
1 縄を解かれた鵜の空想 ― 鵜飼と稲作の伝来 

三
十
八 

縄
を
解
か
れ
た
鵜
の
空
想 

―
鵜
飼
と
稲
作
の
伝
来 

 
 

 
プ
ロ
ロ
ー
グ 

 

去
年
の
十
一
月
の
下
旬
、
し
ぐ
れ
上
が
り
に
、
家
の
裏
手
の
内
海
沿
い
の
道
を
散
策
し
た
。
湿
っ
た
空

気
が
漂
っ
て
、
干
拓
地
が
あ
る
奥
の
方
ま
で
細
か
い
さ
ざ
波
が
広
が
る
の
を
眺
め
る
と
、
向
こ
う
の
海
面

に
大
き
な
絵
柄
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
尾
形
光
琳
の
紅
白
梅
図
屏
風
の
真
ん
中
を
流
れ
る
水
流
の
よ
う
だ
。

そ
の
絵
柄
は
し
か
し
流
れ
て
は
い
ず
、
波
も
な
く
な
め
ら
か
で
、
輪
郭
の
構
図
だ
け
が
似
て
い
る
。
色
彩

の
鮮
や
か
な
光
琳
の
絵
と
は
ち
が
っ
て
、
薄
墨
で
描
か
れ
た
夕
暮
れ
の
山
水
図
。
そ
の
図
中
の
空
を
一
羽

の
黒
い
鳥
が
飛
ん
で
行
く
。
翼
の
前
の
首
が
長
い
か
ら
鴉
で
は
な
く
鵜
だ
。
遠
く
へ
飛
ん
で
行
く
鵜
を
見

て
、
わ
た
し
の
想
念
が
縄
を
解
か
れ
た
鵜
の
よ
う
に
気
ま
ま
に
浮
遊
し
始
め
た
。 

  
 

 

一 

著
書
『
鵜
飼
』
の
導
き 

 

浮
遊
は
、
数
年
前
中
国
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
を
想
い
出
し
て
始
ま
っ
た
。
上
海
か
ら
紹
興
へ

遊
覧
に
出
か
け
た
お
り
、
杭
州
の
西
湖
ほ
ど
有
名
で
は
な
い
け
れ
ど
東
の
紹
興
の
東
湖
で
、
来
観
者
の
た

め
の
鵜
飼
を
観
た
の
で
あ
る
。
初
め
て
目
に
し
た
わ
た
し
は
、
鵜
飼
も
ま
た
広
大
な
中
国
の
ど
こ
か
で
そ
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ん
な
奇
想
天
外
な
漁
法
を
発
明
し
た
人
が
出
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
紹
興
の
東
の
寧
波
付
近
で
六
千
年

以
上
も
昔
の
水
稲
栽
培
の
痕
跡
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
む
す
び
つ
け
て
、
漠
然
と
、
鵜
飼
は
稲
作
と
い
っ

し
ょ
に
こ
の
あ
た
り
か
ら
日
本
列
島
に
伝
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
。
そ
し
て
今
度
日
本
の
海
辺
で

観
た
「
冬
暮
鵜
翔
山
水
図
」
が
、
そ
の
思
索
の
再
開
を
促
し
た
の
で
あ
る
。 

 

浦
の
苫
屋
に
住
む
老
人
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
考
え
る
し
か
方
法
が
な
い
。
世
の
中
に
は

奇
特
な
人
が
い
る
か
ら
、
鵜
飼
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
電
子
情
報
網
上
に
あ
る
。
だ
が
、
ウ
ィ
キ

ペ
デ
ィ
ア
「
鵜
飼
い
」(1

)

が
基
礎
的
な
知
識
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
の
、
鵜
飼
の
起
源
を
論
じ
て
わ
た
し

の
関
心
に
答
え
る
も
の
は
少
な
い
。
そ
こ
で
、
し
っ
か
り
し
た
書
物
と
し
て
半
世
紀
前
に
書
か
れ
た
可
児

弘
明
著
『
鵜
飼
』(2

) 

で
予
習
す
る
こ
と
に
す
る
。
新
刊
は
手
に
入
ら
な
い
の
で
、
中
古
本
を
と
り
よ
せ

た
。
著
者
は
、
先
達
の
文
献
を
渉
猟
し
資
料
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ま
で
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
鵜
飼
の
現
地

を
訪
ね
て
鵜
匠
に
話
を
聞
き
、
実
際
の
鵜
飼
を
観
察
し
て
、
民
俗
学
的
に
研
究
し
て
い
る
。
こ
の
著
書
は
、

そ
れ
以
後
こ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
書
物
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
か
ら
、
鵜
飼
に
つ

い
て
最
も
網
羅
的
に
記
述
し
た
書
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
電
子
情
報
網
の
諸
記
事
も
、
二
、
三
の
新
し

い
情
報
を
の
ぞ
け
ば
、
基
本
的
に
こ
の
著
書
の
与
え
た
蓋
然
的
な
結
論
を
越
え
出
る
も
の
は
な
い
。
こ
の

先
学
の
結
論
を
変
え
る
ほ
ど
の
材
料
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
関
連
す
る
事
象
を
巡
っ
て

浮
遊
す
れ
ば
議
論
を
緻
密
に
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
う
で
な
く
て
も
楽
し
め
る
だ
ろ
う
。 
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鵜
飼
と
稲
作
と
を
ひ
と
つ
な
が
り
の
も
の
と
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
す
で
に
可
児
著
『
鵜
飼
』
に
あ
る
。

鵜
飼
の
風
習
は
、
中
国
南
部
を
中
心
と
し
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
・
イ
ン
ド
に
及
び
、
台
湾
・
沖
縄
・
朝
鮮
に
な

く
て
日
本
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
鵜
飼
が
海
鵜
を
使
い
縄
で
制
御
し
て
い
る
の
と
ち
が
っ
て
、
中

国
で
は
川
鵜
を
繁
殖
さ
せ
縄
で
つ
な
が
ず
に
魚
を
と
ら
せ
る
上
に
、
日
本
と
中
国
が
海
で
遠
く
隔
て
ら
れ

て
い
る
の
で
、
独
立
に
鵜
飼
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
人
が
い
る
。
し
か
し
可
児
は
、
渡
り
鳥
の

海
鵜
が
日
本
で
産
卵
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
く
て
ヒ
ナ
か
ら
の
飼
育
が
で
き
な
い
こ
と
と
、
日
本
に
も
縄
で

つ
な
が
ず
鵜
飼
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
、
日
中
の
ち
が
い
は
本
来
的
な
こ
と
で
は
な

い
と
す
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
多
大
な
熟
練
を
要
す
る
鵜
飼
の
技
は
そ
う
た
や
す
く
独
立
に
発
生
す
る
も
の

で
は
な
い
と
考
え
る
。 

 

稲
の
伝
播
の
方
向
が
中
国
大
陸
か
ら
日
本
列
島
へ
と
い
う
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
一
九
六
〇
年
代

に
は
ま
だ
イ
ネ
が
イ
ン
ド
原
産
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
イ
ン
ド
の
イ
ネ
が
「
イ
ン
ド
型
」
な
の
に
、
日

本
と
中
国
江
南
で
「
日
本
型
」
の
一
系
統
が
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
イ
ネ
が
栽
培
条
件
の
悪
い
朝
鮮
半
島
を

経
由
し
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
も
、
可
児
は
稲
が
江
南
か
ら
日
本
に
伝
播
し
た
蓋

然
性
が
高
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
中
国
南
方
の
水
郷
地
帯
の
水
稲
耕
作
と
鵜
飼
と
を
複
合
的
な
生
活
文

化
す
な
わ
ち
「
文
化
複
合
」
と
規
定
し
、
二
つ
が
セ
ッ
ト
で
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
推
定
す
る
。
つ
ま
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り
、
鵜
飼
は
中
国
か
ら
日
本
に
伝
来
し
た
と
い
う
の
が
著
書
『
鵜
飼
』
の
結
論
で
あ
る
。 

  
こ
の
主
題
を
さ
ら
に
考
察
す
る
に
は
、
問
題
の
性
質
上
、
始
終
実
証
的
に
議
論
す
る
こ
と
は
困
難
だ
け

れ
ど
も
、
可
能
な
か
ぎ
り
合
理
的
な
推
論
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。 

  
 

 

二 

水
稲
の
来
歴 

 

世
界
電
子
情
報
網
に
は
、
イ
ネ
の
品
種
に
関
す
る
知
見
を
加
え
て
、
日
本
列
島
へ
の
水
稲
の
伝
播
を
鵜

飼
と
む
す
び
つ
け
た
議
論
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
可
児
著
『
鵜
飼
』
の
基
本
論
点
を
越
え
ず
、
鵜
飼

が
中
国
か
ら
の
伝
来
と
す
る
可
児
説
を
、
日
本
列
島
の
水
稲
耕
作
が
朝
鮮
半
島
を
経
由
せ
ず
中
国
か
ら
来

た
と
主
張
す
る
た
め
に
援
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
議
論
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と
わ
た
し
に
は

思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
水
稲
の
伝
播
に
つ
い
て
の
最
新
の
知
見
を
整
理
し
て
お
こ
う
。 

  

電
子
情
報
網
上
で
か
な
り
信
頼
で
き
る
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
「
稲
作
」(3

)

に
よ
れ
ば
、 

一
、
中
国
で
最
古
の
水
田
遺
構
は
、
お
よ
そ
紀
元
前
六
千
年
こ
ろ
の
も
の
で
、
長
江
流
域
で
発
見
さ
れ

て
い
る
。
長
江
下
流
域
の
寧
波
郊
外
の
河
姆
渡
で
は
、
紀
元
前
四
千
五
百
年
―
五
千
年
の
水
稲
栽
培
の
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痕
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
日
本
列
島
へ
の
伝
播
の
ル
ー
ト
と
年
代
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
説
が

並
記
さ
れ
て
記
述
は
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
最
近
、
土
器
に
付
着
し
た
炭
化
物
の
放
射
性

炭
素(C

1
4
)

含
有
率
に
よ
る
年
代
測
定
が
、
日
本
列
島
で
水
田
稲
作
の
始
ま
っ
た
弥
生
時
代
の
開
始
時

期
を
絶
対
年
代
で
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
弥
生
時
代
は
従
来
の
想
定
よ
り
も
五
〇
〇
年
も

さ
か
の
ぼ
っ
て
、
最
も
古
い
水
田
が
見
つ
か
る
早
期
は
紀
元
前
九
〇
〇
年
代
、
九
州
北
部
で
水
稲
栽
培

が
広
く
行
な
わ
れ
始
め
た
初
期
は
紀
元
前
八
〇
〇
年
前
後
の
開
始
と
考
え
ら
れ
る(4

),(5
)

。 

二
、
イ
ネ
の
品
種
に
つ
い
て
も
科
学
的
な
デ
ー
タ
が
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
で
栽
培
さ
れ
る
温
帯
ジ
ャ
ポ
ニ

カ
種
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ(

部
分)
の
解
析
に
よ
り
八
種
類
に
分
類
さ
れ
る
が
、
日
本
に
は
Ｒ
Ｍ
１
型
の
ａ
か
ら

ｃ
ま
で
の
三
種
が
あ
り
、
最
も
多
い
Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
は
西
日
本
を
中
心
に
分
布
し
、
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
は
東
北

も
含
め
た
全
域
に
分
布
し
て
い
る
。
中
国
に
は
Ｒ
Ｍ
１
型
の
ａ
か
ら
ｈ
ま
で
の
八
種
全
部
が
そ
ろ
い
、

Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
が
最
も
多
く
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
が
そ
れ
に
次
ぐ
と
い
う
。
朝
鮮
半
島
に
は
Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
を
の
ぞ

く
七
種
が
あ
り
、
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
が
最
も
多
い
。 

  

イ
ネ
の
品
種
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
分
布
状
況
は
、
Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
が
温
暖
な
気
候
に
適
し
、
Ｒ
Ｍ
１
ａ

型
は
低
温
に
少
し
耐
性
を
も
ち
、
Ｒ
Ｍ
１
型
の
ｄ
か
ら
ｈ
は
も
っ
と
寒
冷
に
強
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
さ

て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
の
分
岐
は
栽
培
の
年
数
が
経
過
す
る
に
つ
れ
て
生
じ
た
は
ず
だ
が
、
水
稲
耕
作
が
中
国
の
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南
か
ら
北
上
し
た
こ
と
を
考
慮
に
加
え
れ
ば
、
栽
培
地
域
が
北
上
す
る
に
つ
れ
て
低
温
に
強
い
品
種
が
生

じ
た
可
能
性
も
あ
る
。
中
国
と
日
本
に
Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
と
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
日
本
へ
の
伝

来
の
前
に
遺
伝
子
の
分
岐
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
分
岐
は
、
年
数
経
過
に
よ
っ
て
同
じ
栽
培

地
域
で
生
じ
た
と
も
異
な
る
栽
培
地
域
で
生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
日
本
列
島
へ
は
、
Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
だ

け
を
栽
培
し
て
い
た
地
域
、
も
し
く
は
Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
と
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
の
混
在
し
て
い
た
地
域
、
あ
る
い
は

Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
だ
け
を
栽
培
し
て
い
た
地
域
か
ら
の
伝
播
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
朝
鮮
半
島
に

は
片
方
の
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
日
本
列
島
へ
の
伝
播
の
主
流
は
中
国
か
ら
の
直
接
流
入
だ

っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

海
を
隔
て
た
列
島
に
は
中
国
大
陸
の
沿
海
地
域
か
ら
伝
播
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
よ
い

の
は
、
長
江
下
流
地
域
で
最
も
古
く
六
千
年
以
上
も
前
の
水
田
耕
作
遺
物
が
見
つ
か
っ
た
の
が
、
先
述
の

よ
う
に
杭
州
湾
南
の
寧
波
付
近
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
稲
作
」
は
、
イ
ネ
の
分
類
の

出
典
を
挙
げ
て
い
な
い
の
で
、
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
と
Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
の
ど
ち
ら
が
祖
型
か
知
り
よ
う
が
な
い
が
、

も
し
仮
に
低
温
に
耐
性
の
強
い
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
が
北
に
偏
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
水
稲
品
種
の
地
域
分
布
は
、

東
シ
ナ
海
と
黄
海
を
は
さ
む
、
日
本
列
島
―
朝
鮮
半
島
の
中
国
大
陸
東
岸
と
の
地
理
的
対
向
に
よ
っ
て
合

理
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
る
と
、
日
本
へ
伝
来
し
た
モ
ミ
の
有
力
な
原
産
候
補
地
を
、

長
江
下
流
域
一
帯
か
ら
始
め
て
必
要
な
ら
そ
の
南
北
に
探
す
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。 
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電
子
情
報
網
上
に
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
列
島
に
水
稲
が
伝
播
し
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
記
述
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
論
理
上
排
除
で
き
な
い
。
朝
鮮
半
島
で
の
水
稲
耕
作
が
こ
れ
ま
で
推
定
さ
れ
て
き
た
よ
う

に
日
本
列
島
よ
り
も
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
半
島
か
ら
九
州
へ
の
流
れ
も
あ
っ
た
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
文
献(5

)

に
は
、
朝
鮮
半
島
南
部
の
遺
跡
の
土
器
付
着
物
に
つ
い
て
も
同
様
の
放
射
性

炭
素
に
よ
る
年
代
測
定
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
半
島
と
列
島
の
無
文
土
器
の
年
代
を
科
学
的
な
年
代
測
定

で
比
較
検
討
し
、
ま
た
、
水
稲
耕
作
の
開
始
年
代
を
科
学
的
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
も
い
ま
だ
完
了
し
て

い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
電
子
情
報
網
上
で
、
論
者
が
自
国
や
研
究
対
象
の
遺
跡
を
よ
り
古
い
場
所
と
し

た
い
傾
向
が
見
え
隠
れ
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
真
実
を
知
ろ
う
と
す
る
普
遍
的
な
人
間
の
姿
勢
で
は

な
い
。
出
土
す
る
モ
ミ
の
遺
伝
子
解
析
や
放
射
性
炭
素
に
よ
る
年
代
測
定
な
ど
の
科
学
的
な
研
究
が
進
展

す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
一
九
六
〇
年
代
に
日
本
列
島
の
水
稲
は
江
南
か
ら
伝
来
し
た
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た

の
に
、
日
本
古
代
史
と
考
古
学
の
研
究
者
は
、
二
十
世
紀
の
末
ま
で
固
定
観
念
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
縄
文
文
化
が
東
高
西
低
で
西
日
本
に
目
立
つ
遺
跡
が
少
な
め
と
し
た
ま
ま
、
図
式
的
な
年
代
区

分
を
想
定
し
、
紀
元
前
三
百
年
代
か
ら
稲
作
が
始
ま
っ
た
と
し
て
、
弥
生
文
化
の
広
が
り
方
が
急
速
す
ぎ

る
こ
と
に
疑
問
を
抱
か
な
か
っ
た
の
は
不
幸
な
こ
と
だ
っ
た
。
紀
元
前
十
世
紀
こ
ろ
水
稲
が
伝
来
し
た
と
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い
う
新
し
い
知
見
に
立
て
ば
、
海
を
隔
て
た
列
島
で
、
水
稲
栽
培
を
基
幹
と
す
る
生
活
体
系
は
年
数
を
か

け
て
普
及
し
た
と
い
う
無
理
の
な
い
解
釈
が
得
ら
れ
る
。 

  

特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
電
子
情
報
網
上
に
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ 

ア
「
稲
作
」
よ
り
も
新
し
い
科
学
的
な
知
見
が
見
つ
か
る
こ
と 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
一
二
年
、
中
国
の
研
究
者
と
倉
田 

の
り
・
久
保
貴
彦
ほ
か(6

) 

が
、
イ
ネ
の
ゲ
ノ
ム
全
域
の
変
異 

を
解
析
し
て
、
栽
培
化
が
中
国
広
西
地
区
の
珠
江
中
流
域(

下
図) 

で
始
ま
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
、 

従
来
の
中
国
雲
南
省
や
長
江
流
域
を
水
稲
栽
培
種
の
起
源
地
と 

す
る
想
定
は
否
定
さ
れ
る
。
長
江
流
域
の
水
稲
は
南
か
ら
北
上 

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
水
稲
栽
培
が
各
地
に
ど
の
よ
う
な
経
路 

で
伝
播
し
た
か
の
全
体
像
は
、
新
た
に
構
成
し
な
お
さ
な
け
れ 

 

ば
な
ら
な
い
。
ゲ
ノ
ム
解
析
の
研
究
が
進
め
ば
、
日
本
列
島
へ 

の
経
路
も
含
め
て
、
全
体
像
が
も
っ
と
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

Nature, 490, 497-501(2012)  
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と
も
か
く
、
朝
鮮
半
島
に
な
い
Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
の
方
が
多
い
日
本
列
島
へ
は
、
水
稲
を
直
接
中
国
か
ら
も

た
ら
し
た
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。 

  
 

 

三 
鵜
飼
の
発
明 

 

こ
の
思
索
の
も
う
一
つ
の
主
題
で
あ
る
鵜
飼
は
、
古
代
人
の
生
活
体
系
の
中
の
一
つ
の
食
糧
調
達
手
段

と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
す
る
と
や
は
り
、
可
児
著
『
鵜
飼
』
の
説
く
「
文
化
複
合
」

が
重
要
な
概
念
と
し
て
浮
上
す
る
。
鵜
の
よ
う
に
沈
潜
し
て
思
索
を
深
め
て
み
よ
う
。 

  

鵜
が
水
に
潜
り
魚
を
捕
る
の
を
眺
め
、
飼
い
な
ら
し
て
人
の
た
め
に
魚
を
捕
ら
せ
る
ま
で
至
る
に
は
、

心
理
的
に
も
技
術
的
に
も
道
の
り
は
遠
い
。
採
集
行
動
の
な
か
で
野
生
の
鳥
と
そ
の
卵
を
食
べ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
鳥
を
飼
っ
て
卵
を
産
ま
せ
肉
も
食
べ
る
こ
と
を
思
い
つ
く
よ
り
も
は
る
か
に
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。

日
本
と
中
国
と
で
鵜
飼
が
独
立
に
創
始
さ
れ
た
確
率
は
低
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
ま
ず
ど
こ
か

で
カ
ワ
ウ
を
飼
っ
て
ニ
ワ
ト
リ
の
よ
う
に
家
禽
化
が
始
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
著
書
『
鵜
飼
』
に
よ
れ

ば
、
魚
を
食
う
カ
ワ
ウ
の
肉
は
食
用
に
向
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
食
糧
事
情
の
苦
し
い
古
代
な
ら
そ

ん
な
こ
と
は
言
っ
て
お
れ
な
い
。
カ
ワ
ウ
は
子
を
産
ま
せ
て
継
続
的
に
飼
う
こ
と
が
で
き
る
。
飛
べ
な
い
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よ
う
に
し
て
住
居
近
く
の
水
辺
で
飼
え
ば
エ
サ
は
自
分
で
捕
る
。
こ
こ
で
、
鳥
類
は
卵
か
ら
ヒ
ナ
に
な
っ

て
も
成
鳥
に
な
る
ま
で
親
が
育
て
る
こ
と
が
重
要
だ
。
ヒ
ナ
は
親
に
な
つ
き
、
ほ
か
の
動
物
に
も
な
つ
き

や
す
い
。
ウ
は
コ
ロ
ニ
ー
を
つ
く
る
鳥
で
ヒ
ト
が
飼
い
な
ら
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
ニ
ワ
ト
リ
と
同
じ
く

集
団
の
な
か
で
序
列
を
つ
く
る
ら
し
い
。
さ
て
、
飼
っ
て
い
る
鵜
が
魚
を
捕
っ
て
い
る
場
で
、
人
が
首
を

な
で
て
や
る
と
魚
を
吐
き
出
す
で
き
ご
と
が
起
き
れ
ば
、
人
の
た
め
に
魚
を
捕
ら
せ
る
鵜
飼
が
始
ま
る
。 

  

し
か
し
、
共
同
生
活
を
し
て
い
る
大
小
の
家
族
が
、
い
つ
も
腹
を
す
か
せ
て
食
べ
物
を
探
し
ま
わ
っ
て

い
た
時
代
に
、
鵜
を
飼
育
し
、
さ
ら
に
訓
練
し
て
魚
を
捕
ら
せ
る
ま
で
の
手
間
を
か
け
る
の
は
む
ず
か
し

い
。
か
つ
か
つ
で
も
食
べ
て
い
け
る
ゆ
と
り
が
で
き
て
は
じ
め
て
鵜
飼
を
発
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ

う
。
東
ア
ジ
ア
の
長
江
以
南
で
、
食
を
安
定
さ
せ
る
の
に
稲
の
栽
培
以
上
の
も
の
は
な
か
っ
た
。 

 

人
に
最
も
身
近
な
鳥
ニ
ワ
ト
リ
の
祖
先
は
か
つ
て
東
南
ア
ジ
ア
に
住
み
、
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
大
陸
南

部
で
家
禽
化
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る(7

)

。
と
こ
ろ
で
、
新
た
に
稲
の
栽
培
開
始
地
域
と
特
定
さ
れ
た
中
国

広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
の
珠
江
中
流
域
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
上
に
引
用
し
た
図
に
よ
れ
ば
、
そ
こ

は
、
広
東
省
で
西
江
と
呼
ば
れ
河
口
が
広
州
に
あ
る
川
の
上
流
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
近
い
。
ニ
ワ
ト

リ
を
最
初
に
飼
い
始
め
た
地
域
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
稲
作
を
始
め
た
古
代
人
が
、
ニ
ワ
ト
リ
も
飼
っ
て

い
て
、
カ
ワ
ウ
も
飼
っ
て
み
よ
う
と
い
う
気
を
起
こ
す
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
著
書
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『
鵜
飼
』
に
、
清
代
の
絵
を
挿
入
し
て
、
広
東
省
で
は
竹
を
組
ん
だ
筏
に
乗
っ
て
鵜
飼
を
す
る
と
紹
介
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
こ
の
符
合
は
偶
然
以
上
の
も
の
で
、
「
稲
作
と
鵜
飼
の
文
化
複
合
は

中
国
南
方
の
土
着
文
化
で
起
き
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
可
児
弘
明
の
推
定
は
、
ま
さ
し
く
慧
眼
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
定
住
場
所
の
近
く
で
鵜
飼
を
す
る
と
す
ぐ
に
魚
影
が
減
る
だ
ろ
う
。
魚
を
捕
り
続

け
よ
う
と
す
る
な
ら
、
手
っ
と
り
早
く
筏
を
組
ん
で
周
辺
に
向
か
う
必
要
が
あ
る
。
数
本
の
竹
を
組
ん
だ

素
朴
な
筏
を
使
う
鵜
飼
の
図
は
鵜
飼
発
祥
の
真
相
を
描
い
て
い
る
、
と
わ
た
し
は
思
う
。 

  

水
稲
栽
培
の
始
ま
っ
た
珠
江
水
系
で
鵜
飼
が
発
明
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
を
中
心
に
伝
播
し
た
初
期

の
水
稲
栽
培
地
域
の
地
図
に
鵜
飼
の
分
布
地
図
が
重
な
る
こ
と
を
よ
く
説
明
で
き
る
。
鵜
飼
が
水
稲
栽
培

に
随
伴
し
て
伝
播
し
た
と
い
う
考
え
を
支
持
す
る
だ
ろ
う
。
鶏
は
世
界
中
に
連
れ
て
行
く
こ
と
が
で
き
た

が
、
鵜
飼
は
十
分
な
淡
水
系
を
も
つ
水
田
耕
作
地
域
の
外
に
ま
で
広
ま
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
考
古

学
は
、
水
稲
栽
培
が
長
江
流
域
に
達
す
る
と
、
川
・
湖
・
沼
・
沢
の
広
が
る
広
大
な
平
原
で
大
き
く
発
展

し
た
こ
と
を
教
え
る
。
鵜
飼
は
長
江
流
域
の
広
大
な
水
系
で
た
い
へ
ん
有
効
な
食
糧
調
達
法
の
一
つ
に
な

っ
た
だ
ろ
う
。
ど
こ
で
鵜
飼
が
発
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
後
世
鵜
飼
が
行
な
わ
れ
た
そ
こ
の
最
良
の
条
件

を
も
つ
水
郷
地
帯
で
、
稲
作
文
化
の
発
展
し
た
古
い
時
代
か
ら
鵜
飼
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

紀
元
前
一
千
年
以
前
の
長
江
流
域
に
、
稲
作
民
で
鵜
飼
を
す
る
人
々
が
い
た
と
想
定
で
き
る
。 
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四 

鵜
飼
と
稲
作
を
日
本
列
島
へ
も
た
ら
し
た
移
住
者
た
ち 

 
中
国
大
陸
か
ら
日
本
列
島
へ
渡
っ
た
人
た
ち
の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
移
住
は
、
ど
こ

か
ら
日
本
列
島
に
来
た
か
具
体
的
な
伝
承
な
ど
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
人
々
が
小
ア

ジ
ア
や
イ
タ
リ
ア
へ
移
民
し
た
よ
う
な
組
織
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
の
思
索
と

同
じ
く
、
歴
史
や
状
況
証
拠
を
参
考
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
ほ
か
な
い
。 

  

ま
ず
、
中
国
大
陸
東
方
の
海
流
を
見
て
み
よ
う
。
科
学
的
な
デ
ー
タ
が
国
土
地
理
院
の
ア
ー
カ
イ
ブ(8

)

か
ら
得
ら
れ
る
。
東
シ
ナ
海
の
海
表
面
の
流
れ
は
黒
潮
ほ
ど
一
定
せ
ず
季
節
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
夏
期
、

中
国
大
陸
沿
岸
で
、
長
江
河
口
よ
り
も
北
で
は
南
流
し
、
杭
州
湾
か
ら
長
江
河
口
付
近
ま
で
北
向
き
の
流

れ
が
あ
る
。
浙
江
省
の
南
部
以
南
で
、
沿
岸
の
流
れ
は
必
ず
し
も
一
定
向
き
で
な
い
が
、
大
陸
か
ら
離
れ

る
と
北
東
へ
の
流
れ
に
な
る
。
そ
し
て
、
長
江
河
口
域
と
杭
州
湾
の
東
方
で
は
東
北
東
へ
の
流
れ
が
支
配

的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
台
湾
以
北
―
長
江
河
口
の
沿
岸
か
ら
東
の
東
シ
ナ
海
へ
乗
り
出
せ
ば
、
長
江
河
口

域
―
杭
州
湾
の
東
方
の
東
北
東
へ
の
流
れ
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
東
を
め
ざ
し
、
対
馬
海
流
に

う
ま
く
乗
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
九
州
の
西
岸
と
北
岸
、
さ
ら
に
本
州
西
岸
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う

だ
。
帆
を
使
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
。
長
江
河
口
域
か
杭
州
湾
か
ら
出
発
す
れ
ば
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最
短
の
航
海
に
な
る
。
古
来
日
本
と
の
往
来
の
主
要
な
港
が
杭
州
湾
南
岸
の
寧
波
だ
っ
た
理
由
は
こ
こ
に

あ
る
だ
ろ
う
。
最
澄
と
空
海
が
加
わ
っ
た
遣
唐
使
船
団
も
こ
こ
に
向
か
っ
た
。
使
節
も
空
海
も
北
の
長
安

へ
行
っ
た
の
に
そ
う
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
中
国
大
陸
か
ら
日
本
列
島
へ
渡
る
の
に
、
長
江
河
口
域
―
杭

州
湾
一
帯
か
ら
出
発
す
る
の
が
最
も
有
利
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

  

長
江
中
下
流
域
は
み
な
そ
う
だ
が
、
古
代
、
蘇
州
か
ら
上
海
・
杭
州
・
紹
興
・
寧
波
ま
で
の
沿
海
地
域

は
、
川
や
水
路
で
つ
な
が
る
沼
沢
が
見
渡
す
か
ぎ
り
広
が
る
文
字
ど
お
り
豊
葦
原
の
国
で
あ
っ
た
。
有
名

な
二
人
の
王
夫
差
と
勾
践
を
出
し
た
呉(

都
は
蘇
州)

と
越(

都
は
紹
興)

は
こ
の
地
域
に
興
っ
た
。
紀
元
前

五
世
紀
前
半
の
夫
差
と
勾
践
は
春
秋
五
覇
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
黄
河
流
域
の
最
先

進
諸
国
に
迫
る
ほ
ど
発
展
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
呉
も
越
も
紀
元
前
六
〇
〇
年
こ
ろ
に
は
国
の
形
態
を
な

し
て
い
た
よ
う
だ
し
、
夏
王
朝
の
初
代
禹
の
伝
説
に
出
る
会
稽
山
は
紹
興
に
あ
り
、
伝
承
で
は
呉
の
建
国

は
周
の
時
代
よ
り
も
古
い
。
事
実
、
こ
こ
江
東
地
域(

長
江
下
流
域
南
岸
一
帯)

で
多
く
の
遺
跡
が
発
掘
さ

れ
、
良
渚
文
化(

紀
元
前
三
千
年
―
紀
元
前
二
千
年)
と
呼
ば
れ
る
水
稲
栽
培
文
明
が
栄
え
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
時
代
か
ら
千
年
以
上
も
あ
と
の
紀
元
前
一
千
年
こ
ろ
は
、
呉
・
越
興
隆
の
前
段

階
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
前
段
の
海
流
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
日
本
列
島
へ
渡
っ
て

水
田
稲
作
文
化
を
定
着
さ
せ
た
人
々
が
、
江
東
沿
海
部
の
稲
作
民
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
最
も
高
い
。 
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こ
こ
で
、
イ
ネ
の
生
育
を
気
候
と
む
す
び
つ
け
て
考
え
て
み
よ
う
。
中
国
の
江
東
地
域
が
梅
雨
の
こ
ろ
、

天
気
図
上
で
弧
を
描
く
梅
雨
前
線
は
日
本
列
島
西
部
に
ま
で
伸
び
て
い
る
。
日
本
列
島
西
南
部
は
、
江
東

よ
り
も
北
に
あ
る
が
、
水
稲
の
生
育
期
間
の
天
候
は
江
東
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
月
か
ら
十
月
ま
で

の
福
岡
と
寧
波
の
平
均
の
最
高
・
最
低
気
温
は
お
お
よ
そ
等
し
い
。
つ
ま
り
、
江
東
か
ら
モ
ミ
と
農
具
を

た
ず
さ
え
て
無
事
に
九
州
に
上
陸
し
た
人
々
は
、
水
稲
生
育
上
の
大
き
な
困
難
に
出
会
わ
な
か
っ
た
と
考

え
て
よ
い
。
そ
れ
と
対
照
的
な
の
は
日
本
列
島
東
北
部
で
あ
る
。
稲
は
日
本
海
沿
い
に
早
い
時
期
に
東
北

地
方
に
到
達
し
た
よ
う
だ
が
、
冷
害
の
せ
い
で
米
の
収
穫
量
が
安
定
し
て
あ
る
程
度
十
分
に
な
る
ま
で
に

長
い
年
月
を
要
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
酒
田
や
福
島
の
夏
期
の
平
均
最
高
・
最
低
気
温
は
、

福
岡
よ
り
も
二
、
三
度
低
い
。
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
東
北
地
方
ま
で
分
布
す
る
の
は
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
の
イ

ネ
の
方
だ
か
ら
、
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
が
低
温
に
対
す
る
耐
性
を
よ
り
獲
得
し
や
す
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

第
二
節
で
議
論
し
た
と
き
す
で
に
こ
の
判
断
を
と
り
い
れ
て
い
る
の
だ
が
、
長
江
北
方
の
沿
海
部
に
あ

る
塩
城
の
夏
期
の
平
均
最
高
・
最
低
気
温
は
寧
波
よ
り
も
二
度
近
く
低
い
の
で
、
長
江
を
越
え
て
北
上
し

た
水
稲
の
普
及
は
年
月
を
要
し
た
と
類
推
さ
れ
る
。
水
稲
栽
培
種
の
発
祥
地
珠
江
中
流
域
の
南
寧
と
河
口

の
広
州
の
平
均
最
高
気
温
と
平
均
最
低
気
温
は
寧
波
よ
り
も
高
め
で
、
六
月
と
九
月
に
三
度
余
り
高
い
。

そ
こ
か
ら
海
沿
い
に
北
上
す
る
と
、
福
建
省
福
州
で
平
均
最
低
気
温
が
低
め
と
な
り(

六
月
と
九
月
に
下
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が
る)

、
浙
江
省
南
部
の
温
州
に
至
る
と
、
そ
の
傾
向
が
増
し
夏
期
の
気
温
は
お
お
よ
そ
寧
波
に
近
い
。

し
た
が
っ
て
、
珠
江
中
流
域
で
水
稲
栽
培
が
始
ま
っ
て
江
東
地
域
に
普
及
す
る
ま
で
に
も
、
気
候
の
相
違

を
克
服
す
る
の
に
あ
る
程
度
の
年
月
が
か
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
蛇
足
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
水
稲
種

の
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
と
Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
と
の
分
岐
は
、
自
然
環
境
へ
の
適
応
の
過
程
で
起
き
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 

朝
鮮
半
島
に
Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
が
な
く
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
し
か
現
存
し
な
い
状
況
は
、
上
述
の
性
質
に
関
係
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
釜
山
の
夏
期
の
平
均
最
高
・
最
低
気
温
は
、
福
岡
よ
り
も
お
お
む
ね
二
度
余
り
低

い
。
江
東
か
ら
東
シ
ナ
海
に
乗
り
出
せ
ば
、
対
馬
海
流
と
黄
海
へ
の
分
流
に
乗
っ
て
、
朝
鮮
半
島
の
南
部

に
上
陸
し
た
人
々
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
と
Ｒ
Ｍ
１
ｂ
型
の
両
種
を
も
ち
こ
ん
だ

と
し
て
も
、
低
温
に
対
し
耐
性
を
秘
め
た
前
者
が
後
者
を
駆
逐
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
中
国
大

陸
で
北
上
し
な
が
ら
低
温
に
な
れ
た
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
が
黄
海
を
渡
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
従
来
、
日
本
列

島
の
水
稲
は
こ
の
ル
ー
ト
を
経
由
し
て
九
州
に
伝
来
し
た
と
い
う
見
方
が
主
流
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
ど
の
程
度
の
規
模
だ
っ
た
か
を
考
え
る
に
は
、
や
は
り
、
海
峡
の
北
岸
と
南
岸
の
水
田
遺
跡
の
年
代
測

定
な
ど
の
研
究
が
進
む
の
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
低
温
に
な
れ
た
Ｒ
Ｍ
１
ａ
型
が

朝
鮮
半
島
経
由
で
来
た
も
の
な
ら
、
九
州
へ
の
南
下
は
減
収
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
日
本
列
島
で

の
北
上
は
逆
に
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
少
し
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
。
補
足
す
れ
ば
、
那
覇
の
夏
期

の
気
温
は
広
州
に
近
い
の
で
、
古
代
沖
縄
で
栽
培
さ
れ
た
水
稲
が
来
た
と
し
て
も
不
利
だ
っ
た
ろ
う
。 
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
列
島
で
の
水
田
耕
作
は
九
州
北
部
で
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
水
稲
生
育
期
間
、

福
岡
の
気
温
は
江
東
沿
海
部
の
気
温
に
近
く
、
雨
量
も
似
て
い
て
梅
雨
時
に
多
く
十
月
に
少
な
い
。
水
稲

伝
来
の
経
路
に
関
し
て
重
要
な
生
育
条
件
に
お
い
て
も
、
ほ
か
の
ど
こ
か
ら
よ
り
も
江
東
沿
海
部
の
稲
作

民
が
モ
ミ
を
九
州
北
部
に
持
ち
こ
め
ば
、
栽
培
に
成
功
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

  

さ
て
、
長
江
以
南
の
諸
民
族
は
、
華
北
の
「
漢
民
族
」
か
ら
百
越
と
呼
ば
れ
た
の
だ
が
、
華
北
の
人
々

に
身
近
な
越
が
そ
の
代
表
名
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
中
国
大
陸
南
端
で
水
稲
栽
培
を
始
め
た
人
々
は
モ
ミ

を
た
ず
さ
え
て
長
い
年
月
を
か
け
て
広
域
に
広
が
り
、
北
上
し
た
集
団
は
長
江
に
ま
で
達
し
た
と
推
測
で

き
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
を
北
方
の
人
々
が
百
越
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
両
者
の
言
葉
は
通
じ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
新
た
に
水
稲
栽
培
種
の
発
祥
地
と
さ
れ
た
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
の
原
住
者
は
、
チ
ワ
ン
族

と
呼
ば
れ
る
。
長
江
以
南
の
人
々
の
大
多
数
が
漢
化
さ
れ
て
漢
族
と
登
録
す
る
現
代
で
も
、
チ
ワ
ン
族
は

周
辺
の
省
を
含
め
る
と
千
八
百
万
人
い
る
と
い
う(9

)

。
楚
が
春
秋
戦
国
時
代
に
版
図
を
南
に
広
げ
る
以
前

の
江
南
に
は
、
チ
ワ
ン
族
に
つ
な
が
る
民
族
系
統
の
人
々
が
住
ん
で
い
た
可
能
性
が
高
い
。
杭
州
湾
南
岸

の
越
と
長
江
南
岸
の
呉
の
住
民
は
、
鵜
飼
の
文
化
も
も
つ
そ
の
民
族
系
統
に
属
し
て
い
た
だ
ろ
う
。 

 

中
国
大
陸
の
人
々
は
、
東
方
の
朝
鮮
半
島
の
こ
と
を
ず
っ
と
古
く
か
ら
知
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

半
島
と
九
州
と
の
往
来
も
ま
た
古
く
、
長
い
年
月
の
あ
い
だ
に
は
、
大
陸
か
ら
日
本
列
島
へ
の
漂
流
者
・
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移
住
者
な
ど
が
あ
り
、
逆
に
、
島
国
か
ら
大
陸
へ
渡
っ
た
海
人
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
紀
元
前
十
世
紀
の
中

国
大
陸
の
人
々
が
日
本
列
島
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
は
確
実
だ
。
実
際
、
後
漢
の
江
東
人
の
書
い
た
古

書
『
論
衡
』
に
、
紀
元
前
一
千
年
こ
ろ
の
周
に
倭
人
が
朝
貢
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
そ
う
だ
。 

  

こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
、
モ
ミ
を
た
ず
さ
え
た
九
州
島
へ
の
移
住
成
功
者
は
江
東
か
ら
が
最
も
多
か
っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
う
い
う
人
た
ち
が
ど
う
い
う
理
由
で
海
に
乗
り
出
し
た
か
詮
索
す
る
ゆ

と
り
は
な
い
が
、
そ
の
人
々
は
、
東
方
の
新
天
地
へ
移
住
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
海
岸
近
く

に
住
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。
水
田
稲
作
文
明
圏
に
暮
ら
す
人
々
で
あ
る
、
生
活
を
支
え
る
基
幹
の
仕
事
は
た

い
て
い
水
稲
栽
培
の
は
ず
だ
。
行
っ
た
先
で
生
活
す
る
た
め
に
、
子
供
を
含
む
家
族
ぐ
る
み
で
移
住
す
る

つ
も
り
だ
。
海
を
渡
ろ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
行
っ
た
あ
と
の
こ
と
も
考
え
て
、
船
を
造
る
こ
と
の
で
き

る
人
が
参
加
し
、
漁
業
に
た
ず
さ
わ
る
人
た
ち
も
い
た
は
ず
だ
…
…
。
海
に
近
い
集
落
に
住
ん
で
い
た

人
々
が
思
い
浮
か
ぶ
。 

 

ほ
か
の
す
べ
て
は
省
略
し
て
鵜
飼
だ
け
を
考
え
、
そ
の
集
落
に
鵜
飼
も
す
る
人
が
い
て
、
水
路
沿
い
に

住
ん
で
い
る
と
想
像
し
よ
う
。
鵜
飼
を
す
る
と
き
は
、
船
で
水
路
・
川
・
沼
を
巡
っ
て
魚
を
捕
る
。
汽
水

域
で
も
鵜
を
潜
ら
せ
、
凪
な
ら
海
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
江
東
の
海
辺
は
そ
う
い
う
地
形
の
場
所
だ
。

著
書
『
鵜
飼
』
に
も
電
子
情
報
網
に
も
海
で
鵜
飼
を
し
た
と
い
う
記
述
は
な
い
が
、
長
江
の
水
系
に
あ
る
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大
き
な
湖
で
は
鵜
飼
を
し
た
は
ず
で
、
わ
た
し
は
、
海
で
も
鵜
飼
を
試
し
た
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
事
実
、

著
書
『
鵜
飼
』
は
、
日
本
の
野
生
の
川
鵜
が
日
ご
ろ
は
海
に
出
て
魚
を
食
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
と
書
い
て

い
る
。
そ
ち
ら
の
方
に
魚
が
多
け
れ
ば
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
電
子
情
報
網
の
サ
イ
ト(1

0
)

に
、
カ
ワ
ウ

の
潜
水
深
度
に
つ
い
て
一
つ
の
デ
ー
タ
が
示
し
て
あ
る
。
そ
の
例
で
は
、
平
均
深
度
十
二
メ
ー
ト
ル
、
最

大
深
度
三
十
メ
ー
ト
ル
と
あ
る
。
海
で
も
魚
を
捕
る
能
力
が
十
分
に
あ
る
。
海
で
暮
ら
す
ウ
ミ
ウ
な
ら
、

平
均
深
度
十
五
メ
ー
ト
ル
、
最
大
深
度
四
十
五
メ
ー
ト
ル
だ
そ
う
だ
。 

  
 

 

五 

渡
海 

 

海
を
渡
る
た
め
に
は
船
が
要
る
。
中
国
大
陸
の
古
代
の
船
は
、
先
進
の
東
地
中
海
の
船
に
比
べ
れ
ば
発

展
が
遅
れ
た
よ
う
だ
が
、
紀
元
前
十
世
紀
と
も
な
れ
ば
中
国
に
も
か
な
り
進
ん
だ
船
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

残
念
な
が
ら
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
「
船
」
の
項(1

1
)

は
、
今
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
東
シ
ナ
海
の
横
断

を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
ほ
ど
の
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
な
い
。
わ
ず
か
で
も
議
論
を
進
め
る
た
め

の
参
照
例
と
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
昔
に
太
平
洋
の
島
々
へ
渡
っ
て
行
っ
た
人
々
の
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
そ

う
。
有
力
な
説
に
よ
れ
ば(1

2
)

、
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
の
祖
先
は
、
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
族
の
民
族
で
、
も

と
も
と
台
湾
あ
た
り
に
い
た
集
団
が
、
紀
元
前
三
千
年
以
前
に
台
湾
を
出
発
し
て
、
紀
元
前
二
千
年
代
に
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は
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
に
達
し
て
い
て
、
さ
ら
に
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
移
動
し
て
き
た

人
々
な
ど
と
混
血
し
な
が
ら
、
紀
元
前
一
千
四
百
年
こ
ろ
ま
で
に
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
東
部
の
島
ま
で
、
そ
し

て
紀
元
前
一
千
二
百
年
こ
ろ
は
る
か
東
の
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
島
々
に
広
が
っ
て
い
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

現
代
人
が
考
え
る
と
驚
く
ほ
ど
の
昔
だ
。
定
説
は
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
へ
向
か
っ
た
人
々
が
帆
を
も
つ
航
行
性

能
の
よ
い
船
で
太
洋
を
航
海
し
た
と
す
る
。
当
然
、
同
じ
時
期
の
江
南
に
も
、
東
シ
ナ
海
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
る
帆
の
あ
る
船
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
青
銅
器
が
つ
く
ら
れ
生
産
力
の
高
ま
っ
て
い
た
紀
元
前
十
世

紀
の
江
東
沿
海
地
域
な
ら
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
の
船
ほ
ど
軽
快
で
な
い
と
し
て
も
、
大
型
化
や
構
造
化
が
あ

る
程
度
進
ん
で
荷
物
を
か
な
り
積
め
る
船
が
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

船
に
は
、
移
住
に
必
要
な
稲
作
文
明
の
生
活
用
具
一
式
、
当
座
の
食
糧
、
稲
の
モ
ミ
な
ど
栽
培
植
物
の

種
子
と
農
具
、
漁
の
た
め
の
漁
具
、
豚
・
鶏
・
で
き
た
ら
牛
…
を
積
み
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

ら
は
み
な
、
寧
波
郊
外
の
紀
元
前
四
千
年
よ
り
も
以
前
の
河
姆
渡
遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
た
ぶ
ん
複

数
の
大
家
族
が
海
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
船
の
数
と
大
き
さ
に
よ
っ
て
は
、
積
み
こ
む
荷
物
の
数
を

減
ら
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。 

  

船
に
積
み
こ
む
の
を
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
鵜
で
あ
る
。
鵜
は
、
移
住
地
に
着
い
て
当
座
の
あ
い
だ
に

も
、
動
物
性
た
ん
ぱ
く
質
の
魚
を
と
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
か
ら
、
貴
重
な
資
源
で
あ
る
。
豚
や
鶏
は
繁
殖
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さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
ぐ
食
べ
て
は
い
け
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
荷
物
は
す
べ
て
、
海
に
落
ち
な

い
よ
う
に
し
っ
か
り
と
船
に
固
定
さ
れ
た
は
ず
だ
。
鵜
飼
の
鵜
も
縄
で
つ
な
が
れ
る
。 

 
さ
て
出
港
は
、
海
が
お
だ
や
か
で
、
到
着
し
た
ら
種
子
を
植
え
て
作
物
の
栽
培
を
始
め
ら
れ
る
季
節
が

選
ば
れ
る
。
春
の
嵐
が
お
さ
ま
る
こ
ろ
は
何
月
か
経
験
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
分
か
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

航
海
の
期
間
、
人
間
は
保
存
食
を
食
べ
、
魚
も
釣
っ
て
食
べ
た
可
能
性
が
あ
る
。
豚
や
鶏
に
は
エ
サ
を
や

る
。
鵜
は
ど
う
す
る
か
。
わ
た
し
は
、
下
関
か
ら
蘇
州
ま
で
船
で
渡
っ
た
経
験
が
あ
る
。
東
シ
ナ
海
の
真

ん
中
で
海
鳥
を
見
た
。
東
シ
ナ
海
は
大
陸
棚
に
あ
り
、
ア
ジ
・
サ
バ
な
ど
の
比
較
的
浅
い
と
こ
ろ
を
回
遊

す
る
魚
が
い
る
。
大
き
い
魚
に
追
わ
れ
て
海
面
近
く
ま
で
来
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
黒
潮
の
流
れ
る
外

洋
で
も
、
流
木
や
海
藻
の
下
に
は
小
魚
が
い
て
そ
れ
を
狙
う
魚
も
い
る
と
い
う
。
積
ん
で
い
た
鵜
は
船
か

ら
離
れ
な
い
よ
う
に
縄
で
つ
な
い
で
、
魚
を
捕
ら
せ
る
こ
と
を
試
み
た
は
ず
だ
。
う
ま
く
い
け
ば
、
人
間

の
食
べ
る
魚
を
捕
っ
て
く
れ
た
だ
ろ
う
。
縄
で
つ
な
ぐ
鵜
飼
の
値
打
ち
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
航
海
す
る
の

に
船
に
鵜
飼
の
鵜
を
乗
せ
る
効
用
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
想
像
す
る
の
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  
 

 

六 

日
本
列
島
で
の
鵜
飼 

 

中
国
大
陸
の
江
東
沿
海
部
を
出
発
し
、
東
シ
ナ
海
を
海
流
で
北
に
流
さ
れ
な
が
ら
東
に
進
め
ば
、
九
州
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島
の
西
・
北
岸
の
ど
こ
か
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
陸
地
が
見
え
だ
し
た
ら
、
船
か
ら
よ
い
場
所
を
探
し

な
が
ら
進
み
、
適
当
な
と
こ
ろ
が
見
つ
か
れ
ば
上
陸
す
る
。
上
陸
し
た
と
き
大
部
分
の
荷
物
が
無
事
に
残

っ
て
い
れ
ば
移
住
は
成
功
す
る
だ
ろ
う
。
種
子
を
植
え
て
そ
れ
ら
が
育
つ
ま
で
は
、
手
元
に
残
っ
て
い
る

食
糧
を
食
べ
、
漁
を
し
て
魚
を
捕
っ
て
、
食
い
つ
な
ぐ
の
で
あ
る
。
到
着
し
た
海
辺
で
鵜
飼
を
試
し
た
は

ず
だ
。
荷
物
の
多
く
が
失
わ
れ
た
場
合
に
は
、
先
住
の
人
々
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
平
和

裏
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
れ
ば
な
ん
と
か
な
る
だ
ろ
う
。 

 

移
住
は
何
度
も
あ
っ
て
、
定
住
に
成
功
し
た
人
の
な
か
か
ら
中
国
大
陸
に
も
ど
っ
た
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。

必
要
な
物
資
を
も
う
一
度
運
ぶ
と
い
う
要
求
は
強
か
っ
た
は
ず
だ
。
弥
生
時
代
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
日
本
列
島
で
稲
作
が
広
く
行
な
わ
れ
始
め
た
紀
元
前
八
世
紀
ま
で
に
、
何
度
も
か

な
り
の
人
々
が
東
シ
ナ
海
を
渡
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
往
来
に
よ
っ
て
杭
州
湾
と
九
州
島
と
の

あ
い
だ
に
航
路
が
開
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
東
シ
ナ
海
の
渡
海
は
危
険
率
が
大
き
い
。
往
来
の

楽
な
朝
鮮
半
島
へ
物
資
を
求
め
に
行
く
こ
と
も
多
か
っ
た
は
ず
だ
。
朝
鮮
半
島
か
ら
水
稲
栽
培
に
適
し
て

い
る
九
州
島
へ
渡
っ
て
き
た
人
々
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
そ
れ
以
前
の
古
い
時
代
か
ら
、

朝
鮮
半
島
南
岸
と
九
州
北
岸
の
人
々
の
つ
な
が
り
は
深
く
、
生
活
用
具
を
た
ず
さ
え
て
の
往
来
が
頻
繁
だ

っ
た
の
だ
か
ら
。
日
本
列
島
に
は
、
中
国
大
陸
と
朝
鮮
半
島
の
文
化
が
流
入
し
た
の
で
あ
る
。 
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人
間
の
移
動
に
つ
い
て
、
ヒ
ト
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
に
よ
る
研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
『
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
語
る
日

本
人
起
源
論
』(1

3
)

は
、
た
と
え
ば
、
水
稲
耕
作
を
も
た
ら
し
た
渡
来
系
弥
生
人
が
、
現
代
の
天
津
付
近

の
人
た
ち
と
近
縁
性
が
濃
く
、
朝
鮮
半
島
・
中
国
の
長
江
付
近
と
も
っ
と
南
部
・
台
湾
の
人
々
と
も
か
な

り
の
近
縁
性
を
も
つ
、
と
い
う
結
果
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
「
日
本
人
」
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
構
成
は
、
渡

来
し
て
定
着
し
た
人
々
と
先
住
の
人
々
と
の
混
血
を
進
め
な
が
ら
の
列
島
の
東
へ
の
拡
散
と
、
朝
鮮
半
島

や
中
国
大
陸
か
ら
の
引
き
続
く
移
住
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
文
献(1

3
)

は
、
日
本
人
の

起
源
が
複
雑
で
簡
単
に
割
り
き
っ
た
議
論
を
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
こ
と
を
教
え
る
。 

 

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ネ
の
品
種
の
デ
ー
タ
が
中
国
大
陸
か
ら
直
接
伝
来
し
た
水
稲
の
存
在

を
指
示
し
、
水
稲
栽
培
初
期
の
土
器
付
着
炭
化
物
の
年
代
測
定
が
弥
生
時
代
の
開
始
を
従
来
よ
り
も
五
百

年
も
さ
か
の
ぼ
る
と
指
示
し
た
の
だ
か
ら
、
日
本
列
島
の
古
代
に
つ
い
て
従
来
の
説
明
と
く
に
考
古
学
的

な
編
年
を
組
み
な
お
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ヒ
ト
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
の
解
釈
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
か
ら
、
日
本
古
代
史
の
研
究
は
、
関
連
す
る
分
野
を
総
合
し
た
方
法
に
よ
っ
て
整
理
し
深
化

す
べ
き
な
の
だ
と
思
う
。
議
論
は
今
錯
綜
し
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
そ
の
方
向
に
進
展
す
る

に
ち
が
い
な
い
。 

  

話
を
鵜
に
も
ど
そ
う
。
電
子
情
報
網
上
に
、
山
口
県
土
井
ケ
浜
に
鵜
を
抱
い
た
女
性
の
遺
骨
が
あ
っ
た
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と
い
う
書
き
こ
み
が
あ
る
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
土
井
ケ
浜
遺
跡
」(1

4
)

に
も
段
落
の
見
出
し
に
そ
う
書

か
れ
て
い
る
。
だ
が
よ
く
読
む
と
、
女
性
の
胸
部
に
あ
っ
た
の
は
鳥
の
骨
で
、
必
ず
し
も
鵜
と
特
定
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
そ
こ
に
は
、
そ
の
鳥
を
鵜
と
考
え
る
理
由
ら
し
き
も
の
と
し
て
、
弥
生

時
代
の
人
々
が
鳥
を
神
の
国
と
人
の
世
を
仲
立
ち
す
る
使
者
と
考
え
、
ま
た
、
鵜
が
水
田
稲
作
を
行
な
う

集
団
に
と
っ
て
特
別
な
鳥
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
『
記
・
紀
』
を
引
い
て
鵜
の
羽
は
安
産

の
た
め
の
霊
的
な
力
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
、 

 

土
井
ケ
浜
遺
跡
か
ら
は
三
百
体
以
上
の
人
骨
が
発
掘
さ
れ
た
。
埋
葬
の
形
式
が
ほ
か
の
弥
生
時
代
の
遺

跡
と
共
通
し
、
人
骨
の
形
質
が
縄
文
時
代
人
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、
土
井
ケ
浜
に
暮
ら
し
た
人
々
は
渡
来

人
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
対
馬
海
流
を
北
へ
押
し
上
げ
る
本
州
西
北
端
部
に
あ
っ
て
、
そ
の
人

た
ち(

の
父
祖)

は
中
国
大
陸
か
ら
海
流
に
乗
っ
て
こ
こ
へ
来
た
の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
さ
せ
る
。
大
陸

か
ら
直
接
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
よ
り
も
西
に
定
着
し
た
人
々
が
二
次
的
に
移
住
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
朝
鮮
半
島
南
岸
・
対
馬
・
壱
岐
・
九
州
北
岸
に
つ
ら
な
る
文
化
圏
の
一
端
に
位
置
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
解
析
が
可
能
な
ら
新
た
な
情
報
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

空
想
し
て
い
る
わ
た
し
は
、
土
井
ケ
浜
の
女
性
が
抱
い
て
い
た
の
は
鵜
だ
と
い
う
解
釈
に
賛
同
す
る
。

鵜
飼
の
文
化
圏
か
ら
来
た
渡
来
人
は
、
日
本
列
島
で
鵜
を
飼
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
古
代
人
の
ア
ニ

ミ
ズ
ム
が
鵜
を
神
聖
視
さ
せ
た
と
す
れ
ば
、
単
に
鵜
を
頻
繁
に
見
か
け
る
か
ら
で
は
な
く
、
鵜
が
彼
ら
に
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親
し
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
鵜
飼
を
し
て
い
れ
ば
生
活
の
糧
の
一
つ
と
も
な
り
、
そ
う
い

う
気
持
ち
を
抱
か
せ
る
だ
ろ
う
。
土
井
ケ
浜
遺
跡
は
海
岸
か
ら
三
百
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の

あ
た
り
に
鵜
飼
に
適
し
た
淡
水
系
は
な
い
。
土
井
ケ
浜
で
人
と
い
っ
し
ょ
に
鵜
が
葬
ら
れ
た
の
は
、
海
で

の
鵜
飼
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
で
、
山
幸
彦
と
玉
依
姫
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
子
は
「
ウ
ガ

ヤ
フ
キ
ア
エ
ズ
の
ミ
コ
ト
」
と
呼
ば
れ
た
。
鵜
の
羽
で
産
屋
を
葺
く
の
が
間
に
あ
わ
な
い
う
ち
に
生
ま
れ

た
か
ら
と
い
う
。
山
幸
彦
は
兄
の
海
幸
彦
に
と
っ
て
代
わ
る
の
だ
し
、
玉
依
姫
は
海
神
の
娘
で
あ
る
。
こ

の
神
話
は
海
辺
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
。
「
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
エ
ズ
」
の
子
が
、
九
州
か
ら
大
和
に
侵
入
し
た

「
ワ
カ
ミ
ケ
ヌ(

＝
イ
ワ
レ
ヒ
コ)
」
、
後
世
つ
け
ら
れ
た
名
が
神
武
で
あ
る
。
日
本
国
が
成
立
し
た
と
き

の
大
和
朝
廷
に
鵜
飼
部
が
置
か
れ
た
の
は
故
な
し
と
で
き
な
い
。
そ
の
王
朝
は
、
社
会
の
基
盤
に
伝
来
し

た
水
稲
栽
培
を
置
き
、
複
合
文
化
の
一
要
素
と
し
て
鵜
飼
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
出
自
に

お
い
て
も
。 

  

鵜
を
た
ず
さ
え
て
来
た
人
々
は
、
ほ
ん
と
う
の
豊
葦
原
に
淡
水
系
が
広
が
る
環
境
か
ら
、
平
地
も
大
き

な
川
も
少
な
く
流
れ
の
急
な
川
の
多
い
日
本
列
島
に
来
て
み
れ
ば
、
鵜
飼
に
あ
ま
り
適
さ
な
い
環
境
に
悩

ま
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
川
鵜
を
使
う
鵜
飼
が
す
た
れ
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
連
れ
て
来
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た
鵜
が
少
な
く
て
繁
殖
が
ま
ま
な
ら
ず
絶
え
て
し
ま
っ
た
り
、
日
本
列
島
の
川
鵜
と
の
交
配
が
う
ま
く
い

か
な
か
っ
た
り
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ど
こ
か
の
段
階
で
、
列
島
の
ど
こ
で
も
見
か
け
る
海
鵜
を
飼

い
な
ら
す
努
力
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
書
『
鵜
飼
』
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
渡
り
鳥
の
海
鵜
は
卵
を
産
ま
せ
繁
殖
さ
せ
て
ヒ
ナ
か
ら
育
て
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
成

鳥
を
捕
ら
え
て
訓
練
す
る
方
法
し
か
な
か
っ
た
。
崖
で
眠
る
海
鵜
が
捕
獲
し
や
す
い
点
は
利
点
だ
っ
た
ろ

う
。
ヒ
ナ
を
人
の
近
く
で
育
て
よ
く
な
つ
か
せ
る
場
合
と
異
な
り
、
捕
ら
え
た
成
鳥
は
縄
で
つ
な
い
で
人

に
な
れ
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
日
本
の
鵜
飼
は
、
こ
う
い
う
初
期
の
条
件

に
由
来
す
る
と
考
え
れ
ば
理
解
可
能
で
あ
る
。 

 

鵜
飼
を
し
た
水
系
と
し
て
わ
た
し
が
想
像
し
て
い
る
の
は
、
主
に
海
と
汽
水
域
で
あ
る
。
鵜
飼
を
し
て

も
そ
こ
な
ら
魚
影
が
大
き
く
減
る
こ
と
は
な
い
。
島
国
の
そ
こ
の
環
境
な
ら
、
鵜
に
エ
サ
を
自
分
で
捕
ら

せ
、
生
業
の
あ
い
ま
に
な
ん
と
か
鵜
飼
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
海
で
鵜
飼
を
す
る
な
ら
、
海

の
波
に
な
れ
て
潜
水
能
力
も
高
い
海
鵜
を
使
う
方
が
理
に
適
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
日
本
列
島
で
鵜
飼
の

鵜
が
海
鵜
に
な
っ
た
一
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

鵜
飼
は
、
漁
法
と
し
て
は
漁
網
を
使
う
漁
業
に
か
な
わ
な
い
。
海
辺
で
鵜
飼
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、

時
代
と
と
も
に
海
陸
の
生
産
能
力
が
高
ま
れ
ば
、
そ
れ
は
す
た
れ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
。
結
局
、
愛
着
を
も

つ
熟
練
し
た
少
数
の
人
た
ち
だ
け
が
細
々
と
鵜
飼
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
他
方
で
、
伝
統
の
鵜
飼
の
文
化
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を
捨
て
き
れ
な
い
人
が
い
て
、
朝
廷
に
鵜
飼
部
が
置
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
支
援
を
う
け
た
長
良

川
な
ど
の
鵜
飼
が
、
技
術
の
存
続
を
助
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
鵜
飼
は
、
ち
ょ
う
ど
鮎
の
よ
う
に
、
海
か
ら
汽
水
に
入
り
川
に
帰
っ
た
…
…
。 

  
 

 

エ
ピ
ロ
ー
グ 

 

こ
こ
ま
で
、
鵜
飼
が
中
国
大
陸
と
日
本
列
島
で
独
立
に
発
明
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
思

索
を
進
め
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
電
子
情
報
網
に
は
、
南
米
大
陸
北
西
部
の
ペ
ル
ー
で
鵜
飼
を
示
す
ら
し

い
絵
柄
の
土
器
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る(1

5
)

。
鵜
は
首
に
縄
を
む
す
ば
れ
て
い
て
、
土

器
は
千
四
百
年
前
こ
ろ
の
も
の
と
い
う
。
鵜
飼
の
独
立
発
生
説
を
支
持
す
る
一
つ
の
物
証
で
あ
る
。
古
代

の
ペ
ル
ー
人
は
、
飼
い
な
ら
し
て
人
の
た
め
に
魚
を
捕
ら
せ
る
に
至
る
ほ
ど
発
明
さ
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
れ
に
い
く
ら
か
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
が
で
き
る
ぐ
ら
い
に
、
北
米
の
研
究
者
が
、
古
代
の
南
米
大
陸

北
西
部
と
東
ア
ジ
ア
も
し
く
は
日
本
列
島
と
の
あ
い
だ
に
交
流
が
あ
っ
た
と
す
る
主
張
を
し
て
い
る
よ

う
だ
。
文
献(1

6
)

に
よ
れ
ば
、
エ
ク
ア
ド
ル
で
発
掘
さ
れ
た
古
代
の
土
器
が
日
本
の
古
代
の
土
器
と
関
係

す
る
と
主
張
す
る
研
究
が
あ
る
。
こ
の
方
向
に
舵
を
と
っ
て
ど
こ
ま
で
も
進
め
ば
、
土
器
の
鵜
飼
ら
し
い
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絵
柄
は
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
伝
聞
、
あ
る
い
は
鵜
飼
そ
の
も
の
の
伝
来
を
示
す
、
と
い
う
主
張
に
至
る
だ

ろ
う
。
現
実
に
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
の
太
平
洋
上
の
島
々
へ
の
渡
航
が
あ
り
、
ま
た
、
近
代
以
来
筏
や
手
漕
ぎ

ボ
ー
ト
で
の
実
験
的
な
航
海
が
行
な
わ
れ
て
い
て
、
古
代
に
太
平
洋
を
横
断
し
た
可
能
性
の
研
究
は
魅
力

的
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
研
究
水
準
で
、
古
代
ペ
ル
ー
に
鵜
飼
が
あ
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
由
来
を

議
論
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
潜
水
能
力
を
超
え
て
深
入
り
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
。 

  

思
索
を
続
け
れ
ば
、
稲
作
の
伝
播
に
つ
い
て
も
多
く
の
興
味
深
い
問
題
が
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
先
住
民
族
は
、
先
述
の
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
族
に
属
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

諸
島
の
ボ
ル
ネ
オ
あ
た
り
を
出
て
、
最
終
的
に
イ
ン
ド
洋
の
果
て
に
あ
る
そ
こ
に
移
住
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
人
々
は
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
島
に
稲
作
を
も
ち
こ
ん
で
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
日
本
語
の
源
流
に
関
し
て
、
古
代
日
本
語
の
屈
指
の
研
究
者
だ
っ
た
大
野
晋
が
興
味
深
い

説
を
唱
え
て
い
る(1

7
)

。
イ
ン
ド
半
島
南
端
の
タ
ミ
ル
語
が
日
本
語
の
起
源
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
多
く

の
共
通
す
る
単
語
が
あ
り
、
文
法
の
「
か
か
り
む
す
び
」
を
共
有
す
る
と
い
う
。
丸
谷
才
一
な
ど
が
共
感

を
示
し
た
ほ
か
は
、
古
語
辞
典
で
お
世
話
に
な
っ
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
た
ち
が
こ
の
説
を
無
視
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
を
話
す
人
々
が
イ
ン
ド
南
部
か
ら
日
本
列
島
へ
来
た
と
解
釈
す
る
か
ら
突
飛

な
の
で
あ
る
。
ボ
ル
ネ
オ
の
稲
作
民
の
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
へ
の
移
住
を
参
照
し
て
、
稲
作
発
祥
の
中
国
大
陸
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南
端
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
海
岸
を
経
由
し
て
、
言
葉
が
ひ
ど
く
変
化
し
な
い
う
ち
に
イ
ン
ド
南
部
に
到
達

し
た
稲
作
民
が
い
た
と
考
え
れ
ば
、
彼
ら
と
中
国
大
陸
南
端
か
ら
北
上
し
て
江
東
地
域
へ
達
し
た
稲
作
民

と
が
、
共
通
す
る
単
語
や
「
か
か
り
む
す
び
」
の
文
法
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ

し
て
、
ほ
ぼ
確
実
に
そ
の
江
東
か
ら
日
本
列
島
へ
移
住
し
て
稲
作
文
化
を
広
め
た
人
々
が
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
考
え
れ
ば
、
大
野
晋
説
を
検
討
も
せ
ず
切
り
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
あ
る
中
心
部
か
ら
伝
播
し

た
言
葉
や
文
化
が
周
縁
部
に
残
存
す
る
の
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
な
の
だ
か
ら
。
よ
く
話
題
に
な
る

日
本
と
中
国
雲
南
省
の
文
化
の
類
似
も
、
こ
の
観
点
か
ら
見
直
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

さ
れ
ば
、
い
と
と
ほ
き
国
の
こ
と
の
は
の
、
こ
な
た
に
よ
う
似
た
る
こ
そ
め
づ
ら
し
け
れ
。 

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

 
 

 

補
節 

稲
作
と
鵜
飼
の
西
進 

 

第
四
節
で
は
水
稲
栽
培
の
江
東
地
域
へ
の
北
上
を
海
岸
ル
ー
ト
で
考
え
た
け
れ
ど
も
、
珠
江
と
長
江
を

対
比
し
て
内
陸
部
の
地
図
を
見
る
と
、
二
つ
の
水
系
の
分
水
嶺
を
な
す
山
地
か
ら
南
北
に
流
れ
て
珠
江
側

と
長
江
側
に
向
か
う
川
沿
い
に
水
田
耕
作
地
帯
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
湖
南
省
と
江
西
省
を

北
上
す
る
二
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ル
ー
ト
で
も
長
沙
ま
た
は
南
昌
に
出
る
と
、
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海
岸
ル
ー
ト
の
場
合
の
よ
う
に
、
七
・
八
月
以
外
は
気
温
が
下
が
る
。
水
稲
が
そ
の
環
境
へ
の
適
応
を
終

え
れ
ば
、
長
江
上
流
の
重
慶
か
ら
下
流
ま
で
の
気
温
も
お
お
よ
そ
似
て
い
る
の
で
、
長
江
流
域
へ
の
伝
播

は
容
易
だ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
補
節
の
目
的
は
、
水
稲
栽
培
の
西
進
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。 

  

珠
江
中
流
域
か
ら
西
南
に
進
み
境
界
を
な
す
山
脈
を
越
え
れ
ば
、
現
代
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
北
部
、
ハ
ノ
イ

を
中
心
と
す
る
地
域
に
出
る
。
紅
河
の
つ
く
っ
た
こ
の
堆
積
平
野
は
、
珠
江
河
口
域(

広
州)

の
平
野
に
勝

る
。
ハ
ノ
イ
の
気
温
を
南
寧
と
比
べ
る
と
、
平
均
最
高
・
最
低
気
温
が
五
月
と
十
月
に
高
い
が
、
お
お
よ

そ
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
珠
江
中
流
域
か
ら
紅
河
河
口
域
に
モ
ミ
を
た
ず
さ
え
て
移
動
し
た
稲
作
民
は
、

生
育
条
件
で
大
き
な
困
難
に
出
会
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
拡
大
地
図
を
見
れ
ば
こ
こ
は
多
く
の
湖
沼
を
も

ち
、
水
田
耕
作
の
最
適
地
だ
っ
た
は
ず
だ
。
水
稲
栽
培
が
普
及
し
て
い
っ
た
初
期
、
広
州
か
ら
ハ
ノ
イ
一

帯
が
稲
作
文
明
の
最
も
発
展
し
た
地
域
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
後
世
漢
の
武
帝
が
こ
れ
ら
の
地
域
に
郡

を
設
置
し
た
の
は
、
古
く
か
ら
発
展
し
貢
租
を
と
り
た
て
る
魅
力
の
あ
る
土
地
だ
っ
た
か
ら
だ
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
文
献(6

)

に
よ
っ
て
、
従
来
水
稲
栽
培
種
の
有
力
な
起
源
候
補
地
と
さ
れ
て
き
た
中
国

雲
南
省
は
そ
の
地
位
を
失
う
。
栽
培
イ
ネ
は
、
以
前
に
想
定
さ
れ
た
よ
う
に
雲
南
か
ら
東
や
南
へ
伝
播
し

た
の
で
は
な
く
、
地
形
か
ら
す
る
と
、
紅
河
河
口
域(

ま
た
は
珠
江
中
流
域)

か
ら
河
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
行

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
雲
南
省
の
南
端
で
は
気
温
が
高
い
も
の
の
、
北
へ
行
く
と
し
だ
い
に
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高
地
に
な
り
、
従
来
起
源
地
と
想
定
さ
れ
た
地
域
付
近
の
昆
明
ま
で
行
く
と
、
平
均
最
高
気
温
が
二
十
五

度
を
超
え
ず
平
均
最
低
気
温
も
十
七
度
を
超
え
な
い
。
生
育
条
件
を
左
右
す
る
温
度
差
が
大
き
す
ぎ
て
、

栽
培
イ
ネ
が
雲
南
の
高
地
ま
で
行
く
に
は
長
い
年
数
が
か
か
っ
た
だ
ろ
う
。 

  

さ
て
、
こ
こ
ま
で
触
れ
な
か
っ
た
が
、
水
稲
栽
培
種
の
起
源
地
を
珠
江
中
流
域
と
特
定
し
た
文
献(6

)

は
、
も
う
二
つ
重
要
な
結
論
を
得
て
い
る
。
最
初
の
栽
培
イ
ネ
が
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
で
あ
る
こ
と
と
、
も
う
一

種
の
イ
ン
デ
ィ
カ
が
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
と
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
の
野
生
系
統
と
の
交
配
で
生
ま
れ
た
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。 

 

前
段
で
考
え
た
よ
う
に
、
栽
培
イ
ネ
は
珠
江
中
流
域
か
ら
南
西
に
山
を
越
え
て
紅
河
河
口
域
に
出
て
、

そ
こ
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
と
イ
ン
ド
へ
伝
播
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
東
南
ア
ジ
ア
北
部
は
、

今
日
で
も
常
緑
広
葉
樹
林
に
覆
い
つ
く
さ
れ
た
山
地
な
の
で
、
栽
培
イ
ネ
を
も
ち
こ
ん
で
開
墾
す
る
に
は

労
力
を
要
す
る
か
ら
、
イ
ン
ド
の
東
北
部
に
至
っ
た
人
々
は
南
に
迂
回
し
な
が
ら
進
ん
だ
可
能
性
が
高
い
。

そ
の
ル
ー
ト
の
途
次
ま
た
は
別
の
ル
ー
ト
を
通
っ
て
、
南
流
す
る
三
つ
の
大
河
の
流
れ
る
ラ
オ
ス
・
カ
ン

ボ
ジ
ア
・
タ
イ
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
平
地
に
達
し
、
水
田
耕
作
の
適
地
を
見
つ
け
た
人
々
が
い
た
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
現
代
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
海
岸
沿
い
に
南
下
す
る
ル
ー
ト
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
を
南
進
し
た
栽
培
イ
ネ
は
、
常
夏
の
熱
帯
気
候
に
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



31 縄を解かれた鵜の空想 ― 鵜飼と稲作の伝来 

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
道
程
の
初
め
の
こ
ろ
、
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
作
戦
を
と
っ
て
イ
ン
デ
ィ
カ

に
変
身
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
栽
培
イ
ネ
は
現
地
の
野
生
イ
ネ
と
交
配
し
て
、
高
温
に
耐
え
る

性
質
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
自
然
交
配
で
も
、
高
温
耐
性
の
獲
得
に
長
い
年
月
を
必
要
と
し
な
か
っ
た

可
能
性
が
高
い
。 

 

す
る
と
、
イ
ン
ド
東
北
部
ま
で
来
た
稲
作
民
が
、
わ
り
あ
い
早
い
時
期
に
生
ま
れ
た
イ
ン
デ
ィ
カ
を
た

ず
さ
え
て
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
沿
い
を
足
早
に
イ
ン
ド
半
島
南
端
部
ま
で
達
し
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
イ
ン

ド
半
島
の
歴
史
は
、
北
方
か
ら
侵
入
し
た
ア
ー
リ
ア
人
が
南
に
広
が
り
、
北
部
の
王
朝
が
ガ
ン
ジ
ス
川
流

域
と
さ
ら
に
半
島
中
部
ま
で
支
配
す
る
歴
史
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
地
域
で
は
初
期
の
稲
作
民
の
文
化
は
大

き
く
変
更
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
北
部
の
王
朝
に
最
後
ま
で
支
配
さ
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
半
島
南
端
部
に
は
、
古
代
に
伝
来
し
た
稲
作
文
化
を
保
存
す
る
条
件
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
大
野
晋

の
仮
説
を
修
正
し
て
、
タ
ミ
ル
地
域
に
、
伝
来
し
た
稲
作
文
化
に
ま
つ
わ
る
古
い
言
葉
や
文
末
に
強
調
を

示
す
音(

語)

を
追
加
す
る
習
慣
が
残
っ
た
、
と
仮
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  

鵜
飼
の
こ
と
も
考
え
て
み
よ
う
。
著
書
『
鵜
飼
』
に
は
鵜
飼
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
や
イ
ン
ド
に
分
布
し
て
い

た
と
書
か
れ
て
い
る
。
同
様
の
記
述
が
電
子
情
報
網
に
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
著
書
に
依
拠
し
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
イ
ン
ド
で
鵜
飼
の
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
認
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
と
中
国
以
外
の
国
で
、
鵜
飼
と
い
う
言
葉

を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
英
語
の
鵜
飼
を
キ
イ
ワ
ー
ド
に
し
て
や
っ
と
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
の
文
書
の
一
つ
に
鵜
の
助
け
で
魚
を
捕
る
と
い
う
文
と
、
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ

シ
ュ
で
カ
ワ
ウ
ソ
を
鵜
飼
の
よ
う
に
使
う
と
い
う
記
事
だ
け
だ
っ
た
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
も
見
つ
か
ら
ず
、

イ
ン
ド
で
は
か
つ
て
ア
ッ
サ
ム
や
ベ
ン
ガ
ル
で
あ
る
種
の
鵜
に
魚
を
捕
ら
せ
た
と
い
う
記
事
に
行
き
当

た
っ
た
だ
け
で
あ
る
。 

 

今
も
外
国
人
観
光
客
を
引
き
寄
せ
る
鵜
飼
の
一
つ
が
雲
南
に
あ
る
。
珠
江
流
域
が
漢
に
併
合
さ
れ
て
以

後
中
国
の
一
部
に
な
っ
た
の
に
対
し
、
紅
河
流
域
は
併
合
後
も
独
自
性
が
強
く
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
後
世
独

立
し
、
雲
南
は
隋
・
唐
・
宋
の
時
代
に
別
の
国
を
構
成
し
た
が
元(

モ
ン
ゴ
ル)

に
再
征
服
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
雲
南
の
鵜
飼
は
、
日
本
の
そ
れ
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
、
広
葉
樹
林
文
化
論
で
文
化
複
合
の
一

つ
の
要
素
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
上
で
議
論
し
た
よ
う
に
、
水
稲
栽
培
が
、
ず
い
ぶ
ん
古
く
日
本

列
島
で
い
う
縄
文
時
代
前
期
に
別
の
地
域
で
始
ま
り
、
雲
南
へ
は
河
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
南
東
か
ら
来
た
と

す
れ
ば
、
文
化
の
流
れ
も
南
東
か
ら
来
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
鵜
飼
も
、
次
の
段
落
で
述
べ
る

よ
う
に
、
紅
河
河
口
域(

ま
た
は
珠
江
中
流
域)

か
ら
河
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
来
た
と
す
る
見
方
の
方
に
分
が

あ
る
。
日
本
と
雲
南
の
文
化
の
類
似
は
、
伝
播
の
中
心
域
が
も
っ
て
い
た
文
化
が
波
及
地
に
残
し
た
痕
跡
、

と
す
る
見
地
が
成
り
立
つ
。
広
葉
樹
林
文
化
論
は
組
み
立
て
な
お
し
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。 
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鵜
飼
は
、
二
次
的
な
伝
播
を
例
外
と
し
て
、
広
大
な
長
江
水
系
、
珠
江
水
系
、
紅
河
水
系
、
そ
し
て
、

東
南
ア
ジ
ア
の
ほ
か
の
水
系
や
イ
ン
ド
半
島
北
東
部
の
水
系
で
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
ど
こ
で
鵜
飼
が

始
ま
っ
た
か
完
全
に
は
特
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
鵜
飼
が
伝
播
し
た
も
の
な
ら
、
地
理
的
中
心
に
位
置
す

る
珠
江
水
系
か
ら
北
と
西
南
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
す
る
の
が
最
も
単
純
で
理
解
し
や
す
い
シ
ナ
リ
オ

で
あ
る
。
こ
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
珠
江
水
系
が
、
水
稲
栽
培
の
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
鶏
の
飼
育
の
始
ま
っ

た
地
域
に
も
属
し
て
お
り
、
第
三
節
で
考
え
た
鵜
飼
発
明
の
契
機
に
最
も
ふ
さ
わ
し
く
、
さ
ら
に
、
水
田

耕
作
が
伝
播
し
て
い
っ
た
形
跡
と
よ
く
調
和
す
る
の
で
、
最
も
蓋
然
性
が
高
い
。 

  

思
索
を
巡
ら
せ
て
こ
こ
ま
で
浮
遊
し
て
来
て
み
れ
ば
、
ガ
ン
ジ
ス
川
河
口
域
で
カ
ワ
ウ
ソ
を
縄
で
つ
な

い
で
魚
を
捕
ら
せ
る
「
鵜
飼
」
は
、
極
東
の
島
国
で
同
じ
く
縄
で
つ
な
い
だ
海
鵜
に
川
で
鮎
を
捕
ら
せ
る

鵜
飼
図
と
対
照
を
な
し
て
、
い
っ
そ
う
興
味
を
そ
そ
る
。
人
間
は
な
ん
と
発
明
な
生
き
物
だ
ろ
う
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
一
六
年
、
三
月 
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文
献 

 
力
不
足
の
た
め
文
献
を
十
分
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
た
歴
史
的
事
項
に
つ
い
て
の
文
献
は
省
略

し
、
こ
こ
で
議
論
の
材
料
に
し
た
事
項
の
出
典
を
分
か
る
か
ぎ
り
挙
げ
る
。 

(1
) 

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

h
ttp

s:/
/
ja

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/
w

ik
i/

鵜
飼
い. 

(2
) 

可
児
弘
明,
『
鵜
飼
』
、
中
公
新
書
、1

9
6
6

年. 

(3
) 

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

h
ttp

s:/
/
ja

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/
w

ik
i/

稲
作. 

 

(4
) 

w
w

w
.rek

ih
a
k
u
.a

c.jp
/
k
en

k
y
u
u
/
0
7
2
5
, 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館, 

2
0
0
3

年. 

(5
) 

w
w

w
.in

itia
tiv

e.so
k
en

.a
c.jp

/
jo

u
rn

a
l_b

u
n
k
a
/
0
5
0
5
0
9
/
th

esis_fu
jio

.p
d
f, 

藤
尾
慎
一
郎
・
今
村
峯
雄
・
西

本
豊
弘,

「
弥
生
時
代
の
開
始
年
代
」, 

総
合
研
究
大
学
院
大
学 

文
化
科
学
研
究
創
刊
号, 

2
0
0
5

年. 

(6
) 

倉
田
の
り
、
久
保
貴
彦, 

h
ttp

:/
/
first.lifescien

ced
b
.jp

/
a
rch

iv
es/

6
0
6
5
, 

2
0
1
2
, 

 

元
の
論
文
は
、X
u

eh
u

i 
H

u
a

n
g
 
et 

al., 
A
 
m

a
p
 
o
f 

rice 
g
en

o
m

e 
v
ariatio

n
 
rev

eals 
th

e o
rig

in
 o

f 
 

cu
ltiv

ated
 
rice, 

N
a
tu

re, 
4
9
0
, 

4
9
7
-
5
0
1
(2

0
1
2
). 

(7
) 

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

h
ttp

s:/
/
ja

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/
w

ik
i/

ニ
ワ
ト
リ. 

(8
) 

国
土
地
理
院
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
ト
ラ
ス
閲
覧
サ
ー
ビ
ス
か
ら, 

h
ttp

:/
/
w

w
w

.g
si.g

o
.jp

/
a
tlas/

arch
iv

e/
j-

a
tl

a
s-

d
_2

j_0
7
.p

d
f. 

http://www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/0725
http://www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/0725
http://www.initiative.soken.ac.jp/journal_bunka/050509/thesis_fujio.pdf
http://www.initiative.soken.ac.jp/journal_bunka/050509/thesis_fujio.pdf
http://www.gsi.go.jp/atlas/archive/j-atlas-d_2j_07.pdf
http://www.gsi.go.jp/atlas/archive/j-atlas-d_2j_07.pdf
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(9
) 

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

h
ttp

s:/
/
ja

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/
w

ik
i/

チ
ワ
ン
族. 

(1
0
) 

h
ttp

:/
/a

k
a
ito

ri.to
b
iiro

.jp
/
sim

p
leV

C
_2

0
1
0
1
0
3
1
1
2
5
8
2
2
.h

tm
l. 

(1
1
) 

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

h
ttp

s:/
/
ja

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/
w

ik
i/

船. 

(1
2
) 

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

h
ttp

s:/
/
ja

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/
w

ik
i/

ポ
リ
ネ
シ
ア
人. 

(1
3
) 

篠
田
謙
一,
『
日
本
人
起
源
論
』, 

岩
波
書
店, 

2
0
1
5

年. 

(1
4
) 

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

h
ttp

s:/
/
ja

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/
w

ik
i/

土
井
ヶ
浜
遺
跡. 

(1
5
) 

電
子
情
報
網
上
に
鵜
飼
の
描
か
れ
た
土
器
の
写
真
が
あ
る
。
情
報
源
の
一
つ
は
中
日
新
聞, 

2
0
0
8

年6

月6

日

の
記
事. 

(1
6
) 

C
.L

. 

ラ
イ
リ
ー
他,

『
倭
人
も
太
平
洋
を
渡
っ
た
』, 

創
世
記, 

1
9
7
7

年. 

(1
7
) 

大
野
晋,

『
日
本
語
の
起
源
』, 

1
9
5
6

年;

『
日
本
語
の
源
流
を
求
め
て
』, 

2
0
0
7

年
、
い
ず
れ
も
岩
波
新
書. 

  
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/
http://akaitori.tobiiro.jp/simpleVC_20101031125822.html
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幕
が
下
り
た
あ
と
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン 

 
 

 
…
鵜
は
大
海
を
渡
る
筏
の
上
に
い
る
自
分
を
夢
見
て
い
る
。
筏
に
命
綱
を
結
び
つ
け
て
海
に
潜
り
魚
を
捕
る
。

 
 

 
も
し
、
そ
の
筏
に
食
糧
と
土
器
を
持
つ
人
間
も
乗
っ
て
い
て
、
土
器
に
た
ま
っ
た
雨
水
を
自
分
に
飲
ま
せ
て

 
 

 

く
れ
た
ら
、
自
分
の
捕
っ
た
魚
を
そ
の
人
に
分
け
て
や
っ
て
も
よ
い
…
… 

  


