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■
生
態
的
に
必
然
な
捕
鯨

　
日
本
は
ア
ジ
ア
大
陸
の
北
東
部
に
位
置
す
る
島
嶼
国

家
で
あ
る
。暖
流
と
寒
流
に
あ
ら
わ
れ
る
日
本
列
島
周
辺

海
域
は
、豊
富
な
水
産
資
源
に
恵
ま
れ
て
も
い
る
。鯨
類

資
源
も
例
外
で
は
な
い
。地
球
上
に
存
在
す
る
85
種
の
う

ち
、そ
の
半
数
ち
か
い
40
種
が
列
島
周
辺
を
回
遊
し
て
い

る
。そ
ん
な
日
本
列
島
の
住
民
が
鯨
類
を
利
用
し
て
き
た

の
は
、故
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。た
と
え
ば
、石
川
県

の
真
脇
遺
跡
か
ら
は
、お
よ
そ
6
0
0
0
年
前
と
考
え
ら
れ

る
縄
文
前
期
の
地
層
か
ら
2
8
6
体
の
イ
ル
カ
類
が
発

掘
さ
れ
て
い
る
。そ
の
う
ち
カ
マ
イ
ル
カ
が
56
％
、マ
イ

ル
カ
が
35
％
と
い
う
よ
う
に
特
定
の
鯨
種
に
集
中
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、そ
れ
ら
は
偶
発
的
に
捕
獲
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、季
節
的
に
回
遊
し
て
く
る
も
の
を
組
織
的
に
捕

獲
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。［1］

　
海
峡
の
対
面
は
ど
う
か
？
　
新
石
器
時
代
の
朝
鮮
半

島
で
も
捕
鯨
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。半
島

東
南
部
の
蔚
山
市
盤
亀
台
の
岩
刻
画
は
、真
脇
遺
跡
と
ほ

ぼ
同
時
代
の
も
の
で
あ
る
。わ
た
し
自
身
は
未
見
で
は
あ

る
が
、シ
ャ
チ
や
コ
ク
ク
ジ
ラ
を
は
じ
め
、集
団
で
捕
鯨

し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

［2］
し
か
し
、そ

れ
以
降
、朝
鮮
半
島
沿
岸
域
に
お
け
る
捕
鯨
活
動
は
、近

代
捕
鯨
法
が
導
入
さ
れ
る
19
世
紀
末
以
降
ま
で
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
。

［3］
商
業
捕
鯨
の
一
時
停
止
が
発
効
し
た

1
9
8
5
年
を
最
後
に
商
業
捕
鯨
か
ら
撤
退
し
た
韓
国

だ
が
、毎
年
80
頭
前
後
の
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
が
混
獲
さ
れ
、

蔚
山
な
ど
で
消
費
さ
れ
て
い
る
。［4］

こ
う
し
た
韓
国
の
捕
鯨
を
消
極
的
な
も
の
と
す
る
な
ら

ば
、東
ア
ジ
ア
で
積
極
的
に
捕
鯨
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の

は
日
本
だ
け
と
な
る
。し
か
し
、だ
か
ら
と
い
っ
て「
鯨
食

を
日
本
の
伝
統
」と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
で
あ
り

た
い
。以
下
、本
稿
で
は
、近
代
捕
鯨
と
皮
脂
利
用
に
着
目

し
て
鯨
食
文
化
の
地
域
性
と
多
様
性
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。

■
近
代
捕
鯨
の
ま
え
と
あ
と

　
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期（
1
9
2
0
年
代
）に
台
所

を
預
か
っ
て
い
た
全
国
の
女
性
5
0
0
0
人
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
貴
重
な
資
料
が
あ
る
。農
山
漁
村
文
化
協
会

に
よ
る『
日
本
の
食
生
活
』全
50
巻
が
そ
れ
で
あ
る
。都
道

府
県
ご
と
に
生
業
や
文
化
的
な
ま
と
ま
り
に
よ
っ
て
４

〜
10
地
域
に
わ
け
、正
月
や
祭
り
な
ど
の
ハ
レ
の
料
理
と

日
常
食
に
つ
い
て
聞
き
書
い
た
も
の
だ
。

　
は
た
し
て
鯨
料
理
は
22
都
道
府
県
に
登
場
す
る
。品
数

の
多
い
順
に
佐
賀
県
21
、山
口
県
15
、福
岡
県
13
、長
崎
県

と
和
歌
山
県
11
と
な
る
。

［5］
和
歌
山
県
は
、い
わ
ず
と
知

れ
た
古
式
捕
鯨
発
祥
の
地
で
あ
る
太
地
を
擁
し
て
い
る

の
で
不
思
議
は
な
い
。そ
れ
以
外
の
４
県
は
、江
戸
時
代

に
西
海
捕
鯨
と
し
て
知
ら
れ
た
捕
鯨
地
域
で
あ
る
。

　
現
在
は
、ど
う
か
？
　
調
査
捕
鯨
に
も
ち
い
ら
れ
る
捕

鯨
船
団
を
提
供
す
る
共
同
船
舶
が
2
0
0
8
年
に
試
算

し
た
推
定
値
に
よ
る
と
、年
間
ひ
と
り
あ
た
り
の
鯨
肉
消

費
量
は
、長
崎
県
の
1
9
7
グ
ラ
ム
を
筆
頭
に
、佐
賀
県

1
6
8
グ
ラ
ム
、宮
城
県
1
4
8
グ
ラ
ム
、山
口
県

1
3
3
グ
ラ
ム
、福
岡
県
1
2
0
グ
ラ
ム
と
つ
づ
く
。い

ず
れ
も
調
査
時
の
全
国
平
均
42
グ
ラ
ム
の
３
〜
４
倍
で

あ
る
。［6］

　
順
位
の
変
動
こ
そ
あ
る
も
の
の
、一
見
、『
日
本
の
食
生

活
』の
デ
ー
タ
と
大
差
な
い
よ
う
に
み
え
る
。し
か
し
、こ

の
小
さ
な
相
違
点
に
こ
そ
、日
本
の
捕
鯨
史
を
理
解
す
る

鍵
が
潜
ん
で
い
る
。そ
れ
は
近
代
捕
鯨
の
定
着
で
あ
る
。

日
本
に
近
代
捕
鯨
が
定
着
し
た
の
は
1
9
0
6
年
、宮
城

県
の
鮎
川
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。［7］
鮎
川
に
近
代
捕
鯨
の

白
羽
の
矢
が
た
っ
た
の
は
、欧
米
の
捕
鯨
者
た
ち
に

「
ジ
ャ
パ
ン
・
グ
ラ
ン
ド
」と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
、金
華

山
沖
漁
場
に
鮎
川
が
接
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。鮎
川

の
拡
大
は
、1
8
8
8（
明
治
21
）年
に
67
戸
だ
っ
た
寒
村

が
、わ
ず
か

23
年
後
の
1
9
1
1（
明
治
44
）年
に
は

1
4
9
戸
に
ふ
く
れ
あ
が
る
ほ
ど
の
勢
い
だ
っ
た
。［8］
近

代
捕
鯨
が
は
じ
ま
っ
て
５
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。そ
の

頃
、全
国
で
12
社
あ
っ
た
大
手
捕
鯨
会
社
の
う
ち
、９
社

が
鮎
川
周
辺
に
存
在
す
る
ほ
ど
の
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た
。［9］

以
来
、商
業
捕
鯨
時
代
に
は
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
や
マ
ッ
コ
ウ

ク
ジ
ラ
、現
在
は
I
W
C
管
轄
外
の
ツ
チ
ク
ジ
ラ
と
調
査

捕
鯨
の
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
が
水
揚
げ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

太
地
同
様
、鮎
川
は「
鯨
の
ま
ち
」で
あ
る
。

　
そ
ん
な
鮎
川
を
擁
す
る
宮
城
県
が『
日
本
の
食
生
活
』

で
の
存
在
感
が
薄
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
？
　
そ
れ
は
調

査
の
性
質
に
由
来
す
る
。聞
き
書
き
が
対
象
と
し
た

1
9
2
0
年
代
は
、近
代
捕
鯨
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
、わ

ず
か

10
数
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た（
聞
き
書
き
自
体
は

1
9
8
0
年
代
に
実
施
さ
れ
た
）。だ
か
ら
、宮
城
県
が
上

位
５
県
に
は
い
っ
て
い
な
く
と
も
不
思
議
は
な
い
。む
し

ろ
、興
味
深
い
の
は
、『
宮
城
の
食
事
』に
は
、農
作
業
の
弁

当
と
し
て
の「
ひ
つ
こ
飯
」し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。木
製
の
容
器（
ひ
つ
こ
）に
麦
飯
を
詰
め
、そ

の
上
に
焼
い
た
塩
鯨
を
載
せ
、漬
物
を
添
え
た
も
の
だ
。

［10］
地
理
的
に
も
っ
と
も
鮎
川
に
ち
か
い
調
査
地
は
、と
も

に
2
0
0
5
年
に
石
巻
市
に
編
入
さ
れ
た
旧
雄
勝
町
で

あ
る
。海
藻
を
ふ
く
む
豊
富
な
魚
介
類
が
紹
介
さ
れ
る
一

方
で
、ク
ジ
ラ
は
で
て
こ
な
い
。調
査
者
が
聞
き
も
ら
し

た
可
能
性
も
あ
る
と
は
い
え
、想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ

ば
、つ
ぎ
の
よ
う
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。鮎
川
に

お
け
る
捕
鯨
シ
ー
ズ
ン
は
夏
期
で
あ
っ
た
。当
時
は
、冷

蔵
も
冷
凍
も
十
分
で
は
な
く
、ほ
と
ん
ど
の
鯨
肉
は
塩
漬

け
さ
れ
る
か
、缶
詰
に
加
工
さ
れ
て
い
た
。食
用
加
工
の

許
容
量
を
超
え
た
分
は
、肥
料
用
と
さ
れ
た
。道
路
も
整

備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
、新
参
の
食
材
は
隣
接
地
域

に
流
通
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た･･････

　
ど
う
だ
ろ
う
？
　
食
文
化
の
保
守
性
が
わ
か
る
と
い

う
も
の
だ
。同
時
に
、宮
城
県
の
事
例
か
ら
は
、鯨
肉
が
広

域
に
定
着
す
る
ま
で
に
1
0
0
年
以
上
を
要
し
た
こ
と

も
察
せ
ら
れ
る
。む
ろ
ん
、か
つ
て
の
西
海
捕
鯨
地
域
で

も
、調
査
時
点
で
は
近
代
捕
鯨
へ
の
転
換
が
お
わ
っ
て
い

た
。こ
う
し
た
地
域
で
は
、捕
鯨
方
法
が
か
わ
っ
て
も
、鯨

肉
の
利
用
法
に
は
、そ
れ
ほ
ど
の
変
化
が
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。む
し
ろ
、供
給
量
の
増
加
に
対
応
し
て
消
費
量

も
増
え
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。そ
の
こ
と
が
、現
在
ま

で
に
い
た
る
伝
統
的
な
鯨
食
地
域
と
し
て
の
位
置
を
強
固

な
も
の
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

■
く
じ
ら
出
汁
？

　
捕
鯨
関
係
者
を
訪
ね
て
全
国
を
歩
い
て
い
て
、気
づ
い

た
こ
と
が
あ
る
。地
方
に
よ
っ
て「
塩
鯨
」が
、こ
と
な
る

食
材
を
指
し
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。九
州
北
部
の
塩
鯨

は
、生
食
に
不
向
き
な
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
な
ど
の
ハ
ク
ジ

ラ
類
の
赤
肉
の
塩
漬
け
で
あ
る
。か
つ
て
高
温
・
高
湿
度

の
炭
鉱
で
働
く
人
び
と
の
弁
当
は
、塩
鯨
と
決
ま
っ
て
い

た
。当
時
は
カ
ラ
カ
ラ
で
水
分
が
な
い
ほ
ど
に
塩
漬
け
さ

れ
て
い
た
ら
し
い
が
、い
ま
で
は
手
で
曲
げ
る
こ
と
が
で

き
る
ぐ
ら
い
に
ソ
フ
ト
化
し
て
い
る
。少
量
を
細
か
く
ち

ぎ
っ
て
頂
く
お
茶
漬
け
は
、呑
ん
だ
あ
と
の
〆
に
ぴ
っ
た

り
だ
。

　
他
方
、東
北
か
ら
北
海
道
南
部
で
い
う
塩
鯨
は
、皮
つ

き
の
脂
肪
で
あ
る
。そ
の
出
汁
で
鯨
汁
を
つ
く
る
の
だ
。

『
日
本
の
食
生
活
』で
鯨
汁
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、北

海
道
、青
森
県
、山
形
県
、福
島
県
、新
潟
県
、福
井
県
、鳥

取
県
、島
根
県
の
８
道
県
で
あ
る
。［5］
福
島
県
以
外
は
、い

ず
れ
も
日
本
海
に
面
し
て
い
る
。函
館
周
辺
で
は
正
月
料

理
の
定
番
と
さ
れ
る
一
方
、東
北
か
ら
山
陰
に
か
け
て
の

日
本
海
側
で
は
農
繁
期
に
必
須
な
滋
養
供
給
源
と
さ
れ

て
い
る
。さ
し
ず
め
ウ
ナ
ギ
が
普
及
す
る
以
前
の
、「
土
用

の
鯨
」と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。事
実
、『
福
井
の
食

事
』に
は
、「
土
用
に
は
、な
す
と
く
じ
ら
の
脂
身
を
い
れ

た
く
じ
ら
汁
を
食
べ
る
」と
あ
る
。

［11］
鯨
汁
の
本
場
は
新

潟
県
と
山
形
県
だ
と
は
聞
く
も
の
の
、わ
た
し
が
食
す
機

会
を
え
た
の
は
秋
田
県
で
あ
っ
た
。2
.
5
セ
ン
チ
丈
に

切
っ
た
ミ
ズ
と
い
う
山
菜
と
ナ
ス
が
主
要
な
具
材
の
シ

ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
。だ
が
、味
噌
仕
立
て
の
濃
厚

な
ス
ー
プ
と
ミ
ズ
の
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
と
し
た
歯
ご
た
え
、

ナ
ス
の
サ
ク
サ
ク
し
た
食
感
が
妙
に
し
っ
く
り
く
る
一

杯
で
あ
っ
た
。

　
と
、自
身
の
経
験
か
ら
、塩
肉
と
塩
脂
の
ち
が
い
を
愉

快
が
っ
て
い
た
。そ
の
背
景
に
は
、「
鯨
食
文
化
の
中
心
は

九
州
北
部
・
山
口
だ
」と
の
先
入
観
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。も
っ
と
も
西
海
捕
鯨
の
継
承
地
で
皮
脂
が

忌
避
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。皮
や
脂
肪
、内
臓
な

ど
は
白
手
物
と
総
称
さ
れ
、む
し
ろ
珍
重
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
で
は
薄
く
切
っ
た
皮
脂
を
赤
身
肉
と
一

緒
に
刺
身
で
食
べ
る
。皮
の
甘
さ
と
歯
ご
た
え
が
、し
っ

と
り
し
た
赤
身
肉
の
食
感
と
共
鳴
す
る
の
だ
。皮
と
赤
身

を
海
苔
で
ま
い
て
食
べ
る
人
も
い
る
。磯
の
香
り
が
ま
た

格
別
で
あ
る
。だ
か
ら
、貴
重
な
鯨
皮
を
出
汁
に
つ
か
う

な
ん
て
想
像
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
わ
け
だ
。第
一
、こ

の
あ
た
り
に
は
、あ
ご（
ト
ビ
ウ
オ
）出
汁
と
い
う
優
れ
も

の
も
あ
る（
あ
ご
出
汁
ラ
ー
メ
ン
は
、わ
た
し
の
好
物
の

ひ
と
つ
だ
）。

　
と
こ
ろ
が
、『
日
本
の
食
生
活
』は
、西
海
地
域
で
も
、皮

と
脂
を
出
汁
に
も
ち
い
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

「
皮
く
じ
ら
は
塩
も
の
で
、大
き
い
の
を
一
本
ま
と
め
て

買
う
。こ
れ
を
切
る
と
手
が
べ
と
べ
と
す
る
が
、煮
つ
け

の
味
だ
し
に
お
い
し
い
」［12］
と
い
っ
た
記
述
が
少
な
く
な

い
の
で
あ
る
。

　
食
は
保
守
的
で
あ
る
。同
時
に
、文
化
で
あ
る
以
上
、う

つ
ろ
い
は
必
定
で
も
あ
る
。皮
に
し
ろ
、赤
身
に
し
ろ
、刺

身
で
食
べ
る
こ
と
が
普
及
し
た
の
は
、コ
ー
ル
ド
チ
ェ
ー

ン
が
発
達
し
て
か
ら
の
、わ
ず
か
50
〜
60
年
間
の
こ
と
に

す
ぎ
な
い
は
ず
だ
。そ
れ
以
前
、ク
ジ
ラ
の
皮
脂
は
、旬
の

野
菜
を
美
味
し
く
食
べ
る
た
め
の
必
須
ア
イ
テ
ム
だ
っ

た
わ
け
だ
。そ
れ
が
東
北
で
は
汁
物
へ
、九
州
で
は
煮
物

へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。あ
ら

た
め
て
ク
ジ
ラ
の
偉
大
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

■
日
本
料
理
の
多
様
性

　
日
本
料
理
の
出
汁
の
基
本
は
コ
ン
ブ
、カ
ツ
オ
、シ
イ

タ
ケ
だ
と
さ
れ
る
。地
方
に
は
、ア
ゴ
だ
し
の
よ
う
な
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊
富
で
あ
る
。奈
良
時
代
以
降
、獣
肉

が
忌
避
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、獣
脂
の
利
用
は
、マ
イ

ナ
ー
な
位
置
づ
け
し
か
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
。だ
が
、

今
日
的
感
覚
で
日
本
料
理
を
規
定
し
、そ
の
線
に
沿
っ
て

洗
練
さ
せ
て
い
く
こ
と
自
体
が
、逆
説
的
に
日
本
料
理
の

多
様
性
を
削
ぎ
、日
本
料
理
の
可
能
性
を
閉
じ
て
し
ま
い

か
ね
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
　
か
つ
て
の
日
常
食

が
、い
ま
や
贅
沢
な
も
の
へ
と
転
換
し
て
し
ま
い
か
ね
な

い
飽
食
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、日
本
列
島
の
恵
み
の
多
様
性

を
い
ま
い
ち
ど
評
価
し
て
み
た
い
。そ
の
た
め
に
、い
た

ず
ら
に
鯨
食
文
化
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
化
を
も
と
め
る
の
で

は
な
く
、ロ
ー
カ
ル
に
徹
し
た
鯨
食
文
化
を
掘
り
起
こ
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　１
真
脇
遺
跡
縄
文
館
、n

.d
.

、「
イ
ル
カ
漁
の
ム
ラ
」

http://w
w

w
.m

aw
akiiseki.jp/dolphin.htm
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典

I
素
材
編
』、日
本
の
食
生
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山
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村
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協
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６
共
同
船
舶
株
式
会
社
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成
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副
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府
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推
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７
東
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捕
鯨
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鯨
誌
』、マ
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株
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會
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0
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本
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の
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威
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』、東
洋
捕
鯨
株
式
會
社
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８
牡
鹿
町
誌
編
纂
委
員
会
編
、1
9
8
8
、『
牡
鹿
町
誌
　
上
巻
』、牡

鹿
町
、1
2
9
頁

９
牡
鹿
町
誌
編
纂
委
員
会
編
、2
0
0
5
、『
牡
鹿
町
誌
　
中
巻
』、牡

鹿
町
、2
1
7-

2
2
4
頁
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10
日
本
の
食
生
活
全
集
宮
城
編
集
委
員
会
編
、1
9
9
0
、『
聞
き
書

　
宮
城
の
食
事
』、日
本
の
食
生
活
全
集
４
、農
山
漁
村
文
化
協
会
、

25
頁
。

11
日
本
の
食
生
活
全
集
福
井
編
集
委
員
会
編
、1
9
8
7
、『
聞
き
書

　
福
井
の
食
事
』、日
本
の
食
生
活
全
集
18
、農
山
漁
村
文
化
協
会
、

94
頁
。

12
　
日
本
の
食
生
活
全
集
福
岡
編
集
委
員
会
編
、1
9
8
7
、『
聞
き

書
　
福
岡
の
食
事
』、日
本
の
食
生
活
全
集
40
、農
山
漁
村
文
化
協

会
、2
3
8
頁
。

■
生
態
的
に
必
然
な
捕
鯨

　
日
本
は
ア
ジ
ア
大
陸
の
北
東
部
に
位
置
す
る
島
嶼
国

家
で
あ
る
。暖
流
と
寒
流
に
あ
ら
わ
れ
る
日
本
列
島
周
辺

海
域
は
、豊
富
な
水
産
資
源
に
恵
ま
れ
て
も
い
る
。鯨
類

資
源
も
例
外
で
は
な
い
。地
球
上
に
存
在
す
る
85
種
の
う

ち
、そ
の
半
数
ち
か
い
40
種
が
列
島
周
辺
を
回
遊
し
て
い

る
。そ
ん
な
日
本
列
島
の
住
民
が
鯨
類
を
利
用
し
て
き
た

の
は
、故
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。た
と
え
ば
、石
川
県

の
真
脇
遺
跡
か
ら
は
、お
よ
そ
6
0
0
0
年
前
と
考
え
ら
れ

る
縄
文
前
期
の
地
層
か
ら
2
8
6
体
の
イ
ル
カ
類
が
発

掘
さ
れ
て
い
る
。そ
の
う
ち
カ
マ
イ
ル
カ
が
56
％
、マ
イ

ル
カ
が
35
％
と
い
う
よ
う
に
特
定
の
鯨
種
に
集
中
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、そ
れ
ら
は
偶
発
的
に
捕
獲
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、季
節
的
に
回
遊
し
て
く
る
も
の
を
組
織
的
に
捕

獲
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。［1］

　
海
峡
の
対
面
は
ど
う
か
？
　
新
石
器
時
代
の
朝
鮮
半

島
で
も
捕
鯨
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。半
島

東
南
部
の
蔚
山
市
盤
亀
台
の
岩
刻
画
は
、真
脇
遺
跡
と
ほ

ぼ
同
時
代
の
も
の
で
あ
る
。わ
た
し
自
身
は
未
見
で
は
あ

る
が
、シ
ャ
チ
や
コ
ク
ク
ジ
ラ
を
は
じ
め
、集
団
で
捕
鯨

し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

［2］
し
か
し
、そ

れ
以
降
、朝
鮮
半
島
沿
岸
域
に
お
け
る
捕
鯨
活
動
は
、近

代
捕
鯨
法
が
導
入
さ
れ
る
19
世
紀
末
以
降
ま
で
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
。

［3］
商
業
捕
鯨
の
一
時
停
止
が
発
効
し
た

1
9
8
5
年
を
最
後
に
商
業
捕
鯨
か
ら
撤
退
し
た
韓
国

だ
が
、毎
年
80
頭
前
後
の
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
が
混
獲
さ
れ
、

蔚
山
な
ど
で
消
費
さ
れ
て
い
る
。［4］

こ
う
し
た
韓
国
の
捕
鯨
を
消
極
的
な
も
の
と
す
る
な
ら

ば
、東
ア
ジ
ア
で
積
極
的
に
捕
鯨
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の

は
日
本
だ
け
と
な
る
。し
か
し
、だ
か
ら
と
い
っ
て「
鯨
食

を
日
本
の
伝
統
」と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
で
あ
り

た
い
。以
下
、本
稿
で
は
、近
代
捕
鯨
と
皮
脂
利
用
に
着
目

し
て
鯨
食
文
化
の
地
域
性
と
多
様
性
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。

■
近
代
捕
鯨
の
ま
え
と
あ
と

　
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期（
1
9
2
0
年
代
）に
台
所

を
預
か
っ
て
い
た
全
国
の
女
性
5
0
0
0
人
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
貴
重
な
資
料
が
あ
る
。農
山
漁
村
文
化
協
会

に
よ
る『
日
本
の
食
生
活
』全
50
巻
が
そ
れ
で
あ
る
。都
道

府
県
ご
と
に
生
業
や
文
化
的
な
ま
と
ま
り
に
よ
っ
て
４

〜
10
地
域
に
わ
け
、正
月
や
祭
り
な
ど
の
ハ
レ
の
料
理
と

日
常
食
に
つ
い
て
聞
き
書
い
た
も
の
だ
。

　
は
た
し
て
鯨
料
理
は
22
都
道
府
県
に
登
場
す
る
。品
数

の
多
い
順
に
佐
賀
県
21
、山
口
県
15
、福
岡
県
13
、長
崎
県

と
和
歌
山
県
11
と
な
る
。

［5］
和
歌
山
県
は
、い
わ
ず
と
知

れ
た
古
式
捕
鯨
発
祥
の
地
で
あ
る
太
地
を
擁
し
て
い
る

の
で
不
思
議
は
な
い
。そ
れ
以
外
の
４
県
は
、江
戸
時
代

に
西
海
捕
鯨
と
し
て
知
ら
れ
た
捕
鯨
地
域
で
あ
る
。

　
現
在
は
、ど
う
か
？
　
調
査
捕
鯨
に
も
ち
い
ら
れ
る
捕

鯨
船
団
を
提
供
す
る
共
同
船
舶
が
2
0
0
8
年
に
試
算

し
た
推
定
値
に
よ
る
と
、年
間
ひ
と
り
あ
た
り
の
鯨
肉
消

費
量
は
、長
崎
県
の
1
9
7
グ
ラ
ム
を
筆
頭
に
、佐
賀
県

1
6
8
グ
ラ
ム
、宮
城
県
1
4
8
グ
ラ
ム
、山
口
県

1
3
3
グ
ラ
ム
、福
岡
県
1
2
0
グ
ラ
ム
と
つ
づ
く
。い

ず
れ
も
調
査
時
の
全
国
平
均
42
グ
ラ
ム
の
３
〜
４
倍
で

あ
る
。［6］

　
順
位
の
変
動
こ
そ
あ
る
も
の
の
、一
見
、『
日
本
の
食
生

活
』の
デ
ー
タ
と
大
差
な
い
よ
う
に
み
え
る
。し
か
し
、こ

の
小
さ
な
相
違
点
に
こ
そ
、日
本
の
捕
鯨
史
を
理
解
す
る

鍵
が
潜
ん
で
い
る
。そ
れ
は
近
代
捕
鯨
の
定
着
で
あ
る
。

日
本
に
近
代
捕
鯨
が
定
着
し
た
の
は
1
9
0
6
年
、宮
城

県
の
鮎
川
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。［7］
鮎
川
に
近
代
捕
鯨
の

白
羽
の
矢
が
た
っ
た
の
は
、欧
米
の
捕
鯨
者
た
ち
に

「
ジ
ャ
パ
ン
・
グ
ラ
ン
ド
」と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
、金
華

山
沖
漁
場
に
鮎
川
が
接
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。鮎
川

の
拡
大
は
、1
8
8
8（
明
治
21
）年
に
67
戸
だ
っ
た
寒
村

が
、わ
ず
か

23
年
後
の
1
9
1
1（
明
治
44
）年
に
は

1
4
9
戸
に
ふ
く
れ
あ
が
る
ほ
ど
の
勢
い
だ
っ
た
。［8］
近

代
捕
鯨
が
は
じ
ま
っ
て
５
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。そ
の

頃
、全
国
で
12
社
あ
っ
た
大
手
捕
鯨
会
社
の
う
ち
、９
社

が
鮎
川
周
辺
に
存
在
す
る
ほ
ど
の
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た
。［9］

以
来
、商
業
捕
鯨
時
代
に
は
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
や
マ
ッ
コ
ウ

ク
ジ
ラ
、現
在
は
I
W
C
管
轄
外
の
ツ
チ
ク
ジ
ラ
と
調
査

捕
鯨
の
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
が
水
揚
げ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

太
地
同
様
、鮎
川
は「
鯨
の
ま
ち
」で
あ
る
。

　
そ
ん
な
鮎
川
を
擁
す
る
宮
城
県
が『
日
本
の
食
生
活
』

で
の
存
在
感
が
薄
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
？
　
そ
れ
は
調

査
の
性
質
に
由
来
す
る
。聞
き
書
き
が
対
象
と
し
た

1
9
2
0
年
代
は
、近
代
捕
鯨
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
、わ

ず
か

10
数
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た（
聞
き
書
き
自
体
は

1
9
8
0
年
代
に
実
施
さ
れ
た
）。だ
か
ら
、宮
城
県
が
上

位
５
県
に
は
い
っ
て
い
な
く
と
も
不
思
議
は
な
い
。む
し

ろ
、興
味
深
い
の
は
、『
宮
城
の
食
事
』に
は
、農
作
業
の
弁

当
と
し
て
の「
ひ
つ
こ
飯
」し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。木
製
の
容
器（
ひ
つ
こ
）に
麦
飯
を
詰
め
、そ

の
上
に
焼
い
た
塩
鯨
を
載
せ
、漬
物
を
添
え
た
も
の
だ
。

［10］
地
理
的
に
も
っ
と
も
鮎
川
に
ち
か
い
調
査
地
は
、と
も

に
2
0
0
5
年
に
石
巻
市
に
編
入
さ
れ
た
旧
雄
勝
町
で

あ
る
。海
藻
を
ふ
く
む
豊
富
な
魚
介
類
が
紹
介
さ
れ
る
一

方
で
、ク
ジ
ラ
は
で
て
こ
な
い
。調
査
者
が
聞
き
も
ら
し

た
可
能
性
も
あ
る
と
は
い
え
、想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ

ば
、つ
ぎ
の
よ
う
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。鮎
川
に

お
け
る
捕
鯨
シ
ー
ズ
ン
は
夏
期
で
あ
っ
た
。当
時
は
、冷

蔵
も
冷
凍
も
十
分
で
は
な
く
、ほ
と
ん
ど
の
鯨
肉
は
塩
漬

け
さ
れ
る
か
、缶
詰
に
加
工
さ
れ
て
い
た
。食
用
加
工
の

許
容
量
を
超
え
た
分
は
、肥
料
用
と
さ
れ
た
。道
路
も
整

備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
、新
参
の
食
材
は
隣
接
地
域

に
流
通
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た･･････

　
ど
う
だ
ろ
う
？
　
食
文
化
の
保
守
性
が
わ
か
る
と
い

う
も
の
だ
。同
時
に
、宮
城
県
の
事
例
か
ら
は
、鯨
肉
が
広

域
に
定
着
す
る
ま
で
に
1
0
0
年
以
上
を
要
し
た
こ
と

も
察
せ
ら
れ
る
。む
ろ
ん
、か
つ
て
の
西
海
捕
鯨
地
域
で

も
、調
査
時
点
で
は
近
代
捕
鯨
へ
の
転
換
が
お
わ
っ
て
い

た
。こ
う
し
た
地
域
で
は
、捕
鯨
方
法
が
か
わ
っ
て
も
、鯨

肉
の
利
用
法
に
は
、そ
れ
ほ
ど
の
変
化
が
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。む
し
ろ
、供
給
量
の
増
加
に
対
応
し
て
消
費
量

も
増
え
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。そ
の
こ
と
が
、現
在
ま

で
に
い
た
る
伝
統
的
な
鯨
食
地
域
と
し
て
の
位
置
を
強
固

な
も
の
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

■
く
じ
ら
出
汁
？

　
捕
鯨
関
係
者
を
訪
ね
て
全
国
を
歩
い
て
い
て
、気
づ
い

た
こ
と
が
あ
る
。地
方
に
よ
っ
て「
塩
鯨
」が
、こ
と
な
る

食
材
を
指
し
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。九
州
北
部
の
塩
鯨

は
、生
食
に
不
向
き
な
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
な
ど
の
ハ
ク
ジ

ラ
類
の
赤
肉
の
塩
漬
け
で
あ
る
。か
つ
て
高
温
・
高
湿
度

の
炭
鉱
で
働
く
人
び
と
の
弁
当
は
、塩
鯨
と
決
ま
っ
て
い

た
。当
時
は
カ
ラ
カ
ラ
で
水
分
が
な
い
ほ
ど
に
塩
漬
け
さ

れ
て
い
た
ら
し
い
が
、い
ま
で
は
手
で
曲
げ
る
こ
と
が
で

き
る
ぐ
ら
い
に
ソ
フ
ト
化
し
て
い
る
。少
量
を
細
か
く
ち

ぎ
っ
て
頂
く
お
茶
漬
け
は
、呑
ん
だ
あ
と
の
〆
に
ぴ
っ
た

り
だ
。

　
他
方
、東
北
か
ら
北
海
道
南
部
で
い
う
塩
鯨
は
、皮
つ

き
の
脂
肪
で
あ
る
。そ
の
出
汁
で
鯨
汁
を
つ
く
る
の
だ
。

『
日
本
の
食
生
活
』で
鯨
汁
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、北

海
道
、青
森
県
、山
形
県
、福
島
県
、新
潟
県
、福
井
県
、鳥

取
県
、島
根
県
の
８
道
県
で
あ
る
。［5］
福
島
県
以
外
は
、い

ず
れ
も
日
本
海
に
面
し
て
い
る
。函
館
周
辺
で
は
正
月
料

理
の
定
番
と
さ
れ
る
一
方
、東
北
か
ら
山
陰
に
か
け
て
の

日
本
海
側
で
は
農
繁
期
に
必
須
な
滋
養
供
給
源
と
さ
れ

て
い
る
。さ
し
ず
め
ウ
ナ
ギ
が
普
及
す
る
以
前
の
、「
土
用

の
鯨
」と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。事
実
、『
福
井
の
食

事
』に
は
、「
土
用
に
は
、な
す
と
く
じ
ら
の
脂
身
を
い
れ

た
く
じ
ら
汁
を
食
べ
る
」と
あ
る
。

［11］
鯨
汁
の
本
場
は
新

潟
県
と
山
形
県
だ
と
は
聞
く
も
の
の
、わ
た
し
が
食
す
機

会
を
え
た
の
は
秋
田
県
で
あ
っ
た
。2
.
5
セ
ン
チ
丈
に

切
っ
た
ミ
ズ
と
い
う
山
菜
と
ナ
ス
が
主
要
な
具
材
の
シ

ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
。だ
が
、味
噌
仕
立
て
の
濃
厚

な
ス
ー
プ
と
ミ
ズ
の
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
と
し
た
歯
ご
た
え
、

ナ
ス
の
サ
ク
サ
ク
し
た
食
感
が
妙
に
し
っ
く
り
く
る
一

杯
で
あ
っ
た
。

　
と
、自
身
の
経
験
か
ら
、塩
肉
と
塩
脂
の
ち
が
い
を
愉

快
が
っ
て
い
た
。そ
の
背
景
に
は
、「
鯨
食
文
化
の
中
心
は

九
州
北
部
・
山
口
だ
」と
の
先
入
観
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。も
っ
と
も
西
海
捕
鯨
の
継
承
地
で
皮
脂
が

忌
避
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。皮
や
脂
肪
、内
臓
な

ど
は
白
手
物
と
総
称
さ
れ
、む
し
ろ
珍
重
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
で
は
薄
く
切
っ
た
皮
脂
を
赤
身
肉
と
一

緒
に
刺
身
で
食
べ
る
。皮
の
甘
さ
と
歯
ご
た
え
が
、し
っ

と
り
し
た
赤
身
肉
の
食
感
と
共
鳴
す
る
の
だ
。皮
と
赤
身

を
海
苔
で
ま
い
て
食
べ
る
人
も
い
る
。磯
の
香
り
が
ま
た

格
別
で
あ
る
。だ
か
ら
、貴
重
な
鯨
皮
を
出
汁
に
つ
か
う

な
ん
て
想
像
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
わ
け
だ
。第
一
、こ

の
あ
た
り
に
は
、あ
ご（
ト
ビ
ウ
オ
）出
汁
と
い
う
優
れ
も

の
も
あ
る（
あ
ご
出
汁
ラ
ー
メ
ン
は
、わ
た
し
の
好
物
の

ひ
と
つ
だ
）。

　
と
こ
ろ
が
、『
日
本
の
食
生
活
』は
、西
海
地
域
で
も
、皮

と
脂
を
出
汁
に
も
ち
い
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

「
皮
く
じ
ら
は
塩
も
の
で
、大
き
い
の
を
一
本
ま
と
め
て

買
う
。こ
れ
を
切
る
と
手
が
べ
と
べ
と
す
る
が
、煮
つ
け

の
味
だ
し
に
お
い
し
い
」［12］
と
い
っ
た
記
述
が
少
な
く
な

い
の
で
あ
る
。

　
食
は
保
守
的
で
あ
る
。同
時
に
、文
化
で
あ
る
以
上
、う

つ
ろ
い
は
必
定
で
も
あ
る
。皮
に
し
ろ
、赤
身
に
し
ろ
、刺

身
で
食
べ
る
こ
と
が
普
及
し
た
の
は
、コ
ー
ル
ド
チ
ェ
ー

ン
が
発
達
し
て
か
ら
の
、わ
ず
か
50
〜
60
年
間
の
こ
と
に

す
ぎ
な
い
は
ず
だ
。そ
れ
以
前
、ク
ジ
ラ
の
皮
脂
は
、旬
の

野
菜
を
美
味
し
く
食
べ
る
た
め
の
必
須
ア
イ
テ
ム
だ
っ

た
わ
け
だ
。そ
れ
が
東
北
で
は
汁
物
へ
、九
州
で
は
煮
物

へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。あ
ら

た
め
て
ク
ジ
ラ
の
偉
大
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

■
日
本
料
理
の
多
様
性

　
日
本
料
理
の
出
汁
の
基
本
は
コ
ン
ブ
、カ
ツ
オ
、シ
イ

タ
ケ
だ
と
さ
れ
る
。地
方
に
は
、ア
ゴ
だ
し
の
よ
う
な
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊
富
で
あ
る
。奈
良
時
代
以
降
、獣
肉

が
忌
避
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、獣
脂
の
利
用
は
、マ
イ

ナ
ー
な
位
置
づ
け
し
か
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
。だ
が
、

今
日
的
感
覚
で
日
本
料
理
を
規
定
し
、そ
の
線
に
沿
っ
て

洗
練
さ
せ
て
い
く
こ
と
自
体
が
、逆
説
的
に
日
本
料
理
の

多
様
性
を
削
ぎ
、日
本
料
理
の
可
能
性
を
閉
じ
て
し
ま
い

か
ね
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
　
か
つ
て
の
日
常
食

が
、い
ま
や
贅
沢
な
も
の
へ
と
転
換
し
て
し
ま
い
か
ね
な

い
飽
食
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、日
本
列
島
の
恵
み
の
多
様
性

を
い
ま
い
ち
ど
評
価
し
て
み
た
い
。そ
の
た
め
に
、い
た

ず
ら
に
鯨
食
文
化
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
化
を
も
と
め
る
の
で

は
な
く
、ロ
ー
カ
ル
に
徹
し
た
鯨
食
文
化
を
掘
り
起
こ
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　１
真
脇
遺
跡
縄
文
館
、n

.d
.

、「
イ
ル
カ
漁
の
ム
ラ
」
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w

w
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■
生
態
的
に
必
然
な
捕
鯨

　
日
本
は
ア
ジ
ア
大
陸
の
北
東
部
に
位
置
す
る
島
嶼
国

家
で
あ
る
。暖
流
と
寒
流
に
あ
ら
わ
れ
る
日
本
列
島
周
辺

海
域
は
、豊
富
な
水
産
資
源
に
恵
ま
れ
て
も
い
る
。鯨
類

資
源
も
例
外
で
は
な
い
。地
球
上
に
存
在
す
る
85
種
の
う

ち
、そ
の
半
数
ち
か
い
40
種
が
列
島
周
辺
を
回
遊
し
て
い

る
。そ
ん
な
日
本
列
島
の
住
民
が
鯨
類
を
利
用
し
て
き
た

の
は
、故
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。た
と
え
ば
、石
川
県

の
真
脇
遺
跡
か
ら
は
、お
よ
そ
6
0
0
0
年
前
と
考
え
ら
れ

る
縄
文
前
期
の
地
層
か
ら
2
8
6
体
の
イ
ル
カ
類
が
発

掘
さ
れ
て
い
る
。そ
の
う
ち
カ
マ
イ
ル
カ
が
56
％
、マ
イ

ル
カ
が
35
％
と
い
う
よ
う
に
特
定
の
鯨
種
に
集
中
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、そ
れ
ら
は
偶
発
的
に
捕
獲
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、季
節
的
に
回
遊
し
て
く
る
も
の
を
組
織
的
に
捕

獲
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。［1］

　
海
峡
の
対
面
は
ど
う
か
？
　
新
石
器
時
代
の
朝
鮮
半

島
で
も
捕
鯨
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。半
島

東
南
部
の
蔚
山
市
盤
亀
台
の
岩
刻
画
は
、真
脇
遺
跡
と
ほ

ぼ
同
時
代
の
も
の
で
あ
る
。わ
た
し
自
身
は
未
見
で
は
あ

る
が
、シ
ャ
チ
や
コ
ク
ク
ジ
ラ
を
は
じ
め
、集
団
で
捕
鯨

し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

［2］
し
か
し
、そ

れ
以
降
、朝
鮮
半
島
沿
岸
域
に
お
け
る
捕
鯨
活
動
は
、近

代
捕
鯨
法
が
導
入
さ
れ
る
19
世
紀
末
以
降
ま
で
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
。

［3］
商
業
捕
鯨
の
一
時
停
止
が
発
効
し
た

1
9
8
5
年
を
最
後
に
商
業
捕
鯨
か
ら
撤
退
し
た
韓
国

だ
が
、毎
年
80
頭
前
後
の
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
が
混
獲
さ
れ
、

蔚
山
な
ど
で
消
費
さ
れ
て
い
る
。［4］

こ
う
し
た
韓
国
の
捕
鯨
を
消
極
的
な
も
の
と
す
る
な
ら

ば
、東
ア
ジ
ア
で
積
極
的
に
捕
鯨
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の

は
日
本
だ
け
と
な
る
。し
か
し
、だ
か
ら
と
い
っ
て「
鯨
食

を
日
本
の
伝
統
」と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
で
あ
り

た
い
。以
下
、本
稿
で
は
、近
代
捕
鯨
と
皮
脂
利
用
に
着
目

し
て
鯨
食
文
化
の
地
域
性
と
多
様
性
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。

■
近
代
捕
鯨
の
ま
え
と
あ
と

　
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期（
1
9
2
0
年
代
）に
台
所

を
預
か
っ
て
い
た
全
国
の
女
性
5
0
0
0
人
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
貴
重
な
資
料
が
あ
る
。農
山
漁
村
文
化
協
会

に
よ
る『
日
本
の
食
生
活
』全
50
巻
が
そ
れ
で
あ
る
。都
道

府
県
ご
と
に
生
業
や
文
化
的
な
ま
と
ま
り
に
よ
っ
て
４

〜
10
地
域
に
わ
け
、正
月
や
祭
り
な
ど
の
ハ
レ
の
料
理
と

日
常
食
に
つ
い
て
聞
き
書
い
た
も
の
だ
。

　
は
た
し
て
鯨
料
理
は
22
都
道
府
県
に
登
場
す
る
。品
数

の
多
い
順
に
佐
賀
県
21
、山
口
県
15
、福
岡
県
13
、長
崎
県

と
和
歌
山
県
11
と
な
る
。

［5］
和
歌
山
県
は
、い
わ
ず
と
知

れ
た
古
式
捕
鯨
発
祥
の
地
で
あ
る
太
地
を
擁
し
て
い
る

の
で
不
思
議
は
な
い
。そ
れ
以
外
の
４
県
は
、江
戸
時
代

に
西
海
捕
鯨
と
し
て
知
ら
れ
た
捕
鯨
地
域
で
あ
る
。

　
現
在
は
、ど
う
か
？
　
調
査
捕
鯨
に
も
ち
い
ら
れ
る
捕

鯨
船
団
を
提
供
す
る
共
同
船
舶
が
2
0
0
8
年
に
試
算

し
た
推
定
値
に
よ
る
と
、年
間
ひ
と
り
あ
た
り
の
鯨
肉
消

費
量
は
、長
崎
県
の
1
9
7
グ
ラ
ム
を
筆
頭
に
、佐
賀
県

1
6
8
グ
ラ
ム
、宮
城
県
1
4
8
グ
ラ
ム
、山
口
県

1
3
3
グ
ラ
ム
、福
岡
県
1
2
0
グ
ラ
ム
と
つ
づ
く
。い

ず
れ
も
調
査
時
の
全
国
平
均
42
グ
ラ
ム
の
３
〜
４
倍
で

あ
る
。［6］

　
順
位
の
変
動
こ
そ
あ
る
も
の
の
、一
見
、『
日
本
の
食
生

活
』の
デ
ー
タ
と
大
差
な
い
よ
う
に
み
え
る
。し
か
し
、こ

の
小
さ
な
相
違
点
に
こ
そ
、日
本
の
捕
鯨
史
を
理
解
す
る

鍵
が
潜
ん
で
い
る
。そ
れ
は
近
代
捕
鯨
の
定
着
で
あ
る
。

日
本
に
近
代
捕
鯨
が
定
着
し
た
の
は
1
9
0
6
年
、宮
城

県
の
鮎
川
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。［7］
鮎
川
に
近
代
捕
鯨
の

白
羽
の
矢
が
た
っ
た
の
は
、欧
米
の
捕
鯨
者
た
ち
に

「
ジ
ャ
パ
ン
・
グ
ラ
ン
ド
」と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
、金
華

山
沖
漁
場
に
鮎
川
が
接
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。鮎
川

の
拡
大
は
、1
8
8
8（
明
治
21
）年
に
67
戸
だ
っ
た
寒
村

が
、わ
ず
か

23
年
後
の
1
9
1
1（
明
治
44
）年
に
は

1
4
9
戸
に
ふ
く
れ
あ
が
る
ほ
ど
の
勢
い
だ
っ
た
。［8］
近

代
捕
鯨
が
は
じ
ま
っ
て
５
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。そ
の

頃
、全
国
で
12
社
あ
っ
た
大
手
捕
鯨
会
社
の
う
ち
、９
社

が
鮎
川
周
辺
に
存
在
す
る
ほ
ど
の
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た
。［9］

以
来
、商
業
捕
鯨
時
代
に
は
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
や
マ
ッ
コ
ウ

ク
ジ
ラ
、現
在
は
I
W
C
管
轄
外
の
ツ
チ
ク
ジ
ラ
と
調
査

捕
鯨
の
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
が
水
揚
げ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

太
地
同
様
、鮎
川
は「
鯨
の
ま
ち
」で
あ
る
。

　
そ
ん
な
鮎
川
を
擁
す
る
宮
城
県
が『
日
本
の
食
生
活
』

で
の
存
在
感
が
薄
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
？
　
そ
れ
は
調

査
の
性
質
に
由
来
す
る
。聞
き
書
き
が
対
象
と
し
た

1
9
2
0
年
代
は
、近
代
捕
鯨
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
、わ

ず
か

10
数
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た（
聞
き
書
き
自
体
は

1
9
8
0
年
代
に
実
施
さ
れ
た
）。だ
か
ら
、宮
城
県
が
上

位
５
県
に
は
い
っ
て
い
な
く
と
も
不
思
議
は
な
い
。む
し

ろ
、興
味
深
い
の
は
、『
宮
城
の
食
事
』に
は
、農
作
業
の
弁

当
と
し
て
の「
ひ
つ
こ
飯
」し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。木
製
の
容
器（
ひ
つ
こ
）に
麦
飯
を
詰
め
、そ

の
上
に
焼
い
た
塩
鯨
を
載
せ
、漬
物
を
添
え
た
も
の
だ
。

［10］
地
理
的
に
も
っ
と
も
鮎
川
に
ち
か
い
調
査
地
は
、と
も

に
2
0
0
5
年
に
石
巻
市
に
編
入
さ
れ
た
旧
雄
勝
町
で

あ
る
。海
藻
を
ふ
く
む
豊
富
な
魚
介
類
が
紹
介
さ
れ
る
一

方
で
、ク
ジ
ラ
は
で
て
こ
な
い
。調
査
者
が
聞
き
も
ら
し

た
可
能
性
も
あ
る
と
は
い
え
、想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ

ば
、つ
ぎ
の
よ
う
に
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。鮎
川
に

お
け
る
捕
鯨
シ
ー
ズ
ン
は
夏
期
で
あ
っ
た
。当
時
は
、冷

蔵
も
冷
凍
も
十
分
で
は
な
く
、ほ
と
ん
ど
の
鯨
肉
は
塩
漬

け
さ
れ
る
か
、缶
詰
に
加
工
さ
れ
て
い
た
。食
用
加
工
の

許
容
量
を
超
え
た
分
は
、肥
料
用
と
さ
れ
た
。道
路
も
整

備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
、新
参
の
食
材
は
隣
接
地
域

に
流
通
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た･･････

　
ど
う
だ
ろ
う
？
　
食
文
化
の
保
守
性
が
わ
か
る
と
い

う
も
の
だ
。同
時
に
、宮
城
県
の
事
例
か
ら
は
、鯨
肉
が
広

域
に
定
着
す
る
ま
で
に
1
0
0
年
以
上
を
要
し
た
こ
と

も
察
せ
ら
れ
る
。む
ろ
ん
、か
つ
て
の
西
海
捕
鯨
地
域
で

も
、調
査
時
点
で
は
近
代
捕
鯨
へ
の
転
換
が
お
わ
っ
て
い

た
。こ
う
し
た
地
域
で
は
、捕
鯨
方
法
が
か
わ
っ
て
も
、鯨

肉
の
利
用
法
に
は
、そ
れ
ほ
ど
の
変
化
が
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。む
し
ろ
、供
給
量
の
増
加
に
対
応
し
て
消
費
量

も
増
え
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。そ
の
こ
と
が
、現
在
ま

で
に
い
た
る
伝
統
的
な
鯨
食
地
域
と
し
て
の
位
置
を
強
固

な
も
の
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

■
く
じ
ら
出
汁
？

　
捕
鯨
関
係
者
を
訪
ね
て
全
国
を
歩
い
て
い
て
、気
づ
い

た
こ
と
が
あ
る
。地
方
に
よ
っ
て「
塩
鯨
」が
、こ
と
な
る

食
材
を
指
し
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。九
州
北
部
の
塩
鯨

は
、生
食
に
不
向
き
な
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
な
ど
の
ハ
ク
ジ

ラ
類
の
赤
肉
の
塩
漬
け
で
あ
る
。か
つ
て
高
温
・
高
湿
度

の
炭
鉱
で
働
く
人
び
と
の
弁
当
は
、塩
鯨
と
決
ま
っ
て
い

た
。当
時
は
カ
ラ
カ
ラ
で
水
分
が
な
い
ほ
ど
に
塩
漬
け
さ

れ
て
い
た
ら
し
い
が
、い
ま
で
は
手
で
曲
げ
る
こ
と
が
で

き
る
ぐ
ら
い
に
ソ
フ
ト
化
し
て
い
る
。少
量
を
細
か
く
ち

ぎ
っ
て
頂
く
お
茶
漬
け
は
、呑
ん
だ
あ
と
の
〆
に
ぴ
っ
た

り
だ
。

　
他
方
、東
北
か
ら
北
海
道
南
部
で
い
う
塩
鯨
は
、皮
つ

き
の
脂
肪
で
あ
る
。そ
の
出
汁
で
鯨
汁
を
つ
く
る
の
だ
。

『
日
本
の
食
生
活
』で
鯨
汁
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、北

海
道
、青
森
県
、山
形
県
、福
島
県
、新
潟
県
、福
井
県
、鳥

取
県
、島
根
県
の
８
道
県
で
あ
る
。［5］
福
島
県
以
外
は
、い

ず
れ
も
日
本
海
に
面
し
て
い
る
。函
館
周
辺
で
は
正
月
料

理
の
定
番
と
さ
れ
る
一
方
、東
北
か
ら
山
陰
に
か
け
て
の

日
本
海
側
で
は
農
繁
期
に
必
須
な
滋
養
供
給
源
と
さ
れ

て
い
る
。さ
し
ず
め
ウ
ナ
ギ
が
普
及
す
る
以
前
の
、「
土
用

の
鯨
」と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。事
実
、『
福
井
の
食

事
』に
は
、「
土
用
に
は
、な
す
と
く
じ
ら
の
脂
身
を
い
れ

た
く
じ
ら
汁
を
食
べ
る
」と
あ
る
。

［11］
鯨
汁
の
本
場
は
新

潟
県
と
山
形
県
だ
と
は
聞
く
も
の
の
、わ
た
し
が
食
す
機

会
を
え
た
の
は
秋
田
県
で
あ
っ
た
。2
.
5
セ
ン
チ
丈
に

切
っ
た
ミ
ズ
と
い
う
山
菜
と
ナ
ス
が
主
要
な
具
材
の
シ

ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
。だ
が
、味
噌
仕
立
て
の
濃
厚

な
ス
ー
プ
と
ミ
ズ
の
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
と
し
た
歯
ご
た
え
、

ナ
ス
の
サ
ク
サ
ク
し
た
食
感
が
妙
に
し
っ
く
り
く
る
一

杯
で
あ
っ
た
。

　
と
、自
身
の
経
験
か
ら
、塩
肉
と
塩
脂
の
ち
が
い
を
愉

快
が
っ
て
い
た
。そ
の
背
景
に
は
、「
鯨
食
文
化
の
中
心
は

九
州
北
部
・
山
口
だ
」と
の
先
入
観
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。も
っ
と
も
西
海
捕
鯨
の
継
承
地
で
皮
脂
が

忌
避
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。皮
や
脂
肪
、内
臓
な

ど
は
白
手
物
と
総
称
さ
れ
、む
し
ろ
珍
重
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
で
は
薄
く
切
っ
た
皮
脂
を
赤
身
肉
と
一

緒
に
刺
身
で
食
べ
る
。皮
の
甘
さ
と
歯
ご
た
え
が
、し
っ

と
り
し
た
赤
身
肉
の
食
感
と
共
鳴
す
る
の
だ
。皮
と
赤
身

を
海
苔
で
ま
い
て
食
べ
る
人
も
い
る
。磯
の
香
り
が
ま
た

格
別
で
あ
る
。だ
か
ら
、貴
重
な
鯨
皮
を
出
汁
に
つ
か
う

な
ん
て
想
像
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
わ
け
だ
。第
一
、こ

の
あ
た
り
に
は
、あ
ご（
ト
ビ
ウ
オ
）出
汁
と
い
う
優
れ
も

の
も
あ
る（
あ
ご
出
汁
ラ
ー
メ
ン
は
、わ
た
し
の
好
物
の

ひ
と
つ
だ
）。

　
と
こ
ろ
が
、『
日
本
の
食
生
活
』は
、西
海
地
域
で
も
、皮

と
脂
を
出
汁
に
も
ち
い
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

「
皮
く
じ
ら
は
塩
も
の
で
、大
き
い
の
を
一
本
ま
と
め
て

買
う
。こ
れ
を
切
る
と
手
が
べ
と
べ
と
す
る
が
、煮
つ
け

の
味
だ
し
に
お
い
し
い
」［12］
と
い
っ
た
記
述
が
少
な
く
な

い
の
で
あ
る
。

　
食
は
保
守
的
で
あ
る
。同
時
に
、文
化
で
あ
る
以
上
、う

つ
ろ
い
は
必
定
で
も
あ
る
。皮
に
し
ろ
、赤
身
に
し
ろ
、刺

身
で
食
べ
る
こ
と
が
普
及
し
た
の
は
、コ
ー
ル
ド
チ
ェ
ー

ン
が
発
達
し
て
か
ら
の
、わ
ず
か
50
〜
60
年
間
の
こ
と
に

す
ぎ
な
い
は
ず
だ
。そ
れ
以
前
、ク
ジ
ラ
の
皮
脂
は
、旬
の

野
菜
を
美
味
し
く
食
べ
る
た
め
の
必
須
ア
イ
テ
ム
だ
っ

た
わ
け
だ
。そ
れ
が
東
北
で
は
汁
物
へ
、九
州
で
は
煮
物

へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。あ
ら

た
め
て
ク
ジ
ラ
の
偉
大
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

■
日
本
料
理
の
多
様
性

　
日
本
料
理
の
出
汁
の
基
本
は
コ
ン
ブ
、カ
ツ
オ
、シ
イ

タ
ケ
だ
と
さ
れ
る
。地
方
に
は
、ア
ゴ
だ
し
の
よ
う
な
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊
富
で
あ
る
。奈
良
時
代
以
降
、獣
肉

が
忌
避
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、獣
脂
の
利
用
は
、マ
イ

ナ
ー
な
位
置
づ
け
し
か
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
。だ
が
、

今
日
的
感
覚
で
日
本
料
理
を
規
定
し
、そ
の
線
に
沿
っ
て

洗
練
さ
せ
て
い
く
こ
と
自
体
が
、逆
説
的
に
日
本
料
理
の

多
様
性
を
削
ぎ
、日
本
料
理
の
可
能
性
を
閉
じ
て
し
ま
い

か
ね
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
　
か
つ
て
の
日
常
食

が
、い
ま
や
贅
沢
な
も
の
へ
と
転
換
し
て
し
ま
い
か
ね
な

い
飽
食
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、日
本
列
島
の
恵
み
の
多
様
性

を
い
ま
い
ち
ど
評
価
し
て
み
た
い
。そ
の
た
め
に
、い
た

ず
ら
に
鯨
食
文
化
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
化
を
も
と
め
る
の
で

は
な
く
、ロ
ー
カ
ル
に
徹
し
た
鯨
食
文
化
を
掘
り
起
こ
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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