
専
用
漁
業
権
漁
場
に
お
け
る
共
同
用
益
の
諸
形
態
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瀬
戸
内
海
水
域
を
中
心
に
－
ー
ー

河
　
r
野

通

博

一
【
要
約
・
明
治
黍
の
難
水
域
舞
・
漁
場
用
益
形
鰹
粛
漁
諜
お
・
び
そ
れ
に
伴
な
っ
て
定
め
・
れ
た
入
選
な
・
び
に
庸
樂
礁

　
免
許
状
に
記
さ
れ
た
条
件
制
限
条
項
に
も
と
づ
い
て
規
制
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
用
益
権
の
う
ち
慣
行
専
胴
漁
業
権
は
従
来
の
通
説
で
は
幕
末
当
時
の
漁
　
W

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
場
用
益
形
態
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
と
さ
れ
、
反
礪
地
先
水
漁
専
用
漁
業
権
は
地
元
漁
村
ご
と
に
地
先
水
礪
を
細
分
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
さ
　
…

　
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
明
治
維
新
後
漁
民
受
身
の
手
で
改
め
ら
れ
た
点
も
多
く
、
ま
た
こ
の
二
つ
の
専
絹
漁
業
権
の
区
別
も
さ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
　
…

　
結
果
複
雑
な
様
相
を
示
す
と
こ
ろ
の
専
用
漁
業
権
に
も
と
つ
く
漁
場
用
益
の
諸
形
態
を
、
そ
の
実
態
に
即
し
て
、
①
単
独
用
益
か
、
共
同
用
益
か
、
②
絹
縮
　
…

範
羅
地
震
面
の
み
か
、
蓉
の
み
か
、
ま
た
蟻
先
も
沖
合
巻
む
か
・
云
≧
つ
窺
・
｛
か
ら
墾
化
・
、
更
に
入
漁
権
お
・
び
藁
積
限
に
も
∴

　
つ
く
入
漁
が
い
か
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
て
い
た
か
を
考
え
て
み
た
。
結
論
を
　
W

…
隠
線
鍵
繁
雛
裂
沙
磁
雛
臨
讐
敵
㌶
鞍
懸
纏
脈
観
鞍
躯
匙
麹
鰯
…

　
あ
る
程
度
生
き
の
び
て
い
っ
た
所
に
、
法
と
現
実
と
の
矛
盾
が
間
も
な
く
露
呈
さ
れ
て
く
る
原
因
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

明
治
漁
業
法
に
お
け
る
専
用
漁
業
権
の
性
格

　
昭
和
二
六
年
に
漁
業
制
度
の
改
革
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
は
、
わ
が

圏
の
沿
岸
漁
業
を
規
制
し
て
い
た
基
本
法
は
明
治
三
五
年
に
施
行
さ

れ
、
同
四
三
年
一
部
改
正
さ
れ
た
旧
漁
業
法
（
以
下
明
治
漁
業
法
と
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
）
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
古
く
か
ら
積
み
か
さ
ね
て
来
た

慣
行
に
主
と
し
て
依
拠
し
つ
つ
、
入
会
操
業
と
言
う
形
で
海
の
立
体

的
利
用
を
は
か
っ
て
来
た
沿
岸
漁
業
者
た
ち
は
明
治
漁
業
法
の
中
で
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も
特
に
専
用
漁
業
権
に
よ
っ
て
漁
場
用
益
を
規
鰯
さ
れ
る
所
が
大
き

か
っ
た
。
も
っ
と
も
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
は
じ
ま
っ

た
漁
船
の
動
力
化
に
伴
う
操
業
区
域
の
拡
大
や
、
専
用
漁
業
権
の
内

容
と
な
っ
て
い
た
在
来
漁
法
の
衰
退
に
伴
う
許
可
漁
業
へ
の
漁
業
璽

心
の
移
行
が
専
用
漁
業
権
を
次
第
に
有
名
無
実
化
し
、
そ
の
規
則
力

を
弱
め
て
い
っ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
が
、
少
な
く
と
も
明
治
漁

業
法
制
定
当
時
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
専
用
漁
業
権
が
沿
岸
漁
業

の
漁
場
秩
序
の
維
持
に
大
き
な
統
制
力
を
も
つ
て
い
た
こ
と
を
過
小

評
価
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
筆
者
は
先
に
明
治
期
に
お
け
る
漁
場
の
共
同
田
川
益
形
態
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

瀬
戸
内
海
水
域
を
中
心
に
考
察
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
熊
笹
堀
漁
業

権
の
内
容
に
つ
い
て
も
若
干
ふ
れ
て
お
い
た
。
だ
が
そ
れ
は
主
と
し

て
専
用
漁
業
権
は
幕
末
期
の
漁
場
利
用
関
係
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
承

し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
通
説
を
修
正
す
る
た
め
に
、
専
用

漁
業
権
と
明
治
中
期
に
お
け
る
実
際
の
漁
場
群
馬
形
態
と
の
桐
違
点

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
こ
の
時
に
は
瀬
戸
内
海
全
域
の
専
用
漁
業
権
の
概
観
も
な
し
え

な
か
っ
た
し
、
ま
た
専
用
漁
業
権
、
入
漁
権
な
ら
び
に
専
用
漁
業
権

に
付
せ
ら
れ
た
条
件
制
限
の
条
項
に
も
と
つ
く
所
の
入
漁
と
思
う
漁

場
掲
益
権
の
三
つ
の
型
の
違
い
に
つ
い
て
も
十
分
に
ふ
れ
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
明
治
漁
業
法
施
行
当

時
の
専
用
漁
業
権
に
も
と
つ
く
漁
…
場
胴
益
形
態
が
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
て
み
た
い
。
漁
場
矯
益
の
問
題
は

海
面
と
云
う
空
閥
を
漁
業
生
産
者
た
ち
が
い
か
に
共
同
で
利
用
し
て

い
た
か
と
言
う
点
で
、
陸
上
に
お
け
る
水
利
慣
行
や
牧
野
の
農
民
的

利
用
の
問
題
と
と
も
に
地
理
学
研
究
者
の
立
場
か
ら
も
解
明
の
義
務

が
あ
る
問
題
だ
と
思
う
し
、
ま
た
そ
れ
は
現
行
漁
業
法
に
お
け
る
共

岡
漁
業
権
の
性
格
を
理
解
す
る
た
め
O
出
発
点
と
も
な
り
う
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
明
治
漁
業
法
の
性
格
、
或
は
そ
の
中
に
お
け
る
専
用
漁
業
権

の
特
質
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
主
題
と
す
る
専
用
漁

業
権
に
も
と
つ
く
漁
場
絹
益
形
態
の
具
体
的
考
察
に
入
る
前
に
、
蒋

干
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
概
要
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
先
に
も
の
。
へ
た
レ
よ
・
う
に
［
明
治
漁
鞭
独
法
は
明
治
瓢
一
五
年
に
は
じ
め
て

公
布
さ
れ
た
が
、
も
と
よ
の
漁
業
法
の
施
行
以
前
に
漁
業
秩
序
の
維

持
に
つ
い
て
政
府
が
全
く
統
轄
を
加
え
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

明
治
維
新
直
後
よ
り
名
東
県
・
飾
磨
県
な
ど
い
く
つ
か
の
梁
で
は
淋
　

合
一
里
以
内
の
地
先
漁
場
に
お
い
て
は
そ
九
そ
れ
の
地
元
漁
村
が
操

ユ07 （591）



業
上
優
先
権
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
が
、
一
里
以
遠
の
海
面
で
は
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

漁
村
と
も
入
会
で
操
業
す
べ
き
旨
の
布
告
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は

旧
藩
時
の
漁
業
調
整
上
の
原
則
と
さ
れ
て
い
た
「
磯
は
地
付
根
付
次

　
　
　
　
　
③

第
、
沖
は
入
会
」
と
云
う
考
え
方
を
再
確
認
し
た
ま
で
の
こ
と
で
、

た
だ
従
来
地
先
水
面
と
沖
合
と
の
境
界
が
不
統
一
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
距
崔
二
里
（
実
際
は
十
六
町
）
と
云
う
一
定
の
基
準
を
設
け
た

点
が
異
な
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
こ
れ
だ
け
で
も
す
で
に
名

東
県
営
西
浦
の
タ
イ
大
網
漁
業
の
網
主
の
場
合
の
よ
う
に
旧
藩
主
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

認
の
沖
合
漁
場
独
占
権
の
喪
失
が
問
題
と
な
る
有
様
で
、
複
雑
な
漁

場
用
益
慣
行
と
矛
盾
す
る
結
果
を
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

各
県
の
布
告
は
維
新
直
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
事
情
か
ら
個
別
的

に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
全
國
的
な
規
範
と
し
て
は
じ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

示
さ
れ
た
の
が
明
治
八
年
十
二
月
の
太
政
官
布
告
第
一
九
五
号
で
あ

っ
た
。
　
「
海
面
官
有
・
漁
場
借
区
」
令
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
布
告

は
「
従
来
人
民
二
於
テ
海
面
ヲ
区
画
シ
捕
魚
採
藻
磁
壁
為
メ
所
用
致

居
候
者
」
も
今
後
「
処
用
ノ
権
」
が
な
い
か
ら
、
従
来
通
り
操
業
し

た
い
者
は
借
用
願
を
提
出
す
べ
し
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
翌
年

七
月
「
営
業
取
締
ハ
可
成
従
来
ノ
慣
習
二
従
」
う
べ
き
こ
と
が
改
め

　
　
　
　
　
④

て
達
せ
ら
れ
た
。
こ
の
太
政
宮
布
告
と
太
政
官
達
と
の
関
係
を
ど
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
に
が
く
こ

れ
以
後
、
旧
慣
を
一
応
尊
重
し
つ
つ
も
、
海
瀬
官
有
の
名
の
も
と
で

漁
場
用
益
権
に
対
す
る
政
府
の
統
轄
が
強
め
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
ま
た
そ
の
際
の
漁
業
調
整
の
基
本
方
針
が
地
先
漁
場
地
元
主

義
に
あ
っ
た
と
す
る
二
野
瓶
徳
夫
民
の
見
解
も
一
応
認
め
て
よ
い
で

　
　
⑧

あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
後
に
お
い
て
・
も
各
府
県
の
漁
業
調
整
方
式
は
必

ら
ず
し
も
同
じ
で
は
な
く
、
漁
場
を
厳
密
に
区
画
し
て
、
そ
の
帰
属

を
明
確
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
愛
媛
県
と
、
な
る
べ
く
海
面
を
共
同
で

自
由
に
利
用
さ
せ
、
問
題
が
あ
っ
た
時
は
漁
民
絹
互
の
自
主
的
な
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
合
い
で
解
決
さ
せ
よ
う
と
す
る
広
島
県
と
を
両
極
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
様
相
を
示
し
て
』
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
旧
藩
時
代
に
は
漁
業
権
は
各
村
芝
に
与
え
ら
れ
て
い
た

が
、
行
政
…
機
関
の
下
部
組
織
で
あ
る
町
村
に
こ
れ
を
引
き
継
が
せ
る

こ
と
は
近
代
法
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
不
合
理
だ
と
言
う
の
で
闘
治
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

九
年
漁
業
組
合
準
則
が
公
布
さ
れ
、
漁
業
権
免
許
は
漁
業
組
合
を
対

象
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。
香
川
眼
で
は
更
に
そ

の
上
部
組
織
と
し
て
聖
別
の
組
合
が
作
ら
れ
、
各
郡
の
行
政
区
域
内

の
水
面
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
旧
慣
に
よ
り
綾
歌
郡
水
面

の
大
部
分
を
独
占
し
て
い
た
香
川
郡
香
西
及
び
高
松
市
の
漁
業
組
合

108 （592）・
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と
綾
歌
郡
漁
業
組
合
と
の
間
で
紛
争
を
生
じ
、
両
者
の
妥
協
の
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

綾
歌
郡
漁
罠
の
新
規
操
業
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

漁
場
用
益
形
態
は
必
ら
ず
し
も
幕
末
期
そ
の
ま
ま
の
姿
が
維
持
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、
維
新
後
の
約
三
十
年
間
に
か
な
り
変
化
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
複
雑
な
漁
場
用
益
関
係
を
近

代
法
の
わ
く
の
中
に
包
含
し
て
、
秩
序
づ
け
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
・

難
な
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
明
治
二
五
年
村
田
保
が
第
五
回
帝
国
議

会
に
は
じ
め
て
漁
業
法
案
を
提
出
し
た
が
、
審
議
は
遅
々
と
し
て
進

ま
ず
、
た
び
た
び
内
容
を
改
訂
し
た
あ
げ
く
、
明
治
三
四
年
の
第
一

五
回
国
会
で
政
府
の
提
出
し
た
法
案
が
よ
う
や
く
通
過
し
、
翌
三
五

年
に
施
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
明
治
漁
業
法
は
そ
の
後
明
治
四

三
年
に
改
正
さ
れ
た
が
、
入
漁
権
が
明
文
化
さ
れ
た
ほ
か
は
、
漁
業

権
の
内
容
に
は
変
っ
た
所
は
な
い
。

　
漁
業
法
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
る
漁
業
と
は
公
有
水
面
に
お
い
て
行

な
わ
れ
る
漁
業
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
日
本
の
領
海
内
で
操
業
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
も
の
が
対
象
で
あ
り
、
公
海
ま
た
は
他
国
の
水
酸
（
植
昆
地
を
含

む
）
は
そ
の
対
象
外
に
お
か
れ
た
。
ま
た
領
海
内
に
お
い
て
も
漁
業

権
の
内
容
に
含
ま
れ
る
漁
業
（
漁
業
権
漁
業
）
と
含
ま
れ
な
い
漁
業

（
許
可
漁
業
、
自
由
漁
業
）
と
が
存
在
し
た
。
漁
業
権
は
定
置
漁
業

権
・
区
画
漁
業
権
・
特
別
漁
業
権
・
専
用
漁
業
権
の
四
種
に
分
れ
る
。

定
置
漁
業
権
は
漁
具
を
固
定
し
て
魚
の
来
遊
を
待
つ
と
こ
ろ
の
大
敷

　
　
　
　
　
え
り

網
・
台
網
・
鰍
等
に
対
し
て
一
定
の
網
代
を
確
保
さ
せ
る
た
め
に
与

え
ら
れ
る
漁
業
権
で
、
区
画
漁
業
権
は
貝
・
藻
類
や
魚
類
な
ど
を
養

殖
す
る
た
め
一
定
海
面
を
区
画
し
て
使
用
す
る
も
の
に
与
え
ら
れ
る
。

特
別
漁
業
権
は
沿
岸
捕
鯨
・
海
豚
漁
業
・
地
曳
網
・
船
曳
網
・
袋
物

綱
。
智
慧
。
飼
付
漁
業
小
・
シ
牟
ラ
漬
・
帥
染
話
語
叢
小
櫨
守
一
定
の
磁
切
所
に

追
込
場
や
曳
網
場
を
確
保
さ
せ
た
り
、
施
設
を
設
け
さ
せ
た
り
す
る

必
要
の
あ
る
漁
業
に
免
許
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
。
以
上
の
一
二
漁
業
権

が
特
定
の
漁
業
種
類
ご
と
に
免
許
さ
れ
、
し
か
も
名
目
上
は
厳
島
に

免
許
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
実
質
的
に
は
特
定
の
個
人
が
経
営
し
て

い
る
点
で
近
代
化
さ
れ
た
権
利
規
定
で
あ
る
（
実
際
に
は
必
ら
ず
し
も

完
金
に
近
代
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
封
建
的
特
権
に
由
来
し
て
い

る
場
合
が
か
な
り
多
い
が
）
の
に
対
し
て
、
　
専
用
漁
業
権
は
そ
の
性
格

を
異
に
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
専
用
漁
業
権
は
従
来
の
慣
行
に
も
と
づ
い
て
専
用
の
権
利

を
も
つ
漁
業
組
合
等
に
免
許
さ
れ
た
漁
業
権
で
あ
っ
て
、
免
許
さ
れ

る
漁
業
種
類
は
上
記
三
種
の
漁
業
権
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
す
べ

て
の
漁
業
種
類
の
う
ち
か
ら
そ
の
水
域
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
を
列
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卜
し
て
措
定
さ
れ
る
（
制
限
列
挙
主
義
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
辞

別
漁
業
権
と
重
な
る
地
曳
網
の
よ
う
な
漁
業
種
類
を
奮
む
こ
と
も
あ

り
、
ま
た
な
か
に
は
数
十
種
類
屯
記
載
さ
れ
て
．
い
る
場
合
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
定
麗
・
区
画
の
二
漁
業
権
と
は
重
な
ら
な
い
が
、
非
漁

業
権
漁
業
で
あ
る
許
可
漁
業
・
自
由
漁
業
と
は
共
通
す
る
漁
業
種
類

が
多
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
由
漁
業
や
許
可
漁
業
と
同
じ
漁
業
種

類
で
は
あ
る
が
、
蝦
慣
に
も
と
づ
き
一
定
水
面
内
で
は
排
他
的
独
占

的
用
益
を
認
め
ら
れ
た
も
の
が
専
用
漁
業
権
だ
と
云
う
こ
と
に
な
る
。

　
専
用
漁
業
権
は
更
に
地
先
水
瀬
専
用
漁
業
権
と
慣
行
専
網
漁
業
権

に
分
け
ら
れ
る
。
地
先
水
諏
専
用
漁
業
権
は
地
元
の
漁
業
組
合
に
対

し
て
地
先
漁
揚
の
独
占
権
を
認
め
た
も
の
で
、
こ
の
場
合
に
は
必
ら

ず
し
も
旧
慣
に
も
と
つ
く
こ
と
な
く
、
地
元
組
合
の
優
先
を
認
め
ら

れ
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。
明
治
政
府
の
地
先
漁
場
地
元
主
義
の

具
体
化
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
地
先
漁
場
に
対
し
て

付
与
さ
れ
て
い
る
専
用
漁
業
権
は
す
べ
て
地
先
水
面
専
用
漁
業
権
か

と
言
う
と
、
実
は
慣
行
専
用
漁
業
権
に
さ
れ
て
い
る
場
合
屯
多
い
の

で
あ
っ
て
、
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
慣
行
専
用
漁
業
権
は
旧
慣
を
有
す

る
も
の
に
対
し
て
、
そ
の
旧
慣
の
範
囲
内
で
の
専
用
権
を
認
め
た
も

の
で
あ
る
が
、
免
許
対
象
は
漁
業
組
合
に
限
ら
れ
ず
、
少
数
な
が
ら

町
村
区
・
個
人
・
会
社
等
も
含
ま
れ
て
い
る
か
地
先
水
藏
・
慣
行
と

も
に
一
漁
業
組
余
に
数
件
が
免
許
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
逆
に

数
組
合
共
有
で
専
用
漁
業
権
が
免
許
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
（
共

有
専
用
漁
業
権
）
。

　
専
用
漁
業
権
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
漁
業
組
合
に
免
許
さ
れ
た
場

合
（
市
町
村
区
に
免
許
さ
れ
た
場
合
も
こ
れ
に
準
じ
る
）
組
合
員
は
原
則

と
し
て
平
等
に
そ
の
用
益
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
実
質
的
に
は
組
客
員
が
完
全
に
平
等
で
は
あ
り
え
な
い
に
し
て
も
、

と
に
か
く
平
等
な
資
格
で
入
会
操
業
を
行
な
い
う
る
点
に
他
の
三
漁

業
権
と
の
梢
違
点
が
あ
る
。
二
組
舎
以
上
の
場
合
に
も
入
会
操
業
で

あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
問
題
な
の
は
共
同
専
用
漁
業
権
は
必
ら
ず
し
も
従
来
入
会
で

操
業
し
て
い
た
す
べ
て
の
漁
村
（
漁
業
組
含
）
を
包
画
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
専
用
漁
業
権
者
は
、
共
同
免
許

の
場
合
で
も
主
と
し
て
地
元
空
合
及
び
そ
の
周
辺
の
綴
合
で
あ
っ
て
、

よ
ほ
ど
慣
行
的
特
権
が
強
い
場
合
の
ほ
か
は
、
従
来
そ
の
漁
場
で
操

業
し
て
い
た
事
実
が
あ
っ
て
も
他
地
域
の
組
合
は
含
ま
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
組
介
の
中
に
は
入
漁
権
を
認
め
ら
れ
た
も

の
も
あ
っ
た
が
、
ま
た
専
用
漁
業
権
免
許
状
の
条
件
制
限
条
項
の

！10　（594＞



専用漁業権漁場における典岡用益の諸形熊（河野）

中
で
「
こ
れ
ら
の
漁
村
が
入
漁
料
を
支
払
う
限
り
に
嘉
い
て
は
そ
の

入
漁
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
云
う
形
で
保
障
さ
れ
て
い
た
も
の

も
あ
り
、
さ
ら
に
は
た
だ
単
に
組
合
相
互
の
協
約
に
よ
り
入
漁
協
定

を
結
ぶ
に
止
ま
っ
て
い
た
だ
け
の
所
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
専
照

漁
業
権
の
設
定
は
、
明
治
三
十
年
代
の
一
時
点
に
お
い
て
存
在
し
た

漁
場
の
共
同
用
益
形
態
を
固
定
化
し
、
用
益
権
の
強
弱
に
応
じ
て
次

の
四
段
階
に
区
分
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
④
専
用

漁
業
権
の
共
同
権
者
で
あ
る
場
合
、
＠
入
漁
権
者
で
あ
る
場
合
、
⑳

条
件
制
限
条
項
で
入
漁
を
保
障
さ
れ
て
い
る
場
合
、
㊥
入
漁
協
定
を

結
ん
で
い
る
場
合
の
四
つ
で
あ
る
が
、
本
論
考
に
お
い
て
は
④
の
場

合
を
中
心
に
、
＠
、
⑳
も
満
せ
考
え
つ
つ
、
瀬
戸
内
海
及
び
紀
伊
水

道
・
豊
後
水
道
に
お
い
て
専
用
漁
業
権
に
も
と
つ
く
漁
場
の
共
同
用

益
形
態
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
水
域
の
專
用
漁
業
権
の
免
許
状
況
は

日
本
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
特
色
を
派
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
ま
ず
そ
の
状
況
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
①
河
野
通
博
『
漁
場
罵
益
形
態
の
観
究
』
（
一
九
六
二
年
刊
行
予
定
）
。

　
②
『
香
西
漁
業
史
』
後
縮
、
一
〇
工
頁
。
「
兵
庫
県
漁
業
慣
行
録
参
考
霞
」

　
　
巻
一
、
第
二
号
。

　
③
原
灘
三
『
B
本
漁
業
権
舗
度
史
論
」
四
四
．
頁
。

④
『
香
西
漁
業
史
』
荊
編
、
二
一
二
頁
。

⑤
　
横
浜
市
水
産
会
『
策
京
内
湾
漁
業
史
料
』
二
頁
。

⑥
同
上
、
薫
頁
。

⑦
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
次
の
二
説
が
対
照
的
で
あ
る
。

　
潮
見
俊
隆
『
漁
村
の
構
造
』
、
　
一
九
五
瞬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
二
野
瓶
徳
夫
「
明
治
維
新
と
漁
…
場
制
度
」
王
、
（
曙
．
噛
漁
業
経
済
研
究
』
六
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
四
）
。

⑧
　
　
二
野
瓶
、
同
上
。

⑨
河
野
、
荊
掲
書
、
本
論
瓦
ノ
3
、
4
、
参
照
。

⑩
町
着
三
、
前
掲
書
二
三
二
頁
。

⑬
　
河
野
、
前
掲
欝
、
　
一
〇
一
頁
。

⑫
原
『
目
本
漁
業
権
制
度
概
論
』
ご
二
頁
。

二
　
専
用
灘
業
権
の
享
有
状
況

　
昭
　
和
一
ご
二
年
レ
七
月
一
日
現
在
の
漁
…
業
権
颯
閥
査
は
来
る
べ
き
漁
叢
小
翻

度
改
革
に
備
え
て
、
漁
業
権
の
享
有
・
行
使
状
況
に
つ
い
て
行
な
わ

れ
た
詳
細
な
調
査
で
あ
る
。
た
だ
明
治
四
三
年
の
明
治
漁
業
法
改
正

以
来
四
〇
年
の
今
田
が
経
過
し
、
そ
の
間
に
免
許
期
間
の
更
新
が
行

わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
新
規
免
許
も
行
わ
れ
、
逆
に
消
滅
し
た
も
の

も
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
調
査
は
必
ら
ず
し
も
明
治
末
年
の
状
況
を
そ

の
ま
ま
に
う
つ
し
膿
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
但
し
明
治
四
十
三

年
当
時
の
状
況
に
も
と
づ
い
て
免
許
さ
れ
た
も
の
も
、
す
．
へ
て
が
明
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治
四
〇
年
代
に
登
録
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
専
胴
漁
業
権
嵐
願
を

め
ぐ
る
漁
場
係
争
が
な
か
な
か
妥
結
し
な
か
っ
た
た
め
、
大
正
七
，

八
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
免
許
さ
れ
た
例
も
か
な
砂
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
頃
ま
で
に
免
許
さ
れ
た
専
期
漁
業
権
の
総
数
は
約
五
一
〇

〇
件
、
専
用
漁
業
権
台
帳
に
よ
る
と
最
終
的
に
は
漁
業
制
度
改
革
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
器
μ
辮

で
に
累
計
約
六
〇
〇
〇
件
の
専
網
漁
業
権
が
免
許
さ
れ
て
い
る
が
、

昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
専
用
漁
業
権
は
す
べ
て
地
先
水
面
専
用
漁
業

権
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
二
三
年
の
漁
業
権
調
査
に
計
上
さ
れ
て
い
る

も
の
は
四
五
九
六
件
で
、
約
一
五
〇
〇
件
が
消
滅
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
昭
和
一
三
年
に
は
約
五
一
〇
〇
件
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ま
で

誉
論
・
蓬
⇒
譲
樹
ヨ
馨
懇
到
輯
讃
労
農

／

出
遅

命
　
蟹
　
轟
　
購
　
　
　
幽
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り
Φ

誌
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垂

線
量
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専用漁業権漁場における共同用益の諸形態（河野）

に
約
定
〇
〇
件
、
そ
れ
以
後
約
六
〇
〇
件
が
消
滅
し
た
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
二
三
年
の
漁
業
権
調
査
に
匹
敵
し
う
る
詳
細
な
戦
前
統
計

を
見
出
し
て
い
な
い
の
で
、
や
む
な
く
こ
れ
を
使
用
し
て
、
専
備
漁

業
権
の
享
有
状
況
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
漁
業
権
調
査
に
よ
る
専
胴
漁
業
権
の
総
数
四
五
九
六
件
の
内
訳
を

実
数
で
示
す
と
第
一
表
の
通
り
で
あ
る
。
漁
業
会
有
は
総
数
の
九

四
・
二
％
に
あ
た
る
が
、
残
り
の
二
六
八
件
の
内
訳
は
個
人
有
二
一

〇
件
、
会
社
有
一
件
・
（
大
分
県
佐
賀
関
製
錬
所
）
、
町
村
区
有
四
〇
件
、

そ
の
他
一
七
件
で
あ
る
。
漁
業
会
は
漁
業
組
合
が
再
度
に
わ
た
っ
て

改
組
さ
れ
た
結
果
、
戦
時
中
に
出
来
た
も
の
で
、
専
用
漁
業
権
の
管

理
権
は
漁
業
組
合
の
電
の
を
そ
の
㍉
ま
ま
継
承
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、

漁
業
組
合
有
と
読
み
か
え
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
詠
人
有
専
用

漁
業
権
の
府
県
別
免
許
状
況
を
見
る
と
富
山
県
の
六
九
件
と
長
崎
県

の
六
九
件
が
と
び
ぬ
け
て
多
い
が
、
長
崎
繋
の
個
人
有
専
用
漁
業
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
大
部
分
は
対
馬
の
面
戸
の
人
女
が
連
名
で
共
有
す
る
竜
の
で
、
実

質
的
に
は
部
落
有
と
差
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
町
村
区
有

及
び
実
質
的
部
落
有
漁
業
権
は
古
い
一
村
入
会
的
性
格
の
排
他
的
独

占
的
な
漁
場
用
益
権
が
漁
業
組
合
有
と
云
う
衣
裳
を
さ
え
ま
と
わ
な

い
で
存
続
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
他
の
個
人
有
も
ほ
と
ん

ど
慣
行
専
用
漁
業
権
で
あ
っ
て
封
建
時
代
に
領
主
よ
り
与
え
ら
れ
た

特
権
の
残
存
形
態
で
あ
る
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
、
資
本
主
義
的

発
展
の
新
し
い
芽
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
こ
こ
で
検
討
す
る
の
は
全
体
の
九
四
％
強
を
占
め
る
漁

業
会
有
の
専
用
漁
業
権
で
あ
る
。
地
先
水
毒
専
胴
漁
業
権
は
個
人
共

有
一
、
時
村
区
有
一
、
そ
の
他
二
の
計
四
を
除
い
て
す
べ
て
漁
業
会

有
で
あ
り
、
総
数
の
九
九
・
六
％
に
あ
た
る
が
、
こ
れ
は
地
先
水
面

専
用
漁
業
権
の
性
質
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

て
慣
行
専
用
漁
業
権
に
は
漁
業
会
以
外
に
免
許
さ
れ
た
も
の
が
含
ま

れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
総
数
の
八
六
・
五
％
強
が
漁
業
会
有
で
・

あ
る
。
次
に
単
独
免
許
と
共
有
と
の
比
率
を
見
て
み
よ
う
。
専
用
漁

業
権
総
数
の
八
二
・
五
％
が
単
独
、
一
七
・
五
％
で
共
有
で
、
う
ち

地
先
水
面
専
用
漁
業
権
の
場
合
は
単
独
九
一
工
・
八
％
・
、
共
有
六
・
二

％
、
慣
行
専
田
川
漁
業
小
菅
は
単
独
六
六
。
七
％
、
非
六
皇
胤
ご
二
・
一
ご
％
と

な
っ
て
い
る
。
漁
業
会
有
の
も
の
は
総
数
の
八
五
％
が
単
独
免
許
、

一
五
％
が
共
有
で
、
　
地
先
水
面
の
方
は
単
独
九
三
・
九
％
、
　
共
有

六
．
一
％
、
慣
行
の
方
蜜
独
七
〇
．
八
％
、
共
有
二
九
．
二
％
で
助

あ
る
。
つ
ま
り
漁
業
会
有
の
専
胴
漁
業
権
の
比
率
は
圧
倒
的
に
高
率
　
σ

を
示
す
が
、
そ
の
八
五
％
ま
で
が
単
独
で
あ
り
、
共
有
の
比
率
が
高
．
銘



い
慣
行
専
用
漁
業
権
で
さ
え
七
割
ま
で
は
単
独
免
許
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
瀬
戸
内
海
で
は
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
和
歌
山
・
大
阪
・
兵
庫
・
岡
山
・
広
島
・
山
環
・
徳
島
・
香
川
・

愛
媛
・
福
岡
・
大
分
の
一
一
府
県
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
中

に
は
β
本
海
・
太
平
洋
・
玄
海
灘
等
に
面
す
る
地
域
を
含
む
諸
県
が

入
っ
て
い
る
が
、
府
県
別
統
計
し
か
え
ら
れ
な
い
の
で
、
や
む
を
え

な
い
。
こ
の
一
一
府
県
に
お
け
る
専
用
漁
…
業
権
総
数
は
第
一
表
の
通

り
一
五
六
八
で
、
全
国
総
数
の
瓢
一
分
の
一
を
上
廻
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
地
先
水
薗
専
用
漁
業
権
が
全
国
に
比
較
的
平
均
に
分
布
し
て
い
る

（
こ
の
一
一
府
累
分
は
約
二
九
％
）
の
に
対
し
、
慣
行
舶
用
漁
業
権
の
こ

の
地
区
へ
の
集
中
度
が
高
い
た
め
で
、
全
国
の
四
一
％
を
占
め
て
い

る
。
絶
対
数
に
お
い
て
も
こ
の
地
区
で
は
慣
行
専
用
漁
業
権
の
方
が

地
先
水
面
専
用
漁
業
権
よ
り
数
が
多
い
の
で
あ
る
。
単
独
免
許
と
共

有
と
の
比
率
を
見
る
と
、
総
数
中
に
占
め
る
共
有
の
比
率
は
二
二
・

三
％
、
地
先
水
面
専
用
漁
業
権
で
一
〇
・
二
％
、
慣
行
専
用
漁
業
権

で
は
三
四
・
四
％
と
い
ず
れ
竜
全
国
総
数
の
場
含
に
比
べ
て
共
有
の

比
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
ゆ
漁
業
会
有
引
用
漁
業
権
に
つ
い
て
み
る

と
全
国
総
数
の
三
五
・
二
％
に
あ
た
妙
、
地
先
水
面
影
戯
漁
業
権
で

は
全
圏
総
数
の
二
九
％
だ
が
、
償
行
専
那
漁
業
権
で
は
金
圏
総
数
の

四
四
・
三
％
を
占
め
て
い
る
、
漁
業
会
・
有
専
用
漁
業
権
総
数
中
の
地

先
対
慣
行
の
比
率
は
五
一
％
対
四
九
％
で
、
全
国
の
場
合
の
比
率
で

あ
る
六
一
・
五
％
対
三
八
・
五
％
に
比
べ
る
と
慣
行
専
用
漁
業
権
の

比
率
は
は
る
か
に
高
い
。
ま
た
こ
の
地
区
の
単
独
免
許
と
共
有
の
比

率
は
漁
業
会
有
専
用
漁
業
権
全
体
で
は
単
独
免
許
七
八
％
対
共
有
二

二
％
、
地
先
水
面
専
用
漁
業
権
で
は
八
九
・
九
％
対
一
〇
・
一
％
、

慣
行
専
用
漁
業
権
で
は
六
五
・
八
％
対
三
四
・
二
％
で
、
や
は
り
全

国
総
数
に
比
し
て
か
な
り
共
有
の
比
率
が
高
い
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
件
数
の
み
か
ら
す
れ
ば
単
独
免
許
の
専
用
漁
業
権
は
た
9

し
か
に
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
。
だ
が
質
的
に
見
る
な
ら
ば
共

有
専
用
漁
業
権
の
中
に
は
単
に
数
組
合
共
有
程
度
の
小
規
模
な
も
の

だ
け
で
は
な
く
て
、
実
は
二
県
に
ま
た
が
る
数
十
組
合
が
広
大
な
水

面
を
共
有
す
る
屯
の
が
あ
り
、
こ
れ
も
数
の
上
か
ら
は
一
件
と
し
て

計
上
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
共
有
専
用
漁
業
権
を
件

数
が
少
な
い
か
ら
と
云
っ
て
過
少
評
価
す
る
こ
と
は
雌
来
な
い
。
こ

こ
に
専
用
漁
業
権
に
よ
る
漁
場
用
益
形
態
の
具
体
的
検
討
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

①
　
本
戸
と
ほ
対
馬
の
順
太
・
百
姓
及
び
郷
士
鱒
と
考
え
て
よ
い
。
各
部
落
と

　
も
芦
数
は
ほ
ぼ
園
然
し
、
分
家
は
本
戸
と
認
め
ら
れ
な
い
。
漁
業
紐
合
有
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又
は
部
落
有
と
す
れ
ば
分
家
及
び
外
来
漁
民
に
磯
漁
場
の
用
益
権
を
認
め

る
こ
と
に
な
る
の
で
本
戸
共
有
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
　
専
用
漁
業
権
に
よ
る
漁
場
用
益
の
諸
形
態

　
本
節
に
お
い
て
は
専
用
漁
業
権
者
と
し
て
の
漁
業
組
合
が
そ
の
免

許
内
容
に
も
と
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
漁
場
用
益
形
態
を
示
し
て
い
る

か
を
水
産
庁
資
料
館
所
蔵
の
専
翔
漁
業
権
台
帳
等
を
利
用
し
て
具
体

的
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
さ
て
専
翔
漁
業
権
港
と
し
て
の
漁
業
組
合
は
単
独
で
免
許
を
受
け

て
い
る
ほ
か
、
二
組
含
以
上
共
同
で
免
許
を
受
け
て
い
る
場
合
が
あ

る
わ
け
だ
が
、
そ
の
中
に
は
数
三
又
は
二
三
以
上
に
わ
た
る
数
十
の

漁
業
組
合
が
専
用
漁
業
権
を
共
有
し
て
い
る
場
合
が
含
ま
れ
て
い
る
。

い
ま
こ
れ
を
そ
の
構
成
内
容
に
よ
つ
．
て
分
け
る
と
次
の
よ
う
に
分
類

出
来
る
で
あ
ろ
う
。

5　4　3　2　1

一
組
合
の
単
独
免
許
。

一
郡
内
部
の
数
組
合
の
共
有
。

一
郡
内
の
ほ
と
ん
ど
全
組
合
に
よ
る
共
有
。

二
郡
以
上
（
同
一
県
内
）
に
わ
た
る
組
合
の
共
腐
。

二
県
以
上
に
わ
た
る
組
合
の
共
有
。

ま
た
専
用
漁
業
権
の
免
許
を
う
け
た
漁
場
の
位
麗
が
地
先
か
沖
合

か
に
よ
っ
て
次
の
三
つ
に
分
類
し
う
る
ひ

㈱
　
地
先
水
面
の
み
の
専
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
。

圖
　
地
先
か
ら
沖
合
ま
で
、
か
な
り
広
い
水
面
の
専
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る

　
も
の
。
　
（
地
先
十
沖
合
）

⑥
　
沖
合
だ
け
の
専
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
。

　
こ
の
両
者
を
組
合
わ
せ
る
と
理
論
上
は
一
五
の
タ
イ
プ
が
出
来
上

る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
一
二
の
タ
イ
プ
が
見
出
さ
れ
る
。
そ

の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
次
に
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
検
討
し
て
み
る

こ
と
に
す
る
。
な
お
こ
の
一
二
の
タ
イ
プ
を
図
式
的
に
示
し
た
の
が
、

第
一
図
で
あ
る
。

A
　
地
先
水
面
の
み
の
宙
寸
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
、

　
A
1
　
地
先
水
回
の
単
独
免
許

　
最
も
基
本
的
な
地
先
水
面
専
胴
漁
業
権
に
よ
る
漁
場
用
益
形
態
で
、

い
わ
ゆ
る
一
村
入
会
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
地
元
漁
民
だ
け
の

入
会
操
業
が
行
な
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
多
く
は
村
境
の
沖
へ
の
見
通

線
が
漁
場
の
境
界
と
な
っ
て
い
る
。
倶
し
沖
含
の
境
界
は
地
域
に
よ

っ
て
異
な
り
、
一
定
し
て
い
な
い
。
…
燧
灘
縁
懸
の
愛
媛
娯
宇
摩
・
新

居
両
郡
の
海
岸
は
ほ
ぼ
直
線
状
で
あ
り
、
地
先
水
面
は
各
村
ご
と
に

分
割
さ
れ
て
い
る
が
、
沖
合
の
境
界
は
宇
摩
郡
の
方
が
平
均
一
〇
〇
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　第一y図　専用漁業権漁場の諸形態
（鮪考）→印は沖合の遠隔漁場に対する共有関係を示す。

○
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
る
の
に
、
新
居
郡
の
方
は
距
岸
五
〇
〇
〇
メ

ー
ト
ル
程
度
ま
で
囲
い
込
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
専
用
漁
場
の
面

積
は
新
居
郡
の
方
が
は
る
か
に
広
い
。
多
く
は
近
世
以
来
の
慣
行
に

も
と
づ
い
て
免
許
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治
に
な
っ
て
漁
業
を
は
じ

め
た
村
で
地
先
水
漁
の
専
用
を
認
め
ら
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

兵
庫
県
の
芦
屋
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
し
、
ま
た
岡
山
県
児
島
湾
口

北
岸
部
の
九
幡
か
ら
三
幡
に
か
け
て
の
諸
絹
合
に
も
、
明
治
以
後
外

来
漁
民
の
定
着
に
よ
っ
て
漁
業
の
は
じ
ま
っ
た
例
が
見
ら
れ
る
。
旧

慣
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
地
先
水
薗
専
用
漁
業
権
と
し
て
認
め
ら

れ
た
り
、
慣
行
専
用
漁
業
権
と
し
て
認
め
ら
れ
た
り
、
一
定
し
て
い

な
い
こ
と
は
先
に
の
べ
た
が
、
姉
粛
尤
水
面
宙
寸
用
片
口
莱
権
と
慣
行
爾
尋
胴

漁
業
権
が
同
一
組
合
の
ほ
ぼ
同
じ
水
面
に
与
え
ら
れ
た
場
合
に
も
、

地
先
権
漁
場
の
混
融
が
慣
行
権
漁
場
の
全
域
は
竜
と
よ
り
、
そ
の
沖

合
ま
で
も
含
ん
で
い
る
場
合
も
存
在
す
る
。
岡
山
県
牛
窓
漁
業
組
合

の
地
先
水
面
専
用
漁
業
権
は
芝
え
び
漕
網
漁
業
に
対
し
て
免
許
さ
れ

た
関
係
か
ら
、
寄
魚
漁
業
そ
の
他
三
一
種
の
漁
業
種
類
を
内
容
と
す

る
慣
行
専
用
漁
業
権
よ
り
は
沖
合
ま
で
が
漁
場
に
含
ま
れ
て
い
る
。

単
独
免
許
の
地
先
漁
場
の
漁
業
種
類
と
し
て
は
地
・
曳
網
∵
藻
建
網
・

磯
建
網
・
繰
網
等
が
磯
釣
と
と
も
に
主
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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A
2
　
地
先
水
面
の
数
組
合
に
よ
る
共
有

　
こ
れ
に
は
隣
接
漁
村
が
桐
互
に
地
先
水
面
を
共
同
用
益
す
る
も
の

と
、
離
れ
た
漁
村
間
の
共
同
用
益
と
が
あ
る
。
隣
接
漁
村
間
の
共
同

用
益
が
こ
と
に
多
く
見
ら
れ
る
の
は
児
島
半
島
爾
岸
部
で
、
胸
骨
・

沼
、
田
井
・
大
藪
・
後
閑
、
田
井
・
宇
野
・
玉
、
日
比
・
向
日
比
・

渋
川
、
本
荘
・
呼
松
・
福
田
新
田
な
ど
二
、
三
の
組
合
が
漁
場
を
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

同
で
用
益
し
て
い
る
例
ば
か
り
が
な
ら
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
他
の

諸
県
に
も
こ
の
事
例
は
ま
こ
と
に
豊
富
で
あ
る
。
こ
の
中
に
・
も
か
つ

て
は
特
権
的
漁
村
が
周
辺
漁
場
を
独
占
し
て
い
た
の
が
、
隣
接
村
で

も
漁
業
を
は
じ
め
た
た
め
、
そ
の
操
業
を
み
と
め
、
共
同
用
益
形
態

を
と
る
に
至
っ
た
樹
上
・
沼
の
場
合
と
、
古
く
か
ら
、
と
屯
に
存
在

し
、
共
同
用
益
を
つ
づ
け
て
来
た
日
比
・
向
日
比
・
渋
川
の
場
合
と

児
島
湾
口
の
九
蟻
外
一
「
組
合
の
よ
う
に
明
治
以
後
定
着
し
て
操
業
を

は
じ
め
た
村
に
地
先
水
葡
の
専
胴
が
認
め
ら
れ
た
竜
の
と
一
二
つ
の
タ

イ
プ
が
存
在
し
て
い
る
。

　
離
れ
た
漁
村
問
の
漁
場
共
同
用
益
に
は
海
峡
を
へ
だ
て
て
向
い
合

っ
た
漁
村
が
相
互
入
会
を
行
な
っ
て
い
る
愛
媛
県
越
智
郡
の
岡
村
と

小
部
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
が
、
ま
た
岡
村
が
温
泉
郡
中
島
の
饒
・

畑
塁
地
先
の
鳥
付
漕
釣
漁
場
の
用
益
権
を
中
島
の
地
元
組
合
と
共
有

し
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
か
な
り
と
び
は
な
れ
た
所
に
専
用
漁
業
権

を
所
有
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
近
世
に
お
け
る
岡
村
の

漁
業
上
の
特
権
に
も
と
つ
く
も
の
で
、
中
島
北
方
の
大
館
絶
島
や
小

館
場
島
の
鳥
付
漁
場
に
お
い
て
も
岡
村
が
代
表
権
者
と
な
っ
て
、
地
、

元
と
専
用
漁
業
権
を
共
有
し
て
い
る
。
た
だ
し
漁
業
制
度
改
革
後
は

こ
の
漁
場
は
地
元
の
共
同
漁
業
権
漁
場
と
な
り
、
岡
村
は
入
漁
権
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

え
竜
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
A
3
　
郡
内
全
組
合
に
よ
る
地
先
水
面
の
共
有

　
愛
媛
県
廼
宇
和
郡
の
一
二
崎
外
一
四
継
合
（
蝦
行
専
絹
漁
業
権
第
二
四

一
八
塒
写
）
、
　
闇
四
郡
下
仏
外
土
㎜
四
組
A
口
（
慣
行
宙
寸
m
用
第
二
四
【
二
六
皿
’
7
）
　
に
「
よ
ス
鯉

地
先
水
面
の
共
同
用
益
が
そ
の
例
で
あ
る
。
代
表
組
合
は
違
っ
て
い

る
が
、
共
有
権
者
一
五
組
合
の
内
わ
け
は
全
く
同
一
で
、
前
者
は
テ

ン
グ
サ
・
ヒ
ジ
キ
・
フ
ノ
リ
・
カ
ジ
メ
の
採
取
を
目
的
と
す
る
も
の
、

後
者
は
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
・
マ
テ
・
ナ
マ
コ
の
採
捕
を
馬
料
と
す
る

竜
の
で
、
　
と
竜
に
磯
漁
業
で
あ
る
。
　
漁
場
も
佐
田
岬
半
島
の
三
崎

村
・
神
松
名
村
・
四
浜
村
各
部
落
の
地
先
水
面
全
部
に
あ
た
り
、
爾

者
と
も
同
一
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α
D

　
A
4
　
数
郡
に
わ
た
る
多
数
の
紐
含
が
地
先
水
割
を
共
有
し
て
い
　
φ

　
　
　
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m



　
さ
き
の
岡
村
と
中
島
と
の
共
有
の
事
例
も
二
郡
以
上
に
わ
た
る
わ

け
だ
が
、
こ
れ
は
も
っ
と
多
数
の
組
合
に
よ
る
専
屠
漁
業
権
の
共
有

で
あ
っ
て
、
児
島
湾
の
慣
行
専
用
第
二
～
二
五
一
号
が
最
竜
典
型
的
な

例
で
あ
ろ
う
。
児
島
湾
沿
岸
に
位
賦
す
る
四
郡
（
御
津
郡
．
上
道
郡
・

都
窪
郡
．
児
島
郡
）
の
二
二
組
合
が
児
島
湾
水
爾
全
部
を
漁
場
区
域
と

す
る
専
用
漁
業
権
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
組
合
の
中
に
は
代

表
権
者
で
あ
る
児
島
郡
八
浜
を
は
じ
め
平
井
・
青
江
・
甲
浦
な
ど
近

世
に
水
主
浦
で
あ
っ
た
特
権
的
漁
村
も
あ
る
が
、
ま
た
半
農
半
漁
村

と
し
て
近
世
中
期
に
漁
業
を
は
じ
め
た
大
崎
．
・
迫
川
や
幕
末
の
干
拓

で
一
村
と
な
っ
た
東
・
西
興
除
村
、
或
は
明
治
以
後
漁
民
の
定
着
し

た
三
下
・
九
重
等
も
ふ
く
ま
れ
、
そ
の
構
成
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。

漁
獲
対
象
は
ウ
ナ
ギ
・
白
魚
・
ア
ミ
・
ボ
ラ
・
ハ
イ
ガ
イ
・
モ
ガ

イ
・
ア
ゲ
マ
キ
等
で
、
投
網
・
困
乎
網
・
持
網
・
刺
網
・
建
干
綱
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
主
要
漁
具
と
し
て
い
た
’
。

B
地
先
か
ら
沖
合
ま
で
か
な
り
広
い
水
面
の
専
用
を
認
め
ら
れ
て

　
い
る
も
の
。

　
B
1
　
地
先
十
沖
合
の
単
独
免
許

　
紀
伊
水
道
に
面
す
る
徳
島
累
那
賀
郡
椿
泊
の
場
合
（
慣
行
専
周
第
三

二
三
八
号
）
が
代
表
的
な
例
で
あ
っ
て
、
夕
泊
周
辺
水
面
だ
け
で
な

く
伊
島
を
含
み
、
沖
合
は
更
に
紀
伊
水
道
中
央
部
の
和
歌
山
県
と
の

県
境
に
達
し
て
い
る
。
椿
泊
が
こ
の
よ
う
に
広
い
水
域
を
独
占
し
え

た
の
は
、
当
地
の
漁
師
侍
で
あ
っ
た
森
甚
五
兵
衛
…
が
大
阪
陣
で
大
功

を
た
て
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
云
わ
れ
、
近
世
に
も
蜂
須
賀
藩
の
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

主
役
を
つ
と
め
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　
B
2
地
先
＋
沖
合
の
数
組
含
に
よ
る
共
有

　
香
川
県
高
松
漁
場
（
慣
行
専
用
第
三
七
四
五
号
）
が
そ
の
例
で
あ
る
。

高
松
市
漁
業
組
合
の
共
有
で
、
漁
場
区
域
は
黒
焼
三
面
田
川
口
中
央

よ
り
香
川
綾
歌
両
前
界
に
至
る
地
先
な
ら
び
に
綾
歌
郡
王
越
村
・
林

田
村
沖
合
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
沖
は
岡
山
・
香
川
県
境
を

な
す
大
槌
島
東
西
の
線
に
達
し
、
西
端
は
塩
飽
諸
島
の
室
木
島
i

小
瀬
居
島
一
瀬
居
島
の
見
通
線
で
あ
る
。
漁
場
境
界
内
部
に
は
タ

イ
の
好
漁
揚
で
あ
る
金
手
網
代
や
サ
ワ
ラ
の
好
ん
で
集
る
広
筋
を
多

く
含
み
、
サ
ワ
ラ
瀬
・
曳
網
、
タ
イ
大
網
等
の
漁
業
種
類
が
免
許
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
水
域
は
享
保
年
間
高
松
藩
が
塩
飽
諸
島
お
よ
び
岡
山

藩
と
漁
場
を
争
っ
た
時
、
藩
主
御
慰
漁
場
と
し
て
確
保
し
た
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

旧
慣
に
も
と
つ
く
専
用
漁
業
権
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
西
隣
の

塩
飽
諸
島
周
辺
の
慣
行
第
四
憲
七
一
号
漁
場
も
近
世
塩
飽
の
人
名
が

所
有
し
て
い
た
旧
慣
に
竜
と
つ
く
水
面
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
唱
法
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専用漁業権漁場における共岡解益の諸形懲（河野）

四
ヶ
村
の
共
有
漁
場
で
あ
る
，

　
R
3
　
一
郡
内
全
組
合
に
よ
る
地
先
＋
沖
合
の
共
有

　
一
道
の
行
政
区
域
に
属
す
る
水
面
全
部
を
郡
内
全
漁
村
が
共
同
で

用
益
す
る
と
云
う
庵
の
で
あ
る
。
岡
山
県
浅
口
郡
の
黒
崎
村
漁
業
組

合
を
代
表
者
と
す
る
九
組
含
共
有
の
慣
行
専
用
第
三
〇
九
号
漁
場
や
、

岡
山
県
小
田
郡
横
島
ほ
か
十
組
合
共
有
の
慣
行
専
用
第
四
四
八
六
号

漁
場
を
は
じ
め
、
山
口
県
玖
珂
郡
の
慣
行
専
用
第
ニ
ニ
六
八
号
漁
場

（
鳴
門
村
ほ
か
八
組
合
共
有
）
、
同
大
島
郡
の
慣
行
専
用
二
二
七
二
号
漁

場
（
臼
蓋
居
村
ほ
か
一
五
組
合
共
有
）
、
同
熊
毛
郡
の
…
慣
行
二
専
用
第
四
四

五
一
号
漁
場
（
佐
賀
村
外
一
五
組
合
共
有
）
、
同
都
濃
郡
の
慣
行
専
用
第

二
二
五
七
－
二
二
五
九
号
漁
場
（
三
件
と
も
同
一
水
面
、
徳
山
町
外

八
組
合
共
有
）
な
ど
い
ず
れ
も
こ
の
例
で
あ
る
。

C
　
沖
合
だ
け
の
専
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
。

　
C
1
　
沖
合
漁
場
の
単
独
免
許

　
一
組
合
が
地
先
と
連
続
し
て
で
は
な
く
て
、
沖
合
だ
け
の
漁
場
を

単
独
で
免
許
さ
れ
る
の
は
か
な
り
強
い
慣
行
を
も
つ
こ
と
が
根
拠
と

な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
多
く
は
沖
合
の
無
人
島
の
周
辺
の
磯
漁

場
を
独
占
す
る
形
式
で
、
愛
媛
県
越
智
郡
大
島
の
友
浦
漁
業
組
合
の

四
阪
島
漁
場
の
独
占
や
同
製
桜
井
町
漁
業
組
合
の
平
市
島
漁
場
の
独

占
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
，
こ
れ
ら
ば
い
ず
れ
も
同
一
町
村
の
行
政

区
域
内
で
あ
る
が
、
岡
山
累
浅
口
郡
黒
崎
漁
業
組
合
の
よ
う
に
児
島

郡
下
津
井
町
上
水
島
沖
合
の
砥
石
の
瀬
や
、
沖
の
瀬
に
サ
ワ
ラ
・
タ

イ
瀬
曳
網
漁
業
を
免
許
内
容
と
す
る
慣
行
専
用
漁
業
権
を
も
つ
も
の

も
あ
り
、
ま
た
児
島
郡
日
比
漁
業
組
合
の
よ
う
に
沖
合
の
大
槌
島
の

東
方
に
あ
る
大
曾
瀬
や
西
方
に
あ
る
西
の
瀬
、
曾
根
の
瀬
に
タ
イ
大

網
漁
業
の
慣
行
専
用
漁
業
権
を
も
つ
も
の
も
あ
る
℃
こ
の
岡
山
県
下

の
諸
例
は
い
ず
れ
も
免
許
内
容
は
一
漁
業
種
類
に
限
ら
れ
、
浅
口
郡

の
場
合
ぼ
そ
の
漁
場
区
域
も
極
め
て
せ
ま
く
、
む
し
ろ
特
別
漁
業
権

漁
場
に
類
似
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
く
ら
べ
る
と
愛
媛
県
越
智
郡
関
前
村
の
岡
村
漁
業
組
合
の

サ
ワ
ラ
流
網
漁
場
で
あ
る
慣
行
専
用
第
四
八
○
八
弩
漁
揚
は
関
前
灘

中
央
部
に
お
い
て
か
な
り
広
い
面
積
を
独
占
し
て
い
る
。
岡
村
の
サ

ワ
ラ
流
網
は
明
治
二
〇
年
頃
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
も
の
で
、
決
し
て

古
い
漁
法
で
は
な
い
が
、
従
来
こ
の
付
近
一
帯
の
水
域
を
支
配
し
て

来
た
慣
行
の
強
さ
が
、
こ
の
よ
う
な
広
い
漁
場
を
新
ら
し
い
漁
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

つ
い
て
も
認
め
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
C
2
　
数
組
合
に
よ
る
沖
合
漁
場
の
共
有
。

　
愛
媛
県
関
前
灘
の
サ
ワ
ラ
流
網
漁
場
に
は
前
述
し
た
よ
う
な
岡
村
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の
単
独
免
許
漁
場
の
ほ
か
、
岡
村
の
対
岸
の
本
土
部
に
あ
る
波
方
村

小
部
漁
業
組
合
と
共
有
の
も
の
も
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
接
続
し
て
広

島
県
大
崎
下
島
各
組
合
（
の
ち
一
組
合
に
統
一
）
の
共
有
す
る
サ
ワ
ラ

流
網
漁
場
も
存
在
す
る
。

　
C
3
　
郡
内
全
組
合
に
よ
る
沖
合
漁
場
の
共
有

　
地
先
海
面
を
そ
れ
ぞ
れ
地
元
の
漁
業
組
合
が
単
独
又
は
共
有
で
地

先
水
面
専
用
漁
場
と
し
て
分
割
し
た
あ
と
、
そ
の
沖
合
水
面
を
全
部

の
共
有
専
用
漁
場
と
し
て
確
保
す
る
形
態
で
あ
る
。
愛
媛
県
各
郡
こ

と
に
燧
灘
周
辺
に
見
ら
れ
る
。
岡
県
宇
摩
郡
の
寒
川
ほ
か
一
一
組
合

共
有
の
慣
行
専
用
第
四
三
一
王
号
漁
場
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ

り
、
香
損
県
に
も
王
豊
郡
に
詑
間
ほ
か
一
六
組
合
共
有
の
慣
行
専
用

第
四
六
六
七
号
漁
場
が
あ
る
。
ま
た
愛
媛
梁
越
智
郡
の
慣
行
専
用
第

四
二
三
九
号
漁
場
は
明
治
工
十
年
代
に
大
漁
場
争
論
を
ひ
き
お
こ
し

た
燧
灘
水
域
を
囲
い
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
越
智
郡
所
属

の
一
六
組
合
の
ほ
か
同
郡
に
居
住
す
る
個
人
五
三
名
が
共
有
し
て
い

る
点
で
特
異
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
山
口
県
に
も
吉
敷
郡
・
佐

波
郡
・
厚
狭
郡
の
沖
合
に
一
撃
の
漁
業
紐
合
が
共
有
す
る
地
先
水
面

専
用
漁
業
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
昭
和
に
入
っ
て
免
許
さ

れ
た
も
の
で
、
地
先
水
面
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
事
実
上
は
各
漁
業

組
合
ご
と
単
独
免
許
の
地
先
漁
場
の
淋
合
に
つ
く
ら
れ
た
｛
郡
共
有

漁
場
で
あ
る
。

　
C
4
　
数
郡
共
有
の
沖
合
漁
場

　
数
郡
共
有
に
は
二
つ
の
型
が
あ
る
。
一
つ
は
C
3
と
同
じ
く
、
各

組
合
が
分
割
し
て
屯
っ
て
い
る
地
先
漁
場
の
沖
に
沖
合
漁
場
の
あ
る

も
の
で
、
た
だ
共
有
権
者
が
一
鶴
で
な
く
二
郡
以
上
に
わ
た
る
地
域

の
漁
業
組
合
か
ら
な
っ
て
い
る
点
が
絹
点
し
て
い
る
。
第
二
の
型
は

海
峡
を
へ
だ
て
て
向
い
合
い
に
あ
る
二
郡
の
漁
村
が
共
同
で
沖
合
水

面
に
専
用
漁
場
を
設
定
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

　
第
一
の
型
は
C
5
と
と
も
に
大
専
用
漁
業
権
と
言
う
名
で
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
例
と
し
て
は
ま
ず
和
歌
山
県
の
潮
岬
付
近
の

一
七
組
合
の
紐
織
す
る
熊
野
潮
岬
漁
業
組
合
連
合
会
の
慣
行
専
用
第

四
二
一
四
号
漁
場
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
漁
業
野
合
の
連

合
組
織
は
古
来
潮
岬
神
社
を
結
合
の
信
仰
中
心
と
し
て
続
け
ら
れ
て

来
た
潮
岬
会
合
の
組
織
を
う
け
つ
い
だ
も
の
で
、
大
島
浦
ほ
か
一
八

ケ
浦
の
共
有
漁
場
で
あ
っ
た
西
牟
・
婁
郡
市
江
崎
…
策
牟
婁
郡
下
田
．

原
浦
字
大
山
出
シ
を
漁
場
の
区
域
と
し
、
毎
年
旧
暦
二
月
に
潮
岬
神

社
に
全
組
合
が
集
り
、
漁
業
上
の
申
し
合
わ
せ
を
行
な
っ
て
来
た
の

　
　
　
⑦

で
あ
っ
た
。
ま
た
和
歌
山
県
に
は
・
も
う
一
つ
紀
伊
一
二
郡
漁
業
組
合
連
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合
会
の
慣
行
専
用
第
四
二
三
四
号
漁
場
が
あ
る
。
こ
の
連
合
会
は
加

太
ほ
か
四
〇
組
合
の
連
合
組
織
…
で
、
そ
の
漁
場
範
囲
は
紀
伊
水
道
中

央
線
（
県
境
線
）
以
東
、
地
先
漁
場
沖
合
境
界
線
ま
で
の
非
常
に
広
面

積
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
対
岸
の
徳
島
県
に
も

同
様
な
大
専
用
漁
業
権
漁
場
が
あ
る
。
こ
れ
は
徳
嵩
県
板
野
郡
里
浦

漁
業
組
合
を
代
表
と
す
る
県
下
全
組
合
（
椿
泊
を
除
く
）
の
共
有
漁
場

で
あ
っ
て
、
板
野
郡
大
磯
崎
よ
り
那
賀
郡
富
岡
町
ま
で
の
沖
合
水
面

を
漁
場
区
域
と
す
る
慣
行
専
用
第
四
五
四
八
号
と
、
伊
島
か
ら
高
知

県
境
ま
で
の
沖
合
水
面
を
漁
場
区
域
と
す
る
慣
行
専
用
第
四
五
四
九

号
と
の
二
つ
の
慣
行
専
用
漁
業
権
を
免
許
さ
れ
て
い
る
。
豊
後
水
道

水
域
の
慣
行
専
用
第
四
五
〇
一
号
漁
場
も
愛
媛
県
宇
和
四
型
の
全
漁

業
組
合
の
共
有
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
紀
伊
・
豊
後
下
水
道
に
は
広

大
な
水
面
を
占
有
す
る
数
郡
共
有
の
慣
行
専
用
漁
業
権
が
設
定
さ
れ

て
い
る
が
、
瀬
戸
内
海
に
は
こ
れ
ほ
ど
広
大
な
漁
場
共
有
は
な
く
、

も
っ
と
細
分
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
慧
智
共
有
漁
場
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
燧
灘
爾
西
部
の
慣
行
専
用
第
四
三
一
二
号
漁

場
は
愛
媛
県
新
居
・
周
桑
両
蓋
共
有
の
沖
合
専
用
漁
場
で
あ
る
。

　
第
二
の
型
の
例
も
明
石
海
峡
で
見
出
さ
れ
る
。
慣
行
専
用
第
四
四

四
八
号
漁
場
で
、
兵
庫
県
明
石
郡
の
明
石
浦
、
林
崎
及
び
淡
路
島
西

岸
の
津
名
郡
富
島
・
浅
野
・
育
波
浦
∵
室
津
浦
の
六
漁
業
組
合
が
共

有
し
て
い
る
。
こ
こ
は
海
峡
中
央
か
ら
西
方
に
鹿
の
瀬
と
呼
ば
れ
る

浅
瀬
が
あ
っ
て
イ
カ
ナ
ゴ
・
タ
コ
が
多
く
、
イ
カ
ナ
ゴ
を
捕
食
す
る

タ
イ
の
来
遊
も
多
い
好
漁
場
で
、
し
ば
し
ば
明
石
・
淡
路
の
聞
で
漁

場
紛
争
を
生
じ
て
い
た
が
、
明
治
一
二
年
に
協
定
を
結
び
、
そ
の
後

共
同
阻
益
を
行
う
組
合
が
鹿
の
斎
会
を
結
成
し
て
、
漁
業
調
整
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

つ
て
来
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
C
5
　
沖
合
漁
場
を
二
県
以
上
の
漁
業
組
合
が
共
有
す
る
も
の
。

　
最
も
代
表
的
な
事
例
は
愛
媛
県
の
慣
行
専
用
第
四
五
〇
二
号
漁
場

で
あ
る
。
こ
の
共
同
専
用
漁
業
権
の
代
表
者
は
愛
媛
県
南
宇
和
郡
東

外
海
村
漁
業
組
合
で
あ
る
が
、
南
宇
和
郡
三
組
合
、
北
宇
和
郡
一
三

組
合
、
宇
和
島
市
一
組
合
、
東
宇
和
郡
三
組
合
、
西
宇
和
郡
二
一
組

合
の
ほ
か
、
大
分
県
北
海
部
郡
一
九
組
含
、
南
海
部
郡
一
六
紐
合
も

含
ま
れ
、
計
七
六
組
合
が
共
同
漁
業
権
老
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
。

こ
れ
は
地
先
漁
場
を
各
綴
合
に
分
属
さ
せ
、
さ
ら
に
一
答
共
有
及
び

四
病
共
有
漁
場
を
確
保
し
た
あ
と
、
一
部
重
復
す
る
水
域
屯
あ
る
が
、

更
に
そ
の
淋
を
含
む
水
面
を
共
有
漁
場
と
し
た
込
の
で
あ
っ
て
、
豊

後
水
道
の
海
面
に
は
三
重
に
も
四
重
に
も
専
罵
漁
業
権
が
設
定
せ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
免
許
漁
業
種
類
は
イ
ワ
シ
沖
管
網
・
イ
ワ
シ
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刺
網
・
棒
受
網
・
打
瀬
網
・
手
繰
網
な
ど
豊
後
水
道
で
盛
ん
な
イ
ワ

シ
漁
業
と
底
曳
網
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
豊
後
水
道
に
お
け
る

イ
ワ
シ
の
廻
游
経
路
は
戦
後
火
薬
を
廃
棄
す
る
ま
で
は
愛
媛
県
側
の

海
面
に
か
た
よ
っ
て
い
た
と
書
わ
れ
る
か
ら
、
大
分
県
側
も
共
同
権

者
と
し
な
け
れ
ば
妥
協
が
成
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
小
規
模
な
が
ら
同
様
に
海
峡
両
側
の
二
県
の
漁
業
組
合
が
専

用
漁
業
権
を
共
有
し
て
い
る
例
と
し
て
は
兵
庫
県
三
原
郡
福
良
漁
業

組
合
を
代
衰
と
す
る
慣
行
専
用
第
三
八
五
一
号
漁
場
が
あ
る
。
福
良

の
ほ
か
淡
路
島
の
阿
那
賀
と
徳
島
県
の
土
佐
泊
∵
里
浦
a
四
組
合
の

共
有
で
、
場
所
は
大
鳴
門
付
近
の
門
崎
沖
合
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
漁
場
用
益
の
形
能
が
生
じ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
考
察
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
、
そ
の
地
域
の
水
面
の
う
ち
ど
れ
だ
け
の
部
分
が
専
用
漁
業
権
漁

場
と
し
て
囲
い
込
ま
れ
て
い
る
か
と
言
う
問
題
で
あ
る
。
中
に
は
徳

島
県
海
面
の
よ
う
に
全
水
域
が
ほ
ぼ
完
全
に
専
用
漁
業
権
漁
場
化
し

て
い
る
所
も
あ
る
が
、
他
藤
で
は
広
島
県
の
豊
田
・
賀
茂
両
郡
（
現

在
は
と
も
に
豊
田
郡
）
水
面
の
よ
う
に
地
先
水
面
の
ご
く
一
部
だ
け
を

専
用
漁
業
権
漁
場
に
編
入
し
、
残
余
の
部
分
は
漁
業
権
の
対
象
か
ら

は
ず
さ
れ
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
周
防
灘
沖
合
め

山
口
・
大
分
両
県
県
境
付
近
や
播
磨
灘
中
央
部
の
よ
う
に
か
な
り
広

い
水
域
で
は
沖
合
漁
場
の
ま
だ
沖
に
専
用
漁
場
化
胎
来
な
い
水
面
が

残
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
燧
灘
で
は
沖
舎
ま
で
も
完
全
に
分
割
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
豊
覆
郡
の
豊
浦
漁
場
や
賀
茂
郡
の

大
芝
漁
場
の
よ
う
に
芸
予
諸
島
内
部
の
せ
ま
い
水
域
に
、
闘
い
込
ま

れ
て
い
な
い
開
放
漁
場
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
注
羅
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
水
域
の
周
辺
に
は
幸
崎
町
能
地
や
、
忠
海
町
二
窓
、
賀

茂
郡
三
津
、
豊
島
な
ど
古
く
か
ら
漁
業
生
産
を
主
と
し
て
い
た
漁
村

も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
た
だ
こ
の
地
域
の
漁
村
は
能
地
・
二
窓

と
言
い
、
安
芸
郡
長
浜
と
篤
い
、
い
ず
れ
も
地
先
水
薗
を
か
こ
い
込

ん
で
、
そ
の
中
で
年
間
操
業
す
る
型
の
漁
村
で
は
な
く
て
、
　
一
年
中

遠
隔
地
へ
出
漁
し
、
盆
・
暮
に
し
か
母
村
に
帰
ら
な
い
漂
泊
型
の
漁

村
で
あ
る
。
豊
島
の
場
舎
に
屯
そ
の
傾
向
が
強
い
。
こ
の
よ
う
な
所

で
は
漁
民
自
体
が
漁
場
の
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
よ
り
は
む
し
ろ
膚
由

な
開
放
水
面
の
存
在
を
望
ん
だ
で
あ
ろ
う
し
、
広
島
県
当
局
も
先
に

も
の
べ
た
よ
う
に
漁
民
の
自
由
意
志
を
尊
重
し
、
な
る
べ
く
特
定
漁

畏
に
よ
る
独
占
を
さ
け
る
方
針
を
と
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
明
治

一
九
年
の
広
島
県
漁
業
慣
行
弼
に
お
い
て
各
郡
の
水
面
が
、
他
郡
漁

罠
に
開
…
放
さ
れ
、
自
由
な
相
互
入
漁
が
行
わ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
み
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⑨

て
屯
、
開
放
水
面
の
存
在
は
自
由
な
操
業
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
漁

場
を
細
分
し
な
か
っ
た
た
め
だ
と
見
た
方
が
よ
い
よ
う
に
考
え
る
。

い
わ
ゆ
る
大
専
規
漁
業
権
が
県
下
の
全
漁
村
の
平
等
な
沖
合
操
業
を

保
証
し
て
い
る
反
影
、
県
外
漁
民
に
対
し
て
は
出
来
る
だ
け
漁
場
を

封
鎖
し
、
な
る
べ
く
そ
の
入
漁
を
阻
止
す
る
こ
と
を
臼
的
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
広
島
県
の
開
放
水
面
は
更
に
自
由
な

操
業
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

①
　
河
野
「
漁
場
入
会
慣
行
の
諸
類
型
」
（
『
人
文
地
理
』
一
〇
ノ
三
）
。

②
河
野
「
島
撰
経
済
の
変
質
過
程
」
（
『
澗
山
大
法
文
学
部
紀
要
嶋
一
四
）
。

③
．
由
比
浜
省
吾
「
干
拓
と
漁
民
」
（
「
史
林
』
鴎
三
ノ
四
）
。

④
阿
南
漁
協
専
務
談
。
　
・

⑤
冊
香
西
漁
業
史
』

⑥
　
②
に
岡
じ
。

⑦
羽
原
又
吉
η
日
本
漁
業
経
済
史
』
中
巻
二
。

⑧
河
野
、
荊
掲
潜
、
七
五
頁
。

⑨
　
同
上
、
八
九
頁
。

四
　
入
漁
権
又
は
条
件
制
限
条
項
に
も
と
つ
く

　
共
同
用
益
の
諸
形
態

　
先
に
も
の
べ
た
よ
う
に
専
用
漁
業
権
漁
場
に
対
し
て
は
入
漁
権
が

設
定
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
専
用
漁
業
権
免
許
の
際
に
条
件
制
限
を
付

し
て
他
組
合
と
の
入
漁
協
定
を
保
障
す
る
形
で
、
専
用
漁
業
権
者
以

外
の
も
の
が
旧
慣
に
も
と
づ
い
て
入
漁
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
入
漁
権
は
専
用
漁
業
権
の
免
許
後
一
年
以
内
に
申
請
し
、
そ
れ

が
認
め
ら
れ
る
と
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
又
条
件
糊
限

の
方
は
多
く
の
場
合
、
専
用
漁
業
権
の
免
許
申
請
の
際
紛
争
を
生
じ
、

関
係
漁
村
と
入
漁
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
妥
協
し
た
結
果
、
免

許
状
に
こ
れ
ら
関
係
漁
村
の
入
漁
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
と
云
う
条

項
が
付
せ
ら
れ
た
場
合
が
多
く
、
中
に
は
入
漁
を
無
条
件
で
認
め
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
入
漁
料
の
金
額
と
入

漁
隻
数
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
一
応
条
件
三
二
と
し
て
示
さ
れ
た
後

入
漁
権
が
設
定
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
入
漁
権
の
行
使
に
つ
い

て
も
無
償
、
無
条
件
の
も
の
の
ほ
か
、
入
漁
料
の
支
払
、
入
漁
隻
数

の
鰯
限
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
こ
と
に
他
県
水
面
へ

の
入
漁
権
設
定
の
場
合
は
条
件
つ
き
の
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
入
漁
権
と
条
件
制
限
に
も
と
つ
く
入
漁
と
を
く
ら
べ
て
み

る
と
、
入
漁
者
の
負
損
と
言
う
点
で
は
さ
ほ
ど
差
は
な
い
。
た
だ
権

利
関
係
の
強
弱
に
差
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
地
先
水
面
の
揚
含

と
沖
合
の
場
合
を
比
べ
て
み
る
と
、
地
先
水
客
の
場
合
に
は
ほ
と
ん

ど
入
漁
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
沖
合
の
場
合
拡
条
件
制
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第二表　岡山照和気郡における入漁権設定状況

馴眉漁業権番号 瞬1麹睡賢士i浦伊副久一一久

○

◎

○○
　
　
○
◎

◎

○
◎
○

○
　
　
○
◎

○
　
　
◎
○

○
○

○
◎

◎
○

（揺浦）第1283号
（寒河）　翁考1282wnei’

（H生）第1280男
（穂　浪）　第1277弓弓

（片　上）第1278男

（浦伊部）第1281男

（口凌井）第1279弩

（虫　　明）　第1289弓琴

○……入漁権潜催f考畠　◎……ミ享用漁業季盆畜・

限
に
よ
る
入
漁
が
多
い

と
言
え
る
Q

　
地
先
水
面
へ
の
入
漁

権
は
多
く
の
場
合
同
一

郡
内
の
隣
接
漁
村
の
漁

業
組
合
に
対
し
て
免
許

さ
れ
て
い
る
。
第
二
表

は
岡
山
県
和
気
郡
地
先

水
面
の
入
漁
権
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
単

独
免
許
の
地
先
水
藏
専

用
漁
場
へ
の
入
漁
状
況

が
よ
く
見
ら
れ
る
β
こ

れ
は
専
用
漁
業
権
の
共

同
権
者
と
な
る
の
，
に
比

べ
る
と
権
利
は
弱
い
け
ワ

れ
ど
竜
、
実
質
的
に
は

数
組
合
に
よ
る
漁
場
の

共
同
用
益
形
態
だ
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
地
先
水
面
へ
の
入
漁
権
者
が
す
べ
て
隣

接
漁
業
組
合
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
他
郡
・
他
県
の
遠
隔
地
漁
民
に
」

入
漁
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
揚
合
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
山
口
県

防
府
市
の
中
関
の
場
合
に
は
慣
行
専
用
第
二
三
七
五
号
の
地
先
水
面

漁
場
に
対
し
て
徳
島
県
板
野
郡
北
島
村
中
野
常
太
郎
ほ
か
一
二
名
に

入
漁
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
広
く
各
地
に
入
漁
権
を
設
定
し

て
漁
場
の
実
質
的
拡
大
を
行
っ
て
い
る
漁
業
組
合
も
あ
る
。
二
王
表

の
広
島
県
の
尾
道
市
漁
業
組
合
は
そ
の
例
で
あ
る
。

　
さ
疹
に
近
接
諸
漁
村
が
集
覇
的
に
相
互
入
漁
を
行
な
っ
て
い
る
場

合
も
あ
る
。
第
四
表
の
兵
庫
漿
に
お
け
る
淡
路
島
二
野
諸
村
の
場
含

が
そ
の
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
広
島
県
佐
伯
郡
で
は
郡
内
全
漁
業
組
合

が
地
先
水
薇
の
専
用
漁
業
権
全
部
に
つ
い
て
相
互
に
入
漁
権
を
設
定

し
て
い
る
。
こ
れ
も
専
用
漁
業
権
に
よ
る
漁
場
の
細
分
化
を
防
ぐ
た

め
の
一
つ
の
方
式
で
あ
っ
て
、
広
島
県
中
部
の
豊
田
郡
・
賀
茂
郡
に

お
い
て
専
用
漁
場
を
小
範
開
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
操
業
の
掬
由

を
は
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
逆
に
入
漁
権
を
広
汎
に
設
定

し
、
し
か
も
隣
郡
か
ら
の
入
漁
も
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
岡
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

益
の
実
現
を
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
兵
庫
県
東
部
水
域
で
は
関

係
漁
業
組
合
の
範
囲
は
更
に
広
く
な
り
、
尼
崎
よ
り
須
磨
ま
で
の
諸
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第三表　尾道市入漁権設定先一覧

専矯漁業権者
専用漁業
権番号

（代表）　広島県沼隈郡藤江村漁業組合

tt

tt

xl

tl

tt

tt

ノノ

豊田郡須波浜

御調郡歌浦

　〃　西浦

　〃三庄
　〃　旺熊

　〃　津部限

　〃　開申

賀茂榔三津P

It

tl

xt

ノノ

tr

tr

fr

広島漿御調郡吉痴村漁業紐合
1！

tt

It

n

rl

tt

広島県三原市三原
’ノ

tt

tt

tt

愛媛県越智郡岩城村

tt

tt

1／

豊田郡大崎中野〃

　〃　大崎下島〃

安芸郡阿賀浦　　〃

　〃　広村　　〃

　〃　国忌浦　〃

　　　　　　　rr
賀茂郡：三津　　　〃

沼隈郡浦崎村　　〃

　〃　チ年・田島　　〃共有

　〃　田島・能登原〃共有

　　　　　　　tt
　〃　弓削村　　〃

　lt　lt
広島県三原市…三原漁業組合

76

O6

V4

V5

V7

V8

W0

W2

W4

Q1

Q5

Q6

P6

P7

^5

X7

P9

X5

X0

X1

U0

T7

T6

X7

23

P8

P8

ﾑ
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
2
1
2
1
⑱
1
8
1
8
2
2
1
8
2
2
2
2
2
2
3
4
3
4
3
4
2
2

第囲表　淡路島東岸における入漁権設定状況

由
良

○
　
◎

洲
本

炬
口
浦
．

生枯撫
穂筑沼

佐
野

釜
口蒋畷艦

屋

○
◎
○

○
○
○
○
○
◎
○
○

○
○
○
○
○
◎
○
○
○

○
○
○
○
◎
○
○
　
○

○
○
○
◎
○
○
○

○
○
◎
○
○
○
○
○
○

○
◎
○
　
○
○
○
○

◎
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○

○
○

5636

5635

486！

4962

5639

4759

4758

5654

5655

組
合
が
網
互
に
入
漁
す
る
と
共
に
明
石
付
近
及
び
淡
路
島
北
部
の
諸

組
合
の
入
漁
も
認
め
て
い
る
。
同
様
な
事
例
は
同
県
の
播
麟
灘
に
面

す
る
加
古
・
飾
磨
・
揖
保
三
郡
の
漁
業
組
合
の
場
合
に
も
認
め
ら
れ

る
。
こ
こ
の
場
合
は
す
で
に
明
治
初
年
に
地
先
水
瀬
を
も
含
め
た
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

水
域
を
相
互
に
利
用
す
る
協
定
を
結
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
入
漁
権
と

○……入漁権備考　◎……専月琴漁業権縛

し
て
法
的
な
裏
づ
け
を
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
梨
境
水
域
に
お
い
て
は
、
た
と
え
水
面
が
接
続
し
て
い
て
も
、

共
同
専
用
漁
業
権
は
設
定
さ
れ
な
い
の
が
通
例
で
、
鳴
門
海
峡
に
お

け
る
兵
庫
県
福
良
・
阿
那
賀
と
徳
島
県
羅
浦
∵
土
俊
泊
の
四
組
合
の

共
同
専
用
漁
業
権
の
設
定
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
り
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入
漁
権
に
よ
っ
て
そ
の
断
絶
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
六
合
が
多
い
。
岡

山
県
日
生
・
伊
里
両
組
倉
が
兵
庫
県
赤
穂
郡
水
域
に
対
し
て
入
漁
権

を
設
定
し
、
ま
た
徳
島
県
の
北
泊
ほ
か
三
組
合
の
専
用
漁
揚
に
香
川

県
の
引
田
漁
業
組
合
が
入
漁
権
を
有
す
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。

　
で
は
一
盛
入
会
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
大
専
用
漁
業
権
漁
場
の
場

合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
共
同
専
用
漁
業
権
は
い
ず
れ
も

共
同
権
者
で
あ
る
漁
業
組
合
の
共
同
国
益
を
確
保
す
る
代
り
に
、
地

域
外
か
ら
の
入
漁
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
地
先
水
面
の
共
同
専
用
を
行
う
た
め
の

愛
媛
県
西
宇
和
郡
の
三
崎
半
島
の
場
合
（
慣
行
専
絹
第
二
臨
一
八
、
二

四
二
六
号
漁
場
）
に
は
さ
す
が
に
入
漁
権
を
設
定
さ
れ
ず
、
条
件
制
限

も
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
地
先
か
ら
沖
合
ま
で
を
合
せ
て
共
有
し
て

い
る
一
郡
共
有
専
用
漁
場
の
場
合
を
見
る
と
山
口
県
の
熊
毛
郡
・
大

島
郡
の
場
合
は
隣
接
す
る
一
ケ
村
の
入
漁
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
が
、
玖
珂
郡
の
場
合
に
は
慣
行
専
用
漁
業
権
第
二
二
六
九

暑
（
鳥
介
、
赤
蕪
漁
業
）
に
対
し
広
島
県
佐
伯
郡
の
草
津
ほ
か
二
一
訳

合
、
同
書
安
芸
郡
の
音
戸
ほ
か
九
組
含
の
入
漁
権
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
但
し
こ
の
場
含
の
入
漁
区
域
は
照
境
に
あ
る
甲
島
周
辺
の
緩
衝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

水
域
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
全
域
で
は
な
い
。
山
口
県
語

論
の
揚
錨
は
こ
の
よ
う
に
が
な
い
排
他
的
…
性
格
の
強
い
専
用
漁
業
権

と
な
っ
て
い
る
が
、
岡
山
県
の
浅
口
郡
の
場
合
は
、
隣
接
す
る
児
島

郡
の
本
荘
ほ
か
二
組
合
及
び
小
田
郡
全
組
合
の
入
漁
権
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。
小
田
郡
の
場
合
は
更
に
広
島
県
の
深
安
・
沼
隈
両
郡
海
面

に
全
組
合
の
名
で
入
漁
権
を
設
定
し
て
お
り
、
共
蓋
用
益
権
の
実
質

的
拡
大
を
は
か
っ
て
い
る
。
小
田
郡
に
対
す
る
広
島
県
側
の
入
漁
権

は
な
い
が
、
実
際
に
は
明
治
二
十
年
代
に
小
田
郡
東
方
の
浅
口
郡
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

相
互
入
漁
協
定
を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
事

情
の
相
違
は
現
在
の
漁
業
調
整
に
も
影
響
し
て
お
り
、
岡
山
・
広
島

両
県
閲
の
場
合
は
山
口
・
広
島
　
両
県
間
の
よ
う
に
は
げ
し
い
紛
争
を

戦
後
生
じ
た
こ
と
・
も
な
く
、
円
満
に
緩
衝
水
域
へ
の
絹
互
入
漁
が
続

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
淋
毒
水
域
の
み
・
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
愛
媛
県
西
宇

和
郡
の
川
上
村
漂
泊
漁
…
業
組
合
ほ
か
四
二
組
合
共
有
の
専
用
漁
場

（
慣
行
専
用
第
二
匹
二
七
跨
）
の
場
合
は
東
宇
和
郡
お
よ
び
北
宇
和
郡

の
二
二
組
合
が
入
漁
権
を
竜
っ
て
お
り
、
香
川
県
三
豊
郡
の
慣
行
専

用
第
四
六
六
七
号
め
一
郡
共
有
漁
場
の
場
合
は
岡
山
照
浅
口
郡
お
よ

び
愛
媛
県
宇
摩
郡
の
全
紅
禽
が
入
漁
権
を
も
つ
ほ
か
、
条
件
制
限
条

項
で
浅
口
郡
・
宇
摩
郡
と
共
に
岡
山
県
小
田
郡
金
組
合
、
広
島
県
沼
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隈
郡
器
よ
び
佐
伯
郡
の
全
組
合
、
愛
媛
県
新
居
郡
全
組
合
、
広
島
県

尾
道
帯
な
ら
び
に
音
戸
漁
業
組
合
の
入
漁
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
愛
媛
県
宇
磨
郡
全
組
合
共
有
の
慣
行
専
用
第
㎎
三
＝
二
号
漁
場
で

は
入
漁
権
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
香
川
県
三
豊
郡
、
愛
媛
県
新

居
郡
・
周
桑
郡
、
広
島
県
佐
伯
郡
な
ら
び
に
音
戸
漁
業
組
合
と
の
入

漁
協
定
を
守
る
べ
き
旨
の
条
件
が
付
せ
ら
れ
て
い
絢
。
か
つ
て
は
げ

し
い
漁
場
争
論
を
生
じ
た
愛
媛
県
越
智
郡
共
有
の
燧
灘
漁
場
で
も
条

件
綱
限
条
項
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
一
、
　
（
響
）

一一

A
細
湖
延
鯉
縄
及
鯛
臨
延
鯉
縄
漁
鰍
爪
二
付
イ
よ
ア
ハ
広
島
県
下
ノ
轟
偲
繁
ボ
者
二
限
樋
ソ
虹
…
鱒
夙

　
無
条
件
ニ
テ
入
漁
ヲ
承
認
ス
ベ
シ

三
、
明
治
四
十
四
年
十
一
一
月
二
十
八
日
付
広
島
県
交
渉
委
員
ト
ノ
間
二
締
結

　
シ
タ
ル
協
定
事
項
ヲ
遵
｛
寸
ス
ベ
シ

四
、
明
治
四
十
四
年
二
月
付
岡
山
県
小
田
郡
真
鍋
島
外
十
ケ
組
合
ト
ノ
間
一
　

　
締
結
シ
・
タ
ル
契
約
条
項
ヲ
遵
｛
寸
ス
ベ
シ

五
、
明
治
繍
十
四
年
七
月
二
日
付
岡
山
県
臨
伐
口
郡
ぬ
人
島
－
甲
漁
…
業
組
　
A
口
外
ニ
ケ

　
組
A
ロ
ト
ノ
闊
二
締
結
シ
タ
ル
契
約
鐵
項
ヲ
遵
｛
寸
ス
ベ
シ

六
、
明
治
蕉
門
十
－
閃
【
年
七
【
月
二
R
【
付
M
圃
山
県
旧
ん
島
郡
呼
松
漁
㎞
盤
木
奴
髭
A
ロ
ト
ノ
間
二

．
締
紳
箱
シ
タ
ル
契
約
事
項
ヲ
遵
守
ス
ベ
シ

七
、
明
治
四
十
四
年
七
月
二
日
付
愛
媛
県
宇
摩
郡
寒
川
村
漁
業
組
合
外
地
四

　
ケ
組
合
ト
ノ
附
二
締
脚
結
シ
タ
ル
一
契
約
事
項
ヲ
遵
守
ス
ベ
シ

八
、
新
井
周
桑
二
選
漁
業
組
合
ニ
ハ
無
償
無
条
件
ニ
テ
入
漁
ヲ
承
認
ス
ベ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
暑
）

　
こ
の
よ
ヶ
な
条
件
に
も
と
づ
い
て
他
地
域
か
ら
縛
網
一
〇
〇
統
、

サ
ワ
ラ
流
網
一
一
〇
（
）
繭
朕
、
　
五
智
網
一
一
レ
七
〇
艘
、
　
手
加
課
網
一
　
一
〇
鹸
阪
ま

で
は
入
漁
が
認
め
ら
れ
た
。
一
〇
〇
統
の
縛
網
の
入
漁
を
認
め
た
こ

と
は
実
は
無
翻
限
入
漁
と
同
じ
こ
と
だ
と
云
っ
て
差
支
え
な
く
、
上

灘
の
独
占
は
春
の
魚
島
時
期
に
関
し
て
は
目
的
が
達
ぜ
ら
れ
な
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
徳
島
県
の
県
下
全
組
合
共
有
の
両
漁
場
の
う
ち
、

太
平
洋
に
面
し
た
慣
行
専
用
第
四
五
四
九
号
漁
場
の
場
合
も
高
知
県

の
ご
一
三
組
合
共
同
の
入
漁
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
紀
伊
一
二
郡
漁

業
継
合
連
合
会
の
共
有
漁
場
に
も
大
阪
府
堺
市
漁
業
紐
合
ほ
か
七
組

合
の
入
漁
が
条
件
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
豊
後
水
道
の
愛
媛
・

大
分
両
県
共
有
漁
場
の
場
合
も
ま
た
広
島
県
安
芸
郡
音
戸
町
よ
り
の

入
漁
が
条
件
制
隈
条
項
に
記
し
て
あ
る
。

　
つ
ま
り
沖
合
水
面
の
大
専
用
漁
業
権
の
場
合
に
は
明
治
末
年
と
い

う
時
点
で
は
も
は
や
一
間
又
は
一
覧
漁
民
の
み
に
よ
る
漁
場
独
占
は

到
底
不
可
能
だ
つ
た
わ
け
で
、
む
し
ろ
広
汎
な
地
域
に
わ
た
る
漁
民

の
共
同
用
益
こ
そ
自
然
な
姿
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
地
尤
漁
民
が
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旧
慣
を
理
由
と
し
て
沖
禽
海
蒲
に
専
用
漁
業
権
の
設
定
を
要
求
す
る

こ
と
に
対
し
て
は
、
旧
慣
尊
重
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
政
府
と
し
て

は
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
漁
業
調
整
の
面

か
ら
は
、
沖
合
に
関
し
て
も
一
応
の
わ
く
を
は
め
て
お
く
方
が
、
将

来
起
り
う
べ
き
紛
争
を
さ
け
る
た
め
に
も
賢
明
で
あ
る
と
云
う
官
僚

的
立
場
か
ら
、
条
件
糊
限
に
よ
っ
て
地
域
外
漁
民
の
要
求
を
容
れ
な

が
ら
も
、
漁
場
の
分
割
を
行
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

①
　
河
野
、
前
掲
講
、
　
二
二
八
頁
。

②
同
右
、
七
一
頁
。
　
③
罰
右
冨
一
四
一
頁
。

④
同
右
、
九
一
頁
。

五
　
結

び

　
奪
用
漁
業
権
は
元
来
地
先
漁
場
地
元
主
義
を
基
本
方
針
と
す
る
と

こ
ろ
の
、
排
他
的
独
占
的
な
権
利
と
し
て
機
能
す
べ
き
も
の
で
あ
つ

か
ら
地
先
水
面
の
蟻
独
免
許
こ
そ
理
想
的
な
形
態
だ
つ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
明
治
末
年
の
現
実
は
専
用
漁
業
権
の
免
許
形
態
を
こ
れ

だ
け
に
終
ら
せ
ず
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
共
有
形
態
を

と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
も
漁
場
用
益
の
現
実
形
態
か
ら
す

る
圧
力
の
結
果
、
さ
ら
に
入
漁
権
、
あ
る
い
は
条
件
捌
限
条
項
に
よ

る
λ
漁
の
確
認
と
云
う
第
二
次
、
第
三
次
の
入
漁
わ
く
の
拡
大
を
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
で
法

と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
埋
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
香
川
県
塩
飽
諸

島
水
域
の
慣
行
第
四
三
七
一
号
漁
場
に
対
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
入

漁
権
は
岡
山
県
小
田
郡
の
横
島
ほ
か
十
組
合
の
も
の
だ
け
で
あ
っ
て
、

近
世
以
来
最
も
利
網
度
の
高
か
っ
た
対
岸
の
岡
山
県
児
島
郡
下
津
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

四
ケ
浦
の
漁
業
組
合
に
対
し
て
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と

は
漁
業
法
と
云
う
も
の
が
地
元
漁
村
に
よ
る
水
面
の
エ
ソ
グ
顧
ー
ジ

ャ
ー
の
方
に
重
点
が
お
か
れ
、
現
実
に
共
同
用
益
を
行
な
っ
て
い
た

漁
民
の
願
う
方
向
に
は
運
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示

す
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
漁
業
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
専
胴
漁
業
権
は
幕
末

当
時
そ
の
ま
ま
の
漁
場
用
益
形
態
を
固
定
し
た
竜
の
で
は
な
か
っ
た

が
、
ま
た
漁
業
法
制
定
当
時
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
漁
場
の
共
同
用
益

形
態
を
前
向
き
に
お
し
す
す
め
る
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
現
実
に

逆
行
し
て
旧
慣
固
守
を
主
張
す
る
保
守
的
漁
村
と
妥
協
し
た
産
物
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
立
法
当
初
よ
り
後
ろ
向
き
で
あ
っ
た
漁
業
法
が

次
第
に
有
名
無
実
化
し
て
い
っ
た
の
も
ま
た
や
む
を
え
な
い
こ
と
だ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
こ
れ
に
対
し
て
専
用
漁
業
権
が
地
元
漁
村
の
権
利
を
守
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専用漁業梅漁場における共間湘益の諸形態（河野）

る
機
能
を
果
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
だ
が
果
し

て
専
用
漁
業
権
は
地
元
漁
村
の
漁
民
の
利
益
を
十
分
に
守
り
え
た
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
機
会
を

も
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
付
記
、
本
研
究
は
昭
和
ヨ
穴
年
度
の
交
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

④
　
瀬
戸
内
海
総
合
研
究
会
、
漁
村
の
生
活
。
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industry　一　that　is，　slow　tempo　of　the　development　of　induserlal

capital，　narrow　scale　of　its　development，　and　leading　part　ef

merchant’s　capital．　Then，　we　consicler　by　what　objective　condi－

tions　these　characteristics　were　regu｝ated，　through　the　four

aspects　of　way　ef　capital　qccumulation　in　th’e　textile　industry，

suPp！y　of　means　of　production，　form　of　existence　in　labour

power，　and　market　organization，　which　is　to　throw　some　light　on

the　peculiar　developing　structure　of　the　Frencli　industrial　caPital．

　　　　　Forms　of　Usufruct　in　Fishing－grouRd　of　Private

　　　　　　　　　　　　　Fishery　Right　in　the　Setonaikai

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lnland　Sea　of　Japan）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Michihiro　K6no

　Usufruct　forrns　of　inshore　fishing　grouBd　at　the　end　of　Meiii

明治，were　regulated　by　exclusive　fishing　right，　common　of　fishery

therewith，　and　terrns　on　the　bill　of　exclusive　right．　Among　these

usufructs　custoinary　exclusive　right　of　fishery，　as　the　forrner

opinions　went，　almest　completely　succeeded　that　of　the　late　Sho－

gunate　period，　but　exclusive　right　of　the　sur‘face　oB　the’coast

was　given　to　each　local　fishing　village　by　dividing　the　surface

area　lnto　pleces．

　　In　fact，　aftex“　the　lmperial　Restoration，　fisherrnen　arnended

many　for　themselves　and　the　distinction　between　these　two

rights　is　not　so　clear．　Then　this　article　eXplains　the　classification

from　the　ewo　points：　（1）　whether－it　was　2ndividual　or　commoB

usufruct，　（2）　1imit　of　usufruct　was　to　the　coastal　surface　er　only

to　the　oMng　or　both　the　coastal　surface　and　the　othng；　and

considers　their　meaning　by　studying　how　the　common　of　fishery

and　fishery　on　terms　were　executed．

　　In　conclusion，　at　the　end　of　Meiji　few　fishing　villages　could　no

longer　monopolize　a　｝arge　water　area，　but　common　usufruct　of

many　villages　over　the　wide　area　was　a　natural　phenomenon，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（638）



though　the　usufrtzct　had　its　variation　of　strength　and　the　old

exclusive　right　remained　to　some　degree　depending　upeh　the

governmental　policy．　That　is　the　reason　the　contradiction　bet－

ween　law　and　reality　sooR　appear．q．．

Some　Problems　on　the　Manufacture

　　　　　　　　in　the　Middie　Ages

especially　about　the　architectural　production

　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　Ken　Nakamura

　　The　main　current　of　architects　in　the　middle　ages　grew　in　the

change　of　the　architectural　system　of　production　in　the　Ritsuryo”

律令system，　that　is，　ill　the　process　of‘Moflasry6木肌寮S肱72s痂廓

修理職，→‘　Sho所or　private　work　of．　mahorial　lords’→‘Za座’

　　Throughout　the　Middle　Ages　Ry6　（Mofeuryo”）　and　Shint　（Shu－

rishilei）　remained　as　a　controlling　organization　of　technology．

Birth　of　the　medieval　architects　was　marl〈ed　by　the　formation　of

Sα肋ηδ作料and　Uleeoi請負system，　but　the　granting　character

of　gain　was　not　extinguished，　as　the　archieectural　production　was

naturally　of　mal〈lng　to　oi’der．　Uheoi　system，　formed　iR　the　Ka7na一

勧矯鎌倉period，　was　an　epoch－making　wage　system　to　streng－

then　the　independence　of　architects　in　spite　of　the　heavy　regula－

t圭on　byまords。

　　Considering　the　forpaer　discussion　oR　Za　of　architects，　we

marked　the　existence　of　ranl〈　in　the　architects’　Za　judging　froiin

the　po圭nt　that　1）aifeu大工or、Gon・daifeu権大工held　the　controlling

rlght　of　Zaden瓜田．　Dissolution　of　Za　was　made　concrete　by　the

formation　of　new　Za　and　coi3fusion　of’　rank　within　Za　and　it

appeared　as　the　dissolution　of　Kiwarijtttsa木割術，　old　sys乞em　of

，architecture，　in　the　aspect　architecture　and　promoted　to　equalize

arts　in　central　and　local　areas．
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