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お
昼
前
、
い
よ
い
よ
盛

運
汽
船
の
高
速
船
あ
け

ぼ
の
は
戸
島
に
向
け
て

出
港
し
た
。
今
回
は
、
宇

和
海
に
浮
か
ぶ
有
人
離

島
、
戸
島
の
訪
問
記
。

　

窓
外
を
眺
め
て
い
る

と
、
丁
度
、
宇
和
島
港
を

ふ
さ
ぐ
よ
う
に
あ
る
九

島
の
南
岸
沿
い
を
、
船
は

静
か
に
す
べ
る
よ
う
に

進
ん
で
い
る
。
山
肌
に
寄

り
添
う
よ
う
に
、
蛤

は
ま
ぐ
り、

百も
も

之の

浦う
ら

、
本
九
島
な
ど
の
集

落
が
右
手
に
続
く
。
左
手

の
窓
か
ら
は
石こ

く

応ぼ

の
辺

り
が
眺
め
ら
れ
る
。
こ
の

辺
の
山
塊
は
、
そ
の
昔

〝
宇
和
島
石
〞
の
石

切
り
場
の
あ
っ
た

所
で
、
石い

し

引び
き

な
ど

の
地
名
も
残
る
。

宇
和
島
城
の
石
垣

は
そ
う
や
っ
て
築

か
れ
た
。

　

船
は
快
調
に
、

九
島
、
石
応
の
間

に
あ
る
水
道
を
出

て
三
浦
湾
に
入
る
。
右
手
に
高
島
を
見
な
が
ら
、

や
が
て
三
浦
半
島
の
先
に
進
路
が
取
ら
れ
、
重
要

文
化
的
景
観
と
し
て
国
の
選
定
と
な
っ
た
「
水
荷

浦
の
段
畑
石
垣
」
も
、
海

か
ら
間
近
に
眺
め
る
こ

と
が
出
来
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
遠

く
近
く
の
島
影
や
山
影

の
景
色
の
妙
は
、
飽
き

る
こ
と
の
な
い
の
ど
か

な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン

だ
。
所
々
に
は
何
や
ら

白
く
見
え
る
固
ま
り
が

点
在
し
、
既
に
山
桜
が
咲
き
始
め
て
い
る
ら
し
い
。

ま
だ
３
月
な
か
ば
、
図
ら
ず
も
か
な
り
早
い
花
見

が
海
上
か
ら
出
来
た
こ
と
に
な
る
。
遠
方
に
吉
田

湾
や
明
浜
の
大
崎
鼻
方
面
が
眺
め
ら
れ
た
頃
、
船

は
西
進
か
ら
南
に
転
じ
細
木
運
河(

１
９
６
１
、
Ｓ

36
竣
工)

に
さ
し
か
か
る
。
宇
和
海
に
は
、
こ
の
他

に
も
吉
田
の
奥
名
運
河(

戦
前)

や
、
由
良
半
島
の

船
越
運
河(

１
９
６
６
、
Ｓ
41
竣
工)

な
ど
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
沿
岸
航
路
の
需
要
に
よ
る
戦
前
戦
後
の

開
削
だ
が
、
全
国
的
に
も
貴
重
な
土
木
景
観
だ
と

言
え
る
。

　

運
河
を
過
ぎ
る
と
、
直
ぐ
に
高こ

う

助す
け

の
港
に
寄
る
。

宇
和
島
湾
の
南
か
ら
北
西
方
向
に
伸
び
る
三
浦
半

島
は
、
そ
の
西
端
が
南
に
向
か
っ
て
自
在
鍵
の
よ

う
に
折
れ
曲
が
り
、
人
工
で
開
削
さ
れ
た
運
河
に

よ
っ
て
島
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
辺
り

を
蔣こ

も

淵ぶ
ち

と
言
う
。
高
助
は
陸
路
か
ら
だ
と
大
変
に

遠
い
集
落
の
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
ん
な
場
所
で
も
、
あ
れ
は
蔣
淵
小
学

校
の
建
物
か
、
立
派
な
鉄
筋
の
三
階
建
て
が
不
釣

合
い
な
程
に
威
容
を
誇
る
。
廃
校
や
限
界
集
落
な

ど
、
地
方
は
惨
た
ん
た
る
有
様
だ
が
、
こ
こ
は
ど

う
だ
ろ
う
。
湾
は
周
囲
を
半
島
に
取
り
囲
ま
れ
波

穏
や
か
、
横
浦
、
豊
之
浦
、
宿
の
浦
な
ど
の
集
落
が

続
き
、
真
珠
の
養
殖
い
か
だ
や
そ
の
作
業
小
屋
と

思
し
き
建
物
な
ど
が
見
え
る
。

　

し
ば
ら
く
す
る
と
、
次
の
集
落
大
島
に
寄
港
、

高
石
垣
に
囲
ま
れ
た
お
社
が
見
え
て
き
た
。
今
は

穏
や
か
な
こ
の
海
も
、
一
旦
荒
れ
る
と
凄
い
の
だ

ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
石
垣
の
高
さ
。
よ
く
見
れ
ば
、

上
に
も
う
一
段
人
の
背
丈
ほ
ど
の
高
さ
を
積
み
増

し
て
い
る
の
が
認
め

ら
れ
た
。

　

大
島
の
港
を
出
る

と
直
ぐ
、
三
浦
半
島
の

端
っ
こ
に
当
た
る
契

島
と
の
間
の
瀬
戸
を

進
む
時
、
向
こ
う
に

大
き
な
島
影
が
見
え

て
く
る
。
日
振
島
だ
。

平
安
時
代
の
天
慶
二

架橋計画のある九島

細木運河をくぐる



21 2010.4

バックナンバー　http://www.ecpr.or.jp/work/mytoun/list.html“MY TOWN”うぉっちんぐ

ち
で
漁
祈
祷
を
す

る
の
だ
そ
う
な
。

晴
れ
の
日
の
お
神み

酒き

も
手
伝
っ
て
い

た
の
か
、
サ
ー
ビ

ス
精
神
満
点
の
対

応
に
、
と
て
も
印

象
深
い
戸
島
へ
の

初
上
陸
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
加
え
て
、
宇
和
島

市
の
無
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
〝
お
伊
勢
踊
り
〞

が
、
丁
度
昨
日
奉
納
さ
れ
た
ば
か
り
、
と
い
う
話

な
ど
も
伺
え
、
そ
う
し
た
年
に
一
度
の
得
が
た
い

島
の
生
活
文
化
が

リ
ア
ル
に
伝
わ
っ

て
も
き
た
。

　

さ
て
、
港
に
は

眼
前
に
見
事
な
護

岸
石
垣
が
数
十

メ
ー
ト
ル
も
連

な
っ
て
い
て
、
あ

る
種
の
趣
を
醸
し

て
い
る
。
石
質
は

や
は
り
宇
和
島
石
、
県
下
で
は
宇
和
島
以
南
の
地

層
的
特
質
で
も
あ
る
四
万
十
帯
の
砂
岩
で
あ
る
。

整
然
と
し
た
矢
羽
根
積
み
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

戦
後
間
も
な
く
の
頃
に
で
も
築
か
れ
た
も
の
か
。

　

い
よ
い
よ
島
内
の
探
索
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
。

一
番
の
目
的
で
あ
る
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
一
条
兼
定

の
墓
へ
は
、
楽
し
み
を
後
に
取
っ
て
お
く
こ
と
に

し
て
、
ま
ず
は
集
落
全
体
を
ど
こ
か
眺
め
ら
れ
る

場
所
は
、
と
。
港
の
南
側
に
小
高
い
丘
が
あ
り
、
先

ほ
ど
聞
い
た
お
伊
勢
踊
り
が
奉
納
さ
れ
た
お
伊
勢

(

９
３
９)

年
、
あ
の
藤
原
純
友
が
叛
旗
を
ひ
る
が

え
し
た
所
。
ま
た
、
幕
末
期
に
八
幡
浜
で
私
塾
を

開
き
、
門
弟
数
千
人
を
数
え
た
上
甲
振
洋
は
、
こ

の
日
振
島
の
代
官
だ
っ
た
経
歴
に
因
み
そ
の
名
と

し
た
。
そ
の
日
振
島
に
連
な
っ
て
見
え
て
く
る
の

が
い
よ
い
よ
戸
島
。　

　

12
時
半
近
く
、
戸
島
本
浦
港
に
到
着
。
予
想
と

は
う
ら
は
ら
に
、
何
だ
か
港
が
賑
々
し
い
。
紅
白

幕
の
テ
ン
ト
や
幟
旗
、
停
泊
の
漁
船
に
は
大
漁
旗
。

ハ
テ
？
勿
論
我
々
乗
客
を
迎
え
る
ワ
ケ
で
は
無
か

ろ
う
に
。

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
波
戸
に
着
岸
の
際
は
、
潮
位
の

干
満
に
合
わ
せ
て
か
、
ビ
ー
ル
ケ
ー
ス
の
代
用
踏

み
台
が
置
か
れ
、
そ
れ
で
も
今
日
は
高
い
の
で
高

齢
者
の
上
陸
に

は
介
助
が
必
要
。

そ
ん
な
温
か
な

光
景
が
何
だ
か

可
笑
し
み
を
誘

う
。
陸
に
上
が
っ

て
早
速
そ
の
辺

り
に
居
た
地
元
の
方
に
聞
い
て
み
た
。

　

す
る
と
、
今
日
は
年
に
一
度
の
「
漁
日
」
で
、
今

餅
ま
き
が
終
わ
っ
た
所
な
ん
だ
と
か
。
リ
ョ
ー

ビ
？
、
そ
れ
は
釣
具
の
メ
ー
カ
ー
ぐ
ら
い
し
か
思

い
浮
か
べ
ら
れ
な
い
が
、
海
に
感
謝
し
て
年
に
一

度
、
漁
を
休
む
お
祭
り
で
〝
漁
留
め
〞
と
も
言
い
、

こ
の
辺
り
の
港
町
で
は
も
っ
ぱ
ら
の
事
ら
し
い
。

す
る
と
、
神
主
さ
ん
と
思
し
き
直ひ

た

垂た
れ

装
し
ょ
う

束ぞ
く

の
お

方
が
、
そ
れ
ま
で
は
ず
し
て
い
た
恵
比
寿
さ
ん
の

お
面
を
付
け
直
し
、
本
物
の
鯛
を
釣
り
棹
に
吊
る

し
、
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
下
さ
っ
た
。
こ
の
い
で
た

山
が
そ
れ
だ
と
い
う
の
で
、
そ
ち
ら
に
向

か
う
。
途
中
の
道
も
、
例
に
よ
っ
て
キ
ョ

ロ
キ
ョ
ロ
し
て
い
る
と
、
馬
鹿
に
丁
寧
に

板
囲
い
を
し
た

菜
園
が
い
く
つ

も
あ
っ
た
り
、
空

き
地
に
は
ノ
ジ

ギ
ク
が
咲
い
て

い
た
り
、
飽
き
る
こ
と
は

な
い
。
板
囲
い
は
ど
う
や

ら
イ
ノ
シ
シ
除
け
で
あ

る
ら
し
い
。

　

や
が
て
お
伊
勢
山
へ
の
道
に
と
り
つ
き
、
結
構

急
な
坂
を
、
少
し
あ
え
い
で
登
る
。
頂
上
の
丘
の

上
に
は
、
ま
だ
新
し
い
鳥
居
と
お
社
が
建
て
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
ぐ
る
り
三
方
は
、
屋
根
ま
で
届
く

よ
う
な
石
垣
で
囲
ま
れ
、
当
時
の
村
人
た
ち
の
、

神
聖
な
場
所
へ
の
念
入
り
な
手
の
施
し
よ
う
が
感

じ
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
も
う
一
段
上
が
っ
た
所
に
、

こ
れ
も
新
し
い
が〝
魚

貝
類
供
養
塔
〞
が
あ

る
。
そ
こ
か
ら
は
本

浦
集
落
全
体
が
見
渡

せ
、
北
隣
の
大お

内じ

浦う
ら

ま
で
見
え
る
。
こ
こ

か
ら
だ
と
、
兼
定
の

墓
が
あ
る
龍
集
寺
の

屋
根
も
よ
く
分
か
り
、

位
置
関
係
の
理
解
が

出
来
る
。
全
体
を
俯

瞰
す
る
視
点
は
、
や

は
り
と
て
も
大
事
だ
。

“漁日”の祭神、恵比寿さん

港の防潮石垣

猪
しし

避けの囲い戸島本浦を見渡す。山際に龍集寺（矢印）
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