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島
の
恵
み
と
ト
キ
の
絆

　

佐
渡
の
水す
い

津づ

集
落
に
あ
る
漁
家
民

宿
に
泊
ま
っ
た
日
、
夕
食
を
見
て
驚

い
た
。
旬
を
迎
え
た
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
。

ホ
ッ
ケ
と
見
ま
ご
う
よ
う
な
大
き
な

カ
レ
イ
の
焼
き
魚
。
タ
ラ
の
切
り
身

と
大
根
を
炊
い
た
も
の
。
野
菜
の
天

ぷ
ら
。
サ
ザ
エ
。
白
子
の
酢
和
え
。

カ
ニ
み
そ
の
み
そ
風
味
。
キ
モ
の
煮

つ
け
。
エ
ビ
と
タ
イ
の
刺
身
。
イ
ク

ラ
の
大
根
お
ろ
し
和
え
。
デ
ザ
ー
ト

は
キ
ウ
イ
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
佐
渡

で
採
れ
た
も
の
と
い
う
。

　

キ
ウ
イ
は
島
内
の
親
戚
が
、
米
は

民
宿
の
お
か
み
さ
ん
が
、
野
菜
は
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
が
育
て
た
。
タ
イ
は

「
関
東
か
ら
お
客
さ
ん
が
来
る
か
ら

頼
む
ね
」
と
言
っ
た
ら
別
の
親
戚
が

釣
っ
て
き
た
。
す
ご
い
食
事
で
す
ね

と
言
う
と
「
こ
ん
な
の
普
通
よ
」
と

笑
わ
れ
た
。
そ
の
お
か
み
さ
ん
が
米

を
つ
く
る
集
落
そ
ば
の
崖
の
上
の
田

ん
ぼ
に
ト
キ
が
い
る
と
い
う
。
風
の

強
い
海
沿
い
な
の
に
ト
キ
？ 

「
い
ま
す
よ
！ 

５
羽
の
群
れ
が
棲

み
つ
い
て
最
近
２
羽
加
わ
っ
た
の
」

　

翌
朝
、
そ
の
田
ん
ぼ
を
案
内
し
て

も
ら
う
。
よ
く
よ
く
聞
い
て
み
る
と
、

お
か
み
さ
ん
は
ト
キ
を
呼
ぶ
た
め
に

活
動
す
る
ビ
オ
ト
ー
プ
の
会
の
副
会

長
だ
っ
た
。「
青
年
団
と
か
婦
人
会
と

は
違
っ
て
、
年
齢
や
性
別
に
関
係
な

く
、
集
落
の
み
ん
な
が
か
か
わ
れ
る

か
ら
お
も
し
ろ
い
の
よ
ね
」。

　

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
ね
と
、
お
か

み
さ
ん
は
ト
キ
が
来
て
い
る
か
見
に

行
く
。「
い
な
か
っ
た
わ
」
と
残
念
そ

う
に
戻
っ
て
き
た
そ
の
と
き
、
上
空

に
ト
キ
の
姿
が
。
５
羽
い
た
。

「
ほ
ら
、
い
た
で
し
ょ
！ 

こ
れ
が

見
せ
た
か
っ
た
の
！
」
と
声
を
弾
ま

せ
る
お
か
み
さ
ん
。
集
落
の
人
々
が

田
ん
ぼ
を
補
修
し
て
ド
ジ
ョ
ウ
な
ど

エ
サ
を
放
っ
た
そ
の
場
所
に
ト
キ
が

来
る
。
そ
れ
は
地
域
へ
の
愛
着
も
高

め
る
こ
と
を
知
っ
た
。

う
れ
し
い
誤
算
と
計
算
外

　

と
は
い
え
、
島
の
人
み
ん
な
が
ト

キ
に
関
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ら

し
い
。
別
の
宿
の
主
人
は
「
見
た
こ

と
な
い
な
ぁ
」
と
言
っ
た
。
農
家
の

人
々
に
も
温
度
差
が
あ
っ
た
と
教
え

て
く
れ
た
の
は
齋
藤
真
一
郎
さ
ん
。

ト
キ
の
エ
サ
場
を
つ
く
る
に
は
草
刈

り
な
ど
の
手
間
が
か
か
り
収
量
も
減

る
。
当
初
は
「
反
対
派
」
も
い
た
。

「
と
こ
ろ
が
ト
キ
は
な
か
な
か
の
役

者
で
ね
。
反
対
派
の
田
ん
ぼ
を
選
ん

で
降
り
る
の
で
す
。
自
分
の
田
ん
ぼ

に
ト
キ
が
舞
い
降
り
た
ら
う
れ
し
い

ん
で
す
ね
。
つ
い
こ
の
前
ま
で
反
対

し
て
い
た
の
に
『
や
っ
ぱ
り
ト
キ
は

大
事
だ
』
と
言
い
出
す
人
が
続
出
し

ま
し
た
」
と
齋
藤
さ
ん
は
笑
う
。

　

関
係
者
の
努
力
に
よ
っ
て
ト
キ
は

当
初
想
定
し
て
い
た
以
上
の
ス
ピ
ー

ド
で
増
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
こ

の
ま
ま
増
え
つ
づ
け
る
と
ト
キ
は
再

び
害
鳥
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
危

惧
す
る
声
も
あ
る
。「
た
し
か
に
そ
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
そ
の

と
き
考
え
ま
し
ょ
う
」
と
齋
藤
さ
ん
。

「
人
と
自
然
の
共
生
」
と
簡
単
に
は

括
れ
な
い
難
し
さ
は
あ
る
が
、
そ
れ

は
前
例
の
な
い
取
り
組
み
だ
か
ら
こ

そ
の
計
算
外
。
ま
ず
や
っ
て
み
る
、

そ
し
て
見
直
す
と
い
う
柔
軟
さ
が
大

切
な
の
だ
ろ
う
。

時
代
で
変
わ
る
営
み
と
水

　

減
農
薬
や
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
な
ど
、

非
常
識
な
農
法
で
ト
キ
を
よ
み
が
え

ら
せ
た
佐
渡
。
そ
の
歴
史
に
水
は
ど

う
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
。

　

か
つ
て
、
砂
金
採
取
に
は
水
で
土

砂
を
洗
い
流
す
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。

谷
に
大
木
を
渡
し
て
そ
の
上
に
家
を

建
て
る
者
さ
え
現
れ
た
と
い
う
相
川

金
銀
山
で
は
、
水
上
輪
を
は
じ
め
と

す
る
技
術
で
排
水
を
行
な
い
、
そ
れ

は
島
内
の
食
糧
確
保
の
た
め
農
業
に

も
転
用
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
産
出
さ
れ
た
金
銀
の
積
み

出
し
港
に
指
定
さ
れ
た
小
木
港
を
中

心
に
、
佐
渡
の
米
、
竹
、
藁
と
藁
製

品
が
北
前
船
で
開
拓
期
の
北
海
道
へ

と
運
ば
れ
、
財
を
な
し
た
者
も
多
か

っ
た
。
こ
れ
も
水
の
力
と
い
え
る
。

　

江
戸
時
代
初
期
を
ピ
ー
ク
に
金
銀

の
産
出
量
は
落
ち
込
ん
で
い
く
が
、

明
治
時
代
以
降
に
は
水
も
用
い
る
選

鉱
法
で
増
産
に
成
功
。
そ
の
鉱
山
で

多
用
さ
れ
た
桶
や
樽
は
、
地
震
に
よ

っ
て
隆
起
し
た
小
木
半
島
一
帯
で
明

治
時
代
初
期
か
ら
た
ら
い
舟
と
し
て

漁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
鉱
山
で
利
用
す
る
炭
や

木
材
な
ど
の
資
材
を
確
保
す
る
た
め

に
佐
渡
奉
行
所
が
山
間
部
に
設
け
て

厳
し
く
管
理
し
た
「
御お
は
や
し林

」
が
、
結

果
的
に
森
の
荒
廃
を
防
い
だ
こ
と
も

見
逃
せ
な
い
。
御
林
が
ど
れ
ほ
ど
の

面
積
で
ど
う
推
移
し
た
の
か
は
つ
ま

び
ら
か
で
は
な
い
し
、
幕
府
が
自
ら

の
財
源
確
保
の
た
め
に
行
な
っ
た
こ

と
な
の
だ
が
、
結
果
と
し
て
佐
渡
に

豊
か
な
森
を
残
し
、
そ
の
森
が
育
む

栄
養
豊
か
な
水
が
田
ん
ぼ
と
里
山
、

島
周
辺
の
漁
場
を
支
え
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
佐
渡
は
ト
キ
の
国
内
最
後
の

生
息
地
だ
っ
た
の
だ
。

　

今
も
昔
も
一
つ
の
産
業
の
隆
盛
と

衰
退
は
人
々
の
暮
ら
し
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
。
島
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

ま
た
金
銀
と
い
う
量
に
限
り
が
あ
る

も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
佐
渡
の

歴
史
に
は
そ
の
光
と
陰
が
濃
密
に
現

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
水
を
巧
み
に

利
用
し
、
時
代
ご
と
に
適
応
し
て
き

た
人
々
の
営
み
は
実
に
た
く
ま
し
い
。

　

都
市
部
に
住
ん
で
い
る
と
、
雨
や

雪
は
め
ん
ど
く
さ
い
も
の
と
思
い
が

ち
だ
。
ニ
ュ
ー
ス
で
も
雪
に
よ
る
障

害
ば
か
り
を
報
じ
る
。
そ
の
一
方
、

岩
首
昇
竜
棚
田
の
大
石
惣
一
郎
さ
ん

は
「
今
年
の
佐
渡
は
雪
が
少
な
い
。

春
か
ら
の
田
が
心
配
だ
」
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
発
信
す
る
。
こ
の
感
覚
は
、
都
市

住
民
が
失
っ
て
久
し
い
も
の
だ
。

　

時
代
の
空
気
を
も
っ
と
も
敏
感
に

感
じ
と
る
の
は
若
い
世
代
だ
が
、
佐

渡
に
は
若
者
が
定
期
的
に
訪
れ
て
い

る
と
い
う
。
今
回
見
聞
き
し
た
だ
け

で
も
、
岩
首
昇
竜
棚
田
と
宿
根
木
の

た
ら
い
舟
に
若
者
が
集
い
、
そ
の
暮

ら
し
や
文
化
を
称
賛
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
佐
渡
に
は
人
が
大
切
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
根
本
的
な
も
の
が

残
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
必

ず
水
が
介
在
す
る
。

　

佐
渡
は
そ
の
地
形
と
文
化
の
特
性

か
ら
「
日
本
の
縮
図
」
と
い
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
時
代
ご
と
に
水
を
巡
ら

し
生
き
て
き
た
文
化
が
残
る
佐
渡
の

今
を
見
て
歩
い
て
感
じ
る
こ
と
は
、

私
た
ち
の
未
来
を
考
え
る
こ
と
に
つ

な
が
る
の
だ
と
思
う
。

水
の
恵
み
と
可
能
性
に
満
ち
た
島
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