
明
治
初
期
に
恥
け
る
家
島
諸
島
の
三
つ
の
浦

ー
ー
そ
の
集
落
聞
の
異
質
性
を
問
題
に
し
て
|
|

平

昭

手リ

岡

は
じ
め
に

明治初期における家島諸島の三つの滞

地
域
が
歴
史
的
所
産
の
複
合
体
で
あ
り
、
そ
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
地
理
学
の
対
象
と
し
て
き
た
地
域
性
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
認
識

す
る
な
ら
ば
、
地
域
へ
の
考
察
に
お
い
て
は
、
そ
の
形
成
過
程
へ
の
史
的
分
析
が
要
請
さ
れ
う
る
。
ほ
ぼ
、
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
近
代
日

本
の
資
本
主
義
の
展
開
の
中
で
地
域
を
と
ら
え
、

そ
の
形
成
要
因
を
探
る
地
域
発
達
史
的
な
分
析
成
果
が
多
数
も
た
ら
さ
れ
て
い
る

T〉

O

本
稿
の
考
察
対
象
地
域
に
お
い
て
は
、
す
で
に
日
本
資
本
主
義
の
発
達
以
前
に
現
在
の
地
域
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
想
定

さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
主
と
し
て
明
治
前
期
に
お
け
る
地
域
の
機
能
や
そ
の
担
い
手
で
あ
る
人
間
集
団
の
階
層
的
性
格
の
相
違
を
把

握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
地
域
性
解
明
の
鍵
を
見
い
出
そ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
考
察
は
明
ら
か
に
歴

史
的
断
面
の
復
元
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
現
在
の
地
域
像
を
解
釈
す
る
と
い
う
現
在
追
求
の
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
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さ
て
考
察
は
、
か
つ
て
有
志
の
も
の
と
と
も
に
調
査
を
行
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
瀬
戸
内
海
東
部
、
播
磨
灘
に
位
置
す
る
家
島
諸
島
の
三

つ
の
集
落
を
対
象
に
し
(
2
u
、
ま
ず
地
域
の
概
況
に
ふ
れ
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
明
治
前
期
に
お
け
る
三
地
域
の
機
能
に
つ
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い
て
検
討
し
て
行
き
た
い
。

考
察
地
域
の
概
況
と
問
題
の
所
在

葺

05001000m 

3巳，除

》d

島諸
島播

西は磨
島、灘

家に
男2島点
鹿#本在
島島す
を・る
中坊事家
心勢ぜ島

に
大
小
二
六
余
の
島
幌
で
も

浦

っ
て
一
つ
の
離
島
群
を
形
成

カ

し
、
全
島
で
も
っ
て
家
島
町

を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

島

の
島
瞬
の
う
ち
、
定
住
集
落

同司

2杭

が
み
ら
れ
る
大
き
な
島
は
前

第 1図

記
の
四
島
で
あ
る
が
、
主
要

な
集
落
は
家
島
本
島
北
側
の

家
島
湾
の
細
長
い
湾
入
に
沿

っ
て
延
び
る
「
宮
」
と
同
湾

の
西
側
に
塊
村
状
を
な
す



産業別就業人口

家 島
産 業

|真浦
坊勢島

宮

農 業 5 1 1 

水 産 業. 173 8 373 

鉱 業 30 9 20 

建 設 業 64 66 21 

製 造 業 43 92 14 

却売・小売業 145 177 60 

金融・保険・他 27 30 1 

運輸・通信業 496 805 205 

サーピス業・他 155 216 77 

総 数|山oTl，4041 817 

明治初期における家島諸島の三つの浦

第 1表

国勢調査による)

「
真
浦
」
、
そ
れ
に
坊
勢
島
の
北
端
の
く
び
れ
部
に
層
状
の
密
集
形
態
を
な
す

「
坊
勢
」
で
あ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
こ
の
三
集
落
に
全
人
口
の
九
四
パ

ー
セ
ソ
ト
が
集
中
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
第
1
表
よ
り
産
業
別
人
口
を
み
る
と
水
産
業
・
鉱
業
(
採
石
業
)
・

(45.10 

卸
売
小
売
業
・
運
輸
通
信
業
(
海
運
業
)
・
サ
ー
ビ
ス
業
に
集
中
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
主
要
な
産
業
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
水
産
業
に
つ
い

て
み
る
と
、
家
島
町
全
体
と
し
て
は
就
業
人
ロ
こ
そ
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の

の
水
揚
高
は
着
実
に
延
び
て
き
た
。
し
か
し
、
第
1
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
水
産
業
の
在
り
方
は
部
落
に
よ
っ
て
非
常
に
異
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
純
漁
村
的
な
「
坊
勢
」
に
お
い
て
は
水
産
就
業
人
口
は
四
六
パ

1
セ
ン

ト
を
示
し
、
漁
業
に
か
か
わ
り
合
う
世
帯
は
全
世
帯
の
八
割
を
占
め
る
。

「
宮
」
は
海
運
業
に
つ
い
で
水
産
業
の
そ
れ
は
一
五
パ

l
セ
γ

ト
で
あ
り
、
景
観
も
漁
村
的
で
あ
る
が
漁
業
経
営
の
生
産
手
段
・
装
備
は
坊
勢
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
劣
っ
て
い
る
。

つ
い
で
「
莫
浦
」

て
差
し
っ
か
え
な
い
。

の
そ
れ
は

0
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
れ
も
釣
客
を
対
象
と
す
る
観
光
漁
業
の
遊
漁
で
漁
業
生
産
は
全
く
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え

つ
い
で
鉱
業
で
あ
る
が
、
家
島
に
お
け
る
そ
れ
は
島
々
の
切
り
売
り
と
も
言
え
る
採
石
業
の
み
で
あ
り
、
主
と
し

て
男
鹿
島
・
西
島
で
行
な
わ
れ
れ
て
お
り
、
採
石
業
者
は
ほ
と
ん
ど
島
外
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る
。
こ
の
移
住
者
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
家
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島
の
採
石
業
は
、

日
本
経
済
の
展
開
の
中
で
そ
の
景
気
変
動
を
ま
と
も
に
受
け
な
が
ら
も
発
展
を
続
け
、
当
地
域
に
お
け
る
一
つ
の
重
要

な
経
済
的
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
採
石
業
の
発
達
は
海
運
業
発
展
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ
て
き
た
。
そ
の
海
運
業
(
運
輸
・
通
信
業
)
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に
つ
い
て
は
「
真
浦
」
が
主
体
で
、
部
落
全
体
が
そ
れ
に
関
係
し
て
い
る
と
も
言
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
な
お
、
近
年
に
お
い
て
は
漁
業
の

比
重
が
減
じ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
採
石
業
と
一
体
を
な
す
こ
の
海
運
業
が
著
し
く
仲
展
じ
て
来
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
宮
・
真
浦
・
坊
勢
の
三
集
落
の
産
業
構
造
は
大
き
く
異
っ
て
お
り
(
3
v
、

こ
の
相
違
が
三
集
落
聞
の
対
立
を
生
む
物

質
的
基
礎
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
(
4
u
o

こ
の
中
で
も
漁
業
の
不
均
等
性
は
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
集
落
聞
に

お
け
る
産
業
構
造
の
異
質
性
、
そ
れ
か
ら
生
じ
る
地
域
性
は
、
地
域
社
会
の
歴
史
的
形
成
過
程
の
中
で
偶
然
性
を
除
外
し
た
如
何
な
る
条

件
の
も
と
に
お
い
て
生
じ
た
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
究
明
に
当
た
っ
て
は
、
当
然
、
そ
の
形
成
過
程
に
づ

い
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
基
礎
的
な
分
析
と
し
て
、
ま
ず
こ
れ
ら
異
質
な
三
集
落
が
明
治
前
期
に
お
い
て

如
何
な
る
状
況
で
あ
っ
た
か
を
復
元
、
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
集
落
聞
の
相
違
(
異
質
性
)

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
く
、
産
業
構
造

の
相
違
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
漁
業
生
産
の
構
造
と
そ
の
階
層
的
性
格
を
主
体
に
考
察
を
展
開
し
た
い
。

10，000 

8，000 

6，000 

人
口
変
遷
と
そ
の
三
力
浦
の
特
徴

人口変遷

家
島
諸
島
の
人
口
変
遷
を
み
る
と
第
2
図
の
如
く
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
寛
延
二
年
こ
七
四
九
)
に
家
島
全
体
で
一
九
一
四
人
で

第 2図

あ
っ
た
人
口
が
ハ

ε昭
和
四
五
年
に
は
一
万
一
一

O
人
と
飛
躍
的

な
人
口
増
加
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
他
地
域
と
の
比
較
検
討

-¥ 

の
た
め
寛
延
三
年
(
一
七
五
O
)
の
人
口
を
一

O
Oと
し
た
明
治
五

年
ご
八
七
二
)
の
人
口
指
数
を
み
る
と
、
家
島
の
そ
れ
は
二

O
八



で
あ
り
、
全
国
の
そ
れ
は
一
二
七
、
播
磨
の
そ
れ
は
一
一
五
で
あ
っ
て
ハ
6
Y

家
島
の
人
口
増
加
率
は
き
わ
め
て
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
同
じ
播
磨
灘
に
浮
か
ぶ
小
豆
島
の
人
口
が
、
こ
の
期
に
そ
れ
ほ
ど
増
加
せ
ず
停
滞
現
象
が
み
ら
れ
た
こ
と
ハ
ヱ
、

ま
た
東
方
の
島

国
淡
路
の
人
口
指
数
が
一
五
三
と
か
な
り
高
い
が
家
島
の
そ
れ
に
及
ば
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
近
世
に
お
い
て
人
口
増
加
の
特
徴
的
な
瀬

戸
内
海
島
幌
地
域
の
中
で
も
ハ
8
〉、

家
島
は
増
加
率
の
高
い
地
域
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
明
治
以
降
も
全
く
の
停
滞
を
知
ら
ず
、

そ
れ
ま
で
以
上
に
高
い
人
口
増
加
率
を
示
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
家
島
三
カ
浦
の
人
口
変
選
の
特
徴
を
拾
う
と
、
家
島
本
島
の
「
宮
浦
」
は
す
)
、
寛
延
二
年
に
は
家
数
三
六

O
軒
・
人
口
九
五

五
人
で
真
浦
よ
り
戸
数
・
人
口
と
も
に
多
か
っ
た
が
、
そ
の
人
口
増
加
は
真
浦
・
坊
勢
浦
に
比
べ
緩
慢
で
あ
る
。
な
お
、
村
明
細
帳
に
は

明治初期における家島諸島の三つの滞

宮
浦
は
庄
屋
村
と
、
そ
し
て
真
浦
・
坊
勢
浦
は
枝
村
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
宮
浦
が
集
落
と
し
て
最
初
に
成
立
し
た
と
言
え

る。

「
真
浦
」
の
人
口
は
寛
延
二
年
に
は
一
五
五
軒
・
入
一
四
人
と
宮
浦
を
下
廻
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
五

0
年
聞
に
そ
の
地
位
は
逆
転

し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

「
坊
勢
浦
」
の
人
口
は
寛
延
二
年
の
二
三
軒
・
一
四
五
人
が
昭
和
四
五
年
に
は
五
二
八
戸
・
二
五
二
五
人
と

寛
延
二
年
を
一

O
Oと
し
た
人
口
指
数
は
一
七
四
一
と
極
端
な
激
増
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
増
加
率
は
今
日
に
近
づ
け
ば
近
づ

く
ほ
ど
高
く
、
昭
和
三
年
か
ら
昭
和
四
五
年
の
四
二
年
間
に
一
一
三
二
人
も
増
加
し
て
い
る
。
他
か
ら
の
移
住
者
も
な
く
、
部
落
内
の
分

家
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
激
増
を
続
け
る
人
口
増
加
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、

一
戸
当
り
の
人
数
も
家
島
本
島
ニ
カ
浦
に
比
べ
多

し、。
さ
て
、
こ
れ
ら
三
カ
捕
の
人
口
の
変
化
を
比
較
す
る
と
、
人
口
増
加
率
の
高
い
方
か
ら
坊
勢
浦
↓
真
浦
↓
宮
浦
の
順
に
な
る
。
宮
浦
は
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明
治
以
降
現
在
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
増
加
率
を
た
ど
り
、
真
浦
は
明
治
後
期
に
高
い
増
加
率
を
示
し
、
坊
勢
浦
は
最
も
遅
れ
昭
和
以
降

に
急
激
な
増
加
を
み
て
い
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら
三
カ
浦
の
高
い
人
口
増
加
を
示
す
時
期
の
差
異
は
、

「
つ
に
集
落
の
形
成
過
程
の
差
異
の
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現
わ
れ
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
庄
屋
村
で
あ
る
宮
浦
が
最
初
に
成
立
し
、
枝
村
で
あ
る
真
浦
・
坊
勢
浦
は
遅
れ
て
発
達
し
、
宮
浦

に
比
ベ
こ
の
両
浦
は
人
口
支
持
力
と
し
て
の
耕
地
の
開
発
と
宅
地
化
の
進
展
に
対
す
る
ス
ペ
ー
ス
の
余
地
を
残
し
て
い
た
も
の
と
考
え

る
。
と
く
に
、
坊
勢
浦
の
場
合
は
居
住
も
遅
れ
た
も
の
と
想
定
す
る

auo
な
お
、
近
年
の
坊
勢
の
人
口
増
加
は
上
向
型
底
曳
網
漁
村
臼
〉

と
称
さ
れ
る
如
く
最
も
安
定
し
た
漁
家
経
営
を
維
持
し
続
け
て
来
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

av

な
お
、
家
島
に
お
い
て
真
浦
・
坊
勢
に
は
末
子
相
続
が
み
ら
れ
、
宮
に
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
末
子
相
続
が
分
家
を
容
易
に
し
人
口

増
加
を
加
重
し
た
と
よ
く
言
わ
れ
る
が

S
V
当
地
域
に
お
け
る
三
カ
浦
の
人
口
増
加
の
差
異
(
と
く
に
江
戸
時
代
に
お
い
て
)
は
集
落
成

立
時
期
の
早
遅
の
差
異
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

四

三
カ
浦
の
漁
業
構
造

漁
村
の
構
造
は
、

一
般
に
生
産
の
場
で
あ
る
漁
場
用
益
・
採
捕
手
段
・
経
営
形
態
な
ど
の
漁
業
生
産
構
造
と
労
働
力
の
性
格
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
態
様
が
漁
村
域
の
中
に
歴
史
性
を
背
景
に
し
た
階
層
的
性
格
、
換
言
す
れ
ば
漁
村
の
勢
力
関
係
を
生

ぜ
し
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
階
層
性
が
逆
に
漁
村
と
い
う
地
域
に
反
映
し
、
個
々
の
漁
村
を
特
徴
づ
け
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え

ょ
う
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
三
カ
浦
の
漁
業
生
産
の
態
様
を
漁
場
・
労
働
力
・
経
営
形
態
を
検
討
し
た
の
ち
、
漁
業
者
・
漁
業
税
・
漁
船

構
成
な
ど
か
ら
階
層
性
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
カ
浦
の
漁
業
へ
の
取
り
組
み
方
の
相
違
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
る
。

付

三
力
浦
聞
の
漁
場
問
題

近
世
に
お
い
て
、

家
島
は
東
西
九
里
・
南
北
八
里
半
と
い
う
広
大
な
漁
場
用
益
権
を
建
前
と
し
て
い
た
が
ハ
日
、

幕
末
か
ら
明
治
期
に

か
け
て
そ
の
用
益
は
他
漁
村
か
ら
の
入
漁
な
ど
に
よ
り
崩
壊
の
過
程
を
と
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
他
漁
村
と
家
島
と
の
対
立
・
抗
争
に
関
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す
る
文
書
は
か
な
り
見
ら
れ
る
が
、
家
島
三
カ
浦
聞
の
漁
場
用
益
の

状
況
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
三
カ
浦
聞
に
関
す
る
対
立
・
抗
争
等
の

文
書
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
延
縄
と
手
繰
網

-
打
瀬
網
と
の
海
面
利
用
・
漁
期
の
区
分
に
関
す
る
文
書
は
若
干
見

ら
れ
、
こ
れ
ら
の
文
書
か
ら
当
時
の
三
カ
浦
聞
の
漁
場
状
況
に
つ
い

漁場・漁期区分図

て
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

慶
応
三
年
(
一
八
六
七
)
の
一

O
月
に
は
、
飾
磨
津
三
カ
町
並
び
に

家
島
三
カ
浦
聞
に
「
手
繰
網
漁
・
ウ
タ
セ
網
漁
・
其
他
漁
業
稼
場
区

域
及
漁
期
等
申
合
之
事
」
が
取
り
替
わ
さ
れ
て
い
る
詰
)
。

ま
た
明

第3図

治
七
年
(
一
八
七
四
)
一
一
月
に
は
、
家
島
三
カ
浦
聞
で
取
り
替
わ
し

た
「
対
談
書
」
と
絵
図
面
の
「
定
約
書
」
(
第
3
図
)
は
〈
担
、
為
持
網

(
打
瀬
網
)
と
延
縄
と
の
漁
場
・
漁
期
の
区
分
を
申
し
合
わ
し
て
い
る
。

こ
れ
は
打
瀬
網
・
延
縄
が
漁
法
の
性
質
上
か
ら
区
分
し
て
操
業
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
絵
図
面
の
定

約
書
に
は
、
坊
勢
浦
・
真
浦
は
そ
れ
ぞ
れ
雑
魚
為
持
網
惣
代
の
み
、

宮
浦
は
雑
魚
為
持
網
惣
代
と
延
縄
惣
代
の
二
漁
種
の
惣
代
の
署
名
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
延
縄
を
操
業
し
て
い
た
の
は
「
宮
浦
」
の
み
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で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。

な
お
、
打
瀬
網
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
く
と
、
こ
の
網
は
帆
力
に
よ
り
船
を
横
に
走
ら
せ
海
底
の
漁
網
を
一
定
の
距
離
引
曳
し
て
の

ち
、
曳
揚
げ
る
も
の
で
手
繰
網
漁
法
よ
り
進
化
し
た
も
の
で
ハ
立
、
江
戸
後
期
あ
る
い
は
幕
末
白
)
か
ら
発
達
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

家
島
の
打
瀬
網
は
「
天
保
八
年
ノ
頃
、

初
メ
テ
発
明
」
さ
れ
た

S
Y

こ
の
よ
う
に
打
瀬
網
は
比
較
的
新
し
く
当
時
と
し
て
は
か
な
り
機

動
力
に
富
ん
だ
沖
合
漁
業
で
あ
り
ハ
想
、

い
わ
ゆ
る
旧
慣
打
破
の
生
産
力
的
基
礎
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
漁
法
で
あ
る
ハ
担
。

そ
こ
で
、
第
3
図
の
打
瀬
網
・
延
縄
を
区
分
し
て
い
る
絵
図
面
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
家
島
近
海
の
漁
場
に
お

い
て
延
縄
が
営
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
操
業
上
、
延
縄
と
対
立
す
る
形
態
の
打
瀬
網
と
い
う
新
漁
法
が
発
達
し
、
三
カ
浦
間
に
お
い
て

も
漁
場
利
用
の
濃
密
化
が
も
た
ら
さ
れ
、
漁
場
用
益
関
係
に
磨
擦
が
発
生
し
、
海
面
利
用
・
漁
期
の
区
分
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
、
そ
の
終

極
時
に
て
取
り
決
め
が
な
さ
れ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
家
島
近

海
で
排
他
的
性
格
の
強
い
延
縄
等
の
漁
業
を
営
み
、
海
面
利
用
そ
の
他
の
面
で
優
位
な
立
場
で
あ
っ
た
の
は
圧
屋
村
で
あ
る
「
宮
浦
」
で

あ
る
が
、
宮
浦
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
ら
れ
て
き
た
枝
村
の
「
真
浦
」
・
「
坊
勢
浦
」
が
、

旧
来
の
村
持
ち
漁
場
の
枠
を
越
え
る
沖
合
漁
業
の

打
瀬
網
と
い
う
生
産
性
の
高
い
漁
法
を
積
極
的
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
力
を
つ
け
て
来
た
一
つ
の
現
わ
れ
と
し
て
、
絵
図

面
(
第
3
図
)
の
海
面
・
漁
期
の
区
分
に
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
吋
漁
場
利
用
に
お
け
る
宮
浦
の
優
位
は
戦
後
の
漁
業
制
度
の
改

革
ま
で
残
存
し
、
宮
浦
は
家
島
諸
島
南
部
海
域
で
、
小
豆
島
東
南
端
と
四
国
の
五
剣
山
(
八
栗
山
)
を
見
通
す
線
(
ヤ
ク
リ
ガ
タ
オ
ス
ジ
)
以

北
に
専
用
漁
場
(
主
に
ハ
モ
延
縄
)
を
所
有
し
て
い
た
(
n
u
o

な
お
、
前
述
し
た
他
漁
村
と
家
島
三
カ
浦
と
の
漁
場
争
論
な
ど
に
関
す
る
文
書
は
か
な
り
見
ら
れ
る
が
、
家
島
三
カ
捕
聞
に
は
余
り
見

ら
れ
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
他
漁
村
か
ら
の
入
漁
な
ど
に
対
し
て
家
島
漁
民
が
全
体
と
し
て
連
帯
意
識
を
強
く
持
っ
た
の
で
は
な
く
ハ

g
、



む
し
ろ
、
庄
屋
村
で
あ
る
「
宮
浦
」
が
絶
対
的
な
勢
力
を
持
ち
、
漁
場
配
分
で
優
位
に
立
ち
、
枝
村
で
あ
っ
た
真
浦
と
り
わ
け
「
坊
勢
浦
」

は
、
家
島
本
島
二
カ
浦
に
対
し
て
抗
争
す
る
だ
け
の
勢
力
は
当
時
到
底
持
ち
得
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
家
島
本
島
二
カ
浦
の
一
つ
で
あ
る
「
真
浦
」
は
す
で
に
石
船
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
力
を
持
つ
に
至
り
、

そ
の
後
、
男
鹿
島
・

西
島
の
採
石
の
発
達
が

「
石
ヲ
堀
リ
土
砂
ヲ
崩
シ
山
面
白
色
ニ
変
セ
シ
ガ
為
メ
ニ
鰯
魚
ノ
収
獲
大
ニ
減
少
セ
リ

a〉」
と
漁
業
へ
の
悪
影

響
を
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
近
海
漁
業
の
宮
浦
と
は
対
立
的
色
彩
を
強
め
る
方
向
を
と
る
。

t 

漁
業
経
営
形
態

漁
業
労
働
力
構
成

明
治
二
O
年
ご
ろ
の
家
島
三
カ
浦
の
漁
業
従
事
者
の
構
成
は
第
2
表
の
如
く
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
の
統
計
の
例

明治初期における家島諸島の三つの浦

に
洩
れ
ず
、
信
頼
性
を
欠
く
点
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、

一
応
当
時
の
大
ま
か
な
状
況
が
把
握
さ
れ
る
故
、
検
討
を
加
え
て
行
き
た
い
。
ま

ず
、
第
2
表
の

A
・
B
よ
り
漁
戸
の
全
戸
数
に
対
す
る
割
合
を
み
る
と
、
坊
勢
浦
が
九
八
対
と
最
も
高
く
、
続
い
て
宮
浦
の
九
O
M
、
真

浦
の
七
四
%
の
順
に
な
り
、
さ
ら
に
専
業
漁
戸
の
全
漁
戸
に
対
す
る
割
合
は
、
宮
浦
九
・
一
、
坊
勢
浦
八
・
六
、
真
浦
O
%
と
な
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
坊
勢
浦
は
全
戸
数
の
ほ
と
ん
ど
が
漁
戸
で
あ
っ
た
が
宮
浦
が
幾
分
専
業
の
割
合
が
高
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
真
捕
に
は
漁

戸
戸
ロ
表
に
よ
る
と
全
く
専
業
漁
戸
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
坊
勢
浦
で
は
漁
民
の
半
数
が
傭
役
に
つ

い
て
い
た
こ
と
も
知
れ
る
。
な
お
、
営
業
人
員
に
つ
い
て
水
産
取
調
書
(
第
2
表
さ
で
は
、
漁
業
者
の
専
兼
業
の
欄
は
戸
長
役
場
の
違
い

に
よ
り
非
常
に
数
値
が
異
な
り
不
可
解
な
の
で
取
り
上
げ
ず
、

C
の
漁
業
慣
行
録
の
営
業
人
員
を
み
る
と
、
三
カ
浦
と
も
一
等
漁
村
と
さ

れ
、
宮
浦
五
九
四
人
・
真
浦
四
二
O
人
・
坊
勢
浦
二
五
二
人
と
記
載
さ
れ
、
こ
れ
ら
三
カ
浦
を
合
わ
せ
た
営
業
人
員
は
兵
庫
県
下
の
大
漁
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村
で
あ
る
淡
路
島
の
由
良
・
岩
屋
に
次
い
で
い
た
こ
と
は
家
島
に
お
け
る
漁
業
の
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
漁
業
生
産
規
模
が
端
的
に
現
わ
れ
る
漁
獲
物
代
価
を
み
る
と
、
宮
浦
一
二
六
四
九
円
と
断
然
多
く
、
つ
い
で
坊
勢
浦
七
四
五
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第2表 三ヵ浦の漁業労働力および階層構成

IA 戸口・労働力・他 明治19年・ 20年 B 専兼業別漁戸 明治19年・ 20年戸

浦 l坊勢浦l真 浦 |宮 浦|坊勢浦|真 浦

総 戸 数 307戸 119戸 392戸
兼漁専 戸業業

116 368 

うち漁業をなすもの 275P 116戸 290戸 25 10 。
250 106 368 

漁業せざるもの 32戸 3戸 102戸

漁 業 者 394人 195人 575人 C 漁業人員 明治19年人

う ち専業者 41人 16人 535人
人 数| 420 

兼業者 353人 179人 40人

15歳-60歳の漁民 361人 180人 610人 D 営業種別人数 明治19年人

う ち専業者 41人 16人 2ω人

資雇普 通本潟、 主者
2 1 45 

兼業者 215人 76人 220人 209 105 289 

傭役せらるるもの 105人 88人 100人 見 夫習
185 90 163 。 。 76 

15歳以下 60歳以上の漁民 33人 15人 45人

うち他人を用役するもの 3人 なし なし E 毎村漁戸等級表 明治20年戸

自己営業をなすもの 10人 なし 30人
上 等 3 。 。

傭役せらるるもの 20人 15人 15人 中 等 27 20 。
下等

等 50 20 1 
収獲 物代価 1，1648.8円 7，450円 5，044円 外 80 15 108 

平均 1 人当 り 29.6円 38.2円 8.8円 計 160 I 55 I 109 

A.E水産取調書より， B宮浦・坊勢浦は海産物統計表，真浦は漁民戸口表より， CDは兵庫県漁業慣行録より。
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

m

u

u

月

「
真
浦
」
の
合
場
、
営
業
人
員
は
坊
勢
浦

の
二
倍
近
い
(
漁
業
慣
行
録
の
数
値
の
場
合
〉
い
の
に
対
し
て
、
そ
の
代
価
は
一
段
と

O
円
、
真
浦
五

O
四
四
円
で
あ
り
、

三ヵ浦の漁業暦(兵庫県漁業慣行録による)

少
額
で
一
人
当
り
の
代
価
で
は
入
・
八
円
と
坊
勢
浦
・
宮
浦
の
四
分
の
一
か
ら

三
分
の
一
程
度
の
額
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
真
浦
の
漁
業
生
産
の
特
質
が
現
わ

れ
て
い
る
。
坊
勢
浦
、
宮
浦
に
つ
い
て
は
、
坊
勢
浦
が
幾
分
一
人
当
り
の
代
価

が
多
い
こ
と
な
ど
も
知
れ
る
。
な
お
、

A
の
水
産
取
調
書
の
真
浦
の
欄
の
漁
業

者
の
総
数
は
六
五
五
人
で
あ
る
が
、
漁
業
者
と
し
て
は
五
七
五
人
し
か
記
載
さ

れ
て
お
ら
ず
、

八
O
人
は
漁
業
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

生
産
手
段
と
操
業
形
態

第
4
図
は
三
カ
浦
の
漁
業
暦
で
あ
る
。
資
料
は
兵

庫
県
漁
業
慣
行
録
を
も
と
に
、
図
中
の
棒
の
幅
は
営
業
人
員
を
比
例
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
漁
業
暦
か
ら
三
カ
浦
の
生
産
手
段
と
そ
の
操
業
形
態

の
特
徴
に
つ
い
て
み
る
と
、

「
宮
浦
」
は
資
本
・
労
働
力
の
か
な
り
必
要
な
夏

季
操
業
の
大
漁
網
類
l
'
縛
網
(
一
統
新
調
す
る
の
に
三
四

O
円
)
地
漕
網
(
一
七

O
円
)

第 4図

鰯
網
こ
二

O
円
)
ー
か
ら
、
冬
季
操
業
の
小
規
模
漁
網
|
打
瀬
網
(
一

o
t二
O

円

)
lや
零
細
で
は
あ
る
が
対
象
魚
の
変
化
に
対
応
可
能
な
釣
・
延
縄
な
ど
が

み
ら
れ
、
漁
法
が
多
様
性
に
富
ん
で
漁
閑
期
が
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
年
間
操
業

条
件
が
備
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
釣
・
延
縄
は
宮
浦
の
年
間
漁
獲
物
代
価
の
六



284 

割
を
占
め
て
お
り
釣
・
延
縄
漁
村
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
坊
勢
浦
」
は
圧
倒
的
に
打
瀬
網
が
多
く
、
他
に
鰯
網
・
タ
コ
壷
が
あ
る

に
す
ぎ
ず
、
全
漁
獲
物
代
価
の
う
ち
大
打
瀬
網
が
六
三
%
、
雑
魚
打
瀬
網
が
二
四
一
括
と
合
せ
て
入
七
一
%
を
占
め
る
と
い
う
打
瀬
網
漁
村
で

あ
り
、

こ
の
た
め
年
間
の
漁
業
労
働
力
配
分
が
冬
季
に
片
寄
り
、
漁
関
期
に
は
労
働
力
の
燃
焼
を
他
に
求
め
ざ
る
得
な
い
操
業
形
態
を
と

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
坊
勢
浦
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
非
常
に
零
細
な
農
業
に
求
め
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
り
、
出
稼
に
依
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
打
瀬
網
、
中
で
も
大
打
瀬
網
の
一
人
当
り
の
年
間
の
代
価
は
、
他
の
漁
網
類
が
一
人

当
り
平
均
五
円
程
度
に
対
し
、
宮
浦
四
二
円
ー
坊
勢
浦
三
三
円
(
明
治
二

O
年
)
と
操
業
が
長
期
で
あ
る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
大
打
瀬

網
が
一
段
と
高
額
で
あ
り
、
高
い
生
産
力
の
一
端
を
見
せ
て
い
る
。

「
真
浦
」
は
夏
季
の
縛
網
・
鰯
網
な
ど
の
大
漁
網
や
五
智
網
、
冬
季

の
打
瀬
網
を
主
体
に
し
て
お
り
網
漁
村
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
三
カ
浦
そ
れ
ぞ
れ
漁
法
に
特
徴
を
持
っ
て
い
た
。

同

力
浦
の
階
層
別
比
較

階
層
構
造

の
四
つ
に
分
け
て
い
る
。
資
本
主
と
は
、
家
島
で
は
親
方
あ
る
い
は
村
君
な
ど
と
呼
ば
れ
ハ
号
、

兵
庫
県
漁
業
慣
行
録
に
よ
れ
ば
、
漁
業
従
事
者
の
階
層
を
営
業
の
種
別
に
よ
り
、
資
本
主
・
普
通
漁
者
・
一
雇
夫
・
見
習
い

直
接
は
漁
業
に
従
事
せ
ず
、

漁
民
に
前

貸
金
や
漁
具
な
ど
の
生
産
手
段
を
貸
し
与
え
、
そ
の
漁
獲
物
の
流
通
を
掌
握
す
る
資
本
家
層
の
こ
と
で
あ
り
、
雇
夫
は
資
本
主
・
普
通
漁

者
か
ら
の
前
貸
金
を
契
約
時
に
貸
り
、

一
漁
期
約
四
カ
月
聞
を
単
位
と
し
て
雇
一
わ
れ
、
漁
期
終
了
時
に
歩
合
制
に
よ
る
配
当
を
得
て
前
貸

金
を
償
危
す
る
も
の
、
見
習
い
は
漁
業
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
者
の
こ
と
で
、
漁
事
の
難
易
な
ど
に
よ
り
一
人
役
の
内
、
幾
分
の
薄
給
を

支
給
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
漁
業
従
事
者
の
階
層
を
家
島
三
カ
浦
に
つ
い
て
み
る
と
第
2
表
D
の
如
く
と
な
り
、
宮
浦
・
坊
勢
浦
に
は
非
常
に
少
な
い

資
本
主
が
「
実
浦
」
に
お
い
て
は
四
五
人
、
さ
ら
に
最
下
層
の
見
習
い
が
七
六
人
と
雇
傭
被
雇
傭
聞
の
労
働
の
分
離
を
示
し
て
い
る
。
こ



の
D
に
つ
い
て
は
こ
の
程
度
に
と
ど
め
て
お
き
、
さ
ら
に
第
2
表
E
で
漁
戸
の
階
層
構
成
を
検
討
し
て
行
く
と
、
ま
ず
「
宮
浦
」
に
は
上

等
漁
戸
が
存
在
す
る
反
面
、
下
等
漁
戸
さ
ら
に
は
等
外
漁
戸
が
全
漁
戸
の
半
分
の
八

O
戸
と
零
細
漁
民
層
が
多
く
、
漁
民
層
の
両
極
分
解

の
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、

「
坊
勢
浦
」
は
上
等
漁
戸
が
存
在
せ
ず
、

ま
た
等
外
漁
戸
も
宮
浦
の
よ
う
に
多
く
な
く
資
本
主
義
的
な

階
層
分
解
は
見
ら
れ
ず
、
中
等
下
等
の
小
漁
民
層
が
主
体
を
な
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
部
内
等
級
表
に
よ
っ
て
も
同
様
な
傾
向
が
得
ら

れ
る
。

つ
い
で
、
真
浦
は
下
等
漁
戸
一
戸
の
ほ
か
、
全
て
零
細
な
等
外
漁
戸
ば
か
り
で
あ
り
、
同
表
の

D
と
は
対
称
的
な
数
値
を
示
し
て

お
り
不
可
解
と
思
わ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
第
2
表
E
の
漁
戸
等
級
表
が
如
何
な
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
階
級
区
分
し
た
も
の
か
を
見
て
み
る
と
「
等
級
ハ
所
得
二
百

明治初期における家島諸島の三つの滞

円
以
上
ヲ
以
テ
上
等
ト
シ
、
百
円
以
上
ヲ
中
等
ト
シ
、
五
拾
円
以
上
ヲ
下
等
ト
シ
、

と
所
得
額
の
多

五
拾
円
以
下
ヲ
等
外
ト
ナ
ス
ハ
お
よ

少
に
よ
り
等
級
区
分
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
所
得
の
内
容
は
漁
獲
物
代
価
と
雑
収
農
業
で
も
っ
て
全
所
得
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。
と
な

る
と
、
真
浦
の
よ
う
に
石
船
・
商
船
が
存
在
し
、
漁
業
も
後
述
す
る
よ
う
に
そ
れ
ら
と
の
兼
業
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
故

に
、
漁
・
農
業
外
収
入
も
当
然
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
ら
の
収
入
を
除
外
し
た
漁
獲
物
代
価
と
農
業
収
入
と
で
全
所
得
を
計
算
す
る
指
標

の
取
り
方
で
は
当
然
低
所
得
と
な
り
、
真
浦
の
漁
戸
は
最
下
層
の
等
外
漁
戸
に
集
中
す
る
訳
で
あ
る
。
な
お
、
第
2
表
D
の
営
業
種
別
人

数
に
お
け
る
真
浦
の
資
本
主
の
四
五
人
と
い
う
の
は
、
他
産
業
の
運
搬
業
と
漁
業
と
の
兼
業
形
態
を
と
る
資
本
家
層
を
指
す
も
の
と
思
わ

れ
る
。以

上
の
よ
う
に
、
三
カ
浦
の
漁
業
へ
の
取
り
組
み
方
の
相
違
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
来
た
が
、
次
に
揚
げ
る
漁
業
税
の
課
税
に
お

い
て
、
三
カ
浦
の
漁
業
従
事
者
の
階
層
構
造
の
特
質
が
端
的
に
現
わ
れ
る
。
第
3
表
が
そ
れ
で
宮
浦
・
坊
勢
浦
は
明
治
二
一
年
の
漁
業
税

285 

真
浦
に
つ
い
て
は
同
年
の
漁
業
税
収
入
者
帳
8
)
よ
り
、

筆
者
が
税
率
に
よ
っ
て
区
分
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、

徴
収
議
案
ハ
包
か
ら
、
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(明治21年)

宮 浦 坊 勢 浦 浦

1等 10 円 1人 1等 0.45円 3人 2.5 円 3 人人

2 5 1 2 0.10 48 1. 25船円漁 1 
(網 業税)

3 0.65 3 3 0.06 55 
0(漁.22船円漁業9税7人) 

4 0.20 24 4 0.04 89 

5 0.15 133 0(商.1船5円漁業9税1人) 
6 0.1 233 

計| 395人|計| m人|計45円間人

宮浦，坊勢浦は漁業税徴収議案，真浦は漁業税収入者帳，地方税

収入目計簿による。

こ
の
表
か
ら
一
一
一
カ
浦
の
階
層
構
造
の
特
徴
を
み
る
と
、

「
宮
浦
」
は
一
人
に
付
き
一

O

漁業税による階級区分第 3表

円
、
五
円
と
い
う
非
常
に
多
額
の
課
税
者
が
存
在
す
る
こ
と
、
並
び
に
一
等
か
ら
最
下

等
の
六
等
ま
で
の
課
税
額
の
幅
、
す
な
わ
ち
階
層
差
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
に
特
徴
が

あ
る
の
に
対
し
、

「
坊
勢
浦
」
は
課
税
額
が
全
般
的
に
小
額
で
あ
り
、

一
等
の
税
額
も

宮
浦
の
三

1
四
等
に
位
置
し
、
ま
た
課
税
幅
も
小
さ
く
、
前
述
し
た
第
2
表
D
・
E
と

同
様
の
傾
向
を
示
し
、
階
層
分
解
が
そ
れ
ほ
ど
進
行
し
て
い
な
く
、
小
漁
民
層
が
大
半

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

「
真
浦
」
に
は
宮
浦
の
よ
う
な
高
額
課
税
者
も
い

な
け
れ
ば
、
坊
勢
浦
の
よ
う
な
低
額
課
税
者
も
存
在
せ
ず
中
間
層
が
多
い
の
が
特
徴
で

あ
る
。
な
お
、
明
治
二
一
年
の
地
方
税
目
計
簿

auに
よ
る
と
、
課
税
が
操
業
船
舶
の

種
類
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
、
網
船
漁
業
税
は
一
人
に
付
き
二
円
五

O
銭、

一
円
二
五

銭
、
漁
船
業
税
は
二
二
銭
、
商
船
漁
業
税
は
一
五
銭
と
課
税
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
課
税

額
は
網
船
1

漁
船
1

商
船
の
順
に
低
額
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
商
船
漁
業
税
と

い
う
の
は
文
字
通
り
運
搬
業
と
漁
業
と
の
兼
業
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

兼
業
形
態
と
漁
船
構
成

こ
の
運
搬
業
と
漁
業
と
の
兼
業
に
つ
い
て
は
、

い
ち
早
く

明
治
八
年
に
宮
浦
扱
所
取
締
か
ら
飾
磨
県
令
へ
宛
て
た
「
商
船
ヲ
以
テ
為
持
網
営
業
出
帆
取
締
方
伺

av」
に
見
え
る
。

そ
の
内
容
は

「
当
区
家
島
五

O
石
以
上
割
石
商
船
之
儀
、
冬
分
-
一
至
テ
ハ
割
石
業
間
暇
-
一
テ
積
年
為
持
網
営
業
仕
来
候
」
と
、
割
石
商
船
が
打
瀬
網
を

兼
業
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
免
状
の
取
扱
い
を
す
べ
き
か
「
何
卒
、
至
急
御
指
令
被
下
度
此
段
奉
伺
候
以
上
」
と
い
う
も



の
で
あ
っ
た
。
こ
の
石
船
商
船
と
打
瀬
網
漁
業
と
の
兼
業
は
宮
浦
ば
か
り
で
な
く
、
真
浦
に
お
い
て
も
同
様
で
た
と
え
ば
、
第
3
表
の
真

浦
の
欄
で
漁
業
税
を
払
っ
て
い
る
者
の
う
ち
、
半
数
近
く
の
九
一
人
が
商
船
漁
業
税
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
真
浦
」
で
は
宮
浦
、
坊

れ
ば
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
。

勢
浦
の
よ
う
な
漁
業
専
業
的
色
彩
は
か
な
り
後
退
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
漁
業
生
産
手
段
の
一
つ
で
あ
る
漁
船
に
つ
い
て
み

第
4
表
が
家
島
三
カ
浦
の
漁
船
の
構
成
を
示
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
表
か
ら
全
戸
数
に
対
す
る
漁
船
数
の
割
合
を
計
算
し
て
み
る

と
、
坊
勢
浦
と
宮
浦
は
と
も
に

0
・
七
と
高
い
数
値
な
の
に
対
し
て
、
真
浦
の
そ
れ
は

0
・
三
と
一
段
と
低
い
。
こ
れ
は
漁
船
だ
け
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
、
ほ
か
に
石
船
・
商
船
で
漁
業
を
営
む
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
当
然
と
言
え
、

「
真
浦
」
に
お
け
る
漁
業
の
比
重
は

宮
浦
、
坊
勢
浦
に
比
べ
一
段
と
低
か
っ
た
。
な
お
、
こ
の
表
か
ら
三
カ
浦
の
漁
船
構
成
の
特
色
を
み
る
と
、
宮
浦
の
一
間
漁
船
が
非
常
に

明治初期における家島諸島の三つの滞

漁船構成

|宮浦|坊勢浦|真浦

治明
1間漁船 143 10 
2間 n 48 47 114 

19 3間" 18 29 6 
年

計 209 86 120 

治明
1間以上 214 57 

3間以上 16 41 
22 
年

計 230 98 

第4表
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明治19年は漁業慣行録， 22年は庶務関係

往復並決議綴による。

多
い
と
い
う
特
色
は
釣
・
延
縄
漁
業
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
坊
勢
浦
は
三
間
以
上

の
漁
船
が
増
加
し
て
お
り
、
大
型
化
を
暗
示
し
て
い
る
。
真
浦
は
二
間
漁
船
が
主
体

を
な
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
宮
浦
・
坊
勢
浦
に
比
ベ
「
真
浦
」
に
お
け
る
漁
業
の
比
重
は
、
前

述
し
た
漁
獲
物
代
価
や
労
働
力
構
成
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
か
な
り
後
退
し

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
並
び
に
階
層
構
造
や
石
船
の
打
瀬
網
漁
業
の
兼
業
を
考
慮

す
れ
ば
、
第
2
表
な
ど
の
不
可
解
な
点
も
除
か
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
す

で
に
家
島
三
カ
浦
の
産
業
形
態
の
異
質
性
の
基
盤
は
形
成
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。



288 

五

採
石
業
と
石
材
運
搬
業
の
発
達

家
島
に
お
い
て
、

い
つ
ご
ろ
か
ら
石
を
切
り
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
採
石
に
従
事
し

て
い
る
人
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
島
外
の
香
川
県
木
田
郡
・
仲
多
度
郡
・
小
豆
島
・
愛
媛
県

越
智
郡
・
岡
山
県
吉
備
郡
な
ど
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る

av
か
か
る
人
た
ち
の
定
住
時
期

明治B年，石船ひかえ

を
聞
く
と
、
古
い
人
で
三
代
目
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
期
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
ま
た
、
記
録
と
し
て
明
治
八
年
の
宮
浦
扱
所
の

「
物
晶
表
」

au
の
二
月
の
欄
に

は
、
輸
出
品
と
し
て
割
石
五
六
一

O
本
・
石
数
二
二
七
八
石
、
ま
た
三
月
の
そ
れ
に
は
割
石

七
八
三
三
本
・
延
石
一
六

O
本
と
記
載
さ
れ
、
季
節
風
に
災
い
さ
れ
る
冬
季
に
お
い
て
も
か

な
り
の
石
材
を
輸
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
採
石
業
の
発
生
は
そ
れ
以
前
の
江
戸
後
期
と

つ
ま
り
家
島
の
採
石
業
は
百
年
を
越
え
る
歴
史
を
持
っ
て
い

第5図

み
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
採
石
と
密
採
な
関
係
を
有
す
る
運
搬
船
は
早
く
か
ら
瀬
戸
内
海
東
部
に
お
い
て
活

躍
し
た
模
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
五
年
の
「
捨
石
改
帳
」
〈

g
に
は
、

七
O
I

一O

O
石
積
み
の
石
船
を
主
体
に
一

O
四
隻
、

明
治
六
年
の
「
船
税
改
覚
帳
」

a)に
は
九
四
人

が
名
を
連
ね
、
翌
七
年
の
「
石
船
日
加
恵
」
自
)
(
第
5
図
)
は
家
島
三
カ
浦
で
一
二
七
隻
の
石

船
の
存
在
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
一
二
七
隻
の
石
船
の
う
ち
、
真
浦
が
大
半
の
一
一
五
隻
残



り
一
二
隻
が
宮
浦
、
坊
勢
浦
の
と
も
に
六
隻
の
半
々
で
あ
っ
た
。
な
お
、
石
船
の
規
模
は
明
治
一

0
年
代
に
は
一

0
0
1
一一

O
石
積
み

が
主
体
と
な
り
大
型
化
し
て
く
る
。

こ
れ
ら
の
採
石
や
石
船
は
、
明
治
期
を
通
じ
て
、
国
民
経
済
の
中
で
石
材
の
需
要
が
増
加
す
る
と
と
も
に
発
展
を
見
る
。
か
か
る
状
況

下
、
明
治
一
八
年
に
は
当
時
官
有
地
で
あ
っ
た
松
島
で
の
採
石
の
許
可
を
願
う
「
割
石
切
取
願
」
(
哲
が
提
出
さ
れ
た
り
、

採
石
に
使
用

す
る
火
薬
購
入
許
可
の
た
め
の
「
火
薬
買
入
免
許
願
」
自
〉
が
、

か
な
り
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
発
展
を
物
語
っ
て
い
る
。

な
お
、

真
浦
戸
長
か
ら
飾
東
郡
長
へ
宛
て
た
輸
出
入
物
資
に
つ
い
て
の
明
治
一
九
年
の
上
申
書
に
は
、
輸
出
物
と
し
て
は
割
石
の
み
記
載
さ
れ
て

いる(曲目
U
O

同
時
に
石
船
も
増
加
を

い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
治
二

O
年
こ
ろ
に
は
、

か
な
り
の
採
石
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、

明治初期における家島諸島の三つの滞

続
け
明
治
三

O
年
に
は
二
一
四
隻
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
石
船
は
、
船
形
が
一
般
の
船
と
は
異
な
り
家
島
船
と
呼
ば
れ
、
広
範
に
活
躍
し

た
。
た
と
え
ば
、
神
戸
・
大
阪
の
築
港
や
淀
川
の
改
修
工
事
に
出
向
い
て
お
り
、
ま
た
、

日
露
戦
争
時
の
広
瀬
中
佐
の
来
島
、
そ
し
て
男

鹿
島
の
石
材
が
旅
順
港
封
鎖
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
品
)
そ
の
活
躍
を
物
語
っ
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
石
船
は
七
人

組
あ
る
い
は
一

O
人
組
な
ど
と
呼
ば
れ
る
一

O
数
隻
を
一
組
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
頭
に
よ
っ
て
取
り
し
き
ら
れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
初
期
に
お
い
て
す
で
に
採
石
や
か
な
り
の
石
船
が
存
在
し
、
石
船
は
現
在
と
同
様
に
「
真
浦
」
を
主
体
に
発
達

し
そ
れ
ら
石
船
の
か
な
り
の
数
が
閑
暇
な
冬
季
に
お
い
て
打
瀬
網
を
兼
業
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
石
船
の
発
達
に
つ
れ
て
、

必
然
的
に
真
浦
の
漁
業
労
働
力
は
、
そ
の
質
的
な
労
働
の
適
応
性
に
よ
っ
て
、
石
船
乗
子
層
へ
の
労
働
供
給
源
と
な
り
、
賃
労
働
に
転
換

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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2ω 

..... 
J、
む
す
び

ー
集
落
聞
の
異
質
性
を
問
題
に
し
て
l

現
在
の
地
域
像
を
解
釈
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
明
治
前
期
に
お
け
る
経
済
的
な
機
能
や
階
層
的
性
格
の
復
元
、
中
で
も
漁
業
生
産
の

態
様
を
主
体
に
検
討
し
て
来
た
。
そ
の
結
果
、
三
集
落
の
地
域
性
、
と
く
に
集
落
聞
の
相
違
(
異
質
性
)
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述

を
ま
と
め
る
と
以
下
の
如
く
理
解
さ
れ
る
。

ま
ず
、
集
落
の
発
生
か
ら
見
れ
ば
、
宮
浦
・
真
浦
・
坊
勢
浦
の
順
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
最
も
自
然
条
件
に
恵
ま

れ
た
宮
浦
に
ま
ず
集
落
が
成
立
し
、
枝
村
と
し
て
の
真
浦
・
坊
勢
浦
は
、
そ
の
後
人
が
移
住
し
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
初
期
の
人
口
増

加
も
そ
れ
を
示
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
た
い
。

家
島
三
カ
浦
の
産
業
形
態
に
つ
い
て
は
、
明
治
初
期
に
す
で
に
相
当
、
異
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
な
お
、
家
島
は
藩
政
期
、
姫
路

藩
の
水
主
浦
と
し
て
広
大
な
専
用
漁
業
権
を
有
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
も
庄
屋
村
で
あ
る
宮
浦
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
掌
握
し
、
枝
村
で
あ

る
真
浦
、
と
く
に
坊
勢
浦
は
不
利
な
漁
場
配
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
坊
勢
浦
」
は
、
旧
来
の
村
持
ち
漁
場
の
枠

を
越
え
る
操
業
範
囲
の
広
い
沖
合
漁
業
の
打
瀬
網
と
い
う
生
産
力
の
高
い
新
し
い
漁
法
を
積
極
的
に
使
用
し
、
徐
々
に
漁
村
と
し
て
の
地

位
を
築
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
前
期
に
お
い
て
は
未
だ
年
間
の
漁
業
労
働
力
配
分
に
片
寄
り
が
み
ら
れ
、
余
剰
労

働
力
を
出
稼
に
求
め
燃
焼
さ
せ
ざ
る
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
多
様
な
漁
法
を
も
っ
た
「
宮
浦
」
は
、
当
時
年
間
の
魚
種
の
変
化
と

と
も
に
採
捕
手
段
の
交
換
が
可
能
な
漁
業
条
件
を
備
え
て
い
て
、
三
カ
浦
中
、
漁
戸
の
専
業
の
割
合
が
高
く
、
漁
業
生
産
活
動
が
最
も
活

発
で
あ
っ
た
。

「
真
浦
」
は
前
二
カ
浦
に
比
べ
漁
業
専
業
的
な
色
彩
は
薄
れ
、
縛
網
な
ど
の
大
漁
具
類
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
明
治
初
期

に
お
い
て
、
す
で
に
一

O
O石
積
み
程
度
の
石
船
が
一

O
O隻
以
上
存
在
し
、

し
か
も
、
冬
季
に
至
っ
て
は
そ
の
大
半
が
打
瀬
網
を
操
業



し
た
り
、
あ
る
い
は
森
林
を
伐
っ
て
地
方
へ
売
買
し
た
り
す
る
兼
業
形
態
を
な
し
漁
業
へ
の
取
り
組
み
方
は
弱
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
在
の
三
集
落
の
地
域
性
が
形
成
さ
れ
る
基
盤
は
、
す
で
に
明
治
前
期
ま
で
に
備
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
内
在
的
条
件
と
し
て
の
階
層
住
に
つ
い
て
み
る
と
、
家
島
本
島
の
宮
浦
、
真
浦
は
、
明
治
前
期
に
お
い
て
上
下
層
の
両
極
へ
の
階
層

分
解
が
す
で
に
進
行
し
て
お
り
、

「
真
浦
」
に
お
い
て
は
、
石
船
営
業
の
雇
一
傭
者
の
資
本
家
層
と
被
雇
傭
者
の
乗
子
層
と
の
聞
に
は
労
働

の
分
離
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
真
浦
を
主
体
と
す
る
家
島
の
石
船
は
、
資
本
主
義
の
発
達
に
つ
れ
て
、
国
民
経
済
の
中
で
石
材
の
需
要
が

増
加
す
る
と
と
も
に
、
専
業
化
並
び
に
乗
子
層
の
専
業
就
業
へ
の
方
向
を
採
る
に
つ
れ
、
真
浦
の
漁
業
労
働
力
は
必
然
的
に
石
船
労
働
力

の
供
給
源
と
な
り
、

つ
い
に
漁
業
生
産
の
消
棋
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明治初期における家島諸島の三つの滞

当
時
、

「
宮
浦
」
も
漁
民
層
の
分
解
を
生
じ
て
お
り
、
雇
傭
関
係
な
ど
に
明
確
化
が
み
ら
れ
、
網
元
経
営
な
ど
は
坊
勢
浦
、
真
浦
か
ら

小
漁
民
を
季
節
的
に
雇
傭
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
小
漁
業
な
ど
の
漁
業
生
産
力
の
あ
る
程
度
の
高
揚
や
商
品
経

済
の
発
達
に
つ
れ
、
徐
々
に
労
働
力
の
調
達
は
困
難
と
な
り
、
大
網
の
季
節
的
操
業
の
成
立
は
む
ず
か
し
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
宮
浦
の
漁
業
資
本
家
層
は
、
近
接
す
る
真
浦
の
石
船
・
商
船
の
発
達
の
刺
激
を
受
け
つ
つ
、
漁
業
よ
り
も

安
定
的
な
石
船
経
営
に
当
然
注
目
し
た
と
思
わ
れ
、
彼
等
が
経
営
基
盤
と
し
て
の
資
本
を
備
え
、

か
つ
採
石
場
が
部
落
有
で
あ
る
こ
と
か

ら
も
、
容
易
に
そ
の
活
路
を
石
船
経
営
に
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
家
島
本
島
の
ニ
カ
浦
に
対
し
て
、
交
通
的
に
よ
り
隔
絶
さ
れ
た
「
坊
勢
浦
」
に
お
い
て
は
、
商
品
経
済
が
未
発
達
で
漁
民
層
の

分
解
が
そ
れ
ほ
ど
促
進
さ
れ
ず
、
資
本
畜
積
が
弱
少
で
共
同
体
的
性
格
の
強
い
小
漁
民
層
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
坊
勢
浦
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に
お
い
て
は
、
家
島
本
島
に
対
抗
し
う
る
一

O
O石
以
上
の
石
船
を
購
入
す
る
こ
と
は
、
当
時
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

こ
と
、
並
び
に
採
石
場
が
展
開
し
て
い
る
男
鹿
島
・
西
島
の
大
部
分
が
家
島
本
島
二
カ
浦
の
所
有
に
帰
す
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
坊
勢
浦
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の
石
船
経
営
へ
の
進
出
は
か
な
り
困
難
を
要
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
漁
業
の
再
生
産
に
と
も
な
う
若
干
の
資
本
畜
積
は
、
血
縁
的
労

働
力
を
燃
焼
さ
ぜ
、
漁
場
拡
大
に
つ
な
が
る
打
瀬
網
漁
船
購
入
に
費
や
さ
れ
、
徐
々
に
打
瀬
網
漁
村
と
し
て
自
立
し
て
行
く
過
程
に
お
い

て
、
そ
れ
な
り
の
階
層
分
解
を
生
じ
た
も
の
の
、
そ
の
分
解
は
大
き
く
は
進
展
し
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
島
域
(
坊
勢
島
)
全
体
が

血
族
集
団
と
も
言
え
、
分
家
の
派
生
が
活
発
で
新
分
家
層
す
な
わ
ち
漁
業
従
事
者
を
新
生
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
場
合
、
当
時
は

生
産
手
段
の
分
散
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
時
代
が
下
る
と
と
も
に
必
然
的
に
分
家
の
派
生
、
す
な
わ
ち
漁
業
経
営

体
と
生
産
手
段
の
新
生
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
坊
勢
浦
に
お
い
て
は
漁
業
・
漁
村
的
色
彩
の
温
存
か
ら
、
さ
ら
に

そ
の
性
格
を
強
め
た
と
理
解
す
る
。
加
え
て
家
島
本
島
に
お
け
る
石
船
・
商
船
な
ど
に
よ
る
商
品
経
済
の
発
達
が
、
宮
浦
、
真
浦
両
浦
の

漁
業
生
産
の
相
対
的
低
下
を
招
十
い
た
の
に
対
し
、

「
坊
勢
浦
」
の
漁
業
は
著
し
く
伸
展
し
た
と
み
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
前
期
に
お
い
て
す
で
に
家
島
三
カ
浦
は
現
在
の
地
域
性
の
基
盤
を
形
成
し
て
お
り
、
明
治
中
期
以
降
の
日
本
資
本

主
義
の
展
開
が
よ
り
三
カ
浦
に
そ
れ
ま
で
形
成
さ
れ
て
い
た
異
質
的
要
素
を
明
確
に
引
き
出
し
た
と
言
え
、
三
カ
浦
は
そ
れ
ぞ
れ
対
抗

(
刺
激
)
形
態
を
と
り
つ
つ
、

か
つ
外
的
な
影
響
に
対
応
し
な
が
ら
個
々
の
地
域
の
機
能
的
特
性
を
伸
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
す

ま
す
そ
の
異
質
性
を
強
め
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

門
付
記
〕
日
頃
よ
り
御
指
導
を
賜
わ
っ
て
い
る
関
西
大
学
地
理
学
教
室
の
諸
先
生
方
や
、
最
初
の
現
地
調
査
以
来
す
で
に
六
か
年
、
お
世
話
に
な
り
続

け
て
い
る
現
地
家
島
町
村
角
源
穂
・
村
岡
正
尚
両
氏
を
は
じ
め
、
同
町
役
場
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
昭
和
四
七
年
度
関
西

大
学
文
学
部
に
お
け
る
卒
業
論
文
の
一
部
で
、
昭
和
田
九
年
歴
史
地
理
学
会
大
会
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
を
修
正
、
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

j主

(
1
)
 
地
域
の
形
成
を
問
題
に
し
て
い
る
研
究
は
こ
の
視
角
か
ら
の
分
析
が
多
い
。



(
2
)
 

明治初期における家島諸島の三つの浦

関
西
大
学
地
理
学
教
室
学
生
有
志
「
家
島
諸
島
誌
」
(
『
地
理
』
一
六
巻
九

t
一
一
一
号
、
昭
和
四
六
年
)
。

平
岡
昭
利
「
近
世
J
明
治
前
期
に
お
け
る
家
島
諸
島
の
漁
業
形
態
に
つ
い
て
」
(
『
関
西
大
学
文
学
部
史
学
科
創
設
二
十
五
周
年
記
念

史
学
論
集
』
|
史
泉
五

O
号
|
、
昭
和
五

O
年)。

(
3
)

同
様
な
指
摘
は
以
下
の
書
物
、
論
文
に
も
見
ら
れ
る
。
長
尾
良
『
地
下
の
島
』
(
ぐ
ろ
り
あ
そ
さ
え
て
、
昭
和
一
七
年
)
四
九
頁
。
大
見
重
雄

「
家
島
群
島
」
(
『
し
ま
』
九
巻
一
号
、
昭
和
三
八
年
)
一
ニ

O
頁
。
甲
南
大
学
人
文
地
理
研
究
会
『
え
く
め
ね
』
創
刊
号
(
昭
和
三
九
年
)
。
な
お
、
産

業
に
限
ら
ず
、
集
落
聞
の
通
婚
や
行
政
機
能
な
ど
に
も
相
違
、
分
立
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
前
掲
注

(
2
)
に
ふ
れ
て
あ
る
。

(
4
)

土
問
木
武
一
「
離
島
産
業
の
展
開
条
件
に
関
す
る
研
究

(E)
」
(
『
長
崎
大
学
水
産
学
部
研
究
報
告
』
第
三
四
号
、
昭
和
四
七
年
)
八
七
頁
。

(
5
)

寛
延
二
年
家
島
明
細
帳
に
よ
る
。
家
島
町
役
場
所
蔵
。

(
6
)

関
山
直
太
郎
『
近
世
日
本
の
人
口
構
造
』
(
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
三
年
)
一
一
二
八
一

t
九
頁
の
数
値
を
も
と
に
指
数
は
筆
者
の
計
算
に
よ
る
。

(
7
)

一
最
芳
秋
「
わ
が
国
近
世
島
腕
人
口
」
(
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
一
四
号
、
昭
和
四
七
年
)
六
九
頁
。

(
8
)

同
右
、
七
二
頁
。

(
9
)

宮
浦
、
坊
勢
浦
か
ら
「
浦
」
の
字
を
削
除
し
現
地
名
に
な
っ
た
の
は
大
正
六
年
で
あ
り
、
こ
の
章
以
下
、
明
ら
か
に
現
在
の
こ
と
を
示
す
以
外

は
旧
地
名
に
よ
っ
た
。

(
問
)
坊
勢
に
は
、
戦
前
ま
で
寺
院
が
な
く
家
島
本
島
の
宮
、
真
浦
の
ニ
寺
の
檀
家
に
属
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
推
察
さ
れ
う
る
。
な
お
、
こ
の

二
つ
の
寺
院
の
過
去
帳
を
調
べ
て
み
る
と
、
江
戸
中
期
か
ら
坊
勢
浦
の
人
名
が
み
ら
れ
る
。

(
U
)

河
野
通
博
「
瀬
戸
内
海
の
上
向
型
底
曳
網
漁
村
l
瀬
戸
内
海
島
興
部
に
お
け
る
半
農
半
漁
村
の
経
済
地
理
学
的
研
究
員
四
号
|
」
(
『
岡
山
大
学

法
文
学
部
学
術
紀
要
』
二
八
号
、
昭
和
四
三
年
)
。

(
臼
)
こ
れ
ま
で
漁
獲
量
の
増
加
、
加
え
て
魚
価
の
高
騰
に
よ
っ
て
、
内
海
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
経
営
を
維
持
し
続
け
て
来
た
が
昭
和
四
八
年
八
月

に
み
ら
れ
た
養
殖
ハ
マ
チ
大
量
死
や
そ
の
後
の
赤
潮
の
発
生
に
象
徴
さ
れ
る
漁
場
荒
廃
は
、
今
後
の
漁
業
経
営
に
対
す
る
不
安
を
投
げ
か
け
た
。

(
臼
)
宮
本
常
一
『
日
本
の
離
島
』
第
一
集
(
未
来
社
、
昭
和
三
五
年
)
一
一
一
一
一
一
頁
。

(
日
比
)
兵
庫
県
水
産
試
験
場
『
兵
庫
県
漁
業
慣
行
録
』
第
一
巻
、
戯
水
漁
業
之
部
(
昭
和
一
六
年
)

O

(
臼
)
同
右
、
参
考
書
巻
九
、
播
磨
国
飾
束
郡
。

(
同
)
「
庶
務
関
係
往
復
決
議
綴
」
(
宮
浦
外
一
ケ
浦
戸
長
役
場
、
明
治
一
一
一
年
)
家
島
町
役
場
所
蔵
。

日
本
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(
げ
〉
日
本
学
士
院
編
『
明
治
前
日
本
漁
業
技
術
史
』
(
日
本
学
術
振
興
会
、
昭
和
一
一
一
一
一
年
)
四
六
八
頁
。

(
凶
)
河
野
通
博
『
漁
業
用
益
形
態
の
研
究
』
(
昭
和
三
六
年
)
六
一
頁
。

(
四
)
「
農
商
務
通
信
事
項
」
(
「
庶
務
関
係
往
復
並
決
議
綴
宮
浦
外
一
ケ
浦
戸
長
役
場
」
所
収
、
明
治
一
八
年
)
家
島
町
役
場
所
蔵
。

関
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
早
く
か
ら
打
瀬
網
漁
の
盛
ん
で
あ
っ
た
紀
州
方
面
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
却
)
山
口
和
雄
編
『
現
代
日
本
産
業
発
達
史
抑
制
・
水
産
』
(
日
本
産
業
発
達
史
研
究
会
、
昭
和
田

O
年
)
四
七
頁
。

(
幻
)
前
掲
注
(
団
〉
六
四
頁
。

(
詑
)
坊
勢
島
に
て
桂
氏
よ
り
聴
取
。

(
幻
)
家
島
群
島
学
術
調
査
団
編
『
家
島
群
島
』
(
神
戸
新
聞
社
、
昭
和
三
七
年
)
一
五
七
頁
。

(
鎚
)
前
掲
注
(
日
)
所
収
。

(
お
)
「
漁
業
上
漁
具
漁
期
取
調
英
状
」
前
掲
注
(
叩
)
所
収
。

(
却
)
「
漁
夫
経
済
表
」
前
掲
注
(
団
)
所
収
。

(
幻
)
「
庶
務
関
係
往
復
並
決
議
綴
」
(
家
島
宮
浦
外
一
ケ
浦
戸
長
役
場
、
明
治
一
一
一
年
)
所
収
、
家
島
町
役
場
所
蔵
。

(
泊
)
(
却
)
家
島
町
役
場
所
蔵
。

(
ぬ
)
「
諸
願
伺
届
並
書
上
物
」
(
宮
浦
扱
所
、
明
治
八
年
)
所
収
、
家
島
町
役
場
所
蔵
。

(
包
)
家
島
石
材
採
掘
組
合
に
お
い
て
、
免
許
さ
れ
て
い
る
丁
場
主
の
本
籍
地
を
調
べ
た
結
果
で
あ
る
。
例
外
的
に
地
元
資
本
の
丁
場
が
一
カ
所
あ
っ

た
。
な
お
、
丁
場
主
、
従
事
者
の
中
に
は
外
国
人
(
韓
国
人
)
が
多
数
見
ら
れ
た
が
定
住
が
新
し
い
故
に
ふ
れ
な
か
っ
た
。

(
担
)
前
掲
注
(
却
)
所
収
。

(
お
)
(
鎚
)
(
お
)
家
島
町
役
場
所
蔵
。

(
部
)
「
人
民
諸
願
伺
届
書
綴
」
(
宮
浦
外
一
ケ
浦
戸
長
役
場
、
明
治
一
八
年
)
所
収
、
家
島
町
役
場
所
蔵
。

(
訂
)
「
人
民
諸
願
伺
届
控
綴
」
(
宮
浦
外
一
ケ
浦
戸
長
役
場
、
明
治
一
一
一
年
)
所
収
、
家
島
町
役
場
所
蔵
。

(
甜
)
「
進
達
録
」
(
家
島
真
浦
戸
長
役
場
、
明
治
一
九
年
)
所
収
、
家
島
町
役
場
所
蔵
。

(
羽
)
長
尾
良
前
掲
注

(
3
)
四
六
頁
。

(
補
注
)
表
の
作
成
に
関
し
て
は
、
注
(
日
)
の
河
野
論
文
の
研
究
成
果
を
参
考
、
そ
の
一
部
を
借
用
し
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
置
き
た
い
。

た
だ
し
、
発




