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と
ワ
タ
カ

ー
鳥
浜
貝
塚
傍
観
記
l

刀t

江

雄

秀

榔
子
の
実

昭
和
五
十
八
年
八
月
の
あ
る
日
の
こ
と
、
既
に
全

国
に
も
そ
の
名
を
広
く
知
ら
れ
て
い
る
烏
浜
貝
塚
か

ら
、
榔
子
(
ヤ
シ
)
の
実
が
発
掘
さ
れ
た
。
少
な
く

と
も
二
個
分
と
考
え
ら
れ
る
榔
子
の
実
(
厳
密
に
い

え
ば
、
恐
ら
く
そ
の
中
の
種
子
)
の
破
片
が
出
土
し

た
の
で
あ
っ
た
。
二
十
数
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
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こ
の
烏
浜
貝
塚
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
来
ら
れ
た
森
大
な
御
研
究
と
著
述
の
中
で
も
最
も
重
要
な
も
の
の
(
一
八
四
七
年
)
に
完
成
し
た
『
重
訂
本
草
綱
目
啓

川
昌
和
氏
(
現
在
、
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館
副
館
長
)
一
つ
で
あ
る
が
、
先
生
が
若
き
日
の
学
生
時
代
に
愛
蒙
』
(
「
復
刻
日
本
科
学
古
典
全
書
」
第
十
五
巻
、

か
ら
、
私
は
出
土
後
ま
も
な
い
こ
の
榔
子
の
実
を
見
知
県
の
伊
良
湖
岬
に
お
い
て
、
遠
く
南
方
の
島
よ
り
朝
日
新
聞
社
発
行
)
を
ひ
も
と
く
と
、
櫛
子
に
つ
い

せ

て

頂

く

こ

と

が

で

き

た

。

太

平

洋

の

潮

に

乗

っ

て

流

れ

着

い

た

榔

子

の

実

を

発

て

、

「

和

産

な

し

、

熱

国

の

産

な

り

。

実

は

四

辺

の

素
人
目
に
も
一
見
し
て
そ
れ
と
わ
か
る
郁
子
の
実
見
さ
れ
、
日
本
民
族
あ
る
い
は
民
俗
や
、
文
化
の
淵
海
辺
に
漂
流
し
き
た
る
故
に
四
国
但
州
佐
州
奥
州
若

は
、
透
明
の
ケ

l
ス
の
中
に
水
浸
し
に
な
っ
て
保
存
源
成
立
に
つ
い
て
、
壮
大
な
構
想
理
論
を
打
ち
立
て
州
等
の
地
に
臨
あ
り
。
」
云
々
、
と
あ
る
。
一
昨
年

さ
れ
て
い
た
。
森
川
副
館
長
に
つ
い
て
資
料
整
理
室
ら
れ
る
契
機
と
も
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
夏
、
大
阪
市
立
大
学
の
教
授
で
、
地
質
の
中
の
古
生

に
入
っ
た
私
は
、
指
し
示
さ
れ
る
ケ

l
ス

の

中

を

の

記

念

す

べ

き

論

著

で

あ

る

。

物

や

植

物

学

研

究

の

権

威

で

あ

る

粉

川

昭

平

先

生

も

ぞ
き
込
ん
だ
が
、
ま
る
で
生
ま
れ
だ
て
の
赤
ん
坊
を
こ
の
伊
良
湖
岬
の
榔
子
の
実
の
発
見
が
、
柳
田
先
わ
ざ
わ
ざ
来
訪
さ
れ
て
、
こ
の
榔
子
の
実
を
確
認
さ

見
る
よ
う
に
、
そ
れ
も
自
分
の
子
供
を
見
る
ほ
ど
に
、
生
か
ら
友
人
の
島
崎
藤
村
に
伝
え
ら
れ
、
あ
の
有
名
れ
た
。
先
生
は
私
に
対
し
て
も
「
榔
子
に
は
種
類
が

胸
の
と
き
め
く
の
を
覚
え
た
。
「
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
、
な
「
榔
子
の
実
」
の
歌
|
|
名
も
知
ら
ぬ
遠
き
島
よ
多
い
の
で
、
即
座
に
ど
れ
と
は
言
え
な
い
が
、
榔
子

榔
子
の
笑
だ
」
と
、
喜
び
が
こ
み
あ
げ
て
来
る
の
で
り
流
れ
寄
る
榔
子
の
実
一
つ
、
云
々
ー
ー
が
作
詩
さ
科
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
」
と
教
え

あ
っ
た
。
鳥
浜
貝
塚
か
ら
は
、
丸
木
舟
や
赤
漆
塗
り
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
も
紹
介
さ
れ
た
後
て
下
さ
っ
た
。
私
か
ら
は
先
生
に
、
『
海
上
の
道
』

の
櫛
を
始
め
実
に
貴
重
な
遺
物
の
出
土
が
相
つ
い
で
で
、
『
海
上
の
道
』
に
柳
田
先
生
は
「
小
野
氏
の
本
の
こ
と
な
ど
お
伝
え
・
申
し
上
げ
た
。

お
り
、
全
く
専
門
外
の
私
も
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館
草
啓
蒙
に
依
る
と
、
佐
渡
の
他
に
も
但
馬
・
若
狭
、
思
え
ば
、
柳
田
国
男
先
生
の
明
言
さ
れ
た
通
り
、

に
あ
っ
て
、
鳥
浜
員
塚
の
遺
物
に
つ
い
て
は
毎
日
の
奥
州
に
も
四
国
に
も
榔
子
の
実
の
漂
流
し
て
来
た
前
若
狭
湾
な
ど
へ
の
柿
子
の
実
の
漂
着
は
、
決
し
て
千

よ
う
に
見
聞
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
榔
子
の
実
例
が
す
で
に
有
っ
た
」
と
述
べ
、
ま
た
「
日
本
の
海
年
ば
か
り
の
新
ら
し
い
歴
史
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

の
出
土
こ
そ
、
私
に
と
っ
て
は
最
大
の
喜
ぴ
で
あ
り
、
端
に
、
コ
コ
榔
子
の
実
が
流
れ
着
く
と
い
ふ
こ
と
は
っ
た
。
鳥
浜
貝
塚
の
発
掘
調
査
に
尽
力
し
て
い
る

感

動

で

あ

っ

た

。

決

し

て

千

年

ば

か

り

の

新

ら

し

い

歴

史

で

は

無

か

っ

若

狭

歴

史

民

俗

資

料

館

の

優

れ

た

学

芸

員

網

谷

克

彦

民
俗
学
に
親
し
ま
れ
た
方
な
ら
、
も
は
や
お
わ
か
た
筈
で
あ
る
L

と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
、
榔
子
の
実
の
出
土
し
た
層
は
「
五
千

り
で
あ
ろ
う
が
、
「
榔
子
の
実
が
出
た
」
と
聞
い
た
こ
こ
に
い
わ
れ
る
「
小
野
氏
の
本
草
啓
蒙
」
と
は
、
年
乃
至
五
千
五
百
年
、
少
な
く
と
も
五
千
年
は
降
ら

途
端
、
私
は
柳
田
国
男
先
生
の
有
名
な
著
書
『
海
上
江
戸
後
期
の
本
草
学
者
小
野
蘭
山
の
講
述
を
出
版
し
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
鳥
浜
貝
塚
に
榔

の
道
』
を
思
い
浮
か
べ
た
。
こ
れ
は
柳
田
先
生
の
偉
た
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
の
こ
と
で
あ
る
。
弘
化
四
年
子
の
実
出
土
の
こ
の
事
実
を
、
柳
田
先
生
が
御
健
在
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で
あ
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
か
喜
ん
で
下
さ
っ
た
で
あ
ろ

う
に
と
残
念
で
な
ら
な
い
。

な
お
、
私
が
『
海
上
の
道
』
と
榔
子
の
実
に
殊
の

ほ
か
興
味
と
関
心
を
抱
い
た
の
は
、
必
ず
し
も
短
か

い
年
限
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
実
は
昭
和
三
十
六

年
十
一
月
十
九
日
、
小
浜
市
の
明
通
寺
で
関
か
れ
た

若
越
総
合
短
歌
大
会
に
出
席
し
た
と
き
、
小
浜
市
在

住
の
歌
人
竹
中
皆
二
氏
の
作
歌
の
中
に
「
あ
い
の
か

ぜ
」
と
い
う
方
言
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
方
か

ら
方
言
研
究
者
永
江
に
と
名
指
し
て
こ
の
語
の
解
明

を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
即
ち
、
こ
の
方
吾
一
口

ア
イ
ノ
カ
ゼ
と
は
、
万
葉
集
の
大
伴
家
持
の
歌
に
も

幾
度
か
用
い
ら
れ
て
い
る
寸
あ
ゅ
の
か
ぜ
」
の
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
即
答
で
き
な
か
っ
た
私
は
、

そ
の
後
で
き
る
限
り
こ
の
語
を
追
い
求
め
る
こ
と
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
経
過
と
結
果
は
、
昭
和

三
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日
の
福
井
新
聞
夕
刊
、
三

十
七
年
七
月
一
日
と
二
日
の
同
紙
夕
刊
、
四
十
六
年

八
月
一
日
の
北
日
本
新
聞
、
五
十
二
年
七
月
発
行
「
フ

オ
ク
ロ
ア
・

1
」
等
に
発
表
し
た
の
で
、
こ
こ
に
は

省
略
す
る
。

柳
田
先
生
は
、
こ
の
ア
イ
ノ
カ
ゼ
、
古
く
は
「
あ

ゅ
の
風
」
の
こ
と
を
、
名
著
『
海
上
の
道
』
に
詳
述
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さ
れ
て
お
り
、
榔
子
の
実
の
よ
う
に
「
海
か
ら
く
さ

ん
『
¥
の
好
ま
し
い
も
の
を
、
日
本
人
に
寄
与
し
た
風
」

(
海
の
向
う
か
ら
吹
き
寄
せ
て
来
る
風
)
で
あ
る
と

説
い
て
、
こ
の
風
を
極
め
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

ア
イ
ノ
カ
ゼ
に
引
か
れ
て
『
海
上
の
道
』
に
読
み
入

っ
た
私
は
、
そ
こ
で
郁
子
の
実
と
そ
の
歌
の
こ
と
を

も
初
め
て
学
ん
だ
。
そ
し
て
、
民
俗
研
究
の
立
場
か

ら
、
鳥
浜
貝
塚
の
榔
子
の
実
の
出
土
に
最
大
の
感
動

と
歓
喜
と
を
得
る
結
果
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

正
に
、
ア
イ
ノ
カ
ゼ
が
私
に
も
「
郁
子
の
実
」
を
も

た
ら
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

黒
潮
の
運
ぴ
し
幸
か
幾
千
里

若
狭
の
浜
に
着
き
し
榔
子
の
実

い
に
し
へ
ゆ
吹
き
続
き
け
む
あ
ゅ
の
風

柳
子
の
実
寄
す
る
若
狭
の
浜
に

若
狭
な
る
鳥
浜
に
い
ま
五
千
年

古
り
に
し
郁
子
の
実
掘
り
出
だ
さ
れ
ぬ

(
五
八
・
八
・
二
八
拙
詠
)

ワ
タ
カ

鳥
浜
貝
塚
の
発
掘
調
査
は
考
古
学
の
専
門
家
に
よ

っ
て
行
わ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
史
を
書
き
換
え
る

と
ま
で
い
わ
れ
る
数
々
の
素
晴
ら
し
い
成
果
が
挙
げ

ら
れ
て
来
た
。
そ
し
て
、
そ
の
出
土
品
な
ど
に
つ
い

て
の
研
究
解
明
に
は
、
常
に
考
古
学
以
外
の
学
者
や

研
究
者
の
大
き
な
協
力
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
考
古

学
や
歴
史
学
以
外
に
も
、
動
物
学
・
植
物
学
・
作
物

学
・
地
質
学
等
々
、
い
わ
ゆ
る
学
際
的
協
力
の
美
し

い
姿
と
成
果
を
、
い
つ
も
目
の
当
た
り
に
眺
め
て
深

く
感
嘆
し
て
い
る
私
で
あ
る
。
こ
の
私
に
対
し
、
昨

年
十
一
月
の
上
旬
、
若
狭
考
古
学
研
究
会
長
の
上
野

晃
氏
か
ら
実
に
興
味
あ
る
話
が
伝
え
ら
れ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
興
味
は
結
果
的
に
生
じ
た
こ
と
で
は
あ
る

，刀

烏
浜
員
塚
の
発
掘
調
査
は
、
現
在
福
井
県
教
育
委

員
会
の
仕
事
と
し
て
、
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館
の
森

川
副
館
長
以
下
が
そ
の
作
業
と
整
理
と
研
究
を
担
当

さ
れ
て
い
る
が
、
幾
人
も
の
学
生
達
が
研
究
や
論
文

作
成
の
た
め
に
、
こ
こ
に
来
て
発
掘
に
参
加
し
て
い

る
の
を
、
よ
く
見
か
け
る
。
そ
の
一
人
と
し
て
築
波

大
学
大
学
院
生
の
本
郷
一
美
嬢
が
あ
る
。
こ
の
学
生

は
鳥
浜
か
ら
出
土
す
る
魚
の
骨
の
研
究
を
し
て
い
る

と
の
こ
と
で
、
三
方
湖
民
生
存
し
て
い
る
魚
を
買
っ

て
来
て
、
煮
て
は
そ
の
骨
を
取
り
出
し
て
色
々
と
比

較
し
調
べ
た
り
も
し
て
い
ま
す
、
と
語
っ
て
い
た
。

三
方
町
鳥
浜
の
住
人
で
あ
り
長
年
こ
こ
の
貝
塚
発
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掘
に
協
力
貢
献
さ
れ
て
い
る
上
野
晃
氏
は
、
こ
の
本
所
で
、
拝
見
し
た
古
文
書
は
ρ
宇
た
だ
一
点
を
除
い
て
に
参
加
さ
れ
て
い
た
筑
波
大
学
の
西
田
正
規
氏
(
文

郷
嬢
の
た
め
に
烏
浜
の
漁
業
に
関
す
る
古
文
書
を
借
他
の
全
部
が
古
文
書
を
撮
影
し
た
写
真
の
コ
ピ
ー
で
化
人
類
学
者
、
理
学
博
士
)
が
た
ま
た
ま
来
室
さ
れ

り
て
資
料
館
へ
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
あ
り
、
そ
れ
も
率
直
に
い
っ
て
断
片
的
で
不
鮮
明
な
て
お
り
、
私
に
対
し
て
即
座
に
「
ワ
タ
カ
と
い
う
魚

は
曾
て
武
生
高
等
学
校
な
ど
の
先
生
を
き
れ
な
が
ら
、
も
の
が
多
か
っ
た
。
文
書
の
順
序
も
不
明
で
あ
り
、
は
、
い
ま
す
よ
」
と
答
え
て
下
さ
っ
た
。

県
内
の
イ
ト
ヨ
な
ど
の
魚
の
研
究
を
続
け
て
学
位
ま
ほ
と
ん
ど
が
前
後
を
欠
い
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
初
め
て
聞
く
魚
名
な
の
で
私
は
驚
く
と
共
に
、
私

で
取
ら
れ
た
今
は
亡
き
五
十
嵐
清
氏
の
調
査
資
料
で
し
か
し
、
た
だ
一
枚
だ
け
和
紙
に
毛
筆
書
き
さ
れ
の
分
野
の
古
文
書
解
読
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

あ
っ
た
と
い
う
。
五
十
嵐
博
士
は
、
三
方
湖
に
棲
む
た
実
物
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
最
も
貴
重
と
と
を
知
っ
て
大
変
う
れ
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
す
ぐ

淡
水
魚
の
僻
(
ハ
ス
)
の
研
究
を
さ
れ
る
た
め
、
直
な
っ
た
。
敢
え
て
「
実
物
」
と
い
っ
た
の
は
、
こ
れ
に
書
架
の
『
日
本
動
物
図
鑑
』
を
調
べ
た
が
、
ワ
タ

接
湖
中
の
魚
類
を
調
べ
る
と
共
に
烏
浜
に
伝
わ
る
漁
が
最
初
に
書
か
れ
た
本
当
の
意
味
の
原
本
か
ど
う
か
、
カ
が
な
い
。
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
魚
ら
し
い
と
思

業
関
係
の
古
文
書
を
も
調
査
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

A
7
の
私
に
は
不
詳
だ
か
ら
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
い
な
が
ら
、
念
の
た
め
に
『
国
語
大
辞
典
』
を
見
た

上
野
氏
か
ら
見
せ
ら
れ
た
そ
の
資
料
は
、
「
万
治
年
こ
の
文
書
は
微
力
の
私
に
も
そ
の
大
意
が
読
み
取
れ
と
こ
ろ
、
ち
ゃ
ん
と
出
て
い
る
で
は
な
い
か
。
続
い

間
は
す
の
古
文
書
貴
重
」
と
表
書
き
し
た
紙
袋
た
。
そ
の
中
に
、
魚
の
名
前
と
村
名
が
列
記
さ
れ
て
て
『
動
物
の
大
世
界
百
科
』
第
十
六
巻
(
日
本
メ
ー

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
の
調
査
の
対
象
い
る
が
、
「
鮒
」
と
「
は
す
」
の
聞
に
、
「
わ
た
か
」
ル
オ
ー
ダ
ー
社
刊
)
に
も
、
「
琵
琶
湖
の
動
物
」
の

は
主
に
「
僻
」
に
集
中
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
と
し
か
読
め
な
い
魚
名
が
あ
っ
た
。
こ
の
目
、
わ
が
解
説
の
中
に
「
魚
食
性
で
口
が
深
く
切
れ
こ
ん
だ
奇

る

。

資

料

館

の

法

本

義

弘

館

長

も

出

勤

さ

れ

て

い

た

の

で

、

妙

な

顔

の

ハ

ス

、

お

も

に

水

草

を

常

食

と

し

て

い

る

私
は
こ
れ
ら
の
古
文
書
解
読
の
御
協
力
を
お
願
い
し
ワ
タ
カ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。

た
。
や
は
り
、
こ
の
箇
所
は
「
わ
た
か
L

と
し
か
読
こ
こ
ま
で
来
た
と
き
、
私
に
は
大
変
な
興
味
が
湧

め
な
い
な
ア
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
。
き
起
こ
っ
た
。
全
国
か
ら
注
目
を
浴
び
て
い
る
烏
浜

学
芸
員
室
へ
帰
っ
た
私
は
、
上
野
氏
に
「
魚
の
名
貝
塚
は
、
三
方
湖
に
注
ぐ
僻
川
(
は
す
が
わ
)
の
河

前
が
列
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ワ
タ
カ
な
ど
と
川
改
修
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
こ
の
遺
跡
は
僻
川
と

い
う
名
が
出
て
い
る
の
で
、
意
味
が
断
定
で
き
な
い
」
そ
の
支
流
の
高
瀬
川
流
域
に
所
在
し
て
い
る
こ
と
は
、

と
告
げ
た
。
す
る
と
、
こ
の
日
(
十
一
月
八
日
)
、
資
既
に
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
も
、
特
に
「
僻
」

料
館
で
開
催
さ
れ
て
い
た
低
湿
地
遺
跡
調
査
研
究
会
と
い
う
こ
の
珍
し
い
漢
字
に
魅
せ
ら
れ
て
、
こ
の
魚

こ
れ
を
持
参
さ
れ
た
上
野
氏
は
、
私
に
こ
の
解
説

を
求
め
ら
れ
、
大
学
院
生
本
郷
さ
ん
の
研
究
に
参
考

に
な
る
よ
う
に
望
ま
れ
る
と
共
に
、
更
に
「
こ
れ
は
、

若
く
し
て
不
幸
に
も
交
通
事
故
で
亡
く
な
ら
れ
た
故

五
十
嵐
清
先
生
が
、
聞
き
取
り
調
査
の
お
り
に
資
料

と
し
て
収
集
さ
れ
た
も
の
で
、
先
生
の
執
念
が
こ
も

っ
て
い
る
も
の
で
す
。
ど
う
か
故
人
を
生
か
す
意
味

に
お
い
て
研
究
願
い
ま
す
」
と
申
し
添
え
ら
れ
た
。
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名
に
大
き
な
関
心
を
持
ち
、
鳥
浜
貝
塚
を
初
め
て
訪
ウ
グ
イ
亜
科
ワ
タ
カ
属
の
淡
水
魚
で
あ
る
ワ
タ
カ
の

れ
た
と
き
、
一
番
に
「
ハ
ス
と
い
う
魚
は
今
も
い
ま
全
容
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

す
か
し
と
尋
ね
た
程
で
あ
っ
た
。
こ
の
ハ
ス
な
る
魚
一
方
、
私
は
三
方
湖
に
ワ
タ
カ
が
今
も
い
な
い
か
、

は
、
淡
水
魚
で
琵
琶
湖
に
も
棲
み
若
狭
の
三
方
湖
に
曽
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
実
際
に
知
る
人
は
な
い
か

も
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
太
古
の
時
代
に
琵
琶
湖
と
を
探
っ
た
。
特
に
烏
浜
漁
業
協
同
組
合
の
方
か
ら
多

三
方
湖
は
一
続
き
で
あ
っ
た
と
い
う
説
を
補
強
す
る
く
の
御
教
示
を
頂
き
、
そ
の
御
紹
介
に
て
、
あ
る
古

事
実
と
も
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
を
、
私
は
以
前
老
が
「
今
は
い
な
い
が
、
以
前
に
は
ワ
タ
カ
と
い
う

に
聞
い
た
記
憶
が
あ
っ
た
。
ワ
タ
カ
も
正
に
同
然
な
魚
が
い
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
」
と
答
え
て

り
と
思
い
至
っ
た
私
は
、
か
く
て
初
め
て
お
自
に
か
下
さ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
鳥
浜
在
住
の
人
々
に
も

か
っ
た
古
文
書
の
「
わ
た
か
」
を
尋
ね
、
「
だ
れ
か
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
魚
名
で
は
あ
る
が
、
和

ワ
タ
カ
を
知
ら
な
い
か
」
と
採
し
始
め
る
こ
と
と
な
名
ワ
タ
カ
、
琵
琶
湖
沿
岸
で
の
方
言
名
ワ
タ
コ
・
セ

っ

て

し

ま

っ

た

。

ム

シ

、

ま

た

奈

良

で

は

ウ

マ

ウ

オ

と

呼

ば

れ

る

と

い

幸
い
は
幸
い
を
呼
び
、
私
は
福
井
県
水
産
試
験
場
う
こ
の
魚
が
、
三
方
湖
や
僻
川
、
あ
る
い
は
そ
の
周

に
わ
が
家
の
す
ぐ
隣
か
ら
勤
務
さ
れ
て
い
る
小
林
吉
辺
に
い
る
と
か
、
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
だ
れ
か
知

三
氏
(
技
術
開
発
課
長
)
の
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
っ
て
お
ら
れ
な
い
か
、
私
は
も
っ
と
広
く
呼
び
か
け

極
め
て
懇
意
の
同
氏
に
ワ
タ
カ
の
こ
と
を
尋
ね
た
。
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

氏
は
以
前
に
は
長
年
に
わ
た
り
滋
賀
県
水
産
試
験
場
最
近
、
昭
和
四
十
一
年
に
発
行
さ
れ
た
五
十
嵐
清

に
勤
務
さ
れ
て
い
た
の
で
、
淡
水
魚
に
最
も
詳
し
く
、
氏
と
加
藤
文
男
氏
共
著
の
「
福
井
県
の
淡
水
魚
類
」

琵
琶
湖
に
は
今
も
ワ
タ
カ
の
い
る
こ
と
を
直
ぐ
に
教
そ
の
他
の
論
文
を
、
上
野
晃
氏
か
ら
見
せ
て
頂
い
た
。

え
て
く
れ
た
。
ま
た
、
福
井
県
、
続
い
て
滋
賀
県
の
三
方
五
湖
の
魚
類
に
つ
い
て
も
綿
密
な
調
査
報
告
が

水
産
試
験
場
か
ら
は
、
『
原
色
日
本
淡
水
魚
類
図
鑑
』
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ワ
タ
カ
の
こ
と
は
見
当
た
ら
な

ほ
か
多
数
の
専
門
書
に
よ
っ
て
、
ワ
タ
カ
に
関
す
る
か
っ
た
。
た
だ
、
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
発
行
の
「
福

解
説
の
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
下
さ
れ
、
遂
に
、
コ
イ
科
井
市
立
郷
土
自
然
科
学
博
物
館
研
究
報
告
」
第
三
十

永
江

榔
子
の
実
と
ワ
タ
カ

号
所
収
の
加
藤
文
男
氏
(
県
立
高
志
高
等
学
校
教
諭
)

の
論
文
「
福
井
県
の
淡
水
魚
類
」

(
8
・
コ
イ
科
魚

類
)
の
中
に
ワ
タ
カ
の
記
述
が
あ
る
の
を
、
上
野
氏

か
ら
見
せ
て
頂
い
た
。
即
ち
、
福
井
県
で
は
日
野
川

(
武
生
市
で
昭
和
五
十
三
年
九
月
二
日
と
福
井
市
)

で
計
二
尾
が
獲
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
琵
琶
湖
稚
結
と

と
も
に
移
入
さ
れ
た
も
の
と
思
う
」
と
報
告
さ
れ
て

い
る
。最

後
に
な
っ
た
が
、
上
野
晃
氏
の
も
た
ら
さ
れ
た

五
十
嵐
清
博
士
収
集
の
古
文
書
の
う
ち
、
前
述
ど
お

り
実
物
の
伝
え
ら
れ
た
唯
一
の
内
容
を
次
に
掲
げ
よ

う
。
し
か
も
、
こ
れ
は
私
に
は
ど
う
し
て
も
読
み
得

な
い
数
箇
所
が
あ
っ
た
の
で
、
私
が
長
年
に
わ
た
り

古
文
書
一
に
つ
い
て
御
指
導
を
賜
っ
て
い
る
国
立
史
料

館
の
浅
井
潤
子
先
生
に
よ
っ
て
完
全
に
解
読
し
て
頂

い
た
も
の
で
あ
る
。

三
百
八
拾
数

弐
百
数

弐
百
九
拾
数

弐
百
は

七
百
弐
拾
は

鮒鮒鮒わ
た
か

は
す

気
山

い
ら
ず
み

鳥
浜

同
村

岡
村
徳
助

〆
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三

O
巻
五
号

80 

是
は
殿
様
御
見
物
被
成
候
ニ
付

鳥
浜
之
者
共
ニ
大
綱
御
ひ
か
せ

被
成
候
刻
殿
様
よ
り

右
之
者
御
拝
領
ニ
被
下
候
処

実
正
也
為
其
如
件

万
治
弐
年

亥
ノ
四
月
五
日

月
崎
助
十
郎

右
の
月
崎
助
十
郎
と
は
、
別
の
コ
ピ

l
資
料
に
よ

っ
て
、
舟
奉
行
(
浅
井
先
生
に
よ
れ
ば
、
領
内
辞
令

の
奉
行
)
を
も
勤
め
た
役
人
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る

が
、
こ
の
文
書
に
は
そ
の
宛
名
が
な
い
。
た
だ
、
最

初
の
二
行
を
欠
く
け
れ
ど
も
殆
ん
ど
全
く
同
内
容
の

文
書
コ
ピ
ー
が
別
に
あ
り
、
そ
れ
に
は
文
書
の
最
後

に
「
鳥
浜
庄
屋
三
郎
太
夫
」
と
宛
書
き
さ
れ
て
い
る

の
で
、
右
の
文
書
も
当
然
に
鳥
浜
村
の
、
そ
し
て
恐

ら
く
昔
の
庄
屋
三
郎
太
夫
と
い
う
お
家
に
伝
わ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
私
に
は
今
そ
の
お
家
と
文

書
の
関
係
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ
っ
て
、
万
治
二
年

(
一
六
五
九
年
)
に
は
こ
の
鳥
浜
の
面
す
る
三
方
湖

に
、
琵
琶
湖
同
様
に
淡
水
魚
の
ワ
タ
カ
が
、
た
く
さ

ん
生
息
し
漁
獲
も
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
全
く
明
白

/1 

と
な
っ
た
。
そ
れ
も
、
も
ち
ろ
ん
琵
琶
湖
の
稚
鮎

紛
れ
て
運
び
込
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
や
ハ

ス
と
同
様
に
琵
琶
と
三
方
の
両
湖
が
一
連
で
あ
っ
た

と
い
わ
れ
る
、
太
古
の
時
代
か
ら
の
も
の
に
違
い
な

い

で

あ

ろ

う

。

代

私
は
こ
こ
に
、
右
の
鳥
浜
文
書
の
内
容
と
意
義
を
、

ま
ず
以
て
五
十
嵐
博
士
に
御
報
告
申
し
上
げ
、
そ
の

御
功
績
に
深
い
感
謝
を
捧
げ
た
い
と
思
う
。
そ
し
て

私
に
も
ワ
タ
カ
を
知
る
き
っ
か
け
を
与
え
必
れ
た
大

学
院
生
の
本
郷
一
美
氏
が
、
鳥
浜
員
塚
出
土
の
魚
骨

の
丹
念
な
調
査
を
続
け
ら
れ
て
、
ワ
タ
カ
の
存
在
を

確
認
さ
れ
る
こ
と
を
も
期
待
し
た
い
。
ま
た
、
以
上

の
さ
さ
や
か
な
経
験
か
ら
、
私
は
将
来
と
も
郷
土
の

研
究
に
つ
い
て
、
各
分
野
の
学
際
的
な
、
更
に
は
よ

り
広
い
多
く
の
人
々
の
協
力
と
交
流
が
一
層
密
に
な

る
こ
と
を
、
切
に
祈
ら
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。

(
五
九
、
一
二
、
一
八
記
)
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