
1 稲作と鵜飼をもたらした人々のお歯黒 

三
十
八
補
遺 

稲
作
と
鵜
飼
を
も
た
ら
し
た
人
々
の
お
歯
黒 

 

黒
船
来
航
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
日
本
社
会
の
変
動
を
、
島
崎
藤
村
の
『
夜
明
け
前
』
は
見
事

に
描
い
て
い
る
。
叙
述
は
生
活
・
文
化
に
ま
で
及
ん
で
、
お
歯
黒
の
風
習
が
「
文
明
開
化
」
の
な
か
で

す
た
れ
た
こ
と
ま
で
漏
ら
さ
な
い
。
そ
の
一
文
は
、
多
面
的
な
歴
史
に
関
心
の
あ
る
わ
た
し
を
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
よ
う
に
誘
っ
た
。 

  

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
お
歯
黒
」
は
、
そ
の
風
習
が
「
日
本
や
中
国
南
東
部
・
東
南
ア
ジ
ア
」
に
あ
っ

た
と
述
べ
、
ま
た
、
日
本
の
古
墳
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
人
骨
や
埴
輪
に
痕
跡
が
あ
り
、
『
山
海
経
』
や

『
三
国
志
』
魏
志
倭
人
伝
に
「
黒
歯
国
」
が
登
場
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
検
索
す
る
う
ち
に
、

「
お
歯
黒
文
化
圏
に
関
す
る
試
論 

― 

日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
を
事
例
に
し
て
」
と
い
う
学
術
的
文
献
を
見

つ
け
た
。
二
〇
一
三
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
さ
れ
た
日
本
語
の
論
文
で
、
著
者
は
フ
ァ
ン
・
ハ
イ

リ
ン
と
い
う
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
女
性
研
究
者
で
あ
る
。
こ
の
最
近
の
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
の
関
連
す
る
文

献
に
目
を
通
し
た
う
え
で
議
論
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
を
論
じ
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
こ
こ
で

の
議
論
に
関
係
す
る
こ
と
だ
け
を
拾
い
読
み
し
て
お
こ
う
。 



2 
 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
お
歯
黒
の
風
習
は
、
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ
の
部
族
や
中
南
米
の
氏
族
と
に
あ
る
。

ア
ジ
ア
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
先
行
文
献
が
お
歯
黒
の
行
な
わ
れ
た
地
域
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
情
報

を
提
供
す
る
と
い
う
。
一
つ
は
、
『
べ
ト
ナ
ム
に
関
す
る
知
識
』(

一
九
五
四
年)

中
の
Ｐ
・
ユ
ア
ー
ル
と

Ｍ
・
デ
ュ
ラ
ン
の
報
告
で
、
「
南
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
東
は
ソ
ロ
モ
ン
・
マ
リ
ア
ナ
諸
島
、
北
は
日
本
、

西
は
中
国
南
部
と
イ
ン
ド
南
部
で
あ
る
。
イ
ン
ド
シ
ナ
で
は
こ
の
習
慣
は
北
緯
二
十
五
度
付
近
を
越
え

な
い
」
と
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
日
本
の
原
三
正
『
お
歯
黒
の
研
究
』(

一
九
八
三
年)

で
、
「
南
方
の

黄
色
人
種
の
大
部
分
が
歯
牙
黒
染
の
風
を
有
し
て
い
た
と
う
か
が
い
知
ら
れ
る
。
た
だ
、
大
陸
民
の
漢

族
・
蒙
古
族
・
満
州
族
・
韓
族
・
ギ
リ
ヤ
ー
ク
族
等
に
そ
の
風
習
が
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
ほ
か
の

文
献
も
調
べ
た
フ
ァ
ン
・
ハ
イ
リ
ン
は
、
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
お
歯
黒
の
範
囲
は
、
一
部
の
少
数
民
族

を
除
き
、
北
は
日
本
、
南
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
西
は
中
国
の
広
東
省
、
広
西
省
の
南
部
、
イ
ン
ド
東
南

部
、
東
は
ソ
ロ
モ
ン
・
マ
リ
ア
ナ
諸
島
で
あ
る
」
と
整
理
し
て
い
る
。 

  

お
歯
黒
は
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
中
南
米
と
遠
く
隔
た
っ
た
地
域
に
分
布
し
て
い
る
一
方
で
、
そ

れ
以
外
の
広
い
地
域
に
痕
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
人
類
の
移
動
拡
散
の
時
代
か
ら
あ
っ
た
の

か
、
の
ち
に
独
立
に
発
生
し
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
古
墳
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
紀
元

前
第
一
ミ
レ
ニ
ア
ム
の
遺
跡
で
黒
く
染
め
ら
れ
た
歯
牙
が
見
つ
か
っ
て
い
る
と
い
う
考
古
学
的
な
証
拠
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は
、
こ
の
風
習
が
古
代
か
ら
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
。
ア
フ
リ
カ
と
中
南
米
で
の
部
族
や
氏

族
と
い
う
言
葉
づ
か
い
も
古
い
文
明
段
階
の
風
習
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
ア
ジ
ア
で
、

近
世
以
後
に
も
お
歯
黒
の
習
俗
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
風
習
が
古
代
か
ら
文
明
化
さ
れ
た
時
代
ま
で

続
い
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。 

 

歯
を
黒
く
染
め
て
口
の
中
を
暗
く
見
せ
る
の
は
、
現
代
の
審
美
感
覚
か
ら
ず
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

後
世
ま
で
存
続
し
た
の
は
そ
の
慣
習
が
文
化
に
深
く
し
み
こ
ん
だ
せ
い
だ
ろ
う
。
日
本
で
そ
の
風
習
を

改
め
る
に
は
、
欧
米
人
が
異
な
る
文
明
を
も
ち
こ
ん
だ
幕
末
維
新
の
変
動
の
時
代
、
自
他
の
比
較
を
迫

ら
れ
る
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
新
政
府
が
皇
族
・
貴
族
に
お
歯
黒
禁
止
を
指
令
し
て
民

間
で
も
す
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
変
化
は
、
古
い
社
会
で
は
た
い
て
い
上
位
層
の
衣
服
・
化

粧
な
ど
が
広
ま
っ
た
こ
と
を
想
い
出
さ
せ
る
。
古
墳
で
発
掘
さ
れ
た
人
骨
の
お
歯
黒
の
痕
跡
も
、
古
代

日
本
列
島
の
お
歯
黒
が
上
層
の
人
々
の
習
俗
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

  

そ
れ
で
は
、
日
本
で
明
治
初
期
ま
で
存
続
し
た
習
俗
お
歯
黒
の
起
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
列
島
で
独
自
に
お
歯
黒
が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
人
体
に
ほ
ど
こ
す
装
飾
が
よ
そ

か
ら
来
た
と
す
れ
ば
、
人
が
移
動
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
従
来
お
歯
黒
が
南
方
か
ら
来
た
と
い
う
見
方

が
有
力
だ
っ
た
の
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
世
以
後
の
お
歯
黒
分
布
地
図
に
基
づ
い
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
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そ
の
地
図
で
日
本
列
島
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
は
、
中
国
広
東
省
で
あ
る
。
短
絡
し
て
、
古
代
、
遠
い
そ

こ
か
ら
直
接
海
を
渡
っ
て
来
た
集
団
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
列
島
に
お
歯
黒
を
広
め
る
ほ
ど
多
く

の
人
々
が
来
た
か
疑
問
で
あ
る
。
お
歯
黒
の
問
題
は
、
日
本
列
島
へ
渡
来
し
た
人
々
を
広
い
観
点
か
ら

と
ら
え
て
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
代
人
は
装
い
だ
け
で
な
く
生
活
手
段
を
携
え
て
移
動
し
た
は

ず
だ
か
ら
、
お
歯
黒
を
し
た
人
々
が
何
を
生
活
の
基
盤
と
し
た
か
尋
ね
る
こ
と
が
問
題
を
検
証
可
能
に

す
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
蝶
の
雑
記
帳
第
三
十
八
話
「
鵜
飼
と
稲
作
の
伝
来
」
が
「
お
歯
黒
の
伝
来
」

を
解
明
す
る
光
を
照
射
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。 

  

第
三
十
八
話
本
文
に
記
し
た
よ
う
に
、
水
稲
の
栽
培
は
中
国
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
の
珠
江
中
流
（
広

東
省
へ
東
流
す
る
）
で
始
ま
っ
た
こ
と
が
、
栽
培
稲
の
ゲ
ノ
ム
解
析
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
珠
江
流
域

に
広
ま
っ
た
水
稲
は
、
北
は
長
江
流
域
へ
、
さ
ら
に
東
北
の
日
本
列
島
へ
、
西
南
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
紅
河

流
域
へ
出
た
水
稲
は
、
西
は
中
国
雲
南
へ
、
南
は
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
を
経
て
、
さ
ら
に
イ
ン
ド
東
南
部

（
ま
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
へ
伝
播
し
た
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
水
稲
伝
播
図
が
鵜
飼
を
し

た
地
域
の
図
と
重
な
る
こ
と
で
あ
る
（
鵜
飼
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
）
。

こ
の
こ
と
は
、
水
稲
栽
培
を
最
も
重
要
な
産
業
と
し
た
人
々
が
、
水
量
の
豊
か
な
水
田
地
帯
で
有
用
な

食
料
調
達
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
鵜
飼
も
営
み
な
が
ら
移
動
し
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
水
稲
伝
播
地
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図
と
鵜
飼
分
布
地
図
の
二
つ
を
、
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
お
歯
黒
分
布
地
図
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ

ら
に
強
い
連
関
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
フ
ァ
ン
・
ハ
イ
リ
ン
論
文
は
述
べ
な
い
が
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ

ィ
ア
「
お
歯
黒
」
は
、
中
国
雲
南
に
お
歯
黒
を
し
て
い
る
民
族
が
い
る
と
記
し
て
い
る
。
お
歯
黒
分
布

地
図
に
雲
南
を
含
め
れ
ば
、
三
つ
の
分
布
地
図
は
い
っ
そ
う
近
似
す
る
。
す
な
わ
ち
、
水
稲
栽
培
と
鵜

飼
は
、
栽
培
稲
発
祥
の
地
で
あ
る
珠
江
中
流
域
を
中
心
と
し
て
周
縁
の
た
が
い
に
隔
た
っ
た
三
つ
の
地

域
、
東
北
端
の
日
本
列
島
・
西
端
の
雲
南
・
西
南
端
の
イ
ン
ド
東
南
部
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
お

歯
黒
の
風
習
も
ま
さ
し
く
そ
の
三
つ
の
地
域
ま
で
伝
播
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
水
稲
栽
培

と
鵜
飼
と
お
歯
黒
の
三
つ
が
セ
ッ
ト
で
伝
播
し
た
と
い
う
動
態
を
よ
く
表
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、

第
三
十
八
話
本
文
「
鵜
飼
と
稲
作
の
伝
来
」
の
議
論
は
い
っ
そ
う
強
固
に
さ
れ
た
。
高
い
蓋
然
性
を
も

っ
て
、
こ
れ
ら
三
地
域
ま
で
水
稲
を
運
ん
だ
人
々
が
、
鵜
飼
を
し
、
ま
た
、
お
歯
黒
も
し
て
い
た
と
い

う
結
論
に
導
か
れ
る
。 

  

水
稲
伝
播
図
と
鵜
飼
分
布
図
に
あ
っ
て
お
歯
黒
分
布
地
図
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
広
西
・
広
東
省
以

北
か
ら
長
江
流
域
に
か
け
て
の
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
も
う
一
度
、
こ
の
領
域
の
歴
史
を
ふ

り
返
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
古
代
、
主
要
農
産
物
が
水
稲
だ
っ
た
の
は
長
江
流
域
以
南
で
あ
り
、
生
産

に
従
事
し
た
農
民
は
百
越
と
呼
ば
れ
た
人
々
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
血
統
と
文
化
に
お
い
て
、
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稲
作
発
祥
の
地
の
珠
江
流
域
の
人
々
と
つ
な
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
後
世
、
珠
江
流
域
に

は
お
歯
黒
の
習
俗
が
あ
っ
た
の
に
、
北
緯
二
十
五
度
以
北
で
は
お
歯
黒
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
珠
江
流
域
周
辺
に
は
現
代
で
も
大
き
な
人
口
を
擁
す
る
チ
ワ
ン
族
な
ど
の
民
族
が
住
ん
で

い
る
の
に
対
し
、
北
に
行
く
ほ
ど
住
民
は
自
分
を
漢
族
と
考
え
る
。
こ
の
状
況
は
、
か
つ
て
百
越
と
呼

ば
れ
た
同
系
統
の
人
々
は
お
歯
黒
を
し
て
い
た
が
、
華
北
の
強
国
が
長
江
以
南
に
領
土
を
拡
張
し
て
き

て
、
お
歯
黒
を
し
な
い
北
方
の
人
々
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
、
「
漢
化
」
が
進
ん
だ
せ
い
だ
と
理
解

で
き
る
。 

 

詳
し
く
時
代
を
追
っ
て
み
よ
う
。
春
秋
時
代
の
紀
元
前
六
〇
〇
年
こ
ろ
、
蘇
州
か
ら
紹
興
に
か
け
て

の
江
東
沿
海
部
に
呉
と
越
が
建
国
さ
れ
た
。
『
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
呉
の
王
は
周
の
王
族
に
つ
な
が
る

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
呉
の
支
配
者
は
お
歯
黒
を
し
な
い
北
方
の
出
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
越
に
は
、

そ
の
よ
う
な
伝
承
が
な
く
百
越
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
支
配
層
に
も
お
歯
黒
の
風
習
が
あ
っ
た

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
紀
元
前
六
〇
〇
年
こ
ろ
、
呉
で
は
お
歯
黒
の
風
習
が
押
さ
れ
気
味
で
、
越
で

は
お
歯
黒
が
一
般
的
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
呉
・
越
の
隆
盛
は
紀
元
前
四
〇
〇
年
代
に
は
終
わ
り
、

秦
の
始
皇
帝
が
越
の
会
稽
山
に
巡
行
し
て
以
来
、
華
北
人
に
よ
る
長
江
以
南
の
支
配
は
体
制
化
さ
れ
て

漢
・
三
国
時
代
の
呉
・
晋
へ
と
続
き
、
東
晋
に
な
る
と
多
数
の
華
北
人
が
江
南
に
避
難
し
て
「
漢
化
」

は
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
お
歯
黒
の
よ
う
な
装
い
は
支
配
層
の
風
習
に
な
び
く
こ
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と
を
示
唆
し
て
お
い
た
が
、
時
代
が
下
が
っ
て
南
宋
以
後
お
歯
黒
の
風
習
は
す
た
れ
、
北
緯
二
十
五
度

以
北
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
列
島
に
お
歯
黒
の
風
習
が
あ
っ
た
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
第
三
十
八
話

本
文
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
識
別
で
き
る
水
稲
種
の
う
ち
日
本
で
栽
培
さ
れ

て
い
る
の
に
朝
鮮
半
島
で
栽
培
さ
れ
て
い
な
い
品
種
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
水
稲
種
が
、
朝
鮮
半
島
経

由
で
は
な
く
、
江
東
沿
海
部
か
ら
九
州
島
へ
直
接
渡
海
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
鵜
飼
が
江
東
で
は
行

な
わ
れ
た
が
華
北
で
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
ず
朝
鮮
半
島
に
は
な
か
っ
た
こ
と
も
、
鵜
飼
を
し
た
人
々

が
江
東
沿
海
部
か
ら
渡
海
し
た
と
す
る
仮
説
を
支
持
す
る
（
詳
細
な
議
論
は
第
三
十
八
話
に
ゆ
ず
る
）
。

今
考
え
て
い
る
お
歯
黒
の
風
習
も
、
華
北
や
朝
鮮
半
島
で
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
の
に
日
本
列
島
に
は
あ

っ
た
の
だ
か
ら
、
華
北
や
朝
鮮
半
島
を
通
っ
て
来
た
の
で
は
な
く
、
江
東
沿
海
部
か
ら
渡
海
し
て
来
た

こ
と
を
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
に
多
い
水
稲
種
・
鵜
飼
・
お
歯
黒
は
一
致
し
て
、

江
東
沿
海
部
か
ら
渡
海
し
て
来
た
と
告
げ
て
い
る
。 

 

で
は
、
日
本
列
島
に
お
歯
黒
の
風
習
が
定
着
し
た
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
放
射
性
炭
素
に
よ
る

測
定
は
、
九
州
北
部
で
水
稲
耕
作
が
始
ま
っ
た
の
が
紀
元
前
第
一
ミ
レ
ニ
ア
ム
初
期
の
こ
ろ
だ
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
江
東
沿
海
部
か
ら
水
稲
と
鵜
を
携
え
て
来
た
人
々
は
、
呉
や
越
が
建
国
さ
れ
た
時
代
よ
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り
も
以
前
（
稲
作
文
明
は
十
分
に
発
展
し
て
い
た
）
に
九
州
北
部
へ
渡
海
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、

江
東
の
稲
作
民
は
お
歯
黒
の
習
慣
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
か
ら
、
九
州
北
部
で
水
稲
耕
作
を
始

め
た
諸
集
団
に
も
お
歯
黒
の
風
習
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
先
進
の
生
産
手
段
を
も
っ
て
移
住
し
て
き
た
彼

ら
は
、
そ
の
地
で
有
利
な
地
位
を
占
め
て
、
彼
ら
の
文
化
・
生
活
習
慣
を
広
め
定
着
さ
せ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
広
域
に
社
会
の
階
層
構
造
が
確
立
し
た
古
墳
時
代
、
古
墳
に
埋
葬

さ
れ
た
有
力
者
に
お
歯
黒
の
痕
跡
が
あ
る
こ
と
が
す
ん
な
り
と
理
解
で
き
る
。 

 

第
三
十
八
話
本
文
と
こ
の
補
遺
の
議
論
は
、
日
本
列
島
の
古
代
史
や
社
会
構
造
に
も
関
わ
っ
て
、
お

歯
黒
が
後
世
ま
で
続
く
風
習
に
な
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
九
州
北
部
で
水
稲
耕
作
の

始
ま
っ
た
の
が
紀
元
前
九
百
年
こ
ろ
と
す
る
新
し
い
知
見
は
、
後
世
お
歯
黒
が
江
東
沿
海
部
で
す
た
れ

た
の
に
対
し
、
日
本
列
島
で
は
定
着
し
た
こ
と
を
う
ま
く
説
明
で
き
る
点
で
も
有
効
な
の
だ
。 

  

以
上
の
考
察
か
ら
、
紀
元
前
第
一
ミ
レ
ニ
ア
ム
初
期
に
江
東
沿
海
部
か
ら
九
州
北
部
へ
移
住
し
て
水

稲
耕
作
を
も
た
ら
し
た
人
々
は
、
お
歯
黒
の
風
習
を
も
ち
、
鵜
飼
を
し
て
い
た
、
と
推
定
で
き
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
一
六
年
、
十
二
月 


