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◇
…
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
“
龍

馬
伝
”
が
高
視
聴
率
を
収
め
終
っ

た
。
坂
本
龍
馬
の
暗
殺
犯
に
つ
い

て
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
。
暗

殺
の
場
所
と
日
付
は
お
お
む
ね
各

説
と
も
共
通
し
て
い
る
。し
か
し
、

誰
が
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
説
が
分
か
れ

る
。
多
数
説
は
会
津
藩
士
佐
々
木
只
三
郎
で

あ
る
。こ
の
男
は
清
河
八
郎
を
切
っ
て
い
る
。

講
武
所
の
師
範
代
を
つ
と
め
、
精
武
流
の
使

い
手
、
小
太
刀
を
と
っ
て
は
日
本
一
と
い
わ

れ
て
い
た
。

◇
…
薩
摩
が
急
変
し
て
長
州
と
手
を
組
む
よ

う
に
な
っ
た
そ
の
仲
介
者
は
坂
本
龍
馬
で
あ

る
。
た
だ
お
互
い
の
腹
は
「
薩
摩
の
輩
は
狸

じ
ゃ
」「
長
州
の
狐
に
天
下
を
と
ら
し
た
ら

日
本
は
む
ご
い
こ
と
な
る
」
こ
の
狐
と
狸
の

仲
た
が
い
は
明
治
維
新
の
あ
と
あ
と
ま
で
続

く
。
肥
後
の
横
井
小
楠
は
龍
馬
を
「
乱
臣
賊

子
に
な
る
」
と
み
て
い
た
。
伏
見
宝
来
稿
の

寺
田
屋
で
龍
馬
が
襲
わ
れ
た
の
は
薩
長
同
盟

を
成
功
さ
せ
た
三
日
後
だ
っ
た
。
こ
の
時
は

龍
馬
は
ピ
ス
ト
ル
を
持
ち
何
と
か
逃
げ
た
の

だ
っ
た
。

◇
…
河
原
町
通
り
の
近
江
屋
と
い
う
醤
油
屋

が
あ
る
。
近
江
屋
は
大
戸
を
お
ろ
し
て
い
た

が
耳
門
は
あ
い
て
い
た
。
龍
馬
は
来
客
の
中

岡
慎
太
郎
と
話
し
て
い
た
。
そ
の
時
、
来

訪
者
の
脇
差
が
鞘
走
り
、
龍
馬
は
の
け
ぞ

り
、
床
の
間
の
刀
を
と
ろ
う
と
し
た
が
、

そ
の
右
肩
か
ら
左
の
背
骨
へ
こ
の
太
刀
が

肉
を
裂
い
て
走
っ
た
。
そ
の
間
に
中
岡
慎

太
郎
も
切
ら
れ
て
い
た
。
維
新
を
担
っ
た

土
佐
の
中
岡
慎
太
郎
と
坂
本
龍
馬
は
こ
こ

で
息
絶
え
た
。

◇
…
こ
の
二
つ
の
藩
は
気
質
も
ず
い
分
違

う
。「
長
州
人
タ
イ
プ
」
と
い
え
ば
、
分
析

能
力
が
す
ぐ
れ
、
頭
が
良
く
、
行
政
能
力

が
あ
り
、
政
略
的
で
あ
る
。
代
表
的
人
物

と
し
て
は
伊
藤
博
文
、
山
縣
有
朋
で
あ
る
。

戦
後
で
も
岸
信
介
、
佐
藤
栄
作
の
二
人
首

相
を
並
べ
る
。
興
味
を
ひ
く
の
は
野
坂
参

三
、
志
賀
義
雄
、
宮
本
顕
治
と
い
っ
た
日

本
共
産
党
の
三
大
人
物
も
長
州
出
身
で
あ

る
。
薩
摩
藩
も
鹿
児
島
県
と
宮
崎
県
の
一

部
を
占
め
七
十
五
万
石
の
大
藩
で
あ
る
。

藩
士
の
教
育
に
は
徹
底
的
に
力
を
い
れ
た
。

「
敵
を
見
て
死
を
恐
れ
る
な
」「
弱
者
い
じ

め
を
す
る
な
」
な
ど
骨
の
髄
ま
で
し
み
込

ん
で
い
る
。
幕
府
に
か
く
れ
て
対
中
国
貿

易
を
や
り
財
政
的
に
は
極
め
て
豊
か
だ
っ

た
。
両
藩
と
も
関
ヶ
原
の
負
け
組
み
。
徳

川
氏
へ
の
う
ら
み
が
伏
流
水
の
よ
う
に
地

下
に
溢
れ
て
い
た
。（
Ｋ
）

時事余聞

　

東
京
湾
の
マ
ハ
ゼ
釣
り
は
懐
し
い
江
戸
の
風

物
詩
で
あ
っ
た
。
六
十
歳
前
後
の
方
は
誰
方
で

も
一
度
や
二
度
の
経
験
は
お
持
ち
で
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
マ
ハ
ゼ
に
つ
い
て
実
に
詳
し
い
説

明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
流
石
だ
と
の
感
を
深
し

ま
し
た
が
、「
東
京
湾
再
生
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
構
成
さ
れ
た
と
は
力
強
い
限
り
で
す
。
環

境
保
全
運
動
が
高
ま
る
中
で
当
然
の
動
き
と
思

え
ま
す
が
、
今
後
の
活
動
に
拍
手
を
送
り
た
い

気
が
し
ま
す
。
執
筆
者
に
改
め
て
感
謝
申
し
あ

げ
る
次
第
で
す
。

「
水
産
振
興
」　
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「
水
産
振
興
」
発
刊
の
趣
旨

　

日
本
漁
業
は
、
沿
岸
、
沖
合
、
そ
し
て
遠

洋
の
漁
業
と
い
わ
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
調
和
の
と
れ
た
振
興
が
あ
る
こ

と
を
期
待
し
て
お
る
の
で
、
そ
の
為
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
分
析
、
乃
至
振
興
施
策

の
必
要
性
を
、
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。
坊

間
に
は
、
あ
ま
り
に
も
そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す

る
、
い
わ
ゆ
る
利
益
代
表
的
見
解
が
横
行
し

す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
わ
が
国
民
経
済
の
な
か
に
お
け
る
日
本

漁
業
を
、
近
代
産
業
と
し
て
、
よ
り
発
展
振

興
さ
せ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
信
ず

る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
水
産
業
の

個
別
的
分
析
の
徹
底
に
つ
と
め
る
と
と
も
に

そ
の
総
合
的
視
点
か
ら
の
研
究
、
さ
ら
に
、

世
界
経
済
と
と
も
に
発
展
振
興
す
る
方
策
の

樹
立
に
一
層
精
進
を
加
え
る
こ
と
を
考
え
た

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
様
な
努
力
目
標
に
む
か
っ
て
わ
れ
わ

れ
の
調
査
研
究
事
業
を
発
足
さ
せ
た
次
第
で

冊
子
の
生
れ
た
処
以
、
ま
た
こ
れ
へ
の
奉
仕

の
、
さ
さ
や
か
な
表
わ
れ
で
あ
る
。

　

昭
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財
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法
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会
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題
字
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井
野
碩
哉
元
会
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時
事
余
聞
　
編
集
後
記

工く

藤ど
う

貴た
か

史ふ
み

略
歴

▽�

一
九
七
〇
年
東
京
生
ま
れ
。
一
九

九
三
年
東
京
水
産
大
学
資
源
管
理

学
科
卒
業
、
一
九
九
七
年
同
大
学

大
学
院
博
士
後
期
課
程
中
途
退
学
。

博
士
（
水
産
学
）。
一
九
九
七
年
東

京
水
産
大
学
助
手
、
二
〇
〇
八
年

東
京
海
洋
大
学
准
教
授
（
現
在
）。

専
門
分
野
は
、「
人
と
魚
と
水
の
関

係
学
」、
漁
業
経
済
学
、
沿
岸
域
資

源
論
。
著
書
に
『
水
産
資
源
管
理

学
』、『
漁
業
経
済
研
究
の
成
果
と

展
望
』、『
わ
が
国
水
産
業
の
再
編

と
新
た
な
役
割
―
二
〇
〇
三
年（
第

十
一
次
）
漁
業
セ
ン
サ
ス
分
析
』、

『
水
産
海
洋
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』『
ポ

イ
ン
ト
整
理
で
学
ぶ
水
産
経
済
』

（
全
て
共
著
）
が
あ
る
。

吉よ
し

野の

暢の
ぶ

之ゆ
き

略
歴

▽�

一
九
八
〇
年
東
京
生
ま
れ
。
二
〇

〇
四
年
東
京
水
産
大
学
資
源
管
理

学
科
卒
業
、
二
〇
〇
六
年
東
京
海

洋
大
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修

了
。
修
士
（
海
洋
科
学
）。「
東
京

湾
に
お
け
る
マ
ハ
ゼ
利
用
の
社
会

史
」（
東
京
海
洋
大
学
修
士
学
位
論

文
）。
民
間
企
業
勤
務
後
、
二
〇
〇

七
年
よ
り
千
葉
県
水
産
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー
流
通
加
工
研
究
室
研
究

員（
現
在
）。
水
産
物
の
鮮
度
保
持
、

水
産
加
工
品
の
品
質
向
上
そ
の
他

に
関
す
る
試
験
研
究
を
行
っ
て
い

る
。

104-
0055
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一
．
は
じ
め
に

　

東
京
湾
に
は
多
く
の
生
物
が
生
息
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
マ
ハ
ゼ
は
人
と
の
か
か
わ
り
が
深

い
生
物
で
あ
る
。
マ
ハ
ゼ
は
、
人
間
の
生
活
域
に
近
い
沿
岸
部
に
生
息
し
て
お
り
、
初
夏
の
こ
ろ
に

東
京
海
洋
大
学

工

藤

貴

史

准
教
授

東
京
湾
に
お
け
る
人
と
マ
ハ
ゼ
の
関
係
史

千
葉
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

吉

野

暢

之

研
究
員
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国
内
で
は
北
海
道
南
部
か
ら
本
州
・

四
国
・
九
州
に
か
け
て
の
河
川
下
流

部
に
自
然
分
布

人
と
マ
ハ
ゼ
が
接
す
る
場
は
海
辺
で

高
度
経
済
成
長
期
と
と
も
に
マ
ハ
ゼ

も
変
遷
し
て
き
た

第
二
章
に
お
い
て
マ
ハ
ゼ
の
生
態
的
特
徴
と
資
源
利
用
、
そ
し
て
東
京
湾
の
環
境
変
化
に
つ
い
て
概

説
す
る
。
第
三
章
で
は
釣
り
（
陸
釣
り
お
よ
び
船
釣
り
）、
第
四
章
で
は
漁
業
に
お
け
る
人
と
マ
ハ

ゼ
の
か
か
わ
り
の
変
遷
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
第
五
章
で
は
以
上
を
整
理
し

つ
つ
、
人
と
マ
ハ
ゼ
の
か
か
わ
り
を
再
生
し
て
い
く
こ
と
の
意
義
と
「
東
京
湾
再
生
」
の
課
題
に
つ

い
て
考
察
し
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
は
、
吉
野
暢
之
（
二
〇
〇
五
）「
東
京
湾
に
お
け
る
マ
ハ
ゼ
利
用
の
社
会
史
」（
東
京

海
洋
大
学
修
士
学
位
論
文
）
の
内
容
を
も
と
に
工
藤
が
再
構
成
・
加
筆
し
て
取
り
ま
と
め
た
も
の
で

あ
り
、
全
体
の
文
責
は
工
藤
に
あ
る
。

　
　
　

二
．
マ
ハ
ゼ
の
生
態
的
特
徴
と
東
京
湾
の
環
境
変
化

（
一
）
マ
ハ
ゼ
の
生
態
的
特
徴
と
資
源
利
用

　

マ
ハ
ゼ(A

canthogobius flavim
anus)

は
、
ス
ズ
キ
目
ハ
ゼ
科
マ
ハ
ゼ
属
に
分
類
さ
れ
る
魚
で
、

国
内
に
お
い
て
は
北
海
道
南
部
か
ら
本
州
・
四
国
・
九
州
に
か
け
て
の
内
湾
や
河
川
下
流
部
に
自
然

分
布
し
て
い
る
。
海
外
に
お
い
て
は
ア
ム
ー
ル
川
河
口
、
朝
鮮
半
島
沿
岸
、
渤
海
・
黄
海
に
も
自
然

分
布
し
て
お
り
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ
ー
湾
周
辺
に

は
船
舶
の
バ
ラ
ス
ト
水
に
入
っ
て
移
入
し
定
着
し
て
い
る
。

　

産
卵
期
は
冬
で
、
雄
が
砂
泥
質
の
海
底
に
Ｙ
字
形
の
巣
穴
を
掘
っ
て
、
雌
雄
が
そ
の
な
か
で
産
卵

な
る
と
、
水
底
の
見
え
る
浅
場
を
よ
く
観
察
す
る
と
わ
り
と
簡
単
に
そ
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
古
く
は
「
江
戸
前
」
の
釣
り
を
代
表
す
る
釣
り
物
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
も
夏
に
な
れ
ば

釣
り
を
す
る
人
を
見
か
け
る
。
ま
た
、
マ
ハ
ゼ
は
現
在
、
魚
売
り
場
で
見
か
け
る
こ
と
は
ま
ず
な
い

が
、
老
舗
の
天
婦
羅
専
門
店
な
ど
に
い
け
ば
季
節
を
彩
る
食
材
と
し
て
か
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
マ
ハ
ゼ
は
身
近
な
魚
で
あ
る
と
い
う
一
面
を
持
ち
つ
つ
も
、
一
方
で
今
日
に
お
い
て
は
人
が

か
か
わ
ろ
う
と
し
な
い
と
あ
ま
り
か
か
わ
り
の
な
い
魚
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

　

人
と
マ
ハ
ゼ
が
接
す
る
場
で
あ
る
海
辺
は
、
戦
後
か
ら
高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
都
市
機
能
の
充

実
と
経
済
成
長
が
重
視
さ
れ
、
埋
立
て
や
航
路
開
削
が
な
さ
れ
、
物
流
拠
点
・
工
業
地
帯
・
火
力
発

電
所
・
ゴ
ミ
処
分
場
が
形
成
さ
れ
た
。
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
は
親
水
機
能

が
重
視
さ
れ
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
施
設
を
備
え
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
が
各
所
に
形
成
さ
れ
た
。

ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
今
日
に
か
け
て
は
、
環
境
保
全
へ
の
関
心
が
高
ま
る
な
か
で
環
境
保
全

活
動
が
活
発
化
し
て
お
り
、
東
京
湾
へ
の
新
し
い
か
か
わ
り
も
芽
生
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
京
湾
は
、
戦
後
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
そ
の
時
代
の
東
京
湾
に
対
す
る
社
会

的
欲
求
を
満
た
す
べ
く
開
発
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
海
辺
の
多
く
は
人
工
海

岸
と
な
り
、
市
民
が
近
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
海
辺
も
多
く
な
っ
た
。
こ
う
し
た
歴
史
の
な
か
で
、

人
と
マ
ハ
ゼ
と
の
か
か
わ
り
も
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。

　

本
稿
で
は
、
戦
後
か
ら
今
日
に
か
け
て
東
京
湾
の
自
然
と
沿
岸
社
会
が
変
化
す
る
な
か
で
、
人
と

マ
ハ
ゼ
の
か
か
わ
り
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
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東
京
湾
で
は
四
月
か
ら
六
月
に
孵
化

し
七
月
か
ら
八
月
に
な
る
と
成
長

し
、
ハ
ゼ
釣
り
が
盛
ん
に
な
る

す
る
。
雄
は
産
卵
後
も
巣
穴
に
と
ど
ま
り
卵
を
保
護
す
る
。
産
卵
後
一
か
月
ほ
ど
で
ふ
化
し
、
仔
魚

は
浮
遊
生
活
を
お
く
る
が
、
成
長
に
と
も
な
い
接
岸
し
底
生
生
活
を
お
く
る
よ
う
に
な
り
河
川
の
淡

水
域
ま
で
進
入
す
る
も
の
も
あ
る
。水
温
が
低
下
す
る
秋
に
な
る
と
徐
々
に
深
場
へ
と
落
ち
て
い
き
、

多
く
の
個
体
は
一
歳
で
成
熟
し
産
卵
後
に
死
ぬ
が
、
成
長
の
悪
い
個
体
の
な
か
に
は
二
歳
で
成
熟
す

る
も
の
も
あ
る
。

　

東
京
湾
に
お
け
る
マ
ハ
ゼ
の
生
活
史
と
資
源
利
用
の
模
式
図
を
図
１
に
示
し
た
。
東
京
湾
で
は
四

月
か
ら
六
月
に
孵
化
し
た
仔
魚
が
接
岸
し
、
沿
岸
の
浅
場
に
着
底
す
る
。
七
月
か
ら
八
月
に
な
る
と

七
～
一
〇
㎝
程
度
ま
で
成
長
し
、
河
口
や
運
河
、
埋
立
地
周
辺
の
浅
場
で
は
、
陸
釣
り
に
よ
る
ハ
ゼ

釣
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
頃
は
摂
餌
が
活
発
で
あ
り
、
簡
単
に
ハ
ゼ
を
釣
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
老
若
男
女
問
わ
ず
、
多
く
の
人
が
ハ
ゼ
釣
り
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
九
月
か
ら
一
〇
月

に
な
る
と
一
〇
～
一
五
㎝
に
成
長
し
、
そ
れ
に
伴
い
徐
々
に
深
場
（
三
～
五
ｍ
）
へ
と
移
動
す
る
た

め
、
船
釣
り
や
ボ
ー
ト
釣
り
が
主
と
な
り
、
各
流
入
河
川
の
河
口
周
辺
が
主
な
漁
場
と
な
る
。
一
一

月
以
降
は
さ
ら
に
深
場
（
七
ｍ
以
深
）
へ
と
移
動
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
船
釣
り
で
操
業
す
る
海
域

も
水
深
の
深
い
と
こ
ろ
へ
と
移
っ
て
い
く
。
ま
た
、
水
温
の
低
下
と
と
も
に
摂
餌
量
が
減
少
す
る
た

め
、
釣
り
の
難
易
度
が
高
く
な
る
が
、
そ
の
難
し
さ
の
中
に
独
特
の
魅
力
が
あ
り
、
ベ
テ
ラ
ン
の
釣

り
師
を
楽
し
ま
せ
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
に
な
る
と
一
五
～
二
〇
㎝
に
成
長
し
、
天
ぷ
ら
だ
ね
や
正
月

料
理
の
甘
露
煮
用
の
素
材
と
し
て
市
場
価
値
が
上
が
る
た
め
、
漁
業
に
よ
る
漁
獲
も
行
わ
れ
る
。
そ

の
後
、
翌
年
四
月
ま
で
に
は
産
卵
を
終
了
し
、
大
部
分
は
生
活
を
終
え
る
。

図
1　
東
京
湾
に
お
け
る
マ
ハ
ゼ
の
生
活
史
と
資
源
利
用



−　−−　−7 6

明
治
か
ら
今
日
に
か
け
て
の
東
京
湾

に
お
け
る
埋
立
の
歴
史
を
振
り
返
る

東
京
都
地
先
海
面
全
体
の
六
四
％
が

水
深
五
ｍ
以
浅
で
、
生
物
生
産
性
の

高
い
海
域
で
あ
っ
た

と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
り
、
人
と
東
京
湾
と
の
か
か
わ
り
が
、
そ
し
て
東
京
湾
を
介

し
た
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
が
濃
密
な
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

明
治
期
か
ら
今
日
に
か
け
て
の
東
京
湾
の
埋
立
面
積
の
推
移
を
図
２
に
示
し
た
。
以
下
で
は
こ
の

図
を
参
照
し
な
が
ら
明
治
か
ら
今
日
に
か
け
て
の
東
京
湾
に
お
け
る
埋
立
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と

と
す
る
。

　

明
治
初
期
に
は
隅
田
川
の
洪
水
が
多
発
し
、
そ
れ
に
よ
り
大
量
の
土
砂
が
河
口
域
に
堆
積
す
る
こ

と
と
な
り
小
型
船
の
入
港
も
困
難
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
永
代
橋
下
流
か
ら
台
場
の
外
側
ま
で
の
澪
筋

を
浚
渫
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
浚
渫
土
砂
の
処
分
を
兼
ね
て
月
島
や
新
佃
島
が
埋
め
立
て
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
年
）
に
東
京
港
が
第
二
種
重
要
港
に
指
定
さ
れ
、

五
〇
〇
〇
ト
ン
ク
ラ
ス
の
大
型
船
が
入
港
可
能
に
す
る
た
め
に
さ
ら
な
る
浚
渫
工
事
と
港
湾
施
設
用

地
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
。
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
年
）
に
は
関
東
大
震
災
が
起
こ
り
、
そ

の
復
興
に
あ
た
り
東
京
港
へ
の
大
型
船
の
入
港
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
東
京
の
経
済
発

展
に
よ
っ
て
港
湾
と
し
て
の
重
要
性
が
高
ま
る
こ
と
と
な
り
、
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
年
）
に
は

国
際
貿
易
港
と
し
て
開
港
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
に
は
羽
田
空

港
が
開
港
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
五
三
ha
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
そ
の
後
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
年
）

ま
で
拡
張
工
事
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
太
平
洋
戦
争
に
突
入
す
る
こ
と
と
な
り
、
東
京
港
の
拡
張
や
埋
め
立
て
事
業
も
中
止
に

追
い
込
ま
れ
た
。
戦
前
ま
で
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
埋
立
地
の
面
積
は
東
京
一
〇
〇
〇
ha
、
千
葉
二
〇

　

以
上
の
よ
う
に
、マ
ハ
ゼ
は
東
京
湾
の
沿
岸
か
ら
水
深
一
五
ｍ
以
浅
を
主
な
生
息
域
と
し
て
お
り
、

夏
場
は
陸
釣
り
で
手
軽
に
釣
れ
る
身
近
な
魚
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
浅
場
は
埋
立
て
や
浚
渫
と
い
っ

た
人
為
的
環
境
改
変
の
影
響
を
強
く
受
け
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

（
二
）
東
京
湾
の
環
境
変
化

　

東
京
湾
の
湾
奥
部
は
、
か
つ
て
は
沖
合
ま
で
伸
び
た
広
大
な
干
潟
が
存
在
し
て
い
た
。
日
本
最
古

と
さ
れ
る
釣
り
の
専
門
書
で
あ
る
「
何か

羨せ
ん

録ろ
く

」（
一
七
二
三
年
）
に
は
湾
奥
の
釣
り
場
が
詳
細
に
記

述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
現
在
も
存
在
し
て
い
る
三
枚
州
か
ら
西
に
、
中
ノ
州
、
出
州
、

関
ノ
州
、
黒
鯛
州
、
初
州
、
天
王
州
（
現
天
王
洲
）
と
い
う
大
き
な
州
が
存
在
し
、
そ
の
や
や
沖
合

に
は
前
州
と
奥
ノ
州
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
州
と
州
の
間
は
自
然
の
澪み

お
す
じ筋
が

あ
り
、
潮
の
干
満
に
よ
っ
て
海
水
が
流
れ
て
い
た
様
子
が
想
像
で
き
る
（
文
末
資
料
１
）。

　

東
京
湾
の
埋
め
立
て
は
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
が
、
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
年
）
に
農

商
務
省
が
調
査
し
た
東
京
湾
漁
場
調
査
報
告
に
よ
る
内
湾
漁
場
図
を
見
て
も
「
何
羨
録
」
の
時
代
と

大
き
く
は
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
（
文
末
資
料
２
）。
こ
の
漁
場
図
を
見
る
と
、
隅
田
川

河
口
部
は
シ
ジ
ミ
の
漁
場
が
あ
り
、
そ
れ
よ
り
や
や
沖
合
に
ア
サ
リ
、
ハ
マ
グ
リ
、
カ
キ
の
漁
場
が

あ
る
。
そ
の
沖
合
の
水
深
が
一
～
三
ヒ
ロ
の
と
こ
ろ
で
は
エ
ビ
桁
網
漁
場
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
よ
り

沖
合
は
打
瀬
網
漁
場
と
な
っ
て
い
る
。東
京
都
地
先
海
面
全
体
の
六
四
％
が
水
深
五
ｍ
以
浅
で
あ
り
、

生
物
多
様
性
と
生
物
生
産
性
の
高
い
海
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
豊
穣
の
海
は
、
沿
岸
の
人
々
の
生
活
に
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東
京
都
は
一
九
五
一
年
に
東
京
港
が

特
定
重
要
港
に
指
定
さ
れ
、
国
際
貿

易
港
と
し
て
の
物
流
機
能
の
強
化
が

進
め
ら
れ
る

〇
ha
、神
奈
川
二
五
〇
〇
ha
で
あ
り
、神
奈
川
と
千
葉
は
埋
立
地
の
八
〇
％
以
上
が
工
業
地
帯
と
な
っ

た
の
に
対
し
て
、
東
京
は
五
〇
％
が
物
流
拠
点
で
あ
り
工
業
地
帯
は
二
〇
％
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、

大
型
船
の
入
港
を
目
的
と
す
る
航
路
開
削
は
、
隅
田
川
下
流
か
ら
お
台
場
ま
で
の
澪
筋
に
限
定
さ
れ

て
い
た
。

　

戦
後
、
昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
年
）
に
港
湾
法
が
制
定
さ
れ
、
地
方
自
治
体
が
港
湾
管
理
者
と

な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
東
京
都
、
千
葉
県
、
神
奈
川
県
の
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
の
目
的
を
も
っ
て
、

戦
後
復
興
か
ら
高
度
経
済
成
長
期
そ
し
て
今
日
に
至
る
ま
で
東
京
湾
を
開
発
し
て
い
く
こ
と
と
な

る
。

　

東
京
都
は
、
都
市
機
能
の
充
実
と
都
市
問
題
の
解
決
を
目
的
に
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
一
九
五
一
年
に
東
京
港
が
特
定
重
要
港
湾
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
国
際
貿
易
港

と
し
て
物
流
機
能
を
高
め
る
べ
く
港
湾
整
備
を
重
点
に
し
て
埋
め
立
て
と
そ
の
周
辺
の
航
路
開
削
が

進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
高
度
経
済
成
長
を
背
景
と
す
る
都
市
へ
の
人
口
と
産
業
の
集
中
に
よ
っ
て
住

宅
不
足
、
電
力
不
足
、
ご
み
処
分
問
題
、
住
宅
地
に
お
け
る
工
場
問
題
が
起
こ
り
、
こ
う
し
た
都
市

問
題
を
解
決
す
る
べ
く
埋
め
立
て
が
進
め
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
江
東
区
辰
巳
、
東し

の
の
め雲
、
有
明
、

台
場
、
大
井
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
（
平
和
島
、
昭
和
島
、
城
南
島
、
京
浜
島
を
含
む
）、
青あ

お

海み

コ
ン
テ
ナ

埠
頭
、
品
川
埠
頭
、
豊
洲
埠
頭
、
晴
海
埠
頭
等
が
こ
の
時
代
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
埋
立
地
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
は
、
ご
み
処
分
場
と
し
て
江
東
区
若
洲
、
中
央
防
波
堤
地
区
が
埋
め
立
て

ら
れ
、
ま
た
羽
田
空
港
の
沖
合
拡
張
も
進
め
ら
れ
て
き
た
。

図 2　東京湾における埋立面積の推移

注：埋立面積の数値は竣工ベースの数値で示す。

資料：運輸省第二港湾建設局（現、国土交通省関東地方整備局資料）資料より作成
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東
京
湾
開
発
に
よ
っ
て
都
市
機
能
の

充
実
や
経
済
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
た

が
、
引
き
か
え
に
干
潟
を
含
む
水
深

五
ｍ
以
浅
の
海
域
の
多
く
が
消
滅

　

神
奈
川
県
と
千
葉
県
は
、
工
業
化
に
よ
る
経
済
発
展
に
重
点
が
置
か
れ
、
京
浜
工
業
地
帯
、
京
葉

工
業
地
域
を
発
展
さ
せ
る
べ
く
埋
立
地
が
造
成
さ
れ
、
企
業
誘
致
も
積
極
的
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
埋
立
開
発
は
、
埋
立
に
か
か
る
費
用
を
埋
立
地
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
企
業
が
そ
の
分
譲
価
格

を
予
納
金
と
し
て
県
に
納
付
さ
せ
て
埋
立
工
事
が
実
施
さ
れ
て
き
た
ケ
ー
ス
（
い
わ
ゆ
る
「
千
葉
方

式
」）
が
多
い
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

以
上
、
戦
後
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
埋
立
て
と
航
路
開
削
に
と
も
な
う
水
深
の
変
化
を
図
３
に

整
理
し
た
。
明
治
三
〇
年
頃
（
一
八
九
七
年
）、
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
年
）、
平
成
一
二
年
（
二

〇
〇
〇
年
）
と
埋
立
地
造
成
に
よ
っ
て
海
面
が
縮
小
し
て
い
き
、
さ
ら
に
航
路
開
削
に
よ
っ
て
水
深

が
深
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
な
お
、
二
〇
〇
〇
年
の
図
に
は
示
さ
れ
て
い

な
い
が
、
羽
田
空
港
は
Ｄ
滑
走
路
の
新
設
に
と
も
な
い
埋
め
立
て
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
中
央
防

波
堤
付
近
も
さ
ら
に
沖
に
新
海
面
処
分
場
が
埋
め
立
て
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
新
海
面
処
分
場
が
東
京
都

の
最
後
の
海
面
ご
み
処
理
場
と
な
っ
て
お
り
、
東
京
都
地
先
海
面
は
最
早
こ
れ
以
上
埋
め
立
て
る
海

面
が
な
い
ほ
ど
ま
で
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
東
京
湾
開
発
に
よ
っ
て
都
市
機
能
の
充
実
や
経
済
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
そ
れ

と
引
き
換
え
に
、
干
潟
を
含
む
水
深
五
ｍ
以
浅
の
海
域
の
多
く
が
消
滅
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
人
工

護
岸
の
多
く
は
直
立
護
岸
で
あ
り
、
海
岸
形
状
の
多
様
性
は
損
な
わ
れ
、
生
物
多
様
性
も
損
な
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
浅
場
に
生
息
す
る
マ
ハ
ゼ
に
と
っ
て
不
適
な
環
境
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
ま
た
、
埋
立
地
で
あ
る
工
業
地
や
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
は
私
有
地
で
あ
る
た
め
一
般
市
民
の
立

図
3　
東
京
都
内
湾
に
お
け
る
水
深
の
変
化

資
料
：「
東
京
都
内
湾
漁
業
興
亡
史
」、
東
京
港
港
内
航
空
写
真
お
よ
び
海
上
保
安
庁
海
図
よ
り
作
成
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一
九
五
〇
年
代
ま
で
は
年
間
記
事

数
・
年
間
対
象
種
数
と
も
横
ば
い
推

移
、マ
ハ
ゼ
、、ク
ロ
ダ
イ
、ス
ズ
キ
、

ア
オ
ギ
ス
、
ボ
ラ
な
ど
が
対
象

陸
釣
り
は
庶
民
の
楽
し
み
、
船
釣
り

は
金
持
の
大
名
遊
び
で
あ
っ
た

し
て
は
、「
月
刊
つ
り
人
」
の
各
号
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
た
東
京
湾
（
こ
こ
で
は
富
津
岬
と
観
音
崎

を
結
ぶ
線
よ
り
内
側
）
の
陸
釣
り
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
、そ
の
対
象
魚
種
と
釣
り
場
を
記
録
し
、

年
ご
と
に
対
象
魚
種
別
の
記
事
数
、
釣
り
場
別
記
事
数
を
集
計
し
た
。
ハ
ゼ
釣
り
に
つ
い
て
は
釣
り

場
を
神
奈
川
県
（
横
須
賀
―
川
崎
）、羽
田
周
辺
（
羽
田
―
品
川
）、深
川
周
り
（
隅
田
川
―
夢
の
島
）、

三
枚
洲
周
辺
（
葛
西
―
浦
安
）、
行
徳
周
辺
（
行
徳
―
船
橋
）、
木
更
津
方
面
（
千
葉
―
富
津
）
の
六

つ
の
地
域
に
分
け
て
集
計
し
た
。

　

東
京
湾
の
年
間
記
事
数
（
ハ
ゼ
釣
り
と
そ
の
他
）
と
掲
載
魚
種
数
の
動
向
を
図
４
に
し
め
し
た
。

一
九
五
〇
年
代
ま
で
は
、
年
間
記
事
数
・
年
間
対
象
種
数
と
も
変
動
は
あ
る
が
横
ば
い
に
推
移
し
て

い
る
。
当
時
は
、
埋
め
立
て
も
一
部
海
域
に
限
ら
れ
、
沿
岸
部
は
広
大
な
浅
場
が
広
が
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
生
息
す
る
マ
ハ
ゼ
、
ク
ロ
ダ
イ
、
ス
ズ
キ
、
ア
オ
ギ
ス
、
ボ
ラ
な
ど
を
対
象
に
釣
り
が
行
わ

れ
て
い
た
。
当
時
の
記
事
の
写
真
を
見
る
と
、
老
若
男
女
が
入
り
交
じ
っ
て
竿
を
出
し
て
お
り
、
現

在
の
よ
う
な
特
定
の
人
々
（
釣
り
愛
好
者
）
に
よ
る
レ
ジ
ャ
ー
（
余
暇
活
動
）
と
い
う
よ
り
は
、
日

常
生
活
の
延
長
上
に
釣
り
と
い
う
身
近
な
楽
し
み
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
も
つ
。

そ
し
て
、
ハ
ゼ
釣
り
は
身
近
で
あ
る
が
ゆ
え
（
季
節
に
な
れ
ば
ど
こ
で
も
釣
れ
る
）
に
記
事
と
し
て

の
価
値
は
低
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
記
事
数
が
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
（
当
時
の
他

の
記
事
を
見
る
と
関
東
郊
外
の
渓
流
釣
り
や
東
京
湾
口
・
外
房
・
相
模
湾
の
記
事
が
多
い
）。

　

そ
の
後
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
東
京
湾
に
お
い
て
埋
め
立
て
や
航
路
開
削
等
が
進
行
し
、
釣
り

場
の
環
境
も
大
き
く
変
化
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、年
間
記
事
数
・
年
間
対
象
種
数
が
増
加
傾
向
と
な
っ

ち
入
り
が
不
可
能
な
場
所
が
多
く
な
り
、
人
と
東
京
湾
と
の
接
点
も
失
わ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　

埋
立
地
を
含
め
て
東
京
湾
は
、
今
日
に
お
い
て
も
我
々
の
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
埋
め
立
て
に
よ
り
生
活
の
場
と
海
と
の
距
離
が
遠
く
な
る

に
つ
れ
、
東
京
湾
と
の
か
か
わ
り
、
さ
ら
に
は
東
京
湾
を
介
し
た
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
日
常
に

お
い
て
実
体
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

三
．
東
京
湾
に
お
け
る
マ
ハ
ゼ
釣
り
の
変
遷

（
一
）
陸
釣
り
の
変
遷

　

ハ
ゼ
釣
り
は
、
江
戸
時
代
か
ら
盛
ん
で
、
陸
釣
り
は
庶
民
の
楽
し
み
、
船
釣
り
は
金
持
ち
の
大
名

遊
び
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
、
庶
民
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
陸
釣
り
が
戦
後
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て

き
た
の
か
を
見
て
い
こ
う
。
そ
の
際
に
以
下
の
二
つ
の
点
に
注
目
し
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
東
京
湾
の

陸
釣
り
の
な
か
で
ハ
ゼ
釣
り
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
う

ひ
と
つ
は
釣
り
場
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
実
態
を
把
握
す
る
資
料
と
し
て
、
釣
り
情
報
誌｢

月
刊
つ
り
人｣

の
掲
載
記
事
を
用
い

た
。「
月
刊
つ
り
人
」
は
、一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
に
創
刊
さ
れ
た
釣
り
の
総
合
雑
誌
で
あ
り
、

今
日
に
至
る
ま
で
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
特
定
の
釣
り
に
趣
向
が
偏
る

と
い
う
こ
と
が
な
い
た
め
、
上
記
二
点
を
把
握
す
る
の
に
適
し
た
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
方
法
と
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一
九
六
〇
年
代
以
降
は
埋
め
立
て
や

航
路
開
削
等
が
進
行
し
、
釣
り
場
を

消
失
し
た
が
、
新
規
の
釣
り
場
が
生

ま
れ
た

て
い
る
。
埋
め
立
て
は
、
そ
れ
ま
で
釣
り
場
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
消
失
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
一
方

で
埋
立
地
と
い
う
新
規
の
釣
り
場
が
誕
生
す
る
こ
と
も
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
が
年
間
記
事
数
の
増

加
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
大
井
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
が
完
成
し
た
際
に
は
「
新
大
陸
」
と
し
て
新
し
い
釣

り
場
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
埋
立
地
は
、
人
工
護
岸
で
あ
る
こ
と
、
沖
合
に
あ
り
水
深
が
深

い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
東
京
湾
内
湾
で
は
あ
ま
り
釣
れ
な
か
っ
た
魚
種
も
対
象
魚
と
な
り
（
メ
バ

ル
・
カ
サ
ゴ
・
メ
ジ
ナ
等
）、
年
間
対
象
種
数
が
増
加
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
や
は

り
マ
ハ
ゼ
釣
り
の
記
事
数
の
占
め
る
割
合
は
高
く
、
依
然
と
し
て
東
京
湾
の
陸
釣
り
を
代
表
す
る
釣

り
物
で
あ
っ
た
。
な
お
、
ア
オ
ギ
ス
釣
り
は
、
一
九
五
〇
年
代
は
じ
め
か
ら
生
息
環
境
の
悪
化
に
よ

り
釣
り
場
が
東
京
都
地
先
か
ら
千
葉
県
地
先
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
、
一
九
六
八
年
を
最
後
に
以
降
記

事
が
皆
無
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
は
年
間
記
事
数
が
減
少
し
て
い
る
。
当
時
は
、
人
口
の
増
加
に

よ
る
水
質
汚
濁
の
ピ
ー
ク
で
あ
り
、「
お
化
け
ハ
ゼ
」（
腫
瘍
状
病
変
：
実
際
に
は
水
質
汚
濁
と
は
無

関
係
で
あ
る
と
い
う
説
が
有
力
）
騒
動
が
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
し
て
い
た
。
ま
た
一
九
七
三
年
か
ら
一

九
七
六
年
に
か
け
て
東
京
湾
で
漁
獲
さ
れ
た
ス
ズ
キ
が
水
銀
汚
染
の
た
め
出
荷
停
止
と
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
東
京
湾
の
水
質
悪
化
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
に
よ
っ
て
釣
り
記
事
が
少
な
く
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
ハ
ゼ
釣
り
の
記
事
数
は
減
少
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
下
水
道
整
備
や
水
質
規
制
に
よ
り
水
質
が
改
善
さ
れ
る
と
一
九
八
〇
年
代
か
ら
は
記
事

数
も
増
加
傾
向
に
転
じ
る
こ
と
と
な
る
。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
、
埋
め
立
て
地
は
ウ
ォ
ー

図４　東京湾の陸釣りの年間記事数と対象種数の動向

資料：「つり人」（1946―2005）
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今
日
の
東
京
湾
の
陸
釣
り
に
お
い

て
、
ハ
ゼ
釣
り
は
代
表
的
と
い
う
よ

り
数
多
い
釣
り
物
の
一
つ
に
な
っ
て

い
る

タ
ー
フ
ロ
ン
ト
と
し
て
の
親
水
機
能
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
遊
歩
道
、
親
水
公
園
、
海
釣
り

公
園
な
ど
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
年
間
記
事
数
・
対
象
種
数
は
さ
ら
な
る
増
加
傾
向
を
示
し

て
い
る
。
ま
た
、
ル
ア
ー
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
の
ブ
ー
ム
に
よ
り
ス
ズ
キ
を
シ
ー
バ
ス
と
呼
ぶ
若
い
釣
り

人
が
増
え
る
な
ど
、
釣
り
の
多
様
化
の
進
展
が
年
間
記
事
数
・
対
象
魚
種
数
の
増
加
の
要
因
と
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
ハ
ゼ
釣
り
の
記
事
数
が
依
然
と
し
て
多
い
も
の
の
、
一
九
九

〇
年
代
半
ば
か
ら
は
記
事
数
が
減
少
し
、
占
め
る
割
合
も
低
下
し
て
い
る
。
今
日
の
東
京
湾
の
陸
釣

り
に
お
い
て
、
ハ
ゼ
釣
り
は
代
表
的
な
釣
り
物
と
い
う
よ
り
は
数
多
い
釣
り
物
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
、
ハ
ゼ
釣
り
の
釣
り
場
の
変
遷
を
図
５
か
ら
見
て
い
こ
う
。
こ
の
図
は
年
代
別
釣
り
場
別
の

述
べ
記
事
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
五
五
年
は
深
川
周
り
の
記
事
数
が

占
め
る
割
合
が
高
い
が
、
他
の
場
所
で
ハ
ゼ
釣
り
が
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
時
代
は
人
為
的
な
環
境
改
変
は
一
部
地
域
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、沿
岸
一
帯
に
マ
ハ
ゼ
は
生
息
し
、

沿
岸
に
生
活
す
る
人
々
が
そ
の
地
先
で
釣
り
を
し
て
い
た
（
吉
田
（
一
九
四
九
））。
そ
の
中
で
深
川

周
り
（
具
体
的
に
は
月
島
や
佃
島
）
の
記
事
数
が
多
い
の
は
、
こ
の
界
隈
が
よ
く
釣
れ
る
釣
り
場
で

あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
そ
の
他
の
沿
岸
部
と
は
異
な
る
町
並
み
や
風
情
が
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
マ
ハ

4

4

4

4

4

4

ゼ
を
釣
り
に

4

4

4

4

4

出
か
け
て
い
く
だ
け
の
価
値
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
五
六
年
か
ら
一
九
六
五
年
に
は
深
川
周
り
の
埋
立
地
に
お
い
て
埠
頭
等
の
港
湾
施
設
が
で
き

た
こ
と
で
立
ち
入
り
禁
止
と
な
る
釣
り
場
が
多
く
な
り
、
そ
の
記
事
数
は
著
し
く
減
少
す
る
こ
と
と

図 5　�陸釣りによるハゼ釣り関連記事における延べ釣り場数（地域別）の経年変化（1946

年～ 2005 年）

資料：月刊つり人
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東
京
湾
の
ハ
ゼ
釣
り
の
位
置
づ
け

は
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
庶
民
の
娯

楽
で
あ
っ
た
が
、
埋
め
立
て
な
ど
釣

り
場
が
失
わ
れ
て
身
近
か
な
娯
楽
で

は
な
く
な
っ
た

埋
め
立
て
や
航
路
開
削
に
よ
っ
て
都

市
部
の
釣
り
場
が
減
っ
て
い
く
一
方

で
郊
外
の
行
楽
と
し
て
の
釣
り
が
一

般
化
し
て
い
く

釣
り
も
庶
民
の
遊
び
と
い
う
よ
り
は
釣
り
人
（
愛
好
者
）
の
娯
楽
と
い
う
色
彩
が
強
く
な
っ
た
。

　

一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
は
、
釣
り
場
に
大
き
な
変
化
は
な
い
が
、
記
事
数
が
減
少
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
時
代
は
、
釣
り
人
の
趣
向
の
細
分
化
＝
マ
ニ
ア
化
が
起
こ
り
、
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
ス
ズ
キ
の
ル
ア
ー
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
の
記
事
数
が
多
く
な
る
一
方
で
、
比
較
的
誰
で
も
釣
れ
る
マ

ハ
ゼ
の
記
事
数
は
少
な
く
な
っ
た
。
マ
ハ
ゼ
の
記
事
も
、
初
心
者
や
家
族
向
け
の
内
容
か
、
オ
ー
ル

ド
フ
ァ
ン
向
け
の
内
容
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
東
京
湾
の
陸
釣
り
に
お
け
る
ハ
ゼ
釣
り
の
位
置
づ
け
は
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で

は
生
活
の
場
に
近
い
と
こ
ろ
に
生
息
す
る
マ
ハ
ゼ
を
釣
っ
て
楽
し
む
と
い
う
庶
民
の
娯
楽
で
あ
っ
た

が
、
埋
立
て
や
航
路
開
削
に
よ
っ
て
釣
り
場
が
失
わ
れ
て
い
く
な
か
で
身
近
な
娯
楽
で
は
な
く
な
っ

て
い
っ
た
。
か
つ
て
は
夏
に
な
れ
ば
沿
岸
一
帯
で
ハ
ゼ
釣
り
を
す
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ

ろ
う
が
、
現
在
で
は
人
々
が
生
活
す
る
場
か
ら
離
れ
た
埋
立
地
の
遊
歩
道
や
公
園
が
ハ
ゼ
釣
り
場
と

な
り
、
釣
り
人
以
外
の
一
般
の
人
が
ハ
ゼ
釣
り
の
光
景
を
目
に
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
。

　

ま
た
、
人
の
ハ
ゼ
釣
り
や
釣
り
に
対
す
る
価
値
認
識
も
戦
後
か
ら
今
日
に
か
け
て
大
き
く
変
化
し

て
き
た
と
い
え
る
。
今
日
、
釣
り
は
行
楽
や
レ
ジ
ャ
ー
（
余
暇
活
動
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
う
し
た
な
か
で
ハ
ゼ
釣
り
は
多
く
の
釣
り
物
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は

釣
り
そ
の
も
の
が
多
様
に
あ
る
レ
ジ
ャ
ー
の
一
種
目
と
な
り
、
庶
民
の
娯
楽
か
ら
一
部
の
愛
好
者
の

娯
楽
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
今
日
に
お
い
て
も
陸
釣
り
と
い
う
人
と
マ
ハ
ゼ
の
か
か
わ
り
が
存
在
し

て
い
る
が
、
一
九
五
〇
年
代
と
比
較
す
る
と
釣
り
場
も
釣
り
人
も
少
な
く
な
り
、
か
か
わ
り
の
規
模

な
る
。
そ
れ
に
替
わ
っ
て
三
枚
洲
、
行
徳
周
辺
、
さ
ら
に
は
木
更
津
方
面
と
い
っ
た
千
葉
県
の
釣
り

場
の
記
事
数
が
増
加
し
て
い
る
。
当
時
、
埋
立
て
や
航
路
開
削
に
よ
っ
て
都
市
部
沿
岸
の
釣
り
場
が

徐
々
に
失
わ
れ
て
い
く
一
方
で
、
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
り
都
市
部
か
ら
郊
外
に
釣
り
に
い
く
と
い

う
行
楽
と
し
て
の
釣
り
が
一
般
化
し
て
い
く
中
で
、
千
葉
県
の
釣
り
場
を
紹
介
す
る
記
事
が
増
加
し

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
七
五
年
は
記
事
数
が
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
の

内
訳
は
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
頃
は
、
高
度
経
済
成
長
期
に
あ
り
、
次
々
に
埋
立
地
が

形
成
さ
れ
、
沿
岸
一
帯
で
マ
ハ
ゼ
が
釣
れ
る
と
い
う
状
況
で
は
な
く
な
り
、
マ
ハ
ゼ
が
釣
れ
る
場
所

が
限
定
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
ハ
ゼ
釣
り
場
の
記
事
の
価
値
が
あ
が
っ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

一
九
七
六
年
か
ら
一
九
八
五
年
は
、
羽
田
周
辺
の
記
事
数
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に

は
城
南
島
、
平
和
島
、
京
浜
島
、
京
浜
運
河
、
京
浜
つ
ば
さ
公
園
な
ど
、
大
井
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
周
辺

の
釣
り
場
の
記
事
が
多
い
。
ま
た
深
川
周
り
の
記
事
数
も
再
び
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
三
号

地
（
お
台
場
）、
夢
の
島
、
若
洲
な
ど
の
埋
立
地
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
運
河
や
河
川
沿
い

に
遊
歩
道
や
公
園
が
整
備
さ
れ
る
な
ど
、
親
水
機
能
を
重
視
し
た
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
の
再
開
発

が
行
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
は
立
入
禁
止
で
一
般
の
人
が
入
れ
な
か
っ
た
場
所
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
釣
り
場
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
代
は
、
毎
年
ハ
ゼ
釣
り
の
シ
ー

ズ
ン
が
近
づ
く
と
ハ
ゼ
釣
り
場
を
紹
介
す
る
特
集
が
組
ま
れ
て
お
り
、
最
早
、
ど
こ
で
も
マ
ハ
ゼ
が

釣
れ
る
と
い
う
状
況
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
は
、
観
光
レ
ジ
ャ
ー
が
多
様
化
し

て
い
く
な
か
で
、
釣
り
は
沿
岸
住
民
に
と
っ
て
唯
一
の
娯
楽
で
は
な
く
な
り
、
陸
釣
り
に
よ
る
ハ
ゼ
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船
に
よ
る
ハ
ゼ
釣
り
の
シ
ー
ズ
ン
は

晩
夏
か
ら
初
冬
、
釣
り
場
は
浅
場
か

ら
深
場
へ
、
東
京
湾
沿
岸
で
は
正
月

に
マ
ハ
ゼ
の
甘
露
煮
を
食
べ
る
食
文

化
が
あ
り
、
十
二
月
も
釣
り
客
が
多

い

は
年
々
縮
小
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
二
）
船
釣
り
の
変
遷

　

で
は
、
次
に
東
京
湾
に
お
け
る
船
釣
り
に
よ
る
ハ
ゼ
釣
り
の
変
遷
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
船
に

よ
る
ハ
ゼ
釣
り
の
シ
ー
ズ
ン
は
晩
夏
か
ら
初
冬
に
か
け
て
で
あ
り
、
釣
り
場
は
浅
場
か
ら
深
場
へ
と

変
化
し
て
い
く
。
最
盛
期
は
数
釣
り
が
楽
し
め
る
九
～
一
〇
月
で
あ
る
が
、
東
京
湾
沿
岸
で
は
正
月

に
マ
ハ
ゼ
の
甘
露
煮
を
食
べ
る
食
文
化
が
あ
り
、
一
二
月
も
釣
り
客
が
多
い
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
。

　

東
京
都
内
湾
に
お
け
る
船
釣
り
の
釣
り
場
の
変
遷
を
図
６
に
示
し
た
。
こ
れ
は
一
九
五
六
年
、
一

九
八
六
年
、
二
〇
〇
五
年
の
航
空
写
真
を
も
と
に
遊
漁
船
業
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
作
成

し
た
も
の
で
あ
る
。一
九
六
〇
年
頃
ま
で
は
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
て
は
沿
岸
一
帯
が
釣
り
場
で
あ
り
、

晩
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、
沖
に
設
置
さ
れ
て
い
る
海
苔
養
殖
棚
の
周
辺
が
格
好
の
漁
場
と
な
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
一
九
六
二
年
の
漁
業
権
全
面
放
棄
に
よ
り
海
苔
養
殖
棚
は
撤
去
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
ま
た
そ
の
後
東
京
港
の
埋
立
て
と
航
路
開
削
に
よ
り
浅
場
が
失
わ
れ
て
い
き
、
釣
り
場
が
大
幅

に
減
少
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
は
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
て
は
朝
潮
運
河
周
辺
の
み
が
釣
り
場
と
な

り
、
晩
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
羽
田
沖
や
中
央
防
波
堤
沖
が
釣
り
場
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
一

九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
羽
田
空
港
の
再
拡
張
や
中
央
防
波
堤
外
側
埋
立
地
の
造
成
等
に
よ
っ
て
こ
れ

ら
の
釣
り
場
は
無
く
な
り
、
東
京
都
の
地
先
海
面
に
お
い
て
は
朝
潮
運
河
周
辺
の
み
と
な
り
、
釣
り

場
の
面
積
は
一
九
五
六
年
当
時
と
比
べ
る
と
一
四
分
の
一
以
下
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

図 6　東京都内湾における船釣りによるマハゼ漁場の変遷

資料：聞き取り調査による
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ハ
ゼ
釣
り
客
数
の
経
年
変
化
を
み
る

と
一
九
六
〇
年
ま
で
平
均
一
〇
〇
尾

を
割
る
年
は
少
く
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ゼ

の
「
ハ
ゼ
の
束
釣
り
」
が
実
現
さ
れ

て
い
た
。
一
九
七
〇
年
代
も
平
均
尾

数
は
維
持
さ
れ
て
い
る

　

さ
て
、
現
在
も
東
京
都
地
先
海
面
に
お
い
て
、
通
称
「
深
川
周
り
」
と
呼
ば
れ
る
埋
立
地
の
間
に

存
在
す
る
運
河
筋
や
隅
田
川
河
口
の
一
部
が
マ
ハ
ゼ
の
釣
り
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
釣

り
場
で
は
、
船
頭
が
櫓
を
操
り
客
は
和
竿
で
ハ
ゼ
を
釣
る
と
い
う
昔
な
が
ら
の
伝
統
を
守
る
船
宿
も

存
在
す
る
（
図
７
）。
こ
の
「
練
り
釣
り
」
と
呼
ば
れ
る
釣
り
は
、昭
和
三
〇
年
代
の
ハ
ゼ
釣
り
と
ま
っ

た
く
姿
を
変
え
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
差
別
化
に
よ
っ
て
古
く
か
ら
の
ハ
ゼ
釣
り
愛
好
者
を
顧
客
と

し
て
い
る
船
宿
も
あ
る
。

　

図
８
の
一
九
五
〇
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
一
日
一
人
当
た
り
の
平
均
釣
獲
尾
数
と
東
京
湾
に

お
け
る
ハ
ゼ
の
船
釣
り
客
数
の
経
年
変
化
を
見
る
と
、
一
九
六
〇
年
ま
で
は
平
均
釣
獲
尾
数
が
一
〇

〇
尾
を
割
る
年
は
少
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ゼ
の
束そ

く

釣
り
」
が
実
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
頃
に
は
年

間
約
五
〇
万
人
が
ハ
ゼ
の
船
釣
り
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
を
境
と
し
て
平
均
釣
獲
尾

数
と
船
釣
り
客
数
は
減
少
傾
向
と
な
り
、
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
は
五
〇
尾
前
後
、
年
間
約
一
〇
万

人
に
ま
で
減
少
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
平
均
釣
獲
尾
数
は
五
〇
尾
を
維
持
し
て
い
る
が
、
船

釣
り
客
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
は
一
万
人
を
割
り
込
む
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
に
は
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
東
京
都
地
先
海
面
に
お
い
て
ハ
ゼ
の
釣
り
場
は
減
少

し
て
い
た
が
、
図
８
を
見
る
と
平
均
釣
獲
尾
数
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
代
に

遊
漁
船
が
小
型
の
木
造
船
か
ら
大
型
の
Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
へ
と
替
わ
り
遠
方
の
釣
り
場
へ
も
行
く
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
な
り
、
東
京
の
遊
漁
船
業
者
は
地
先
海
面
で
は
な
く
千
葉
県
木
更
津
方
面
を
主
た
る
釣

り
場
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。

図 7　深川周りの練り釣り（現在）

資料：深川・冨士見ＨＰより引用
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遊
漁
船
が
小
型
の
木
造
船
か
ら
大
型

の
Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
に
替
わ
り
ア
ジ
、サ
バ
、

タ
チ
ウ
オ
な
ど
沖
合
を
釣
り
場
と
す

る
対
象
に
加
わ
っ
た

　

そ
し
て
、
こ
の
Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
の
登
場
は
、
マ
ハ
ゼ
の
船
釣
り
客
数
が
減
少
す
る
要
因
に
も
な
っ
て
い

る
。
遊
漁
船
が
小
型
の
木
造
船
で
あ
っ
た
時
代
（
無
動
力
船
も
多
く
存
在
し
て
い
た
）
は
、
船
宿
の

地
先
海
面
で
釣
る
こ
と
が
で
き
る
マ
ハ
ゼ
、
マ
コ
ガ
レ
イ
、
シ
ロ
ギ
ス
、
ボ
ラ
、
ス
ズ
キ
、
ク
ロ
ダ

イ
く
ら
い
に
釣
り
物
は
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
大
型
の
Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
に
替
わ
り
機
関
の
馬
力
数
も
大

き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
ア
ジ
、
サ
バ
、
タ
チ
ウ
オ
、
メ
バ
ル
、
イ
シ
モ
チ
、
タ
コ
類
、
イ
カ
類
な
ど

と
い
っ
た
沖
合
を
釣
り
場
と
す
る
釣
り
物
も
対
象
と
な
り
、
釣
り
方
も
餌
釣
り
だ
け
で
は
な
く
ル

ア
ー
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
に
よ
る
フ
ッ
コ
、
タ
チ
ウ
オ
釣
り
な
ど
、
新
た
な
船
釣
り
対
象
魚
種
も
加
わ
っ

た
。

　

図
９
は
、
東
京
湾
遊
漁
船
業
協
同
組
合
に
所
属
す
る
船
釣
り
業
者
（
現
在
一
九
業
者
）
の
対
象
種

別
年
間
釣
り
客
数
の
経
年
変
化
で
あ
る
。
年
間
の
釣
り
客
数
は
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
増
加
傾
向

と
な
り
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
は
一
五
万
人
を
超
え
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
は
減
少
に
転
じ
、

二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
は
五
万
人
を
横
ば
い
に
推
移
し
て
い
る
。
対
象
種
別
に
見
る
と
、
一
九
七
〇
年

代
に
は
中
心
的
対
象
種
で
あ
っ
た
マ
ハ
ゼ
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
減
少
傾
向
と
な
り
、
二
〇
〇

〇
年
代
に
は
全
釣
り
客
数
の
約
三
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
ま
で
に
縮
小
し
て
い
る
。
一
九
九
〇
年

代
以
降
は
、
漁
船
の
大
型
化
の
傾
向
は
よ
り
顕
著
に
な
り
、
ま
た
釣
り
人
の
趣
向
の
多
様
化
も
あ
り
、

対
象
種
が
多
様
化
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
対
象
魚
種
の
多
様
化
が
進
ん
だ
中
、
か
つ
て
は
代
表
的
な
秋
の
釣
り
物
で
あ
っ
た
マ

ハ
ゼ
は
船
宿
に
と
っ
て
も
、
ま
た
釣
り
客
に
と
っ
て
も
、
多
数
あ
る
選
択
肢
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な

図８　東京都内湾におけるマハゼの平均釣獲尾数と船釣り客数の経年変化



−　−−　−27 26

東
京
湾
の
マ
ハ
ゼ
船
釣
り
は
、
江
戸

時
代
は
金
持
ち
旦
那
衆
の
娯
楽
と
し

て
存
在
し
て
い
た
が
、
戦
後
か
ら
高

度
経
済
成
長
期
に
職
場
や
近
所
の
人

な
ど
の
大
衆
娯
楽
へ
と
変
化
し
た

く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
釣
り
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
が
二
〇
〇
〇
年

代
に
は
そ
れ
が
終
焉
し
船
釣
り
客
全
体
が
減
少
傾
向
と
な
る
な
か
で
、
ハ
ゼ
釣
り
を
す
る
船
釣
り
客

数
は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
東
京
湾
の
マ
ハ
ゼ
の
船
釣
り
は
、
江
戸
時
代
に
は
い
わ
ゆ
る
金
持
ち
旦
那
衆
の

娯
楽
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
戦
後
か
ら
高
度
経
済
成
長
期
に
は
職
場
や
近
所
の
人
な
ど
の
親
睦

の
場
と
な
り
大
衆
の
娯
楽
へ
と
変
化
し
た
も
の
の
、
埋
立
て
や
航
路
開
削
に
と
も
な
う
釣
り
場
の
減

少
や
一
九
八
〇
年
代
か
ら
は
レ
ジ
ャ
ー
が
多
様
化
す
る
な
か
で
船
釣
り
客
数
は
減
少
し
、
今
日
に
お

い
て
は
ハ
ゼ
釣
り
を
好
む
一
部
の
船
釣
り
愛
好
者
に
よ
る
趣
味
へ
と
変
化
し
て
き
た
と
い
え
る
。

　
　
　

四
．
東
京
湾
に
お
け
る
マ
ハ
ゼ
漁
業
の
変
遷

　

東
京
湾
で
は
、一
九
五
〇
年
代
ま
で
そ
の
豊
穣
の
海
を
活
か
し
て
多
様
な
漁
業
が
営
ま
れ
て
い
た
。

沿
岸
部
の
干
潟
域
で
は
、
ア
サ
リ
、
シ
オ
フ
キ
、
ハ
マ
グ
リ
、
バ
カ
ガ
イ
、
カ
キ
、
サ
ル
ボ
ウ
を
対

象
と
し
た
採
貝
や
桁
網
、
ボ
ラ
、
ス
ズ
キ
、
ク
ロ
ダ
イ
、
シ
ラ
ウ
オ
、
エ
ビ
類
を
対
象
と
し
た
刺
網
、

投
網
、
手
繰
網
、
そ
れ
に
ノ
リ
養
殖
が
営
ま
れ
て
い
た
。
沖
合
で
は
カ
レ
イ
類
、
イ
ワ
シ
類
、
ア
ナ

ゴ
、
シ
ロ
ギ
ス
、
サ
ワ
ラ
、
エ
ビ
類
な
ど
を
対
象
と
し
た
延
縄
、
手
繰
網
、
打
瀬
網
、
流
網
が
営
ま

れ
て
い
た
。
当
時
、
マ
ハ
ゼ
は
一
本
釣
り
（
九
～
一
〇
月
）、
は
え
縄
（
九
～
一
一
月
）
で
主
に
漁

獲
さ
れ
、
漁
場
が
深
く
な
る
初
冬
に
は
打
瀬
網
や
桁
網
に
も
混
獲
さ
れ
て
い
た
。

図 9　東京湾内湾における船釣りの対象魚種別釣り客数の経年変化
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一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
は
マ
ハ
ゼ

は
東
京
湾
を
代
表
す
る
魚
種
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
が
、
マ
ハ
ゼ
漁
業
の
位

置
づ
け
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
も
の
で
は

な
か
っ
た

　

こ
の
時
代
に
お
い
て
マ
ハ
ゼ
は
東
京
湾
を
代
表
す
る
漁
業
対
象
種
の
ひ
と
つ
で
は
あ
っ
た
が
、
ア

サ
リ
、
ノ
リ
、
エ
ビ
類
の
漁
獲
量
が
多
く
、
魚
類
の
な
か
で
も
ボ
ラ
、
ク
ロ
ダ
イ
、
イ
ワ
シ
類
の
漁

獲
量
が
マ
ハ
ゼ
を
上
回
っ
て
い
た
。
沿
岸
部
に
お
い
て
マ
ハ
ゼ
は
個
体
数
の
多
い
魚
種
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、効
率
的
に
大
量
に
漁
獲
す
る
方
法
が
な
い
こ
と
、さ
ら
に
沿
岸
部
に
生
活
す
る
人
々

に
と
っ
て
は
自
ら
釣
り
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
手
に
入
る
魚
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
漁
業
に

お
い
て
マ
ハ
ゼ
漁
業
の
位
置
づ
け
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
は
各
地
で
埋
立
計
画
が
策
定
さ
れ
、
ま
た
工
場
排
水
に
よ
る
漁

業
被
害
（
本
州
製
紙
江
戸
川
工
場
排
水
問
題
な
ど
）
が
あ
り
、
そ
し
て
一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
埋

立
て
や
航
路
開
削
に
よ
っ
て
漁
場
環
境
が
著
し
く
変
化
す
る
な
か
で
、
漁
業
の
多
様
性
は
失
わ
れ
て

い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
漁
場
の
生
物
多
様
性
と
生
物
生
産
性
が
損
な
わ
れ
て
い
く
一
方
で
、
一
九
六

二
年
に
は
東
京
都
海
面
に
お
け
る
漁
業
権
の
全
面
放
棄
に
よ
っ
て
漁
業
生
産
力
が
壊
滅
す
る
こ
と
に

な
り
、
東
京
湾
の
漁
業
は
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

　

こ
の
間
の
東
京
都
地
先
に
お
け
る
マ
ハ
ゼ
漁
場
の
変
遷
を
図
10
に
示
し
た
。
一
九
六
〇
年
頃
ま
で

は
船
釣
り
と
同
じ
よ
う
に
各
流
入
河
川
の
河
口
部
お
よ
び
海
苔
養
殖
棚
の
周
辺
を
中
心
に
多
く
の
漁

場
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
高
度
経
済
成
長
期
に
は
埋
立
て
と
航
路
開
削
に
よ
り
多
く
の
漁
場

が
失
わ
れ
て
い
き
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
も
羽
田
沖
を
中
心
と
し
た
残
存
漁
場
が
利
用
さ
れ
て
い
る

が
、
羽
田
空
港
や
中
央
防
波
堤
の
拡
張
に
よ
り
、
残
さ
れ
た
漁
場
が
さ
ら
に
縮
小
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
東
京
都
地
先
海
面
に
お
け
る
マ
ハ
ゼ
漁
場
の
面
積
は
、
一
九
四
六
年
当
時
と
比
べ
八
分
の
一図 10　東京都内湾におけるマハゼ漁場の変遷
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東
京
都
の
マ
ハ
ゼ
漁
獲
量
は
明
治
後

期
は
五
〇
～
八
〇
ト
ン
程
度
、
大
正

期
は
一
〇
〇
ト
ン
を
超
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
漁
業
者
全
面
放
棄
の

一
九
六
二
年
以
前
は
一
〇
〇
ト
ン
か

ら
三
〇
〇
ト
ン
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

激
減
、
二
〇
〇
三
年
に
は
五
ト
ン
に

ま
で
落
ち
込
ん
だ

以
下
に
ま
で
縮
小
し
て
い
る
。
漁
業
に
お
い
て
は
先
に
見
た
船
宿
の
よ
う
に
千
葉
方
面
に
出
漁
す
る

と
い
う
よ
う
な
対
応
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
現
在
は
羽
田
空
港
と
中
央
防
波
堤
の
拡
張
工
事

に
よ
り
こ
の
周
辺
は
漁
場
と
し
て
利
用
で
き
な
く
な
っ
て
お
り
、
江
戸
川
・
荒
川
の
河
川
下
流
部
と

運
河
が
主
た
る
漁
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

東
京
都
に
お
け
る
マ
ハ
ゼ
の
漁
獲
量
の
経
年
変
化
を
図
11
に
示
し
た
。
こ
れ
以
前
の
明
治
後
期
に

は
五
〇
～
八
〇
ト
ン
程
度
で
あ
っ
た
が
、大
正
期
に
は
一
〇
〇
ト
ン
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
漁
業
権
全
面
放
棄
の
一
九
六
二
年
以
前
は
一
〇
〇
ト
ン
か
ら
三
〇
〇
ト
ン
程
度
の
漁
獲
が
あ

る
が
、
そ
の
後
は
激
減
し
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
は
再
び
増
加
し
、
五
〇
ト
ン
を
超
え
る

が
、
そ
の
後
は
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
減
少
を
続
け
、
二
〇
〇
三
年
に
は
五
ト
ン
に
ま
で
落
ち
込

ん
で
い
る
。

　

漁
業
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
現
在
、
東
京
湾
で
マ
ハ
ゼ
漁
業
を
行
っ
て
い
る
の
は
二

〇
人
程
度
で
あ
る
。
マ
ハ
ゼ
は
刺
網
で
漁
獲
し
て
お
り
、
か
つ
て
の
主
漁
法
で
あ
る
一
本
釣
り
や
は

え
縄
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
一
一
名
中
八
名
が
六
〇
歳
以
上
で
あ
り
、
高

齢
化
も
進
ん
で
い
る
。

　

漁
業
者
に
よ
っ
て
水
揚
げ
さ
れ
た
マ
ハ
ゼ
は
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
ま
で
は
佃
煮
業
者
か
魚
屋
に

直
接
販
売
す
る
こ
と
が
多
く
、
漁
獲
の
多
い
日
に
は
市
場
へ
も
出
荷
さ
れ
て
い
た
。
毎
年
秋
に
な
る

と
沿
岸
の
魚
屋
で
マ
ハ
ゼ
は
よ
く
見
ら
れ
た
魚
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
冬
に
な
る
と
沿
岸
の
漁
師
町
は

歩
く
隙
間
も
な
い
ほ
ど
焼
き
ハ
ゼ
が
天
日
干
し
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
出
汁
に
使

図 11　東京都内湾におけるハゼ漁獲量（1947 年～ 2003 年）
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漁
業
者
に
よ
る
埋
立
な
ど
の
漁
場
改

変
に
対
す
る
抗
議
反
対
運
動
は
行
わ

れ
て
き
た
が
「
最
大
多
数
の
最
大
幸

福
」
を
満
た
す
こ
と
が
正
当
化
さ
れ

た
中
で
埋
没
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

現
在
は
漁
業
者
は
な
じ
み
の
料
亭
に

直
接
販
売
、
二
五
〇
〇
～
六
〇
〇
〇

円
／
㎏
の
値
が
付
く
と
い
う
。
マ
ハ

ゼ
の
漁
場
は
消
滅
し
、
人
と
マ
ハ
ゼ

の
関
係
も
縮
小
し
た

　
　
　

五
．
お
わ
り
に

　
　
　
　
　
　

―
人
と
マ
ハ
ゼ
の
か
か
わ
り
の
再
生
に
む
け
て
―

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
戦
後
か
ら
今
日
に
か
け
て
、
東
京
湾
は
、
そ
の
時
代
の
社
会
的
欲

求
を
満
た
す
べ
く
開
発
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
沿
岸
の
人
々
は
こ
う
し
た
開
発
行

為
を
な
す
す
べ
も
な
く
受
け
入
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
戦
後
か
ら
漁
業
権
が
全
面
放
棄
さ
れ
る

一
九
六
二
年
ま
で
は
、
漁
業
者
に
よ
る
埋
立
て
等
の
漁
場
改
変
に
対
す
る
抗
議
・
反
対
運
動
が
行
わ

れ
て
き
た
し
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
は
沿
岸
部
の
住
民
に
よ
っ
て
自
然
保
護
活
動
と
し
て
の
環
境
運

動
も
活
発
化
し
た
。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
釣
り
人
が
中
心
と
な
っ
て
有
明
北
地
区
埋
立

て
（
通
称
十
六
万
坪
）
に
対
す
る
反
対
運
動
も
行
わ
れ
た
。

　

し
か
し
、こ
う
し
た
環
境
運
動
は
、経
済
発
展
や
都
市
機
能
の
充
実
と
い
っ
た
社
会
的
欲
求
＝
「
最

大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
満
た
す
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
な
か
で
は
埋
没
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と

い
え
よ
う
。
東
京
湾
と
い
う
生
物
多
様
性
と
生
物
生
産
性
の
高
い
海
域
を
活
か
し
て
生
き
て
い
こ
う

と
す
る
沿
岸
住
民
の
欲
求
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
今
日
に
お
い
て
も
我
々
の

生
活
は
東
京
湾
な
く
し
て
は
存
立
し
え
な
い
も
の
の
、
漁
業
・
釣
り
・
食
と
い
っ
た
人
と
東
京
湾
と

の
直
接
的
な
か
か
わ
り
は
希
薄
化
し
、
東
京
湾
を
介
し
た
人
と
人
と
の
有
機
的
な
か
か
わ
り
も
希
薄

化
し
て
き
た
。

わ
れ
た
り
、
甘
露
煮
に
使
わ
れ
た
り
す
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
東
京
都
内
湾
の
沿
岸
部
で
は
、

ハ
ゼ
の
甘
露
煮
は
正
月
料
理
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
屋
形
船
を
兼
業
し
て
い
た
漁

家
は
、
予
約
が
入
る
と
そ
の
前
日
や
当
日
の
朝
に
延
縄
で
ハ
ゼ
を
漁
獲
し
、
お
客
に
出
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
当
時
、
ハ
ゼ
は
ど
こ
に
で
も
い
る
雑
多
な
魚
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
現

在
の
よ
う
に
高
級
な
天
ぷ
ら
屋
や
料
亭
な
ど
で
ハ
ゼ
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
以
降
、
東
京
湾
全
体
の
漁
獲
量
が
減
少
す
る
な
か
で
、
マ
ハ
ゼ
の

消
費
は
減
退
し
て
い
く
。
佃
煮
加
工
業
者
も
他
産
地
の
原
料
を
調
達
す
る
よ
う
に
な
り
、
マ
ハ
ゼ
は

漁
獲
量
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
マ
ハ
ゼ
が
売
ら
れ
て
い
た

よ
う
な
沿
岸
部
の
魚
屋
も
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
現
在
は
、
漁
業
者
は
、
な
じ
み
の
料
亭
な
ど
に

直
接
販
売
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
二
五
〇
〇
～
六
〇
〇
〇
円
／
㎏
の
値
が
付
く
と
い
う
。
東
京

湾
沿
岸
の
人
々
に
と
っ
て
、
か
つ
て
は
安
価
で
手
に
入
る
馴
染
み
の
魚
で
あ
っ
た
マ
ハ
ゼ
は
、
一
般

の
人
に
は
簡
単
に
手
に
入
ら
な
い
高
価
な
魚
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
後
か
ら
今
日
に
か
け
て
、
埋
め
立
て
等
に
よ
っ
て
マ
ハ
ゼ
漁
場
の
多
く
は
消

失
し
、
東
京
湾
と
い
う
豊
穣
の
海
を
存
立
基
盤
と
し
て
い
た
漁
業
も
壊
滅
的
な
状
態
と
な
り
、
人
と

マ
ハ
ゼ
の
関
係
は
縮
小
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
人
と
マ
ハ
ゼ
の
か
か
わ
り
の
縮
小
は
、
マ

ハ
ゼ
を
介
し
た
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
も
縮
小
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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こ
う
し
た
「
東
京
湾
再
生
」
の
流
れ

の
中
で
、
二
〇
〇
八
年
に
は
マ
ハ
ゼ

の
再
生
を
目
標
と
す
る「
江
戸
前（
ハ

ゼ
）
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
始
っ

て
い
る
。
東
京
水
産
振
興
会
、
国
土

技
術
政
策
総
合
研
究
所
の
研
究
者
を

事
務
局
と
し
て
い
る

地
球
環
境
問
題
に
関
す
る
社
会
的
関

心
が
高
ま
る
中
で
「
東
京
湾
再
生
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
な
さ
れ
て
い
る

岸
生
態
系
創
出
の
更
な
る
推
進
」
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
「
東
京
湾
再
生
」
の
流
れ
の
な
か
で
、
二
〇
〇
八
年
に
は
、
マ
ハ
ゼ
の
再
生
を

目
標
と
す
る
「
江
戸
前
（
ハ
ゼ
）
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
始
ま
っ
て
い
る
。
構
成
メ
ン
バ
ー
は
、

㈶
東
京
水
産
振
興
会
と
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
の
研
究
者
を
事
務
局
と
し
て
、
行
政
、
研
究
者
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
い
っ
た
多
様
な
関
係
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
著
者
の
工
藤
も
メ
ン
バ
ー
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、ハ
ゼ
の
復
活
を
目
標
に
し
て
、一
．
ハ
ゼ
の
棲
み
処
さ
が
し
、二
．

再
生
の
戦
略
検
討
、
三
．
ハ
ゼ
の
棲
み
処
づ
く
り
と
い
う
三
つ
の
具
体
的
な
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
ま
だ
、全
て
の
取
り
組
み
を
実
施
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、「
ハ
ゼ
の
棲
み
処
さ
が
し
」

と
し
て
市
民
参
加
に
よ
る
釣
り
大
会
が
開
催
さ
れ
た
り
、
稚
魚
調
査
や
巣
穴
調
査
な
ど
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
は
、
マ
ハ
ゼ
の
生
息
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
よ
う
な
乱
開
発
に
は

歯
止
め
が
か
か
る
方
向
に
あ
り
、
極
め
て
部
分
的
で
は
あ
る
が
そ
れ
を
改
善
す
る
よ
う
な
取
り
組
み

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
東
京
湾
へ
の
社
会
的
欲
求
が
経
済
発
展
か

ら
環
境
保
全
へ
と
重
心
を
変
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ

ま
で
の
東
京
湾
に
対
す
る
社
会
的
欲
求
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
そ
の
う
え
で
さ
ら
に
環
境
保
全
と
い

う
新
し
い
社
会
的
欲
求
を
満
た
す
べ
く
東
京
湾
を
改
変
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
何
故
こ
の
時
代
に
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
原
動
力
は
如

何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
行
き
過
ぎ
た
開

　

東
京
湾
と
の
か
か
わ
り
が
希
薄
化
す
れ
ば
、
東
京
湾
の
自
然
環
境
を
維
持
・
改
善
し
て
い
こ
う
と

す
る
原
動
力
は
失
わ
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
今
日
、
地
球
環
境
問
題
に
対
す
る
社

会
的
関
心
が
高
ま
る
中
で
、「
東
京
湾
再
生
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
た
様
々
な
取
り
組
み
が
官
・
民
・

学
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
連
携
・
恊
働
に
よ
っ
て
活
発
化
し
て
い
る
。

　

二
〇
〇
二
年
に
は
、
関
係
省
庁
と
七
都
県
市
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
す
る
東
京
湾
再
生
推
進
会
議
が

設
立
さ
れ
、
二
〇
〇
三
年
に
は
「
東
京
湾
再
生
の
た
め
の
行
動
計
画
」
が
策
定
さ
れ
た
。
こ
の
計
画

は
、「
生
態
系
を
回
復
し
、
多
く
の
生
物
が
棲
み
や
す
い
水
環
境
と
な
る
よ
う
、
環
境
の
保
全
・
再
生
・

創
造
を
図
り
、
自
然
と
共
生
し
た
首
都
圏
に
ふ
さ
わ
し
い
東
京
湾
を
目
指
す
」
こ
と
を
目
的
に
、「
快

適
に
水
遊
び
が
で
き
、
多
く
の
生
物
が
生
息
す
る
、
親
し
み
や
す
く
美
し
い
「
海
」
を
取
り
戻
し
、

首
都
圏
に
ふ
さ
わ
し
い
「
東
京
湾
」
を
創
出
す
る
」
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
目
標
達

成
の
た
め
、
一
．
陸
域
負
荷
削
減
策
の
推
進
、
二
．
海
域
に
お
け
る
環
境
改
善
対
策
の
促
進
、
三
．

東
京
湾
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
い
う
三
つ
の
施
策
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
マ
ハ
ゼ
に
関

係
す
る
部
と
し
て
は
、
二
．
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
に
「
海
域
の
浄
化
能
力
の
向
上
」
が
あ
り
、「
干

潟
・
浅
場
・
海
浜
・
磯
場
を
保
全
・
再
生
・
創
造
す
る
と
と
も
に
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
相
互
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
化
を
図
る
」
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
「
第
二
回
中
間
評

価
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
の
六
年
間
に
お
い
て
、
人
工
海
浜
等
を
造

成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
東
京
湾
全
体
で
高
度
経
済
成
長
期
以
降
に
失
わ
れ
た
干
潟
・
藻
場
の
面
積

の
一
割
（
二
八
ha
）
の
う
ち
、約
二
〇
％
を
回
復
」
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、今
後
も
「
沿
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東
京
湾
再
生
の
意
義
は
、
自
然
を
再

生
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
人
と
自
然

と
の
か
か
わ
り
、
ひ
い
て
は
人
と
人

と
の
か
か
わ
り
の
再
生
に
あ
る
と
思

わ
れ
る

・
㈱
週
刊
つ
り
ニ
ュ
ー
ス
（
一
九
七
二
～
二
〇
〇
五
）
週
刊
つ
り
ニ
ュ
ー
ス
．

・
水
産
庁
漁
場
資
源
課
（
二
〇
〇
五
）
東
京
湾
再
生
検
討
委
員
会
報
告
書
．

・T
akizaw

a, K
, H

. M
urata, M

. Ikaw
a, M

. N
akam

ura, and T
. N

akam
oto

（1994
）O

n the 

diet of yellow
fin goby ( A

canthogobius flavim
anus) of a m

ud flat area at the m
outh of 

the K
utanabe-gaw

a brook, Y
am

aguchi. J. Shim
onoseki U

niv. Fisheries, 42(3), 137-

146

．

・
㈱
つ
り
人
社
（
一
九
四
六
～
二
〇
〇
五
）
月
刊
つ
り
人
．

・
東
京
都
港
湾
局
（
二
〇
〇
三
）
東
京
港
の
埋
立
事
業
の
変
遷
と
新
海
面
処
分
場
計
画
に
つ
い
て
．

・
東
京
都
水
産
試
験
場
（
一
九
八
五
）
昭
和
五
五
～
五
八
年
度
東
京
都
内
湾
生
息
環
境
調
査
報
告
書

―
東
京
湾
奥
部
に
お
け
る
マ
ハ
ゼ
の
産
卵
生
態
に
つ
い
て
―
，
都
水
試
出
版
物
，
三
三
七
，
一
―

六
五
．

・
東
京
都
内
湾
漁
業
興
亡
史
刊
行
会
（
一
九
七
一
）
東
京
都
内
湾
漁
業
興
亡
史
．

・
東
京
湾
再
生
推
進
会
議
（
二
〇
〇
三
）
東
京
湾
再
生
の
た
め
の
行
動
計
画
（
最
終
と
り
ま
と
め
）．

・
東
京
湾
遊
漁
船
業
協
同
組
合
（
一
九
七
七
～
二
〇
〇
四
）
東
京
湾
に
お
け
る
船
利
用
客
数
調
査
．

・
永
田
一
脩
（
一
九
八
七
）
江
戸
時
代
か
ら
の
釣
り
，
新
日
本
出
版
．

・
日
本
科
学
者
会
議
（
一
九
七
九
）
東
京
湾
，
大
月
書
店
．

・
沼
田
眞
、
風
呂
田
利
夫
他
（
一
九
九
七
）
東
京
湾
の
生
物
誌
，
築
地
書
館
．

・
檜
山
義
夫
（
一
九
六
九
）
釣
り
の
科
学
，
岩
波
新
書
．

発
へ
の
反
省
」
や
「
地
球
環
境
問
題
の
深
刻
化
」
に
よ
っ
て
国
民
の
環
境
に
対
す
る
関
心
が
大
き
く

な
っ
て
い
る
こ
と
が
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
認
識
の
み
で

は
、
我
々
に
と
っ
て
望
ま
し
い
東
京
湾
の
姿
を
描
く
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。

　

東
京
湾
の
自
然
と
の
直
接
的
な
か
か
わ
り
が
希
薄
化
し
、
ま
た
東
京
湾
を
介
し
た
人
と
人
と
の
有

機
的
な
か
か
わ
り
が
希
薄
化
し
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
「
東
京
湾
再
生
」
の
意
義
は
、
自
然
を
再
生

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
人
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
の
再
生
、
ひ
い
て
は
人
と
人
と
の

か
か
わ
り
の
再
生
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
「
東
京
湾
再
生
」
へ
と
向
か
わ
し
め
る
原
動

力
と
真
の
理
念
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

文
献

・
加
納
光
樹
、
小
池
哲
、
河
野
博
（
二
〇
〇
〇
）
東
京
湾
内
湾
の
干
潟
域
の
魚
類
相
と
そ
の
多
様
性
，

魚
類
学
雑
誌
，
四
七
（
二
），
一
一
五
―
一
二
九
．

・
桑
原
連
、
竹
内
博
治
（
一
九
八
七
）
生
活
史
か
ら
見
た
マ
ハ
ゼ
の
環
境
保
全
，
横
浜
市
立
大
学
総

合
研
究
第
四
号
．

・
柵
瀬
信
夫
（
一
九
九
七
）
二
つ
の
海
浜
公
園
の
特
性
に
つ
い
て
，
経
済
と
貿
易
（
一
七
四
号
）．

・
清
水
誠
（
一
九
八
四
）
東
京
湾
の
魚
介
類
（
一
）
昭
和
三
〇
年
代
の
生
物
相
，
海
洋
と
生
物
，
三

〇
（V

ol.6-N
o.1

）
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・
檜
山
義
夫
（
一
九
八
二
）
魚
釣
る
こ
こ
ろ
―
釣
り
の
論
評
，
東
京
書
籍
．

・
檜
山
義
夫
、
宝
月
欣
二
、
佐
伯
有
常
、
中
村
亀
太
郎
、
三
田
豊
一
、
古
井
戸
良
雄
、
戸
田
雄
平
、

大
内
茂
（
一
九
七
三
）
東
京
湾
ハ
ゼ
不
漁
原
因
研
究
会
報
告
書
．

・
藤
井
克
彦
（
二
〇
〇
四
）
江
戸
前
の
素
顔
，
つ
り
人
社
．

・
吉
田
英
雄
（
一
九
四
九
）
東
京
近
郊
ハ
ゼ
釣
場
，
月
刊
つ
り
人
，
一
九
四
九
年
九
月
号
．

・
吉
野
暢
之
（
二
〇
〇
五
）
東
京
湾
に
お
け
る
マ
ハ
ゼ
利
用
の
社
会
史
，
東
京
海
洋
大
学
修
士
学
位

論
文
．

・
若
林
敬
子
（
二
〇
〇
〇
）
東
京
湾
の
環
境
問
題
史
，
有
斐
閣
．

資料１：永田一脩（1987）江戸時代からの釣り，新日本出版より
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資料２：東京都内湾漁業興亡史刊行会（1971）東京都内湾漁業興亡史．


