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は
じ
め
に

　

今
日
、
農
耕
や
漁
撈
な
ど
、
自
然
環
境
を
利
用
す
る
生
業
に
お
い
て
、

機
械
を
利
用
し
な
い
地
域
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
機
械
は
生
業
の
生

産
性
や
効
率
性
を
高
め
、
ま
た
人
間
の
身
体
の
み
で
は
獲
得
し
得
な
い
情

報
を
容
易
に
提
供
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
た
と
え
ば
漁
撈
に
お
い
て

は
、
G
P
S
（Global Positioning System

：
全
地
球
測
位
シ
ス
テ
ム
）

や
魚
群
探
知
機
の
よ
う
な
位
置
を
特
定
す
る
た
め
の
機
械
や
全
自
動
巻
き

上
げ
機
の
よ
う
な
労
働
力
に
代
わ
る
機
械
な
ど
、
目
的
・
用
途
に
応
じ
て

佐
渡
の
イ
カ
釣
り
漁
撈
に
お
け
る
天
文
民
俗

中
野
真
備

様
々
な
機
会
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
対
象
と
し
て
い
る
イ
カ
釣
り

漁
撈
は
、
一
般
に
太
陽
の
沈
む
黄
昏
頃
か
ら
釣
り
始
め
、
イ
カ
の
走
光
性

を
利
用
し
た
漁
を
夜
通
し
お
こ
な
う
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、

自
船
や
魚
群
の
位
置
を
特
定
す
る
機
械
や
労
働
力
に
代
わ
る
機
械
の
ほ
か

に
、
集
魚
灯
と
し
て
光
源
と
な
る
機
械
も
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ

れ
は
、
篝
火
か
ら
石
油
灯
、
ガ
ス
灯
、
そ
し
て
電
球
へ
と
変
化
し
て
き
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
機
器
利
用
が
進
ん
だ
現
代
社
会
で
は
、
そ
れ
ま
で
人
び
と

が
経
験
し
た
り
伝
聞
し
た
り
し
て
獲
得
・
蓄
積
し
て
き
た
自
然
環
境
に
つ

い
て
の
知
識
が
、
非
科
学
的
な
も
の
、
後
進
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
実
際
に
、
市
町
村
史
誌
の
項
目
に
お
い
て
も
、
自
然
環
境
に
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つ
い
て
の
知
識
が
「
俗
信
」
や
「
迷
信
」
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
こ
と
は
め

ず
ら
し
く
な
い
。
本
稿
で
対
象
と
す
る
天
文
の
民
俗
も
「
俗
信
」
や
「
迷

信
」
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
分
野
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
人
び
と

が
伝
承
し
て
き
た
こ
と
が
ら
を
「
俗
信
」
で
は
な
く
「
知
識
」
と
す
る
考

え
か
た
は
、
柳
田
國
男
〔
一
九
三
五
〕
を
は
じ
め
と
し
、
民
俗
学
や
人
類

学
の
分
野
で
も
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
〔
柳
田　

一
九
三
五
、
渡
邊　

一
九
九
〇
〕。

　

生
業
に
お
け
る
自
然
環
境
の
知
識
や
技
術
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
少

な
か
ら
ぬ
研
究
者
が
、
そ
の
重
要
性
を
示
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
生
業

の
当
事
者
の
知
識
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
び
と
が
自
然
環
境
を
ど
の

よ
う
に
認
識
し
、
解
釈
し
、
利
用
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ

に
内
側
か
ら
分
析
さ
れ
て
き
た
。
知
識
と
は
、
民
俗
文
化
の
基
層
を
成
す

も
の
で
あ
り
、
自
然
環
境
の
知
識
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
自
然
と
と
も
に

生
き
る
人
間
の
文
化
を
内
側
か
ら
描
き
出
す
試
み
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
生
業
に
お
け
る
自
然
環
境
の
知
識
を
扱
う
こ
と
の
重
要
性

が
あ
る
な
か
で
、
天
体
の
知
識
を
扱
う
こ
と
に
は
、
加
え
て
イ
カ
釣
り
漁

撈
の
現
況
に
お
け
る
知
識
と
し
て
の
重
要
性
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
海
と
天

体
は
、密
接
な
関
係
に
あ
る
。た
と
え
ば
海
棲
生
物
の
産
卵
等
の
行
動
は
、

天
体
の
動
き
と
関
連
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
〔
秋
道　

一
九
九
五
〕。
漁
撈
に
つ
い
て
い
え
ば
、
漁
師
た
ち
は
漁
に
適
し
た
季
節

や
時
刻
を
知
る
た
め
に
、
天
体
や
潮
汐
、
風
向
な
ど
か
ら
必
要
な
情
報
を

読
み
と
っ
て
き
た
。
特
に
、
新
潟
県
佐
渡
島
の
イ
カ
釣
り
漁
撈
は
、
日
本

の
代
表
的
な
漁
撈
の
ひ
と
つ
と
し
て
池
田
哲
夫
〔
二
〇
〇
四
〕
に
よ
っ
て

詳
細
に
研
究
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
漁
具
漁
法
研
究
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て

き
た
〔
長
島　

一
九
一
〇
、
福
島　

一
九
七
三
、
池
田　

二
〇
〇
四
、
土
井　

二
〇
一
四
〕。
後
で
詳
し
く
論
じ
る
が
、
佐
渡
の
イ
カ
釣
り
漁
撈
に
は
、

釣
獲
の
時
間
帯
を
星
の
出
入
り
を
み
て
見
る
点
に
お
い
て
、
他
地
域
の
天

文
民
俗
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
る
〔
池
田　

二
〇
〇
四
〕。

　

第
二
に
は
、
機
器
利
用
の
利
用
が
進
む
社
会
に
お
け
る
知
識
対
応
に
つ

い
て
の
、
指
標
と
し
て
の
重
要
性
が
あ
る
。
漁
業
は
、
近
代
以
降
に
機
械

化
が
進
み
、
現
代
で
は
さ
ら
に
魚
群
探
知
機
や
G
P
S
な
ど
高
度
な
機
械

が
導
入
さ
れ
、
在
来
の
知
識
は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
天
文

に
か
ん
す
る
日
本
の
生
活
文
化
や
習
俗
、
す
な
わ
ち
天
文
民
俗
の
研
究
の

蓄
積
は
少
な
く
〔
内
田　

一
九
七
三
〕、
生
業
の
機
械
化
前
後
の
知
識
を

追
う
こ
と
の
で
き
る
地
域
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で

対
象
と
す
る
佐
渡
の
イ
カ
漁
に
お
け
る
天
文
知
識
に
つ
い
て
は
例
外
的

で
、
古
い
も
の
で
は
後
述
の
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
生
ま
れ
の
漁

師
の
手
記
が
あ
り
、
加
え
て
池
田
〔
二
〇
〇
四
〕
の
現
地
調
査
に
基
づ
く

記
録
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
、
筆
者
が
二
〇
一
四
年
に
お
こ
な
っ
た

現
地
調
査
の
記
録
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
機
械
化
前
後
の
漁
師
た
ち
の
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知
識
対
応
に
つ
い
て
数
十
年
間
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
の
あ
る
新
潟
県
佐
渡
市
姫
津
・
稲
鯨

の
イ
カ
釣
り
漁
撈
を
対
象
と
し
、
天
文
民
俗
の
特
徴
と
そ
の
変
化
を
分
析

す
る
の
で
あ
る
。

　

今
日
、
生
業
に
お
け
る
天
文
の
民
俗
は
、
よ
り
高
い
性
能
を
も
つ
機
械

を
導
入
し
よ
う
と
す
る
技
術
改
革
と
、
そ
れ
に
伴
う
知
識
変
容
の
過
渡
期

に
あ
る
。
い
ま
、
天
文
の
民
俗
を
記
録
し
、
分
析
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に

変
容
す
る
過
程
に
あ
る
知
識
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
変
化

し
ゆ
く
社
会
の
な
か
で
、
自
然
環
境
と
と
も
に
生
き
る
人
び
と
の
、
自
然

環
境
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
対
応
の
変
化
を
描
き
出
す

こ
と
を
意
味
す
る
。
本
稿
は
、
佐
渡
の
イ
カ
釣
り
漁
撈
に
お
け
る
天
体
知

の
通
時
的
な
分
析
を
通
し
て
、
人
間
が
自
然
を
み
る
姿
勢
は
生
業
の
機
械

化
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
受
け
、
人
び
と
が
知
識
や
理
解
の
あ
り
か
た
を

ど
の
よ
う
に
変
容
さ
せ
、
対
応
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。

一
、「
知
識
」
と
「
機
械
」

　

人
間
が
自
然
を
利
用
す
る
さ
い
、
道
具
や
知
識
が
必
要
と
な
る
。
篠
原

徹
は
「
道
具
（
機
械
）
と
身
体
知
と
自
然
知
の
総
和
」
と
し
て
「
技
術
」

を
定
義
し
て
い
る
〔
篠
原　

二
〇
〇
五　

一
八
九
〕。

こ
こ
で
い
う
「
身
体
知
」
と
は
、「
経
験
的
に
獲
得
さ
れ
た
身
体
を
使
う

技
法
」〔
篠
原　

二
〇
〇
五　

一
八
九
〕
で
あ
り
、「
自
然
知
」
と
は
、
野

生
植
物
や
魚
介
類
の
同
定
や
、
利
用
に
か
ん
す
る
知
識
な
ど
、「
採
取
か

ら
口
に
入
る
ま
で
の
一
連
の
長
い
過
程
に
と
も
な
う
利
用
に
関
す
る
知

識
」〔
篠
原　

二
〇
〇
五　

一
九
三
〕
を
い
う
。
道
具
は
、
身
体
知
や
自

然
知
と
結
び
つ
く
こ
と
で
初
め
て
機
能
す
る
。
篠
原
は
、
前
者
の
結
び
つ

き
を
「
身
体
的
技
能
」、
後
者
の
結
び
つ
き
を
「
生
態
的
技
能
」
と
呼
ん

で
い
る
。
つ
ま
り
、「
技
術
と
は
、
身
体
的
技
能
と
生
態
的
技
能
の
総
和

で
あ
る
」〔
篠
原　

二
〇
〇
五　

一
九
五
〕と
言
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

他
方
、「
在
来
知
」
と
い
う
語
が
あ
る
。「
在
来
知
（Indigenous 

K
now

ledge

）」
と
は
、「
伝
統
的
」
な
共
同
体
が
、
科
学
知
や
グ
ロ
ー

バ
ル
な
知
識
と
は
別
に
使
用
、
継
承
し
て
い
る
集
合
的
な
知
識
〔Ellen　

二
〇
〇
〇
、四
〜
五
〕
で
あ
り
、
近
年
で
は
そ
の
個
別
性
や
可
変
性
に
着

目
す
る
動
き
も
あ
る
〔
杉
山　

二
〇
一
一
〕。
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、「
在

来
知
」
の
可
変
性
は
、
人
び
と
の
か
か
わ
る
自
然
や
社
会
環
境
と
の
関
係

を
調
整
し
て
、
形
成
・
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
漁
撈
に
従
事
す
る
人
び
と
の
か
か
わ
る
環
境
は
、
海
洋
の
温
暖
化
現

象
や
埋
め
立
て
な
ど
自
然
環
境
の
変
化
に
加
え
、
産
業
技
術
の
発
展
に
と

も
な
う
道
具
（
機
械
）
の
変
化
な
ど
社
会
環
境
の
変
化
に
も
対
応
し
な
が

ら
、
形
成
・
継
承
さ
れ
て
き
た
。
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本
稿
で
対
象
と
す
る
天
体
知
と
は
、
漁
具
（
道
具
・
機
械
）
と
結
び
つ

く
「
自
然
知
」
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、「
身
体
知
」
で
も
あ
る
。
他
方
、
こ

れ
ら
は
一
時
代
的
な
も
の
や
不
変
的
な
も
の
で
は
な
く
、
漁
具
や
漁
法
と

と
も
に
変
化
し
つ
づ
け
る
「
在
来
知
」
で
も
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
、
星
や
月
な
ど
の
天
体
に
か
ん
す
る
知
識
、
つ
ま
り
天
体

知
に
は
、
古
代
に
成
立
す
る
国
家
に
よ
る
累
積
と
、
民
間
の
生
活
の
中
で

累
積
・
継
承
さ
れ
て
き
た
知
識
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
天
体
知
の
う
ち
、

本
稿
が
着
目
す
る
の
は
後
者
で
あ
り
、
特
に
漁
撈
を
営
む
人
び
と
の
知
識

で
あ
る
。二

、
天
文
民
俗
学
の
系
譜
と
課
題

　

天
文
現
象
に
関
す
る
国
内
外
の
人
類
学
的
研
究
に
お
け
る
概
念
や
解

釈
、
視
座
に
つ
い
て
は
、
後
藤
〔
二
〇
一
四　

一
六
五
〜
一
七
八
〕
に
詳

し
い
。
日
本
国
内
で
の
天
文
学
へ
の
文
化
的
関
心
は
和
名
研
究
か
ら
は
じ

ま
っ
た
が
、
国
外
の
研
究
動
向
と
し
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
天
文

現
象
の
考
古
学
が
盛
ん
に
な
っ
た
〔
後
藤　

二
〇
一
四　

一
六
四
〕。
天

文
現
象
を
扱
う
人
文
・
社
会
科
学
に
お
け
る
分
野
名
称
に
つ
い
て
、
後
藤

は
「
天
文
に
関
す
る
考
古
学
と
民
族
学
の
知
見
を
切
り
離
さ
ず
ト
ー
タ
ル

に
扱
う
分
野
を
天
文
人
類
学
（astronom

ical anthropology

）
と
呼
ぶ

べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
」と
し
て
い
る〔
後
藤　

二
〇
一
二　

二
十
五

〜
三
十
一
〕。C.

ラ
グ
ル
ス
ら
は
文
化
天
文
学
と
い
う
用
語
を
用
い
た
が
、

天
文
人
類
学
の
先
駆
け
と
な
る
研
究
を
し
て
お
り
、
そ
の
分
析
で
は
、
㈠

通
文
化
的
比
較（crosscultural com

parisons

）、
㈡
天
文
学
と
の
文
化

的
相
関
（cultural correlates for astronom

y

）、
㈢
天
文
学
に
対
す

る
文
化
的
反
応
（cultural response to astronom

y

）
の
三
つ
を
学
問

の
役
割
と
し
て
示
し
て
い
る
〔Ruggles　

一
九
九
三
〕。

　

日
本
の
例
に
当
て
は
め
れ
ば
、
㈡
天
文
学
と
の
文
化
的
相
関
は
、
陰
陽

寮
や
天
文
方
と
い
っ
た
国
家
の
天
文
学
を
通
し
て
、
政
権
と
天
文
学
が
密

接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。陰
陽
寮
や
天
文
方
は
、

中
国
の
陰
陽
思
想
を
受
け
継
い
で
お
り
、
天
球
上
に
観
測
で
き
る
天
体
の

運
行
や
現
象
は
、
ち
ょ
う
ど
鏡
の
よ
う
に
地
上
で
の
天
帝
や
権
力
者
た
ち

の
政
治
の
動
き
を
表
し
て
い
る
と
い
う
思
想
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
〔
林　

二
〇
〇
六
〕。
日
本
の
律
令
制
国
家
機
構
に
導
入
さ
れ
た
陰
陽
思
想
は
、

江
戸
時
代
ま
で
国
家
的
次
元
で
天
文
学
の
担
い
手
と
し
て
陰
陽
寮
や
天
文

方
に
継
承
さ
れ
た
。
陰
陽
寮
や
天
文
方
は
、
朝
廷
や
将
軍
の
政
治
方
針
を

左
右
す
る
国
家
政
治
だ
け
で
な
く
、暦
業
と
も
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。

ま
た
、
㈢
の
天
文
学
に
対
す
る
文
化
的
反
応
と
し
て
は
、
天
体
の
運
行
や

異
常
な
ど
に
対
す
る
予
測
や
儀
礼
な
ど
の
文
化
的
対
応
が
あ
る
。
こ
れ
に

は
、
日
食
や
月
食
、
流
星
、
彗
星
の
発
生
に
と
も
な
う
民
間
伝
承
も
含
ま
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れ
る
〔
中
野　

二
〇
一
六
〕。

　

加
え
て
、
日
本
の
天
文
民
俗
研
究
で
は
、
和
名
伝
承
に
か
ん
す
る
蓄
積

が
あ
る
。
も
と
も
と
自
然
科
学
的
側
面
の
強
か
っ
た
天
文
分
野
に
文
化
的

関
心
が
向
け
ら
れ
た
の
は
、
日
本
国
内
で
は
方
言
研
究
が
は
じ
ま
り
で

あ
っ
た
。

　

野
尻
抱
影
は
一
九
二
六
年
に
初
め
て
星
の
和
名
の
聞
き
書
き
を
お
こ

な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
野
尻
の
求
め
に
応
じ
て
全
国
各
地
で
星
の
和
名
蒐

集
が
お
こ
な
わ
れ
星
名
辞
典
が
編
ま
れ
た
〔
野
尻　

一
九
七
三
〕。
現
地

調
査
の
報
告
を
提
供
し
た
研
究
者
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
に
星
の
方
言
に
つ
い

て
ま
と
め
、
こ
の
う
ち
内
田
武
志
に
よ
る
『
星
の
方
言
と
民
俗
』〔
内
田　

一
九
七
三
〕
と
野
尻
に
よ
る
『
日
本
星
名
辞
典
』
は
、
共
に
星
の
和
名
研

究
の
代
表
的
文
献
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
和
名
研
究
を
中

心
と
し
て
い
る
た
め
、
日
常
生
活
や
生
業
に
お
け
る
星
の
役
割
は
付
属
情

報
と
し
て
記
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。

　

星
の
方
言
研
究
以
降
、
天
文
学
を
文
化
的
側
面
か
ら
捉
え
た
も
の
に
古

天
文
学
が
あ
る
。
東
京
天
文
台
の
暦
計
算
室
に
属
し
て
い
た
小
川
清
彦
ら

は
、
天
文
学
に
お
け
る
数
式
計
算
を
駆
使
し
て
、
日
本
の
歴
史
的
文
書
に

お
け
る
暦
記
事
と
実
際
の
天
体
現
象
と
の
関
係
を
検
証
し
、
そ
の
先
駆
け

と
な
っ
た
〔
斉
藤　

一
九
九
七
〕。

　

こ
の
よ
う
に
数
式
計
算
を
用
い
て
天
文
の
古
記
録
を
分
析
し
よ
う
と
す

る
古
天
文
学
が
興
っ
た
一
方
で
、
人
び
と
が
日
常
的
に
暮
ら
す
な
か
で
利

用
す
る
知
識
を
対
象
と
す
る
天
文
民
俗
学
的
報
告
も
、
一
部
の
研
究
者
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
依
然
と
し
て
、
天
文
民
俗
学

へ
の
関
心
は
高
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
一
因
に
は
、
天
文
の
民
俗
は
、

太
平
洋
の
海
洋
民
の
よ
う
な
優
れ
た
航
海
技
術
を
も
つ
人
び
と
に
し
か
み

ら
れ
な
い
と
見
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
る
。
実
際
に
は
、
日
本
国
内
の

漁
民
の
み
な
ら
ず
農
民
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
に
即
し
た
天
文
の
民
俗
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
見
過
ご

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
に
あ
る
現
在
の
天
文
民
俗
学
が
抱
え
る
課
題
を
、
次

に
述
べ
る
。

　

第
一
に
は
、
社
会
的
・
文
化
的
意
味
づ
け
の
議
論
の
不
足
が
挙
げ
ら
れ

る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
星
の
和
名
研
究
の
な
か
で
も
日
常
生
活
や

生
業
に
お
け
る
星
の
役
割
に
つ
い
て
は
付
属
的
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
た
。そ
の
他
に
も
、事
例
的
に
天
文
の
知
識
が
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
、

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
も
、
事
例
の
報
告
に
留

ま
り
、
知
識
の
変
容
や
衰
退
、
そ
の
社
会
的
・
文
化
的
背
景
な
ど
に
つ
い

て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

　

第
二
に
は
、
在
来
の
知
と
し
て
の
関
心
の
不
足
で
あ
る
。
地
誌
編
纂
事

業
に
お
い
て
、
民
俗
分
野
で
星
、
特
に
生
活
の
な
か
で
利
用
さ
れ
て
き
た
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星
の
質
問
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
述

べ
た
よ
う
に
、
特
定
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
、
議
論
を
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
一
方
、
天
文
に
か
ん
す
る
伝
承
知
識
と
そ
の
利
用
に
つ
い

て
の
事
例
の
蓄
積
や
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
地
域
性
や

年
代
差
の
分
析
が
可
能
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
特
に
第
一
に
挙
げ
た
研
究
の
停
滞
性
を
脱
す
る
こ
と
を
見

据
え
て
い
る
。

三
、
イ
カ
釣
り
漁
撈
に
み
ら
れ
る
天
文
民
俗

　

イ
カ
漁
の
出
漁
時
間
と
し
て
、
一
般
に
太
陽
が
出
て
い
る
間
は
釣
れ
な

い
と
さ
れ
る
た
め
、
太
陽
の
沈
む
黄
昏
頃
か
ら
釣
り
始
め
、
夜
通
し
漁
を

す
る
。
特
に
、
佐
渡
で
は
ナ
ト
キ
と
よ
ば
れ
る
日
没
前
後
の
薄
明
る
い
時

間
帯
（
状
況
）
や
、
ハ
マ
ジ
ラ
ミ
と
よ
ば
れ
る
日
の
出
直
前
の
夜
が
白
む

頃
が
、
イ
カ
が
海
面
近
く
に
浮
上
す
る
た
め
多
獲
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る

と
い
う
。
ほ
か
に
、
イ
カ
の
漁
況
は
月
齢
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
い

う
報
告
も
あ
る
〔
池
田　

二
〇
〇
四
〕。
多
獲
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
知
る
た

め
に
漁
師
た
ち
が
利
用
し
た
の
が
、
月
や
星
な
ど
の
天
体
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
例
は
全
国
的
に
も
み
ら
れ
、
イ
カ
漁
と
の
関
係
の
深
い
星
の
和
名

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

特
に
イ
カ
漁
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
天
体
を
ヤ
ク
ボ
シ
（
役
星
）

と
よ
ぶ
事
例
は
、
全
国
各
地
で
み
ら
れ
る
。
ヤ
ク
は
ホ
シ
ノ
デ
（
星
が
出

現
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
時
間
帯
）
や
ホ
シ
ノ
イ
リ
（
星
が
沈
ん
で
見
え

な
く
な
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
時
間
帯
）
の
ほ
か
、
時
刻
を
知
ら
せ
る
役
割

を
指
す
。
ホ
シ
に
は
、
太
陽
周
期
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
季
節
ご
と
に
動
く
恒

星
・
星
団
・
星
雲
・
星
座
だ
け
で
な
く
、
独
自
の
公
転
周
期
に
従
う
た
め

季
節
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
惑
星
も
含
ま
れ
る
。
な
お
天
体
と
し
て

は
、
ツ
キ
ノ
デ
（
月
が
出
現
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
時
間
帯
）
や
ツ
キ
ノ

イ
リ
（
月
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
時
間
帯
）
と
し
て
月
も
関

係
す
る
。

　

表
一
に
は
、
佐
渡
を
除
く
全
国
の
イ
カ
漁
で
利
用
さ
れ
る
天
体
と
そ
の

利
用
方
法
を
示
し
た
。
内
田
〔
一
九
七
三
〕
お
よ
び
北
尾
〔
二
〇
一
〇
な

ど
〕
の
記
録
に
は
十
三
種
類
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
ホ
シ
ノ
デ
が
大

半
を
占
め
た
こ
と
は
、
単
に
調
査
に
お
い
て
ホ
シ
ノ
デ
に
つ
い
て
の
み
聞

き
取
り
が
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
し
、
ホ
シ
ノ
イ
リ
し
か
用
い
な
い
地
域

も
実
は
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、現
時
点
で
は
検
証
で
き
て
い
な
い
。

な
お
後
述
の
通
り
、
佐
渡
に
お
い
て
は
ホ
シ
ノ
デ
と
と
も
に
ホ
シ
ノ
イ
リ

も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る〔
池
田　

二
〇
〇
四
〕。ま
た
、ツ
キ
ノ
デ
・

ツ
キ
ノ
イ
リ
を
利
用
す
る
例
も
あ
る
。
ホ
シ
を
利
用
す
る
か
ツ
キ
を
利
用

す
る
か
の
区
別
は
ご
く
近
い
距
離
の
集
落
間
で
す
で
に
異
な
っ
て
お
り
、
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地
域
差
の
有
無
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明

で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
よ
う
に
イ

カ
漁
に
お
い
て
天
体
は
、
特
に
多
獲
の

タ
イ
ミ
ン
グ
を
知
る
た
め
に
用
い
ら
れ

た
ほ
か
、
出
漁
中
に
時
刻
を
知
る
た
め

に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
、
佐
渡
の
イ
カ
釣
り
漁
撈

　

佐
渡
の
イ
カ
漁
の
主
な
対
象
は
ス
ル

メ
イ
カ
で
あ
る
。
ス
ル
メ
イ
カ
は
、
か

つ
て
佐
渡
の
両
津
湾
か
ら
内
・
外
海
府

に
か
け
て
大
量
に
獲
れ
、
海
辺
の
村
で

は
ス
ル
メ
イ
カ
に
対
す
る
経
済
的
な
依

存
度
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
〔
池
田　

一
九
九
〇
〕。
ス
ル
メ
イ
カ
は
、
筋
肉

質
の
体
に
菱
形
の
鰭
を
持
ち
、
背
中
に

暗
黒
色
の
縦
縞
の
あ
る
、
日
本
の
イ
カ

を
代
表
す
る
種
で
あ
る
。

表一　全国のイカ漁で利用される天体

略符・バイエル名など 星座名（固有名）［通名］ ホシノデ
＊＊＊

ホシノイリ その他

M45＊ プレアデス星団［スバル］ ◯ × ◯
αTau おうし座α星（Aldebaran） ◯ × ×
αTau・Caldwell41＊ おうし座α星・ヒアデス星団 ◯ × ×
γOri・εOri・ζOri オリオン座γ星（Mintaka）・

ε星（Alnilam）・
ζ星（Alnitak）［オリオン座三ツ星］

◯ × ×

γOri・εOri・ζOri・
M43・M42・ιOri

オリオン座γ星・ε星・
ζ星およびM43星雲・
オリオン座大星雲・
ι星（Hatysa）［オリオン座小三ツ星］

◯ × △

M43・M42・ιOri・
ηOri

M42星雲・オリオン座大星雲・
オリオン座ι星・η星 ◯ × ◯

αAur ぎょしゃ座α星（Capella） △ × ×
αPsA みなみのうお座α星（Formalhaut） × × ×
αAri おひつじ座α星（Hamal） × × ×
αCMa おおいぬ座α星（Sirius） ◯ △ ◯
Venus＊＊ 金星（Venus）［明けの明星］ ◯ × ◯

金星（Venus）［宵の明星］ × × ×
αUMa、βUMa、
γUMa、δUMa、
εUMa、ζUMa、
ηUMa

おおぐま座α星（Dubhe）・
β星（Merak）・γ星（Phecda）・
δ星（Megrez）・ε星（Alioth）・
ζ星（Mizar）・
η星（Alkaid）［北斗七星］

× × ◯

北尾（2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017）、内田（1973）、より筆者作成
佐渡市の事例は除外し、表3に記載した。
表中の◯は事例あり、△は情報不足のため判断不可、×は事例なし、とした。
＊M＝メシエ番号、Caldwell＝カルドウェル番号
＊＊惑星のため番号なし
＊＊＊同定できないホシの例が島根県隠岐郡海士町で一例確認された。

「夕方、日が落ちるころ漁場へ行く。イカが夜一ゆうて宵の一番だけんな（日没直後に釣
れるイカ）。それから夜中に来るのは星出とか月出という。星の入るのと月の入るのがある。
それから朝一ゆうて朝の四時ころ大星が出るわね。これが朝一だ。」［池田 二〇〇四］
　隠岐島のイカ釣具は江戸時代末期に佐渡で伝習してきた隠岐島の漁師によって伝えられ
たものとされ［日本学士院日本科学史刊行会 一九五九］、さらに隠岐島の漁師によって韓
国の東海岸へ技術移動された［池田 二〇〇四］とあり、技術と共に天体知識が伝播した
可能性もある。
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佐
渡
の
イ
カ
釣
漁
具
や
そ
の
技
術
伝
播
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、池
田

〔
一
九
九
〇
、
二
〇
〇
四
〕
に
詳
し
く
、
本
稿
で
は
そ
の
概
略
を
述
べ
る

に
留
め
る
。
イ
カ
は
夜
行
性
で
あ
る
た
め
、
漁
は
夜
間
操
業
が
一
般
的
で

あ
り
、
ス
ル
メ
イ
カ
が
明
か
り
に
集
ま
る
習
性
を
利
用
し
た
漁
が
お
こ
な

わ
れ
て
き
た
。
光
源
は
、
か
つ
て
の
篝
火
や
焚
き
火
な
ど
、
船
上
で
直
接

火
を
焚
く
方
法
か
ら
、
現
代
の
石
油
ラ
ン
プ
、
ガ
ス
灯
、
電
灯
を
用
い
る

方
法
へ
と
変
化
し
て
き
た〔
池
田　

一
九
九
〇
〕。ま
た
、ソ
ク
、ト
ン
ボ
、

ツ
ノ
を
は
じ
め
と
す
る
佐
渡
の
イ
カ
釣
漁
具
は
全
国
的
に
も
優
れ
、
日
本

の
代
表
的
な
釣
具
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。池
田
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

イ
カ
資
源
が
豊
富
で
、
し
か
も
経
済
的
価
値
が
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
捕
獲
技
術
の
高
率
化
を
め
ざ
し
た
漁
具
や
漁
法
の
改
良
や
考
案
が
試
み

ら
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
近
世
に
は
、
佐
渡
金
銀
山
の
鉱

山
町
相
川
の
人
口
急
増
に
と
も
な
っ
て
、
保
存
の
き
く
動
物
性
蛋
白
源
と

し
て
、ス
ル
メ
の
需
要
が
高
く
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、そ
の
こ
と
も
、

佐
渡
の
イ
カ
の
捕
獲
技
術
を
発
達
さ
せ
た
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
」
と
し
て
い
る
〔
池
田　

一
九
九
〇
〕。

　

こ
う
し
た
釣
具
に
よ
る
漁
法
に
大
き
な
変
化
が
お
と
ず
れ
た
の
は
、、

昭
和
三
十
三
年
頃
に
両
津
な
ど
の
港
湾
地
域
か
ら
は
じ
ま
っ
た
、
G
P
S

や
魚
群
探
知
機
な
ど
の
機
械
の
導
入
で
あ
る
。
姫
津
港
、
稲
鯨
港
で
お
こ

な
っ
た
聞
き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
〇
年
代
に
両
港
で
導
入
し
た

漁
師
は
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
燃
料
が
高
騰
す
る

と
集
魚
灯
を
使
っ
た
漁
業
は
困
難
に
な
り
、
今
日
の
両
港
で
は
大
掛
か
り

な
イ
カ
漁
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。

　

イ
カ
漁
に
お
い
て
天
体
知
は
、
夜
間
操
業
の
な
か
で
も
よ
り
多
獲
と
な

る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
知
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。
今
日
、
イ
カ
漁
が
夜
間
操
業
で
あ
る
こ
と
は
同
様
で
あ

る
が
、
効
率
的
に
漁
を
お
こ
な
う
た
め
に
、
多
獲
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
特
定

す
る
こ
と
よ
り
も
、
イ
カ
の
多
く
い
る
位
置
を
正
確
に
特
定
す
る
こ
と
に

注
力
す
る
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
イ
カ
の
多
く
い

る
位
置
を
正
確
に
特
定
す
る
こ
と
に
利
用
さ
れ
る
、
G
P
S
や
魚
群
探
知

機
な
ど
の
限
定
的
な
機
械
に
焦
点
を
あ
て
、こ
れ
ら
の
発
展
を「
機
械
化
」、

「
近
代
化
」
と
し
、
佐
渡
に
お
い
て
イ
カ
漁
の
機
械
化
が
は
じ
ま
っ
た
昭

和
三
〇
年
代
以
降
を
「
近
代
化
以
降
」
と
す
る
。
こ
れ
に
し
た
が
い
、
現

地
調
査
に
も
と
づ
く
事
例
の
話
者
を
「
近
代
化
を
経
験
し
た
漁
師
」
と
し

て
便
宜
的
に
包
括
す
る
。

五
、�

新
潟
県
佐
渡
市
姫
津
・
稲
鯨
地
域
に
お
け
る
イ
カ
釣
り

漁
師
の
天
体
知
の
差
異

　

筆
者
は
、
二
〇
一
四
年
五
月
お
よ
び
八
月
に
佐
渡
市
姫
津
・
稲
鯨
の
両
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地
域
に
お
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
両
地
域
で
は
、
池
田
が

稲
鯨
を
含
む
佐
渡
の
各
地
で
現
地
調
査
を
お
こ
な
い
、
イ
カ
釣
漁
師
の
ラ

イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
紹
介
し
た〔
池
田　

二
〇
〇
四
〕こ
と
も
あ
る
。ま
た
、

稲
鯨
地
域
で
は
、同
地
域
出
身
の
漁
師
の
手
記（
以
下
、Ｉ
氏
の
手
記
）が
保

管
さ
れ
て
い
る
こ
の
手
記
に
は
、
天
体
と
イ
カ
漁
の
関
係
を
含
む
、
佐
渡

の
漁
撈
に
か
ん
す
る
様
々
な
こ
と
が
ら
が
記
さ
れ
、『
佐
渡
相
川
の
歴
史
』

に
も
収
録
さ
れ
た〔
佐
渡
相
川
町
史
編
纂
委
員
会　

一
九
八
六
〕。さ
ら
に
、

二
〇
二
一
年
現
在
も
星
の
和
名
の
全
国
調
査
を
続
け
て
い
る
北
尾
は
、

一
九
七
八
年
と
二
〇
〇
九
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
姫
津
地
域
を
訪
れ
、
イ

カ
漁
で
利
用
さ
れ
る
星
を
記
録
し
た
〔
北
尾　

二
〇
〇
二
、二
〇
一
〇
〕。

　

Ｉ
氏
（
屋
号
源
吉
）
は
、
元
治
元
年
生
ま
れ
の
漁
師
の
四
男
と
し
て
明

治
三
十
五
年
稲
鯨
に
生
ま
れ
た
。
小
学
校
卒
業
後
す
ぐ
に
漁
師
見
習
い
と

し
て
別
の
船
に
雇
わ
れ
、
十
六
歳
で
漁
師
と
な
り
青
森
県
下
北
半
島
に
出

稼
ぎ
漁
に
出
た
。
Ｉ
氏
は
漁
業
に
関
す
る
こ
と
や
村
の
こ
と
を
書
き
留
め

て
お
り
、
こ
れ
が
相
川
市
史
編
纂
に
あ
た
り
調
査
を
し
て
い
た
地
元
教
師

の
目
に
留
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
五
十
九
年
頃
に
か
け
て
改
め
て
大
学

ノ
ー
ト
一
〇
冊
に
ま
と
め
あ
げ
る
に
至
っ
た（
１
）。

　

以
上
の
先
行
研
究
と
筆
者
の
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
八
例
を
示
す
。
こ
の

う
ち
、
先
行
研
究
に
も
と
づ
く
事
例
一
か
ら
事
例
五
は
、
明
治
生
ま
れ
の

話
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
に
よ
る
現
地
調
査
に
も
と
づ
く
事
例
六

か
ら
事
例
八
は
、
昭
和

生
ま
れ
の
話
者
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
よ
り
詳

し
く
見
れ
ば
、
そ
の
漁

撈
歴
の
大
部
分
が
、
当

該
地
域
に
お
け
る
イ
カ

漁
が
「
機
械
化
」
さ
れ

て
以
降
で
あ
る
と
い
う

特
徴
が
あ
る
。
事
例

六
、七
、八
の
漁
師
の
い

ず
れ
も
、
G
P
S
お
よ

び
魚
群
探
知
機
を
使
用

し
て
、
イ
カ
の
位
置
を

特
定
す
る
こ
と
で
多
獲
を
狙
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
写
真
１
に
は
、

事
例
六
の
漁
師
が
保
有
す
る
イ
カ
釣
り
漁
船
の
船
室
風
景
を
示
す
。
こ
こ

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
在
の
イ
カ
釣
り
漁
船
に
は
、
多
く
の
「
機
械
」

が
搭
載
さ
れ
て
い
る
。

⑴�

先
行
研
究
：
明
治
生
ま
れ
の
漁
師
の
天
体
知

【
事
例
一
】
明
治
三
十
八
（
一
九
〇
五
）
年
生
、
新
潟
県
佐
渡
市
相
川
町

写真１　�事例六の漁師が利用する漁船に搭載さ
れた「機械」
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稲
鯨
出
身
、
青
森
県
下
北
半
島
風
間
浦
村
甲
地
区
へ
移
住
し
た
話
者
〔
池

田　

二
〇
〇
四
〕

「
…
イ
カ
は
日
暮
時
と
朝
方
に
一
番
よ
く
つ
い
た
。
朝
と
宵
が
勝
負
だ
っ

た
。
イ
カ
と
い
う
も
の
の
習
性
は
お
か
し
い
も
の
で
、
月
や
星
の
関
係
で

つ
い
た
り
つ
か
な
か
っ
た
り
し
た
。
三
角
星
と
か
ス
バ
ル
と
か
、
ス
バ
ル

ノ
ア
ト
ボ
シ
だ
と
か
い
う
い
ろ
い
ろ
な
星
が
あ
る
。
そ
う
い
う
ヤ
ク
ボ
シ

に
な
れ
ば
必
ず
イ
カ
が
つ
く
。
は
あ
三
角
星
が
出
る
と
ト
ン
ボ
を
や
っ
て

い
る
わ
け
さ
。
闇
に
な
れ
ば
磯
へ
行
っ
て
寝
た
も
の
さ
。
闇
に
な
る
と
イ

カ
が
つ
か
ね
え
と
い
わ
れ
と
っ
た
か
ら
。
月
が
あ
が
る
と
行
っ
て
捕
っ
た

も
の
だ
。
…
」

【
事
例
二
】
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
生
、
新
潟
県
佐
渡
市
稲
鯨
出

身
の
漁
師
（
Ｉ
氏
の
手
記
：
源
吉
覚
書
２　

混
合
話
）

「
先
に
先
生
に
、星
と
イ
カ
の
、話
し
た
が
、な
ぜ
星
の
出
月
の
出
考
え
て
、

イ
カ
が
、
く
う
か
は
、
き
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
所
に
、
よ
り
違
う
所
は
松
ヶ

崎
方
面
は
山
が
高
く
て
、
海
岸
が
深
い
、
千
メ
ー
タ
も
海
岸
か
ら
沖
に
出

る
と
、
二
〇
〇
メ
ー
タ
も
の
、
水
深
に
な
る
所
で
例
え
ば
六
つ
ら
星
の
出

る
時
に
、
一
面
イ
カ
取
る
、
錨
揚
げ
て
又
少
し
陸
の
方
へ
、
船
お
、
入
れ

る
と
、
六
つ
ら
星
が
山
が
高
い
し
、
山
に
か
く
れ
る
の
だ
。
山
か
ら
、
又

一
面
六
つ
ら
の
、
出
る
星
の
出
、
イ
カ
取
り
星
の
出
二
面
見
え
た
も
の
だ

と
、
話
し
て
、
き
か
せ
た
事
も
、
忘
れ
ま
せ
ん
。」

【
事
例
三
】
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
生
、
新
潟
県
佐
渡
市
稲
鯨
出

身
の
漁
師
（
Ｉ
氏
の
手
記
：
源
吉
覚
書
４　

俗
信
解
説
）

「（
も
つ
ら
星
ほ
か
に
つ
い
て
）

マ
イ
カ
ト
星
の
関
係
に
述
べ
て
見
よ
う　

星
の
出
る
は
、（
も
つ
ら
星
）

此
の
星
は
我
町
の
、
山
の
上
か
ら
出
る
、
形
地
は
ズ
（
図
１
）
の
よ
う
に
、

並
ん
で
六
ツ
つ
な
が
る
形
地
だ
し
昔
の
人
が
も
つ
ら
と
、
よ
ん
だ
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。一
ツ
か
ら
か
ぞ
え
る
と
、一
二
三
四
五
六
に
な
る
と
、

む
と
が
そ
え
る
し
た
ぶ
ん
、
六
お
も
と
し
て
、
も
つ
ら
の
出
と
、
名
お
つ

け
た
と
考
え
る
よ

り
、
ほ
か
な
い
し
、

星
の
伝
説
も
、
き
い

事
が
な
い
。
六
つ
ら

の
、
後
星
は
一
ツ
だ

が
、
星
と
し
て
、
大

き
い
し
、
又
他
の
星

と
比
べ
て
、
光
も
あ

る
。
も
つ
ら
の
後
星

の
出
る
の
は
、
六
ツ

図１　�イカ漁で利用される「もつら」
のスケッチ（Ｉ氏の手記より）
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並
ん
で
山
か
ら
、
全
部
出
て
次
に
出
て
く
る
が
、
一
時
間
半
位
い
、
遅
れ

て
出
る
。
出
る
星
は
、
も
つ
ら
と
、
も
つ
ら
の
後
ぼ
し
其
他
夜
明
け
の
ミ

ヨ
ジ
ヨ
オ
ー
此
の
星
は
、
光
る
大
き
い
星
で
、
こ
の
星
と
、
そ
の
ほ
か
に

あ
が
る
星
は
な
い
。
六
つ
ら
は
、
何
時
頃
に
ア
ガ
ル
カ
ト
と
は
れ
る
と
、

季
節
に
よ
り
て
、
あ
か
る
時
間
が
ち
が
う
。
六
月
七
月
頃
は
、
日
が
暮
れ

て
、
八
時
九
時
頃
に
登
る
。
八
月
九
月
頃
に
な
る
と
、
も
つ
ら
の
出
る
の

が
次
第
に
お
そ
く
な
り
ま
す
。九
月
に
は
十
一
時
頃
に
出
る
よ
う
に
な
る
。

月
々
お
く
れ
る
。
夜
明
け
の
み
よ
じ
よ
星
は
七
月
頃
と
、
十
月
頃
も
、
あ

ま
り
さ
が
な
い
。
一
月
に
一
時
間
ほ
ど
お
そ
く
あ
が
る
だ
け
で
、
よ
あ
け

の
ミ
ヨ
ジ
ヨ
ウ
ト
ゆ
う
ほ
ど
で
、
あ
の
星
の
あ
が
る
の
が
、
た
の
し
い
。

ね
む
た
い
し
、
よ
の
あ
け
る
の
お
、
つ
げ
る
星
だ
し
、
う
れ
し
が
る
。」

【
事
例
四
】
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
生
、
新
潟
県
佐
渡
市
稲
鯨
出

身
の
漁
師
（
Ｉ
氏
の
手
記
：
源
吉
覚
書
４　

俗
信
解
説
）

「（
星
の
入
り
に
つ
い
て
）

星
の
い
り
と
言
ふ
意
味
は
、空
に
見
え
た
星
が
ら
ん
ら
ん
下
に
さ
が
り
て
、

の
ち
に
、
海
の
中
に
消
え
て
、
見
え
ぬ
、
よ
う
に
、
な
る
事
、
星
の
い
り

と
言
ふ
事
だ
。（
中
略
）
晴
天
の
暗
夜
に
天
の
空
の
中
に
薄
雲
の
よ
う
に
、

長
く
西
か
ら
東
の
方
巾
広
く
一
線
一
寸
見
る
と
、
二
線
に
も
見
え
る
。
あ

れ
お
、
天
の
川
と
よ
ん
で
お
る
。
其
の
、
中
に
特
別
大
き
見
え
る
星
だ
の

で
、
川
中
星
と
言
ふ
の
だ
。
此
の
星
は
空
の
中
方
あ
る
し
、
六
七
月
頃
に

は
、
海
岸
へ
、
夜
の
あ
け
る
ま
で
に
さ
が
ら
ん
し
、
夏
頃
に
は
、
川
中
星

の
入
る
イ
カ
は
取
れ
ぬ
。
八
月
九
月
頃
に
な
る
と
、
海
岸
ま
で
さ
が
る
。

そ
の
関
係
は
、
夜
の
短
か
長
い
で
ち
が
う
の
だ
。
お
わ
か
り
し
よ
う
、
星

の
入
り
は
、
後
は
大
星
の
い
り
（
し
も
た
な
ば
た
）、（
か
み
た
な
は
た
）

と
こ
れ
だ
け
し
か
、
星
の
入
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
よ
く
覚
え
て
置
き
な
さ

い
。
星
の
入
り
方
の
、
順
じ
よ
う
、
第
一
番
い
る
の
は
大
ぼ
し
、
二
番
め

が
（
か
み
タ
ナ
バ
タ
）
三
番
め
は
シ
モ
タ
ナ
ば
た
、
五
番
目
は
先
川
中
、

六
番
目
が
後
川
中
ほ
し
の
順
で
あ
る
。
忘
れ
て
な
ら
ぬ
ぞ
。
よ
く
覚
え
る

と
、
漁
師
よ
り
、
よ
く
な
る
。
此
の
ほ
し
も
、
夜
の
明
け
る
時
季
の
節
に

よ
り
て
ち
が
う
。
大
星
は
一
番
先
に
海
え
消
え
る
ほ
し
だ
。
六
七
月
頃
日

暮
れ
六
時
七
時
に
、
大
星
の
入
り
と
な
る
が
、
八
月
九
月
頃
九
時
頃
に
、

な
ら
ぬ
と
、
入
ら
ん
下
タ
ナ
バ
タ
上
タ
ナ
バ
タ
。
此
の
星
は
、
し
も
と
か

み
と
、
空
に
お
る
時
見
る
と
、
五
間
も
六
間
も
は
た
か
つ
て
見
え
る
が
、

天
の
空
だ
し
、
何
万
キ
ロ
開
い
て
お
る
か
わ
か
ら
ん
。
六
七
月
頃
は
、
カ

ミ
タ
ナ
バ
タ
星
は
、
十
時
十
一
時
と
す
る
か
、
八
九
月
に
な
る
と
す
れ
に

夜
明
け
前
で
な
い
と
、
入
り
ま
せ
ん
。
川
中
ほ
し
わ
、
又
お
そ
い
。
七
月

頃
は
、
よ
が
あ
け
て
も
は
る
か
天
の
空
に
い
る
、
先
川
中
の
入
り
の
、
イ

カ
取
る
頃
は
、
九
月
十
月
頃
で
な
い
と
取
れ
ぬ
し
、
よ
く
自
覚
し
て
下
さ

い
。
先
川
中
の
入
り
と
、
後
川
中
入
り
と
の
間
は
、
約
二
時
間
位
い
と
考
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え
ま
す
。
忘
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
月
の
出
月
の
入
り
も
、
大
切
な
ほ
し

の
出
入
り
と
同
じ
で
、
イ
カ
の
つ
く
見
る
法
方
の
一
ツ
だ
。
漁
師
は
星
の

出
月
の
出
は
、
大
切
な
見
る
法
方
だ
し
、
何
月
頃
に
も
つ
ら
星
は
何
時
頃

あ
が
る
と
晴
天
の
暗
夜
で
時
計
で
記
録
取
り
て
あ
る
し
雨
の
降
る
夜
も
曇

り
の
夜
も
、
時
節
考
え
て
常
に
一
匹
も
、
く
わ
ん
イ
カ
で
も
三
匹
五
匹
は

必
ず
く
う
し
、
そ
の
時
間
に
は
、
起
き
て
ゆ
く
ほ
し
の
、
い
り
も
、
そ
の

通
り
で
あ
る
」

【
事
例
五
】
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
生
、
新
潟
県
佐
渡
市
稲
鯨
出

身
の
漁
師
（
Ｉ
氏
の
手
記
：
源
吉
覚
書
４　

俗
信
解
説
）

「（
星
月
と
イ
カ
に
つ
い
て
）

さ
て
星
と
月
と
、
イ
カ
と
の
ツ
ナ
が
り
、
こ
れ
だ
け
は
わ
か
ら
ん
。
な
ぜ

星
の
出
月
の
出
、
又
は
星
の
入
り
に
常
に
一
匹
も
く
わ
ん
イ
カ
が
、
な
ぜ

星
月
の
出
入
り
に
考
え
て
く
う
か
、
祖
先
代
々
か
ら
、
私
が
こ
の
訳
け
き

い
て
お
ら
ん
し
、
お
そ
ら
く
、
き
い
て
お
る
人
は
あ
る
ま
え
、
海
水
に
い

る
イ
カ
が
ほ
し
月
の
出
る
、
入
る
の
が
季
節
に
よ
り
、
出
入
り
が
変
わ
る

の
が
、
海
の
動
物
が
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
人
間
さ
え
時
間
で
見
ん
と
わ

か
ら
ん
の
お
、
水
中
の
イ
カ
が
確
実
に
わ
か
る
か
ら
ふ
し
ぎ
だ
。
此
の
イ

カ
ト
ほ
し
月
の
出
入
の
つ
な
が
り
は
今
ま
で
き
い
た
事
は
な
い
し
、
私
だ

け
は
、
知
ら
ん
と
は
っ
き
答
え
ま
す
。
此
の
事
だ
け
は
他
の
漁
師
さ
ん
に

き
い
て
研
究
し
て
く
だ
さ
い
。」

　

明
治
生
ま
れ
の
漁
師
の
天
体
知
の
事
例
か
ら
は
、
①
伝
聞
の
知
識
で
あ

り
、
実
際
に
利
用
し
て
い
る
知
識
で
も
あ
る
こ
と
、
②
ホ
シ
の
名
称
や
位

置
、
出
現
時
間
を
詳
細
に
記
憶
し
て
い
る
こ
と
、
③
特
定
の
ホ
シ
（
役
星

＝
ヤ
ク
ボ
シ
）
を
イ
カ
漁
と
結
び
つ
け
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
、
④
イ
カ

と
ホ
シ
の
関
係
に
つ
い
て
不
思
議
に
感
じ
つ
つ
も
イ
カ
漁
に
利
用
し
て
い

る
こ
と
の
、
４
点
が
指
摘
で
き
る
。

　

つ
づ
い
て
、
近
代
化
を
経
験
し
た
漁
師
の
天
体
知
に
つ
い
て
、
筆
者
の

現
地
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
事
例
を
も
と
に
検
討
す
る
。

⑵
現
地
調
査
：
近
代
化
を
経
験
し
た
漁
師
の
天
体
知

【
事
例
六
】
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
生
、
新
潟
県
佐
渡
市
稲
鯨
出

身
在
住
の
話
者
（
二
〇
一
四
年
五
月
五
日
、
八
月
五
日　

佐
渡
市
稲
鯨
に

て
筆
者
調
査
）

「
満
月
の
お
お
き
い
と
き
は
潮
の
満
ち
引
き
が
あ
る
程
度
は
や
く
、
魚
の

採
れ
具
合
が
ち
が
う
。
ツ
キ
ノ
イ
リ
、
ツ
キ
ノ
デ
も
あ
っ
た
。
月
が
水
平

線
に
出
入
り
す
る
と
、
刺
激
が
あ
る
の
か
魚
の
ツ
キ
が
い
い
と
い
う
。
親

の
時
代
に
は
、
ヤ
マ
ア
テ
は
昼
に
や
っ
て
、
夜
は
ツ
キ
ノ
デ
・
ツ
キ
ノ
イ

リ
、
ホ
シ
ノ
デ
・
ホ
シ
ノ
イ
リ
な
ど
を
み
て
や
っ
て
い
た
。
昔
の
漁
師
は
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こ
う
い
う
こ
と
を
親
に
聞
い
て
い
た
。
ツ
キ
ノ
デ
・
ツ
キ
ノ
イ
リ
、
ホ
シ

ノ
デ
・
ホ
シ
ノ
イ
リ
に
つ
い
て
は
、
魚
の
ツ
キ
が
い
い
と
い
う
の
は
自
分

も
実
感
と
し
て
あ
る
。
イ
カ
が
た
く
さ
ん
い
る
と
こ
ろ
に
い
て
も
全
く
食

わ
な
い
の
が
、
星
や
月
が
出
入
り
す
る
と
な
ぜ
か
パ
ッ
と
食
い
つ
く
。
や

は
り
な
に
か
刺
激
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。」

【
事
例
七
】
昭
和
三
十
一
（
一
九
五
六
）
年
生
、
新
潟
県
佐
渡
市
姫
津
出

身
在
住
の
話
者（
二
〇
一
四
年
五
月
四
日　

佐
渡
市
姫
津
に
て
筆
者
調
査
）

「
星
の
あ
が
る
ぞ
っ
て
と
き
に
イ
カ
は
よ
く
と
れ
る
。
そ
う
い
う
の
は
勘

で
わ
か
る
。
最
低
一
〇
年
は
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
い
ま
は
機
械
だ
か

ら
、
年
配
の
漁
師
が
言
っ
た
の
を
聞
い
た
く
ら
い
し
か
知
ら
な
い
。
流
れ

星
が
流
れ
る
間
に
三
回
唱
え
る
と
叶
う
と
い
う
の
は
き
い
た
こ
と
が
あ

る
。
昔
は
悪
い
こ
と
が
あ
る
と
ア
ヤ
ガ
ツ
イ
タ
と
い
っ
た
が
、
流
れ
星
が

あ
っ
て
も
そ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。」

【
事
例
八
】
昭
和
三
十
五
（
一
九
六
〇
）
年
生
、
新
潟
県
佐
渡
市
姫
津
出

身
在
住
の
話
者（
二
〇
一
四
年
五
月
四
日　

佐
渡
市
姫
津
に
て
筆
者
調
査
）

「
手
釣
り
の
こ
ろ
は
、
ホ
シ
ノ
デ
、
ホ
シ
ノ
イ
リ
を
み
て
や
っ
て
い
た
。

シ
リ
ウ
ス
な
ん
か
だ
っ
た
と
思
う
。月
が
出
て
い
た
方
が
イ
カ
が
と
れ
る
。

ヤ
ミ
の
と
き
は
と
れ
な
い
。
月
の
こ
と
は
、
手
釣
り
を
や
っ
て
い
る
よ
そ

の
船
の
者
が
言
っ
て
い
た
。
潮
の
名
前
は
い
く
つ
も
あ
る
が
、
大
潮
と
小

潮
は
月
の
満
ち
欠
け
と
関
係
し
て
い
る
。」

　

近
代
化
を
経
験
し
た
漁
師
の
天
体
知
の
事
例
か
ら
は
、
①
伝
聞
の
知
識

で
あ
り
、
実
際
に
は
利
用
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
必
須
で
は
な
い
知
識

で
あ
る
こ
と
、
②
ホ
シ
の
名
称
の
記
憶
や
見
分
け
は
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な

い
こ
と
、
③
特
定
の
星
を
イ
カ
漁
と
結
び
つ
け
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
、

④
イ
カ
と
ホ
シ
の
関
係
に
つ
い
て
自
然
科
学
的
な
理
由
が
あ
る
と
推
察
し

て
い
る
が
、
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
の
、
４
点
が
指
摘
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
生
ま
れ
の
漁
師
の
天
体
知
と
、
近
代
化
を
経
験

し
た
漁
師
の
知
識
に
は
、
一
部
共
通
し
た
特
徴
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
異

な
る
点
も
み
ら
れ
た
。
天
体
知
か
つ
て
イ
カ
漁
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
近
代
化
を
経
験
し
た
漁
師
は
、
明
治
生
ま
れ

の
漁
師
ほ
ど
詳
細
に
認
識
し
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

六
、
漁
撈
の
機
械
化
に
伴
う
イ
カ
漁
へ
の
知
識
対
応

　

天
文
の
知
識
に
対
す
る
対
応
を
具
体
的
に
み
た
前
項
の
事
例
を
み
る

と
、
ま
ず
明
治
生
ま
れ
の
話
者
（
事
例
一
、二
、五
）
は
天
体
と
イ
カ
の
関

係
を
不
思
議
に
思
い
、
わ
か
ら
な
い
、
き
い
た
こ
と
が
な
い
、
と
繰
り
返
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し
な
が
ら
も
、
天
体
と
イ
カ
に
は
関
係
が
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
情
報
が
不
確
実
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
生
ま
れ
の

話
者
は
非
常
に
詳
細
に
天
体
の
知
識
を
記
し
、
実
際
の
イ
カ
漁
に
も
利
用

し
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
行
動
は
、伝
聞
し
た
天
体
の
知
識
に
つ
い
て「
理

由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
う
い
う
現
象
が
あ
れ
ば
こ
う
対
応
す
る
」
と
い

う
「
現
象
対
応
型
」
の
理
解
に
よ
る
と
い
え
る
。

　

現
象
対
応
型
の
理
解
で
は
、
当
時
の
知
識
や
文
化
の
な
か
で
彼
ら
な
り

の
理
由
づ
け
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
中
世
・
近
世
の
武
家
の
日

記
や
朝
廷
の
記
録
を
み
る
と
、
ま
ず
天
空
の
事
象
は
地
上
の
天
子
の
動
き

や
社
会
・
政
治
の
動
き
が
鏡
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
〔
国
史
体
系
刊
行
会　

一
九
三
二
、
神
田　

一
九
七
八
〕。
中
で
も
流
星
や
彗
星
な
ど
、
平
時
と
は
異
な
る
天
体
事
象

が
確
認
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
時
の
権
力
者
の
凶
兆
が
天
空
に
映
し
出
さ

れ
た
と
い
う
理
解
を
し
、
実
際
の
政
治
方
針
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も

あ
っ
た
〔
中
野　

二
〇
一
六
〕。

　

明
治
生
ま
れ
の
話
者
は
、「
海
の
動
物
が
わ
か
る
は
ず
が
な
い
」
と
自

然
科
学
的
な
理
由
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。し
か
し
、

結
局
そ
の
理
由
は
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
、不
確
実
な
天
体
知
を
受
け
入
れ
、

実
際
の
漁
に
利
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
当
事
者
が
理
由
に
納
得
す
る

こ
と
よ
り
も
、
知
識
を
受
容
す
る
か
た
ち
で
対
応
し
、
実
践
す
る
こ
と
が

選
択
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

現
象
対
応
型
の
話
者
が
、
知
識
を
漁
撈
に
運
用
す
る
実
例
を
み
て
み
る

と
、
た
と
え
ば
事
例
一
か
ら
は
、
月
の
見
え
か
た
に
よ
っ
て
、
出
漁
す
る

か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。ま
た
、事
例
四
で
は
、

ヤ
ク
ボ
シ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
先
川
中
」
が
沈
む
タ
イ
ミ
ン
グ
と
、
イ
カ

の
多
獲
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
結
び
つ
け
、
さ
ら
に
「
九
月
十
月
頃
」
が
適
し

て
い
る
と
い
う
、
実
用
的
な
知
識
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明

治
生
ま
れ
の
漁
師
は
、ヤ
ク
ボ
シ
や
月
な
ど
が
出
没
す
る
時
間
に
着
目
し
、

実
際
の
イ
カ
漁
の
時
期
を
定
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、現
地
調
査
に
お
け
る
昭
和
生
ま
れ
の
話
者（
事
例
六
、七
、八
）は
、

す
こ
し
前
の
世
代
の
他
者
の
伝
聞
と
し
て
天
体
知
を
語
り
、
か
つ
て
の
よ

う
に
必
須
の
漁
撈
技
術
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
認
識
し
て
い
な
い
。こ
れ
は
、

伝
聞
し
た
天
体
の
知
識
に
つ
い
て
「
こ
う
い
う
理
由
や
因
果
関
係
が
あ
れ

ば
こ
う
す
る
」
と
い
っ
た
、
当
事
者
が
納
得
す
る
こ
と
に
よ
る
「
因
果
対

応
型
」
の
理
解
で
あ
る
と
い
え
る
。
逆
に
い
え
ば
、
伝
聞
し
た
知
識
の
理

由
が
不
明
だ
っ
た
場
合
、
そ
の
知
識
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
。

　

現
象
対
応
型
に
対
し
て
、
因
果
対
応
型
は
、
自
然
物
の
事
象
や
現
象
に

つ
い
て
自
然
科
学
的
な
理
由
に
も
と
づ
い
て
納
得
し
、
は
じ
め
て
行
動
・

実
践
す
る
と
い
う
点
で
、
よ
り
現
代
的
な
姿
勢
で
あ
る
と
言
い
か
え
る
こ



佐渡のイカ釣り漁撈における天文民俗─ 37 ─

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
物
へ
の
見
方
が
影
響
し
、
昭
和
生
ま
れ

の
話
者
が
、
た
と
え
年
配
者
か
ら
天
体
知
を
伝
聞
し
た
と
し
て
も
、
そ
の

理
由
が
見
出
せ
ず
実
際
の
イ
カ
漁
で
は
利
用
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
星
を

見
分
け
て
名
称
を
記
憶
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

因
果
対
応
型
の
話
者
に
お
け
る
、
知
識
の
運
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

彼
ら
が
「
手
釣
り
の
こ
ろ
」
や
そ
の
「
親
の
世
代
」
で
は
、
明
治
生
ま
れ

の
漁
師
に
よ
る
知
識
の
運
用
と
類
似
し
た
方
法
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。
し
か
し
話
者
自
身
の
経
験
と
し
て
は
、
ま
ず
科
学
的
に
正
確
な
機
械

を
用
い
て
漁
撈
を
お
こ
な
う
こ
と
が
選
択
さ
れ
る
。
出
漁
し
た
結
果
、
多

獲
で
あ
っ
た
と
き
に
、
ホ
シ
ノ
デ
・
ホ
シ
ノ
イ
リ
の
知
識
を
想
起
し
て
お

り
、
実
際
の
体
験
に
対
す
る
後
付
け
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
生

ま
れ
の
話
者
の
よ
う
に
、
出
漁
に
先
立
っ
て
知
識
を
運
用
し
て
い
る
と
は

い
え
な
い
。

　

近
代
化
を
経
験
し
た
漁
師
は
、
か
つ
て
の
漁
師
ほ
ど
天
体
知
を
持
っ
て

い
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
お
り
、
事
例
七
の
話
者
は
そ
の
理
由
を
「
い
ま

は
機
械
だ
か
ら
」
と
説
明
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
機
械
」
は
、
魚
群
探
知

機
や
G
P
S
の
導
入
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
機
械
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、

ま
ず
カ
レ
ン
ダ
ー
を
み
て
、
季
節
変
化
を
考
慮
し
な
が
ら
時
計
を
み
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
出
漁
時
間
の
目
安
が
つ
け
ら
れ
る
。
日
没
前
後
の
薄
明
る

い
時
間
帯
で
あ
る
ナ
ト
キ
と
、
日
の
出
直
前
の
夜
が
白
む
時
間
帯
で
あ
る

ハ
マ
ジ
ラ
ミ
に
漁
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
あ
と
は
機
械
で
イ
カ

の
位
置
を
特
定
す
れ
ば
よ
い
。
現
代
の
イ
カ
漁
に
お
い
て
は
、
よ
り
詳
細

な
時
間
・
タ
イ
ミ
ン
グ
を
天
体
知
に
よ
っ
て
特
定
す
る
よ
り
も
、
出
漁
後

に
G
P
S
や
魚
群
探
知
機
な
ど
、
位
置
を
特
定
す
る
機
械
を
利
用
す
る
ほ

う
が
効
率
的
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
シ
ノ
デ
・
ホ
シ
ノ
イ
リ
に

よ
っ
て
出
漁
時
間
を
定
め
る
必
要
性
自
体
が
低
い
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

　

他
方
で
、
体
験
へ
知
識
を
後
付
け
る
と
い
う
行
為
は
「
近
代
化
」
し
た

機
械
を
利
用
す
る
現
代
の
漁
撈
の
な
か
で
、
伝
聞
さ
れ
た
知
識
を
自
分
の

経
験
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
も
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
近

代
化
」
以
降
の
漁
師
に
お
け
る
経
験
的
知
識
の
累
積
化
の
一
様
式
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
に
累
積
さ
れ
た
知
識
が
実
際
の
漁
撈
に
お
い
て
も
補
足
的
に
運
用
さ
れ

て
い
る
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

　

近
代
化
前
後
で
、
イ
カ
釣
り
漁
師
に
お
け
る
天
体
知
へ
の
対
応
が
変
容

し
た
一
方
で
、
共
通
し
て
確
認
さ
れ
た
知
識
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
特

定
の
ホ
シ
が
イ
カ
漁
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

　

佐
渡
の
イ
カ
漁
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
天
体
に
つ
い
て
示
し
た
表

二
で
は
、ホ
シ
ノ
デ
と
と
も
に
ホ
シ
ノ
イ
リ
の
事
例
も
多
く
確
認
さ
れ
た
。

佐
渡
の
漁
師
の
手
記
だ
け
で
な
く
、
筆
者
が
二
〇
一
四
年
に
お
こ
な
っ
た

現
地
調
査
に
お
い
て
も
、
ホ
シ
ノ
デ
・
ホ
シ
ノ
イ
リ
と
も
に
認
識
さ
れ
て
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い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
本
稿
は
こ
の

よ
う
に
ホ
シ
ノ
デ
以
外
の
ヤ
ク
に
つ
い
て

調
査
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
指

摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
佐
渡
の
イ
カ
釣
り
漁
師
が
、

天
体
知
を
認
識
・
対
応
・
運
用
す
る
行
為

に
着
目
し
て
、
そ
こ
に
生
業
の
機
械
化
、

近
代
化
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の

か
と
い
う
こ
と
を
、
現
象
対
応
型
と
因
果

対
応
型
と
い
う
二
つ
の
理
解
の
形
式
に
分

類
す
る
こ
と
で
分
析
を
試
み
た
。

　

あ
る
知
識
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
調
査

者
が
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
時
代

を
経
て
、
同
程
度
に
は
聞
き
取
ら
れ
な
く

な
る
と
、
こ
れ
は
知
識
の
「
喪
失
」
と
み

な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。実
際
に
、

生
業
に
お
け
る
知
識
の
研
究
で
は
、「
喪

表二　佐渡のイカ漁で利用される天体

方名＊（引用文献番号） 星座名等＊ ホシノデ ホシノイリ
ワボシ［1］ おひつじ座α星か［1］ ◯［1］ ×
サキボシ［1］ ぎょしゃ座α星（Capella）［1］ ◯［1］ ×
スバル［1］［2］、もつら星［1］［3ab］ プレアデス星団［1］ ◯［1］［2］［3ab］ △［2］
ムツラ［2］ 不明 ◯［2］ △［2］
アカボシ［1］［2］ おうし座α星（Aldebaran）［1］

または金星か ◯［1］（△［2］） △［2］

ミツボシ［1］［2］ おうし座α星［1］ △［1］［2］ △［2］
カラスキ［1］ オリオン座三ツ星と小三ツ星［1］ ◯［1］ ×
サンコウ［1］ オリオン座三ツ星［1］ ◯［1］ ×
アトボシ［1］、シリウス［4］ おおいぬ座α星（Sirius）［1］ ◯［1］ ×
ホクサンボシ［1］ 不明 △［1］ △［1］
フタツボシ［2］ 不明 × ◯［2］
オオボシ［2］［3b］ 不明 × ◯［2］［3b］
スバリのサキボシ［2］ 不明 △［2］ △［2］
ヨアサのオオボシデ［2］ 金星か ◯［2］ △［2］
スバリノアト［2］ 不明 △［2］ △［2］
ムツラノアト［2］［3b］ 不明 ◯［3b］（△［2］） ［2］
シロボシ［2］ 不明 △［2］ △［2］
ヤマスバル［2］ 不明 △［2］ △［2］
ヨアケノミョウジョウ［2］［3b］ 金星か ◯［3b］（△［2］） △［2］
三角星［2］ 不明 ◯［2］ ×
川中星［3b］ 不明 × ◯［3b］
タナバタ［2］ こと座またはわし座か △［2］ △［2］
しもたなばた［3b］ わし座か × ◯［3b］
かみたなばた［3b］ こと座か × ◯［3b］
先川中［3b］ 不明 × ◯［3b］
後川中ほし［3b］ 不明 × ◯［3b］

［1］北尾（2010）、［2］池田（2004）、［3］Ｉ氏の手記（a：源吉覚書２ 混合話、b：源吉覚書
４ 俗信解説）、［4］2014年５月５日佐渡市稲鯨にて筆者調査
表中の◯は事例あり、△は情報不足のため判断不可、×は事例なし、とした。
＊方名の分類は引用文献における分類に従い、明らかに同一と考えられる表記は一部省略
した。佐渡における星の方言と推定には、内田（1973）によった。実際の分類とは異なる
可能性もあるが、本稿では事例として確認された方名を単に示すものとする。
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失
」
以
降
の
知
識
の
あ
り
か
た
を
継
続
し
て
対
象
と
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
在
来
の
知
識
と
は
可
変
的
な

も
の
で
あ
り
、
変
わ
り
ゆ
く
社
会
や
自
然
環
境
と
の
関
係
を
調
整
し
な
が

ら
、
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
〔
杉
山　

二
〇
一
一
〕。

　

今
日
の
イ
カ
漁
に
お
い
て
、
は
た
し
て
天
体
知
は
本
当
に
「
喪
失
」
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
G
P
S
や
魚
群
探
知
機
と
い
う
「
機
械
」
が
な
か
っ

た
時
代
・
世
代
に
お
け
る
天
体
伝
承
は
、
イ
カ
漁
に
お
い
て
行
動
の
方
針

を
決
定
す
る
主
要
な
要
素
で
あ
り
、
必
要
不
可
欠
な
知
識
・
技
術
で
あ
っ

た
。「
機
械
化
」
以
降
、
た
し
か
に
そ
れ
以
前
と
同
様
の
天
体
知
は
形
成
・

継
承
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
事
例
は
、
現
象
対

応
型
か
ら
因
果
対
応
型
へ
と
、
理
解
の
形
式
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
き
た
。「
機
械
化
」
以
降
の
時
代
・
世
代
に
お
け
る
天
体
伝
承
は
、

伝
聞
知
を
体
験
に
紐
付
け
て
、
自
身
の
経
験
知
と
し
て
累
積
し
て
ゆ
く
と

い
う
事
実
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
補
足
的
に
運
用
し
て
い
る
可
能
性
も
指
摘

し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
ひ
と
つ
の
民
俗
文
化
の
「
喪
失
」
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
現
代
の
G
P
S
や
魚
群
探
知
機
を
用
い
た
イ
カ
釣
り
漁
に
お
い

て
も
、
こ
れ
ら
と
並
立
あ
る
い
は
連
関
さ
せ
た
自
然
知
と
し
て
の
民
俗
文

化
が
あ
り
、
そ
の
継
承
あ
る
い
は
創
出
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
天
体
知
を
と
ら
え
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
日
本
の
天
文
民

俗
研
究
に
お
け
る
現
代
の
在
来
知
と
し
て
の
分
野
を
切
り
拓
い
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、本
研
究
は
そ
の
試
論
と
し
て
示
す
も
の
で
あ
る
。

謝
辞

　

本
稿
は
、
筆
者
が
二
〇
一
七
年
に
國
學
院
大
學
文
学
部
日
本
文
学
科
に
提
出
し
た

卒
業
論
文
（
指
導
教
官
：
小
川
直
之
教
授
）
に
大
幅
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

現
地
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、新
潟
大
学
人
文
学
部
人
文
学
科
の
池
田
哲
夫
教
授（
当
時
）

に
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

《
注
》

（
1
） 

Ｉ
氏
の
手
記
の
構
成
は
以
下
の
通
り
。（　

）
内
は
地
元
教
師
に
よ
る
表
題
、『　

』

内
は
Ｉ
氏
に
よ
る
裏
題
で
あ
る
。
便
宜
上
、「
一
代
記
シ
リ
ー
ズ
」、「
覚
書
シ
リ
ー

ズ
」、「
解
説
」
と
し
て
分
類
し
た
。
こ
こ
で
は
手
記
の
体
裁
の
説
明
に
続
い
て
、

本
稿
に
特
に
関
係
の
あ
る
と
思
わ
れ
る
内
容
の
み
示
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
正
確
な

執
筆
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
。

 

一
代
記
シ
リ
ー
ズ

 

・ 

裏
題
な
し
（
源
吉
じ
い
さ
ん
覚
書　

漁
師
一
代
記
）
表
紙
の
表
題
は
筆
、
内
容

は
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
横
書
き
A
四
版
に
縦
書
き
で
記
述
。

 

・ 『
栄
蔵
一
代
記
其
二
』表
題
な
し
、内
容
は
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
、表
紙
の
裏
題
は
筆
、

K
O

K
U

Y
O

横
書
き
中
罫
三
〇
枚
A
四
版
に
縦
書
き
で
記
述
。

 
・ 『
栄
蔵
一
代
記
そ
の
三
』
表
題
な
し
、
表
紙
の
裏
題
は
筆
、
内
容
は
黒
ボ
ー
ル

ペ
ン
、K

O
K

U
Y

O

横
書
き
中
罫
三
〇
枚
A
四
版
に
縦
書
き
で
記
述
。
南
部
イ

カ
釣
り
の
出
稼
ぎ
。

 

・ 『
栄
蔵
一
代
記
其
四
』表
題
な
し
、表
紙
の
裏
題
は
筆
、内
容
は
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
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Cam
pus

横
書
き
四
〇
枚
A
四
版
に
縦
書
き
で
記
述
。

 
覚
書
シ
リ
ー
ズ　

 
・ 
裏
題
な
し（
源
吉
じ
い
さ
ん
覚
書　

漁
業
雑
話
二
）表
紙
の
表
題
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
・

筆
、
内
容
は
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
、Cam

pus

横
書
き
四
〇
枚
A
四
版
に
縦
書
き
で

記
述
。

 

・ 

裏
題
な
し
（
源
吉
覚
書
２　

混
合
話
）
表
紙
の
裏
題
は
筆
、
内
容
は
黒
ボ
ー
ル

ペ
ン
、K

O
K

U
Y

O
横
書
き
中
罫
三
〇
枚
A
四
版
に
縦
書
き
で
記
述
。
イ
カ
釣

り
と
星
の
関
係
、
観
天
望
気
、
漁
業
諺
。

 

・ 『
稲
鯨
伝
説
』（
源
吉
覚
書
３
）
表
紙
の
裏
題
は
筆
、
表
題
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
内

容
は
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
、K

O
K

U
Y

O

横
書
き
中
罫
三
〇
枚
A
四
版
に
縦
書
き
で

記
述
。
イ
カ
漁
船
の
集
魚
灯
。

 

・ 

裏
題
な
し
（
源
吉
覚
書
４　

俗
信
解
説
）
表
紙
の
裏
題
は
筆
、
内
容
は
黒
ボ
ー

ル
ペ
ン
、K

O
K

U
Y

O

横
書
き
四
〇
枚
A
四
版
に
縦
書
き
で
記
述
。
真
イ
カ
、

イ
カ
釣
り
漁
具
、
真
イ
カ
と
星
の
関
係
。

 

・ 

裏
題
な
し（
源
吉
覚
書
５　

南
部
イ
カ
釣
り
）表
紙
の
裏
題
は
筆
、内
容
は
黒
ボ
ー

ル
ペ
ン
、K

O
K

U
Y

O

横
書
き
四
〇
枚
A
四
版
に
縦
書
き
で
記
述
。
南
部
イ
カ

釣
り
、
漁
船
大
型
化
と
漁
港
整
備
に
伴
う
環
境
の
変
化
、
そ
の
後
の
出
稼
ぎ
の

南
部
イ
カ
釣
り
。

 

解
説

 

・ 『
麻
お
撚
縄
に
す
る
解
説
』
表
紙
の
裏
題
は
筆
、
内
容
は
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
、

K
O

K
U

Y
O

横
書
き
四
〇
枚
A
四
版
に
縦
書
き
で
記
述
。

《
引
用
文
献
》

相
川
町
史
編
纂
委
員
会　

一
九
八
六　
『
佐
渡
相
川
の
歴
史
』
資
料
編
八　

民
俗
Ⅰ　

新

潟
県
佐
渡
郡
相
川
町

秋
道
智
彌　

一
九
九
五　
『
海
洋
民
族
学　

海
の
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
』
東
京
大
学
出

版
会

池
田
哲
夫　

一
九
九
〇　
「
イ
カ
漁
か
ら
み
た
佐
渡
の
漁
撈
習
俗
」
網
野
善
彦
ら
編
『
海

と
列
島
文
化
』　

第
一
巻　

小
学
館

池
田
哲
夫　

二
〇
〇
四　
『
近
代
の
漁
撈
技
術
と
民
俗
』
吉
川
弘
文
館

内
田
武
志　

一
九
七
三　
『
星
の
方
言
と
民
俗
』
岩
崎
美
術
社

奥
谷
喬
司
ら　

二
〇
〇
〇　
『
食
材
魚
貝
大
百
科
』
第
３
巻　

イ
カ
・
タ
コ
類
ほ
か
＋
魚

類　

多
紀
保
彦
ら
監
修　

平
凡
社

神
田
茂　

一
九
七
八
『
日
本
天
文
史
料
』
下　

原
書
房

北
尾
浩
一　

一
九
九
八
a　
「
天
文
民
俗
学
試
論
（
２
）」『
天
界
』
５
月
号　

東
亜
天
文

学
会

北
尾
浩
一　

一
九
九
八
b　
「
天
文
民
俗
学
試
論
（
３
）」『
天
界
』
６
月
号　

東
亜
天
文

学
会

北
尾
浩
一　

一
九
九
八
c　
「
天
文
民
俗
学
試
論
（
４
）」『
天
界
』
７
月
号　

東
亜
天
文

学
会

北
尾
浩
一　

二
〇
〇
一　
『
星
と
生
き
る　

天
文
民
俗
学
の
試
み
』
ウ
イ
ン
ズ
か
も
が
わ

北
尾
浩
一　

二
〇
〇
二　
『
星
の
語
り
部　

天
文
民
俗
学
の
課
題
』
ウ
イ
ン
ズ
か
も
が
わ

北
尾
浩
一　

二
〇
〇
六　
『
天
文
民
俗
学
序
説　

星
・
人
・
暮
ら
し
』
学
術
出
版

北
尾
浩
一　

二
〇
一
〇　
「
天
文
民
俗
調
査
報
告
（
二
〇
〇
九
年
）」『
大
阪
市
立
科
学
館

研
究
報
告
』　

二
〇

北
尾
浩
一　

二
〇
一
一　
「
天
文
民
俗
調
査
報
告
（
二
〇
一
〇
年
）」『
大
阪
市
立
科
学
館

研
究
報
告
』　

二
一

北
尾
浩
一　

二
〇
一
二　
「
天
文
民
俗
調
査
報
告
（
二
〇
一
一
年
）」『
大
阪
市
立
科
学
館

研
究
報
告
』　

二
二

北
尾
浩
一　

二
〇
一
三　
「
天
文
民
俗
調
査
報
告
（
二
〇
一
二
年
）」『
大
阪
市
立
科
学
館

研
究
報
告
』　

二
三

北
尾
浩
一　

二
〇
一
四　
「
天
文
民
俗
調
査
報
告
（
二
〇
一
三
年
）」『
大
阪
市
立
科
学
館
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研
究
報
告
』　

二
四

北
尾
浩
一　

二
〇
一
五　
「
天
文
民
俗
調
査
報
告
（
二
〇
一
四
年
）」『
大
阪
市
立
科
学
館

研
究
報
告
』　

二
五

北
尾
浩
一　

二
〇
一
六　
「
天
文
民
俗
調
査
報
告
（
二
〇
一
五
年
）」『
大
阪
市
立
科
学
館

研
究
報
告
』　

二
六

北
尾
浩
一　

二
〇
一
七　
「
天
文
民
俗
調
査
報
告
（
二
〇
一
六
年
）」『
大
阪
市
立
科
学
館

研
究
報
告
』　

二
七

国
史
大
系
刊
行
会　

一
九
三
二
『
徳
川
実
紀　

新
訂
増
補
』
国
史
大
系
刊
行
会

後
藤
明　

二
〇
一
四
「
天
文
と
人
類
学
」『
文
化
人
類
学
』
第
七
十
九
巻　

第
二
号　

日

本
文
化
人
類
学
会

後
藤
明　

二
〇
一
五
「
外
伝
・
天
文
人
類
学
」『
南
山
考
人
』
四
十
三
号　

南
山
考
古
文

化
人
類
学
研
究
会

斉
藤
国
治　

一
九
九
二　
『
古
天
文
学
の
散
歩
道
』
恒
星
社

斉
藤
国
治　

一
九
九
七　
『
小
川
清
彦
著
作
集　

古
天
文
・
暦
日
の
研
究
─
天
文
学
で
解

く
歴
史
の
謎
─
』　

皓
星
社

渋
沢
敬
三　

一
九
一
〇　
『
日
本
釣
漁
技
術
史
小
考
』
角
川
書
店

新
村
出　

一
九
二
四　
『
南
蠻
更
紗
』
改
造
社

杉
山
祐
子　

二
〇
一
一　
「
知
の
生
成
す
る
場
：『
動
き
』と
し
て
の
在
来
知
を
描
く
」『
日

本
文
化
人
類
学
会
第
四
十
五
回
研
究
大
会
発
表
要
旨
集
』
日
本
文
化
人
類
学
会

土
井
清
史　

二
〇
一
四　
「『
ザ
マ
タ
』
と
い
う
星
と
漁
具
に
関
す
る
一
考
察
」『
柏
崎
市

立
博
物
館
報
』
第
二
十
八
号　

柏
崎
市
立
博
物
館

長
島
松
平　

一
九
一
〇　
『
実
見
佐
渡
烏
賊
釣
法
』
佐
渡
新
聞
社
出
版

中
野
真
備　

二
〇
一
六　
「
天
文
民
俗
の
研
究
」
國
學
院
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
卒
業

論
文

日
本
学
士
院
日
本
科
学
史
刊
行
会
編　

一
九
八
六　
『
明
治
前
日
本
漁
業
技
術
史　

資
料

編
八
』
野
間
科
学
医
学
研
究
史
料
館

農
商
務
省
水
産
局　

一
九
一
〇　
『
日
本
水
産
捕
採
誌
』

野
尻
抱
影　

一
九
七
三　
『
日
本
星
名
辞
典
』
東
京
堂
出
版

福
島
徹
夫　

一
九
七
三　
「
佐
渡
島
イ
カ
釣
漁
法
の
史
的
考
察
」『
佐
渡
史
学
』
第
九
集　

佐
渡
史
学
会
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