
 

港
湾
都
市
と
し
て
の
高
砂
で
は

漁
業
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
の

「
高
砂
町
方
明
細
帳
写
」（
船
津
重

次
氏
所
蔵
文
書
）
に
は
猟
船
（
漁

船
）
一
一
八
艘
・
船
持
一
一
五
人
、

狩
引
船
（
曳
網
船
か
）
二
五
艘
・

船
持
二
〇
人
が
あ
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
町
名
に
も

猟
師
町
（
漁
師
町
）
、
釣
舟
町
、
狩

網
町
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
五
一

世
帯
二
〇
二
人
、
一
一
一
世
帯
四

三
五
人
、
六
八
世
帯
二
九
六
人
が

住
ん
で
い
ま
し
た
。
漁
船
の
数
か

ら
い
え
ば
そ
の
大
部
分
が
漁
業
で

生
活
し
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
の
ほ
か
に
も
魚
町
九
一
世

帯
三
四
一
人
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
全
て
で
は
無
い
で
し
ょ
う
が
魚

問
屋
や
生
魚
や
塩
干
魚
を
加
工
・

販
売
す
る
商
人
が
多
く
住
ん
で
い

た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

姫
路
藩
主
が
参
勤
交
替
で
国

元
に
在
住
し
て
い
る
年
に
は
高
砂

の
町
中
と
し
て
塩
鯛
一
〇
枚
を
歳

暮
と
し
て
献
上
す
る
習
わ
し
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
姫
路
藩
か
ら

高
砂
に
対
し
て
漁
業
権
が
認
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
へ
の
謝
礼
の
意
味

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
は
別
に

毎
年
、
高
砂
漁
師
か
ら
塩
鯛
四
二

〇
枚
、
塩
鰆
一
〇
〇
本
、
干
鱧
三

〇
〇
本
を
献
上
す
る
替
わ
り
に
、

そ
れ
ぞ
れ
銀
三
三
六
匁
、
一
五
〇

匁
、
一
〇
匁
五
分
が
上
納
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
は
本
来
は
漁
師

た
ち
が
漁
業
権
を
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
対
す
る
役
負
担
的
な
献
上
物

で
あ
っ
た
も
の
が
、
安
永
二
年
の

段
階
で
は
す
で
に
代
銀
納
と
な
っ

て
お
り
、
営
業
税
的
な
性
格
に
変

わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
網
を
用
い
る
漁
業
に
対
し
て

営
業
鑑
札
が
発
行
さ
れ
て
お
り
、

こ
ち
網
札
二
七
枚
、
立
網
札
一
一

枚
、
狩
網
札
一
枚
、
地
引
き
網
札

三
枚
、
沖
鴨
取
札
四
枚
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
運
上
銀
五
四
匁
、
三
匁

三
分
、
二
分
、
二
四
匁
、
二
〇
匁

が
上
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他

に
川
漁
師
か
ら
一
〇
〇
匁
五
分
、

魚
問
屋
か
ら
二
貫
一
五
〇
匁
の
運

上
銀
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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 ▲『日本山海名産図会』より「高砂名産飯蛸」

播
磨
灘
の
海
域
に
は
備
前
や

摂
津
か
ら
も
漁
師
が
入
り
込
み
ま

す
の
で
姫
路
藩
と
し
て
は
高
砂
、

飾
磨
を
始
め
と
す
る
領
内
漁
村
の

漁
師
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
領

外
へ
の
漁
獲
物
の
販
売
を
制
限
し

て
城
下
町
姫
路
を
中
心
に
領
内
の

食
料
資
源
を
確
保
す
る
政
策
を
採

っ
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

（
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
長
今
井
修
平
） 


