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田
和
正
孝
編

『
石
干
見
最
古
の
漁
法
』佐

　
野
　
静
　
代

　
い
し
ひ
　
び

「
石
早
見
」
と
は
、
沿
岸
部
に
馬
蹄
形
や
方
形
に
石
垣
を
築
き
、
潮
汐
に
よ

っ
て
石
垣
内
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
魚
類
を
捕
獲
す
る
漁
法
で
あ
る
。
日
本
で

は
か
っ
て
有
明
海
周
辺
と
南
西
諸
島
に
多
く
み
ら
れ
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
南

太
平
洋
地
域
ま
で
広
く
分
布
す
る
漁
法
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
す
っ
か
り

廃
れ
つ
つ
あ
る
。
近
年
、
漁
村
の
民
俗
文
化
や
文
化
的
景
観
と
し
て
、
あ
る

い
は
「
コ
モ
ン
ズ
の
海
」
の
観
点
か
ら
石
姿
見
の
価
値
を
見
直
そ
う
と
す
る

動
き
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
が
寄
せ
ら
れ
る
以

前
か
ら
沿
岸
漁
業
研
究
の
一
環
と
し
て
石
町
見
に
注
醸
し
て
き
た
編
者
が
、

日
本
・
韓
国
・
台
湾
の
研
究
者
達
に
呼
び
か
け
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
本
著

で
あ
る
。

　
本
書
は
「
も
の
と
人
間
の
文
化
史
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
が
、
楽
章
は
執
筆
者
が
学
術
誌
に
発
表
し
た
論
文
を
加
筆
修
正
あ
る
い
は

日
本
語
訳
し
た
も
の
を
主
と
し
て
お
り
、
こ
こ
一
〇
年
ほ
ど
の
石
干
見
研
究

を
集
大
成
し
た
本
格
的
な
論
文
集
と
な
っ
て
い
る
。
総
勢
7
名
の
執
筆
者
に

よ
り
一
〇
章
立
て
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
を
総
論

と
し
て
石
謬
見
の
分
布
・
構
造
・
所
有
に
つ
い
て
概
観
し
た
の
ち
、
第
四
章

以
降
は
各
論
と
し
て
、
沖
縄
．
奄
美
．
五
島
列
島
．
韓
国
・
台
湾
の
石
釧
見
　
　
鋤

研
究
の
成
果
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
各
章
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
。
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ま
ず
、
「
は
じ
め
に
…
東
ア
ジ
ア
の
石
干
見
文
化
扁
に
お
い
て
、
日
本
と

韓
国
・
台
湾
に
お
け
る
石
干
見
の
研
究
史
と
と
も
に
、
本
書
の
目
的
が
記
さ

れ
る
。
一
九
六
〇
年
代
の
海
洋
人
類
学
者
・
西
村
朝
日
太
郎
に
よ
る
研
究
を

縣
矢
と
し
て
、
途
中
一
〇
年
間
の
空
白
期
間
を
経
た
の
ち
、
九
〇
年
代
以
降

は
日
本
・
韓
国
・
台
湾
で
割
干
見
研
究
の
活
性
化
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
東
ア
ジ
ア
各
地
の
石
干
見
研
究
の
最
前
線
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
、

研
究
方
法
の
精
緻
化
や
地
域
間
の
比
較
研
究
を
促
進
す
る
こ
と
が
、
本
書
刊

行
の
意
図
と
さ
れ
る
。

　
「
第
一
章
　
石
早
見
の
分
布
」
（
田
和
正
孝
）
で
は
、
東
ア
ジ
ア
（
日

本
・
韓
国
・
台
湾
）
、
東
南
ア
ジ
ア
（
ブ
イ
リ
ピ
ン
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
、
太

平
洋
（
メ
ラ
ネ
シ
ア
・
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
・
ポ
リ
ネ
シ
ア
）
、
そ
の
他
の
地
域

（
フ
ラ
ン
ス
な
ど
）
に
お
け
る
石
墨
見
の
分
布
・
名
称
等
に
つ
い
て
概
観
す

る
。
石
望
見
は
潮
汐
作
用
が
顕
著
な
沿
岸
部
に
設
け
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
立

地
場
所
は
干
潟
と
サ
ン
ゴ
礁
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
日
本
で
は
有
明
海
沿

岸
の
干
潟
や
、
南
西
諸
島
の
サ
ン
ゴ
礁
リ
ー
フ
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

　
石
干
見
の
形
態
は
各
地
で
多
様
で
あ
る
が
、
「
第
二
章
　
石
干
見
の
形
態

と
構
造
」
（
田
和
）
で
は
、
そ
の
分
類
に
つ
い
て
、
発
展
系
列
的
視
点
か
ら

西
村
説
の
批
判
的
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
潮
差
と
石
材
の
比
重
・
石
積
み

の
高
さ
の
関
係
な
ど
も
検
討
さ
れ
、
各
地
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
構
造
の
詳

細
が
議
論
さ
れ
る
。

　
「
第
三
章
　
石
瞥
見
の
所
有
と
用
益
」
（
田
和
）
で
は
、
個
人
所
有
・
共

同
所
有
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
を
と
る
各
地
の
石
櫃
見
に
つ
い
て
解
説
が
な
さ
れ



評翼㌃
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る
。
地
主
等
に
世
襲
さ
れ
る
事
例
に
加
え
、
個
人
所
有
で
あ
っ
て
も
他
者
の

入
漁
を
妨
げ
な
い
事
例
も
み
ら
れ
る
。
共
同
所
有
の
石
識
見
に
関
し
て
は
、

多
辺
田
が
報
告
し
た
石
垣
島
の
＝
族
に
よ
る
所
持
」
の
事
例
が
著
名
で
あ

る
が
、
本
章
で
は
さ
ら
に
台
湾
本
島
・
漸
湖
列
島
・
韓
国
済
州
島
に
み
ら
れ

る
株
形
式
の
所
有
形
態
が
紹
介
さ
れ
る
。

　
続
く
四
章
以
下
に
は
、
各
論
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る

石
謬
見
の
詳
細
な
研
究
成
果
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
特
に
日
本
の
影
干
見
の

実
態
を
克
明
に
描
き
出
し
た
第
四
章
と
第
五
章
は
、
本
書
の
中
核
を
成
す
部

分
と
も
い
え
よ
う
。
「
第
四
章
　
沖
縄
・
小
浜
島
の
石
干
見
」
（
矢
野
敬
生
・

中
村
敬
）
は
、
一
九
七
二
年
当
時
に
洒
村
の
指
揮
の
下
で
実
施
さ
れ
た
貴
重

な
調
査
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
時
期
ま
で
残
存
し
て
い
た
二
七
の
垣
（
石
婦

見
の
音
名
）
の
位
置
・
名
称
・
所
有
者
・
来
歴
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
に
加

え
、
垣
の
実
測
や
捕
獲
魚
種
・
漁
期
・
経
済
的
価
値
の
分
析
ま
で
、
そ
の
調

査
項
目
は
多
岐
に
及
ん
で
い
る
。
特
に
、
所
有
を
め
ぐ
る
法
的
関
係
や
、
構

築
の
契
機
に
関
わ
る
伝
承
、
さ
ら
に
石
工
見
と
宗
教
的
慣
行
と
の
関
連
を
示

し
た
こ
と
な
ど
、
小
浜
島
の
石
帯
見
に
関
す
る
知
見
が
網
羅
さ
れ
た
論
文
と

い
え
る
。

　
「
第
五
章
奄
美
諸
島
お
よ
び
五
島
列
島
の
石
干
見
回
掛
」
（
水
野
紀

一
）
は
、
同
じ
く
西
村
門
下
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
調
査
で
あ
り
、
特
に
こ

れ
ま
で
研
究
の
空
白
地
帯
と
な
っ
て
い
た
五
島
列
島
の
素
干
見
の
実
態
を
は

じ
め
て
明
ら
か
に
し
た
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
石
干
見
の
分
布
・
形
状
の
実

測
、
漁
獲
方
法
・
魚
種
・
漁
期
の
記
録
に
加
え
、
本
章
の
最
大
の
特
色
は
、

石
蔵
見
の
所
有
関
係
に
関
す
る
克
明
な
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

所
有
者
の
み
な
ら
ず
そ
の
家
格
（
旧
士
族
・
本
家
筋
な
ど
）
ま
で
が
分
析
さ

れ
て
お
り
、
個
人
所
有
の
石
干
見
と
、
村
落
総
有
で
用
益
さ
れ
る
石
智
見
と

の
対
比
が
鮮
や
か
に
取
り
出
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
五
島
列
島
の
村
落
総

有
の
石
高
見
が
神
社
祭
礼
と
結
び
つ
い
て
い
た
事
実
は
興
味
深
い
。

　
六
章
以
下
で
は
、
広
く
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
石
岩
見
の
実
態
解
明
の
視
点

か
ら
、
韓
国
・
台
湾
に
お
け
る
研
究
成
果
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
「
第
六
章

韓
国
の
石
干
見
漁
業
」
（
李
相
高
・
許
成
会
）
は
、
韓
国
の
石
干
魚
に
関
す

る
学
術
論
文
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
韓
国
の
南
・
西
海
岸
及
び
済
州
島

沿
岸
に
広
く
分
布
す
る
石
干
見
の
構
造
や
操
業
形
態
に
つ
い
て
詳
細
に
調
査

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
韓
国
の
石
下
見
の
実
態
が
は
じ
め
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
。

　
七
章
か
ら
九
章
ま
で
の
三
論
文
は
、
台
湾
海
峡
に
位
置
す
る
膨
湖
列
島
を

ブ
イ
ー
ル
ド
と
し
て
い
る
。
門
第
七
章
　
膨
湖
列
島
に
お
け
る
石
濾
の
研
究
」

（
陳
憲
明
）
で
は
、
サ
ン
ゴ
礁
の
海
に
面
し
た
3
つ
の
漁
村
に
お
け
る
石
壁

（
石
干
見
）
の
形
態
・
構
造
と
、
築
造
や
所
有
を
め
ぐ
る
社
会
的
関
係
を
、

聞
き
取
り
と
漁
業
活
動
の
直
接
観
察
か
ら
調
査
し
て
い
る
。
石
潅
で
の
漁
業

活
動
と
そ
の
利
用
、
特
に
地
縁
や
血
縁
に
基
づ
く
所
有
組
織
の
あ
り
方
が
旦
ハ

体
的
に
記
さ
れ
て
お
り
、
台
湾
の
石
湛
の
操
業
実
態
を
解
明
し
た
意
義
は
大

き
い
。

　
「
第
八
章
　
膨
湖
列
島
に
お
け
る
石
夢
見
漁
業
史
」
（
田
和
）
で
は
、
同

じ
膨
湖
列
島
の
石
干
見
を
対
象
と
し
つ
つ
も
、
日
本
の
統
治
時
代
の
漁
業
調

査
記
録
や
公
文
書
な
ど
の
史
料
分
析
に
よ
っ
て
、
輸
出
列
島
の
石
干
見
の
位

置
づ
け
を
近
・
現
代
漁
業
史
的
な
視
点
か
ら
解
明
し
て
い
る
。
従
来
、
聞
き

取
り
を
主
な
調
査
手
法
と
し
て
い
た
石
器
見
研
究
に
対
し
て
、
歴
史
資
料
の

丹
念
な
掘
り
起
こ
し
に
基
づ
く
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
聞
き
取
り
の
時
間
遡

及
性
の
限
界
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。
ま
た
本
論
文

で
は
同
時
に
、
画
伯
見
に
対
し
て
近
年
付
与
さ
れ
つ
つ
あ
る
新
た
な
意
味
、
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す
な
わ
ち
文
化
遺
産
あ
る
い
は
観
光
資
源
と
し
て
の
価
値
づ
け
に
つ
い
て
も

考
察
し
て
お
り
、
現
在
の
各
地
で
の
石
干
見
再
評
価
の
動
向
を
読
み
解
く
上

で
、
重
要
な
視
角
を
提
起
し
て
い
る
。

　
「
第
九
章
膨
湖
列
島
角
貝
襖
に
お
け
る
石
濾
の
漁
場
利
用
」
（
田
和
）

で
は
、
吉
事
瞑
と
い
う
一
つ
の
島
に
お
け
る
石
岡
利
用
を
事
例
に
、
漁
場
利

用
の
「
生
態
学
的
側
面
」
が
論
じ
ら
れ
る
。
共
同
所
有
に
基
づ
く
告
賃
喚
の

石
湛
で
は
、
そ
の
権
利
者
が
く
じ
引
き
に
よ
っ
て
毎
日
交
替
利
用
す
る
こ
と

に
特
徴
が
あ
り
、
か
つ
個
人
は
複
数
の
石
濾
の
所
有
権
（
株
）
を
有
す
る
の

が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
そ
の
く
じ
順
と
潮
時
の
巡
り
合
わ
せ
、
さ

ら
に
株
数
の
異
な
る
石
湛
間
に
お
け
る
漁
獲
量
の
組
み
合
わ
せ
関
係
を
分
析

し
、
こ
の
よ
う
な
利
用
方
式
が
各
漁
業
者
間
の
漁
獲
壁
の
平
準
化
機
能
を
果

た
し
て
い
た
可
能
性
を
提
起
す
る
。

　
最
後
に
、
「
第
十
章
　
東
ア
ジ
ア
の
立
干
見
研
究
」
で
は
、
各
部
で
の
成

果
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
が
示
さ
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
石
干
見
文
化
圏
に

つ
い
て
、
東
シ
ナ
海
を
取
り
巻
く
そ
の
分
布
の
詳
細
が
成
果
と
し
て
分
布
図

に
ま
と
め
ら
れ
る
が
、
一
方
、
ま
だ
報
告
例
の
な
い
中
国
中
南
部
で
の
研
究

の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
る
。
続
い
て
、
石
亀
見
の
技
術
、
所
有
と
利
用
、
漁

獲
物
の
分
配
に
つ
い
て
の
総
抵
が
な
さ
れ
、
最
後
に
汐
干
見
の
文
化
財
と
し

て
の
保
護
と
観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
の
可
能
性
が
展
望
さ
れ
て
い
る
。

　
本
書
の
最
大
の
特
色
は
、
従
来
と
も
す
れ
ば
個
別
的
分
析
に
終
始
し
が
ち

で
あ
っ
た
石
干
見
研
究
を
、
東
ア
ジ
ア
を
視
野
に
入
れ
た
比
較
研
究
へ
と
展

開
さ
せ
る
道
筋
を
示
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
物
質

文
化
の
側
面
か
ら
個
々
の
石
巌
見
の
実
態
調
査
と
そ
の
記
録
化
に
重
心
が
置

か
れ
て
き
た
が
、
今
後
、
広
域
的
な
文
化
圏
と
し
て
の
問
題
や
、
あ
る
い
は

石
干
見
の
意
味
論
自
体
ま
で
、
議
論
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
確
信
さ
せ
る

内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
石
干
見
の
研
究
史
は
、
八
○
年
代
半
ば
以
降
、
漁
具
と
し
て
の

有
用
性
の
衰
退
と
と
も
に
い
っ
た
ん
途
絶
え
て
い
た
が
、
そ
れ
が
九
〇
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
多
辺
田
政
弘
の
コ
モ
ン
ズ
論
を
き
っ
か
け
に
再
度
活
性
化
し
た
事
実
を
重

視
し
た
い
。
つ
ま
り
石
製
見
研
究
は
、
石
干
見
と
い
う
物
質
文
化
を
越
え
て
、

コ
モ
ン
ズ
論
な
ど
広
い
枠
組
み
に
据
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
息
を
吹
き

返
し
た
経
緯
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
石
茸
見
研
究
は
単
な
る
漁
具
研
究

に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
様
々
な
可
能
性
を
持
つ
分
野
と
い
え
よ
う
。
本
書
は
、

こ
の
素
材
と
し
て
の
石
干
見
の
魅
力
と
研
究
の
可
能
性
を
余
す
と
こ
ろ
な
く

伝
え
て
お
り
、
煮
干
見
研
究
の
重
要
性
を
広
く
喚
起
す
る
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
。
ま
た
、
変
容
し
つ
つ
あ
る
各
地
の
沿
岸
漁
業
の
実
態
を
、
地
域
に
即

し
て
鮮
や
か
に
取
り
出
し
て
見
せ
た
点
で
、
も
ち
ろ
ん
漁
業
史
研
究
と
し
て

も
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
重
厚
な
内
容
を
持
つ
本
書
で
あ
る
が
、
細
か
な
点
で
気
に
な

っ
た
こ
と
を
二
・
三
あ
げ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
「
漁
具
利
用
の
生
態
学

的
な
研
究
」
（
．
辺
頁
）
な
ど
の
よ
う
に
、
本
書
で
用
い
ら
れ
る
「
生
態
学
」

の
語
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
「
生
態
人
類
学
扁
の
意
と
推
測

さ
れ
る
が
、
「
魚
の
生
態
」
に
比
べ
て
、
「
石
逸
見
利
用
の
生
態
」
と
い
う
表

現
は
、
初
め
て
眼
に
す
る
読
者
に
と
っ
て
は
や
や
と
ま
ど
い
の
あ
る
も
の
か

も
し
れ
な
い
。
人
類
学
系
の
研
究
者
間
で
は
周
知
の
概
念
で
あ
ろ
う
が
、
本

書
を
手
に
す
る
一
般
読
者
の
た
め
に
、
そ
の
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
の
説
明
が
も

う
少
し
あ
っ
て
も
良
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

　
も
う
一
点
は
、
第
十
章
で
結
論
と
し
て
提
示
さ
れ
た
分
布
図
（
図
一
〇
1

～）

ﾉ
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
図
で
は
、
九
州
で
の
石
干
見
分
布
は
有
明
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評書

海
・
熊
本
な
ど
西
部
海
岸
域
の
み
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
書
で
も
引
用
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
小
川
博
が
福
岡
県
や
山
口
県
に
も
品
等
見
の
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
お
り
、
日
本
で
の
分
布
域
は
さ
ら
に
東
に
広
が
っ
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。
同
様
に
、
沖
縄
に
つ
い
て
も
、
本
図
で
は
沖
縄
本
島
の
南
半
分
が

分
布
域
と
な
っ
て
い
る
が
、
名
護
市
や
伊
江
島
・
傍
平
屋
島
で
も
石
干
見
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
時
代
を
遡
れ
ば
、
三
聖
見
の
分
布
は
さ
ら
に
広

域
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
点
、
ま
だ
報
告
事
例
の
な
い
中
国
南
部
、

東
シ
ナ
海
の
東
部
域
で
の
状
況
と
合
わ
せ
て
、
今
後
の
調
査
と
全
容
の
解
明

が
待
ち
遠
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
石
干
見
に
つ
い
て
東
ア
ジ
ア
規
模
で
論
じ
る
の
は
本
著
が
初
め
て
で
あ
り
、

地
域
間
の
比
較
研
究
の
試
み
は
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
深
化
し
て
い
く
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
今
後
の
研
究
の
進
展
に
向
け
て
い
く
つ
か
の
提
言
も
可
能
で

あ
る
と
考
え
る
の
で
、
以
下
思
い
つ
く
ま
ま
に
述
べ
て
み
た
い
。

　
第
一
章
・
第
一
一
章
で
の
説
明
の
よ
う
に
、
石
素
見
の
分
布
は
沿
岸
域
の
地

形
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
石
早
見
が
立
地
す
る
の
は
、
干
潟
と
サ

ン
ゴ
礁
地
帯
と
さ
れ
て
い
る
が
、
各
々
の
地
形
と
早
着
見
の
構
造
・
所
有
形

態
と
の
対
応
関
係
の
、
よ
り
詳
細
な
分
析
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
、
サ
ン
ゴ
礁
地
形
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
幅
｝
㎞
に
も
及
ぶ
発
達
し
た

リ
！
フ
を
備
え
た
石
垣
島
と
比
べ
、
サ
ン
ゴ
礁
の
北
限
に
近
い
奄
美
大
島
で

は
、
礁
池
の
規
模
や
干
瀬
の
発
達
具
合
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
膨
湖
列

島
の
サ
ン
ゴ
礁
も
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
と
は
ま
た
異
な
る
状
況
を
示
し
て
い

よ
う
。
こ
の
よ
う
な
サ
ン
ゴ
礁
地
形
そ
の
も
の
の
多
様
性
が
、
石
町
見
の
構

築
や
運
営
方
法
に
影
響
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

今
後
の
各
地
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、
薪
た
な
知
見
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
第
八
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
石
輔
導
に
付
与
さ
れ
る
新
た
な
意

昧
扁
に
つ
い
て
は
、
今
後
石
干
見
研
究
を
進
め
る
上
で
、
非
常
に
重
要
に
な

る
論
点
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
田
、
各
地
で
顕
著
に
な
っ
て
い
る
「
伝
統
文

化
の
再
発
見
」
と
、
そ
の
「
文
化
資
源
化
」
と
い
う
問
題
に
結
び
つ
け
て
考

察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
第
八
章
で
も
、
台
湾
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
郷
土
意
識
の
高
揚
と
い
う
政
策
の
下
で
、
石
僻

見
が
文
化
遣
産
、
さ
ら
に
観
光
資
源
と
し
て
新
た
な
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い

く
プ
ロ
セ
ス
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
第
三
鋭
鋒
の

価
値
と
し
て
近
年
田
本
で
み
ら
れ
る
傾
向
は
、
環
境
教
育
の
教
材
と
し
て
の

石
夢
見
の
意
味
づ
け
で
あ
る
。
小
・
申
学
校
の
「
総
合
学
習
漏
に
お
い
て
、

海
の
環
境
を
学
ぶ
た
め
の
教
材
と
し
て
見
直
さ
れ
、
あ
る
い
は
エ
コ
ツ
ー
リ

ズ
ム
の
一
環
と
し
て
石
下
見
体
験
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
多
く
の
場
合
、
点
耳
見
の
「
復
原
」
と
い
う

手
続
き
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
分
県
宇
佐
市
な
ど
各
地
で
、
行

政
・
地
域
の
連
携
の
も
と
に
石
早
見
の
復
原
・
再
生
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る

晦
復
原
さ
れ
た
草
葺
は
・
も
は
や
漁
具
の
色
彩
は
薄
れ
・
体
験
学
習
●

海
を
楽
し
む
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
新
た
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
復
原
の
あ
り
方
自
体
に
つ
い
て
も
、
か
つ
て
の
虫
干
見
を
そ
の
場
所
に

復
原
す
る
も
の
や
、
あ
る
い
は
別
の
場
所
に
新
し
い
石
吉
見
を
つ
く
り
出
す

も
の
な
ど
、
地
域
ご
と
に
様
々
な
事
情
が
あ
る
。
復
原
す
べ
き
伝
統
文
化
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の
「
真
正
性
」
に
関
す
る
議
論
も
今
後
の
論
点

の
一
つ
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
石
干
見
は
じ
め
従
来
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た

在
地
の
民
俗
文
化
も
、
今
日
で
は
そ
の
文
化
財
的
価
値
が
認
め
ら
れ
、
地
域
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お
こ
し
の
核
と
し
て
再
評
価
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
趨
勢
に
あ
っ

て
評
者
が
い
つ
も
痛
感
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
復
原
・
再
生
の
た
め
に
は
、

か
つ
て
存
在
し
た
石
門
見
が
地
域
ご
と
に
ど
の
よ
う
な
姿
を
し
て
お
り
、
ど

う
や
っ
て
長
年
維
持
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
不
可
欠

だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
曇
は
、
石
二
見
の
消
滅
に
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
、

そ
の
記
憶
が
失
わ
れ
る
直
前
に
、
詳
細
な
ブ
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
か

つ
て
の
姿
を
掘
り
起
こ
し
た
き
わ
め
て
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
各
執
筆
者
の

先
見
の
明
と
と
も
に
、
そ
の
丹
念
な
検
証
作
業
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
こ
れ

ら
の
作
業
に
よ
っ
て
石
干
見
研
究
の
基
盤
が
確
立
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
地

域
ご
と
の
石
干
見
保
存
の
動
き
に
資
す
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。

本
書
の
時
宜
を
得
た
刊
行
を
喜
び
た
い
。
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①
多
辺
田
政
弘
剛
コ
モ
ン
ズ
の
経
済
学
隔
学
陽
書
房
、
一
九
九
〇
、
同
「
海
の
自
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2

　
山
畑
・
石
盗
見
－
農
民
に
と
っ
て
の
海
」
（
中
村
尚
司
・
鶴
見
良
行
編
欄
コ
モ

　
ン
ズ
の
海
』
学
陽
書
房
、
｝
九
九
五
）
七
「
1
…
四
四
頁
。

②
武
田
淳
「
イ
ノ
i
（
礁
池
）
の
採
捕
経
済
ー
サ
ン
ゴ
礁
海
域
に
お
け
る
伝
統

　
漁
法
の
多
様
性
」
（
九
学
会
連
合
地
域
文
化
の
均
質
化
編
集
委
員
会
編
凹
地
域
文

　
化
の
均
質
化
』
平
凡
社
、
「
九
九
四
）
五
「
1
六
八
頁
。

③
「
「
石
ひ
び
」
の
再
生
と
と
も
に
海
と
の
つ
な
が
り
も
復
活
」
、
現
代
農
業
八
月

　
増
一
刊
、
　
一
　
○
○
⊥
ハ
、
　
一
＝
＝
一
…
二
一
二
一
頁
。

（
A
5
判
　
三
＝
二
頁
二
〇
〇
七
年
二
月

　
　
　
　
　
　
法
政
大
学
出
版
会
　
税
別
三
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
（
滋
賀
大
学
環
境
総
合
研
究
七
ン
タ
…
准
教
授
）


