
1 鯨回向 

十
四 

鯨
回
向 

日
本
地
図
を
眺
め
る
と
、
国
と
呼
ば
れ
た
佐
渡
と
隠
岐
を
別
格
と
し
て
、
本
州
北
岸
に
は
大
き
な
島
が

少
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
近
畿
地
方
以
西
で
最
大
の
青
海
島
は
山
口
県
の
北
岸
に
あ
る
。
た
い
し
て
大
き

く
な
い
が
、
東
西
に
横
た
わ
っ
て
南
に
広
い
湾
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
そ
の
地
形
か
ら
こ
の
地
方
に
大
津

郡
と
い
う
郡
名
が
つ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
北
か
ら
の
風
を
さ
え
ぎ
る
良
港
で
、
現
代
で
も
台
風
の
際
に

外
海
を
通
過
中
の
船
の
避
難
場
所
に
な
る
。
南
か
ら
こ
の
島
に
向
か
っ
て
洲
崎
が
伸
び
て
百
メ
ー
ト
ル
ぐ

ら
い
の
瀬
戸
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
小
さ
い
な
が
ら
古
代
の
円
墳
が
築
か
れ
、
江
戸
時
代
に
北
前
船
の

航
路
が
発
達
す
る
と
、
瀬
戸
崎
に
船
番
所
が
置
か
れ
た
。
こ
の
湾
が
昔
か
ら
人
間
の
暮
ら
し
を
条
件
づ
け

た
こ
と
が
分
か
る
。 

東
側
が
大
き
く
開
い
た
湾
に
は
、
島
の
沖
を
流
れ
る
対
馬
海
流
か
ら
生
き
物
が
回
遊
し
て
く
る
。
動
力

船
に
よ
る
近
代
漁
業
が
盛
ん
に
な
る
以
前
に
は
、
マ
グ
ロ
が
回
遊
し
て
き
た
。
イ
ル
カ
や
鯨
も
入
っ
て
き

た
の
で
、
島
の
東
端
の
南
岸
に
位
置
す
る
通(

か
よ
い) 
で
捕
鯨
が
行
な
わ
れ
た
。
組
織
さ
れ
た
鯨
組
を
萩

藩
が
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
十
七
世
紀
の
こ
と
。
何
十
人
も
が
網
で
鯨
を
と
り
囲
ん
で
し
と
め
る

の
で
あ
る
。
鯨
一
頭
獲
れ
ば
七
浦
う
る
お
う
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
捕
鯨
は
重
要
な
産
業
で
、
通
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浦
だ
け
で
な
く
そ
の
余
得
は
近
隣
に
及
ん
だ
。
湾
内
の
ほ
か
の
浦
で
も
鯨
や
イ
ル
カ
を
獲
っ
た
よ
う
だ
。

わ
た
し
は
中
学
生
の
頃
、
通
の
隣
の
大
日
比
で
数
十
頭
の
イ
ル
カ
を
浜
辺
に
追
い
こ
ん
で
、
な
ぎ
な
た
の

よ
う
な
刃
物
で
し
と
め
、
渚
が
血
の
色
に
染
ま
る
の
を
見
た
。 

 

そ
の
湾
の
奥
に
あ
り
、
藩
政
時
代
に
や
は
り
浦
の
名
で
呼
ば
れ
た
集
落
に
、
わ
た
し
は
暮
ら
し
て
い
る
。

集
落
は
旧
暦
の
正
月
に
年
に
一
度
総
会
を
開
く
。
昔
の
言
葉
を
使
え
ば
地
下(

じ
げ)

の
初
寄
合
と
い
う
。

市
の
末
端
行
政
区
分
い
わ
ゆ
る
自
治
会
が
別
に
あ
る
今
で
も
、
古
く
か
ら
の
共
同
体
の
組
織
が
続
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
共
有
地
は
、
資
本
主
義
の
現
代
で
は
財
産
と
し
て
運
営
費
を
生
み
出
し
て
い
る
。

財
産
管
理
組
合
と
い
う
側
面
が
強
く
な
っ
た
が
、
自
治
共
同
体
と
し
て
の
昔
の
集
落
の
さ
ま
ざ
ま
な
働
き

も
含
み
も
つ
。
た
と
え
ば
、
近
隣
一
円
の
氏
神
に
当
た
る
八
幡
宮
の
傘
下
に
あ
っ
て
、
そ
の
行
事
に
参
加

す
る
。
だ
か
ら
、
共
同
体
に
属
す
れ
ば
、
氏
子
と
し
て
の
役
割
分
担
を
逃
れ
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
神
社

に
参
拝
し
な
い
わ
た
し
も
、
三
年
前
に
六
人
い
る
字(

あ
ざ
な)

総
代
の
順
番
が
回
っ
て
き
て
、
八
幡
宮
の

行
事
を
手
伝
っ
た
。
昔
の
風
習
の
な
ご
り
を
追
体
験
し
て
、
知
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。 

今
年
は
、
初
寄
合
の
投
票
で
、
九
人
い
る
寺
の
世
話
役
に
さ
れ
た
。
こ
の
寺
と
い
う
の
が
特
異
な
設
立

の
仕
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
地
方
で
は
必
ず
し
も
集
落
単
位
で
一
つ
の
寺
へ
所
属
し
な
い
。
わ
た
し
の
集

落
の
家
々
は
近
隣
の
五
、
六
か
寺
の
門
徒
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
み
ん
な
浄
土
真
宗
の
門
徒
で
あ
る
。
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信
仰
心
篤
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
江
戸
時
代
後
期
に
集
落
の
中
に
住
持
も
い
る
寺
を
建
て
た
。
集
会
所
と
し

て
も
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
各
家
の
過
去
帳
の
あ
る
本
寺
と
は
別
に
、
集
落
持
ち
で
維
持
す
る
。

だ
が
最
近
、
い
や
が
ら
ず
に
世
話
役
を
引
き
受
け
る
人
が
少
な
く
な
り
、
投
票
し
て
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

選
ば
れ
れ
ば
、
信
仰
心
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
役
目
を
逃
れ
ら
れ
な
い
。
講
師
を
招
い
て
法
会
が
あ

る
と
き
、
男
は
受
付
で
御
法
礼
を
収
納
す
る
ぐ
ら
い
だ
が
、
女
性
は
出
席
し
た
人
た
ち
の
た
め
に
簡
単
な

昼
食(

今
で
は
弁
当)
の
準
備
を
す
る
。
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
法
と
い
う
の
は
仏
法
の
こ
と
で
あ
る
。
寺

で
法
座
の
あ
る
日
に
五
色
の
旗
が
立
つ
こ
と
は
前
か
ら
知
っ
て
い
た
。
現
代
人
は
虹
の
色
を
七
色
と
言
う

が
、
古
来
中
国
や
日
本
で
は
五
色
が
基
本
色
だ
っ
た
。
ど
う
も
西
洋
で
も
昔
は
五
色
だ
っ
た
ら
し
い
。
先

日
、
旧
暦
四
月
の
年
中
行
事
の
法
会
で
知
っ
た
慣
わ
し
は
、
講
話
の
開
始
を
知
ら
せ
る
半
鐘
を
、
乱
打
を

は
さ
ん
で
七
打
・
五
打
・
三
打
と
打
つ
こ
と
…
。
閑
話
休
題
。 

 

海
辺
に
暮
ら
す
人
間
は
海
か
ら
の
恵
み
も
い
た
だ
い
て
生
き
る
の
だ
が
、
鯨
や
イ
ル
カ
を
捕
獲
す
れ
ば
、

ほ
か
の
魚
介
類
と
異
種
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
腹
を
裂
く
と
胎
内
に
子
の
い
る
こ
と
が
あ
る
。
四
足

の
動
物
を
食
べ
な
か
っ
た
こ
の
地
方
で
は
、
強
い
印
象
を
与
え
た
だ
ろ
う
。
鯨
は
人
間
と
の
類
縁
を
示
す

の
で
あ
る
。
殺
生
を
禁
じ
る
仏
教
へ
親
し
ん
で
い
た
通
浦
で
、
捕
鯨
へ
の
あ
る
反
応
が
生
じ
た
。
捕
獲
し

た
鯨
と
胎
児
に
戒
名
を
つ
け
て
弔
う
よ
う
に
な
っ
た
。
今
そ
こ
を
訪
れ
る
人
は
鯨
の
過
去
帳
と
墓
を
目
に
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
心
情
は
、
鯨
や
イ
ル
カ
の
捕
獲
に
か
か
わ
る
湾
内
の
人
々
に
共
有
さ
れ
る
。

鯨
の
回
遊
す
る
湾
に
臨
む
浦
々
の
寺
で
、
鯨
を
弔
っ
て
回
向
を
願
う
法
会
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
。
浄
土

宗
の
寺
で
は
「
鯨
法
会
」
と
呼
び
、
浄
土
真
宗
の
寺
で
は
「
鯨
回
向
」
と
呼
ぶ
。 

わ
た
し
が
世
話
役
の
一
人
と
し
て
初
め
て
出
席
し
た
法
会
は
、
そ
の
鯨
回
向
で
あ
る
。
講
師
は
、
今
日

は
浄
土
の
こ
と
を
話
す
と
話
題
を
明
示
し
て
、
親
鸞
思
想
の
中
心
的
な
論
点
を
語
っ
て
い
っ
た
。
一
文
で

要
約
す
れ
ば
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
説
く
「
人
を
救
う
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
」
を
信
じ
る
、
と
い
う

テ
ー
マ
で
あ
る
。
聴
衆
の
注
意
を
引
き
つ
け
る
た
め
に
自
身
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
か
ら
め
な
が
ら
、
し
か
し
、

昔
の
説
教
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
下
世
話
な
話
で
脇
道
に
そ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
願
寺
布
教
師
に
は
、

持
ち
寺
の
あ
る
僧
の
う
ち
一
定
の
訓
練
を
受
け
た
人
が
な
る
。
現
代
で
は
、
布
教
師
の
養
成
は
制
度
的
に

整
っ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
も
の
や
わ
ら
か
な
調
子
が
「
信
」
の
問
題
に
入
る
と
思
わ
ず
強
い
口

調
に
変
わ
る
と
こ
ろ
に
、
伝
統
的
な
説
教
の
術
が
残
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
講
話
は
よ
く
構
成

さ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。
前
回
か
ら
世
話
役
を
続
け
て
い
る
人
が
二
年
前
の
話
と
同
じ
だ
と
言
っ
た
か
ら
、

自
分
な
り
の
完
成
形
に
練
り
上
が
っ
た
講
話
な
の
だ
。
鯨
の
回
向
を
願
う
こ
と
を
契
機
と
す
る
法
会
で
、

救
わ
れ
て
浄
土
に
往
き
、
ま
た
還
っ
て
き
て
衆
生
を
救
う
と
い
う
、
往
相
と
還
相
の
回
向
が
語
ら
れ
た
け

れ
ど
も
、
鯨
と
い
う
言
葉
は
出
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
と
が
め
だ
て
す
る
必
要
は
な
い
、
仏
教
で
い
う
衆
生

は
意
味
が
広
い
の
だ
か
ら
。 
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「
信
」
に
距
離
を
置
く
わ
た
し
が
法
会
に
つ
ら
な
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
た
だ
、
ど
の
世
界
宗
教
で
も
、

説
教
は
人
を
信
仰
に
至
ら
せ
る
た
め
に
説
か
れ
る
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ

の
「
身
体
を
感
じ
、
感
受
を
観
察
し
、
心
を
観
察
し
、
も
ろ
も
ろ
の
事
象
を
観
察
し
…
」
と
い
う
言
葉
を

唱
え
る
だ
け
で
、
信
仰
に
至
る
つ
も
り
の
な
い
わ
た
し
が
寺
の
世
話
役
に
な
る
の
は
や
は
り
問
題
だ
と
思

う
。
け
れ
ど
も
わ
た
し
は
、
仏
教
が
形
成
さ
れ
る
前
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
な
い
と
考
え
た
生
前
の
彼

の
人
を
尊
敬
す
る
。
理
神
論
的
な
思
想
に
至
っ
た
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
も
ち
ろ
ん
ユ
ダ
ヤ
教

徒
か
ら
も
無
信
仰
者
と
さ
れ
た
の
に
、
誰
よ
り
も
敬
虔
に
見
え
た
。
理
神
論
か
ら
も
抜
け
出
て
、
理
性
に

踏
み
と
ど
ま
っ
た
カ
ン
ト
に
は
、
な
お
救
い
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
現
代
の
合
理
主
義
者
ラ
ッ
セ
ル
は
、

自
由
人
の
信
仰
と
い
う
言
葉
で
あ
る
種
の
敬
虔
な
態
度
を
勧
め
た
。
わ
た
し
は
、
こ
れ
ら
の
善
知
識
の
拓

い
た
道
を
進
も
う
と
思
う
。 

 

今
年
の
鯨
回
向
の
参
会
者
は
い
つ
も
よ
り
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
で
も
、
世
話
役
の
人
を
含

め
て
三
十
数
人
。
集
落
の
戸
数
二
百
数
十
に
く
ら
べ
れ
ば
少
な
い
。
い
や
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
変
貌

を
体
験
し
た
人
々
の
中
か
ら
、
こ
れ
だ
け
の
人
数
が
聴
聞
に
来
る
と
い
う
の
は
多
い
と
い
う
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。
親
の
世
代
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
よ
く
見
て
き
た
人
た
ち
に
、
昔
か
ら
の
伝
統
的
な
生
き
方
が
埋
め

こ
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
近
代
以
前
の
共
同
体
に
、
農
業
や
漁
業
や
他
の
物
資
の
生
産
と
流
通
で
暮
ら
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し
を
立
て
、
四
季
の
巡
り
に
合
わ
せ
祭
り
を
営
み
寺
に
参
る
暮
ら
し
が
あ
っ
た
。
西
洋
で
も
同
じ
だ
っ
た
。

そ
こ
に
、
現
代
に
も
つ
な
が
る
普
遍
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
欧
米
で
は
近
代

に
な
っ
て
も
日
曜
日
に
寺
に
参
る
と
い
う
習
慣
は
続
い
た
。
江
戸
時
代
後
期
、
青
海
島
に
は
大
日
比
三
師

と
呼
ば
れ
る
活
動
的
な
僧
が
出
て
、
子
供
の
た
め
の
念
仏
会
を
開
い
た
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
日
曜
学
校
で

あ
る
。
欧
米
由
来
の
近
代
化
に
よ
っ
て
、
日
本
の
寺
参
り
の
習
慣
は
早
く
弱
ま
っ
た
。 

科
学
の
発
展
と
と
も
に
宗
教
が
後
退
し
た
の
は
、
ラ
ッ
セ
ル
が
言
う
よ
う
に
必
然
で
あ
る
。
科
学
的
な

思
考
が
広
ま
り
、
地
域
の
共
同
体
が
変
質
し
た
現
代
は
、
科
学
と
直
交
す
る
信
仰
を
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
に
せ
よ
、
宗
教
組
織
の
存
続
は
い
よ
い
よ
む
ず
か
し
い
。
日
本
で
は
ま
だ
初
詣
な
ど
神
社
に
参
る

こ
と
が
生
活
習
慣
に
な
っ
て
い
る
が
、
世
界
宗
教
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
信
仰
か
ら
ず
い
ぶ
ん
離
れ
て
い

る
。
鯨
回
向
の
心
情
が
残
っ
て
い
る
こ
の
地
方
で
も
、
信
仰
に
向
か
う
人
が
ど
れ
だ
け
い
る
か
と
問
え
ば
、

寺
院
に
と
っ
て
の
困
難
が
明
ら
か
に
な
る
。
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
檀
家
制
度
に
支
え
ら
れ
て
存
続
し
て

い
て
も
、
前
途
は
多
難
で
あ
る
。
法
会
に
講
師
を
招
く
費
用
な
ど
維
持
費
を
集
め
る
こ
と
は
、
寺
か
ら
遠

ざ
か
る
人
が
増
え
て
い
る
か
ら
た
や
す
く
な
い
。
私
営
の
斎
場
を
使
う
人
が
増
え
て
い
る
が
、
葬
儀
を
仏

式
で
営
む
習
慣
は
く
ず
れ
て
い
な
い
の
で
、
お
布
施
は
減
り
な
が
ら
も
入
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
副
業
を

も
つ
僧
は
以
前
か
ら
あ
り
、
近
隣
の
寺
は
ほ
と
ん
ど
新
築
・
改
修
を
終
え
て
い
る
の
で
、
当
分
の
間
は
維

持
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
次
に
改
修
を
む
か
え
る
時
期
に
ど
れ
だ
け
寄
付
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
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か
疑
問
で
あ
る
。
状
況
の
困
難
を
、
僧
自
身
が
懸
念
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。 

 
二
十
一
世
紀
、
経
済
と
社
会
の
状
況
は
い
よ
い
よ
変
化
し
て
、
共
同
体
は
さ
ら
に
変
質
し
つ
つ
あ
る
。

農
業
・
漁
業
の
縮
小
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
、
政
府
の
糊
塗
す
る
言
葉
も
む
な
し
く
、
わ
れ
わ
れ
の
社

会
は
そ
の
流
れ
を
容
認
し
て
い
る
。
ど
の
産
業
で
も
個
人
経
営
者
は
減
り
、
大
部
分
の
人
々
が
会
社
に
雇

用
さ
れ
て
、
そ
の
暮
ら
し
は
自
然
の
環
境
を
実
感
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
か
ら
遠
い
。
わ
た
し
の
暮
し
て

い
る
集
落
に
、
留
ま
っ
て
い
る
青
壮
年
は
少
な
い
。
小
学
生
は
十
数
人
し
か
い
な
い
だ
ろ
う
。
お
お
ぜ
い

で
鯨
を
獲
っ
て
い
た
通
で
中
学
校
が
廃
校
に
な
っ
た
。
豊
か
だ
っ
た
湾
に
臨
む
浦
々
の
人
口
は
、
歴
史
上

初
め
て
減
少
し
つ
つ
あ
る
。
か
つ
て
な
い
変
動
が
共
同
体
を
見
舞
う
の
で
あ
る
。 

経
済
の
衰
退
期
に
入
っ
た
日
本
で
、
共
同
体
が
試
練
を
迎
え
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
宗
教
も
困
難
に
立

ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
宗
教
に
代
わ
っ
て
、
現
代
の
世
の
人
々
の
思
考
を
左
右
し

て
い
る
の
は
、
賢
者
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
広
告
な
ど
の
組
織
で
あ
る
。
二
十
世
紀

を
ふ
り
返
れ
ば
、
こ
の
精
神
指
導
者
は
結
局
の
と
こ
ろ
経
済
の
動
き
に
追
従
す
る
。
だ
か
ら
、
ふ
た
た
び

増
加
し
て
き
た
貧
困
や
弱
者
切
り
捨
て
な
ど
の
社
会
的
な
問
題
を
、
表
層
を
な
ぞ
る
だ
け
で
本
当
に
ひ
き

受
け
る
こ
と
は
し
な
い
。
宗
教
組
織
に
活
動
の
余
地
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
も
そ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。 
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鯨
の
回
遊
し
て
き
た
湾
に
は
、
海
流
に
乗
っ
て
夏
み
か
ん
も
回
遊
し
て
き
た
。
青
海
島
に
行
け
ば
、
流

れ
着
い
た
実
の
種
か
ら
育
て
た
原
樹
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
幕
末
の
こ
と
で
、
萩
藩
の
武
士
た
ち
も
屋

敷
内
に
植
え
た
。
萩
を
訪
れ
る
観
光
客
が
観
る
の
は
そ
の
な
ご
り
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
秩
禄
を
失
っ
た
武

士
た
ち
が
生
活
の
立
て
直
し
を
模
索
す
る
頃
に
栽
培
が
広
ま
っ
た
の
で
、
生
計
の
足
し
に
し
た
と
い
う
話

を
聞
く
。
け
れ
ど
も
、
十
本
足
ら
ず
の
夏
み
か
ん
で
長
く
空
腹
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

進
行
中
の
変
動
に
耐
え
ぬ
い
て
生
活
で
き
る
共
同
体
が
存
続
す
る
こ
と
を
願
う
園
丁
は
、
今
年
、
ま
だ

幼
い
数
本
の
柑
橘
類
か
ら
い
く
つ
の
実
を
収
穫
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 
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