
わ
が
国
に
お
け
る
海
士
集
落
の
変
貌

ー

l
五
島
列
島
宇
久
島
平
を
事
例
と
し
て
|
|

田

畑

久

夫

一
、
問
題
の
所
在

わ
が
国
は
そ
の
四
面
を
海
に
面
し
て
い
る
関
係
か
ら
、
あ
る
い
は
人
口
に
比
較
し
て
耕
地
が
少
な
い
関
係
な
ど
か
ら
、
古
代
よ
り
、
漁

わが国における海士集落の変貌

業
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
で
も
各
地
に
独
特
の
漁
法
が
み
ら
れ
、

し
か
も
そ
れ
ら
は
絶
え
ま
な
い
技
術
的
な
改

良
が
加
え
ら
れ
進
歩
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
一
方
に
お
い
て
は
、
古
代
以
来
の
原
始
的
な
漁
法
を
、

現
在
で
も
、

ほ
ぼ
同
一
の
形
式
で
継
承
し
て
い
る
場
合
も
存
在
す
る
。
潜
水
を
行
な
う
乙
と
に
よ
っ
て
漁
獲
す
る
漁
業
で
あ
る
「
ア
マ
」

漁
業
は
、

こ
れ
に
該
当
す
る
。
小
論
の
主
目
的
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、

ム
ラ
全
体
が
か
か
る
「
ア
マ
」
漁
業
を
専
業
と
し
て
い
る
集
溶

を
、
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
、

そ
の
変
貌
を
論
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

乙
の
「
ア
マ
」
漁
業
を
専
業
と
し
て
い
る
集
落
は
、

一
般
に
、

「
ア
マ
」
集
落
と
総
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
女
子
が
主
と
し
て

漁
踏
に
従
事
す
る
海
女
集
落
と
男
子
が
中
心
と
な
っ
て
潜
水
漁
業
を
行
な
う
海
士
集
落
の
二
つ
の
異
な
っ
た
タ
イ
プ
が
あ
る
。
今
回
の
対

69 

象
は
、
後
者
す
な
わ
ち
海
士
集
落
に
限
定
し
て
、
検
討
を
試
み
る
。
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具
体
的
な
事
例
研
究
に
入
る
前
に
、
「
ア
マ
」
集
落
と
い
う
用
語
が
ま
ず
最
初
に
解
明
さ
れ
る
、
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
漁
村
に

関
し
て
は
、
地
理
学
を
筆
頭
に
他
の
関
連
諸
分
野
|
|
民
俗
学
・
社
会
学
・
国
史
学
な
ど
1

1

ー
に
お
い
て
も
、
多
数
の
研
究
成
果
が
認
め

ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
定
義
は
、
明
確
に
確
定
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
筆
者
な
り
に
漁
村
自
体
の

定
義
を
行
な
う
乙
と
は
非
常
に
意
義
が
あ
る
乙
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
よ
う
な
観
点
か
ら
、
漁
村
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
す
な

わ
ち
、
漁
村
の
生
態
を
理
論
的
か
つ
実
証
的
に
詳
細
に
研
究
を
行
な
っ
た
薮
内
芳
彦
の
見
解
〈
1

〉
を
参
考
に
し
て
、
「
漁
村
と
は
、

そ
の
生

産
形
態
は
、
漁
携
中
心
で
あ
り
、

ム
ラ
ビ
ト
が
そ
れ
に
何
ら
か
の
関
連
を
有
す
る
社
会
集
団
(
凹

2
E
句
ocu)
で
、
漁
業
協
同
組
合
も
し

く
は
そ
れ
に
類
似
す
る
組
織
を
も
っ
集
落
で
あ
る
。
」
と
す
る
の
で
あ
る
玄
〉
。
乙
乙
で
注
目
し
た
い
の
は
、

上
述
の
薮
内
の
強
調
す
る
如

く
、
そ
の
対
象
を
、

一
種
の
社
会
集
団
と
看
倣
す
点
で
あ
る
〈
3

〉O

つ
ま
り
、
漁
法
と
い
う
特
殊
な
生
産
形
態
を
取
る
漁
業
は
、
他
の
社

会
集
団
例
え
ば
農
業
集
団
な
ど
よ
り
も
共
同
体
規
制
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
(
4
〉
。
そ
れ
故
、
他
の
社
会
集
団
同
様
、
資
本
主
義
経
済
の

進
展
に
伴
う
共
同
体
規
制
の
分
解
・
解
体
が
進
行
す
る
な
か
で
、

と
く
に
漁
村
は
、
現
在
で
も
、
共
同
体
と
し
て
の
機
能
を
保
持
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
核
(
中
心
)
と
な
る
の
が
、
現
在
に
お
い
て
は
、
漁
業
協
同
組
合
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
す
る
組
合
組
織
で

あ
る
(
5
〉
。
こ
の
よ
う
な
一
般
的
特
色
を
有
す
る
わ
が
国
の
漁
村
の
な
か
に
お
い
て
、
「
ア
マ
」
集
落
は
、

ど
の
よ
う
な
特
色
を
呈
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
乙
の
「
ア
マ
」
集
落
に
関
し
て
は
、
地
理
学
を
始
め
民
俗
学
(
旦
・
社
会
学
(
7
了
漁
業
経
済
学
〔
8

了
人
類
生
態
学
7
uな

ど
の
諸
分
野
か
ら
の
数
多
く
の
研
究
業
績
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
(
。
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
確
に
「
ア
マ
」
集
落
な
ら
び
に
「
ア
マ
」
漁
業

に
関
し
て
定
義
を
試
み
た
も
の
は
多
い
と
は
い
え
な
い
立
)
O

そ
れ
故
、
既
に
試
み
た
漁
村
の
定
義
を
参
考
に
し
て
、
「
ア
マ
」
集
落
を
以

下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
生
産
形
態
は
、
「
ア
マ
」
に
よ
る
漁
携
で
あ
り
、

ム
ラ
ビ
ト
が
そ
れ
に
何
ら
か
の
関
連
を
有

L
て
い
る
社
会
集
団
で
、
例
え
ば
飽
集
組
合
な
ど
の
組
織
を
有
す
る
ム
ラ
と
す
る
。



か
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
「
ア
マ
」
集
落
は
、
他
の
漁
業
集
落
と
は
異
な
り
、

「
ア
マ
」
に
よ
る
「
ス
モ
グ
リ
」
つ
ま
り
潜
水
に
よ
る
漁

法
と
い
う
低
位
な
漁
揖
技
術
段
階
の
状
態
で
、
現
在
ま
で
漁
業
を
営
ん
で
き
た
漁
村
で
あ
る
と
い
う
点
に
、

そ
の
特
色
を
有
す
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
よ
う
な
低
位
な
漁
携
技
術
段
階
に
あ
る
「
ア
マ
」
集
落
は
、

そ
れ
故
に
、
漁
場
に
お
け
る
資
源
保
存
の
た
め
の
共
同
体
規
制

|
|
例
え
ば
出
漁
期
間
の
制
限
な
ど
i
ー
が
必
須
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
他
の
高
度
な
技
術
を
導
入
し
て
採
貝
な

ど
を
実
施
す
れ
ば
、
社
会
集
団
と
し
て
の
「
ア
マ
」
集
落
の
機
能
は
、
直
ち
に
分
解
・
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。
か
か
る
理
由
か
ら
、

と
く
に
「
ア
マ
」
集
落
で
は
、
従
来
か
ら
の
生
産
関
係
つ
ま
り
潜
水
に
よ
る
漁
業
を
、
現
在
で
も
、
維
持
せ
ざ

る
を
得
な
い
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
乙
乙
に
、
「
ア
マ
」
集
落
の
他
の
漁
村
に
は
認
め
ら
れ
な
い
特
色
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
概
略
し
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
漁
村
の
な
か
で
も
い
わ
ば
特
異
な
位
置
を
占
め
る
「
ア
マ
」
集
落
は
、
既
に
論
じ
た
如

く
、
地
理
学
の
分
野
に
お
い
て
も
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
注
目
に
値
す
る
研
究
と
し
て
は
、
青
野
(
臼
)

わが国における海士集落の変貌

-
村
松
(
日
了
新
宅
(
U
〉
・
池
野
〈
さ
・
藤
村
(
羽
)
・
庄
ノ
(
げ
)
・
大
喜
多
(
路
〉
の
業
績
が
あ
げ
ら
れ
る
(
四
〉
。
こ
の
よ
う
に
多
数
の
研
究
が
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
池
野
の
志
摩
半
島
の
「
ア
マ
」
に
関
す
る
研
究
を
除
く
と
、

そ
の
多
く
は
、
「
ア
マ
」
漁
業
の
経
済
的
側
面
を
中
心

と
し
た
現
状
分
析
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
歴
史
地
理
学
的
な
研
究
は
、
大
変
少
な
い
と
と
が
指
摘
で
き
る
。
か
か
る
事
実
は
、

乙
の
分

野
の
地
理
学
的
研
究
全
体
に
該
当
す
る
が
、

と
く
に
「
ア
マ
」
漁
業
に
関
し
て
は
、
古
文
書
を
含
む
諸
資
料
が
非
常
に
少
な
い
乙
と
や
、

と
り
わ
け
「
ア
マ
」
集
落
の
場
合
、

か
つ
て
わ
が
国
の
山
中
を
ト
チ
・
プ
ナ
な
ど
の
原
木
を
求
め
て
移
動
し
た
木
地
屋
の
如
く
、
漁
場
を

求
め
て
移
動
す
る
と
い
う
場
合
が
多
々
確
認
で
き
、

そ
れ
故
諸
資
料
が
残
存
し
な
か
っ
た
乙
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

71 
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二
、
「
ア
マ
」
お
よ
び
「
ア
マ
」
漁
業
の
一
般
的
性
格

「
ア
マ
」
集
落
の
よ
り
具
体
的
な
実
態
把
握
の
た
め
、

そ
の
特
色
の
核
で
あ
る
「
ア
マ
」
お
よ
び
「
ア
マ
」
漁
業
の
検
討
か
ら
始
め
よ

ぅ
。
一
般
に
、
「
ア
マ
」
と
は
、
『
水
中
に
潜
り
貝
な
ど
を
と
る
漁
業
者
で
あ
る
』
〈
恕
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
「
ア
マ
」

に
よ
る
漁
業
は
、

ほ
と
ん
ど
そ
の
漁
法
に
お
い
て
変
化
が
な
く
継
承
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
二
十
年
頃
よ
り
メ
ガ
、
不
(
色

お
よ
び
「
フ
ン
ド
ウ
」
(
ぎ
の
導
入
に
よ
り
、
最
大
限
二

O
尋
(
約
三
六
メ
ー
ト
ル
)
近
く
ま
で
も
潜
水
可
能
と
な
っ
た
。
か
か
る
変
化
だ

け
が
古
代
よ
り
の
伝
統
的
な
漁
法
の
推
移
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

乙
乙
二

O
年
来
、
「
ア
マ
」
の
潜
水
時
に
お
け
る
ウ
エ
ッ
ト
・
ス

l

ツ
の
着
用
が
多
く
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
従
来
か
ら
の
「
ア
マ
」
漁
法
の
形
態
上
の
最
大
の
特
色
と
看
倣
さ
れ
て
き
た
「
ス
モ
グ
リ
」
は
、

急
に
減
少
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、

ア
ク
ア
ラ
ン
グ
な
ど
が
利
用
さ
れ
始
め
、

そ
の
使
用
に
よ
る
「
密
漁
」
も
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
ア
マ
」
漁
業
は
、
現
在
、
多
く
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
如
く
、
種
々
の
問
題
を
現
時
点
で
有
し
て
い
る
「
ア
マ
」
漁
業
は
、
従
来
一
般
に
女
性
の
職
業
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
多

か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
岩
崎
繁
野
の
調
査
8
〉
の
結
果
を
参
照
し
て
も
、
現
在
で
は
、
男
性
の
方
が
量
的
に
多
い
乙
と
が
判

明
し
て
い
る
。
乙
の
よ
う
に
、
「
ア
マ
」
漁
業
は
、
男
・
女
と
も
従
事
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
ど
ち
ら
が
先
に
開
始
し

た
か
は
、
断
定
で
き
な
い
。

主
要
な
「
ア
マ
」
集
落
の
分
布
は
、
第
一
図
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

そ
の
正
確
な
実
態
は
、
把
握
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
「
ア
マ
」
が
、
現
在
、
潜
水
以
外
の
方
法
で
、
魚
貝
類
を
捕
る
場
合
も
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
五
島
列
島
小
値
賀
島
笛

吹
(
ぎ
に
み
ら
れ
る
如
く
、

ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
な
ど
の
貝
類
を
一
定
の
期
聞
に
潜
水
し
て
捕
り
、

そ
の
他
の
期
聞
に
お
い
て
は
、
他
の
漁



い
集
落
も
あ
り
、

民
同
様
、
ブ
リ
・
イ
カ
・
サ
パ
な
ど
の
漁
類
を
楠
獲
し
て
い
る
と
い
弓
事
実
が
認
め
み
れ
ろ
。
し
か
も
、

そ
の
後
者
の
収
入
の
方
が
多

さ
ら
に
出
漁
期
間
も
長
い
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
の
ζ

と
は
、
例
示
し
た
笛
吹
の
海
士
に
関
し
て
い
え
ば
、
大
正
時

代
ま
で
は
、
海
士
が
一
年
中
潜
水
漁
業
に
の
み
従
事
し
て
お
り
、
古
来
よ
り
の
伝
統
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
他
の
漁
法
の
飛
躍

的
な
技
術
発
達
の
結
果
、
資
源
保
存
の
た
め
に
出
漁
期
日
の
制
限
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
の
事
例
に
典
型

わが国における海士集落の変貌

ロ海士集?喜

X i毎女集落
三j延喜式記載の緩貢納国調
川 同上 庸

/11 同上 中男作物

園調・府・中51作物すべて貢納する
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おもな「アマ」集落の分布

出所:瀬川清子(1970)If'海女dl(未来社〕

宮本常一(1975)If'海の民dl(未来社〕

などより作成

第 1図

的
に
認
め
ら
れ
る
如
く
、
現
在
、

一
年
中
潜
水
の
み
を
行
な
っ
て
い
る

「
ア
マ
」
は
、

ど
く
一
部
の
地
域
(
対
馬
の
曲
な
ど
〉
を
除
き
皆
無
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
第
一
図
で
は
、
「
ア
マ
」
漁
業
が
、

漁
獲
量
に
お
い
で
あ
る
一
定
の
量
を
占
め
る
か
、
あ
る
漁
獲
物
(
例
え

ば
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
)
な
ど
の
大
半
を
、

乙
の
漁
法
に
よ
っ
て
行
な

っ
て
い
る
ム
ラ
を
中
心
に
、

そ
の
分
布
図
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

ζ

の
第
一
図
よ
り
、
北
海
道
を
除
く
東
北
か
ら
九
州
南
部
に
ま
で
、

「
ア
マ
」
集
落
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
、
第

図
に
図
示
し
た
集
落
以
外
に
、
例
え
ば
下
北
半
島
の
尻
屋
崎
の
有
名
な

海
士
集
落
を
筆
頭
に
数
カ
所
の
「
ア
マ
」
集
落
の
記
入
も
れ
が
認
め
ら

れ
る
。
か
か
る
集
落
は
、
現
時
点
で
は
ま
っ
た
く
「
ア
マ
」
に
よ
る
漁

業
を
実
施
し
て
い
な
い
か
実
施
し
て
い
て
も
ど
く
少
人
数
で
あ
る
と
い

う
理
由
か
ら
、
本
図
で
は
割
愛
し
て
あ
る
。
さ
ら
に
、
沖
縄
地
方
を
中
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、い乙、
j
l
 
い
わ
ゆ
る
糸
満
系
漁
民
に
よ
る
漁
業
集
落
が
多
く
確
認
で
き
る
が
、
彼
ら
の
主
要
な
漁
法

i
|追
い
込
み
漁
ー
ー
ー
は
、
「
単
身
で

小
舟
を
潜
ぎ
魚
あ
れ
ば
潜
っ
て
捕
う
と
い
う
状
態
」
(
お
〉
で
あ
り
、
全
員
が
潜
水
を
行
な
う
の
で
、
「
ア
マ
」
漁
業
の
一
種
と
看
倣
せ
る

が
、
彼
ら
は
石
垣
・
宮
古
両
島
か
ら
種
子
島
ま
で
の
地
域
の
ほ
と
ん
ど
の
漁
村
に
移
動
し
て
き
た
の
で
、
今
回
は
、
北
海
道
同
様
省
略
し

た(お
J
O

こ
の
第
一
図
の
全
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
東
北
お
よ
び
九
州
の
両
地
方
に
海
士
集
落
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
ま
ず
最
初
に
指

摘
で
き
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
以
外
と
し
て
は
、
中
部
・
近
畿
・
関
東
の
諸
地
方
の
太
平
洋
側
に
お
い
て
は
、
海
女
集
落
が
濃
厚
に
分
布
し

て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
、
気
候
上
潜
水
が
で
き
な
い
北
海
道
を
除
く
全
国
に
広
く
分
布
す
る
「
ア
マ
」
集
落
は
、
前
項

で
も
若
干
論
じ
た
如
く
、
二
カ
所
の
異
な
っ
た
根
源
地
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
地
域
を
有
す
る
。
そ
の
各
々
か
ら
移
動
し
、
定
着
し
て
ム
ラ

を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
事
実
は
、
個
々
の
「
ア
マ
」
集
落
に
古
来
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
伝
承
な
ど
か
ら
類
推
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
よ
う
な
伝
承
を
も
た
な
い
「
ア
マ
」
集
落
も
多
く
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
根
源
地
と
称
せ
ら
れ
て
い
る

場
所
は
、
第
一
が
福
岡
県
宗
像
郡
鐘
ケ
崎
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
分
派
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
集
落
は
例
え
ば
山
口
県
大
浦
の
海
士
集
落
・

石
川
県
舶
倉
島
の
海
女
集
落
な
ど
、
多
数
存
在
す
る
。
と
く
に
乙
の
分
派
は
、
北
九
州
・
瀬
戸
内
海
の
両
地
方
に
多
く
分
布
す
る
と
い
う

特
色
を
も
っ
(
幻
〉
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
も
の
は
、
糸
満
系
漁
民
に
よ
る
も
の
で
、
沖
縄
・
南
九
州
・
四
国
の
太
平
洋
側
な
ど
に
と

く
に
多
く
の
集
落
が
分
布
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
事
実
は
、
前
者
が
い
わ
ゆ
る
家
船
の
根
拠
地
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
で
、

「
ア
マ
」
集
落
と
家
船
と
の
関
速
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
な
ろ
う
〈
号
。

上
述
の
よ
う
に
、
全
国
に
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
分
布
す
る
「
ア
マ
」
集
落
の
起
源
に
関
し
て
は
、

ま
だ
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
面

が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
ア
マ
」
集
落
の
中
心
で
あ
る
「
ア
マ
」
漁
業
は
、
古
代
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、

ま
た
疑
え
な
い



事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
三
世
紀
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
『
貌
志
倭
人
伝
』
の
中
の
末
慮
国
(
却
〉
に
関
す
る
記
述
の
中
に
は
、

「
好
捕
魚
鰻
、

水
無
深
浅
、
品
目
沈
没
取
之
」
(
岩
波
文
庫
本
)
と
み
え
、

さ
ら
に
、
邪
馬
蓋
(
士
宮
)
固
に
関
す
る
記
述
の
一
節
に
も
、

男
子
無
大
小
、
皆
鯨
面
文
身
、
自
古
以
来
、
其
使
詣
中
園
、
皆
自
稽
大
夫
、
一
夏
后
少
康
之
子
、
封
於
舎
稽
、
断
髪
之
身
、
以
避
絞
龍
之
害
、
今
倭
水
入
、

好
沈
没
捕
魚
蛤
、
文
身
亦
以
厭
大
水
禽
、
後
稽
以
為
飾
、
諸
岡
文
身
各
異

(
岩
波
文
庫
本
・
傍
線
筆
者
〉

と
記
さ
れ
、
当
時
よ
り
男
女
が
潜
水
し
て
、
魚
貝
類
を
捕
獲
し
て
い
た
乙
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
八
世
紀
に
成
立
し
た
「
風
土
記
」
の
な

か
の
一
書
の
『
肥
前
風
土
記
』
の
値
嘉
の
郷
の
一
部
に
は
、

嶋
則
有
-
一
積
榔
木
蘭
枝
子
蓮
子
黒
葛
筆
篠
木
綿
荷
克
一
海
則

有
-
一
飽
螺
鯛
鯖
雑
魚
海
藻
海
松
雑
海
菜
一
彼
白
水
郎

(
中
略
)

此
嶋
白

富
一
一
於
馬
牛
一

(
日
本
古
典
文
学
大
系
本

傍
線
筆
者
)

害
貌
似
ニ
隼
人
-

恒
好
-
一
騎

と
記
載
さ
れ
、
文
中
の
傍
線
部
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
ア
マ
」
は
白
水
郎
と
印
さ
れ
飽
・
螺
な
ど
の
貝
類
、
鯛
・
鯖
な
ど
の
魚
類
お
よ
び

わが国における海士集落の変貌

海
松
を
始
め
と
す
る
各
種
の
海
藻
を
捕
獲
し
て
お
り
、
付
近
に
定
着
し
て
い
た
乙
と
が
判
明
す
る
。
彼
ら
は
、

乙
の
よ
う
に
各
種
の
魚
貝

類
を
捕
獲
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

と
り
わ
け
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、

ア
ワ
ビ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
延
喜
式
』
主
計
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
る
内
容
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。
第
一
図
に
は
、

そ
の
記
載
が
確
認
で
き
る
旧
国
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
み
る
と
、
肥
前
・

筑
前
の
両
国
に
は
、

と
く
に
ア
ワ
ビ
の
捕
獲
が
多
量
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
調
・
庸
・
中
男
作
物
の
全
て
に
そ
の
記
載
が
認
め
ら
れ
る
。
か

よ
う
に
、
「
ア
マ
」
漁
業
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
捕
獲
物
で
あ
っ
た
ア
ワ
ビ
は
、
当
時
、
ど
の
よ
う
に
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

同
様
に
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、

御
取
娘
、
着
v
耳
綬
各
四
斤
。
批
羅
鰻
六
斤
。
烏
子
鰻
。
都
都
伎
綾
各
二
斤
。
放
耳
綾
三
斤
五
両
。
長
鰻
。
短
鰻
。
凡
鰻
。
串
鰻
。
横
串
鰻
。
細
割
腹
。

志
露
鮫
。
火
焼
鰻
。
羽
割
腹

o
E腹
。
薄
鍍
各
六
斤
。
当
時
嶋
。
(
中
略
)
・
腐
耳
綾
十
四
斤
。
甘
鮪
綬
廿
八
斤
。
飴
腹
。

75 
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(
国
史
大
系
本
、
主
計
上
よ
り
)

と
あ
り
、
各
種
の
加
工
法
が
あ
っ
た
乙
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
名
称
か
ら
加
工
法
が
類
推
さ
れ
る
も
の
(
串
鰻
・
火
焼
鰻

な
ど
)
も
あ
る
が
、
名
称
の
み
で
は
、

ど
の
よ
う
に
加
工
し
た
も
の
か
不
明
な
も
の
も
存
す
る
。
瀬
川
翁
)
の
研
究
な
ど
に
よ
る
と
、
文

中
に
み
え
る
長
鰻
と
は
、
「
の
し
」
と
も
称
し
、
生
ア
ワ
ビ
を
長
く
さ
い
て
乾
燥
し
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
短
鰻
と
は
、
同
様
に
短
か
く

さ
い
て
乾
燥
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
、

ア
ワ
ビ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
貯
蔵
に
適
す
る
よ
う
に
加
工
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

以
上
、
「
ア
マ
」
お
よ
び
「
ア
マ
」
漁
業
に
関
し
て
、
主
と
し
て
古
文
献
か
ら
の
検
討
を
通
し
て
、

そ
の
性
格
の
一
端
を
論
じ
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
「
ア
マ
」
漁
業
は
、
古
代
よ
り
多
く
の
地
域
で
実
施
さ
れ
て
い
た
乙
と
な
ら
び
に
ア
ワ
ビ
が
現
在
と
同
様
「
ア
マ
」
漁
業
に

お
け
る
主
要
な
捕
獲
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

一
ニ
、
地
域
の
概
略

「
ア
マ
」
漁
業
は
、
古
代
以
来
、
前
項
で
論
じ
た
一
般
的
な
性
格
を
保
持
し
つ
つ
、

そ
の
伝
統
的
な
技
術
を
維
持
し
て
き
た
。
そ
乙

で
、
そ
の
よ
う
な
漁
業
に
、

ム
ラ
単
位
で
専
業
的
に
従
事
し
て
い
る
集
落
を
選
定
し
て
、
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
、

そ
の
変
貌
を
検

討
し
て
い
く
。

北
九
州
の
沿
岸
部
に
は
、

こ
の
種
の
「
ア
マ
」
集
落
が
多
く
存
在
す
る
。
と
く
に
乙
の
地
域
は
、
「
ア
マ
」
の
根
源
地
の
一
つ
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
る
鐘
ガ
崎
に
近
い
た
め
か
、

そ
の
地
を
発
祥
の
地
と
称
す
る
集
落
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
対
馬
の
曲
に
は
一
三
九
八
(
応

永
五
)
年
に
、
同
じ
く
豆
酸
に
は
一
五
回
二
(
天
文
十
一
)
年
に
、
鐘
ガ
崎
か
ら
移
動
し
て
き
た
乙
と
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
残
存
し
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て
い
る
古
文
書
な
ど
か
ら
確
認
で
き
る
(
む
な
さ
ら
に
、

第
二
図
に
み
ら
れ
る
鐘
ガ
崎
・
大
瀬
戸
の
両
集
落
の
よ
う
に
、

典
型
的
な

ー-，;

ア

マ
」
集
落
で
あ
る
と
同
時
に
家
船
の
根
源
地
で
も
あ
っ
た
ム
ラ
も
存
在
す
る
。
乙
の
点
は
、
前
項
で
も
指
摘
し
た
乙
と
で
あ
る
が
、
今
後

「
ア
マ
」
集
落
を
検
討
す
る
場
合
、

そ
の
関
連
に
も
論
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
息
わ
れ
る
。
な
お
、
第
二
図
に
み
ら
れ
る
八
幡
・
笛

吹
の
如
く
、
伊
勢
あ
る
い
は
紀
伊
・
熊
野
地
方
〈
ぎ
か
ら
移
動
し
て
き
た
と
い
う
「
ア
マ
」
集
落
も
存
在
す
る
こ
と
も
、

乙
の
地
域
の
特

色
と
な
っ
て
い
る
。

乙
の
よ
う
に
種
々
興
味
あ
る
問
題
を
内
包
し
て
い
る
北
九
州
地
方
の
「
ア
マ
」
集
落
な
の
で
あ
る
が
、

五
島
列
島
内
で
は
、
笛
吹
・
戸

楽
お
よ
び
平
の
三
カ
所
の
み
し
か
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
い
ず
れ
も
が
、
海
士
集
落
で
あ
る
乙
と
は
、
注
目
に
値
す
る

a
z

ま
た
、
戸
楽
の
海
士
集
落
は
、
平
か
ら
の
移
転
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
告
。

研
究
対
象
で
あ
る
平
の
海
士
集
落
(
き
が
存
す
る
宇
久
島
は
、

五
島
列
島
の
最
北
端
に
位
置
し
、
寺
島
を
そ
の
附
属
島
と
し
て
も
っ
て

い
る
。
宇
久
島
は
、
第
三
図
に
み
ら
れ
る
如
く
、
東
西
約
八
キ
ロ
、
南
北
約
七
キ
ロ
、
周
囲
約
二
五
キ
ロ
の
島
で
、
人
口
は
六
三
三
八
人

(
昭
和
五
十
四
年
現
在
)
で
あ
る
が
、
他
の
離
島
同
様
、
人
口
減
少
が
続
い
て
い
る
。
行
政
的
に
は
、

一
島
(
寺
島
を
含
む
)
で
、
字
久

町
を
構
成
し
、
ま
た
経
済
的
に
は
、
佐
世
保
市
と
密
接
に
連
絡
し
あ
っ
て
い
る
。
島
民
の
交
通
の
便
は
、

フ
ェ
リ
ー
が
中
心
で
、
佐
世
保

-
博
多
に
は
、
各
々
一
日
一
便
で
あ
る
が
運
行
さ
れ
て
い
る
。
島
の
中
央
部
に
は
、
石
英
安
山
岩
の
ト
ロ
イ
デ
式
火
山
と
し
て
有
名
な
城

ガ
岳
(
二
五
八
・
七
メ
ー
ト
ル
)
が
位
置
す
る
。
乙
の
山
麓
一
帯
の
丘
陵
地
に
か
け
て
は
、

五
島
牛
と
称
さ
れ
て
い
る
和
牛
の
放
牧
が
み

ら
れ
、

ま
た
開
放
さ
れ
た
放
射
状
の
谷
で
は
、
水
田
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
飯
米
は
自
給
程
度
、
和
牛
は
今
後
の
発
展
が
期

侍
さ
れ
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
宇
久
島
の
主
要
な
経
済
的
基
盤
は
、
従
来
と
同
様
漁
業
で
あ
り
、
ブ
リ
・
タ
イ
・
イ
カ
・
カ

ツ
オ
お
よ
び
海
士
に
よ
る
ア
ワ
ビ
の
捕
獲
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
命
〉

O

一
九
五
五
年
四
月
に
島
内
の
平
村
と
神
浦
村
と
が
合
併
し
た
の
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一一一一+滋流

--->>落流

一一一ーー旧村および漁区境界

一一-D小型定置

→←-:lo'もな刺網

0' 

メ アワビ漁場

A:神浦漁協管理i魚、場
(寺島地先は除く)

B:宇久町漁協管理漁場

出所:宇久町役場，問漁業協同組合，平飽集組合などの資料より作図

で
あ
る
が
、
旧
平
村
は
、
藩
政
当
時
か

ら
の
郷
組
織
を
受
け
つ
ぎ
、
木
場
郷
・

大
久
保
郷
な
ど
の
七
つ
の
郷
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
平
郷
の
な

か
に
、
海
士
集
落
が
あ
り
、

そ
こ
は
浜

宇久島周辺における漁業

方
と
総
称
さ
れ
四
つ
の
字
(
幻
〉
か
ら
形

成
さ
れ
た
。

ζ

の
浜
方
は
、
字
久
島
の

玄
関
に
あ
た
る
平
の
東
部
一
帯
を
占
め

戸
、
、
~
』
O

，，h
y
-
L
V

司ゆ，，
乙
の
海
士
が
い
つ
ど
ろ
か
ら
ア
ワ
ビ

第 3図

の
採
取
を
実
施
し
た
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
平
に
あ
る
旧
家
の
藤
原
家
に
伝

わ
る
備
忘
録
『
蔵
否
輯
録
』
に
は
、

一
八
七
年
(
文
治
三
年
)
に
五
島
藩
主

家
盛
が
来
島
の
折
、

ア
ワ
ビ
三

O
O個

を
献
上
し
た
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ

る
(
お
〉
。
そ
れ
故
、
当
時
既
に
平
で
は
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「
ア
マ
」
漁
業
が
開
始
さ
れ
て
い
た
乙
と
が
判
明
す
る
。
そ
れ
が
現
在
で
も
、
持
続
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
図
に
は
、
宇
久
島
の
現
在
に
お
け
る
漁
場
お
よ
び
ア
ワ
ビ
漁
場
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

乙
の
第
三
図
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に

、
宇
久
島
に
は
、
平
神
・
浦
に
そ
れ
ぞ
れ
漁
業
協
同
組
合
が
設
置
さ
れ
、

そ
の
他
に
も
海
士
独
自
の
組
合
と
し
て
平
飽
集
組
合
と
い
う
組

織
が
存
在
す
る
。
第
三
図
の

A
-
B
の
各
々
の
区
域
は
、
平
・
神
浦
の
漁
業
協
同
組
合
の
管
理
範
囲
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

採
飽
(
ア
ワ
ビ
採
取
)
に
関
し
て
は
、
全
島
の
採
飽
権
を
、
平
飽
集
組
合
が
保
有
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
宇
久
島
周
辺
(
北
共
第
三
九
号

共
同
漁
業
権
漁
場
)
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
漁
業
協
同
組
合
と
飽
集
組
合
の
三
者
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
見

複
雑
な
よ
う
に
感
じ
る
現
況
に
な
っ
た
の
は
、
平
飽
集
組
合
が
旧
専
用
漁
業
権
の
管
理
主
体
と
し
て
、

そ
の
権
利
を
戦
前
よ
り
確
立
し
て

い
た
た
め
で
あ
る
(
君
。
そ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
、
現
在
で
は
、
平
漁
業
協
同
組
合
の
正
組
合
員
は
、
海
士
で
な
く
て
も
自
由
に
ア
ワ
ビ

の
採
貝
は
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
神
浦
漁
業
組
合
員
の
方
は
、

か
つ
て
地
先
漁
場
に
お
い
て
も
採
飽
権
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
が
、
現
在
で
は
、
平
組
集
組
合
に
加
入
す
れ
ば
、

A
区
域
内
で
の
採
飽
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
乙
の
事
実
は
、
次
の

よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
平
の
海
士
に
と
っ
て
は
、
島
の
周
辺
は
す
べ
て
自
分
達
の
採
飽
漁
場
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
採
飽

に
関
す
る
特
権
意
識
が
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
が
一
方
に
お
い
て
は
、
他
の
漁
民
に
対
す
る
排
他
性
と
し
て

表
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
、
平
の
海
土
の
保
守
的
な
性
格
の
一
面
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
な
お
、
第
三
図

ア
ワ
ビ
の
漁
場
を
示
し
て
い
る
。
海
士

に
は
、
例
え
ば
マ
ツ
カ
ノ
ハ
ナ
・
長
崎
鼻
な
ど
の
名
称
が
海
上
に
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
は
、

は
、
そ
の
日
の
潮
流
や
天
候
な
ど
に
よ
っ
て
、
漁
場
を
選
定
す
る
の
で
あ
る
。

四
、
「
ア
マ
」
漁
業
の
変
遷



前
項
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
平
の
海
士
集
落
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
ま
で
、
生
活
を
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
ア

マ
」
漁
業
の
変
遷
を
中
心
に
、
検
討
を
行
な
い
た
い
。

浜
方
の
古
老
の
聞
で
は
、
現
在
で
も
、
以
下
の
よ
う
な
伝
承
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
平
清
盛
の
弟
に
あ
た
る
平
家
盛
が
、
宇
久
島

西
端
の
フ
ナ
カ
ク
シ
(
火
焚
崎
付
近
)
に
流
れ
つ
い
た
。
そ
れ
を
救
助
し
た
の
が
付
近
で
操
業
中
で
あ
っ
た
海
士
達
で
、

そ
の
功
の
た

め
、
彼
ら
は
そ
の
後
、

五
島
一
円
の
ア
ワ
ビ
を
採
取
す
る
お
墨
付
き
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る

(50

こ
の
よ
う
な
伝
承
を
も
っ
平
の
海
士
漁
業
は
、

そ
の
経
営
形
態
の
相
違
に
よ
っ
て
、
以
下
の
三
時
期
に
区
分
で
き
る
。

(一一)

五
島
藩
時
代

平
に
お
い
て
は
、
既
述
の
如
く
、

一
二
世
紀
に
は
、
海
士
に
よ
る
ア
ワ
ビ
の
採
貝
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
制
度
上
そ
の
組

織
が
完
成
す
る
の
は
、
近
世
初
頭
の
五
島
藩
の
成
立
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
地
方
の
小
藩
で
あ
っ
た
五
島
藩
で
は
、
明
飽
(
必
〉
と
称

わが国における海士集落の変貌

さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
乾
燥
ア
ワ
ビ
を
独
占
的
に
藩
の
直
営
事
業
と
し
て
営
み
、
財
政
の
一
助
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
明
飽
は
、
長
崎
に
あ

フ
カ
ヒ

V
・
海
参
(
干
し
ナ
マ
コ
〉
と
と
も
に
、
中
国
へ
出
荷
さ
れ
た
。
平
に
は
、
五
島
藩
の
船
見
役

っ
た
俵
物
役
所
の
手
を
通
じ
て
、

所
が
あ
り
、

そ
乙
で
は
、
近
海
で
採
取
さ
れ
た
ア
ワ
ビ
を
、
明
飽
に
加
工
し
て
い
た
。
そ
の
船
役
所
に
は
、
藩
よ
り
直
接
に
任
命
さ
れ
た

船
役
人
が
常
住
し
て
い
た
。
こ
の
役
人
は
、
平
の
富
裕
な
郷
士
が
あ
た
る
乙
と
に
決
っ
て
い
た

8
)
。
こ
の
船
見
役
は
、
藩
か
ら
年
に
三

石
の
扶
持
を
も
ら
い
、

ア
ワ
ビ
加
工
の
指
揮
・
密
漁
な
ら
び
に
抜
け
売
り
の
取
締
り
を
行
な
っ
た
。
か
よ
う
に
、
明
飽
は
藩
の
財
政
の
大

き
な
収
入
源
に
な
っ
た
の
で
、
潜
水
技
術
を
も
っ
平
の
海
士
に
は
、
領
内
に
お
け
る
ア
ワ
ビ
の
採
取
権
を
与
え
、
彼
ら
が
居
住
す
る
浜
方

に
は
、
米
・
麦
や
薪
炭
の
手
当
を
支
給
し
て
保
護
に
努
め
た

au。
乙
の
よ
う
に
し
て
、

乙
の
期
に
お
い
て
は
、
海
士
は
藩
の
直
営
組
織

81 

の
下
に
置
か
れ
、
採
抱
の
み
に
従
事
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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(

一

一

)

座
方
時
代

明
治
時
代
に
入
る
と
、
長
年
続
い
た
藩
の
直
営
事
業
と
し
て
の
採
貝
は
、
藩
の
廃
止
と
と
も
に
中
止
さ
れ
た
。
が
し
か
し
な
が
ら
、
明

治
九
年
に
提
出
・
許
可
さ
れ
た
「
飽
請
浦
願
」

auに
よ
れ
ば
、
平
の
海
士
は
、
宇
久
島
周
辺
お
よ
び
五
島
列
島
一
円
の
広
大
な
地
域
に

つ
い
て
の
採
飽
権
を
得
、
従
来
ど
お
り
操
行
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
。
乙
の
乙
と
は
、
旧
藩
以
来
の
慣
行
が
、
法
的
に
も
再
確
認
さ
れ

る
形
と
な
っ
た
翁
)
。

か
く
し
て
、
以
前
と
変
り
な
く
広
範
囲
に
わ
た
る
採
飽
権
を
有
し
た
平
の
海
士
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
捕
獲
し
た
ア
ワ
ビ
を
製
品
と
し

て
、
出
荷
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
乙
に
登
場
し
て
く
る
の
が
、
座
方
(
見
座
と
い
う
)
と
呼
ば
れ
る
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
制
度
は
、

一
種
の
株
組
織
の
形
式
を
と
り
、

ア
ワ
ビ
加
工
お
よ
び
製
品
の
出
荷
を
一
手
に
引
受
け
た
。
乙
の
座
方
に
は
、

一
部
の
海
士
が
「
ア
マ
」

漁
業
を
廃
止
し
て
な
り
、
彼
ら
は
、
長
崎
の
貿
易
商
人
と
結
び
、
製
品
を
そ
乙
に
出
荷
し
た
。
明
治
時
代
に
は
、

こ
の
よ
う
な
座
方
は
、

白
石
・
泊
・
松
本
な
ど
五
軒
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
2
1
海
士
が
採
取
し
た
生
ア
ワ
ビ
は
、
座
方
に
買
い
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

直
接
現
金
を
支
払
う
の
で
は
な
く
、
米
・
麦
を
始
め
と
す
る
生
活
必
需
品
で
支
払
わ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
、

そ
の
た
め
前
借

金
が
生
じ
、
座
方
の
権
力
は
よ
り
強
大
な
も
の
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
買
い
と
ら
れ
た
生
ア
ワ
ビ
は
、

座
方
に
よ
っ
て
明
飽
と
さ
れ
、
主
と
し
て
中
国
へ
出
荷
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

ア
ワ
ビ
相
場
の
下
落
な
ど
に
よ
っ
て
、

海
士
の
負
担
は
巨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
の
姿
は
、
断
片
的
に
残
っ
て
い
る
「
平
村
海
士
方
記
録
」

8
〉
(
大
正
十
二
年
月
日
不

詳
)
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。

、
座
方
中
ノ
武
百
円
ヲ
左
ノ
通
配
当
借
入
ル
ル
事
ニ
ス

一
金
八
拾
五
円

白
石
口
口
分
、
金
参
十
円

天
崎
口
口
分
、
金
武
十
五
円

松
本
口
口
分
、
金
武
十
五
円

泊
口
口
分
、
金
武
十
円

絵
本
口
口



分
、
金
拾
五
円

白
石
口
口
分

四
、
右
金
ノ
返
済
期
ヲ
大
亘
十
二
年
旧
六
月
利
息
月
壱
歩
ト
決
ス

(
一
部
省
略
〉

乙
の
資
料
よ
り
判
明
す
る
よ
う
に
、

ζ

の
期
は
、

と
く
に
海
士
に
と
っ
て
は
そ
の
生
活
は
楽
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
か
よ
う
な
状

態
を
打
開
す
る
た
め
に
、
朝
鮮
半
島
の
東
沿
岸
翁
)
や
下
五
島
一
帯
(
思
に
ま
で
強
力
な
船
団
を
組
ん
で
出
漁
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
出
稼

ぎ
形
態
を
と
る
海
士
も
増
加
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

(A) 

朝
鮮
行
き

朝
鮮
半
島
沿
岸
へ
出
漁
す
る
こ
と
を
「
朝
鮮
行
き
」
と
称
し
た
。
期
間
は
大
正
十
四
年
頃
ま
で
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
た
る
採
飽
地
は
、

キ
ヨ

γ
サ

γ

カ

ン

ウ

ォ

ン

チ

ヨ

‘

慶
尚
北
道
・
江
原
道
・
清
津
な
ど
の
沿
岸
で
あ
っ
た
。
出
漁
期
聞
は
、
五
月
初
旬
か
ら
七
月
中
頃
ま
で
で
、

乙
の
期
聞
に
潜
水
可
能
で
あ

っ
た
の
は
、
約
三

O
J
三
五
日
で
あ
っ
た
。
平
の
海
士
集
団
は
、

ア
マ
船
と
称
せ
ら
れ
る
船
に
一
五

1
一
六
名
が
乗
組
み
、

乙
の
ア
マ
船

わが国における海士集落の変貌

一一

1
コ
一
隻
で
一
船
団
を
形
成
し
た
。
海
士
た
ち
が
分
乗
し
た
ア
マ
船
に
は
、
船
頭
・
と
も
お
し
・
ね
り
手
が
各
々
一
名
、
海
士
一
二

1
三

名
が
乗
船
し
た
。
ま
た
採
貝
地
で
の
潜
水
時
に
は
、

四
人
が
同
時
に
潜
水
し
、
他
の
海
士
は
、
「
フ
ン
ド
ウ
ク
リ
」
に
従
事
し
た
。
乙
の

よ
う
に
し
て
「
朝
鮮
行
き
」
は
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

.
フ
サ

γ

人
の
加
工
業
者
が
い
た
釜
山
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
と
い
う
(
巴
。

一
回
の
出
漁
で
一
人
当
り
約
三

O
O貫
の
ア
ワ
ビ
の
水
揚
げ
が
あ
り
、

日
本

(B) 

五
島
行
き

五
島
一
帯
と
く
に
下
五
島
方
面
に
行
く
こ
と
を
、
「
五
島
行
き
」
と
称
し
た
。
そ
の
出
漁
期
間
は
、
七
月

t
八
月
中
旬
ま
で
で
あ
っ
た
。

乙
の
「
五
島
行
き
」
は
、

昭
和
二
十
四
年
の
漁
業
法
改
正
ま
で
継
続
し
て
行
な
わ
れ
た
。
ア
マ
船
に
は
、
七
・
八
名
が
乗
船
し
、

乙
の
ア

83 

マ
船
二

O
隻
と
座
方
船
一
隻
で
船
団
を
構
成
し
た
。

ζ

の
座
方
船
は
、
平
の
座
方
所
有
の
船
で
あ
り
、
「
ア
マ
」
が
採
取
し
た
ア
ワ
ビ
を
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集
荷
し
、
平
ま
で
運
搬
す
る
役
割
が
あ
っ
た
。
か
か
る
「
五
島
行
き
」
の
ア
マ
船
は
、
「
朝
鮮
行
き
」
の
ア
マ
船
と
は
異
な
っ
て
、

と
も

お
し
・
ね
り
手
な
ど
は
乗
船
し
て
い
な
く
、
海
士
の
み
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
出
漁
の
前
日
に
は
、
平
に
あ
る
天
満
宮
で
豊
漁
を
祈
願
し

た
。
宿
泊
は
、

ほ
と
ん
ど
船
内
で
お
乙
な
っ
た
が
、
ま
れ
に
は
上
陸
し
て
宿
泊
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
〈
号
。
目
的
地
に
到
着
す
る
と
、

ア

マ
船
各
船
は
、
各
地
へ
ア
ワ
ビ
を
求
め
て
散
在
し
、
採
貝
に
従
事
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
採
取
さ
れ
た
ア
ワ
ビ
は
、

そ
の
場
で
塩
づ
け

に
さ
れ
た
。
そ
し
て
四
・
五
日
た
つ
と
、
座
方
船
に
、

そ
の
塩
づ
け
ア
ワ
ビ
を
持
ち
込
ん
だ
。
座
方
船
で
は
、

そ
れ
を
四
斗
樽
に
つ
め
、

平
ま
で
運
搬
し
、

そ
乙
で
加
工
さ
れ
、
明
飽
と
し
て
出
荷
さ
れ
た
。

一
回
の
出
漁
期
聞
は
二

O
か
ら
三

O
日
位
で
あ
っ
た
(
町
田
U
O

乙
の
よ
v

つ
に
、

乙
の
期
に
お
い
て
は
、
「
朝
鮮
行
き
」
・
「
五
島
行
き
」
と
呼
ば
れ
る
出
稼
ぎ
形
式
の
出
漁
も
み
ら
れ
た
が
、

そ
の
両
者

に
共
通
の
特
色
は
、

そ
の
資
金
を
座
方
が
出
資
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
期
間
は
、
冬
期
の
二
、
三
カ
月
を
休
業
と

す
る
の
み
で
、
年
中
「
ア
マ
」
漁
業
に
徹
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
平
の
海
士
は
、

乙
の
時
期
に
は
、

か
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。

(C) 

平
飽
集
組
合
以
後

昭
和
初
年
に
な
る
と
、
当
時
の
海
士
方
惣
代
で
あ
っ
た
浦
吉
平
太
郎
な
ど
三
名
が
座
方
組
織
の
廃
止
を
唱
え
て
、
座
方
と
度
々
交
渉
を

重
ね
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
座
方
側
の
拒
否
の
た
め
失
敗
に
終
っ
て
し
ま
う
。
乙
の
時
、

か
か
る
経
緯
を
知
っ
た
平
在
住
の
医
師
古
川
虎

作
は
、
両
者
の
聞
に
入
っ
て
調
整
を
行
な
い
、
昭
和
三
年
に
、
海
士
独
自
の
組
合
で
あ
る
平
飽
集
組
合
な
る
組
織
を
設
立
し
た
の
で
あ

る
Q
〉
。
そ
の
時
の
様
子
は
、
当
時
の
「
規
約
書
」
(
応
〉
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

旧
債
ハ
日
ニ
カ
サ
ミ
生
活
難
ハ
日
ヲ
追
フ
テ
吾
等
ヲ
襲
ヒ
(
中
略
〉
今
ヤ
吾
等
同
業
者
ハ
覚
醒
ノ
時
一
一
ア
リ
将
来
ノ
発
展
ト
現
在
ノ
非
境
ヲ
脱
ス
ベ
ク

旧
慣
ヲ
打
破
シ
挙
テ
相
座
方
ノ
手
ヲ
離
レ
相
互
組
合
ヲ
組
織
シ
(
以
下
省
略
)
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燥(セイロ，天日〉

が
↓ 
燥(セイロ，天日〉
↓ 

明飽

.> 
J 

e 

乾

ゆ

乾

(V) 

(VI) 

(四)

夜

シ

昼
コ
一

オ

(

ビ
↓
け

i
踏
↓
が
↓

ワ

づ
ア

塩

み足

(1) 

(ll) 

(田)

き

注

ゆ

大きいアワビのみ(羽〕→(VIl)を繰り返す。

出所:平飽集組合での聞き取りによる。

(N) 

こ
の
よ
う
な
苦
労
を
乗
り
越
え
た
状
況
は
、

た
と
え
ば
飽
集
組
合
に
残
さ
れ
て
い
る
当
時
の
日

記
の
記
事
か
ら
も
伺
え
る
白
)
O

か
く
し
て
、
明
飽
の
製
造
が
海
士
自
身
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る

乙
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
は
、
第
四
図
に
図
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
製
法
は
、
非
常

に
簡
単
で
あ
る
。
ア
ワ
ビ
オ
コ
シ
と
は
、

ア
オ
カ
ン
に
よ
っ
て
ア
ワ
ビ
を
採
貝
す
る
こ
と
で
あ

る。

ζ

の
よ
う
に
し
て
採
貝
さ
れ
た
ア
ワ
ビ
は
、

四
斗
樽
に
つ
め
ら
れ
て
一
昼
夜
塩
づ
け
に
さ
れ

明飽の加工過程

る
(
第
二
工
程
)
。
そ
の
時
、

ア
ワ
ビ
を
あ
お
む
け
に
伏
せ
て
も
り
あ
が
っ
た
肉
に
塩
を
つ
け
る
の

が
コ
ツ
で
あ
る
と
い
う
(
貯
〉
。
そ
の
後
、
裸
足
で
足
踏
み
を
し
な
が
ら
、
水
を
と
り
換
え
塩
分
を

抜
く
(
第
三
工
程
)
。
そ
の
作
業
が
終
了
す
る
と
、
次
の
工
程
で
あ
る
ゆ
が
き
に
進
む
。
そ
れ
に

は
、
大
き
な
真
水
を
入
れ
た
平
釜
を
使
用
し
、

ア
ワ
ビ
を
入
れ
て
七

0
1八
五
度
で
三
・
四
時
間

煮
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

セ
イ
ロ
に
な
ら
べ
て
乾
燥
さ
せ
る
(
第
五
工
程
〉
。
セ
イ
ロ
に
よ
る
乾

第4図

燥
に
は
、
約
四
・
五
時
間
か
か
り
、

そ
の
後
天
日
に
よ
る
乾
燥
と
な
る
。
乙
の
天
日
に
よ
る
乾
燥

は
、
相
当
の
日
数
を
要
し
、
三
・
四
週
間
も
か
か
っ
た
。
な
お
、

と
く
に
大
き
な
ア
ワ
ビ
で
あ
れ

ば
、
第
四
図
に
み
ら
れ
る
如
く
、

ゆ
が
き
と
乾
燥
の
二
工
程
を
繰
り
返
す
場
合
も
み
ら
れ
た
。
そ

の
場
合
、
繰
り
返
す
乙
と
を
二
番
だ
き
と
称
し
た
。
こ
の
よ
う
な
加
工
過
程
を
経
過
し
て
、
明
飽

と
し
て
出
荷
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
全
工
程
は
、
海
士
の
家
族
(
女
性
)
が
担
当
し
た
。

か
く
し
て
、

こ
の
期
に
な
る
と
、
海
士
自
身
が
上
述
し
た
よ
う
な
過
程
で
始
め
て
加
工
を
行
な

う
と
い
う
乙
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
海
士
が
組
合
を
組
織
し
た
乙
と
に
よ
り
、
共
同
出
荷
が
で
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地場一→ (3)ヤマアテー→仏)潜水一→ (5)着
本 *2

昇一→ (8)休息ー→(め潜水

漁ー→ (2)漁出

フンドウイリともいう。

(4)→(7)をヒトカシラという。

*2 

貝一→ (7)上
*3 

ミートコをたてる。

アオカン使用。

松坂林太郎氏などの談による。

第5図潜水

一→ (6)採

*1 

*3 

出所

き
る
と
い
う
利
点
も
生
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
二
十
四
年
の
漁
業
権
改
正
に
よ
り
、
平
の
海
士

は
、
第
三
図
に
み
ら
れ
る
範
囲
に
、
採
飽
権
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
下
五
島
へ
の
採
貝
は
中
止
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、

と
く
に
最
近
に
お
い
て
は
、
前
項
で
示
し
た
如
く
、
種
々
の
問
題
を
か

か
え
て
い
る
。

五
、
現

i兄

序JI頂

平
の
海
士
漁
業
は
、

そ
の
経
営
主
体
を
、
度
々
変
え
な
が
ら
操
業
を
行
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が

の

ら
、
そ
の
漁
法
に
関
し
て
は
、
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
潜
水
の
過
程
に
お
い
て
も
、
基
本
的

に
は
五
島
藩
当
時
の
も
の
と
同
様
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
当
時
の
潜
水
時
と
同
様
に
、
現
在
に
お
い
て

も
、
ウ
ェ
ッ
ト
・
ス

1
ツ
や
足
ヒ
レ
・
潜
水
帽
の
着
用
は
、
飽
集
組
合
の
規
約
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い

る(邸
)
0

た
だ
し
、
従
来
と
異
な
る
の
は
、
明
治
時
代
中
期
以
後
に
メ
ガ
ネ
(
悶
)
を
、

大
正
七
年
か
ら
は

「
フ
ン
ド
ウ
」
を
使
用
し
て
い
る
点
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
平
の
海
士
は
、
木
綿
製
の
布
と
縄
で
つ
く

っ
た
「
フ
ン
ド
シ
」
を
締
め
、
「
ス
ア
タ
マ
」
に
メ
ガ
ネ
を
着
用
し
、
「
フ
ン
ド
ウ
」
を
か
か
え
て
潜
水

し
、
ア
ワ
ビ
を
お
こ
す
の
で
あ
る
。
か
か
る
過
程
を
図
解
し
た
の
が
、
第
五
図
で
あ
る
。
乙
の
過
程
で
、

個
々
の
海
士
の
技
能
が
問
わ
れ
る
の
は
、
「
山
ア
テ
」
で
あ
る
。
乙
れ
に
失
敗
す
る
と
、
収
獲
が
少
な
く

な
る
の
で
あ
る
白
)
。
潜
水
の
深
度
は
、

一
O
I
一
三
尋
位
(
二

0
メ
ー
ト
ル
前
後
)
で
あ
る
が
、
と
き
に

は
約
三

O
尋
(
三
六
メ
ー
ト
ル
)
も
潜
水
す
る
海
士
も
い
た
。
乙
の
潜
水
持
、
「
フ
ン
ド
ウ
を
か
か
え
て



潜
る
理
由
は
、
早
く
海
底
の
漁
場
に
着
地
す
る
た
め
で
あ
る
。
着
地
が
完
了
す
れ
ば
、
「
フ
ン
ド
ウ
」
を
手
離
す
の
で
あ
る
。
手
離
さ
れ

た
「
フ
ン
ド
ウ
」
は
、
船
上
に
い
る
「
フ
ン
ド
ウ
ク
リ
」
が
回
収
す
る
の
で
あ
る
。
作
業
が
終
了
し
て
上
昇
す
る
と
き
は
、

乙
の
「
フ
ン

一
回
の
潜
水
作
業
が
終
了
す
る
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
、
第
五
図
の
伺
か
ら

帥
ま
で
の
過
程
で
あ
り
、

ド
ウ
ク
リ
」
に
引
き
あ
げ
て
も
ら
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

一
O
ガ
シ
ラ
位
潜
水
し
て

そ
れ
を
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

一
回
の
過
程
を
、
「
ヒ
ト
カ
シ
ラ
」
と
称
し
、

か
ら
、
船
上
で
休
息
す
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
を
、
「
ヒ
ト
シ
オ
」
と
呼
ん
だ
。

ロ海土

X フンドウクリ

A 船頭
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?主
(1)飯たき場

(トリカジ)

出所:平飽集組合での聞きとりより作図

一
日
に
は
六
シ
オ
前
後
の
作
業
を
行
な
う
の
が
一
般
的
で

あ
っ
た
。
海
士
が
乗
組
す
る
ア
マ
船
の
船
内
の
配
置
モ
デ
ル
は
、
第
六
図
に
示
し
た
。
乙
の
船
に

は
、
海
士
が
六

I
五
名
、
「
フ
ン
ド
ウ
ク
リ
」
二
名
、
船
頭
一
名
の
合
計
八
l
九
名
が
乗
り
組
ん

だ
。
「
フ
ン
ド
ウ
ク
リ
」
に
は
、
将
来
海
士
に
な
る
年
少
者
が
従
事
し
た
。
海
士
は
、

オ
モ
カ
ジ

アマ船の船内配置モデル

-
ト
リ
カ
ジ
に
分
か
れ
て
潜
水
し
た
。
な
お
、
「
フ
ン
ド
ウ
ク
リ
」
、
船
頭
を
お
か
な
い
船
ゃ
、
ど

く
最
近
で
は
、

一
人
潜
水
と
よ
ば
れ
る
一
隻
の
船
に
一
人
の
海
士
が
乗
船
し
て
作
業
を
行
な
う
形

態
が
増
加
し
て
き
た
。

現
在
の
平
に
お
け
る
「
ア
マ
」
漁
の
実
態
は
、
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
次
に
種
々
の
統
計
資

料
を
中
心
に
分
析
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
詳
細
な
現
状
把
握
を
行
な
い
た
い
。

第6図

「
ア
マ
」
漁
家
を
含
む
宇
久
町
全
体
の
漁
家
経
営
の
最
近
の
動
向
は
、
第
一
表
に
み
ら
れ
る
通

り
で
あ
る
。
そ
の
第
一
表
か
ら
、
宇
久
町
の
総
経
営
体
数
は
、
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
乙
と

が
判
明
す
る
。
か
よ
う
な
傾
向
は
、
宇
久
町
お
よ
び
神
浦
の
両
漁
業
地
区
と
も
、

ほ
ぼ
同
傾
向
を

呈
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
内
訳
を
比
較
し
て
み
る
と
、
若
干
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
す



88 

53 

164 

209 

1401 

宇久町におげる漁種別経営体数の推移

↓

q
d
 

ウ

t
唱

E
A

50 49 

2181 224 22創

時J
第 1表

類種業漁

宇
久
町
漁
業
協
同
組
合
地
域

建

経営体実数

延べ経営体数

109 136 138 141 釣本

22 3 3 車思P正

ηi6111U|IU  

37 36 36 36 36 36 36 36 網

54 

1291 1361 130 

経営体実数

延べ経営体数

7 

29 29 

7 

30 

7 

26 

車電

釣

延

本

神
浦
漁
業
協
同
組
合
地
域

沖

宇久町産業課資料より。

な
わ
ち
、
前
者
で
は
、
経
営
体
実
数
お
よ
び
延
べ
経
営
体

数
の
両
方
と
も
が
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
の
場

合
、
経
営
体
実
数
の
減
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
延
べ
経
営

体
数
は
一
定
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、

宇
久
町
漁
業
地
区
で
は
、
漁
家
の
廃
業
と
と
も
に
、
漁
民

出所

の
高
年
齢
化
に
よ
る
重
労
働
を
要
す
る
漁
掛
(
一
本
釣

採
飽
)

の
休
・
廃
業
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
神
浦
漁
業

地
区
の
場
合
、

そ
れ
ぞ
れ
の
魚
種
の
経
営
体
数
の
推
移
に

は
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
廃
業
し
た
漁
家

の
分
を
他
の
漁
家
が
補
充
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
廃
業
か
存
続
か
の
二
極
分
解
が
顕
著
に

表
わ
れ
た
結
果
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、

乙
の
第
一
表
で

注
目
す
べ
き
点
は
、
採
飽
が
昭
和
四
十
六
年
か
ら
五
十

年
に
か
け
て
、
約
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
少
を
示
し
て
い

る
事
実
で
あ
る
。
乙
の
乙
と
は
、

と
く
に
海
士
の
高
年
齢

化
に
よ
る
廃
業
お
よ
び
新
規
従
事
者
の
不
足
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
宇
久
町
全
体
の
漁
家
の
実
態
は
、
将
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最近10ヶ年におけるアワビ漁獲量および販売金額第2表

貝鮮造製飽明総水揚

年次

kg(%) 額(円〉kg(%) 額(円)金kg(%) kg(%) 

昭和45年

1， 041，180 1，662 20，236，707 18，284 10，154，211 9，636 29，583 46 

1，579，063 2，507 23，143，475 19，934 13，050，603 10，300 32，741 47 

1，564，540 1， 658 26，903，311 13，137 34，408，640 21，505 36，301 48 

918，480 659 32，442，755 13，752 13，138，560 6， 167 20，579 49 

2，282，705 1， 152 
(5) 

32，207，863 12，676 
(47) 

33，610，434 
、、，ノ0
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n
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26，855 50 

1，308，090 664 20，524，740 8，726 33，866，512 12，267 21，658 51 

2，275，100 1，031 24，462，874 8，644 38，088，945 13，031 22，706 52 

2，752，655 1，144 28，954，869 10，126 38，879，278 13，733 25，004 53 

相
側
側

Q
M慌
酬
明
川
市
時
相
山
町
全
持
出
国
為
門
官

2，937，465 

出所:平飽集組合の資料より作成

1， 149 
(6) 

25，954，520 8，245 
(49) 

22，934，774 7，567 
(45) 

16，961 54 

σ3 
00 
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額

円
25，763 

34，264 

海士 I人 1日当り

出所:平飽集組合資料より作成

金

最近3ヶ年における海士 1人当りのアワビ漁獲量

漁獲量

kg 
10 

12 

延べ人数出漁者数

第3表

出漁日数次

昭和51年

52 

年

28，011 10 53 

来
を
大
き
く
期
待
し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
海
士
の
場
合
は
、
か
か
る

問
題
は
深
刻
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
に
お
い
て
み
ら
れ
た
如
く
、
現
在
、
重
大
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
海
士
の
経
営
状
態
は
、

ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
に
、
第
二
表
に
示
し
た
ア
ワ
ビ
漁
獲
の
推
移
か
ら
検
討
し
よ
う
。
ア

ワ
ビ
は
、
近
年
、
全
体
と
し
て
は
、
昭
和
四
十
八
年
の
コ
エ
ハ
、

0
0
0キ
ロ
余
り
を
ピ

l
ク
に
し
て
、

そ
の
後
、
減
少
傾
向
に
あ
る
。

ζ

の
乙
と
は
、
組
合
員
自
身
の
減
少
に
よ
る
漁
獲
量
の
減
少
な
ら
び

に
「
密
漁
」
な
ど
に
よ
る
漁
場
荒
廃
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
漁
獲
金
額
で
は
、
む
し
ろ

上
昇
し
て
い
る
。
乙
れ
は
、

ア
ワ
ビ
の
単
価
の
上
昇
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
出
漁
日
数
は
、
天

候
・
潮
流
の
影
響
も
あ
り
、
出
漁
期
間
の
約
五

O
パ
セ

l
ン
ト
で
、
年
度
に
よ
っ
て
相
当
変
化
が
み

ら
れ
る
。
乙
乙
数
年
、
海
士
一
人
一
日
当
り
の
平
均
漁
獲
量
は
、

ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
。
乙
の
事
実

は
、
当
地
区
に
お
け
る
資
源
の
利
用
は
、

そ
の
限
界
に
き
て
い
る
乙
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
た
め
、

昭
和
四
十
五
年
度
よ
り
、
採
飽
期
聞
に
は
厳
し
い
制
限
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
巳
。
最
近

数
カ
年
の
出
漁
日
数
お
よ
び
海
士
一
人
当
り
の
漁
獲
高
を
示
し
た
も
の
が
、
第
三
表
で
あ
る
。
次

に
、
こ
の
第
三
表
よ
り
、
読
み
と
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
の
漁
獲
高
に
は
、
個
人
差
が
み
ら
れ

る
。
そ
れ
を
昭
和
五
十
三
年
度
の
実
績
で
示
し
た
の
が
、
第
四
表
で
あ
る
。
乙
の
第
四
表
か
ら
、
漁

獲
量
が
ニ

0
0キ
ロ
未
満
の
海
士
と
一

0
0
0キ
ロ
を
越
え
る
熟
練
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。
と
く
に
前
者
は
、
約
三

O
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
も
存
在
し
、
個
人
差
が
大
き
い
乙
と
を
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第4表採飽の年代別漁獲量および金額(昭和53年度〉

¥¥¥年令|

漁獲 ¥¥¥J 

1-I 
70 

1 

60 50 

3 

40 30 20歳代

91 

8) 
数

2) 1( 1 ~ 400 

5( 12) 

~ 700 . 2 1 I 4( 10) 

~1000 4 7( 17) 

~1500以上 6 1 

50出未満___________________ _____________________~____________~ 2J___1_2_(__~~~ 
~ 100 4 3 7( 17) 

9( 22) 

1 3 ~ 500 

量

金

5( 12) l 1 ~ 150 

6( 15) 3 ~ 200 

5) 2( ~ 250 

額

合計
(労〉

41(100) 
4 
(3) 

10 
(25) 

9 
(21) 

15 
(37) 

2 
(5) (2) 

示
し
て
い
る
。
ま
た
二

O
歳
代
の
海
士

が
一
五

0
0キ
ロ
以
上
も
採
貝
し
て
い

出所:平飽集組合および宇久町役場資料より

る
事
実
が
目
に
つ
く
が
、

一
般
的
な
傾

向
と
し
て
、
年
齢
が
若
い
も
の
ほ
ど
、

そ
の
収
量
が
多
い
こ
と
が
判
明
し
、
採

飽
は
、

一
部
を
除
い
て
、
高
齢
に
な
る

ほ
ど
不
向
き
な
乙
と
も
判
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
漁
獲
金
額
に
目
を
移
す
と
、

そ
れ
が
漁
獲
数
量
と
一
致
し
て
い
な
い

事
例
が
み
ら
れ
る
。
乙
れ
は
、
採
貝
し

た
も
の
に
傷
も
の
が
多
く
、
熟
練
の
未

熟
な
も
の
も
存
在
す
る
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
年
齢
・
熟
練
度

な
ど
に
よ
っ
て
、
漁
獲
金
額
に
は
、
相

当
の
相
違
が
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、

年
収
四

O
O万
円
以
上
の
海
士
も
存
在

す
る
が
、
年
収
五

O
万
円
に
も
満
た
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

アワビ

ベンコ(1)ナワ -イワシナワ -イカ・タイ

ブリ・エビ
メノノ、(2)

ヒジキ

ウニ・ガゼ3'テングサ・カジメ(ι

1 2 3 14 上 1420 
フナ宇漁刀 古ー

15 
七j

15 屋久
年中行事 ダ

神岐 祐t院詣止、 秋祭蘇子蛭→ 、 春
サ ネ圭申じ

安小2三

、ノ り
り (5) り16' (5' 

(4)アラメ

(5)神嶋神社でおこなう

(6)佐賀県鹿島市

出所:平飽集組合宇久町役場資料より作成

(1)キダイ

(2)ワカメの一種

(3)ウニの一種

注

な
い
海
士
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
収
入
が

二
O
O万
円
に
達
し
て
い
な
い
海
士
が
、

四
分
の
三
以
上
も
い

る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
た
め
に
、
従
来
、
潜
水

の
み
を
専
業
と
し
て
従
事
し
て
き
た
平
の
海
士
も
、
採
飽
期
以

外
は
二
本
釣
・
延
縄
な
ど
の
他
の
漁
拐
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
く

ダ

な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、

か
か
る
傾
向
は
、
採
飽
の

、
/ 

出
漁
期
間
の
制
限
と
な
っ
た
。
そ
の
概
略
を
示
し
た
も
の
が
、
第

レ

七
図
で
あ
る
。
と
の
第
七
図
に
よ
る
と
、
夏
期
に
は
、

ア
ワ
ビ

力

漁
が
中
心
で
あ
る
が
、
春
に
は
イ
カ
・
タ
イ
を
、
晩
秋
よ
り
冬

携

に
か
け
て
は
ブ
リ
・
シ
ビ
を
と
い
う
よ
う
に
、
年
中
、
出
漁
し

漁

て
い
る
と
と
が
確
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

メ
ノ
ハ
・
ヒ
、
ジ
キ

第7図

テ
ン
グ
サ
な
ど
海
草
も
多
く
採
取
し
て
い
る
が
、

乙
れ
ら
の
海

草
の
採
取
は
、
主
と
し
て
女
性
の
仕
事
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
海
士
に
と
っ
て
、

ア
ワ
ビ
漁
以
外
の
収
入
は
、
あ

ま
り
期
待
で
き
な
く
て
、
全
収
入
の
三

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満

た
な
い
(
昭
三
し
た
が
っ
て
、
海
士
は
、

そ
の
生
活
基
盤
を
、

採
貝
に
お
く
必
要
が
生
じ
る
。
し
か
し
、

そ
の
ア
ワ
ビ
資
源
は



減
少
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
故
、

ウ
ェ
ッ
ト
・
ス

l
ツ
・
足
ヒ
レ
な
ど
の
規
制
や
出
漁
期
聞
を
制
限
し
て
、
資
源
の
枯
渇
に
対
処
し
て
い
る

の
で
あ
る
が

av
五
島
列
島
の
小
値
賀
島
に
み
ら
れ
る
如
く
、
採
飽
の
総
量
規
制
も
一
つ
の
対
策
で
あ
ろ
う
。

六
、
結

語

こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
の
海
士
集
落
の
変
貌
過
程
を
、
「
ア
マ
」
漁
業
の
変
遷
を
主
た
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
し
て
、
論
を
展
開
し
て
き
た
。

対
象
事
例
と
し
て
論
究
し
た
の
は
、

と
く
に
現
在
で
も
、
従
来
の
漁
業
形
態
が
よ
り
強
固
に
残
っ
て
い
る
宇
久
島
平
の
海
士
集
落
の
み
に

限
ら
れ
た
が
、
わ
が
国
の
伝
統
的
な
海
士
集
落
の
実
態
の
全
般
的
な
動
向
は
、
把
握
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
の
海
土

集
落
は
、
諸
資
料
|
|
と
く
に
江
戸
時
代
以
前
の
史
料
|
|
の
制
約
が
あ
り
、
充
分
検
討
で
き
な
か
っ
た
部
分
も
多
く
認
め
ら
れ
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
か
か
る
点
に
関
し
て
は
、
今
後
、
多
数
の
事
例
研
究
を
イ
ン
テ
ン
シ
ィ
ヴ
に
実
施
す
る
こ
と
で
、
補
い
た
い
と
考
え
て

わが国における海土集落の変貌

い
る
〔
臼
〉
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
明
さ
れ
た
点
も
あ
る
。
平
に
お
け
る
海
士
集
落
の
変
貌
モ
デ
ル
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
系
列
的

な
変
貌
の
概
要
を
把
握
す
る
と
同
時
に
、
平
の
海
士
集
落
の
特
色
を
発
見
し
、
合
わ
せ
て
今
後
の
展
望
を
、
検
討
し
よ
う
と
思
う
。
そ
の

モ
デ
ル
を
図
示
し
た
の
が
、
第
八
図
で
あ
る
。
こ
の
第
八
図
は
、
主
と
し
て
、
「
ア
マ
」
漁
業
を
中
心
に
作
図
し
て
あ
る
。
そ
れ
を
参
照

す
る
と
、
わ
が
国
の
海
士
集
落
の
な
か
で
も
、

と
く
に
平
の
海
士
集
落
に
は
、
海
士
自
身
の
組
合
を
も
ち
、
明
飽
の
製
造
ま
で
も
行
な
っ

て
い
る
と
い
う
著
し
い
特
色
が
確
認
で
き
る
。

次
に
、
平
の
海
士
集
落
の
将
来
に
関
し
て
で
あ
る
が
、

乙
の
点
は
、
既
に
論
じ
た
如
く
、
決
し
て
楽
観
は
許
さ
れ
な
い
。
と
く
に
潜
水

「
密
漁
」
の
問
題
な
ど
は
、
早
急
な
対
策
が
望
ま
れ
る
。
海
士
の
高
年
齢
化
に
つ
い
て
は
、

す
る
者
の
高
年
齢
化
、
資
源
の
枯
渇
、

ウ
二乙

93 

ッ
ト
・
ス

l
ツ
着
用
な
ど
に
よ
り
労
働
作
業
の
負
担
を
軽
く
す
る
こ
と
が
、
資
源
の
枯
渇
に
関
し
て
は
総
量
規
制
が
、
最
後
の
「
密
漁
」
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主な漁具

五
島
藩

フ
ン
ド
ウ

メ
ヵ
、
不

ア
オ
ガ
ン

飽
集
組
合

加工主体

i'!'. 五
島
藩

夏

期

早
春
か
ら
初
夏

i魚

年朝
鮮
半
島

主要漁場

五
島
一
帯

n

宇
久
島
周
辺

絢
集
組
合

経営主体

座

方 方

1887 

期ヰ1

円
H
H
l
H
U
M出

1
1
1
1
1
1
 

1
1
1
1
1
1
1
1
 

1949 

1876 
(明治
9年)

1928 
(昭和
3年)

1980 

注 主に五島一帯で操業するのは座方時代以後である。

出所:宇久町役場・同漁業協同組合・平飽集組合などの資料より作成

に
つ
い
て
は
、
海
士
の
み
で
は
取
締
る
乙
と

は
不
可
能
な
の
で
、
他
の
機
関
と
の
連
絡
を

よ
り
密
接
に
す
る
乙
と
が
考
え
ら
れ
る
。
乙

の
よ
う
に
、
対
策
を
検
討
し
た
が
、

か
か
る

平の海士漁業に関する変貌モデル

問
題
点
の
多
く
は
、
平
の
海
士
の
み
な
ら

ず
、
わ
が
国
の
「
ア
マ
」
集
落
全
般
に
わ
た

り
か
か
え
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
根
は
深
い
の
で
あ
る
。

付
記

第8図

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
数
回
に
わ
た
る
調
査

に
対
し
て
、
多
大
の
示
唆
を
与
え
て
い
た
だ
い

た
松
坂
林
太
郎
氏
を
始
め
と
す
る
平
飽
集
組
合

の
組
合
員
の
方
々
、
宇
久
町
教
育
委
員
会
、
同

産
業
課
な
ど
関
連
諸
官
庁
の
皆
様
に
謝
意
を
表

し
ま
す
。
ま
た
本
研
究
の
端
絡
を
示
さ
れ
た
故

薮
内
芳
彦
博
士
お
よ
び
島
田
正
彦
先
生
な
ら
び

に
絶
え
ず
御
指
導
い
た
だ
い
て
い
る
小
林
・
春

日
・
服
部
・
中
村
の
諸
先
生
を
始
め
と
す
る
大



阪
市
立
大
学
地
理
学
教
室
の
先
生
方
に
は
、
と
く
に
深
謝
致
し
ま
す
。
寺
本
陽
子
氏
に
は
、
調
査
の
同
行
を
得
、
資
料
収
集
の
援
助
を
し
て
も
ら
っ

た
。
な
お
、
本
稿
の
骨
子
は
、
歴
史
地
理
学
会
第
二
四
回
火
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
、
一
部
訂
正
加
筆
し
た
。

註

わが国における海士集落の変貌

(

1

)

薮
内
芳
彦
(
一
九
五
八
)
『
漁
村
の
生
態
|
|
人
文
地
理
学
的
立
場
|
|
』
古
今
書
院
、
二
ニ

l
一
五
頁
。

(

2

)

も
ち
ろ
ん
、
漁
業
が
行
な
え
る
諸
設
備
(
港
湾
な
ど
〉
は
、
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ム
ラ
ビ
ト
も
漁
民
で
あ
る
と
い
う
意
識

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈

3
〉
社
会
集
団
と
い
う
用
語
は
、
地
理
学
、
社
会
学
な
ど
の
分
野
で
主
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
乙
乙
で
は
、
以
下
の
論
文
・
著
作
を
参
照
し
た
。

国
間

HHro也
君
-
G
g
u
)一
会

〔

U
E
E
r
g
o
-
u
o
H
去
。
∞

g
Z
Hロ
自
己
ロ
聞
き
口
問
帥

5
2ロ
間

-
a
n
r
S
E
N
-と
moaH毛
主
臼
口

r
g
〈
R
Z
-
Zロ阻

u
u

肘正日
a
z
o
-
ω
・
乙
の
論
文
は
、

ω仲

O
H
Z
E
E
F
者・

(HUS)日
食

ω
C
H
E
m
g
z
-
0
3
4司
5
3
2
E
E
-
n
Z
∞
5
Z
a
m
-
-
R
E
F
ロ
2
吉田

S
F

凹

H
S
t
H∞
吋
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

固
と
ι
F
』
-
C
-
(
H由自∞〉
HtH，
od〈
阻
止
同
仏

F
R
E
t
o口
口
町
司

O臼マ司
2
0
2自由ロ

ωc己同
-
0
2間
同
回
目
】
}
戸
、
〉
・
〉
・
〉
の
匂
官
・

8
吋、
t
品
H0・

回
目
同
件
。
-
臼
噌
己
目
口
仏
司

E
n
r
o
p
、
吋
民

(
Z
S
Y
6
2
5同ロ

ωo己
主
の
ゆ

O間
SMMruJ
担
問
巳
ロ
〆
〉
・
〉
・
〉
・
。
・
司
問
y
印

UhF，f
由。日・

水
津
一
朗
(
一
九
六
九
)
『
社
会
集
団
の
生
活
空
間
ー
ー
そ
の
社
会
地
理
学
的
研
究
|
|
』
大
明
堂
。

薮
内
芳
彦
(
一
九
七
六
)
『
社
会
地
理
学
論
争
|
|
人
文
地
理
学
の
広
場
|
|
』
古
今
書
院
。

共
同
体
に
関
し
て
は
、
種
々
の
専
門
分
野
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
著
作
を
参
照
し
た
。

ロ
O
B
E向。
o
p
〉

-
G
8
3
u〈
〈
三
回
開

2
2
8
B自己
E
E臥

田

2
5
-
g
v
k
r・ロ・。・品
N

旬開》・

8
吋
1
2
u・

中
村
吉
治
(
一
九
五
六
)
『
村
落
構
造
の
史
的
分
析

i
i岩
手
県
煙
山
村

i
l』
日
本
評
論
社

住
谷
一
彦
(
一
九
六
三
〉
『
共
同
体
の
史
的
構
造
論
|
|
比
較
経
済
社
会
学
的
試
論
|
|
』
有
斐
閣
、

漁
業
協
同
組
合
に
関
す
る
事
例
研
究
と
し
て
は
、
次
の
論
文
を
参
照
。

薮
内
芳
彦
・
柿
本
典
昭
(
一
九
五
七
)
「
協
同
組
合
自
営
漁
業
に
関
す
る
地
理
学
的
研
究
」
地
理
学
評
論
三
一
|
九
、
一

J
一
九
頁
。

宮
本
常
一
(
一
九
六
五
)
『
瀬
戸
内
海
の
研
究
(
一
)
、
島
峡
の
開
発
と
そ
の
社
会
形
成
|
|
海
人
の
定
住
を
中
心
に
|
|
』
未
来
社
、
同
(
一
九

(

4

)

 

(

5

)
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(

6

)
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七
五
)
『
海
の
民
』
(
宮
本
常
一
著
作
集
第
二

O
巻
〉
未
来
社
。

瀬
川
清
子
(
一
九
七

O
)
『
海
女
』
未
来
社
な
ど
。

(

7

)

愛
知
大
学
編
(
一
九
六
五
)
『
海
女
の
む
ら
1

1
鳥
羽
市
国
崎
町
|
|
』
愛
知
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
特
輯
口
す
な
ど
。

(

8

)

羽
原
又
吉
(
一
九
四
九
)
『
日
本
古
代
漁
業
経
済
史
』
改
造
社
、
同
(
一
九
六
三
)
『
漂
海
民
』
岩
波
書
庖
な
ど
。

(

9

)

煎
本
孝
(
一
九
七
七
)
「
一
房
総
海
土
・
海
女
の
潜
水
採
集
活
動
」
人
類
学
講
座
編
纂
委
員
会
編
『
生
態
』
(
人
類
学
講
座

九
七

i
コ
二
二
頁
、
な
ど
。

(m〉
「
ア
マ
」
漁
業
は
、
「
ス
モ
グ
リ
」
に
よ
る
特
殊
な
漁
法
を
と
る
た
め
、
外
国
人
の
研
究
に
よ
る
詳
細
な
も
の
も
多
い
。
例
え
ば
、

E
O
B色
"
』

Q
8
3
4
2
z
a
Z
E
B
u
-
当
主
角
田
習
の
白

HUE-L問
。

d
E
g
g
s、
p
g臼
・
同
室
百
の
翻
訳
は
、
次
の
書
物
の
中
に
あ
る
。
薮
内
芳
彦
編
著

(
一
九
七
八
)
『
漁
携
文
化
人
類
学
刊
誌
一
鍛
糊
蛸
研
究
』
風
間
書
房
、
五
J
二
九
八
頁
。

F
・
マ
ラ
イ
l
-
一
、
牧
野
文
子
訳
(
一
九
六
回
〉
『
海
女
の
島
舶
倉
島
』
未
来
社
な
ど
。

(

U

)

大
喜
多
甫
文
は
、
「
あ
ま
」
漁
村
と
は
、
磯
漁
業
に
従
事
す
る
あ
ま
が
漁
浦
の
生
産
構
造
の
中
で
、
あ
る
一
定
の
地
位
を
有
し
て
い
る
よ
う
な

漁
村
を
さ
す
、
と
定
義
し
て
い
る
(
大
喜
多
甫
文
(
一
九
七
九
)
「
輪
島
市
に
お
け
る
「
あ
ま
」
漁
業
に
つ
い
て
」
人
文
地
理
三
一
!
五
、
二
貝
)
。

(
M
U
)

青
野
寿
郎
(
一
九
五
三
)
『
漁
村
水
産
地
理
学
研
究
、
一
・
二
集
』
古
今
書
院
。

(
日
)
村
松
繁
樹
(
一
九
五
五
)
「
先
志
摩
の
漁
村
」
人
文
研
究
六
|
一
二
、
八
二
J
一
O
O頁
な
ど
。

(

U

)

新
宅
勇
(
一
九
五
五
〉
「
長
門
北
浦
沿
岸
の
漁
村
|
|
特
に
大
浦
の
海
士
集
落
|
|
」
人
文
地
理
六
|
六
、
同
(
一
九
六
八
)
『
沿
岸
漁
業
の
地

理
学
的
研
究
』
地
人
書
館
、
二
七

0
1
二
七
八
頁
に
再
録
。

(
M
M
)

池
野
茂
(
一
九
五
七
)
「
徳
川
時
代
の
海
女
漁
業
の
む
ら
|
|
三
重
県
志
摩
町
を
中
心
に
し
て

l
l」
人
文
地
理
九
|
三
、
大
阪
市
立
大
学
地

理
学
教
室
編
(
一
九
六
九
)
『
日
本
の
村
落
と
都
市
|
|
地
域
の
共
同
調
査
報
告
|
|
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
三
四
四
l
三
五
四
頁
に
再
録
。

(
日
出
)
藤
村
重
美
(
一
九
六
六
〉
「
三
崎
町
の
漁
業
」
藤
岡
謙
二
郎
編
『
岬
半
島
の
人
文
地
理
』
大
明
堂
、
二
二
五

t
二
四
二
頁
。

(
ロ
)
庄
ノ
文
男
(
一
九
六
九
〉
「
潜
水
漁
業
の
歴
史
性
|
|
海
女
の
生
活
を
中
心
と
し
て
|
|
」
前
掲
ハ
日
)
、
三
八
二

i
三
九
八
頁
。

(
m
m
)

大
喜
多
甫
文
(
一
九
七
一
二
〉
「
志
摩
地
方
の
海
女
漁
村
の
生
産
形
態
」
人
文
地
理
二
五
|
コ
一
、
八
六
J
一
O
一
頁
、
同
前
掲
(
日
)
な
ど
。

(

ω

)

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
ア
マ
」
集
落
を
含
む
漁
業
に
関
す
る
地
理
学
的
な
研
究
は
、
地
理
学
の
他
の
諸
分
野
と
比
較
す
れ
ば
量
・
質
的
に

充
分
と
は
決
し
て
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
こ
の
分
野
に
関
す
る
研
究
者
で
あ
る
∞

2
8
2
p
』
・
も
、
そ
の
主
著
の

一
一
一
)
雄
山
閣
、
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序
言
の
中
で
「
漁
業
は
ま
れ
な
人
文
諸
活
動
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
地
理
学
の
研
究
は
、
暗
閣
の
中
で
持
続
し
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
」
と
記
し
て

お
り
、
日
本
だ
け
で
な
く
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
同
様
の
事
情
の
よ
う
で
あ
る
(
回

2
2
2
P
H・公
8
3
《
の
宮
賞
与

E
o
ξ
r
z
n
Z》

の
同
ロ
旨
阻
止
℃
同
)

(
却
)
前
掲
(

8

)

羽
原
(
一
九
六
三
)
六
四
頁
よ
り
引
用
。

(
幻
)
岩
崎
繁
野
(
一
九
七
八
)
「
日
本
の
あ
ま
の
生
態
」
前
掲
(

ω

)

三
九
二

J
四
O
八
頁
に
よ
る
。

(
詑
)
お
も
り
の
乙
と
で
あ
る
。
重
さ
一
五
J
二
0
キ
ロ
。
種
々
の
地
方
名
が
あ
り
、
一
房
総
地
方
で
は
「
オ
ッ
卜
」
、
志
摩
地
方
で
は
「
ハ
イ
カ
ラ
」

と
称
し
た
。

(
お
)
前
掲
(
幻
)
三
九
二
J
三
九
三
頁
に
よ
る
。
な
お
同
論
文
で
は
、
「
ア
マ
」
の
最
近
の
人
員
は
、
約
二
万
人
と
し
て
い
る
。

(
担
)
笛
吹
の
海
士
の
実
態
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
が
詳
し
い
。
「
小
値
賀
島
に
お
け
る
採
飽
の
総
量
規
制
の
実
態
と
問
題
点
」
九
州
水
産
振
興
開

発
協
議
会
編
(
一
九
七
八
)
『
九
州
沿
岸
域
に
お
け
る
漁
場
利
用
の
実
態
と
資
源
管
理
の
問
題
点
』
九
州
水
産
振
興
協
議
会
、
八

0
1九
四
頁
。

(
お
)
前
掲

(
6
〉
瀬
川
(
一
九
七

O
)
一
三
九
頁
よ
り
引
用
。

(
お
)
前
掲
(

6

)

瀬
川
(
一
九
七

O
)
一
三
九
頁
に
よ
る
と
、
そ
の
数
は
約
一
万
人
以
上
と
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
山
口
県
の
大
浦
の
海
士
集
落
に
関
し
て
は
、
前
掲
(

M

)

、
前
掲
(

6

)

、
瀬
川
〈
一
九
七

O
)
七
六

t
九
五
頁
な
ど
参
照
。
な
お
大
浦
は
、
海

士
・
海
女
の
両
方
が
い
る
が
、
現
在
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
海
士
で
あ
る
。
石
川
県
の
舶
倉
の
海
女
に
関
し
て
は
、
前
掲

(
6
〉
、
瀬
川
(
一
九
七

O
)
三
九
l
七
五
頁
、
前
掲

(
ω
)
F
・
マ
ラ
イ
l
-
一
・
牧
野
訳
(
一
九
六
四
)
に
詳
し
い
。

(
却
)
瀬
戸
内
海
の
家
船
に
関
す
る
詳
細
な
調
査
報
告
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

広
島
県
教
育
委
員
会
編
(
一
九
七

O
〉
『
家
船
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書
』
広
島
県
文
化
財
協
会
。

(
却
)
一
般
に
、
肥
前
国
松
浦
郡
に
比
定
さ
れ
る
。

(
叩
)
前
掲
(

6

)

瀬
川
(
一
九
七

O
〉
一

O
七
頁
。

(
幻
〉
対
馬
の
曲
の
海
士
集
落
お
よ
び
豆
酸
の
海
女
集
落
に
関
し
て
は
、
以
下
の
報
告
書
が
詳
し
い
。
長
崎
県
教
育
委
員
会
編
(
一
九
七
九
〉
『
長
崎

県
の
海
女
(
海
士
)
、
海
女
(
海
士
)
民
俗
文
化
財
特
定
調
査
報
告
』
(
長
崎
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
四
二
集
)
、
長
崎
県
教
育
委
員
会
。

(
閉
山
〉
鐘
が
崎
・
糸
満
の
両
系
以
外
の
第
三
の
根
源
地
が
、
伊
勢
・
紀
伊
・
熊
野
地
方
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
地
方
を
含
む
近

畿
地
方
は
、
例
え
ば
和
泉
佐
野
の
如
く
、
漁
法
の
先
進
地
域
で
あ
っ
た
の
で
、
他
の
漁
法
と
同
侍
に
、
潜
水
漁
業
も
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

97 



考
え
ら
れ
る
。
今
後
と
も
、
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

(
岱
)
宮
本
常
一
は
、
前
掲
(

6

)

宮
本
(
一
九
七

O
〉
六
五
頁
に
お
い
て
、
宇
久
島
平
で
は
、
以
前
女
性
も
潜
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で

は
男
性
の
み
で
、
海
女
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

(
担
)
平
飽
集
組
合
で
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

(
お
)
長
崎
県
編
(
一
八
九
六
)
『
漁
業
誌
』
長
崎
県
立
図
書
館
蔵
一
一
三
頁
に
は
「
・
:
管
下
各
郡
中
此
の
業
を
為
す
の
盛
大
な
る
は
北
松
浦
郡
平

村
を
第
一
と
す
:
・
」
と
記
さ
れ
、
平
の
海
士
は
、
当
時
に
お
い
て
も
有
名
で
あ
っ
た
。

(
お
)
平
の
海
士
は
、
ア
ワ
ビ
の
採
取
が
中
心
で
、
捕
獲
金
額
の
九
五
Mm以
上
を
占
め
、
ア
ワ
ビ
以
外
の
貝
類
(
サ
ザ
エ
な
ど
)
は
、
島
内
消
費
か
自

家
消
費
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

(
幻
)
互
ノ
上
・
下
り
(
佐
賀
里
)
、
向
江
・
堀
川
の
四
字
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
全
て
海
士
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
、
海
士
が
一
番
多
く
居
住
し

て
い
る
字
向
江
に
お
い
て
も
、
戸
数
五
九
戸
の
う
ち
、
海
士
の
戸
数
は
一
一
戸
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
浜
方
の
他
の
家
は
、
全
て
が
漁
家
で
あ

る。

(
拘
)
宇
久
町
郷
土
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
(
一
九
六
七
)
『
宇
久
町
郷
土
誌
』
宇
久
町
教
育
委
員
会
、
二
二
七
頁
。

(
却
)
平
飽
集
組
合
で
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

(
州
制
)
特
殊
な
技
術
が
い
る
乙
と
や
、
よ
い
漁
場
の
正
確
な
位
置
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
海
士
以
外
は
ほ
と
ん
ど
採
貝
し
な
い
。

(
H
U
)

一
一
種
の
平
家
落
人
伝
説
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
乙
の
伝
承
は
、
松
坂
林
太
郎
氏
を
始
め
と
す
る
平
飽
集
組
合
員
の
人
々
の
話
を
総
合
し
た
。

(
必
〉
ア
ワ
ビ
の
加
工
品
と
し
て
は
、
明
飽
と
灰
飽
と
が
あ
っ
た
。
前
者
の
方
が
高
級
品
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
掲
(

8

)

羽

原
(
一
九
六
三
)
七

0
1七
一
頁
に
詳
し
い
。

(
必
)
前
掲
(

m

品
)
二
二
八
頁
に
よ
る
と
、
代
々
山
田
茂
平
太
家
が
そ
の
役
に
あ
た
っ
た
。

(
必
)
前
掲
(
羽
〉
二
二
八

1
二
二
九
頁
に
よ
る
。

(
必
)
宇
久
町
教
育
委
員
会
蔵
。

(
必
)
「
飽
請
浦
願
」
に
よ
れ
ば
、
海
の
海
士
が
操
業
可
能
は
範
囲
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

一
、
当
区
宇
久
嶋
之
内

字
長
崎
鼻
古
志
岐
黒
母
瀬
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一
、
第
廿
七
大
区
之
内

字

権

現

崎

平

赤

パ

ヘ

立

串

平

有

川

野

首

平

頭

島

東

南

友

住

平

鉄

崎

平

高

パ

へ

寓

堂

平

汐
A
口
平
百
間
ノ
平
大
田
平

竹

嶋

幸

盛

鼻

鯛

浦

口

岩

瀬

浦

左

右

福

見

鼻

奈

良

尾

平

佐

尾

東

西

神

楽

嶋

若

杉

嶋

白

崎

高

ダ

キ

神

崎

平

漁

生

浦

平

相
島
有
福
ノ
西
北
平
日
/
嶋
北
平
大
平
一
ツ
瀬
ノ
平
野
崎
鼻
祝
一
言
東
鼻
ぷ
外
西
鼻
迄
船
サ
キ
平
熊
高
平
寺
崎
平
失
カ

タ

メ

曽

根

崎

碇

山

江

袋

鐙

懸

崎

迄

小

値

賀

ト

ノ

堺

以

下

省

略

(
傍
線
筆
者
)

な
お
傍
線
を
引
い
た
漁
場
は
、
第
三
図
に
も
み
ら
れ
、
現
在
で
も
採
貝
を
お
乙
な
っ
て
い
る
。
第
廿
七
大
区
と
は
、
主
と
し
て
小
値
賀
島
・
野

崎
島
・
中
通
島
の
周
辺
の
地
域
で
あ
る
。

ハ
門
出
)
平
飽
集
組
合
で
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

(
必
)
平
飽
集
組
合
蔵
。

(
岨
)
平
の
海
士
を
含
む
わ
が
国
の
漁
民
の
朝
鮮
半
島
出
漁
に
関
し
て
は
、
次
の
著
作
に
詳
し
い
。
吉
田
敬
市
(
一
九
五
四
)
『
朝
鮮
水
産
開
発
史
』

朝
水
会
、
な
お
乙
の
書
物
の
一
部
は
岡
本
達
明
一
編
(
一
九
七
八
)
『
漁
民
』
(
近
代
民
衆
の
記
録
七
)
新
人
物
往
来
社
、
四
三
一

i
五
一
九
頁
に

再
録
。

(
印
〉
江
戸
時
代
も
、
前
掲
(
必
〉
の
資
料
か
ら
も
若
干
推
定
さ
れ
る
如
く
、
も
ち
ろ
ん
、
下
五
島
の
方
ま
で
出
漁
し
て
い
た
が
、
と
く
に
頻
繁
に
な

る
の
は
ζ

の
時
代
か
ら
で
あ
る
。

(
日
)
松
坂
林
太
郎
氏
を
始
め
、
平
飽
集
組
合
員
か
ら
の
聞
き
と
り
に
よ
る
。

(
位
)
乙
の
宿
泊
地
に
、
平
の
海
士
が
住
み
つ
い
て
ム
ラ
を
形
成
し
た
例
も
あ
っ
た
。
福
江
島
の
戸
楽
が
、
乙
の
例
で
あ
る
と
い
う
。

(
臼
)
前
掲
(
お
〉
一
三
一
二
頁
お
よ
び
平
飽
集
組
合
で
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

(
日
出
)
前
掲
(
鈴
)
二
三
二
頁
。

(
出
)
平
飽
集
組
合
蔵
。

(
日
山
)
例
え
ば
昭
和
五
年
六
月
二
三
日
の
日
記
な
ど
。

(
閉
山
)
平
飽
集
組
合
で
の
聞
き
取
り
。

(
回
〉
組
合
員
の
青
年
層
を
中
心
に
、
ウ
ェ
ッ
ト
・
ス

l
ツ
な
ど
の
着
用
の
要
求
が
あ
り
、
従
来
か
ら
の
「
ス
モ
グ
リ
」
の
形
態
は
、
乙
乙
数
年
間
の

99 
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う
ち
に
消
え
る
と
思
わ
れ
る
(
平
飽
集
組
合
で
の
聞
き
取
り
に
よ
る
〉
。

(
印
)
一
眼
レ
ン
ズ
で
、
当
時
で
は
、
「
シ
ョ
ウ
ガ
ン
」
と
呼
ば
れ
、
レ
ン
ズ
の
周
囲
に
は
、
気
圧
調
整
の
た
め
に
猫
の
皮
で
つ
く
っ
た
袋
を
つ
け
る
。

(
印
)
名
人
と
い
わ
れ
た
海
士
は
、
そ
の
正
確
な
位
置
を
メ
モ
し
て
い
た
。
前
掲
(
訂
)
二

O
九
頁
に
詳
し
い
。

(
門
別
)
気
候
な
ど
の
関
係
で
、
年
度
に
よ
り
多
少
相
違
が
あ
る
が
、
例
年
六
月
初
旬
か
ら
九
月
初
旬
の
三
ヶ
月
間
で
あ
る
。

(
位
〉
前
掲
(
川
台
七
六
J
七
九
頁
に
よ
る
。

(
臼
)
平
漁
業
協
同
組
合
・
町
産
業
課
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
、
ア
ワ
ビ
の
稚
貝
の
放
流
や
養
殖
な
ど
を
検
討
し
、
実
験
中
で
あ
る
。

(
山
田
)
わ
が
国
の
「
ア
マ
」
集
落
に
類
似
し
た
漁
村
は
、
朝
鮮
半
島
南
・
東
部
、
マ
レ

l
半
島
な
ど
東
ア
ジ
ア
ぞ
中
心
に
、
世
界
各
地
に
み
ら
れ
る
。

今
後
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
比
較
研
究
も
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
直
接
わ
が
国
の
「
ア
マ
」
集
落
と
関
連
を
有
す
る
と

考
え
ら
れ
る
朝
鮮
半
島
の
「
ア
マ
」
集
落
の
研
究
は
、
わ
が
国
以
上
に
過
疎
化
が
進
行
し
て
い
る
の
で
、
早
急
に
調
査
・
研
究
さ
れ
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
著
名
な
済
州
島
の
「
ア
マ
」
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
次
の
も
の
を
参
照
。

桂
在
錫
(
一
九
七
九
〉
『
済
州
島
、
叶
親
族
組
織
』
一
志
社
、
ペ
合
、
六

0
1九
三
頁
。




