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都
市
で
見
ら
れ
る
鷹
の
仲
間

　

木
々
の
緑
が
少
し
ず
つ
色
濃
く
な
る
こ
の
時
期
、

山
で
は
鷹た
か

が
巣
を
作
り
、
卵
を
産
ん
で
子
育
て
を
始

め
ま
す
。
鷹
や
鷲わ
し

と
い
う
と
、
普
通
に
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
ト
ビ
を
除
く
と
、
奥
深
い
山
に
生
息
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
人
里
近
く
で

も
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
の
で
す
。

　

例
え
ば
仙
台
付
近
で
は
、
オ
オ
タ
カ
や
ハ
ヤ
ブ
サ

の
姿
を
普
通
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
オ
オ

タ
カ
は
青
葉
山
で
繁
殖
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
東
日
本
大
震
災
で
大
部

分
が
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
海
岸
沿
い
の
防
潮
林
で
巣

を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

ハ
ヤ
ブ
サ
、
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
と
い
っ
た
鷹
の
仲
間

の
姿
も
、
青
葉
山
や
広
瀬
川
沿
い
で
し
ば
し
ば
目
撃

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

鷹
は
食
物
連
鎖
の
頂
点
に
位
置
す
る
動
物
で
す
の

で
、
鷹
が
多
く
住
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然

が
豊
か
で
、
鷹
の
餌
と
な
る
鳥
や
小
動
物
が
多
い
と

い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
ま
す
。
全
国
有
数
の
大
都

市
・
仙
台
は
、
豊
か
な
自
然
を
身
近
に
抱
え
て
い
る

こ
と
を
鷹
た
ち
は
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

鷹
狩

　

人
と
鷹
の
関
わ
り
と
い
う
こ
と
で
は
、
鷹
狩
が
最

大
の
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
訓
練
し
た
鷹
に
ウ

サ
ギ
な
ど
の
小
動
物
や
鳥
を
取
ら
せ
る
鷹
狩
は
、
紀

元
前
２
千
～
３
千
年
こ
ろ
に
中
央
ア
ジ
ア
で
始
ま
り
、

そ
の
後
、
世
界
中
に
広
ま
り
ま
し
た
。

　

日
本
で
も
鷹
狩
は
古
墳
時
代
に
は
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
、
埴は
に
わ輪

な
ど
か
ら
確
認
で
き
、
古
代
に
は
天

皇
や
公
家
の
間
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
、
中
世
に
入
る
と
鷹
狩
は
武
士
の

間
に
急
速
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
江
戸
時

代
に
は
、
公
家
の
鷹
狩
は
幕
府
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
、

鷹
狩
は
将
軍
・
大
名
や
そ
の
重
臣
な
ど
の
上
級
武
士

に
の
み
許
さ
れ
た
特
権
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

歴
代
の
仙
台
藩
主
の
多
く
は
鷹
狩
を
大
変
に
好
ん

で
お
り
、
そ
の
た
め
に
鷹
が
数
多
く
日
常
的
に
飼
育

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
鷹
を
訓
練
す
る
鷹
匠
や
、
鷹
に

食
べ
さ
せ
る
餌
を
調
達
す
る
「
餌え
さ
し刺
」
と
称
さ
れ
る

家
臣
も
多
数
召
し
抱
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
寛
文
十

（
一
六
七
〇
）
年
時
点
で
そ
の
数
は
、
鷹
匠
二
五
二
人
、

餌
刺
衆
一
一
二
人
に
達
し
て
い
ま
し
た
。

　

彼
ら
鷹
匠
や
餌
刺
が
育
て
て
い
た
の
は
、
藩
主
用

の
鷹
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
戦
国
時
代
以

前
か
ら
、
武
家
の
間
で
は
す
ぐ
れ
た
鷹
は
高
級
な
贈

り
物
と
し
て
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
す
ぐ

れ
た
鷹
が
育
つ
と
、
仙
台
藩
で
は
こ
れ
を
将
軍
に
献

上
し
て
い
ま
し
た
。
伊
達
政
宗
も
豊
臣
秀
吉
に
、
政

宗
の
父
・
輝
宗
は
織
田
信
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
鷹
を

贈
っ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
秀
吉
に
贈
ら
れ
た
鷹
は

「
鶴つ

る
と
り取

」
と
言
っ
て
、
大
き
な
鶴
を
取
れ
る
ほ
ど
の

力
と
技
を
持
っ
た
逸
品
だ
っ
た
の
で
す
。

鷹
の
名
産
地

　

仙
台
藩
で
飼
わ
れ
て
い
た
鷹
は
、
ど
う
や
っ
て
調

達
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
実
は
仙
台
藩
領
で
あ
っ
た

地
域
の
山
間
に
は
「
塒と
や

」
ま
た
は
「
鳥と

や屋
」
と
い
う

文
字
が
付
く
地
名
を
し
ば
し
ば
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
「
塒
」
と
い
う
の
は
、
実
は
鷹
の
幼
鳥
を

捕
獲
で
き
る
場
所
を
指
し
た
の
で
す
。「
塒
」
地
名
が

多
く
残
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
鷹
が
多
く
生

息
し
て
い
た
と
い
う
証
拠
に
な
る
の
で
す
。

　

現
在
の
仙
台
市
域
も
「
大お
お
と
や塒

」（
太
白
区
大
塒
町
）

の
地
名
が
残
る
よ
う
に
、
あ
ち
こ
ち
で
鷹
が
生
息
し

て
い
ま
し
た
。
戦
国
時
代
に
伊
達
氏
の
家
臣
が
主

君
に
鷹
を
献
上
す
る
記
録
が
幾
つ
も
見
ら
れ
ま
す

が
、
そ
の
多
く
は
、
現
仙
台
市
域
を
本
拠
と
し
て
い

た
留る

す守
氏
や
国こ
く
ぶ
ん分
氏
、
茂も
に
わ庭
氏
が
伊
達
氏
に
鷹
を
献

上
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

北
陸
の
戦
国
大
名
・
朝
倉
氏
が
定
め
た
法
令
に
は

「
伊
達
氏
の
所
へ
使
者
を
出
し
て
良
い
馬
や
鷹
を
求

め
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
文
が
あ
り
ま
す
。
伊

達
領
の
鷹
は
全
国
の
武
士
た
ち
垂す
い
え
ん涎
の
高
級
ブ
ラ
ン

ド
品
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
伊
達
ブ
ラ
ン

ド
の
鷹
の
主
体
が
、
現
仙
台
市
域
周
辺
で
生
を
受
け

た
鷹
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
さ
そ
う
で
す
。
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第 14 回

青葉区花壇付近の広瀬川河原で獲物の鳥を捕えたハヤ
ブサ（平成27年４月　阿部さやか撮影）


