
サ
カ
ナ
を
伝
え
る

　
沖
縄
の
水
産
高
校
生
と
牡
蠣
の
養
殖
事

業
を
立
ち
上
げ
つ
つ
あ
る
傍
ら
、北
海
道
の

生
協
か
ら
の
依
頼
で
主
婦
向
け
の
調
理
講

習
を
す
る
。次
の
日
は
山
陰
の
漁
協
で
漁
師

た
ち
を
相
手
に
活
締
め
の
技
術
を
指
導
す
る
。

株
式
会
社
ウ
エ
カ
ツ
水
産
代
表
の
上
田
勝
彦

氏
の
ス
ケ
ジュ
ー
ル
帳
は
、数
ヶ
月
先
ま
で
真
っ

黒
だ
。

　
一
言
で
い
え
ば
、魚
食
文
化
の
伝
道
師
。名

刺
に
は
、「
漁
業
・
魚
食
の
事
、よ
ろ
ず
相
談

承
り
ま
す
」と
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
。生
産
、

流
通
、消
費
の
す
べ
て
の
段
階
で
、サ
カ
ナ
の

消
費
を
絶
や
さ
ぬ
た
め
の
取
り
組
み
に
知
恵

を
絞
り
、汗
を
流
す
の
が
仕
事
だ
。呼
ば
れ
れ

ば
、ど
こ
へ
で
も
行
く
。

危
機
に
瀕
す
る
魚
食
文
化

　
ア
ジ
ア
の
東
の
端
に
位
置
し
、四
方
を
海

に
囲
ま
れ
た
日
本
。有
史
以
前
か
ら
主
な
タ

ン
パ
ク
源
は
魚
だ
っ
た
。魚
を
食
べ
る
習
慣
は

多
彩
な
調
理
法
や
保
存
法
を
生
み
、や
が
て

「
魚
食
文
化
」に
成
長
し
た
。

る
こ
と
は
な
ん
な
の
か
、そ
れ
を
よ
く
聞
い
て

理
解
し
て
、目
の
前
で
答
え
を
出
し
て
あ
げ
る

こ
と
。我
々
が
何
を
な
す
べ
き
か
は
明
確
な

ん
で
す
」

　
か
つ
て
、多
世
代
が
一つ
の
家
に
同
居
し
て

い
る
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
時
代
、魚
の
さ
ば

き
方
、調
理
法
は
台
所
で
実
践
的
に
伝
え
ら

れ
て
いっ
た
。し
か
し
、核
家
族
化
が
進
み
世
代

の
断
絶
が
起
こ
っ
た
。お
い
し
く
て
安
い
旬
の

魚
を
教
え
て
く
れ
、魚
の
下
ご
し
ら
え
を
し

て
く
れ
て
い
た
小
売
店
舗
、い
わ
ゆ
る
魚
屋
さ
ん

も
、い
ま
や
町
か
ら
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
。効

率
を
求
め
る
流
通
業
界
の
波
に
呑
ま
れ
て
し

ま
っ
た
の
だ
。加
え
て
、専
業
主
婦
が
減
っ
て
、

家
事
に
当
て
ら
れ
る
時
間
が
減
っ
た
こ
と
も

少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。魚
の
栄

養
価
が
高
い
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、手
間
な

く
お
い
し
く
作
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、肉

の
パッ
ク
を
手
に
取
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

　「
生
産
・
流
通
の
現
場
に
は
、良
い
も
の
を

売
っ
て
い
れ
ば
消
費
者
は
つ
い
て
く
る
だ
ろ

う
と
い
う
慢
心
が
あ
っ
た
。し
か
し
、家
庭
で
毎

日
高
級
魚
を
食
べ
る
は
ず
が
な
い
し
、家
庭
の

食
卓
は
魚
だ
け
で
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
。魚
を
売
ろ
う
と
思
え
ば
、消
費
者
に

寄
り
添
っ
て
、日
々
の
食
卓
を
提
案
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
」

漁
業
の
現
場
に
飛
び
込
む

　
上
田
氏
は
昨
年
ま
で
水
産
庁
の
キ
ャ
リ
ア

官
僚
だ
っ
た
。長
崎
大
学
水
産
学
部
の
３
年

生
の
と
き
に
、長
崎
市
の
西
に
位
置
す
る
野
母

半
島
で
シ
イ
ラ
漁
の
漁
師
に
弟
子
入
り
。半
漁

半
学
生
活
を
送
っ
た
。そ
の
ま
ま
漁
師
に
な

ろ
う
か
と
も
考
え
て
い
た
が
、当
時
か
ら
漁
村

の
高
齢
化
と
人
材
不
足
は
深
刻
で
、漁
師
ら

の
現
場
の
声
を
中
央
に
伝
え
な
け
れ
ば
と
公

務
員
試
験
を
受
け
た
。

　
水
産
庁
職
員
と
し
て
の
彼
の
働
き
方
は
異

質
だ
っ
た
。例
え
ば
、本
来
で
あ
れ
ば
、資
源

を
管
理
す
る
立
場
で
あ
り
、決
め
ら
れ
た
ル
ー

ル
の
下
に
、漁
業
の
適
正
と
資
源
状
態
に
つ
い

て
調
査
し
、確
認
す
る
の
が
役
人
の
仕
事
。だ

が
、上
田
氏
は
時
に
は
共
に
漁
を
し
、水
揚
げ

や
販
売
に
加
わ
り
、漁
師
や
魚
屋
、飲
食
店
や

消
費
者
の
声
に
も
耳
を
傾
け
た
。

　「
現
場
は
真
剣
に
仕
事
を
し
て
い
る
。で
も
、

衰
退
の
兆
し
は
明
ら
か
で
、だ
れ
か
が
支
え

な
け
れ
ば
漁
師
は
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
。で
は
支
え
る
の
は
だ
れ
か
。国
で
も
な
け

れ
ば
自
治
体
で
も
な
い
。消
費
な
ん
で
す
。

獲
っ
た
も
の
を
運
ん
で
、調
理
し
て
、食
べ
る
。

そ
の
流
れ
が
現
場
を
支
え
、国
の
力
と
な
り
、

魚
食
文
化
を
つ
な
い
で
い
く
の
で
す
」

　
そ
う
気
付
い
た
上
田
氏
は
、本
来
の
仕
事

に
加
え
、食
育
や
調
理
な
ど
の
講
習
を
積
極

的
に
引
き
受
け
、全
国
を
飛
び
回
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　
魚
を
知
り
尽
く
し
た
上
田
氏
の
講
習
は
、

巷
の
料
理
教
室
と
は
一
味
も
二
味
も
違
う
。

旬
の
魚
が
お
い
し
く
な
る
理
由
、今
こ
の
味

が
生
ま
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
を
、魚
の
生

態
や
漁
獲
法
か
ら
解
説
す
る
。調
理
法
も

レ
シ
ピ
を
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、〝
仕
組

　
と
こ
ろ
が
数
千
年
に
わ
た
っ
て
受
け
継
が

れ
て
き
た
魚
食
が
、こ
こ
数
年
で
消
滅
の
危
機

に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
。厚
生
労
働
省
の
調
査

に
よ
れ
ば
、家
庭
で
の
魚
類
と
肉
類
の
消
費

量
は
、長
き
に
わ
た
り
魚
類
の
ほ
う
が
多
か
っ

た
が
、２
０
０
６
年
か
ら
２
０
０
９
年
の
間
に

逆
転
し
た
。

　「
畜
産
業
界
は
、近
年
非
常
に
が
ん
ば
っ
た
。

対
し
て
水
産
業
界
は
過
去
の
繁
栄
の
上
に

あ
ぐ
ら
を
か
い
て
し
ま
っ
た
。そ
の
違
い
が
こ
の

結
果
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
」と
上
田

氏
は
指
摘
す
る
。

　「
魚
調
理
に
は
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
」と
上
田
氏
は
続
け
る
。

臭
み
が
あ
る
、ゴ
ミ
が
出
る
、料
理
に
手
間
が

か
か
る
、骨
が
あ
る
、調
理
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー

が
限
ら
れ
る
、肉
に
比
べ
て
割
高
の
６
つ
、い

わ
ば〝
六
重
苦
〞だ
。こ
れ
が
消
費
者
が
店

頭
で
魚
を
手
に
取
る
機
会
を
減
ら
し
て
い

る
と
見
る
。

　「
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、こ
の
結
果
は
必
ず

し
も
事
実
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。ほ

と
ん
ど
は
先
入
観
に
よ
る
も
の
で
、ち
ょ
っ
と

し
た
コ
ツ
を
知
っ
て
い
れ
ば
、ど
れ
も
解
決
で
き

る
こ
と
ば
か
り
で
す
。大
切
な
の
は
、困
っ
て
い
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み
〞だ
と
言
う
。塩
を
打
つ
こ
と
や
焼
く
こ

と
に
よ
る
肉
質
の
変
化
や
調
味
の
効
果
を

実
演
し
な
が
ら
教
え
て
い
く
。

　「
レ
シ
ピ
は
暗
記
。だ
か
ら
学
ん
で
も
家

庭
で
の
再
現
性
が
低
い
。料
理
の
仕
組
み
を

わ
か
り
や
す
く
伝
え
、そ
れ
を
理
解
し
て
納

得
す
れ
ば
、家
に
帰
っ
て
も
応
用
で
き
て
、

家
庭
の
魚
料
理
の
幅
が
広
が
る
ん
で
す
」

　
に
お
い
の
出
な
い
ゴ
ミ
の
捨
て
方
や
、魚
の

生
臭
さ
の
上
手
な
取
り
方
、ま
な
板
の
洗
い

方
な
ど
も
盛
り
込
み
、台
所
の
悩
み
に
丁
寧

に
応
え
て
い
く
。講
習
を
受
け
た
人
は
、そ
こ

で
魚
の
お
い
し
さ
と
料
理
の
簡
便
さ
に
目
覚

め
、そ
の
感
動
を
さ
ら
に
次
の
人
た
ち
に
伝
え

て
い
く
と
い
う
循
環
も
生
ま
れ
始
め
て
い
る
。

天
命
を
知
っ
て

　
２
０
１
５
年
、上
田
氏
は
、50
歳
に
し
て

24
年
勤
め
た
水
産
庁
を
辞
し
た
。役
人
時
代

か
ら
関
わ
っ
て
き
た
魚
食
文
化
の
復
興
を
、

本
業
に
据
え
る
た
め
だ
。

　「
漁
業
を
支
え
る
た
め
に
自
分
に
で
き
る

こ
と
は
何
か
と
考
え
た
ら
、他
に
道
は
な
か
っ

た
。と
は
い
え
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
相
当
使
う
仕

事
で
も
あ
る
の
で
、体
力
、精
神
力
の
あ
る

う
ち
に
と
考
え
る
と
、定
年
を
待
っ
て
い
て
は

無
理
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
」と
笑
う
。

　
民
間
人
と
な
っ
た
今
で
も
、上
田
氏
の
言

か
ら「
日
本
」「
こ
の
国
」と
い
う
言
葉
が
消

え
る
こ
と
は
な
い
。

　「
本
来
、政
策
と
は
哲
学
か
ら
生
ま
れ
る

も
の
で
す
。特
に
食
料
政
策
に
お
け
る
そ
の

哲
学
と
は
、自
然
界
の
仕
組
み
の
上
に
成
り

立
っ
て
決
し
て
曲
げ
ら
れ
な
い
も
の
。日
本

の
地
勢
と
気
候
を
踏
ま
え
て
、こ
の
地
に
住

む
人
間
が
未
来
も
自
立
し
て
食
べ
て
い
け
る

環
境
を
整
え
よ
う
と
す
れ
ば
、「
魚
、米
、野

菜
、時
々
肉
」と
い
う
、我
が
国
の
風
土
に
根

差
し
た
食
の
か
た
ち
を
再
構
築
す
る
し
か

な
い
。そ
れ
が
国
家
の
役
割
だ
と
思
う
」と

上
田
氏
は
自
ら
の〝
政
策
〞を
語
る
。

　
た
っ
た
一
人
。だ
が
そ
の
言
葉
は
会
っ
た

人
の
心
を
確
実
に
動
か
し
て
い
く
。停
滞
す
る

業
界
の〝
触
媒
〞と
し
て
、大
き
な
う
ね
り
を

起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
。
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