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（注 1）紀州

紀伊国（きいのくに）の別名。
和歌山県全域と三重県の一部。

（注 2）備後

現在の広島県の東部を指す。律令国
の備後国に相当する福山市、尾道市、
府中市、庄原市、三次市、三原市など。

（注 3）西海漁場

北限は山口県萩市の見島と対馬、南限は五島諸
島南端の福江島や長崎県西彼杵（にしそのぎ）半
島西岸の外海（そとめ）地方の海域を指す。

古座川の河口から3km上流に
あるご神体「河内様（こおった
ま）」を目指す「御舟（みふ
ね）」。古式捕鯨の鯨舟に装飾
を施したものだ

古
式
捕
鯨
の
始
ま
り
は

伊
勢
湾
沿
岸
だ
っ
た

　

鯨
を
捕
え
る
「
捕
鯨
」
は
危
険
を
伴
う

が
、
な
に
し
ろ
巨
大
な
の
で
肉
や
脂
が
大

量
に
手
に
入
る
。
江
戸
時
代
に
は
「
一
頭

と
れ
る
と
七な

な
う
ら浦

潤
う
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

の
収
益
が
あ
っ
た
。
し
か
し
鯨
を
捕
え
る

に
は
多
く
の
人
た
ち
が
自
ら
の
責
務
を
果

た
し
、
組
織
的
に
動
く
必
要
が
あ
る
。
海

の
そ
ば
の
高
台
で
海
を
見
張
る
山や

ま
み見

は
ひ

と
た
び
鯨
を
発
見
す
る
と
、
狼の

ろ
し煙

や
法ほ

ら螺

貝
で
海
上
の
鯨
舟
に
指
示
を
送
る
。
鯨
舟

は
バ
ラ
バ
ラ
で
は
な
く
集
団
で
鯨
を
追
い

か
け
て
い
く
。
実
に
多
く
の
人
た
ち
の
、

し
か
も
統
率
の
と
れ
た
共
同
作
業
が
必
要

な
の
だ
。

　

日
本
の
捕
鯨
の
歴
史
は
三
つ
の
時
代
に

分
け
ら
れ
る
（
注
4
）。
①
漁
師
た
ち
が
臨

時
的
に
組
織
を
整
え
、
鯨
を
地
域
に
分
配

す
る
「
初
期
捕
鯨
時
代
」。
②
鯨
の
産
物

を
商
品
と
し
て
流
通
さ
せ
る
た
め
、
専
業

の
捕
鯨
集
団
「
鯨
組
」
を
組
織
し
た
「
古

式
捕
鯨
業
時
代
」。
③
ノ
ル
ウ
ェ
ー
式
砲

殺
捕
鯨
法
を
主
と
す
る
「
近
代
捕
鯨
業
時

代
」。
こ
こ
で
は
、
②
古
式
捕
鯨
業
時
代

（
以
下
、
古
式
捕
鯨
）
に
絞
っ
て
話
を
進
め
る
。

　

古
式
捕
鯨
の
始
ま
り
の
地
は
、
戦
国
時

代
後
期
（
1 

5 

7 

0
年
代
初
頭
）
の
伊
勢
湾
沿

岸
と
さ
れ
る
。
平
安
時
代
末
期
の
治じ

し
ょ
う承

・

和船が運んだ文化　Story4

古
式
捕
鯨
に
み
る

「
人
の
行
き
来
」と「
技
の
伝
播
」

か
つ
て
鯨
も
魚
と
同
じ
よ
う
に
、「
海
か
ら
の
贈
り
物
」
と
し
て
食
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
日
本
で
鯨
の
産
物
を
商

品
と
し
て
流
通
さ
せ
る
た
め
に
組
織
的
な
捕
鯨
が
始
ま
っ
た
の
は
戦
国
時
代
後
期
。
手
漕
ぎ
の
鯨く

じ
ら
ぶ
ね舟

や
網
を
用

い
た
捕
鯨
法
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
発
展
し
て
い
く
が
、
そ
の
裏
に
は
、
船
を
介
し
て
新
た
な
技
法
を
取
り
入

れ
、
腕
の
立
つ
者
た
ち
も
呼
び
寄
せ
た
歴
史
が
あ
る
。
太た

い
じ
ち
ょ
う

地
町
を
中
心
と
し
た
紀
州
（
注
1
）、
網
の
専
門
家
集

団
で
あ
り
操
舟
に
も
長
け
た
備び

ん
ご後

（
注
2
）
の
田た

し
ま島

、
そ
し
て
江
戸
時
代
に
国
内
最
大
の
鯨
組
と
呼
ば
れ
た

益ま
す
と
み
ぐ
み

冨
組
が
本
拠
地
と
し
た
西さ

い
か
い海

漁
場
（
注
3
）
の
生い

き
つ
き
し
ま

月
島
を
巡
っ
た
。

（注 4）三つの時代区分

諸説あるが、本稿では中園成生さん
の著書『くじら取りの系譜（改訂版）』
（長崎新聞社 2006）に従った。

参考文献　『くじら取りの系譜（改訂版）』（長崎新聞社）、『鯨とり―太地の古式捕鯨―』（和歌山県立博物館）、『Taiji's Cultural Heritage 2015　太地の遺産』（太地町）、『鯨舟 形と意匠』（太地町立
くじらの博物館）、『内海町の文化財 第八号』（内海町教育委員会・文化財保護委員会）、『クジラ網と双海（そうがい）～西海捕鯨で活躍した郷土の先人たち』（福山市内海町文化財協会）、『歴博 第一六
八号』（歴史民俗博物館振興会）、『かくれキリシタンとは何か――オラショを巡る旅』（弦書房）、『生月島のかくれキリシタン（改訂版）』（平戸市生月町博物館・島の館）

民
謡
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
相

違
な
い
が
、
無
拍
子
で
節
を
長
く
引
く
江

差
追
分
は
今
ど
き
の
流は

や行
り
の
音
楽
と
は

あ
ま
り
に
も
遠
い
。
そ
れ
が
若
い
世
代
に

も
自
然
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
い
く
ら

幼
い
こ
ろ
か
ら
接
す
る
機
会
が
あ
っ
て
も

楽
し
く
な
け
れ
ば
歌
お
う
と
は
し
な
い
だ

ろ
う
。
民
謡
に
魅
か
れ
る
心
が
日
本
人
の

遺
伝
子
に
は
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
か
。

　

江
差
追
分
会
学
芸
部
門
理
事
の
館
さ
ん

は
北
海
道
新
聞
の
記
事
「
江
差
追
分
の
未

来
像
」
で
「
こ
の
唄
が
持
つ
伝
統
の
力
を

信
じ
な
が
ら
（
中
略
）
表
現
の
多
様
化
に

取
り
組
む
べ
き
だ
ろ
う
。
洋
楽
や
他
の
芸

術
分
野
の
協
力
も
得
て
、
江
差
追
分
を
核

と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
音
楽
や
芸
術
作

品
を
制
作
し
発
表
す
る
試
み
を
も
っ
と
盛

ん
に
し
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
今

年
か
ら
始
ま
っ
た
青
森
県
五
所
川
原
市
の

津
軽
三
味
線
会
館
へ
出
向
い
て
の
「
ジ
ョ

イ
ン
ト
ラ
イ
ブ
」
な
ど
は
そ
う
し
た
試
み

へ
の
第
一
歩
だ
ろ
う
。

　

信
州
の
山
で
生
ま
れ
た
唄
が
幾
多
の
変

容
を
重
ね
海
の
唄
と
な
っ
て
北
の
大
地
に

根
づ
き
、
全
国
へ
と
そ
の
真
価
を
広
め
た
。

か
つ
て
本
州
か
ら
北
海
道
へ
と
渡
る
北
前

船
の
下
り
荷
の
一
つ
だ
っ
た
民
謡
は
時
代

の
荒
波
を
乗
り
越
え
、
今
ま
た
、
よ
り
広

い
世
界
へ
と
届
く
上
り
荷
と
し
て
未
来
へ

の
航
海
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
8
月
18
日
、
9
月
6
〜
7
日
取
材
）
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太地

田島
生月島

紀伊半島周辺

安房

西海

土佐

寿じ
ゅ

永え
い

の
乱
（
注
5
）
で
水
軍
が
活
躍
し
、

組
織
的
な
操
舟
技
術
と
高
度
化
し
た
鉄
製

の
武
器
が
古
式
捕
鯨
に
つ
な
が
っ
た
と
い

わ
れ
る
。

　

江
戸
時
代
初
期
、
古
式
捕
鯨
は
熊
野
水

軍
（
注
6
）
の
伝
統
が
残
る
和
歌
山
県
の

太
地
浦
（
太
地
町
）
に
伝
わ
っ
た
。
1 

6 

0 

6
年
（
慶
長
11
）
の
和わ

だ田
忠ち

ゅ
う
べ兵

衛え

頼よ
り

元も
と

が
そ

の
嚆こ

う
し矢

と
さ
れ
る
。
当
時
の
捕
獲
方
法
は
、

鯨
舟
が
手
投
げ
の
銛も

り

で
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え

て
鯨
を
捕
え
る
「
突つ

き
と
り
ほ
う

取
法
」
だ
っ
た
。
1 

6 

1 

6
年
（
元
和
元
）、
紀
州
の
鯨
組
が
西

海
に
進
出
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

　

1 

6 

7 

7
年
（
延
宝
5
）、
和
田
忠
兵
衛

頼
元
の
孫
、
太た

い
じ
か
く
え
も
ん
よ
り
は
る

地
角
右
衛
門
頼
治
が
突
取

法
に
網
を
併
用
し
た
「
網あ

み
と
り
ほ
う

取
法
」
を
開
発

す
る
。
ひ
た
す
ら
鯨
を
追
い
か
け
て
銛
を

打
ち
込
ん
で
い
た
も
の
を
、
鯨
を
網
に
か

ら
ま
せ
て
動
き
が
鈍
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で

銛
を
打
ち
込
む
の
だ
。
網
を
併
用
す
る
こ

と
で
捕
獲
率
が
高
ま
っ
た
網
取
法
は
、
太

地
が
起
源
と
さ
れ
て
い
る
。

古
式
捕
鯨
の
鯨
舟
に

装
飾
を
施
し
た
「
御み

ふ
ね舟

」

　

2 

0 

1 

6
年
7
月
下
旬
、
編
集
部
は
和

歌
山
県
南
部
の
古こ

ざ
が
わ

座
川
河
口
に
い
た
。
古

座
川
流
域
の
5
地
区
が
担
い
手
と
し
て
昔

か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
伝
統
祭
礼
「
河こ

う
ち内

祭
」
を
見
る
た
め
だ
っ
た
。
河
内
祭
の

「
熊
野
水
軍
古
座
河
内
祭
の
夕
べ
」
の
実

行
委
員
長
を
務
め
る
上
野
一
夫
さ
ん
は
、

「
河
内
祭
を
調
査
し
た
大
学
の
先
生
は

『
自
然
崇
拝
の
形
を
色
濃
く
残
す
、
相
当

古
い
も
の
』
と
言
い
ま
す
」
と
話
す
。

　

河
内
祭
に
は
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
「
御
舟
行
事
」
が
あ
る
。
御
舟
と
は
、

河
口
か
ら
3 

km
ほ
ど
上
流
の
川
の
な
か
に

あ
る
ご
神
体
「
河こ

お
っ
た
ま

内
様
」
の
神
が
宿
る
神

額
を
運
ぶ
大
切
な
役
目
を
担
う
。
実
は
こ

の
御
舟
、
古
式
捕
鯨
の
鯨
舟
に
装
飾
を
施

し
た
も
の
。
全
長
約
11 

m
、
幅
約
2 

m
の

杉
づ
く
り
で
、
船
底
は
浅
瀬
の
多
い
古
座

川
を
遡
れ
る
よ
う
少
し
浅
く
し
て
あ
る
。

　

古
座
地
区
も
か
つ
て
古
式
捕
鯨
が
行
な

わ
れ
た
場
所
で
、
鯨
組
「
古
座
鯨く

じ
ら
か
た方」

が

あ
っ
た
。
上
野
さ
ん
は
「
鯨
の
肉
は
七
輪

古座で生まれ育った上野一夫さん

（注 5）治承・寿永の乱

1180年（治承 4）の源頼朝の挙兵から1185
年（元暦 2）に平氏一門が壇ノ浦で滅亡するま
での大規模な内乱。源平合戦、源平の戦いとも
呼ぶ。

（注 6）熊野水軍

熊野海賊ともいう。豊富な材木と良港をもつ熊
野地方では古くから水軍が発達。中央政界の動
向とも密接に関係した。

古式捕鯨の主要漁場

和
歌
山
県
・
太
地
町
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で
焼
い
て
生
姜
醤
油
で
食
べ
た
も
ん
や
。

ご
馳
走
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
普
通
の
食

べ
も
の
だ
っ
た
よ
」
と
話
す
。

　

御
舟
の
存
在
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、

太
地
町
歴
史
資
料
室
学
芸
員
の
櫻
井
敬は

や
と人

さ
ん
。
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ベ
ッ
ド
フ
ォ

ー
ド
捕
鯨
博
物
館
で
学
芸
員
を
務
め
た
あ

と
、
太
地
町
に
移
籍
し
た
若
き
研
究
者
だ
。

幔ま
ん
ま
く幕

（
注
7
）
や
ノ
ボ
リ
、
笹
飾
り
な
ど

で
装
っ
た
2
隻
の
御
舟
が
法
螺
貝
の
音
色

を
響
か
せ
な
が
ら
出
航
す
る
様
を
一
緒
に

見
守
っ
た
。

船
を
極
彩
色
に
彩
る
の
は

鯨
を
成
仏
さ
せ
る
た
め
？

　

翌
日
、
櫻
井
さ
ん
に
改
め
て
太
地
の
古

式
捕
鯨
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

「
人
が
舟
を
操
る
古
式
捕
鯨
は
、
鯨
が
陸

地
に
近
づ
い
た
り
、
泳
ぐ
速
度
を
ゆ
る
め

た
り
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
と
成
立
し
ま
せ

ん
。
全
国
に
何
カ
所
か
そ
う
い
う
場
所
が

あ
り
、
太
平
洋
岸
で
は
太
地
や
古
座
な
ど

の
熊
野
灘
が
そ
の
一
つ
で
し
た
。
シ
ー
ズ

ン
は
冬
で
す
。
冬
至
の
こ
ろ
が
一
番
よ
い
。

夏
、
北
の
海
で
餌
を
食
べ
て
太
っ
た
鯨
が
、

冬
に
こ
の
付
近
を
通
っ
て
南
の
海
に
南
下

す
る
か
ら
で
す
」

　

網
取
法
が
編
み
出
さ
れ
て
か
ら
、
太
地

に
は
、
鯨
を
網
に
追
い
詰
め
て
銛
を
打
つ

刃は
ざ
し刺

（
注
8
）
が
乗
る
「
勢せ

こ
ぶ
ね

子
舟
」、
仕
留

め
た
鯨
を
2
隻
で
挟
ん
で
固
定
し
て
運
ぶ

「
持も

っ
そ
う
ぶ
ね

左
右
舟
」、
鯨
網
を
仕
掛
け
る
「
網あ

み

舟ぶ
ね

」、
網
や
銛
綱
に
結
ば
れ
た
樽
を
回
収

す
る
「
樽た

る
ぶ
ね舟

」
な
ど
役
割
や
機
能
が
異
な

る
種
類
の
鯨
舟
が
生
ま
れ
た
（
注
9
）。
い

ず
れ
も
き
ら
び
や
か
な
彩
色
が
施
さ
れ
て

い
る
が
、
櫻
井
さ
ん
は
こ
れ
が
熊
野
の
特

徴
だ
と
言
う
。

「
の
ち
に
栄
え
る
九
州
の
西
海
の
鯨
舟
は
、

色
こ
そ
塗
っ
て
あ
る
も
の
の
、
ず
っ
と
簡

素
で
す
。
つ
ま
り
極
彩
色
に
彩
っ
て
も
鯨

が
獲
り
や
す
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
で

は
な
ぜ
色
鮮
や
か
に
し
た
の
か
。
私
は
熊

野
と
い
う
独
特
な
宗
教
的
世
界
観
を
も
つ

風
土
が
そ
う
さ
せ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

か
つ
て
熊
野
の
人
々
は
南
の
海
の
向
こ
う

に
観
音
様
が
住
む
『
補ふ

だ
ら
く

陀
落
浄
土
』（
注
10
）

が
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
清
ら

か
な
世
界
に
通
じ
る
熊
野
灘
で
鯨
と
い
う

巨
大
な
生
き
も
の
を
殺
生
す
る
―
―
殺
生

は
仏
教
で
忌
み
嫌
わ
れ
る
行
為
で
す
ね
。

鯨
と
り
た
ち
は
鯨
が
死
ぬ
と
き
に
『
南
無

阿
弥
陀
仏
』
と
唱
え
た
と
古
文
書
に
あ
る
。

つ
ま
り
船
を
き
ら
び
や
か
に
し
て
絵
ま
で

描
く
の
は
『
捕
え
た
鯨
に
あ
の
世
の
光
景

を
見
せ
る
こ
と
で
成
仏
を
願
っ
た
』
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

太
地
で
は
、
鯨
組
の
役
職
は
世
襲
制
だ

っ
た
。
例
え
ば
刃
刺
は
親
が
刃
刺
で
な
け

『熊野太地浦捕鯨図屏風（くまのたいじうらほげいずびょうぶ）渡瀬凌雲
筆』（4曲 1隻）。太地鯨組の末裔から指導を受けた日本画家・渡瀬凌
雲はできるだけ正確に古式捕鯨の様を描こうとした　太地町歴史資料室蔵

山見跡で説明する太地町歴史資料室学芸員の櫻井
敬人さん

燈明崎（とうみょうざき）の「山見跡」。太地の鯨
組は燈明崎と南にある梶取崎（かじとりざき）から鯨
の到来を見張った

太地鯨舟の華やかな姿を描いた『太地鯨舟図絵』
勢子舟（八丁櫓、15人乗り）
①勢子一番換え舟「赤地に桜」　
②勢子二番換え舟「赤地に大竹」
③勢子三番換え舟「紋尽くし」（紋の詳細は不明）
※いくつかの絵画資料をもとに、和紙に岩絵具で表現したもの（画：土長けい）
※太地町立くじらの博物館の企画展「鯨舟：形と意匠」図録より
太地町立くじらの博物館蔵

（注 7）幔幕

式場や昔の軍陣などで、周囲
に張り巡らす、横に長い幕の
こと。

（注 8）刃刺

羽指、羽差、波座士とも書く。

（注 9）鯨舟の種類

鯨舟の名称や漢字はさまざまだが、本稿では『鯨
とり―太地の古式捕鯨―』（和歌山県立博物
館）に従った。

（注 10）補陀落浄土

南方海上にあるという観音の浄土のこと。補陀落
世界へ往生しようとする信仰によって、舟に乗っ
て熊野那智山や四国足摺岬、室戸岬などから出
帆する「補陀落渡海（とかい）」も行なわれた。

①

②

③
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れ
ば
子
も
刃
刺
に
な
れ
な
い
。「
た
ん
に
鯨

が
獲
れ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
村
落
の

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
も
関
係
し
た
よ
う
で
す
」

と
櫻
井
さ
ん
。
ま
た
、
銛
な
ど
漁
具
の
種

類
が
多
い
の
も
太
地
の
特
徴
だ
。

「
西
海
と
比
べ
る
と
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊

富
で
す
。
銛
の
種
類
や
大
き
さ
を
細
か
く

す
れ
ば
お
金
も
労
力
も
か
か
り
ま
す
が
、

鯨
舟
の
装
飾
と
同
じ
く
、
古
来
の
ル
ー
ル

を
守
る
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
で
す
」

西
海
へ
出
稼
ぎ
に
行
っ
た

「
網
」
と
「
操
舟
」
に
長
け
た
人
々

　

太
地
か
ら
西
に
向
か
い
、
半
島
を
回
る

と
瀬
戸
内
海
だ
。
こ
こ
に
西
海
捕
鯨
の
隆

盛
に
大
き
な
役
目
を
果
た
し
た
島
が
あ
る
。

広
島
県
福
山
市
内う

つ
み海

町
の
田
島
だ
。

「
こ
の
島
の
先
人
た
ち
は
、
江
戸
中
期
か

ら
2 

0 

0 

年
以
上
も
西
海
へ
の
出
稼
ぎ
を

続
け
ま
し
た
。
村
上
水
軍
（
注
11
）
の
末

裔
な
の
で
行
動
エ
リ
ア
が
広
い
の
で
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
医
師
で
ス
タ
ン
フ
ォ
ー

ド
大
学
客
員
教
授
も
務
め
る
宮
本
住す

み
い
つ逸

さ

ん
。
田
島
出
身
の
宮
本
さ
ん
は
、
古
式
捕

鯨
に
用
い
ら
れ
た
網
舟
「
双そ

う
が
い
ぶ
ね

海
船
」
や
鯨

網
の
復
元
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

田
島
が
重
要
だ
っ
た
の
は
「
網
」
だ
。

網
取
法
が
広
ま
っ
た
当
時
、
西
海
で
は
麻

の
一
種
・
苧お

で
大
き
な
網
を
つ
く
る
技
術

が
な
か
っ
た
。
し
か
し
瀬
戸
内
海
で
は
鯛

を
捕
ま
え
る
「
縛
り
網
」
と
い
う
大
網
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
田
島
の
網
職
人
が
雇
わ

れ
た
。
西
海
の
鯨
網
は
縦
横
18
尋ひ

ろ
（
32 

m
）

四
方
の
網
を
一
反
と
し
、
そ
れ
を
藁わ

ら

紐
で

つ
な
い
だ
19
反
の
網
を
一
隻
の
双
海
船
に

積
み
込
ん
だ
。

「
呼
子
（
注
12
）
の
史
料
で
は
、
鯨
組
・

中
尾
家
が
『
田
島
ナ
ヤ
（
納
屋
）』
を
建
て

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
田
島
の
人
材
を

欲
し
た
よ
う
で
す
」
と
宮
本
さ
ん
。
田
島

の
人
た
ち
が
重
用
さ
れ
た
の
は
、
干
満
の

差
が
激
し
く
流
れ
が
速
い
瀬
戸
内
海
で
巧

み
な
操
舟
技
術
を
会
得
し
た
優
秀
な
漕
ぎ

手
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。

「
毎
年
7
〜
8
月
に
田
島
を
発
ち
、
西
海

で
網
を
こ
し
ら
え
な
が
ら
冬
の
捕
鯨
に
備

え
、
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
る
翌
年
4
月
に
戻

っ
て
く
る
。
つ
ま
り
年
間
8
〜
9
カ
月
は

出
稼
ぎ
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
」

　

田
島
に
戻
る
春
は
鯨
組
か
ら
借
り
た
双

海
船
に
分
乗
し
、
夏
に
ま
た
同
じ
船
を
操

っ
て
西
海
に
向
か
う
。
賃
金
や
経
費
の
精

算
は
、
帰
郷
す
る
と
き
に
鯨
組
の
金
庫
番

が
付
い
て
き
て
庄
屋
と
行
な
う
。
庄
屋
は

各
人
に
貸
与
し
た
8
〜
9
カ
月
分
の
食
費

な
ど
を
引
い
た
残
り
を
、
本
人
で
は
な
く

妻
に
渡
す
。
宮
本
さ
ん
は
「
男
に
金
を
も

た
せ
た
ら
何
に
使
う
か
わ
か
っ
た
も
ん
じ

ゃ
な
い
で
す
か
ら
ね
」
と
笑
い
つ
つ
、「
田

島
と
西
海
の
結
び
つ
き
は
シ
ス
テ
ム
と
し

て
確
立
し
て
い
た
と
見
て
い
い
」
と
付
け

加
え
た
。
実
際
に
「
生
月
捕
鯨
組
預
り

證
」
と
い
う
文
書
も
残
っ
て
い
る
。

一
本
の
電
話
で
蘇
っ
た

西
海
捕
鯨
の
記
憶

　

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
田
島
と
西
海
の

歴
史
も
一
時
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
止
ま

っ
て
い
た
時
計
の
針
が
動
き
出
し
た
の
は
、

約
20
年
前
。
呼
子
町
の
役
場
か
ら
の
一
本

の
電
話
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

「『
幕
末
か
ら
明
治
期
に
呼
子
で
亡
く
な

っ
た
田
島
の
人
の
墓
が
あ
る
』
と
い
う
電

話
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
皆
、
昔
の
こ
と
を

知
ら
な
い
。
町
全
体
が
『
な
ぜ
墓
が
？
』

と
な
り
ま
し
た
」

　

宮
本
さ
ん
た
ち
が
島
内
の
お
年
寄
り
に

聞
い
て
回
る
と
、
90
代
の
人
た
ち
が
西
海

へ
の
出
稼
ぎ
を
覚
え
て
い
た
。「
そ
れ
か
ら

対
馬
や
壱
岐
、
五
島
列
島
を
巡
り
ま
し
た
。

西
海
の
人
た
ち
が
手
厚
く
葬
っ
て
く
だ
さ

（注 11）村上水軍

中世に瀬戸内海で活躍した海賊衆。能島（のし
ま）・因島（いんのしま）などを本拠地とした村上
氏一族を中心に、室町幕府などから海上警固を命
じられ、勢威をふるった。田島は能島系とされる。

（注 12）呼子

佐賀県唐津市呼子町。
呼子町の捕鯨の歴史を
紹介する資料館「鯨組
主中尾家屋敷」がある。

内海町横島の「シヤゴシの浜」。西海捕鯨の漁が
終わると田島の人々は舟で戻ってきて、この浜に係
留していた

田島の大浦八幡神社にある寄附
碑。これは五島捕鯨会社からのも
の。そのほかに西海の宇久島（う
くじま）や対馬など古式捕鯨ゆか
りの地からも寄附があった

2014年、網大工・兼
田四郎さん（中央）が
復元した「鯨網」

双海船や鯨網の復元など
に取り組む宮本住逸さん

内海町歴史民俗資料展示室
にある「生月捕鯨組預り證」
（1902年［明治35］。戸田
家）。双海船からノミ一丁に
至るまで詳細に記されている

広
島
県
福
山
市
・
田
島
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っ
た
の
で
、
各
所
で
墓
が
残
っ
て
い
ま
し

た
。
死
因
は
伝
染
病
と
捕
鯨
中
の
事
故
が

半
々
の
よ
う
で
す
」

　

西
海
に
赴
い
た
田
島
の
人
た
ち
は
、
少

な
く
見
積
も
っ
て
も
年
間
1 

0 

0 

人
は
下

ら
な
い
だ
ろ
う
と
宮
本
さ
ん
は
言
う
。
次

に
訪
れ
た
生
月
島
で
、
編
集
部
は
そ
の
足

跡
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。

き
わ
め
て
合
理
的
な

産
業
シ
ス
テ
ム

「
こ
の
あ
た
り
な
の
で
す
が
…
…
」　

　

勢
い
よ
く
伸
び
る
夏
草
を
踏
み
分
け
つ

つ
案
内
す
る
の
は
、
平
戸
市
生
月
町
博
物

館 

島
の
館
の
学
芸
員
、
中
園
成し

げ
お生

さ
ん
。

生
月
島
の
文
化
で
あ
る
捕
鯨
な
ど
の
民
俗

を
研
究
し
て
い
る
。

「
あ
り
ま
し
た
！ 

こ
れ
で
す
」　

　

額
に
汗
し
た
中
園
さ
ん
が
指
さ
す
先
に

は
、
草
に
半
ば
覆
わ
れ
た
墓
石
が
あ
っ
た
。

風
化
し
て
い
る
も
の
の
、「
田
嶋
（
島
）
磯

屋
佐
助
」
と
い
う
墓
碑
銘
は
読
み
取
れ
た
。

田
島
か
ら
働
き
に
来
て
、
生
月
島
で
亡
く

な
っ
た
人
の
お
墓
だ
。「
申
し
訳
な
い
の
で

す
が
、
で
き
る
だ
け
風
化
を
防
ぐ
た
め
に

普
段
は
横
倒
し
に
し
て
い
る
の
で
す
」
と

中
園
さ
ん
は
語
っ
た
。

　

こ
の
そ
ば
に
、
江
戸
時
代
に
日
本
最
大

の
鯨
組
と
称
さ
れ
た
益
冨
組
の
「
納
屋
場

跡
」
が
あ
る
。
鯨
は
波
打
ち
際
で
解
体
さ

れ
、
浜
辺
に
は
鯨
を
加
工
す
る
大
納
屋
、

小
納
屋
の
ほ
か
、
鯨
舟
や
網
と
い
っ
た
道

具
を
修
理
す
る
前ま

え
さ
く
じ
ば

作
事
場
、
従
業
員
が
暮

ら
す
長
屋
が
並
ん
で
い
た
。

「
当
時
は
一
つ
の
鯨
組
で
5 

0 

0 

〜
6 

0 

0 
人
が
働
い
て
い
ま
し
た
。
益
冨
組
は
最

盛
期
に
鯨
組
を
五
つ
抱
え
て
い
ま
し
た
か

ら
、
3 
0 
0 
0
人
を
超
え
る
人
を
雇
っ
て

い
た
よ
う
で
す
」
と
中
園
さ
ん
。

　

西
海
で
は
紀
州
か
ら
さ
ほ
ど
遅
れ
る
こ

と
な
く
突
取
法
、
次
い
で
網
取
法
に
よ
る

古
式
捕
鯨
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
生
月

島
で
本
格
的
に
捕
鯨
が
始
ま
っ
た
の
は
畳

屋
（
益
冨
）・
田
中
組
が
操
業
し
た
1 
7 
2 

5
年
（
享
保
10
）。
や
や
後
発
だ
が
鯨
油
に

的
を
絞
っ
た
点
が
特
徴
だ
。

「
こ
れ
は
西
海
全
般
に
い
え
る
こ
と
で
す

が
、
紀
州
や
土
佐
が
鯨
肉
を
主
と
し
た
の

に
対
し
、
こ
ち
ら
は
徹
底
的
に
鯨
油
で
す
。

ま
ず
脂
肪
層
を
含
む
皮
を
は
ぐ
と
い
う
解

体
法
は
西
洋
の
や
り
方
と
同
じ
で
す
」

　

鯨
油
を
採
っ
て
流
通
さ
せ
る
こ
と
を
主

目
的
と
す
る
た
め
、
西
海
の
古
式
捕
鯨
は

産
業
と
し
て
の
色
合
い
が
非
常
に
濃
い
と

中
園
さ
ん
は
言
う
。
田
島
の
網
職
人
の
よ

う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
に
適
し
た
人
材

を
各
地
か
ら
集
め
て
い
た
。

「
刃
刺
は
、
太
地
で
は
世
襲
制
、
土
佐
は

実
力
が
あ
れ
ば
登
用
さ
れ
る
能
力
主
義
。

と
こ
ろ
が
、
益
冨
組
は
潜
水
漁
業
の
盛
ん

な
漁
村
か
ら
ス
カ
ウ
ト
し
て
い
ま
し
た
」

　

刃
刺
は
弱
っ
た
鯨
の
背
に
と
り
つ
き
、

鼻
を
抉え

ぐ

っ
て
綱
を
通
す
大
事
な
役
目
を
担

っ
た
。
泳
ぎ
が
達
者
で
豪
胆
な
者
で
な
い

と
務
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
テ

ィ
ン
グ
し
て
い
た
の
だ
。

「
鯨
舟
の
装
飾
が
簡
素
な
の
は
費
用
を
惜

し
ん
だ
か
ら
で
す
し
、
銛
は
消
耗
品
と
考

え
て
柄
に
は
丸
太
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い

る
。
利
潤
の
追
求
は
徹
底
し
て
い
ま
す
」

　

鯨
油
は
農
薬
と
し
て
九
州
諸
藩
に
販
売

さ
れ
、
食
用
の
部
位
は
関
門
海
峡
を
抜
け

て
瀬
戸
内
海
沿
岸
や
大
坂
に
出
荷
さ
れ
て

い
る
。
益
冨
組
は
手て

ぶ
ね船

と
呼
ば
れ
る
運
搬

船
を
保
有
し
、
行
き
来
す
る
な
か
で
さ
ま

ざ
ま
な
物
資
も
購
入
し
、
生
月
島
に
戻
っ

て
い
く
。
生
産
と
流
通
を
一
体
化
し
た
益

生月島の北端にある大バエ灯台からの眺め。
かつてこの海で古式捕鯨が行なわれていた

長
崎
県
平
戸
市
・
生
月
島
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冨
組
は
現
代
の
企
業
と
変
わ
ら
な
い
、
先

進
的
な
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
の
だ
。

　

鯨
が
激
減
し
た
こ
と
で
益
冨
組
は
1 

8 
7 

4
年
（
明
治
7
）
に
捕
鯨
業
か
ら
撤
退
す

る
が
、
そ
れ
ま
で
に
捕
獲
し
た
頭
数
は
2

万
頭
、
収
益
は
3 
3 
0 

万
両
に
上
る
と
い

う
。
平
戸
藩
に
と
っ
て
も
古
式
捕
鯨
は
大

き
な
収
入
源
だ
っ
た
ろ
う
。

隠
れ
な
か
っ
た

「
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」

　

益
冨
組
が
も
た
ら
す
仕
事
は
島
民
も
潤

し
た
。
鯨
は
余
す
と
こ
ろ
な
く
利
用
（
注

13
）
で
き
た
の
で
、
加
工
は
島
民
も
担
っ

て
い
た
は
ず
だ
。
こ
れ
が
生
活
の
助
け
に

な
り
、
島
民
の
「
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
信

仰
」（
以
下
、
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
）
を
守
っ
た

面
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

「
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
と
聞
く
と
、
真
夜

中
に
人
目
の
な
い
場
所
に
籠
っ
て
オ
ラ
シ

ョ
（
お
祈
り
）
を
唱
え
る
…
…
そ
ん
な
イ
メ

ー
ジ
を
抱
く
と
思
い
ま
す
が
、
生
月
島
で

は
屋
外
で
行
事
を
し
、
オ
ラ
シ
ョ
も
大
き

な
声
で
唱
え
ま
す
」
と
中
園
さ
ん
。

　

そ
の
理
由
は
、
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
信

者
（
以
下
、
信
者
）
の
川
﨑
雅ま

さ
い
ち市

さ
ん
の
ご

自
宅
を
訪
ね
て
わ
か
っ
た
。
一
階
の
広
間

に
は
祭
壇
が
四
つ
あ
る
。
向
か
っ
て
右
か

ら
、
氏
神
様
（
お
伊
勢
様
）
の
神
棚
、
か
く

（注 13）余すところなく利用

肉は塩蔵肉に、髭は提灯の取っ
手や扇子の要に、尾の筋は綿打
ち弓の弦に用いられるなど、鯨は
捨てる部位がなかった。

（注 14）組

生月島の場合、「津元」（つもと）や「垣内」
（かきうち）と呼ばれる組がある。20～50
軒で構成され、そのなかに4～5軒からなる
「小組（コンパンヤ）」という下部組織がある。

※禁教

1612年（慶長17）および翌年に江戸幕府
が発令した「慶長の禁教令」を指す。広義
ではそれ以前の豊臣秀吉による1587年
（天正15）の「バテレン追放令」などもある。

（注 15）平戸藩のキリシタン弾圧

初代藩主・松浦鎮信（しげのぶ）が幕府
の禁教※より15年前の1599年（慶長
4）に禁教に転じたため幕府から疑われ
ず、監視も多少ゆるかったと考えられる。

か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
と
は
別
個
に
神
道
、

仏
教
も
信
仰
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ

ぞ
れ
の
宗
教
・
信
仰
が
並
存
し
て
い
る
の

で
す
」

　

弾
圧
は
あ
っ
た
が
、
他
の
地
域
に
比
べ

て
、
平
戸
藩
は
さ
ほ
ど
苛
烈
で
は
な
か
っ

た
こ
と
も
幸
い
し
た
（
注
15
）。

「
平
戸
藩
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
か
ど
う
か
の

判
断
を
『
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
か
否

か
』
で
決
め
て
い
た
節
が
あ
る
。
だ
か
ら

並
存
を
選
ん
だ
生
月
島
の
信
者
は
信
仰
を

島の館に展示されている鯨舟。左から勢子舟、持双舟、双海舟（いずれも縮尺
1/10）。太地の鯨舟とは違い、非常にシンプルな塗装だ

平戸市生月町博物館 島の
館の学芸員、中園成生さん

れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
組
（
注
14
）
の
ご
神
体

で
あ
る
「
御ご

前ぜ
ん
さ
ま様

」、
先せ

ん
そ祖

様
（
仏
壇
・
禅

宗
）、
お
大だ

い
し師

様
（
弘
法
大
師
空
海
・
真
言
宗
）

が
並
ぶ
。
こ
の
光
景
こ
そ
生
月
島
の
か
く

れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
あ
り
方
を
物
語
っ
て
い

る
と
中
園
さ
ん
は
言
う
。

「
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
は
『
宣
教
師
が
い

な
く
な
っ
た
あ
と
、
仏
教
や
神
道
と
混
ざ

り
合
っ
て
で
き
た
独
特
の
信
仰
』
と
見
な

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
は
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
生
月
島
の
信
者
さ
ん
た
ち
は
、

田島から働きに来て生月島で亡くなった「田嶋
（島）磯屋佐助」の墓石。横倒しにしているのは風
化を防ぐため

納屋場跡から少し離れた海岸にある益冨組の網
干し場「古賀江網干場」。平たい石を敷き詰めて
いるのは、冬でも石が熱を帯びることで網が早く
乾くからだ

益冨組の解体場を再現したジオラマ（島の館）。
頭を陸側にして、轆轤（ろくろ）と大切（おおき
り）包丁を使い、背中の皮から剥いでいく。解体
の手順は13段階あったという。右上は江戸時代、
日本最大の鯨組と称された益冨組の納屋場跡。
鯨の解体場があった海岸は御崎（みさき）漁港と
なった
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（注 16）まき網（巾着網）漁業

魚群を囲んで網を張ったあと、網底を締めて一網
打尽にする漁。生月島では明治時代の終わりごろ
に始まり、昭和初期以降、動力化した網船で遠方
に出漁するようになった。

（注 17）打瀬網漁

風の力で袋網を引いて魚介類を
獲る漁法。海底に棲むエビ、カ
ニ、カレイなどの魚介類を狙う。

守
る
こ
と
が
で
き
、
行
事
に
も
あ
ま
り
秘

匿
性
が
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

　

と
は
い
え
、
異
な
る
宗
教
・
信
仰
を
並

行
す
る
の
は
大
変
だ
。
神
社
や
寺
を
維
持

し
つ
つ
、
行
事
の
た
び
に
出
費
も
嵩
む
。

そ
れ
で
も
生
月
島
の
信
者
た
ち
が
家
や
集

落
、
信
仰
組
織
を
維
持
で
き
た
の
は
、
古

式
捕
鯨
や
そ
の
後
の
ま
き
網
（
巾
着
網
）
漁

業
（
注
16
）
で
経
済
力
を
保
て
た
こ
と
が
大

き
い
。
川
﨑
さ
ん
自
身
、
16
歳
か
ら
50
歳

ま
で
遠
洋
ま
き
網
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
。

「
一
年
で
家
に
い
る
の
は
50
〜
60
日
ほ
ど
。

あ
と
は
ず
っ
と
船
に
乗
っ
て
い
ま
し
た
。

オ
ラ
シ
ョ
を
覚
え
た
の
も
船
の
な
か
な
ん

で
す
よ
」
と
川
﨑
さ
ん
は
微
笑
ん
だ
。

「
そ
の
後
」
に
活
き
た

古
式
捕
鯨
の
ノ
ウ
ハ
ウ

　

川
﨑
さ
ん
が
従
事
し
て
い
た
遠
洋
ま
き

網
漁
業
は
、
古
式
捕
鯨
と
共
通
す
る
点
が

多
い
と
中
園
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。

「
ど
ち
ら
も
集
団
で
の
漁
で
す
。
一
人
だ

け
フ
ァ
イ
ン
プ
レ
ー
を
し
て
も
う
ま
く
い

か
な
い
。
ま
き
網
の
漁
獲
物
も
遠
方
に
販

売
し
ま
す
し
、
資
本
を
ど
う
再
投
資
す
る

か
を
皆
で
考
え
、
行
政
と
も
折
衝
し
て
漁

獲
量
を
調
整
す
る
。
大
人
数
が
協
力
し
な

い
と
目
的
が
果
た
せ
な
い
と
い
う
点
で
古

式
捕
鯨
の
シ
ス
テ
ム
と
似
て
い
ま
す
」

　

古
式
捕
鯨
が
そ
の
後
に
つ
な
が
る
の
は
、

太
地
と
田
島
も
同
じ
だ
。
捕
鯨
が
下
火
に

な
っ
た
あ
と
、
太
地
の
人
た
ち
は
、
ア
メ

リ
カ
に
渡
り
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
港
に
で
き

た
缶
詰
工
場
で
ツ
ナ
缶
な
ど
の
製
造
に
従

事
し
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ブ
ル
ー

ム
町
の
真
珠
産
業
に
ダ
イ
バ
ー
と
し
て
か

か
わ
っ
た
。
田
島
の
人
た
ち
は
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
で
「
打う

た

瀬せ
あ
み
り
ょ
う

網
漁
（
注
17
）」

を
皮
切
り
に
造
船
業
な
ど
に
進
出
し
て
財

を
蓄
え
、
故
郷
に
送
金
し
た
と
い
う
歴
史

も
あ
る
。
捕
鯨
が
な
く
な
っ
て
も
、
培
っ

た
も
の
が
途
絶
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

紀
州
・
太
地
か
ら
伝
わ
っ
た
突
取
法
・

網
取
法
は
、
田
島
が
そ
れ
に
適
し
た
網
を

人
の
行
き
来
を
介
し
て
提
供
し
た
こ
と
で
、

益
冨
組
を
は
じ
め
と
す
る
西
海
捕
鯨
の
隆

盛
に
つ
な
が
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
技
や
ノ

ウ
ハ
ウ
を
活
か
す
道
を
外
国
に
も
求
め
た
。

海
と
い
う
広
大
な
空
間
を
、
船
を
操
り
生

き
抜
い
た
先
人
た
ち
の
姿
に
、
人
間
の
し

ぶ
と
さ
、
た
く
ま
し
さ
を
感
じ
る
。

（
2 

0 

1 

6
年
7
月
23
〜
24
日
、
8
月
2
日
、　　
　

8
月
26
〜
27
日
取
材
）

Story4

かくれキリシタン信者の川﨑雅市さん宅の居間。宗教・信仰の異なる四つの祭壇が並ぶ

「行事では酒と肴は必須です。
大きな行事ではおせち料理の
ようなものや団子、餅などもそ
ろえます」と話す川﨑雅市さん

組のご神体「 御前
様」。掛け軸仕立ての
「お掛け絵」と呼ばれ
る聖画が奥にある。右
手前にある鶴首の壺
「お水瓶」には「サン
ジョワン様」と呼ぶ聖
水が保管されている

生月島と平戸島の間にある中江ノ島。かくれキリシタンの聖地とされ、聖水
はこの島で汲む。禁教時代初期（1622年と1624年）に平戸藩によるキ
リシタンの処刑が行なわれた

太地町歴史資料室に展示さ
れている「チキン・オブ・ザ・
シー（シーチキン）」の缶詰。
古式捕鯨が下火になったあと、
アメリカへ渡った太地の人た
ちがその製造に従事した　
太地町歴史資料室蔵


