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は
じ
め
に—

—

世
界
農
業
遺
産
、
日
本
三
大
清
流
の
ア
ユ
は
語
る

蔵く
ら

治じ

光こ
う

一い
ち

郎ろ
う

　

50
年
前
の
１
９
７
２
年
、
ロ
ー
マ
・
ク
ラ
ブ
は
、
経
済
成
長
に
自
ら
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
安
定
さ
せ
る
以
外
に
地
球
人
類

の
持
続
可
能
な
未
来
は
な
い
、
と
い
う
予
測
（『
成
長
の
限
界
』）
を
発
表
し
ま
し
た
。
２
０
０
９
年
に
は
環
境
学
者
の
ヨ
ハ

ン
・
ロ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ー
ム
が
、
気
候
変
動
、
生
物
多
様
性
の
喪
失
、
窒
素
・
リ
ン
の
循
環
は
、
す
で
に
地
球
の
限
界
を
超
え

て
い
る
こ
と
を
発
表
し
ま
し
た
。

　

歴
史
を
振
り
返
る
と
、
私
た
ち
は
近
代
化
の
名
の
も
と
に
、
利
便
性
・
合
理
性
・
安
全
性
・
経
済
性
・
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
を
追
求
し
て
生
物
圏
に
手
を
加
え
、
社
会
や
経
済
を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
生
物
圏
は
大
き
く
変

化
し
、
そ
の
上
に
立
つ
社
会
や
経
済
の
持
続
可
能
性
も
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
生
物
圏
の
持
続
可
能
性
を
最
重

要
課
題
と
考
え
る
社
会
へ
の
変
革
（
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
を
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
求
め
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
も
、
か
つ
て
生
物
圏
、
社
会
、
経
済
を
巡
る
論
争
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
長
良
川
河
口
堰
の

建
設
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
地
球
上
に
山
・
川
・
海
が
連
続
し
た
生
物
圏
が
形
成
さ
れ
、
有
史
以
来
、
そ
の
上
に
川
と
流
域
の

恵
み
で
生
き
る
地
域
社
会
、
地
域
経
済
が
形
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
近
代
化
に
伴
い
、
川
は
人
間
の
都
合
に
合
わ
せ
て
徐
々

に
手
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
が
、長
良
川
で
は
川
の
恵
み
で
生
き
る
人
た
ち
の
日
々
の
営
み
が
戦
後
も
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

１
９
６
０
年
頃
、
経
済
基
盤
を
強
化
し
、
国
民
所
得
の
増
大
を
図
る
た
め
、
中
京
工
業
地
帯
な
ど
の
新
規
水
需
要
に
対
し
て
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資
源
の
確
保
の
た
め
の
工
事
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
変
化
す
る
生
物
圏
の
持
続
性
と
の
調
和
を
目
指
し
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
運

用
の
再
検
討
が
世
界
中
で
行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
長
良
川
の
ア
ユ
や
河
口
堰
に
つ
い
て
は
国
や
岐
阜
県
、
愛
知
県
の
委
員

会
で
議
論
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
議
論
が
世
界
的
な
議
論
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
考
え
ま
す
。

　

未
来
の
世
代
に
我
々
は
何
を
つ
な
い
で
い
く
の
か
、
長
良
川
の
生
物
圏
の
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
可
能
性
を
、
若

い
人
に
も
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

多
量
の
水
を
供
給
で
き
、
塩
害
防
止
を
兼
ね
た
長
良
川
潮
止
堰
を
建
設
す
る
計
画
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
是
非
を
巡
り

激
し
い
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
結
果
と
し
て
１
９
９
５
年
に
河
口
堰
が
運
用
を
開
始
し
、
汽
水
域
の
生
物
圏
は

大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。

　

今
の
若
い
人
た
ち
は
過
去
の
論
争
を
知
ら
ず
、
河
口
堰
は
初
め
か
ら
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
す
。
一
方
で
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
小

学
校
で
教
育
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、長
良
川
の
生
物
圏
を
象
徴
す
る
天
然
ア
ユ
は
岐
阜
市
で
準
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ（
後

に
取
り
消
し
）、「
清
流
長
良
川
の
鮎
」
は
世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
書
で
は
、
社
会
や
経
済
の
基
盤
で
あ
る
生
物
圏
の
喪
失
が
地
球
の
限
界
を
超
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
代

に
お
い
て
、「
経
済
基
盤
を
強
化
し
、
国
民
所
得
の
増
大
を
図
る
」
た
め
に
人
の
手
が
加
え
ら
れ
た
長
良
川
の
生
物
圏
を
再

生
し
、
社
会
や
経
済
の
基
盤
と
し
て
復
権
す
る
可
能
性
を
探
り
ま
す
。

　

第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
で
は
、
長
良
川
の
生
物
圏
を
代
表
す
る
生
物
と
し
て
ア
ユ
を
取
り
上
げ
ま
す
。
ア
ユ
は
海
域
か
ら
上
流

ま
で
広
く
回
遊
す
る
魚
で
、
川
の
生
物
圏
の
持
続
可
能
性
の
指
標
と
な
り
ま
す
。
ま
た
鵜
飼
を
通
じ
た
観
光
資
源
や
地
域
の

水
産
資
源
と
し
て
重
要
な
生
物
で
す
。
ア
ユ
以
外
の
動
植
物
に
も
目
を
配
り
な
が
ら
、
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
長
良
川
の
生
物

圏
に
起
き
た
こ
と
、
起
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
不
確
実
性
も
踏
ま
え
つ
つ
解
説
し
ま
す
。

　

第
Ⅲ
部
で
は
、
長
良
川
河
口
堰
に
焦
点
を
絞
り
、
治
水
、
利
水
、
塩
害
防
止
と
い
っ
た
河
川
管
理
の
観
点
や
社
会
経
済
的

な
観
点
か
ら
、
こ
の
30
年
間
に
起
き
た
変
化
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
変
化
に
は
地
球
温
暖
化
に
よ
る
気
候
変
動
、
海
水
温

や
潮
位
の
上
昇
、
土
砂
の
堆
積
と
い
っ
た
自
然
現
象
か
ら
、
水
需
要
の
減
少
、
人
口
減
少
と
い
っ
た
社
会
現
象
、
土
砂
の
浚

し
ゅ
ん

渫せ
つ

な
ど
の
工
事
ま
で
が
含
ま
れ
ま
す
。
河
口
堰
の
運
用
し
だ
い
で
、
生
物
圏
・
社
会
・
経
済
の
、
よ
り
良
い
調
和
を
図
る
可

能
性
を
考
え
ま
す
。

　

第
Ⅳ
部
で
は
、
河
口
堰
の
最
適
運
用
に
向
け
て
、
世
界
の
先
進
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。
河
口
付
近
の
災
害
の
防
御
や
淡
水
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長
良
川
の
鵜
飼
の
奥
深
い
世
界

　
　

岩い
わ

佐さ

昌ま
さ

秋あ
き

（
小
瀬
鵜
飼
・
宮
内
庁
式
部
職
鵜
匠
）

　

は
い
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
小お

瀬ぜ

鵜う

飼か
い

の
鵜
匠
の
岩
佐
と
申
し

ま
す
。（
関
市
小
瀬
は
）
岐
阜
市
長
良
か
ら
、
だ
い
た
い
12
〜
13
キ
ロ
上
流
に
あ
た
り
ま
す
。

宮
内
庁
式
部
職
は
、
小
瀬
の
鵜
飼
３
名
と
長
良
の
鵜
飼
６
名
、
日
本
全
国
で
計
９
名
だ
け
で

す
。

　

現
在
日
本
で
鵜
飼
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
11
か
所
あ
り
ま
す
。
一
番
東
が
山
梨
県
の
石

和
温
泉
、
笛
吹
川
。
そ
し
て
、
犬
山
と
小
瀬
と
長
良
、
京
都
の
嵐
山
と
宇
治
、
広
島
県
の
三

次
、
山
口
県
の
岩
国
、
愛
媛
県
の
大
洲
、
福
岡
県
の
原
鶴
温
泉
、
大
分
県
の
日
田
温
泉
で
す
。

鵜
飼
は
、
舟
に
乗
っ
て
や
る
の
が
ほ
と
ん
ど
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
鵜
匠
さ
ん
が
川
の
中
を

歩
き
な
が
ら
や
る
鵜
飼
、
徒か

歩ち

鵜
飼
と
い
う
鵜
飼
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

小
瀬
の
鵜
飼
は
、
松
尾
山
の
真
下
に
長
良
川
が
流
れ
、
水
墨
画
的
に
岩
が
あ
り
、
水
が
非

常
に
綺
麗
で
、
反
対
側
に
河
原
が
あ
っ
て
、
ホ
テ
ル
は
ひ
と
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
（
図
１
）。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
や
ら
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。（
岩
佐
家
は
）私
で
４
代
目
で
す
。

父
親
が
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
私
は
次
男
坊
な
ん
で
す
。
本
来
は
世
襲
制
だ
か
ら
長
男
が
継

ぐ
の
が
多
い
が
、
兄
貴
は
そ
う
い
う
の
に
疎
く
て
、
勉
強
の
ほ

う
に
走
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
私
が
親
父
の
後
ろ
を
く
っ
つ

い
て
い
ま
し
た
。小
さ
い
頃
か
ら
魚
を
捕
る
の
が
好
き
で
し
た
。

　

鵜
と
い
う
の
は
非
常
に
お
り
こ
う
な
鳥
で
、（
鵜
匠
の
家
の

敷
地
内
に
は
）鳥と

屋や

と
呼
ば
れ
る（
鵜
の
）部
屋
が
あ
り
ま
す
が
、

鵜
匠
が
中
に
入
り
ま
す
と
、
だ
い
た
い
じ
っ
と
し
て
い
る
。
子

供
が
入
っ
て
き
ま
す
と
馬
鹿
に
し
ま
す
。
お
と
な
し
い
の
が
お

り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
バ
ッ
と
捕
ま
え
て
遊
ぶ
こ
と
を
し
て
き

た
も
の
で
す
。
大
学
を
卒
業
し
て
２
年
く
ら
い
は
教
師
に
専
念

を
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
あ
と
は
時
間
的
に
余
裕
が
で
き
ま

し
た
の
で
、
親
父
の
後
ろ
を
つ
い
て
舟
に
乗
っ
た
り
し
て
お
り

ま
し
た
。
親
父
が
75
〜
76
歳
の
頃
に
「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
俺
も
で

き
な
い
か
ら
、
危
な
い
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
「
や
れ
や
」
と

な
っ
て
、
今
日
ま
で
来
て
お
り
ま
す
。

　

小
瀬
の
鵜
飼
は
非
常
に
暗
い
と
こ
ろ
で
や
る
。
明
る
い
と
こ

ろ
は
我
々
の
勘
が
働
か
な
い
。
暗
い
と
（
勘
が
働
い
て
）
意
外

と
前
が
見
え
る
。
自
分
た
ち
の
川
は
、
自
分
の
手
の
ひ
ら
と
一

緒
で
す
の
で
、
だ
い
た
い
ど
こ
に
岩
が
あ
っ
て
、
ど
こ
に
石
が

あ
っ
て
、
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
り
ま
す
。
鵜
舟
は
笹さ

さ

図１　小瀬鵜飼の漁場。松尾山（右奥）の真下を長良川が流れ、水墨画的に
岩があり、水が非常に綺麗で、手前には河原が広がる（編集部撮影）

岩佐昌秋。1968 年から高校の教師
を務める傍ら、父の手伝いで 1970
年頃から鵜舟に乗り始めた。伝統漁
法継承のため、宮内庁から岐阜県教
育委員会に依頼があり、1993 年に
現職の教師のまま、宮内庁の式部職
鵜匠の辞令を受けた。
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よ
う
に
す
る
。
乗
ら
れ
て
、
我
々
が
出
る
少
し
下
の
と
こ
ろ
で
待
機
し
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
待
機
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
き
に
、
鵜
匠
が

そ
こ
へ
行
っ
て
、鵜
飼
の
説
明
を
し
ま
す
（
図
３
）。
装
束
の
話
、鵜
の
話
、

そ
し
て
鵜
を
し
ば
る
手た

縄な
わ

の
話
。
そ
し
て
、
終
わ
り
ま
し
た
ら
鵜
舟
の
と

こ
ろ
へ
行
き
ま
し
て
、
す
ぐ
に
鵜
を
縛
り
に
入
り
ま
す
。
縛
り
終
わ
り
ま

し
た
ら
、
合
図
を
し
て
、
篝
に
火
を
入
れ
て
も
ら
い
ま
す
。

　

篝
に
火
を
入
れ
た
ら
、
順
番
に
下
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
屋
形
船
の

ほ
う
か
ら
見
ま
す
と
、
本
当
に
真
っ
暗
な
と
こ
ろ
に
、
篝
の
灯
り
だ
け
が

ず
ー
っ
と
近
づ
い
て
く
る
。
非
常
に
幻
想
的
で
す
。
で
、
そ
ば
ま
で
来
ま

し
た
ら
、
今
度
は
、
鵜
舟
と
屋
形
船
が
一
緒
に
、
並
行
し
て
下
っ
て
い
き

ま
す
。
こ
れ
を「
狩
り
下
り
」
と
言
い
ま
す
（
図
４
）。
そ
の
と
き
に
鵜
が

魚
を
パ
ッ
と
く
わ
え
る
と
、
お
客
さ
ん
の
「
お
ー
、
捕
っ
た
、
捕
っ
た
！
」

と
い
う
声
が
す
る
の
で
、
こ
っ
ち
も
ニ
コ
ッ
と
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い

う
の
が
見
え
る
。
時
に
は
、
屋
形
船
の
す
ぐ
隣
、
手
を
伸
ば
す
と
届
く
ぐ

ら
い
の
と
こ
ろ
に
、潜
っ
て
い
た
鵜
が
プ
ク
ッ
と
上
が
っ
て
き
ま
す
。
で
、

船
頭
が
「
お
客
さ
ん
、
あ
ん
ま
り
手
出
さ
ん
よ
う
に
。
食
い
つ
く
と
い
か

ん
か
ら
」
っ
て
。

　

綺
麗
な
水
の
中
で
鵜
が
泳
い
で
い
る
と
こ
ろ
が
ま
と
も
に
見
え
ま
す
。

お
客
さ
ん
に
「
よ
か
っ
た
な
、
今
日
は
。
捕
っ
た
魚
見
せ
て
く
だ
さ
い
」

舟ぶ
ね

と
申
し
ま
す
。
だ
い
た
い
長
さ
11
メ
ー
ト
ル
50
セ
ン
チ
く
ら
い
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、非
常
に
不
安
定
。
篝か

が
りが
つ
い
て
い
る
の
で
余
計
に
不
安
定
。

そ
れ
を
う
ま
く
操
り
な
が
ら
や
る
わ
け
で
す
。

　

私
ど
も
（
小
瀬
）
の
鵜
舟
は
３
艘
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
お
客
さ
ん
が
見

る
た
め
の
、
鵜
舟
の
周
辺
に
つ
け
る
屋
形
船
は
最
大
限
４
艘
。
10
人
乗
り

と
20
人
乗
り
、
小
さ
い
の
と
大
き
い
の
が
あ
る
。
現
在
屋
形
船
は
10
艘
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
い
た
い
２
艘
か
３
艘
は
余
っ
て
お
る
ん
で
す
。
屋
形

船
を
増
や
せ
ば
、
お
客
さ
ん
に
は
来
て
い
た
だ
け
ま
す
け
れ
ど
も
、
見
え

ま
せ
ん
の
で
増
や
さ
な
い
。

　

も
う
一
つ
は
船
頭
さ
ん
の
技
術
で
す
。
鵜
舟
に
船
外
機
を
つ
け
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
ら
は
船
外
機
は
一
切
使
っ
て
お
り
ま

せ
ん
（
図
２
）。
竿
と
櫂
と
、
こ
の
二
つ
だ
け
で
行
き
来
し
ま
す
。
上
り

は
竿
で
上
っ
て
い
っ
て
、
下
り
は
櫂
で
下
る
。
屋
形
船
の
場
合
は
手
櫂
と

い
い
ま
し
て
、
大
き
い
櫂
で
や
り
ま
す
。
こ
れ
が
ま
た
、
い
い
音
が
す
る

ん
で
す
よ
。
ギ
ー
っ
て
ね
。
木
と
木
の
摩
擦
の
音
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

き
れ
い
な
音
が
す
る
。

　

だ
い
た
い
６
時
頃
に
準
備
を
し
て
、
鵜
飼
を
始
め
る
と
こ
ろ
ま
で
竿
で

上
っ
て
い
っ
て
少
し
休
憩
し
ま
す
。
屋
形
船
に
乗
船
さ
れ
る
方
は
何
時
頃

ま
で
に
乗
船
し
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
乗
っ
て
も
ら
う

図２　小瀬鵜飼の鵜舟。船外機は使わず、竿と櫂だけ
で行き来する（写真提供：関市）

図４　狩り下り。鵜舟と屋形船が並んで下る（写真提供：関市）
図３　鵜とともに鵜飼の説明をす
る岩佐鵜匠（写真提供：関市）
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