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田
口
理
恵
さ
ん
（
東
海
大
学
海
洋
学
部
准
教
授
）

日
本
の〝
魚
霊
供
養
碑
〞を
調
査
す
る

ウ
ミ
ガ
メ
や
ク
ジ
ラ
、
イ
ル
カ
、
カ
ツ
オ
、
カ
ニ
…
…
日
本
全
国
に
一
〇
〇
〇
基
以
上
も
あ
る
と
い
わ

れ
る
魚
類
の
供
養
碑
。
田
口
さ
ん
が
代
表
を
務
め
る
東
海
大
学
海
洋
学
部
の
「
お
魚
供
養
研
究
会
」
で
は
、

水
棲
生
物
の
供
養
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
石
碑
の
全
国
調
査
を
進
め
て
い
る
。

魚
霊
供
養
は
日
本
固
有
の
文
化

│
│
魚
霊
供
養
碑
の
調
査
を
始
め
た
き
っ
か
け
か
ら
教
え
て
く

だ
さ
い
。

生
き
物
を
供
養
す
る
の
は
、
日
本
固
有
の
文
化
で
す
。
各
地

に
残
さ
れ
て
い
る
ク
ジ
ラ
や
ウ
ミ
ガ
メ
の
お
墓
な
ど
が
、
そ
の

象
徴
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
水
棲
生
物
の

供
養
で
は
、
ク
ジ
ラ
や
ウ
ミ
ガ
メ
の
墓
の
全
国
的
な
調
査
は
あ

る
も
の
の
、
ほ
か
の
生
物
の
資
料
や
デ
ー
タ
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
魚
類
へ
の
供
養
碑
が
で
き
た
時
代
や
地
域
、

供
養
の
対
象
と
な
っ
た
生
き
物
の
種
類
な
ど
を
網
羅
し
て
い
け

ば
、
日
本
人
が
海
や
川
の
水
産
資
源
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
、

生
き
て
き
た
か
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ま
し
た
。

日
本
人
は
、
自
然
環
境
と
共
生
し
て
き
た
と
よ
く
い
わ
れ
ま

す
。
石
で
作
ら
れ
た
供
養
碑
と
い
う
人
工
物
を
介
し
て
み
る
と
、

日
本
人
と
自
然
環
境
の
関
係
性
が
は
っ
き
り
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。

も
と
も
と
私
は
、
学
生
時
代
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
ン
バ

島
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
文
化
人
類
学
の
調
査
を
し
て
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
注
目
し
た
の
も
人
工
物
、
ス
ン
バ
島
の
名
産
品
で

あ
る
織
物
で
し
た
。
織
物
の
原
料
と
な
る
綿
も
染
料
も
も
と
は

植
物
。
つ
ま
り
自
然
か
ら
原
料
を
集
め
て
、
人
工
物
で
あ
る
織

物
が
作
ら
れ
ま
す
。
布
が
作
ら
れ
、
売
ら
れ
て
い
く
過
程
と
そ

こ
に
人
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
を
追
っ
た
結
果
、
人
と
自

然
環
境
と
の
か
か
わ
り
や
社
会
の
あ
り
方
、
ス
ン
バ
島
と
世
界

と
の
つ
な
が
り
が
ク
リ
ア
に
見
え
て
き
た
。
モ
ノ
に
注
目
す
る

こ
と
で
、
社
会
の
成
り
立
ち
が
よ
く
分
か
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
を
日
本
の
水
棲
生
物
の
供
養
碑
に
置
き
か
え
た
ら
ど
う

か
。
た
と
え
ば
、
国
際
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
捕
鯨
の
議
論

が
あ
り
ま
す
。
捕
鯨
を
推
進
す
る
立
場
の
人
た
ち
の
よ
り
ど
こ

ろ
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
生
活
の
た
め
に
殺
し
た
ク
ジ
ラ
を
供

養
ま
で
す
る
と
い
う
、
日
本
独
自
の
捕
鯨
文
化
を
守
ら
な
け
れ

ば
と
い
う
思
い
で
す
。
古
く
か
ら
捕
鯨
を
行
な
っ
て
い
た
地
域

に
は
ク
ジ
ラ
の
供
養
碑
が
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
町

で
は
、
い
ま
も
ク
ジ
ラ
の
供
養
祭
を
続
け
て
い
る
。

け
れ
ど
も
疑
問
も
感
じ
て
い
ま
し
た
。
捕
鯨
文
化
イ
コ
ー
ル

日
本
文
化
だ
と
い
い
ま
す
が
、
捕
鯨
基
地
が
あ
っ
た
地
域
は
限

ら
れ
て
お
り
、
ク
ジ
ラ
の
供
養
も
、
い
わ
ば
、
日
本
の
ロ
ー
カ

ル
文
化
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
の
か
と
。
実
際
、
い
ま
の
学
生
た

ち
に
話
を
聞
い
て
み
る
と
、
ク
ジ
ラ
肉
を
食
べ
た
経
験
が
ほ
と

ん
ど
な
い
。
若
い
世
代
は
捕
鯨
を
身
近
な
文
化
だ
と
実
感
し
て

い
な
い
し
、
捕
鯨
業
の
縮
小
と
と
も
に
捕
鯨
文
化
も
変
化
し
て

い
る
と
感
じ
ま
す
。

ク
ジ
ラ
の
供
養
を
日
本
文
化
だ
と
い
う
主
張
を
す
る
前
に
、

地
域
性
や
時
代
の
変
遷
な
ど
を
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
あ
る
い
は
、
ク
ジ
ラ
だ
け
な
の
か
│
│
と
。

生
き
物
を
弔
う
の
が
日
本
文
化
だ
と
し
た
ら
、
ク
ジ
ラ
の
み

な
ら
ず
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
水
棲
生
物
も
そ
の
対
象
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
各
地
で
祀
ら
れ
た
生
物
を
見
て
い
け
ば
、
水
産

資
源
す
べ
て
に
通
底
す
る
日
本
人
の
生
命
観
、
生
物
の
生
命
を
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