
新
・面
瀬
の
昔
ば
な
し

そ
の
参

尾
崎
地
区

「
鯨
塚

一
話
」

「鯨
塚

一
話
」

「尾
崎
郷
和
会
創
立
六
十
周
年
記
念
誌
・六
十
年
の
あ
ゆ
み
・東
日
本
大
震
災
」
か
ら

鯨
と
人
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
、
日
本
に
広
く
あ
る
。
鯨
の
こ
と
を
勇
魚
（い
さ
な
）と
も
呼
ん
で
い

る
。
和
歌
山
県
の
太
地
で
は
、
古
代
か
ら
鯨
漁
が
伝
わ
って
い
る
。
平
成
の
大
震
災
の
前
後
に
、
テ
レ

ビ
で
、
東
京
湾
や
和
歌
山
県
の
湾
に
鯨
が
迷
い
込
ん
で
難
儀
し
た
と
い
う
ニ
ュー
ス
が
画
面
を
結
構

に
ぎ
わ
し
た
。

気
仙
沼
湾
で
鯨
と
は
？

あ
り
え
な
い
と
も
言
え
な
い
。
気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合
史
に
よ
る
と
、

昭
和
五
年
水
揚
げ
の
漁
獲
高
の
中
に
は
「く
じ
ら

二
百
八
十
六
円
」
と
あ
る
。
こ
の
額
は
「さ
め

七
十
二
万
三
千
百
八
十

一
円
」
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
が
、
確
か
に
捕
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の

後
に
鯨
の
表
記
は
な
い
。
世
界
三
大
漁
場
た
る
三
陸
沖
に
は
、
暖
流
と
寒
流
に
よ
って
運
ば
れ
た
あ

ら
ゆ
る
種
類
の
漁
業
資
源
が
大
量
に
集
ま
る
。
海
洋
で
の
食
物
連
鎖
の
頂
点
に
あ
る
鯨
が
、
こ
こ

を
往
来
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
唐
桑
御
崎
で
は
数
柱
の
鯨
塚
が
見
ら
れ
る
。
二
頭
の
白
鯨
が
遭

難
し
た
船
を
救
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
建
立
し
た
と
も
、
三
陸
沖
で
鯨
が
多
く
捕
れ
た
た
め
鯨
の

霊
を
祀
って
建
立
し
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
を
ひ
も
と
く
と
、
何
十
年
か
に
一
回
程
度
は

気
仙
沼
湾
、
つ
ま
り
鼎
が
浦
に
鯨
が
迷
い
込
ん
で
い
た
よ

う
だ
。
鯨
は
、
湾
の
入
り
口
の
浅
瀬
に
、
身
の
危
険
を
感

じ
る
も
の
ら
し
い
。
だ
が
、
時
す
で
に
遅
く
、
身
動
き
が

と
れ
な
く
な
り
、
漁
民
の
餌
食
と
な
り
果
て
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日
の
午
後
か
ら
、
面

瀬
地
区
自
治
会
連
合
会
長
の
佐
藤
正
儀
さ
ん
に
ご
案

内
い
た
だ
き
な
が
ら
面
瀬
の
自
然
と
旧
跡
を

一
緒
に
歩

く
機
会
を
得
た
。
面
瀬
地
区
の
海
岸
に
あ
る
東
端
の
尾

崎
地
区
か
ら
西
端
の
長
の
森
の
水
源
地
ま
で
の
コ
ー
ス

だ
。
こ
の
ス
タ
ー
ト
が
尾
崎
神
社
、
東
日
本
大
震
災
に
お

い
て
た
った

一
つ
尾
崎
地
区
内
に
残
さ
れ
た
尾
崎
神
社
の

鯨
塚
で
あ
った
。
碑
文
に
は
明
治
八
年
と
あ
る
。
明
治
三

陸
大
津
波
の
二
十

一
年
前
で
あ
り
、
昨
今
の
自
然
界
の

こ
と
を
思
う
と
何
か
の
符
合
を
感
じ
る
。

「松
岩
百
話
集
」
や
「尾
崎
郷
和
会
記
念
誌
」
に
よ
る

と
、
尾
崎
沖
に
鯨
が
出
没
し
、
漁
民
は
歓
声
を
あ
げ
て
小
舟
を
出
し
、
銛
や
太
綱
を
手
に
も
っ
て



鯨
を
と
ら
え
、
浜
辺
の
民
が
食
し
、
残
り
は
売
り
払
っ
て
金
銭
に
し
た
と
あ
る
。
こ
の
尾
崎
の
鯨
塚

は
、
鯨
を
た
だ
の
漁
の
対
象
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
何
か
尊
い
海
の
つ
か
い
と
で
も
思
っ
て
の
建
立

で
あ
ろ
う
。
神
官
不
在
の
社
で
あ
り
、
震
災
後
で
も
あ
り
、
今
後
の
研
究
調
査
が
必
要
で
は
あ

る
。
こ
こ
に
は
私
的

一
考
に
基
づ
き
、
創
作
と
し
て
一
話
に
記
し
た
。

尾
崎
の
村
は
面
瀬
川
と
鼎
浦
の
海
辺
と
東
浜
街
道
に
区
切
ら
れ
た
区
画
に
あ
る
。
地
理
的
な

関
係
だ
ろ
う
か
、
地
区
民
は
、
平
成
の
震
災
大
津
波
の
前
ま
で
も
、
一
つ
心
の
団
結
心
が
あ
る
と
こ

ろ
だ
った
。
心
が
一
つ
と
い
う
こ
と
は
実
に
す
ぐ
れ
た
行
為
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
文
化

の
跡
を
た
ど
れ
ば
い
く
ら
で
も
見
い
出
せ
る
。
逆
を
言
う
な
ら
、
団
結
心
の
な
い
と
こ
ろ
は
何
も
決

ま
ら
ず
何
も
為
し
え
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
加
え
て
、
団
結
心
の
強
い
地
に
は
必
ず
賢
明

な
リ
ー
ダ
ー
が
い
る
も
の
で
あ
る
。
尾
崎
浜
で
漁
民
に
よ
って
鯨
が
引
き
揚
げ
ら
れ
た
時
、
鯨
は
実

に
丁
重
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
海
の
幸
の
最
高
峰
は
そ
の
巨
体
の
処
置
に
よ
って
よ
り
高
い
名
誉
を
得

た
の
で
あ
る

江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、
漁
村
は
、
貧
し
さ
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
暮
ら
し

ぶ
り
で
あ
っ
た
。
村
人
た
ち
は
貧
し
さ
が
当
た
り
前
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
村
の
長
た
る
尾
形

巳
代
之
助
は
違
って
い
た
。
い
つ
か
こ
の
村
か
ら
大
人
物
が
育
ち
、
村
を
富
ま
せ
る
よ
う
に
導
い
て
く

れ
る
こ
と
を
思
い
念
じ
て
い
た
の
だ
。
そ
ん
な
矢
先
で
あ
った
。

漁
師
の
一
人
が
尾
崎
と
大
島
の
間
に
黒
山
の
よ
う
な
盛
り
上
が
り
を
発
見
し
た
。
そ
の
日
は
曇

り
空
だ
っ
た
た
め
、
は
じ
め
は
大
波
か
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
大
波
、
波
に
し
て
は
や
け
に
ゆ
っ
く
り
と
動
い
て

い
る
で
は
な
い
か
。
け
げ
ん
な
顔
で
前
方
を
凝
視
し
て
い
た

漁
師
は
息
を
の
ん
だ
。
大
波
の
中
に
見
え
た
の
だ
。
白
に

黒
い
筋
目
の
入
った
縞
模
様
が
。

「く
、
く
、
鯨
だ
ぁ
あ
。
」

声
も
出
な
い
く
ら
い
に
驚
い
た
。
そ
の
漁
師
が
そ
れ
ま
で
に

見
た
こ
と
も
な
い
大
き
さ
で
あ
った
。
目
分
量
で
見
て
、
十

間
以
上
も
あ
る
。
ど
う
り
で
大
波
に
し
か
見
え
な
い
わ
け

だ
。
漁
師
は
小
舟
を
浜
に
寄
せ
、
大
声
で
村
人
を
集
め

た
。

「み
ん
な
ぁ
、
鯨
だ
、
大
く
じ
ら
だ
。
あ
り
っ
た
け
銛(

も
り)

を
持
って
来
て
く
れ
。
」

「で
き
る
だ
け
沢
山
の
手
が
欲
し
い
。
船
を
出
せ
、
み
ん

な
、
船
を
出
そ
う
。
」

「弱
った
鯨
に
巻
き
付
け
る
太
綱
も
必
要
だ
な
、
集
め
ろ
、

集
め
ろ
。
」



あ
っ
と
い
う
間
に
二
十
艘
の
小
舟
が
集
ま
り
、
巳

代
之
助
を
先
頭
に
そ
ろ
っ
て
浜
を
出
た
。
大
鯨

を
と
ら
え
る
た
め
、
漁
師
た
ち
が
力
を
合
わ
せ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
持
ち
場
を
守
り
、
全
力
を
出

し
続
け
た
。

ど
の
く
ら
い
時
間
が
た
っ
た
ろ
う
か
。
や
っ
と
の

こ
と
で
鯨
を
浜
に
揚
げ
る
と
、
漁
師
た
ち
は
大

鯨
を
前
に
し
て
へ
た
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
鯨
の

知
ら
せ
を
聞
き
つ
け
て
、
女
、
子
ど
も
、
年
寄
り

が
集
ま
っ
て
き
た
。
貧
し
い
漁
村
に
、
大
き
な
大

き
な
賜
物
が
お
ど
り
こ
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。 

「こ
ん
な
大
き
な
魚
は
め
っ
た
に
と
れ
ね
ぇ
も
ん

だ
。
悪
く
な
ら
な
い
う
ち
に
、
獣
や
鳥
に
取
ら

れ
ね
ぇ
う
ち
に
、
煮
た
り
焼
い
た
り
し
ち
ま

う
べ
し
。
早
く
腹

一
杯
、
食
べ
っぺ
し
。
」

貧
し
く
飢
え
た
者
た
ち
は
腹
の
こ
と
し
か
な
か
っ

た
。
鯨
に
む
ら
が
る
幼
い
子
ら
。
わ
れ
さ
き
に
桶

に
鯨
肉
を
入
れ
よ
う
と
す
る
女
た
ち
。
鯨
の
巨

体
に
隠
れ
な
が
ら
錆
び
た
出
刃
包
丁
で
分
厚
い
鯨
の
皮
を
は
ぎ
と
り
肉
を
く
す
ね
よ
う
と
し
て
い

る
老
婆
。
あ
る
男
は
、
自
分
こ
そ
小
舟
を
出
し
た
者
だ
か
ら
と
言
い
、
鯨
の
肉
は
船
を
出
し
た
者

だ
け
で
等
分
し
よ
う
と
言
い
出
す
。
わ
れ
勝
手
で
、
村
の
衆
の
こ
と
を
考
え
な
い
者
た
ち
が
大
騒
ぎ

し
て
い
る
。

親
な
し
の
子
が
い
た
。
う
れ
し
そ
う
に
肉
を
抱
え
家
に
向
か
う
親
子
の
後
ろ
姿
を
見
て
、
た
だ

指
を
く
わ
え
て
い
る
。
親
な
し
の
子
よ
、
あ
わ
れ
。
巳
代
之
助
は
、
だ
ま
っ
て
村
人
の
姿
を
見
て
い

た
。
勝
手
た
る
者
た
ち
へ
の
い
か
り
が
こ
み
上
げ
て
く
る
。
胸
を
情
け
な
さ
が
お
お
う
。
で
も
、
思

う
。
貧
し
く
な
け
れ
ば
こ
ん
な
こ
と
も
な
い
。
こ
ん
な
に
貧
し
く
な
け
れ
ば
…
。
幼
い
頃
の
こ
と
が
思

い
出
さ
れ
た
。
貧
し
い
頃
の
自
分
と
目
の
前
の
村
人
が
二
重
写
し
に
な
った
。
胸
に
こ
み
あ
げ
て
く
る

大
き
な
大
き
な
、
強
い
思
い
。
か
ね
て
か
ら
の
思
い
が
、
巳
代
之
助
を
動
か
し
た
。
巳
代
之
助
は
立

ち
上
が
り
、
大
声
で
語
り
始
め
た
。

「尾
崎
の
村
の
衆
よ
。
こ
の
鯨
は
だ
れ
の
も
の
か
。
だ
れ
が
く
だ
さ
った
も
の
か
。
わ
れ
ら
先
祖
以
来
、

海
よ
り
の
幸
を
い
た
だ
き
、
な
り
わ
い
し
て
き
た
者
で
あ
る
。
そ
し
て
古
来
よ
り
、
何
よ
り
仲
む

つ
ま
じ
く
、
一
匹
の
魚
で
も
み
な
で
分
け
お
う
た
も
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
ら
尾
崎
の
村
の
衆
、

思
い
返
し
て
ほ
し
い
。
こ
こ
数
年
は
飢
饉
や
不
漁
続
き
で
あ
った
。
ひ
も
じ
い
か
ら
と
、
わ
れ
勝
手

の
し
放
題
で
は
な
か
っ
た
か
。
海
の
神
様
も
御
先
祖
様
も
さ
ぞ
や
お
い
か
り
で
あ
ろ
う
。
今
、
わ

れ
ら
は
、
こ
の
鯨
様
に
試
さ
れ
て
お
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
ぬ
。
尾
崎
の
者
は
、
は
た
し
て
、
み
な

身
勝
手
の
民
か
、
み
な
互
い
に
人
思
い
の
民
か
。
試
さ
れ
て
お
る
の
じ
ゃ
。
貧
し
く
と
も
飢
え
て
お



って
も
、
わ
れ
ら
は
誇
り
高
き
尾
崎
の
村
人
で
は
な
い
か
。
こ
の
大
き
な
賜
り
も
の
の
鯨
を
、
ど
う

す
る
こ
と
が
よ
い
か
、
よ
く
よ
く
考
え
よ
う
で
は
な
い
か
。
」

と
。
鯨
に
む
ら
が
って
い
た
男
も
女
も
幼
子
も
年
寄
り
も
、
そ
の
声
に
、
は
っと
手
を
止
め
た
。
そ
う

だ
。
我
ら
は
誇
り
あ
る
海
の
民
、
尾
崎
の
村
人
ぞ
。
み
ん
な
、
わ
れ
に
か
え
った
。

「村
長
ど
の
。
い
か
な
る
考
え
あ
り
や
。
言
う
て
く
れ
。
」

は
じ
め
に
鯨
を
見
つ
け
た
男
が
言
った
。
み
な
が
う
な
ず
い
た
。

巳
代
之
助
は
村
を
貧
し
さ
か
ら
救
う
考
え
を
述
べ
た
。
皆
は
巳
代
之
助
の
言
葉
に
強
く
う
な

ず
い
た
。
そ
し
て
鯨
は
村
人
に
大
き
な
幸
を
も
た
ら
し
た
。
一
頭
の
鯨
の
半
分
を
、
村
人
に
一
人

残
ら
ず
同
じ
く
分
け
与
え
、
内
蔵
や
皮
脂
は
干
物
や
塩
漬
け
に
し
た
。
残
り
半
分
の
肉
と
脂
を

気
仙
沼
の
魚
商
人
に
売
っ
た
。
な
ん
と
当
時
の
額
で
六
十
円
に
も
な
っ
た
。
平
成
の
今
で
言
う
と
す

ご
い
金
額
だ
。
し
か
も
、
鯨
の
臓
の
腑
か
ら
竜
涎
香(

り
ゅ
う
ぜ
ん
こ
う)

が
見
つ
け
ら
れ
た
。
鯨
何
万
頭

に
一
つ
と
い
う
貴
重
な
珠
で
あ
る
。
ご
祝
儀
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
同
じ
高
値
が
つ
い
た
。
鯨
の
肉
と
脂

と
竜
涎
香(

り
ゅ
う
ぜ
ん
こ
う)

で
得
た
金
銭
は
、
巳
代
之
助
の
言
う
よ
う
に
、
鯨
様
が
尾
崎
の
衆
の
心

持
ち
を
感
じ
取
って
く
だ
さ
った
も
の
と
し
て
、
村
の
子
ら
の
勉
学
の
た
め
や
学
校
へ
通
え
な
い
子
ら

へ
の
奨
学
金
に
あ
て
ら
れ
た
。
ま
た
、
同
時
に
、
金
銭
の
一
部
を
つ
か
い
鯨
塚
が
建
立
さ
れ
た
。

他
の
地
に
は
、
鯨
の
身
と
命
が
飢
饉
の
飢
え
か
ら
人
々
を
救
っ

て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
塚
を
建
立
し
た
伝
承
が
あ
る
。
尾

崎
の
浜
も
、
村
人
の
鯨
に
対
す
る
感
謝
に
も
に
た
心
か
ら
の
塚

建
立
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
明
治
八
年
建
立
の
尾
崎
の
鯨
塚
を
つ

ぶ
さ
に
見
る
と
「鯨
之
璽
」
と
あ
る
。
「鯨
の
霊
」
で
は
な
い
。
「璽
」

と
は
印
章
の
こ
と
で
し
か
も
中
国
古
来
天
子
が
つ
か
う
し
る
し
、

印
章
で
あ
る
。
こ
の
文
字
を
つ
か
う
と
い
う
こ
と
は
、
き
っ
と
鯨
に

対
し
て
最
上
の
敬
意

を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「鯨
様
か
ら
賜
っ
た
お
心
の

し
る
し
と
し
て
、
誇
り
高
い
尾
崎
の
村
人
魂
を
い
つ
ま

で
も
忘
れ
ぬ
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
感
謝

と
も
い
う
べ
き
も
の
か
。

平
成
の
大
震
災
の
大
津
波
に
も
め
げ
ず
、
今
も
鯨

塚
は
尾
崎
の
浜
を
見
つ
め
て
い
る
。
尾
崎
に
行
っ
て
見
て

下
さ
い
。
尾
崎
の
人
々
の
心
を
感
じ
て
下
さ
い
。


