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小笠原諸島の

ことばと人びと
D a n i e l  L o n g  

小笠原諸島（父島）と内地（東京）を定期的に結ぶ唯一の交通手段、おがさわら丸
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海
洋
島
の
島
々

　

小
笠
原
諸
島
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
に
ユ
ネ
ス
コ

の
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
か
ら
知
名
度
が
上

が
っ
た
。
日
本
本
土
か
ら
一
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
こ
れ
ら
島
々
は
、
琉
球
諸
島
の
よ
う
な
「
大

陸
島
」
と
ち
が
っ
て
、
大
陸
と
は
一
度
も
つ
な
が
っ

た
こ
と
の
な
い
「
海
洋
島
」
で
、
数
千
万
年
前
の
海

底
火
山
活
動
と
そ
の
後
の
隆
起
に
よ
っ
て
誕
生
し
た

島
で
あ
る
。
南
に
は
小
笠
原
村
に
属
す
る
硫
黄
諸
島

が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
マ
リ
ア
ナ
諸
島
ま
で
は
五
四
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
孤
立
し
て
い
る
た
め
、
地
球

上
で
小
笠
原
だ
け
に
し
か
な
い
固
有
の
動
植
物
が
み

ら
れ
る
。
オ
ガ
サ
ワ
ラ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
を
は
じ
め
、

植
物
一
六
一
種
、
昆
虫
二
七
九
種
、
カ
タ
ツ
ム
リ

一
〇
〇
種
を
含
む
数
百
種
類
の
固
有
種
を
誇
る
島
々

で
あ
る
。小
笠
原
の
動
植
物
や
地
形
も
興
味
深
い
が
、

人
間
社
会
と
そ
の
産
物
で
あ
る
言
語
や
文
化
に
も
非

常
に
独
特
な
現
象
が
み
ら
れ
る
。
以
下
で
そ
れ
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

小
笠
原
諸
島
に
往
来
し
た

人
び
と
の
歴
史

　

小
笠
原
の
言
語
を
考
え
る
と
歴
史
を
四
つ
の
時
期

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
三
〇
年
ま
で
は
無

人
島
だ
っ
た
の
で
、
あ
る
意
味
で
こ
れ
は
第
零
期
に

あ
た
る
。
現
在
小
笠
原
諸
島
が
世
界
的
にBonin 

Islands

と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

無ぶ
に
ん人
島じ
ま

が
訛な
ま

っ
て
で
き
た
名
称
で
あ
る
。
第
一
期
の

「
開
拓
時
代
」
は
、
西
洋
や
太
平
洋
諸
島
か
ら
人
び

と
が
住
み
着
い
た
一
八
三
〇
年
に
始
ま
る
。
英
語
を

母
語
と
し
な
い
島
民
が
多
か
っ
た
が
、
や
が
て
ピ
ジ

ン
英
語
の
よ
う
な
も
の
が
島
社
会
の
共
通
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

第
二
期
の
「
日
本
化
時
代
」
は
一
八
七
〇
年
代
に
本

格
化
し
、
在
来
島
民
は
日
本
語
を
習
得
し
た
。
第
三

期
の
「
米
軍
統
治
化
時
代
」
は
終
戦
直
後
に
始
ま

り
、
日
本
人
以
外
の
血
を
引
く
「
欧
米
系
島
民
」
だ

け
の
在
住
が
認
め
ら
れ
、
学
校
教
育
は
英
語
で
お
こ

な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
家
庭
内
で
は
英
語
と
日
本
語

が
入
り
混
じ
っ
た
小
笠
原
独
特
な
混
合
言
語
が
発
展

し
た
。
第
四
期
の
「
返
還
後
時
代
」
は
一
九
六
八
年

に
欧
米
系
以
外
の
旧
島
民
の
帰
島
が
許
さ
れ
た
後
に

始
ま
り
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
期　
開
拓
時
代

　

小
笠
原
諸
島
に
最
初
に
住
み
着
い
た
の
は
西
洋
と

太
平
洋
諸
島
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
か

ら
き
た
人
び
と
で
あ
る
。
前
者
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
、
イ
ギ
リ
ス
南

西
部
、
北
大
西
洋
の
バ
ミ
ュ
ー
ダ
島
、
ド
イ
ツ
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
領
で
西
大
西
洋
の
ア
ゾ
レ
ス
諸
島
や
カ
ー

ボ
ベ
ル
デ
、
フ
ラ
ン
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
か
ら
や

っ
て
き
た
西
洋
人
が
い
た
。
後
者
か
ら
は
ハ
ワ
イ
や

日本海

伊豆諸島

西之島
父島列島

母島列島
硫黄諸島

聟島列島

小笠原諸島

沖ノ鳥島

南鳥島

マ
リ
ア
ナ
諸
島

琉
球

諸
島

グアム

八丈島

南大東島

東シナ海

フィリピン海

太平洋

小笠原諸島の位置。住民がいるのは父島と母島だけである

おがさわら丸を見送る人びと
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タ
ヒ
チ
、
北
マ
ル
ケ
サ
ス
、
キ
リ
バ
ス
、
ポ
ナ
ペ
、

グ
ア
ム
、
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
そ
し
て
イ

ン
ド
洋
の
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
か
ら
で
あ
る
。
日
本
人
が

入
植
す
る
前
に
、
西
洋
と
太
平
洋
諸
島
の
人
び
と
は

結
婚
を
繰
り
返
し
、
文
化
と
言
語
も
入
り
混
じ
っ
て

い
た
。

第
二
期　
日
本
化
時
代

　

日
本
人
に
よ
る
入
植
が
始
ま
っ
た
一
八
六
〇
～

七
〇
年
代
に
、
そ
れ
ま
で
島
に
住
み
着
い
て
い
た
人

び
と
が
日
本
国
籍
を
取
得
し
、「
帰
化
人
」
と
よ
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
正
時
代
に
島
に
滞
在
し
た

画
家
倉く
ら

田た

白は
く

羊よ
う

が
描
い
た
「
帰
化
人
」
と
題
し
た
絵

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
開
拓
時
代
最
初
期
の
開
拓
者
ナ

サ
ニ
エ
ル
・
セ
ー
ボ
レ
ー
氏
の
息
子
ホ
ー
レ
ス
氏
と

思
わ
れ
る
。

　

長
崎
や
神
戸
な
ど
に
西
洋
人
が
暮
ら
し
て
い
た
異

人
館
が
あ
る
が
、
小
笠
原
で
も
か
つ
て
「
異
人
」
と

い
う
名
称
が
使
わ
れ
て
い
た
。
現
在
そ
れ
は
「
異
人

モ
モ
」（
グ
ア
バ
）
や
「
異
人
ド
ー
ナ
ツ
」（
沖
縄
の

サ
ー
タ
ー
ア
ン
ダ
ギ
ー
の
よ
う
な
揚
げ
菓
子
）
な
ど

い
く
つ
か
の
単
語
に
名
残
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
後
半
か
ら
入
っ
て
き
た
日
本
人
の
多
く
は

八
丈
島
出
身
だ
っ
た
た
め
、
現
在
そ
の
子
孫
は
「
八

丈
系
（
島
民
）」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

第
三
期　
米
軍
統
治
時
代

　

戦
後
に
小
笠
原
諸
島
は
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
置

か
れ
て
、
西
洋
の
血
を
引
く
島
民
の
み
が
米
海
軍
か

ら
の
許
可
を
得
て
島
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
西
洋

人
の
血
を
引
か
な
い
島
民
は
日
本
本
土
や
八
丈
島
な

ど
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
彼
ら
は
故
郷
へ

の
帰
還
を
求
め
、
返
還
運
動
を
起
こ
し
た
。
自
分
た

ち
の
こ
と
を
「
旧
島
民
」
と
よ
び
、
米
軍
と
と
も
に

島
で
暮
ら
し
て
い
る
者
を
「
欧
米
系
（
島
民
）」
と

よ
ん
だ
。

第
四
期　
返
還
後
時
代

　

一
九
六
八
年
、
返
還
後
に
旧
島
民
が
故
郷
に
戻
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
彼
ら
と
ち
が
っ
て
戦
前
の

小
笠
原
に
ル
ー
ツ
を
も
た
な
い
人
で
、
返
還
の
ニ
ュ

ー
ス
を
み
て
、
島
に
移
住
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
人

び
と
も
大
勢
い
る
。「
新
島
民
」
と
よ
ば
れ
る
。

島
民
と
は

　

現
在
も
島
で
も
っ
と
も
頻
繁
に
聞
く
言
い
方
は

「
欧
米
島
民
、旧
島
民
、新
島
民
」の
分
類
で
あ
る
。「
欧

米
系
」
と
い
う
言
い
方
は
誤
解
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
れ
は
「
西
洋
だ
け
の
ル
ー
ツ
」
と
い
う
意

味
で
は
な
い
。
欧
米
系
は
み
ん
な
太
平
洋
諸
島
の
先

祖
を
も
っ
て
い
る
し
、
そ
の
こ
と
を
大
変
誇
り
に

思
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
ら
の
ほ
と
ん

ど
は
日
本
民
族
（
旧
島
民
）
の
先
祖
も
も
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
欧
米
系
」
は
「
西
洋
の
ル
ー
ツ
し
か
も
た

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
西
洋
人
の
先
祖
を

も
つ
人
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
小
笠
原
は
日
本
や
西
洋

と
同
様
父
系
社
会
な
の
で
、
父
方
の
先
祖
が
欧
米
系

だ
っ
た
人
は
「
自
分
は
欧
米
系
だ
よ
」
と
意
識
し
て

い
る
が
、
母
方
の
先
祖
が
欧
米
系
だ
っ
た
人
は
そ
う

し
た
意
識
が
薄
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
も
小
笠
原
の

特
殊
な
事
情
で
は
な
く
、
父
系
社
会
は
そ
ん
な
も
の

で
あ
る
。
筆
者
が
「
ロ
ン
グ
家
」
の
人
と
い
う
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
る
の
は
、「
父
方
の
先
祖

が
ロ
ン
グ
と
い
う
苗
字
だ
っ
た
人
」
で
あ
り
、
母
方

よ
り
父
方
の
系
統
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、「
欧
米
系
」
は
厳
密
に
使
わ
れ
る
言
い
方
で

も
な
い
。
厳
密
に
使
う
の
が
不
可
能
で
あ
る
。
む
し

ろ
個
人
が
自
分
の
こ
と
を
「
欧
米
系
」
と
思
っ
て
い

る
か
ど
う
か
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
。

　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
「
欧
米
系
」
に
は

男
女
差
も
世
代
差
も
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
親

子
で
も
こ
の
こ
と
ば
に
微
妙
な
差
異
が
み
ら
れ
る
。

米
軍
統
治
下
時
代
に
育
っ
た
父
親
は
「
う
ん
。
僕
は

欧
米
系
だ
よ
」
と
表
現
す
る
が
、
返
還
後
に
育
っ
た

息
子
は
（
誇
り
を
も
ち
な
が
ら
も
）「
う
ん
。
僕
の
先

祖
は
欧
米
系
だ
よ
」
と
表
現
す
る
。「
欧
米
系
」
を

自
分
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
捉
え
る
か
、

ル
ー
ツ
と
し
て
捉
え
る
の
か
は
微
妙
な
変
化
が
現
代

の
若
者
の
あ
い
だ
で
起
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

「帰化人」（倉田白羊1914 年）埼玉県立近代美術館蔵

父島の中心、大村
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つ
い
で
に
い
う
と
、
筆
者
や
そ
の
研
究
仲
間
は
と

き
ど
き
欧
米
系
島
民
と
の
対
照
で
「
日
系
（
島
民
）」

の
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
が
、「
日
系
」
は
島
民
の

あ
い
だ
で
も
ち
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
民
族
学
や
社
会
学
、
言
語
学
に
興
味
の
あ

る
読
者
は
関
心
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
触
れ

て
お
く
が
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
名
称
に
は
差
別
的

な
響
き
が
あ
る
う
ん
ぬ
ん
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と

が
な
い
。
筆
者
は
小
笠
原
の
長
期
滞
在
者
に
な
っ
た

こ
と
は
な
い
が
、
五
〇
回
以
上
に
わ
た
る
島
で
の
研

究
や
教
育
活
動
を
通
し
て
、「
欧
米
系
と
よ
ば
れ
て

嫌
な
感
じ
が
し
た
」
の
よ
う
な
否
定
的
な
コ
メ
ン
ト

を
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。

　

返
還
は
一
九
六
八
年
だ
っ
た
の
で
、「
新
島
民
」

の
な
か
に
も
半
世
紀
近
く
住
ん
で
い
る
人
が
い
る
。

一
方
で
さ
ほ
ど
在
住
歴
は
長
く
な
い
が
、
島
で
根

を
下
ろ
し
て
い
る
人
は「
新
新
島
民
」と
よ
ば
れ
る
。

小
笠
原
は
他
の
離
島
と
ち
が
っ
て
、
二
〇
歳
代
の
人

は
非
常
に
多
い
。
な
か
に
は
数
ヶ
月
島
で
生
活
し

て
、
仕
事
を
し
な
が
ら
ダ
イ
ビ
ン
グ
な
ど
を
楽
し

む
人
も
い
る
。
こ
の
人
び
と
も
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
多
い
。
数

年
前
に
『
長
期
滞
在
者
の
た
め
の
小
笠
原
観
光
ガ

イ
ド
』（
松
木
一
雅
著
）
と
題
し
た
本
が
出
版
さ
れ

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、「
し
ま
の
ひ
と
」と
い
う
言
い
方
も
聞
く
が
、

「
島
民
」
は
皆
「
島
の
人
」
と
は
限
ら
な
い
。「
島
の

人
」は
い
っ
て
み
れ
ば「
欧
米
系
島
民
」と「
旧
島
民
」

を
合
わ
せ
た
言
い
方
で
あ
り
、
本
人
が
島
に
住
み
着

い
た
の
で
は
な
く
、
代
々
島
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
人
び

と
の
こ
と
を
指
す
。「
島
民
」
は
た
だ
単
に
住
民
票

を
移
し
て
い
る
人
び
と
の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
用
語

の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
興
味
深
い
意
味
論
的
現
象
が

み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
筆
者
が
実
際
に
耳
に
し
た

次
の
ふ
た
つ
の
会
話
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
ひ
と

つ
め
の
会
話
は
東
京
か
ら
の
船
を
降
り
る
欧
米
系
島

民
（
瀬
堀
さ
ん
）
と
波
止
場
に
い
る
旧
島
民
（
菊
池

さ
ん
）
と
の
あ
い
だ
の
や
り
取
り
で
あ
る
。

菊
池
さ
ん
：
え
っ
？　

内
地
行
っ
て
た
？　

お

帰
り
。
東
京
ど
う
だ
っ
た
。

瀬
堀
さ
ん
：
お
っ
。
内
地
は
今
寒
い
じ
ゃ
。
村

議
会
選
挙
ど
う
だ
っ
た
？　

み
え
子
さ

ん
当
選
し
た
？

菊
池
：
だ
め
だ
っ
た
よ
。

瀬
堀
：
え
え
？　
本
当
？

菊
池
：
ん
。
島
の
人
皆
彼
女
に
票
を
入
れ
た
の

に
ね
。

　

こ
の
会
話
で
も
し
「
島
民
」
と
「
島
の
人
」
が
ま

っ
た
く
同
義
語
な
ら
ば
、
最
後
の
発
話
に
単
語
を
入

れ
替
え
「
島
民
皆
彼
女
に
入
れ
た
の
に
」
と
言
え
る

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
民
主
主
義
の
常
識

に
反
す
る
ナ
ン
セ
ン
ス
な
発
言
と
な
る
。
筆
者
が
小

笠
原
の
人
び
と
に
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
名
称
の
意
味
が

微
妙
に
ち
が
う
と
言
っ
た
ら
、
島
の
人
は
「
そ
う
な

の
か
？
」
と
答
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
意
味
の
ち
が

い
や
使
い
分
け
は
意
識
に
の
ぼ
る
と
は
限
ら
な
い

が
、
以
上
の
よ
う
な
実
際
の
会
話
例
か
ら
意
味
が
ず

れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
意
味
論
的
な
ち
が
い
を
（
無
意
識
に
か

も
し
れ
な
い
が
）
守
っ
て
い
る
の
は
別
に
「
島
の
人
」

本
人
た
ち
だ
け
で
は
な
い
。
島
の
生
活
が
ま
だ
一
年

未
満
だ
っ
た
女
性
が
父
島
奥
村
地
区
に
あ
る
バ
ー
で

ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
。
そ
の
時
カ
ウ
ン
タ
ー
に

座
っ
て
飲
ん
で
い
た
お
客
さ
ん
（
土
木
関
係
の
仕
事

を
や
っ
て
い
る
長
期
滞
在
者
）
と
彼
女
と
の
あ
い
だ

に
次
の
会
話
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

土
木
関
係
者
の
男
性
：
島
の
人
で
す
か
？

バ
ー
の
女
性
：
い
や
、
島
民
で
す
け
ど
…
…
。

　

す
な
わ
ち
、「
島
の
人
で
は
な
い
が
、
島
民
で
は

あ
る
」
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。
本
人
が
ど
こ
ま
で

意
識
し
て
い
る
か
を
別
と
し
て
、
小
笠
原
で
暮
ら
し

て
い
る
人
び
と
は
何
と
な
く
ふ
た
つ
の
用
語
に
ち
が

い
を
覚
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

春にさかんになるホエールウォッチング

小笠原諸島のことばと人びと

92

同じ東京都でも1,000キロ離れている
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生
物
学
か
ら
言
語
を
考
え
る

　

生
物
学
者
は
小
笠
原
の
生
物
を
「
固
有
種
」、「
広

域
分
布
種
」、「
外
来
種
」
に
分
類
し
て
い
る
。
一
方

で
言
語
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
は
そ
の
言
語
の
発

音
体
系
（
母
音
や
子
音
が
い
く
つ
あ
る
か
）
と
文
法

体
系
（
語
順
や
活
用
方
法
な
ど
）
と
語
彙
（
辞
書
に

載
せ
る
単
語
）
の
三
つ
の
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
以
下
で
、
生
物
学
の
こ
の
三
分
類
を
借

り
て
「
小
笠
原
こ
と
ば
」
の
語
彙
（
単
語
）
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
た
い
。
し
か
し
、
や
は
り
生
物
と
言

語
は
ち
が
う
の
で
、
単
語
を
「
固
有
種
」
と
「
広
域

分
布
種
」、「
外
来
種
」
と
よ
ぶ
の
は
あ
く
ま
で
も
比

喩
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
喩た
と

え
に
は
限
界
が
あ
る
。
単

語
の
例
を
み
る
前
に
ま
ず
、
生
物
と
言
語
の
ち
が
い

を
確
認
し
よ
う
。

　

生
物
学
で
い
う
「
外
来
種
」
は
人
間
に
よ
っ
て
島

に
も
ち
こ
ま
れ
た
生
物
の
こ
と
を
指
す
。
小
笠
原
諸

島
に
も
ち
こ
ま
れ
た
狩
猟
用
の
ヤ
ギ
や
食
用
の
ア
フ

リ
カ
マ
イ
マ
イ
、
害
虫
退
治
の
た
め
の
オ
オ
ヒ
キ
ガ

エ
ル
、
ペ
ッ
ト
の
グ
リ
ー
ン
ア
ノ
ー
ル
（
ト
カ
ゲ
）

や
猫
、
木
材
と
と
も
に
誤
っ
て
も
ち
こ
ま
れ
た
シ
ロ

ア
リ
、
園
芸
用
の
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
や
木
材
用
の
ア
カ

ギ
な
ど
が
野
生
化
し
、
生
態
系
に
悪
影
響
を
与
え
て

い
る
。
小
笠
原
の
場
合
、
人
間
が
最
初
に
上
陸
し
た

の
が
三
四
〇
余
年
前
で
、
人
間
が
定
住
し
た
の
は

一
八
〇
余
年
前
な
の
で
、
外
来
種
の
歴
史
は
せ
い
ぜ

い
数
百
年
し
か
な
い
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
小
笠
原
諸
島
は
海
底
火

山
が
海
面
か
ら
突
き
出
た
島
々
な
の
で
、
元
々
動
植

物
は
皆
無
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
数
万
年
を
か
け

て
、
虫
や
鳥
、
植
物
の
種
子
な
ど
が
さ
ま
ざ
ま
な
方

法
で
島
に
辿
り
着
い
て
定
着
し
て
い
る
。
島
に
い
る

自
然
解
説
者
た
ち
は
こ
の
説
明
に
「
三
つ
の
Ｗ
」
と

い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、Wind

（
風

に
運
ば
れ
た
）、W

ave

（
波
に
よ
っ
て
流
れ
着
い

た
）、Wing

（
み
ず
か
ら
の
翼
の
力
で
飛
ん
で
き
た
）

と
い
う
三
つ
の
来
島
方
法
で
あ
る
。
人
間
に
よ
っ
て

（
意
図
的
ま
た
は
偶
発
的
に
）
も
ち
こ
ま
れ
た
「
外

来
種
」
と
ち
が
っ
て
こ
う
し
た
「
広
域
分
布
種
」
は

島
で
の
歴
史
が
長
い
。例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、

オ
カ
ヤ
ド
カ
リ
や
カ
ツ
オ
ド
リ
な
ど
で
あ
る
。

 

「
固
有
種
」
は
島
に
辿
り
着
い
て
か
ら
独
自
の
変
化

を
遂
げ
て
別
の
種
へ
と
進
化
し
た
動
植
物
を
指
す
よ

う
で
あ
る
。
小
笠
原
の
花
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る

ム
ニ
ン
ヒ
メ
ツ
バ
キ
や
オ
ガ
サ
ワ
ラ
オ
オ
コ
ウ
モ

リ
、
母
島
に
し
か
生
息
し
な
い
鳥
メ
グ
ロ
は
い
ず
れ

も
小
笠
原
の
固
有
種
に
な
っ
て
い
る
。
固
有
種
は
Ｄ

Ｎ
Ａ
の
変
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
で
、
島
で
の
歴

史
が
長
い
。

　

こ
こ
ま
で
述
べ
た
の
は
、生
物
自
体
が
「
固
有
種
」

か
「
広
域
分
布
種
」
か
「
外
来
種
」
か
の
話
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
は
こ
う
し
た
生
物
の
名
称
を
含
め
て
、
小

笠
原
こ
と
ば
の
単
語
が「
言
語
的
な
固
有
種
」か「
言

語
的
な
広
域
分
布
種
」
か
「
言
語
的
な
外
来
種
」
で

あ
る
か
と
い
う
考
察
を
お
こ
な
う
。

言
語
的
固
有
種

　

さ
て
、
上
で
述
べ
た
「
生
物
学
用
語
を
言
語
の
説

明
に
使
う
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
」
と
い
う
話
に
こ

こ
で
戻
る
。小
笠
原
で
誕
生
し
た
単
語
は
少
な
い
が
、

い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
グ
リ
ー
ン
ペ
ペ
（
光
る
き
の

こ
）
や
セ
ン
マ
チ
（
船
舶
待
合
所
）、ギ
ョ
サ
ン
（
漁

師
の
サ
ン
ダ
ル
）
な
ど
は
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら

を
生
物
に
喩
え
る
と
、「
言
語
的
固
有
種
」
に
あ
た

る
。
い
ず
れ
も
二
〇
世
紀
の
半
ば
以
降
に
島
で
つ
く

ら
れ
た
造
語
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
物
の
場
合
、
固

有
種
は
比
較
的
に
歴
史
の
古
い
も
の
で
あ
る
が
、「
言

語
的
固
有
種
」
は
他
の
単
語
に
比
べ
て
新
し
い
場
合

が
あ
る
。
ヤ
ロ
ー
ド
は
英
語
のyellow

 w
ood

（
黄

色
い
木
）、ロ
ー
ス
ー
ド
は
英
語
のrose w

ood

（
薔

薇
の
木
）
が
そ
れ
ぞ
れ
島
で
訛な
ま

っ
て
で
き
た
も
う
少

し
古
い
単
語
で
あ
る
。
こ
の
類
はw

inter turtle

の
訛か

語ご

に
由
来
す
る
ウ
ェ
ン
ト
ル
が
含
ま
れ
る
。
未

成
熟
の
ウ
ミ
ガ
メ
を
指
す
単
語
で
あ
る
。
大
き
く
成

長
し
た
ウ
ミ
ガ
メ
は
冬
に
な
る
と
日
本
本
土
や
ハ
ワ

イ
な
ど
遠
く
へ
と
旅
立
つ
の
で
、
冬
に
捕
れ
な
い
。

島
の
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
タ
ン
パ
ク
源
だ
っ
た
ウ

ミ
ガ
メ
は
、
冬
に
捕
れ
る
の
は
島
近
海
に
居
付
く
ウ

ェ
ン
ト
ル
だ
け
で
あ
る
。

小笠原諸島のことばと人びと

ブベ（カツオドリ）

フンパ（オカヤドカリ）が描かれた動物注意の看板

ウェントル（ウミガメ）の捕獲についての年表
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欧
米
系
島
民
の
あ
い
だ
で
生
ま
れ
た
不
思
議
な
挨

拶
こ
と
ば
「
マ
タ
ミ
ル
ヨ
」
も
小
笠
原
で
し
か
使
わ

れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
言
語
的
固
有
種
と
い
え

る
。
こ
の
表
現
に
み
ら
れ
る
単
語
そ
の
も
の
は
日
本

語
だ
が
、
英
語
のsee you again

の
直
訳
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
。
言
語
学
的
に
説
明
す
る
と
「
英
語

の
意
味
領
域
に
日
本
語
の
語
形
を
あ
て
は
め
た
」
表

現
で
あ
る
。
食
べ
物
の
名
称
ピ
ー
マ
カ
や
ダ
ン
プ
レ

ン
も
言
語
的
固
有
種
と
い
え
る
。
前
者
は
ハ
ワ
イ
語

のpim
ika

（
お
酢
の
意
味
）
に
由
来
す
る
生
魚
の

酢
漬
け
で
あ
る
（
ち
な
み
に
、
も
っ
と
遡
る
と
ハ
ワ

イ
語
のpim

ika

の
ル
ー
ツ
は
英
語
のvinegar

に

あ
る
）。
元
の
ハ
ワ
イ
語
の
ピ
ミ
カ
の
母
音
が
ｉ
か

ら
ａ
に
変
わ
り
、
意
味
が
お
酢
そ
の
も
の
か
ら
酢
に

漬
け
た
魚
料
理
と
い
う
ふ
う
に
変
化
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
音
声
変
化
と
意
味
変
化
の

両
方
を
起
こ
し
て
い
る
か
ら
言
語
固
有
語
と
い
え

る
。
ダ
ン
プ
レ
ン
（
洋
風
す
い
と
ん
）
は
英
語
の

dum
pling

に
由
来
す
る
が
、
母
音
が
ｉ
か
ら
ｅ
に

変
化
し
て
い
る
。
カ
ツ
オ
ド
リ
を
指
す
ブ
ベ
（
英
語

のbooby

に
由
来
す
る
）
に
も
同
様
の
母
音
変
化

が
み
ら
れ
る
。
開
拓
時
代
の
入
植
者
に
は
英
語
の
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
方
言
を
話
す
人
が
い
た
が
、
こ
の

ｉ
→
ｅ
の
音
声
変
化
は
そ
の
影
響
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

発
音
が
変
化
し
て
い
る
単
語
も
あ
れ
ば
、
意
味
や

文
法
的
な
性
格
が
変
わ
っ
た
単
語
も
あ
る
。
八
丈
語

（
八
丈
島
方
言
）
に
由
来
す
る
ナ
ム
ラ
と
い
う
単
語

が
前
者
に
あ
た
る
。
元
々
は
「
魚
群
」
か
ら
き
た
と

思
わ
れ
、
魚
の
群
れ
の
み
を
表
し
て
い
た
単
語
で
あ

る
が
、
段
階
的
に
変
化
し
、
陸
の
生
物
に
も
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、「
ヤ
ギ
の
ナ
ム
ラ
が
い
た
」
な
ど

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
、
さ
ら
に
人
間
に
も

あ
て
は
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
向
こ
う
か
ら
自

衛
隊
の
ナ
ム
ラ
が
歩
い
て
き
た
」
の
よ
う
に
意
味
領

域
が
広
が
っ
た
。

　

文
法
変
化
と
し
て
、
ホ
ゲ
ル
（
散
ら
か
す
）
と
い

う
八
丈
語
に
由
来
す
る
動
詞
が
あ
げ
ら
れ
る
。
元
の

用
法
で
は
他
動
詞
し
か
な
く
て
、「
部
屋
を
ホ
ゲ
ル

な
よ
」
の
よ
う
に
使
っ
て
い
た
が
、
米
軍
統
治
下
時

代
に
は
他
動
詞
か
ら
自
動
詞
へ
変
化
し
た
。
そ
の
時

代
に
は
島
が
日
本
本
土
と
の
接
点
が
ほ
と
ん
ど
な

く
、
英
語
に
よ
る
学
校
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
、
日
本

語
の
「
規
範
意
識
」（
何
が
普
通
の
日
本
語
か
、
何

が
正
し
い
日
本
語
か
と
い
う
意
識
）
が
薄
か
っ
た
。

そ
の
時
代
に
は
若
い
欧
米
系
の
あ
い
だ
で
、
ホ
ゲ
ル

が
自
動
詞
だ
と
勘
違
い
さ
れ
て
、
ホ
ガ
ス
と
い
う
他

動
詞
が
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
の
変
化
し
た
用

法
で
は
、「
部
屋
を
ホ
ガ
ス
な
よ
」
と
い
う
言
い
方

に
対
し
て
、「
部
屋
が
ホ
ゲ
テ
イ
ル
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
い
う
言
い
方
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
は
「
燃
え
る
・

燃
や
す
、
焦
げ
る
・
焦
が
す
、
出
る
・
出
す
、
増
え
る
・

増
や
す
」
の
よ
う
な
自
動
詞
・
他
動
詞
の
対
に
な
っ

て
い
る
動
詞
へ
の
「
類
推
」
と
し
て
説
明
で
き
る
文

法
的
変
化
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
元
々
の
八
丈

語
と
は
文
法
的
な
使
い
方
が
ち
が
う
だ
け
に
「
言
語

的
固
有
種
」
と
言
え
る
例
で
あ
る
。

　

ビ
ー
デ
ビ
ー
デ
と
よ
ば
れ
る
木
（
沖
縄
で
デ
イ
ゴ

と
い
う
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る
）
は
小
笠
原
の
象
徴

と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
小
笠
原
高
校

の
学
園
祭
の
名
前
や
紀
要
の
題
目
と
し
て
も
登
場
す

る
。

　

言
語
学
者
と
し
て
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
の
は
、
こ

の
「
ビ
ー
デ
ビ
ー
デ
」（
ウ
リ
ウ
リ
や
ウ
デ
ウ
デ
と

も
表
記
さ
れ
る
が
）
が
そ
の
起
源
と
さ
れ
て
い
る
ハ

ワ
イ
語
のw

ili-w
ili

か
ら
ど
の
よ
う
に
派
生
し
た
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
の
入
植
者
が
初
め

て
来
島
し
た
と
き
に
、
そ
こ
で
ハ
ワ
イ
語
が
島
民
の

あ
い
だ
で
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、お
そ
ら
く「
ウ

ィ
リ
ウ
ィ
リ
」
と
し
か
聞
こ
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

形
が
ど
の
よ
う
に
し
て
「
ビ
ー
デ
ビ
ー
デ
」
に
変
化

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
初
期
に
日
本
人
が
ビ
ー

デ
ビ
ー
デ
と
ウ
リ
ウ
リ
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
ち
が
う

発
音
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
は
、
当
時
の
欧
米
系

島
民
がvilivili

とw
iliw

ili

の
両
方
の
発
音
を
使
っ

て
い
た
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
日
本
の
方

言
の
多
く
で
ｄ
と
ｒ
、
ｅ
と
ｉ
が
よ
く
混
同
さ
れ
る

た
め
、
ウ
リ
ウ
リ
と
ウ
デ
ウ
デ
は
密
接
な
関
係
に
あ

る
と
い
え
る
。

　

ウ
リ
ウ
リ
の
ｕ
が
ハ
ワ
イ
語
のw

iliw
ili

の
wi
か

ら
変
化
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ

る
。
wi
が
日
本
語
の
音
韻
体
系
に
存
在
し
な
い
た
め

に
ui
と
な
る
か
、
単
純
に
ｕ
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
ハ
ワ
イ
語

の
ｌ
が
日
本
語
の
は
じ
き
音
ｒ
と
し
て
発
音
さ
れ
る

こ
と
も
わ
か
る
。
島
民
達
の
こ
と
ば
に
は
二
〇
世
紀

に
な
っ
て
も
な
お
ｗ
と
ｖ
と
の
あ
い
だ
で
揺
れ
が
起

き
て
い
る
が
、
こ
の
変
異
は
ハ
ワ
イ
語
に
も
存
在
し

て
い
る
。
図
に
以
上
の
語
源
説
を
示
し
た
。

　

小
笠
原
に
は
タ
コ
ノ
キ
と
い
う
植
物
が
あ
る
。
幹

か
ら
気き

根こ
ん

が
地
面
に
付
い
て
強
風
が
吹
く
熱
帯
の
島

で
木
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
形
は

タ
コ
の
足
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
う
よ
ば
れ
て
い

る
。
小
笠
原
村
の
木
と
し
て
公
式
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
学
名
がPandanus boninensis

に
な
っ
て
い
る

「ビーデビーデ」の語源

ハワイ語	 　vilivili	 	 　　　wiliwili

小笠原の語形	 	biidebiide	 　			uriuri　udeude

小笠原諸島のことばと人びと

小笠原高校学園祭「ビーデ祭」

「またみるよ（また会おうね）」と書かれたTシャツぎょさん（漁師のサンダル）

ピーマカ（魚の酢漬け）
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こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、小
笠
原
の
固
有
種
だ
が
、

沖
縄
に
は
ア
ダ
ン
と
よ
ば
れ
る
近
縁
種
が
あ
る
。
小

笠
原
の
お
年
寄
り
に
聞
け
ば
こ
の
木
の
名
称
は
「
ラ

ワ
ラ
ワ
」
だ
と
い
う
が
、
文
献
に
よ
っ
て
は
さ
ま
ざ

ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
。
小
笠
原
村
教

育
委
員
会
に
は
坂さ
か

田た

諸も
ろ

遠と
お

と
い
う
人
が
一
八
七
四
年

に
編
集
し
た
『
小
笠
原
島
真
景
図
』
と
い
う
報
告
書

が
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
タ
コ
ノ
キ
の

素
晴
ら
し
い
カ
ラ
ー
の
絵
が
載
っ
て
い
る
。
絵
の
横

に
「
ラ
ハ
ロ
ー
と
唱
、
日
本
人
呼
び
て
蛸
の
足
と
い

ふ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
が
気
に
入
っ
て
か

つ
て
研
究
仲
間
と
一
緒
に
つ
く
っ
た
『
小
笠
原
学
こ

と
は
じ
め
』
の
表
紙
に
使
っ
た
。

　

小
笠
原
の
ハ
ワ
イ
語
起
源
の
単
語
の
ル
ー
ツ
を
調

べ
た
延の
べ

島し
ま

冬ふ
ゆ

生お

さ
ん
の
研
究
に
よ
る
と
こ
の
木
の
よ

び
名
は
ハ
ワ
イ
語
で
「
タ
コ
ノ
キ
の
葉
」
を
意
味
す

るlau hala

が
変
形
し
た
も
の
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
。

こ
のlau hala

が
起
源
語
な
ら
ば
、
な
ぜ
日
本
人
は

「
ラ
ウ
ハ
ラ
」
で
は
な
く
「
ラ
ハ
ロ
ー
」
に
聞
こ
え

た
か
わ
か
ら
な
い
し
、
な
ぜ
現
在
の
欧
米
系
の
あ
い

だ
で
ラ
ワ
ラ
ワ
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
か
不
思
議
で

あ
る
。
し
か
し
、
変
異
形
は
こ
の
他
に
も
た
く
さ
ん

み
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
か
ら
太
平
洋
諸
島
出
身
者
が

タ
コ
の
葉
を
編
ん
で
籠か
ご

を
作
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、

明
治
に
入
植
し
た
日
本
人
が
こ
れ
を
高
度
な
工
芸
品

に
し
て
タ
コ
の
葉
細
工
が
生
ま
れ
た
。
現
在
の
島
で

そ
の
体
験
教
室
が
開
か
れ
て
い
る
。

　

タ
コ
ノ
キ
が
他
の
木
を
巻
き
つ
く
つ
る
植
物
に

も
進
化
し
て
い
る
。
標
準
和
名
が
タ
コ
ヅ
ル
だ
が
、

島
で
は
ツ
ル
ダ
コ
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
学
名
が

Freycinetia boninensis

に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
固

有
種
だ
と
わ
か
る
。
一
八
六
二
年
に
島
を
訪
れ
た
医

師
阿あ

部べ

擽れ
き

斎さ
い

が
手
記
に
そ
の
絵
を
残
し
て
い
る
が
、

横
に
「
ツ
ル
ロ
ワ
ラ
」
と
記
し
て
い
る
。
小
笠
原
の

文
献
に
み
ら
れ
る
こ
の
植
物
の
よ
び
名
を
全
部
並
べ

る
と
ラ
ウ
ハ
ラ
、
ラ
ハ
ロ
ー
、
ラ
ワ
ラ
、
ラ
ワ
ラ
ワ
、

ル
ー
ワ
ラ
、
ロ
ハ
ラ
、
ロ
ハ
ロ
、
ロ
ハ
ヲ
、
ロ
ワ
ラ

な
ど
少
な
く
と
も
九
種
類
の
変
異
形
が
み
ら
れ
る
。

言
語
的
広
域
分
布
種

　

小
笠
原
こ
と
ば
に
は
上
述
の
よ
う
に
、
英
語
や
ハ

ワ
イ
語
、
八
丈
島
方
言
な
ど
の
単
語
が
入
っ
て
変
化

し
た
「
言
語
的
固
有
種
」
も
あ
れ
ば
、
原
語
の
ま
ま

で
使
わ
れ
て
い
る
「
言
語
的
広
域
分
布
種
」
と
で
も

よ
べ
る
単
語
が
あ
る
。
伊
豆
諸
島
や
日
本
本
土
で
も

使
わ
れ
て
い
る
方
言
語
形
は
こ
れ
に
あ
た
る
。
た
と

え
ば
、
ゴ
ツ
（
標
準
日
本
語
「
ご
と
」
に
あ
た
る
）

と
い
う
言
い
方
が
小
笠
原
に
み
ら
れ
る
。「
鍋
ゴ
ツ

捨
て
る
」
や
「
箱
ゴ
ツ
運
ぶ
」
の
よ
う
に
使
わ
れ
る

接
尾
辞
で
あ
る
。「
ゴ
ツ
」
は
八
丈
島
や
そ
の
「
子

方
言
」
と
い
え
る
南
大
東
島
に
も
分
布
し
て
い
る
語

形
な
の
で
、
広
域
分
布
種
の
単
語
に
分
類
で
き
る
。

小
笠
原
で
「
潜
る
」
こ
と
を
ム
グ
ル
と
い
う
が
、『
日

本
方
言
大
辞
典
』
を
み
れ
ば
類
型
は
青
森
、佐
渡
島
、

福
島
、
茨
城
、
千
葉
、
神
奈
川
、
静
岡
な
ど
に
分
布

す
る
。
潜
る
・
ム
グ
ル
に
み
ら
れ
る
ｏ
→
ｕ
の
母
音

交
代
は
小
笠
原
こ
と
ば
の
ゴ
ツ
（
ご
と
）
や
マ
ル
ブ

（
死
ぬ
）、
ゲ
ッ
ス
リ
（
げ
っ
そ
り
し
て
い
る
）
と
い

っ
た
単
語
に
も
み
ら
れ
る
。
ブ
ッ
コ
ル 

（
落
ち
る
）

も
こ
の
類
で
あ
る
。
東
日
本
諸
方
言
に
よ
く
み
ら
れ

る
接
頭
辞
「
ブ
チ
」
＋
「
落お
こ

」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
こ
と
ば
で
、
八
丈
島
方
言
で
も
使
わ
れ
る
。
類
型

の
ブ
チ
オ
チ
ル
が
岐
阜
、
愛
知
、
山
梨
、
静
岡
、
茨

城
な
ど
に
分
布
す
る
。
小
笠
原
に
は
、こ
の
「
ブ
ッ
」

の
よ
う
な
接
頭
辞
が
多
く
生
み
出
さ
れ
て
お
り
、
言

語
学
で
い
う
「
生
産
性
の
高
い
形
態
素
」
と
な
っ
て

い
る
。
オ
ッ
や
カ
ッ
、
カ
ン
、
シ
ッ
、
ツ
ン
、
ヒ
ッ
、

ヒ
ン
、
ブ
ッ
、
ブ
ン
な
ど
が
動
詞
の
頭
に
付
い
て
、

オ
ッ
ペ
シ
ョ
ル
（
折
る
）
や
カ
ッ
チ
ャ
ク
（
掻か

く
）、

カ
ン
マ
ー
ス
（
か
き
混
ぜ
る
）、シ
ッ
チ
ャ
ブ
ク
（
破

る
）、
ツ
ン
ム
グ
ル
（
転
ぶ
）、
ヒ
ッ
カ
ブ
ル
（
小
便

を
漏
ら
す
）、
ヒ
ン
ネ
ジ
ル
（
捻ね
じ

る
）、
ブ
ッ
タ
ラ
ガ

ル（
横
に
な
っ
て
だ
ら
ん
と
す
る
）、ブ
ン
ノ
メ
ル（
沈

め
る
）
な
ど
の
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

ノ
モ
ル
（
沈
む
）
の
原
型
は
八
丈
島
や
南
大
東
島

の
ノ
メ
ロ
ワ
に
み
ら
れ
る
。
栃
木
県
で
も
報
告
さ
れ

て
い
る
が
、
小
笠
原
の
移
民
の
歴
史
を
考
え
る
と
八

丈
島
民
が
も
っ
て
き
た
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ

う
。「
こ
の
木
は
海
に
浮
き
も
し
な
い
、
ノ
モ
リ
も

し
な
い
」
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。「
い
か

小笠原諸島のことばと人びと

タコの葉細工

ツルロワラ（タコヅル）。阿部擽斎の手記より（倉田洋二編『寫眞
帳	小笠原―発見から戦前まで（改訂版）』1984 年	アボック社）

時間の単位は「今週」ではなく「今便」

ラハロー（タコノキ）。坂田諸遠編『小笠原島真景図』より。
小笠原村教育委員会蔵
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り
を
ブ
ン
ノ
メ
ロ
！
」（
錨
を
下
ろ
せ
、錨
を
沈
め
ろ
）

の
よ
う
に
使
わ
れ
る
他
動
詞
ノ
メ
ル
と
対
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
単
語
の
な
か
で
も
っ
と
も
分
布
領

域
が
狭
い
の
が
キ
ル
イ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
着
る

物
」
と
「
衣
類
」
と
の
混
交
形
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
が
、
現
在
確
認
で
き
て
い
る
の
は
青
ヶ
島
で
の

使
用
の
み
で
あ
り
、
隣
の
八
丈
島
で
も
報
告
さ
れ
て

い
な
い
。

言
語
的
外
来
種

　

小
笠
原
諸
島
に
日
本
語
が
入
っ
て
き
た
の
は

一
八
六
〇
～
七
〇
年
代
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
数
十
年

も
前
か
ら
英
語
や
ハ
ワ
イ
語
が
使
わ
れ
て
い
た
。
そ

う
考
え
る
と
、
小
笠
原
の
日
本
語
に
こ
れ
ら
の
言
語

か
ら
の
単
語
が
「
借
用
語
」（
外
来
語
）
と
し
て
入

っ
て
き
た
の
は
驚
く
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
上

で
み
た
よ
う
に
、多
く
の
単
語
は
何
ら
か
の
要
素（
意

味
、
発
音
、
文
法
的
用
法
）
に
お
い
て
変
化
が
み
ら

れ
る
の
で
、
厳
密
に
い
え
ば
そ
れ
ら
は
ハ
ワ
イ
や
英

語
圏
、
八
丈
島
や
日
本
本
土
に
み
ら
れ
な
い
小
笠
原

だ
け
の
「
言
語
的
固
有
種
」
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ

う
に
定
義
を
す
れ
ば
、
何
ら
変
化
も
し
て
い
な
い
純

粋
な
「
言
語
的
外
来
種
」
は
意
外
と
少
な
い
。
以
下

で
比
較
的
音
や
意
味
の
変
化
が
少
な
い
単
語
を
い
く

つ
か
取
り
あ
げ
る
。
ほ
と
ん
ど
は
上
述
の
延
島
冬
生

さ
ん
の
研
究
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

古
い
文
献
や
お
年
寄
り
の
会
話
に
出
て
く
る
プ

ヒ
（
ウ
ツ
ボ
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ハ
ワ
イ
語
で
ウ
ナ

ギ
科
一
般
を
表
わ
すpuhi

に
由
来
す
る
と
思
わ
れ

る
。
小
笠
原
の
父
島
と
兄
島
と
の
あ
い
だ
に
人ひ
と
ま
る丸
島じ
ま

（
ま
た
は
人ひ
と

麻ま

呂ろ

岩い
わ

）
が
あ
る
が
、
昔
は
プ
ヒ
ア
イ

ラ
ン
ド
と
も
よ
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
欧
米
系

の
人
た
ち
は
ナ
ン
ヨ
ウ
ブ
ダ
イ
や
そ
の
仲
間
を
ウ
ー

フ
ー
と
い
う
が
、
ハ
ワ
イ
語
で
や
は
り
同
じ
魚
を
指

すuhu

に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
小
笠
原
に
最

初
に
住
み
着
い
た
の
は
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

西
洋
人
と
ハ
ワ
イ
や
タ
ヒ
チ
な
ど
の
ポ
リ
ネ
シ
ア
諸

島
民
で
あ
っ
た
。
前
者
に
と
っ
て
み
た
こ
と
の
な
い

動
植
物
が
多
か
っ
た
が
、
後
者
に
と
っ
て
地
元
で
似

た
物
に
見
慣
れ
て
い
た
の
で
、
名
称
を
も
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

小
笠
原
の
周
り
で
ミ
ナ
ミ
イ
ス
ズ
ミ
と
い
う
魚
を

よ
く
み
か
け
る
。
大
部
分
は
銀
色
だ
が
、
黄
色
い
色

彩
変
異
を
起
こ
し
て
い
る
固
体
も
珍
し
く
な
い
。
こ

れ
を
ホ
ー
レ
ー
や
ホ
ー
レ
ス
と
い
う
。
最
初
期
の
開

拓
者
の
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
セ
ー
ボ
レ
ー
の
息
子
ホ
ー
レ

ス
・
セ
ー
ボ
レ
ー
が
好
ん
で
い
た
と
い
う
話
が
あ
る

が
、
後
者
の
名
称
が
古
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

こ
れ
が
民
間
語
源
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、

黄
色
染
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
ヤ
ロ
ー
ド
と
同
属
の

木
（O

chrosia com
pta

）
を
ハ
ワ
イ
語
でhōlei

と
よ

ぶ
か
ら
、
む
し
ろ
こ
れ
が
真
の
起
源
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

　

植
物
に
タ
マ
ナ
（
テ
リ
ハ
ボ
ク
、
学
名
：

C
alophyllum

 inophyllum

）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
現
代

の
ハ
ワ
イ
語
辞
典
を
み
る
と
、
同
じ
木
を
表
わ
す

単
語
と
し
てkam

ani

が
載
っ
て
い
る
が
、
じ
つ
は

一
九
世
紀
の
ハ
ワ
イ
語
で
は
ｔ
→
ｋ
と
い
う
音
韻
変

化
が
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
発
音
上
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
。
日
本
で
も
有
名
な
カ

メ
ハ
メ
ハ
王
は
自
分
の
名
前
を
む
し
ろ
タ
メ
ハ
メ
ハ

と
発
音
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ハ
ワ
イ
語
起
源
の
小
笠
原
は
生
物
名
が
多
い
が
、

他
の
物
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
小
笠
原
で
「
性
行

為
」
を
意
味
す
る
「
モ
エ
モ
エ
」
は
ハ
ワ
イ
語
で
「
寝

る
、
眠
る
」
を
意
味
す
るm

oe
に
由
来
す
る
で
あ

ろ
う
。
小
笠
原
で
は
意
味
拡
張
が
起
こ
り
、
女
性
器

を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
大
阪
弁
な
ど
日
本

語
の
い
く
つ
か
の
方
言
で
も
「
女
性
器
→
性
行
為
」

と
い
う
逆
の
意
味
変
化
が
み
ら
れ
る
。

　

ハ
ワ
イ
語
に
由
来
す
る
地
名
が
い
く
つ
か
あ
る
。

現
在
小こ

港み
な
とと
い
う
日
本
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る
と
こ

ろ
は
、
古
い
地
図
に
は
プ
ク
ヌ
イ
（Pukunui

）
と

記
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
は
ハ
ワ
イ
語
の puka nui 「
大

き
い
穴
」
が
少
し
訛
っ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
確

か
に
そ
の
港
へ
行
け
ば
、
波
が
開
け
た
通
り
穴
が
並

ん
で
い
る
。

消
え
ゆ
く
も
の
、

受
け
継
が
れ
る
も
の

　

上
で
小
笠
原
諸
島
の
独
特
な
言
語
を
紹
介
し
た
。

若
い
世
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
単
語
や
、
内
地
か

ら
移
り
住
ん
だ
新
新
島
民
の
あ
い
だ
で
も
ご
く
普
通

に
使
わ
れ
て
い
る
単
語
も
あ
れ
ば
、
忘
れ
ら
れ
て
い

く
も
の
も
あ
る
。
ま
た
上
記
の
よ
う
な
単
語
レ
ベ
ル

の
特
徴
も
あ
れ
ば
、
欧
米
系
島
民
の
あ
い
だ
に
「
混

合
言
語
」
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
現
象
も
み
ら
れ
る
。
こ

れ
は
簡
単
に
い
え
ば
、
日
本
語
の
文
の
な
か
に
英
語

が
句
（
フ
レ
ー
ズ
）
ご
と
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
自
然
会
話
で
採
集
し
た

「ムグル」の分布

「ブッコル」の分布

「ノモル」の分布

「キルイ」の分布

英語による欧米系島民の墓石
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例
を
紹
介
す
る
と
、「just the w

ives

だ
け
が
集

ま
っ
た
（
妻
た
ち
だ
け
が
集
ま
っ
た
）」
や
台
風
の

浸
水
に
関
す
る
話
で
「w

ater

がup to the knee

だ
っ
た
（
水
が
膝
ま
で
上
が
っ
て
い
た
状
態
だ
っ

た
）」
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。「
こ
の
よ
う
に
英
語
と

日
本
語
の
混
ざ
り
方
に
は
何
ら
か
の
文
法
的
な
決
ま

り
が
あ
る
の
か
」
と
尋
ね
る
と
島
民
は
「N

o, m
e

ら
は
適
当
に
ぶ
っ
こ
め
て
い
る
だ
け
だ
じ
ゃ
」
と
答

え
る
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
が
提
示
し
た
ご
ち
ゃ
ま
ぜ

文
の
な
か
に
は
「
い
や
、
そ
れ
はsounds funny

だ
よ
（
そ
れ
は
変
に
聞
こ
え
る
よ
）」
と
か
「M

e

ら
は
そ
う
い
う
言
い
方
し
な
い
」
な
ど
と
否
定
さ
れ

る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
日
本
語
や
英
語

に
は
「
言
え
る
文
」
と
「
文
法
的
に
お
か
し
く
て
言

え
な
い
文
」
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
小
笠
原
混
合
言

語
に
も
文
法
性
判
断
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
た
と
え
ば
、
内
地
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ス
ク
ー
ル
の
帰
国
子
女
た
ち
が
使
っ
て
い
た
「w

e 
really

頑ガ
ン

張バ
ルe

ドd yesterday

」
と
い
う
文
を
小
笠

原
の
欧
米
系
に
聞
か
せ
た
と
こ
ろ
、
日
本
語
の
動
詞

「
が
ん
ば
る
」
に
英
語
の
過
去
形ed

を
付
け
る
の

は
言
え
な
い
（
言
語
学
の
専
門
用
語
で
「
非
文
」
と

言
う
）
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
事

実
か
ら
筆
者
は
小
笠
原
混
合
言
語
は
単
な
る
恣
意
的

な
ミ
ッ
ク
ス
で
は
な
く
、
独
自
の
文
法
的
ル
ー
ル
を

も
っ
た
言
語
体
系
へ
と
発
展
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

小
笠
原
の
よ
う
な
接
触
言
語
を
研
究
す
れ
ば
日
本

語
の
よ
り
変
わ
り
や
す
い
部
分
と
接
触
に
耐
え
る
部

分
が
み
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
を
あ
げ
る
と

上
述
の
例
に
あ
っ
た
よ
う
に
、一
人
称
代
名
詞
は「
わ

た
し
」
や
「
ぼ
く
ら
、
あ
た
し
た
ち
、
お
い
ら
、
わ

れ
わ
れ
」な
ど
で
は
な
く
、「m
e

（
単
数
形
）」と「m

e

ら
（
複
数
形
）」
と
な
っ
て
い
る
。
小
笠
原
混
合
言

語
で
は
数
字
（
助
数
詞
を
含
め
て
）、
時
間
に
関
す

る
表
現
、
代
名
詞
な
ど
の
表
現
は
英
語
に
な
る
傾
向

が
強
い
。
逆
に
い
え
ば
こ
れ
ら
の
表
現
は
日
本
語
が

避
け
ら
れ
る
、
日
本
語
の
変
わ
り
や
す
い
部
分
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
小
笠
原

独
特
な
混
合
言
語
は
米
軍
統
治
下
に
生
ま
れ
育
っ
た

現
在
の
中
高
年
の
欧
米
系
に
し
か
使
わ
れ
て
い
な
く

て
、
彼
ら
の
世
代
と
と
も
に
消
え
る
「
全
滅
の
危
機

に
瀕
し
た
言
語
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

近
年
、
世
界
中
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
「
危
機
言

語
」を
記
録
保
存
す
る
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

筆
者
や
そ
の
ゼ
ミ
生
は
、
小
笠
原
島
民
の
協
力
を
得

て
、
島
民
の
自
然
会
話
を
録
音
し
、
文
字
起
こ
し
を

お
こ
な
い
、資
料
集
や
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ 

付
き
の
『
小

笠
原
こ
と
ば
し
ゃ
べ
る
辞
典
』
を
刊
行
し
て
き
た
。

し
か
し
、
小
笠
原
独
特
な
言
語
文
化
が
こ
う
し
た
記

録
だ
け
で
は
な
く
日
常
生
活
の
生
き
た
こ
と
ば
と
し

て
残
る
の
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

【
小
笠
原
シ
リ
ー
ズ
（
す
べ
て
南
方
新
社
刊
）】

シ
リ
ー
ズ
１

ダ
ニ
エ
ル
・
ロ
ン
グ	

編
著

『
小
笠
原
学
こ
と
は
じ
め
』
二
〇
〇
二
年

シ
リ
ー
ズ
２

ダ
ニ
エ
ル
・
ロ
ン
グ
、
稲
葉	

慎	

編
著

『
小
笠
原
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
―
歴
史
、文
化
、海
の
生
物
、

陸
の
生
物
』　
二
〇
〇
四
年

シ
リ
ー
ズ
３

ダ
ニ
エ
ル
・
ロ
ン
グ
、
橋
本
直
幸	

編

『
小
笠
原
こ
と
ば
し
ゃ
べ
る
辞
典
』（
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
付
き
）

二
〇
〇
五
年

シ
リ
ー
ズ
４

阿
部	

新	

著

『
小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
日
本
語
の
方
言
接
触
―
方

言
形
成
と
方
言
意
識
』
二
〇
〇
六
年

シ
リ
ー
ズ
５

ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ	

著

『
硫
黄
島
と
小
笠
原
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
』
二
〇
〇
八
年

シ
リ
ー
ズ
６

真
木
太
一
、
真
木
み
ど
り	

著

『
小
笠
原
案
内　
気
象
・
自
然
・
歴
史
・
文
化
』

二
〇
一
二
年

小
笠
原
諸
島
の

こ
と
ば
と
人
び
と
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出航するおがさわら丸を、港からに加え、「見送り船」で併走する島民


