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葉

徳
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山

昭

博

口

関
東
地
方
の
沿
岸
の
海
底
で
は
、
比
較
的
浅
い
部
分
に
大
小
の
岩
礁
が
分
布
し
、
そ
れ
ぞ
れ
漁
民
に
よ
っ
て
そ
の
性
質
に
か
か
わ
る
名
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称
が
附
さ
れ
て
い
る
〈
1
〉

O

そ
の
う
ち
で
も
、
一
房
一
総
半
島
・
一
二
浦
半
島
の
沿
岸
に
は
「
ネ
」
と
呼
ば
れ
る
岩
礁
が
多
く
、
そ
の
海
面
は
魚

介
類
の
好
漁
場
と
し
て
知
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
本
研
究
が
取
扱
う
器
械
根
も
、
そ
の
よ
う
な
「
ネ
」
の
一
つ
で
、
飽
の
一
大
漁
篠
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
名
称
は
極
め
て
特
異
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
治
初
年
に
潜
水
器
械
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

確
認
さ
れ
か
つ
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
ハ

Z
o

は
じ
め
て
存
在
が

日
本
の
海
土
(
男
性
の
潜
水
漁
夫
)
が
潜
水
器
を
使
用
し
は
じ
め
た
の
は
、
明
治
初
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

¥
レ
，
A

ツ

J

p

f

 

ト
式
の
潜
水
器
が
日
本
で
最
初
に
使
用
さ
れ
た
の
は
、
安
政
四
(
一
八
五
二
〉
年
に
長
崎
に
造
船
所
を
設
け
、

ド
ッ
グ
を
築
く
に
際
し
て

167 

で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
は
イ
ギ
リ
ス
人
が
使
用
し
た
ら
し
い
が
、

の
ち
慶
応
二
(
一
八
六
六
)
年
に
は
横
浜
港
で
イ
ギ
リ
ス
軍
艦

日
本
人
が
は
じ
め
て
こ
の
器
械
を
利
用
し
て
作
業
に
従
事
し
た

2
Y
な
お
、

の
修
理
を
行
う
と
き
、

こ
れ
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
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く
、
潜
水
器
は
海
中
で
の
工
事
に
使
用
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
明
治
初
年
に
は
水
産
業
に
応
用
を
試
み
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
八
(
一
八

七
五
〉
年
に
は
三
浦
半
島
で
飽
採
取
に
は
じ
め
て
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
後
房
総
半
島
各
地
か
ら
常
陸
の
海
岸
、

さ
ら
に
明
治
二
ニ
年
に
静

岡
県
相
良
町
、
御
前
崎
、
翌
年
は
三
重
県
鳥
羽
、

さ
ら
に
遠
く
長
崎
県
五
島
か
ら
隠
岐
に
わ
た
っ
て
潜
水
器
使
用
に
よ
る
貝
類
採
取
が
行

わ
れ
た
(
4〉
O

こ
れ
ら
は
日
本
の
沿
岸
漁
民
が
試
み
た
わ
け
で
は
な
く
、

主
と
し
て
神
奈
川
・
静
岡
・
千
葉
な
ど
の
漁
業
資
本
家
が
、
地

元
漁
夫
を
使
役
し
て
採
取
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
潜
水
器
そ
の
も
の
の
伝
播
普
及
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
当
時
な
お
潜
水
器
は
「
器
械
」
の
名
に
そ
む
か
ず
高
価
な
も
の
で
あ
っ
て
、
明
治
一
八
年
初
の
価
格
は
一
台
二

O
O円
ほ
ど
だ

つ
ニ
ミ
‘
つ
、

争

J
4
μ
p
r，

一
般
漁
民
に
と
っ
て
到
底
利
用
可
能
な
品
物
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
潜
水
技
術
そ
の
も
の
は
直
ち
に
潜
水

に
従
事
し
た
漁
夫
に
普
及
し
、
御
前
崎
、
一
房
州
白
浜
附
近
な
ど
に
は
、
潜
水
夫
と
し
て
生
計
を
立
て
各
地
で
潜
水
作
業
に
従
う
者
が
現
れ

て
、
経
営
者
の
指
導
に
よ
っ
て
移
動
し
て
い
っ
た
。
器
械
根
の
発
見
も
ま
た
こ
の
移
動
労
働
者
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

るハ
5
〉
。

な
お
、
本
研
究
に
当
っ
て
千
葉
・
山
口
は
協
力
し
て
史
料
の
調
査
、
き
き
と
り
を
行
っ
た
が
、
山
口
は
勤
務
多
忙
の
た
め
資
料
整
理
と

章
立
て
を
行
い
、
原
稿
作
成
を
千
葉
が
受
持
ち
、
山
口
が
こ
れ
を
閲
読
し
て
訂
正
、
加
除
を
試
み
る
と
い
う
分
担
に
よ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
内
容
お
よ
び
見
解
に
つ
い
て
は
、
両
者
共
同
で
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
史
料
の
多
く
は
千

葉
県
庁
栽
培
漁
業
課
長
大
場
俊
雄
氏
の
蒐
集
発
表
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
記
し
て
深
謝
す
る
。

器
械
根
の
呼
称
は
、
大
場
氏
に
よ
れ
ば
明
治
後
期
に
成
立
し
た
も
の
で
、
大
根
、
中
根
な
ど
と
呼
ば
れ
る
東
西
、
南
北
各
七

1
八
粁
に
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i 

。

及
ぶ
範
囲
に
拡
が
っ
た
大
岩
礁
群
で
あ
る
。
も
と
、
発

器械根の位置と採飽組合(明19)惣代居住地(黒・白点各 1人)

見
当
時
は
飽
根
、
飽
礁
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
た
ら
し
い

と
い
う
(
6〉
O

そ
の
形
は
第
1
図
の
よ
う
に
九
十
九
里
浜
の
南
端
太

東
崎
か
ら
東
方
の
海
中
に
延
び
た
第
三
紀
層
の
泥
灰
岩

で
軟
弱
な
岩
質
を
も
っ
。
水
面
下
二

O
t三
O
米
に
あ

って、

カ
ジ
メ
が
よ
く
生
育
し
そ
れ
を
主
食
物
と
す
る

ア
ワ
ビ
が
発
育
し
、
そ
の
好
漁
場
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
海
底
に
ア
ワ
ビ
が
棲
息
す
る
こ
と
は
、

か
な
り
以
前

か
ら
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
理
由
は
こ
の
附
近

で
網
を
ひ
く
と
、
そ
れ
に
か
か
っ
て
ア
ワ
ビ
が
揚
っ
て

く
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
根
に
巨
大
な
ア
ワ
ビ
が
群
棲
し
て
い

る
と
い
う
直
接
の
証
拠
は
、
明
治
一
八
三
八
八
五
)

な
か
い
お
も

年
の
六
月
一
六
日
に
、
夷
隅
郡
中
魚
落
郷
(
現
大
原
町
〉

第 1図

の
荘
司
藤
吉
・
藤
治
郎
父
子
が
経
営
し
た
ア
ワ
ピ
潜
水

器
船
の
潜
水
夫
が
、
巨
大
な
ア
ワ
ビ
を
採
取
し
た
こ
と
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に
よ
っ
て
で
あ
る

?)O
荘
司
家
は
こ
の
土
地
で
屋
号
木
戸
を
名
乗
る
清
酒
及
び
醤
油
の
醸
造
業
者
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
資
本
家
で
あ

り
、
そ
の
潜
水
夫
は
遠
州
説
り
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
御
前
崎
方
面
か
ら
の
出
稼
漁
夫
の
一
人
だ
っ
た
ら
し
い
。
当
時
房
総

半
島
で
は
白
浜
及
び
勝
浦
附
近
が
潜
水
夫
の
多
く
居
住
し
て
い
た
土
地
で
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
地
方
に
も
水
産
業
を
経
営
す
る
資
本
家
は

何
人
か
あ
っ
て
、
そ
の
一
部
は
こ
の
大
原
町
、
太
東
崎
附
近
で
も
水
産
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
地
元
に
も
潜
水
夫
は
し
だ

い
に
養
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
数
は
他
地
に
く
ら
べ
れ
ば
少
く
、

ま
た
水
産
資
本
家
も
荘
司
家
を
の
ぞ
い
て
極
め
て

僅
か
で
あ
っ
た
ら
し
い
官
〉

O

す
な
わ
ち
、

大
原
町
は
器
械
根
の
発
見
以
前
に
あ
っ
て
は
、

八
幡
崎
の
南
側
の
小
漁
港
を
根
拠
と
し
て
小

浜
の
漁
村
が
立
地
す
る
以
外
は
、
農
村
と
い
っ
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
土
地
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
時
ま
で
に
、
大
原

町
に
は
ま
っ
た
く
ア
ワ
ビ
採
取
は
な
か
っ
た
の
か
。

こ
の
八
幡
崎
か
ら
南
は
安
房
国
天
津
ま
で
ほ
と
ん
ど
岩
礁
つ
ず
き
の
海
岸
で
あ
っ
て
、
こ
と
に
御
宿
町
岩
和
田
な
ど
は
古
く
か
ら
海
女

が
多
く
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
の
産
地
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
海
岸
か
ら
数
粁
ま
で
の
沖
で
、
海
女
の
素
潜
り
で
貝
を
採
取
で
き
る

七

t
八
米
よ
り
も
深
い
部
分
で
は
、
潜
水
器
に
よ
る
ア
ワ
ビ
漁
業
は
既
に
一

O
年
前
か
ら
盛
に
行
わ
れ
、
そ
の
経
営
資
本
家
も
勝
浦
を
中

心
に
分
布
し
て
い
た
。
こ
と
に
こ
の
時
期
に
は
潜
水
器
が
増
加
し
、

ア
ワ
ビ
は
乱
獲
に
よ
っ
て
資
源
が
減
じ
て
漁
場
の
争
奪
が
盛
に
行
わ

れ
は
じ
め
て
い
た
。
い
ま
、
こ
れ
を
略
述
す
る
と
房
総
半
島
で
潜
水
器
漁
業
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
明
治
一
一
年
に
白
浜
町
根
本
で
日
本

人
と
し
て
最
初
の
潜
水
業
者
と
な
っ
た
増
田
万
吉
が
森
精
吉
郎
と
共
に
飽
の
器
械
採
取
の
実
験
を
試
み
た
と
き
で
あ
る
。
そ
の
後
、
勝
浦

市
川
津
で
豊
富
な
ア
ワ
ビ
漁
場
が
発
見
さ
れ
、
明
治
一
七
年
に
は
既
に
濫
獲
防
止
が
検
討
さ
れ
は
じ
め
、
潜
水
器
台
数
の
制
限
が
行
わ
れ

ょ
う
と
し
て
い
た
す
)
O

こ
の
時
期
に
器
械
根
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
注
意
し
た
い
。
も
と
も
と
、

未
知
の
器
械
根
に
潜
水
夫
が
入
っ
た

直
接
の
動
機
が
、
こ
の
漁
場
の
不
足
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
浜
の
ア
ワ
ビ
採
取
の
主
要
漁
場
は
そ
れ
ま
で
岩
和
田
と
の
境
界
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第1表潜水器による各地の飽平均 1日採取量

調査採取年次| 地 区 |平均 1日漁獲量ω
明治8年 羽目 模 浦 賀 863~1 ， 125 

明治9年 安 房 根 本 484~ 675 

明治 9年 安 房 勝 浦 1，125 
明治11年 戸市比 陸 助 JII 600~ 750 

明治11年 p吊u. 陸 大 津 750-3，139 
明治12年 常 陸 平 潟 375~ 975 

明治13年 遠 江 根 良 675~ 750 

明治14年 志 摩 ，烏 羽 450~ 563 

明治14年 λγ 450~ 675 

明治14年 λY 225~ 338 

明治15年 日巴 前 五 島 525~ 600 

明治15年 伊 E王 下 回 563~ 750 

明治15年 伊 旦 熱 海 300~ 375 

明治18年 隠 岐 825~ 938 

明治19年 ※上総小浜(大原) 488~1 ， 125 

明治21年 朝 鮮 938~1 ， 313 

に
あ
る
真
潮
根
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
岩
和
田
と
争
っ
て
小

浜
が
敗
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
ア
ワ
ビ
漁
場
を
求
め

恥
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
北
方
太
東
崎
沖

時
で
、
か
ね
て
推
測
さ
れ
て
い
た
ア
ワ
ビ
根
に
潜
水
夫
を
入
れ

凶
て
み
た
結
果
、
こ
こ
に
ア
ワ
ビ
の
群
棲
す
る
こ
と
が
明
か
に

訴
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
o

円口ぽ
荘
司
親
子
は
こ
の
新
漁
場
発
見
を
中
魚
落
郷
戸
長
浅
野
清

一
日
兵
衛
に
報
告
し
、
他
村
に
内
密
に
三
名
の
み
で
採
飽
し
た

俳
が
、
八
月
六
日
付
の
時
事
新
報
が
「
新
飽
礁
発
見
に
よ
る
ア

崎
ワ
ピ
大
漁
」
と
い
う
記
事
で
全
国
に
報
道
し
た
。
こ
の
結

根
措
果
、
全
国
の
潜
水
器
船
が
こ
こ
に
集
ま
っ
て
来
て
一
時
は
五

器
械

O
隻
に
及
ん
だ
。
そ
の
出
身
地
は
お
よ
そ
第
1
図
左
上
の
よ

※
 

潜
水
器
は
一
隻
の
船
に
一
台
乃
至
二
台
を
積
載
し
た
も
の
で
、
そ
の
操
縦
は
お
よ
そ
次
に
述
べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

う
で
あ
る

oav
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小
漁
船
壱
隻
-
一
四
、
五
人
ノ
漁
土
乗
組
、
潜
水
器
械
ヲ
積
ミ
乗
セ
船
ヲ
乗
出
シ
、
海
士
ハ
頭
首
-
一
方
言
銅
鉢
ト
称
シ
銅
ヲ
以
テ
製
シ
タ
ル
兜
ヲ
被

リ
、
護
諜
製
ノ
潜
衣
ヲ
着
ケ
皮
靴
ヲ
穿
チ
、
而
シ
テ
船
中
ニ
ハ
ホ

I
ス
ト
称
ス
ル
空
気
函
ヲ
置
キ
、
此
函
ヨ
リ
海
士
ノ
冠
リ
タ
ル
頭
冠
へ
方
一
一
一
口
息
綱
ト

称
ス
ル
ゴ
ム
製
ニ
シ
テ
長
三
十
一
尋
許
ノ
気
管
ヲ
附
え
海
士
水
底
-
一
入
レ
パ
船
中
日
一
テ
ハ
此
空
気
函
ヲ
運
転
シ
テ
絶
ヘ
ズ
空
気
函
ヨ
リ
空
気
ヲ
疏
通
シ
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数とアワピ漁獲量(大場俊雄の調査による)

量(kg)獲漁ア

言十

14，261 11，689 12，259 9，908 2，501 58，936 
14，456 11，903 6，565 11，558 1，643 55.633 

12，923 14，895 17，843 9，596 4，054 67，430 
13，031 12，683 10，099 11，085 2，648 58，959 
2，695 3，437 2，307 2，197 998 13，064 

7，013 7，018 4，269 4.059 3，137 30，984 
9，472 8，706 7，943 10，835 1，125 45，097 
10，773 6，707 9，778 9，050 3，647 49，711 
14，087 5，991 11，910 11，510 2，081 58，398 
9，491 10，808 13，006 6，894 2，614 50.982 

9月8月7月6月5月

呼
吸
ヲ
自
在
ナ
ラ
シ
ム
。
故
ニ
海
土
ハ
水
底
ヲ
自
由
ニ
俳
御

シ
テ
彼
ノ
磯
ガ
ネ
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
飽
ヲ
採
捕
シ
、
而
シ
テ

飽
ノ
溜
褒
一
一
満
ル
ト
キ
ハ
腰
ニ
附
タ
ル
麻
縄
ヲ
動
カ
シ
一
ホ
セ

パ
、
船
ニ
テ
之
レ
ヲ
相
圏
一
一
引
揚
ル
ナ
リ
(
日
〉

因
み
に
、
明
治
初
年
に
潜
水
器
一
組
は
約
七

O
O円
し

n
-
A
V

、品、

JLV刀

一
般
に
普
及
す
る
に
つ
れ
価
が
低
く
な
り
、
明
治

一
八
年
春
す
な
わ
ち
器
械
根
発
見
直
前
約
二

O
O円
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
器
械
根
が
発
見
さ
れ
て
多
く
の
人
び
と
が

こ
こ
に
集
中
し
、
急
逮
操
業
し
よ
う
と
し
た
結
果
と
し
て

潜
水
器
の
価
格
は
暴
騰
し
、

一
台
七

O
O円
か
ら
八

O
O

円
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
大
原
に
集
っ
た
潜
水
器
台
数

も
八
月
下
旬
約
五

O
台
に
達
し
た
と
い
う

av
こ
の
た

め
、
漁
場
は
濫
獲
に
お
ち
い
る
お
そ
れ
が
生
じ
、
大
原
海

山
芹
に
は
他
殻
が
山
の
よ
う
に
積
ま
れ
て
い
る
と
当
時
の
調

査
報
告
に
は
あ
る

auo
そ
の
た
め
千
葉
県
当
局
は
九
月

一
O
日
を
も
っ
て
ア
ワ
ビ
の
採
取
を
禁
じ
、
そ
れ
以
後
も

採
飽
を
行
っ
た
業
者
八
名
を
逮
捕
し
て
投
獄
し
た
。
こ
れ
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器械根における潜水器船操業台

年 次 潜永器台数
4月

明治19年 1886 1日24台以内

明治27年 1894 1日6台を限りとす

明治36年 i 1903 1日10台以上を使用することを得ず

明治40年 I 1907 6台

大正8年 1919 6台以内

昭和15年 1940 3台 8，318 
昭和16年 1941 3台 9，218 
昭和17年 1942 2台 8，119 
昭和18年 1943 2台 9，413 
昭和19年 1944 2台 1，440 
昭和20年 1945 休 業

昭和21年 1946 2台 5，488 
昭和22年 1947 2台 7，016 
昭和23年 1948 2台 9，756 
昭和24年 1949 3台 12，819 
昭和25年 1950 4台 8，169 
昭和27年 1952 4台以内

第 2表

に
よ
り
業
者
は
出
稼
を
中
止
し
帰
郷
し
た
。
そ
の
出
身
を

み
る
と
漁
民
と
い
う
者
は
殆
ど
な
く
、
大
半
が
士
族
・
商

人
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
業
経
営

の
才
あ
る
人
び
と
で
あ
っ
て
、
地
元
の
経
営
者
も
同
じ
く

醸
造
業
・
農
業
資
産
家
で
あ
り
、
漁
民
は
賃
労
働
者
と
し

て
一
カ
月
二

O
i三
O
銭
の
歩
合
給
を
得
て
い
た
に
す
ぎ

な
い
〈
u
u
o

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
は
松
方
財
政
の
デ
フ
レ

I
シ
ヨ

ン
の
影
響
が
強
く
、

不
景
気
風
が
吹
き
ま
く
っ
て
い
た
上

に
、
中
魚
落
郷
は
器
械
根
発
見
の
少
し
前
に
約
二

O
O戸

を
焼
い
た
大
火
の
た
め
住
民
の
困
窮
が
甚
だ
し
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
大
漁
場
が
発
見
さ
れ
た
と
は
い
え
、
貧
し
い

漁
民
の
中
か
ら
新
ら
し
く
採
飽
に
乗
出
そ
う
と
す
る
試
み

は
生
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
出
稼
者

が
集
っ
て
宿
泊
し
、
各
地
か
ら
の
潜
水
夫
・
漁
夫
も
こ
の

土
地
で
飲
食
遊
興
に
多
く
の
金
銭
を
費
し
た
か
ら
、
地
元

民
に
と
っ
て
は
器
械
根
発
見
は
一
つ
の
天
恵
と
い
っ
て
よ
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か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
の
漁
獲
量
と
そ
れ
以
後
最
近
ま
で
の
器
械
根
に
お
け
る
飽
漁
獲
量
(
大
原
町
漁
協
資
料
に
よ
る
。
海
女
の
沿
岸
に
お
け
る
飽
量

さ
し
も
の
大
漁
場
も
明
治
一
一
一
年
に

も
含
む
が
、
極
め
て
少
量
で
あ
る
〉
を
第
2
図
と
第
3
図
と
に
示
す
。
こ
れ
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、

は
濫
獲
の
た
め
荒
廃
し
、
生
産
は
激
減
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

の
説
明
す
る
と
こ
ろ
は
、

近
年
は
昭
和
三
九
年
か
ら
約
五

l
六
年
や
や
好
況
が
つ
ず
い
た
が
、
そ
の
後
は
振
わ
ず
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
漁
協

1000 

ア
ワ
ビ
の
食
料
で
あ
る
カ
ジ
メ
の
生
育
不
良
で
、
海
藻
の
乏
し
く
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
海
水
汚
染
に
伴
う
光

度
不
足
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

7月 8月 9月 10月

諸資料による漁獲総量の増大と日・台当収

獲の減少(大場俊雄の調査による)

• 
x 

• 
x 

• 
X 

x • 
• 

x 

• 

X 

X

一
日
一
台
当
り
収
獲

-
漁
獲
総
量
(
明
治
十
八
年
)

第 2図
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大原町の飽漁獲量の推移(大場及び大原町

漁協資料による)

第 3図

飽
ブ
l
ム
が
終
っ
た
明
治
一
一
一
年
か
ら

後
も
、
広
大
な
器
械
根
で
は
な
お
あ
る
程

度
の
漁
獲
が
み
こ
ま
れ
た
。
そ
こ
で
採
飽

組
合
が
組
織
さ
れ
、
そ
の
惣
代
一
三
名
を

含
め
何
人
か
の
漁
業
経
営
者
が
事
業
を
行

っ
た
が
、
地
元
大
原
町
出
身
者
は
僅
か
に

一
名
に
す
、
ぎ
ず
、

し
か
も
静
岡
二
一
、
神
奈

川
:
茨
城
一
、
東
京
一
と
い
う
遠
方
の



業
者
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
明
か
に
漁
業
資
本
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
数
年
の
聞
に
大
部
の
業
者
は
廃
業
し
て
手
を
引
き
、
残
る

者
は
前
記
荘
司
藤
治
郎
ほ
か
三
名
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
遠
方
か
ら
来
て
多
大
の
費
用
を
も
っ
て
経
営
し
て
も
収
支
つ
ぐ
な
わ
な
い
ほ
ど
に

漁
獲
が
減
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
県
の
指
導
に
も
と
づ
い
て
明
治
三
十
二
年
、
中
魚
落
村
小
浜
沖
合
採
飽
規
約
が
更
正
さ

れ
、
大
東
村
一
、
大
原
町
一
、
同
小
浜
二
の
計
四
名
が
組
合
惣
代
と
な
っ
て
い
る
。
大
原
町
の
一
は
荘
司
藤
治
郎
で
あ
る
か
ら
、

お
そ
ら

く
こ
の
四
名
は
当
時
の
潜
水
漁
業
経
営
者
で
あ
ろ
う
。
明
治
三
十
三
年
に
は
大
東
町
の
一
名
が
組
合
頭
取
、
大
原
の
一
名
が
理
事
で
荘
司

氏
で
あ
り
、
組
合
員
が
小
浜
の
二
名
に
同
地
か
ら
更
に
一
名
が
加
わ
っ
て
五
名
が
組
合
を
作
っ
た
。
か
く
し
て
明
治
四
十
四
年
の
漁
業
法

施
行
と
共
に
こ
の
採
飽
組
合
は
解
散
す
る
が
、
そ
の
聞
は
僅
か
で
は
あ
る
が
ア
ワ
ビ
漁
獲
は
継
続
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
大
正
中
期
の
第
一
次
大
戦
中
に
な
っ
て
、
こ
れ
ら
業
者
の
一
部
が
合
議
し
て
日
東
養
組
合
名
会
社
を
設
立
し
、
区
画
漁
業
権

者
の
権
利
を
買
収
し
て
会
社
有
と
し
、

五
名
の
社
員
に
よ
っ
て
飽
潜
水
器
漁
業
を
経
営
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
う
ち
、
安
西
直
一
の
み
が

新
入
社
員
で
そ
の
他
は
明
治
年
代
に
採
飽
組
合
員
だ
っ
た
者
も
し
く
は
そ
の
一
族
で
あ
る
。
な
お
、
安
西
は
全
く
漁
業
に
従
事
せ
ず
、

の
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ち
県
会
議
長
と
し
て
会
社
漁
業
権
の
擁
護
に
関
す
る
政
治
活
動
を
行
っ
て
い
る

(90
会
社
資
本
金
は
五
万
円
で
社
員
が
平
等
に
出
資
し

た
ら
し
い
。

会
社
は
設
立
し
た
も
の
の
、

日
東
養
飽
は
名
目
の
養
飽
事
業
も
潜
水
漁
業
も
経
営
せ
ず
、
漁
場
使
用
権
を
東
京
日
本
橋
魚
市
場
の
尾
野

辰
之
助
に
貸
与
し
て
、
そ
の
料
金
を
収
入
源
と
し
て
配
分
す
る
に
止
ま
っ
た
。
ま
た
、
大
正
九
年
に
は
「
大
原
町
漁
業
組
合
」
の
も
つ
採

飽
漁
業
権
も
同
社
員
山
口
大
助
の
名
義
で
買
収
し
、
結
局
大
正
七
年
の
会
社
設
立
か
ら
大
正
十
三
年
ま
で
器
械
根
を
完
全
に
自
己
の
独
占

175 

下
に
お
き
な
が
ら
、
全
く
事
業
経
営
を
行
わ
ず
、
漁
場
で
あ
る
器
械
根
を
賃
貸
し
て
そ
の
貸
与
料
を
収
入
と
す
る
に
止
ま
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
間
地
元
漁
民
は
器
械
根
に
入
漁
し
得
な
い
ば
か
り
か
、
漁
場
の
潜
水
労
働
に
も
従
事
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
労
働
者
は



176 

ほ
と
ん
ど
御
宿
町
、
勝
浦
町
方
面
の
潜
水
夫
が
雇
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
地
元
に
居
住
し
な
が
ら
器
械
根
漁
場
か
ら
漁
民
が

全
く
締
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
不
満
が
、
小
浜
村
を
主
と
し
て
高
ま
り
、
屡
々
千
葉
県
に
対
し
て
漁
民
の
請
願
、
陳
情
が
行
わ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

も
と
も
と
飽
の
よ
う
な
底
棲
生
物
の
採
取
は
、
早
く
か
ら
そ
の
沿
岸
住
民
が
浅
海
漁
業
と
し
て
行
っ
て
お
り
、
漁
業
法
施
行
に
伴
っ
て

漁
業
組
合
が
漁
業
権
者
と
し
て
直
接
に
採
取
経
営
に
当
る
の
が
、
全
国
的
に
行
わ
れ
る
あ
り
か
た
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
大
原
町
の
場
合
に

は
農
民
が
多
く
、
漁
民
が
零
細
で
資
本
も
乏
し
か
っ
た
結
果
と
し
て
潜
水
漁
業
に
関
し
て
は
他
地
方
の
経
営
者
の
漁
場
経
営
に
ゆ
だ
ね
ざ

る
を
得
ず
、
そ
の
慣
行
が
地
元
経
営
者
の
設
立
し
た
会
社
に
も
ひ
き
つ
が
れ
た
形
と
な
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
漁
民
の
言
い
方
に
従
え
ば

い
わ
ゆ
る
「
磯
売
り
」
で
あ
っ
て
、
地
主
が
農
地
を
自
作
せ
ず
他
人
に
貸
与
し
て
賃
貸
料
を
得
る
こ
と
と
同
様
で
あ
っ
た
。
日
東
養
飽
合

名
会
社
の
営
業
内
容
は
正
に
こ
の
「
磯
売
り
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
地
元
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
閏
外
に
お
か
れ
た
漁
民

が
、
会
社
と
激
し
く
対
立
し
た
の
は
当
然
と
い
え
る
詰
〉

O

も
っ
と
も
甚
し
い
時
期
に
は
竹
槍
を
持
出
し
て
県
庁
に
押
寄
せ
る
と
い
う
よ

う
な
事
態
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
人
は
口
を
閉
ざ
し
て
語
ら
な
い
。
ま
だ
、
当
事
者
の
何
人
か

が
現
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、

一
方
で
会
社
関
係
者
と
そ
の
子
孫
と
は
大
半
他
地
に
転
出
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
詳
細
な
資
料
が

失
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

権
が
消
滅
し
た
こ
と
で
解
決
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
対
立
抗
争
は
、
昭
和
十
五
(
一
九
四

O
)
年
に
大
東
村
と
大
原
町
と
の
漁
業
組
合
に
対
し
て
専
用
漁
業
権
が
免
許
さ
れ
区
画
漁
業

日
東
合
名
会
社
は
分
割
さ
れ
て
昭
和
十
三
年
に
勝
浦
町
川
津
に
日
東
養
飽
株
式
会
社
、
大

原
町
に
昭
和
十
五
年
日
東
漁
業
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
て
存
続
し
、
両
者
は
引
続
き
器
械
根
に
無
償
入
漁
で
き
る
入
漁
権
を
設
定
す
る
契

約
を
漁
業
組
合
と
結
ん
だ
の
で
、
事
実
上
の
会
社
漁
業
権
は
昭
和
二
十
六
年
ま
で
、
そ
の
後
一
一
年
間
存
続
し
た
。

つ
ま
り
、
完
全
な
地



元
漁
民
の
漁
業
に
よ
る
漁
場
化
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
持
ち
こ
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

昭
和
二
十
六
年
ま
で
は
器
械
根
の
採
飽
は
大
東
漁
協
一
、
大
原
漁
協
二
、
勝
浦
外
一

O
漁
協
一
、

日
東
漁
業
四
の
割
合
の
潜
水
船
を
操

業
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
実
際
の
操
業
は
こ
れ
だ
け
の
船
が
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
権
利
と
し
て
保
有
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
日
東
漁
業
株
式
会
社
は
昭
和
二
十
六
年
に
政
府
の
漁
業
権
補
償
金
、
当
時
の
金
額
で
九
百
五
十
万
円
を
受
け
て
昭
和
二

十
七
年
に
解
散
し
た
の
で
、
以
後
は
前
記
組
合
が
集
っ
て
潜
水
船
四
隻
を
用
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
新
式
の
潜
水
船

は
一
隻
に
二
台
の
潜
水
器
を
装
備
し
て
い
る
の
で
、
実
際
の
潜
水
器
台
数
は
戦
前
の
日
東
漁
業
会
社
が
加
わ
っ
て
い
た
時
代
と
同
様
で
あ

る

こ
こ
で
説
明
が
必
要
な
の
は
、
勝
浦
外
一

O
の
漁
協
が
操
業
の
権
利
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
時
代
に
そ
れ
ら
漁
協
の
所
在

地
に
潜
水
漁
業
を
器
械
根
で
経
営
し
て
い
た
資
本
家
と
そ
の
地
元
出
身
労
働
者
と
が
あ
っ
て
、
器
械
根
で
入
会
っ
て
ア
ワ
ビ
を
採
取
し
て
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い
た
こ
と
の
名
残
で
あ
っ
て
、
現
在
は
実
際
に
は
操
業
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
大
原
漁
協
が
こ
れ
ら
の
漁
協
か
ら
委
託
を
う
け
て
必
要
な

潜
水
労
働
者
を
や
と
い
入
れ
、
操
業
を
実
施
監
督
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
操
業
に
要
す
る
費
用
と
利
益
と
は
、

さ
き
に
述
べ
た
権
利
の

割
合
に
応
じ
て
割
あ
て
ら
れ
、
決
済
さ
れ
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
旧
例
に
も
と
づ
く
慣
行
は
器
械
根
か
ら
の
利
益
が
減
じ
、
操
業
日
数

も
少
な
く
な
っ
た
の
で
、
再
検
討
が
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
主
要
な
も
の
は
、
北
方
沿
岸
に
あ
る
鹿
島
・
波
崎
・
銚
子
・
飯
岡
・

片
貝
な
ど
の
人
工
港
湾
の
設
備
が
海
底
の
水
の
流
れ
を
濁
ら
せ
、
透
明
度
が
低
下
し
て
潜
水
不
能
の
日
が
多
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
飽

の
繁
殖
そ
の
も
の
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
漁
業
そ
の
も
の
の
制
約
条
件
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
も
、
漁
獲
量
の
減
少
に
つ
な
が
る
と
地
元

177 

で
は
説
明
し
て
い
る
。
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四

現
在
の
地
元
大
原
町
漁
協
に
よ
る
器
械
根
に
お
け
る
飽
採
取
事
業
の
問
題
点
は
、
単
に
そ
の
漁
獲
実
績
が
不
振
で
あ
る
と
い
う
現
象
に

止
る
も
の
で
は
な
い
。
過
去
数
十
年
の
実
績
と
し
て
勝
浦
外
一

O
組
合
は
全
く
操
業
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
収

益
の
二
五
%
の
利
益
配
分
を
年
々
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
諸
経
費
(
燃
料
・
乗
組
員
の
給
与
・
そ
の

他
潜
水
船
の
修
理
手
入
等
)
は
、
こ
の
権
利
に
応
じ
て
そ
れ
ら
に
割
当
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
実
質
的
経
営
に
伴
う
努
力

は
大
原
漁
協
の
責
任
で
あ
り
、
漁
場
も
地
先
で
あ
る
の
に
、
古
い
慣
行
が
現
在
ま
で
残
っ
て
、

い
わ
ば
不
労
所
得
の
よ
う
な
感
じ
て
他
漁

協
に
支
払
わ
れ
、
又
は
持
去
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
こ
と
に
収
獲
高
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
現
在
で
は

こ
れ
が
大
き
く
感
ぜ
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
昭
和
六
一
年
度
に
は
こ
の
問
題
が
表
面
化
し
、
潜
水
船
一
隻
を
減
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

か
よ
う
な
、
現
代
で
は
珍
ら
し
い
現
象
が
み
ら
れ
る
事
態
の
説
明
に
は
、
遠
因
と
し
て
や
は
り
歴
史
的
な
過
程
を
求
め
る
必
要
が
あ
ろ

ぅ
。
ま
ず
、
第
一
に
器
械
根
は
そ
の
名
の
よ
う
に
潜
水
器
械
の
使
用
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
現
実
に
漁
場
化
し
た
の
で
あ
っ
て
、
極
め
て
新

ら
し
い
発
見
に
か
か
わ
る
。
し
か
も
、
そ
の
当
時
は
こ
の
漁
場
は
当
時
の
日
本
の
領
海
外
に
位
置
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
個
人
も
国
家

も
こ
の
礁
の
漁
業
を
独
占
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
大
正
十
年
の
大
原
漁
業
組
合
か
ら
県
知
事
へ
の
陳
情
書
に
「
我

大
原
町
地
先
海
中
ノ
所
謂
機
械
根
ト
称
ス
ル
飽
礁
ハ
去
ル
明
治
十
八
年
ノ
発
見
ニ
係
リ
、
何
人
ト
雄
モ
採
収
ス
ル
ヲ
得
テ
決
シ
テ
私
一
人

ノ
独
占
ヲ
許
サ
ザ
リ
シ
ガ
:
:
:
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る

2
〉。

そ
れ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

全
国
各
地
の
潜
水
漁
業
者
が
競
っ
て
集

っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
当
時
の
大
原
漁
民
は
、
そ
の
漁
場
に
入
込
む
た
め
の
潜
水
器
と
い
う
資
本
を
持
合
せ
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
点
で
、
正
に
こ
の
論
理
を
逆
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
当
時
の
経
営
者
は
い
か
に
遠
方
で
あ
ろ
う
と
も
、
来
漁
し
て
採
取



す
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
と
い
う
権
利
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
権
利
は
旧
日
本
の
民
衆
に
よ
っ
て
、
無
主
の
存
在
に
つ

い
て
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
が
近
代
法
と
し
て
の
ロ

1
7
法
を
加
味
し
て
明
治
政
府
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た

と
き
に
は
、
こ
れ
を
資
本
家
も
し
く
は
先
進
者
の
権
利
と
し
て
承
認
し
、
後
進
者
、
労
働
者
の
上
昇
を
抑
圧
す
る
も
の
に
転
化
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
社
会
の
安
定
に
寄
与
し
た
が
、
逆
に
弱
者
の
不
満
も
醸
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
時
期
ま
で
の
飽
は
大
部
分
が
乾
燥
し
て
中
国
に
輸
出
さ
れ
た
の
で
、
価
格
も
比
較
的
高
価
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
も
し
外
国
の
漁
船

が
や
っ
て
来
て
漁
獲
さ
れ
た
と
し
て
も
文
句
は
い
え
な
い
。
だ
か
ら
早
く
根
こ
そ
ぎ
採
取
し
て
し
ま
っ
た
方
が
よ
い
と
い
う
気
持
が
あ
っ

た
ら
し
く
、
こ
の
漁
礁
に
つ
い
て
外
国
船
の
こ
と
に
注
目
し
た
新
聞
記
事
も
あ
っ
た
の
で
あ
る

av
単
に
多
く
の
潜
水
業
者
が
資
源
を

奪
い
あ
っ
て
濫
獲
し
た
か
ら
、
当
時
の
人
び
と
に
は
資
源
保
護
の
思
想
が
な
か
っ
た
と
非
難
す
る
の
は
、
当
時
の
日
本
の
国
力
と
海
外
知

識
か
ら
み
る
と
、
こ
の
新
聞
記
事
に
あ
る
よ
う
に
考
え
る
人
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
れ
ば
、
簡
単
な
結
論
づ
け
は
し
な
い
方
が
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

太東崎器械根の発見と利用

第
こ
に
は
、
当
時
の
潜
水
器
が
あ
ま
り
に
も
高
価
で
、

し
か
も
使
用
に
は
か
な
り
の
体
力
と
技
術
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
、
地
元
の

貧
し
い
か
つ
無
経
験
の
漁
民
が
採
取
に
従
事
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
無
力
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
火
災
と
デ
フ

レ
l
シ
ョ
ン
に
苦
し
ん
だ
住
民
に
と
っ
て
、

た
と
え
他
地
方
の
資
本
家
や
出
稼
労
働
者
で
も
、
土
地
に
金
を
落
し
て
く
れ
る
な
ら
ば
歓
迎

す
べ
き
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
経
営
が
地
元
資
本
家
に
も
学
ば
れ
、
取
入
れ
ら
れ
て
「
磯
売
り
」
の
よ
う
な
形
を
と
る
よ
う

に
な
る
と
、
そ
の
機
構
を
知
ら
ず
に
い
た
た
め
に
そ
の
持
外
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
形
に
な
る
。
そ
れ
が
地
元
に
残
る
ア
ワ
ビ
の
大
漁
う
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た
に
う
た
い
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
零
細
漁
民
の
哀
歓
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
(
望
。

第
三
に
、
当
時
の
大
原
に
は
飽
採
取
と
競
合
す
る
漁
業
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
九
十
九
里
浜
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
こ
の
地
域
で
も
沿
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岸
で
は
組
揚
繰
網
の
経
営
が
盛
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
経
営
資
本
は
近
代
的
な
潜
水
漁
業
の
資
本
家
対
労
働
者
の
関
係
で
は
な
く
、
縁
故
関

係
や
網
元
・
網
子
の
共
同
体
的
な
社
会
関
係
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
漁
民
は
大
方
組
網
の
労
働
力
と
し
て
吸

引
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
飽
潜
水
漁
業
の
経
営
者
た
ち
は
海
女
な
ど
の
女
性
労
働
力
を
利
用
で
き
な
い
以
上
は
、
勢
い
経
験
豊
富
で
技

術
的
に
も
熟
練
し
た
労
働
者
を
御
宿
・
勝
浦
方
面
の
漁
村
に
求
め
、
出
稼
労
働
者
と
し
て
器
械
根
で
操
業
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
〈
号
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
の
、

よ
り
詳
細
な
資
料
の
探
求
と
そ
れ
に
よ
る
論
証
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

註
お
よ
び
文
献

(
1
)

千
葉
徳
爾
日
茨
城
県
沿
岸
海
域
の
呼
称
に
つ
い
て
こ
九
八
六
)
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
一
二

O

に
若
干
の
説
明
が
あ
る
。

(
2
)

大
場
俊
雄
日
千
葉
県
沖
器
械
根
に
お
け
る
ア
ワ
ビ
潜
水
器
漁
業
の
沿
草

ω
(
一
九
七
五
)
千
葉
県
の
歴
史
第
八
号

(
3
)

内
野
美
三
夫
編
日
潜
水
企
業
の
起
因
及
全
望
|
森
六
太
郎
遺
稿
と
森
家
文
書
(
一
九
七
六
)
序
文

(
4
)

前
掲
(
3
)
本
文
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

後
述
す
る
。

(
6
)

前
掲
(
2
)

(
7
)

前
掲
(
2
)

(
8
)

前
掲
(
3
)
の
中
で
森
六
太
郎
が
当
時
の
大
原
の
水
産
業
関
係
の
資
産
家
は
鮮
魚
商
と
組
網
の
網
元
の
み
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

(
9
)

前
掲
(
2
)

(m)
前
掲
(
2〉

(
日
)
千
葉
県
農
商
課
日
千
葉
県
漁
業
図
解
釣
漁
及
雑
漁
之
部
(
発
行
年
月
不
明
、
毛
筆
墨
書
き
で
、
明
治
二
十
三
年
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
出
品

の
た
め
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
)

(
ロ
)
前
掲
(
2
)
に
引
用
の
絵
入
朝
野
新
聞
、
改
進
新
聞
、
東
京
日
々
新
聞
に
よ
る
八
月
二
十
四
日
の
こ
ろ
の
台
数
は
操
業
数
四
四
台
と
あ
る
。



(
日
)

(
H
H
)
 

(
日
)
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農
商
務
省
日
水
産
予
察
報
告
第
三
巻
第
一
冊
ご
八
八

O〉

前
掲
(
2
)

大
場
俊
雄
日
潜
水
漁
業
百
年
目
東
養
飽
合
名
会
社
の
設
立
l

楽
水
七
二
一
号
(
一
九
八
一
一
一
)

同
日
潜
水
器
漁
業
百
年
|
日
東
養
飽
合
名
会
社
の
設
立
初
期
の
事
業
川
l

楽
水
七
二
二
号
(
一
九
八
一
ニ
)

同
日
潜
水
器
漁
業
百
年
|
日
東
養
飽
合
名
会
社
の
設
立
初
期
の
事
業
ω
|
楽
水
七
二
三
号
こ
九
八
一
ニ
)

同
日
潜
水
器
漁
業
百
年
|
撃
沈
さ
れ
た
ア
ワ
ビ
潜
水
器
船
・
第
二
大
協
丸
l
楽
水
七
二
八
号
(
一
九
八
四
)

(
時
)
こ
こ
ま
で
の
経
過
は
前
掲
(
日
)
に
く
わ
し
い
。

(
げ
)
陳
情
書
大
原
漁
業
協
同
組
合
所
蔵
文
書
二
通
あ
っ
て
、
一
は
表
紙
に
大
正
十
年
と
あ
っ
て
年
月
不
明
、
一
は
末
尾
に
大
正
十
年
十
一
月
廿

四
日
と
記
さ
れ
、
当
時
の
組
合
長
以
下
の
署
名
捺
印
も
あ
る
の
で
こ
ち
ら
が
正
式
の
控
、
前
者
は
下
書
か
と
思
わ
れ
る
。
内
容
上
両
者
は
若
干
の

相
国
間
が
あ
る
が
、
本
論
文
は
後
者
を
と
っ
た
。

(
路
)
明
治
十
八
年
九
月
九
日
付
「
自
由
灯
」
に
、
禁
漁
期
間
中
に
外
国
船
が
や
っ
て
来
て
採
取
し
た
ら
ど
う
な
る
か
、
専
門
家
の
見
解
を
求
め
る
と

あ
る
。
な
お
、
後
掲
(
m
m
)

参
照
。

(m)
大
場
俊
雄
:
ア
ワ
ピ
の
大
漁
う
た
楽
水
六
九
六
号
ご
九
七
六
)

同
日
潜
水
器
漁
業
百
年
|
続
・
ア
ワ
ビ
の
大
漁
う
た
l

楽

水

七

O
五
号
(
一
九
七
九
)

御
宿
・
勝
抽
出
方
面
に
お
け
る
潜
水
夫
の
経
験
、
著
者
の
古
老
な
ど
か
ら
の
聞
き
と
り
に
よ
る
。

(
却
)
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