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比
魚
資
源
慣
値

の漉
班

此

島

資

源

慣

値

の

進

展

第
二
巻

七
〇

第

l
班

七

〇
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li..¶い

大
東

正
戦
争
勃
聾
後
二
旬
飴
に
し
て
阜
-
も
比
律
寛
首
都

マ
1こ
フ
は
皇
軍
の
占
領
す
る
と
こ
ろ
と
な
-
'
仝
群
島
望

外
仝
占
領
も

時
日
の
問
題
と
な
っ
た
.
比
島
は
パ
シ
ー
梅
峡
を
隔
て
･J
姦
横
と
H
Tl卑
帯
水
の
間
に
あ
-
~
南
方
諸
囲
中
最
も
乾
酪
に
近
接
せ
る
割

に
は
'
従
罪
世
界

1
の
東
大
賓
糎
図
･た
る
米
国
の
政
策
に
カ
ム
フ
ラ
ー
.I,7)
さ
れ
て
'
我
囲
民
に
は
其
賓
襟
的
偶
作
が
あ
ま
り
は
つ
き

-
と
知
ら
れ
て
居
な
か
っ
た
｡
し
か
し
茸
は
此
島
は
最
近
米
国
で
す
ら
認
識
を
吏
め
る
程
の
重
要
賛
派
を
多
桂
多
量
に
晩
顕
し
て
居

る
の
で
あ
る
｡
皇
軍
占
領
牢
で
此
島
は
周
知
の
如
-

一
九
四
六
年
七
月
四
日
の
完
全
狗
立
に
至
る
過
群
と
し
て
此
律
賓
聯
邦

(C
o
m
･

m
.
n
w
ea
tth
)
政
府
の
治
下
に
あ
っ
た
.

し
か
し
大
東
正
殿
等
が
勃
零
し
た
か
つ
た
と
仮
定
し
て
も
此
島
が
具
し
て
ク
･
マ
法
の
規

定
す
る
前
記
期
日
に
至
っ
て
完
全
猫
立
国
と
な
SQAか
香
か
は
大
に
疑
ぼ
し
い
も
の
と
な

っ

て
居
た
.
元
来
此
島
讐

止
の
約
某
は
虚
栄

心
の
強
い
比
鳥
人
の
白
惚
れ
る
如
-
自
力
に
よ
っ
て
闘
ひ
と
つ
た
も
の
で
は
な
く

米
国
は
其
利
害
の
打
算
･L6-
許
興
し
た
も
の
で

あ
る
.
米
国
は
情
勢
の
廼
化
に
よ
-
其
利
害
関
係
が

l
壁
L
I
此
島
保
有
の
必
要
を
更
め
て
再
認
識
す
れ
ば
'
何
時
に
て
も
此
約
束

を
取
滑
す
用
意
を
怠
っ
て
居
な
い
L
t
硯
に
此
島
の
舵
怖
情
勢
を
し
て
米
国
よ
り
離
脱
せ
ん
と
し
て
能
は
ざ
る
如
き
方
向
に
誘
導
し
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,

つ
1
あ
っ
た
の
で
あ
る
o
之
に
は
米
園
に
よ
る
比
島
の
新
な
る
賓
渡
的
横
倍
の
認
識
が
他
の
政
治
的

･
軍
事
的
原
因
と
共
忙
大
に
興

っ
て
力
あ
る
の
で
あ
る
｡

米
国
が
比
島
に
澗
立
を
約
凍
す
る
に
至
っ
た
原
因
が
決
し
て
袖
の
梗
傍
す
る
如
き
人
道
,H
義
や
自
由
の
精
神
の
み
に
基
-
も
の
で

は
な
-
､
純
然
た
る
矩
瀬
的
原
因
'
即
ち
利
害
の
打
算
に
よ
る
こ
と
は
銑
忙
常
識
と
な
っ
て
居
る
｡
従
っ
て
米
国
は
若
し
此
島
に
澗

立
ih
-輿

へ
す
し
て
即
ち
在
韓
の
日
給
領
的
現
状
の
曽
1
に
比
島
の
米
関
に
封
す
る
政
治
的

川
軍
事
的
慣
借
を
保
持
し
乍
ら
､
経
済
上

の
利
害
を
調
整
し
得
る
な
ら
ば
席
曙
な
-
其
道
を
選
ぶ
に
至
つ
た
で
あ
ら
う
｡
然
ら
ば
弼
立
許
輿
の
経
済
的
原
因
は
何
で
あ
っ
た
か

と
云
へ
ば
､

締

一
に
移
民
問
題
で
･,e
る
0

日
林
人

･
支
那
人
其
化

の
7
.,F',
7
人
は

移
民
と
し
て
完
全
に
米
国
よ
ゎ
一閉
め
H
さ
れ
た
e
で
あ
る

比
島
人
移
民
の
入
園
が
あ
っ
ね
こ
と
に
な
rJ
て
居
芸
~
此
杉
月
か
林
匪
<
賀
儒
讃
聖

長

い

生

括

水
準
を

.弓
LL
け
る

1
困

と

な

り

｢.

此

魔
に
此
島
移
民
排
斥
退
勤
の
勃
聾
を
見
た
｡
此
移
民
を
米
圃
労
働
市
場
よ
-
娠
-
珊
ふ
こ
JJ
が
濁
立
の
約
束
を
輿

へ
る
に
至
っ
た

一

因
で
あ
る
O
タ

･
マ
旗
で
は
比
島
移
民
を
年
五
十
人
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
此
目
的
を
達
成
し
た
.
し
か
も
此
制
限
は
完
全
弼

山比
後
に
資
現
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
､
澗
立
準
備
過
程
の
コ
ソ
キ
ン
ウ
エ
ル
ス
政
府
の
成
立
と
同
時
に
'
即
ち
佃
は
此
鳥
人
が
米
図

に
封
し
て
忠
誠
を
誓
ひ
'
米
国
の
支
配
権
が
張
力
に
残
っ
て
居
る
時
に
'
早
-
も
茸
行
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
.
か
1
る
手

段
に
よ
っ
て
移
民
制
限
の
目
的
を
達
し
た
上
は
､
移
民
問
題
の
み
の
看
鮎
か
ら
は
米
国
は
最
早
比
島
に
完
全
碍
立
を
輿

へ
る
必
要
は

な
い
わ
け
で
あ
る
｡
完
全
澗
立
hLJ
輿

へ
る
JLJ
と
に
よ
っ
て
移
民
制
限
む
移
民
禁
止
に
ま
で
強
化
し
得
る
と
し
て
も
'
そ
れ
は
傍
に
五

比
鳥
資
源
慣
値
の
超
腿

第
二
審

七
1

第

1
淑

七

Z

･

･J蛍

..



比
良
貸
源
僧
侶
の
進
加

第
二
審

七
二

第

1
批

七
二

十
人
の
問
題
で
あ
る
.
他
に
比
島
保
持
を
必
要
と
す
る
充
分
な
る
情
勢
が
憾
威
し
つ
1
あ
る
際
に
'
年
五
十

人
の
移
民
計
癖

除
す
る

た
め
に
完
全
洞
立
を
輿

へ
る
必
要
も
あ
る
ま
い
｡
況
ん
や
完
全
猫
立
稜
に
於
て
も
此
鳥
人
の
米
鯛
に
剖
す
る
関
心
と
友
情
J
Jを
幣
ぎ

と
め
る
た
め
に
は
'
年
rf=
十
<
程
度
の
移
民
入
閣
は
存
鴇
せ
し
め
ぬ
ぽ
た
ら
な
い
で
あ
ら
う
と
云
ふ
事
情
が
有
す
る
に

f
iで
た
や

で

め

.-
-?

｡
か
-
の
如
く
移
民
閏
願
と
IhJhjT.弼

J

tl･TJは
駄
甲
州
佃
の
11.m
と
た
っ
た
の
■｢･-1の
る
o
ih
託
が
獅
7⊥
嘩
備
軌
間
糾
姻
硝
沸
図
よ

り

矩
呪
す
る
と
斉
と
忙
拘
ら
ず
､
米
園
は

此

鳥
人
移
民
の
煩
累
よ
り
免
れ
て
し
ま
っ
て
居
る
の
で
あ
る
U

〓

第
二
に
産
業
投
資
の
問
題
が
あ
る
｡
之
は
攻
に
述
べ
る
貿
易
の
問
題
と
聯
関
す
る
の
で
あ
る
が
'
米
閑
人
殊
に
其
尤
大
た
る
金
融

地
に
産
業
資
本
家
に
と
っ
て
在
来
の
此
愚
の
有
す
る
魅
力
は
云
ふ
忙
足
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
､
此
島
領
有
の
た
め
必
要
と
す
る
直

接
間
接
の
経
費
を
償
ひ
得
な
か
っ
た
｡

米
国
が
此
島
領
有
を
決
定
す
る
掌
研
'

読
点
の
多
数
は

此
島
に
封
し
て
仝
-
誰
誰
を
有
せ

ず
'
某
所
を
稚
す
ら
知
ら

な

か
っ
た
と
云
ふ
程
で
あ
っ
た
.
か
1
る
有
様
に
て
米
国
資
本
家
も
積
極
的
に
此
島
の
産
柴
に
提
蚤
し
之

を
関
聾
せ
ん
と
す
る
熱
意
を
欠
い
で
居
た
o
米
聞
入
の
此
島

へ
の
蓬
栄
投
資
は
､
此
島
側
か
ら
見
れ
ば
夏
雲
な
も
の
で
あ
る
が
､,
そ

れ
は
ス
ペ
イ
ン
人
や
畢
俺
の
授
賓
と
比
べ
て
さ
ま
で
卓
越
せ
る
も
の
で
は
な
-
'

こ
れ
等
と
寧
ろ

同
列
に
見
ら
る
べ
き

も
の
で
あ

-
'
政
治
的
偏
見
さ
へ
除
け
ば
'
邦
人
の
企
柴
投
資
と
も
必
ず
し
も
比
肩
し
得
ら
れ
ざ
る
も
の
で
は
な
い
｡
況
ん
や
米
国
側
か
ら
見

れ
ば
殆
ん
ど
と
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
､
正
確
な
る
数
字
は
不
明
で
あ
る
が
大
慣
総
額
二
億
弗
飴
と
見
積
ら
れ
'
こ
れ
も
最

近
は
如
何
.に
し
て
有
利
に
此
島
よ
-
引
揚
ぐ
べ
き
か
に
焦
慮
せ
る
有
様
で
あ
っ
て
'
僅
か
此
程
度
の
技
茸
を
保
護
す
る
た
め
に
此
島

を
領
有
す
る
JJ
と
の
不
利
を
詑
-
論
者
も
抱
え
な
か
っ
た
o
米
観
は
其
本
土
が
世
淋
一
の
苛
帽
に
恵
ま
れ
'
此
島
に
依
存
せ
ざ
れ
ぼ



縛
ら
れ
な
い
何
物
も
た
か
っ
た
9
唯
維
爽
唯

1
つ
投
茸
企
業
の
上
よ
-
米
国
を
此
島
に
結
び
つ
け
た
も
の
は
ゴ
ム
で
あ
っ
た
｡
世
界

.'n
ム
生
産
量
の
過
半
を
渦
饗
す
る
米
閥
も
､
ゴ
ム
に
関
す
る
随
-
英

･
蘭
等
の
ゴ
ム
生
産
財
に
供
給
を
仲
が
ね
ば
な
ら
な
い
｡
骨
て

ゴ
ム
相
場
の
昂
騰
期
に
'
米
英
..n
ム
軍
学
が
如
何
に
深
刻
に
行
は
れ
た
か
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
o
此
不
利
を
脱
却
す
る
た
め
米
国

は
幾
度
と
な
-
自
国
領
土
或
は
勢
力
圏
内
に
ゴ
ム
栽
巧
計
霊
を
樹
て
た
O
フ

ロ
リ
ダ
地
方
‥

ハ
ナ
マ
地
帯
等
も
考
慮
さ
れ
､
或
は
ブ

ラ
ジ
ル
の
パ
ラ
州
に
鋸
大
な
土
地
藍

月
収
L
t
ア
フ
リ
カ
の
り
べ
-
ヤ
共
和

国
に
も
其
計
量
は
及
ん
だ
O
し
か
し
日
領
内
の
計
藁
は

自
然
備
件
の
制
約
と
技
術
上
の
零
封
よ
-
失
敗
に
解
し
'
其
他
の
計
貢
も
其
後
の
''n
ム
相
場
暴
落
に
よ
る
産
柴
資
本
家
の
群
算
外
れ

の
結
果
'
プ
ラ
.-シ
ル
の

1
部
を
除
き
白
然
消
滅
の
形
と
な
っ
た
｡
此
島
に
於
て
は
北
年
は
ゴ
ム
栽
培
に
不
適
稚
で
あ
る
が
'
南
年
殊

こ
rJJ
ン
ダ
L
か
浩
ま
忙
…喝
吉見
ヒ
臼
.rr尼
J史
つ
'.TI
AF
中東
L苫
帯
L也
LL'jlつ
70
｡
ト
ト司
｢五
二
二
.亡
'コ
LT
JTTT入
口
出
L
T｢
5
一行
か仁
.L
ILil
(
こ
)
i.,h
つ
S

ス
ー
ル
I
等
を
含
む

前

半
だ
け
を
凝
領

と
し

て
儲
供

し
p

と
JJ
に
ゴ

ム

h
L柏
え
､
北
牛

む
墾

止
せ
し
め

ん

と

す
る

案
が
試
食

に
娩

出

せ
ら

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
｡
此
案
は

1
つ
は
民
族
間
題
と
も
閑
聯
し
'
南
方
が
北
方
に
比
べ
て
民
族
の
特
異
性
大
で
あ
り
.
準

止
を

要
望
す
る
フ

イ
リ
ツ
ピ
ノ
ー
の
各
種
iE
系
稗
族
の
圏
外
に
あ
る
こ
と
も

1
囚
を
な
し
た
の
で
あ
り㌔

し
か
し
此
案
も
ゴ
ム
の
下
落
に

ょ
っ
て
立
消
え
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
と
に
角
投
資
企
業
の
見
地
上
-
此
島
は
米
国
に
領
有
を
堵
す
る
程
の
僧
侶
を
輿

へ
な

か
っ
た
｡

三

軍

二
は
貿
易
関
係
で
あ
る
.
此
島
経
済
の
生
死
の
鍵
を
撞
る
も
の
は
米
此
自
由
貿
易
で
あ
る
と
云
ほ
れ
た
｡

一
九
〇
九
年
十
月
五

比
良
貸
瀬
慣
伯
の
脱
出

第

二
番

七
三

第

一
紙

七

三



比
良
資
源
慣
佃
の
媒
朕

第

二
審

七
四

第

l
批

七
四

製
品
は
外
観
産
原
料
含
有
二
割
以
下
の
場
合
に
限
り
頬
硯
と
し
た
｡
但
し
米
む
血
税

品
rLi
り
除
き
'
FZ
砂
糖
は
三
十
常
噸
､
薬
療

は

一
倍
五
千
常
水
､
怨
性
質
及
喋
撃

早
は
l:r手

酷
封
慶
を
関
る
^
,LJ
ゝ
し
た
が
,
後

一
九

仙
二
重

の
ア
ン
ダ
ー
ウ
ッ
ド
関
税
法
に
よ
っ

′

､

′

ド
_,1-
･r--
-･
ノ

･-
11･1

Pl‥
l
〉

l､

米
此
自
由
貿
易
の
結
果
は
此
島
貫
易
に
占
む
る
米
園
の
割
合
を
躍
進
的
に
槍
加
せ
し
め
た
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
.

T

九

〇
九

年
上
半
期
末
に
至
る
八
年
間
に
此
島
の
輸
入
に
於
て
1
五

･
六
%
.
輸
出
に
放
て
ニ
l七
%
を
占
む
る
に
過
ぎ
ず
'
輸
入
に
於

て

は

英

国
及
悌
印
に
す
ら
按
か
れ
て
居
た
米
閥
は
自
由
貿
易
の
結
果
断
然
群
を
抜
い
て
左
の
如
-
弼
占
的
地
位
を
占
む
る
に
至
っ
た
｡

此
表
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
米
国
は
輸
出

入
共
歴
例
的
地
位
を
占
め
る
の
で
あ
る
が
､
殊
に

此
島
輸
出
品
の
宛
先
と
し
て
の
地
位
が
輸
入
品
の

仕
出
国
と
し
て
の
地
位
よ
-
も
重
大
な
.LLと
で
あ

る
｡

1
九

1
五
年
頃
だ
け
は
例
外
的
に
其
関
係
は

逆
で
あ
っ
た
が
'
溝
以
前
に
於
て
も
引
輯
き
米
閲

は
此
島
に
封
し
て
入
起
計
綾
け
'
其
以
後
に
於
で

は
殊
に
さ
う
で
あ
る
｡

此
島
が

一
九
三
八
'
九
年

頃
入
超
と
な
る
以
前
､
連
年
和
宮
王
府
の
出
超
を



蕃

Tw
r

号

-
..-.

･..
.
i

示
し
た
こ
と
を
照
合
す
れ
ば
米
閲
は
随
分
よ
-
比
島
商
品
を
買
付
け
た
も
の
で
あ
る
｡
も
と
よ
-
米
組
は
此
島
を
其
輸
出
市
場
と
し

て
も
相
富
に
利
EEE
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
'
精
々
1
億
数
千
寓
ペ
ソ
見
富
の
比
島
へ
の
輸
出
は
米
国
の
輸
出
維
額
か
ら
見
れ
ば
殆
ん

ど
問
題
で
は
た
く

又
英
語
展
の
見
込
も
乏
し
-
..
東
洋
市
場
に
於
て
も
日

･
支
嫡
観
に
比
べ
て
そ
の
市
場
的
慣
僻
は
遇
に
催
い
の

で
あ
る
｡
も
と
よ
り
比
島
人
に
す
れ
ば
こ
れ
が
其
生
活
の
向
上
､
ア
メ
リ
カ
化
に
よ
る
享
柴
の
増
加
に
と
っ
て
不
可
欠
の
重
責
た
る

こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
｡

要
す
る
に
此
島
粧
演
は
米
国
が
此
島
生
産
物
を
気
前
よ
-
無
根
で
買
っ
て
呉
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
っ
て
屠
る
と
云
っ
て
も
過

言

で
は
な
い
｡

忘
は
南
洋
諸
周
申
仲
鳩
貿
易
に
よ
っ
て
生
き
tr
l摺
る
梅
恢
柏
民
地
む
中
心
と
す
る
f:
レ
I
と
'
そ
の
節

僻

圏
に
含
ま

ーし
.)
1Lヽ
t]TrT,..1ヽ
/
､
t
)
▲
.･p･]/=…
l,-

,･･
-

は

l
人
音
り
の
貿
易
祝
を
見
れ
ば
直
に
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
9
一
九
三
九
年
の
南
洋
各
軸
貿
易
教
を
人
口
概
数
に
て
割
れ
ば
左

の
如
く
な
る
｡

英

領

馬

来

英
領

ボ

ル
ネ

オ

比

律

賓

ビ

ル

マ

齢
帆

印

Al

.-I

俳

p

約
二
七
〇
海
峡
外

的
T
O
O
海
峡
外

約

三
五
ペ
ソ

約

四
六
留
比

約

7
八
値

約

1
九
鐘

約

二
四
ピ
ア
ス
ト
ル

(<
口
を
五
百
瑞
と
概
算
､
T
九
四
C)年
は
&｡ん
ど
四
〇
〇
弗
)

(人
口
八
十
簡
'
但
ブ
ル
ネ
イ
を
除
-
)

(人
口
1
千
四
百
潟
)

(人
口
7
千
五
首
EJ･E)

(人
口
七
千
寓
)

(人
口
1
千
七
百
滴
)

(人
口
二
千
四
百
頂
)

1
人
督
旦

二
十
五
ペ
ソ
は
邦
貨
換
算
七
十
二
風
以
上
と
な
る
｡
比
島
に
次
ぐ
ビ
ル
マ
が
邦
貨
換
算
五
十
故
国
な
る
と
比
べ
て
も
飴

比
島
資
源
慣
値
の
准
旗

第

二
審

七
五

第

1
拡

七
五



比
鳥
資
源
慣
値
の
進
展

第

二
巻

七
六

第

7
鮮

七
山へ

程
大
で
あ
-
､
蘭

印
'

タ
イ
'

悌
印
等
は
迄
に
及
ば
な
い
.
此
貿
易
の
大
牢
が
前
述

の

如
-
米
国
を
相
手
と
せ
る
も
の
で
あ
り
'
此

島
人
の
生
得
に
喰
払
入
っ
た

米
関
の
叡
智
は
碑
と
し
て
枚
-
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
o

比
島

ヘ
ラ
ル
ド
年
鑑

1
九
三
六
年
版
に

｢
山
九
!tl,三
軒
の
此
島
州TAJ場
'
工

場

'

森
林
及
鞭
山
の
垂
生
産
郷
は
四
倍
六
千
玉
石
筒
ペ
ソ
で
.
其
う
工

一億
二
千
三
育
苗
ペ
ソ
飴

JiLu
T
k
ノ

ラ

.=
敢
l
LL71J
か
六
･
ツ･tJ
tb･う
七
六

ハ
エ
石

生
雇
紳
称
の
四
二
･四
%
が
米
紙
に
輸
出
さ
れ
咋
二

‥
詑
･N･.･̂

此
島
の
封
茄
赦
出
は
比
良
に
と
つ
て
は
命
の
綱
に
も
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
｡

一
方
之
を
米
園
側
よ
-
見
れ
ば
緒
金
妬
.IJ
そ
米
組

に
と
っ
て
さ
ま
で
大
き
な
も
の
で
は
JLi
い
が
'
之
が
米
国
の
産
業
賓
本
に
と
つ
て
L/
き
た
問
題
と
な
る
理
由
が
あ
っ
た
.
郁
子
油
'

マ
ニ
ラ
麻
'
殊
に
砂
糖
に
於
て
然
-
で
あ
っ
た
｡
此
島
の
産
業
は
前
述
の
如
-
米
観
の
授
章
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
'

米
国
が
如
税
で
･L/畳
に
此
島
商
品
三

月
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
屠
る
｡
殊
に
此
島
輸
出
の
大
宗
た
ろ
砂
桝
に
と
つ
て
は
米
国
は

輔
啓
の
な
い
市
場
で
あ
る
C
米
国
は
周
知
の
如
-
世
界

1
の
大
砂
糖
治
費
酎
で
あ
る
が
､
其
供
給
源
は
+
(醍
三
つ
に
分
れ
る
.
〓

)

米
国
円
の
主
と
し
て
南
方
諸
州
の
甜
菜
柄
､
(
二
)
敢
馬
廿
廉
桁
､
(
≡
)
ハ
ワ
イ
'
此
島
等
尾
骨
の
甘
煮
糖
で
あ
る
o
此
等
の
う
ち
園

内
糖
は
勿
論
..
ハ

ワ
イ
'
畝
属
糖
等
ほ
何
れ
も
米
観
鼻
糞
賓
本
家
の
投
賓
に
よ
っ
て
成
立
せ
る
も
の
で
あ
り
､
殊
に
数
馬
糖
の
部
費

は
名
器
上
は
外
固
桝
と
云
ふ
も
の
J
賢
際
は
十
数
億
弗
に
連
す
る
未
聞
資
本
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

.
し
か
し
見
に
角
外
国
産

糖
な
る
が
故
に
他
の
外
観
桁
に
比
較
す
れ
ば
特
藩
及
び
梯
戻
し
に
よ
っ
て
五
0
%
見
首
の
傍
得
を
安
-
る
も
の
1
相
常
の
関
税
を
負

措
し
て
居
る
J
然
る
に
此
島
糖
は
米
樹
賛
本
の
支
配
の
外
に
あ
-
乍
ら
､
属
領
の
故
を
以
て
無
税
で
輸
入
せ
ら
れ
る
D
此
島
よ
-
の

砂
肝
の
咋
輸
入
細
百
常
雄
円
外
は
米
観
賓
本
が
砂
糖
限
産
協
定
を
更
改
し
て
､
玖
眉
の
生
産
制
限
を
少
し
-
綬
和
す
る
JJ
と
に
よ
っ

て
容
易
に
代
替
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
故
に
米
組
側
か
ら
見
れ
ば
金
を
か
け
て
大
切
に
育
て
た
愛
兄
で
あ
る
敢
馬
糖
が
､
さ
ま
で
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親
し
み
の
な
い
寧
ろ
憎
ま
れ
子
た
る
比
島
糖
の
た
め
日
蔭
の
身
に
さ
れ
る
JJ
と
に
な
る
｡
朗
円
産
の
甜
菜
糖
ま
で
が
脅
威
を
受
け
る

蔓

っ
て
は
警

肘

へ
難
い
こ
と
で
あ
る
0

7
;

府
･
邦
子
製
口蔓

に
於
て
も
精
々
低
い
程
度
に
於
て
同
様
の
こ
と
が
云
へ
か
O

か
-
て
米
固
産
柴
資
本
家
に
と
つ
て
は
比
島
に
椅
立
を
輿

へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
此
の
蛭
柏
を
免
れ
ん
と
す
る
要
望
が
卿
へ
難
い
も
の

･LTな
-
'
之
が
米
国
の
政
界
を
動
か
し
'
殊
に
南
部
農
産
地
方
を
王
た
る
地
盤
と
す
る
民
主
賞
が
改
構
を
濫
捜
し
た
と
き
は
比
島
消

立
の
横
道
が
促
進
せ
ら
れ
､
現
に
民
主
某
政
村
の
下
に
於
て
澗
立
の
約
束
が
輿
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
又
其
以
前
に
於
て
も

l
投
に

民
主
虞
の
下
に
於
て
比
島
日
精
は
促
進
せ
ら
れ
'
自
治
の
全
般
的
基
礎
を
創
成
し
た

1
九

二
ハ
年
の
.I,h
nl
I
ン
ズ
津

(Jones
B
ltL)
の

点
の
鞘
昔

rW
.
o
d
･F
o
r.I,e
s
T(ep
ort)
は

｢
骨
未
開
が
此
見
よ
-
撤
退
す
る
は

此
良
人
に
封
す
る
不
信
'

米
国
に
封
す
る
不
孝
.

進

歩
の
過
程
に
於
什
る
明
白
な
ム
逆
鴇
'
我
国
民
的
護
持
の
許
す
べ
か
ら
ざ
る
僻
急
で
あ
-
'
比
島
に
於
て
米
国
が
権
力
を
伴
は
ざ
る

背
任
の
地
位
に
竜
か
る
1
が
如
き
は
之
を
避
け
ざ
る
べ
か
ら
す
｣
と
の
意
味
を
述
べ
て
居
る
｡
か
-
の
如
-
比
島
澗
立
許
輿
の
横
道

推
決
し
て
此
島
に
同
情
を
有
せ
る
も
の
･̂
側
よ
-
起
ら
す
し
て
'
寧
ろ
之
を
嫌
悪
し
排
斥
す
る
も
の
･̂
側
よ
-
起
っ
た
の
で
あ
る
｡

此
鳥
に
洞
立
を
興
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
米
陸~
は
そ
の
農
業
豪
の
首
に
石
臼
の
如
く
吊
下
っ
て
屠
る
厄
を
排
仏
の
く
べ
き
で
あ
る
と

一

上
院
議
員
は
公
言
し
た
｡

か
-
の
如
-
此
島
澗
立
詐
輿
の
偉
大
の
原
因
は
貿
易
上
に
あ
-
'
比
島
商
品
を
米
閥
市
場
よ
-
駆
逐
又
は
制
限
す
る
た
め
の
地
な

ら
し
を
す
IQ
JJ
と
'
之
が
主
要
動
因
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
米
国
は
此
島
猫
立
の
約
束
と
か
ら
ま
せ
て
此
目
的
を
遺
憾
な
く
達
成
し
得

比
良
黄
ば
慣
値
の
避
脹

第
二
審

七
七

第
7
班

七
七



比
良
.甘
源
慣
佃
の
軒
･由

第

二
審

七
八

第

i肪

七
八

る
準
備
を
完
盤
し
た
の
で
あ
る
O
即
ち
十
ヶ
年
の
猫
立
準
備
期
問
は
郁
子
油
年
二
十
貰
輔
.
廊
年
三
百
苗
封
庶
'
砂
肝

年
八
十
五
寓

梶

(原
糖
八
十
出
嘩

分
相
琴
五
璃
碧

ま
で
は
従
前
通
-
無
税
輸
入
す
る
が
'
完
全
喝
立
後
は
首
然
外
陣
品
扱
払
と
な
る
.
し
か
し
十

ヶ
年
の
後
年
'
即
ち
六
年
間
か
ら
は
此
段
別
で
締
出
枕
を
か
け
､
そ
の
或
は
六
年
m
T
LLLiに
於
て
米
国
が
外
国
品
に
課
す
る
税
率
の
五
%

.7′〃
'ー-しー
'-,
ド
.

1
‥
-
:
｣

･LL
ノ'
,T
･.E
.⊥｣
d/
タ

弓

TTu
卜

T
q
LLu

Kに
二
五
QTq
と
な
る
ー
十

l
キ
ヨ
か
ら
は
碑
論
米
閲
刷
で

山
C
O
′〃βの
肺
人
相
を
か
け
る
わ

れ
で
あ
る

o
此
輸
出
税
の
収

入
を
以
て
此
島
は
米
欧
に
封
す
る
債
務
を
哲
朋
L
に
返
済
す
る
義
持
を
亀
ふ
O
即
ち
此
方
法
に
よ
っ
て

米
閲
は
貿
易
上
の
厄
を
免
れ
'
更
に
此
島
領
有
時
代
の
財
政
上
の
失
費
と
回
収
せ
ん
と
す
る

一
石
二
鳥
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
の
で
あ

る
｡
此
目
的
さ
へ
達
す
れ
ば
賓
は
猫
立
は
米
国
に
JJ
つ
て
飴
-
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
｡

四

ク
･

マ

法
の
規
定
が
此
島
に
封
し
支
接
払
か
ね
る
程
の
高
債
を
葬
式
す
る
も
の
を

Q
こ
と
は
其
後
攻
第
に
明
と
な
っ
て
来
た
｡
此

代
償
は

質
に
此
島
の
存
立
の
基
礎
を
危
ふ
か
ら
し
め
る
程
の
も
の
で
あ
る
.
此
島
は
名
を
待
て
賓
を
莫
ふ
こ
と
1

孝

心
.
尤
も
比
島

側
で
も
此
困
難
を
切
授
け
る
た
め
の
色
々
の
工
作
は
行
っ
て
居
る
｡
国
産
愛
柏
'
工
業
化
躍
動
を
王
た
る
TE:容
と
す

る
所
謂
ネ
パ
遥

動

(圃
家
継
軒
保
護
協
骨
)
を
強
化
し
-

此
島
経
済
を
此
鳥
人
に
よ
っ
て
日
立
せ
し
め
ん
と
期
し
て
居
る
｡
し
か
し
何
と
云
っ
て
も
米

比
自
由
貿
易
の
断
絶
は
前
に
繰
返
し
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
此
島
結
締
に
と
-
救
命
的
で
あ
る
｡
之
を
放
任
し
て
な
さ
れ
る
あ
ら

ゆ
る
工
作
は
結
局
軸
距
策
に
過
ぎ
ず

､
要
す
る
に
瀕
を
蕃
は
ず
し
て
水
利
を
頗
る
と
同
様
で
あ
る
.
弼
立
佃
早
論
'
市
桧
討
論
ぼ
か

1
る
情
勢
の
中
よ
り
起
る
べ
-
し
て
起
っ
て
来
た
｡
し
か
も
之
こ

そ
米
国
の
狙
ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
此
島
が
猫
立
の
熱
意
に
株

へ
て

周
到
な
る
打
算
を
怠
れ
る
間
際
に
煎
じ
て
米
国
は
弼
立
の
基
名
を
輿

へ
て
自
己
の
綻
怖
上
の
要
RJ.j
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
が
'
此
島
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慮

饗

が
そ
の
代
償
に
耐
へ
か
ね
て
米
閲

へ
の
政
治
的
債
存
関
係
の
復
清
を
懇
願
す
る
な
ら
ば
'
米
国
は
凡
ゆ
る
恩
着

せ

が

ま
し
き
態
度
を

以
て
'
菅
は
内.
心
欲
求
を
新
に
し
た
従
属
関
係
を
維
ぎ
と
め
る
こ
と
が
出
乗
る
｡
而
し
て
此
新
し
い
従
属
関
係
は
比
島
の
要
望
に
よ

っ
て
や
む
な
く
許
興
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
実
名
を
つ
か
み
'
膏
碑
の
役
巌
関
係
が
此
島
心
の
意
思
に
反
し
て
欺
偶
的
に
奪
取
し

た
も
の
で
あ
与
と
云
ふ
悪
名
を

拭
色
し
去
る
こ
と
が
出
来
る
o

勿
論
此
場
合

此
島
に
多
少
の
経
済
的
恩
恵
を
施
す
必
要
は
あ
ら
う

が
'
そ
れ
は
最
早
決
し
て
在
来
の
自
由
貿
易
の
復
活
で
は
な
く
ー
米
図
集
美
香
本
家
の
利
益
社
比
鴇
農
産
物
に
封
し
て
充
分
に
防
諜

し
得
る
範
圏
内
に
於
て
比
島
商
品
に
幾
分
の
優
待
を
輿

へ
る
程
度
で
あ
ら
う
｡
砂
糖
の
如
き
比
島
が
米
圏
の
属
領
と
し
て
止
ま
つ
た

と
し
て
も
濃
早
八
十
五
甫
滴
の
制
限
は
動
か
し
雑
き
も
の
で
あ
り
､
税
率
に
於
て
も
歌
馬
糖
程
度
以
上
の
優
待
は
輿

へ
な
い
で
僻
ま

せ
る
で
あ
ら
う
0
何
れ
に
し
て
も
米
国
は
掲
立
の
代
償
の
峰
韓
さ
を
ほ
の
め
か
し
た
だ
け
で
自
己
の
樫
滴
上
の
目
的
の
大
半
毅
淫
成

し
縛
る
わ
け
tL
'あ
る
｡
尤
も
比
島
は
詩
碑
宗
谷
詣
川
正
数
法
式
忙
郷
訟
IL
プ
･*
.r
i

i=
戸
くノ＼

ウ
ノ
り/
i:東

風
ま
1-
ILu'つ
卿
-
LJ
p上
向

･

I

,
,
,
･-I

,I

-
ま
で
燭
立
を
達
成
す
る
と
公
言
し
て
居
る
が
'
大
勢
は
澗
立
R
l朔
論
に
相
か
ざ
る
を
得
な
い
情
勢
は
刻

カJJ
鰯
成
し
つ
～
あ
っ
た

の
で
あ
る
.
骨
て
硝
立
運
動
に
挺
身
し
て
居
た
頃
ケ
ソ
ン
は

｢
吾
人
は
米
闇
に
よ
る
天
園
の
統
括
よ
-
も
此
鳥
人
に
rLj
る
地
獄
の
統

治
を
欲
す
｣
と
叫
ん
だ
が
'
擢
解
約
理
由
よ
-
澗
立
を
約
報
せ
ら
れ
た
比
鳥
人
が
経
済
的
情
勢
の
奨
化
を
振
り
か
へ
つ
た
と
き
自
己

が
米
国
の
経
済
力
に
よ
っ
て
動
き
の
つ
か
な
い
告
で
忙
余
し
ぼ
-
忙
な
っ
て
居
た
こ
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
｡
此
鳥
人
は
今
)･J
そ

澗
立
と
云
ふ
如
き
民
族
の
誇
る
べ
き
･L/事
業
が
翠
に
経
済
上
の
取
引
に
似
た
る
手
段
を
以
て
達
成
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
そ
こ

に
琴
南
な
精
神
的
要
素
の
不
可
挟
な
る
こ
と
を
痛
感
す
べ
き
横
で
あ
る
｡

五

比
鳥
安
L｡3
倍
伯

の
遊
鵬

第
二
番

七
九

第

7
抗

七
九



比
鳥
資
源
慣
値
の
粧
鵬

第
二
希

八

〇

籍

1
批

八

〇

此
島
人
側
に

於
て
経
済
的

利
寄
打
算
の
若
鮎
よ
り
褐
立
延
期
論
や
再
検
討
論
が
痘
頭
し
っ
･-.
あ
る

l
方
'
米
国
側
に
於
て
も
此
島

領
有
を
帽
梗
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
情
勢
が
威
熟
し
て
来
た
｡
之
に
は

tL
つ
は
漸
次
除
藩
化

す
る
国
際
情
勢
の
さ
中
に
あ
っ
て
､

衆
樺
柁
於
け
る
唯

【
の
雅
閲
の
尿
領
た

軍
事
上
政
治
上
の
基
経
と
し
て
利
鞘
す
べ
き
必
要
が
増
大
し
た
.JJ
云
ふ
理
由
も
あ
る
が
'
共

外
に
把
怖
的
に
比
応
の
慣
値
が
鵜
飼
と

u
n
′仲
認
識
せ
ら
れ
い,T3
に
覚
り
托
,(
-U
軒
芋
73
-
13iLphTu
レ

1
,･p'寸叫りl
/
I-

･.
'l

前
述
の
如
-
此
島
領
有
放
棄
の
横
道
は
米
国
農
業
資
本
家
の
利
昔
に
ょ
つ
て
促
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
訳
に
柚
等
を
し
て
iBi

己
の
利
益
の
た
め
に
領
有
樺
を
す
ら
放
棄
せ
し
め
ん
と
す
る
決
意
を
抱
か
せ
た
直
接
の
動
機
は
､
先
年
の
世
界
的
鼻
糞
恐
慌
で
あ
っ

た
｡
然
る
に
其
後
の
農
業
景
気
の
漸
進
的
回
復
は
此
島
農
産
物
の
競
年
を
さ
ま
で
意
に
介
せ
ざ
る
に
至
っ
た
.
且
叉
世
界
情
勢
の
弊

化
は
白
囲
産
業
の

1
部
門
の
胎
極
的
防
衛
の
た
め
に
切
角
の
此
島
統
治
を
放
栗
す
る
こ
と
を
再
検
討
せ
し
め
ん
と
す
る
機
運
紅
促
進

す
る
に
至
っ
た
｡

米
比
双
方
の
此
榎
の
要
望
は
相
寄
っ
て
売
づ
ク

･
マ
法
の
綬
和
を
協
定
す
る
に
至
ら
し
め
た
O
か
く
て
尭
づ
米
比
貿
易
に
閲
す
る

調
査
研
究
の
目
的
を
以
て

｢
此
偉
賓
問
題
共
同
準
備
委
員
昏
｣
が
米
比
双
方
の
委
月
に
よ
っ
て
組
紳
さ
れ
'
そ
の
報
償
殻
に
勧
昔
が

基
礎
と
な
っ
て
法
案
が
米
開
講
骨
に
提
出
さ
れ
'
多
少
の
修
1B
を
経
て

1
九
二
五

年
八
月
通
過
､
同
十
月
此
島

l
般
投
票
の
賛
成
を

得
て
経
済
調
整
漆
が
成
立
し
た
.
之
に
よ
れ
ば
此
島
側
の
熱
望
を
容
れ
て
逓
増
輸
出
税
賦
課
は
取
り
や
め
と
な
り
､
砂
糖
に
つ
い
て

は
ク

･
マ

法
の
規
定
す
る
年
八
十
五
蔑
輔
の
無
税
取
扱
量
は
其
ま
-
.

澗
立
準
備
期
間
を
通
じ
て
承
認
せ
ら
れ
'

コ
プ
ラ
'
肺
は
数
量

の
制
限
な

く

硬
質
繊
維
製
晶
は
Ik/
慣
年
六
百
常
封
慶
ま
で
無
税
の
取
扱
を
受
け
る
JJ
と
1
た
っ
た
｡
又

l
九
四
0
年
封
米
輸
出
に

付
き
蕪
寵
の
菰
哉
重
文
iり
る
華
至

芸

言

､
薫
華
空
手
(南
朝
一で
陪
-
)
1
7倍
本
'
郁
子
準

7+
罵
堪
'
闇
壁

阜
及
何
事
四
百
五
十
蔦



封
畢

虞
珠
只
ボ
タ
ン
八
十
五
寓
グ
ロ
ス
と
し
'
こ
の
品
目
は
タ

･
マ
港
に
規
定
せ
し
如
き
逓
増
庶
疎
は
免
れ
た
が
'
唯
右
割
常
食

を

1
九
四

1
年
以
降
完
全
端
正
ま
で
毎
年
五

%
宛
逓
減
す
る
こ
と
･,
し
た
｡

尚
は
新
法
に
よ
れ
ば
澗
立
像
の
米
比
貿
易
調
査
に
関
す
る
勧
青
葉
の
作
成
は
'
喝
立
日
よ
旦

毎

前
に
米
比
間
に
合
講
を
開
い
て

決
定
す
る
こ
と
-
し
た
｡
此
の
規
定
は
タ

･
マ

法
の
一
年
前
と
あ
る
規
定
を
改
1B
し
た
も
の
で
､
米
此
間
の
交
渉
灯
充
分
の
飴
裕
を

輿

へ
'
表
面
は
比
島
乾
し
て
澗
J.義

代
償
を
複
和
せ
し
め
る
た
め
の
折
衝
期
間
を
延
長
せ
し
め

_る
も
の
で
'
米
国
の
比
島
に
封
す
る

好
意
の

一
表
現
と
見
ら
れ
る
が
.
事
雪
は
之
に
よ
っ
て
既
に
熱
成
せ
る
比
島
人
の
封
米
債
有
年
免
荷
を
益
々
強
化
し
'
比
島
を
し
て

少
し
も
早
′1
利
害
の
最
終
的
判
断
を
広
さ
し
め
､
之
を
米
国
の
陣
営
に
つ
な
ぎ
と
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

｣ヽlノ

nノ許
婚
･TT
案
n
榊詑
=
T
あ
る
･-
出
島
だ
.hra
C
7
-i
:
故
郷
の
賄
拝
謝

囲
同
株
鼻
糞
が
諸
産
業
中
部
割
的
醗
位
を
占
め
て
屠
る
.
然
も
農
業
と
経
も
住
民
の
生
括
必
需
濃
産
物
よ

り
も
取
出
句
を
O
執
学

籍

比
島
安
原
僧
侶
の
退
旗

殊
農
直
物
に
重
鮎
が
あ
る
｡
成
る
程
耕
地
面
積
か
ら
云
へ
ば
何
と
云
つ

て
も
米
が
第

1
位
を
占
め
組
耕
地
約

l
千
首

エ
ー
カ
ー
中
略
年
ば
は
米

田
が
占
め
て
屠
る
｡
し
か
し
比
耕
地
を
以
て
し
て
も
米
作
技
術
の
拙
劣

の
た
め
住
民
の
需
要
を
充
た
す
に
足
ら
す
相
昔
米
の
輸
入
を
見
る
｡
米

韓
人
の
比
幹
的
少
か
つ
た

一
九
四
〇
年
で
も
八
蔦
三
千
飴
麹
に
達
し
~

普
段
は
二
千
博
満
見
昔
を
常
例
と
す
る
.
か
-
比
島
の
農
業
は
静
出
向

第

二
審

.
八

1

第

1
封

.(

1



此
鳥
資
源
贋
値
の
進
展

緒

二
塔

八
二

第

7
雛

八
こ

き
農
産
物
に
主
力
が
注
が
れ
'
砂
糖
'
邦
子
製
品

(
n
プ
ラ
､
郁
子
油
).
麻
及
綱
具
､

煙
草
が

四
大
輸
出
品
で
此
四

品
で
一
九
三
九

年
右
の
如
-
組
輸
出
の
八
二
二

%
を
占
め
る
｡

比
等
熱
帯
性
特
殊
農
産
物
が
此
島
輸
出
の
i(
牛
を
占
め
る
と
と
が
..
米
麹
を
し
て
比
鳥
を
不
用
不
意
の
も
の
と
断
す
る
1
因
JJ
な

っ
た
の
で
あ
る
が

ハTILlb
iil.軒
だ
私
～
-
7
肺
の
如
I･･Lは
光
膜
ii
き
-
必
前
件
執
る
九
1
凍
る
カ
:

LI
L.
け
iLJ比
風
前
軒
m
承
引
に
る
敷
,1･
Au･ノ
=｡

ぎ
と
め
る
程
の
力
は
な
い
O).

乾
圧
こ
亘
っ
て
米
閲
は
政
治
的
軍
事
的
横
倍
再
認
隷
以
外
に
挺
碑
的
に
も
比
島
に
現
れ
た
る
資
源
の
新

な
る
債
値
を
聾
見
し
た
の
で
あ
る
O
そ
れ
は
錦
産
資
源
で
あ
る
｡
し
か
も
此
島
各
種
錬
産
賓
渡
の
中
に
は
米
国
に
不
可
軟
に
し
て
自

給
し
得
ざ
る
も
の
が
あ
る
｡
米
国
が
大
東
正
よ
rSL
遮
断
せ
ら
れ
て
不
如
意
と
な
る
必
需
物
資
は
多
々

あ
る
が
'
そ
の
中
ゴ
ム
､
錫
･

規
郡
が
主
な
る
も
の
と
し
て
摩
げ
ら
れ
る
｡
之
は
南
洋
諸
国
の
せ
鼎
産
額
に
占
む
る
澗
占
慶
が
特
に
高
-

(ゴ
･.･
の
九
〇
%
以
上
･
銚

六
〇
1
七
〇
%
'
規
那
九
〇
%
見
嘗
)
し
か
も
米
国
内
で
は
仝
-
或
は
殆
ん
ど
産
出
せ
ざ
る
も
の
な
る
が
た
め
で
あ
っ
て
'
些

二
橿
以
外

に
も
東
重
に
依
存
せ
ざ
れ
ば
米
園
の
軍
需
産
業
に
大
き
な
妖
随
を
輿
へ
る
幾
多
の
も
の
が
あ
る
.
し
か
し
そ
れ
が
飴
31
人
目
を
憲
か

な
い
の
は
米
園
内
で
も
或
程
度
の
産
額
が
あ
-
､
然
ら
ざ
る
も
米
困
以
外
南
北
柄
栄
大
陸
よ
-
相
常
補
給
を
受
け
得
る
か
･
叉
は
南

洋
特
産
に
し
て
も
其
必
需
性
が
あ
ま
り
高
く
な
い
た
め
で
あ
る
Q
し
か
も
賢
は
其
中
に
米
国
の
尤
大
な
る
需
要
量
と
周
合
す
れ
ば
前

記
三
種
に
も
劣
ら
ざ
る
重
要
不
足
賓
波
が
あ
る
｡
鋸
産
物
に
つ
い
て
見
れ
ば
'
例
へ
ば
タ
ン
グ
ス
テ
ン
は
米
国
も
世
界
第
三
位
の
産

顔
を
有
L
t
世
界
産
寂
の

1
割
躯
を
占
め
て
居
-
､
南
米
の
ボ
-
ビ
ア
､
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
も
多
少
の
産
出
が
あ
る
が
･
し
か
も
世

界
第

一
位
の
支
部
'
軍

亮

の
ビ
ル
マ
に
任
有
し
な
け
れ
ば
到
底
そ
の
大
需
要
を
充
た
し
得
な
い
.
ア
ン
チ
モ
ニ

ー
に
あ
つ
て
も
'

ボ
リ
ビ
ア
､
メ
キ
シ
コ
等
自
国
勢
力
圏
円
の
産
額
で
は
不
足
し
'
ど
う
し
て
も
支
郡
よ
り
供
給
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
此



帝
憩
は
比
島
で
は
▲Jr
rll
の
･こ
こ
ろ
未
だ
問
題
に
な
ら
な
い
が
､

比
島
の
諸
錬
産
物
中

栄
園
の
垂
東
稽
-
能
は
ざ
る
も
の
は

ク
ロ
ー

ム
､

マ
ン
ガ
ン
'
鋼
で
あ
ら
う
｡

尤
も
へ7
日
ま
で
此
島
hJ.
於
け
る
錦
竜
物
中
尾
も
金
額
4
(
な
る
も
の
は
金
で
あ
っ
て
之
は
古
-
か
ら
採
取
さ
れ
て
居
た
が
'

1
九
三

三
年
頃
よ
り
飛
躍
的
に
増
産
を
見
､
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
を
硯
出
し
た
O
其
後
蓮
年
産
額
を
増
加
し

1
九
三
九
年
に
は

一
首
高
オ
ン

ス
を
突
破
し
r
七
千
二
rm
詮
寓
ペ
ソ
の
産
出
が
あ
っ
た
.
此
外
銀
も
同
年
百
七
十
五
苗
ペ
ソ
の
産
出
あ
r=
'
雨
着
合
せ
て
邦
貨
換
算

1
億
五
千
五
言
寄
風
見
苧

三
号

,
仝
此
島
頚
産
物
の
八
七
空
で
さ
め
て
居
る
｡
硯
を
金
錦
屡
と
し
て
は
北
部
ル
ゾ
ン
の
山
丘
川州
殊

に
ベ
ン
ゲ
ッ
ト
他
方
iij.,ih
讃
七
≡
7iJLJ
l/=

之
に
次
い
で
は
マ
ス
:.
..L
気
tJ
ら
P
t
整

科
耶
心
ノ

ン
つ
沙
m

.
若
鮎
.JH

故
L)巨
舞

LJ

)ⅥJ.
じ.】♪
}1.
.̂･.h･-

〉
-

.
ー
､
･

関
が
や

･̂｡
頚
は
lニ
ーIt
T.I;
γ
7-,34
仏

!
世
淵=5
.ロ
:pi.Ii33
博
力
折
畳
ゼ
りrE引L･Lは
東
叫部
常
習
宴
会
-亡し

て
lL(
撃
た
慣

値

｣空

乍
ず
る
が
.
愈

陀

食

傷
せ
る
米
麹
､
し
か
も
今
n]
の
如
き
世
革
情
勢
の
下
に
於
て
は
米
観
が
比
島
の
金
を
不
可
欠
と
す
る
筈
も
な
-
､
此
島
探
金
業
は
今

後
米
人
企
業
よ
り
邦
人
企
蓋
に
移
さ
れ
'
大
東
玉
顔
域
圏
の
新
な
る
経
済
交
流
の
構
想
の
中
に
利
用
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
.

七

錦
織
は
金
に
比
較
す
る
と
遠
に
被
れ
て
開
頭
せ
ら
れ
た
が
之
も
顕
著
な
増
産
を
不
し
.
近
年
前
記
四
t
J輸
出
品
~
別
解
'
木
材
に

次
い
で
の
碗
出
品
と
な
-
1
し
か
も
木
材
と
の
蘇
出
額
の
開
き
を
年
々
縮
少
し
て
帝
た
.
今
回
の
譲
合
に
於
け
る
政
府
の
蚤
表
に
よ

れ
ば
此
島
錬
錬
産
頚
は

一
九
二
元

年
七
十
嵩

l
千
噸
と
あ
る
｡
同
年
よ
-
裁
錦
は
麻
､
材
木
を
凌
駕
し
て
此
島
封
日
輸
出
品
の
首
位

に
立
っ
た
O
敏
瀬
は
仝
群
晃
竺
旦
っ
て
埋
蔵
さ
れ
.
現
在
盛
ん
に
穣
行
さ
れ
て
屠
る
の
は
南
北
柄
カ
マ
-
ネ
ス
州
及
,,,
ン
ダ
ナ
オ
末

北
端
r(
-
ガ
オ
州
で
や

O
が
'
哩
滴
量
の
最
大/
な
の
は
r(
リ
ガ
オ
で
五
荘
確
と
稀
せ
ら
れ
る
｡
比
島
の
鎖
鎌
は
米
国
に
と
つ
て
は
仝

比
島
資
源
僧
侶
の
蓮
堪

第
二
審

八
三

第

一舵

.(

三



此
島
資
源
慣
仇
の
進
展

第

二
審

八
四

第

一
筋

八
四

く
無
用
で
あ
り
'
寧
ろ
之
あ
る
が
た
め
に
敵
性
園
日
本
の
軍
要
賓
源
を
損
供
し
'
此
島

に
封
す
る
関
心
を
長
め
る
の
み

で
あ
る
と
感

じ
た
JJ
と
で
あ
ら
う
｡
此
島
に
眠
ら
す
屈
釆
其
他
南
洋
の
銭
鋸
は
採
算
の
朗
係
上
殿
栄
の
製
錬
業
に
利
周
す
.IJ
JJ
は
困
難
で
あ
ゎ
'

鶴
原
料
の
切
迫
す
る
F
=
妙
と

柑
慌
つ
｢
E
碗
伴
の
他
線
は
日
本
鍛
鉄
業
に
利
刷
せ
ら
か
ju
Itdを
棉
さ
る
必
然
性
が
あ
り
'
此
島
の
戦

地
も
共
殆
ん
ど
各
部
が
日
本
に
輸
出
せ
ら
れ
た
.
今
後
我
閲
の
資
本
JJ
技
相
性
よ
り
'
他
の
錬
産
物
と
共
に
此
島
の
鼓
舞
が
積
塵
的

比
閑
散
せ
ら
る
べ
き
と
と
は
云
ふ
を
伐
た
な
い
｡

ク
ロ
ー
ム
錦
は
此
島
鎖
産
物
中
最
も
米
甑
の
閲
心
を
唆

･e/
此
島
と
の
政
治
的
関
係
の
必
要
を
更
め
て
考
慮
せ
し
め
る
に
至
っ
た

尤
な
る
も
の
で
あ
ら
う
.
ク
ロ
ー
ム
は
鋳
び
な
い
鋼
及
び
各
種
特
殊
鋼
の
原
料
と
し
て
悲
時
各
々

そ
の
重
要
性
を
増
し
乗
っ
た
も
の

f
J
あ
る
が
'
米
園
の
ク
El
-
ム
鋳
床
は
規
模
小
さ
-
且
つ
又
償
格
の
高
い
時
の
み
採
取
せ
ら
れ
る

状
態
で
'
米
国
は
そ
の
供
給
の
殆

ん
ど
全
部
を
外
囲
に
伸
が
ざ
る
を
得
な
い
.

1
九
三
九
年
米
園
は
主
と
し
て
ロ
デ
シ
ヤ
を
含
む
甫
阿
よ
-
'
叉
畝
馬
'
土
耳
古
'
ブ

ラ
ジ

ル
'
此
島
等
よ
旦

≡

七
､
五

11
1.
境
の
ク
ロ
ー
ム
錦
を
輸
入
し
､
此
島
は
同
年
度
七
高
噸
以
上
を
米
園
に
供
給
し
た
o
L
か

し
開
防
計
董
進
捗
と
共
に
米
国
の
需
要
は
加
速
度
に
増
大
し
.
翌

1
九
四

〇
年
に
は
此
島
は
二
十
甫
噂
の
ク
ロ
ー
ム
鏡
を
輸
出
し
'

そ
の
九
割
は
米
国
に
向
け
ら
れ
'
小
量
が
我
国
に
も
輸
出
せ
ら
れ
た
｡
ク
ロ
ー
･J
も
亦
此
島
の
新
進
鍍
産
物
で
'
此
島
関
税
局

の
報

せ
に
よ
れ
ば
そ
の
帯
出
高
は
左
の
如
-
激
増
し
て
居
る
｡

7
九
二
云
年

一
九
三
七
年

一
､
二
九
二
噸

六
九
､r(
茄
五
″

1
九
三
九
年

=
九
四
〇
年

1
二
六
'七
脂
八
僻

的
二
〇
〇
'つ
つ
C
)リ



此
島
の
最
大
の
ク
ロ
ー
ム
錦
山
は
ル
ノ
ン
西
牽

芹
ザ
ム
パ
レ
ス
州
の
マ
シ
ン
ロ
ッ
ク
(M
asin
lt.C)
に
あ
-
.
埋
蔵
畳

一
千
甫
噴
､

世
界

T
の
ク
ロ
ー
ム
銀
山
と
稀
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
0
品
位
三
五

%
と
云
は
れ
る
｡

鋼
は
此
島
に
於
て
古
く
よ
り
珠
掘
さ
れ
'
其
後
久
し
-
放
棄
さ
れ
て
屠
た
が
米
領
と
た
っ
て
小
規
模
に
復
活
L
t
更
に
最
近
原
著

な
増
産
を
見
た
｡
(鋼
頚
輸
出
豊

1
九
三
有
年
二

五
噸
､
r
九
三
七
年
1
五
'El
二
二
噸
'
1
九
三
九
年
三
二
.C
0
1
噸
)｡
主
要
銀
山
は
北
部

ル
ノ

ン
の
中
央
山
岳
州
の
マ
ン
コ
ヤ
ン

fM
ancayan
)
に
あ
-
.
又
パ
ナ
イ
島
の
カ
ビ
ズ
州
に
は
極
め

て
良
質
の
鋼
鋸
が
蚤
見
さ
れ

て
屠
る
o

l
九
三
八
年
壬
で
は
上人
手
綱
頚
の
空
ゝ
戟
頭
に
帯
出
さ
れ
'
多
少
精
選
鋼
と
し
て
米
国
に
韓
出
さ
れ
た
が

1
九
三
九
年
よ

-
登
鞍
軟
骨
し
.
乱
獅
頒
-
′

riL｡退
洞
1.13が
碓

些
湖
倒
し

.
･t,'ヰ
斗.遠
州
湖
南

-.L
し
て
諸
出
さ
れ
､
蔀
鎖
と
韓
に
日
本
が
､王
漂
席
控
塊
と

な
り
､
輝
頒

府
､
木
材
に
攻
ぎ
碍
E33
位
の
封
ヨ
満
出

品
と
た
っ
た
｡
鋼
は
ク
ロ
ー
ム
と
異
-
米
国
の
首
相
率
J%
る
高
い
-rJの
で
あ

ち
.
し
か
し
世
界
の
摘
草
竜
は
敵
洲
灘
の
勃
肇
と
共
に
激
増
し
'
そ
の
二
一､
四
〇
兎
以
上
を
占
む
る
米
観
は
世
界

I
の
銅
産
朝
を
以

て
し
て
も
相
普
不
足
を
告
げ
て
苦
る
〇

一
九
四

1
年
夏
米
園
鋼
消
費
量
は
雪

1十
葛
確
に
達
し
.
其
中
国
内
産
に
よ
っ
て
賄
払
得
る

も
の
百
八
首
噂
と
淳

へ
ら
れ
=0
0
米
麹
は
此
不
足
を
鞍
人
に
rLJ
つ
て
補
ふ
た
め
'
中
南
米
諸
国
よ
-
極
力
輸
入
す
る
と
共
に
此
島
の

鋼
を
も
掻
き
集
め
る
必
要
を
増
大
し
て
居
る
o
此
事
が
確
率
王
と
し
て
我
国
に
帝
出
せ
ら
れ
た
鋼
を
比
島
政
府
に
張
制
統
制
法
を
押

付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
債
奪
せ
ん
と
計
量
し
た
勤
磯
で
あ
る
.
鋼
は
大
東
更
共
柴
圏
円
に
於
て
日
給
変
の
最
も
低
い
も
の
で
あ
る
と

考

へ
ら
れ
て
居
た
が
'
今
後
は
有
望
な
る
比
島
の
鋼
錦
開
聾
に
よ
っ
て
徒
衆
の
甫
北
諸
国

へ
の
依
存
関
係
を
晩
却
す
べ
き
で
あ
る
.

マ
ン
ガ
ン
錦
も
米
園
の
産
出
が
少
-
'
そ
の
哀
情
損
張
の
た
め
に
は
年
々
的
首
首
唱
の
マ
ン
ガ
ン
頚
を
必
要
と
し
'
う
ち
九
〇
%

tは
輸
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
O

主
要
供
給
源
は
ア
フ
リ
カ
'

印
夏
及
び
ソ
聯
で
あ
る
が
へ

そ
の
通
商
路
が
極
産
に
窮
屈
と
な
れ
る
今

比
鳥
資
源
原
信
の
進
展

第
二
審

八五

第

丁況

八
五



ir
考
r

比
島
資
源
慣
値
の
進
展

第
二
懸

八
大

第

1
既

八
六

日
'
此
島

マ
ン
ガ
ン
鋸
は
米
国
の
最
も
期
待
を
か
け
て
居
た
且
の
で
あ
る
｡
比
島
の
マ
ン
ガ
ン
も
最
近
教
年
間
に
著
し
-
増
産
し
た

も
の
で
､

一
九
11天

年
僅
竺

1六
〇
噂
の
も
の
が
翌
年
に
は

一
躍

1
三

〇
〇
〇
噸
と
な
-
t

t
九
三
九
年
に
は
二
九
'

0
0
0
除

噸

(他
の
資
料
に
は
約
五
南
榔
-
あ
り
)
で
あ
っ
て
'
極
小
の
一
部
が
我
国
に
輸
出
さ
れ
'
他
は
米
圃
忙
輸
出
せ
ら
れ
た
O
瀬
閲
は
此
島

¶

′､
カ

[)教

稀
槌
的
忙
閑
散
利
用
せ
ん
-と
計
志
し
EJ
居
た
･J･TN,J
に
大
衆
斑
職
碑
と
た
っ
た
の
で
あ
る
O
肺
油
の
如
-
壮
閑
は
比
良
繊

錦
を
直

接
利
用
す
る
こ
と
は
断
念
す
る
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
ー

マ
ン
ガ
ン
含

有
銑
鋸
に
関
す
る
限
-
は
相
常
大
な
関
心
聖
不
し

て
居
た
｡
現
在
此
島
主
要
マ
ン
ガ
ン
産
地
は
ル
ノ
ン
西
北
瑞
北
イ
ロ
コ
ス
州
で
'

其
他
各
地
に
豊
富
な
唾
液
が
あ
り

殊
に
,,,
ン
ダ

ナ
オ
の
簸
鋳
床
の
マ
ン
ガ
ン
含
有
量
は
約

一
千
高
噸
に
蓮
す
と
云
は
れ
る
｡

以
上
の
外
鉛
､
韮
鉛
'
モ
-
ブ
チ
ン
､
錫
'
タ
ン
グ
ス
テ
ン
等
も
蚤
見
さ
れ
て
居
る
が
､
小
量
の
鉛
を
除
い
て
は
束
だ
企
業
化
さ

れ
て
居
な
い
｡
石
衆
は
ア
ル
バ
イ
州
に
展
す
る

一
小
島
バ
ク
ン
及
び
バ
セ
ブ
-
島
に
採
掘
せ
ら
れ
る
が
､
年
産
教
貰
噸
程
度
で
現
在

殆
ん
ど
問
題
と
な
ら
す
'
此
島
は
石
其
の
斡
入
園
で
あ
る
｡
石
油
も
セ
ブ
-
島
'
ル
ノ
ン
の
タ
ヤ
パ
ス
州
'

レ
イ
テ
島
､
,,,
ン
ダ

ナ

オ
の
コ
タ
パ
ト
州
等
に
襲
見
さ
れ
'
将
来
を
期
待
せ
ら
れ
る
が
'
現
在
で
は
未
だ
試
掘
時
代
を
出
で
な
い
.

八

か
く
し
て
此
島
の
輸
出
に
占
む
る
鎖
産
物
の
割
合
は
最
近
め
き
め
き
と
上
昇
し
た
｡

1
九
四
〇
年
に
は
金
銀
も
含
ん
で
此
島
銀
牽

物
の
全
輸
出
は
九
千
盲
五
十
高
ペ
ソ
に
達
し
.
前
年
に
比
べ
て
入
官
五
十
琴

へ
ソ
の
増
加
を
不
し
た
｡
そ
の
趨
勢
は
昨
年
に
至
っ
て

l
骨
甚
し
-
'
手
許
に
あ
る
資
料
(外
務
省
通
商
局
港
外
樫
軒
事
情
)
を
管
見
し
て
も
'
例
へ
ば

1
九
四
4
年
七
月
の
比
島
錬
産
物
取
出

は

一
〇
.
<
二
1
千
飴
ペ
ソ
で
'
前
年
同
期
よ
-
も
三
'
四
九
三
千
ペ
ソ
'
殆
ん
ど
五
割
近
く
増
加
し
~
八
月
は

T
O
t
〇
二
ハ
干

-圭

1-
i
.■-

t
tlI



ペ
ソ
'
前
年
同
期
に
此
し
三
r

l
O
六
千
ペ
ソ
の
増
加
で
あ
る
｡
又

1
九
四

l
年
上
年
期
の
阜
金
展
輸
出
登

仙
年
同
期
に
此
酔
す
れ

ば
左
の
如
-
激
増
し
て
居
る
｡

斯ク5
:I

マ鋼那

畳

発

掘

別

｡

I

･T

T

.
S

.

十

.
,

濁

計 鋼 嗣 マ 銭 ク 令

選 ガ r 悶L

ン ム

頚 童競 演 毒顕 頒

(多
少

の
鋸
歯
を
含
.び
)

1
九
山
一
年
上
年
期

7
四
九
'
四
八
三
噸

七
六
四
'九
二
一

三
四
':･TIT]
二

】t
､
し
.ー＼
一

〓

一
一

)

･
九
E二

年
J1
年
瑚

].
I/
]L
T].
｢TT
一1
J
′t

三
'六
丁
五
'
二
〇
7

八
八
二
六
九
九

二
八
〇
'九
三
五

1
'
1
四
九
'〇
七
五

八
､
九
八
三
.〇
六
〇

1
九
四
〇
年
ii中
潮

九
六
'五
六
El噸

六
二
円
.六
三
八

二
九
.四
二
二

八
七
八

二
,
F
]
]/

ル
九
四
へ∪年
上
年
期

二

∪
メ
パ
rF
一
C
此

二
'八
八
七
'六
三
四

七
四
八
'〇

一
四

二
三
∴
七
九
六

八
九
三
'
一
五
七

六
'八
四
九
､
二

1

増

加

四

八､九
1

九

噸

一

四

〇

'二

八

三

五
'〇
八
八

五
､
7C
三

｣＼
†し
こ

フ
Tノ
li

JTt
u小

･,JJ

五
六

三
1.九
六
八
此

七
二
七
'五
六
七

二
三
二
'六
八
五

四
九
二

三
九

二
束
五
'九

1
八

7
t七
三
三
'九
四
九

一
方
鼻
産
物
輸
出
に
あ
つ
て
は
例

へ
ば
砂
糖
は

1
九
四

1
年
七
月

1
.
八
三
〇
千
ペ
ソ
で
ー
前
年
同
期
の
殆
ん
ど
四
分
の

1
と
な

り
､
骨
て
の
輸
出
の
大
宗
が
錬
産
物
'
邦
子
製
品
'
麻
及
綱
索
に
撞
か
れ
第
四
位
と
な
り
'
璽
八
月
は
回
復
し
六
､
五
六
三
千
ペ
ソ

と
な
っ
た
が
前
年
に
比
べ
る
と
傭
八
〇
飴
寓
ペ
ソ
の
減
少
で
あ
る
｡
錦
産
物
の
輸
出
増
加
は
葦
に
目
ぎ
斐
し
き
も
の
が
あ
る
O
確
茸

比
島
資
源
慣
値
の
進
展

第

二
番

八
七

第

一新

八
七



比
島
資
源
慣
値
の
進
展

第

二
懸

八
八

第

7
既

八
八

に
此
島
輸
出
の
第

一
位
を

占
め
た
｡

以
上
述
べ
た
如
-
此
島
鋸
産
物
の
債
値
は
最
近
急
に
米
園
を
し
て
刊
目
せ
し
め
る
比
重
･2
/

此
等
鎖
産
物
を
他
の
二
二
あ

必
需
農

産
物
と
共
に
確
保
せ
ん
Iijす
る
希
望
が
此
鳥
側
の
前
述
の
要
望
と
合
致
し
て
完
全
猫
立
の
鷲
規
は
頗
る
明
瞭
を
欠
ぐ
に
至
っ
た
の
で

め
:㌔

昨
年
五
里

‡

九
日
に
糞
-
セ
イ
ヤ
ー
比
島
高
韓
脚
緒
官
に
h
.;-3
光
軸
輸
出
緋
制
漁
の
比
鳥
柁
iil･.け
る
描
榔
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施
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が
あ
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p
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額
許
可
輸
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子
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'
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ロ
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ム
'
鋼
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マ
ン
ガ
ン
と
債
へ
ら
れ
た
如
き
.-

此
島
資
源
債
値
の
米
園
に
於
け
る
再
認
識
の
賛
状
を
明
に
謹
接
立
て
る
も
の
で
あ
る
｡

か
-
て
此
島
軍
需
脊
材
に
封
す
る
米
国
の
欲
求
が
他
の
政
治
的
軍
事
的
原
因
と
共
に
'
米
園
を
し
て
比
島
よ
り
手
を
引
-
最
初
ゎ

決
心
を
鈍
ら
せ
'
之
を
積
甚
的
に
利
用
せ
ん
と
す
る
気
運
醍
憾
し
っ
1
あ
っ
た
時
に
大
東
空
戦
は
勃
澄
し
た
の
で
あ
る
O
米
歯
が
上

述
の
要
望
に
促
さ
れ
て
此
島
賓
源
に
封
し
披
-
べ
か
ら
ざ
る
積
極
政
策
の
態
勢
を
盤

へ
ざ
る
間
に
大
東

亜
鼓
と
な
っ
た
JJ
と
は
大
東

丑
自
給
圏
の
立
場
よ
-
見
て
最
も
香
ば
し
き
こ
と
の
l
つ
で
あ
ら
う
｡


