
評一es

て
い
る
「
特
権
酌
な
経
営
」
　
（
六
〇
頁
）
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
そ
の
封
建
的
側
面
を
重

視
し
、
そ
こ
か
ら
す
る
発
想
で
は
、
折
角
の
四
白
的

成
果
も
充
分
説
開
し
き
れ
な
い
場
合
が
生
ず
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
．
寛
政
－
文
政
中
期
に

な
ぜ
代
金
納
で
は
な
く
、
金
納
の
小
作
料
一
「
最
初

の
小
作
契
約
の
際
か
ら
何
反
歩
の
土
地
、
金
何
両
定

と
い
う
形
式
で
小
作
関
係
が
結
ば
れ
る
例
」
　
（
一
九

八
頁
）
が
た
と
へ
他
村
や
劣
悪
地
で
も
多
く
み
ら
れ

る
の
か
説
明
さ
れ
な
い
。

　
あ
る
い
は
、
　
「
坪
入
」
「
内
歩
」
の
ご
と
き
、
領

主
的
土
地
所
有
を
形
骸
化
す
る
「
彼
膚
身
の
事
実
上

の
土
地
所
右
は
は
、
た
し
か
に
「
き
わ
め
て
重
要
な

こ
と
」
（
三
九
エ
頁
）
で
あ
ろ
う
が
、
「
村
方
地
主
扁

た
る
「
彼
自
身
」
の
「
封
建
権
・
刀
の
末
端
に
お
け
る

支
柱
を
な
す
」
性
絡
の
ゆ
え
に
、
重
要
さ
の
理
由
と

意
味
が
納
得
で
き
な
い
よ
う
に
愚
わ
れ
る
。

　
以
上
の
数
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
わ
ゆ

る
「
村
方
地
主
」
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
側
面
が
つ
ね
に

そ
の
封
建
的
側
面
の
強
調
に
よ
っ
て
蔽
い
か
く
さ

れ
、
時
に
は
論
理
の
上
で
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

問
題
な
の
で
あ
る
。
化
政
期
以
降
の
木
内
家
を
「
寄

生
的
村
方
地
主
」
と
彩
容
詞
を
つ
け
て
も
、
こ
の
問

題
は
解
決
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
疑
問
は
木
内
家
や

佐
藤
家
ば
果
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
様
な
「
村
方
地

主
」
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
「
村
方
地
主
扁
は
そ

れ
ほ
ど
封
建
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
村
民
の
商
品
経
済
へ

の
接
触
、
木
内
家
の
高
利
貸
活
動
の
経
済
的
根
源
に

つ
い
て
は
史
料
的
に
知
り
え
な
い
と
の
事
で
、
そ
の

よ
う
な
糊
約
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
質
取
り
、
買
取
り

に
よ
っ
て
い
ず
れ
は
木
内
家
に
吸
収
さ
れ
る
べ
き
運

命
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
　
「
政
右
衛
…
門
の
発
展
が
…

…
…
農
民
の
経
済
的
発
展
を
完
全
に
抑
止
す
る
程
度

に
迄
及
ん
で
い
な
い
」
化
政
期
に
中
小
農
民
の
下
で

展
開
さ
れ
た
加
工
業
経
営
が
確
認
さ
れ
、
そ
こ
に
商

品
経
済
1
1
商
品
生
産
が
予
想
さ
れ
る
以
上
、
か
か
る

一
般
的
状
勢
を
ふ
ま
え
木
内
家
の
「
副
業
経
営
」
に

も
そ
れ
を
前
提
し
て
、
さ
き
に
述
べ
た
ご
と
き
論
理

の
破
綻
を
解
決
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
以
上
、
紙
数
の
制
限
も
あ
っ
て
疑
問
の
主
要
点
を

ご
く
き
り
つ
め
て
の
べ
た
が
、
そ
の
た
め
、
本
書
の

講
図
そ
の
も
の
に
敢
え
て
異
諭
を
提
起
し
な
が
ら
か

な
り
雪
足
ら
ず
の
ま
ま
で
終
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
最
後
に
、
浅
学
の
身
を
か
え
り
み
ず
非
礼
を

重
ね
た
こ
と
を
御
魂
び
す
る
と
共
に
、
執
筆
者
た
ち

に
対
し
て
感
謝
す
べ
ぎ
こ
と
は
、
共
同
体
規
綱
や
農

業
・
加
工
業
経
営
の
黒
ハ
体
的
存
在
形
態
等
に
つ
い
て

非
常
に
多
く
の
事
柄
を
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
に
す
ぐ
れ
て
綿
密
な
実
証
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
に
と
っ
て

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
知
識
と
さ
れ
、
道
標
と
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
地
主
髄
の
研
究
に
と
っ
て

米
作
単
作
地
帯
の
検
討
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る

際
、
本
書
の
も
た
ら
す
意
義
は
甚
だ
大
き
い
と
云
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
　
（
山
川
出
版
社
刊
、
A
5
三
九
六

頁
一
、
○
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
高
沢
裕
一
…

小
沼
　
勇
敢

日
本
漁
村
の
構
造
類
型

　
本
書
は
近
藤
康
男
氏
監
修
の
漁
業
問
題
叢
書
の
第

二
巻
と
し
て
出
版
さ
れ
た
が
、
著
者
が
さ
き
に
故
清

水
弘
と
の
共
著
の
形
で
出
し
た
「
日
本
漁
…
業
経
済
発

達
史
序
説
」
の
旦
物
体
本
心
鮒
と
し
て
そ
の
第
工
部
に

当
る
も
の
で
あ
る
。
ま
え
が
き
に
よ
れ
ば
、
当
初
こ

の
第
工
部
は
漁
業
発
展
の
地
域
性
と
漁
村
の
類
型
の

二
つ
を
ま
と
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
が
、
種
々
の
纂
情
か
ら
漁
村
の
類
型
だ
け
が
先
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に
撮
さ
れ
た
。
第
一
一
部
後
編
…
と
も
い
う
べ
ぎ
漁
…
業
発

展
の
地
域
性
に
つ
い
て
は
他
日
を
侯
つ
こ
と
と
し
、

と
も
か
く
「
序
説
」
を
発
表
し
て
戦
後
の
漁
業
経
済

研
究
の
魁
を
な
し
た
著
者
が
爾
後
十
年
に
わ
た
っ
て

集
積
し
た
素
材
を
も
と
に
そ
、
の
後
の
展
開
を
公
に
し

た
こ
と
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
本

書
の
ご
と
き
漁
…
村
類
型
の
設
定
と
そ
の
構
造
分
析
は

従
来
全
く
類
を
み
ず
、
こ
の
点
で
も
日
本
の
漁
村
に

好
箇
の
展
望
を
与
え
る
も
の
と
し
て
大
き
な
意
義
を

も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
本
慰
の
中
で
漁
業
に
お
け
る
資
本
・
年
義
の

発
展
が
漁
村
を
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
で
変
質
さ
せ
て
い

く
が
、
そ
の
変
質
展
開
の
過
程
磨
滅
が
そ
れ
ぞ
れ
そ

れ
の
型
を
も
つ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
漁
村
の
諸
型

を
構
造
類
型
と
し
て
抱
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
漁
村
の
蕪
本
構
造
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
第

〕
に
漁
業
生
産
の
旧
地
と
そ
れ
に
対
応
す
る
生
塵
関

係
が
あ
げ
ら
れ
、
第
二
に
漁
村
の
構
造
が
漁
業
に
お

け
る
資
本
主
義
の
発
展
に
し
た
が
っ
て
変
質
し
つ
つ

そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
類
型
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
変
質
の
過
程
の
申
に
漁
村
の
類
型

を
求
め
よ
う
と
す
る
態
度
は
従
来
慣
用
さ
れ
て
き
た

い
わ
ば
静
態
的
な
漁
村
類
型
と
は
全
く
異
る
も
の
で

あ
り
、
門
序
説
」
の
著
者
に
ふ
さ
わ
し
い
正
し
い
漁

村
類
型
の
把
え
方
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
、
　
こ
の
態

度
は
十
二
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
き
ら
い
は
あ
る
’

が
、
終
始
二
貫
し
て
本
書
を
流
れ
て
い
る
。
以
下
順

を
追
っ
て
内
容
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。

　
序
重
で
は
漁
村
類
型
の
設
定
が
試
み
ら
れ
、
著
者

は
漁
罠
閣
の
分
解
、
漁
掛
技
術
、
漁
場
所
有
の
三
要

因
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
漁
村
型
を
設
定
し
た
後
そ
れ

を
総
括
し
て
次
の
ご
と
く
十
四
の
零
本
的
な
漁
村
型

に
分
類
し
て
い
る
。

　
1
　
小
生
産
的
漁
村

　
　
ω
漁
場
が
固
建
し
て
い
る
も
の

　
　
　
a
漁
法
が
固
定
…
小
型
定
躍
漁
村

　
　
　
b
対
象
が
固
定
…
採
貝
採
藻
漁
村

　
　
　
c
漁
法
も
対
象
も
問
定
…
養
殖
漁
村

　
　
図
漁
場
が
比
較
的
地
先
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の

　
　
　
…
釣
・
延
齢
・
刺
網
等
磯
漁
の
漁
村

　
　
㈲
漁
場
が
沿
岸
で
移
損
す
る
も
の
…
小
型
鷹
箆

　
　
　
漁
村
、
釣
・
縄
漁
村

　
亘
　
資
本
制
生
産
的
漁
村

　
　
ω
漁
場
・
漁
法
が
固
定
し
て
い
る
も
の
：
・
大
型

　
　
　
定
機
漁
村

　
　
偶
漁
場
が
比
較
的
圏
掬
し
て
い
る
も
の
・
：
地

　
　
　
曳
・
船
曳
漁
村

　
　
㈲
漁
場
が
沿
岸
で
移
動
す
る
も
の
…
八
田
網
∵

　
　
　
縫
切
此
等
の
ま
き
網
漁
村

　
　
㈲
漁
場
が
沖
合
避
洋
で
大
き
く
移
動
す
る
も
の

　
　
　
…
あ
ぐ
り
巾
着
網
漁
村
、
二
型
底
下
網
漁

　
　
　
村
、
カ
ツ
オ
釣
漁
…
村
、
マ
グ
ロ
縄
漁
…
村

　
更
　
出
稼
漁
村

　
　
①
出
漁
型
漁
村
（
北
洋
サ
ヶ
・
マ
ス
等
）

　
　
㈹
労
働
出
稼
型
漁
村
（
ニ
シ
ン
定
置
）

　
W
　
内
水
面
漁
村

　
　
ω
湖
沼
型
漁
村

　
　
偶
河
川
型
漁
村

　
こ
の
漁
村
型
の
分
類
は
変
質
の
過
程
の
申
に
漁
村

類
型
を
求
め
よ
う
と
す
る
著
者
の
態
度
が
十
二
分
に

貫
徹
さ
れ
て
お
ら
ず
、
や
や
安
易
に
す
ぎ
た
感
が
あ

る
が
t
以
下
の
章
で
著
者
は
自
ら
こ
の
分
類
を
崩
し

て
い
る
i
本
書
で
は
以
下
八
章
に
わ
た
る
こ
れ
ら
の

基
本
納
漁
村
型
の
構
造
分
析
と
本
質
の
究
明
に
よ
り

力
点
が
榿
か
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
一
～
三
章
に
わ
た
っ
て
小
生
産
的
漁
村
が
問

題
と
さ
れ
、
採
貴
採
藻
漁
村
、
養
殖
漁
村
、
図
㈲
を

一
括
し
た
沿
岸
小
漁
村
が
漁
場
の
所
有
と
そ
の
行
使

状
況
、
漁
民
の
階
層
構
成
の
二
面
か
ら
具
体
的
な
漁

村
例
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
採
貝
採

藻
漁
村
で
は
一
般
に
溶
蝕
力
の
低
水
濫
に
照
応
し
て

各
種
の
共
同
体
的
規
舗
に
よ
り
生
塵
関
係
が
極
度
に

78　（430）



受書

規
制
さ
れ
て
い
る
。
厳
重
な
移
入
。
分
家
制
限
が
こ

れ
で
あ
り
、
ま
た
原
始
的
村
落
共
同
体
の
体
欄
を
維

持
す
る
た
め
に
平
等
労
働
と
平
等
分
配
が
基
本
原
理

と
し
て
働
い
て
い
る
。
養
殖
．
漁
村
に
お
い
て
も
漁
場

が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
そ
の
利
用
に
つ
い
て
は
新

規
加
入
等
を
部
落
内
の
漁
民
に
つ
い
て
さ
え
規
議
し

て
い
る
。
沿
岸
小
漁
村
で
は
魚
群
が
癬
刻
し
漁
法
も

固
定
し
て
い
な
い
た
め
漁
場
を
申
心
と
す
る
規
制
は

比
較
的
弱
く
、
一
月
数
理
限
も
漁
場
の
面
か
ら
は
起
ら

な
い
。
け
れ
ど
も
生
産
力
が
低
い
た
め
前
工
老
岡
様

農
業
を
は
じ
め
沓
種
の
兼
業
賃
労
働
が
生
じ
る
。
農

業
は
一
般
に
零
細
な
需
給
的
性
格
の
も
の
が
多
く
、

兼
業
は
現
金
収
入
の
他
の
途
と
し
て
軍
要
な
役
劇
を

果
す
。
こ
と
に
沿
岸
小
漁
村
で
は
日
雇
等
賃
労
働
者

化
の
傾
向
が
強
く
、
こ
れ
ら
が
実
は
過
剰
人
口
の
プ

ー
ル
と
し
て
漁
村
の
特
微
を
な
す
も
の
と
な
り
、
景

気
の
変
動
に
対
応
し
て
伸
縮
す
る
労
働
力
が
こ
こ
に

自
給
農
業
と
零
細
漁
業
を
基
盤
と
し
て
存
在
す
る
の

で
あ
る
。
内
永
面
漁
村
は
一
の
図
の
変
形
と
考
え
ら

れ
、
漁
民
は
む
し
ろ
農
民
的
性
格
が
強
い
が
生
産
力

は
一
層
低
位
停
滞
的
で
あ
り
、
生
産
関
係
の
規
制
も

よ
り
著
し
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
小
生
産
的
漁
㈱
村
は
い

ず
れ
も
そ
の
発
展
の
方
向
を
漁
業
の
内
部
に
見
出
す

こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

五
～
七
章
で
は
資
本
制
生
産
的
漁
村
と
し
て
定
…
置
漁

村
、
大
型
網
漁
村
、
カ
ツ
ナ
釣
漁
村
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
　
墨
斑
漁
村
を
扱
っ
た
第
五
章
は
本
書
申
に

お
い
て
も
っ
と
も
・
刀
点
の
概
か
れ
た
部
分
の
ご
と
く

で
、
記
述
も
ま
た
と
く
に
精
彩
に
富
ん
で
い
る
。
ま

ず
漁
法
の
変
遷
を
中
心
に
近
代
に
お
け
る
定
置
漁
村

の
成
立
の
過
程
を
述
べ
、
　
つ
い
で
漁
場
の
利
用
形

態
、
埋
合
員
の
灘
…
成
と
網
羅
の
構
造
に
分
析
が
進
め

ら
れ
て
お
り
、
引
用
例
も
も
っ
と
も
豊
富
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
約
す
る
と
定
置
漁
村
は
漁
場
が
限
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
生
産
力
に
合
わ
す
た
め
に
虚
数
制
限

を
行
う
こ
と
が
多
い
。
ま
た
所
有
と
労
働
配
分
を
一

つ
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
た
め
に
こ
の
面
か
ら

も
戸
数
発
墨
を
し
て
労
働
と
所
有
と
の
分
裂
を
防
ぐ

こ
と
が
行
わ
れ
る
。
内
部
に
お
い
て
所
麿
は
一
般
に

株
に
分
れ
る
。
そ
れ
が
平
等
株
と
し
て
出
て
い
る
と

こ
ろ
が
少
く
な
い
が
決
し
て
昔
か
ら
平
等
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
。
維
新
後
の
定
置
漁
村
に
は
平
等
株
の

も
の
が
多
い
が
旧
藩
蒔
代
か
ら
の
定
醤
漁
村
で
は
株

は
土
地
の
所
有
、
貢
租
の
高
に
よ
っ
て
不
嫁
株
と
水

呑
の
無
株
の
も
の
に
分
れ
て
い
た
こ
と
が
多
く
、
そ

れ
が
平
等
株
に
な
る
の
は
明
治
、
大
正
、
昭
和
に
わ

た
っ
て
大
き
な
変
革
を
経
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
漁
場
を
賃
貸
し
て
い
る
こ
と
が
少
く
な
い
が
、

そ
こ
で
は
労
働
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
を
賃
貸
の
条

件
に
し
て
部
落
全
体
が
寄
生
地
主
化
す
る
と
い
っ
た

一
般
的
な
性
格
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
型
漁
村
で

は
兀
の
㈱
と
し
て
宇
和
海
船
曳
漁
…
村
、
㈲
に
香
川
県

三
豊
郡
の
巾
着
網
漁
村
が
あ
げ
ら
れ
、
歴
塑
的
な
背

景
は
異
る
が
両
者
と
も
門
網
元
」
の
存
在
が
漁
村
の

余
剰
労
働
力
を
吸
収
し
、
漁
村
を
大
き
く
賄
っ
て
い

る
点
で
極
め
て
特
徴
的
で
あ
り
、
網
元
が
双
方
と
も

な
ん
ら
か
の
意
昧
で
地
主
的
で
あ
る
こ
と
が
共
通
し

た
性
理
…
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
両
漁
村
と
も

停
滞
的
で
生
産
力
の
発
展
の
余
地
は
旧
来
の
生
産
関

係
を
く
ず
す
別
の
漁
業
に
見
出
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ

る
。
カ
ツ
オ
釣
漁
村
に
つ
い
て
は
坊
泊
を
例
に
漁
船

の
動
力
化
が
こ
の
漁
業
の
発
展
の
転
換
期
と
な
り
、

漁
場
、
餌
等
の
制
約
に
よ
る
ギ
ル
ド
シ
ス
テ
ム
か
ら

か
な
り
自
・
田
な
資
本
制
生
産
へ
の
発
噛
展
が
開
始
さ
れ

、
資
本
と
労
働
の
関
係
も
大
き
く
変
化
し
、
漁
…
夫
は

隷
属
的
農
奴
的
聯
絡
が
な
く
な
り
一
定
の
枠
内
に
お

い
て
で
あ
る
が
自
由
に
移
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

述
べ
て
い
る
。

　
鐵
稼
漁
…
村
は
資
本
制
生
産
的
漁
村
の
特
殊
型
と
し

て
把
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
労
働
力
移
出
［
と
出
漁
の

二
つ
の
型
が
み
ら
れ
る
が
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る

の
は
地
元
漁
業
の
癸
展
性
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
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れ
は
零
細
農
耕
と
合
せ
て
留
守
家
族
の
自
給
的
生
活

を
支
え
る
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
漁
業

に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
に
と
も
な
い
出
稼
漁
畏

は
増
大
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
れ
が
定
着
せ
ず
季

節
的
な
移
動
に
止
る
と
こ
ろ
に
そ
の
限
界
が
み
と
め

ら
れ
る
。

　
以
上
本
塁
の
内
容
に
つ
い
て
そ
の
極
く
あ
ら
ま
し

を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
通
じ
て
の
梼
色
は
前
に

も
述
べ
た
ご
と
く
漁
村
の
類
型
は
そ
の
構
造
類
型
に

求
め
ぢ
る
べ
き
で
あ
り
、
資
本
主
義
の
発
達
に
よ
る

漁
村
の
変
質
展
開
の
過
程
の
中
に
そ
れ
を
見
出
そ
う

と
タ
る
態
度
で
あ
る
。
著
者
は
漁
村
の
変
質
の
基
軸

を
漁
昆
騨
の
分
解
に
あ
る
と
し
て
一
～
八
章
の
各
童

に
お
い
て
も
漁
…
罠
の
階
題
構
成
に
つ
い
て
漁
業
従
裏

状
況
、
漁
船
の
所
有
↓
土
地
の
所
有
、
そ
の
他
兼
業

等
の
項
臼
を
あ
げ
て
と
く
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
て

い
る
。
け
れ
ど
も
資
本
主
義
の
発
展
に
よ
る
漁
村
の

変
質
の
極
に
出
現
す
る
漁
港
に
つ
い
て
の
記
述
が
み

ら
れ
な
い
。
署
者
も
亙
の
㈲
に
つ
い
て
漁
船
動
・
刀

化
を
契
機
と
す
る
マ
ニ
ュ
的
漁
業
の
発
達
に
と
も
な

っ
て
、
そ
の
中
心
と
し
て
工
業
に
お
け
る
地
方
工
業

都
市
の
ご
と
く
形
成
さ
れ
た
漁
港
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
が
、
第
七
章
で
は
そ
の
構
造
分
析
は
残
念
乍
ら

み
ら
れ
な
い
。
　
「
序
説
」
が
マ
ユ
ユ
酌
漁
業
の
発
達

に
と
く
に
重
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

本
書
に
そ
の
展
開
が
み
ら
れ
な
い
の
は
も
の
足
り
な

い
感
じ
が
す
る
。

　
ま
た
、
各
章
と
も
各
々
の
漁
業
地
帯
の
ケ
ル
ン
を

な
す
漁
村
が
例
示
さ
れ
て
具
体
的
に
考
察
が
す
す
め
層

ら
れ
て
い
る
が
、
漁
村
の
基
本
構
造
を
規
定
す
る
漁

業
生
産
の
様
式
を
左
右
す
る
漁
場
の
自
然
条
件
に
対

す
る
考
慮
が
全
く
欠
除
し
て
い
る
。
そ
れ
に
各
々
の

漁
村
の
も
つ
歴
史
的
な
背
景
、
そ
の
鷺
か
れ
て
い
る

地
理
的
測
索
、
こ
れ
が
い
ま
少
し
加
え
ら
れ
た
な
ら

ば
本
書
の
記
述
は
一
段
と
精
彩
に
冨
み
、
例
示
さ
れ

た
漁
村
に
対
す
る
親
し
み
感
じ
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
惜

し
ま
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
不
満
も
け
っ
し
て

本
書
の
評
価
に
低
き
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。
最

後
に
韮
才
を
も
顧
み
ず
妄
評
を
加
え
た
こ
と
を
お
詑

び
す
る
次
第
で
あ
る
。
　
（
A
5
版
四
六
六
頁
定
価
七

〇
〇
円
策
京
大
学
出
版
会
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
島
田
正
彦
…

佐
藤
進
一
、
池
内
義
資
編

　
申
世
法
制
史
料
集

　
　
　
　
　
第
二
巻
室
町
幕
府
法

一

　
一
昨
年
秋
刊
行
さ
れ
た
「
中
世
法
制
史
料
集
、
第

一
巻
鎌
倉
幕
府
法
」
に
続
い
て
、
待
望
の
門
第
二
巻

室
町
幕
府
法
」
が
今
度
出
版
さ
れ
た
。
法
命
は
そ
の

当
時
の
社
会
の
現
状
を
総
括
的
に
示
し
て
い
る
も
の

で
、
従
っ
て
中
世
法
令
の
集
大
成
は
法
欄
史
の
み
な

ら
ず
申
世
史
全
般
の
研
究
の
為
に
も
極
め
て
重
要
な

仕
慕
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
誉
う
に
易
い
が
、
実

行
す
る
こ
と
は
非
常
な
忍
耐
、
努
力
を
要
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
困
難
を
お
し
て
こ
の
よ
う

に
次
々
に
そ
の
成
果
の
刊
行
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、

中
世
塑
の
研
究
を
志
す
者
に
計
り
知
れ
な
い
恩
恵
を

も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

　
他
に
比
較
し
て
割
合
研
究
の
深
め
ら
れ
て
い
る
鎌

倉
幕
府
法
制
に
関
し
て
も
、
兎
角
よ
い
底
本
が
得
難

く
、
且
つ
又
近
衛
家
本
式
臼
追
加
を
始
め
未
補
の
追

加
法
令
集
が
少
く
な
い
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
研
究
の

前
進
は
や
や
も
す
れ
ば
陽
箸
さ
れ
易
か
っ
た
。
し
か

し
そ
れ
も
本
書
第
一
巻
の
出
版
に
よ
っ
て
、
法
令
に

関
し
て
は
現
在
望
み
う
る
最
上
の
状
態
と
言
っ
て
も

よ
い
程
に
難
解
淡
さ
れ
、
研
究
の
一
層
の
発
展
を
期

待
し
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
箋
町
幕
府
に
関
し
て

は
、
そ
の
研
究
は
比
較
的
遅
れ
て
お
り
、
手
薄
を
か

こ
た
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
量
町
幕
府
法
制
の
研
究
を

進
め
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
更
に
多
く
の
困
難
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