
蘭
島
（
あ
ら
ぎ
島
）
を
中
心
と
し
た
文
化
的
景
観
は
、
人
々
が

生
活
を
し
て
い
く
た
め
に
長
い
年
月
を
か
け
て
自
然
に
働
き
か
け

た
結
果
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
の
人
々

の
暮
ら
し
の
歴
史
や
地
域
の
個
性
が
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。
清
水

地
区
は
、
古
く
か
ら
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
業
と
山
仕
事
を
主
体

と
し
た
生
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
多
く
の
場
合
は
専
業
に
よ

る
生
計
維
持
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
い
く
つ
か
の
仕
事
を
副
業

と
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
重
要
な
副
業
で
あ
っ
た
の
が

保
田
紙
の
生
産
で
す
。
現

在
に
お
い
て
も
、
水
田
の

畦
畔
な
ど
に
植
え
ら
れ
た

和
紙
の
原
料
で
あ
る
コ
ウ

ゾ
や
コ
ウ
ゾ
の
皮
を
さ
ら

す
こ
と
に
も
使
わ
れ
た
水

溜
め
は
、
こ
の
地
域
の
景

観
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
域
で
紙
漉
き
が

盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
は
、

良
質
な
コ
ウ
ゾ
を
栽
培
で

き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

ま
す
。
コ
ウ
ゾ
は
1
年

で
2
～
3
メ
ー
ト
ル
も

成
長
す
る
た
め
に
大
量

の
水
分
を
必
要
と
し
ま

す
が
、
蘭
島
周
辺
は
年

間
を
通
し
て
霧
が
よ
く

発
生
す
る
な
ど
、
コ
ウ

ゾ
栽
培
に
適
し
た
気
候

条
件
に
あ
る
こ
と
も
関

係
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

保
田
紙
は
、
蘭
島
の
開
拓
に
大
き
く
尽
力
し
た
笠
松
左
太
夫

に
よ
っ
て
本
格
的
な
産
業
と
し
て
興
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
紀

州
藩
主
に
献
上
す
る
和
紙
を
製
造
し
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
以

降
は
海
南
市
で
製
造
す
る
番
傘
用
の
傘
紙
の
製
造
に
特
化
さ
れ

て
い
き
ま
す
。
昭
和
初
期
に
は
最
盛
期
を
迎
え
、
旧
八
幡
村
内

に
４
８
０
軒
の
製
紙
業
者
が
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
戦
後
は
ナ
イ
ロ
ン
製
の
洋
傘
の
普
及
や
洋
紙
の
需

要
拡
大
に
よ
り
徐
々
に
衰
退
し
、
昭
和
28
年
の
有
田
川
の
大
洪

水
に
よ
っ
て
原
料
や
道
具
類
を
流
出
し
、
保
田
紙
生
産
は
壊
滅

的
な
被
害
を
受
け
、
一
気
に
衰
退
し
ま
し
た
。
昭
和
46
年
に
は

そ
の
技
術
は
一
端
途
絶
え
ま
し
た
が
、
昭
和
54
年
に
は
高
齢
者

生
産
活
動
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
、
現
在
は
体
験
交
流
工
房
わ

ら
し
に
お
い
て
、
そ
の
伝
統
技
術
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

保
田
紙
は
、
蘭
島
周
辺
地
域
の
景
観
を
理
解
す
る
上
で
欠
か

す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
景
観
と
と
も
に
保
田

紙
の
伝
統
も
受
け
継
い
で
い
き
た
い
も
の
で
す
。

文
化
的
景
観
と
保
田
紙

『
あ
ら
ぎ
島
編
』
そ
の
19
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