketchbook and memoir are a 

record not just of his early life but also of the deep images etched in Mr Fujita’s 

heart, that appear to have been sublimated during his later life. At the end of the 

memoir Mr Fujita records his impression when he returned home to Japan:  

I came back to Japan via the Kishū sea-route. My homeland, where I set foot 

after spending fifteen years in a wide-open country without any high 

mountains, looked so small as the mountains rose sharply into view. I could 

not believe my eyes and felt as if I was suffocating. Then I suddenly realised 

that I had to spend the rest of my long life in this small country… 

Perhaps Mr Fujita concealed these thoughts deep in his heart while he lived in 

Japan.  

Mr Fujita spent almost half a century in Japan after his return, and then he wrote 

his sketchbook and memoir when he was nearly eighty. How could Mr Fujita 

retrieve these memories, which had sunk deep in his mind?  Perhaps his nature by 

birth could be a contributing factor. When I saw the pictures skilfully drawn by Mr 

Fujita, I involuntarily thought that these were not mere prosaic records of a pearl 

diver, but pictures taken by a sharp observant eye through high quality filters, and 
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that human experiences could not be concealed in a corner of one’s mind. After I 

heard Mr Fujita’s family members describe episodes from his later life, these 

thoughts were strengthened. That is, the depth of Mr Fujita’s experience, which 

he gained through his body without thinking, was reinforced by the repetition of 

some of these physical experiences after he returned home, keeping his memory 

alive and strong. Then his experiences came out all at once in his later years. When 

I showed Mr Fujita’s sketchbook and memoir to my research colleagues and to 

several acquaintances, they were unanimous in marvelling at these documents.  

However, Mr Fujita had no clear intention of publishing his sketchbook and 

memoir. Both were written in the form of a first-person narrative to his second 

daughter. There is no pretention in his narrative, and we are attracted to it by its 

simplicity and the way he narrates. I once showed these documents to a friend 

who has artistic taste. My friend quickly noticed that Mr Fujita’s paintings put even 

professionals to shame, and that there were no hesitations in his brushwork. 

Unfortunately, the sketchbooks were damaged by a flood in 2011, and now the 

original colours are faded, and some parts are stained. We shall try to restore the 

original colours of the pictures and preserve them as archives rather than work of 

art. Our final aim is that these documents will be made available to those 

interested in them.  

I would like to add one more thought about how these documents could be 

used. In September 2017 three coresearchers—Kamada, Tamura, and Murakami—

visited Cossack, where the base of the pearl fisheries was, to conduct a field study. 

Although Cossack has become almost a ghost town, the local leaders (who are 

trying to unite the local culture by holding the ‘Shinju Matsuri [Pearl Festival]’ 

associated with pearl shells), along with researchers from Perth, Freemantle, and 

Canberra, all showed a strong interest in Mr Fujita’s documents. After having a 

good discussion about how the archives should be created, we decided to provide 

an English translation along with a reprint of the notes written in the sketchbook. 

Then Mr Fujita’s sketchbook and memoir will be used extensively, and we will be 

able to overcome the shortage of private documents about the pearl fisheries.  

Pictures in the sketchbook 

I shall talk about several features of the pictures in the sketchbook. First, I would 

like to point out the accuracy of the drawings. For instance, Mr Fujita drew the 

coastline from the base in Cossack to the south-western section of Exmouth Gulf, 

which is about 400 kilometres as the crow flies, and the nearby islands. The outline 

of the coastline where the main base of the pearl fisheries was located and the 

distances between each island and their relative locations were extremely 

accurate, even when we compare them to satellite photographs or to a recent map, 

as I have shown in my commentary on the Montebello Islands (sketch No.26). I 

could not confirm it in my interview with Mr Fujita’s family members, but 

presumably he must have brought back some kind of a chart or a topographical 

map and drawn his pictures with reference to it. If he was able to draw them just 

from his memories, it must have been a miracle. 

An observant eye and the power of expression 

Secondly, I would like to point out Mr Fujita’s observant eye and his power of 

expression. Several pictures in the sketchbook are three-dimensional sketches 

from a bird’s eye view. For example, Mr Fujita drew a view that encompasses the 

town of Cossack, the sailing route that follows a roundabout path from the 

northern end of the Dampier Archipelago to Flying Foam Passage, after which the 

ship enters a channel with a strong current, and the scenery around Beadon and 

Onslow, where a vast flat land extends as far as the eye can see. These sketches 

are not just perspective drawings seen from the ship.  Mr Fujita went on shore and 

made various observations from different angles and then drew these sketches. 

Moreover, although we omitted this fact from our commentary, when we look 

carefully at sketches such as No.12, No.13, and No.21, we notice that on the lugger 

route and in the ocean around the main islands, the depth of the water is recorded 

in detail. Even the current chart does not fully show the depth of water in this area 

of sea, but Mr Fujita seems to have measured it meticulously using a lead sinker 

and slender strings. Because the depth of water in the operational area of the sea, 

the topographical features of the seabed, the sand quality of the seabed, the mud 
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quality, and the varieties of seaweed would strongly influence the habitat and 

growth of pearl shells, divers and tenders needed to know them in detail. It was 

also important to know the depth of water and the directions of tide and wind to 

properly determine the route for the lugger. As Mr Fujita wrote in his Cossack 

memoir, he was strictly taught how to measure the depth of water by his seniors 

for several years after the first year he spent on board a lugger.  

Mr Fujita also drew creeks and inlets for sheltering from rainstorms, and 

anchorage points where it was possible to wait for the turning of tide and wind, as 

in this area of sea the weather is always unstable, and cyclones (willy-willies, 

typhoons) often hit from November to March in the following year. Moreover, he 

added locations where they could obtain fresh water because of the shortage of 

fresh water supplies on the lugger, and places where they could find mangrove 

forests for fuel. Therefore, this sketchbook provides a comprehensive picture of 

the fishing ground for the pearl fisheries, despite looking like simple sketches of 

scenery and sea-creatures whose expressions are skilfully drawn.  

Interest in sea-creatures 

A third feature that draws our attention is Mr Fujita’s interest in sea-creatures 

and his keen observation of them. Of course, he wished to enrich his food supply. 

Pearling was generally considered to be a ‘hard’, ‘dirty’ and ‘dangerous’ work. On 

top of that, because of the cramped living quarters in the lugger, the lack of 

entertainment, and the low wages, most white men did not want to be engaged in 

pearl fishing. During the fishing season from March to December, people working 

in the pearl fisheries had no roof over their heads. They led an unstable life on the 

lugger and had to sleep in the narrow cabin under the deck. The cabin was so 

cramped that there was less than 150 centimetres to the ceiling, and it was hard 

even to stand up. It was particularly difficult for a tender, like Mr Fujita, who 

needed to be vigilant all the time, as he was responsible for divers’ lifelines and 

had to operate the lugger at the same time. In the sketchbook notes and memoir 

Mr Fujita wrote about his leisure pursuits, such as catching turtles and fishing on 

Sundays. Perhaps he wished to have a break from the monotonous and difficult 

daily work. We gain a strong sense of Mr Fujita’s joyful and observant eye from his 

sketchbook pictures of rare creatures in the sea.  

Mr Fujita observed how the sea birds made their nests and then laid eggs on 

the islands near Flying Foam Passage. He also observed in detail various sea turtles 

he encountered in the sea during the year. It was particularly easy to catch sea 

turtles which were floating around the sea while mating from October to 

November, as they were not cautious at all. Presumably Mr Fujita’s lugger was 

operating near Sholl Island at the peak of the breeding season, as he closely 

observed how the sea turtles laid their eggs. (Of course, turtle eggs were a source 

of food.) As for the illustrations of ‘kakoro gai’ (the normal Japanese name is 

yagura-byōbu gai, which means ‘semi-twisted shell’), Mr Fujita’s drawings are so 

meticulously executed that they surpass even the pictures in Wakan-sansai-zue 

(Illustrated Sino-Japanese Encyclopedia compiled in 1712) or in Yamato-honzō 

(Medicinal Herbs of Japan written by Kaibara Ekiken in 1709). 

By the way, as I am not specialized in this field, I knew neither the Japanese 

name nor the English name for ‘kakoro gai’. Therefore, I sent a digital copy of Mr 

Fujita’s drawing to a friend who works at the Okinawa Prefecture Deepsea Water 

Research Centre and sought the Japanese name for it. My friend asked his 

acquaintances who work for the Japanese Coral Reef Society. His acquaintances 

said in one accord that the picture drawn by Mr Fujita must be yagura-byōbu gai 

[semi-twisted shell]. It was so easy to identify the Japanese name for it, as Mr Fujita 

draw the picture meticulously. To add a sequel to the story, the shell I am talking 

about has been kept as a zoological specimen in the Kushimoto town. As I was not 

attentive enough, I did not know that these shells were brought back from 

Thursday Island off the coast of Queensland in Australia before the war. I was told 

this by Mr Tanaka Masato, who works for the Kushimoto Marine Park. The picture 

of a semi-twisted shell inserted with the commentary on ‘kakoro gai’ is a collected 

specimen brought back from Thursday Island.  

Dugong 

One more drawing at which I was marvelled is the depiction of a ‘rogon’ 

(dugong). Mr Fujita drew it so skilfully that I felt as if a dugong was swimming in 
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the sea in front of my eyes. Minakata Kumagusu (a famous naturalist who studied 

at the British Museum from 1892 to1900) once contributed an article entitled ‘The 

Story of a Mermaid’ to the Muro Shinpō newspaper. I wonder if Minakata knew 

that people from the same prefecture encountered dugongs every day and 

observed them in detail. (See Minakata Kumagusu Complete Works, edited by 

Iwamura Shinobu and others, Vol. 6, pp. 306-311.) 

As I have been conducting a field study in the Torres Strait (including Thursday 

Island) off the coast of Queensland in Australia for a long time, I was lucky enough 

to have many opportunities to see dugongs. Dugongs are so sensitive to sounds 

and so agile that it requires great skill to capture them, so there would have been 

few opportunities for Japanese people to capture them. They may have seen 

dugongs occasionally from the lugger when they came close to the shore to forage 

eelgrass at high tide. Nonetheless, Mr Fujita’s sketch of a dugong captured the 

movement of a dugong and its postures so skilfully that I could see the dugong 

swimming in front of me. Once again, I marvelled at his observant eye.  

In his sketchbook I found one more etude of a dugong that was already 

coloured. It was slender like a dolphin, and Mr Fujita seemed not to be satisfied 

with his own drawing. After finishing the etude, some amendments were made to 

the head and the outline of the body. I had many opportunities to go on board 

with Torres Strait Islanders who went fishing dugongs and had several 

opportunities to observe a dugong which was washed ashore. When I saw Mr 

Fujita’s sketches, I once again clearly remembered many encounters with dugongs. 

When I first saw a dugong in the Torres Strait, I could not see any resemblance 

between a dugong and a mermaid, such as Mr Fujita referred to in his notes.  

The later life of Mr Kenji Fujita 

When we decided to publish the late Mr Kenji Fujita’s rare documents, we had 

an opportunity to conduct an interview with Mr Fujita’s eldest daughter and her 

husband. I shall now describe several episodes from Mr Fujita’s life. In so doing I 

shall supplement this sketchbook and memoir.  

Mr Kenji Fujita was born as the second son of Mr Ushima Fujita and Mrs 

Shimano Fujita. He had nine brothers and sisters. He was born during the Meiji 

period, but the exact date of his birth is not known. I heard that Mr Fujita died in 

Heisei 8 (1996) at the age of ninety-two, so presumably he was born in Meiji 37 or 

38 (1904 or 1905). The house where he was born was ten metres to the west of 

the site of the Myōjin primary and secondary schools in Kozagawa-chō, 

Higashimuro-gun, in Wakayama.  The exact place name was Myōjin Aza Ichiburi, 

but the small village was called Oyanagi among the residents.  

As he wrote in his memoir, Mr Fujita was sickly in his youth. His sickness 

appeared to be caused by a stomach ulcer. In those days, he was engaged in 

agriculture and cutting undergrowth from the bush. After the war, Mr Fujita often 

sewed his own everyday clothes using a sewing machine. When his daughter 

Toshiko asked him about his sewing skills, Mr Fujita told her that he worked for the 

men’s dressmaking shop in the neighbouring town of Koza for two years and learnt 

how to sew men’s clothes there.  

Around the house where Mr Kenji Fujitta was born in  Myōjin, 
Kozagawa-cho, Wakayama 2017/10/28 
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After returning from Cossack, Mr Fujita married Miss Suzue Wada, who was 

from Myōjin Aza Ōyanagi, Kozagawa-mura. There was a quite a big age gap 

between them. Mrs Toshiko Fujita told me that her mother was born in the Taishō 

period.  Mr Fujita had sent all his money earned in Cossack to Japan. When he got 

married, he built a house, where his daughter and her husband currently live, and 

started their new life. It seems he excavated the end of the ridge facing the Koza 

River. The address of his house is not registered in a residential area but in a 

mountains and forests area. (Japanese village addresses are classified in two 

categories: an agricultural and residential area and a mountains and forests area. 

Perhaps when Mr Fujita built his house, he did not change the registration from 

the mountains and forests area to the agricultural and residential area.) The house 

is thirty meters to the west of the house where he was born.  

A father who loved machinery 

According to Mrs Toshiko Fujita, her father worked in the field and rice paddy 

after returning from New Guinea, where he had spent some time as a prisoner of 

war after the end of the Pacific War. At the same time, he worked as the person in 

charge of rice polishing for the farmers’ cooperative. He also produced pressed 

barley. After her father resigned from the farmers’ cooperative, he bought a rice-

polishing machine and continued working as a freelance rice-polisher. Of course, 

he was also engaged in cutting trees and tree branches and cutting the 

undergrowth of the forests. Her father really liked any kind of machinery. He 

bought all sorts of agricultural machines such as a cultivator and a tractor. The 

neighbours often came and asked to borrow her father’s agricultural machines. 

Her father also produced cotton work gloves by setting up his own machine. At 

that time, two or three households were engaged in this kind of work in the village. 

As Mr Fujita wrote in his memoir: ‘Those who worked overseas for a long time 

have special memories.’ Mr Fujita’s experiences during the days after the war as 

recounted by his eldest daughter, Mrs Toshiko Fujita, made me imagine clearly 

how he spent time on the tropical sea. 

Mr Fujita named his second daughter Midori [green], which must have 

reminded him of the dark blue colour of the tropical sea. He may also have named 

her after the blue-green colour of the deep water from the clear Koza River, which 

flows in front of his house. Mr Fujita began portraying the deep images in his heart 

on page after page of his sketchbook, and wrote his memoir, after receiving some 

advice from his second daughter Midori: ‘If you have so many memories, just write 

them down.’  Perhaps the people surrounding him could not picture the images 

from his days in Cossack, but the way Mr Fujita spent his days revealed the deep 

images of the tropical ocean that were chiselled in his body. Mr Fujita’s deep 

images appeared as the wisdom of later life.  

Firstly, the saw Mr Fujita used every day was not an original Japanese one, 

which is pulled when used, but a western one, which is pushed. This involves not 

just a difference in the direction in which effort is applied when a saw is used. As 

is clear when you use it, the use of western saw must be learnt as whole-body 

movement, including the posture customary in the west. He also kept his diver’s 

suit, and the canvas in which he wrapped it, till the end of his life. They must have 

been the remnants of his Australian life.  

The technique of yamatate 

Along with such concrete evidence, there were some skills which Mr Fujita 

acquired with his body. It was interesting to hear about the time when Mr Fujita 

set a snare basket to catch eels in the Koza River, which flows in front of his house. 

To confirm the place where the snare baskets were set, Mr Fujita used features of 

the mountains as reference points, such as the peak of this mountain, the peak of 

that mountain, and an outstanding feature on the mountainside［Yamatate］. 

Mrs Toshiko Fujita told me that although other people used roadside objects or 

riverside objects to confirm the location of snare baskets, her father always used 

the features of the mountains. Of course, he could have used riverside objects, but 

Mr Fujita opted for mountain features. Perhaps it was easier for him to use the 

mountain features, or he may have become attached to the way he used to do so 

in Australia.  

Yamatate is commonly used amongst Japanese coastal fishermen, and this is 

the way for those spending their life at sea to confirm their current location or to 

navigate. That is, this is a basic technique from life on the lugger that enabled a 
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crew engaged in pearl fishing to navigate between fishing grounds and to confirm 

a fishing location in the fishing ground at sea. This is a kind of triangular survey 

method and is usually referred to as yamatate or yama’ate. Mr Fujita worked for a 

long time as a tender responsible for the lifeline of divers on the lugger, and he 

was also a sailing manager while the lugger was in operation. Therefore, he must 

have thoroughly mastered the yamatate method. As Mr Fujita wrote in his memoir, 

his seniors, who knew that he was not strong, trained him rigorously to make him 

a tender and taught him the yamatate method. The training continued for several 

years, and Mr Fujita failed many times. However, as Mr Fujita was brought up in 

the mountains, he was a person full of curiosity and his observant eye captured 

the scenery at sea from the lugger in detail. Without noticing, he fully acquired the 

yamatate method with his body. In his sketchbook Mr Fujita drew a meticulous 

illustration of this yamatate method, and he also used this method to draw some 

coastlines and the shapes of islands. His sharp observant eye and meticulous way 

of measuring positional relationships were fostered by his life on the lugger.  

The use of pulleys 

Mr Fujita’s son-in-law, Mr Masaki Fujita, praised the way his father-in-law used 

pulleys. Mr Masaki Fujita particularly praised the way his father-in-law lifted heavy 

objects on his own by combining multiple pulleys. For example, Mr Fujita lifted a 

big tree felled in the mountains on his own using multiple pulleys. On another 

occasion, when Mr Fujita was transferring soil to a field which was above his height, 

he did so not by using a wheelbarrow to carry the soil, but by using a pulley to lift 

the soil from the field below. According to the episode I heard, Mr Fujita arranged 

bars in a V shape on top of a log and combined several pulleys and ropes to make 

a kind of crane. Then he lifted the soil by himself and created a rice field.  

Cossack, where Mr Fujita stayed, played a role as an outport not only for the 

people in Cossack, but also for the people in Roebourne, which was twelve 

kilometres inland and a centre for administration and for stock farmers.  As Mr 

Fujita drew in his sketchbook, ketches docking at the wharf usually had a simple 

crane installed for loading and unloading cargo.  

Regarding the use of pulleys, I also heard the following episode. When the Koza 

River flowing in front of Mr Fujita’s house was flooded, the first floor of his house 

was inundated above the floor level. Then Mr Fujita made a big square hole in the 

second floor, and lifted some furniture, including a refrigerator, to the second floor 

using a pulley.  

To operate a pulley properly is an essential technique for the sailing on the sea. 

In his sketchbook Mr Fujita drew many pictures of the luggers owned by his 

employer Mr Muramatsu. Moreover, all the pictures Mr Fujita drew are of the 

lugger with all sails unfurled. When the first diver or the first tender asks the crew 

to unfurl all sails of the lugger, he orders, ‘Chōcho ni seyo!’ [Make the shape of a 

butterfly!] At this crucial moment, one must pay attention to the pulleys set on top 

of the mast and to several sails. According to the direction and strength of the wind, 

the first tender must adjust the direction and speed of the lugger, while the lugger 

is in operation or moving between the fishing grounds. He must raise or lower the 

three sails (mainsail, foresail, and jib) and take in or furl them using rope and 

several pulleys. While navigating between pearling grounds, the first tender must 

also control the rudder, which is resisting the sea tides, using the rope and several 

pulleys set on the quarter deck of the lugger, all by himself.  

The first tender was responsible for all these tasks. Mr Fujita who worked as a 

tender for a long time was responsible for the operation of the sails and rudder. 

During the fishing off season, it was also the tender’s task to order the crew to 

overhaul the lugger. Mr Fujita loved machinery by nature; he must have 

thoroughly known the structure of pulleys set on the lugger and must have 

improvised in the event of an emergency. 

When we read in the note accompanying the sketch of a ‘diverboat’ (the 

Japanese pearl divers called the lugger a ‘diverboat’) that ‘we enjoyed sailing just 

by relying on the wind as we had no propulsion engine’, the image of Mr Fujita 

sailing the ‘diverboat’, just by using several pulleys and the rudder on the 

Australian sea, coincides with that of Mr Fujita using the pulleys in his everyday life 

after he returned to Japan.  

I shall add one more episode. When we looked through the pages of the family 

album, we noticed Mr Fujita in an unusual posture. It was a photo of Mr Fujita 
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cutting wisteria vines on the cliff beside his house. He placed a ladder and a log on 

the cliff. Mr Fujita was standing on the middle of the log, and both his legs were 

resting on fifteen-centimetre stakes alternately driven left and right into the log. 

When Mr Fujita was operating the lugger, he went up and down the mast to 

confirm a distant destination and the location of a coral reef on the shoal, and 

occasionally to adjust or mend the pulleys near the top of the mast. Although there 

were no stakes driven into the mast of the lugger, the stakes on the log must be 

an application of the practice on the lugger. The way of life in Australia was etched 

into Mr Fujita’s everyday life in Japan after the war.  

I happened to recount the following episode to the eldest daughter, Mrs 

Toshiko Fujita.  

When your father was on his way to Cossack, he stayed at the Satsumaya 

inn in Singapore, which was run for migrants. Although for sanitary reasons 

he was told not to do so by the inn’s master couple, your father bought 

some ice sold on the street by raising them with a thin rope. It was so hot 

that he could not help doing so.  

Mrs Toshiko Fujita quickly replied. ‘In his later years, my father often did so in 

our house.’ According to Mrs Toshiko Fujita, when the mobile sales wagon came 

by on the prefectural road along the Koza River, Mr Fujita attached a basket to 

some rope and bought whatever he wanted, such as lollies and sweets, and lifted 

them using the basket and rope.  

Everyday behaviours that Mr Fujita developed in Australia may have reminded 

him of the life in Cossack, and he may have often been lost in memories of his 

youth in Australia. Once Mr Fujita began making the sketchbook and memoir in his 

later years, his memories came flooding back one after another, and emerged in 

his detailed sketches. Not only Mr Fujita’s skills, thoroughly acquired by his body, 

but also body images appearing in various places, were expressed in his 

sketchbook and memoir as ‘precious memories’ etched into his heart. 

The process of making the sketchbook 

Mr and Mrs Masaki Fujita told me how the manuscripts of Mr Kenji Fujita’s 

sketchbook and memoir were left with their hands after their father’s passing. The 

eldest daughter, Mrs Toshiko Fujita, was busy caring for her children, and the son-

in law, Mr Masaki Fujita was busy with his carpentry work, so they had seldom 

listened to their father talk about his Australian life. In general, Japanese people 

are not accustomed to telling their children about the experiences of their youth. 

Grandchildren may have heard about their grandfather’s experiences in his youth 

just once, not many times. One day during Mr Kenji Fujita’s later life, his second 

daughter Midori, who lived in San Francisco in America, came home to see her 

Mr Fujita cutting wisteria vines on the cliff beside his house 
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parents, and she encouraged her father to leave a record of his experiences: ‘If 

your memories are so strong, you had better write them down.’  Then Mr Kenji 

Fujita began writing his memories, as by nature he liked writing.  

When they checked the articles left by their father, there were two 

sketchbooks, two large notebooks with white covers, and fair copies of twelve and 

twenty-two manuscript papers with squares for four hundred characters. 

According to Mrs Toshiko Fujita, all the writing materials, except for the 

manuscript papers with squares for four hundred characters, were the remnants 

of his grandchildren’s educational materials from their schooling. The sketchbooks, 

watercolours, and pastel crayon that Mr Kenji Fujita used were also left by his 

grandchildren. 

When we read the content of the memoir, we see that Mr Kenji Fujita first 

made a draft in a large notebook as he remembered his past. Nonetheless there is 

not much difference between the drafts and the fair copies in the way he related 

his past. Even in the drafts written in the large notebooks, Mr Kenji Fujita dredged 

his memories from the bottom of his heart and wrote them down without any 

embellishments and with no hesitation. Although there were some notes added, 

there were neither deletions nor amendments. The trip to Cossack, the life on the 

lugger there, and the draft pencil sketches, which were later included in the 

sketchbook, were written down for twenty pages. Then the account of the Pacific 

War as a civilian employee of the army was written for twelve pages. Finally, the 

family history and the family tree continued for thirteen pages. 

The two sketchbooks and the fair manuscript of the Cossack memoir (though 

not the large notebooks) were taken to America by the second daughter Midori, 

as she was the one who had advised Mr Fujita to write them. Mr Fujita thought 

that there was no point in him keeping them, and he wished these documents to 

be kept by Midori, who showed some interest in his memories. However, after Mr 

Fujita passed away, Midori thought that these documents should be kept in her 

parents’ house, and she brought them back from America. That is why these 

documents were kept here in Japan.  

On the last page of the sketchbook Mr Fujita wrote the following message: 

Although these sketchbooks and writings are dear memories for those who 

worked [as pearl divers] over there, those who do not have these 

experiences would not be interested in them. You can take them back when 

you return to Japan. Now I am writing down the memories in my notebook 

from when I was in New Guinea. It is rather difficult to draw pictures about 

our life in New Guinea. I haven’t drawn any pictures yet, but I am writing 

down memoirs little by little in the notebook. 

After finishing the sketchbook and memoir of life in Cossack, Mr Fujita added the 

above message on the last page of the sketchbook. When I first read this message 

in 2011, I was not sure what it meant. It may have meant that the sketchbook was 

made in Cossack, and he was happy for his friend to take it back to Japan. However, 

as Mr Fujita wrote about New Guinea, the notes should have been written after 

the war. For some time, I wondered when these documents were written, but 

suddenly the circumstances became clear. I understood that this message was 

addressed to his second daughter Midori who lived in America when I heard how 

these precious documents were made from Mr and Mrs Masaki Fujita. 

Features of the memoir 

Until now I have been writing about the features of the sketchbook. Now I shall 

briefly write about the memoir. First, I shall comment on Mr Fujita’s memoir of the 

voyage to Australia. By the end of the Taishō period, the routes for the voyage to 

Australia and for international steamers were more or less established. Some 

Japanese people went to Australia for the first time soon after they graduated from 

higher elementary school (equivalent to the first or second year of junior high 

school, that is at the age of thirteen or fourteen), others went there at the age of 

about twenty. Everything must have been interesting for these young people to 

hear and see, and they must have had many experiences on the way to Australia. 

However, almost no documents were left about the voyages to and back from 

Australia. No memoir was written by the people who went to Australia. Therefore, 

it is very precious to have Mr Fujita’s memoir which was written by the traveller 

himself. 
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 The story of the failure of a public phone in Japan, the depiction of a chestnut 

seller, a barber who Mr Fujita happened to see on board while berthed in Shanghai 

during his international voyage, the communication with a Chinese foreign officer 

in writing, many signboards full of Chinese characters seen in Hong Kong, which 

made Mr Fujita feel relaxed in an unfamiliar place… Most present-day overseas 

travellers would identify themselves with these episodes. Then he describes the 

relationship between the Asian ethnic groups who came on board and Mr Fujita 

himself, and his realization of the gap between the rich and the poor, as a deck 

passenger wearing school uniform, which was commonly seen in Japan. Then Mr 

Fujita writes about the racial discrimination experienced in Roebourne, where 

most residents were white people. Mr Fujita describes his first taste of the tropical 

fruit mango. Although he had already experienced typhoons and a river flood in 

Japan, Mr Fujita marvels at the severity of the natural dangers such as the coastline 

in the Western Australia with its massive tides, threatening thunderstorms, and 

cyclones. And then he marvels at the everlasting, vast, reddish-brown land.  

The second thing to note is the account of the operation of the lugger, which 

was heavily influenced by the wind and tide, after arriving in Cossack. He describes 

the change in the operating area, depending on the growth of seaweed in response 

to variations in the sea temperature, the strict human relationships on the lugger, 

based on the job classification system, the rewards system, any increase in the 

amount of pearl shells, along with innovations in fishing technique. I would also 

like to draw attention to his writing about the competition between the divers.  

What is described in the sketchbook and memoir is not just the record of a 

migrant worker and pearl diver, but the life record of an ordinary person who 

might be found anywhere in the southern part of Wakayama. Mr Fujita’s 

experiences, and his later life supported by these experiences, manifesting as 

wisdom in everyday life, can be shared with many people. Therefore, we have 

decided to publish these documents.  

Finally, regarding the notes in the sketchbook, we tried to keep the 

transcription of the original as much as we can as an archive. However, we changed 

old Chinese characters into those Chinese characters designated for daily use in 

Japan, and the old kana orthography and declensional kana endings to new kana 

orthography and declensional kana endings. As for the notes written in the 

pictures, we added symbols such as A, B, and C to those pictures, and then we 

displayed the Japanese reprinted sentences and their English translations, 

corresponding to these symbols. Regarding the placenames and simple notes 

accompanying the pictures, we added numbers where these placenames and 

simple notes were. Then we provided a list of placenames and simple notes in the 

left column. In some places we added English explanations in brackets. 

Furthermore, if the pictures were of local scenery or bird’s eye views, we added 

current satellite photos to assist understanding. We thank Google Earth, Apple 

Maps, and the Australian Government National Map for allowing us to use their 

satellite photos and maps.  

About Cossack 

A short history of Cossack 

Cossack in Western Australia no longer appears as a placename in an ordinary 

atlas in Japan. Some may remember this placename associated to the Pilbara from 

where iron ore is exported. Even those people who are interested in Japanese 

migrants who went as pearl divers to the north coast of Australia before the Pacific 

War may not remember this placename. Compared to placenames such as 

Thursday Island, Broome, and Darwin, Cossack is less known. This shows how few 

records were left and how little research has been conducted on Cossack. In 

particular, the period when Mr Fujita spent time as a pearl diver is scarcely known. 

However, this was the very first place where pearl fishing was begun in the 

tropical oceans of Australia by Europeans, who noticed the gold-lip or silver-lip 

pearl shells (Pinctada maxima) worn by indigenous people on ceremonial 

occasions. That was in 1866. 

At that time this place was called either Mystery Landing or Tien Tsin. Ten years 

later the placename was changed to Cossack, after a battleship that visited there.1 

Then, almost at the same time, land around Roebourne, which was twelve 

kilometres south-east of Cossack, was claimed by stock farmers. Cossack became 
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the only base port in north-western Australia for exporting livestock to Asia and 

bringing in living supplies.2 

   At first, indigenous people were employed to work in the pearl fisheries in 

exchange for flour and tobacco, and they were driven very hard. Inhumane acts by 

white men who dreamt of making a fortune at one swoop were so widely known 

that they left a major blemish on the history of Australia.3 The difference between 

the full tide and the ebb tide was about six to twelve meters on the north-western 

coast of Australia, and pearl fishing was conducted only on the ebb tide. However, 

when resources dried up, pearl fishing was conducted by skin diving. For that type 

of fishery, workers were brought to Australia from the South Pacific. These workers 

came via Sydney. By the beginning of the 1870s, Asian workers were introduced 

from Singapore in Southeast Asia, from Kupang in South Timor, and from the Sulu 

Strait in the southern Philippines. If white people had been employed, the work 

would not have been profitable. An early precedent was seen in the southern part 

of Shark Bay. After the introduction of diving apparatus, Asian workers were 

brought not only from Sorol, Alor, and Makassar in East Indonesia, but also from 

the island of Java and from the Philippines.4 When gold was discovered in Australia, 

many Chinese workers immigrated to Australia. Perhaps it was due to the 

descendants of these Chinese immigrants and to the immigration of Chinese from 

Hong Kong and Singapore, that a Chinatown emerged on the outskirts of Cossack, 

as shown on a map made in the middle of 1890s. 

The arrival of Japanese people 

It is not clear when Japanese people first came to this place. It has been 

suggested that from the end of the Edo period to the beginning of the Meiji period, 

Japanese people employed on foreign ships disembarked at Australian ports and 

were subsequently employed by the pearl fisheries. In the Occurrence Book of the 

Cossack Police Station there was a record of the arrival of Japanese people as the 

crew of the North Australia Pearling Company based in the Port Darwin in 1885.5 

As I shall discuss later, in 1884 about seventy Japanese people were employed 

by an agent in Hong Kong. Fifteen of them disembarked at Darwin. The destination 

of the rest was Thursday Island. It has also been noted that for several years after 

1884 the major pearl fishery run by the white people moved their luggers with the 

mother ship based at Thursday Island to Northern Australia and Western Australia. 

Perhaps some Japanese pearl divers employed at Thursday Island were on aboard 

these luggers.6 They were mostly based at Derby in the interior of King Sound. 

While they had some disputes about the fishing fee with the West Australian 

colonial government, they were already operating near the Montebello Islands and 

Barrow Island, which were included in Mr Fujita’s sketchbook. In Darwin, pearl 

fishing became a fad for a while in 1884, then remained stagnant till 1892, when a 

second boom began. While the pearling business waxed and waned, pearlers in 

Cossack and Onslow recognised the high efficiency of Japanese pearl divers, and 

they may have gradually started employing more Japanese divers and crews.  

Isuke Hamaura (Charlie Japan, Eijirō Hamaura), who appeared in Darwin in 

1892, had arrived in West Australia in 1880, and worked in Cossack and Broome 

for nine years from 1883.7 Although the number of Japanese migrant workers in 

Cossack was relatively small, compared to other pearl fishing bases, they 

presumably began working stably after Jirō Muramatsu became a pearler in 1906. 

I shall talk about him later in this introduction. 

By the way, Cossack’s resident population in 1896 was 729 in total. It was made 

up of 259 white people (209 permanent residents, 20 temporary residents and 30 

sailors), 350 Asian contract workers (during a non-business period), pearlers, 

shopkeepers, and 212 indigenous people.8 However, once stock farmers began 

settling in the Kimberley in the northern region of Western Australia, pearl fishing 

was conducted mostly on the Eighty Miles Coast and in King Sound in the north. 

Then the bases for pearl fishing moved to Broome overlooking Roebuck Bay and 

Derby on King Sound. To compound matters, the Cossack port was hit by a cyclone 

in 1897 and became shallow. Then in 1904 the Point Samson Wharf on the Indian 

Ocean was opened. As a result, the use of Cossack as a port in north-western 

Australia gradually declined, and the town of Cossack rapidly dwindled in size.  

Let us talk about the Japanese people in Cossack. Together with Muramatsu, 

who I shall talk about later, some other Japanese people appeared in Cossack, 

including several shopkeepers, Kōzō Nishioka and Eki Nishioka, who ran a photo 

studio, and Yasukichi Murakami (who arrived in Cossack from Wakayama in 1897 
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together with his friend Kumazō Asari). However, they had all moved to Broome 

by 1990.9 When Mr Fujita stayed there from Taishō 14 (1925) to Shōwa 5 (1930), 

Cossack was already almost deserted. Jirō Muramatsu was active as the main 

lugger owner and as a shopkeeper. The town had a store run by Muramatsu, a 

liquor shop, about fifteen white people’s residences, and four or five Japanese 

houses in the ‘Japan Town’. As Muramatsu managed ten luggers at the Cossack 

base from 1906 on, Japanese pearl divers survived. During the pearling off-season, 

at least forty Japanese divers and crew were added to the population of this 

deserted town.  

‘Kameya’ and ‘Okin-san’  

In a picture in Mr Fujita’s sketchbook, we can see that there was a shop with the 

strange name of ‘Kameya’ in the town of Cossack. At first, I thought that it must be 

a Japanese store named ‘Kameya’. However, as Mr Fujita notes in the sketchbook, 

there was a canning factory there processing turtle meat when he made his voyage 

to Australia around 1925. I shall write about this factory a little more. According to 

a newspaper article published in West Australia in the early 1930s,10 the main 

fishery was the Montebello Islands, 150 kilometres from Cossack, and green turtles 

were captured there. The name of the factory was Monte Belo Sea Product Ltd. 

They declared that turtles under ten kilograms were not to be captured to protect 

ocean resources. 

At that time turtle soup was considered a gourmet food in Europe, and the 

company sent a sample to London. The newspaper article reported that not only 

canned turtle meat and canned turtle soup were made from the turtles, but that 

toilet cleaner and medicaments were made from turtle oil, and turtle shells were 

used for fertilizer in London. At the beginning of 1932 a general meeting of the 

company was held in Perth, and the company tried to raise 10,000 pounds in 

capital so that their market would be expanded worldwide. However, when Mr 

Fujita returned from Darwin to Cossack around 1935, after five years absence, the 

‘Kameya’ factory was closed, and the factory building had been transferred to 

Muramatsu, presumably because he was one of its founders. As the factory was a 

stone building, it became a place where the crew of the luggers, including Mr Fujita, 

could rest from the summer heat during the pearling off season.  

There is one more episode I would like to mention. In his sketchbook Mr Fujita 

writes that he met ‘a Japanese woman called Okin-san’ at the ‘Beadon (Onslow)’ 

port. Then ‘he was treated by her twice.’ About Okin-san more detailed research 

has been conducted by Noreen Jones and Yuriko Nagata, who is my research 

colleague. I shall briefly write about Okin-san on the basis of a primary source11 

left in Australia, which my co-editor Keiko Tamura obtained.   

According to a source obtained from the Immigration Bureau, ‘Okin-san’ was 

born in Nagasaki on 14 March 1878. The Romanised full name, supposedly written 

by the officer in charge, was Kin Arakawa. The name she herself recorded in the 

signature column could be read as Kin Yasukawa, Kin Ogawa, or Kin Agawa, 

depending on whether the signature was written in Chinese characters or hiragana 

(the basic Japanese phonetic alphabet). She went through Australian immigration 

procedures in Darwin in August 1895. Although one source recorded her 

destination as Thursday Island in Queensland, another recorded it as Cossack. 

(According to Noreen Jones, Okin-san’s destination was Cooktown in Queensland.) 

Perhaps she was a karayuki-san (a term for Japanese girls and young women who 

went overseas to serve as sex workers during the late 19th and early 20th 

centuries). 

After she moved to Onslow in West Australia, she settled there. She gave a 

birth to her first son Eddie with her Japanese husband in 1910. Then she had her 

first daughter Sissi the following year. She had two more sons. According to the 

registration of foreigners made by the Onslow Police Station in October 1939, 

Okin-san was a housewife and her husband (the father of two sons) was born in 

Penang, which was one of the English Straits Settlements, in 1871. His name was 

Siam Ahmat, and he was older than Okin-san by seven years. Judging from his first 

name Siam, Yuriko Nagata assumes that he was Thai. However, as he was born in 

Penang and his surname was Ahmat, he must have been Muslim. So, as Mr Fujita 

wrote in his sketchbook, he was likely to have been Malaysian. The Okin-san whom 

Mr Fujita met was a woman of about fifty. 
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According to an interview conducted by Noreen Jones in 1999, Okin-san’s 

youngest son and her grandchildren remembered that Okin-san cooked sashimi 

and sushi, made soy sauce from soybeans, grew vegetables, and raised chickens 

and ducks. At that time many Japanese people lived in Onslow, including the crews 

of luggers, vegetable farmers, and cooks. They formed a small Japanese society. 

Mr Fujita wrote that ‘Okin-san seemed to have four children (including a son aged 

twenty-five and a daughter aged twenty-three)’. Her eldest son Eddie, her 

youngest son Patrick, the eldest daughter Sissi, and Okin-san were all interned at 

the time of the Pacific War. Her Malaysian husband and another son who went to 

the front with the Australian army avoided internment. When she was released 

from internment after the war, Okin-san went back to family life, as her husband 

was an English subject, and her children were all born in Australia.  

Jirō Muramatsu 

Although there are some documents about Cossack during the period up to the 

1890s, not much information remains on Cossack during the 20th century. In that 

sense, Mr Fujita’s sketchbook and memoir are precious records about Cossack. 

Perhaps I have now written enough about Cossack, and I will conclude. What 

remains for me to write about is Jirō Muramatsu, who was Mr Fujita’s employer. 

Although Mr Fujita wrote that Jirō Muramatsu was an Australian-born Japanese, 

he was in fact born in Japan. When Mr Fujita was employed by Jiro Muramats, Jirō 

was in his mid-forties to early fifties. He was also a well-established entrepreneur 

who managed ten luggers and was well regarded amongst white people. Perhaps 

it was Jirō Muramatsu’s gentlemanlike behaviour that made Mr Fujita think Jirō 

Muramatsu was an Australian-born Japanese.  

His father Sakutarō Muramatsu arrived in Australia in Meiji 21 (1888), and three 

years later in 1891 he opened the shop in Cossack.12 His son Jirō Muramatsu wrote 

in his diary that his father was born in Shizuoka Prefecture (Suruga) and that his 

mother was from the same prefecture. According to David Sissons, Jirō Muramatsu 

was born in Kōbe in 1878, however it is highly possible that he was born in Fujieda 

in the same Shizuoka as his father. Little is known about why Sakutarō came to 

Australia and what he did before he came to Australia. However, he had some 

knowledge of the Japanese people who came to northern Australia to work as 

pearl divers and of the places where they embarked and disembarked.  

Sakutarō’s name appears in old Japanese government documents. Thirty-seven 

Japanese people were employed by John Miller, and in 1883 they were first 

granted permission by the Foreign Ministry and formally sent from Kanagawa 

Prefecture to Thursday Island in the Queensland colony. In the following year 

another sixty-nine Japanese people were sent there through the intermediation of 

Fearon, Low & Co. in Kōbe. The names of two Japanese persons from Kōbe who 

mediated between these Japanese workers and Fearon, Low & Co. appear in the 

document: Chōbei Takeda and Sakutarō Muramatsu. It is not clear whether they 

had a thorough knowledge of the content of the work contract and the actual 

situation of the workers or not. When the contractors arrived at the actual place, 

they found that some pearlers were swindlers. One of the contractors fell sick a 

year after his arrival in Australia and came back to Japan. A friend introduced him 

to Kakuzō Hirayama in Kōbe. Hirayama burned with righteous indignation against 

the pearler who had swindled this Japanese worker and prepared a written 

petition to the government. It appears that the worker himself did not present the 

petition either to the government or to the mayor of Hyōgo Prefecture. However, 

two years later a newspaper reporter stationed in Kōbe heard of the story from 

Hirayama’s friend and wrote an article in the Chōya Shinbun newspaper, which 

provided a platform for civil rights groups to publish their views.13 It exposed the 

miserable life of Japanese workers in Australia for the first time. The government 

requested the mayor of Hyōgo prefecture to conduct an investigation into the 

matter. A copy of the petition was left with Hirayama and the names of Chōbei 

Takeda and Sakutarō Muramatsu appear in it. They acted as mediators between 

the Japanese workers and the agent of pearlers, but how deeply they were 

involved in this matter was not known. It is only clear that Sakutarō Muramatu was 

well informed about the rise of the pearlers in Australia and the migration of the 

Japanese workers to Australia.14    

In any case, Sakutarō Muramatsu opened a shop in Cossack and dealt in daily 

necessities, clothes, accessories, and pearl diver’s equipment. He was quite a well-

known person in Cossack. Having built a base for his life in Cossack, Sakutarō went 
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back to Japan to bring his son Jirō (who had already moved to Kōbe from Fujieda 

in Shizuoka) to Australia in 1893. The father and son arrived in Broome in 

September of the same year. After spending some time in Broome, Jirō came to 

Cossack the following year. A year later, in June 1895, Jirō entered a private school 

(Xavier College) in Melbourne. While he was studying there, his father Sakutarō 

passed away and was buried in Cossack. At that time Jirō was nineteen years old 

and did not yet qualify as a legal heir. Jirō took over his father’s work once he 

turned twenty-one years old. Whether he thought it would be easier to run his 

business or not, Jirō became a naturalized British subject in Victoria, Australia.   

Jirō got married in 1905 at the age of twenty-seven. He entered the pearl 

fishing business. As major pearl fishing activity had gradually been moving north 

to Broome in the 1880s, it may be assumed that Jirō bought the luggers from white 

owners who were no longer able to finance themselves. Then J & T Muramats 

quickly expanded their pearl fishing business. By 1912 Jirō had already been given 

permission to manage ten luggers. It is not clear how many luggers were owned 

by the white men based in Cossack. According to a revenue report made in 1915, 

Jirō owned eight luggers and employed more than half of the pearl divers in 

Cossack. It was also reported that most freehold land in Cossack was owned by the 

Muramatsu shop. The Muramatsu shop, his home, and ‘Kameya’, where European 

settlers produced turtle meat and turtle soup around 1930, which all appear in Mr 

Fujita’s sketchbook, were among his possessions. Eight luggers, including the 

Editha, which was the first boat that Mr Fujita worked on, were licensed to Jirō, 

who was given permission to employ fifty-six contractors. 

However, Cossack ceased to play a role as the base of the pearl fishing industry 

during the 1920s. Being also affected by the Great Depression, Jirō Muramatsu 

moved his base to Darwin with half of his luggers in 1929. Mr Fujita, the author of 

the sketchbook also moved to Darwin. The move was an indication of the strict 

legal regulation on pearl fishing in West Australia. Presumably Jirō Muramatsu was 

anticipating more relaxed regulation of the pearl fishing industry in Darwin in the 

Northern Territory and was attempting to expand his business. At the same time, 

Jirō remained connected to Cossack and left four luggers there after his move. Mr 

Fujita worked in Darwin for five years and then returned to Cossack, for which he 

felt a strong attachment.     

Jirō Muramatsu began his business in 1906 and obtained licences for ten 

luggers. After that he continued to apply to both the state and federal 

governments for permission to increase the number of luggers and contractors. 

Although Jirō Muramatsu became a naturalized British subject, he could not 

overcome the obstacle being an Asian (or a coloured) person. After Japan attacked 

Pearl Harbor on 8 December 1941, Jirō Muramatsu and his wife Hatsu were 

arrested. They were sent to the Tatura Internment Camp in Victoria and 

subsequently, on 7 January 1943, Jirō Muramatsu died from pneumonia, while 

receiving treatment for cancer, at the age of 64. 

I have written a long introduction 

for Mr Fujita’s sketchbook and memoir. 

Those people who worked as pearl 

divers in the tropical oceans of 

Northern Australia had their own life 

experience and life process. Each 

person’s name and each person’s life 

process would not appear in a general 

description of history. Nonetheless, we 

are lucky enough to have the 

sketchbook and memoir which Mr 

Fujita left. We will be happy if they 

remind us of the thousands of lives 

devoted to the pearl fishing industry in 

the oceans off the north coast of 

Australia. 

Tombstone of Sakutaro Muramatsu in 
the Asian cemetery in Cossack 2017/09  
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9 Mutsumi Tsuda et al, eds., Murakami Yasukichi 1880-1944 no raifu stōrī [A life of 
Murakami Yasukichi 1880-1944], Wakayama daigaku: Kishū Keizai shi [Wakayama 
University: Kishū economic history], Bunka kenkyū sho [Cultural Study Centre], 2016, p.18. 

10 I am indebted to Keiko Tamura, who resides in Canberra, for obtaining newspaper 
materials. The newspaper articles I obtained are taken from Northern Times (Carnarvon) 3 
September 1931 and Daily News (Perth), 3 February 1932.      

11 N Jones, Daini no kokyō: Gōshu ni watatta nihonjin senkusha tachi no monogatari, 
Sōfūsha, 2003. (Noreen Jones, Number 2 Home: A story of Japanese Pioneers in Australia, 
Freemantle, Arts Centre Press. 2002); Nagata Yuriko, Ōsutoraria nikkei kyōsei shūyo no 
kiroku, Kōbunken, 2002. (Yuriko Nagata, Unwanted Aliens: Japanese Internment in 
Australia, University of Queensland Press, 1996. The primary sources are from the 
Australian Immigration Bureau and the Onslow Police Station on 9 October, when the 
Maintenance of the Public Order Act (Management rules for foreigners) was enforced in 
September 1939. 

12 I referred to the following: D Sissons, ‘Muramatsu Jirō (1878-1943)’, in Australian 
Dictionary of Biography, Vol. 10; and Maxine McArthur, Uncommon Lives - Muramatsus 
(Unpublished manuscript, no date). 

13 Ichirō Ichiki, ‘The establishment of the Kishū divers during the Meiji era’, Kumano 
Shinbun [Kumano newspaper], 20 October 2017.  

14 The Japanese workers sent to Australia by Fearon, Low & Co. in Kōbe found many 
discrepancies in their contracts regarding wages, food, medication and so on. An article 
was written on the basis of the testimony made by a worker who returned to Japan in 
November 1885 and appeared in the Chōya Shinbun newspaper in April 1887 (Meiji 20). 
Then the Japanese government sent an honorary consul of Japan in Australia, Mr Marks, 
to Thursday Island and requested him to investigate the matter. After investigation Mr 
Marks advised that ‘the Japanese government should immediately stop Fearon, Low & Co. 
sending unfortunate Japanese people over there from Kōbe.’ (Shūji Kyūhara, ‘The 
footmark of people from Wakayama Prefecture in Thursday Island, the memorial tower, 
and the current situation of the island’, in Nijūisseiki no Wakayama [Wakayama in the 21 
centuries], Wakayama shakai keizai kenkyūsho [Wakayama Social and Economic Research 
Centre], p. 112. It is highly possible that the measures taken by the government influenced 
Sakutarō Matsumura’s later life, but we do not know the details. 
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B 

陸揚げされた真珠貝（Pearl shells）

 
１ 

コ
サ
ッ
ク
を
基
地
と
し
た
真
珠
貝
漁
場
（
東
半
部
） 

① 

② 

③ 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 

そ
こ
に
エ
ビ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

暴
風
雨
の
避
難
所

A B 

①コサック市から
（from Cossack Town）

②ダイバーボートコース
（Lugger Course）

③コサック市
（Cossack Town）

④ Jarman Is

⑤ Samson Pt 

⑥ Steamboat Is 
Mardi Is
F ortescue Is 

⑦ポートシキュウ川
（Fortescue creek）

⑧ Sholl Is
Round Is
Long Is
Middle Is
Angle Is
Passage Is
S. Passage Is

⑨バローアイラン
（Barrow Is） 

⑩モンテベール
（Montebello Is）

Cossack 

Montebello Is 

Barrow Is

There are many crayfish (rock lobsters) in this place. 

A place of refuge (as for a ship) at the time of rainstorm 

Nickol Bay 

Fishing Ground of Pearl Shells（East part） 

Cape Preston 

Great Sandy Is 

A 

B 

B 

エビ（ロック・ロブスター）

Dampier archipelago 

A 
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大
潮
の
干
潮
に
は
、
こ
の
線
ま
で
干
あ
が
る

干
潮
時
に
は
全
部
干
上
が
る

干
潮
時
に
は
、
こ
の
線
ま
で
干
あ
が
る

干
潮
時
は
、
燈
台
近
く
ま
で
全
部
干
あ
が
る

昔
は
ず
い
分
栄
え
た
町
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
私
達
が
行
っ
た
頃
は
、

酒
屋
一
軒
、
商
店(

村
松
）
一
軒
と
白
人
の
家
十
五
軒
位
、
そ
れ
に
日
本

人
の
家
四
、
五
軒
で
し
た
。

A B C D E 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

① 西濠州のコサック市
(Cossack, WA）

② 至ローバン（to Roebourne） 

③ 水揚げポンプ（Water pump） 

④ カバ磨り場（Site to scrub luggers） 

⑤ キャンプ（Camping site for crews） 

⑥ 酒屋（Liquor shop）

⑦ 村松店（Muramatsu store） 

⑧ 元カメヤ、村松商店
（Muramatsu Store, former “Kameya 
（Monte Belo Sea Product Ltd.)”）

⑨ ジャパンタウン（Japan town）

⑩ 墓へ（to Cemetery） 

This line indicates the low watermark at the low tide of spring tide. 

It is all dried up during the low tide. 

This line indicates the low watermark at the low tide. 

It is said that the town was very prosperous in the old days, but there was a liquor shop, 

a store (Muramatsu’s), about 15 houses with white people and four or five houses of 

the Japanese when we went there. 

A 

B 

C 

D 

E 

① 

② 

２

西
濠
州
コ
サ
ッ
ク 

A 

B 

C 

D E 

⑨ 
⑩ 

現在のコサック集落跡（2017/09撮影） 

It is all dried up close to the lighthouse. 
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1890 年代のコサックの集落図。村松次郎は藤田健児氏の滞在時、①「かめや」、
②「村松自宅」、③「村松商店」の建物を所有。いずれも、コサック埠頭につ
ながるメインストリートに面していた。⑤には Chinatown と記されているが、
日本人町（Japan town）でもあった。(Ngarluma Yindjibarndi Foundation Ltd 所蔵) 

 
① かめや（Muramatsu Store, 

former “Kameya（Monte
Belo Sea Product Ltd.)”）

② 村松住宅
（Muramatsu residence）

③ 村松商店
（Muramatsu Store） 

④ 波止場（Wharf）

現在のコサックの景観保全地区、右端が埠頭。集落の
南部から北東部に向かって（2017/09 撮影） 

コサックの埠頭跡（観光スポットの 1つ 2017/09 撮影）

① 

② 

③ 

３

コ
サ
ッ
ク
の
村
松
商
店
と
波
止
場 

④ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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① 至ローバン（to Roebourne） 

② 水揚ポンプ（Water pump） 

③ C 

④ Cossack

⑤ ○A

⑥ 日本人町（Japanese town） 

⑦ Jarman Is

⑧ 桟橋（Jetty）

⑨ Samson Pt 

⑩ Cape Lambert

⑪ リーフ（Reef） 

⑫ Bezout Is

B
 

コ
ッ
サ
ク
市
へ
は

桟
橋
か
ら
百
ト
ン
位
の
船
で
行
き
ま
し
た
。

（
満
潮
時
に
）

昔
は
日
本
人
も
多
く
て
日
本
人
町
も
あ
り
、
白
人
も
大
勢
居
た

そ
う
だ
が
、
私
達
が
行
っ
た
時
に
は
日
本
人
町
に
は
村
松
さ
ん

の
別
荘
が
一
軒
と
ボ
ー
デ
ン
ハ
ウ
ス
（
ダ
イ
バ
達
の
泊
る
処
）
が

二
軒
残
っ
て
い
た
。
コ
ー
セ
キ
の
街
に
は
、
村
松
商
店
が
一
軒
だ

け
と
白
人
が
十
五
、
六
か
二
十
人
位
。

酒
屋
一
軒
（
子
供
と
三

人
）。
大
方
石
造
り
の
立
派
な
家
も
皆
、
村
松
さ
ん
が
所
有
し
て

い
た
。
村
松
さ
ん
は
白
人
二
人
番
頭
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。

私
達
ダ
イ
バ
ボ
ー
ト
の
日
本
人
た
ち
は
ダ
イ
バ
の
ボ
ー
デ
ン
ハ

ウ
ス
に
居
り
（
Ａ
）、
テ
ン
ダ
ー
と
ク
ロ
ー
は
（
Ｃ
）
キ
ャ
ン
プ

で
十
二
月
十
日
頃
か
ら
三
月
初
め
ま
で
翌
年
の
船
の
手
入
れ
を

し
て
い
た
。

A B C 

①  

② 
③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
⑨ 

⑩ 

⑪ 

To Cossack Town, we went in a ship of about 100 tons 

and disembarked from the wharf there (at the time of 

high tide). 

There used to be many Japanese, so there used to be a Japanese town and many white people 

too, but when we went there, there were only two buildings left in the Japanese town; one 

was a villa owned by Mr Muramatsu and the other was a boarding house (where divers 

stayed). In the town of Cossack, there was only one store run by Mr Muramatsu .Fifteen, 16 

or 20 white people lived there. A liquor store (a family of three with a child). Mr Muramatsu 

owned most of the fine stone houses. Mr Muramatsu hired two whites as clerks. 

We divers stayed at a divers’ boarding house (A), and tenders and crews stayed at the camping 

site (C) , where they took care of the boats from around 10 December till the beginning of 

March for the next pearl shell fishing season starting. 

A 

B 

C 

コサックとサムソン岬

④ 

⑫ 

４

コ
サ
ッ
ク
お
よ
び
サ
ム
ソ
ン
岬 

A B C Jarman Is 

Cossack 

Bezout Is 

Cape Lambert 

Nickol Bay 

Samson Pt 
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５

サ
ム
ソ
ン
岬
桟
橋 

何
処
ま
で
も
赤
土
ば
か
り
で
、
一
度
通
る
と
、
直
ぐ
道
に
な
る

① Bezout Is

② リーフ（Reef） 

③ ステーマコース（Steamship course） 

④ポンサミセン桟橋（Pt. Samson Jetty） 

⑤ Samson St. 

⑥ 至サンクリヲ （to Samson creek） 

⑦ 大陸(Continent) 

⑧ 干上がる線（Dried Line）

⑨ 至コサック市（to Cossack Town） 

⑩ ジャパンタウン（Japan town）

⑪ コサック市（Cossack Town） 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑦

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

サムソン岬桟橋からコサック付近

  N 

Cossack 

Pt. Samson 

Jetty

A 

The red earth seems to be spread out endlessly, once we pass through it, 

our track immediately becomes a road. 
A 

① 

浅
い
所
で
、
干
潮
時
干
さ
れ
る

B 

It is dried up at low tide due to shallow water. B 

サムソン岬桟橋跡（2017/09 撮影）

② 

Jarman Is 

サムソン岬から Jarman 島を望む（2017/09 撮影）

A 

B 

Jarman Is 

Bezout Is 

Cape Lambert 
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６

フ
ラ
イ
ポ
ン
の
東
の
出
入
口 

フ
ラ
イ
ポ
ン
の
東
の
出
入
口

浅
い
と
こ
ろ
に
ベ
ッ
コ
ウ
ガ
メ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。 

こ
の
島
の
北
側
の
砂
浜
に
ベ
ッ
コ
ウ
亀
が
夜
卵
を
産
む
の
で
番
を
し
て

い
て
捕
ま
え
た
。

鳥
の
糞
で
真
白
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
島
で
鵜
の
卵
を
と
り
ま
し
た
。

① A

② B 

③ C 

④ D 

⑤ イ

⑥ 投錨地（Anchorage site） 

① 

②③

① 

The east entry of Flying Foam Passage 

There are many hawksbill turtles in the shallow water. 

At the beach on the north of this island, we waited at night to 

catch Hawksbill turtles coming to lay eggs. 

The island looks white because of the bird droppings. We 

collected cormorants’ eggs on this island. 

A 

B 

C 

D 

A B C D 

Flying Foam Passage の東からの出入口（ダンピア
群島北端部 Northern part of Dampier Archipelago） 

Gidley Is. 

フライポン東出入口 北東方向からの３D 画像

④ 

⑥ 

Flying Foam Passage 

Dolphin Is. 

Anchorage site 

A 

B 

C 

D 

Gidley Is. 

Flying Foam Passage 

N 

⑤ 

⑤ 

⑥ 
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前
の
ペ
ー
ジ
の
イ
印
の
島
に
は
た
く
さ
ん
の
鵜
が
群
が
っ
て
い
ま
す
。

レ
ン
ゲ
（
小
舟
）
で
卵
を
採
り
に
行
き
ま
す
が
、
岩
ば
か
り
の
島
に
た
く

さ
ん
産
ん
で
い
る
卵
を
海
水
に
浮
べ
て
、
新
し
い
の
を
選
っ
て
と
っ
て

き
ま
す
が
、
ド
ラ
ム
缶
に
半
分
と
っ
た
事
も
あ
り
、
煮
て
、
毎
日
毎
日
食

べ
ま
す
。
十
月
中
頃
か
ら
亀
も
卵
を
産
み
に
上
が
っ
て
来
ま
す
。
大
が
い

生
で
御
飯
に
か
け
て
食
べ
ま
す
が
、
煮
て
も
食
べ
ま
す
。
又
あ
な
ど
り

（
う
み
ね
こ
の
よ
う
な
鳴
き
声
を
し
ま
す
）
た
く
さ
ん
島
の
軟
ら
か
い

と
こ
ろ
に
横
に
深
い
穴
を
掘
っ
て
、
卵
を
あ
た
た
め
て
い
ま
す
が
、
手
を

入
れ
て
と
る
と
、
咬
ま
れ
る
の
で
、
針
金
で
造
っ
た
シ
ャ
モ
ジ
の
よ
う
な

も
の
で
か
き
出
し
て
卵
を
と
り
、
煮
て
食
べ
ま
す
。
鳥
も
食
べ
ま
す
。

又
、
白
い
カ
モ
メ
の
よ
う
な
鳥
で
（
日
本
人
は
チ
ョ
ウ
ラ
イ
と
呼
ん
で
い

ま
す
が
）、
こ
の
鳥
も
繁
殖
期
に
は
砂
浜
に
何
千
羽
も
集
っ
て
き
て
卵
を

産
み
ま
す
。
食
物
は
共
に
魚
で
す
。
卵
は
キ
レ
イ
に
真
四
角
に
砂
浜
に

そ
ろ
え
て
産
み
ま
す
。
こ
の
卵
も
食
べ
る
（
私
は
食
べ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
）
。 

ま
た
、
雛
が
孵
化
し
て
、
何
千
羽
も
砂
浜
に
い
る
の
を
見
る

と
、
綺
麗
と
も
何
と
も
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
何
故
、
こ
の
鳥
は
卵

を
砂
浜
へ
産
む
の
に
真
四
角
に
キ
レ
イ
に
産
む
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

あ
な
ど
り
は
、
昼
は
目
が
見
え
な
い
ら
し
く
、
捕
ま
え
や
す
く
、
晩
に
な

る
と
穴
か
ら
出
て
、
魚
な
ど
を
食
べ
て
い
る
よ
う
で
す
。

① あなどり
（Anadori, Shearwater） 

② ちょうらい
（Chōrai, Australian Gannet）

③ ちょうらいが砂浜に卵
を産んだ所（Gannets lay the

eggs on the sand）

There are many cormorants on the island marked asイ on the 

previous page.  We take a dinghy to collect their eggs.  We 

float the eggs in the seawater to select fresh ones.  Once we 

collected plenty, enough to fill half a drum.  We boil them and 

eat them day after day.  Around mid-October, sea turtles start 

to come back to lay eggs.  Usually, we eat them raw on rice, but 

we also boiled them.  Also, shearwaters (their cries are similar 

to black-tailed gulls) dig burrows on soft soil and hatch their eggs. 

When we put hands in the burrow, we get bitten.  So we make 

spoons out of wire and use them to rake the eggs out.  The eggs 

were boiled and eaten.  We also eat the birds. 

Also, white sea-gull-like birds (gannets; the Japanese called them 

chōrai) gather in thousands on the beach during the breeding 

season and lay their eggs.  They eat fish.  They lay their eggs 

neatly in square shapes on the sand.  These eggs are edible, 

although I did not have a chance to eat them. 

When the eggs are hatched and thousands of chicks are on the 

beach, the scene is just amazing and beyond description. I do not 

know why they lay their eggs in neat squares on the sand. 

Shearwaters do not seem to be able to see during the day, so it is 

easy to catch them.  They seem to come out of burrows after 

dark probably to catch fish. 

A B 

A 

B 

７

ウ
ミ
ド
リ 

A 

B ① 

② 

③ 
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８

ジ
ャ
ン
グ
ル
パ
ー
ル 

一
、
北
濠
州
に
は
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
パ
ー
ル
と
い
う
鳥
が
い
て
、
ニ
ワ
ト

リ
位
の
大
き
さ
で
、
黒
い
鳥
で
、
一
番
ず
つ
暮
ら
し
て
い
る
。
鉄
砲
で

撃
っ
て
く
る
（
と
て
も
鳥
肉
は
う
ま
い
）。
一
度
十
番
以
上
集
っ
て
い

る
の
を
見
た
が
、
こ
れ
は
皆
で
木
の
葉
を
ひ
ろ
い
あ
つ
め
て
、
大
き
な

巣
を
つ
く
り
、
中
に
卵
を
産
む
の
だ
そ
う
な
。

こ
ん
な
巣
を
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
で
見
た
。

狼

沖
の
島
で
も
狼
が
居
っ
て
、
亀
の
卵
を
掘
っ
た
り
し
ま
す
が
、
火
を
持

っ
て
い
な
い
と
、
跳
び
か
か
っ
た
り
し
ま
す
。
土
人
は
と
て
も
恐
れ
て
、

夜
は
火
を
持
た
ぬ
と
歩
か
ぬ
。
そ
し
て
寝
る
時
も
火
を
焚
い
て
犬
と
一

緒
に
ね
る
。
西
濠
州
で
は
海
岸
線
で
狼
が
居
る
と
は
き
か
な
い
。
羊
が

襲
わ
れ
た
話
も
聞
か
な
い
が
、
北
濠
州
で
は
、
私
は
一
度
、
夜
亀
を
取

り
に
行
っ
て
、
闇
に
ラ
ン
ラ
ン
と
二
つ
目
が
光
っ
て
い
る
の
を
見
た

が
、
土
人
は
恐
れ
て
、
そ
れ
か
ら
は
一
人
歩
き
を
し
な
か
っ
た
。

① 

① ジャングルパール
（Bowerbird） 

② 狼（Wolf 著者は「狼」と言 っ
ているが、野生犬（dingo） であ
ろう（It seems to be dingoes.）

In northern Australia, there are birds called bowerbirds and they are black in colour and 

about the size of chickens.  They live in pairs.  We shoot them.  (The meat is very 

tasty)  Once I saw more than ten pairs of them together.  I hear each of them collects 

leaves in order to build big nests to lay their eggs.  I saw such types of nests here and 

there. 

A 

Wolves 

On an island off the coast, there are wolves and they dig out turtle eggs.  If you do not 

carry a fire stick with you, they will attack you.  The natives are really scared of them 

and they do not go out without fire.  When they sleep, they keep the fire and a dog 

close-by.  In Western Australia, I do not hear about the wolves along the coastline.  I 

also do not hear any sheep are attacked by them, but once in northern Australia, I saw 

two glaring eyes in the dark when I went to catch turtles at night.  The natives were 

scared and they stopped walking alone at night. 

B 

A B 

Bower Bird（ニワシドリ） 

A B 

② 
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９  

ア
ン
ト
リ
ハ
ー
バ
ー
（
１
） 

ア
ン
ト
リ
ハ
ー
バ
ー
の
中
で
は
、
天
候
の
悪
い
三
月
ま
で
と
暮
れ

に
大
潮
に
な
る
と
、
チ
ョ
イ
チ
ョ
イ
入
り
ま
す
。

こ
こ
に
ダ
イ
モ
ン
フ
ィ
ッ
シ
ュ
が
多
く
見
か
け
る
。

暴
風
雨
の
際
の
避
難
所

た
く
さ
ん
ハ
マ
グ
リ
が
あ
り
ま
す
。
海
岸
に
ハ
マ
グ
リ
あ
り

① ニゴリ場所
(Muddy place)

② アントリハーバー
（Entry Habour?）

③ カバ磨り場所
（Site to scrub the 

bottom of luggers） 

We often call at the Entry Harbour in March if there is bad weather 

and in the spring tide at the end of the year. 

We often find many devil rays here. 

Refuse site for a heavy storm 

We can find many clams. There are many clams on the beach. 

A B C D 

A 

B 

C 

D 

① 

②③

アントリハーバー（Entry Habour?） 

A B 

C 

D Dampier 

E. Intercourse Is. Shoal Bay 

W. Intercourse Is 
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鮫
も
大
き
い
の
は
縄
張
り
を
持
っ
て
い
る
の
か
鮫
の
居
る
所
に
は
必

ず
と
い
っ
て
い
い
位
や
っ
て
き
て
、
ダ
イ
バ
ー
の
ま
わ
り
を
廻
っ
た

り
、
一
緒
に
ダ
イ
バ
ー
と
流
れ
た
り
し
ま
す
。
三
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
よ

う
な
大
き
い
奴
が
ギ
シ
ギ
シ
歯
ぎ
し
り
を
し
な
が
ら
ダ
イ
バ
ー
に
当

っ
て
き
た
り
す
る
と
、
気
持
ち
が
悪
く
て
、
真
珠
貝
採
り
も
そ
っ
ち
の

け
で
ジ
ー
ッ
と
我
慢
し
て
船
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
潮
に
流
れ
て
行
き
、
そ

の
場
所
か
ら
遠
ざ
か
る
と
、
鮫
は
ど
こ
か
へ
行
く
の
で
、
頃
合
い
を
見

計
っ
て
あ
が
り
ま
す
。
あ
が
る
時
、
貝
を
入
れ
る
袋
の
紐
を
長
く
垂
ら

し
て
上
が
り
ま
す
。
鮫
は
上
あ
ご
が
長
い
の
で
、
ひ
っ
く
り
返
ら
な
い

と
咬
み
つ
け
な
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。
ブ
ル
ー
ム
（
市
）
の
方
で
は
、

一
時
七
十
名
の
日
本
人
が
暴
風
雨
で
死
に
ま
し
た
の
で
、
人
間
の
味
を

知
っ
て
い
る
鮫
が
た
く
さ
ん
い
て
、
油
断
が
出
来
ぬ
そ
う
で
す
。
コ
ー

セ
キ
で
は
、
ま
だ
人
間
が
食
わ
れ
た
話
は
き
き
ま
せ
ん
が
、
大
き
な
の

が
身
体
を
ぶ
っ
つ
け
て
く
る
と
、
気
持
ち
が
悪
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
ダ
イ
モ
ン
フ
ィ
ッ
シ
ュ
も
気
持
ち
が
悪
い
で
す
。
海
の

底
が
濁
っ
て
い
る
と
、
よ
く
水
面
に
浮
い
て
き
て
パ
ク
パ
ク
や

っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
も
こ
こ
に
も
泳
い
で
い
ま
す
。
大
き
い

の
は
六
、
七
尺
あ
り
ま
す
。
直
接
害
を
受
け
た
話
は
聞
き
ま
せ

ん
が
、
前
の
所
に
パ
イ
プ
が
引
っ
か
か
る
と
は
ず
れ
な
い
か
ら
、

こ
わ
い
の
だ
そ
う
で
、
力
は
ず
い
分
強
い
そ
う
で
す
。

こ
の
魚
は
エ
イ
の
よ
う
な
も
の
で
、
す
ん
で
い
る
所
は
濁
る
泥

地
で
大
概
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

腹
の
方
は
白
で
す
。

こ
こ
に
毒
針
あ
り
。 

Large sharks might have their own territories.  When we 

dive in the area where sharks are, they come close to us 

almost without fail, circling us or drifting with us.  When 

a large one of three metres in length bumps me with its 

grinding teeth visible, I feel scared.  I try to stay still 

without collecting pearl shells, and drift with the boat 

with the tide until sharks go away.  Then I wait to get out 

of the water. 

When I get out of the water, I dangle a long string from a 

shell bag in the water.  People say that the shark can only 

bite upside down as its upper jaw is longer than the lower 

one.  Once in Broome, about 70 Japanese drowned in a 

storm and many sharks know the taste of human flesh. 

That is why we need to watch out.  In Cossack, I have not 

heard of anybody being eaten by a shark, but it is really 

scary when a large one comes closer to check on me. 

Devil rays are also scary.  When the seabed is cloudy, they come to the surface and 

move their mouths.  They swim here and there and some large ones are about 1.8 to 

2.1 metres long. I have not heard of anybody being directly attacked.  But if a pipe is 

caught in the front of the ray, it is difficult to untangle and dangerous.  I hear that they 

are quite strong. This fish is a type of stingray and they usually live in cloudy and muddy 

parts of the sea.  

Their belly is white. 

A poisonous sting is here. 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 
B 

C 
D 

１０

サ
メ
と
イ
ト
マ
キ
エ
イ 
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１１

キ
ン
コ
と
カ
コ
ロ
貝 

① キンコ（キンコナマコ）
（Sea Apple）

② カコロ貝
（ヤグラビョウブガイ）
（Semi-twisted shell）

③ 実物大（real size）

キ
ン
コ
は
ナ
マ
コ
の
類
で
、
キ
ン
コ
場
所
に
は
キ
ン
コ
ば
か
り
た
く
さ

ん
あ
っ
て
、
呼
吸
を
す
る
時

皆
口
を
開
け
ま
す
。
そ
の
時
は
花
畑
の
よ

う
で
す
。

左
図
の
よ
う
な
カ
コ
ロ
貝
の
た
く
さ
ん
あ
る
所
に
も
真
珠
貝
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
ん
な
場
所
は
西
濠
州
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
り
、
一
寸

貝
を
食
べ
た
い
時
に
は
、
袋
を
持
っ
て
潜
水
し
、
一
晩
泥
を
は
か
し
て
、

煮
て
食
べ
ま
す
。
想
像
も
出
来
ぬ
位
、
た
く
さ
ん
か
た
ま
っ
て
い
ま
す
。 

海
底
は
と
て
も
綺
麗
で
、
い
ろ
い
ろ
の
植
物
が
生
え
て
お
り
、
そ
の
中

を
い
ろ
と
り
ど
り
の
魚
が
泳
ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
さ
ま
は
地
上
に
劣
ら

ぬ
程
あ
で
や
か
で
、
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
海
の
植
物
は
波
に
ゆ

ら
れ
て
ゆ
ら
ゆ
ら
し
て
い
る
が
、
折
ろ
う
と
し
て
も
直
ぐ
か
た
く
な
っ

て
、
折
れ
な
い
。

何
も
生
え
て
い
な
い
砂
山
は
又
と
て
も
綺
麗
だ
。
真

珠
貝
の
い
る
と
こ
ろ
は
何
か
が
生
え
て
い
る
が
、
何
も
な
い
砂
山
も
又

そ
れ
だ
け
の
美
し
い
所
が
あ
る
。

The sea apple is a type of trepang and they are found in groups on some sections on the 

seabed.  When they breathe, all of them open their mouths. When that happens, the 

seabed looks just like a flower bed. 

Many semi-twisted shells live in the area where pearl shells are found. In Western 

Australia, such areas can be found here and there. When we want to eat some shellfish, 

we dive down with a bag to catch them. They are left overnight to get rid of sand and 

then are boiled. So many beyond our imagination can be found together. 

The sea bed is beautiful with its various plants and colourful fish swimming among 

them.  It is as bright as the scenery on land and as impressive.  The sea plants sway 

with the waves in the water, but they turn stiff when we try to break them and they 

cannot be broken. 

Sandbanks with no vegetation are also pretty. There is some vegetation where pearl 

shells live, but sandbanks without vegetation are beautiful as they are. 

ヤグラビョウブガイ（Semi-twisted shell）
木曜島産（串本町） 

A 

B 

C 

A B C 

A B C 

① 

② 

③ 
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① カバ磨り場
（Site to scrub the 

bottom of luggers） 

② アントリハーバー,
(Entry Habour？)

③ ニゴリ場所
（Muddy place）

三
月
頃
ま
で
ア
ン
ト
リ
ハ
ー
バ
ー
の
中
で
貝
拾
い
を
し
た
り
、
近
所

の
場
所
で
働
き
、
天
候
の
悪
い
時
は
逃
げ
返
っ
て
来
る
。
又
中
で
遊

び
ま
す
。

暮
に
も
又
こ
こ
へ
も
ど
っ
て
き
ま
す
。

昔
は
よ
く
遊
ん
だ
ら
し
い
。
土
曜
日
半
日
位
し
か
仕
事
を
せ
ず
、
魚

を
取
っ
て
遊
ん
で
お
り
、
沖
で
も
さ
か
ん
に
バ
ク
チ
を
や
っ
て
い
た

そ
う
だ
。

Up to March we collect pearl shells in the Entry Harbour, or work in the nearby 

places.  We come back to the harbour during bad weather.  We enjoy ourselves 

in the harbour. We are also back here at the end of the year. 

In the past divers and crews had more time to enjoy themselves.  On Saturdays, 

they worked only half a day, and fished for fun.  Even when they were offshore, 

they often gambled. 

① 
② 

③ 

A 

A 

A １２

ア
ン
ト
リ
ハ
ー
バ
ー
（
２
） 

アントリハーバー（Entry Habour?） 

E. Intercourse Is. 

East Lewis Is 

Dampier 

Shoal Bay 

W. Intercourse Is
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こ
の
辺
一
帯
は
藻
が
た
く
さ
ん
生
え
て
居
り
（
長
さ
三
尺
位
）、

藻
が
切
れ
る
頃
見
計
っ
て
働
く
。
魚
も
種
々
た
く
さ
ん
あ
り
。
小

舟
で
イ
カ
を
釣
る
。

ビ
ク
ト
リ
ア
・
ロ
ッ
ク
の
位
置
の
山
は
裏
に
あ
り
。

A B 

１３

レ
グ
ナ
ー
ド
島
周
辺
の
海
（
１
） 

①ビクトリア・ロック
（Victoria Rock）

② N.E.レグナード
（North East Regnard）

③ S.W.レグナード
（South West Regnard）

① 

② 

③ 

N.E.Regnard 

S.W.Regnard 

Many algae plants (about 3 shaku [1 metre] long) grow all around 

this area.  We start working in the season when not many algae 

plants are found.  We can find many kinds of fish.  We fish for 

squid in a dinghy. 

The way to position the Victoria Rock using landmarks is explained 

on the back of this page. 

A 

B 

A B 

レグナード島 (Regnard Islands）
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藻
が
一
ぱ
い
生
え
て
い
て
、
貝
は
あ
っ
て
も
解
ら
な
い
か
ら
、 

藻
が
切
れ
る
時
期
に
貝
を
取
り
ま
す
。

西
濠
州
で
は
何
処
へ
行
っ
て
も
砂
浜
だ
と
、
チ
ヌ
、
イ
ナ
、

キ
ス
等
が
投
網
で
と
れ
る
。
又
、
チ
ャ
イ
ナ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
と

い
う
ア
ジ
位
の
魚
は
、
船
で
仕
事
し
な
が
ら
つ
れ
ま
す
。
ア

ジ
の
よ
う
に
お
い
し
い
魚
で
す
。

又
、
こ
ん
な
藻
の
多
い
所
で
は
、
イ
カ
が
た
く
さ
ん
つ
れ
ま

す
。
大
が
い
の
島
に
は
回
り
に
藻
が
生
え
て
い
ま
す
か
ら
、

よ
く
い
か
釣
り
に
行
き
ま
す
。

エ
ビ
（
伊
勢
エ
ビ
の
よ
う
な
）
岩
等
の
あ
る
所
で
よ
く
み
か

け
ま
す
が
、
特
に
多
い
の
は
フ
ラ
イ
ポ
ン
の
一
番
北
の
島
の

北
側
の
大
潮
に
ほ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
私
は
十
四
、
五
匹
も

わ
け
な
く
と
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
干
あ
が
っ
た
水
た
ま
り
に

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
ら
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
だ

ろ
う
。

１４

レ
グ
ナ
ー
ド
島
周
辺
の
海
（
２
）

A B C D 

A B C D 

Many algae plants grow and we cannot see pearl shells. Therefore we 

collect pearl shells in the season when not many algae plants are 

found. 

On the beach anywhere in Western Australia, we can catch black 

seabreams, young mullets, and whitings using a cast net.  While 

working on the boat, we can fish chinafish, which is the size of 

trevally. They are delicious tasting like trevally. 

We can catch a lot of squid where many algae plants grow like at this 

place. Algae plants grow around most of the islands, so we often go 

to fish for squid. 

We often find crayfish (look like Japanese lobsters) where there are 

rocks. We can find so many of them on the beach in the spring tide 

especially on the north side of the most northern island of the Flying 

Foam Passage. I caught easily 14 or 15 crayfish there, and still there 

were many in tide pools on the dry beach.  I think there would be 

many around here. 

A 

B 

C 

D 
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① N.E. レグナード
（North East Regnard）

② S.W. レグナード
（South West Regnard） 

③ ビクトリア・ロック
（Victoria Rock）

N.E. Regnard 
S.W. Regnard 

① ② 

③ 

す
べ
て
こ
う
し
て
右
左
の
山
を
立
て
て
、
浅
い
処
や
、
又
コ
ー
ス

や
貝
を
採
る
場
所
等
を
確
実
に
決
め
ま
す
。

Ｎ
．
Ｅ
．
レ
グ
ナ
ー
ド
の
Ｎ
側
の
離
れ
岩

A B 

We always position using the landmarks of the right and the left side 

hills, and remember places of shallow water, and navigate and 

determine the places we collect pearl shells. 

Detached rock at the northern side of N.E. Regnard 

A 

B 

１５

海
上
で
の
位
置
確
認
の
「
山
立
て
」 

海上での「山立て」による位置設定 

A 

B 

N 

Ｎ．Ｅ．レグナードのＮ側の離れ岩 
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① S.W.レグナード
（South West Regnard） 

② ビクトリア・ロック
（Victoria Rock）

③ N.E.レグナード
（North East Regnard）

日
曜
日
に
は
投
網
を
投
げ
た
り
引
き
網
を
し
た
り
、
カ
ン
ガ
ル
ー
を
撃
ち

に
行
っ
た
り
し
ま
す
。
又
、
ア
ズ
キ
、
砂
糖
等
は
ダ
イ
バ
ー
が
買
う
の
で

す
が
、
こ
れ
で
ぜ
ん
ざ
い
や
あ
ん
こ
ろ
も
ち
等
を
つ
く
っ
て
皆
集
っ
て
食

べ
ま
す
。

真
珠
貝
の
場
所
の
山
ア
テ

テ
ン
ダ
ー
と
ク
ロ
ー
は
、
日
曜
日
は
三
、
四
回
に
一
度
位
は
ロ
ー
プ
を
振

替
え
た
り
、
い
ろ
い
ろ
次
の
週
の
準
備
を
終
っ
て
、
後
は
友
達
が
集
っ
て

故
郷
の
話
を
し
た
り
、
故
郷
か
ら
の
便
り
を
話
し
た
り
、
雑
誌
な
ど
を
交

換
し
た
り
し
ま
す
。
故
郷
か
ら
の
情
報
も
伝
わ
り
ま
す
。
日
本
で
は
知
ら

な
い
こ
と
で
も
情
報
が
入
っ
て
、
皆
知
っ
て
ま
す
。

① 

② 

③ 

On Sundays, we cast a fishing net, draw a beach seine, and shoot kangaroos.  The divers 

usually buy sugar and red beans.  We also get together to cook and eat zenzai (rice cakes with 

sweet red bean soup) and ankoromochi (rice cakes with sweet red bean paste) using red beans 

and sugar which are provided by the divers. 

Positioning the places for pearl-shell diving using the landmarks 

On every third or fourth Sunday, tenders and crews change ropes.  After we finish the 

preparation for the works for the following week, friends gather to talk about their 

hometown and the news from home, and to exchange magazines.  News from home is 

shared among us.  We even get some news which is not reported in Japan, and known by 

every one of us. 

A 

B 

C 

A B C 

１６

船
上
で
の
生
活 

船上での食事（Meals on board of lugger） 

A 

B

å

C 
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１７

カ
ラ
ー
場
所 

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
。
潮
水
が
干
満
す
る
泥
地
に
生
え
て

い
る
。

ホ
ワ
イ
ト
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
、
木
が
低
く
潮
に
浸
か
っ
て
い
る
。

根
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る
。
中
を
通
れ
な
い
。

こ
の
ぢ
か
た
（
地
方
）
が
フ
ォ
ー
ト
シ
キ
ュ
ウ

割
合
に
丈
は
高
く
、
真
直
ぐ
。 

名
引
清
五
郎
君
死
亡
し
た
所

カ
ラ
ー
多
い
場
所
で
深
さ
七
尋
位

ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト
が
い
つ
も
通
る
コ
ー
ス

① Stenboat Is 
（Steamboat Is） 

② Alynally Shool
(Ordinary Shoal ?)

③ Fortescue Is

④ Mardi Is

① 

② 

③ 

④ 

White mangroves: the trees are short and submerged in the tide. 

Many roots come out. It is not possible to pass through the wood. 

The course along which the luggers usually sail. 

Fortescue is on near land. 

Black mangroves grow in the intertidal mudflats. 

They are relatively tall, and grow straight. 

Place where Mr Seigoro NABIKI died. 

Many basket stars grow at the spot, and the depth is around 7 fathoms 

Steamboat Is 

Fortescue Is 

Mardi Is 

A B C D E F G 

A 

B 

C 

D 

F 

E 

G 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Fortescue Creek Offshore 
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① Fortescue Is

② Mardi Is

③ ポートシキュウ
（Fotescue Creek）

④ 海岸線（Coast line）

⑤ マングローブ林
（Mangrove bush） 

⑥ Sholl Is

⑦ Round Is

⑧ Long Is

⑨ Middle Is

⑩ Angle Is

⑪ Monday Reef 

⑫ Solitary Is

⑬ Passage Is

⑭ South Passage Is

⑮ North Sandy Is

⑯ライトハウス（Lighthouse）

１８ 

シ
ョ
ー
ル
島
か
ら
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
諸
島 

こ
の
地
方
か
ら
マ
グ
ロ
ア
イ
ラ
ン
へ
か
け
て
ロ
ゴ
ン
、
か
め
が
多
い

（
真
珠
貝
も
多
い
）。 

バ
ロ
ー
ア
イ
ラ
ン
か
ら
出
た
サ
ン
パ
ン
の
浅
瀬

A 

B 

⑤ 

⑪ ⑩
⑨ 

⑫ 

⑧ 

⑦ 

⑬ 

⑥ 

④ ③

② 

① 

C 

D 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

名
引
の
死
ん
だ
カ
ラ
ー
場
所

干
潮
時
に
干
さ
れ
る
浅
瀬

There are many sea turtles and dugongs from this area to 

the Mangrove Islands. (There are also many pearl shells.) 

Mr Nabiki died in this spot where basket stars grow. 

Sandbank which comes out at low tide. 

Sandbank segment which grew from sand coming from 

Barrow Island. 

Fortescue Is 

A B C D 

A 

B 

C 

D 

Sholl Is 
Mardi Is 

N Sandy Is 

S Passage Is 

Fortescue creek 
Angle Is 

From Sholl Island to South Passage Island 

Long Is 
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こ
の
島
に
は
あ
な
ど
り
が
た
く
さ
ん
棲
ん
で
い
て
、
横
穴
に
掘
っ
た
穴
に
卵

を
産
ん
で
い
る
。
鳥
は
小
さ
い
が
、
卵
は
ニ
ワ
ト
リ
の
卵
位
の
大
き
さ
で
、

ゆ
で
、
食
べ
る
と
お
い
し
い
。
昼
は
見
え
難
い
の
で
、
穴
の
中
に
い
て
、
夜

に
な
る
と
、
魚
を
と
り
に
出
る
。
く
ち
ば
し
は
す
る
ど
く
、
手
で
穴
の
中
の

卵
を
取
ろ
う
と
す
る
と
、
つ
つ
か
れ
る
の
で
、
針
金
で
造
っ
た
も
の
で
か
き

出
し
て
卵
を
取
る
。
鳥
も
焼
い
て
食
べ
る
と
、
ど
う
に
か
食
べ
ら
れ
る
。
鳥

（
他
の
島
に
も
多
分
あ
る
だ
ろ
う
が
）

軟
ら
か
い
土
の
島
だ
。
穴
鳥
が
島
の
諸
所
へ
穴
を
掘
っ
て
い
る
。
木
は
生
え

て
い
な
い
。
草
ば
か
り
生
え
て
い
る
。
チ
ョ
ウ
ラ
イ
は
砂
浜
に
卵
を
生
む
。

ま
た
チ
ョ
ウ
ラ
イ
（
日
本
人
が
そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
）
と
い
う
カ
モ
メ

に
似
た
鳥
が
繁
殖
期
に
は
何
千
羽
も
集
っ
て
き
て
、
砂
浜
へ
一
せ
い
に
卵
を

う
み
ま
す
。
そ
の
産
み
方
が
真
四
角
に
キ
チ
ョ
ウ
メ
ン
に
並
ん
で
、
産
み
揃

え
た
よ
う
で
す
。
自
然
と
孵
化
し
ま
す
。
ど
こ
の
島
も
同
じ
だ
と
思
う
が
、

十
月
中
頃
か
ら
種
々
の
亀
が
卵
を
産
む
た
め
島
へ
這
い
上
り
ま
す
。
十
五
セ

ン
チ
位
の
深
さ
の
穴
を
掘
っ
て
卵
を
産
み
、
砂
を
か
ぶ
せ
て
わ
か
ら
な
い
よ

う
に
し
て
、
海
へ
帰
り
ま
す
。
こ
ん
な
に
鳥
や
亀
の
卵
が
孵
化
し
て
も
、
又

鳥
や
魚
に
食
べ
ら
れ
て
何
割
も
生
き
残
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
亀
の
子
は
十
四
、

五
日
で
孵
化
し
て
、
自
分
（
自
力
）
で
出
て
き
ま
す
。

There are many shearwaters on this island and they lay eggs in burrows they 

dig out.  They are small birds, but their eggs are about the size of chicken 

eggs. Boiled ones are tasty to eat. The birds cannot see well during the day, 

so they stay inside the burrows, but they come out at night to catch fish. 

Their beaks are sharp and they would peck us if we put our hands in the 

burrow to collect eggs.  So, we use a tool made out of wire to roll the eggs 

out. The birds are just edible when they are grilled. Such birds probably live 

on other islands. 

The soil on the island is soft. Shearwaters dig burrows in various places 

on the island. No trees grow on the island, but only grass does. Gannets 

lay their eggs on the beach. 

Gannets, seagull-like birds (the Japanese call them chōrai), gather in 

thousands during the breeding season and lay their eggs simultaneously 

on the beach.  The eggs are laid in a pattern of neat squares as if they 

measure them.  The eggs hatch naturally. I guess this is the same on 

other islands, but from the mid-October various types of turtles crawl 

up to the beach. They dig holes about 15cm deep, lay eggs there and 

cover them with sand to hide the eggs before returning to the sea. 

Most of the many chicks and baby turtles that are hatched would not 

survive as they are eaten by birds and fish.  Turtle eggs are hatched 

after 14 to 15 days and babies come out of the eggs by themselves. 

① ステーマコース
（Steamship course） 

② ショールアイランド
（Sholl Island）

① 
② 

A B C 

A 

B 

C 

A 

B 

C １９

シ
ョ
ー
ル
ア
イ
ラ
ン
ド 
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シ
ョ
ー
ル
ア
イ
ラ
ン
ド
の
亀
が
卵
を
産
む
た
め
砂
浜
に
上
っ
て
い
る
。

２０

シ
ョ
ー
ル
島
の
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵 

夜
、
亀
は
小
潮
に
な
り
、
卵
を
産
む
た
め
砂
浜
に
来
て
、
上
の
様
子
を

う
か
が
い
、
一
波
一
波
と
上
っ
て
き
ま
す
。
波
の
届
か
な
い
処
ま
で
は

い
あ
が
っ
て
、
卵
を
産
む
穴
を
掘
り
（
十
セ
ン
チ
か
ら
十
五
セ
ン
チ

位
）、
卵
を
産
ん
で
か
ら
又
海
へ
か
え
り
ま
す
。

卵
を
産
ん
だ
あ
と
、
充
分
均
ら
し
て
か
え
り
ま
す
。
青
が
め
や
赤
が
め

は
昼
の
明
る
い
内
か
ら
あ
が
り
ま
す
。

A turtle comes ashore on the beach at Sholl Island. 

At night when the tide is at the neap tide, turtles come to the beach 

to lay eggs. They check the beach and approach there gradually on 

one wave after another.  They crawl to the dry section where waves 

cannot reach, dig holes to lay their eggs (10cm to 15cm deep), lay 

eggs, and then return to the sea. 

After laying eggs, they smooth the surface thoroughly and return to 

the sea.  Green turtles and Loggerhead turtles come ashore before it 

gets dark. 

A 

B 

C 

A B C 

ウミガメの産卵

A B C 

ショール島 (Sholl Island)
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２１

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
島
手
前 

① North Sandy Is

② South Passage Is

③ Popu Is(Pup Is) 

④ Sandy Is

⑤ 弁天島,Mangrove Is
（Thringa Is）

⑥ East Is

⑦ 不明（unknown） 

⑧ Low Is(Weld Is)

⑨ Lightfoot Reef

⑩ Sandy Is
(Marry Anne Reef) 

⑪ Thige Is (False Is)

⑫ West Is

⑬ North Is

こ
の
地
方
か
ら
マ
グ
ロ
ア
イ
ラ
ン
へ
か
け
て

か
め
や
ロ
ゴ
ン

が
多
い
。
真
珠
貝
も
多
か
っ
た
。

バ
ロ
ー
ア
イ
ラ
ン
か
ら
出
た
サ
ン
パ
ン

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
と
言
う
木
は
ホ
ワ
イ
ト
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
と
ブ

ラ
ッ
ク
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
と
二
種
類
あ
り
。
入
れ
混
じ
っ
て
生
え

て
い
る
。
水
気
の
多
い
所
に
育
ち
、
ホ
ワ
イ
ト
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ

は
ゆ
が
み
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
は
真
直
ぐ
伸
び
て
い

る
。
共
に
湿
地
に
多
い
樫
位
の
木
だ
。

From this area to the Mangrove Islands, there are many sea 

turtles and dugongs. There were also many pearl shells. 

The green parts are the area where mangroves grow. 

There are two kinds of mangroves: white mangroves and black 

mangroves. They grow intermingled. They grow in wet places: 

white mangroves are warped, and black mangroves grow straight. 

Both are like evergreen oak and are found a lot in wetlands. 

青
が
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
木
だ

ス
テ
ー
マ
コ
ー
ス 

ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス

ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト
コ
ー
ス

Sandbank segment of Barrow Island 

Steamships’ course Lighthouse Luggers’ course 

A B C D E 

F G 

A 

B 

C 

D

C

E F G 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
⑩ 

⑪ 
⑫ 

E 

F 
G 

D 

C

a

B 

A 

Marry Anne Group 

Great Sandy Island 

Barrow Is Shoals 

Mangrove Islands 
Weld Is 
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２２

ロ
ゴ
ン
（
ジ
ュ
ゴ
ン
）

一
ロ
ゴ
ン
（
ジ
ュ
ゴ
ン
）

西
濠
州
に
は
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
あ
る
所
に
い
て
、
藻
類
を
主
と
し
て
食
べ
て
い

る
が
、
躯
が
大
き
い
の
で
、
北
濠
州
で
は
丸
の
ま
ま
砂
浜
に
引
き
つ
け
て
焼
い

て
、
焼
け
た
だ
け
切
っ
て
食
べ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
西
濠
州
で
昭

和
の
初
め
頃
同
社
の
船
で
捕
っ
た
の
を
貰
っ
て
、
肉
を
味
噌
炊
き
に
し
て
食
べ

た
が
、
豚
肉
の
よ
う
で
、
脂
が
多
く
て
、
と
て
も
美
味
だ
っ
た
。

（
大
き
さ
は
豚
の
倍
以
上
あ
る
）

ポ
ー
ト
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
白
人
の
足
の
不
自
由
な
老
人
が
小
さ
い
店
を
持
っ
て

い
た
が
、
そ
の
店
へ
行
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
物
を
買
っ
た
が
、
ト
カ
ゲ
や
亀
の
子

や
ワ
ニ
の
子
の
剥
製
そ
の
他
あ
っ
た
が
、
ロ
ゴ
ン
の
牙
も
売
っ
て
い
た
。

こ
の
店
の
主
人
の
老
人
は
弟
一
次
世
界
大
戦
で
負
傷
し
た
の
で
、
勲
章
や
従
軍

記
章
も
持
っ
て
い
て
、
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

私
は
ダ
イ
バ
ー
と
し
て
働
い
て
い
た
時
、
一
度
海
底
で
二
匹
の
ロ
ゴ
ン
に
出
会

っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
の
時
、
人
魚
と
い
う
に
は
、
少
し
ふ
さ
わ
し
く
な

い
姿
だ
と
思
っ
た
。

西
濠
州
で
さ
が
せ
ば
、
ま
だ
た
く
さ
ん
い
る
ら
し
い
が
、
泳
ぐ
の
が
速
い
か
ら

捕
え
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
。

① 牙（Tusk of dugong） 

 

In Port Darwin, an old white man with a lame leg used to run a 

small shop where I bought various things. He was selling lizards, 

baby turtles and baby crocodiles which were all stuffed, as well 

as dugong tusks. This old shop owner was injured in the First 

World War and received military and service medals, which he 

showed me. 

When I was working as a diver, I thought I met two dugongs on 

the sea bed. I thought their shapes were looked far from 

mermaids, as some people have described them. 

I hear that there are still many dugongs in Western Australia, but 

it might be difficult to catch them as they swim fast. 

In Western Australia, dugongs live among 

mangroves and eat mainly algae plants. They are 

large in size, and in northern Australia, a caught 

dugong was taken to the beach as a whole to be 

cooked. People cut out pieces of meat as they were 

cooked. In the early years of Showa period [around 

the late 1920s], we were given a dugong which was 

caught by a company boat in Western Australia. 

When we cooked it with miso paste, it was delicious 

as it had similar taste as pork and rich in flavour. 

(Its size is twice as large as a pig.) 

A B C D 

A B C D 

A 

B 

C 

D 

① 先住民によるジュゴン猟（トレス海峡） 
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仕
事
で
沖
に
出
て
い
る
時
は
、
日
曜
日
は
皆
で
魚
を
取
っ
た
り
、
海

亀
を
突
い
て
生
け
捕
り
に
し
て
料
理
し
て
食
べ
る
が
、亀
は
と
て
も

あ
ぶ
ら
が
あ
っ
て
、
グ
ツ
グ
ツ
と
水
煮
き
に
し
て
食
べ
る
と
、
と
て

も
お
い
し
い
。
但
し
、
肉
は
乾
燥
し
て
か
ら
焼
い
て
食
べ
る
が
、
内

臓
は
捨
て
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

亀
を
捕
え
た
ら
、
そ
の
船
に
旗
を
あ
げ
、
ダ
イ
バ
ー
、
テ
ン
ダ
ー
等

を
呼
び
集
め
、
皆
よ
ろ
こ
ん
で
食
べ
、
故
郷
の
話
や
仕
事
の
話
、
こ

れ
か
ら
何
処
を
働
こ
う
と
い
ろ
い
ろ
の
話
を
し
ま
す
。

黒
が
め
、
ベ
ッ
コ
ウ
亀
、
ア
サ
ヒ
亀
等
は
甲
羅
や
腹
部
で
も
二
時
間

位
煮
る
と
、
皆
軟
ら
か
く
な
り
ま
す
か
ら
、
食
べ
ら
れ
ま
す
。

When we are at the sea for work, we spend our Sundays to fish and catch sea turtle 

alive by spearing them. We cook them for food and turtle meat which is boiled slowly 

is really tasty as it has a lot of fat. As a matter of fact, the meat is firstly dried and 

then eaten, but all the intestine is also eaten and nothing is thrown away. 

When we catch a turtle, we hoist a flag to let other boats know. Divers and tenders 

come to the boat and enjoy the feast. We talk about home and work, and discuss 

where to sail next.  

When Pacific black turtles, Hawksbill turtles and young Green turtles are boiled for 

about two hours, the shells and plastron become tender and can be eaten.  When 

Pacific black turtles, Hawksbill turtles and young Green turtles are boiled for about 

two hours, the shells and plastron become tender and can be eaten. 

ウミガメの解体（先住民による 木曜島付近） 

A 
B 

A B 

A 

B 

２３

ウ
ミ
ガ
メ
猟 

ウミガメの卵取り（茹でても、卵の白身
は固まらない 木曜島付近）
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① 濠州の亀
（Australian sea turtles）

② 黒がめ
（Pacific Black turtle）

③ 青がめ（Green turtle） 

④ あさひがめ
（Young Green turtle） 

⑤（タイマイ）べっこうがめ
（Hawksbill turtle）

⑥ 赤がめ（Loggerhead turtle） 

日
本
で
は
濠
州
の
よ
う
な
う
ま
い
亀
は
食
べ
ら
れ
な
い
。

一
番
美
味
な
か
め
で
、
甲
羅
も
内
臓
も
二
時
間
あ
ま
り
煮
て
（
水
だ
き
）

切
っ
て
食
べ
る
。
日
本
に
は
い
な
い
ら
し
い
。
肉
は
干
し
て
食
べ
る
。

図
体
は
大
き
い
が
お
と
な
し
い
。
息
は
く
さ
い
の
で
食
べ
な
い
が
、
卵

が
大
き
い
。
昼
で
も
の
こ
の
こ
卵
を
産
み
に
上
っ
て
来
る
。
人
間
が
乗

っ
て
歩
け
る
位
大
き
い
。

日
本
で
も
食
べ
る
事
が
あ
る
。 

あ
っ
さ
り
し
て
お
い
し
い
。
甲
羅
や
腹
甲
皆
食
べ
る
。

黒
が
め
と
同
じ
く
、
と
て
も
お
い
し
い
。
甲
羅
は
べ
っ
こ
う
と
し
て
珍

重
す
る
。

日
本
で
も
潮
に
乗
っ
て
く
る
ら
し
い
。
卵
も
産
み
に
来
る
。
口
は
と
が

っ
て
す
る
ど
く
咬
み
つ
く
の
で
こ
わ
い
。
胃
袋
や
腸
が
厚
く
う
ま
い
。

卵
は
ど
の
亀
で
も
食
べ
る
が
、
や
は
り
ベ
ッ
コ
ウ
の
卵
や
黒
の
卵
が
生

で
食
べ
る
と
、
お
い
し
い
。

We cannot find tasty turtles in Japan as we do in Australia. 

This is the tastiest turtle, and the shell and intestine are boiled 

in water for about two hours and cut into pieces to be eaten.  I 

hear that this type of turtle cannot be caught in Japan. Its meat 

is dried and eaten. 

This turtle is large, but quiet. It has bad breath, so we don’t eat 

it, but their eggs are large. They come ashore even during the 

day to lay eggs.  They are big enough for a person to ride on. 

The meat is plane but tasty.  We eat all its shell and plastron. 

Just as Pacific Black turtles, the meat is very tasty.  The shells 

are treasured as tortoiseshell.  

I heard this type of turtles reach Japan on the sea current.  They 

come to lay eggs.  We are scare of them as they have pointed 

beaks and can bite. The walls of their stomachs and bowels are 

thick and tasty. 

We eat all types of turtle eggs, but the eggs of Hawksbill and 

Pacific Black turtles are delicious to eat as raw eggs. 

We also eat them in Japan. 

F E G 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

D C B A H 

G 

H 

A 

B C 

D E F 

G 

H 

①② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

２４

ウ
ミ
ガ
メ
の
種
類 
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海

亀

捕

り

う
み
が
め
は
西
濠
州
に
は
た
く
さ
ん
お
り
ま
す
が
、
食
物
は
主
に
藻
類
で
す
が
、
私
達
は
休

み
の
日
曜
日
に
は
船
に
積
ん
で
い
る
レ
ン
ゲ
（
小
舟
）
を
下
し
て
亀
さ
が
し
に
、
二
、
三
人

で
出
掛
け
ま
す
。
見
付
け
る
と
、
ス
ペ
ヤ
と
い
ふ
イ
ル
カ
等
を
つ
く
も
の
で
突
い
て
長
い
時

間
か
か
っ
て
や
っ
と
小
舟
に
あ
げ
、
船
に
帰
り
、
大
き
く
切
っ
て
、
二
時
間
ぐ
ら
い
水
炊
き

し
て
、
細
か
く
切
り
醤
油
を
つ
け
て
食
べ
ま
す
が
、
肉
よ
り
も
脂
身
や
内
臓
が
と
て
も
お
い

し
く
て
、
皆
で
喜
ん
で
食
べ
ま
す
。
肉
は
レ
ゲ
ン
に
干
し
て
、
後
日
夜
走
り
す
る
時
食
べ
ま

す
。
食
べ
な
れ
る
と
、
次
の
日
曜
日
を
待
ち
遠
し
い
程
に
な
り
ま
す
。
私
が
渡
航
し
た
当
時

は
コ
ー
セ
キ
市
に
白
人
の
亀
会
社
が
あ
り
、
缶
詰
に
し
て
ど
こ
か
へ
送
っ
て
い
ま
し
た
が
、

売
れ
ぬ
の
か
企
業
と
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
の
か
、
止
め
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
家
は
立
派

な
石
造
り
の
家
で
し
た
。
私
の
居
た
頃
、
村
松
さ
ん
の
も
の
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
多
分

抵
当
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
ん
な
田
舎
で
は
勿
体
な
い
位
の
家
で
、
広
く
て
涼
し

い
の
で
、
私
達
は
よ
く
涼
み
に
行
き
ま
し
た
。
戦
争
で
、
今
は
没
収
さ
れ
て
、
白
人
の
誰
か

が
住
ん
で
い
る
で
し
ょ
う
。

う

み

へ

び

海
へ
び
は
た
く
さ
ん
あ
り
、
命
綱
に
巻
き
つ
い
た
り
、
又
三
ツ
あ
る
グ
ラ
ス
め
が
け
て
や
っ

て
き
ま
す
。
真
珠
貝
の
あ
る
場
所
に
は
、
蛇
は
た
く
さ
ん
い
て
、
多
い
と
き
に
は
一
日
何
十

匹
も
み
か
け
ま
す
。
み
ん
な
毒
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
が
、
特
に
小
さ
い
の
は
猛
毒
を
も
っ

て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
が
、
悪
い
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

Turtle Hunting: There are many sea turtles in Western Australia and they 

mainly eat sea plants. On our off-duty Sundays, we unload a dinghy from the 

boat and some of us go turtle hunting. When we find one, we use spears 

which are for dolphin hunting to catch it. After a long struggle, we finally lift 

it onto the dinghy and return to the boat. We cut it into big chunks and boil 

it for about two hours before slicing them into small pieces and serving them 

with soy sauce. Turtle fat and intestine are much tastier than meat itself and 

everybody enjoys them. The meat is dried on mast ropes and eaten later 

when we sail through the night. Once we become familiar with the flavour, 

we look forward to the next Sunday. When I arrived in Cossack, a white man 

was running a turtle meat canning company and the produce was sent 

somewhere. But the business was discontinued probably because they could 

not sell the produce or the business was not viable.  The building was 

impressive and built out of stone. When I was there, the building was owned 

by Mr Muramatsu, probably because it was mortgaged. The building was 

unusually impressive for such a remote town. We used to visit there as it was 

large and inside was cool. It was confiscated due to the war and some white 

Australians are probably living there now. 

Sea Snake: Many sea snakes live in the sea and they coil on the lifeline or 

come to the three glass plates on the helmet. In the area where pearl shells 

are found, sea snakes are abundant and I see so many in one day. I hear they 

are poisonous, particularly small ones are extremely poisonous, but they do 

not cause any harm to us. 

A B 

A B 

A 

B 

２５

海
亀
捕
り
と
う
み
へ
び 

海亀捕り 
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The shells are big, but not many can be found. 

The beach is pure white, and if there are sharks, we can see them immediately. 

There are no trees. It is a very good island to enjoy ourselves, but there are very 

few pearl shells. 

Montebello Islands 

We could not find many pear shells in the islands. I went there twice. It is far off 

the coast, 20 miles offshore. 

①モンテベール・アイランド
(Montebello Islands)

② South East Is

③ Trimouille Is

④ North West Is 

⑤サンゴ礁（Coral reef）

⑥ Hermitee Is（Hermite Is） 

⑦大きなリーフ（Big reef） 

⑧バローアイランへ
(to Barrow Is） 

こ
の
島
は
あ
ま
り
貝
は
な
く
、
私
は
二
回
行
き
ま
し
た
が
、
ず
ー
と

沖
の
島
で
す
。
地
方
か
ら
二
〇
マ
イ
ル
位
離
れ
て
い
ま
す
。

大
き
な
飛
び
石
あ
り

貝
は
大
き
い
が
、
あ
ま
り
な
い
。 

干
潮
は
通
れ
ず
。

棒
を
立
て
て
印
に
し
て
い
る
。 

モ
ン
テ
ベ
ー
ル
・
ア
イ
ラ
ン
、
あ
ま
り
貝
な
し
。

（
噂
に
よ
る
と
、
濠
州
政
府
は
後
に
こ
の
島
で
原
爆
の
実
験
を
し
た

と
の
こ
と
）

砂
浜
は
真
白
く
て
、
中
に
鮫
等
が
あ
れ
ば
、
直
ぐ
わ
か
り
、
木
等
は

全
く
な
し
。
遊
ぶ
の
に
は
と
て
も
良
い
島
で
す
が
、
真
珠
貝
は
極
く

少
な
い
。

Big stepping stone 

We cannot pass through at low tide. A pole is put up to mark the spot. 

Montebello Islands: there are not many pearl shells. I heard that the Australian 

government carried out atomic bomb testing later on in the islands. 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

A B 

C 

D 

E 

F G 

A 

B C 

D E 

F 

G 

２６

モ
ン
テ
ベ
ー
ル
諸
島 

A 

B 

C 

D 
E 

F G 

Trimouille Is 

North West Is 

⑧ 

Hermite Is 
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① Weld Is

② Joelee(False) Is

③ Little Rocky Is
Mangrove Islands

④ North Is

⑤ Middle Is

⑥ South Is

⑦ Herald Is

⑧ NE Twin Is

⑨ SW Twin Is

２７

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
ア
イ
ラ
ン
近
辺 マ

ン
グ
ロ
ー
ブ
ア
イ
ラ
ン
近
辺
。
海
岸
線
に
は
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の

木
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
水
の
中
に
も
生
え
て
い
る
。
黒
亀
は
何
処

に
で
も
あ
り
、
ク
リ
ー
ク
に
は
ボ
ラ
等
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
ロ
ゴ

ン
も
あ
る
ら
し
い
。

潮
が
引
く
と
現
れ
る
砂
山

暴
風
雨
の
時
は
こ
こ
へ
避
難
す
る
。

真
珠
貝
も
サ
ン
デ
ィ
ー
ア
イ
ラ
ン
の
地
方
か
ら
マ
グ
ロ
ア
イ
ラ

ン
に
か
け
て
多
か
っ
た
。

ス
テ
ー
マ
コ
ー
ス

ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト
コ
ー
ス

Mangrove Islands 

Near the Mangrove Islands. Many mangroves grow on the coast, and they also 

grow in the water. Black turtles are found everywhere, and many mullets and 

other fish can be found in the creek. Dugongs may be found. 

A sandbank which comes out at low tide 

We refuge here during a storm. 

Steamships’ course 

There were many pearl shells in the area from Sandy Island to the Mangrove 

Islands. 

Luggers’ course 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

A B C D E F 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Mangrove Islands 

Coolgra Pt. 

Twin Islands 

Weld Is 

A 

B 

C 

D 

E F D
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When we need water, we dig sand, and get fresh water. We fill fresh water 

buckets (18 litre bags made of canvas) and carry them to the lugger. 

    

○Ａ

ビ
ー
ゼ
ン
に
は
お
金
さ
ん
と
言
う
日
本
人
の
お
ば
さ
ん
が
住
ん
で
い
た
。

夫
は
馬
来
人
で
子
供
（
多
分
四
人
）
男
二
十
五
才
、
女
二
十
三
才
位
で
二
度
ほ

ど
遊
び
に
行
っ
て
御
馳
走
に
な
っ
た
。
羊
毛
の
出
す
時
期
に
は
何
日
も
船
が
止

ま
っ
て
い
た
。
桟
橋
に
は
四
角
い
型
の
羊
毛
が
た
く
さ
ん
積
ま
れ
て
い
た
。

羊
毛
を
た
く
さ
ん
積
み
だ
す
。

ビ
ー
ゼ
ン
の
ク
リ
ー
ク
に
は
別
の
白
人
会
社
で
五
隻
あ
り
。
ほ
と
ん
ど
太
地
町

の
人
で
す
。
私
達
は
こ
の
人
達
と
働
く
時
は
大
が
か
り
に
一
緒
に
働
き
ま
す
が
、

こ
こ
の
港
へ
は
入
ら
ず
、
コ
ー
セ
キ
（
コ
サ
ッ
ク
）
へ
帰
り
ま
す
。

コ
ー
セ
キ
か
ら
カ
ー
ゴ
ボ
ー
ト
が
来
な
い
時
や
買
い
物
を
す
る
と
き
は
こ
こ
へ

投
錨
す
る
こ
と
も
あ
る
。

水
取
り
場
は
砂
地
を
掘
る
と
、
真
水
が
出
る
の
で
、
バ
イ
キ
（
帆
を
造
る
生
地

で
造
っ
た
袋
で
一
斗
位
入
る
）
に
詰
め
て
船
ま
で
運
ぶ
。

ビ
ー
ゼ
ン
の
会
社
は
太
地
町
の
西
池
七
蔵
さ
ん
が
ヘ
ッ
ド
ダ
イ
バ
ー
で
す
。

２８

ビ
ー
ゼ
ン
（
オ
ン
ス
ロ
ー
）
の
港 

Onslow 

Beadon Creek 

① オンスロー古い桟橋
（Onslow old jetty） 

② ビーゼンの桟橋（Beadon jetty）

③ ステーマコース（Steamships’ course） 

④ ビーゼンのクリーク（Beadon Creek） 

⑤ 砂地の水場
（Fresh water site on beach）

⑥ 平地（Flatland）

A Japanese woman called okin-san lived at Beadon Bay. Her husband was Malay 

with children (perhaps four children), a 25 year-old boy and a 23 year-old girl. I 

visited twice and was treated to meals. Ships were moored for several days during 

the season when wool is loaded. A lot of bales of wool were piled at the jetty. 

A lot of wool is shipped. 

At the creek of Beadon, there are five luggers owned by a white man’s company. 

Most crews are from Taiji [town]. We work with the crews in a large-scale operation, 

but we go back to Cossack without calling at the port. We occasionally anchor here 

when the cargo boat does not come from Cossack or when we do shopping.  

At the company of Beadon Bay, Mr Shichizo NISHIIKE from Taiji is the head diver. 

A B C 

C 

D E 

A 

B 

D 

E 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

Beadon Bay 

Beadon Pt. 

A 

B C 
D 

E 

Beadon & Onslow 

○A  
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ガ
ラ
フ
（
ノ
ー
ウ
ェ
ス
キ
ッ
プ
）
ま
で

暴
風
雨
の
と
き
の
避
難
所

終
戦
後

山
本
春
治
君

飯
森
忠
男
君

戦
前

和
田
弘
一
さ
ん

貝
を
た
く
さ
ん
取
っ
た
と
こ
ろ

ガ
ラ
フ
の
奥
で
働
く

① ダイバーボート・コース
（Luggers’ course）

② ヤマドリクリーク
（Yammadery creek）

③ 水取場
（Site getting fresh water）

④ オーストラリア（Australia） 

⑤ ビーゼン（Beadon） 

⑥ オンスロー（Onslow） 

⑦ ステーション・タンク
（Fresh Water Tank Station） 

⑧ ガラフ（Exmouth Gulf）

⑨ ノーウェスキップ
（North West Cape）

２９

コ
サ
ッ
ク
基
地
か
ら
の
最
西
端
漁
場
エ
ク
ス
マ
ウ
ス
湾 

① 

②③

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

A B C D 

Gulf, North West Cape 

Refuge site for a heavy storm 

After the World War II 

Mr Haruji YAMAMOTO, Mr Tadao IIMORI, 

Before the WW II  

Mr Koichi WADA.  

: Places where they collected a lot of pearl shells. 

We work in the inner part of the Gulf 

A 

B 

C 

D 

Exmouth Gulf 

A B

C 

D 

Onslow 
Exmouth Gulf 

North West Cape 

N 
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３０  

村
松
商
店
の
元
船 

ポ
ー
ル
セ
ー
ル
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
ボ
ー
ト
村
松
商
店
の
元
船

（
ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト
）

船
に
は
ア
エ
ン
バ
ラ
ス
と
い
う
重
い
お
も
し
を
積
ん
で
い

る
の
で
、
少
々
傾
い
て
も
転
覆
し
な
い
。

A B 

A B 
漁場へ向かうラガー 

C 

D 

E 

D 

C 

B 

C 

A 

E 

イ
デ
タ
号
（
一
九
号
）

乗
組
員ボ

ー
シ
ン

一
名

ダ
イ
バ
ー

一
名

テ
ン
ダ
ー

一
名

ク
ロ
ー

五
名

帆
だ
け
で
走
り
、
ポ
ン
プ
は
手
で
廻
す
。

Pole sail fishing boat owned by Mr Muramatsu (Lugger) 

The lugger does not capsized even if it is tilted, owing to the ballast called ‘aen 

barasu [zinc ballast]’ it carries. 

Editha（No.19） 

Crew members: 1 boatswain, 1 diver, 1 tender, and 5 crews 

The lugger runs only with sails, and the pump is operated manually. 

D 

E 
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船
は
水
深
六
尺
以
上
も
あ
る
。
又
、
船
の
底
に
は
ア
エ
ン
バ
ラ
ス

（
四
角
い
重
い
石
）
を
積
ん
で
い
る
の
で
、
少
々
傾
い
て
も
中
々

転
覆
し
な
い
。

大
正
十
四
年
頃
は
船
に
ス
ク
リ
ュ
ー
の
付
い
た
の
は
一
隻
も
（
昭

和
四
年
頃
ま
で
）
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
皆
帆
走
し
て
お
り

ま
し
た
。
コ
ー
セ
キ
で
ス
ク
リ
ュ
ー
の
付
い
た
の
は
（
ポ
ン
プ
も

イ
ン
ジ
ン
）
昭
和
四
年
頃
か
ら
で
す
。

① 
② 

① ジップ（Jib sail）

② スモル・セル（Small sail） 

③ トップセル（Fore topsail） 

④ ホウセル（Foresail）

⑤ メンセル（Mainsail）

③ 

④ 

⑤ 

The draft of the lugger is more than 6 shaku [about 2 metres]. The lugger 

carries the ballast called ‘aen barasu’ (rectangular stone), so it does not 

capsized even if the ship is slightly tilted. 

All luggers until 1925 were sailboats, because there were no luggers with 

engines and machinery pumps until around 1929. 

A B 

A 

B 

３１

村
松
商
店
の
船
（
１
） 

A B 

船尾で滑車を使う舵の操作 
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３２

村
松
商
店
の
船
（
２
） 

北
濠
州
と
西
濠
州
は
潮
の
干
満
が
烈
し
い
所
で
、
大
潮
に
な
る

と
、
大
き
な
汽
船
（
何
万
ト
ン
）
も
干
上
が
り
ま
す
。

こ
ん
な
に
傾
い
て
走
る
の
で
、
食
事
の
炊
け
な
い
こ
と
も
あ
る
。 

艫
錨
に
す
る
と
、
船
が
潮
に
逆
ら
わ
ず
、
干
上
が
り
ま
す
。
船
が

始
終
浮
い
て
い
る
所
で
は
、
こ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

帆
だ
け
で
走
る
面
白
さ
は
何
と
も
た
と
え
よ
う
が
な
い
。

干
潮
で
干
上
が
っ
た
船

A B 

傾
い
て
走
っ
て
い
る
船
。 

C D E F 

A 

B 

C 

D E 

F 
大潮時の干上がった砂浜でのダイバーボートのカバ磨り（干
潮時に舷側及び船底に貼られた真鍮板（銅板）を掃除する） 

The tidal variation is very large in northern Australia and Western Australia. Even a big 

steamship (tens of thousands of tons) can be beached during the spring tide. 

Sometimes the boat sails so tilted, we cannot cook on the boat. 

A boat sailing tilted 

The fun of sailing is quite indescribable. 

The boat drops the stern anchor in the harbour because it beaches at low tide. 

The stern anchoring allows the boat to go with the tide when it beaches. It is not 

necessary to do so where the boat always floats. 

A boat beached at low tide 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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こ
の
梯
子

は

し

ご

で
ダ
イ
バ
ー
は
上
り
下
り
す
る
。

① ダイバー（Diver）-

② ヘルメット（Helmet）

③ 空気を抜くクリップ
（Clip to discharge air）

④ カスレット （Corselet）

⑤ 鉛 （Lead weight）

⑥ 潜水ドレス（Diving dress）

⑦ 鉛の入った帯 （Belt with lead weight）

⑧ 鉛のついた靴（Shoes with lead weight）

⑨ エヤーパイプ （Air pipe）

３３

潜
水
服 

A 

A 

① 

② ③

④

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

潜水に向かうダイバー 

潜水用ヘルメット 
下部がカスレット（Corselet）、
首周りに命綱（Lifeline） 

Lugger 内の炊事場 

縄梯子を使って船を上り下りする 

Divers get up and down this ladder. A 
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ダ
イ
バ
ー
が
亀
を
見
つ
け
て
捕
え
た
絵
を
か
き
ま
し
た
。

亀
の
方
が
気
付
か
な
い
内
に
後
ろ
か
ら
パ
ッ
と
捕
ま
え
ま
す
が
、
一
度

大
き
な
ベ
ッ
コ
ウ
亀
を
捕
ま
え
て
、
も
う
少
し
で
船
へ
着
く
と
い
ふ
時

に
、
逃
し
ま
し
た
。
水
の
中
で
は
亀
の
方
が
上
手
で
す
。

ス
テ
ッ
キ
場
所
に
は
、
ス
テ
ッ
キ
に
す
る
よ
う
な
木
が
た
く
さ
ん
生
え

て
い
て
、
丁
度
竹
や
ぶ
の
中
を
通
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
思
う
。

３４

潜
水
中
の
ウ
ミ
ガ
メ
猟 

I draw a picture of a diver finding a turtle and catching it. 

In order to catch a turtle, you need to grab it from behind before it notices 

you.  Once I caught a large Hawksbill turtle, but it escaped just before I 

reached the boat. In the water, turtles have upper hand than us. 

So-called Stick Point is covered by vegetation which looks like little stick-

like plants and I feel as if I am walking through a bamboo shrub. 

① うみへび
（Sea Snake） 

習作図（étude drawing） 

A 

B 

B A 

A B 

① 

ウミガメの卵取り
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３５

ダ
イ
バ
ー
と
魚 

ダ
イ
バ
ー
の
ま
わ
り
に
た
く
さ
ん
の
魚
が
集
っ
て
来
て
、
濁
っ
て
困

る
こ
と
が
度
々
あ
り
ま
す
。

（
カ
ン
パ
チ
等
）、
ワ
イ
チ
フ
ィ
ッ
シ

ュ
（
大
き
さ
は
三
尺
位
）

刺
身
に
す
る
と
お
い
し
い
。

ワ
イ
チ
フ
ィ
ッ
シ
ュ

二
尺
位
の
大
き
さ
（
ブ
リ
と
同
じ
）Divers occasionally have some problems as too many fish, such as almost 

one metre-long amberjacks, swim around him and make the water cloudy. 

They taste nice when we eat them as sashimi. 

About 70 cm long (about the size of a yellowtail) 

豪州北部海域のフエフキダイ（Snapper）
とカンパチ（Amberjack） 

A 
B 

A 

B 

A 

B 

ケンケン釣りによるオニカマス（Barracuda） 

サワラ（Spanish mackerel）
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① 金あみ（Metal net） 

② フィッシュライン
（Fishing line）

③ 一尋はワイヤー
（A fathom of wire）

④ 真珠貝（Pearl shell） 

⑤ 鳥の羽（Bird feather） 

潮
時
を
見
計
っ
て
ボ
ラ
（
イ
ナ
の
大
き
な
）
の
引
き
網
に
ゆ
き
、
大
き
な
群
（
ナ

ム
ラ
）
が
来
る
と
、
網
で
か
こ
ん
で
捕
え
、
だ
ん
だ
ん
よ
せ
て
行
っ
て
魚
を
小

舟
に
引
き
揚
げ
ま
す
。
う
ま
く
行
く
と
、
ボ
ラ
の
大
群
が
入
り
、
ひ
と
網
で
小

舟
に
半
分
程
も
と
り
ま
す
。

網
は
六
番
位
で
、
引
き
紐
は
太
く
、
常
に
よ
く
補
修
し
て
お
く
。 

半
永
久
的
な
仕
か
け
あ
み
。
白
人
は
こ
う
い
ふ
方
法
で
干
上
が
っ
た
も
の
を
拾

っ
て
帰
る
。
白
人
等
は
こ
う
し
て
捕
っ
て
い
る
。

ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト
が
帆
走
す
る
と
き
は
ケ
ン
ケ
ン
と
言
う
疑
似
針
の
釣
を
投
げ

て
船
で
引
張
っ
て
走
り
ま
す
が
、
シ
ビ
、
カ
ツ
ヲ
、
サ
ワ
ラ
、
カ
ン
パ
チ
（
ワ
イ

チ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
）
等
を
釣
っ
て
、
直
ぐ
刺
身
に
し
た
り
、
煮
付
け
に
し
た
り
、
又

一
夜
塩
に
し
た
り
、
干
物
に
し
た
り
し
ま
す
。
併
し
、
冬
の
時
期
に
は
釣
れ
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
魚
の
多
い
所
で
す
の
で
、
船
一
隻
（
七
人
）
の
食
べ
る

位
は
釣
れ
ま
す
。
あ
ま
り
釣
れ
す
ぎ
て
困
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
ん
な
時
は
針
を

投
げ
ず
に
走
り
ま
す
。

餌
づ
り
は
ク
リ
ー
ク
へ
、
上
げ
潮
に
釣
り
に
行
き
ま
す
と
、
ス
ズ
キ
、
ボ
ラ
等

が
よ
く
釣
れ
ま
す
。
船
で
の
餌
づ
り
は
何
時
で
も
チ
ヌ
、
ク
エ
、
ア
ジ
、
チ
ャ
イ

ナ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
、
グ
イ
グ
イ
な
ど
、
夕
食
等
に
間
に
合
わ
せ
て
、
わ
け
な
く
釣

れ
ま
す
。
私
達
の
時
代
は
、
テ
グ
ス
等
は
ま
だ
で
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
ワ
イ
ヤ

ー
の
細
い
の
を
つ
け
て
釣
り
ま
し
た
が
、
良
く
釣
れ
ま
し
た
。（
人
造
テ
グ
ス
だ

っ
た
ら
、
面
白
く
釣
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。） 

We go to catch mullet with a seine net when the tide is right. When a large 

school of fish come, we catch them with a net and gradually pull the net to 

the dinghy to haul them in. When we are lucky, a large school of mullet is 

caught and one catch can fill half a dinghy.   

We use the No 6 net and the pulling ropes are thick and always well 

maintained.  

Semi-permanent fish net setting. White people catch fish in this way. 

When a lugger sails, we throw in lures, which are called "ken-ken". 

When we catch tuna, bonito, Spanish mackerel, and amberjack, 

we slice them into sashimi, cook them with soy sauce, and salt 

them to dry overnight. Sometimes, we cannot fish much during 

the winter. As there are plenty of fish in the area, enough fish for 

the boat crew (seven men) can be caught. There are times that 

we catch too many. Then we sail without throwing lures in.   

We go to a creek for bait fishing.  When the tide is coming in, we 

can catch plenty of barramundi and mullet. It is easy to catch 

various fish for dinner with baits from the boat, such as black sea 

bream, rock cod, trevally, chinafish and fourstriped grunter that 

the Japanese call gui-gui. We did not have fishing gut then, so we 

used thin wire instead. It was easy to catch many fish.  (It must 

be fun to use artificial fishing gut.) 

３６

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ 

A B 

C 

D E 

A B C D E 

D 

A 

B 

C 

D 

E 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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メ
ビ
ー
号
（
昔
の
ハ
ン
ド
ル
ポ
ン
プ
の
船
を
大
き
く
し
て
、
日
本
製
の
イ

ン
ジ
ン
を
据
え
た
新
造
船
）
で
、
名
義
は
東
（
船
医
）
、
丸
山
（
イ
ン
ジ

ネ
ア
ー
）、
と
藤
田
（
船
長
）
三
人
で
、
日
本
人
（
便
乗
者
）
二
人
、
南

洋
人
十
名
位
を
乗
せ
て
、
海
図
も
な
い
の
に
見
当
で
南
洋
へ
渡
り
、
タ
ネ

ン
バ
ル(

タ
ニ
ン
バ
ル
）
の
島
に
到
着
。
乗
せ
て
い
た
日
本
人
と
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
（
タ
ネ
ン
バ
ル
）
人
を
揚
げ
て
、
又
タ
ネ
ン
バ
ル
人
を
十
四
、
五

名
僱
っ
て
、
四
，
五
日
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
渡
り
、
天
候
が
悪
い

の
で
、
島
へ
四
，
五
日
お
っ
て
、
ポ
ー
ト
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
帰
り
ま
し
た
。

そ
の
時
、
親
方
（
村
松
さ
ん
）
は
賞
与
と
し
て
月
給
一
ケ
月
分
（
一
〇
ポ

ン
ド
）
を
私
に
く
れ
ま
し
た
。
連
れ
て
帰
っ
た
タ
ネ
ン
バ
ル
人
は
汽
船
で

コ
ー
サ
ッ
ク
へ
送
り
ま
し
た
（
赤
線
の
處
で
す
）。 

① ウェワク（Wewak）

② ニューギニア（New Guinea）

③ 木曜島（Thursday Is） 

④ 800 マイル(800 nautical miles)

⑤ カーペンタリア湾
（Gulf of Carpentaria） 

⑥ ポートダーウィン（Port Darwin） 

⑦ ブルーム（Broome） 

⑧ ポートヘッドランド
（Port Headland）

⑨ コーセキ（Cossack）

① 
② 

③⑥

⑦ 

⑧ 

④ 

⑨ ⑤ 

A 

B 

A 

B 

末
尾
の
図
面
は
こ
の
区
間
で
す
。

３７ 

タ
ニ
ン
バ
ル
諸
島 

A boat called Mavie was a newly built boat larger than an old handle pump boat, 

with a Japanese type of engine, and operated by three Japanese: Mr Higashi (ship’s 

doctor), Mr Maruyama (engineer) and myself (captain). Three of us with two 

Japanese passengers and about ten people from the South Sea headed to the South 

Sea without any charts. We reached Tanimbar Island where two Japanese and 

Indonesians from the island got off the boat. We hired about 14 to 15 islanders and 

reached Australia in four to five days. Since the weather was not good, we stayed on 

the island for four to five days and returned to Port Darwin. Our boss (Mr 

Muramatsu) gave me one month wage (ten pounds) as a bonus. The Tanimbar 

Islanders who travelled with us were sent to Cossack (written in red line) by a steam 

ship. 

The end map indicates this part. 

A 

B 

Tanimbar Is 

Thursday Is 
Port Darwin 

Broome 

Cossack 

Wewak 

Arafura Sea, Timor Sea & Indian Ocean 
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Pearl Shell Fishing Ground from Cossack to Onslow 

３８

コ
サ
ッ
ク
か
ら
エ
ク
ス
マ
ウ
ス
湾
ま
で
の
操
業
航
路 

①②

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

N 

① South Is
Middle Is
North Is

② Weld Is

③ Barrow Is 

④ Montebello Is

⑤ North Sandy Is

⑥ Angle Is
Long Is
Round Is
Sholl Is

⑦ Fortescue creek 

⑧ Mardi Is

⑨ Steamboat Is 

⑩ North West Cape

Dampier Archipelago 

Barrow Is. 

Montebello Is. 

Cape Preston 

Cossack 

Onslow 

Pilbara 

⑩ 

North West Cape 
Onslow 
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３９

村
松
次
郎
商
店 

村
松
次
郎
商
店
（
コ
サ
ッ
ク
市

藤
田
健
児
在
留
当
地
の
想
い
出
）

イ
デ
タ
19
号
、
ダ
ル
シ
ー
22
号
、
ク
レ
ビ
ー
８
号
、
メ
ビ

ー
７
号
、
グ
レ
シ
ー
28
号
、
ル
ビ
ー
号
21
号
、
コ
ト
ロ
ッ

プ
23
号
、
リ
デ
ア
５
号
（
ミ
ス
テ
、
マ
カ
イ
の
預
り
船
）
、 

ノ
ー
ザ
ム
、
ス
ワ
ロ
ー
。

昔
は
錨
を
や
っ
て
働
き
、
ダ
イ
バ
ー
が
歩
い
て
貝
を
拾
っ

た
が
、
私
が
行
っ
た
こ
の
頃
か
ら
引
っ
張
り
が
始
ま
っ
た
。 

村
松
の
預
り
船
（
白
人
が
預
け
た
）

マ
ー
ス
20

ジ
ョ
ロ
ン
型

小
さ
い
船

ブ
ロ
ー
ム
か
ら
来
た
船
で
、
テ
ン
ダ
、
ダ
イ
バ
ー
二
人
共

四
十
才
位
。
貝
は
あ
ま
り
取
れ
な
い
。

（
私
の
言
っ
た
頃
は
十
ト
ン
取
れ
ば
、
一
流
ダ
イ
バ
ー
、

平
均
七
ト
ン
。
帰
る
頃
は
、
十
ト
ン
以
下
は
駄
目
だ
っ
た
。

働
き
方
が
ち
が
う
。

カ
ゴ
ボ
ー
ト
（
通
い
船
で
五
十
ト
ン
位
。
村
松
か
ら
食
糧

を
積
ん
で
来
て
、
貝
を
持
っ
て
帰
る
。
） 

●
チ
ャ
ー
リ
ー
（
日
本
人
だ
が
。
こ
う
呼
ん
で
い
た
）、
●

漁
野
太
郎
太
夫
、
●
東
彦
五
郎
、
●
和
智
永
治
、
●
セ
ー

ル
メ
ー
カ
ー

一
人
（
自
由
渡
航
）

岡
本(

自
由
渡
航)

、
浜
兵
蔵(

自
由
渡
航) 

船
大
工
（
●
谷
七
蔵
、
芝
音
松
、
東
菊
一
、
●
角
太
一
郎
） 

●
印
は
死
亡
し
た
人
（
昭
和
五
十
九
年
マ
デ
）

●
東
孫
太
郎

●
木
本
栄
五
郎

奥

実
蔵

●
髙
田
亮
蔵

●
辻
増
太
郎

西
萩
三
之
助

和
田
勇
作

飯
森
忠
男

渡
瀬
栄
五
郎

山
本
春
治

和
田
和
夫

五
味
音
松

塩
見

和
田
弘
一
さ
ん
の
時
は
十
ト
ン
取
っ
て
、
特
別
賞
与
が
あ
っ
た
位
だ
。
イ
デ

タ
改
造
後
イ
ン
ジ
ン
ボ
ー
ト
と
な
る
（
テ
ン
ダ
新
平
。
ブ
ル
ー
ム
式
で
長
く

流
す
た
め
、
あ
ま
り
貝
採
れ
ず
。
フ
ァ
ー
ス
ダ
イ
バ
ー
（
忘
れ
て
思
い
出
せ

な
い
）、
セ
ケ
ン
ダ
イ
バ
ー
（
藤
田
健
児
）
は
翌
年
ハ
ン
ポ
ン
プ
（
コ
ト
ロ
ッ

プ
）
に
乗
る
。
ハ
ン
ポ
ン
プ
で
二
年
十
二
、
三
ト
ン
ず
つ
取
っ
た
。
イ
デ
タ

翌
年
か
ら
は
飯
森
忠
男
が
乗
る
。
ク
レ
ビ
ー
の
ダ
イ
バ
ー
（
不
明
）。
丸
山
（
リ

デ
ア
の
ダ
イ
バ
ー
、
九
州
）、
本
田
（
メ
ビ
ー
の
ダ
イ
バ
ー
、
九
州
）

在
ブ
ル
ー
ム
市

(

東)

自
由
渡
船
（
池
の
山
の
人
）

ブ
ロ
ー
ム
の
大
暴
風
雨
の
時
ブ
ロ
ー
ム
で
七
十
人
位
死
ん
だ
そ
う
だ
が
、
コ

ー
セ
キ
は
曇
っ
て
い
て
、
割
合
に
静
か
だ
っ
た
。
私
は
西
濠
州
の
暴
風
雨
の

時
は
北
に
居
り
、
北
濠
州
の
暴
風
雨
の
時
は
西
濠
州
に
居
り
、
助
か
っ
た
。

前
佐
五
郎

和
田
泰
蔵

柳
瀬
益
己

立
畑
熊
二
郎

宮
本
（
ツ
ル
川
）

佐
々
木
輝
治 和

田
弘
一

●
坂
辰
二
郎

●
神
竹
正
次

和
田

勇

●
丸
山
秋
之
助

●
飯
森

進

●
岩
本
栄
治

藤
田
正
一

田
並
栄
三
郎

丸
山
彌
代

●
藤
田
正
治

●
宮
本
力
松

漁
野
幹
太

●
瀬
上
貫
一

藤
田
健
児

●
根
木
重
治

上
根
士
郎

●
名
引
清
五
郎

●
洞
地
安
次
郎

●
南

吾
一

庄
司
源
衛
門

●
寺
本
春
治

藤
田
清
治

前
田

薫

●
須
賀
喜
一
郎

●
西
萩
文
太

●
西
萩
房
夫

●
萩
中
栄
吉

佐
藤
安
太
郎

●
滝
口

常

●
田
中
作
一

●
加
藤
文
男

●
庄
司
富
平

大
和
一
郎

和
田

文

滝
口
円
治

小
山
房
夫

上
根

清

中
道
辰
一

渡
瀬
芳
夫

根
木
庄
三
郎

仲

正
一

清
水
寅
吉

前
林
之
助

岸
佐
太
郎

藤
田
孫
一

太
地
秋
夫

下
憲
太
郎
（
シ
ケ
で
死
す
）

奥

充
二

夏
目
万
太
郎
（
オ
ン
ス
ロ
ー
の
社
）
で
ヘ
ッ
ド
ダ
イ
バ
ー
を
し
て
い
た
。
子
供
は
オ
ン
ス
ロ
ー
の
社
に
来
て
い
た
。 

A 

B 

C 
D 

E 

F G 

A 

B 

C 

D E F 

G 
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南
洋
の
海
で
よ
く
出
会
う
こ
と
だ
が
、
遠
く
か
ら
見
る
と
波
が
立
っ
て
い
る
の
で
浅
瀬
か
リ
ー
フ
か
と
思
っ
て
近
づ
く

と
、
マ
グ
ロ
や
カ
ツ
オ
の
群
れ
で
（
日
本
の
漁
師
は
ナ
ム
ラ
と
言
う
）
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
い
う
所
に
出
会
っ
た
ら
、

魚
は
い
く
ら
で
も
釣
れ
る
。
又
、
ダ
イ
バ
ー
に
つ
い
た
魚
で
も
、
ケ
ン
ケ
ン
と
い
う
疑
似
針
で
シ
ャ
ビ
け
ば
、
い
く
ら
で

も
釣
れ
ま
す
が
、
あ
ま
り
釣
っ
て
も
仕
様
が
な
い
時
は
針
で
口
を
切
っ
て
は
な
せ
ば
、
皆
何
処
か
へ
ゆ
き
ま
す
。

十
月
中
頃
か
ら
は
海
も
濁
り
、
あ
ま
り
貝
も
と
れ
な
い
の
で
、
あ
ち
ら
の
島
陰
こ
ち
ら
の
島
陰
と
風
を
よ
け
て
投
錨
し
、

亀
か
え
し
（
夜
番
を
し
て
、
ベ
ッ
コ
ウ
亀
を
捕
ま
え
る
）
し
て
、
ベ
ッ
コ
ウ
で
い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
造
っ
て
、
日
本
に
帰

る
と
き
の
土
産
に
し
ま
す
。

十
二
月
十
日
頃
（
早
い
事
も
あ
り
、
遅
い
事
も
あ
る
、
と
に
か
く
大
潮
の
時
）
皆
の
船
が
そ
ろ
っ
て
久
し
振
り
に
コ
ー
セ

キ
の
港
に
入
り
ま
す
。
そ
し
て
貝
を
揚
げ
、
ダ
イ
バ
ー
の
荷
物
を
ダ
イ
バ
ー
の
宿
に
揚
げ
て
、
そ
れ
か
ら
テ
ン
ダ
ー
、
ク

ロ
ー
の
荷
物
も
揚
げ
て
、
キ
ャ
ン
プ
生
活
に
移
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
各
々
の
テ
ン
ダ
ー
の
指
図
で
、
潜
水
用
具
（
ポ
ン
プ
、

パ
イ
プ
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
、
カ
ス
レ
ッ
ト
、
ド
レ
ス
、
靴
等
）
船
の
道
具
一
切
を
陸
に
揚
げ
て
、
船
の
中
の
害
虫
を
殺
す
た

め
船
を
沈
め
ま
す
。
流
れ
る
も
の
は
す
べ
て
釘
付
け
に
し
て
お
き
ま
す
。
二
潮
位
水
漬
け
に
し
て
か
ら
、
船
を
浮
き
上
が

ら
せ
て
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
辺
り
の
船
の
引
き
付
け
場
所
に
乗
り
入
れ
て
、
土
俵
で
船
が
傾
か
な
い
よ
う
に
し
て
、
錨
を

や
り
、
動
か
な
い
よ
う
に
し
て
、
来
年
の
仕
事
に
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
し
て
、
正
月
を
迎
え
ま
す
。
乗
組
み
が
決
ま
っ

た
ら
、
テ
ン
ダ
ー
の
指
図
で
船
を
修
理
し
た
り
、
帆
、
ロ
ー
プ
そ
の
他
の
修
理
を
毎
日
毎
日
行
い
ま
す
（
日
曜
日
は
休
み
）。

十
ケ
月
ぶ
り
の
陸
上
生
活
で
す
か
ら
、
皆
う
れ
し
く
て
楽
し
く
作
業
を
し
ま
す
。

陸
で
は
蠅
が
多
く
て
困
る
の
で
、
家
の
入
口
は
ど
こ
の
家
も
二
重
ド
ア
ー
に
し
て
い
ま
す
。
大
正
時
代
（
初
期
）
は
、
ダ

イ
バ
ー
は
錨
を
や
っ
て
貝
を
採
っ
て
い
た
ら
し
い
が
、
私
が
行
っ
た
二
、
三
年
前
か
ら
ヒ
ッ
パ
リ
と
い
っ
て
、
船
で
場
所

を
引
張
り
廻
し
貝
を
採
る
よ
う
に
な
り
、
一
段
と
貝
は
よ
く
採
れ
た
。
東
孫
太
郎
さ
ん
や
和
田
弘
一
さ
ん
が
ダ
イ
バ
ー
に

な
り
、
十
頓
近
く
と
り
、
金
縁
時
計
や
金
を
賞
与
に
も
ら
っ
た
が
、
そ
の
頃
か
ら
十
ト
ン
以
下
で
は
あ
ま
り
良
い
ダ
イ
バ

ー
で
な
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
の
帰
る
頃
は
ド
レ
ス
を
着
ず
、
ハ
ダ
カ
潜
り
と
い
っ
て
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
、
カ

ス
レ
ッ
ト
だ
け
で
潜
る
人
も
あ
っ
た
。
ド
レ
ス
を
着
な
い
と
動
き
や
す
か
っ
た
か
ら
（
併
し
、
身
体
の
た
め
に
良
く
な
い
）。  

村
松
商
店
で
明
神
の
人
が
多
い
の
は
木
本
さ
ん
が
居
た
た
め
と
、
和
田
弘
一
さ
ん
は
じ
め
、
皆
が
良
く
働
き
、
又
日
本
へ

送
金
し
た
か
ら
で
す
。
村
松
さ
ん
は
日
本
へ
送
金
す
る
金
は
直
ぐ
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
村
松
さ
ん
は
濠
州
生
ま
れ
の
日

系
人
で
白
人
間
で
も
信
用
が
あ
り
、
人
徳
の
あ
る
人
で
し
た
。
奥
さ
ん
と
女
の
御
子
さ
ん
一
人
あ
り
ま
し
た
が
、
戦
争
後

は
ど
う
な
っ
て
い
る
こ
と
や
ら
（
村
松
さ
ん
は
亡
く
な
ら
れ
た
そ
う
で
す
）。 

４０

真
珠
貝
採
取
の
回
想 

A A 
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When we see waves breaking from a distance, which are often seen in the sea of the 

South Seas, we wonder if there is a shallow or a reef there, however, as we get close to 

it, we often find out that it is a large school of tuna or bonito (Japanese fishermen call 

it “Namura”), which is often the case. We can catch the fish as many fish as we like 

when we come across such a place. In addition, we can catch a plenty of fish around 

the divers by floating lures; this fishing method is called “Ken Ken” When we catch too 

many fish, we release them by cutting their mouth with a lure, and then they go 

somewhere.  

Because the sea becomes muddy from the middle of October and not many pearl shells 

are caught, we anchor our ship in the lee of an island to avoid winds and do “kame-

kaeshi” (to catch Hawksbill turtles during the night watch) and we make various things 

with tortoiseshells and bring them as souvenirs when we return to Japan.  

On around 10 December (the date may be earlier or later, anyway, at the time of the 

spring tide) all the ships return to the port of Cossack together after a long absence. 

And we unload the pearl shells and the baggage of the divers to their accommodation, 

then the baggage of the tenders and crews were unloaded, then tenders and crews 

started camping.  Under the direction of each tender, we remove all the diving gear 

(pumps, pipes, helmets, corselets, dresses, shoes and so on) and the equipment of the 

ships to the land, and sink the ships to kill the pest in them. All the things that might 

wash away are nailed down. We let the ships soak in the water for the duration of the 

two tides, then let the sunken ships float off and move them to the mangroves’ shore, 

anchoring them with sand-bags in order that they do not  lean nor move. By doing so, 

we are able to welcome the New Year without being concerned about the next pearl 

shell fishing season. As soon as crew members are chosen, we start repairing our ships 

including sails, ropes and so on under the

A 

including sails, ropes and so on under the direction of our tender every day (we take 

a rest on Sundays). Because it is for the first time in ten months to live ashore, 

everybody works happily.  

As there are many flies on the land, which irritate us so much, every house has a 

double-door-entrance. It is said that the divers used to cast anchor and collect pearl 

shells in the early days of the Taisho period, then, two or three years earlier than my 

arrival, they adopted a new way in which they would collect pearl shells by being 

pulled along by ship, which was called “Hippari”, and this produced the better results 

for the pearl shell fishing. Mr Magotaro HIGASHI and Mr Koichi WADA became divers 

and were given gold-rimmed watches and money as bonuses when they collected 

nearly 10 tons of pearl shells, but, around that time, it came to be said that divers who 

collected less than 10 tons of pearl shells were not good enough. The time when I 

returned to Japan, divers came to be said that dives without wearing a diving dress, 

which was called “a naked diving”, only wearing a helmet and a corselet. They did this 

because it was easier to move without wearing the dress (it was not good for their 

health though). Many people from Myojin 1  were working at Muramatsu Store 

because Mr Kimoto was there and Mr Koichi WADA and others worked so hard that 

they could send money to Japan. Mr Muramatsu made remittances to Japan 

immediately when we asked him to do so.  Mr Muramatsu was an Australia-born 

Japanese who also had credit with the white people and was a person with virtue. He 

had a wife and a daughter; I wonder what happened to them after the war (I heard 

Mr Muramatsu had died). 

１ 「明神」, a village in Wakayama Prefecture 
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藤
田
健
児
の
コ
サ
ッ
ク
回
想
記
（
１
） 

序

こ
の
記
録
は
四
十
五
年
前
の
話
で
、
今
は
鉄
の
輸
出
で
新
し
い
町
が
出
来
て
い
る
（
高
校
の
地
図
も
か
わ
っ
て

い
た
）
。
こ
の
記
録
は
大
ざ
っ
ぱ
な
記
録
だ
が
、
家
の
者
は
こ
ん
な
事
に
は
何
も
興
味
は
な
い
ら
し
い
の
で
見
せ
て

は
い
な
い
が
、
私
達
外
国
で
永
い
間
働
い
た
も
の
に
取
っ
て
は
貴
重
な
憶
い
出
が
あ
る
。
一
緒
に
渡
航
し
た
五

人
の
う
ち
、
私
だ
け
が
残
っ
て
い
る
が
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
誰
か
い
て
、
話
を
た
し
か
め
た
い
も
の
だ
。 

（コ
サ
ッ
ク
市
を
日
本
人
は
コ
ー
セ
キ
と
い
っ
て
い
る
） 

潮
風
と
共
に

青
年
時
代

久
し
振
り
に
串
本
に
出
て
、
桟
橋
で
潮
風
に
吹
か
れ
て
海
を
眺
め
て
い
る
と
、
懐
か
し
い
濠

州
の
生
活
が
瞼
（
ま
ぶ
た
）
に
浮
ん
で
来
る
。
十
七
歳
の
頃
病
気
（
２
）
で
三
、
四
回
那
智
丸
に
乗
っ
て
京
都
の
大

学
病
院
へ
治
療
を
受
け
に
行
っ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
船
に
乗
っ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
だ
っ
た
。
当
時
に
若
い
者

は
尋
常
高
等
小
学
校
を
卒
業
す
る
と
、
総
体
に
山
林
業
の
仕
事
に
就
き
、
丸
太
切
り
や
下
草
刈
り
等
の
仕

事
を
し
て
い
た
が
、
私
は
病
身
の
為
仕
事
も
あ
ま
り
出
来
ず
、
徴
兵
検
査
も
免
除
と
な
り
、
そ
の
後
は
幾
分

健
康
を
取
り
戻
し
て
い
た
が
、
各
部
落
ご
と
に
青
年
会
が
あ
り
、
各
部
落
が
集
っ
て
村
青
年
会
と
な
り
、
郡

青
年
会
も
あ
っ
た
が
、
私
達
は
郡
青
年
会
第
二
部
で
、
年
に
一
回
あ
る
い
は
二
回
郡
青
年
大
会
が
あ
り
、
出

席
し
な
い
と
過
怠
金
を
取
ら
れ
た
。
明
神
青
年
会
に
は
山
口
義
太
郎
さ
ん
、
浜
静
さ
ん
等
徒
走
競
争
で
優

秀
な
人
が
あ
り
、
応
援
は
大
騒
ぎ
で
夜
の
明
け
ぬ
内
に
家
を
出
る
よ
う
な
騒
ぎ
で
、
郡
大
会
に
行
く
の
が
楽

し
み
だ
っ
た
。
各
字
（
あ
ざ
）
の
青
年
会
は
十
七
才
か
ら
三
十
才
ま
で
、
入
会
し
た
時
は
末
座
に
座
っ
て
、
い
ろ

い
ろ
と
用
事
聞
き
を
し
て
い
た
。 

当
時
二
十
歳
前
後
の
男
の
賃
銀
は
力
量
の
あ
る
も
の
は
日
当
三
十
八
銭
、
普
通
の
者
で
三
十
銭
前
後
だ

っ
た
。
若
い
者
が
十
五
名
も
二
十
名
も
一
緒
に
働
き
に
ゆ
き
、
半
年
で
私
は
二
百
五
十
円
も
ら
っ
て
帰
る
と
、

父
母
は
大
そ
う
喜
ん
で
、
ま
ず
神
様
に
供
え
よ
と
申
さ
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
三
年
近
く
病
気
で
遊
ん
で

い
た
の
で
、
父
母
も
私
が
健
康
に
な
っ
た
の
を
非
常
に
喜
ん
で
、
神
様
に
御
礼
を
申
す
よ
う
に
と
の
事
で
あ
っ

た
と
思
う
。 

当
時
ま
ん
じ
ゅ
う
は
一
個
二
銭
で
大
き
か
っ
た
。
五
厘
の
菓
子
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
（
米
は
一
升
二
十
五

銭
）
。
こ
ん
な
時
、
村
の
収
入
役
の
木
本
吉
太
郎
さ
ん
が
来
て
、
「
ど
う
だ
、
外
国
へ
働
き
に
行
っ
て
み
る
気
は

な
い
か
」
と
い
は
れ
、
折
よ
く
根
木
、
飯
森
、
瀬
上
、
滝
口
の
四
人
が
行
か
れ
る
と
い
う
の
で
、
私
も
決
心
し
て

渡
航
す
る
事
に
決
め
た
。
雇
主
は
日
本
人
で
村
松
次
郎
と
い
う
人
で
、
現
地
で
真
珠
貝
採
取
業
を
営
み
、

商
店
も
経
営
し
、
白
人
の
社
会
で
も
信
用
の
あ
る
人
で
あ
る
と
の
事
だ
っ
た
。
な
お
、
木
本
吉
太
郎
さ
ん
の
弟

栄
五
郎
（
後
の
明
神
収
入
役
）
さ
ん
も
テ
ン
ダ
ー
と
し
て
、
同
会
社
に
お
ら
れ
、
和
田
弘
一
さ
ん
が
テ
ン
ダ
ー

と
し
て
働
い
て
お
ら
れ
る
の
で
、
新
し
く
渡
航
す
る
私
達
も
安
心
し
て
ゆ
く
事
が
で
き
た
わ
け
で
、
全
然
未

知
の
土
地
へ
行
く
と
い
う
気
が
し
な
か
っ
た
。 
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串
本
・
神
戸
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

串
本
よ
り
紀
州
航
路
の
那
智
丸
（
約
一
〇
〇
〇
ト
ン
）
に
乗
り
、
大
阪
に
向

っ
て
出
発
し
た
の
だ
が
、
日
時
、
時
間
は
は
っ
き
り
覚
え
て
い
な
い
。
こ
の
航
路
は
ど
う
い
う
わ
け
か
、
丁
度
波
の

荒
い
潮
岬
を
通
る
時
に
客
に
昼
食
を
出
す
の
で
、
皆
船
酔
い
し
て
い
る
の
で
、
昼
食
は
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
、
私

達
五
人
が
相
談
し
て
今
日
は
う
ん
と
食
べ
て
船
員
を
困
ら
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
事
に
な
り
、
他
の
お
客
さ
ん

の
分
ま
で
平
ら
げ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
お
か
わ
り
だ
、
お
か
わ
り
だ
と
言
っ
た
の
で
、
船
員
に
「
え
え
か
げ
ん

に
し
な
さ
い
」
と
い
っ
て
、
叱
ら
れ
た
。 

夜
大
阪
の
天
保
山
に
到
着
、
瀬
上
君
が
都
会
の
生
活
に
な
れ
て
、
よ
く
何
も
か
も
知
っ
て
お
る
の
で
、
瀬

上
君
の
指
図
通
り
に
し
て
神
戸
に
つ
い
た
が
、
神
戸
館
（
３
）
に
迎
え
に
来
て
く
れ
る
よ
う
電
話
を
か
け
た
の
に
、

か
け
方
が
わ
か
ら
ず
、
電
話
機
を
な
ぐ
っ
た
り
ど
や
し
た
り
し
て
困
っ
て
い
る
と
、
順
番
を
ま
っ
て
い
た
人
が
、

「
そ
ん
な
事
を
し
た
ら
、
電
話
を
こ
わ
し
て
し
ま
い
ま
す
よ
、
何
処
へ
電
話
す
る
ん
で
す
か
」
と
い
う
て
、
結
局

そ
の
人
に
頼
ん
で
神
戸
館
へ
電
話
し
て
も
ら
い
、
神
戸
館
か
ら
迎
え
に
来
て
く
れ
た
が
、
そ
の
時
は
電
話
す
る

時
金
を
入
れ
な
か
っ
た
の
で
通
じ
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
瀬
上
君
も
そ
の
こ
と
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
、

あ
と
で
皆
大
笑
い
し
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
神
戸
で
服
装
を
詰
エ
リ
の
服
（
４
）
に
着
か
え
て
、
当
時
は
学
校
の
先
生
様
で
も
詰
エ
リ
の
服
を
き

て
い
る
時
代
だ
か
ら
、
私
達
は
悠
々
と
街
を
歩
い
た
。
い
よ
い
よ
出
発
で
、
多
分
ブ
ラ
ジ
ル
丸
（
九
五
〇
〇
ト
ン
）

に
乗
り
、
途
中
上
海
に
寄
り
、
揚
子
江
の
広
さ
に
び
っ
く
り
し
た
が
、
上
海
の
支
那
人
が
船
へ
栗
を
売
り
に

来
た
の
で
栗
を
買
っ
た
が
、
一
番
先
に
買
う
と
山
盛
り
で
、
だ
ん
だ
ん
少
し
に
な
っ
て
ゆ
く
の
が
面
白
か
っ
た
。

ま
た
、
サ
ン
パ
ツ
屋
も
来
て
耳
も
き
れ
い
に
掃
除
し
て
く
れ
た
が
、
大
き
い
刀
の
よ
う
な
刃
も
の
を
上
手
に
使
っ

て
い
た
。 

上
海
か
ら
一
人
の
支
那
人
と
一
緒
に
な
っ
た
が
、
無
論
言
葉
は
通
じ
な
い
の
で
一
つ
一
つ
漢
字
で
紙
に
書
き

ま
し
た
が
、
和
製
漢
語
で
も
意
味
は
通
じ
ま
し
た
。
彼
の
筆
談
に
依
る
と
、
彼
は
外
務
省
の
役
人
で
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
行
く
ん
だ
と
の
こ
と
、
見
た
目
で
は
非
常
に
お
と
な
し
い
真
面
目
そ
う
な
人
だ
っ
た
。
私
達
は
彼
を

信
頼
し
て
い
た
が
、
香
港
に
つ
い
た
時
、
彼
は
上
陸
す
る
の
だ
が
一
緒
に
ゆ
か
な
い
か
と
い
う
の
で
、
皆
彼
に
つ
い

て
上
陸
し
、
店
舗
な
ど
で
売
っ
て
い
る
品
物
を
み
て
、
こ
れ
は
何
程
だ
と
か
、
こ
れ
は
い
く
ら
だ
と
か
教
え
て
く

れ
た
が
、
彼
は
「
用
事
で
一
寸
出
掛
け
て
く
る
か
ら
、
何
時
に
は
必
ず
こ
こ
へ
帰
る
か
ら
、
こ
の
ベ
ン
チ
で
ま
っ
て

い
て
く
れ
」
と
言
う
の
で
、
私
達
は
そ
の
ベ
ン
チ
で
待
っ
て
い
た
。
す
る
と
、
大
き
な
印
度
人
風
の
巡
査
が
き
て
、

こ
の
ベ
ン
チ
は
婦
人
用
だ
か
ら
、
こ
ち
ら
の
ベ
ン
チ
へ
か
わ
り
な
さ
い
と
し
ぐ
さ
で
、
私
達
は
す
ぐ
か
わ
っ
た
が
、

香
港
は
漢
字
が
通
用
す
る
の
で
有
難
か
っ
た
（
何
処
に
で
も
漢
字
で
書
い
て
い
る
）
。 

心
配
し
て
い
た
支
那
人
も
丁
度
時
間
に
や
っ
て
き
て
ホ
ッ
と
し
た
が
、
ハ
シ
ケ
で
船
へ
か
え
っ
た
。
か
の
支
那

人
と
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
別
れ
た
が
、
本
当
に
親
切
で
あ
っ
た
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
さ
つ
ま
や
旅
館
に
落
付
い
た

が
、
三
階
建
て
の
立
派
な
建
物
で
、
主
人
は
潮
崎
の
人
で
、
支
那
人
等
を
多
く
使
っ
て
い
た
。
主
人
も
奥
さ
ん

も
良
い
人
で
、
君
達
は
働
き
に
行
く
ん
だ
か
ら
、
身
体
に
注
意
し
な
く
て
は
と
い
ろ
い
ろ
親
切
に
注
意
し
て
く

れ
た
が
、
あ
ま
り
暑
い
の
で
、
三
階
か
ら
細
い
ヒ
モ
で
氷
を
つ
っ
て
内
緒
で
食
べ
て
い
て
、
奥
さ
ん
に
叱
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
思
い
出
話
と
な
っ
た
。
神
戸
で
は
、
洞
尾
（う
つ
お
）（
５
）
の
渡
瀬
好
夫
外
一
名
と
同
宿
と
な
っ
た

が
、
彼
等
は
濠
州
の
ブ
ル
ー
ム
へ
行
く
と
の
こ
と
で
賑
か
に
な
っ
た
が
、
好
夫
は
年
が
若
い
の
で
何
で
も
珍
し
い
も

の
が
あ
れ
ば
す
ぐ
買
っ
て
食
べ
る
の
で
、
そ
れ
が
心
配
で
あ
っ
た
。 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
コ
サ
ッ
ク
へ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
さ
つ
ま
や
旅
館
に
し
ば
ら
く
居
り
、
い
よ
い
よ
外
国
船
に
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乗
り
濠
州
へ
出
発
す
る
。
そ
の
途
中
、
私
達
の
乗
用
車
が
電
車
と
衝
突
し
て
、
そ
の
電
車
が
ガ
ー
デ
ン
に
突

入
し
て
難
を
免
れ
た
が
、
タ
イ
ヤ
な
の
で
被
害
は
な
か
っ
た
が
、
運
転
手
は
時
間
が
な
い
と
い
う
の
で
サ
イ
ン
を

し
て
放
し
て
も
ら
っ
た
。 

濠
州
航
路
の
船
は
ジ
ャ
ワ
、
ス
マ
ト
ラ
と
過
ぎ
た
が
、
途
中
ブ
ル
ー
ム
へ
行
く
と
い
う
馬
来
人
等
も
乗
り
合

せ
、
元
ブ
ル
ー
ム
で
働
い
た
こ
と
も
あ
る
馬
来
人
等
も
い
て
、
片
言
の
日
本
語
で
「
小
さ
い
の
小
さ
い
の
」
と
言
っ

て
可
愛
が
っ
た
が
、
好
夫
は
調
子
に
の
っ
て
ま
す
ま
す
賑
か
に
な
っ
た
が
、
又
お
か
し
な
も
の
を
買
っ
て
食
べ
る
の

で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
。 

南
洋
で
は
、
船
が
港
に
入
る
と
、
カ
ヌ
ー
に
乗
っ
た
土
人
が
や
っ
て
き
て
、
銀
貨
を
投
げ
る
と
海
に
潜
っ
て
拾

っ
た
。
船
の
客
が
面
白
が
っ
て
銀
貨
を
投
げ
て
い
た
。
ま
た
柿
の
よ
う
な
果
物
を
買
っ
て
食
べ
て
み
た
が
、
し
ぶ

く
て
食
べ
ら
れ
ず
捨
て
た
が
、
あ
と
で
聞
い
た
話
で
は
マ
ン
ゴ
と
い
ふ
果
物
で
、
二
、
三
日
す
る
と
熟
し
て
く
る

の
で
、
甘
く
な
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
南
へ
走
る
と
、
北
濠
州
ウ
ィ
ン
ダ
ム
と
い
ふ
街
だ
が
、
港
と
い
っ

て
も
両
側
に
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
一
ぱ
い
茂
っ
た
ク
リ
ー
ク
で
、
潮
の
干
満
が
烈
し
い
の
で
、
汽
船
は
上
げ
潮
に
ゴ
ト

ン
ゴ
ト
ン
と
船
底
を
こ
す
り
な
が
ら
横
に
な
っ
た
り
、
縦
に
な
っ
た
り
し
な
が
ら
、
奥
の
方
の
ウ
ィ
ン
ダ
ム
に
着
く
。

こ
こ
は
牛
肉
の
た
く
さ
ん
取
れ
る
所
だ
が
、
缶
詰
に
し
て
、
ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト
で
も
澤
山
食
べ
て
い
る
と
の
事
だ
。

や
が
て
下
げ
潮
に
乗
っ
て
外
海
に
出
る
。 

や
が
て
長
い
長
い
桟
橋
の
先
に
あ
る
ブ
ル
ー
ム
の
船
着
場
に
つ
い
た
が
、
ブ
ル
ー
ム
の
街
は
桟
橋
か
ら
ず
う
と

奥
の
方
に
あ
り
、
船
は
干
潮
時
に
は
全
部
干
上
り
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
そ
こ
か
し
こ
に
ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト
の
マ
ス
ト

が
見
え
て
い
た
。
無
論
汽
船
も
干
潮
の
時
は
干
上
り
、
日
本
で
は
み
ら
れ
な
い
干
満
の
烈
し
さ
に
驚
い
た
が
、

満
潮
時
に
ブ
ル
ー
ム
を
出
た
が
、
台
風
が
ま
す
ま
す
烈
し
く
な
り
、
そ
れ
か
ら
汽
船
は
何
処
の
港
に
も
つ
か

ず
、
一
路
終
点
の
フ
リ
マ
ン
ト
ル
に
至
り
、
こ
の
港
で
別
の
船
に
乗
り
換
え
て
、
又
来
た
途
を
引
き
返
し
、
コ
サ

ッ
ク
の
港
に
着
い
た
が
、
途
中
の
船
で
は
、
デ
ッ
キ
の
上
の
ハ
ッ
チ
の
上
に
テ
ン
ト
を
敷
き
、
そ
の
上
に
寝
て
い
た
が
、

金
の
あ
る
人
達
は
皆
船
室
に
居
て
、
私
達
日
本
人
が
デ
ッ
キ
パ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
デ
ッ
キ
で
寝
て
い
る
の
が

珍
し
く
、
み
ん
な
が
眺
め
て
い
る
の
が
実
に
な
さ
け
な
く
、
白
人
達
や
支
那
人
た
ち
が
私
達
の
詰
エ
リ
姿
で
デ

ッ
キ
に
寝
て
い
る
の
が
よ
い
見
世
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
と
で
聞
い
た
話
で
は
、
今
後
は
日
本
人
は
デ
ッ
キ
パ
ッ

セ
ン
ジ
ャ
ー
に
乗
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
だ
。 

コ
サ
ッ
ク
で
の
船
上
生
活

操
業
船
の
メ
ン
バ
ー 

私
達
は
コ
サ
ッ
ク
近
く
の
桟
橋
（
６
）
に
降
り
、
小
さ
い
船
に
乗
り
、
コ
サ
ッ
ク
市
に
到
着

し
た
。
早
速
村
松
さ
ん
に
も
会
い
、
い
ろ
い
ろ
の
手
続
き
も
す
ん
で
、
皆
決
め
ら
れ
た
キ
ャ
ン
プ
に
落
付
い
た
。

も
う
ほ
と
ん
ど
の
船
（ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト
）
は
沖
に
出
て
お
り
、
皆
決
め
ら
れ
た
船
に
乗
る
こ
と
に
な
り
、
私
は
十

九
号
に
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
十
九
号
は
ア
ン
ト
リ
ハ
ー
バ
ー
に
行
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
和
田
弘
一
さ
ん

が
テ
ン
ダ
ー
（
ダ
イ
バ
ー
は
○
○
○
と
い
う
人
）
を
し
て
い
る
ク
レ
ビ
ー
（
Ｃ
．
８
）
に
便
乗
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。 

コ
サ
ッ
ク
市
は
、
昔
は
栄
え
た
街
だ
っ
た
そ
う
だ
が
、
今
は
さ
び
れ
た
街
で
（
７
）
、
村
松
商
店
は
相
当
大
き
な

店
で
何
で
も
売
っ
て
お
り
、
主
人
の
村
松
さ
ん
は
肥
っ
た
人
で
、
物
わ
か
り
の
良
い
人
で
、
白
人
間
で
も
相
当

信
用
あ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
あ
と
で
わ
か
っ
た
。
こ
の
奥
の
方
に
ロ
ー
バ
ン
と
い
ふ
町
が
あ
り
、
裁
判
所
や
郵

便
局
、
そ
れ
に
民
家
も
二
、
三
百
戸
あ
る
そ
う
だ
。
私
達
五
人
は
ロ
ー
バ
ン
に
行
か
ず
に
、
役
人
が
コ
サ
ッ
ク

市
に
出
張
し
て
サ
イ
ン
を
終
っ
た
。 
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同
行
し
た
五
人
は
そ
れ
ぞ
れ
決
め
ら
れ
た
船
に
割
当
て
ら
れ
て
、
別
れ
別
れ
に
な
っ
た
。
私
の
乗
っ
た
ク
レ

ビ
ー
は
昼
の
満
潮
時
に
出
港
し
て
、
そ
の
晩
は
フ
ラ
イ
ポ
ン
（
８
）
の
入
口
東
側
に
投
錨
し
た
。
そ
の
日
の
午
後
、

雷
雲
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
天
地
も
裂
け
る
よ
う
な
カ
ミ
ナ
リ
に
驚
い
た
。
翌
日
フ
ラ
イ
ポ
ン
を
通
り
、
他
の
船

の
集
っ
て
い
る
ア
ン
ト
リ
ハ
ー
バ
ー
に
到
着
し
、
私
は
ダ
イ
バ
ー
、
テ
ン
ダ
ー
に
御
礼
を
言
っ
て
、
こ
れ
か
ら
一
年
間

乗
る
船
の
イ
デ
タ
号
（
９
）
に
乗
り
替
え
た
。
イ
デ
タ
号
は
村
松
の
会
社
の
元
船
で
、
ボ
ー
ス
ン
和
智
永
治
（
ワ
チ

ナ
ガ 

オ
サ
ム
）
さ
ん
、
ダ
イ
バ
ー
辻
増
太
郎
さ
ん
、
テ
ン
ダ
ー
木
本
栄
五
郎
さ
ん
、
ク
ロ
ー
は
私
の
ほ
か
、
南
洋

土
人
四
名
、
計
八
名
の
乗
組
み
だ
っ
た
。 

ボ
ー
ス
ン
始
め
皆
さ
ん
が
歓
迎
し
て
く
れ
た
が
、
翌
日
か
ら
貝
拾
い
、
魚
取
り
、
亀
捕
り
と
毎
日
の
よ
う

に
忙
し
い
。
テ
ン
ダ
ー
の
木
本
さ
ん
は
一
雨
（
10
）
の
人
で
、
何
か
と
私
の
た
め
に
種
々
の
事
を
教
え
て
く
れ
た
。

土
人
の
四
名
は
片
言
の
日
本
語
で
話
し
か
け
て
く
れ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
こ
の
土
人
達
と
仲
よ
く
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
一
時
も
早
く
彼
等
の
言
葉
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ロ
ー
は
私
を
含
め
て
五
人

だ
が
、
コ
ッ
ク
は
一
週
間
交
代
で
パ
ン
の
こ
し
ら
え
方
、
飯
の
炊
き
方
も
習
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
毎

日
は
尻
の
皮
が
真
赤
に
な
る
程
ラ
イ
オ
ン
（
オ
ー
ル
の
こ
と
）
も
漕
が
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
、
毎
日
の
魚
取
り
が

楽
し
み
で
、
引
き
網
を
持
っ
て
魚
取
り
に
行
く
と
、
良
い
時
は
レ
ン
ゲ
（
テ
ン
マ
）（
11
）
に
半
分
位
も
獲
っ
て
帰
り
、

他
の
船
に
も
わ
け
て
上
げ
る
こ
と
が
度
々
だ
っ
た
。
又
砂
浜
に
は
ハ
マ
グ
リ
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
島
々
に
は
い
ろ

い
ろ
の
魚
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
何
と
い
ふ
良
い
国
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。 

操
業
法
の
革
新
と
採
貝
量

ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト
は
こ
の
頃
は
ま
だ
エ
ン
ジ
ン
ボ
ー
ト
は
一
隻
も
な
く
、
コ
サ
ッ

ク
す
べ
て
ハ
ン
パ
ン
プ
（
12
）
式
で
英
国
の
ヘ
ン
キ
ー
（
13
）
会
社
製
の
ポ
ン
プ
を
使
用
し
て
い
た
。
三
個
の
シ
リ
ン
ダ
ー

で
、
外
側
の
フ
ラ
イ
ホ
イ
ー
ル
の
大
き
な
の
が
二
個
つ
き
、
二
人
が
両
側
で
廻
す
仕
組
み
に
な
っ
て
、
惰
力
で
割

合
軽
く
回
る
が
、
十
尋
以
上
の
深
さ
に
な
る
と
、
相
当
重
い
。
ダ
イ
バ
ー
が
潜
る
時
、
綱
持
ち
の
テ
ン
ダ
ー
が
モ

ヤ
ー
（
14
）
と
合
図
し
、
そ
の
間
は
、
ク
ロ
ー
は
一
生
懸
命
早
く
ポ
ン
プ
を
回
し
、
海
底
に
つ
く
と
、
プ
ラ
ン
パ
ー
と

い
っ
て
、
そ
の
後
は
平
常
に
廻
す
が
、
こ
れ
が
一
番
え
ら
か
っ
た
。
船
は
帆
船
な
の
で
、
帆
で
操
り
な
が
ら
あ
ち

ら
こ
ち
ら
と
走
る
が
、
二
、
三
年
前
ま
で
は

一
々
錨
を
や
っ
て
、
そ
れ
か
ら
ダ
イ
バ
ー
が
潜
り
、

あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
歩
き
廻
っ
て
真
珠
貝
を
採
っ
て

い
た
そ
う
だ
（
15
）
が
、
私
達
の
行
っ
た
頃
は
、
ダ
イ

バ
ー
は
帆
船
に
ぶ
ら
下
が
り
、
帆
で
漕
い
で
も
ら

う
よ
う
に
な
り
（
16
）
、
ダ
イ
バ
ー
も
広
く
働
く
よ

う
に
な
り
楽
に
な
っ
た
が
、
そ
の
分
テ
ン
ダ
ー
が

忙
し
く
な
り
、
テ
ン
ダ
ー
が
腰
で
お
ら
え
、
貝
を

見
付
け
る
と
、
信
号
で
綱
を
緩
め
て
も
ら
い
、
貝

を
採
っ
た
ら
、
又
「
引
け
」
の
信
号
を
送
っ
て
、
テ

ン
ダ
ー
に
引
付
け
て
も
ら
っ
て
、
思
う
存
分
に
ダ

イ
バ
ー
が
働
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

ボ
ー
ス
ン
の
和
智
永
さ
ん
は
船
で
は
何
も
し

な
い
で
、
病
気
そ
の
他
の
用
事
の
時
は
通
訳
に
行

っ
て
く
れ
た
り
、
み
ん
な
の
船
の
世
話
を
し
て
く

アコヤ貝（右）とシロチョウガイ（左）
シロチョウガイは高級ボタンや装飾品の素材
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れ
る
佐
賀
県
人
で
士
族
だ
そ
う
な
。
私
を
大
変
可
愛
が
っ
て
、
舵
取
り
等
の
注
意
を
し
て
く
れ
た
。
ま
た
ダ

イ
バ
ー
の
辻
増
太
郎
さ
ん
は
三
重
県
長
浜
の
人
で
、
休
日
（
日
曜
日
）
に
は
一
緒
に
亀
を
さ
が
し
に
出
掛
け
、

大
が
い
の
休
日
に
は
連
れ
て
ゆ
か
れ
た
。
木
本
さ
ん
は
私
が
病
身
だ
っ
た
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
ダ
イ
バ
ー
は

出
来
な
い
か
ら
、
早
く
テ
ン
ダ
ー
に
な
る
よ
う
に
し
、
馬
来
語
、
英
語
、
そ
れ
に
ポ
ン
プ
の
掃
除
や
走
る
コ
ー
ス
、

そ
の
他
テ
ン
ダ
ー
と
し
て
の
種
々
の
必
要
な
こ
と
を
時
に
は
喧
し
い
位
き
つ
く
仕
込
ま
れ
た
お
蔭
で
、
私
は
こ
の

年
一
年
間
に
同
船
の
三
人
か
ら
教
わ
っ
た
事
柄
を
覚
え
、
浅
瀬
の
位
置
、
コ
ー
ス
、
そ
の
他
を
幾
ら
か
で
も
身

に
つ
け
た
。
そ
し
て
、
翌
年
は
辻
さ
ん
が
テ
ン
ダ
ー
に
し
て
く
れ
た
の
で
、
全
く
良
い
チ
ャ
ン
ス
を
握
り
、
右
の

三
人
の
お
蔭
と
感
謝
し
て
い
る
。 

や
が
て
、
仕
事
も
本
格
的
に
採
貝
シ
ー
ズ
ン
に
入
り
、
い
ろ
い
ろ
の
失
敗
も
演
じ
な
が
ら
、
ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト

の
仕
事
に
な
じ
ん
で
行
っ
た
。
一
ケ
年
も
経
つ
と
、
運
よ
く
辻
増
太
郎
さ
ん
が
テ
ン
ダ
ー
に
し
て
く
れ
た
の
で
、

そ
れ
か
ら
は
ま
す
ま
す
忙
し
く
な
っ
た
。
そ
の
年
は
和
田
弘
一
さ
ん
（
テ
ン
ダ
ー
丸
山
秋
之
助
さ
ん
・
出
雲
（
17
）

の
人
）
、
神
竹
正
次
さ
ん
（
小
川
の
人
）
、
テ
ン
ダ
ー
（
木
本
栄
五
郎
さ
ん
）
、
坂
長
次
郎
（
池
の
山
（
18
）
の
人
）
さ

ん
（
テ
ン
ダ
ー
奥
実
茂
（
中
崎
の
人
）
さ
ん
）
、
和
田
勇
（
池
の
山
の
人
）
さ
ん
、
岸
佐
一
郎
（
池
の
山
の
人
）
さ
ん
等

が
ダ
イ
バ
ー
に
な
り
、
乗
組
員
も
変
っ
た
。
根
木
さ
ん
も
二
十
二
号
（
ダ
イ
バ
ー
東
孫
太
郎
（
上
野
（
19
）
の
人
）
さ

ん
）
の
テ
ン
ダ
ー
に
な
っ
た
。
東
孫
太
郎
さ
ん
は
深
水
ダ
イ
バ
ー
で
、
皆
と
離
れ
て
働
い
て
い
た
。 

こ
れ
ま
で
の
ダ
イ
バ
ー
の
働
き
方
は
の
ん
び
り
し
て
い
て
、
貝
も
五
ト
ン
が
普
通
で
、
八
ト
ン
採
っ
た
ら
金
縁

時
計
の
賞
与
が
あ
り
、
特
別
だ
っ
た
の
が
、
若
い
新
し
い
ダ
イ
バ
ー
達
は
皆
八
ト
ン
以
上
を
採
り
、
年
々
採
貝

量
が
上
が
っ
て
、
一
〇
ト
ン
を
越
す
よ
う
に
な
り
、
五
ト
ン
ダ
イ
バ
ー
は
船
を
貰
え
な
い
事
に
な
っ
た
。
和
田
勇

作
さ
ん
及
び
飯
森
忠
男
さ
ん
の
時
代
は
ハ
ン
ド
ル
・
ポ
ン
プ
で
も
十
三
ト
ン
か
ら
十
五
ト
ン
採
貝
し
、
村
松
さ

ん
を
驚
か
さ
れ
た
。
イ
ン
ジ
ン
ボ
ー
ト
も
多
く
な
り
、
村
松
さ
ん
の
ボ
ー
ト
も
五
、
六
隻
残
し
て
、
ポ
ー
ト
ダ

ー
ウ
ィ
ン
に
進
出
し
、
後
に
残
っ
た
ハ
ン
ポ
ン
プ
の
船
は
和
田
・
飯
森
の
二
人
を
主
軸
に
働
き
、
別
に
オ
ン
ス
ロ
ー

に
白
人
の
会
社
が
出
来
て
、
夏
目
、
西
地
の
両
氏
が
主
ダ
イ
バ
ー
と
な
っ
て
働
い
て
い
た
。
オ
ン
ス
ロ
ー
の
会
社
は

五
隻
で
、
す
べ
て
串
本
・
太
地
の
人
達
で
、
ブ
ル
ー
ム
か
ら
回
っ
た
。
北
濠
州
に
回
っ
た
船
は
エ
ン
ジ
ン
を
取
付
け
、

日
本
の
成
長
丸
（
20
）
の
働
い
て
居
る
メ
ー
ブ
ル
（
メ
ル
ヴ
ィ
ル
）
島
の
北
の
深
い
場
所
で
働
き
、
三
十
五
頓
ず
つ
位

揚
げ
て
い
た
。
私
も
メ
ビ
ー
（Mavie

）
号
の
セ
ケ
ン
テ
ン
ダ
ー
（
21
）
と
し
て
乗
せ
て
も
ら
っ
た
。
五
年
居
た
が
、
そ
の

間
に
村
松
社
で
は
東
孫
太
郎
（
上
野
の
人
）
氏
、
木
本
留
吉
（
一
雨
の
人
）
が
潜
水
病
で
亡
く
な
ら
れ
た
。
ダ

ー
ウ
ィ
ン
に
来
る
前
の
年
、
同
郷
の
名
引
清
五
郎
（
一
雨
の
人
）
君
が
西
濠
州
の
マ
デ
ィ
ア
イ
ラ
ン
の
カ
ラ
ー
場

所
で
パ
イ
プ
が
海
底
の
カ
ラ
ー
に
掛
っ
て
亡

く
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
名
引
清
五
郎
君
は

ダ
イ
バ
ー
に
な
っ
た
年
、
死
亡
さ
れ
た
（
22
）
）
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
来
て
、
多
く
の
日
本
船
や
馬

来
人
等
の
ダ
イ
バ
ー
を
し
て
い
る
何
十
隻
の

船
を
見
て
、
不
夜
城
の
こ
の
光
景
に
驚
い
た

が
、
日
本
船
は
船
も
大
き
く
、
又
母
船
が

つ
い
て
い
る
の
で
、
一
々
港
に
入
る
必
要
も

な
か
っ
た
（
23
）
。 

タ
ニ
ン
バ
ル
諸
島
へ
の
航
海

そ
ん
な
時
、

名引清五郎氏のお墓（コサック） 
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メ
ビ
ー
号
も
大
き
く
改
造
さ
れ
（
24
）
、
日
本
エ
ン
ジ
ン
を
積
ん
だ
が
、
コ
サ
ッ
ク
か
ら
南
洋
の
国
へ
帰
る
土
人
を

今
年
は
メ
ビ
ー
号
で
送
る
こ
と
に
な
り
、
村
松
さ
ん
か
ら
望
ま
れ
て
、
私
は
南
洋
へ
行
く
こ
と
に
な
り
、
仮
の

船
長
名
義
と
な
り
、
支
配
人
の
東
彦
五
郎
さ
ん
が
船
医
、
丸
山
（
大
島
（
25
）
の
人
）
君
が
イ
ン
ジ
ニ
ヤ
と
三
人

と
も
仮
名
義
で
、
土
人
十
名
ば
か
り
に
便
乗
の
日
本
人
二
名
を
乗
せ
て
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
出
港
し
、
沖
の
ネ

ー
ブ
ル
島
に
一
泊
し
て
、
翌
日
濠
州
を
発
っ
て
、
南
洋
の
タ
ネ
ン
バ
ル
（
サ
マ
ラ
キ
）
島
（
26
）
に
向
っ
た
が
、
海
図

も
何
も
な
く
、
た
だ
、
東
さ
ん
が
前
に
一
度
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
た
だ
勘
だ
け
で
出
発
し
た
も
の

だ
。
暗
い
内
に
濠
州
を
出
発
し
て
、
も
う
大
体
島
の
見
え
る
時
間
だ
と
思
っ
て
、
マ
ス
ト
に
登
っ
て
み
る
と
、
遥

か
西
に
雲
が
見
え
て
い
る
の
で
、
コ
ー
ス
を
西
に
変
え
、
一
時
間
走
る
と
、
大
き
な
椰
子
の
木
の
あ
る
島
が
見
え

て
、
多
く
の
船
が
走
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
後
に
つ
い
て
行
く
と
、
よ
う
や
く
目
的
地
の
島
に
つ
い
た
が
、
海
図
も

な
い
船
で
航
海
す
る
の
は
心
細
い
も
の
で
あ
っ
た
。
船
は
桟
橋
の
近
く
に
投
錨
す
る
と
、
大
勢
の
土
人
達
が
集
っ

て
来
た
が
、
や
れ
や
れ
と
い
う
気
持
だ
っ
た
。
翌
日
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
の
役
人
が
来
て
、
東
さ
ん
と
い
ろ
い
ろ
と
交

渉
し
、
送
り
返
す
人
間
を
渡
し
、
新
し
く
連
れ
て
行
く
人
間
を
雇
い
入
れ
て
行
く
の
だ
が
、
船
へ
は
毎
日
満

員
の
土
人
が
遊
び
に
来
る
の
で
、
そ
の
土
人
達
に
飯
を
食
べ
さ
せ
て
や
っ
た
が
、
二
、
三
日
し
て
ま
た
濠
州
に

帰
る
こ
と
に
な
り
、
主
人
の
村
松
さ
ん
宛
に
出
発
す
る
と
い
う
電
報
を
打
っ
て
タ
ネ
ン
バ
ル
諸
島
の
サ
ム
ラ
キ
を

出
発
し
た
が
、
濠
州
へ
着
い
て
か
ら
、
沖
の
島
で
、
暴
風
雨
で
三
日
間
位
滞
在
し
、
元
の
ネ
ー
ブ
ル
ア
イ
ラ
ン
の

海
峡
を
ぬ
け
て
、
無
事
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
到
着
し
た
が
、
主
人
は
大
変
心
配
さ
れ
た
そ
う
だ
。
メ
ビ
ー
号
は
こ
の

航
海
で
ペ
ン
キ
は
は
げ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
主
人
は
こ
の
航
海
の
謝
礼
（
ボ
ー
ナ
ス
）
だ
と
い
っ
て
、
月
給
の
ほ
か
に

金
一
〇
磅
を
下
さ
っ
た
。 

コ
サ
ッ
ク
へ
の
帰
還
・
帰
国

私
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
居
た
の
で
は
金
は
残
ら
な
い
か
ら
コ
サ
ッ
ク
に
行
こ
う
と
思
い
、

村
松
さ
ん
に
頼
み
、
ま
た
ダ
イ
バ
ー
の
辻
さ
ん
に
も
頼
ん
で
、
西
濠
州
へ
呼
び
返
し
て
も
ら
っ
て
、
辻
さ
ん
の
テ

ン
ダ
ー
に
な
り
、
ダ
イ
バ
ー
の
ツ
ラ
イ
を
し
な
が
ら
チ
ャ
ン
ス
を
待
っ
て
い
ま
し
た
が
、
イ
デ
タ
（
一
九
号
）
が
大
修

理
を
し
て
大
き
く
し
、
エ
ン
ジ
ン
を
据
え
て
、
ブ
ル
ー
ム
か
ら
フ
ァ
ー
ス
・
ダ
イ
バ
ー
（
27
）
、
テ
ン
ダ
ー
、
イ
ン
ジ
ネ
ヤ

ー
を
呼
ん
だ
の
で
、
私
が
セ
ケ
ン
ダ
イ
バ
ー
と
し
て
乗
っ
た
が
、
ブ
ル
ー
ム
式
の
大
ざ
っ
ぱ
な
働
き
方
で
は
貝
は
採

れ
ず
、
一
年
で
ハ
ン
ポ
ン
プ
（
ハ
ン
ド
ル
・
ポ
ン
プ
）
に
変
っ
た
和
田
勇
作
さ
ん
が
帰
っ
た
の
で
、
コ
ト
ロ
ッ
プ
と
い
ふ
船

に
の
り
、
そ
れ
か
ら
自
分
の
思
い
通
り
に
働
き
、
十
三
ト
ン
余
り
採
貝
し
た
。
イ
デ
タ
は
飯
森
忠
男
さ
ん
が
乗

り
、
ダ
イ
バ
ー
と
し
て
思
う
よ
う
に
走
り
働
き
、
エ
ン
ジ
ン
ポ
ン
プ
は
初
め
て
だ
が
、
二
十
三
ト
ン
か
五
ト
ン
採
っ

た
よ
う
に
思
う
。 

私
は
翌
年
も
十
三
ト
ン
近
く
採
っ
た
が
、
身
体
を
悪
く
し
て
日
本
へ
帰
る
こ
と
に
し
た
が
、
丁
度
景
気
が

悪
く
な
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
到
着
し
て
見
る
と
、
昔
と
異
な
り
、
支
那
人
の
排
日
が
盛
ん
で
、
危
な
く
て
外

へ
も
出
ら
れ
な
か
っ
た
。
中
々
日
本
行
き
の
汽
船
が
来
な
い
の
で
、
十
八
日
も
船
を
待
た
さ
れ
、
よ
う
や
く
汽

船
に
乗
っ
た
も
の
の
、
香
港
・
上
海
に
は
寄
港
せ
ず
、
真
直
ぐ
に
神
戸
に
到
着
し
た
。
丁
度
四
月
一
日
だ
っ
た
。

春
な
の
で
、
日
本
は
支
那
で
戦
争
は
し
て
い
る
が
、
ま
だ
港
は
賑
や
か
で
、
日
本
の
女
性
の
服
装
は
あ
で
や
か

で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
一
〇
日
間
で
手
続
き
を
終
り
、
紀
州
航
路
で
家
に
つ
い
た
が
、
高
い
山
も
な
い
広
い

国
か
ら
十
五
年
振
り
の
故
郷
は
山
が
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
、
こ
ん
な
に
狭
か
っ
た
の
か
と
疑
っ
た
が
、
息
苦
し
い

位
だ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
か
ら
長
い
人
生
を
こ
の
狭
い
国
で
暮
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
も
っ
と
濠
州
で
居
る
間
に
金
を

貯
め
て
帰
れ
ば
よ
か
っ
た
と
今
更
思
っ
て
も
無
駄
な
こ
と
で
、
ま
だ
会
社
に
預
け
て
い
た
金
も
そ
の
ま
ま
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
ま
だ
私
よ
り
も
戦
争
で
抑
留
さ
れ
て
、
何
年
か
を
送
っ
て
帰
っ
て
来
た
人
達
の
事
を
思
え
ば
、
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ま
だ
よ
い
方
だ
。
私
は
後
頭
部
の
負
傷
で
ず
い
ぶ
ん
頭
が
悪
く
な
り
、
機
械
の
事
等
も
忘
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
何
事
も
忘
れ
、
同
級
生
で
も
ビ
リ
で
あ
の
世
行
き
の
切
符
を
買
っ
て
行
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。 

同
級
生
の
氏
名
は
左
記
の
通
り

西

安
一

筒
竹
健
一

小
泉
長
市

山
根
イ
チ
ノ 

神
田
一
臺

仲
さ
り
え

寺
岡

丞

北
裏
み
よ 

根
木
伝
太

武
田
こ
と
み 

見
瀬
は
つ
え 

硲

龍
二

寺
本
栄
蔵

名
引
ま
つ 

矢
敷
正
二

神
野
歌
蔵

引
地
光
治

田
中
こ
ま
つ 

小
谷
コ
マ
ス 
日
野
千
代

水
上

龍

藤
田
健
児

小
山
誉
二

小
山
ヤ
ス 

屋
戸
昌
夫

松
下
し
め 

高
尾
愛
子

井
戸
龍
二

小
谷
コ
ト
メ 

仲

一
枝

後
口
安
一

今
見
隆
男

和
田
勇
作

前
田
す
み
え 

水
上
清
太 

 

山
口
し
ま
の 

（
次
は
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
） 

注
（
１
）
藤
田
健
児
氏
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
序
文
に
お
い
て
紹
介
し
た
。
当
人
の
大
学
ノ
ー
ト
へ
の
下
書
き
に
よ
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
へ
の
渡
航
は
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
で
あ
る
。
こ
の
回
想
記
も
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
な
ら
ん
で
、
次
女
の
碧
さ
ん
に

宛
て
、
一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
前
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
原
稿
用
紙
へ
の
清
書
原

稿
を
ベ
ー
ス
に
、
一
部
大
学
ノ
ー
ト
の
下
書
き
を
末
尾
に
補
っ
た
。
原
典
に
支
障
が
な
い
か
ぎ
り
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め

に
、
適
宜
中
見
出
し
、
小
見
出
し
、
句
読
点
を
補
い
、
段
落
を
く
わ
え
た
。
ま
た
、
当
用
漢
字
、
現
代
仮
名
遣
い
に
あ
ら

た
め
た
。
翻
刻
者
が
若
干
の
注
を
ほ
ど
こ
し
た
。 

（
２
）
ご
遺
族
に
よ
る
と
、
胃
潰
瘍
が
持
病
だ
っ
た
ら
し
い
。 

（
３
）
一
般
に
移
民
者
や
出
稼
ぎ
者
の
宿
泊
す
る
旅
館
。
「
神
戸
館
」
は
当
時
の
神
戸
市
栄
町
六
丁
目
一
番
邸
に
あ
っ
た
。 

（
４
）
学
生
服
の
こ
と 

（
５
）
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
古
座
川
町
洞
尾

（
６
）
コ
ッ
サ
ク
最
寄
り
の
サ
ム
ソ
ン
岬
の
桟
橋 

（
７
）
コ
サ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
序
章
の
「
藤
田
健
児
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
回
想
記
へ
の
誘
い
」
を
参
照
の
こ
と
。 

（
８
）Flyin

g Fo
am

 P
a

ssage

の
東
の
入
口
。
日
本
人
の
あ
い
だ
で
は
、
そ
こ
を
「
フ
ラ
イ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
」
と
称
し
て
い
た
の
か
も 

し
れ
な
い
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
参
照
の
こ
と
。 

（
９
）
イ
デ
ィ
タ
（Ed

ith
a

）
号 

（
10
）
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
古
座
川
町
一
雨
（
い
ち
ぶ
り
）
で
、
藤
田
健
児
氏
と
同
村
で
あ
る
。 

（
11
）
レ
ン
ゲ
は
ボ
ン
ウ
ッ
ド
製
の
小
艇dinghy

の
こ
と
。 

（
12
）
潜
水
服
を
着
た
海
底
の
ダ
イ
バ
ー
に
船
上
か
ら
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で
空
気
を
送
っ
た
。
数
人
の
ク
リ
ュ
ー
が
交
代
で
空
気
を
圧

縮
す
る
ポ
ン
プ
を
回
し
た
。
そ
れ
を
「
ハ
ン
ポ
ン
プ
（ハ
ン
ド
ル
・
ポ
ン
プ
）
」と
呼
ん
だ
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
東
部
の
木
曜
島
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で
は
、
大
正
初
期
に
エ
ン
ジ
ン
に
よ
る
機
械
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
が
導
入
さ
れ
は
じ
め
た
。
コ
ッ
サ
ク
は
古
い
漁
場
で
競
合
も
な

く
、
旧
式
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。 

（
13
）
ヘ
ン
ケ
（He

in
ke

）
式 

（
14
）
モ
ア
ー
・
エ
ヤ
ー
（m

o
re

 a
ir

） 

（
15
）
こ
れ
を
、
ア
ン
カ
ー
採
貝
方
式
と
い
う
。 

（
16
）
こ
れ
を
、
「
打
瀬
」
な
い
し
「
引
っ
張
り
」
方
式
と
い
う
。 

（
17
）
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
潮
岬
出
雲
（
い
ず
も
） 

（
18
）
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
古
座
川
町
池
野
山

（
19
）
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
潮
岬
上
野
か

（
20
）
一
九
三
一
年
以
降
ア
ラ
フ
ラ
海
へ
日
本
か
ら
直
接
出
漁
し
、
公
海
上
で
操
業
し
た
丹
下
福
太
郎
船
主
の
生
長
丸
で
あ

ろ
う
。 

（
21)

セ
カ
ン
ド
テ
ン
ダ
ー
、
船
首
側
で
潜
水
す
る
セ
カ
ン
ド
・
ダ
イ
バ
ー
（
表
ダ
イ
バ
ー
）
の
命
綱
を
あ
ず
か
る
テ
ン
ダ
ー
で
あ
る
。 

（
22
）
二
〇
一
七
年
九
月
初
め
に
鎌
田
真
弓
、
田
村
恵
子
、
村
上
雄
一
の
三
人
が
藤
田
氏
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
ア
ー
カ
ブ
化
の

予
備
調
査
の
た
め
に
コ
ッ
サ
ク
を
訪
れ
た
。
そ
の
一
画
に
日
本
人
墓
地
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
多
く
の
日
本
人
が
埋
葬
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
が
（
た
と
え
ば
、
一
九
二
二
年
に
撮
ら
れ
た
日
本
人
墓
地
の
一
角
を
示
す
写
真
に
は
、
一
四
基
の
木
製

の
墓
標
が
整
然
と
な
ら
ん
で
い
る
）
、
七
基
の
墓
碑
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
和
歌
山
県
関
係
者
は
三
基
で
あ
る
。

そ
の
な
か
に
名
引
清
五
郎
氏
の
墓
碑
が
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
字
で
記
さ
れ
た
日
本
人
墓
地
の
案
内
板
に
は
、
大
正
四
（
一
九

一
五
）
年
九
月
一
〇
日
死
去
、
享
年
二
四
歳
と
明
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
藤
田
氏
の
記
述
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
移
動
す

る
前
年
（
一
九
二
九
年
）
」
と
は
違
っ
て
い
た
。
墓
碑
自
体
の
元
号
は
不
明
で
あ
っ
た
。
名
引
氏
以
外
の
墓
碑
の
元
号
が

大
正
で
あ
っ
た
か
ら
、
二
〇
〇
五
年
の
修
復
時
、
案
内
板
に
は
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
と
誤
っ
て
記
載
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
な
お
、
そ
の
後
、
串
本
町
姫
の
尾
鼻
悟
先
生
を
通
じ
て
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
古
座
川
町
明
神
直
見
（
め

ぐ
み
）
に
ご
遺
族
が
見
つ
か
り
、
コ
サ
ッ
ク
に
墓
の
あ
っ
た
こ
と
に
驚
き
、
喜
ん
で
お
ら
れ
た
ら
し
い
。
菩
提
寺
で
過
去
帳
を

お
調
べ
下
さ
り
、
清
五
郎
さ
ん
の
兄
の
名
で
菩
提
寺
に
届
け
ら
れ
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
が
正
し
い
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。 

（
23
）
日
本
か
ら
直
接
の
ア
ラ
フ
ラ
海
出
漁
は
一
九
三
一
年
か
ら
始
ま
る
が
、
お
そ
ら
く
藤
田
氏
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
で
従
事
し
た

最
終
年
と
思
わ
れ
る
一
九
三
五
年
に
は
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
パ
ラ
オ
を
基
地
と
し
て
三
一
隻
が
出
漁
し
て
お
り
、
し
か
も
二

〇
〇
ト
ン
ク
ラ
ス
の
母
船
や
運
搬
船
三
隻
が
漁
場
と
パ
ラ
オ
基
地
と
を
繋
い
で
い
た
（
友
信

孝
『
ア
ラ
フ
ラ
海
と
私
』
日

宝
真
珠
株
式
会
社
、
一
九
七
七
年
）
。 

（
24
）
メ
ビ
ー
（M

a
vie

）
号
は
太
平
洋
戦
争
勃
発
後
海
軍
に
徴
用
さ
れ
た
。
一
九
四
二
年
二
月
一
九
日
の
日
本
軍
に
よ
る
ダ

ー
ウ
ィ
ン
爆
撃
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
港
に
沈
め
ら
れ
た
最
初
の
船
で
あ
っ
た
（M

axin
e

 M
cA

rth
u

r, U
n

co
m

m
o

n
 Live

s-

M
u

ram
ats, u

n
p

u
b

lish
e

d
 m

an
u

scrip
t, n

o
 d

ate

）
。 

（
25
）
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
大
島

（
26
）
タ
ニ
ン
バ
ル
諸
島 

（
27
）
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ダ
イ
バ
ー
、
責
任
ダ
イ
バ
ー
と
呼
ば
れ
、
採
貝
の
主
軸
と
な
る
。 
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〈
重
複
す
る
部
分
も
多
い
が
、
以
下
、
大
学
ノ
ー
ト
下
書
き
に
よ
る
補
記
〉 

西
濠
州
へ
働
き
に
行
っ
た
の
は
、
そ
の
当
時
家
の
方
で
は
皆
山
林
の
仕
事
に
使
わ
れ
て
い
た
。
山
林
業
務

（
主
に
草
刈
り
仕
事
）
で
は
、
賃
金
は
安
く
（
一
日
三
十
銭
位
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
）
、
明
神
か
ら
働
き
に
濠
州

へ
行
っ
て
い
た
人
は
皆
成
績
が
よ
く
、
金
も
家
に
送
り
、
真
面
目
に
働
く
人
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、
先
輩
の
木

本
栄
五
郎
氏
、
和
田
弘
一
氏
、
そ
れ
と
奥
実
蔵
、
神
竹
正
次
（
治
）
氏
、
又
、
ブ
ル
ー
ム
へ
は
前
氏
兄
弟
な
ど

が
居
て
、
皆
評
判
が
よ
か
っ
た
。
丁
度
、
木
本
さ
ん
の
兄
の
木
本
吉
太
郎
（
元
収
入
役
）
が
私
達
を
雇
っ
て
く
れ

た
の
で
、
渡
航
す
る
こ
と
に
し
た
。
約
束
の
多
分
旅
費
全
部
会
社
持
ち
で
、
金
五
十
円
、
前
貸
し
し
て
く
れ

た
。
併
し
、
現
地
へ
到
着
し
た
時
は
、
旅
費
は
半
々
と
の
事
だ
っ
た
。 

大
正
十
四
年
○
月
○
日

木
本
吉
太
郎
氏
の
御
世
話
に
て
、
西
濠
州
コ
サ
ッ
ク
市
の
真
珠
採
取
業
を
す
る
村
松
商
店
に
雇
わ
れ
て

行
く
事
に
な
る
。
根
木
重
治
、
瀬
上
貫
一
、
飯
森
進
、
滝
口
常
、
藤
田
健
児
（
五
名
）
、
串
本
よ
り
紀
州
航

路
那
智
丸
（
一
〇
〇
〇
ト
ン
級
）
に
乗
り
、
出
発
す
。 

丁
度
潮
岬
沖
で
昼
飯
を
出
す
の
で
、
御
客
様
が
船
酔
い
し
て
食
べ
な
い
。
五
人
は
酔
わ
な
い
の
で
、
腹
い
っ
ぱ

い
食
べ
て
、
ま
だ
持
っ
て
来
い
と
言
っ
て
、
船
員
か
ら
お
こ
ら
れ
た
。 

午
後
○
時
、
大
阪
天
保
山
桟
橋
着
。
そ
れ
よ
り
電
車
に
て
神
戸
の
神
戸
館
に
行
く
（
瀬
上
君
が
前
に
電

車
に
乗
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
）
。
服
装
は
黒
の
詰
エ
リ
上
下
。 

大
正
十
四
年
○
月
○
日

神
戸
館
出
発
（
多
分
、
ぶ
ら
じ
る
丸
五
千
ト
ン
位
） 

途
中
、
上
海
、
香
港
を
経
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
着
く
。
船
中
、
上
海
で
は
支
那
人
か
ら
栗
を
買
う
。
一

番
先
に
買
っ
た
も
の
は
一
番
多
い
。
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
る
。
上
海
か
ら
支
那
人
の
外
務
省
の
官
吏
と
い
う
人

と
一
緒
に
な
り
、
筆
談
で
種
々
話
を
し
た
。
香
港
も
案
内
し
て
も
ら
い
、
そ
こ
の
ベ
ン
チ
で
何
時
に
来
る
か
ら

待
っ
て
お
れ
と
言
わ
れ
た
の
で
待
っ
て
い
る
と
、
巡
査
が
来
て
、
こ
ち
ら
側
は
婦
人
用
だ
か
ら
、
男
子
用
の
こ
ち

ら
側
に
か
け
よ
と
言
う
の
で
、
そ
の
通
り
に
し
て
待
っ
て
い
る
と
、
丁
度
時
間
に
、
彼
の
支
那
人
が
来
て
、
一
緒

に
船
に
帰
っ
た
。 

○
月
○
日

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
さ
つ
ま
や
旅
館
に
着
く
。
三
階
建
て
で
、
大
き
い
。
三
階
に
泊
っ
た
が
、
さ
つ
ま
や
主
人
は

潮
岬
の
人
で
、
何
か
と
注
意
し
て
く
れ
た
。
神
戸
館
で
は
、
濠
州
の
ブ
ル
ー
ム
へ
行
く
洞
尾
の
渡
瀬
好
夫
外
一

名
と
出
会
い
、
面
白
く
、
そ
れ
か
ら
一
緒
だ
っ
た
。 

大
正
十
四
年
○
月
○
日

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
出
発
。
途
中
、
自
動
車
は
電
車
に
衝
突
し
た
が
、
電
車
は
ゴ
ム
タ
イ
ヤ
だ
っ
た
の
で
、
ガ
ー
デ

ン
に
入
り
、
危
う
く
難
を
の
が
れ
た
。
運
転
手
が
サ
イ
ン
。
そ
し
て
、
濠
州
航
路
の
外
国
船
に
乗
船
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
出
港
。
途
中
、
ブ
ル
ー
ム
へ
行
く
馬
来
人
等
が
乗
っ
て
い
て
、
片
言
の
日
本
語
で
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
ス
マ
ト
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ラ
や
ジ
ャ
ワ
で
は
、
小
さ
い
舟
で
果
物
を
売
り
に
来
た
。
何
か
ら
何
ま
で
珍
し
い
も
の
ば
か
り
。
柿
の
よ
う
な
も

の
を
買
っ
て
食
べ
て
み
る
と
、
シ
ブ
ク
て
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
捨
て
た
が
、
後
で
聞
く
と
、
二
、
三
日
置
け
ば
、
甘

く
な
る
と
の
こ
と
。
渡
瀬
は
身
体
も
小
さ
く
若
い
の
で
、
馬
来
人
か
ら
小
さ
い
の
小
さ
い
の
と
可
愛
が
ら
れ
た

（
ジ
ャ
ワ
）
。
今
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
を
過
ぎ
、
北
方
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ウ
ィ
ン
ダ
ム
（
こ
こ
は
周
囲
が
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
、
ホ

ワ
イ
ト
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
・
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
。
満
潮
（
ア
ゲ
シ
オ
）
時
で
な
け
れ
ば
入
れ
な
い
。
干
潮
時
は
半
分
あ

ま
り
も
干
上
が
る
）
。
上
げ
潮
を
待
っ
て
、
汽
船
が
ゴ
ソ
ゴ
ソ
こ
す
り
な
が
ら
、
横
に
な
っ
た
り
し
な
が
ら
入
り
、

下
げ
潮
に
乗
っ
て
外
へ
出
る
。
そ
れ
か
ら
、
ブ
ル
ー
ム
に
着
く
。
濠
州
は
潮
の
干
満
が
激
し
い
の
で
、
汽
船
は
大

潮
に
出
入
り
す
る
。
ブ
ル
ー
ム
は
長
い
長
い
桟
橋
で
、
汽
船
が
着
く
と
、
次
の
満
潮
ま
で
待
つ
。
干
潮
の
時
は

船
の
下
ま
で
行
っ
て
歩
い
て
見
た
。
何
十
隻
も
あ
る
ダ
イ
バ
ー
ボ
ー
ト
も
全
部
干
上
が
っ
て
傾
い
て
い
る
。
ブ
ル
ー

ム
を
出
て
か
ら
大
暴
風
に
会
い
、
コ
ー
セ
キ
（コ
サ
ッ
ク
）
に
は
寄
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
フ
リ
マ
ン
ト
ル
ま
で
進
行
し
た
。

フ
リ
マ
ン
ト
ル
か
ら
別
の
船
に
乗
り
換
え
て
コ
ー
セ
キ
着
。 

フ
リ
マ
ン
ト
ル
か
ら
乗
っ
た
お
客
の
人
の
う
ち
、
日
本
人
二
名
と
、
他
に
明
神
の
井
戸
平
吉
さ
ん
が
見
送
り

に
来
て
い
た
。 

デ
ッ
キ
パ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
言
う
の
は
便
乗
者
と
い
う
意
味
ら
し
く
、
デ
ッ
キ
で
寝
て
い
る
我
々
を
も
の
珍
し
い

ら
し
く
種
々
の
人
が
見
に
来
て
、
は
ず
か
し
か
っ
た
。
帰
っ
た
二
人
の
日
本
人
は
私
達
に
食
事
を
お
ご
っ
て
く

れ
た
が
、
時
々
遊
び
に
来
て
、
い
ろ
い
ろ
日
本
の
話
を
し
た
。
名
前
は
西
向
（
に
し
む
か
い
）（
１
）
の
寺
田
さ
ん
と

南
さ
ん
と
の
事
だ
っ
た
。 

汽
船
に
乗
船
し
て
い
る
乗
客
は
皆
キ
チ
ン
と
し
た
服
装
を
し
て
い
る
が
、
我
々
は
詰
エ
リ
の
服
で
、
余
程
お

か
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
（
そ
れ
か
ら
は
、
日
本
人
は
デ
ッ
キ
で
乗
れ
な
い
事
に
な
っ
た
と
聞
い
た
）
。
や
っ

ぱ
り
金
を
持
っ
て
い
な
い
と
他
人
か
ら
軽
視
さ
れ
る
こ
と
も
感
じ
た
。
支
那
人
等
は
金
持
ち
で
、
上
等
の
船
室

に
お
さ
ま
っ
て
い
た
。 

あ
る
時
（
昭
和
の
初
め
頃
）
コ
ー
セ
キ
よ
り
車
で
半
時
間
位
の
処
に
あ
る
ロ
ー
バ
ン
と
言
う
町
に
遊
び
に
行
っ

た
時
の
事
だ
っ
た
。
そ
の
町
の
酒
屋
に
入
り
、
一
ぱ
い
飲
ん
で
休
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
一
人
の
白
人
の
老
人
が

我
々
を
見
て
、
初
め
は
ど
こ
の
人
間
か
と
尋
ね
て
い
た
が
、
私
達
は
日
本
か
ら
来
た
の
だ
と
答
え
る
と
、
「
何
だ
、

お
前
は
ジ
ャ
ッ
プ
か
」
と
。
し
ま
い
に
は
侮
り
、
あ
ざ
け
る
の
で
腹
が
立
っ
て
、
こ
の
野
郎
、
か
か
っ
て
来
た
ら
、
突

き
刺
し
て
や
ろ
う
と
思
い
、
ち
ょ
う
ど
裁
ち
バ
サ
ミ
を
持
っ
て
い
た
の
を
腹
の
と
こ
ろ
に
み
が
ま
え
て
、
ジ
ッ
と
我

慢
を
し
て
い
た
が
、
ホ
テ
ル
の
白
人
が
そ
の
白
人
を
な
だ
め
て
他
所
へ
連
れ
て
行
っ
た
の
で
、
何
事
も
な
く
済
ん

だ
が
、
そ
の
当
時
は
、
日
本
は
ド
イ
ツ
と
仲
良
く
な
り
、
ド
イ
ツ
人
は
我
々
に
と
て
も
親
切
だ
っ
た
が
、
総
体
に

白
人
は
心
の
中
で
は
日
本
人
を
侮
辱
し
て
い
た
事
だ
ろ
う
。 

併
し
、
我
々
の
主
人
の
村
松
さ
ん
は
現
地
生
ま
れ
（
２
）
で
大
学
を
出
た
お
と
な
し
い
人
で
、
白
人
の
皆
か
ら

尊
敬
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
金
が
あ
り
、
財
産
も
あ
っ
た
か
ら
だ
が
、
村
松
と
言
え
ば
、
何
百
マ
イ
ル
離
れ
た
港

で
も
信
用
が
あ
り
、
私
達
に
何
で
も
貸
し
て
く
れ
た
。
村
松
商
店
で
は
、
白
人
の
青
年
を
二
人
使
っ
て
お
り
、

又
、
ジ
ョ
ー
ジ
と
言
う
白
人
の
イ
レ
○
ネ
○
○
も
、
ま
た
、
ミ
ス
タ
・
マ
カ
イ
と
言
う
白
人
も
一
緒
に
ボ
ー
ト
を

預
け
て
い
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
ッ
ソ
ン
と
言
う
白
人
は
時
々
コ
ー
セ
キ
に
遊
び
に
来
た
が
、
ボ
ー
ト
を
持
っ
て
い
た
が
、

事
業
に
失
敗
し
、
村
松
の
所
有
に
な
っ
て
い
た
。 
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根
木
重
治

グ
レ
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瀬
上
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ダ
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飯
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藤
田
健
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イ
デ
タ 

 
C
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注
（
１
）
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
西
向

（
２
）D.C

.S. Sisso
n

s

に
よ
る
と
、
村
松
次
郎
は
一
八
七
八
年
日
本
の
神
戸
で
生
ま
れ
て
い
る
。
父
親
の
作
太
郎
が
一
八
九
一

年
に
コ
サ
ッ
ク
で
、
日
本
人
真
珠
貝
採
取
従
事
者
や
出
稼
ぎ
者
の
た
め
に
商
店
を
開
き
、
事
業
を
は
じ
め
た
。
そ
の
二
年

後
、
一
八
九
三
年
、
一
五
才
の
こ
ろ
、
次
郎
は
ブ
ル
ー
ム
を
経
て
、
翌
一
八
九
四
年
コ
サ
ッ
ク
に
到
着
。
そ
の
後
、
メ
ル
ボ

ル
ン
のX

avie
r C

o
lle

ge

に
入
学
し
、
一
八
九
九
年
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
植
民
地
で
帰
化
し
て
い
る
。 
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四

藤
田
健
児
太
平
洋
戦
争
軍
属
と
し
て
の
従
軍
記

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
・
ウ
ェ
ワ
ク 



藤
田
健
児
太
平
洋
戦
争
軍
属
と
し
て
の
従
軍
記
（１
） 

戦
争
が
烈
し
く
な
る
と
、
潜
水
夫
は
必
ず
召
集
さ
れ
る
の
で
、
私
は
召
集
令
状
の
来
な
い
内
に
自
分
か
ら

進
ん
で
入
隊
す
る
と
、
南
方
の
あ
た
た
か
い
所
へ
行
け
る
の
で
、
陸
軍
船
舶
第
○
○
○
○
部
隊
（
確
実
で
な
い
）
、

広
島
江
田
島
に
入
隊
し
、
約
一
ケ
月
間
訓
練
を
う
け
た
が
、
広
島
の
生
活
は
い
ろ
い
ろ
と
変
わ
っ
た
事
も
あ
っ

た
。 隊

長
は
陸
軍
大
佐
で
、
多
分
（
○
○
）
と
言
う
人
（
佐
賀
県
人
）
、
そ
の
下
に
見
習
士
官
一
人
、
軍
曹
一
人
、

伍
長
一
人
。
隊
長
は
威
張
っ
て
ば
か
り
の
男
で
、
隊
で
は
皆
か
ら
嫌
わ
れ
て
い
た
。
広
島
で
居
る
時
は
、
私
は

走
る
の
が
遅
い
の
で
、
い
つ
も
曹
長
に
軍
刀
の
尻
で
ひ
っ
ぱ
た
か
れ
た
。 

（
＊
部
隊
で
一
番
困
っ
た
の
は
砂
浜
を
走
ら
さ
れ
る
と
、
い
つ
も
一
番
び
り
で
、
係
の
曹
長
に
軍
刀
の
鞘
で
な
ぐ

ら
れ
た
。
あ
ま
り
走
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
、
い
つ
も
一
番
び
り
の
方
で
、
や
っ
と
皆
に
つ
い
て
行
く
の
が
精
一
ぱ
い

だ
っ
た
。
） 

私
は
南
方
行
き
も
決
ま
っ
た
の
で
、
一
度
家
に
帰
っ
て
来
た
い
と
思
っ
て
、
一
人
で
広
島
の
隊
長
室
へ
行
っ
た
。

夫
人
、
子
供
と
大
き
な
家
に
入
っ
て
い
た
。
ぜ
い
た
く
な
暮
し
だ
っ
た
が
（
従
卒
付
き
で
）
、
私
は
帰
し
て
く
れ
る

よ
う
頼
ん
だ
が
、
お
前
は
家
に
帰
っ
た
ら
、
隊
へ
戻
ら
な
い
だ
ろ
う
と
言
っ
て
、
ど
う
し
て
も
許
可
し
て
く
れ
な

か
っ
た
。
両
足
を
テ
ー
ブ
ル
に
の
っ
け
て
応
対
し
て
い
た
が
、
ど
う
も
そ
の
状
態
に
感
心
し
な
か
っ
た
。 

戦
争
は
い
や
だ
が
、
や
り
か
け
た
ら
仕
方
が
な
い
。
軍
隊
へ
入
っ
て
み
て
、
軍
隊
の
内
部
（
う
ち
わ
）
が
と
て
も

き
ら
い
だ
っ
た
。
強
い
も
の
が
勝
ち
で
、
下
士
官
は
威
張
っ
て
ば
か
り
で
、
大
し
た
仕
事
も
出
来
ぬ
の
に
、
毎
日

の
ほ
ほ
ん
と
暮
し
て
い
る
（
こ
れ
は
自
分
の
部
隊
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
、
負
け
る
の
は
あ
た
り
前
だ
。
戦
後
、

日
の
丸
の
旗
を
か
か
げ
る
の
を
云
々
す
る
者
も
居
た
が
、
私
は
日
本
と
い
う
国
が
あ
る
以
上
、
国
旗
を
大
切

だ
と
思
う
。
長
い
年
月
外
国
に
い
て
、
久
し
振
り
に
日
の
丸
を
見
た
時
の
感
情
は
何
と
も
言
え
な
い
（
以
前
、

豪
州
に
い
た
時
、
生
長
丸
の
旗
を
ポ
ー
ト
ダ
ー
ウ
ィ
ン
で 

（
以
下
、
ペ
ー
ジ
落
丁
） 

（
＊
そ
れ
か
ら
一
週
間
ば
か
り
し
て
船
に
乗
り
、
パ
ラ
オ
の
本
島
に
着
き
、
陸
に
上
が
っ
た
が
、
乗
っ
た
船
は
新
造

船
で
、
船
の
尻
の
下
か
ら
砲
と
か
上
陸
用
舟
艇
機
帆
船
な
ど
た
く
さ
ん
積
ん
で
い
た
。
パ
ラ
オ
の
入
口
で
敵
の
潜
水

艦
の
攻
撃
を
う
け
た
が
、
そ
の
時
は
総
員
非
常
呼
集
で
上
甲
板
に
出
て
、
救
命
ブ
イ
を
つ
け
て
い
た
が
、
高
射
砲
で

パ
ン
パ
ン
と
水
面
を
掃
射
し
て
い
た
が
、
航
路
が
丁
度
両
側
の
暗
礁
な
の
で
、
幸
い
何
事
も
な
く
港
に
入
っ
た
よ
う
な

次
第
で
、
と
に
か
く
パ
ラ
オ
に
上
陸
し
た
。 

パ
ラ
オ
本
島
で
、
一
ケ
月
ば
か
り
お
り
、
部
隊
の
持
っ
て
い
る
舟
（
約
二
、
三
ト
ン
位
の
ハ
シ
ケ
）
の
操
舵
手
と
機
関

士
の
試
験
を
う
け
、
私
は
操
舵
手
の
試
験
を
一
回
で
パ
ス
し
、
毎
日
パ
ラ
オ
の
波
止
場
に
行
っ
た
り
し
て
い
た
。 

舟
に
は
、
時
々
下
士
官
が
の
り
、
食
糧
衣
類
等
を
持
っ
て
帰
っ
た
り
し
て
い
た
。
魚
も
肉
も
相
当
量
も
ら
っ
て
帰

り
、
下
士
官
等
相
当
悪
い
事
も
し
て
い
た
様
子
だ
っ
た
。
一
回
私
の
舟
へ
同
僚
の
舟
か
ら
マ
グ
ロ
を
投
げ
込
ん
で
行
っ

た
り
し
た
。
パ
ラ
オ
で
お
る
時
に
、
知
人
の
家
を
訪
ね
、
そ
の
時
民
間
で
は
あ
ま
り
入
り
に
く
い
煙
草
。
自
分
は
喫

煙
し
な
い
の
で
貯
め
て
い
た
も
の
を
土
産
に
持
っ
て
行
っ
た
が
、
帰
り
に
は
、
そ
の
農
家
か
ら
バ
ナ
ナ
を
大
き
な
一
房
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も
ら
っ
て
帰
っ
た
。 

い
よ
い
よ
機
帆
船
（
千
ト
ン
位
）
で
パ
ラ
オ
を
出
て
、
一
路
南
へ
南
へ
と
走
っ
た
が
、
途
中
変
わ
っ
た
こ
と
も
な
く
、

三
日
位
し
て
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
ム
シ
ュ
ウ
島
に
到
着
し
た
が
、
丁
度
敵
の
空
襲
に
会
い
、
一
機
落
ち
て
い
た
よ
う

だ
っ
た
が
、
そ
の
時
は
も
う
上
陸
し
て
空
襲
を
み
て
い
た
が
、
人
の
話
で
、
落
ち
た
の
は
ど
う
や
ら
日
本
機
の
よ
う
だ

っ
た
。 そ

れ
か
ら
直
ぐ
、
部
隊
は
山
の
中
に
家
を
建
て
た
が
、
各
自
が
小
さ
い
椰
子
の
屋
根
葺
き
で
、
何
ヶ
所
に
も
別

れ
て
海
岸
沿
い
に
落
ち
着
い
た
が
、
三
十
名
ず
つ
位
の
住
い
だ
っ
た
。
船
舶
修
理
用
の
工
作
機
械
は
川
向
こ
う
の
林

の
中
に
建
て
た
家
へ
揚
げ
た
が
、
舟
は
パ
ラ
オ
で
使
っ
て
い
た
舟
三
隻
位
で
荷
物
を
揚
げ
た
。 

私
は
船
水
夫
な
の
で
、
上
陸
後
二
、
三
日
し
て
か
ら
、
ウ
ェ
ワ
ク
の
停
泊
場
司
令
官
に
呼
ば
れ
て
一
人
出
頭
し

た
が
、
停
泊
場
司
令
官
は
五
十
才
位
の
温
厚
な
人
で
あ
っ
た
。
用
件
は
沈
没
さ
せ
ら
れ
た
船
か
ら
食
糧
医
薬
品

等
を
揚
げ
る
仕
事
で
あ
っ
た
。
私
の
部
隊
か
ら
五
、
六
名
と
そ
れ
か
ら
停
泊
場
か
ら
大
尉
一
名
、
下
士
官
一
名
、

兵
隊
十
名
で
、
大
尉
と
下
士
官
は
時
々
だ
が
、
十
名
の
兵
隊
は
ポ
ン
プ
を
ま
わ
し
て
も
ら
う
た
め
、
そ
の
都
度
舟

に
乗
っ
て
き
た
。
） 

潜
水
夫
を
し
て
い
た
と
き
、
隊
長
か
ら
ホ
ウ
シ
ョ
ー
（
褒
賞
）
状
を
も
ら
っ
た
が
、
破
り
捨
て
た
。 

私
は
部
隊
で
た
だ
一
人
の
潜
水
夫
だ
。
広
島
を
出
発
し
て
か
ら
上
等
兵
の
待
遇
だ
。
潜
水
夫
に
と
っ
て
は
、

自
分
の
ツ
ナ
を
持
つ
人
（
２
）
が
一
番
大
切
だ
か
ら
、
部
隊
で
も
自
分
の
よ
い
人
を
選
ば
せ
て
く
れ
た
の
で
、
私

は
九
州
の
人
で
、
私
よ
り
五
才
位
若
い
大
伴
宝
蔵
と
言
う
人
を
選
ん
だ
。 

早
速
（マ
マ
）
の
き
か
ん
男
だ
が
、
根
っ
か
ら
の
正
直
者
で
、
本
当
に
良
い
人
だ
。
ポ
ン
プ
を
廻
す
人
は
四
名
ず

つ
八
名
だ
が
、
こ
れ
は
停
泊
場
司
令
部
か
ら
回
し
て
く
れ
る
本
当
の
兵
隊
だ
が
、
主
に
召
集
で
来
た
人
ば
か

り
で
、
年
令
は
私
位
か
、
少
し
若
い
人
も
い
た
。
私
は
停
泊
場
司
令
官
か
ら
命
令
が
あ
っ
て
、
私
は
ウ
ェ
ワ
ク
の

停
泊
場
司
令
官
に
一
人
で
面
会
し
た
。
こ
の
司
令
官
の
お
名
前
は
忘
れ
た
が
、
非
常
に
温
厚
な
人
で
、
用
件

は
ウ
ェ
ワ
ク
の
港
へ
沈
ん
で
い
る
汽
船
か
ら
荷
物
を
引
き
揚
げ
て
欲
し
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
停
泊
場
司
令
部
付

の
潜
水
夫
一
人
居
り
（
紀
伊
宮
崎
（
３
）
）
の
人
で
（
名
前
を
忘
れ
た
）
、
二
人
で
仕
事
を
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と

だ
っ
た
。
船
は
二
隻
で
、
私
の
船
は
部
隊
の
も
の
で
、
軍
属
ば
か
り
五
名
ば
か
り
。 

ウ
ェ
ワ
ク
に
着
く
と
、
停
泊
場
か
ら
兵
隊
十
名
ば
か
り
来
た
が
、
他
に
大
尉
一
名
、
伍
長
一
名
と
毎
日
十

名
ば
か
り
や
っ
て
来
て
、
別
の
宮
崎
（
三
輪
崎
）
の
人
の
船
も
二
隻
で
仕
事
を
し
た
。
や
っ
て
き
た
大
尉
の
申
す

に
は
、
ジ
ャ
ワ
を
出
る
時
（
沈
ん
だ
漢
口
（
カ
ン
コ
ウ
）
丸
、
七
千
ト
ン
余
り
）
に
荷
物
と
兵
隊
が
乗
っ
て
き
た
が
、

着
い
て
す
ぐ
兵
隊
は
全
部
上
陸
（
ウ
ェ
ワ
ク
へ
）
し
た
が
、
荷
物
は
ま
だ
す
っ
か
り
揚
げ
ぬ
内
に
敵
に
沈
め
ら
れ
、

し
か
し
、
兵
隊
も
乗
組
員
も
一
人
も
死
ん
で
い
な
い
と
の
事
だ
が
、
航
空
兵
団
の
機
密
書
類
の
入
っ
た
箱
が

一
個
沈
ん
で
い
る
は
ず
な
の
で
（
巾
三
尺
、
長
さ
五
尺
位
、
外
側
を
ア
ン
ペ
ラ
で
包
み
、
そ
の
上
を
荷
造
り
し
て
い

る
）
、
是
非
と
も
さ
が
し
て
揚
げ
て
欲
し
い
。
藤
田
さ
ん
是
非
と
も
頼
み
ま
す
と
申
さ
れ
、
見
つ
か
ら
な
け
れ

ば
、
私
は
切
腹
も
の
だ
と
い
わ
れ
、
毎
日
船
に
や
っ
て
き
て
、
仕
事
が
終
る
ま
で
一
緒
に
お
ら
れ
た
。 

毎
日
の
よ
う
に
、
敵
の
爆
撃
が
あ
り
、
午
前
中
は
大
が
い
防
空
壕
で
す
ご
し
て
、
午
後
敵
の
飛
行
機
が
行
っ

て
し
ま
っ
て
か
ら
、
桟
橋
か
ら
船
を
出
し
、
仕
事
に
行
く
。 

防
空
壕
は
山
の
中
腹
へ
奥
深
く
両
方
か
ら
入
れ
、
安
全
だ
が
、
中
は
暑
い
の
で
、
大
が
い
の
兵
隊
は
入
口
で

居
る
た
め
、
爆
弾
で
や
ら
れ
る
。
揚
陸
し
た
軍
需
品
は
ト
ラ
ッ
ク
が
少
な
い
の
で
、
海
岸
へ
積
み
あ
げ
、
テ
ン
ト

を
か
ぶ
せ
て
お
い
て
い
た
。
手
紙
等
の
郵
便
物
も
届
か
な
い
が
、
一
回
軍
か
ら
配
達
さ
れ
た
中
に
、
一
通
の
慰 
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（
藤
田
氏
大
学
ノ
ー
ト
下
書
き
に
よ
る
） 

ウ
ェ
ワ
ク
の
港 

毎
日
の
よ
う
に
敵
の
攻
撃
が
あ
り
、
午
前
中
は
大
が
い
防
空
壕
で
す
ご
し
て
、
午
後
敵
の
飛
行
機
が

行
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
桟
橋
か
ら
船
を
出
し
、
仕
事
に
行
く
。 

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
本
島

九
月
二
日
の
空
襲
で
焼
け
て
し
ま
っ
た
が
、
松
林
の

海
岸
に
一
ぱ
い
軍
需
物
資
が
あ
っ
た
。 

野
戦
病
院

停
泊
場
司
令
部

桟
橋

防
空
壕
は
山
の
中
腹
へ
奥
深
く
両
方
か
ら
入
れ
、
安
全
だ
が
、
中
は
暑
い
の
で
、
大
が
い
の
兵
隊
は
入
口
で
居
る

た
め
、
爆
弾
で
や
ら
れ
る
。
何
百
人
と
入
っ
て
い
る
の
で
、
中
は
暑
い
か
ら
だ
。 

揚
陸
し
た
軍
需
品
は
ト
ラ
ッ
ク
が
少
な
い
の
で
、
海
岸
へ
積
み
上
げ
、
テ
ン
ト
を
か
ぶ
せ
て
置
い
て
い
た
。
手
紙
等
の

郵
便
物
も
届
か
な
い
が
、
一
回
軍
か
ら
配
達
さ
れ
た
中
に
、
慰
問
状
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
お
も
や
の
宮
本
幸
子
さ

ん
か
ら
の
ハ
ガ
キ
だ
っ
た
。
本
当
に
う
れ
し
く
、
返
事
は
出
せ
ぬ
が
、
感
謝
し
た
。 

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
ウ
ェ
ワ
ク
駐
屯
地
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問
状
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
お
も
や

の
宮
本
幸
子
さ
ん
か
ら
の
ハ
ガ
キ

だ
っ
た
。
本
当
に
う
れ
し
く
、
返

事
は
出
せ
ぬ
が
、
感
謝
し
た
。 

例
の
荷
物
を
さ
が
し
て
、
毎

日
同
じ
仕
事
を
く
り
か
え
し
て

い
た
が
、
九
月
二
日
に
五
機
が

爆
撃
に
来
て
、
最
初
は
銃
撃
ば

か
り
や
っ
て
い
た
が
、
終
わ
り
に

は
爆
弾
も
落
し
た
。 

九
月
二
日
の
爆
撃
は
ひ
ど
か

っ
た
（
昭
和
十
八
年
）
。
荷
役
を

し
て
い
る
兵
隊
や
軍
属
も
ギ
リ

ギ
リ
ま
で
桟
橋
で
仕
事
を
し
て

い
た
か
ら
、
敵
の
飛
行
機
が
来
て

か
ら
皆
逃
げ
る
の
で
、
敵
に
防

空
壕
の
所
在
地
も
知
ら
れ
て
爆

撃
さ
れ
た
。 

九
月
二
日
は
空
襲
警
報
が

鳴
り
、
し
ば
ら
く
し
て
警
報
が

解
除
さ
れ
て
自
分
た
ち
も
昼
飯

を
こ
し
ら
え
た
ら
行
こ
う
と
思
っ

て
、
錨
を
あ
げ
て
綱
を
解
き
、
一
寸
離
れ
た
と
き
、
突
然
低
く
敵
機
が
五
機
飛
ん
で
来
た
の
で
、
味
方
の
飛

行
機
か
と
思
っ
た
が
、
敵
ら
し
い
の
で
、
兵
隊
も
軍
属
も
皆
防
空
壕
へ
逃
げ
た
が
、
生
憎
と
、
私
達
は
船
に
火

が
あ
り
、
そ
れ
を
消
し
、
錨
を
や
っ
て
い
る
内
に
、
私
と
井
戸
（
月
の
せ
）
と
岡
田
（
広
島
）
の
三
人
が
逃
げ
お
く

れ
て
、
船
に
の
こ
っ
た
。
初
め
は
面
白
半
分
で
低
く
来
る
飛
行
機
を
眺
め
て
い
た
が
、
何
回
も
廻
っ
て
銃
撃
し

て
く
る
の
で
、
海
へ
飛
び
込
み
、
空
襲
の
間
だ
け
海
に
沈
ん
で
い
た
が
、
三
回
位
し
て
、
ど
う
も
シ
ツ
コ
イ
の
で
、

と
う
と
う
山
の
中
腹
の
防
空
壕
へ
逃
げ
た
。
そ
う
し
て
い
る
と
、
今
度
は
爆
弾
を
落
し
て
行
っ
た
が
、
行
っ
た
後

で
出
て
み
る
と
、
ど
の
荷
物
も
大
火
と
な
り
、
ど
ん
ど
ん
燃
え
て
い
る
の
で
、
皆
で
消
し
た
り
し
た
が
、
ほ
と
ん

ど
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
日
は
宮
崎
の
人
（
４
）
の
船
も
焼
か
れ
て
沈
ん
だ
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
私
一
人
で
潜

水
し
た
が
、
一
人
だ
と
心
細
か
っ
た
。 

大
尉
も
毎
日
来
た
が
、
一
時
間
だ
け
荷
物
を
さ
が
し
、
あ
と
一
時
間
は
（
＊
タ
バ
コ
や
薬
品
等
の
）
荷
物
を
揚

げ
る
よ
う
に
言
っ
て
く
れ
た
。
船
の
周
り
も
さ
が
し
、
又
元
の
ハ
ッ
チ
の
天
井
に
浮
い
て
い
る
荷
物
を
一
つ
一
つ
出

し
て
み
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
井
裏
に
浮
い
た
荷
物
（
ベ
ニ
ヤ
板
で
造
っ
た
ガ
ソ
リ
ン
を
入
れ
る
タ
ン
ク
）
の
上
に
ど
う

や
ら
そ
の
荷
物
ら
し
い
の
が
あ
る
の
で
、
（
＊
そ
の
荷
物
を
何
十
分
も
か
か
っ
て
）
無
理
に
引
き
出
し
て
、
そ
の
荷

物
を
縛
り
、
合
図
を
し
て
上
へ
あ
げ
、
こ
の
荷
物
が
航
空
師
団
の
暗
号
書
の
入
っ
た
荷
物
だ
っ
た
ら
、
直
ぐ
私

に
あ
が
れ
と
信
号
が
来
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
心
待
ち
に
待
っ
て
い
る
と
、
上
か
ら
の
合
図
で
ア
ガ
レ
と
の
事
。
私

上
の
方
の
防
空
壕
は
安
全
だ
が
、
下
の

方
は
山
へ
穴
を
掘
っ
た
だ
け
だ
。 

下
の
壕
で
将
校
ば
か

り
十
人
死
ん
だ
。 

出
入
口

出
入
口

上
の
壕
は
深
く
、
こ
ん

な
形
に
な
っ
て
い
た
。 

例
の
荷
物
を
さ
が
し
て
、
毎
日
同
じ
仕
事
を
く
り
か
え
し
て
い
た
が
、
九
月
二
日
に
五
機
が

爆
撃
に
来
て
、
最
初
は
銃
撃
ば
か
り
や
っ
て
い
た
が
、
終
り
に
は
爆
弾
を
落
し
た
。 

サ
ン
バ
シ 

山
の
中
腹
の
防
空
壕

急コウバイで道は

広い。ここを逃げた 

飛
行
機
が
来
る
と
、
皆
防

空
壕
へ
向
っ
て
逃
げ
た
。 

ウェワクの桟橋と防空壕（藤田氏大学ノート下書きによる）
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も
喜
ん
で
上
が
っ
て
み
る
と
、
大
尉
は
「
藤
田
さ
ん
、
あ
り
が
と
、
こ
の
荷
物
だ
よ
、
長
い
事
辛
抱
し
て
、
よ
く

さ
が
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
で
私
は
喜
ん
で
日
本
へ
行
け
る
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
。
私
は
日
本
へ
こ
れ
を
持
っ
て

飛
ぶ
か
ら
、
貴
方
か
ら
日
本
へ
の
言
伝
て
を
、
私
は
必
ず
伝
え
る
」
と
申
さ
れ
る
の
で
、
私
は
無
事
で
居
ま
す

か
ら
と
、
東
京
の
憲
兵
隊
に
居
る
弟
に
い
っ
て
く
れ
る
よ
う
頼
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
、
大
尉
は
何
か
欲
し
い
も
の
は

な
い
か
と
申
さ
れ
る
の
で
、
私
は
自
分
の
部
隊
へ
サ
ト
ウ
を
一
俵
（
三
斗
位
入
っ
た
）
や
っ
て
下
さ
い
と
言
っ
た
が
、

大
尉
は
、
サ
ト
ウ
は
今
な
い
の
で
、
他
に
何
か
な
い
か
と
い
っ
て
、
ウ
イ
ス
キ
ー
二
本
と
缶
詰
等
を
く
れ
た
の
で
、

私
は
気
持
ち
よ
く
頂
き
、
早
速
ウ
イ
ス
キ
ー
一
本
を
自
分
の
隊
長
に
、
一
本
は
自
分
の
部
隊
に
持
参
し
た

（
缶
詰
も
）
が
、
私
の
そ
の
後
の
考
え
で
は
、
あ
の
大
尉
は
恐
ら
く
途
中
で
敵
に
や
ら
れ
て
日
本
へ
着
い
て
居
ら

れ
な
い
よ
う
な
気
持
が
し
た
。
私
は
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
ウ
ェ
ワ
ク
に
行
き
、
（
＊
専
ら
医
薬
品
や
タ
バ
コ
等
）
他

の
荷
物
等
を
あ
げ
て
い
た
が
、
も
う
負
け
戦
で
島
へ
帰
り
、
部
隊
で
食
料
さ
が
し
も
し
て
い
た
。
ウ
ェ
ワ
ク
の
東

で
沈
ん
だ
船
か
ら
（
五
百
ト
ン
位
）
備
砲
を
取
り
は
ず
し
、
傍
ら
に
五
百
ト
ン
位
の
船
が
来
て
ク
レ
ー
ン
で
吊
っ

た
が
、
大
坪
君
が
上
ゲ
の
信
号
と
間
違
え
て
ド
カ
ン
と
落
し
て
き
た
の
で
、
又
や
り
直
し
で
吊
り
上
げ
た
が
、

私
は
あ
る
い
は
こ
ん
な
事
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
遠
く
へ
逃
げ
て
い
た
か
ら
、
ケ
ガ
は
無
か
っ
た
が
、
危
な
い

と
こ
ろ
だ
っ
た
。 

 

ま
た
、
沈
没
船
（
二
百
ト
ン
位
）
の
プ
ロ
ペ
ラ
を
外
し
て
揚
げ
た
り
し
た
が
、
戦
が
負
け
戦
で
、
私
も
上
に
あ

が
り
、
そ
れ
か
ら
は
、
潜
水
は
し
な
か
っ
た
。 

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
近
辺
で
は
、
（
＊
日
本
の
海
岸
線
か
ら
）
ず
い
分
多
く
の
日
本
船
が
徴
用
さ
れ
て
い
た
が
、
護
る

船
が
無
い
の
で
、
多
く
沈
め
ら
れ
た
が
、
沈
ん
だ
船
の
砲
で
も
あ
げ
て
使
わ
な
い
と
困
っ
た
の
だ
。 

敵
軍
の
攻
勢
は
だ
ん
だ
ん
烈
し
く
な
り
、
そ
の
後
私
も
マ
ラ
リ
ヤ
に
か
か
り
、
島
の
向
こ
う
側
の
本
島
の

（
＊
ウ
ェ
ワ
ク
の
少
し
西
の
方
の
）
野
戦
病
院
に
入
院
し
て
い
た
。
病
院
に
は
薬
は
な
く
、
マ
ラ
リ
ヤ
等
の
病
気
は

た
だ
椰
子
の
水
を
注
射
し
て
い
た
よ
う
だ
。
一
ケ
月
位
お
い
て
、
強
制
退
院
（
手
が
回
ら
な
い
の
と
敵
襲
が
烈

し
い
の
で
）
さ
せ
ら
れ
、
夕
方
舟
着
場
に
来
た
と
こ
ろ
、
突
然
敵
の
魚
雷
艇
に
攻
撃
を
受
け
、
椰
子
林
に
逃
げ

た
。
（
＊
太
い
椰
子
の
木
で
体
を
か
ば
い
、
よ
う
や
く
暗
く
な
っ
て
）
し
ば
ら
く
し
て
、
敵
（
＊
の
魚
雷
艇
）
が
ど
こ

か
へ
行
っ
た
の
で
、
舟
艇
で
島
に
帰
っ
た
。 

（
＊
私
も
達
者
で
、
仕
事
を
し
て
い
る
間
は
）
隊
長
殿
も
チ
ヤ
ホ
ヤ
し
て
待
遇
も
良
か
っ
た
が
、
マ
ラ
リ
ヤ
で

ね
て
い
る
と
、
隊
長
が
見
回
り
に
来
て
、
「
お
前
も
休
憩
し
て
い
る
の
か
、
一
度
性
根
を
た
た
き
直
し
て
や
る

か
ら
、
不
動
の
姿
勢
を
と
れ
」
と
言
っ
て
、
私
が
立
つ
と
、
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
す
る
の
で
、
（
＊
は
い
て
い
た
）
下
駄
で
ビ

ン
タ
を
は
ら
れ
た
。
私
は
（
＊
ク
ラ
ク
ラ
と
よ
ろ
め
い
て
立
っ
て
い
た
が
、
）
腹
が
立
っ
て
隊
長
を
に
ら
ん
で
居
た

が
、
実
際
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
（
＊
そ
れ
か
ら
は
マ
ラ
リ
ヤ
も
少
し
良
く
な
り
、
働
い
て
い
た
が
、
戦
は
不
利
に
な
る

ば
か
り
で
、
各
班
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
食
糧
を
取
り
に
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
入
っ
た
。
） 

私
等
の
部
隊
は
、
戦
闘
は
し
な
い
。
た
だ
修
理
等
を
や
っ
て
い
る
部
隊
だ
か
ら
、
恐
ら
く
戦
争
を
し
た
事
が

無
か
っ
た
。 

そ
の
後
、
隊
長
室
の
前
を
通
っ
た
軍
属
（
多
分
東
京
の
人
）
が
パ
パ
イ
ヤ
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
隊
長
は
そ
れ
を

見
付
け
、
キ
サ
マ
は
オ
レ
の
パ
パ
イ
ヤ
を
盗
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
怒
る
の
で
言
い
争
い
に
な
り
、
そ
の
軍
属
は
い
き

な
り
隊
長
を
押
さ
え
つ
け
首
を
絞
め
た
と
こ
ろ
、
隊
長
は
「
オ
レ
が
悪
か
っ
た
、
ゆ
る
せ
、
で
も
お
前
は
罰
せ
な

い
か
ら
」
と
誓
っ
た
の
で
、
首
を
絞
め
て
い
た
手
を
ゆ
る
め
て
、
そ
の
ま
ま
土
人
部
落
に
逃
げ
た
。
あ
く
る
日
、

隊
長
は
他
の
部
隊
の
兵
隊
に
か
の
軍
属
を
捕
え
さ
せ
、
死
刑
に
処
し
て
し
ま
っ
た
。
隊
長
の
言
葉
を
真
に
う
け
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て
捕
え
に
行
っ
た
他
の
部
隊
の
兵
隊
も
呆
れ

て
も
の
が
言
え
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
こ
の
隊
長

は
時
々
気
狂
い
じ
み
た
こ
と
を
す
る
人
で
、

自
分
の
部
隊
で
は
皆
に
嫌
わ
れ
て
い
た
。 

部
隊
の
食
料
も
始
め
か
ら
サ
ゴ
ヤ
シ
と
い
う

木
か
ら
採
取
し
た
。
（
＊
木
の
中
味
を
細
か
く

切
り
、
水
に
流
し
て
沈
ん
だ
粉
を
取
る
の
だ
。
） 

粉
（
デ
ン
プ
ン
）
で
つ
く
っ
た
小
さ
な
ダ
ン
ゴ
三
つ

に
汁
だ
け
、
そ
れ
に
さ
つ
ま
い
も
少
し
、
主
に

葉
だ
け
の
汁
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
皆
あ
ち
ら

こ
ち
ら
と
歩
き
廻
っ
て
、
食
べ
ら
れ
る
も
の
は

蛇
、
ネ
ズ
ミ
等
を
捕
え
て
食
べ
た
。 

は
じ
め
ム
シ
ュ
ウ
島
に
行
っ
た
時
、
土
人
部
落

に
行
き
、
一
行
の
土
人
と
仲
良
し
と
な
り
、

よ
く
キ
ュ
ウ
リ
や
ナ
ス
ビ
を
も
ら
っ
た
。
又
、

そ
の
土
人
（
二
十
才
位
）
は
私
の
船
に
遊
び
に

来
て
、
缶
詰
や
タ
バ
コ
等
を
与
え
た
。
土
人
に

は
、
若
い
妻
（
十
七
才
位
）
と
母
親
（
五
十
才

位
）
が
あ
り
、
紹
介
さ
れ
た
。
会
話
は
英
語
だ
っ
た
。
終
戦
の
時
に
は
、
乗
船
す
る
海
岸
に
大
勢
土
人
が
集
め

ら
れ
、
何
処
か
の
島
へ
連
れ
て
行
か
れ
る
様
子
だ
っ
た
。 

私
は
大
勢
の
兵
隊
に
混
じ
っ
て
歩
い
て
乗
船
す
る
方
へ
行
っ
た
が
、
そ
の
土
人
の
バ
ア
サ
ン
と
嫁
が
私
を
見
付

け
て
手
招
き
す
る
の
で
何
か
と
思
っ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
バ
ア
サ
ン
は
「
ム
ス
コ
は
日
本
海
軍
に
連
れ
ら
れ
て
何
処

か
へ
行
っ
て
、
ま
だ
帰
ら
な
い
」
と
涙
を
流
し
て
い
っ
て
い
た
が
、
私
に
サ
ツ
マ
芋
の
焼
い
た
の
を
二
、
三
個
差
出
し

て
食
べ
よ
と
い
っ
て
切
っ
て
く
れ
た
が
、
私
は
充
分
だ
か
ら
と
断
っ
た
が
、
食
べ
物
の
少
な
い
の
に
私
に
く
れ
よ
う 

と
思
う
心
が
実
に
う
れ
し
か
っ
た
。 

終
戦
時
に
は
食
糧
が
な
く
、
戦
争
末
期
に
は
、
土
人
が
サ
ゴ
椰
子
の
粉
を
兵
隊
に
と
ら
れ
る
の
で
、
山
の

木
の
中
に
か
く
し
て
い
た
が
、
そ
れ
も
悪
い
兵
隊
に
取
ら
れ
た
そ
う
だ
。
私
は
濠
州
に
居
る
時
か
ら
土
人
を

知
っ
て
い
た
の
で
、
土
人
は
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
万
一
の
時
は
土
人
の
世
話
に
な
る
の
だ
か
ら
と
い

つ
も
申
し
て
い
た
。
（
＊
こ
の
島
の
土
人
た
ち
も
ど
こ
か
へ
皆
ま
と
め
て
送
ら
れ
る
の
で
、
海
岸
に
集
ま
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
土
人
の
中
に
は
、
老
人
、
女
、
子
供
だ
け
で
、
若
い
男
は
み
か
け
な
か
っ
た
。
）
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
ウ
ェ
ワ
ク
近
く

の
土
人
は
、
男
は
髪
を
長
く
し
て
い
る
が
、
女
は
ザ
ン
ギ
リ
頭
で
、
腰
に
縄
を
な
っ
た
よ
う
な
も
の
（
手
製
麻
製
）

を
腰
の
回
り
に
ま
い
て
い
る
だ
け
。
座
る
時
は
ア
グ
ラ
を
か
い
て
い
る
。
足
は
ハ
ダ
シ
だ
（
男
女
共
）
。 

戦
争
は
負
け
戦
で
、
自
分
の
部
隊
は
一
ヶ
所
に
集
ま
り
、
空
襲
の
時
は
海
岸
近
く
の
固
い
サ
ン
ゴ
礁
に
掘
っ

て
あ
る
深
い
抜
け
通
り
に
な
っ
た
防
空
壕
に
入
っ
て
い
た
。
こ
の
壕
は
奥
の
方
に
居
れ
ば
絶
対
安
全
だ
が
、
た
だ

隊
長
の
居
る
所
だ
と
長
い
時
間
自
慢
話
を
聞
か
さ
れ
る
の
で
、
皆
敬
遠
し
た
。 

あ
る
日
、
私
は
一
人
で
向
こ
う
の
川
へ
ボ
ラ(

魚)

を
取
り
に
行
っ
て
、
木
に
登
っ
て
魚
の
通
る
の
を
待
っ
て
い
る

と
、
突
然
一
機
の
飛
行
機
が
飛
ん
で
き
て
、
い
つ
も
だ
と
私
の
居
る
方
ば
か
り
空
襲
す
る
の
だ
が
、
そ
の
日
は

駐屯地ムシュウ島の樹木作物（藤田氏大学ノート下書きによる） 
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（
藤
田
氏
大
学
ノ
ー
ト
下
書
き
に
よ
る
） 

こ
の
島
は
ど
ん
な
形
を
し
て
い
る
の
か
、
正
確
に
は
知
ら
な
い
。
自
分
に
は
、
終
戦
後
、
濠
州
軍

の
命
令
で
生
き
残
っ
た
日
本
軍
は
こ
の
島
に
集
ま
り
、
そ
こ
か
し
こ
に
別
れ
て
、
各
個
に
旧
日
本

軍
隊
の
組
織
で
集
団
生
活
を
し
た
。 

（
想
像
図
） 

コ
コ
カ
ラ
帰
国
の
時

日
本
の
巡
洋
艦
に

乗
っ
て
帰
っ
た
。 

終
戦
後
、
濠
州
軍
の
造
っ
た

日
本
軍
の
病
死
者
墓
地

病院 

椰
子
林

土
人
部
落
Ｂ

部
隊
の 

野
菜
畑

藤
田
氏
の
駐
屯
地

ム
シ
ュ
ウ
島 

A 
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運
よ
く
部
隊
の
防
空
壕
の
あ
る
方
ば
か
り
空
襲
し
て
い
た
。
私
は
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
木
に
登
っ
て
い
る
の
で
よ
く

見
え
、
自
分
の
上
へ
低
く
下
っ
て
来
た
時
は
人
間
の
顔
が
見
え
る
位
な
の
で
、
自
分
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う

に
ジ
ー
と
し
て
い
た
。
私
の
居
た
方
に
は
キ
カ
イ
等
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
船
の
修
理
等
に
使
っ
て
い
た
が
、
今
日

の
空
襲
は
こ
こ
も
空
襲
し
な
か
っ
た
の
で
、
後
で
部
隊
に
帰
っ
て
み
る
と
、
皆
は
私
を
心
配
し
て
、
多
分
今
日
は

や
ら
れ
た
事
と
思
っ
て
い
た
が
、
無
事
で
、
皆
も
喜
ん
で
く
れ
た
。 

又
、
別
の
日
に
土
人
部
落
へ
行
っ
た
時
も
、
空
襲
は
烈
し
く
、
土
人
部
落
の
ヤ
シ
林
は
皆
折
ら
れ
て
し
ま
い
、

大
き
な
爆
弾
も
落
し
た
の
で
、
生
き
た
心
地
は
し
な
か
っ
た
。
（
前
か
ら
土
人
は
逃
げ
て
、
一
人
も
い
な
い
）
。
部

隊
の
人
達
は
多
分
今
日
は
藤
田
は
や
ら
れ
て
死
ん
だ
だ
ろ
う
と
話
し
て
い
た
そ
う
だ
。
私
達
が
生
を
長
ら
え

た
の
は
椰
子
や
パ
ン
の
木
、
パ
パ
イ
ヤ
等
が
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
日
本
兵
が
教
え
た
サ
ツ
マ
芋
も
年
三
回

取
れ
る
が
、
葉
は
年
中
食
べ
ら
れ
る
。 

戦
争
末
期
か
ら
は
私
の
部
隊
は
幾
ケ
所
に
も
別
れ
て
、
自
給
生
活
に
入
っ
た
。
私
は
並
木
軍
曹
を
長
と
し

て
、
二
十
名
位
だ
っ
た
と
思
う
が
、
Ａ
地
区
に
居
た
よ
う
に
思
う
。
並
木
軍
曹
は
お
と
な
し
い
人
で
、
皆
と
仲

良
く
や
っ
て
い
た
。 

あ
る
日
、
私
は
抜
け
通
っ
て
い
な
い
壕
へ
知
ら
ず
に
入
っ
て
み
る
と
、
中
に
は
隊
長
が
入
っ
て
い
て
、
一
時
間
位

隊
長
の
自
慢
話
を
聞
か
さ
れ
て
、
た
だ
ハ
イ
ハ
イ
そ
う
で
す
か
と
言
っ
て
聞
い
て
い
た
。
い
つ
も
同
じ
話
を
何
回
と

な
く
聞
か
さ
れ
、
う
ん
ざ
り
し
た
。 

私
は
戦
友
た
ち
と
セ
オ
イ
コ
を
背
負
っ
て
歩
く
の
だ
が
、
足
が
痛
く
て
、
い
つ
も
遅
れ
勝
ち
だ
っ
た
（
お
く
れ
る

と
、
そ
の
ま
ま
お
い
て
ゆ
か
れ
る
）
。
並
木
軍
曹
の
班
は
山
の
中
に
ヤ
シ
の
葉
で
屋
根
を
ふ
い
て
家
を
つ
く
り
、
サ

ゴ
ヤ
シ
か
ら
粉
を
取
り
、
部
隊
へ
も
送
っ
て
い
た
が
、
一
度
牛
を
一
頭
捕
え
て
、
皆
大
喜
び
で
ス
キ
ヤ
キ
を
し
て

腹
一
ぱ
い
食
べ
た
が
、
余
っ
た
分
は
私
の
申
し
出
で
塩
漬
け
に
し
て
後
で
食
べ
た
が
、
皆
喜
ん
で
く
れ
た
。
隊
の

方
で
は
、
台
湾
人
が
イ
ノ
シ
シ
を
捕
え
た
そ
う
だ
が
、
我
々
の
口
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
我
々
の
島
に
は
、
高
射

砲
隊
も
い
た
ら
し
い
が
、
私
達
は
会
っ
た
事
が
な
か
っ
た
。
終
戦
前
、
突
然
部
隊
長
の
死
が
発
表
さ
れ
た
が
、

太平洋戦争中駐屯したウェワク近くムシュウ島の 

住民のスケッチ（藤田氏による） 

（
上
記
ス
ケ
ッ
チ
の
書
き
込
み
）

昭
和
十
八
年
～
二
十
一
年

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ム
シ
ュ
ウ
島
の
土
人
た
ち

の
家
。
た
く
さ
ん
の
黄
や
赤
の
花
や
草
木
を

植
え
て
い
る
家
は
全
部
椰
子
の
葉
で
粗
末

で
あ
る
が
、
清
潔
で
あ
る
（
家
の
内
外
も
）
。 

男
は
髪
を
伸
ば
し
（
足
は
ハ
ダ
シ
）
。
女
は

短
く
ザ
ン
ギ
リ
頭
だ
。
そ
し
て
腰
に
は
麻
の

葉
で
つ
く
っ
た
コ
シ
ミ
ノ
を
つ
け
て
い
る
。

座
る
時
は
男
女
共
、
ア
グ
ラ
を
か
く
。
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ど
ん
な
事
で
死
ん
だ
の
か
知
ら
な
い
が
、
常
々
部
下
に
当
り
ち
ら
し
て
い
た
部
隊
長
だ
け
に
、
皆
が
ロ
ク
な
噂

は
し
な
か
っ
た
。
当
然
、
見
習
い
士
官
だ
っ
た
人
（
少
尉
に
な
っ
て
い
た
）
が
我
々
の
隊
長
に
な
っ
た
。
（
私
の
隊
の
外

に
、
高
射
砲
隊
と
い
う
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
私
の
隊
の
隊
長
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
大
佐
だ
か
ら
。
） 

こ
の
島
は
ど
ん
な
形
を
し
て
い
る
の
か
、
正
確
に
は
知
ら
な
い
自
分
に
は
、
終
戦
後
濠
州
軍
の
命
令
で
生
き

残
っ
た
日
本
軍
は
こ
の
島
に
集
ま
り
、
そ
こ
か
し
こ
に
別
れ
て
、
各
個
に
旧
日
本
軍
隊
の
組
織
で
集
団
生
活

を
し
た
。 

戦
争
が
終
っ
て
か
ら
約
一
ケ
年
島
に
居
っ
た
が
、
日
本
軍
は
皆
旧
軍
隊
の
階
級
そ
の
ま
ま
で
、
乗
船
ま
で

続
い
た
。 

島
の
少
し
沖
の
方
に
、
日
本
の
巡
洋
艦
（
多
分
鹿
島
）
が
来
て
、
濠
州
軍
の
上
陸
用
舟
艇
に
乗
っ
て
艦
に
向

っ
た
が
、
途
中
彼
等
（
濠
州
軍
）
は
我
々
に
向
っ
て
、
何
か
持
っ
て
い
な
い
か
、
又
日
本
製
の
品
物
を
持
っ
て
い
な
い

か
と
大
声
で
尋
ね
た
が
、
皆
、
だ
ま
っ
て
い
た
。 

無
論
、
英
語
の
わ
か
る
者
も
居
た
だ
ろ
う
が
、
皆
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
い
た
が
、
少
し
で
も
英
語
の
わ
か
る
も

の
が
居
て
も
、
う
る
さ
い
か
ら
黙
っ
て
い
た
。
彼
等
は
「
こ
の
野
郎
何
も
出
し
や
が
ら
ん
」
と
ず
い
分
無
礼
な
言

葉
も
つ
か
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
日
本
の
巡
洋
艦
に
乗
り
移
っ
た
が
、
陸
で
は
あ
ま
り
食
べ
て
い
な
い
の
で
、
軍

艦
で
も
、
「
日
本
へ
帰
る
ま
で
が
ま
ん
し
て
く
れ
」
と
言
っ
て
、
小
さ
い
ハ
ン
ゴ
の
中
の
小
さ
い
の
に
一
ぱ
い
ず
つ
配

ら
れ
た
。
私
は
軍
艦
に
乗
る
の
は
初
め
て
で
、
兵
隊
で
一
ぱ
い
だ
っ
た
。
（
こ
う
し
て
、
広
島
の
大
竹
に
着
き
、
上

陸
し
た
）
。
巡
洋
艦
の
中
は
機
械
が
一
ぱ
い
で
、
そ
の
す
き
間
に
兵
隊
を
つ
め
込
ん
だ
。
一
万
ト
ン
巡
洋
艦
だ

か
ら
、
少
々
の
波
も
こ
た
え
ず
、
真
直
ぐ
に
進
み
、
気
持
ち
の
良
い
位
だ
っ
た
が
、
兵
隊
や
他
の
人
達
は
船
酔

い
を
し
て
い
た
。
大
竹
港
に
着
い
て
、
汽
車
で
和
歌
山
に
来
て
み
る
と
、
戦
争
後
の
ゴ
ッ
タ
返
し
で
、
金
で
品
物

を
売
っ
て
い
た
が
、
高
か
っ
た
。
自
分
等
は
（
和
歌
山
の
人
間
ば
か
り
）
イ
ワ
シ
の
生
を
買
い
、
近
く
の
自
転
車
屋

さ
ん
で
煮
て
も
ら
っ
て
、
た
ら
ふ
く
食
べ
た
。 

我
々
が
南
方
で
居
る
時
は
多
分
負
け
た
日
本
は
滅
茶
苦
茶
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
負
け
た
割
合
に
そ

ん
な
事
は
な
く
、
駅
に
着
く
と
、
歩
い
て
家
に
帰
っ
た
が
、
お
ぢ
い
さ
ん
が
大
変
喜
ん
で
、
私
（
皆
も
そ
う
だ
が
）

を
迎
え
て
く
れ
た
が
、
戦
没
者
も
多
か
っ
た
。
兄
も
月
ノ
セ
ま
で
迎
え
に
来
て
く
れ
た
。 

注
（
１
）
以
下
の
翻
刻
に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
な
方
針
に
し
た
。
記
録
は
大
学
ノ
ー
ト
の
下
書
き
と
原
稿
用
紙
へ
の
清
書
の
二
種
類

が
あ
る
。
記
述
内
容
は
ほ
と
ん
ど
重
複
す
る
が
、
大
学
ノ
ー
ト
の
下
書
き
の
方
が
い
く
ぶ
ん
詳
細
で
あ
り
、
ま
た
鉛
筆
書

き
に
よ
る
挿
絵
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
、
大
学
ノ
ー
ト
の
下
書
き
を
ベ
ー
ス
に
、
清
書
原
稿
の
内
容
を
（
＊
）
を
付
し
て

当
該
個
所
に
補
っ
た
。
原
典
に
支
障
が
な
い
か
ぎ
り
、
句
読
点
を
挿
入
し
、
段
落
を
設
け
、
当
用
漢
字
、
現
代
仮
名
使

い
、
仮
名
送
り
に
あ
ら
た
め
た
。 

（
２
）
船
の
甲
板
上
と
海
底
の
潜
水
夫
が
「
命
綱
（
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
）
」
で
連
絡
を
取
り
合
う
。
通
常
、
テ
ン
ダ
ー
と
よ
ば
れ
る
。 

（
３
）
和
歌
山
県
新
宮
市
三
輪
崎
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
新
宮
市
三
輪
崎
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
海
域
で
の
真
珠
貝
採
取

漁
業
に
多
く
の
出
稼
ぎ
者
が
従
事
し
た
。 

（
４
）
注
（
３
）
参
照
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コ
サ
ッ
ク
探
訪
記

鎌
田

真
弓

二
〇
一
七
年
九
月
初
旬
、
共
同
研
究
者
の
田
村
恵
子
さ
ん
、
村
上
雄
一
さ
ん
と
と
も
に
コ
サ
ッ
ク
を
訪
れ

た
。
一
九
五
〇
年
代
に
廃
墟
と
な
っ
た
町
の
調
査
と
あ
っ
て
、
準
備
段
階
で
は
厳
し
い
環
境
を
覚
悟
し
た
。
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
真
珠
貝
漁
の
研
究
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
コ
サ
ッ
ク
と
い
う
名
前
は
し
ば
し
ば
耳
に
し

て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
ど
の
辺
り
な
の
か
、
地
図
上
で
探
す
。
ど
う
や
っ
て
コ
サ
ッ
ク
ま
で
行
く
の
か
。
幸
い
乾
季

で
は
あ
っ
た
が
、
レ
ン
タ
カ
ー
は
四
輪
駆
動
車
が
必
要
な
の
か
。
旧
警
察
の
建
物
で
宿
泊
で
き
る
と
聞
い
た
時

は
、
留
置
所
を
改
装
し
た
部
屋
か
と
想
像
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
シ
ャ
ワ
ー
は
水
し
か
出
な
い
の
で
は
な
い
か
。
冷

蔵
庫
は
あ
る
の
で
、
食
料
は
近
く
の
町
で
調
達
し
て
く
る
よ
う
に
と
の
こ
と
。
私
は
こ
れ
ま
で
も
遠
隔
地
の
調

査
を
行
っ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
当
地
で
の
調
査
経
験
の
あ
る
研
究
者
が
同
行
し
て
い
た
。
今
回
は
三
人
と
も
未

経
験
の
場
所
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
管
理
人
さ
ん
が
い
る
よ
う
だ
し
、
携
帯
電
話
は
繋
が
る
し
、
何
と
い
っ
て
も

一
人
で
は
な
い
。 

故
・
藤
田
健
児
氏
を
は
じ
め
と
し
て
異
国
の
地
へ
と
働
き
に
出
た
人
た
ち
は
、
多
く
の
場
合
同
郷
者
と
と

も
に
、
同
郷
者
が
迎
え
て
く
れ
る
先
へ
と
渡
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
長
旅
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
不
安
は
私

た
ち
よ
り
小
さ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ス
ケ
ッ
チ
に
「
ぜ
ん
ざ
い
」
や
「
あ
ん
こ
ろ
も
ち
」
を
食
べ
た
と
あ
る
よ
う

に
、
コ
サ
ッ
ク
で
も
村
松
商
店
等
を
通
じ
て
日
本
の
食
材
を
手
に
入
れ
て
い
た
。
日
本
へ
の
送
金
も
村
松
氏
を

通
じ
て
行
わ
れ
、
故
郷
か
ら
の
便
り
も
届
い
て
い
た
の
で
、
当
時
で
も
コ
サ
ッ
ク
や
ブ
ル
ー
ム
と
和
歌
山
県
南
部

の
村
々
は
、
こ
ん
に
ち
想
像
す
る
ほ
ど
遠
く
離
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

私
た
ち
は
意
を
決
し
て
未
知
の
地
で
あ
る
コ
サ
ッ
ク
で
の
調
査
に
臨
ん
だ
の
だ
が
、
そ
の
滞
在
は
、
サ
ン
ド
フ

ラ
イ
と
い
う
ブ
ユ
の
仲
間
に
悩
ま
さ
れ
た
（
咬
ま
れ
る
と
、
と
て
つ
も
な
く
痒
い
）
以
外
は
、
拍
子
抜
け
す
る
ほ
ど

快
適
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ス
と
コ
サ
ッ
ク
最
寄
り
の
空
港
の
あ
る
カ
ラ
サ
間
は
一
日
に
一
〇
便
ほ
ど
飛
行
機
が
往

復
し
て
い
る
し
、
コ
サ
ッ
ク
や
サ
ム
ソ
ン
岬
ま
で
の
道
は
舗
装
さ
れ
て
い
た
。
数
は
少
な
い
が
、
建
物
は
修
復
さ

れ
て
案
内
板
が
建
ち
、
観
光
客
も
見
か
け
る
。
カ
フ
ェ
の
看
板
も
あ
る
し
、
宿
舎
に
は
オ
ー
ブ
ン
や
電
子
レ
ン

ジ
ま
で
備
わ
っ
て
い
た
。 

新
し
い
案
内
板
や
旧
裁
判
所
を
利
用
し
た
博
物
館
の
展
示
か
ら
は
、
史
跡
と
し
て

保
存
し
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
を
感
じ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
歴
史
研
究
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
入
植
開
始
か
ら
コ

サ
ッ
ク
の
発
展
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
一
八
九
〇
年
代
ま
で
で
止
ま
っ
て
い
る
。
藤
田
氏
が
滞
在
し
た
一
九
二
〇

～
一
九
三
〇
年
代
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
日
本
人
の
足
跡
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
わ
ず
か
七
基
の
墓

石
の
残
る
墓
地
だ
け
で
あ
っ
た
。 

私
た
ち
が
持
っ
て
い
た
藤
田
氏
の
コ
サ
ッ
ク
の
ス
ケ
ッ
チ
・
デ
ジ
タ
ル
画
像
が
、
史
跡
保
存
・
観
光
開
発
の
責

任
者
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
側
の
研
究
者
の
強
い
関
心
を
引
い
た
の
は
、
コ
サ
ッ
ク
の
歴
史
に
お
け
る
ア
ジ
ア
人
の

の
足
跡
の
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
八
九
〇
年
代
の
コ
サ
ッ
ク
の
地
図
と
藤
田
氏
の
ス

ケ
ッ
チ
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
歴
史
の
新
た
な
断
面
が
見
え
て
く
る
。 

そ
れ
に
し
て
も
藤
田
氏
の
ス
ケ
ッ

チ
の
描
写
は
詳
細
で
正
確
で
あ
る
。
展
望
台
か
ら
臨
ん
だ
ジ
ャ
ー
マ
ン
島
は
、
潮
が
引
い
た
浅
瀬
の
向
こ
う
に

あ
っ
た
。
藤
田
氏
が
日
々
を
過
ご
し
た
風
景
を
目
の
前
に
し
て
、
時
を
超
え
た
旅
を
味
わ
っ
た
気
が
す
る
。 
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ジャーマン島

サムソン岬

コサック周辺衛星画像
　
干満の差が大きい地域で、画像は干潮時のもの

コサック写真集
コサック
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②  波止場

　水深が浅く大型船は入れないので、小型蒸気船が
沖に停泊する船に乗客や積み荷を運んでいた。干潮
時には川底にある朽ちた小型蒸気船のボイラーが見
える。

　岸　岸壁が建設されて、感潮域にあった河口沿いの道
路の浸水を防ぎ、道路沿いに建物が建てられた。かつ
てはローバーンとの間に軽便鉄道も走っていて、埠頭
の近くに駅があった。

① コサック

　コサックという町の名前は、1871年ピルバラ地区に植民地総督を運んだ戦艦コサック（Cossack）
に由来する。当初は、1863年に最初の入植者を運んだ船の名前をとってティエン・ツィン（Tien Tsin）
と呼ばれていた。1890年代前半に最も栄えたこの町は、1898年のサイクロンで大打撃を受け、また
大型船の着岸が難しいために1903～1904年にかけて桟橋がサムソン岬（Point Samson）に移転
するなど、20世紀に入ってから人口が減少し、1950年代に町は歴史を閉じた。

　　インド洋に面するこの地域は度々サイクロンや洪水に見舞われ、石造りだった建物以外はその形跡
も残っていない。町跡は1977年にナショナル・トラストに指定され、1980年代に史跡の修復が始まっ
た。2006年には西オーストラリア州遺産に指定され、現在は郵便局、警察および留置所、裁判所、税
関、ボンド商店（Bond Store）、ノースウェスト商店（North West Mercantile Store）、ガルブリス
商店（Galbrith Store）、学校の建物の修復が終わっている。2017年には、コサックの史跡の管理と
観光促進は、カラサ（Karratha）市からローバーン（Roebourne）に事務局のあるアボリジニ組織ンガ
ルマ・インジバルンディ基金（Ngarluma Yindjibarndi Foundation Ltd）に移管された。

　　かつての警察宿舎が宿泊施設（シャワーや台所付き）として提供されており、管理人夫婦が常駐して
いるが、食料品は近くの町で調達しなければならない。私たちが訪れたのは乾季であったため、キャラ
バンカーを引いてオーストラリア北部をまわる年配の観光客や、ボートを引いて訪れている釣り人たち
を多く見かけたが、旧警察宿舎を利用しているのは私たちだけであった。観光客はサムソン岬やローバ
ーン、カラサにある宿泊施設やキャラバンパークを利用しているようである。
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③　裁判所／博物館

　裁判所が建設されたのは町が衰退期に入った
1895年で、ほとんど使われなかったようである。現
在建物は修復されて博物館として公開されている。
内部には、復元された法廷や、町の歴史を記したパ
ネルや展示物が置かれている。

　展示は19世紀のコサックの発展史が中心で、真珠貝漁やアジア人居住者に関する言及はあるもの
の、日本人に関する説明はほとんどない。

　村松作太郎の墓の写真が使われているパネルには、1875年には989人のマレー人が真珠貝産業
で働いており、1901年のコサックの人口166人のうち83人がアジア人（日本人、中国人、マレー人、
シンガポール人、マカッサン、フィリピン人、ティモール人）であったとあるが、村松を含む個々人に関
する記述はない。

　　また、コサックが最も繁栄していた時代には、中国人が経営する商店２軒とパン屋１軒、シンハラ人
経営の仕立屋1軒、日本人が経営する商店が１軒あったとある。1891年に村松作太郎がコサックで
店を開いているので、おそらく村松の店のことであろう。1897年には村上安吉がコサックに渡り、西
岡高蔵の下で働き始めたのだが、そうした記述も見当たらない。コサックの歴史における日本人の足
跡に関する研究の必要性が感じられた。

④　案内板

　歴史遺産に指定されて、観光客用の案内板も整備されつつある。コサックの各所に
立てられた案内板では、19世紀のコサック開拓の歴史や、真珠貝漁でのアボリジニの
搾取や苦難に関する説明はあるが、日本人の足跡はほとんど触れられていない。
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⑤　村松商店跡

　藤田スケッチ2の村松商店の廃墟でコサックロード（Cossack Road）とパール
ストリート（Pearl Street）の角にある。

　1872　1872年にハウレット商店（Howlett̓s Store）として建築されたもので、倉庫およ
びアジア人真珠貝漁師の宿舎として利用されたようである。同年洪水被害にあい、
その後マクレー会社（McRae & Co.）が購入、増築された。1887年ファーカー・マ
クレー（Farquhar McRae）の死後、ノースウェスト商店と改名された。観光案内板
にはノースウェスト商店とある。

⑥　村松住宅跡

　村松商店の奥のパールストリート沿いに村松住宅があった。案内板はな
い。

　　藤田スケッチ2・4によると、コサックには村松商店が１軒、酒屋が1軒と、
白人の家が15軒、日本人の家が4～5軒、石造りの家も皆村松の所有だと
ある。コサックの人口減少とともにこの建物も村松次郎が購入したのであ
ろう。この区画一帯が村松の所有であった。



⑦　旧かめや／税関

　藤田スケッチ3で「かめや」と記されている建物で、パールストリートをはさんで、村松商店の向
かい側に建つ。1897年、税関（Customs House）およびボンド商店として建てられた。

　1904年にサムソン・ポイントに桟橋が新設されたことに伴い、税関の機能は不要となったと
考えられる。藤田氏の滞在時の1930年代は海亀の加工・缶詰工場となり、その後村松の所有と
なった。藤田スケッチ2にも元カメヤ、村松商店と記述されている。

⑧　旧ボンド商店／村松ハツ滞在場所

　税関（かめや）の建物と繋がっているL字型の建物である。写真は波止場側から撮ったもの
と、裏庭から撮ったもので、ボンド商店だった場所は、宿泊施設の管理人夫妻が現在カフェを
経営している。裏庭に面した一番左の部屋は、村松次郎の妻ハツが1946年にタツラ強制収
容所から解放されてコサックに戻った時に住んだ場所である（次郎氏は1943年に収容所で
死亡）。
  
　ハツに誘われて、村上安吉の長女桝子と夫の村上義雄も子どもを連れてコサックに来てい
るので、ここに住んだのではないだろうか。1957年に日本に戻るまでここで暮らしたハツは、コ
サックの最後の住人だったと言っても過言ではない。

　藤田氏のスケッチには、コサックからエクスマウス湾（Exmouth Gulf）の地域が戦後山本
春治氏と飯森忠男氏が貝を多く取ったところと紹介されているので、ブルームと並んでコサッ
クでも真珠貝産業復活の兆しがあったのかもしれない。今後の研究課題である。



⑨　ティエン・ツィン展望台からナニーゴートヒル（Nanny Goat Hill）を望む
    藤田スケッチによれば、画面左上の河岸で「カバ磨り」が 行われていた。

⑩　古井戸
　スケッチには岩山（ナニーゴートヒル） の麓に風車を使った水揚げポンンプが描かれ
ている。井戸の跡のような穴を見つけた。 

⑪　日本人クルーキャンプ跡　
　スケッチによれば、河口沿いのローバーンに続くコッサックロードに並行した道沿いに、
日本人クルーのキャンプはあったようだ。写真のとおり現在はスピニフィクスの草原が広が
るばかりで何もない。建物の土台もみつからない。



⑭　日本人墓地　

　コサックの町のはずれに位置する墓地は、ヨーロッパ人の区画とアジア人の区画に分かれているが、現在ア
ジア人の区画にある墓石は日本人のものだけである。石碑は海に向かって建てられている。

　名前が刻まれた墓石は7基あり、ひときわ目立つのは村松作太郎（1898年没）の墓である。墓地の一画の
海に一番近い場所には、「無縁法界」と書かれた1928年建立の供養塔がある。今回の旅では藤田スケッチに
も記述がある名引清五郎氏のお墓も見つかり、写真をご遺族に渡すことができた。

　1922年　1922年6月撮影のその一角だけが写る日本墓地写真によれば、木製の墓標が14基整然と並んでいる。現
在の墓地入口近くの名盤によると、2005年三井鉄鉱開発株式会社の援助で、残る墓石だけを中心に整備さ
れたらしい。

⑬　チャイナタウン／ジャパンタウン跡
　中国人の菜園があった一画の道をはさんだ反対側はチャイナタウンと呼ば
れた場所があり、藤田スケッチにある日本人ダイバーが住んだジャパンタウン
もここにあったと思われる。建物跡のような土台が若干残っており、茶碗やガ
ラス瓶の欠片が地面に散らばっている。

⑫　中国人菜園跡
　コサックの町外れの高台にある中国人が作った菜園の跡で、菜園を囲って
いた石垣、鉄杭、タンク、建物跡などが残っている。中国人商店で売る野菜な
どを栽培していたようである。 
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⑮　リーダーヘッド展望台からジャーマン島を望む　

　藤田スケッチに描かれている灯台のある島で、実は、コサック
の町からは見えない。写真はコサックの町のはずれ北東方向に
あるリーダーヘッド展望台（Reader Head Lookout）から眺め
た、干潮時のものである。スケッチにあるように、灯台近くまで干
上がっている。

　　ジャーマン島（Jarman Island）にある灯台は1888年に建設
され、1917年に自動化、1985年にその役目を終えた。併設の宿
舎とともに2013年西オーストラリア州の歴史遺産として登録さ
れた。

　村松次郎が一時期この島を所有し、灯台の宿舎を利用して休
暇を楽しんだようである。

⑯ 　サムソン岬桟橋

　サムソン岬の旧桟橋近くに置かれている貨車。説明板などは無いが、桟橋まで引かれてい
た軽便鉄道で使われた貨車であろう。ローバーンとコサック、それにサムソン岬を繋いだ軽
便鉄道は、初期は馬で引かれていたが、その後蒸気機関車が導入された。

　　コサックの桟橋は大型船に不向きであったため、1904年にサムソン岬に新しい桟橋が開
設された。沖に600m延びた木造の桟橋は、客船だけでなく牛や羊毛や銅鉱の積出船が着
岸し、ピルバラ地域の開発に重要な役割を果たした。当時は、フリーマントル（Fremantle）
とジェラルトン（Geraldton）に次ぐ、西オーストラリアの第三の港であった。1960年代にな
って、鉄鉱石鉱山会社がダンピア（Dampier）やランバート岬（Cape Lambert）に自社の積
出港を建設し、1976年にサムソン桟橋は閉鎖された。

　　こんにちのサムソン岬の町はリゾート地のような雰囲気で、キャラバンパークがあり、ガレ
ージにボートを置いている住宅を多く見かけた。
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Kenji Fujita’s Sketchbook: Memories of Cossack, Western 

Australia (1925〜1938) 2nd edition, reprinted and edited by 

Matsumoto, Hiroyuki et al. February 28 2022. 

デジタル版第２版の発行にあたって 

本書は「あとがき」と右の奥付のとおり、当初は共同研究の成

果として冊子体で刊行された。その後、資料として高い価値が認

められたため、解説部分の画像のカラー化と誤植等の訂正を加

えたデジタル版を公開することにした（令和 3年 8月 31日発行）。 

この第 2 版では、英文読者のために、報告書冒頭の「一藤田

健児スケッチブックと回想記への誘い」の章とスケッチ画像のタイ

トルに英訳を付した。また、デジタル版初版のスケッチブック画像

の挿入箇所を一部変更した。 

なお、デジタル版は日本学術振興会科学研究費基盤研究

（C）「国境を越えた地縁社会―豪州出稼ぎ労働者を繋いだ日

本人商店主の現地適応戦術」（研究代表者鎌田真弓  課題

番号 20K12380）令和 3 年度の成果の一部である。 

令和 4 年 2 月 28 日 
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