
寺
泊
に
お
け
る
鱈
漁
の
変
遷
と
そ
の
漁
業
形
態

佐
　
　
藤
　
　
康
　
　
行

は

　

じ

　

め

　

に

H
h

日
本
海
を
代
表
す
る
漁
業
の
1
つ
に
鱈
漁
が
あ
る
.
管
は
日

本
海
の
う
ち
主
に
能
登
半
由
か
ら
下
北
半
出
に
か
け
て
み
ら
れ
る

が
'
新
潟
県
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
轄
漁
は
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ

て
き
た
。
か
つ
て
新
潟
県
の
沿
岸
一
帯
に
は
鱈
漁
に
株
が
あ
っ
て
'

鱈
漁
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
紛
争
が
発
生
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が

ら
鰐
漁
に
つ
い
て
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
変
遷
へ
　
鱈
漁

の
漁
業
組
織
を
は
じ
め
操
業
範
囲
や
地
域
間
の
取
決
め
な
ど
、
こ

れ
ま
で
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
面
が
少

杏
-
な
い
。
寺
泊
は
新
潟
県
の
中
越
地
方
の
沿
岸
の
中
で
'
漁
業

の
中
心
の
1
　
つ
を
成
し
て
い
る
。
そ
こ
で
'
本
税
に
お
い
て
は
'

寺
泊
に
お
け
る
鱈
漁
の
変
遷
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
と
も
に
へ
　
そ

の
漁
業
形
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。
な
お
t

r
寺
泊
の
歴
史
)
　
の
史
料
に
は
韓
を
捕
っ
て
き
た
と
記
職
さ
れ
て

い
る
が
'
著
者
の
青
柳
清
作
氏
は
こ
の
餌
が
は
た
し
て
炎
鱈
か
ど

う
か
分
か
ら
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
間
き
取
り
で
は
、
寺

S
O

泊
に
お
い
て
は
蛎
漁
を
お
こ
な
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

が
'
こ
こ
で
は
便
宜
上
鱈
と
総
称
し
て
お
き
た
い
。
漁
法
に
つ
い

て
は
'
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
~
の
で
'
こ
こ
で
は

取
り
嫌
わ
な
い
こ
と
に
す
る
.

二
　
近
世
に
お
け
る
鱈
漁

漁
業
は
明
治
以
降
に
お
い
て
も
、
原
則
的
に
は
近
性
の
慣
行
を

維
持
し
た
こ
と
か
ら
'
近
代
の
漁
業
を
知
る
上
で
近
世
の
漁
業
慣

行
を
把
握
し
て
お
-
こ
と
が
き
わ
め
て
亜
婆
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
'
近
性
の
鱈
漁
の
縫
雑
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
お
-
こ
と
か

2

ら
始
め
た
川
。

元
治
元
年
二
八
六
四
)
　
の
「
越
後
土
産
」
を
見
る
と
'
寺
泊

は
鱈
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
へ
　
鱈
が
当
時
は
特
産
と
し
て
知
ら
れ
て

55



い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
出
雲
崎
は
師
で
あ
る
。
寛
政
八

年
二
七
九
六
)
の
不
漁
の
さ
い
へ
米
の
拝
借
を
願
っ
た
文
再
が

あ
る
が
、
そ
れ
を
見
る
と
'
寺
泊
町
に
は
大
船
五
二
般
'
小
船
二

二
椴
あ
り
、
ナ
ヤ
モ
ト
が
七
四
軒
、
乗
組
員
が
三
九
〇
人
、
そ
の

3

家
族
が
約
二
〇
〇
〇
人
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
か
。
ナ
ヤ
モ
ト

I
Z
V
:

は
は
鱈
漁
師
と
三
半
漁
師
へ
措
漁
師
・
磯
見
漁
師
全
部
を
含
め
た

数
で
あ
ろ
う
(
こ
れ
ら
の
漁
師
の
区
分
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
0

ま
た
、
多
-
の
廻
船
が
出
入
り
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
廻
船
に
つ

い
て
は
触
れ
る
だ
け
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
寺
泊
町
が
漁
師
町
と
し
て
大
き
な
規
模
を
誇
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
寺
泊
に
は
'
轄
漁
に
関
す
る
訴
訟
関
係
の
近
他

文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
か
ら
、
近
世
に
お
け
る
鱈

漁
の
変
遷
の
概
略
を
見
て
み
た
い
。

管
見
で
は
'
享
保
十
年
二
七
二
五
)
に
間
瀬
村
の
漁
師
が
賭

場
を
侵
犯
し
た
件
に
関
す
る
文
吉
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
寺
泊
に
存

す
る
鱈
漁
に
関
す
る
最
も
古
い
史
料
の
1
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
.
こ
の
文
F
=
に
は
'
寺
泊
の
鱈
漁
に
は
株
が
一
二
あ
る
こ
と
'

漁
甥
が
角
田
か
ら
新
潟
沖
ま
で
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

文
政
四
年
二
八
二
1
)
　
に
は
'
寺
泊
の
鱈
漁
師
が
五
ケ
浜
の
漁

師
を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
、
鱈
魚
漁
師
と
い
う
呼
称
も
見

ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
へ
　
こ
の
時
内
済
し
た
文
辛
に
は
、
自
分
た
ち

の
権
利
の
根
拠
と
し
て
'
鱈
漁
を
元
和
年
間
か
ら
お
こ
な
っ
て
き

た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
鱈
七
〇
本
と
風
味
寧
二
本
ず
つ
毎
年
御
献
上

し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
久
保
長
安
が
石
見
の
国

か
ら
佐
綾
に
鱈
延
縄
漁
師
を
連
れ
て
き
た
の
が
慶
長
年
間
と
い
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
漁
法
が
寺
泊
ま
で
伝
え
ら
れ
た
も
の

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
か
。
出
雲
崎
の
鱈
漁
師
と
の
紛
争
に
伴
う

文
政
十
年
二
八
二
七
)
　
の
文
F
:
で
は
'
漁
甥
が
出
雲
崎
か
ら
新

潟
沖
ま
で
と
記
載
さ
れ
て
お
り
'
違
い
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
同
書

に
は
、
源
蔵
の
先
祖
三
郎
兵
衛
が
元
和
年
間
以
来
干
鱈
を
献
上
し

て
き
た
こ
と
'
頒
主
が
変
わ
っ
て
も
引
き
続
き
賭
場
の
一
二
株
は

そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
五
ケ
浜
の
四
人
が
文
化
十
四

年
二
八
1
七
)
　
か
ら
寺
泊
の
賭
場
を
侵
犯
し
て
い
る
こ
と
、
し

か
し
五
ケ
浜
は
漁
業
以
外
に
す
る
こ
と
が
な
い
た
め
鱈
瑚
二
株
を

貸
す
こ
と
に
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
'
こ
の
時

の
呼
称
は
鱈
漁
師
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
鱈
漁
以
外
で
も
紛

争
は
起
こ
っ
て
い
る
が
'
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

管
見
で
は
'
近
性
の
文
書
に
は
賠
漁
師
と
い
う
名
称
の
ほ
か
に

磯
見
漁
師
が
で
て
く
る
。
こ
の
ほ
か
へ
　
明
治
九
年
の
文
書
に
は
、

賭
場
に
立
ち
入
っ
た
「
三
半
漁
渡
世
」
の
漁
師
の
詫
状
が
見
ら
れ
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る
こ
と
'
ま
た
明
治
十
一
年
に
は
磯
漁
に
つ
い
て
近
隣
の
町
村
の

「
渚
漁
営
業
惣
代
」
が
取
決
め
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
'
近
代
初

期
に
は
三
半
漁
師
と
渚
漁
師
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
へ
　
漁
船
の
分
類
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
明
治
四
年
の
時
点

蝣

I

V

人

_

∫

で
あ
る
が
、
九
人
乗
の
五
反
帆
の
船
が
1
二
根
と
九
人
乗
の
四
反

帆
が
1
二
椴
へ
七
人
乗
の
四
反
帆
が
1
四
椴
と
1
0
娘
の
二
グ
ル

ー
プ
へ
　
七
人
乗
と
六
人
乗
の
三
反
帆
が
各
々
1
彼
、
そ
れ
に
三
人

と
二
人
乗
の
丸
木
が
各
々
三
二
根
と
1
三
根
へ
　
1
人
乗
の
丸
木
が

四
八
破
あ
る
こ
と
へ
　
1
人
乗
の
丸
木
は
磯
漁
に
従
事
し
て
い
る
こ

lJ)

と
が
記
さ
れ
て
い
る
0
　
こ
の
う
ち
四
反
帆
と
三
反
帆
の
船
が
サ
ン

バ
に
あ
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
船
の
所
有
者
も
記
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
さ
ら
に
詳
細
に
見
る
と
、
鱈
漁
師
は
五
反
帆
に
乗
っ

て
お
り
へ
　
こ
の
う
ち
七
人
乗
の
四
反
帆
も
'
1
0
人
が
持
っ
て
い

る
こ
と
、
1
人
は
さ
ら
に
三
人
乗
の
丸
木
も
持
っ
て
い
る
こ
と
'

九
人
乗
の
四
反
帆
を
も
っ
て
い
る
人
の
中
で
一
人
だ
け
が
七
人
乗

の
四
反
帆
1
舵
と
三
人
乗
の
丸
木
を
1
般
持
っ
て
い
る
こ
と
、
三

反
帆
を
持
っ
て
い
る
二
人
の
う
ち
1
人
が
二
人
乗
の
丸
木
を
1
破

持
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
は
屋
号
が
同
じ
人
は

い
な
い
。
漁
船
を
分
類
す
る
と
'
五
反
帆
と
サ
ン
バ
　
(
四
反
帆
と

3
H
X
E

三
反
帆
)
、
そ
れ
に
丸
木
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
(
五
反
帆
は
八
挺

・
c櫓

と
も
い
い
、
八
人
が
櫓
を
漕
ぎ
'
そ
の
ほ
か
船
頭
が
ト
モ
-
リ

に
乗
っ
て
い
た
)
。
同
じ
屋
号
が
全
部
同
一
の
家
と
は
限
ら
な
い
が
'

漁
船
の
所
有
状
況
を
み
る
と
'
サ
ン
バ
を
持
っ
て
い
る
人
が
夏
漁

に
丸
木
を
用
い
、
冬
漁
に
サ
ン
バ
を
用
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
-
る
と
'
漁
船
は
お
よ
そ

四
つ
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
'
鱈
漁
師
は
五
反
帆
と
七

人
乗
の
川
反
帆
の
船
に
乗
り
へ
　
三
半
漁
師
は
四
反
帆
と
三
反
帆
の

船
に
乗
り
'
捕
漁
師
は
二
人
乗
と
三
人
乗
の
丸
木
に
乗
り
'
磯
見

漁
師
は
一
人
乗
の
丸
木
に
乗
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
'
近
性
後
期
に
お
い
て
は
'
漁
師
は
鱈
漁
師
と
三
半
漁

師
、
捕
漁
師
、
磯
見
漁
師
の
四
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
た
と
み
て
間

違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
従
来
へ
　
寺
泊
に
お
い
て
も
出
雲
崎
と
同
様

に
、
近
代
に
お
い
て
は
漁
場
に
応
じ
て
鱈
甥
漁
師
へ
沖
漁
師
、
磯

6

見
漁
師
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
'
近

世
に
お
い
て
は
四
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

も
、
こ
う
し
た
区
別
が
漁
場
に
応
じ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
鱈
漁
師
は
鱈
の
権
利
を
持
っ
て
い
た

の
で
は
な
く
'
舛
域
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
'
肺
糊
で

J
い
;

捕
れ
る
紺
や
イ
カ
な
ど
も
独
占
的
に
捕
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
漁
場
に
沿
っ
て
漁
師
を
区
分
す
る
こ
と
は
'
寺
泊
か
ら
新
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潟
よ
り
の
間
瀬
や
五
ケ
浜
'
角
田
浜
な
ど
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

L
t
ま
た
西
頚
城
郡
の
能
生
小
泊
な
ど
の
村
で
は
'
付
が
鱈
域
の

権
利
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
'
寺
泊
な
ど
三
出
郡
と
刈
羽
郡
に

特
徴
的
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
へ
近
世
に
お
け
る
鱈
漁
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
冊
蝉

に
整
理
を
し
て
お
き
た
い
O
ま
ず
第
1
に
'
漁
域
に
合
わ
せ
て
漁

師
が
区
分
さ
れ
へ
賠
甥
は
舛
漁
師
の
一
二
軒
に
の
み
株
が
あ
っ
て

独
占
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
元
治
元
年
二
八
六
四
)
　
の
年
貢

割
付
帳
に
は
、
漁
業
間
係
で
は
舛
代
i
.
4
納
と
し
て
舛
七
〇
本
'
勅

鰯
代
定
約
と
し
て
勅
鰯
一
〇
〇
勅
な
ど
が
詑
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
が
年
頁
と
し
て
献
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
舛
漁
師
が
鋸
と
鮒

を
独
占
し
て
き
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
'

は
た
し
て
鰯
も
独
占
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
は
朽
考

す
る
必
要
が
あ
る
。
ほ
か
の
魚
や
船
に
関
し
て
は
年
貢
が
課
さ
れ

て
い
な
い
が
、
沖
の
口
運
上
は
粛
永
四
年
二
八
五
二
か
ら
納

め
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
近
性
後
期
に
お
い
て
は
'
多
-
の
藩

に
お
い
て
も
船
や
魚
な
ど
に
年
貢
が
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
'
何

に
年
貢
が
課
さ
れ
て
い
る
か
は
漁
師
の
生
活
に
お
い
て
無
視
し
え

な
い
事
柄
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
'
寺
泊
で
は
鱈
漁
師
の
み

に
年
貢
が
課
さ
れ
て
お
り
、
他
の
漁
師
に
は
年
貢
が
課
さ
れ
て
い

な
い
点
を
押
え
て
お
き
た
い
。
第
二
に
'
鱈
漁
を
め
ぐ
っ
て
、
近

地
中
期
か
ら
近
燐
の
村
々
と
紛
争
が
絶
え
ず
、
鱈
漁
に
は
株
が
設

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
'
ど
の
村
で
も
'

ま
た
誰
で
も
鱈
漁
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
へ
　
こ
う
し
た
紛
争
に
お
い
て
、
寺
泊
の
鱈

漁
師
は
鱈
を
献
上
し
て
き
た
こ
と
を
、
自
分
た
ち
の
権
利
の
根
拠

に
あ
げ
て
い
る
。
寺
泊
は
元
利
年
間
か
ら
鱈
漁
を
し
て
い
た
が
、

紛
争
の
処
理
に
伴
う
熱
談
内
済
に
よ
っ
て
へ
　
五
ケ
浜
は
文
政
四
年

二
八
二
一
)
　
に
'
間
瀬
は
文
政
十
二
年
二
八
二
九
)
　
に
そ
れ

ぞ
れ
鱈
漁
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
第
三
に
'
そ
う
し
た
鱈
漁
に
伴

う
紛
争
を
通
し
て
、
賠
甥
が
挟
-
な
っ
て
い
っ
た
状
況
が
み
ら
れ

る
。
文
政
十
年
二
八
二
七
)
　
の
内
済
文
F
:
に
は
出
雲
崎
沖
か
ら

新
潟
沖
ま
で
の
間
で
操
業
し
て
い
た
と
詑
職
さ
れ
て
い
る
が
、
出

雲
崎
や
間
瀬
、
五
ケ
浜
と
の
紛
争
を
通
し
て
'
寺
泊
の
鱈
漁
師
の

鱈
甥
が
寺
泊
沖
に
限
ら
れ
て
い
-
事
情
が
み
ら
れ
る
。
第
四
に
'

鱈
漁
の
株
の
性
格
に
関
し
て
は
、
五
ケ
浜
な
ど
で
は
鱈
漁
の
み
で

な
く
的
漁
な
ど
の
権
利
も
ナ
ヤ
モ
ト
が
持
っ
て
い
た
が
'
寺
泊
に

お
い
て
は
鱈
甥
(
鱈
漁
で
は
な
い
)
　
l
の
権
利
の
み
で
あ
っ
た
。
さ

_

ら
に
寺
泊
で
は
鱈
甥
の
ナ
ヤ
モ
ト
は
全
員
荒
町
に
居
住
し
て
い
た

点
で
'
三
島
郡
や
刈
羽
郡
の
中
で
も
出
雲
崎
な
ど
他
の
町
村
と
は
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異
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
相
達
は
、
漁
村
あ
る
い
は
漁
師
町
の

様
態
の
相
違
を
踏
ま
え
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

か
ら
、
第
五
に
'
西
頚
城
郡
の
浦
本
村
(
現
在
の
糸
魚
川
市
浦
本

地
区
)
で
は
鱈
を
刺
網
で
捕
っ
て
い
た
L
へ
角
田
浜
で
は
手
繰
調

8

で
捕
っ
て
い
た
が
'
寺
泊
な
ど
三
島
郡
や
刈
羽
郡
で
は
鱈
漁
の
漁

法
が
延
縄
に
限
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

三
　
近
代
に
お
け
る
鱈
漁

明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
'
鱈
場
を
侵
犯
す
る
事
件
は
絶
え
な
か

っ
た
。
明
治
政
府
は
明
治
八
年
に
海
面
公
害
宣
言
を
し
た
わ
け
で

あ
る
が
、
出
雲
崎
で
は
三
半
漁
師
が
鱈
漁
師
を
訴
え
る
事
件
が
お

こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
寺
泊
で
は
、
明
治
八
年
に
三
半

漁
師
が
寺
泊
の
鱈
場
侵
犯
の
件
で
詫
び
状
を
入
れ
て
い
る
。
海
面

公
有
は
翌
年
に
は
撤
回
さ
れ
て
'
府
県
ご
と
に
取
締
規
則
が
作
ら

れ
て
、
近
世
以
来
の
旧
慣
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
'

先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
以
降
も
鱈
漁
は
一
二
株
の
み
に
権

利
が
限
ら
れ
'
漁
法
も
延
縄
の
み
が
確
認
さ
れ
て
い
-
の
で
あ
る
。

明
治
十
年
に
は
'
寺
泊
の
「
鱈
漁
稼
」
の
仲
間
で
取
決
め
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。
近
健
に
は
す
で
に
仲
間
ど
う
L
で
取
決
め
を
お

こ
な
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
文
吉
と
し
て
残
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
-
文
苔
に
鱈
漁
師
の
取
決
め
が
記
さ
れ

て
い
る
も
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
朔
日
は
鱈
漁
師

だ
け
で
取
り
決
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
は
自

分
た
ち
の
こ
と
を
「
鱈
漁
穣
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
に
気
が
つ
-

(
当
時
の
公
式
文
譜
で
あ
る
漁
業
申
請
に
は
鱈
漁
営
業
人
と
表
記

さ
れ
て
い
る
)
。
と
も
か
-
'
こ
こ
で
は
'
鱈
漁
の
方
法
が
延
純
漁

に
限
る
こ
と
へ
　
1
二
株
の
う
ち
一
株
が
名
代
を
変
え
る
こ
と
な
ど

が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
翌
年
の
十
1
年
に
は
石
地
・
尼

瀬
・
出
雲
崎
・
寺
泊
・
間
瀬
の
あ
い
だ
で
'
ま
た
寺
泊
・
間
瀬
・

五
ケ
浜
の
あ
い
だ
で
鱈
漁
師
が
そ
れ
ぞ
れ
取
決
め
を
結
ん
で
い
る
。

こ
の
時
は
境
界
の
確
定
と
訴
訟
問
題
が
生
じ
た
時
の
負
担
に
つ
い

て
取
り
決
め
て
い
る
。
取
決
め
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
資

料
編
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
漁
場
の
境
や
操
業
の

方
法
や
期
間
な
ど
に
関
し
て
'
町
村
を
超
え
て
取
り
決
め
て
い
る

点
に
注
目
し
た
い
。

明
治
政
府
は
、
明
治
十
九
年
に
漁
業
組
合
準
則
を
発
布
し
た
。

寺
泊
は
近
僅
以
来
出
雲
崎
か
ら
新
潟
沖
ま
で
の
あ
い
だ
で
沖
漁
に

操
業
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
'
柾
谷
、
出
雲
崎
か
ら
野
横

ま
で
の
八
ケ
浦
で
明
治
十
九
年
に
豊
の
浦
漁
業
組
合
を
結
成
し
た
。
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と
同
時
に
へ
野
積
・
間
瀬
・
五
ケ
浜
か
ら
新
潟
の
関
屋
ま
で
の
一

1
ヶ
浦
で
'
そ
の
翌
年
の
明
治
二
十
年
に
捕
浜
漁
業
組
合
を
結
成

し
た
。
こ
れ
は
漁
業
許
可
を
得
る
た
め
に
結
成
し
た
も
の
で
あ
る

が
'
豊
の
浦
漁
業
組
合
の
方
で
は
鱈
漁
に
つ
い
て
は
何
ら
取
り
決

め
ら
れ
て
い
な
い
　
(
翌
年
再
編
さ
れ
た
盟
の
捕
漁
業
組
合
に
は
鱈

漁
の
株
数
な
ど
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
い
る
)
。
一
方
へ
捕
浜
漁
業

組
合
の
方
で
は
'
鱈
の
株
数
の
確
認
の
ほ
か
に
漁
法
上
の
制
限
へ

そ
の
ほ
か
共
同
の
漁
場
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
間
瀬
が
1
四
娘
、

五
ケ
浜
が
一
〇
破
と
な
っ
て
お
り
'
こ
の
株
数
は
近
性
に
確
認
さ

れ
た
数
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
'
明
治
に
入
っ
て
新
た
に
漁
業
許

可
の
申
請
を
す
る
さ
い
に
新
た
に
届
け
た
家
が
あ
っ
た
こ
と
へ
　
ま

た
そ
れ
を
寺
泊
町
と
は
異
な
っ
て
'
村
が
そ
れ
ぞ
れ
認
め
た
こ
と

を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
組
合
と
は
別
個
に
'
漁
種
ご
と
に
地
区

を
超
え
て
戟
り
決
め
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
轄
漁
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
取
り
決
め
ら
れ
た
内
容
を
み
る
と
、
豊
の
浦
漁

や
ぐ
_
-

業
組
合
で
は
小
飼
夜
繰
漁
な
ど
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
点
に
'

浦
浜
漁
業
組
合
で
は
蛸
漁
な
ど
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
点
に
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
の
漁
業
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
な
お
へ
角
田
浜
に

保
存
さ
れ
て
い
る
天
保
四
年
二
八
三
三
)
の
粛
明
細
帳
に
は
鱈

9

の
手
繰
綱
を
し
て
い
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
.
さ
ら
に
'
明

治
二
十
七
年
以
降
の
漁
業
調
に
は
'
地
引
網
と
尋
常
漁
業
の
ほ
か

に
鱈
の
手
繰
網
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
串
橘
を
考
え
る
と
'

近
世
以
来
鱈
漁
を
し
て
い
る
角
田
浜
が
な
ぜ
浦
浜
漁
業
組
合
の
取

決
め
に
は
載
っ
て
い
な
い
の
か
、
そ
れ
は
漁
法
が
適
う
た
め
な
の

か
と
い
っ
た
疑
間
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
あ

ら
た
め
て
追
求
し
た
い
。

出
雲
崎
で
は
賭
場
が
沖
鱈
甥
'
中
賭
場
二
カ
所
へ
上
り
鱈
甥
に

分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
沖
鱈
甥
は
石
地
、
柏
崎
と
入
会
で
あ

り
、
上
り
鱈
甥
は
漁
業
権
が
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
中
鱈
甥

は
上
組
鱈
場
と
下
組
轄
場
に
分
か
れ
て
お
り
'
漁
業
を
交
代
し
た

0

り
、
先
延
・
後
延
の
規
則
な
ど
が
あ
っ
た
1
1
。
寺
泊
で
は
鱈
漁
の
規

則
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
こ
う
し
た
規
則
は

五
十
嵐
輿
作
氏
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

鱈
漁
の
1
二
機
の
う
ち
六
艇
だ
け
が
1
斉
に
並
ん
で
操
業
に
出
る
.

そ
の
翌
日
に
は
'
カ
ミ
か
ら
シ
モ
に
1
つ
ず
つ
ず
れ
な
が
ら
'
1

番
シ
モ
の
船
に
代
わ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
休
ん
で
い
た
船
が
一
機
新

た
に
加
わ
っ
て
六
彼
で
出
漁
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
毎
日
順

繰
り
に
1
機
ず
つ
交
代
し
'
な
お
か
つ
漁
場
も
交
代
し
な
が
ら
平

等
を
図
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
シ
モ
は
海
底
電
線
が
通
っ
て
い
て

純
が
絡
む
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
'
カ
ミ
の
方
が
条
件
が
よ
か
っ
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た
。
戦
後
に
な
っ
て
も
'
こ
う
し
た
操
業
の
方
法
は
基
本
的
に
は

同
じ
で
あ
っ
た
。

明
治
二
十
七
年
に
は
寺
泊
の
漁
師
が
一
堂
に
集
ま
っ
て
寺
泊
町

漁
業
者
規
約
を
作
っ
て
い
る
。
規
約
を
み
る
と
'
小
泊
組
が
大
船

と
小
船
、
磯
見
に
分
け
ら
れ
、
折
田
組
が
大
船
と
磯
見
に
分
け
ら

れ
'
荒
町
が
荒
町
鰭
甥
組
と
い
う
具
合
に
漁
師
が
区
分
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
鱈
漁
は
株
を
持
っ
て

い
た
人
に
限
ら
れ
て
い
た
し
、
そ
れ
は
近
世
以
来
の
漁
場
と
漁
師

の
区
分
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
新
た
に

で
き
た
新
田
地
区
が
加
わ
っ
て
い
る
点
が
柑
過
し
て
い
る
。
ま
た
'

小
泊
組
が
大
船
組
と
小
泊
組
と
に
分
か
れ
て
い
る
が
へ
　
こ
の
区
分

は
そ
れ
ぞ
れ
近
世
以
来
の
四
反
帆
も
し
-
は
三
反
帆
に
乗
っ
て
い

た
三
半
漁
師
と
二
人
乗
あ
る
い
は
三
人
乗
の
丸
木
船
の
渚
漁
師
そ

れ
ぞ
れ
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
小
泊
組
の
構
成
か
ら
'

近
世
の
区
別
が
近
代
に
入
っ
て
も
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

鱈
な
ど
回
遊
性
の
魚
が
不
漁
で
あ
る
原
因
に
つ
い
て
へ
　
明
治
三

十
七
年
に
郡
役
所
か
ら
寺
泊
漁
業
組
合
に
寄
せ
ら
れ
た
紹
介
状
が

あ
る
。
明
治
の
後
期
に
は
す
で
に
鱈
を
始
め
回
遊
性
の
魚
が
不
漁

に
な
っ
て
い
る
様
子
が
嶺
え
る
。
鱈
漁
は
大
正
末
頃
に
は
や
め
る

人
が
増
え
て
、
な
か
に
は
夜
逃
げ
す
る
人
も
い
た
と
い
う
。
大
正

の
初
め
に
は
鱈
船
は
八
彼
に
減
っ
て
い
た
。
鱈
漁
が
こ
の
頃
に
は

必
ず
し
も
芳
し
-
な
-
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
昭
和
に
入
っ
て

取
り
決
め
た
規
約
に
は
、
株
を
貸
与
す
る
さ
い
に
仲
間
の
承
認
を

得
る
こ
と
な
ど
が
み
ら
れ
る
が
'
舛
漁
の
不
漁
に
伴
っ
て
鱈
甥
の

株
が
次
第
に
塀
与
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

明
治
三
十
二
年
に
は
'
磯
見
漁
師
が
不
漁
を
理
由
に
沖
漁
が
で
き

る
よ
う
に
請
求
を
求
め
、
結
局
、
渚
漁
師
と
磯
見
漁
師
双
方
が
互

い
に
兼
業
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
両
者
の
区
別
が
な
-
な
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
は
ど
ち
ら
か
の
仲
間
に
し
か
な
れ
な
か

っ
た
の
に
対
し
て
'
新
た
に
届
け
で
れ
ば
ど
ち
ら
の
仲
間
に
も
加

わ
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
三
十
五
畔
に
公
布
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
明
治
漁
業
法
に
伴
っ

て
'
寺
泊
で
も
明
治
三
十
七
年
に
寺
泊
漁
業
組
合
が
作
ら
れ
て
い

る
。
組
合
が
作
ら
れ
て
以
降
の
区
分
に
つ
い
て
'
漁
業
組
合
日
誌

か
ら
窺
い
知
る
と
'
寺
泊
組
と
磯
見
組
、
新
田
組
、
鱈
域
組
の
ほ

か
に
、
明
治
三
十
四
年
に
野
梯
村
と
山
間
村
が
寺
泊
町
に
編
入
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
'
野
紙
組
と
山
凹
組
の
二
組
が
新
た
に
設
け

ら
れ
て
い
る
。
区
分
か
ら
す
る
と
'
寺
泊
組
は
三
半
漁
師
を
含
む
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渚
漁
師
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
分
類
を
組

合
以
前
の
状
態
と
比
べ
る
と
'
従
来
の
漁
場
に
よ
る
区
分
の
ほ
か

に
、
新
た
に
地
域
に
よ
る
組
を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
'
近
代
の
再
編
を
通
し
て
も
'
鱈
域
の
臓
利
は
荒
町
組
だ

け
に
限
ら
れ
て
お
り
'
鱈
域
を
除
い
て
再
編
が
す
す
ん
だ
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
な
お
'
漁
業
組
合
日
誌
に
は
鱈
瑚
細
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
'
近
牡
時
代
の
舛
漁
帥
と
い
う
呼
称
が
明
始
に
入
っ
て

か
ら
舛
甥
皐
は
な
い
し
舛
瑚
漁
師
と
変
わ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。

以
上
か
ら
'
近
代
に
お
け
る
鱈
漁
の
郎
情
に
つ
い
て
柴
理
し
て

お
こ
う
.
近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
近
世
の
即
行
が
維
持
さ
れ
た
こ

と
は
前
述
し
た
が
'
そ
れ
は
鱈
漁
に
つ
い
て
み
る
と
、
三
由
郡
か

ら
刈
羽
郡
に
か
け
て
の
漁
村
に
お
い
て
は
、
鱈
漁
は
近
他
に
鱈
の

株
を
所
持
し
て
い
た
人
に
の
み
専
用
漁
業
権
が
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
点
が
ま
ず
第
1
に
あ
げ
ら
れ
る
。
漁
師
の
区
分
は
、

近
世
と
は
異
な
っ
て
'
明
治
中
期
頃
に
三
半
漁
師
の
呼
称
は
使
わ

れ
な
-
な
り
へ
渚
漁
師
に
含
ま
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
う
し
て

漁
師
は
鱈
甥
漁
師
と
渚
漁
師
、
磯
見
漁
師
の
三
つ
に
再
編
さ
れ
'

呼
称
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
漁
師

と
漁
場
の
区
分
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
舛
漁
の
株
は
維
持

さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
へ
　
鱈
場
漁
師
を
除
い
て
、
明
治

三
十
三
年
に
済
漁
師
と
磯
見
漁
師
は
互
い
に
双
方
の
漁
場
で
兼
業

し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
り
、
実
餌
的
に
は
捕
漁
師
と
磯
見
漁
師
と

が
固
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
-
な
っ
た
の
で
あ
る
'
&
二
に
'
寺
泊
町

に
お
い
て
は
、
近
代
に
入
っ
て
初
め
て
鱈
漁
師
と
済
漁
師
'
磯
見

漁
師
が
一
堂
に
会
し
て
取
決
め
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
　
さ
ら
に

そ
れ
を
踏
ま
え
て
'
寺
泊
漁
文
系
1
.
1
合
が
結
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
寺
泊
を
含
三
山
郡
や
刈
羽
那
な
ど
で
は
'

町
や
村
を
超
え
る
連
合
(
戟
決
め
)
が
み
ら
れ
た
の
は
'
明
治
八

年
の
漁
業
取
締
規
則
の
施
行
に
伴
っ
て
以
降
で
あ
る
。
近
代
に
入

っ
て
以
降
'
町
村
を
超
え
る
連
合
が
漁
師
た
ち
に
現
れ
た
わ
け
で

あ
る
が
'
す
べ
て
の
漁
帥
を
包
括
す
る
漁
業
糸
は
A
日
を
作
る
1
方
で
'

漁
種
ご
と
に
漁
師
が
取
決
め
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
'
近
世
に
お
い
て
は
町

内
や
町
外
の
漁
師
間
の
紛
争
の
ほ
と
ん
ど
は
役
所
に
訴
え
て
解
決

が
図
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
(
幕
府
が
内
済
を
奨
励
し
た
こ
と

か
ら
'
実
際
に
は
話
し
合
い
で
解
決
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
が
)
'
近
代
以
降
は
取
決
め
を
自
分
た
ち
で
結
ん
だ
こ
と
か
ら
、

自
分
た
ち
で
紛
争
を
解
決
し
て
い
こ
う
と
し
た
点
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
点
は
近
性
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
側
面
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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第
三
に
'
鱈
を
始
め
回
遊
魚
の
不
漁
が
.
:
q
著
に
な
っ
て
き
た
の
に

伴
っ
て
'
鱈
漁
師
が
次
第
に
減
っ
て
い
っ
た
の
と
共
に
、
ま
た
鱈

の
価
値
も
減
少
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
鱈
漁
に
は

直
接
関
係
し
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
明
治
の
後
期
か
ら
定
K
網
が

導
入
さ
れ
た
こ
と
も
近
代
の
漁
業
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
と
'
大
正
十
1
年
に
大
河
津
分
水
の
通
水
が
完
成
さ
れ
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
浮
魚
の
鯛
や
磯
漁
な
ど
が
で

き
な
く
な
っ
た
1
方
で
'
蛙
の
定
S
」
桐
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
'
鮭
の
養
殖
と
放
流
に
伴
っ
て
'
大
河
津
分
水
で
鮭
漁
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
'
鱈
漁
の

価
値
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

-
'
近
代
の
漁
業
の
変
化
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。
大
正
か

ら
発
動
機
船
が
底
曳
網
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
に
伴
っ
て
寺
泊
な
ど

の
地
元
漁
民
と
発
動
機
船
と
の
紛
争
が
始
ま
り
へ
　
こ
の
紛
争
は
弼

後
ま
で
引
き
削
が
れ
て
い
-
の
で
あ
る
。

四
　
戦
後
の
鱈
漁

現
在
で
は
,
寺
泊
の
漁
師
は
小
泊
組
と
新
田
組
勅
勘
盈
相
と
磯

見
組
に
そ
れ
ぞ
れ
分
か
れ
て
い
る
ほ
か
へ
　
野
税
組
と
山
E
B
組
へ
淡

水
組
に
分
か
れ
て
い
る
。
明
治
十
年
に
渚
漁
や
鱈
業
に
関
す
る
海

面
漁
菜
の
拝
借
に
伴
う
取
決
め
に
「
漁
方
物
尺
」
と
い
う
呼
称
が

見
ら
れ
る
L
t
天
保
十
四
年
二
八
四
三
)
に
は
'
磯
兄
と
「
漁

方
」
と
が
蛸
漁
を
め
ぐ
っ
て
取
り
決
め
を
し
て
お
り
へ
　
そ
の
文
S
:

の
中
に
「
漁
方
」
の
呼
称
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

漁
方
と
い
う
呼
称
は
近
世
後
期
に
は
す
で
に
沖
漁
師
を
指
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
も
　
卯
漁
師
は
消

滅
し
た
が
'
現
在
の
区
分
は
近
世
後
期
以
降
多
少
の
変
更
は
あ
る

も
の
の
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
へ
近
惟
以
来
代
々
賭
場
の
株
を
有
し
て
き
た
漁
家
の

う
ち
へ
　
現
在
寺
泊
に
居
住
し
て
い
る
家
は
五
十
嵐
輿
作
氏
の
家
1

軒
の
み
で
あ
る
。
屋
号
を
作
十
郎
と
い
う
が
'
保
存
さ
れ
て
い
る

史
料
の
中
で
作
十
郎
の
名
前
が
記
録
に
見
ら
れ
る
の
は
'
お
そ
ら

-
文
政
凹
年
の
文
E
:
以
降
で
あ
る
。
文
政
間
咋
の
文
I
r
u
に
は
作
十

郎
と
作
兵
術
の
両
方
が
み
ら
れ
る
が
'
そ
の
後
の
文
政
十
年
の
文

L
/
-
に
は
作
兵
術
だ
け
が
み
ら
れ
る
。
轄
漁
師
が
名
前
を
連
i
i
=
す
る
順

序
は
決
ま
っ
て
い
た
と
み
え
て
'
連
署
す
る
順
序
が
年
代
に
よ
っ

て
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
'
作
兵
衛
は
作
十
郎
と
同

1
の
家
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
'
作
十
郎
家
を
事
例
に
と
っ
て
'
戦
後
の
鱈
漁
の
事
情
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に
つ
い
て
見
て
い
-
こ
と
に
し
た
い
。
作
十
郎
家
は
'
越
中
の
イ

ワ
七
か
ら
寺
泊
に
船
で
や
っ
て
き
て
、
五
十
嵐
家
(
大
肝
煎
の
家

)
　
に
ワ
ラ
ジ
を
脱
い
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
初
代
の
人
が
金
を

持
っ
て
き
た
の
で
船
を
作
っ
て
分
家
し
、
漁
業
に
従
事
し
た
。
分

家
し
て
か
ら
イ
ワ
セ
サ
ク
ジ
ユ
ウ
ロ
ウ
と
名
乗
っ
た
と
い
う
。
現

在
は
七
代
目
で
あ
り
'
鰐
漁
に
関
し
て
は
六
代
目
の
輿
作
氏
(
大

正
七
年
生
)
　
か
ら
の
聞
き
聯
り
に
よ
っ
て
い
る
.

典
作
氏
は
海
軍
に
七
年
間
い
た
。
終
戦
で
戻
っ
て
き
て
か
ら
'

昭
和
二
十
二
年
に
焼
玉
エ
ン
ジ
ン
の
船
を
日
本
造
船
に
委
託
し
て

作
っ
た
。
そ
の
船
で
鱈
や
鰯
の
延
縄
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
。

昭
和
二
十
凹
年
の
漁
文
法
の
制
定
に
伴
っ
て
、
農
林
省
は
鱈
喝

の
株
を
買
い
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
'
当
時
は
八
人
し
か
操
菜
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
一
二
人
分
を
八
人
で
分
け
て
い
る
。
こ

の
時
、
作
十
郎
家
を
除
い
て
他
の
人
は
依
り
た
株
で
操
業
し
て
い

た
。
輿
作
氏
は
二
株
持
っ
て
い
た
の
で
二
八
万
円
も
ら
っ
て
、
そ

の
お
金
で
鰯
甥
用
の
網
を
買
っ
た
。
鱈
は
こ
の
頃
に
は
以
前
に
も

ま
し
て
捕
れ
な
-
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
'
底
曳

船
に
よ
っ
て
鱈
が
捕
れ
な
-
な
っ
た
ば
か
り
で
な
-
'
鱈
の
延
縄

が
切
ら
れ
る
事
件
が
相
次
い
だ
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
頃
に
荒

町
に
は
六
三
名
い
た
組
合
員
が
'
こ
の
頃
か
ら
や
め
始
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
輿
作
氏
は
昭
和
三
十
五
年
か
ら
八
操
網
を
始
め
た
が
'

赤
字
続
き
で
す
ぐ
に
や
め
た
。
そ
の
後
、
小
さ
い
船
で
甘
鯛
や
平

目
の
延
縄
を
数
年
お
こ
な
っ
た
が
'
こ
れ
も
ま
た
数
年
後
に
や
め

た
。
そ
れ
以
降
は
、
代
変
わ
り
も
伴
っ
て
釣
り
船
を
し
て
'
こ
ん

に
ち
に
い
た
っ
て
い
る
。

戦
後
の
鱈
漁
は
す
で
に
1
時
の
膳
況
は
な
か
っ
た
が
'
鰐
域
の

株
が
放
棄
さ
れ
る
ま
で
は
'
そ
れ
で
も
五
彼
く
ら
い
の
船
が
お
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
'
作
十
邦
家
を
除
い
て
、
も
は
や
株
を
所
持

し
て
い
た
家
は
な
-
'
借
株
を
し
て
従
部
し
て
い
た
の
で
あ
る
(
昭

和
初
期
で
一
株
1
0
円
)
。
戦
後
は
臓
利
を
放
棄
し
て
か
ら
1
般
の

漁
業
と
何
ら
変
わ
ら
な
-
な
っ
た
L
t
　
さ
ら
に
餌
の
需
要
が
変
化

し
た
。
ま
た
'
船
の
動
力
化
に
伴
っ
て
従
来
な
ら
ば
操
業
が
回
牡

で
あ
っ
た
餌
な
ど
の
冬
の
漁
に
、
多
-
の
人
が
従
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
鱈
漁
を
取
り
巻
-
状
況
が
こ
れ
ま
で
と
は

著
し
-
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
は
漁
腸
丸
と
鬼
木
丸
の
二
彼

が
'
鱈
の
延
縄
漁
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

五
　
鱈
漁
の
漁
業
組
織

輿
作
氏
は
鱈
漁
を
八
挺
櫓
の
大
船
と
小
さ
い
船
の
二
磯
で
お
こ

な
っ
て
い
た
。
二
彼
で
お
こ
な
っ
た
理
由
は
'
鱈
甥
の
株
を
当
時



二
つ
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
八
鹿
櫓
の
こ
と
を
「
五
反
帆
」

と
も
い
っ
た
。
八
挺
櫓
に
は
八
人
が
櫓
を
漕
ぎ
へ
　
そ
の
ほ
か
ト
モ

-
リ
に
船
頭
が
い
た
。

轄
漁
は
寺
泊
の
中
で
は
荒
町
の
漁
師
だ
け
が
お
こ
な
っ
て
き
た

も
の
で
あ
る
が
、
カ
コ
も
荒
町
に
住
ん
で
い
た
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
こ
う
し
た
居
住
が
一
つ
の
町
に
限
ら
れ
て
い
た
の
は
注
目
に

値
す
る
。
荒
町
に
は
十
二
神
社
が
あ
っ
て
'
時
化
の
時
な
ど
に
は

十
二
神
社
の
「
十
二
社
大
神
海
上
安
全
」
と
書
か
れ
た
旗
を
竹
に

刺
し
て
オ
カ
で
振
っ
て
合
図
し
た
。
荒
町
の
鱈
甥
漁
師
が
地
区
の

十
二
神
社
に
信
仰
を
よ
せ
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

輿
作
氏
の
船
に
乗
っ
て
い
た
カ
コ
を
整
理
し
て
み
る
と
へ
親
戚

の
者
と
体
力
が
あ
っ
て
手
先
が
器
用
な
の
で
頼
ん
で
乗
っ
て
も
ら

っ
た
者
'
そ
の
反
対
に
頼
ま
れ
て
乗
せ
て
い
る
者
へ
親
の
代
か
ら

続
い
て
子
供
が
乗
っ
て
い
る
者
の
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
親
戚
の
者
は
'
身
内
の
者
を
あ
い
だ
に
立
て
て
頼
ん
で

く
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
頼
ん
で
乗
っ
て
も
ら
っ
た
者
は
'
手
先

の
器
用
な
人
で
'
一
方
頼
ま
れ
て
乗
せ
て
い
る
人
は
、
近
く
の
家

で
カ
コ
に
し
な
い
と
生
活
で
き
な
い
者
で
あ
る
。
ま
た
'
カ
コ
が

逃
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
　
(
他
の
ナ
ヤ
モ
ト
の
カ
コ
に
な
ら
な
い
よ

う
に
)
　
カ
コ
と
親
戚
付
き
合
い
を
し
た
と
い
う
。
カ
コ
は
7
年
契

図1　作十郎家の系譜
△〒○

FO

I

千丈--=

▲　　作蔵〒○

A(聖芸○ △
(lOftで死ぬ)

▲(論へ管
○　○

△

作;

違
)
△
が
男
性
へ
○
が
女
性
。
▲
が
モ
ラ
イ
ゴ
。

(
資
料
)
間
取
り

約
で
あ
っ
た
が
'
毎
年
同
じ
ナ
ヤ
モ
ト
の
船
に
乗
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
正
月
の
十
1
日
に
は
カ
コ
を
呼
ん
で
芸
者
を
あ
げ
て
振
る
舞

い
を
し
、
カ
コ
に
祝
儀
を
出
し
た
。
ま
た
、
カ
コ
が
前
借
り
を
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
は
ど
の
漁
家
の
家
で
も
、
労
働
力
不
足
を

65



榔
う
た
め
に
子
供
を
ザ
イ
か
ら
滞
っ
て
い
た
。
賠
漁
の
船
に
乗
る

モ
ラ
イ
ゴ
を
特
に
タ
ラ
パ
オ
ジ
と
称
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
輿

作
氏
は
兄
弟
が
少
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
'
輿

作
氏
の
代
を
含
め
て
そ
の
前
の
三
世
代
と
も
モ
ラ
イ
ゴ
が
一
人
ず

つ
い
た
　
(
図
-
)
。
作
十
郎
家
の
域
合
へ
　
モ
ラ
イ
ゴ
は
い
ず
れ
の
仕

代
と
も
分
水
町
か
ら
黙
っ
て
い
る
。
作
十
郎
家
の
場
合
、
モ
ラ
イ

ゴ
は
大
き
-
な
れ
ば
分
家
に
出
し
た
が
'
分
与
す
る
も
の
は
ほ
と

ん
ど
な
-
'
家
を
建
て
る
の
に
補
助
す
る
-
ら
い
で
あ
っ
た
と
い

う
。
分
家
し
て
か
ら
は
し
ば
ら
く
乗
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
'
し
だ

い
に
乗
ら
な
-
な
っ
た
と
い
う
。
区
長
は
「
年
行
司
」
と
い
っ
た

が
'
「
年
行
司
」
は
「
オ
カ
の
人
」
　
に
任
せ
て
'
ナ
ヤ
モ
ト
が
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
'
「
年
行
司
渡
し
」
は
ナ
ヤ
モ
ト

の
家
を
宿
に
し
て
お
こ
な
っ
た
。

船
が
機
械
化
し
て
か
ら
は
大
船
に
テ
ン
マ
船
を
二
椴
乗
せ
て
行

き
、
沖
に
出
て
か
ら
テ
ン
マ
船
で
延
縄
を
お
こ
な
っ
た
。

分
け
前
は
師
や
油
代
を
ま
ず
天
引
き
L
t
船
前
は
三
人
前
と
し
て

計
算
L
t
残
り
を
頭
割
り
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
船
主
は
四
人

前
を
取
っ
た
。
そ
の
は
か
、
船
頭
が
三
分
、
機
関
士
が
二
分
そ
れ

ぞ
れ
余
分
に
も
ら
っ
た
。
こ
う
し
た
配
分
の
仕
方
は
'
地
引
網
や

定
訳
網
な
ど
他
の
漁
と
は
ぽ
同
1
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
ナ
ヤ
モ
ト
・
カ
コ
関

係
を
み
て
み
る
と
、
ナ
ヤ
モ
-
が
カ
コ
に
対
し
て
経
済
的
に
強
力

な
保
譲
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
'
す
で
に
ナ

ヤ
モ
ト
自
体
に
経
済
力
が
あ
ま
り
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
カ
コ
が
他
の
ナ
ヤ
モ
ト
に
逃
げ
ら
れ
な
い
よ
う

に
'
親
戚
付
き
合
い
を
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
近
世

や
明
治
の
頃
の
ナ
ヤ
モ
ト
・
カ
コ
関
係
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
が
'
明
治
の
頃
に
は
す
で
に
株
を
譲
る
人
が
出
て
き

て
い
る
し
、
ま
た
鱈
が
不
漁
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
'
ナ
ヤ
モ

-
が
経
済
的
に
も
そ
れ
ほ
ど
の
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
作
十
郎
家
の
場
合
'
明
治
の

崎
に
は
多
-
の
田
や
山
林
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
'
や

は
り
ナ
ヤ
モ
ト
は
船
を
作
る
だ
け
の
資
産
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
'
少
な
く
と
も
上
層
の
階
層
で
な
け
れ
ば
勤
ま
ら
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
'
作
十
郎
家
は
越
中
の
イ
ワ
七

か
ら
近
世
後
期
に
移
住
し
て
き
た
家
で
あ
り
'
ナ
ヤ
モ
ト
が
必
ず

し
も
旧
家
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
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(
付
記
)
　
資
料
の
収
集
に
あ
た
っ
て
は
'
五
十
嵐
輿
作
氏
の
御

協
力
を
得
た
。
ま
た
、
指
田
沼
氏
に
は
鱈
漁
に
同
乗
さ
せ
て
い
た



だ
い
た
。
新
潟
大
学
教
授
上
田
将
氏
に
は
本
稿
に
対
し
て
コ
メ
ン

ト
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
方
々
に
厚
-
お
礼
申
し
あ
げ
た
い
。

な
お
、
史
料
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
上
掲
載
で
き
な

か
っ
た
の
で
t
r
寺
泊
町
史
j
資
料
編
3
近
・
現
代
、
1
九
八
九
、

を
参
照
さ
れ
た
い
。

仙
新
潟
県
教
育
委
員
会
r
寺
泊
・
出
雲
崎
)
(
新
潟
県
文
化
財

調
査
年
報
1
六
t
l
九
七
七
)
は
新
潟
県
水
産
試
験
域
に
保
存

さ
れ
て
い
る
r
新
潟
県
漁
業
認
)
を
用
い
て
'
鱈
の
延
縄
漁
を

解
説
し
て
い
る
。
し
か
し
参
昭
i
す
る
過
程
で
小
又
純
の
「
は
な

純
」
を
「
与
純
」
と
誤
読
し
て
い
る
。

惚
近
世
の
寺
泊
漁
業
の
研
究
に
は
山
田
宏
「
近
値
に
お
け
る
寺

泊
漁
業
の
沿
革
」
(
r
寺
泊
町
史
研
究
]
第
二
号
、
1
九
八
六
)

が
あ
る
。

矧
青
柳
清
作
『
寺
泊
の
歴
史
』
、
歴
史
図
書
社
、
復
刻
版
、
昭

和
五
十
四
年
へ
三
四
四
-
・
三
四
五
ペ
ー
ジ
。

㈱
青
柳
清
作
r
寺
泊
の
歴
史
)
に
は
、
大
久
保
長
安
が
佐
渡
に

来
る
折
り
'
寺
泊
に
逗
留
し
た
さ
い
に
鰐
を
食
L
t
江
戸
表
に

献
上
す
る
こ
と
を
進
言
し
た
と
い
う
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る

(
同
三

I
t
=
、
三
四
1
二
二
四
三
)
o

i
n
青
柳
清
作
r
寺
泊
の
歴
史
)
へ
四
二
三
・
四
二
四
ペ
上
ン
。

㈲
　
桜
田
勝
徳
「
越
後
の
鱈
場
漁
村
の
其
の
漁
業
権
」
　
コ
椎
田
勝

徳
著
作
集
　
第
二
馨
し
、
名
著
出
版
、
三
七
八
-
三
七
九
ペ
I

9
K

m
 
r
能
生
町
史
j
上
巻
へ
昭
和
六
十
1
年
'
四
五
九
ペ
ー
ジ
。

㈲
㈱
　
叱
井
功
・
佐
藤
和
男
r
角
田
浜
の
雅
史
J
巻
町
双
‥
:
'

昭
和
五
十
九
年
、
一
二
四
ペ
ー
ジ
。

㈹
　
桜
田
勝
徳
「
越
後
の
鱈
瑚
漁
村
と
其
の
漁
業
権
」
・
r
同
]

三
九
〇
-
三
九
四
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
鱈
域
の
研
究
に
は
こ
の
ほ

か
に
、
佐
藤
吉
太
郎
「
出
雲
崎
の
漁
業
大
要
」
　
r
甘
豊
心
拍
L
 
t

一
〇
四
号
、
1
九
四
三
へ
新
潟
県
教
育
委
員
会
r
寺
的
・
出
雲

崎
j
 
t
竹
内
利
美
「
タ
ラ
場
の
村
」
　
(
　
r
み
ち
の
-
の
む
ら
)

東
北
大
学
開
放
講
座
一
九
八
三
)
へ
　
赤
羽
正
春
「
タ
ラ
漁
業
の

展
開
と
二
枚
柵
漁
船
の
導
入
」
　
(
　
r
海
と
民
具
)
日
本
民
具
学

会
編
、
雄
山
間
、
一
九
八
七
)
な
ど
が
あ
る
。
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