
能

登

半

島

海

と

人

の

矢

孝

雄

ケ

!崎

能

登

半

島

の

特

色

海
洋
の
利
用
に
つ
い
て
は
水
産
や
鉱
産
な
ど
の
海
洋
資
源
の
利
用
を
始
め
と
し
て
、

船
舶
や
港
湾
に
よ
る
海
上
交
通
面
(
1
J
、

さ
ら
に

近
年
著
し
く
発
展
し
つ
つ
あ
る
観
光
面
(
2
)
で
の
利
用
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
o

」
れ
ら
は
大
海
原
や
大
陸
棚
な
ど
陸
地
を
離
れ
た
海
域
で

の
利
用
と
、
海
陸
の
接
線
で
あ
る
海
岸
の
利
用
と
の
二
つ
の
場
合
に
大
別
さ
れ
る
。
港
湾
や
観
光
地
と
し
て
の
利
用
は
後
者
の
場
合
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
。

半
島
は
三
面
を
海
に
固
ま
れ
、
海
洋
性
に
富
む
地
域
で
あ
る
が
、
半
面
陸
上
か
ら
は
地
峡
性
を
示
し
、
半
孤
立
性
の
地
域
と
さ
れ
る
。

そ
の
突
出
し
た
地
形
は
先
端
に
お
い
て
窮
ま
り
、
岬
端
性
の
地
域
と
さ
れ
て
い
る
(
3
)
(
4
)
O

能登半島の海と人

能
登
が
半
島
と
し
て
以
上
の
海
洋
や
半
島
の
一
般
性
を
具
備
し
た
地
域
で
あ
る
点
は
、
他
の
半
島
と
共
通
的
で
あ
る
o

し
か
し
、
な
お

具
体
的
に
そ
の
地
域
的
特
色
を
み
る
な
ら
ば
(
立
、

す
な
わ
ち
、

本
州
の
中
央

お
お
よ
そ
っ
、
ぎ
の
諸
点
に
要
約
し
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

部
に
お
い
て
日
本
海
に
突
出
し
た
位
置
的
特
色
、

日
本
海
を
大
き
く
南
北
に
両
分
す
る
半
島
の
規
模
の
大
き
さ
に
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
か

っ
て
半
島
で
一
国
を
形
成
し
た
の
は
、
上
総
・
安
房
一
・
伊
豆
・
志
摩
・
大
隅
・
薩
摩
と
能
登
で
あ
り
、
志
摩
半
島
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も

19 

規
模
の
大
き
い
半
島
で
あ
る
o

さ
ら
に
能
登
半
島
は
位
置
的
に
は
北
陸
に
あ
り
、
深
雪
地
帯
に
位
置
す
る
点
も
特
色
で
あ
る
o

た
だ
し
、
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北
陸
の
う
ち
で
は
能
登
は
種
々
の
面
で
特
殊
性
を
一
示
す
地
域
で
あ
る
が
、
半
島
と
し
て
海
洋
性
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
深
雪

地
帯
と
は
い
え
、
北
陸
の
う
ち
で
は
積
雪
の
比
較
的
少
な
い
地
域
に
な
っ
て
い
る
o

以
上
の
三
点
は
能
登
半
島
の
大
き
な
特
色
で
あ
り
、
人
間
活
動
の
基
盤
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
若
干
の
微
細
な
特
色
を
加

え
る
な
ら
ば
、

日
本
海
に
面
す
る
外
浦
と
、
富
山
湾
に
面
す
る
内
浦
と
の
二
面
を
も
つ
こ
と
、
山
岳
・
平
野
に
乏
し
く
丘
陵
地
が
卓
越

し
、
山
は
浅
く
、
水
に
乏
し
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
周
囲
の
海
は
北
方
の
冷
水
の
流
入
の
ほ
か
に
、
対
馬
暖
流
の
影
響
を
強
く
受
け
て

お
り
、
海
底
で
は
大
陸
棚
が
広
大
で
、
石
油
資
源
の
賦
存
も
予
測
さ
れ
て
は
い
る
が
、

日
本
海
の
三
大
漁
場
の
一
つ
と
し
て
、
水
産
資
源

に
も
恵
ま
れ
て
い
る
点
な
ど
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

海

洋

の

手u

用

生
産
と
集
落

能
登
の
自
然
は
海
洋
性
に
富
む
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
が
、
能
登
の
人
々
の
生
産
も
ま
た
海
に
強
く
深
く
依
存
し
て
き
て

い
る
o

水
稲
単
作
の
米
作
地
帯
で
あ
る
北
陸
の
う
ち
で
は
、
能
登
は
本
来
特
殊
地
帯
で
、
米
の
不
足
地
帝
で
あ
っ
た
o

樹
校
状
谷
の
水
田

や
丘
陵
上
の
若
干
の
畑
で
は
、
食
糧
の
自
給
は
で
き
な
か
っ
た
o

そ
の
不
足
す
る
食
糧
は
海
の
卒
、
塩
に
大
き
く
支
え
ら
れ
て
き
た
。
江

戸
時
代
、
加
賀
藩
は
塩
に
専
売
制
を
と
り
(
6
)
、
能
登
半
島
一
帯
の
海
岸
で
製
塩
が
行
わ
れ
た
(
7
3
藩
は
製
塩
民
を
塩
師
と
称
し
、
塩
手

米
を
支
給
し
て
製
塩
を
納
め
さ
せ
た
。
そ
の
米
は
越
中
よ
り
多
く
が
海
上
輸
送
さ
れ
、
そ
の
製
塩
は
越
中
そ
の
他
加
賀
藩
領
の
ほ
か
、
飛

騨
へ
も
藩
の
子
を
通
じ
て
送
出
さ
れ
た
。

能
登
の
製
塩
は
揚
浜
式
塩
田
(
8
)
に
よ
る
原
始
的
な
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

労
苦
の
多
い
激

し
い
労
働
で
は
あ
っ
た
が
(
旦
、
能
登
人
は
よ
く
こ
れ
に
耐
え
て
、
生
活
の
糧
を
海
か
ら
得
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

漁
業
は
古
今
を
通
じ
て
能
登
の
主
要
産
業
の
一
つ
で
あ
る
点
は
変
り
な
い
。
沿
岸
一
帯
に
展
開
す
る
漁
業
は
地
先
漁
業
を
主
と
し

図
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(石川県資料により作成)

図 1 能登における漁場と固定公園区域
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表 1 石川県・能登・加賀における漁業・水産業・養殖業

人口の推移

男 女

}I[ 
9，892 11，115 

Iゴ 1965 (昭和40) 5，988 533 6，521 

1920 4，956 5，798 
fiE 

1965 5， 128 472 5，600 

力日
1920 4，936 5，317 

1965 86日 61 921 

国勢調査資料により作成

i石川県保険課資料をもとに調査作成、

図 2 能登における漁業の操業状況(昭和44年)

石川県保険課資料をもとに調査作成一一



-
)
、
養
殖
業
を
含
め
て
多
彩
に
展
開
し
て
い
る
百
三

比
較
的
そ
の
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ

漁
業
の
規
模
は
零
細
で
あ
る
も
の
の
、

と
は
、

い
ま
も
な
お
多
く
の
漁
民
を
抱
え
て
い
る
点
に
も
一
ホ
さ
れ
る
(
表
1
)
0
た
だ
し
、
内
浦
町
そ
の
他
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
北
海
道

そ
の
他
へ
マ
ス
・
イ
カ
そ
の
他
の
漁
掛
に
出
漁
す
る
漁
村
も
一
部
に
は
み
ら
れ
る
立
)
(
図
2
)
0

き
た
ま
え
ぶ
ミ

海
を
交
通
路
と
し
て
は
北
前
船
昆
)
の
活
躍
が
注
目
さ
れ
る
。

日
本
海
の
中
央
に
位
置
す
る
能
登
に
は
、

大
坂
・
蝦
夷
と
の
交
易
を
主

業
と
し
た
廻
船
問
屋
が
数
多
く
輩
出
し
、
こ
れ
に
乗
り
組
む
水
夫
も
ま
た
多
か
っ
た
o

明
治
後
期
に
こ
れ
は
退
行
す
る
が
(
日
)
、

し
か
し

能
登
外
浦
の
輪
島
市
か
ら
富
来
町
に
わ
た
る
臨
海
集
落
を
主
体
に
盛
行
す
る
船
員
出
稼
に
移
行
し
て
い
る
o

能
登
は
出
稼
が
多
く
、
現
在

こ
れ
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
前
記
の
出
漁
も
そ
の
一
形
態
と
い
え
よ
う
o

か
よ
う
に
海
に
関
連
す
る
出
稼
の
多
い
点
は

大
き
な
特
色
と
み
ら
れ
る
。

能
登
の
海
岸
が
景
勝
地
に
富
む
こ
と
は
、
古
よ
り
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
観
光
地
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
に
至
っ
た
の
は
、

つ
い
近

年
の
こ
と
で
、
わ
が
国
経
済
の
高
度
成
長
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
最
近
に
お
け
る
能
登
の
観
光
開
発
は
目
覚
ま
し
く
、
自
然
保
護
が

問
題
と
さ
れ
る
地
点
も
生
じ
て
い
る
o

そ
の
観
光
地
の
う
ち
、

と
く
に
自
然
景
観
に
富
む
地
点
は
海
岸
に
あ
り
、
岩
浜
と
砂
浜
や
リ
ア
ス

式
海
岸
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
海
岸
線
に
そ
う
国
道
を
行
く
に
つ
れ
て
、
多
彩
な
自
然
景
観
が
展
開
す
る
が
、
そ
の
自
然
と
一
体
化
し
て

能登半島の海と人

漁
村
や
在
町
が
点
綴
し
、
調
和
の
と
れ
た
景
観
を
構
成
し
て
い
る
。

肢
節
に
富
む
海
岸
線
に
は
澗
も
し
く
は
浦
と
呼
ば
れ
る
小
港
が
極
め
て
数
多
く
分
布
す
る
。
北
前
船
の
活
躍
は
か
よ
う
な
港
を
利
用
し

た
が
、
現
在
は
そ
の
多
く
が
漁
港
と
し
て
命
脈
を
保
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
小
港
の
う
ち
小
河
川
の
河
口
港
は
比
較
的
い
ま
も
よ
く
利

用
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
な
お
川
水
が
集
ま
る
よ
う
に
人
々
も
集
ま
り
、
流
域
一
帯
を
後
背
地
と
す
る
在
町
が
発
達
し
て
い
る
o

現
市
町

23 

村
の
中
心
市
街
地
は
か
よ
う
な
立
地
を
一
示
す
も
の
で
、
例
外
は
曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺
祖
院
を
核
と
し
た
門
前
町
く
ら
い
で
あ
る
。
か
よ
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う
な
在
町
や
臨
海
集
落
合
一
結
ぶ
交
通
に
は
舟
が
多
く
利
用
さ
れ
、

し
た
が
っ
て
海
岸
道
路
の
建
設
整
備
は
近
年
ま
で
立
ち
遅
れ
て
き
た
。

陸
上
交
通
路
と
し
て
は
、
古
代
の
交
通
路
で
あ
る
尾
根
道
が
丘
陵
上
を
走
り
、

つ
い
最
近
ま
で
利
用
さ
れ
て
き
た
点
に
も
、
道
路
整
備
の

遅
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
o

海
の
関
放
性

海
洋
を
交
通
路
と
し
て
は
、
広
く
他
域
と
交
流
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
は
交
通
手
段
の
発
達
と
深
く

関
連
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
潮
流
は
交
通
手
段
の
発
達
に
か
か
わ
り
な
く
、

一
定
方
向
に
生
物
や
文
化
を
流
動
さ
せ
る
役
割

を
も
っ
て
い
る
。
寒
暖
両
流
の
潮
の
流
れ
を
も
っ
能
登
に
は
、

南
北
両
系
の
植
物
立
)
が
分
布
す
る
。

一方、

海
産
動
物
で
は
暖
流
系
の

も
の
を
主
体
と
し
つ
つ
も
、

稀
に
寒
流
系
の
も
の
も
生
息
す
る
と
さ
れ
る
が
(
巴
、

」
れ
は
暖
流
の
方
が
優
位
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
い

え
よ
う
o

植
物
景
観
で
奥
能
登
の
千
本
椿
や
口
能
登
の
気
多
大
社
の
社
叢
は
南
方
系
植
物
の
代
表
的
植
相
と
い
え
よ
う
o

人
文
現
象
の
面
で
も
能
登
に
は
広
く
他
域
と
の
交
流
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
能
登
に
は
ア
イ
ヌ
語
・
マ
レ
イ
語
の
地
名
が
残
る
と
い
う

説
も
あ
る
が
(
虫
、
そ
の
真
疑
は
と
も
か
く
と
し
て
、

対
馬
暖
流
に
乗
っ
て
と
く
に
北
進
性
を
示
す
事
象
が
多
い
。

前
記
気
多
大
社
の
祭

神
は
大
国
主
命
で
、
能
登
平
定
の
神
と
さ
れ
る
が
、
出
雲
勢
力
の
能
登
へ
の
伸
長
が
う
か
が
わ
れ
る
o

養
老
二
年
(
七
一
八
年
)

の
能
登

立
国
は
加
賀
の
立
国
よ
り
も
古
く
、

北
方
の
蝦
夷
経
営
の
基
地
と
し
て
の
役
割
を
荷
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
(
げ
)
O

西
海
地
方
か
ら
能
登

九

〈

ら

あ

ま

へ
移
動
し
て
き
た
も
の
の
う
ち
、
最
た
る
も
の
は
舶
倉
島
の
海
女
で
あ
ろ
う
。
九
州
の
鐘
ケ
崎
よ
り
移
っ
て
き
、
輪
島
市
海
士
町
を
本
拠

に
し
、

更
に
紬
倉
島
へ
集
団
渡
島
す
る
(
四
)
O

漁
民
が
渡
来
し
、

そ
の
町
名
も
若
狭
の
旧
地
名
に
由
来
す
る
(
初
)
O

ま
た
若
狭
国
高
浜
か
ら
は
口
能
登
の
一
高
浜
町
(
昭
和
四
五
年
一
一
月
志
賀
町
に
合
併
)

ね
ご
ろ

輪
島
漆
器
は
紀
州
根
来
の
僧
が
技
法
を
伝
授
し
た
こ
と
に
基
づ
く
と J¥  

い
わ
れ
る
。
日
本
海
を
経
て
山
陰
方
面
と
の
交
渉
は
古
く
は
と
く
に
重
要
性
を
増
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、

つ
い
近
年
ま
で
山
陰
か

ら
は
聾
売
り
の
船
が
来
航
し
、
筆
者
も
七
尾
港
で
親
し
く
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
る
o

海
を
通
じ
て
外
来
の
文
物
が
多
く
渡
来
し
た
こ
と



は
、
漂
着
神
の
伝
説
に
も
反
映
さ
れ
、
能
登
に
は
八

O
ケ
所
以
上
に
そ
の
伝
承
が
残
っ
て
い
る
訂
)
O

能
登
半
島
の
他
肢
と
の
関
連
を
一
爪

す
事
例
は
枚
挙
に
暇
の
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
海
を
通
じ
て
の
開
放
性
を
示
す
も
の
(
告
と
い
え
よ
う
o

ふ
く
ろ

し
た
が
っ
て
外
国
と
の
関
係
も
ま
た
み
ら
れ
た
。
古
く
は
崩
海
国
の
使
者
が
福
浦
港
に
渡
来
し
、
こ

他
域
と
の
交
流
に
国
境
は
な
く
、

こ
に
は
そ
の
た
め
客
院
を
設
け
、
帰
路
造
船
し
て
使
者
を
送
り
返
し
た
こ
と
も
あ
っ
た

8
3
江
戸
時
代
、
異
国
船
の
漂
着
も
あ
っ
た
が
、

能
登
の
居
民
が
他
国
へ
漂
着
す
る
例
も
ま
た
多
か
っ
た
(
M
)
O

ま
た
幕
末
に
は
米
・
仏
、
さ
ら
に
英
国
の
ハ
リ
l
卿
一
行
が
七
尾
開
港
の

調
査
に
も
来
て
い
る
ほ
ど
で
宕
)
(
銘
文

七
尾
港
は
新
潟
港
と
な
ら
ん
で
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
o

七
尾
は
加
賀
藩
に
と
っ
て
海
外
へ

の
窓
口
的
役
割
を
も
っ
て
い
た
が
、
加
賀
藩
は
対
外
的
に
門
戸
を
積
極
的
に
聞
く
姿
勢
を
示
さ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
藩
は
英
人
オ
ス
ボ

ン
を
迎
え
、

」
こ
か
ら
明
治
の
人
物
を
何
人
も
輩
出
さ
せ
て
い
る
o

な

七
尾
に
語
学
所
を
開
設
し
て
藩
土
の
英
才
を
教
育
さ
せ
た
(
幻
)
O

お
七
尾
港
は
こ
れ
ま
で
石
川
県
下
唯
一
の
開
港
場
で
(
診
、

と
く
に
ソ
連
よ
り
の
北
洋
材
を
輸
入
し
、
国
際
性
を
示
す
都
市
で
あ
る
o

外
来
の
文
物
を
受
容
し
た
能
登
は
、
他
面
こ
こ
か
ら
他
域
ヘ
積
極
的
に
活
動
す
る
基
地
に
も
な
っ
た
。
と
く
に
北
前
船
に
よ
り
他
域
へ

進
出
し
た
能
登
人
は
多
く
、
北
海
道
や
大
阪
で
海
運
や
商
業
・
漁
業
を
通
じ
定
住
し
、
現
在
そ
の
後
育
も
多
く
み
ら
れ
る
o

な
か
で
も
蝦

一
目
時
は
蝦
夷
の
一
富
を
独
占
す
る
に
も
等
し
か
っ
た
村
山
伝
兵
衛
(
ぬ
)
は

能な半島の海と人

夷
で
漁
場
を
聞
き
、
寛
政
年
間
(
一
七
八
九
|
一
八

O
O年)、

あ

ぷ

や

羽
昨
郡
志
賀
町
の
安
部
屋
出
身
で
あ
り
、
日
本
長
者
鑑
に
も
名
を
連
ね
て
い
た
。

一
方
、
明
治
時
代
に
大
阪
の
海
運
界
を
リ
ー
ド
し
た
西

村
屋
忠
兵
衛
は
同
じ
く
羽
昨
市
の
一
ノ
宮
の
出
身
で
、
北
前
船
の
経
営
に
よ
っ
て
富
を
築
い
た
の
で
あ
る
(
初
)
(
幻
)
(
泣
)
O

陸
上
交
通
か
ら
み
た
場
合
、

半
島
の
突
出
に
よ
る
地
峡
性
は
特

舟
運
と
閉
鎖
性

半
島
は
開
放
性
を
一
亦
す
反
面
、
閉
鎖
性
を
も
示
す
。

別
の
条
件
の
な
い
限
り
、
脳
幹
部
の
陸
上
交
通
の
発
達
か
ら
は
以
り
残
さ
れ
る
o

能
登
が
袋
小
路
と
い
わ
れ
(
呂
、

僻
地
性
合
一
亦
す
の
も

25 

か
よ
う
な
閉
鎖
性
に
関
連
す
る
。

一
方
、
海
上
交
通
に
お
い
て
は
船
舶
交
通
の

こ
の
結
果
で
あ
り
、
前
記
の
半
孤
立
性
と
称
す
る
の
も
、
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未
発
達
の
場
合
や
、
天
候
な
ど
の
関
係
で
船
便
を
欠
く
場
合
に
は
、
同
様
に
孤
立
性
を
与
え
、
開
放
性
と
は
全
く
反
対
の
閉
鎖
性
を
一
所
す

」
と
に
な
る
。

北
前
船
の
交
通
は
日
本
海
上
交
通
の
動
脈
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
日
本
潟
独
特
の
冬
の
季
節
風
は
激
し
く
荒
れ
く
る
い
、

脆
弱
な
和
船
の
交
通
を
は
ば
ん
だ
。
北
前
船
は
大
阪
で
陸
上
に
揚
げ
ら
れ
、
船
固
い
し
て
春
の
出
航
を
待
っ
た
。
冬
の
能
登
の
海
は
全
く
閉

鎖
的
で
あ
っ
た
。
明
治
に
な
っ
て
西
洋
型
風
帆
船
を
政
府
が
奨
励
し
た
の
も
、
脆
弱
な
和
船
か
ら
の
脱
皮
を
計
ろ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
古
代
の
海
上
交
通
は
陸
地
に
沿
っ
て
小
舟
を
走
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
能
登
の
僻
地
性
は
濃
厚
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
点
か

ら
大
納
言
平
時
忠
は
半
島
先
端
の
大
谷
へ
島
流
し
さ
れ
、

つ
い
に
帰
京
で
さ
ず
に
奥
能
登
に
果
て
た
(
弘
)
O

ま
た
近
世
に
な
っ
て
加
賀
藩

は
七
尾
湾
内
に
浮
ぶ
能
登
島
を
流
刑
地
と
し
て
利
用
し
た
(
お
)
O

こ
れ
ら
は
と
も
に
僻
遠
の
能
登
の
閉
鎖
性
を
利
用
し
た
も
の
と
い
え
よ

う

一
方
、
能
登
へ
の
文
物
の
渡
来
は
前
記
の
よ
う
に
海
を
経
て
行
わ
れ
た
が
、
陸
上
の
文
物
の
波
及
は
他
而
よ
ほ
ど
注
意
を
怠
ら
な
い
限

り

こ
こ
を
通
過
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
っ
た
o

能
登
守
護
の
畠
山
氏
は
戦
国
大
名
と
し
て
は
脱
皮
が
お
く
れ
、
貴
族
的
風
情
に
ふ
け
っ

て
、
家
臣
団
を
戦
力
的
に
編
成
し
な
か
っ
た
(
訪
)
O

そ
の
結
呆
は
上
杉
謙
信
の
攻
略
に
よ
る
居
城
の
七
尾
城
の
落
城
と
な
っ
た
o

こ
れ
は

守
護
大
名
と
し
て
の
性
格
に
も
よ
る
が
、

ま
た
半
島
地
域
と
し
て
の
閉
鎖
性
と
の
関
連
も
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
よ
う
に
陸
上
交
通
が
発
達
す
る
明
治
以
降
、
能
登
半
島
は
い
よ
い
よ
袋
小
路
化
し
、
僻
地
性
を
濃
厚
に
し
て
き
た
。
そ
れ
は
古

い
民
俗
が
最
近
ま
で
よ
く
残
り
(
幻
)
、

民
俗
の
宝
庫
と
称
さ
れ
て
い
る
点
に
も
伺
え
る
。

」
れ
は
封
建
的
遺
制
と
も
評
さ
れ
る
が
、
住
民

意
識
の
面
で
は
近
代
性
が
薄
く
、

た
と
え
ば
国
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
保
守
の
金
域
湯
池
で
あ
り
、

い
ま
だ
か
つ
て
革
新
の
国
会
議
員
を

選
出
し
た
こ
と
の
な
い
こ
と
に
も
関
連
性
が
あ
る
よ
う
に
思
う
o



外
浦
と
内
浦
と
の
比
較

外
浦
の
特
色

そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
示
し
て
い
る
。

」
こ
で
は
両
浦
の
比
較
を

能
登
に
お
け
る
海
と
人
と
の
関
係
は
外
浦
と
内
浦
と
で
、

試
み
る
こ
と
に
す
る
o

が

ん

も

ん

せ

き

の

は

な

さ

Q

や
ま

外
浦
で
は
山
が
海
に
せ
ま
り
、
断
崖
絶
壁
の
景
観
が
各
所
に
展
開
す
る
。
厳
門
か
ら
関
野
鼻
に
至
る
能
登
金
剛
や
猿
山
岬
、
奥
能
登
の

そ

そ

ぎ

曾
々
木
な
ど
は
か
よ
う
な
景
勝
地
で
、
現
在
能
登
観
光
の
代
表
的
地
点
と
な
っ
て
い
る
。
観
光
を
除
い
て
は
、
か
よ
う
な
断
崖
地
帯
は
こ

と
く
に
曾
々
木
の
広
木
の
険
は
能
登
の
親
不
知
と
い

れ
ま
で
利
用
価
値
に
乏
し
か
っ
た
。
農
耕
漁
業
に
も
適
さ
ず
、
交
通
の
ネ
ッ
ク
で
、

わ
れ
、
断
崖
を
っ
た
っ
て
人
は
往
来
し
、
犠
牲
者
が
よ
く
出
た
。
安
永
年
間
(
一
七
七
二

i
一
七
八

O
年
)
、
地
元
の
僧
が
石
工
に
い
い

つ
け
岩
を
け
ず
っ
て
道
を
つ
け
さ
せ
て
交
通
が
容
易
に
な
っ
た
(
お
)
(
幼
)
O

こ
こ
に
ト
ン
、
ネ
ル
が
で
き
た
の
は
明
治
二

O
年
で
(
号
、
現
在
は

さ
ら
に
車
道
用
ト
ン
ネ
ル
が
建
設
さ
れ
、
難
所
が
克
服
さ
れ
た
。
猿
山
岬
は
能
登
の
最
隔
絶
地
に
あ
り
、

大
正
九
年
燈
台
が
設
置
さ
れ

て
、
か
ろ
う
じ
て
燈
台
守
が
居
住
す
る
に
至
っ
た
o

現
在
、
観
光
地
と
し
て
の
開
発
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

か
よ
う
な
断
崖
地
を
除
い
て
も
、
海
岸
の
平
地
は
乏
し
く
、

古~~壬半島の海と人

わ
ず
か
に
河
川
の
流
域
と
河
口
に
平
地
が
み
ら
れ
る
程
で
あ
る
。
住
民
は

し

ろ

よ

品

せ

ん

ま

い

だ

ま
た
外
浦
に
多
い
地
、
と
り
地
を
水
田
化
し
(
叫
)
、
そ
の
代
表
が
白
米
に
お
け
る
千
枚
田
の
棚
田
で
あ
る
o

限
ら
れ
た
耕
地
を
耕
し
、

一
方

海
に
宰
を
求
め
た
が
、
沿
岸
漁
業
が
主
で
、
釣
漁
と
若
干
の
定
置
網
漁
が
行
わ
れ
る
ほ
か
、
波
蝕
台
に
つ
く
冬
の
岩
の
り
、
春
さ
き
の
わ

か
め
な
ど
の
採
取
が
老
婦
女
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
o

そ
し
て
冬
の
荒
海
に
呑
ま
れ
、
誰
か
が
命
を
落
す
惨
事
が
毎
冬
み
ら
れ
る
。

eA酔
ぷ
川
町
為
。

集
落
は
海
浜
に
そ
っ
て
立
地
す
る
が
、
冬
の
季
節
風
を
ま
と
も
に
受
け
る
西
海
岸
で
は
間
垣
で
厳
重
に
家
を
聞
い
、
風
上
方
向
の
窓
を

27 

極
度
に
少
な
く
し
て
住
居
を
構
え
る
。
所
に
よ
っ
て
は
屋
根
瓦
を
漆
喰
で
同
め
、
茅
葺
で
は
古
い
漁
網
を
か
ぶ
せ
た
り
、

ま
た
戸
を
二
重
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に
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
奥
能
登
外
捕
の
北
向
海
岸
で
は
季
節
風
の
受
け
方
は
ゆ
る
く
な
る
が
、

岬
な
ど
の
突
出
部
の
東
側
に
立
地
し

た
集
落
も
多
く
、

ク
ダ
リ
風
と
呼
ば
れ
る
西
よ
り
の
激
し
い
季
節
風
を
防
ぐ
。
逆
に
東
風
の
ア
イ
の
風
の
日
は
寒
い
が
天
気
よ
く
海
は
凪

ぐ
。
し
た
が
っ
て
一
般
に
間
垣
の
分
布
は
富
来
町
辺
に
く
ら
べ
疎
で
(
ぢ
、
造
り
方
も
粗
雑
化
し
て
い
る
。

沖
合
遠
く
海
の
幸
を
求
め
て
は
前
記
の
よ
う
に
紬
倉
島
へ
季
節
的
に
移
住
す
る
海
女
の
集
団
が
あ
る
お
)
(
叫
)
O

輪
島
市
海
士
町
の
漁
民

水
揚
量
を
一
万
す
。
第
二
位
の
福
浦
港
は
「
は
え
な
わ
」

で
、
九
州
よ
り
渡
来
し
た
歴
史
を
も
っ
。
輪
島
港
は
「
あ
ぐ
り
網
」

・
「
あ
ぐ
り
網
」 -

刺
網
・
沖
合
底
曳
網
な
ど
に
よ
る
水
揚
漁
が
多
く
、
外
浦
第
一
の

漁
を
主
と
す
る
が
、

日
本
海
の
中
央
、
大
和
堆
品
〉
の
漁
獲
物

も
水
揚
さ
れ
る
。
外
浦
の
こ
れ
ら
の
漁
港
は
日
本
海
に
広
く
漁
場
を
求
め
、

さ
い
か
い

も
盛
大
に
漁
業
を
す
る
の
は
富
来
町
西
海
地
区
で
あ
る
(
刊
)
(
打
)
(
必
)
O

そ
の
基
地
と
し
て
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
。
近
海
で
最

一方、

一
制
浦
・
今
浜
か
ら
は
遠
洋
マ
グ
ロ
漁
業
や
北
洋
底
曳
網
漁

業
に
出
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

対
馬
暖
流
は
外
鴻
に
ま
と
も
に
流
れ
寄
す
。
甲
の
長
さ
一
・
五
|
一
-
一
八

m
の
オ
サ
ガ
メ
が
弱
り
き
っ
て
漂
着
す
る
の
は
こ
の
一
外
浦
で

あ
る
。
動
植
物
の
ほ
か
人
や
物
が
流
れ
つ
く
の
も
こ
こ
で
あ
る
。
前
述
の
出
雲
・
甑
海
・
若
狭
高
浜
な
ど
と
の
関
係
は
い
ず
れ
も
外
浦
に

み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
北
前
船
時
代
、
福
浦
港
が
避
難
港
・
風
待
港
と
し
て
特
に
発
展
し
た
の
も
、
海
流
と
の
関
係
位
置
を
基
盤
と
し

て
、
地
形
的
に
も
良
港
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
基
づ
く
o

ま
た
瞥
洞
宗
大
本
山
の
総
持
寺
は
門
前
町
に
あ
り
、
現
在
祖
院
が
こ
こ
に
残

る
が
、
そ
の
僧
は
全
国
よ
り
派
遣
さ
れ
、
船
で
黒
島
に
上
り
、
寺
に
主
っ
た
も
の
が
多
い
。

断
崖
の
多
い
外
浦
で
は
地
元
で
の
生
活
の
基
盤
は
乏
し
か
っ
た
。
海
に
糧
を
求
め
た
が
、
北
前
船
の
廻
船
問
屋
と
水
夫
と
は
こ
こ
か
ら

多
く
出
た
o

前
記
の
村
山
・
西
村
屋
な
ど
の
豪
商
は
外
浦
を
出
身
地
と
し
た
。
境
在
は
船
員
出
稼
が
盛
行
し
、
輪
島
市
や
門
前
・
富
来
町

の
臨
海
集
落
に
多
く
、

日
本
一
の
船
員
出
稼
の
町
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
o

留
守
家
族
は
海
友
婦
人
会
を
組
織
す
る
が
、
船
員
に
よ
る



税
収
は
市
町
の
財
政
に
と
っ
て
も
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。

船
員
出
稼
者
は
門
前
町
九
四
六
人

(
昭
和
四
四
年
)
(
持
)
、

富
来
町
一

三
一
五
人
(
昭
和
四
一
年
)
(
印
)
に
達
す
る
o

能
登
は
出
稼
の
盛
行
地
で
あ
る
が
、

後
継
者
も
多
く
、

船
員
出
稼
は
古
い
伝
統
を
も
ち
、

き
わ
め
て
特
色
的
、
安
定
的
な
出
稼
を
形
成
し
て
い
る
。

内
浦
の
特
色

外
浦
の
厳
し
い
男
性
的
な
海
岸
に
対
し
て
、
内
浦
は
対
照
的
で
あ
る
o

砂
浜
や
小
河
川
の
河
口
に
発
達
す
る
小
デ
ル
タ

っ

く

も

ま
た
九
十
九
湾
に
代
表
さ
れ
る
リ
ア
ス
式
海
岸
も
あ
っ
て
、
極
め
て
肢
節
に
富
ん
だ

が
あ
り
、
七
尾
湾
は
南
・
西
・
北
の
三
湾
に
分
れ
、

海
岸
線
で
あ
る
o

外
浦
が
日
本
海
の
荒
海
に
面
す
る
の
に
対
し
、
こ
こ
は
富
山
湾
に
臨
み
、
海
岸
の
景
観
は
全
く
女
性
的
で
あ
る
。
南
北

と
く
に
北
か
ら
の
流
れ
に
乗
っ
て
オ
ッ
ト
セ
イ
が
漂
着
す
る
こ
と
も
あ
り
、
昔
は
サ
ケ
も
よ
く
河
を
登
っ
た
。
現

な
だ
う
ら

在
、
越
中
の
氷
見
と
な
ら
ん
で
ブ
リ
漁
が
七
尾
の
灘
浦
や
能
都
町
で
盛
ん
で
あ
る
。

両
流
は
流
れ
込
む
が
、

富
山
湾
を
洗
う
海
流
は
、
越
中
と
能
登
を
一
体
化
し
た
諸
現
象
を
生
む
。
内
浦
か
ら
は
富
山
湾
を
隔
て
て
立
山
連
峰
が
望
ま
れ
、
テ
レ

ピ
・
ラ
ジ
オ
の
電
波
も
ま
た
富
山
市
の
も
の
が
よ
く
キ
ャ
ッ
チ
で
き
る
が
、
富
山
湾
を
内
海
と
し
て
能
越
の
海
上
の
交
流
は
古
よ
り
発
達

し
て
き
、
経
済
的
紐
帯
に
は
極
め
て
強
い
も
の
が
あ
る
(
巴

(80
冬
で
も
余
程
の
シ
ケ
で
な
い
限
り
は
舟
が
通
い
、

機
帆
船
に
な
っ
て
か

ら
、
ま
す
ま
す
活
発
と
な
っ
た
。
富
山
湾
の
交
通
は
開
港
場
の
七
尾
港
を
要
と
し
て
内
浦
の
諸
港
や
闘
の
内
外
と
交
流
す
る
。
と
く
に
陸

能登半島の海と人

上
交
通
の
近
代
化
以
前
に
お
い
て
は
北
海
道
と
の
交
流
が
活
発
で
あ
っ
た
ほ
か
、
奥
能
登
と
の
海
上
交
通
は
七
尾
を
基
点
に
盛
行
し
た
。

現
代
は
観
光
客
に
利
用
さ
れ
る
が
、
水
害
で
内
浦
の
陸
上
交
通
が
社
絶
の
場
合
、

七
尾
と
奥
能
登
を
結
ぶ
舟
運
は
重
要
性
を
発
揮
す
る
o

七
尾
は
能
登
の
海
上
交
通
の
基
地
で
、

ま
た
北
洋
材
・
ラ
ワ
ン
材
な
ど
の
輸
入
港
と
し
て
重
要
で
、

日
本
海
沿
岸
を
後
背
地
と
す
る
合
板

ソ
連
と
の
関
係
が
重
要
で
、

ロ
シ
ヤ
語
の
修
習
も
市
民
間
に
熱
心
で
あ
り
、
国
際
性
を
も
っ
た
都

工
業
も
立
地
す
る
に
至
っ
た
。

一方、
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市
で
あ
る
o
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内
浦
の
海
岸
は
女
性
美
に
富
み
、
観
光
客
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。
近
年
は
内
海
や
内
湾
の
穏
や
か
な
点
を
利
用
し
て
、
リ
ク
リ
エ
イ
シ

ョ
ン
施
設
が
発
達
し
つ
つ
あ
る
。
学
校
の
寮
や
、

ヨ
ッ
ト
・
ボ
l
ト
な
ど
の
設
置
が
進
み
つ
つ
あ
る
o

将
来
は
も
っ
と
こ
れ
ら
の
面
で
の

利
用
が
進
展
す
る
で
あ
ろ
う
。

内
浦
は
前
記
の
地
形
と
も
関
連
し
て
水
田
が
広
い
。
以
前
は
明
治
中
期
ま
で
、

一
帯
に
揚
浜
式
塩
旧
が
卓
越
し
、
前
回
の
海
に
石
垣
を

築
い
て
は
埋
立
て
塩
田
を
聞
い
た
日
)
O

V

)

れ
は
水
田
に
置
き
変
っ
た
が
、

埋
立
に
よ
る
水
田
造
成
は
そ
の
あ
と
も
続
い
た
o

現
在
海
岸

線
は
ほ
と
ん
ど
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
に
変
っ
た
が
、

こ
れ
も
内
浦
海
岸
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
海
岸
段
丘
の
発
達
し
た
と
こ
ろ
は
奥

能
登
に
広
く
、
畑
作
が
発
達
し
、

ク
ワ
や
リ
ン
ゴ
栽
培
自
)
も
み
ら
れ
た
。

」
の
な
か
で
内
浦
町
の
海
岸
地
帯
で
は
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
に

よ
る
施
設
園
芸
農
業
が
発
達
す
る
。
温
暖
で
積
雪
の
少
な
い
海
岸
を
巧
み
に
利
用
し
た
も
の
で
、
昭
和
四
一
年
に
は
朝
日
農
業
宜
を
授
賞

し
た
o

こ
こ
で
は
こ
の
営
農
に
よ
っ
て
出
稼
も
衰
退
し
た
と
い
う
。

内
浦
は
漁
業
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

前
記
の
ブ
リ
漁
は
定
置
網
漁
業
の
代
表
で
、

七
尾
市
の
灘
浦
か
ら
能
都
町
(
応
)
に
か
け
て
の
地
先
に

設
置
さ
れ
、
能
登
の
冬
を
代
表
す
る
漁
業
で
あ
る
o

ま
た
七
尾
湾
で
は
、

カ
キ
(
日
)
・
真
珠
・
ノ
リ
な
ど
の
養
殖
が
行
わ
れ
、

能
登
島
で

は
ク
ル
マ
エ
ビ
や
ハ
マ
チ
の
養
殖
も
さ
れ
る
o

資
源
培
養
型
の
漁
業
は
内
浦
で
著
し
く
発
達
す
る
が
、
能
都
町
と
能
登
島
町
に
は
県
の
水

産
試
験
場
・
同
分
場
が
あ
り
、
そ
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
る
o

た
だ
し
、
半
島
先
端
部
で
は
海
況
は
異
な
り
、
地
先
漁
業
に
恵
ま
れ
ぬ
面

お

ぎ

ひ

め

た

こ

じ

ま

も
あ
っ
て
、
北
海
道
の
イ
カ
釣
り
や
北
洋
の
マ
ス
漁
な
ど
に
出
漁
す
る
。
小
木
・
姫
・
蛸
島
な
ど
は
そ
の
中
心
で
あ
る
o

わ

く

ら

す

ず

内
浦
の
海
岸
に
そ
っ
て
は
地
下
資
源
に
恵
ま
れ
る
。
和
倉
と
珠
洲
に
は
無
尽
蔵
と
い
わ
れ
る
珪
藻
土
が
埋
蔵
さ
れ
る
(
貯
)
(
臼
)
(
臼
)
O

こ
れ

は
海
成
の
も
の
を
主
と
し
、
過
去
の
海
の
贈
物
で
あ
る
。
良
質
で
も
あ
り
、
そ
の
開
発
利
用
は
将
来
の
課
題
で
も
あ
る
o

ま
た
小
木
に
は

凝
灰
岩
が
海
岸
付
近
よ
り
産
出
、
小
木
石
と
い
わ
れ
て
建
築
材
料
に
利
用
さ
れ
、

」
れ
ま
で
船
で
富
山
県
へ
も
か
な
り
送
り
出
さ
れ
た
o



採
石
の
跡
地
は
住
宅
地
と
し
て
平
地
の
乏
し
い
海
序
で
巧
み
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
和
倉
は
能
登
一
級
の
温
泉
地
で
あ
る
が
、
珠
洲
・
鵜

飼
・
飯
田
そ
の
他
多
く
の
温
泉
が
海
岸
線
に
そ
っ
て
近
年
開
発
さ
れ
た
o

海
に
恵
ま
れ
た
温
泉
と
し
て
観
光
上
も
十
二
分
に
利
用
さ
れ
て

い
る
o

な
か
で
も
和
倉
は
泉
源
が
海
中
に
あ
り
、

坦
立
て
て
開
発
し
て
き
た
(
印
)
O

と
く
に
越
中
の
人
々
に
と
っ
て
は
舟
路
で
湯
治
に
来

る
の
が
か
つ
て
は
盛
行
し
た
と
い
わ
れ
る
。

内
浦
に
お
い
て
海
の
利
用
は
多
彩
で
か
つ
奥
深
い
も
の
が
あ
る
。
内
浦
が
富
山
湾
や
七
尾
湾
に
臨
む
点
は
内
浦
の
人
と
海
と
の
結
び
つ

き
を
極
め
て
深
く
強
く
さ
せ
て
い
る
根
本
条
件
と
み
ら
れ
る
o

恐
ら
く
将
来
そ
の
度
合
は
さ
ら
に
広
く
深
く
、

か
っ
強
く
な
る
こ
と
が
予

測
さ
れ
る
。

口
能
登
と
奥
能
登
と
の
比
較

能
登
は
四
郡
に
分
れ
て
い
た
が
、
半
島
基
部
の
鹿
島
・
羽
昨
両
郡
を
口
能
登
(
口
郡
)
、

ふ
げ
し

先
端
部
の
珠
洲
・
鳳
至
両
郡
を
奥
能
登

奥

郡
)
と
称
し
て
き
た
o

口
能
登
と
奥
能
登
と
で
は
、
先
端
部
へ
い
く
ほ
ど
、

岬
端
性
が
濃
化
す
る
と
い
え
よ
う
が
、
内
外
浦
の
よ
う
な
明

確
な
特
色
は
み
ら
れ
な
い
。

能登半島の海と人

郡
界
を
み
る
と
口
能
登
で
は
外
浦
に
羽
咋
郡
、
内
浦
に
鹿
島
郡
が
あ
り
、
内
外
の
別
が
あ
る
o

口
能
登
で
は
内
外
浦
の
経
済
分
化
が
進

み
、
両
浦
が
自
立
性
を
も
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
能
登
開
拓
の
神
、
気
多
大
社
は
羽
昨
市
に
あ
っ
て
能
登
一
ノ
宮
で
あ
り
、
国
府
は
七

尾
市
に
置
か
れ
、
守
護
の
畠
山
氏
も
ま
た
そ
の
近
く
の
七
尾
城
に
居
を
構
え
て
い
た
。
明
治
初
年
に
は
七
尾
県
が
置
か
れ
、
能
登
と
越
中

の
一
部
を
統
轄
し
た
が
、
そ
の
県
庁
は
七
尾
市
に
あ
っ
た
o

口
能
登
で
は
い
侃
浦
港
・
今
浜
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
遠
洋
漁
業
へ
の
進
展
と
、

31 

七
尾
港
に
お
け
る
近
海
水
揚
魚
の
集
散
な
ど
、
形
態
は
異
な
る
が
漁
業
は
特
色
を
示
し
て
発
展
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
般
的
に
み
て
、
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他
産
業
の
発
展
が
著
し
く
、
漁
業
の
比
重
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
合
成
繊
維
織
物
工
業
が
発
注
し
、
近
年
は
電
子
工
業
も
伸

び
て
い
る
o

一
方
、
金
沢
市
へ
の
通
勤
人
口
も
噌
加
し
、
そ
の
通
勤
圏
に
組
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
こ
の
地
域
は
北
陸
プ

ロ
パ

l
の
地
域
に
編
入
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
漁
業
で
も
養
殖
業
の
発
達
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
o

海
岸
を
基
本
と
し
た
郡
界
で
な
く
、

奥
能
登
は
郡
界
が
内
外
浦
に
区
分
さ
れ
ず
、
両
浦
に
ま
た
が
っ
て
二
分
さ
れ
、
先
端
部
の
珠
洲
郡
と
そ
の
手
前
の
鳳
至
郡
と
に
な
る
。

む
し
ろ
袋
小
路
の
性
格
が
濃
く
な
り
、
僻
地
性
を
基
に
し
て
区
分
さ
れ
た
よ
う
に
み
ら
れ
る
o

鳳
至

郡
の
地
域
は
半
島
の
幅
が
広
く
、
内
陸
山
村
も
多
く
あ
り
、
柳
田
村
の
よ
う
な
隔
海
農
山
村
も
成
立
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
地
先
の
海

で
幸
を
求
め
て
暮
す
が
、
条
件
不
備
の
地
域
で
は
出
稼
が
盛
行
す
る
。
な
か
で
も
海
に
関
連
す
る
出
稼
が
顕
著
な
点
に
特
色
が
あ
る
。
口

能
登
の
今
浜
な
ど
と
似
て
、
内
浦
・
能
都
町
辺
で
サ
ケ
・
マ
ス
・
イ
カ
釣
漁
の
出
漁
な
ど
に
著
し
い
も
の
が
あ
る
o

工
業
の
発
達
が
近
年

ま
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
出
稼
の
比
重
を
大
に
し
て
い
る
o

僻
地
性
の
著
し
い
点
は
大
納
言
平
時
忠
の
配
流
に
も
示
さ
れ
る
。
し

か
し
、
そ
の
岬
端
性
は
一
面
他
域
へ
門
戸
を
聞
く
も
の
で
、
越
後
・
佐
渡
な
ど
と
の
関
連
は
古
く
よ
り
あ
っ
た
o

か
よ
う
な
点
は
こ
の
岬

端
地
域
に
他
面
進
歩
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
前
記
の
出
漁
も
ま
た
そ
の
反
映
と
み
ら
れ
よ
う
o

な
お
海
岸
暖
地
の
前
記
朝
日
賞
受
賞

の
施
設
園
芸
や
、
同
じ
く
昭
和
四
五
年
朝
日
農
業
賞
受
賞
の
珠
洲
の
酪
農
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

か
よ
う
な
積
極
性
の
あ
る
点
は
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

海
の
利
用
の
変
貌

地
域
の
姿
は
土
地
の
条
件
と
時
の
条
件
と
の
結
び
つ
き
の
変
化
に
応
じ
て
変
貌
す
る
が
、
能
登
に
お
け
る
海
と
人
と
の
関
係
も
幾
変
転

を
遂
げ
て
き
て
い
る
o

一
般
的
に
は
港
の
重
要
性
は
低
下
し
、
北
前
船
や
製
塩
の
よ
う
な
海
と
関
連
し
た
産
業
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
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石川県における漁獲量(昭和43年度)

属 人 (A) 属 地 (B) (A)ー (B)

石 川 県 | 29，995 84，440 

自E 103，003 21，601 81，140 

力日 賀| 11，432 8，394 3，038 

表 2

農林省石川県統計調査事務所:石川県農林水産統計年報(昭和43-44年)により作成

重
要
性
を
確
保
し
、

県
下
の
漁
獲
量
の
主
体
を
構
成
す
る
(
表

漁
業
は
不
振
を
か
こ
ち
つ
つ
も
、

2
)
。
た
だ
し
、
沿
岸
漁
業
か
ら
遠
洋
漁
業
へ
、
あ
る
い
は
養
殖
業
へ
と
進
展
を
遂
げ
て
い
る
。
今
後

は
大
和
堆
の
開
発
を
含
め
て
い
っ
そ
う
の
漁
業
開
発
が
期
待
さ
れ
る
。

水
揚
魚
は
陸
上
輸
送
の
不
便

か
ら
塩
干
魚
そ
の
他
に
加
工
さ
れ
た
が
、

現
在
は
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
鮮
魚
移
出
を
主
体
と
す
る
に
至

っ
た
。海

上
輸
送
は
北
前
船
と
富
山
湾
を
通
じ
る
越
中
と
の
交
流
で
賑
っ
た
が
、

陸
上
交
通
の
発
達
に
伴

特
定
品
目
に
つ
い
て
機
帆
船
に
よ
る
海
上
輸
送
は
将
来

も
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。
陸
上
交
通
で
は
、
七
尾
線
・
能
登
線
の
国
鉄
が
先
端
の
二
市
に
達
す
る
。

い
重
要
性
を
減
じ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、

」
の
鉄
道
の
能
登
開
発
に
果
し
た
役
割
は
大
き
い
し
、

い
ま
も
地
元
民
の
ほ
か
観
光
客
の
利
用
が
多

ぃ
。
道
路
は
海
岸
に
そ
っ
て
国
道
が
走
り
、

」
れ
を
ラ
ケ
ッ
ト
道
と
称
し
て
い
る
。
そ
の
整
備
は
お

く
れ
、
道
路
事
情
は
よ
く
な
い
。
現
在
は
僻
地
性
の
克
服
の
た
め
、

金
沢
や
富
山
に
通
じ
る
縦
貫
自

動
車
道
の
建
設
が
計
画
さ
れ
、

一
部
で
は
着
工
し
つ
つ
あ
る
。

」
れ
は
旧
尾
根
道
の
復
活
現
代
版
と

い
え
よ
う
。
半
島
は
離
島
よ
り
隔
絶
性
は
薄
い
が
、

そ
の
克
服
の
た
め
の
飛
行
場
の
建
設
が
将
来
は

実
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
動
き
も
一
部
に
あ
る
。

能
登
の
海
岸
は
か
つ
て
文
人
墨
客
が
紹
介
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
(
巴
、
現
在
観
光
地
と
し
て

脚
光
を
浴
び
つ
つ
あ
る
。
断
崖
・
入
江
・
砂
浜
・
岩
浜
の
地
形
は
清
測
な
海
の
水
と
色
、

四
季
の
変

化
に
応
じ
て
千
変
万
化
、
公
害
に
悩
み
つ
つ
あ
る
都
会
の
人
々
に
憩
の
場
を
提
供
し
て
い
る
。
観
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光
・
保
養
面
で
の
海
岸
の
利
用
は
今
後
い
っ
そ
う
高
度
化
す
る
で
あ
ろ
う
。

海
岸
の
利
用
は
新
た
な
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
る
。

志
賀
町
で
は
原
子
力
発
電
所
の
計
画
が
進
め
ら
れ
、

ま
た
海
中
公
園

avも
二
ケ
所

指
定
の
運
び
で
あ
り
、
将
来
、
能
登
の
海
は
い
っ
そ
う
利
用
価
値
を
高
め
て
い
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
さ
ら
に
将
来
は
富
山
湾
の
大
規

模
開
発
の
構
想
も
実
現
性
を
も
っ
て
く
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

注

，.-.....，.-.....，.-.....r-..，.-.....，.-.....，.-.....，.-.....，.-.....，.-.....，.-.....，.-.....，.-.....--........-，.-..... 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
'-../'-"''-'''-''.........'-.../'-''.........'-../'-'''-'''''-'''-../'-../.........'-../ 

山
口
平
四
郎
海
洋
の
地
理
大
明
堂
昭
和
四
四
年

オ
l
ベ
ル
ド
ウ
ラ
リ
ュ
山
口
貞
夫
訳
島
と
人
古
今
書
院
昭
和
一
六
年

田
中
啓
爾
地
理
学
の
本
質
と
原
理
古
今
書
院
昭
和
二
四
年
九
一
|
九
二
一
員

藤
岡
謙
二
郎
岬
半
島
の
人
文
地
理
大
明
堂
昭
和
四
一
年

青
野
寿
郎
・
尾
留
川
正
平
日
本
地
誌

m
富
山
県
・
石
川
県
・
福
井
県
二
宮
書
広
昭
和
四
五
年
二
七
五
l
二
七
六
頁

本
庄
栄
治
郎
他
御
塩
方
一
件
・
御
塩
方
定
式
留
・
御
塩
方
御
触
留
近
世
社
会
経
済
叢
書
第
三
巻
改
造
社
昭
和
一
五
年

吉
崎
正
松
能
登
塩
田
の
歴
史
地
理
的
考
察
白
然
と
社
会

9

昭
和
二
七
年
一
三

l
一
六
頁

日
本
専
売
公
社
金
沢
地
方
局
能
登
半
島
の
揚
浜
塩
田
に
つ
い
て
昭
和
二
九
年

上
田
耕
老
の
路
種
金
沢
文
化
協
会
昭
和
一
一
年
二
七
頁

矢
ケ
崎
孝
雄
能
登
の
漁
業
集
落
地
理
八
|
五
昭
和
三
八
年
三
一
!
三
六
頁

薮
内
芳
彦
漁
村
の
生
態
古
今
書
院
昭
和
三
三
年
一
九
四

i
二
O
七
頁

牧
野
隆
信
増
補
改
訂
北
前
船
柏
書
房
昭
和
四

O
年

矢
ケ
崎
孝
雄
明
治
後
期
に
お
け
る
石
川
県
下
の
交
通
歴
史
地
理
学
紀
要
8

昭
和
四
一
年
三
二

l
一
三
八
頁

正
宗
厳
敬
能
登
半
島
の
植
物
能
登
半
島
学
術
調
査
書
石
川
県
昭
和
四

O
年
九
七
|
一

O
五
頁

能
野
正
雄
能
登
の
動
物
相
能
登
半
島
学
術
調
査
書
石
川
県
昭
和
四
O
年

二

O
七
頁

鏡
味
完
二
日
本
の
地
名
角
川
新
書
昭
和
三
九
年
一
四
五
|
一
五

O
頁

二
八
五

l
二
九
九
頁
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(
げ
)

(
国
)

(
m
M
)
 

(
却
)

(
幻
)

(
辺
)

(
幻
)

(
斜
)

(
お
)

(
却
)

(
幻
)

(
お
)

(
却
)

(
初
)

(
出
)

(
担
)

(
お
)

(
剖
)

(
訪
)

(
訪
)

(
幻
)

(
お
)

(
却
)

若
林
喜
三
郎
石
川
県
の
歴
史
北
国
出
版
社
昭
和
四
五
年
四
八
頁

石
川
県
鳳
至
郡
役
所
石
川
県
鳳
至
郡
誌
大
正
一
一
一
年
四
五
八
|
四
八
八
頁

森
田
平
次
能
登
志
徴
上
編
石
川
県
図
書
館
協
会
昭
和
一
二
年
一
五
七

l
一
五
八
頁

前
掲
(
国
)
コ
一
五
八
頁

小
倉
学
伝
説
と
民
話
能
登
半
島
学
術
調
査
書
石
川
県
昭
和
四

O
年

五

一

六

i
五
一
七
頁

矢
ケ
崎
孝
雄
能
登
の
歴
史
地
理
!
海
運
を
中
心
と
し
て
1
月
刊
社
会
科
教
室
八

O
号
中
教
出
版
昭
和
四
三
年

野
間
三
郎
福
浦
港
に
つ
い
て
の
考
察
北
陸
と
海
運
北
陸
中
日
新
聞
社
昭
和
三
八
年
一
八
九
|
一
二
九
頁

石
川
県
図
書
館
協
会
加
能
漂
流
誇
昭
和
二
二
年

前
回
育
徳
会
加
賀
藩
史
料
藩
末
編
下
巻
昭
和
二
二
年
六

0
0
1六
O
八
、
六
一
五
|
六
一
七
、
六
三
二

l
六
四
四
頁

ア
l
ネ
ス
ト
サ
ト
ウ
一
外
交
官
の
見
た
明
治
維
新
下
岩
波
文
庫
昭
和
三
五
年
一
四
l
一一一一良

七
尾
市
役
所
経
済
部
七
尾
軍
艦
所
並
七
尾
語
学
所
由
来
昭
和
二
五
年

金
崎
肇
七
尾
港
の
性
格
富
山
県
の
地
理
学
的
研
究
三
昭
和
三
四
年

北
海
道
庁
北
海
道
史
第
-
大
正
七
年
三
九
四
|
四
O
一一貝

西
村
通
男
海
商
三
代
の
記
録
金
沢
女
子
短
期
大
学
学
葉
第
四
集
昭
和
三
七
年

堀
田
成
雄
北
前
船
と
西
村
屋
忠
兵
衛
羽
咋
市
教
育
委
員
会
昭
和
三
八
年

西
村
通
男
海
商
三
代
中
公
新
書
昭
和
三
九
年

長
岡
博
男
袋
小
路
の
民
俗
日
本
文
化
風
土
記

4

中
部
篇
河
出
書
房
昭
和
三
一
年

石
川
県
珠
洲
郡
役
所
石
川
県
珠
洲
郡
誌
大
正
一
一
一
年
七
八
六
|
七
九
O
頁

前
掲
(
m
m
)

五
一
五
頁

宮
下
与
吉
石
川
県
の
歴
史
北
国
新
聞
社
昭
和
二
五
年
八
九
頁

小
倉
学
・
四
柳
嘉
孝
・
今
村
充
夫
・
亀
井
京
子
・
清
水
宣
英
能
登
の
民
俗

石
川
県
図
書
館
協
会
能
登
名
跡
志
昭
和
六
年
四

O
l四
一
頁

前
掲
(
出
)
八

O
O頁

瓦

四
頁

能
登
半
島
学
術
調
査
書

石
川
県

四
七
一

l
五
二
九
頁
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(
川
町
)
前
掲
(
犯
)
九
九
七

l
九
九
八
頁

(
H
U
)

浜
庄
三
能
登
の
地
、
に
り
研
究
自
然
と
社
会
三
・
四
号
昭
和
二
五
年
二
ハ
|
一
七
頁

(
位
)
矢
沢
大
二
能
登
の
気
候
能
登
(
自
然
・
文
化
・
社
会
)
九
学
会
連
合
能
登
調
査
委
員
会

(
勾
)
金
崎
肇
舶
倉
島
の
自
然
と
文
化
人
文
地
理
一

l
三
昭
和
二
四
年

(
必
)
矢
ケ
崎
孝
雄
紬
倉
島
日
本
の
文
化
地
理
第
七
巻
新
潟
・
富
山
・
石
川
・
福
井
講
談
社
昭
和
四
五
年
三
二
四
l
三
二
六
頁

(
必
)
石
川
県
水
産
試
験
場
大
和
堆
海
域
に
於
け
る
底
曳
網
漁
業
試
験
調
査
報
告
昭
和
三
七
年
日
本
海
に
関
す
る
総
合
研
究
報
告
(
北
大
和
堆

海
域
の
深
海
開
発
)
昭
和
四
五
年

f

(

必
)
柿
本
血
〈
昭
能
登
旧
西
海
村
に
お
け
る
漁
業
危
機
と
人
文
地
理
学
の
立
場
地
理
学
評
論
二
五
|
一
二
昭
和
=
二
年
八

O
七

i
八
一
六

頁

(
円
引
)
柿
本
典
昭
組
合
自
蛍
漁
村
に
関
す
る
一
考
察
i
八
そ
う
張
網
漁
村
能
登
外
浦
西
海
漁
村
の
一

0
年
間
の
歩
み
を
通
じ
て

l

昭
和
三
九
年
一
二

l
一
回
頁

(
必
)
前
掲
(
日
)
一
一
一
七

l
二
三
二
頁

(ω)
門
前
町
史
編
集
委
員
会
門
前
町
史
昭
和
四
五
年
六
二
九
頁

(
印
)
全
国
海
友
婦
人
会
富
来
町
連
合
会
富
来
町
船
員
名
簿
昭
和
四
一
年

(
日
)
矢
ケ
崎
孝
雄
奥
能
登
宇
出
津
港
に
お
け
る
商
品
流
通
の
研
究
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
七
号
昭
和
三
四
年

(
臼
)
矢
ケ
崎
孝
雄
奥
能
登
宇
出
津
港
に
お
け
る
流
通
圏
の
変
貌
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
一

O
号
昭
和
三
七
年

(
臼
)
野
間
三
郎
・
斉
藤
晃
吉
能
登
島
の
石
垣
回
|
揚
浜
塩
田
形
態
変
形
の
形
式
|
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
哲
史
篇

o
l
一
三
六
頁

(
日
)
岡
本
啓
志
珠
洲
市
の
リ
ン
ゴ
栽
培
自
然
と
社
会
二
七
・
二
八
号
昭
和
三
七
年
七

l
一
二
頁

(
回
)
前
掲
(
日
)
一
二
三
l
l
一
二
七
頁

(回
)

H

(

日
)
二
七
六

l
一
二
一
一
一
頁

(
日
)
河
島
千
尋
石
川
県
珠
洲
郡
珪
藻
土
の
物
理
的
諸
性
状
石
川
県
地
方
開
発
事
務
局
昭
和
二
五
年

(
部
)
石
川
県
珪
藻
土
利
用
研
究
会
基
礎
部
会
昭
和
三
八
年
度
研
究
報
告
石
川
県
工
業
試
験
場
昭
和
三
九
年

平
凡
社

一
八
|
ニ

O
頁

漁
村
経
済
研
究

七
六
|
九
二
頁

一
二
三
|
四
七
頁

七
昭
和
三
四
年
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(
印
)

(
印
)

(
臼
)

(
位
)

石
川
県
和
倉
地
区
珪
藻
土
工
業
産
地
診
断
勧
告
書
昭
和
三
八
年

小
田
士
口
之
丈
和
倉
土
筆
昭
和
二
年
(
昭
和
四
四
年
小
田
与
之
正
再
版
)

石
川
県
図
書
館
協
会
能
登
名
跡
志
昭
和
六
年
・
能
登
路
の
旅
昭
和
七
年
・
続
能
登
路
の
旅

日
本
自
然
保
護
協
会
能
登
半
島
海
中
公
園
調
査
報
告
石
川
県
昭
和
四
O
年

昭
和
九
年




