
調
査
報
告

慶

尚

北
道

羅

北

の
筏

、
ロ
と

ワ
カ
メ
漁

韓
国
漁
業
調
査
ノ
ー
ト

ー

香

月

洋

一
郎

慶尚北道羅北の筏船 とワカメ漁

一

羅
谷

の
む
ら

へ

韓
国
の
篠
船

一
九

九

六
年

の
五
月

上
旬

、

釜
山

の
水
産

業
史

研
究
所

所

長

の
朴
九

乗

(
バ

ク

・
ク
ー

ヨ
ン
)
先

生

の
お
誘

い
で
、
慶

尚
北

道
蔚

珍
郡

の
羅
谷

(ナ

コ
ク

叶

ヱ
「
)

と

い
う

漁
村

に
出

か
け

た
。

こ

の
む
ら

は
現
在

で
も

漁

に
筏
船

を
利

用

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
朴

先
生
が

調
査

を
計

画
さ

れ

た

の
だ
が

、

こ

の
時
期

は
筏
船

で

の

ワ
カ

メ
漁

の
ほ
と

ん
ど

終

わ
り

の
時

期
だ

っ
た
。

五

月
上
旬

ま

で
に
調
査

に
行

か
な

い
と
今
年

の
漁

は
終

わ

る
か
も
し

れ
な

い
、

と

の
連
絡

を
四
月

下
旬

に
朴
先

生

か
ら
受

け
、

私
が

釜
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罐

㍉

笥

引
隷

旗

鞭染墜

ド
鴇

山

に
入

っ
た

の
は
五
月

九

日
。
翌

十

日
朝

、
釜

山
水
産

大
学

校

の
前

で
朴
先

生
、

そ

れ

に
そ

の
教

え
子

の
李
相

高
先

生

(釜
山
水

産
大
学

校

助
教

授

資

源
経
済
学

)

と
待

ち
あ
わ

せ
、

李
先

生

の
車

で
東

海

岸

を
北

上

す

る
。

羅
北

は
直

線
距
離

に
し

て
釜
山

か
ら

二
百

キ

ロ
ほ

ど
北

に
あ

る
。

私

は
特

に
漁

船

に

つ
い
て

の
勉

強

を
し

て
き

た

わ
け

で
は
な

い
の

だ
が
、

朝
鮮
半

島

の
筏
船

に

つ
い
て
は
以
前

か
ら
見

て
み
た

い
と
思

っ
て

い
た
。

そ

れ

は
、

私
が
教

え

を
受

け

た
宮

本
常

一
の
次

の
よ
う

な
指

摘

に
よ

る
。

「も

と

よ
り
海

民

と

い

っ
て
も
、

そ

の
は
じ

め
か
ら
海

を
漂
泊

し

つ

づ

け

て
い
た
と

は
考

え
な

い
。

も
と

は
河
川

の
ほ

と
り

に
住

み
、
す

で
に
稲

作
農

耕
技
術

を
持

っ
て
い
た
者
が

、
筏

な
ど

で
川

を
下

っ
て

洋
上

に
出

て
移
動

し

た
も

の
で
も
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。
も

と
も

と
筏

船

は
河

川

で
発
達

し
た
も

の
と
思

わ
れ

る
が
、

日
本

へ
稲

作
文
化

を

最
初

に
も

た
ら

し
た
人
び

と

は
、

筏
船

を
利

用

し

た

の
で
は
な

か

っ

た
だ

ろ
う

か
と
考

え

る
。
家

族

も
同
行

で
き

る

に
は
、

そ

れ

ほ
ど

の

ゆ

と
り

の
あ

る
船

で
な

け
れ
ぽ

な
ら

ぬ
。

船
住

居

の
で
き

る

の
は
筏

様
式

の
船

で
あ

り
、
男

も
女

も
船

に
乗

っ
て
移

動

し

て
来

た
も

の
の

よ
う

で
、

弥
生

式
文
化

の
遺

跡
を
見

る
と
、
九

州

で
は
遠

賀

川
や
筑
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慶尚北道羅北の筏船 とワカメ漁

後
川

を
さ

か

の
ぼ

っ
た
と

こ
ろ

に
多

く
、
近

畿

地
方

で
も
大
和

川

や
淀

川
を
さ

か

の
ぼ

っ
た
と

こ
ろ

に
大
き

な
遺

跡
が

み
と

め
ら
れ

る
・

(中

略
)

し
か
も

、

稲

の
日
本
列
島

へ
の
普

及

は
き

わ

め

て
速

か

っ
た
。

そ

れ

は
船

に
よ

っ
て
海

を

移
動

し

て

い

っ
た

か
ら

で
あ

ろ

う
・

今

日
弥
生
式

遺
物

の
中

に
は
筏
船

は
な

い
。
絵

画
も

埴
輪
も
残

し

て

い
な

い
。

し

か
し
筏

は
解
体

す

る
と
棒

に
な

っ
て
し
ま
う
・

原
形

を

　
コ
　

の
こ
す

こ
と
が

ほ
と

ん
ど

な
か

っ
た

の
で
あ

ろ
う
」

韓
国

に
お
け
る
筏
船

の
馨

は
、

こ
れ
ま
で
出

・
晶
毒

や
野
村
史
隆
曄

な
ど
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
・
出

。
氏
は
・
筏
船

と
そ

の

漁

携

に

つ
い
て
、
東

シ
ナ
海
全
体

の
な

か

で
把
握

さ
れ

よ
う
と

し
、

野
村
氏

は
済
州

島

の
筏
船

に

つ
い
て
こ
ま

や
か
な

レ
ポ

ー

ト
を
あ

ら

わ

さ
れ

て
い
る
。

済

州
島

の
筏
船

に

つ
い

て
、

『韓
海

通
漁

指
針
』

(葛
生

修
吉

著

、

明
治

三
十

六
年

、
東
京

黒
竜
会

出
版

部
)

に
は
次

の
よ
う

に
記

さ

れ

て

い
る
。

の

　

　

　

「
済
州
島

に

一
種

の
筏
あ
り
、
凡
そ
畳
四
丈
敷
許

の
面
積

に
木
材
を
組
み
、
更

に
其
上

に
約
壼
尺
乃
至
壼
尺
五
寸
位

の
高
さ
を
有
す

る
柵

を
作
り
、
之
れ

に
竹
若
く
は
粗
朶
を
以

て
編

み
た
る
筆
を
敷
き
た
る
も
の
に
し
て
、
両
三
人
乗
り
組
み
、
之
れ
を
磯
魚
漁

に
使
用
す
る
こ

と
盛

ん
に
行

は
れ
、
沖
A
口
壼
里
位
迄
漕
き
出
し
、
錨
を
投

し
て
終
日
之
れ
に
従
事
す

る
も

の
其
隻
数
頗
る
多

し
、
然
れ
ど
も
操
縦

に
適
せ

ざ

る
が
為

め
に
、
偶

々
台
風
起

る
こ
と
あ
れ
ば
、
往

々
他
方

に
漂
流
す
る
の
難
を
免
れ
ず
、
古
来
我
が
対
馬
辺

に
漂
着
し
た
る
こ
と
属
ゼ

人

の
耳

に
す
る
所

な
り
、
又
た
之
れ
と
略
ほ
同
様

の
も

の
江
原
道
長
轡
里
辺

に
て
も
使
用
せ
ら

る
」

(同
書
四

一
七

ぺ
ー
ジ
、
な

お
引
用

文
中

の
傍
点

は
原
文

の
ま
ま
。
た
だ
し

一
部

の
漢
字

は
旧
字
体
を
新
字
体

に
あ
ら
た
め
て
い
る
。
文
中

の
江
原
道
長
欝
里
と
は
現
在

の
三

防
郡
遠
徳
邑
荘
湖
里

で
あ
る
旨
、
朴
九
乗
先
生

よ
り
御
教
示
を
得

た
)
。

引
用
文

の
末
文

に
東
海
岸

に
も
筏
船
が
み
ら
れ
る
旨

の
指
摘
が
あ

る
が
、

一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
も
韓
国

の
東
海
岸
か
ら
欝
陵
島

に

か
け
て
筏
船
が
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
出

口
晶
子
氏
が
報
告
さ
れ

て
い
(祝
・
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慶
州
か
ら
浦
項

へ

五
月

十

日

の
朝
、

李
先
生

の
車

は
ま
ず
京
釜

高

速
道

に
入

り
慶
州

に
出

る
。
車

の
窓

か
ら
慶

州

の
古
墳

や
博

物
館

の
建
物

が
見

.兄
る
。

私

は

こ

の
地
方

は
は
じ

め

て
で
は
な

い
。

一
九

七
九

年

の
初
夏
、

こ

の
あ

た

り
を
貸
自
転

車

で
何

日
も
走

っ
て

い
た
。

そ

の
時

は
釜

山

か
ら
列

車

で
慶

州

に
着

い
た
。

釜

山

で
列

車

に
乗

る
と
、

す
ぐ

に

一
人

の
僧
が

私

に
日
本
語

で
話

し
か
け

て
き

た
。

あ

な

た

は
日
本

人

か
。

そ
れ
な

ら

ひ
と

つ
お
願

い
が

あ

る
。

日
本

の
岩
波

文
庫

か
ら

『
頓
悟
要

門

』

と

い
う
本
が

出

て

い
る

は
ず
だ
、

帰
国

し
た
ら

さ
が

し

て
送

っ
て
も

ら

え
な

い
だ

ろ
う

か
。

そ

の
僧

は
、

慶

州
郊
外

の
古

刹

石
窟
庵

の
僧

で
崔
能

了

と
名

乗

っ
た
。

七
十

九
歳

で
あ

る
と

い
う
。
本

来
仏
国

寺
駅

で
降

り

る

の
だ
が
、

宿

の
世

話

を

し

て
あ
げ

よ
う
、

と

一
緒

に
慶

州

駅

で
下

車

し

て
く

れ

た
。

安

い
宿

を
、
と

い
う
私

の
希

望
通

り
、

彼

は
素

泊

り
千

五
百

ウ

ォ
ソ
の
旅

人
宿

を
捜

し

て
く
れ
、

私

は
そ

こ

に
四

日
ほ
ど
滞

在

し

た
。

帰

国
す

る
と
す

ぐ

に

『
頓
悟
要

門
』

を
捜

し
、

石
窟
庵

に
送

っ
た
。

ま
も

な
く

丁
重

な
礼
状
が

届

い
た
。

あ

れ

か
ら

十
七

年
、
慶

州

の
街

は
驚
く

ほ
ど

の
変

わ

り

よ
う
を

み

せ
て

い
た
が

、
博
物

館

の
た
た
ず

ま

い
は
当
時

の
ま
ま

だ

っ
た
。

そ

れ
を
見

る
と
す

ぐ

に
崔
能

了
師

の
風

貌

や
自

転
車

で
ま

わ

っ
た
慶
州

郊
外
農

村
部

の
記

憶
が
甦

っ
て
き

た
。
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浜

の
筏

車

は
慶

州

か
ら
浦

項
方

面

へ
向

か
う
。
浦

項
を
す
ぎ

る
と
車

は
海
沿

い
の
道

を
走

る
。

定
置
網

を
干

し
た
り
繕

っ
た
り

し

て

い
る
人

々

の
姿
、

迷
彩
色

に
塗
ら

れ

た
海

へ
の
監
視
舎

、
大

き
な

カ

ニ
ー

こ

の
地

の
特
産

品
1

1

の
看

板
な

ど
が

次

々
と
車

窓

を
流

れ
と
ぶ
。
蔚

 珍
郡

の
役
場

に
着

い
た

の
は
十
二
時

す
ぎ

だ

っ
た
。
入

口

の
特

産

品
を
展

示
す

る

ケ
ー

ス
の
な

か

に
カ

ニ
と

ワ
カ

メ
が
展

示

さ
れ

て

い
る
。

水
産

課

は
昼
休

み
で
誰

も

い
な

い
。

私
達

も
食

堂

で
昼
食

を
す

ま

せ
、

一
時
す

ぎ

に
再
び
役

場

に
も
ど

る
。

す

ぐ

に
水
産

課

の
方

が
車

を
先
導

し
案

内

し

て
く

だ
さ

る
。
役

場

か
ら

さ
ら

に
車

で
十

六

キ

ロ
ほ
ど

北
上
す

る
。
羅

谷

の
集

落

に
着

く



慶尚北道羅北の筏船 とワカメ漁

灘ド

図1一 ⑤ 羅北の浜 に干 されている ワカメ。

漁の最盛期 には ここ…面 に干 され る。 ビニー

ル シー トがか け られ ているのは使 っていない

空枠。 この時期 、漁 はおわ りに近づ いていた

塾

ー

、

』L・

餐　
毒謹

謎

を/

ノ し ノ
.

一～噛
、

甚、

噸軋ノ}

、議

　瓢

毒

「叫聯

囑 臨謡

1蝿 亀,騰

,

へ
{
浄
配

私
懲

図1一 ② 羅 谷のむ ら、戸数 四十戸余 り、民

宿 を営 んでいる家 もあ る

脚

サ

.

～

、
堀

曲

鷺

、

蕩
難

繍騨
説 …

ビ 頴 蘇慧

図1一 ③ 羅谷のむ らのす ぐ前 の浜

図1一 ⑥ 羅 谷か ら釜 山へ の帰路、熱 海付近

の売店 で売 られ ていた ワカメ

繋 謹幽㌧
曝 漂 繋識ざ/
図1-一 ④ 六艘の筏が おかれ て

い る浜
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が

、

そ

の
ま

ま
通
り
抜

け
浜

に
出

る
。

浜

の
す

ぐ
北

に
小

さ
く

入
り

く

ん
だ

磯
が
あ

り
、

六
艘

の
筏
船

が
磯

と
磯

と

の
間

の
小

さ
な
浜

に

引
き

あ
げ

ら

れ

て

い
た
。

そ

こ

に
む

ら

の
長
老

、

南
斗

七
さ

ん

(こ

の
時

七
十
九

歳
)

と
里
長

の
朴
完

教

さ

ん
が
来

ら
れ

た
。

私
達

は
筏

の
大

ま

か
な
実
測

の
後
、

近

く

の
食

堂

で

こ
の
お
二
人

か
ら

二
時
間

半

ほ
ど

お
話

を

う

か
が

っ
た
。

こ

の
時
、

朴
先
生

は
質

疑

応
答

を
そ

の
都
度

私

に
日
本

語

で
話

し

て
く
だ

さ

っ
た
。

そ

の
聞
取

り

の
概

要
を

以
下

に
示
す
が

、

こ
れ

は

朴

先
生

が

訳

し
て
下

さ

っ
た
内
容

を
も

と

に
し

て

い
る
。

と

は

い
え
、

そ

の
と
り

ま
と

め

の
責
任

は

一
切
私

に
あ

る

こ
と
を
付
記

し

て
お

き

た

い
。

な

お
、
以

下

の
章

で
黒
丸

(●

)

で
始

ま
る
文
が

お
二
人

か
ら

の
話

で
あ
り
、

そ

の
文

よ
り
二

文
字

さ
げ
、

白
丸

(○

)

を
付

し

て
記

し

た
も

の
は
、
そ

の
内
容

に
関

し

て
の
私

の
た
だ

し
書
き

で
あ

る
。
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二

磯
漁

の
船
と
し
て
の
筏

ワ
カ
メ
の
生
育
す
る
岩

●

羅
北

で
は
筏
船

の
こ
と
を

テ
カ

レ

(剛
外
司

)

と
呼

ぶ
。
韓
国

で

は
ト

ー

マ
ク
ベ

(豆
叫
剛

)

と
言
う

こ
と
が
多

い
ら

し

い
が

、

こ

の

呼

び

か
た

は

こ

の
む

ら

で

は
用

い
な

か

っ
た
。

現
在

こ

の
近

辺

で
筏
船

は
こ

こ
で
し
か
使

わ

れ

て

い
な

い
と
思

う
。

も
と
八
隻

あ

っ
た
。

羅

北

と
同

じ
漁
村
契

に
属

す

る
娼
瀞

に
、
二

十
年

ほ
ど
前

ま

で
二
隻

あ

り
、

そ
れ

と

こ

の
む

ら

の
六
隻

と

の
計

八
隻

で
あ

り
、
今
使

わ

れ

て
い
る

の
は
こ
こ

の
六
隻

で
あ

る
。

い

つ
頃

か
ら
使

わ
れ

て
い
た

の
か
わ

か
ら
な

い
が

、

私

(南

斗
七
氏

)
が
国

民
学

校

の
生
徒

だ

っ
た
頃

か
ら
あ

り
、
当
時

は
今

よ
り
多

か

っ
た
。

○

テ

カ

レ
の
テ
は
筏

を

示

し
、

カ

レ
は
長

い
材

木

を
意

味

す

る
と

い
う
。

○

発

と

は
地

縁
あ

る

い
は
血
縁
的

関
係

に
基

づ
き
、

あ

る
目
的

を
も

っ
て
組

織

さ
れ

た
任

意
団

体

で
あ

る
。

目
的

に
従

っ
て
分
類

す
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ら
　

れ
ば

、
公

共
事

業
を
目

的

と
す

る
も

の
か
ら

扶
助
、

産
業

、
金
融

、
娯

楽

な
ど
多
彩

で
あ

る
。

●

こ

の
む

ら

の
筏

船

は

ほ
と
ん
ど

ワ
カ

メ

(麓

ク

ァ
ク

叫
)

採

り

に
使

う
。

テ

ン

マ

(こ
れ

は
韓

語
化

し

て

い
る
。

テ

ソ

マ
と

は
動

力

船
あ

る

い
は
大

型
船

に
搭
載

す

る
小
船

の
こ
と
だ
が

、

こ

こ
で
は
単

な

る
小

船
を
指

す
。

日
本

の
漁
村

で
も
多

く

は

こ

の
意

味

で
用

い
ら

れ

て

い
る
よ
う

に
思

う
。
)

で
も
採

れ

る

の
だ
が

、
筏
船

に
比

べ
て

テ

ソ

マ
は
造
船

費
が

か
か

る
。

そ
れ

に
海
上

で
揺

れ

や
す

い
。

筏

は
揺
れ
が

少

な

い
た

め
作
業

が
楽

で
あ

る
。

ま

た
、

テ

ン

マ
は
入

っ
た
水

を
く

み
出

す
手

間
が

要

る
が

、
筏

は
そ

の
必
要

が

な

い
。

テ

ソ

マ
は
作
業

や
移
動

の
た

め
三

人
が
乗

り

こ
む
が

、
筏

は
二

人

で
あ

や

つ
る
こ
と
が

で
き

る
。

一
人

で
も

そ
う
困
難

で

は
な

い
。

と

は

い
え
東

海
岸

の
ほ
と

ん
ど

の
む
ら

は

テ

ソ

マ
を
使

っ
て

い
る
。

他

の
む

ら

で
な
ぜ

テ

ン

マ
が
多

用

さ
れ

る

の
か
は
わ

か
ら
な

い
。

テ

ン

マ
の
利

点

と

い
え
ぽ

他

の
漁

に
も
利

用

で
き

る

こ
と

だ

ろ
う
。

こ

の
む

ら

の
筏

は
ほ
と

ん
ど
が

ワ
カ

メ
漁

に
使

わ
れ
、

し
か
も

こ

の

む
ら

で
最
も

大

切
な
漁
業

は

ワ
カ

メ
漁

で
あ

る
。

●

ワ

カ
メ

の
漁
期

は
三
月
中
旬

か
ら
長

く

て
五
月

い

っ
ぱ

い
ま

で
で
、

天
気

の
よ

い
日
が

続

く
年

は
漁

は
早

く
終

わ

る
が
、

今
年

(
一
九

九

六
年
)

は
天
気

の
悪

い
日
が

多

か

っ
た
。

そ
れ

に
潮

流

の
せ

い
な

の
か
、
今

年

の
ワ
カ

メ
の
質

は
あ

ま
り

よ
く
な

い
。

韓
国

の
南

海

岸

で
は

ワ
カ

メ
の
養
殖

を

や

っ
て

い
る
が

、

こ

の
前

の
海

は
波
が
高

く

潮
が

早
く
養
殖

に
は
向

い
て

い
な

い
。

そ
れ
だ

け

に
毎

年

の
天

気

や
潮

流

の
様

子

に
左
右

さ
れ

る
。

●

ワ
カ

メ
の
乾

燥

は
南

風
、

西
風

の
よ
く
吹
く

と

こ
ろ
が

い
い

の
だ
が
、

そ

の
点

で
は

こ

の
む
ら

は
適

し

て

い
る
。
干

し

て

は
や
く

乾
く

ほ
ど
色

が

黒
く
質

の
よ

い

ワ
カ

メ
が

で
き

る
。
朝

干

し

て
そ

の
日

の
う

ち

に
干

し
終

、兄
た
も

の
は
品
質
が
良

い
。

●

海

の
深

い
と

こ
ろ

の

ワ
カ

メ
は

日
光
が

充

分

に
届

か
ず

黄
色
が

か

っ
て

い
る
。

質
が

い

い
の
は
、

そ

の
半
ぽ
が

上

に
露
出

し
て

い
る
よ

う

な

ワ
カ

メ
で
、

日
光

を
受

け
黒

く
な

っ
て

い
る
。
姑

浦

の

ワ
カ

メ
は
テ

レ
ビ

で
も
宣

伝

し

て

い
て
品
質

は
良

い
が

、
あ

の
む
ら

は
山

の
地
形
的

な
条

件

で
、

ワ

カ

メ
が

生

い
茂

っ
て

い
る
場

所

の
海

の
日
照
時

間
が

こ
こ
よ
り

少
し
短

い
と
思

う
。

こ
の
む

ら

の
ワ
カ

メ
の

ほ
う
が
質

が
良

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
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●

む

ら

に

は
羅
谷

漁
村
契

に
属

す

る
十

二

の
ワ

カ
メ

の
岩

(蓄
岩

)
が

あ

る
。

こ
れ

は
、

そ

こ

に

ワ
カ

メ
が
育

成
す

る
岩

の
こ
と

で
、

む

ら
び

と

は
毎
年

く
じ

で
、

ど

の
岩

に
自
分
が

あ

た

る
か
を
引
き

あ

て
、

同

じ
岩

に
あ

た

っ
た
者

が

そ

の
採
取

を
行

な
う
。

こ

の
十

二

の

岩

に
は

そ
れ
ぞ

れ
名
が

つ
い

て
お
り
、
以
下

そ

れ
を
あ
げ

る
と
、

1
下
九
岩

(叫

子
暫

)
、

2
中

岩

£
τ
催

)
、

3
馬

頭
岩

(叫

早
暫

)
、

4
内
啓

岩

(川
刈

暫
)
、

5
何

致
…石

(井

刈
曽

)
、

6
溝

察
岩

(祉

冠
唱

)
、

7
升

魚
岩

父
τ
朝
唱

)
、

8
外

啓
…石

(斜
翔

唱
)
、

9
自

潜

岩

(叫

糾
唱

)
、

10
干

憶
岩

(。丁
唱
唱

)
、

11
馬

作
岩

(叫
尋
暫

)
、

12
沙
作

岩

(神
4
暗
)

と
な

る
。

2

の
中

岩

と

は
、

む
ら

の
す

ぐ

前

に
あ

る

た
め

こ
の
字

を
あ

て
、

3

の
馬

頭
岩

と

は
岩

が
馬

の
頭

の
形

を

し
て

い
る
た

め
こ
う
呼

び
、

6

の
溝
察

と

は
波
が
静

か
な

こ

と
を
意

味

し
、

波

の
お
だ
や

か
な
場

所

に
こ

の
岩
が

あ

る
。

7

の
升
魚

と

は
ボ

ラ

の
こ
と

で
ボ

ラ
を
指

す

ソ
ゴ
と

い
う

言
葉
が

な
ま

っ

て

シ
ン
グ

と
な

っ
た
。
ボ

ラ
が

い
る
岩

で
あ

る
。

9

の
自

潜
器

と

は
、

山

の
お

ち

こ
み
か
ら
続

い
て
露

呈

し

て

い
る
と

こ
ろ
も
あ

る
が

多

く

は
潜

ん

で
あ

ら
わ
れ

て

い
な

い
岩

で
あ

る
。

12

の
沙
作

岩

は
、
む

ら

の
北
寄

り

に
あ

り
、

沙

と

は
北

の
意

味

を
も

っ
て

い
る

(こ

れ

ら

の
岩

に

つ
い

て
は
図

5
、
表

1
を
参

照
)
。

●

昔
、

む

ら

の
功
労
者

や
年

長
者

に
、

ワ
カ
メ
が
付

着
育

成
す

る
岩

を
与
え

た
も

の
だ

と

い
う
話

を

聞

い
た

こ
と
が

あ

る
。

ワ
カ
メ
採
り
の
方
法

●

柄

の
長

い
鎌

(
ナ

ッ
テ

奨

)

と
木

の
枝

に
柄

を

つ
け

た
も

の

(
カ

ル
ギ

姓

刻
)

で
筏

の
上

か
ら

ワ
カ

メ
を
採

る
方
法

自
体

は
昔

と

変

わ

っ
て

い
な

い

(図

9

・
10

・
11
)
。

た
だ
昔

は
し
ぽ

し
ば

海
面

に
魚

の
油

を
ま

い
た
と

い
う
。

浅

い
と

こ
ろ

は
上

か
ら
肉
眼

で
見
え

る
が

、
深

い
と

こ
ろ

は
魚

油

を

ま
く
と
海

面

は
波

が

た

た
ず

鏡

の
よ
う

に
な

り
、
下

の
様

子
が

よ
く
見

え

た
と

い
う
。

こ
れ

に
は

タ

コ

の
墨
袋

も

よ
く
使

っ
た
。

か

つ
て
は

こ

の
む
ら

は

タ

コ
も
多

く
と

っ
て

い
た

の
で
そ

の
墨
袋

の
入
手

は
容

易
だ

っ
た
。

墨

は
黒

い
の
だ

が

、

そ

の
な

か
に
油

分
が

含

ま
れ

て
お
り
、

ま
く

と

よ
く
見

え

た
と

い
う
。

●

魚

油

は

タ
ラ
を

は
じ

め
ど

の
よ
う
な
魚

で
も

油
分

の
と

こ
ろ
を

と

っ
て
乾
燥

さ

せ
、

木

を
く

り

ぬ

い
た
器

に
入
れ
、

筏

に
立

て
ら
れ

た
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図3筏 の部分 名称、櫓 は ノ(し山)と 呼ぶため櫓に関わ る

名 にはすべ て頭 に ノが付 く ①②⑤ ⑦⑧が それ で、① は ノ

ーチ チ(上 ス図) 、② ノー チ ・ ッ(土 委)、 ③ セ キ ・ソイ

い刊碧。1)、④ ゲ ソンジ ュル(斜Pd奇)こ れ は筏 の係留 ・一

プ、⑤ ノウテ(上 ♀司)櫓 の腕 の意、⑥ テ サ ム圃 唱)、

⑦ ノシ ップ(上 唱)、 ⑧ ノーパテ ィ(上 里。Dい ず れ も

羅谷での呼称 この ほかに ノーパ テ ィの逆側の端 にノーチ

ゲ(上 ス1朗Dと い う腕 木が設 け られ る(図9参 照)
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棒

(図

9

.
17
)

に
と
り

つ
け

て
お
く
。

こ

の
魚

油

は
四
十

年

ほ
ど
前

ま

で
利

用

さ
れ

て

い
た
。

そ
れ

か
ら
深

い
場
所

の

ワ
カ

メ
の
採

取

は
海

女

に
頼

む
よ
う

に
な

り
、

こ

の
ほ
う
が

は

る
か

に
能

率

が

い
い

の
で
魚

油

は
使

わ
れ

な
く
な

っ
た
。

○

南

斗
七

さ

ん
は
四
十
年

ほ
ど
前

、

タ

コ
の
墨

で
試

し
た

こ
と
が
あ

る
が
、

底
が

よ
く
見
え

た
と

い
う
。

ま

た
、

洪
良
浩

(
一
七
二

四
ー

一
八

〇

二
)

の
著

し

た

『北

塞
記
略
』

と

い
う
書

に
次

の
よ
う
な
記

述
が

あ

る
由

、
朴
九

乗
先

生

か
ら
御
教

示

を
得

た
。

「
昆
布

海
奮

生
於

海
中
暗

喚

惟

明
川

地
方

及
慶

興

之

西
水

羅
串

有

之

毎

三

四
月
採

乗

船

中
流

濯
魚

膏

於
水

面

則

洞

　
　
　

見

水
底

乃
以
長
木

綴
取
」

●
海

女

は
、
昔

は

こ

の
む

ら

に
も

い
た

の
だ
が

、
今

は

い
な

い
。

近
く

の
竹
辺

(
チ

ュ
ク

ハ
ン

奇
組
)

な

ど

か
ら
雇

っ
て

い
る
・

そ

う

や

っ
て
来

て
く

れ

る
海
女

は
五
人

ほ
ど

で
、
時

に
は
海

女

の
う
ば

い
あ

い
に
な

る

こ
と
も

あ

る
。

海
女

は
五

十
代

か
ら
六
十

代

の
お
ば

さ

ん

で
、

地
元

で
海
女

と

し

て
育

っ
た
人
も

い
れ
ば
、

済
州
島

か
ら
移

り
住

ん
だ

人
も

い
る
。
海
女

を
雇

っ
た
場

合
、

そ

の
日

の
と
れ

高

の
二
割

を
海
女

に
払

う
。

こ
れ

は
干

し
た
現
物

で
渡

し

て

い
る
。

○

翌

日
羅
北

に
来

た
竹

辺

の
海

女

は
、

コ
ゥ

・
ス
ン
ポ
さ

ん
と

い

っ
て
、

か
ぞ

え
歳

で
六
十

歳

の
お
ぽ

さ

ん
だ

っ
た
。

済
州
島

の
生

ま

れ

で
、

父
親

は
高
校

の
先

生
だ

っ
た
が

、
自

分

は
学

校
が

き

ら

い

で
十
三

の
年

か
ら
潜

り
、
十

七

の
年

か
ら
あ

ち

こ
ち

に
稼
ぎ

に
出

た
、

と
笑

っ
て

い
た
。

地
名

は
忘

れ

た
が

日
本

に
も
行

っ
た
。

竹
辺

に
来

て
三

十

一
年
が

経

ち
、

現
在

は

一
年
間

で
海

女
漁

の
稼
ぎ

が

一
千
万

ウ

ォ
ソ
に
な

る
と

い
う
。

●
採

っ
た

ワ
カ

メ
は
重
さ

を

は
か
り
、
各

岩

の
グ

ル
ー
プ

ご
と

に
共
同

で
乾

燥
す

る
。

こ
れ
を
商

人
が

買

い
に
来

る
。

二
十
枚

を

一
束

と

い
い
、

こ
れ

は
三

.
五

キ

ロ
の
重

さ
が

あ

る
。

今
年

は
姑

浦

で
上
質

の

ワ
カ

メ
は

一
束

入
万

ウ

ォ
ン
の
値
が

つ
い
て

い
た
。
羅

北

の
む

ら

は
、
現
在

一
戸
平
均

し

て
二
百
束

分

の
収

人
を
得

て

い
る
。

●

か

つ
て

ワ
カ

メ
は
漁
協

の
委
託

販
売

に
し

て

い
た
。
漁
協

が

手
数

料
を

と

り
、

そ

の
金

を
浜
そ

う
じ

の
人
手

の
賃
金

な
ど

に
あ

て
て

い

た
が
、

十
年

ほ
ど
前

か
ら
自
由

に
販
売

す

る

こ
と

に
な

り
、

浜

そ
う
じ

の
費

用

も
出

な
く

な
り
、

む
ら

の
高
齢
化

も

す
す

み
、
浜

の
維

b3



図4筏 の部分 スケ ッチ ①②結合 の補強 は カス ガイやハ

リガネを場所 に応 じてほ どこしてい る ③④ ワカメが流れ

おち るのを防 ぐ枠 、板 材(杉 が 多か った)を ハ リガネ と釘

や金具 で固定す る ⑤⑥ 木材 と木材の固定 は クサ ビで停め

て とめゆ るみを防 ぐ ⑦碇 は網に包 んだ石か、む きだ しの

石 を ロープにつないで利用
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慶尚北道羅北の筏船 とワカメ漁

持
管

理

は
、

は

か
ば

か
し

く
な

い
よ
う

に
思
う
。

●

筏

は
ほ
と

ん
ど

ワ
カ

メ
漁

の
た

め
に
使

う
が

、

か

つ
て

は
筏

で
サ

ン

マ
の
手
づ

か

み
漁

と
、

カ

ニ
漁
を
行

な

っ
て
い
た
・

カ

ニ
は
プ

ル

ヶ

(ロ一琶
刈

方
言
名

で
あ

り
標

準
名

を
特

定

し
得

て

い
な

い
。
比

較
的

陸
寄

り

に
棲

む

カ

ニ
だ

と

い
う
)

と

い
う

カ

ニ
を
釣

る
・

こ
れ

は

こ

の
む

ら

の
沖

で

の
漁

で
あ

る
。

筏

の
両

横

(長

辺
)

に
各

々
三

つ
く
ら

い
の
籠

(図

16
)

を

つ
る
す
・

エ
サ
は

ノ

レ

ミ
と

い
う

各

々
が

釣

っ
た
魚

で
、

筏

の
前

後

(短

辺
)

か
ら
石

の
碇
を

入
れ

て
筏

の
上

で
す
わ

っ
て
待

っ
。

五
、
六

分

た

っ
た

ら
あ
げ

る
・
麦
が

み

の
る
頃
が

カ

ニ
の
身

が

し
ま

っ
て
お

い
し
く
、

一
番

の
漁
期

で
あ

り
、
海

が
黄
色

味

を

お
び

る
よ
う
な
夜

に
よ
く
と

れ

た
・

二
十
年

く

ら

い
前

に

カ

ニ
が

減
り
、

こ

の
漁

は
ほ
と

ん
ど
行

な

わ
れ
な

く
な

っ
た
。

海

の
汚

染
が

原
因

で
は
な

い
だ
ろ

う

か
。

●

そ

の
他

の
漁
と

し

て
は
、

こ

の
む

ら

で
は
、

ま
ず

定
置

網
漁
が

あ
げ

ら

れ

る
。
主

に

カ
タ

ク
チ
イ

ワ
シ
を

と

っ
て
お
り
、
十

年

ほ
ど
前

ま

で
行

な

っ
て

い
た
が

、

今

は
労
働

力
不

足

で
で
き

な

い
。

ほ

か

に
は
、

タ

コ
の
延
縄

漁
、

カ

レ
イ

の

一
本

釣
漁

な
ど

・

か

つ
て

タ

コ

は
多

か

っ
た
。

十
貫

く
ら

い

の
大

ダ

コ
も

い
た
。

こ

の
む
ら

の
沖

は
底
が

砂

で
、

そ
う

い
う

と

こ
ろ

で
は

タ

コ
は
這

わ
ず

に
浮

い
て

い

る
。

そ

の
浮
遊
中

の
タ

コ
を
延
縄

で
と

る
。

ウ

キ
は

コ
ル
ク

の
皮

、
枝
縄

の
間

隔

は
約

一
尺

で
、

四

～
五

セ

ン
チ

の
カ

エ
シ
の
な

い
釣

針

を
使

っ
た
。
ま

た
、

カ

レ
イ

の

一
本
づ

り

は
天
ビ

ン

(腕

四

つ
の
も

の
)

を
使

う
。

南
斗

七
氏

と

里
長

さ
ん

か
ら

の
話

の
大
要

は
右
記

の
よ
う
な

こ
と
が

ら
だ

っ
た
。

二
時
間

半

ほ
ど

の
聞

取

り

の
後
、

私
達

は
お
二
人

に

礼

を
述

べ
、
宿

を
捜

す

た

め
車

で
少

し
南

に
走

っ
た
。
宿

を

さ
が

し
お

ち

つ
き

(
一
室

二
万

ウ

ォ

ン
)
、
夕

食
後

ノ
ー
ト
整

理
・

ワ
カ
メ
漁

翌
十

　
日

は
朝

六
時

に
起

き

る
。
宿

の
窓

か
ら

原
子

力
発
電

所

の
建

物
が

見

え

る
。

曇
空

、
少

し
風
が

あ

る
。

朝
飯

を
食

べ
な
が

ら
李

先

生

が
羅

北

に
電
話

を
入

れ

て
み

る
。

風
が

強
く

、
筏
が

出

せ

る
か
ど
う

か
わ

か
ら

な

い
と

の
こ
と
。

そ
れ

で
も
と

り
あ

え
ず

羅
北

に
行
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き
・
南
氏

宅

で
漁

具

や
筏

造

り

の
た

め

の
道

具

を
見

せ

て

い
た
だ

く
。

]
時

間

ほ
ど

し

て
、
竹

辺

か
ら
海

女

の
お
ぽ

さ

ん
が
来

る
。

波
が

あ

る

の
だ
が
、

磯

の
近

く

に
筏

を
出

し

ワ
カ

メ
を
採

る

こ
と

に
な

っ
た
。

前

日

の
浜

に
向

か
う
。
浜

の
筏

は
六

艘

と
も
桐

材

で
あ

り
、
最

も
古

い
も

の
で
造

ら

れ

て
十
年

ほ
ど

経

て
い
る
。

近
く

に
桐
材

の
と

れ

る
山
林
が

な

い
た
め
購
入

し

た
桐

材
だ

と

い
う
。
本

当

は
杉

が

い

い
ん
だ
が
、

こ

の
あ

た
り

は
杉

は
手

に
入
れ

に
く

い
と
、
南
斗

七

さ

ん

が

・
五

十
余

年
ぶ

り
と

い
う

日
本

語

で
話

し

て
く

だ
さ

っ
た
。

六
艘

と
も
大

き

さ

は
大
差

な

く
、

い
ず

れ

も
長
辺

(横
)

は
三

メ
ー

ト

ル

前
後
、

短

辺

(縦

)

は
ニ

メ
ー
ト

ル
弱
。

十

日

に
、

一
時

間

ほ
ど

の
な

か

で
大

ま

か

に
計
測

し
た
図
を
図

7
、

8
、

13

に
示

し

て

い
る
。

こ

の
時

、
筏

を
浜

か
ら
海

に
出

す

た

め
に
、
筏

を
貫

通

し

て

い
る
横
木

(
セ
キ

ョ
ソ
イ

川
碧
司
、

図

3
参

照
)

に
棒

を
あ

て
が

っ
て

方

向

を
換

え
、

波

う
ち
際

ま

で
押

し

て

い

っ
た
。
波

う

ち
際

の
磯

の
岩

に
金
具

を
打

っ
て

ロ
ー
プ

を
通

し
、
浜

の
鉄

製

の

ロ
ク

ロ
に

つ
な

ぎ
・

そ

の

ロ
ク

ロ
の
側

に
小
型
耕

転
機

を
置

き
、

そ

の
バ

ッ
テ
リ

ー
を
動
力

に
し

て
筏

を
引
き
あ

げ

る
こ
と
も
あ

る
と

い
う
。

そ

の
あ
げ

お
ろ
し

の
た

め
、

浜

か
ら
磯

の
岩

に

い
く
本

も

の

ロ
ー
プ
が

張
ら

れ

て

い
る
。

浜

の
す

ぐ
前

の
磯

の
た
め
、
海
女

の
お
ぽ

さ

ん
は
先

に
海

に
入

っ
て

ワ
カ

メ
を

と
り
始

め

て

い
る
。
筏

に
は
二
人
が
乗

り

こ
み
、

一
人

が

櫓

を
あ
や

つ
り
、

一
人

は

ナ

ッ
テ
で

ワ
カ
メ
を

と

る
。

こ
れ
は
頼

ん

で
行

な

っ
て
も

ら

っ
た
だ
け

に
、

筏

で

の
操
業

状
態

を
見

せ
て
も

ら

っ
た
ら
す

ぐ

に
陸

に
あ
が

っ
て
も

ら

っ
た
。
時
間

に
し

て
二
十
分

ほ
ど

の
こ
と

だ

っ
た
。

そ
れ

か
ら
羅
北

の
む
ら

の
人
達

に
お
礼

を
述

べ
、
蔚
珍

に
向

か
う
。
海

女

の
お
ぽ

さ

ん
が

竹
辺

ま

で
便
乗

を
頼

ん
で
き

た

の
で
、
四

入

で
羅
北

を
あ

と

に
す

る
。
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亭
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筏
船

帰
路
再
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蔚
珍

の
郡
役
所

に
寄
る
。

で
あ
る
。

こ
の
時
は
水
産
課

の
課
長
さ
ん
が
お
ら
れ
た
。
欝
陵
島
出
身

の
四
十
歳
代
と
思
わ
れ
る
年
配

の
方



慶尚北道羅北の筏船 とワカメ漁
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単位cm

図8羅 谷の筏。六艘 の うちの一艘。桐材 のす きまに杉

の小片がい くつ も打 ちつ けられ ている

72



慶尚北道羅北の筏船 とワカメ漁
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図9ワ カ メを引 っか け るカル ギ(看71)。 先 端 は木 の

枝 、柄 は マダケ。柄 の長 さはつ ぎた した り変 えた りして

調整す る。 流れ るワカメを引 っかけるため縄 をつ けたカ

ルギ もあ る(左)。 この図 の ものは先 端 にハ リガネを使

っていた。 南斗七宅 にて
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図10羅 北 の浜 で筏 を実測 していた時、 カル

ギを手 に したおば さんが二 人通 りす ぎた。 そ

の浜 のす ぐ南 の磯 で、岩 の上 か らカルギで流

れ ワカメを採 っていた
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慶尚北道羅北の筏船 とワカメ漁
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図12洋 亭 の筏 の櫓(ノ 上)
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図14筏 を造 る道具(南 斗七宅)① トゥキ(王 ηD② ソ

ソ コッ(ム ヱ〇八)柄 は とりあMxず つけた もの ③ クル(晋)

④ マソチ(喝 ヌD⑤ ジ ャクイ(ス 圃)⑥ ドキ(三 ηD⑦

トゥプ(晋)横 挽、歯 の頂点 間7ミ リ

図15一 次 頁 上右 トゥキ(図14の ①)

上左 ジ ャクイ(図14の ⑤)

下 ドキ(図14の ⑥)
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こ

の
課
長

さ

ん

か
ら
、

・
欝

陵
島

に
も
筏
船
が

あ

る
。

こ
れ

は
桐

材

の
筏

で
、

こ

の
島

は
杉

、
桐
が
多

か

っ
た
が

、
桐

は
下
駄

の
材

料

に
な

る
と

い
う

こ
と

で
、

昔
、

日
本

人
が
勝
手

に
伐

り
出

し
た
。
材

の
ま
ま

日
本

に
も

送

っ
た
が
、

現
地

で
も

下
駄

を
作

っ
て

い
た
。

・
こ

の
島

で
筏

は
主

に

ワ
カ

メ
の
採
取

に
使

う
が

、
島
内

の
近

距
離

の
交

通
手
段

に
利

用
す

る
こ
と
も
あ

る
。

・
二
年

ほ
ど
前

、

筏
船

で
欝
陵

島

か
ら
竹
島

に
探
検

に
行

こ
う
と

し

た

こ
と
が
あ

っ
た
。
筏

を

二
層

に
し

て
炊
事

場
も

作

り
出

か
け

た

が

突
風

の
た
め
途
中

で
失

敗

し
た
。

と

い

っ
た
よ
う
な
話

を

う

か
が

っ
て

い
る
時

、
職

員

の

一
人
が

、
な

か

に
ワ
カ

メ
と

り

の
筏
船

の
写

真
が
載

っ
て

い
る
郡

の
パ

ソ
フ
レ

ヅ

ト

(
『蔚
珍

』

一
九

九
五

年
刊

)

を
持

っ
て
き

て
く
れ

た
。
羅

北

の
ほ

か

に
も

こ
の
近
辺

に
筏

船

を
利

用

し

て

い
る
む

ら
が
あ

る
と

い
う
。

す

ぐ

に
役
場

の
車

に
先
導

し

て
も

ら

い
そ

の
む

ら

に
行

く
。
洋

亭

(
ヤ

ム
チ

ョ
ソ
)

と

い
う

む

ら
だ

っ
た
。

こ

の
む

ら

の
浜

に
五
隻

ほ
ど

の
筏
船

が

置

か
れ
、
横

に
牛

が

の
ん
び

り
と

し
た
顔

を
潮
風

に
あ

て
、

つ
な
が

れ

て
い
る
。

民
家

の
塀

に
は
解
体

さ
れ

た
筏
材

が
並

ん

で

た

て
か
け
ら

れ

て

い
た
。

五
隻

の
う

ち

一
隻

は
表

面

に
ベ

ニ
ャ
板

が
あ

て
が

わ
れ

て

い
る
。

ま

た

一
艘

に
は
羅
北

で
聞

い
た
油

入
れ

の
容

器
が

、
筏

の
杭

に
と

り

つ
け

ら
れ

て

い
た
。

大

ま

か
な
計

測

を
す

ま

せ
た
あ
と
、

釜
山

に
向

か

っ
た
。
途
中

で
食

事
。

ニ
シ
ソ

の
刺
身

を
食

べ

る
。
釜

山

に
着

い
た

の
は
午
後

六
時

半

だ

っ
た
。

so

 

一
泊

二
日

の
駆
け
足

の
羅
北

行
き

で
あ

り
、
筏
船

そ

の
も

の

の
調
査

と

い
う

よ
り
も
、

筏
船

が

む
ら

の
な

か

で
ど

の
よ
う
な
形

で
使

わ

れ

て

い
る
か
を

か

い
ま

み
た

に
と
ど
ま

る
。

筏

と

い
う
素

朴

な
構
造

の
船
が

、

そ

の
頑

丈
さ

と
簡
便

性
ゆ

、兄
に
発

揮

さ
れ

る
機

動
性
が

、

ワ
カ

メ
採
り

に
適

し

て
お
り
、

そ
れ
が
今

も
使

わ

れ

て

い
る
様
子

の
ひ
と

こ
ま
を
見

た

に
す

ぎ

な

い
。
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図16筏 でのカ ニ採 りに使 うケ ッテ(川 司)、 本文参照、 南斗七宅 で
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慶尚北道羅北の筏船 とワカメ漁

図17右 頁およびL二 点 は洋亭 の筏船 ベニ

ヤ板を張 って いるもの もあ る。左 は油 を入れ

てお く容 器、 これにつ いて は本文参照。 この

容 器は ノーチ ゲ(上 ス1刈)と い う棒 に固定 さ

れてい る。下 は釜由水産 大学 に所蔵 されて い

る済州 島の筏船 、 ト ニ年 ほ ど肖1∫に収 集、杉材

ア

・

r醐

鴇拳
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む

ら

に
お
け

る

ワ
カ

メ
岩

の
あ

り

か
た
は
、

漁
村
社
会

に
お
け

る
漁
場

の
占
有
権

の
問
題

と

し

て
興
味

深
く
受

け

と

め
た

の
だ
が
、

韓

国

と

漁
業
権

の
成

立
経
緯

や
性

格
が

大
き

く
違

う

日
本

の
漁
村

の
例

し
か
知

ら

ぬ
私

に
と

っ
て
、

現
在

の
と

こ
ろ

こ
れ
以
上

深
く
記
述

す

る
力

は
な

い
。

と
も
あ

れ
、
現

行

の
国
内

調
査

の
あ

い
ま

を
縫

っ
て
、

こ
う

し
た
形

で

の
韓

国
漁
村

調
査

を

し
ぽ

ら
く
積

み
重

ね

て

い
こ
う

と
し

て

い

る
。

こ
れ

は
そ

の

ス
タ
ー

ト

の
時

点

で

の
覚

え
書
き

に
す
ぎ

な

い
。

帰

国

し

て
ニ

ヵ
月

ほ
ど

た

っ
た
時

、
朴

先
生

か
ら
お
便

り
を

い
た
だ

い
た
。

韓
国

で
刊
行

さ
れ

て

い
る

『国

際
新
聞

』

の
七
月

八

日
付

の
紙
面

に
江

原
道

正
東

津

の
筏
船

が
紹
介

さ
れ

て

い
た

の
で
さ

っ
そ

く
調
査

に
出

か
け
ら

れ

た
と

の
由

。

「
七
月

十

二
日
李
相

高
先

生

と
航

空
機

で
江

陵

に
行
き
、

同

日
正
東
津

の
筏

船
を

調
査

し

ま
し

た
。

同
地

に
は
合
計

十
隻
が

あ

っ
て
皆

現

用

さ
れ

て

い
る
も

の
で
し

た
。

同

地

で
ト

マ
ク

ベ

(豆
叫
叫
)

と

い
う
名

称
が
あ

る
と

い
う

こ
と
も
確

認

し
ま

し
た
」

さ
ら

に
翌

日
は
三
防

郡

の
筏
船

を
調
査

さ
れ

た

こ
と
が
記

さ
れ

て

い
た
。

こ

の
時

の
こ
と

は
、
羅

北

で

の
報

告
も
含

め

て

『水

産
業
史

研
究
』

第

3
巻

(
一
九
九

六
年
、
水

産
業
史

研
究
所

)

に

レ
ポ

ー
ト
さ
れ

て

い
る

(豆

叫
剛
則

豊
竜

調
査

研
究
』
朴

九
兼

・
許
成
會
[
・
李

相
高

)
。
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註(
1
)

宮
本
常

一

『
日
本
文
化

の
形
成

下
』

二

九
九

四
年
、
筑
摩
書
房
)

一
六
五
-
六

六

ペ
ー
ジ
、

こ
れ

は

「
海
洋
民
と
住
居
」

と
題
さ
れ
た
講
演

の
中

の
表
現

で
あ

る
。

な
お
本
書

は

一
九
八

一
年

に
そ
し
え
て
か
ら
刊
行
さ
れ

た
も

の
を
文
庫
化

に
あ

た
り
編
集

し
た
形

と
な

っ
て
い
る
。

(
2
)

出

口
晶

子

『
日
本

と
周
辺

ア
ジ

ア
の
伝
統
的
船
舶

そ

の
文
化
地

理
学
的

研
究
i
l
・』

(
一
九
九

五
年
、
文
献
出

版
)

こ

の
な

か

の
第

3
章

日
本
海
、
東

シ
ナ
海
沿

岸

の
筏
船

と
漁
携



(3
)

野
村
史
隆

「済
州
島

の
筏
船
」
『民
具

マ
ン
ス
リ
ー
』
第
二
十
二
巻
三
号

(
一
九
八
九
年
、
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
)
所
収

(4
)

出
口
晶
子
前
掲
書

(5
)

漁
村
契

に
つ
い
て
は

『日
韓
合
同
学
術
調
査
報
告

第
二
輯
i
l
韓
国
慶
尚
北
道
平
海
邑
厚
浦
里

』

済
共
同
研
究
会
事
務
局
)
所
収
の
第
十
二
章

(朴
九
蓑
担
当
)
を
参
考

に
し
た
。

(
6
)

こ
の
引
用
は
、
朴
九
菜

『韓
国
水
産
業
史
』

二

九
六
〇
年
、
太
和
出
版
社
)

一
一
九

ペ
ー
ジ
に
よ
る
。

(
一
九
八
四
年
、

日
韓
漁
村

社
会

・
経

こ

の
調
査

レ
ポ

ー
ト
は
本

文
に
あ

る
よ
う
朴
先

生

の
調
査

に
同
行
を
お
願

い
し
た
折

の
も

の
だ
が
、

と
り
ま
と

め
に
あ

た

っ
て
も
用
語
そ

の
他

で

様

々
な
御
教

示
を
受
け

た
。
深
く
御
礼
申
し
あ
げ

た

い
。

ま
た
、

こ
の
調
査

の
と
り
あ

え
ず

の

レ
ポ

ー
ト
と
し

て

『民
具

マ
ソ
ス
リ
i
』
第

二
十
九

巻
三
号

(
}
九
九
六
年
)

に

「
韓
国

・
慶
尚
北
道

の
筏
船
」
と

い
う
題

の
短

文
を
載

せ
て

い
る
こ
と
も
付
記

し

て
お
き

た

い
。

(か

つ
き

・
よ
う

い
ち
ろ
う

民
俗
学

)

慶尚北道羅北の筏船 とワカメ漁
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