
漁

業

に

お

け

る

歴

史

と

民

俗

ー

第
四
回
常
民
文
化
研
究
講
座

(神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
二
〇
周
年
記
念
)
よ
り

第
四
回
常
民
文
化
研
究
講
座
を
迎
え
る
に
あ
た

っ
て

第四回常民文化研究講座を迎 えるにあたって

今

年

は
、
財

団
法

人
日
本

常

民
文
化
研

究
所

(以
下
、
常

民
研

と
略
称

)

が
神
奈

川
大

学

に
移
管

さ
れ

て
二
十
年

目

に
当

た

り
ま
す
。

二
十

年

を
迎
え

て
ど
う

い
う

企
画

を
立

て
よ
う

か

と
考

え

ま
し

た
。

常
民

研

は
、
漁
業

あ

る

い
は
海

の
世

界

の
研
究

と
民
具

。
物
質
文

化

の
研
究

の

二

つ
を
大

き

な
特

色

と

し

て
き

ま
し

た
し
、

そ
う

い
う
研
究

を
神

奈
川

大
学

が
引

き
継

い
だ
後

も
発
展

さ

せ

て

い
く
と

い
う

こ

と
が
、

財
団

法
人
常

民
研

と

の
取

り
決

め

の
中

に
う
た

わ
れ

て
お
り

ま
す
。
我

々
も
、

そ

の
取

り
決

め

に
従

っ
て
そ
う

い
う
研
究

を
発
展

さ

せ

る

べ
く
努
力

を

し

て
き

た

つ
も
り

で
す
。

し

か
し
、
大

学

の
機

関

に
な

っ
た

と

い
う

こ
と

で
、

構
成

員
な

ど

の
点

で
財

団
法
人

の
時

代

と

は
条
件

が
違

っ
て
き
た

と

い
う

こ

と
も

あ

っ
て
、
漁

業

や
民
具

の
研
究

以
外

の
領
域

で
も
所
員

の
様

々
な
問

題
関

心

に
従

っ
て
研

究

活
動

全
体

が
広

が

っ
て
き

た
と

い
う
経
過

が
あ

り

ま
す
。

二
十

年

と

い
い
ま
す

と
、

一
つ
の
節

目

、
人
間

の

一
生

で

い
え
ば
成

人

式

の
年

に
当

た

る

わ
け

で
、
今

後
常

民
研

の
活
動

を

ど
う

い
う

方
向

に
発
展

さ

せ
て

い
く

べ
き
な

の
か
を
考

、又
る
時

期

と

い
え
る
と
思

い
ま
す
。

そ

の
意

味

で
、

き
ち

ん
と
過
去

を
振

り
返

っ
て
今
後

の

方
向

を

見
定

め
る

と

い
・つ
こ
と
が

必
要

に
な

っ
て
き
た

の
で
は

な

い
か
と

い
・つ
こ
と
も
あ

っ
て
、
今
年
度

は
漁

業
を

中

心
と
し

た

テ
↓

で
、
来
年

度

は
民

具
を
中

心

と
し

た
テ

ー

マ
で
講

座
を

も

と
う

と

い
う

こ
と

を
計

画

し
た

わ
け

で
す
。
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こ
う

い
う
経
過

を

お
話

し
ま
す

と
、

常

民
研

の
内
部

の
事
情

に
よ

る
テ

ー

マ
と

い
う
印
象

を

も
た
れ

る

か
も
し
れ

ま
せ

ん
。

現
在

、

日

皿

本

の
歴
史

.
文
化

の
研

究
状

況
を

考
え

て

み
て
も
、

か

つ
て
常
民

研

が
、
海

の
世
界

に
も

っ
と
注
目

す

べ
き

で
あ

る
と

か
、
物

質

文
化

に

も

っ
と
目
を
向

け

る

べ
き

で
あ

る

と
問

題
提
起

を

し

た
時
代

に
比

べ
れ
ば
、

は
る

か

に
前

進

し
た

と

い
え

る

と
は
思

い
ま
す
。

た

と
え
ば

民

具
研
究

の
世
界

で
は

「
民

具
学
会

」

と

い
う
立

派

な
組
織

が

で
き
ま

し
た
。

か

つ
て
、
常

民
研

が
始

め
た

「
民
具
研
究

講
座

」

か
ら
出

発

し

た
わ
け

で
す
が
、

立
派

に
成

長
し

て
新

し

い
学

問

の
流

れ

を
作

り
出

し

て
き

ま
し

た
。

そ
う

い
う
意

味

で

は
、
常

民
研

の
問
題

提
起

が
大

き
な
刺
激

や
影

響

を
与

え

て
き

た

と
思

い
ま
す
。

し

か
し

、
日
本

の
歴
史

・
文

化
研
究

の
状

況

を
全
体

的

に
み
た

場
合

、

い
ぜ

ん

と
し

て
海

の
世
界

あ

る

い
は
物

質
文

化

の
世
界

に

つ
い

て

の
評
価

は
必
ず

し
も
十
分

と

は

い
え

な

い
状

況

は
続

い
て

い
ま
す
。

し

た
が

っ
て
現
在

で
も
、
常

民
研

の
伝

統
を
大

事

に
す

る
と

い
う

こ
と
だ
け

で
は
な

く
、

日
本

の
歴
史

・
文
化

の
研
究

に
お

い
て
、

か

つ
て
の
伝

統

を
踏

ま
え
な

が
ら
新

し

い
問
題
提

起
を

し

て

い
く
必
要

が

あ

る
の

で
は
な

い
か
と
思

い
ま

す
。

そ

こ

で
・

ま
ず

・

こ
れ
ま

で
常

民
研

が
ど
う

い
う
方

法

ど
う

い
う
問
題

意
識

で
、
漁

業
史

の
研
究

を

し

て
き
た

の
か
を
確
認

し
、

そ

の

確

認
作

業

の
中

で
ど

の
よ
う
な
残

さ
れ
た
問
題

が
あ

り
、

発
展

さ

せ
る

べ
き
論

点

が
あ

る

の
か
を
考

え
、

新

た
な
出

発

の
基
礎

と
し
た

い

と
考

え

て

お
り

ま
す
。
今

日
、

報
告

を

お
願

い
し
た
先
生

方

は
、

い
ず

れ
も
常
民

研

と
は
深

い
関

わ
り
を

お
持

ち
で
、
漁
業

と
海

の
村

の

民
俗

・
文

化

に
関

心

を
持

ち
続

け

て
こ
ら
れ

た
方

で
す
。

最
初

に
講
演

す

る
山

口
徹

所
員

は
、
常

民

研

の
神

奈
川
大

学
招

致

に
力
を

つ
く

し
、
招
致

後

は
長
年
所

長

と
し

て
常

民
研

を
支

え

て
き

ま
し
た
。

ま
た
・

伊
豆

や
房
総

を
中

心

と
し

て
漁

業

・
海

村

の
研
究

で
業
績

を
あ
げ

て
き
ま

し
た
。
次

に
田
邉

悟
千

葉
経
済

大
学
教

授

は
、

横

須
賀
市

自
然
博

物
館

・
横

須
賀
市

人
文

博
物
館

の
館

長
を
長

年
勤

め
ら
れ
、
漁

村

の
民
俗

や
漁
具

の
研
究

に
深

い
造
詣

を
持

た
れ
、

現

在
・
民
具
学
会
△
套

と
し
罠

具
学
会

の
指
導
的
立
場
に
居
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
常
民
研
を
外
側

か
ら
支
え
て
こ
ら
れ
ま
し
た
.
ま
た
、

小
島
孝
夫
成
城
大
学
講
師

は
、
漁
具
や
漁
法
の
研
究

に
詳
し
く
、
最
近

ま
で

『民
具

マ
ン
ス
リ
ー
』
の
編
集
委
員
と
し
て
ご
協
力
し
て
い



た
だ

い
て
い
ま
し
た
。
最
後

に
、

二
野
瓶
徳
夫
元
国
立
国
会
図
書
館
専
門
調
査
員
は
、
漁
業
史
研
究

の
先
達
の
お

一
人

で
あ
る
と
同
時

に
・

常
民
研
が
水
産
庁

の
委
託

に
よ

っ
て
行

っ
た
漁
業
制
度
史
料
調
査
を
中
心
的

に
担
わ
れ
た
研
究
所
の
大
先
輩

で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
常
民
文
化
研
究
講
座
は
、
以
上
四
人

の
方

の
講
演

・
報
告
を

い
た
だ
く
わ
け
で
す
が
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
・

漁
業

お
よ
び
海

の
世
界

に

つ
い
て
の
研
究

の
現
段
階
を
確
認
す
る
と
同
時

に
今
後

の
方
向
を
模
索
す
る
第

↓
歩
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
意

の
あ
る
と
こ
ろ
を
お
汲
み
取
り

い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

(小
島
孝
夫
氏

の
報
告

は
、
本
人

の
都
合

に
よ
り
・
今
回
は

掲
載
で
き
な

か

っ
た
)
。

(所
長

橘
川
俊
忠
)

第四回常民文化研究講座を迎えるにあたって
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