
　

恵
比
須
島
の
南
側
に
は
千
畳
敷

と
呼
ば
れ
る
平
ら
で
広
々
と
し
た

磯
が
あ
り
、磯
遊
び
の
適
地
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
岩
場
の
上
に

は
、
若
山
牧
水
が
神
子
元
島
燈
台

の
灯
台
守
で
あ
っ
た
親
友
を
想
っ

て
詠
ん
だ
和
歌
の
碑
が
あ
り
ま
す
。

　

古
代
人
の
祈
り
の
場
で
あ
り
、

美
し
い
自
然
に
囲
ま
れ
た
恵
比
須

島
を
み
な
さ
ん
も
是
非
一
度
訪
ね

て
み
て
く
だ
さ
い
。
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須
崎
漁
港
の
南
側
に
あ
る
恵
比

須
島
は
、
古
代
の
人
々
が
神
ま
つ

り
を
行
っ
た
遺
跡
と
し
て
下
田
市

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

恵
比
須
島
は
、
高
さ　

メ
ー
ト

２１

ル
、
南
北
約
１
５
０
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
小
島
で
、
元
来
は
須
崎
半
島

と
陸
続
き
で
あ
っ
た
も
の
が
、
風

浪
に
よ
っ
て
侵
食
さ
れ
、島
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

島
の
頂
上
部
は
平
坦
で
、
昭
和

初
期
、
こ
の
島
に
陸
か
ら
橋
が
架

け
ら
れ
る
と
、
旅
館
が
建
て
ら
れ

ま
し
た
。
建
設
工
事
で
土
器
な
ど

が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
考
古

学
者
に
注
目
さ
れ
、
昭
和　

年
に

１２

第
１
回
目
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
昭
和　

年
に
は
明
治
大

３４

学
の
研
究
者
が
第
２
回
目
の
発
掘

調
査
を
行
い
、
遺
跡
の
全
体
像
が

わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

２
回
目
の
発
掘
調
査
で
は
、
古

墳
時
代
の
土
器
や
、
焚
き
火
の
跡

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
特
に
島
頂

の
海
側
か
ら
多
く
出
土
し
た
土
器

は
、
考
古
学
者
が
「
手
づ
く
ね
土

器
」
と
呼
ぶ
小
型
で
粗
い
作
り
の

お
猪
口
の
よ
う
な
も
の
で
、
生
活

用
具
で
は
な
く
、
神
ま
つ
り
に
使

わ
れ
た
特
殊
な
器
で
し
た
。
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恵
比
須
島
が
伊
豆
七
島
を
眼
前

に
望
む
独
特
の
場
所
で
あ
る
こ
と

や
、
住
居
跡
が
見
つ
か
ら
な
い
こ

と
な
ど
か
ら
、
遺
跡
で
は
古
代
の

人
々
が
、
か
が
り
火
を
焚
き
、
神

ま
つ
り
用
の
土
器
を
用
い
て
海
神

や
島
神
、
航
海
の
安
全
や
豊
漁
な

ど
、
海
に
関
す
る
神
事
を
行
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

������
��������	

　

夏
休
み
を
間
近
に
控
え
、
子
ど

も
た
ち
が
関
連
す
る
交
通
事
故
の

発
生
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

死
亡
事
故
に
お
け
る
高
齢
者
の
占

め
る
割
合
は
依
然
と
し
て
高
く
、

事
故
発
生
件
数
、
負
傷
者
数
と
も

増
加
傾
向
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
夏
の
交
通
安

全
県
民
運
動
で
は
、
次
の
事
項
を

重
点
と
し
取
り
組
み
を
進
め
て
い

き
ま
す
。
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○
子
ど
も
や
高
齢
者
を
見
か
け
た

ら
減
速
す
る
な
ど
、
思
い
や
り
の

運
転
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

○
高
齢
者
の
皆
さ
ん
は
、 自
己
の
運

動
能
力
の
変
化
を
認
識
し
、 安
全
な

運
転
・
通
行
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

○　

歳
以
上
の
方
は
、 車
を
運
転
す

７５
る
場
合
、高
齢
運
転
者
標
識 （
も
み

じ
マ
ー
ク
） を
表
示
し
ま
し
ょ
う
。
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○
自
転
車
の
歩
道
通
行
に
関
す
る

規
定
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。　

　

歩
道
通
行
が
で
き
る
の
は
、
道

路
標
識
等
で
指
定
さ
れ
た
場
合
や

運
転
者
が　

歳
未
満
又
は　

歳
以

１３

７０

上
の
場
合
、
車
道
左
側
で
道
路
工

事
が
行
わ
れ
て
い
る
な
ど
車
道
又

は
交
通
の
状
況
か
ら
み
て
や
む
を

得
な
い
場
合
で
す
。

○
子
ど
も
の
自
転
車
乗
車
時
（
補

助
イ
ス
な
ど
で

の
同
乗
を
含
む
）

に
は
、
乗
車
用

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を

か
ぶ
ら
せ
る
よ

う
に
努
め
ま

し
ょ
う
。
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○
改
正
道
路
交
通
法
の
施
行
に
よ

り
す
べ
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
着
用
が
義
務
化

と
な
り
ま
し
た
。

車
に
乗
っ
た
ら
、

 
ど
の
座
席
で
も

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を

着
用
し
ま
し 
ょ 
う
。
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広報しもだ  ２００８. ７月号  －８－
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