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書
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吉
田
敬
市
藩

　
朝
鮮
水
産
開
発
史

　
四
颪
環
海
、
か
つ
て
は
世
界
第
一
の
漁
業
国
と
肖

負
し
て
い
た
に
も
掬
ら
ず
、
農
業
に
次
ぐ
基
幹
的
第

一
次
産
業
で
あ
る
わ
ぶ
国
の
水
産
業
に
関
す
る
研
究

は
、
現
経
済
の
面
で
も
、
史
的
研
究
の
面
で
も
農
業

に
沈
べ
て
著
し
い
立
ち
お
く
れ
影
嵩
見
せ
て
い
る
。
本

絡
的
な
漁
業
史
研
究
の
論
文
が
現
わ
れ
だ
し
た
の
は

昭
和
十
年
前
後
か
ら
で
あ
り
、
戦
前
漁
業
経
済
史
を

専
門
と
し
て
い
た
人
々
は
十
指
に
も
足
り
ぬ
有
様

で
、
わ
ず
か
に
芝
原
又
吉
、
山
口
和
雄
、
伊
豆
川
添

告
等
数
氏
の
論
考
と
渋
沢
敬
三
氏
を
申
心
と
す
る
常

民
文
化
研
究
所
同
人
の
手
に
な
る
諸
史
料
集
の
刊
行

に
よ
っ
て
乏
し
い
な
が
ら
も
渇
を
い
や
し
う
る
下
読

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
戦
後
よ
う
や
く
日
黍
漁
業
愛
の

研
究
も
軌
道
に
乗
っ
た
感
が
あ
り
、
研
究
者
の
輩
出

と
共
に
、
水
産
庁
及
び
常
民
文
化
講
究
所
共
嗣
の
漁

業
実
料
の
一
二
集
・
刊
行
が
行
わ
れ
、
又
漁
業
史
の
開

拓
嚢
珊
原
博
士
の
大
著
「
北
本
漁
業
経
済
史
し
が
出
［

版
さ
れ
る
な
ど
活
況
を
卜
し
は
じ
め
て
い
る
。

　
元
来
漁
一
村
史
料
ほ
鰹
ハ
村
史
料
に
比
べ
て
数
竜
比
紬
寒

駅
少
く
、
こ
と
に
古
代
か
ら
封
建
前
期
に
か
け
て
は

そ
の
研
究
は
避
難
を
金
め
る
の
で
あ
る
が
、
封
建
後

期
以
後
に
関
し
て
も
ま
だ
ま
だ
来
開
拓
の
分
野
が
少

く
な
い
。
こ
と
に
先
進
性
を
誇
る
西
南
臼
本
の
漁
業

史
を
理
解
す
る
た
め
に
ほ
瀬
戸
内
海
と
共
に
九
州
西

北
海
面
の
状
態
を
鄭
る
必
要
が
あ
り
、
更
に
鴫
治
以

降
に
お
け
る
漁
業
の
資
本
主
義
化
の
過
程
を
知
る
た

め
に
は
、
北
洋
漁
業
と
な
ら
ん
で
、
む
し
ろ
そ
れ
以

上
に
九
州
西
北
海
面
に
援
介
し
て
い
る
朝
鮮
沿
俸
及

び
菓
支
那
海
の
漁
業
の
聡
展
過
程
を
叢
る
こ
と
が
必

須
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
に
亀
掬
ら
ず
、
従
来
　
一
、

三
の
資
料
を
除
く
と
、
こ
れ
に
算
す
る
研
究
は
ま
だ

現
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
時
に
当
っ
て
、
吉
田
氏

の
朝
鮮
水
産
開
発
史
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
従
来
の

空
白
を
満
た
す
意
味
か
ら
も
誠
に
歴
賀
す
べ
ぎ
こ
と

で
あ
る
。

　
蕪
者
が
京
大
人
丈
科
学
研
究
所
囑
託
と
し
て
家
舟

に
間
す
る
研
究
を
聚
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
六
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
そ
の
後
漁
業
集
落

研
究
の
た
め
翌
十
七
年
渡
鮮
さ
れ
た
の
が
機
縁
と
な

り
、
爾
裏
朝
鮮
水
産
史
の
研
究
に
奪
心
さ
れ
る
こ
と

一
〇
〇

と
な
っ
た
．
十
九
年
に
は
昔
昔
水
産
会
か
ら
正
式
に

水
塵
史
編
纂
の
委
嘱
が
あ
り
、
研
究
発
是
以
来
十
…
二

年
後
の
今
日
、
い
よ
い
よ
こ
の
労
作
を
世
に
計
わ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
、
執
中
・
戦
後
の
数
々
の
悪
条
件

の
累
積
を
克
服
し
つ
つ
、
鮮
内
の
重
要
漁
村
は
も
と

よ
り
、
鮮
侮
通
漁
者
を
綴
し
た
国
内
三
十
二
府
県
の
、

灘
々
浦
々
を
余
す
所
な
く
歴
訪
し
て
資
料
の
採
集
に

あ
た
ら
れ
た
不
穫
不
二
の
御
馨
力
に
は
衷
心
か
ら
敬

意
を
表
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
の
ご
と
く
、
畢
生

の
努
力
を
傾
注
せ
ら
れ
た
末
書
の
完
成
に
薯
者
が
い

か
に
潔
い
薯
び
を
感
じ
て
い
ら
れ
る
か
に
愚
い
至
る

時
、
後
掌
の
我
々
は
心
か
ら
御
祝
い
の
書
葉
を
串
し

上
げ
た
い
次
第
で
あ
る
。

　
さ
て
罫
書
は
十
ご
草
よ
り
威
っ
て
い
る
が
、
そ
の

構
成
は
一
応
四
つ
の
郭
分
に
大
別
出
来
よ
〉
つ
。
第
一

は
朝
鮮
近
海
の
海
況
と
漁
況
を
概
輸
し
た
序
章
た
る

第
一
章
（
朝
鮮
近
海
の
自
然
環
境
と
ふ
小
産
業
の
守
勢
）

で
あ
り
、
㎜
第
二
は
第
二
輩
（
朝
鮮
古
来
の
漁
業
と
三

業
）
、
第
三
章
（
明
治
以
前
に
お
け
る
二
三
の
鮮
海
嵩

漁
と
そ
の
蛭
［
絡
…
）
、
第
四
輩
（
露
悪
邦
入
開
発
初
期

に
お
け
る
水
産
業
の
実
態
）
の
三
章
で
二
本
入
に
よ

る
水
産
閣
発
の
前
輿
を
駁
扱
っ
て
い
る
。
銘
々
が
本
・

書
の
核
心
を
な
す
所
の
本
論
で
あ
っ
て
、
明
治
以
降
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朝
鮮
海
域
に
進
出
し
た
臼
本
入
に
よ
る
水
藍
開
発
の
、

過
程
を
論
じ
て
お
り
、
第
五
章
Q
紅
炉
…
時
代
の
南
海

漁
業
蘭
欝
）
、
第
六
章
（
移
住
漁
村
の
建
設
と
そ
の

消
長
）
、
第
七
章
（
自
由
発
展
時
代
の
漁
業
開
発
）
の

三
章
を
主
体
と
し
、
第
八
章
（
水
翻
製
造
工
業
の
劃

期
酌
発
議
）
、
第
九
章
（
漁
獲
物
の
運
撮
と
水
蜜
質

易
の
発
展
）
、
第
十
章
（
漁
業
欄
度
の
確
立
と
水
産

助
長
機
関
の
充
実
）
に
お
い
て
漁
業
に
伴
う
第
二

次
∵
第
三
次
産
業
及
び
漁
業
政
策
に
関
し
て
附
説
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
第
十
一
章
と
し
て
朝
鮮

水
画
業
の
…
開
発
に
お
け
る
成
功
と
失
敗
の
原
因
が
反

省
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
四
つ
の
部
分
の
5
ち
霊
褒
な
の
は
歎
5
ま
で

も
な
く
第
二
と
第
三
、
就
中
第
三
で
あ
る
。
驚
〃
二
の

前
輿
を
取
藪
つ
た
部
分
の
う
ち
第
工
章
は
古
代
、
高

．
麗
時
代
、
李
朝
時
代
の
三
つ
に
分
説
さ
れ
て
い
る

が
、
尊
で
も
最
も
舞
貯
細
な
の
は
李
瑚
実
録
。
東
国
輿

地
勝
覧
を
駆
使
し
て
書
か
れ
た
李
朝
の
漁
業
及
び
塩

業
で
、
用
高
梁
（
一
種
の
定
麗
性
愛
呉
漁
場
）
の
分
窟

を
中
心
と
す
る
漁
場
の
分
布
、
道
別
の
特
産
漁
獲

物
、
権
門
勢
家
に
よ
る
漁
梁
．
・
塩
盆
の
独
占
と
隷
属

漁
民
・
塩
戸
に
対
す
る
収
奮
、
蕪
菜
政
策
・
漁
業
欄

慶
の
変
盤
等
が
論
じ
ら
れ
、
最
後
に
朝
鮮
の
在
来
漁

婁

業
の
不
振
と
捜
術
の
後
進
性
の
原
因
が
説
明
さ
れ
て

い
る
。
第
三
章
は
主
と
し
て
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時

代
末
期
ま
で
（
朝
鮮
で
は
主
と
し
て
李
朝
）
に
お
け

る
日
本
入
の
鮮
海
鼠
漁
の
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
就

中
窒
町
戦
国
の
頃
の
半
漁
半
賊
的
出
漁
民
、
対
馬
漁

民
の
移
住
漁
村
建
設
、
三
浦
の
変
を
め
ぐ
る
対
馬
と

朝
鮮
の
閣
係
、
竹
畠
問
題
、
鎖
国
以
後
の
密
漁
…
が
そ

れ
ぞ
れ
史
料
の
許
す
限
り
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
お

り
、
こ
と
に
対
州
の
宗
氏
と
朝
鮮
と
の
関
係
は
竹
晶

と
共
に
今
潤
に
ま
で
尾
を
ひ
く
問
題
で
あ
る
だ
け
に

興
昧
深
い
。
第
四
章
に
は
李
朝
末
期
に
お
け
る
朝
鮮

漁
業
の
状
況
が
各
種
漁
法
、
水
産
加
工
、
漁
…
船
の
構

造
、
流
通
過
程
、
申
占
幽
漁
船
の
侵
入
問
題
等
に
分
け

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
本
論
の
中
心
を
な
す
三
つ
の
章
に
は
通
漁
時
代
、

移
佐
漁
村
の
建
設
、
自
歯
発
展
時
代
と
云
う
表
題
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
著
者
が
水
産
開
発
史

の
時
代
区
分
に
採
用
し
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
示
す
も

の
で
、
署
者
に
よ
れ
ば
通
漁
時
代
は
略
治
、
蜜
蝋
漁

村
の
盛
行
は
明
治
四
十
年
代
よ
り
大
正
に
か
け
て
、

自
由
発
展
時
代
は
大
正
末
年
以
彰
彰
和
に
か
け
て
の

期
聞
で
あ
っ
て
、
多
少
の
重
複
は
あ
る
が
明
治
、
大

正
、
昭
和
の
蒼
年
代
に
竜
ほ
ぼ
一
致
す
る
時
代
区
分

で
あ
る
と
説
朋
さ
れ
て
い
る
。
通
漁
は
渋
谷
鴎
交
再

開
前
の
密
漁
時
代
に
す
で
に
発
生
し
て
い
た
も
の

で
、
現
地
に
定
住
す
る
こ
と
な
く
、
漁
期
の
始
め
に

規
地
に
赴
き
、
漁
期
が
終
る
と
帰
郷
す
る
所
の
、
一

漁
期
一
漁
法
を
原
鋼
と
す
る
季
節
綴
稼
ぎ
で
あ
っ

て
、
驚
五
章
で
は
先
ず
各
漁
法
別
に
通
漁
開
発
の
実

態
が
現
地
調
査
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
説
朋
さ
れ
、

補
足
的
に
逼
漁
船
数
、
漁
獲
物
処
理
法
、
通
論
区
域

の
拡
大
状
況
、
魚
の
商
品
化
に
か
ら
む
通
貨
の
問
題

等
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
警
鐘
時
代
は
主
に
西
爾
日

太
め
沿
岸
漁
業
者
が
脂
血
輝
的
漁
…
法
を
携
え
て
、
櫓
船

で
出
漁
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
当
時
す
で
に
先
進
的

で
あ
っ
た
B
本
漁
法
が
朝
鮮
漁
法
を
圧
倒
し
、
現
地

住
民
が
日
本
漁
法
を
取
入
れ
は
じ
め
た
時
代
で
あ
っ

た
。

　
通
漁
の
段
階
は
移
住
漁
村
の
建
設
時
代
に
漸
次
移

行
し
、
周
年
稼
動
を
め
ざ
し
て
定
清
が
試
み
ら
れ

る
が
、
朝
鮮
漁
民
の
日
本
漁
法
採
胴
に
圧
迫
さ
れ
、

総
面
詰
が
保
護
政
策
を
輕
視
し
た
た
め
、
結
局
失
敗

に
濾
し
て
い
る
。

　
自
由
発
展
の
磐
代
は
撃
力
船
の
患
現
に
相
呼
応
し

て
は
じ
ま
り
、
サ
バ
勧
解
巾
覆
羽
よ
り
発
達
し
た
一
・

イ
ワ
ン
詩
想
綱
漁
業
と
蔵
男
底
曳
綱
漁
業
と
云
う
二

…
○
…
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轡

種
類
の
資
塞
主
義
化
し
た
漁
業
が
繊
発
し
、
欝
欝
の

同
展
を
と
げ
る
時
代
で
あ
る
。
灘
区
闘
漁
業
の
方
面

で
は
海
苔
養
殖
業
が
他
の
養
殖
業
の
不
振
を
屍
目
に

躍
進
を
と
げ
、
養
殖
捜
術
が
内
地
に
逆
翰
入
さ
れ
た

疇
代
で
屯
あ
っ
た
。
そ
し
て
永
廃
撫
工
業
に
お
い
て

も
イ
ワ
シ
漁
肥
の
現
地
処
理
と
費
う
形
で
嬉
畏
地
へ

の
資
本
輪
繊
が
管
わ
れ
る
に
歪
つ
た
。
以
上
の
よ
・
つ

な
臼
本
人
の
手
に
よ
る
朝
鮮
漁
業
の
關
発
は
敗
戦
に

、
よ
る
八
・
一
五
解
放
の
結
果
終
焉
を
轡
げ
、
漁
業
の

主
導
権
は
再
び
朝
鮮
民
族
に
返
還
さ
れ
る
に
至
っ

た
。

　
さ
て
以
上
の
よ
．
5
な
本
書
の
内
容
を
遜
遇
し
た
時

幾
つ
か
の
問
題
点
が
見
繊
さ
れ
な
い
叩
わ
け
で
隣
、
協
な

　
い
。
先
ず
末
書
で
取
扱
っ
て
い
る
朝
鮮
水
礒
騨
発
史

と
は
B
本
人
の
手
に
よ
っ
て
明
治
以
降
に
行
わ
れ
た

朝
鮮
沿
悸
の
水
産
資
源
の
開
発
史
と
蚤
5
意
味
で
“
の

　
つ
て
、
植
昆
地
支
配
者
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
資
源

…
開
発
史
と
云
う
性
格
を
に
な
っ
て
い
る
。
次
に
そ
の

視
点
は
純
粋
に
理
窟
史
的
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
朝

鮮
海
域
に
お
け
る
日
本
漁
業
為
術
の
導
入
の
歴
史
に

限
ら
れ
、
前
史
の
申
で
」
も
在
来
漁
…
法
及
び
そ
れ
と
申

国
人
漁
法
と
の
閣
係
が
こ
れ
ま
た
按
術
史
的
な
面
に

藁
点
を
お
い
て
、
特
に
そ
の
後
進
性
を
強
調
し
つ
つ

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
朝
鮮
漁
業
の
経
漕
構
造

に
間
し
て
は
生
産
関
係
に
つ
い
て
の
魏
述
に
鮫
け
、

生
産
手
段
の
面
で
も
労
働
手
段
の
一
部
を
な
す
漁
業

綾
術
と
労
鋤
㌔
海
象
た
る
自
然
と
の
関
連
に
専
ら
眼
が

注
が
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
漁
業
按
術
の

導
入
が
朝
鮮
の
植
民
地
化
に
ど
ん
な
役
割
を
果
し
た

か
と
か
、
或
は
生
薩
手
段
の
変
化
に
伴
い
朝
鮮
漁
…
民

の
生
活
に
生
じ
た
変
化
や
彼
等
の
う
け
た
差
別
待
遇

に
つ
い
て
の
説
明
は
こ
の
中
に
は
求
め
る
こ
と
が
出

来
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
共
に
本
書
の
中
で
主
役
を

演
じ
て
い
る
黛
本
人
漁
民
に
つ
い
て
み
て
電
、
彼
等

は
す
べ
て
漁
業
捷
術
の
薪
能
者
（
空
間
的
拡
大
を
含

め
て
）
と
し
て
の
視
点
か
ら
捕
え
ら
れ
て
お
り
、
彼

等
自
身
が
営
為
的
に
せ
よ
、
無
性
識
約
に
せ
よ
帝
国

主
義
的
侵
略
に
ど
ん
な
役
割
を
渠
し
た
か
と
云
う
聞

題
は
本
尊
の
関
心
外
に
お
か
れ
て
い
る
。
叉
通
漁
時

代
の
漁
民
と
渋
難
発
展
時
代
の
漁
業
資
本
家
と
の
性

格
の
相
違
も
漁
業
技
術
の
絹
違
だ
け
に
還
元
さ
れ
て

い
る
傾
が
あ
る
。
以
上
の
よ
5
に
技
術
史
的
資
源
開

発
史
の
立
場
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
所
に
本
轡
の

薯
し
い
特
色
が
あ
る
と
共
に
そ
の
限
界
も
存
在
す
る

の
で
あ
る
。

　
璽
に
日
本
漁
畏
の
手
に
よ
る
水
産
語
勢
の
進
展
過

一
〇
二

羅
を
著
者
は
三
時
代
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

区
分
法
に
つ
い
て
も
疑
点
が
存
す
る
。
先
ず
技
術
史

的
槻
点
か
ら
問
題
が
握
起
さ
れ
て
い
る
に
蔦
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
時
代
区
分
を
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
云
5

元
号
と
概
略
一
致
さ
せ
て
い
る
点
が
曖
昧
で
あ
り
、

叉
通
漁
時
代
と
移
住
漁
村
建
設
時
代
と
は
漁
業
捜
術

の
面
か
ら
そ
れ
ほ
ど
画
期
約
な
差
が
あ
る
よ
5
に
は

思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
通
漁
者
の
帯
屋

は
撫
作
り
農
属
の
窟
蕪
と
同
じ
く
、
　
ご
蓮
の
行
程
の

蟻
然
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
朝
鮮
で
は
そ
れ
が

十
分
に
貫
徹
出
来
ず
、
通
漁
者
た
る
と
移
住
者
た
る

と
を
問
わ
ず
大
正
年
聞
以
降
延
び
止
り
、
い
な
敗
退

の
一
途
を
辿
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
に
問
題
が
あ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
朝
鮮
入
漁
業
者
と
の
競
合
閣
係

及
び
曝
本
人
零
繭
漁
業
者
の
…
敗
退
渦
…
程
に
十
分
な
紙

面
が
割
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
分
折
・
も
不
徹
底

な
ま
ま
に
終
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
の
二
時
代
は

地
元
漁
…
場
の
狭
鋭
化
に
な
や
ん
で
い
た
芝
蘭
な
西
爾

日
本
の
漁
業
者
が
朝
鮮
近
海
に
新
天
地
を
見
饗
し
、

日
本
帝
国
主
義
の
侵
略
に
随
伴
し
て
そ
の
範
囲
を
拡

大
し
た
に
も
掬
ら
ず
、
大
部
分
は
最
後
ま
で
前
近
代

的
な
漁
業
経
嘗
か
ら
脱
却
し
え
ず
、
伝
統
的
漁
淡
を

固
守
し
て
資
本
主
義
化
へ
の
道
を
切
拓
く
こ
と
が
鐡
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来
な
か
っ
た
た
め
、
国
家
権
力
よ
り
見
放
さ
れ
、
次

第
に
朝
鮮
漁
民
の
反
撃
を
受
け
、
敗
退
脱
藩
し
て
行

く
一
逮
の
過
程
で
あ
る
と
燧
義
旗
来
よ
5
。
そ
れ
に

対
し
て
い
わ
ゆ
る
自
由
発
展
時
代
と
は
こ
趨
漁
時
代

以
来
漁
鷺
流
に
答
生
し
、
莫
大
な
中
闇
利
潤
を
吸
収

し
て
資
・
本
を
蓄
積
し
た
鮮
魚
運
搬
業
者
、
及
び
魚
問

屋
よ
り
成
る
寮
生
商
業
資
本
、
な
ら
び
に
漁
民
層
の

分
解
に
よ
っ
て
生
じ
た
一
部
冨
漁
履
が
、
大
型
動
力

漁
船
を
建
造
し
て
資
本
主
義
漁
業
へ
の
道
を
歩
み
、

つ
い
に
は
大
洋
漁
業
（
林
兼
）
、
日
本
・
水
産
の
よ
う

な
漁
…
業
独
占
資
甲
本
を
成
長
せ
し
め
た
時
代
と
理
解
さ

れ
る
か
ら
、
第
一
次
大
戦
を
境
と
し
て
一
一
つ
の
時
代

に
区
分
す
る
方
が
、
捜
術
実
的
に
も
、
更
に
広
い
観

点
か
ら
し
て
も
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
弓
な
問
題
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
前
人

未
踏
の
分
野
を
開
叛
さ
れ
、
極
め
て
豊
冨
な
契
証
的

資
料
を
蒐
集
整
理
さ
れ
た
功
績
は
い
さ
さ
か
屯
滋
じ

る
も
の
で
は
な
い
。
或
は
資
料
中
に
聴
取
調
査
に
基

く
屯
の
が
多
い
た
め
、
そ
の
史
料
的
価
値
に
疑
を
い

だ
く
入
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
元
来
漁
業
関
係

に
は
薫
辛
輿
醤
が
極
め
て
少
い
上
に
、
最
近
颪
年
に

も
足
ら
ぬ
時
代
の
欝
来
事
で
あ
る
か
ら
、
聴
敢
り
に

よ
る
資
麟
も
岡
時
代
史
料
に
近
い
史
料
的
価
値
を
膚

霧

す
る
筈
で
あ
る
。
た
だ
史
料
の
処
理
に
お
い
て
い
さ

さ
か
羅
列
酌
に
過
ぎ
、
内
面
的
連
関
性
に
乏
し
い
う

ら
み
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
忠
実
に
資
料
が
採
録

さ
れ
て
い
る
と
云
え
よ
・
う
。
な
お
附
録
と
し
て
収
め

ら
れ
て
い
る
「
朝
鮮
主
要
移
住
漁
村
年
表
」
及
び
「
各

府
県
水
産
試
験
場
の
鮮
海
漁
業
開
発
試
験
一
覧
」
等

も
極
め
て
費
重
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轡

言
し
て
お
き
た
い
。

　
以
上
思
い
つ
く
ま
ま
に
冒
葉
を
連
ね
た
た
め
或
は

著
者
の
真
意
を
誤
解
し
、
著
者
に
対
し
て
礼
を
失
し

た
点
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
奪
わ
れ
る
。
こ
こ

に
改
め
て
潔
く
御
わ
び
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
全
本

漁
業
史
の
一
環
と
し
て
の
鮮
海
漁
業
史
が
、
こ
の
労

作
の
出
現
を
契
機
と
し
て
薪
た
な
展
開
の
時
期
に
達

し
た
こ
と
を
確
信
し
、
そ
の
将
来
に
大
き
な
期
待
を

か
け
5
る
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
そ
え
て
お
き
た

い
。
　
（
朝
水
ム
獄
昭
知
響
二
十
九
年
五
月
刊
四
　
四
九
山
ハ
百
ハ

英
文
レ
ジ
ュ
メ
一
閥
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
河
野
遍
縛
一

西
岡
虎
之
助
著

罧
薙
生
活
史
の
研
究

　
文
七
作
最
を
そ
の
時
代
の
社
会
生
活
と
と
も
に
正

し
く
理
解
す
る
と
い
5
こ
と
は
、
文
掌
研
究
者
に
と

っ
て
も
歴
史
家
に
と
っ
て
亀
、
文
学
史
を
研
究
す
る

場
合
の
中
心
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の
問

題
を
、
著
者
が
、
歴
愛
家
と
し
て
、
属
・
本
畜
典
文
学

と
霞
本
史
へ
の
限
り
な
い
愛
情
を
こ
め
て
、
追
究
さ

れ
た
諸
労
作
を
収
め
た
竜
の
で
あ
る
。

　
表
題
か
ら
重
5
か
が
え
る
よ
5
に
、
文
学
作
品
を

通
じ
て
時
代
の
生
活
を
み
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
生

活
が
交
掌
を
生
み
だ
し
て
ゆ
く
事
情
を
探
究
す
る
の

が
黍
書
の
方
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
署
者
が
永
年
と

っ
て
こ
ら
れ
た
態
慶
で
あ
り
、
さ
き
に
そ
の
業
績
の

一
部
は
『
民
衆
生
活
史
研
究
』
（
昭
和
二
三
年
。
福
樽
露
店
）

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
わ
れ
わ
れ
に
亀
親
し
い
竜
の

に
な
っ
て
い
る
。
こ
ん
ど
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
左

の
よ
・
う
に
、
著
者
が
こ
こ
二
三
十
年
来
逐
次
発
表
さ

れ
た
も
の
に
新
た
な
二
三
篇
を
加
え
た
十
三
の
論
交

と
短
篇
十
五
と
で
あ
り
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
あ

ら
ゆ
る
時
代
に
お
た
る
。

④
歴
曳
に
お
け
る
貴
族
的
要
素
と
民
衆
的
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
鴎
八
）

②
貴
族
社
会
の
生
成
と
崩
壊
（
一
九
五
一
）

③
万
葉
集
時
代
の
社
会
経
済
（
一
九
三
導

一
〇
三

（613）


