
は
じ
め
に

　

伝
統
的
生
態
学
知
識（T

rad
ition

al 
E
cological K

now
ledge, 

以
下
Ｔ
Ｅ
Ｋ
）は
、

地
域
社
会
が
長
年
に
わ
た
り
自
然
生
態
系
と
相

互
作
用
す
る
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
、知
識
・
信

念
・
実
践
の
統
合
的
体
系
で
あ
る（
大
村
、２
０
０

２
）。
特
に
海
洋
に
関
す
る
Ｔ
Ｅ
Ｋ
は
、漁
業
、航

海
技
術
、気
象
予
測
、生
態
系
管
理
、海
洋
生
物

の
理
解
な
ど
、多
岐
に
わ
た
る
知
見
を
含
ん
で
い

る
。
こ
れ
ら
の
知
識
は
主
に
口
承
に
よ
り
世
代
を

超
え
て
伝
承
さ
れ
て
お
り
、民
話
は
そ
の
主
要
な

手
段
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。

　

四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
で
は
、各
地
に
海

に
ま
つ
わ
る
民
話
が
存
在
し
て
い
る
。こ
れ
ら
の
民

話
に
は
、潮
の
満
ち
引
き
、魚
の
習
性
、嵐
の
兆
候

と
い
っ
た
生
態
学
的
知
識
が
織
り
込
ま
れ
、そ
れ

ら
が
語
り
継
が
れ
る
こ
と
で
、そ
の
土
地
で
の
生

活
に
必
要
な
知
識
や
行
動
が
世
代
を
超
え
て
浸

透
し
て
き
た
。
ま
た
、こ
う
し
た
知
識
の
蓄
積
は
、

結
果
的
に
防
災
や
減
災
に
も
寄
与
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、Ｔ
Ｅ
Ｋ
と
海
の
民
話
の
関
係
を
考

察
し
、最
後
に
海
の
民
話
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
す

る
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

T
E
K
を
語
り
継
ぐ

技
術
と
し
て
の
民
話

　

海
の
民
話
は
、特
定
の
海
域
に
お
け
る
生
態
系

の
特
徴
や
自
然
現
象
に
関
す
る
知
識
を
物
語
と

し
て
伝
え
る
と
と
も
に
、海
へ
の
畏
敬
・
感
謝
、漁

業
や
航
海
の
安
全
、災
害
へ
の
備
え
、土
地
の
特
性

な
ど
、多
様
な
学
び
を
提
供
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

り
、こ
れ
を
後
世
に
伝
え
る
手
法
と
し
て
海
の
民

話
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
を
述

べ
て
き
た
。

　

Ｔ
Ｅ
Ｋ
は
、科
学
的
方
法
論
に
基
づ
い
た
知
識

と
比
較
さ
れ
る
際
に
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、

近
年
、そ
の
重
要
性
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。

K
i
m
m
e
r
e
r（
２
０
０
２
）は
、Ｔ
Ｅ
Ｋ
が
単

な
る
民
間
伝
承
で
は
な
く
、長
年
の
観
察
と
実
践

を
通
じ
て
発
展
し
た「
科
学
的
知
識
体
系
」で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
、科
学
教
育
や
政
策
決
定
へ
の

統
合
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。

　

他
方
で
、現
代
に
お
い
て
は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

変
化
、地
方
地
域
か
ら
の
人
口
流
出
、世
代
間
交

流
の
希
薄
化
な
ど
に
よ
り
、民
話
を
含
む
Ｔ
Ｅ
Ｋ

の
伝
承
機
会
が
減
少
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
、民
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

化
は
、Ｔ
Ｅ
Ｋ
の
保
存
・
継
承
の
た
め
の
新
た
な
手

段
と
し
て
評
価
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

口
承
に
よ
る
世
代
間
の
交
流
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
帰
属

意
識
醸
成
効
果
等
は
一
定
程
度
薄
れ
る
可
能
性

も
否
め
な
い
が
、デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
記
録
保
存

や
環
境
教
育
へ
の
活
用
等
も
期
待
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、海
の
民
話
が
Ｔ
Ｅ
Ｋ
の
伝
承
に
果

た
し
て
き
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
、そ
の
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
化
が
今
後
の
社
会
に
お
い
て
Ｔ
Ｅ
Ｋ
の

継
承
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て

述
べ
た
。民
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
は
、地
域
ご
と

の
固
有
の
知
恵
や
教
訓
を
記
録
し
、次
世
代
へ
と

継
承
す
る
手
法
と
な
り
得
る
。
ま
た
、デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
の
整
備
に
よ
り
、Ｔ
Ｅ
Ｋ
の
保
存
と

活
用
の
新
た
な
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

震（
８
６
９
年
）に
よ
る
地
盤
沈
下
に
よ
り
失
わ

れ
た
が
、そ
の
名
が
今
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で
は
、２
０

１
８
年
よ
り
日
本
各
地
に
伝
わ
る
海
の
民
話
を

発
掘
し
、地
域
住
民
や
関
係
者
と
協
力
し
な
が
ら

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
す
る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

２
０
２
５
年
１
月
時
点
で
92
本
の
海
の
民
話
が
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
、２
０
２
４
年
か
ら
は
そ
れ

ら
を
体
系
的
に
整
理
し
、デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る

作
業
も
開
始
し
て
い
る
。

　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
構
築
中
で
あ
る
が
、そ
の
作

業
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、い
ず
れ
の

民
話
に
も
地
域
固
有
の
教
訓
や
知
恵
、す
な
わ
ち

Ｔ
Ｅ
Ｋ
が
含
ま
れ
、そ
れ
が
世
代
を
超
え
て
共
有

さ
れ
る
物
語
と
し
て
成
立
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
た
、興
味
深
い
点
は
、各
地
域
で
語
り
方
の
違
い

が
あ
る
も
の
の
、共
通
し
て「
後
世
に
伝
え
る
べ
き

事
象
」を
各
地
域
固
有
の
具
体
的
な
モ
ノ
や
出
来

事
と
結
び
つ
け
、物
語
化
す
る
こ
と
で
世
代
間
の

共
有
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。Ｔ
Ｅ
Ｋ
と

は
、そ
の
土
地
で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
知
識
・
実

践
・
信
念
の
体
系
で
あ
り
、民
話
は
そ
れ
を
次
世

代
へ
受
け
継
ぐ
た
め
の
手
法
と
し
て
機
能
し
て
き

た
。つ
ま
り
、民
話
は
物
語
と
い
う
範
疇
を
超
え
、

Ｔ
Ｅ
Ｋ
の
継
承
を
担
う
ひ
と
つ
の
手
段
と
し
て

人
々
の
暮
ら
し
の
な
か
に
根
付
い
て
き
た
と
も
捉

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

海
の
民
話
を

ア
ニ
メ
ー
シ
ョン
化
す
る
意
義

　

こ
こ
か
ら
は
将
来
に
視
野
を
広
げ
た
い
。
こ
れ

ま
で
Ｔ
Ｅ
Ｋ
は
長
年
に
わ
た
っ
て
自
然
環
境
と
の

共
生
を
通
じ
て
培
わ
れ
て
き
た
知
識
体
系
で
あ

宮
城
県
七
ヶ
浜
町
に
伝
承
さ
れ
る「
大
根
明
神
の

ア
ワ
ビ
祭
り
」は
、同
地
域
の
良
質
な
漁
場
が
岩

礁
地
帯
に
あ
り
、高
度
な
航
海
技
術
を
要
す
る

こ
と
を
、地
形
や
神
話
と
結
び
つ
け
て
語
り
継
い

で
い
る
。こ
の
民
話
を
通
じ
て
、当
地
に
お
け
る
海

の
重
要
性
や
信
仰
と
の
関
係
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

「
大
根
明
神
の
ア
ワ
ビ
祭
り
」の
概
要

昔
、花
渕
浜
に
向
か
う
親
船
が
、急
に
荒
れ
た

海
に
襲
わ
れ
た
。
船
が
大
根
明
神
の
岩
礁
を

通
過
し
た
際
、突
然
、船
底
に
穴
が
開
き
、大

量
の
海
水
が
流
れ
込
ん
だ
。船
員
た
ち
は
必
死

に
水
を
汲
み
出
し
た
が
、状
況
は
悪
化
す
る
ば

か
り
で
あ
っ
た
。
船
頭
が
鼻
節
神
社
に
向
か
い
、

神
に
助
け
を
請
う
と
、不
思
議
な
こ
と
に
海
水

の
流
入
が
止
ま
り
、無
事
に
浜
へ
辿
り
着
い
た
。

船
底
を
確
認
す
る
と
、大
き
な
ア
ワ
ビ
が
穴
を

塞
い
で
い
た
。こ
の
出
来
事
以
来
、村
人
た
ち
は

鼻
節
神
社
の
祭
り
に
生
き
た
ア
ワ
ビ
を
供
え
る

よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
海
と
日
本
プ
ロ
ジェク
ト
in
み
や
ぎ
実
行
委
員
会
、2
0
1
9
）

民
話
が
伝
え
る
知
識
と
教
訓

1
海
域
の
危
険
性
：
民
話
に
登
場
す
る「
入
っ

て
は
い
け
な
い
場
所
」は
、岩
礁
な
ど
海
底
地
形
の

危
険
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
同
時
に
、豊
か
な
漁

場
の
形
成
に
関
す
る
知
識
も
内
包
し
て
い
る
。

2
地
域
文
化
の
起
源
：
ア
ワ
ビ
祭
り
の
由
来

を
知
る
こ
と
で
、地
域
の
伝
統
文
化
や
海
の
恵
み

に
対
す
る
感
謝
の
念
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

3
地
名
の
由
来
：「
鼻
節
」と「
花
渕
」は
、同

じ
語
源
を
持
ち
、歴
史
的
な
変
遷
の
過
程
で
異
な

る
表
記
が
定
着
し
た
と
さ
れ
る
。

4
消
失
し
た
信
仰
の
記
憶
：「
大
根
明
神
」は
、

か
つ
て
海
底
に
存
在
し
た
神
域
で
あ
り
、貞
観
地

伝統的生態学知識を
保存継承する
海の民話と
アニメーション化
小坂典子 （公益財団法人日本交通公社）

伝統的生態学的知識、海の民話、民話のアニメーション化

価値の再発見❼
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