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クジラ捕りたちの
「生きてあること」の意味とは
東日本大震災後の宮城県鮎川における小型捕鯨業の
復興再生をめぐる人類学的思索の書

浜口尚
▼
森
田
勝
昭
著
『
ク
ジ

ラ
捕
り
が
津
波
に
遭

っ
た
と
き
―
―
生
業
の

人
類
学
』
１１
・１５
刊
、
四

六
判
三
七
六
頁
・本
体

三
二
〇
〇
円
・名
古
屋

大
学
出
版
会

本
書
に
お
い
て
は
、
東
日
本
人

震
災
が
引
き
起
こ
し
た
大
津
波
に

よ
り
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
た
富
城

県
石
巻
市

（旧
牡
鹿
町
）
鮎
川
に

本
拠
を
置
く
小
型
捕
鯨
会
社
の
再

建
の
過
程
に
お
け
る
人
間
ド
ラ
マ

が
聞
き
書
き
を
中
心
に
し
て
描
写

さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
そ
れ
は
単

な
る
復
興
再
生
の
民
族
誌
で
は
な

い
。
著
者
は
テ
ィ
ム

。
イ
ン
ゴ
ル

ド
が
主
唱
す
る
人
類
学
の
実
践
を

め
ざ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「生
き
て
あ
る
こ
と
」
（げ
ｏ
Ｆ
∞

ユ
ぞ
ｏ
）
の
意
味
を
フ
ィ
ー
ル
ド

に
お
い
て
そ
こ
で
生
活
す
る
人
た

ち
と
共
に
考
え
、
他
者
が
突
き
付

け
て
く
る
課
題
に
主
体
的
に
関
わ

っ
て
い
く
人
類
学
の
実
践
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
課
題
の
下
、
捕
鯨

を
生
業
と
す
る
地
域
景
観
の
下
に

生
ま
れ
育
ち
、
ク
ジ
ラ
捕
り
と
し

て
暮
ら
し
て
き
た
人
た
ち
が
、
大

津
波
に
よ
り
生
活
基
盤
を
破
壊
さ

れ
な
が
ら
も
、
自
助
と
共
助
に
よ

り
、　
一
か
ら
ク
ジ
ラ
捕
り
と
し
て

生
ま
れ
直
し
て
い
く
そ
の
過́
程

が
、
観
察
者

・
記
録
者
と
し
て
で

は
な
く
、
復
興
再
生
に
向
け
て
共

に
歩
む

一
人
の
研
究
者

（著
者
も

ま
た
阪
神

・
淡
路
大
震
災
の
被
災

者
で
あ
る
）
の

「生
き
て
あ
る
こ

と
」
の
思
索
と
し
て
執
筆
さ
れ
て

い
る
。

本
書
で
は
、
震
災
の
前
年
に
入

社
し
た
新
米
解
剖
事
業
員

か
ら
解
剖
歴
五
〇
年
の
ベ

テ
ラ
ン
事
業
員
長
、
ま
た

捕
鯨
船
の
船
長
兼
砲
手
か

ら
捕
鯨
会
社
の
社
長
ま

で
、
様
々
な
人
生
経
験
や

ク
ジ
ラ
と
の
関
わ
り
を
も

つ
ク
ジ
ラ
捕
り
た
ち
の
震

災
体
験
と
そ
の
後
が
綴
ら

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
興

味
深
い
生
活
史
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
関
係

で
二
人
を
取
り
上
げ
る
の

に
と
ど
め
て
お
く
。

一
人
目
は
南
極
海
で
の
捕
鯨
経

験
も
あ
る
解
剖
歴
五
〇
年
の
陸
上

班
の
リ
ー
ダ
ー
、
事
業
員
長
で
あ

る
。
彼
の
復
興
は
作
業
場
が
流
さ

れ
た
あ
と
の
敷
地
内
で
泥
や
瓦
礫

の
中
か
ら
使
い
慣
れ
た
解
剖
用
具

を
探
し
出
し
、
拾
い
上
げ
る
こ
と

か
ら
始
ま

っ
た
。
「絶
対
復
興
さ

せ
る
。
だ
か
ら
毎
日
、
オ
レ
、
こ

の
ク
ジ
ラ
の
道
具
を
探
し
た
。
解

剖
用
具
ね
。
い
ろ
い
ろ
あ
ん
の

さ
。
そ
れ
特
製
だ
か
ら
、
ど
こ
に

も
売

っ
て
る
も
の
じ
ゃ
な
い
か

ら
。長
年
積
み
重
ね
て
き
た
道
具
、

い
っ
ぱ
い
あ
ん
の
さ
。
Ｔ
占

解

剖
用
具
の
九
五
％
は
オ
レ
が
拾
っ

た
」
〔七
〇
頁
〕
。

震
災
時
に
七
〇
歳
で
あ
っ
た
彼

の
捕
鯨
へ
の
情
念
、
執
念
が
朴
訥

と
語
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
万
頭
に

の
ぼ
る
ク
ジ
ラ
を
解
剖
す
る
こ
と

に
よ
り
人
生
の
大
半
を
過
む
し
て

き
た

す
人
の
ク
ジ
ラ
捕
り
の

「生

き
て
あ
る
こ
と
」、
そ
の
も
の
の

姿
で
あ
っ
た
。

二
人
目
は
二
五
年
の
捕
鯨
歴
を

も
つ
震
災
時
の
捕
鯨
会
社
社
長
で

あ
る
。
大
手
捕
鯨
会
社
系
列
の
地

元
会
社
に
入
社
後
、
和
歌
山
県
太

地
町
や
小
笠
原
諸
島
に
も
駐
在
、

衰
退
す
る
捕
鯨
産
業
の
下
で
転
籍

や
会
社
合
併
を
経
験
し
、
そ
の
中

で
ク
ジ
ラ
捕
り
と
し
て
生
き
残
っ

て
き
た
人
物
で
あ
る
。
希
望
退
職

や
解
雇
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
産

業
構
造
を
も
つ
組
織
の
中
で
生
き

残
る
こ
と
は

（そ
れ
も
ト
ッ
プ
と

し
て
）
、
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
苦

労
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
平

成
の
十
三
年
あ
た
り
か
な
。
調
査

で
ニ
タ
リ
捕
る
。
イ
ワ
シ
と
る
。

そ
う
な
っ
て
か
ら
私
た
ち
は
下
が

っ
て
き
て
。
最
後
に
ア
イ
ス
ラ
ン

ド
の
ナ
ガ
ス
で
。
（
ツ
チ
は
）
昔

の
五
分
の

一
く
ら
い
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。
そ
の
く
ら
い
の
値
段
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
飯

食
え
な
い
」
Ｔ
三
（
五
頁
〕
。
「や

る
し
か
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
従
業

員
い
る
ん
だ
か
ら
。
Ｔ
占

鮎
川

か
ら
ク
ジ
ラ
と
っ
た
ら
、
他
に
商

店
と
か
な
い
し
ね
。
普
通
の
漁
師

町
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
Ｔ
一

七
八
頁
〕
。

ク
ジ
ラ
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
や

国
の
捕
鯨
政
策
に
翻
弄
さ
れ
、
さ

ら
に
震
災
に
よ
り
追
い
打
ち
を
か

け
ら
れ
た
小
型
捕
鯨
業
者
の
呻
き

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ク
ジ
ラ
と
共

に
生
き
て
き
花
経
営
者
は
ク
ジ
ラ

を
捕
る
こ
と
に
よ

っ
て
従
業
員
に

飯
を
食
わ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
ツ
チ
ク
ジ
ラ

漁
も
調
査
捕
鯨
も
極
端
な
不
漁
が

続
い
て
い
た
二
〇

一
五
年
秋
、
社

長
は

「最
低
の
漁
」、
「大
変
な
シ

ー
ズ
ン
」
、
「今
ま
で
で
最
低
」

〔二
八
八
頁
〉
と
い
う
よ
う
な
弱

音
を
吐
い
た
「
そ
れ
か
ら
数
日

後
、
社
長
は
く
も
膜
下
出
血
に
よ

り
急
逝
し
た
。
震
災
後
、
血
の
に

じ
む
よ
う
な
努
力
で
捕
鯨
会
社
を

再
建
し
て
き
た
ク
ジ
ラ
捕
り
の
孤

独
な
闘
い
は
突
然
幕
を
閉
じ
た
の

で
あ
っ
た
。

こ
の
あ
と
社
長
の
地
位
を
受
け

継
ぎ
、
新
捕
鯨
船
を
竣
工
さ
せ
た

も
う

一
人
の
ク
ジ
ラ
捕
り

（震
災

時
の
課
長
）
つ
苦
闘
の
物
語
が
続

く
が
、
そ
の
話
は
本
書
で
読
ん
で

い
た
だ
き
た
い
。

著
者
は
調
査
開
始
前
、
か
つ
て

ミ
ル
ト
ン

・
Ｍ
・
Ｒ

・
フ
リ
ー
マ

ン
ら
が
鮎
川
に
お
い
て
存
在
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
鯨
肉

の
儀
礼
的
分
配
な
ど
の
非
商
業
的

流
通
が

（『
く
じ
ら
の
文
化
人
類

学
―

日
本
の
小
型
沿
岸
捕
鯨
』

海
鳴
社
、　
一
九
八
九
年
）
、
震
災

後
も
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
再
発

見
で
き
れ
ば
、
自
ら
の
業
績
に
な

る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
五
年
間
ク
ジ
ラ
捕
り
た
ち
と

共
に

「生
き
て
あ
る
こ
と
」
の
意

味
を
考
え
続
け
た
の
ち
の
結
論

は
、
鮎
川
に
お
け
る
捕
鯨
と
は
地

域
景
観
の
下
で
育
ま
れ
て
き
た
生

業
と
い
う
単
純
な
事
実
の
再
確
認

で
あ
っ
た
。

個
人
と
し
て
の
ク
ジ
ラ
捕
り
た

ち
は

「捕
鯨
文
化
」
を
創
造
す
る

た
め
で
は
な
く
、
生
き
る
た
め
に

ク
ジ
ラ
を
捕
り
、
お
金
を
稼
い
で

い
る
の
で
あ
る
。
小
型
捕
鯨
業
者

（経
営
者
）
は
従
業
員
の
生
活
を

保
障
し
、
彼
ら

（彼
女
ら
）
を
地

域
景
観
の
中
で
生
き
残
ら
せ
る
た

め
に
ク
ジ
ラ
と
の
多
様
な
関
係
を

維
持
し
よ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
。

鮎
川
の
ク
ジ
ラ
捕
り
た
ち
に
と
っ

て
、
「生
き
て
あ
る
こ
と
」
と
は

ク
ジ
ラ
と
関
わ
り
続
け
て
い
く
こ

と
な
の
で
あ
る
。

日
本
国
政
府
は
二
〇

一
九
年
七

月
、
排
他
的
経
済
水
域
内
で
の
商

業
捕
鯨
を
再
開
し
た
。
こ
の
政
策

転
換
が
鮎
川
の
ク
ジ
ラ
捕
り
た
ち

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
著
者
に
は
ぜ
ひ
続

編
を
執
筆
し
て
も
ら
い
た
い
。

（園
田
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学

部
名
誉
教
授
）


