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交
易
と
資
源
の
関
係

私
は
、
学
生
時
代
か
ら
三
陸
や
新
潟

の
鮭
漁
の
歴
史
な
ど
を
調
査
し
て
き
ま

し
た
。
資
源
管
理
と
い
う
観
点
か
ら
見

る
と
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
18
世
紀
初

頭
と
18
世
紀
後
半
か
ら
19
世
紀
初
め
に

に
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。

18
世
紀
か
ら
19
世
紀
に
か
け
て
、
全

国
的
に
塩
引
き
鮭
が
広
く
消
費
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
よ
う
で
す
。
た
だ
、
こ
れ

は
全
国
規
模
で
長
期
的
な
動
き
と
し
て

は
推
測
で
き
る
の
で
す
が
、
個
々
に
は

多
様
な
状
況
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

越
後
の
村
上
藩
︵
新
潟
県
︶
で
は
下
級

武
士
・
青
砥

あ
お
と

武
平
次

ぶ
へ
い
じ

の
提
言
に
よ
っ
て

鮭
の
﹁
種
川
制
度
﹂
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
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種
川
と
い
う
の
は
川
の
中
洲
に
鮭
が
産

卵
す
る
条
件
に
合
う
よ
う
に
バ
イ
パ
ス

し
た
川
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
自
然
産
卵

さ
せ
て
鮭
の
回
帰
を
狙
っ
た
も
の
で
し

た
。
漁
業
資
源
の
保
全
制
度
と
し
て
は

画
期
的
な
も
の
で
す
が
、
こ
こ
で
増
産

さ
れ
た
塩
引
き
鮭
が
ど
こ
に
流
通
し
た

の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
も
村

上
藩
の
史
料
を
見
る
と
、
村
上
に
蝦
夷

地
産
の
秋
あ
じ
︵
秋
鮭
︶
が
入
荷
さ
れ

て
い
ま
す
。
地
元
に
秋
あ
じ
が
入
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
面
川
で
わ

ざ
わ
ざ
鮭
資
源
の
増
産
を
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
必
然
性
が
よ
く
わ
か
ら
な
い

ん
で
す
。
で
も
、
そ
の
増
産
さ
れ
た
鮭

が
売
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
す
。
お
そ

ら
く
都
市
部
で
は
な
く
、
内
陸
農
村
部

な
ど
に
向
け
て
出
荷
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
今

ま
で
水
産
物
を
あ
ま
り
食
べ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
な
場
所
に
ま
で
流
通
す
る
よ

う
に
な
り
、
消
費
量
が
増
え
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

種
川
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
ろ
に
村

上
藩
が
力
を
入
れ
て
い
た
の
は
、
生
糸
、

煙
草
、
陶
磁
器
生
産
、
漆
な
ど
の
殖
産

興
業
で
し
た
。
明
ら
か
に
食
生
活
、
住

生
活
に
か
か
わ
る
よ
う
な
物
産
で
す
。

そ
の
市
場
の
ひ
と
つ
と
し
て
狙
っ
て
い

た
の
は
、
お
そ
ら
く
内
陸
の
農
村
部
で

し
ょ
う
。
逆
に
、
こ
の
時
期
に
は
、
漆

器
、
陶
磁
器
、
水
産
物
の
消
費
の
拡
大

が
内
陸
部
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
し
て
い
ま
す
。

岩船郡村上三面川鮭浚之図　（財）村上城跡保存育英会所蔵　写真提供：新潟県立歴史博物館
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る
と
薪
を
大
量
に
使
う
の
で
、
薪
の
値

段
が
上
が
る
か
ら
や
め
て
く
れ
﹂
と
い

う
要
望
が
地
元
か
ら
出
さ
れ
た
と
い
う

文
書
も
残
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
鰹
節
を
製
造
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
も
、
三
陸
で
は
塩
鰹
生
産

が
続
き
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
江
戸
市
場
で
鰹
節
と
い

え
ば
結
局
、
紀
州
や
土
佐
ブ
ラ
ン
ド
で

あ
っ
て
、
三
陸
も
の
は
そ
れ
に
は
勝
て

な
い
。
手
間
を
か
け
、
燃
料
を
注
ぎ
込

ん
で
ま
で
つ
く
る
見
返
り
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
ら
し
い
の
で
す
。

一
方
、
塩
鰹
で
す
と
、
江
戸
で
は
師

走
贈
答
用
の
塩
引
き
鮭
の
廉
価
版
と
し

て
の
需
要
が
あ
っ
た
。
師
走
に
な
る
と

新
巻
鮭
を
買
う
感
覚
で
す
ね
。
塩
引
き

鮭
の
代
用
品
と
し
て
、
塩
鰹
は
大
量
の

需
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
１

年
を
通
じ
て
、
と
い
う
よ
り
は
、
11
月

ご
ろ
に
集
中
的
に
出
荷
さ
れ
て
い
る
ん

で
す
よ
。
夏
か
ら
秋
に
鰹
を
捕
っ
て
塩

鰹
に
加
工
し
、
11
月
に
送
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
鮭
の
漁
獲
量
が
減
少
し
て
、

価
格
で
も
蝦
夷
地
産
の
鮭
に
負
け
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
鰹
を
捕
っ
て
、
付
加

価
値
の
高
い
鰹
節
で
勝
負
し
よ
う
と
思

っ
た
け
れ
ど
、
結
果
と
し
て
鰹
節
の
出

荷
量
は
微
々
た
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か

し
贈
答
用
の
塩
引
き
鮭
の
廉
価
代
用
品

と
し
て
、
塩
鰹
の
大
量
需
要
が
あ
っ
た
。

塩
鰹
の
送
り
先
は
主
に
江
戸
で
す
が
、

江
戸
時
代
の
後
期
に
な
る
と
内
陸
部
の

農
村
地
帯
が
多
少
の
ゆ
と
り
を
持
つ
よ

考
え
て
み
れ
ば
、
豪
農
の
文
化
活
動

が
活
発
化
す
る
の
も
こ
の
こ
ろ
で
す
ね
。

食
生
活
史
研
究
は
都
市
が
中
心
で
、

農
村
の
こ
と
は
あ
ま
り
わ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
行
事
食
は
あ
る
程
度
わ
か
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
に
も
鮑

あ
わ
び

や
ス
ル
メ
な

ど
の
海
産
物
が
多
く
な
っ
て
い
く
よ
う

で
す
。
こ
う
し
た
食
習
慣
も
18
世
紀
後

半
か
ら
19
世
紀
に
か
け
て
活
発
に
な
っ

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

村
上
藩
と
同
様
の
動
き
は
三
陸
に
も

見
ら
れ
、
市
場
と
の
関
係
を
考
え
る
な

ら
ば
、
そ
う
し
た
水
産
資
源
と
物
流

︵
海
運
、
河
川
舟
運
、
陸
運
︶
が
促
進

し
た
交
易
圏
拡
大
を
見
な
い
と
な
ら
な

い
で
し
ょ
う
ね
。

三
陸
鮭
の
商
品
変
動

で
は
、
三
陸
の
鮭
は
ど
う
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

江
戸
時
代
後
期
、
17
世
紀
後
半
か
ら

18
世
紀
初
め
と
い
う
と
、
南
部
藩
な
ど

が
藩
営
と
し
て
、
江
戸
に
向
け
て
水
産

物
を
大
量
に
出
荷
し
た
時
期
で
す
。
南

部
藩
の
農
業
生
産
量
は
大
き
く
な
い
。

そ
こ
で
、
林
業
や
漁
業
な
ど
の
自
然
生

産
物
を
商
人
に
請
け
負
わ
せ
て
捕
ら
せ
、

そ
れ
を
大
量
に
江
戸
に
出
荷
さ
せ
、
そ

の
運
上
金
を
吸
い
上
げ
る
と
い
う
仕
組

み
で
藩
営
を
し
て
い
ま
し
た
。

鮭
漁
も
、
こ
う
し
た
動
き
と
連
動
し

て
、
17
世
紀
末
か
ら
18
世
紀
初
頭
に
か

け
て
、
出
荷
量
が
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で

増
え
る
時
期
が
あ
り
ま
す
。
わ
ず
か
10

年
で
漁
獲
量
が
２
倍
に
な
る
と
い
う
ペ

ー
ス
で
す
。
捕
っ
た
鮭
は
、
盛
岡
城
下

町
に
も
出
荷
さ
れ
る
の
で
す
が
、
多
く

は
江
戸
に
運
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
18
世
紀
初
め
、

た
っ
た
５
年
程
の
間
に
鮭
の
生
産
量
が

三
分
の
一
に
急
落
す
る
の
で
す
。
南
部

藩
は
困
り
、
大
混
乱
に
陥
り
ま
す
。

な
ぜ
生
産
量
が
落
ち
た
の
で
し
ょ
う

か
。私

は
捕
り
す
ぎ
の
影
響
と
考
え
た
の

で
す
が
、
生
態
学
者
に
言
わ
せ
る
と
、

鮭
は
資
源
変
動
が
大
き
い
種
で
、
そ
う

単
純
な
話
で
は
な
い
ら
し
い
。
ま
た
、

前
近
代
社
会
の
人
間
が
自
然
に
与
え
る

イ
ン
パ
ク
ト
な
ど
は
た
か
が
知
れ
て
い

て
、
鮭
の
資
源
量
が
左
右
さ
れ
る
ほ
ど

の
影
響
は
有
り
得
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

の
で
す
。

原
因
は
は
っ
き
り
と
特
定
で
き
ま
せ

ん
。
た
だ
面
白
い
の
は
、
三
陸
の
場
合
、

そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
鮭
の
資
源
保
全

慣
行
に
気
を
配
る
よ
う
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
鮭
は
夜
に
遡
上
す
る
の
で
、

﹁
夜
は
漁
を
し
な
い
﹂
と
か
、﹁
朝
の
２

時
間
だ
け
し
か
漁
を
許
さ
な
い
﹂
と
い

う
漁
業
規
制
の
慣
行
が
南
部
藩
で
は
で

き
上
が
っ
て
く
る
。
宮
古
︵
岩
手
県
︶

の
津
軽
石
川
で
そ
の
よ
う
な
慣
行
が
導

入
さ
れ
る
の
が
１
７
４
９
年
︵
寛
延
２
︶

以
前
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
降
も
、
南
部
藩
領
か
ら
鮭
が

江
戸
に
出
荷
さ
れ
続
け
ま
す
が
、
目
立

つ
商
品
で
は
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
と
前
後
し
て
伸
び
て
く
る
の
が
蝦

夷
地
産
の
鮭
で
し
た
。

南
部
藩
は
18
世
紀
後
半
に
な
る
と
、

他
の
水
産
物
を
江
戸
向
け
の
主
力
商
品

と
し
て
出
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
例
え

ば
鮭
が
ダ
メ
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
漁

の
遠
洋
化
が
始
ま
り
、
鰹

か
つ
お

を
捕
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
18
世
紀
後
半
に
は
鮪

ま
ぐ
ろ

も

捕
る
し
、
魚
肥
生
産
の
た
め
に
鰯

い
わ
し

の
生

産
量
も
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
中

で
も
大
き
い
位
置
を
占
め
る
の
は
鰹
と

鰯
で
し
た
。

つ
ま
り
、
資
源
量
や
江
戸
市
場
で
の

消
費
量
な
ど
に
応
じ
て
、
漁
獲
さ
れ
る

魚
種
が
変
わ
り
、
加
工
方
法
も
変
っ
て

い
く
わ
け
で
す
。

鰹
節
の
加
工
技
術
は
紀
州
か
ら

鰹
生
産
の
拡
大
は
、
18
世
紀
初
頭
に

始
ま
り
ま
す
。
鰹
の
一
本
釣
り
漁
法
や

鰹
節
の
加
工
法
は
も
と
も
と
三
陸
に
は

あ
り
ま
せ
ん
。
紀
州
漁
師
を
呼
び
寄
せ

て
、
入
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
現
代
で

も
三
陸
に
は
、
﹁
紀
州
か
ら
漁
師
を
呼

び
寄
せ
て
鰹
漁
を
導
入
し
た
﹂
と
い
う

伝
え
の
残
る
家
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
家
が
紀
州
漁
師
を
雇
っ
て
地
元

漁
師
に
技
術
を
伝
え
、
急
速
に
鰹
漁
が

広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
尾
州
︵
尾
張
︶

か
ら
も
来
て
い
ま
す
ね
。
捕
っ
た
鰹
は
、

塩
鰹
や
鰹
節
に
加
工
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
紀
州
漁
師
は
出
稼
ぎ
の
寄

留
者
が
多
い
の
で
す
が
、
紀
州
出
身
だ

と
い
う
家
伝
を
持
つ
お
宅
が
三
陸
に
は

今
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
ま
ま
い

つ
い
て
し
ま
っ
た
人
も
多
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

紀
州
漁
師
が
鰹
節
の
製
法
を
伝
え
る

ま
で
、
三
陸
で
は
鰹
の
加
工
品
は
塩
鰹

が
中
心
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
塩
鰹
は
、

樽
の
中
に
、
腹
わ
た
を
抜
き
塩
を
ま
ぶ

し
た
鰹
を
重
ね
て
つ
く
っ
た
も
の
で
、

保
存
が
い
い
上
、
に
じ
み
出
た
漬
け
汁

は
調
味
料
に
も
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
鰹
節
は
加
工
に
大

変
手
間
が
か
か
る
産
品
で
し
た
。
鰹
節

は
、
鰹
を
ま
ず
三
枚
に
お
ろ
し
、
そ
れ

を
熱
湯
で
約
１
時
間

煮
熟

し
ゃ
じ
ゅ
く

し
ま
す

︵
生
利
節

な
ま
り
ぶ
し

︶。
次
に
、
乾
燥
し
た
楢

な
ら

や
ク

ヌ
ギ
、
桜
な
ど
の
堅
木
を
炉
で
燃
や
し
、

そ
の
中
で
生
利
節
を
１
時
間
ほ
ど
焙
乾

ば
い
か
ん

し
て
水
分
を
抜
き
ま
す
。
さ
ら
に
鰹
の

生
肉
を
す
り
込
ん
で
外
形
を
整
え
、
も

う
一
度
焙
乾
し
、
２
〜
３
日
間
日
干
し

し
ま
す
︵
荒
節
、
鬼
節
︶
。
そ
の
後
、

表
面
の
油
分
な
ど
を
包
丁
で
削
り
︵
裸

節
︶
、
木
箱
に
詰
め
、
温
度
25
〜
28
度
、

相
対
湿
度
75
〜
85
％
の
室

む
ろ

に
２
週
間
ほ

ど
入
れ
て
青
カ
ビ
を
生
や
し
ま
す
。
カ

ビ
を
払
い
、
室
に
入
れ
る
作
業
を
カ
ビ

が
生
え
な
く
な
る
ま
で
続
け
て
完
成
品

と
な
り
、
完
成
に
は
３
〜
４
ヶ
月
か
か

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

塩
鰹
と
違
っ
て
、
鰹
節
製
造
に
は
煮

熟
と
焙
乾
す
る
の
に
火
を
使
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
﹁
紀
州
漁
師
を
呼
び
寄
せ
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マ
コ
︶
、
干
し
鮑
、
フ
カ
ノ
ヒ
レ
な
ど

の
海
産
物
の
干
物
を
俵
に
詰
め
て
輸
送

し
た
と
こ
ろ
か
ら
つ
け
ら
れ
た
名
前
で
、

江
戸
時
代
の
長
崎
貿
易
の
重
要
な
輸
出

品
で
も
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
干
し
鮑
。
海
士

あ

ま

の
生
産
力
は

高
く
、
深
く
潜
る
の
で
取
り
尽
く
す
ぐ

ら
い
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
三
陸
に
は
、

海
士
の
集
落
が
い
く
つ
か
あ
る
ん
で
す

ね
。
近
代
に
な
る
と
、
観
光
用
に
女
性

の
海
女
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
が
、
も
と

も
と
は
女
性
は
潜
り
ま
せ
ん
。
男
海
士

で
す
。
例
え
ば
吉
里
吉
里

き
り
き
り

村
の
前
川
家

で
は
そ
う
い
う
海
士
連
中
を
呼
び
寄
せ

て
、
漁
場
の
近
傍
に
泊
ま
ら
せ
て
、
鮑

を
大
量
に
捕
り
、
干
し
鮑
を
生
産
し
ま

し
た
。

千
田
家
で
す
と
、
伊
達
藩
の
俵
物
集

荷
の
元
締
め
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

地
域
の
集
荷
拠
点
の
位
置
を
占
め
て
い

る
家
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

長
崎
に
幕
府
が
設
置
し
た
﹁
長
崎
俵

物
会
所
﹂
は
、
中
国
へ
の
日
本
側
の
集

荷
の
窓
口
で
す
。
そ
こ
が
地
域
の
拠
点

に
な
る
よ
う
な
商
人
に
、
俵
物
の
集
荷

を
任
せ
る
の
で
す
。

長
崎
俵
物
会
所
が
、
藩
を
飛
び
越
え

て
直
接
各
地
の
巨
大
商
人
を
把
握
・
集

荷
し
よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
を
組
み
立

て
よ
う
と
す
る
時
期
が
あ
る
ん
で
す
が
、

こ
れ
を
俵
物
直
仕
入
れ
制
と
い
い
ま
す
。

し
か
し
、
結
局
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
幕

府
＝
長
崎
会
所
が
輸
出
差
額
を
大
き
く

す
る
た
め
に
、
俵
物
を
買
い
叩
い
た
か

ら
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
意
外
な
こ
と
に
、

鮑
だ
け
で
は
な
く
ナ
マ
コ
の
国
内
市
場

も
あ
っ
た
よ
う
で
、
漁
師
た
ち
は
長
崎

会
所
に
卸
さ
ず
に
、
横
流
し
が
横
行
し

た
ら
し
い
の
で
す
。

そ
れ
で
、
18
世
紀
の
後
半
か
ら
、
藩

が
俵
物
の
集
荷
を
請
け
負
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
藩
に
強
制
す
る
こ
と
で
、

藩
の
責
任
で
領
内
か
ら
俵
物
を
か
き
集

め
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
し
た
の
で
す
。

集
荷
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
藩
に
は
新
た

な
責
任
が
押
し
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

請
負
商
人
の
世
界

沿
岸
部
の
諸
藩
で
は
、
漁
業
か
ら
税

収
を
確
保
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
漁

場
の
請
負
制
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

請
負
制
と
い
う
の
は
藩
側
に
も
の
す
ご

く
都
合
の
よ
い
シ
ス
テ
ム
で
す
。
漁
師

一
人
ひ
と
り
が
ど
れ
ぐ
ら
い
魚
を
捕
っ

た
か
と
い
う
把
握
は
非
常
に
難
し
い
し
、

漁
獲
量
は
年
ご
と
に
増
減
す
る
。
そ
う

い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
税
金

を
吸
い
上
げ
る
か
、
ど
う
や
っ
て
農
業

の
よ
う
に
安
定
的
に
税
金
を
吸
い
上
げ

る
か
を
考
え
た
と
き
、
一
番
い
い
の
は

商
人
に
﹁
こ
の
漁
場
、
い
く
ら
で
請
け

負
う
か
？
﹂
と
入
札
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

商
人
と
し
て
は
一
発
勝
負
で
、
安
く
入

札
し
て
漁
獲
量
が
上
が
れ
ば
大
儲
け
で

す
し
、
そ
の
逆
な
ら
家
が
潰
れ
る
か
も

鰹釣り之図など。三重県指定有形民俗文化財『三重県水産図解　三重県水産図説』より　
三重県教育委員会所蔵　『明治時代の水産絵図』大田区立郷土博物館1995より転載

う
に
な
っ
て
、
そ
の
需
要
先
の
一
つ
と

な
っ
て
い
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
江
戸
と
い
う
都
市
生
活
者

の
増
加
も
、
塩
鰹
の
需
要
を
押
し
上
げ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

大
船
渡
の
船
主
で
、
商
人
で
あ
り
漁

家
で
も
あ
っ
た
千
田

ち

だ

家
︵
前
項
参
照
︶

も
、
こ
の
よ
う
な
鰹
漁
と
そ
の
加
工
生

産
を
行
な
っ
て
、
そ
れ
を
江
戸
に
盛
ん

に
出
荷
し
て
い
ま
し
た
。
千
田
家
の
勢

力
が
伸
び
て
く
る
の
も
、
三
陸
地
方
で

鰹
の
生
産
量
が
拡
大
し
て
く
る
時
代
と

重
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、

私
の
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
、
今
後

古
文
書
の
調
査
が
進
め
ば
、
解
明
さ
れ

て
い
く
で
し
ょ
う
。

俵
物
の
世
界

千
田
家
の
場
合
、
鰹
の
加
工
品
以
外

に
も
、
中
国
向
け
輸
出
品
を
集
荷
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
俵
物
で
す
。

俵
物
と
い
う
の
は
煎
海
鼠

い
り
こ

︵
干
し
ナ
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し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
選
択
を
さ
せ
る
。

他
方
、
商
人
と
し
て
も
﹁
こ
こ
で
捕
れ

た
も
の
は
、
他
に
は
売
る
な
﹂
と
い
う

こ
と
を
、
藩
の
命
令
と
し
て
漁
師
に
強

制
で
き
る
。

鮭
の
場
合
は
河
口
付
近
や
川
で
捕
れ

る
の
で
ど
う
い
う
生
産
を
し
た
か
は
あ

ま
り
問
題
で
は
な
く
て
、
江
戸
に
送
っ

て
、
差
引
勘
定
で
黒
字
な
ら
よ
い
と
い

う
経
営
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
が
鰹
や
鮪
に
な
る
と
、

遠
洋
に
出
て
い
く
必
要
が
生
じ
、
資
金

調
達
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
生
産
と
商
売
を
始
め
る
の
に

資
本
が
い
る
し
、
水
主

か

こ

を
雇
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
請
負
で
は
な
く
漁

業
の
実
態
を
把
握
し
て
い
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
水
主
の
家
族
構
成
を
き
ち
ん

と
把
握
し
て
、
住
む
小
屋
も
与
え
ま
し

た
。
家
が
断
絶
し
た
り
す
る
と
、
そ
こ

に
別
の
水
主
の
子
ど
も
を
連
れ
て
き
て

家
を
存
続
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

も
し
て
い
ま
し
た
。

こ
う
い
う
漁
場
の
請
負
と
い
う
形
は
、

蝦
夷
地
の
開
発
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

蝦
夷
地
で
は
、
江
戸
や
関
西
の
商
人

が
請
負
で
入
っ
て
い
っ
て
、
河
川
で
の

鮭
の
集
荷
を
行
な
う
﹁
場
所
請
負
制
﹂

と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
採
っ
て
い
ま
し
た
。

松
前
藩
な
ど
は
も
と
も
と
耕
地
が
少
な

い
の
で
、
家
臣
た
ち
に
ア
イ
ヌ
の
人
た

ち
と
の
交
易
権
や
、
後
に
は
漁
業
の
水

産
物
の
集
荷
権
を
給
付
し
ま
し
た
。
家

臣
は
、
そ
れ
を
商
人
に
請
負
わ
せ
て
請

負
金
を
も
ら
い
、
経
営
は
商
人
に
任
せ

て
い
ま
し
た
。
商
人
は
、
倭
人
︵
本
州

の
人
間
︶
漁
師
を
連
れ
て
き
た
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
を
か

な
り
酷
使
し
て
鮭
生
産
を
し
ま
し
た
。

こ
の
商
人
で
有
名
な
の
は
栖
原

す
は
ら

家
で
、

江
戸
商
人
で
す
が
、
も
と
も
と
の
出
身

は
紀
州
で
す
。

水
産
資
源
の
国
際
商
品
化

私
は
最
近
、
江
戸
か
ら
明
治
時
代
に

か
け
て
の
漁
業
政
策
に
関
心
を
持
っ
て

い
ま
す
。
明
治
維
新
後
、
岩
手
も
新
潟

も
、
そ
し
て
明
治
政
府
も
水
産
資
源
問

題
を
強
烈
に
意
識
す
る
の
で
す
。
１
８

８
０
年
代
か
ら
90
年
代
の
こ
と
で
す
。

内
務
省
や
農
商
務
省
は
﹁
こ
の
ま
ま
い

く
と
日
本
の
水
産
資
源
は
ど
ん
ど
ん
減

る
。
資
源
繁
殖
に
努
力
し
な
い
と
い
け

な
い
﹂
と
い
っ
て
い
ま
す
。
具
体
化
を

命
令
さ
れ
た
結
果
、
岩
手
県
な
ど
で
は
、

資
源
保
全
シ
ス
テ
ム
や
慣
行
探
し
に
や

っ
き
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
出
て
き
た

﹁
夜
は
鮭
を
と
ら
な
い
﹂
な
ど
の
過
去

の
慣
行
が
そ
の
ま
ま
法
令
化
さ
れ
て
い

き
ま
し
た
。

水
産
物
が
激
減
す
る
よ
う
な
現
象
が

実
際
に
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
一
部
を

除
い
て
は
ど
う
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
し
た
動
き
が
出

て
く
る
の
は
、
１
８
８
０
年
︵
明
治
13
︶

に
ベ
ル
リ
ン
で
万
国
漁
業
博
覧
会
が
開

催
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
ま
す
。

大
の
商
品
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
欧
米
に
こ
れ
ら
を
運
ぶ
に

は
、
赤
道
を
越
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
傷
ま
な
い
よ
う
に
塩
漬
け
を
持
っ

て
い
っ
た
け
れ
ど
、
途
中
で
多
く
が
ダ

メ
に
な
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
が
起
こ

り
ま
す
。
そ
こ
で
缶
詰
が
積
極
的
に
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
北

海
道
開
拓
使
に
も
１
８
７
７
年
官
営
缶

詰
工
場
が
設
立
さ
れ
、
鮭
・
鱒

ま
す

の
缶
詰

が
つ
く
ら
れ
始
め
ま
す
。
缶
詰
が
定
着

す
る
の
は
日
露
戦
争
の
こ
ろ
で
、
軍
用

食
と
し
て
利
用
さ
れ
た
り
、
日
露
戦
争

後
の
北
洋
漁
業
の
発
展
で
鮭
、
鱒
、
カ

ニ
の
缶
詰
が
企
業
化
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

こ
の
こ
ろ
、
日
本
で
は
不
評
の
紅
鮭

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
好
評
だ
っ
た
こ
と

か
ら
、
紅
鮭
缶
詰
工
場
を
建
設
し
輸
出

し
た
の
が
、
後
の
日
魯
漁
業
︵
現
・
株

式
会
社
ニ
チ
ロ
︶
創
業
者
の
一
人
で
、

箱
館
の
奥
筋
廻
船
船
主
の
次
男
に
生
ま

れ
た
平
塚
常
治
郎
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、

水
産
資
源
の
商
品
化
に
お
け
る
船
主
・

商
人
の
役
割
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で

す
。商

業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
は
、
生

産
・
貯
蔵
技
術
の
革
新
、
海
産
物
資
源

の
保
全
、
輸
送
技
術
の
進
歩
と
、
密
接

に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。

日
本
政
府
は
漁
業
政
策
の
視
察
と
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
役
人
を
派
遣
し
て
い
ま

す
。
そ
の
視
察
団
が
欧
米
列
強
の
漁
業

政
策
の
様
子
を
見
て
、
﹁
文
明
国
の
人

間
は
資
源
に
優
し
い
﹂
と
い
う
論
理
を

組
み
立
て
た
の
で
す
。

そ
の
と
き
の
報
告
に
は
、
﹁
有
害
過

酷
な
漁
具
・
漁
法
を
放
棄
せ
よ
﹂
と
あ

り
、
﹁
寛
大
優
良
な
漁
業
を
目
指
し
、

乱
獲
に
つ
な
が
る
漁
業
を
規
制
し
よ

う
﹂
と
い
う
流
れ
に
な
り
ま
し
た
。

林
野
庁
︵
当
時
の
農
商
務
省
︶
も
当

時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
視
察
団
を
派
遣
し
て

お
り
﹁
森
林
資
源
の
保
全
﹂
を
言
い
出

し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
資
源
を
人
工
的

に
増
や
そ
う
と
い
う
発
想
は
、
林
業
も

漁
業
も
根
っ
こ
は
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
り

ま
し
た
。

こ
の
時
期
の
北
米
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド

イ
ツ
な
ど
欧
米
諸
国
で
は
、
日
本
で
は

顕
著
で
な
か
っ
た
水
産
資
源
の
減
少
が
、

実
際
に
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

背
後
に
は
産
業
革
命
が
あ
り
、
人
口
増

加
も
あ
っ
て
水
産
物
の
消
費
量
が
急
速

に
増
え
、
そ
れ
と
並
行
し
て
工
場
廃
水

に
よ
る
水
質
汚
染
も
進
ん
だ
。
そ
の
中

で
、
欧
米
諸
国
で
唱
え
ら
れ
た
の
が

﹁
資
源
繁
殖
﹂
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ

っ
た
ん
で
す
ね
。

一
見
、
先
進
的
に
見
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
彼
ら
の
目
的
は
自
然
保
護

で
は
な
く
、
資
源
量
を
増
や
し
た
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

万
国
漁
業
博
覧
会
が
き
っ
か
け
と
な

っ
て
、
当
時
、
日
本
で
も
水
産
物
が
国

際
商
品
と
し
て
意
識
さ
れ
始
め
ま
し
た
。

万
国
漁
業
博
覧
会
に
は
、
日
本
か
ら
も

ニ
シ
ン
や
鮭
が
塩
漬
け
で
出
品
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
流
れ
で
商
業
捕
鯨
も
起
き

て
き
ま
す
し
、
魚
油
が
欧
米
向
け
の
最

「第五回内国勧業博覧会
千葉県水産館陳列場』
（独）水産総合研究センター中
央水産研究所所蔵　『明治時代
の水産絵図』大田区立郷土博物
館1995よりより転載

1902年（明治35）大坂
で開催されたこの博覧会
を始め、明治期には国内
で数多くの博覧会が開催
された。これらは海外で
の万国博覧会の影響を色
濃く反映したものであっ
たようだ。




