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和
歌
山
県
紀
美
野
町
に
お
け
る
動
物
の
民
俗

俵
　
　
　
和
　
馬

は
じ
め
に

　

和
歌
山
県
の
山
間
部
、
海
草
郡
に
位
置
す
る
紀
美
野
町
は
、
伝
統
的
に
国
内
産
シ
ュ
ロ
の
生
産
地
と
し
て
そ
の
名
が
有
名
で
あ
る
。

ま
た
、
近
年
で
は
県
外
か
ら
の
移
住
者
が
増
加
し
、
い
わ
ゆ
る
「
田
舎
暮
ら
し
」
の
成
功
例
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
伝
統
を
守
り
つ
つ
全
国
的
に
先
進
的
な
地
域
と
い
え
る
一
方
で
、
紀
美
野
町
の
生
業
を
顧
み
る
と
、
和
歌
山
県
の
「
山
の

文
化
」
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
地
域
で
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
当
地
に
お
け
る
民
俗
例
を
ま
と
め
た
民
俗
誌
は
ほ
と

ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

近
畿
大
学
文
芸
学
部
で
は
、
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
よ
り
現
在
ま
で
、
当
地
に
て
夏
期
・
冬
期
合
わ
せ
て
毎
年
二
回
の
民
俗
学

実
習
を
実
施
し
て
い
る
。
学
生
た
ち
は
衣
食
住
、
生
業
、
娯
楽
、
環
境
な
ど
、
思
い
思
い
の
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
調
査
に
よ
っ
て
、
紀
美
野
町
に
は
、
い
ま
だ
豊
富
な
民
俗
的
知
識
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

き
た
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
筆
者
や
学
生
た
ち
が
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
い
収
集
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
の
う
ち
、
動
物
に
関
す

る
も
の
を
特
に
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
紀
美
野
町
の
動
物
の
民
俗
を
俯
瞰
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
が
い
ま
だ

ま
と
ま
っ
た
民
俗
誌
が
な
い
紀
美
野
町
の
、
今
後
の
調
査
の
足
が
か
り
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

⑴
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調
査
地
の
概
要

　

紀
美
野
町
は
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
九
）
に
野
上
町
と
美
里
町
が
合
併
し
う
ま
れ
た
町
で
あ
る
。
当
地
は
山
に
囲
ま
れ
た
谷
あ
い
の

町
で
、
貴
志
川
と
真
国
川
と
い
う
河
川
を
有
し
、
合
流
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
河
川
は
、
水
産
資
源
な
ど
豊
か
な
恩
恵
を
与
え
て
き
た

が
、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
の
集
中
豪
雨
に
よ
る
「
七
・
一
八
水
害
」
を
引
き
起
こ
し
、
山
津
波
や
道
路
の
決
壊
、
多
数
の
犠
牲

者
と
い
う
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

　

産
業
に
つ
い
て
は
、
近
代
以
前
よ
り
、
稲
作
、
畑
作
、
山
樵
の
ほ
か
、
箒
や
た
わ
し
、
漁
網
の
原
材
料
と
な
る
シ
ュ
ロ
や
、
和
ろ
う

そ
く
の
原
料
ハ
ゼ
の
栽
培
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
特
に
シ
ュ
ロ
を
利
用
し
た
産
業
は
全
国
的
に
有
名
で
あ
る
〔「
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
」

編
集
委
員
会　

一
九
八
五
〕。

　

真
国
川
流
域
の
西
野
地
区
、
東
野
地
区
、
貴
志
川
流
域
の
国
吉
地
区
は
比
較
的

平
地
が
多
く
、
畑
や
水
田
が
広
が
っ
て
い
る
。
対
し
て
、
貴
志
川
上
流
部
の
毛
原

地
区
は
谷
あ
い
に
立
地
し
、
斜
面
を
利
用
し
た
畑
作
や
狩
猟
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。

一　

哺
乳
類

　
（
一
）
イ
ノ
シ
シ

　

紀
美
野
町
で
狩
猟
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
お
こ
な
う
と
、
ま
ず
聞
か
れ
る
の
が

イ
ノ
シ
シ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
現
在
は
ワ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
く
く
り
罠
、
檻
、
そ
し

て
銃
を
用
い
た
猟
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
猟
犬
を
伴
っ
た
銃
猟
が

主
流
で
あ
っ
た
。
イ
ノ
シ
シ
を
狩
猟
す
る
手
法
は
時
代
を
経
る
ご
と
に
変
化
を
見

▲写真１　シュロ（撮影：絹川諒介）
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地図１　調査地
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せ
て
い
る
が
、
そ
の
経
験
知
・
自
然
知
は
い
ま
だ
連
綿
と
生
き
続
け
て
い
る
。

　

狩
猟
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
対
象
の
行
動
を
読
む
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
猟
師
た

ち
は
、
様
々
な
痕
跡
か
ら
イ
ノ
シ
シ
の
気
配
を
探
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
イ
ノ
シ
シ
の
足
跡

を
見
る
こ
と
で
そ
の
動
向
を
先
読
み
す
る
。
特
に
、
雨
が
降
っ
た
の
ち
の
ぬ
か
る
ん
だ
地
面

は
、
足
跡
を
刻
銘
に
残
し
、
猟
師
た
ち
に
と
っ
て
狩
猟
の
格
好
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
足
跡
が
古
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。

そ
の
場
合
に
は
、
木
々
や
草
む
ら
に
残
さ
れ
た
痕
跡
を
探
る
。
イ
ノ
シ
シ
の
特
徴
的
な
生
態

と
し
て
ヌ
タ
ウ
チ
（
沼
田
う
ち
）
が
あ
る
。
ヌ
タ
ウ
チ
と
は
、
ヌ
タ
バ
と
呼
ば
れ
る
湿
田
や

湿
地
で
お
こ
な
う
泥
浴
び
の
こ
と
だ
。
こ
れ
は
寄
生
虫
を
身
体
か
ら
落
と
す
、
体
温
調
整
を

す
る
な
ど
の
説
が
あ
る
。
ヌ
タ
ウ
チ
を
終
え
た
イ
ノ
シ
シ
は
当
然
、
体
中
に
泥
を
ま
と
っ
て

い
る
が
、
こ
の
状
態
の
イ
ノ
シ
シ
が
木
々
や
草
む
ら
の
隙
間
を
通
る
と
、
そ
こ
に
泥
が
つ
く

の
で
あ
る
。
猟
師
た
ち
は
こ
の
痕
跡
を
見
て
、
イ
ノ
シ
シ
が
い
つ
の
時
点
で
そ
こ
を
通
り
抜

け
た
か
を
判
断
す
る
。

　

以
上
の
痕
跡
も
、
時
に
は
ま
っ
た
く
見
か
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
の
時
に
は
「
道
」
を
探
す
。
イ
ノ
シ
シ
が
決
ま
っ
て
歩
く

道
を
タ
ツ
マ
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
を
確
実
に
把
握
す
る
に
は
五
年
か
ら
一
〇
年
以
上
の
経
験
が
必
要
で
あ
っ
た
。
熟
練
し
た
猟
師
た
ち
は

足
跡
、
木
々
の
泥
、
タ
ツ
マ
を
巧
み
に
見
分
け
、
着
実
に
獲
物
に
近
付
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

狩
猟
対
象
の
な
か
で
、
イ
ノ
シ
シ
は
高
級
な
獲
物
で
あ
り
、
長
谷
宮
で
は
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
ご
ろ
ま
で
イ
ノ
シ
シ
猟
の
み
で

生
計
を
立
て
て
い
る
方
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
狩
猟
の
現
場
は
一
種
の
緊
張
感
を
伴
っ
て
い
た
。
以
下
に
長
谷
宮
で
の

か
つ
て
の
狩
猟
の
様
子
を
紹
介
し
た
い
。

▲写真 2　イノシシの幼獣（撮影：角谷康浩）
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猟
師
た
ち
は
数
名
で
チ
ー
ム
を
組
み
、
山
々
を
駆
け
巡
り
イ
ノ
シ
シ
を
追
い
つ
め
た
。
一
日
で
イ
ノ
シ
シ
を
追
い
つ
め
ら
れ
な
い
時

に
は
数
日
間
も
イ
ノ
シ
シ
を
追
い
か
け
た
と
い
う
。
つ
い
に
追
い
つ
め
た
と
思
っ
て
も
、
山
向
こ
う
の
猟
師
た
ち
と
直
面
し
、
ど
ち
ら

が
追
い
つ
め
た
イ
ノ
シ
シ
か
で
論
争
が
起
き
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
問
題
を
乗
り
越
え
、
つ
い
に
イ
ノ
シ
シ
を
仕
留
め
て
か

ら
も
気
は
抜
け
な
か
っ
た
。
イ
ノ
シ
シ
が
倒
れ
た
際
、
四
本
の
足
を
縄
で
縛
る
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
者
の
み
が
肉
を
分
配
で
き
る
、

と
い
う
ル
ー
ル
が
存
在
し
た
。
そ
の
た
め
、
銃
声
を
聞
い
た
猟
師
は
我
先
に
イ
ノ
シ
シ
の
所
へ
駆
け
寄
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
な

お
、
鉄
砲
だ
け
を
持
っ
た
者
と
猟
犬
を
連
れ
た
者
で
は
分
け
前
の
量
が
違
い
、
後
者
は
よ
り
多
く
分
配
さ
れ
た
。
こ
れ
は
パ
ー
ト
ナ
ー

で
あ
る
猟
犬
の
食
糧
の
分
を
追
加
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
イ
ノ
シ
シ
は
人
々
に
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
す
反
面
、
そ
れ
を
奪

う
存
在
で
も
あ
っ
た
（
写
真
3
）。
全
国
的
に
も
シ
シ
ガ
キ
（
シ
シ
垣
）
な
ど
、
イ
ノ

シ
シ
の
獣
害
を
防
ぐ
た
め
の
物
理
的
、
精
神
的
な
対
処
の
民
俗
が
見
ら
れ
る
。
イ
ノ
シ

シ
は
作
物
を
食
害
す
る
だ

け
で
な
く
、
ヌ
タ
ウ
チ
に

よ
っ
て
実
っ
た
イ
ネ
を
倒

し
て
し
ま
う
。
イ
ノ
シ
シ

の
ヌ
タ
ウ
チ
で
倒
さ
れ
た

イ
ネ
は
獣
臭
く
、
食
べ
ら

れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
た
め
、
カ
カ

シ
や
オ
ド
シ
ヅ
ツ
（
脅
し

▲写真 4　有害鳥獣撃退ロケット花火

▲写真 3　イノシシに荒らされた畑
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筒
）
と
呼
ば
れ
る
空
砲
で
驚
か
し
て
追
い
払
っ
て
い
た
。
現
在
で
は
、
獣
害
対
策
用
の
ロ
ケ
ッ
ト
花
火
で
音
を
発
生
さ
せ
て
追
い

払
っ
て
い
る
（
写
真
4
）。
ま
た
、
近
年
で
は
食
害
が
ひ
ど
い
た
め
、
電
気
柵
や
ト
タ
ン
板
、
テ
グ
ス
で
囲
っ
た
田
畑
を
し
ば
し
ば
目

に
す
る
。

　

イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
田
畑
へ
の
害
は
、
紀
美
野
町
で
聞
か
れ
る
伝
承
に
も
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
紀
美
野
町
で
「
立
岩
伝
説
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
長
谷
、
毛
原
地
区
周
辺
の
伝
承
を
ま
と
め
た
書
籍
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
少
し
長
く
な
る
が
こ

こ
で
引
用
し
た
い
。
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

毛
原
宮
の
東
の
は
ず
れ
、
貴
志
川
の
流
れ
の
真
ん
中
に
屹
立
す
る
巨
岩
、
こ
れ
が
伝
説
の
「
立
岩
（
た
ち
い
わ
）」
で
す
。

　
〔
…
…
〕
祭
神
は
「
立
岩
明
神
」
で
こ
れ
は
「
狩
場
（
か
り
ば
）
明
神
」
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
、
岩
そ
の
も
の
が
御
神
体
で

す
。〔
…
…
〕
地
元
で
は
「
狩
場
さ
ん
」
と
し
て
親
し
ま
れ
、
長
谷
と
毛
原
の
鎮
守
社
に
丹
生
津
姫
と
共
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。〔
…

…
〕。

　

さ
て
そ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。
長
谷
毛
原
の
住
民
た
ち
は
、
田
畑
を
荒
ら
す
イ
ノ
シ
シ
の
害
に
苦
し
み
ぬ
い
て
、
領
主
に
訴
え

ま
し
た
。
す
る
と
早
速
狩
場
さ
ん
が
天
野
か
ら
や
っ
て
き
ま
し
た
。
村
人
た
ち
か
ら
話
を
聴
い
た
彼
は
、
使
い
慣
れ
た
弓
と
愛
犬
を

携
え
、
イ
ノ
シ
シ
を
退
治
す
べ
く
犬
飼
谷
（
い
ぬ
こ
だ
に
）
へ
入
っ
て
い
き
ま
す
。
や
が
て
犬
に
追
わ
れ
た
獲
物
が
現
れ
ま
し
た
。

し
か
し
そ
れ
は
想
像
を
超
え
た
巨
大
な
イ
ノ
シ
シ
だ
っ
た
の
で
す
。〔
…
…
〕
臆
す
る
こ
と
な
く
立
て
続
け
に
矢
を
放
ち
ま
す
。
と

こ
ろ
が
矢
は
命
中
す
る
の
で
す
が
跳
ね
返
っ
て
刺
さ
り
ま
せ
ん
。
次
第
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
彼
は
と
う
と
う
谷
の
入
り
口
ま
で
押
し

戻
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
目
に
つ
い
た
の
は
川
中
に
横
た
わ
る
大
き
な
岩
、
彼
は
そ
の
上
で
飛
び
あ
が
り
、
な
お
射
続
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し

か
し
び
く
と
も
し
な
い
大
イ
ノ
シ
シ
は
そ
の
岩
に
飛
び
つ
き
、
今
に
も
狩
場
さ
ん
を
牙
に
か
け
よ
う
と
し
ま
す
。
絶
体
絶
命
と
な
っ
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た
彼
は
つ
い
に
祈
り
ま
し
た
、「
岩
よ
、
汝
に
心
あ
る
な
ら
我
を
助
け
よ
」、
す
る
と
〔
…
…
〕
横
た
わ
っ
て
い
た
巨
岩
が
ぶ
る
ぶ
る

と
振
動
し
地
響
き
を
立
て
て
起
き
上
っ
た
の
で
す
。
狩
場
さ
ん
は
は
る
か
眼
下
の
イ
ノ
シ
シ
を
狙
い
す
ま
し
、
最
後
の
一
矢
を
放
ち

ま
し
た
。
矢
は
み
ご
と
両
眼
の
真
ん
中
に
深
く
突
き
刺
さ
り
、
イ
ノ
シ
シ
は
〔
…
…
〕
川
の
中
に
倒
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
長
谷
毛

原
の
山
野
に
平
穏
が
訪
れ
ま
し
た
。〔
森
下　

二
〇
一
六　

八

－
九
〕

　

こ
の
伝
承
は
、
聖
性
地
形
で
あ
る
奇
岩
を
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
ま
た
、
イ
ノ
シ
シ
害
の
克
服
を
伝
え
て
い
る

点
に
関
し
て
は
示
唆
的
な
伝
承
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
紀
美
野
町
で
の
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
害
を
、
近
代
以
前
よ
り
狩
猟
に
よ
っ
て
対
処

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
立
岩
は
狩
猟
の
成
功
を
祈
る
場
に
も

な
っ
て
い
る
〔
森
下　

二
〇
一
六
〕。
イ
ノ

シ
シ
猟
の
前
に
は
立
岩
へ
参
り
、
酒
を
供
え

そ
の
成
功
を
祈
願
す
る
。
今
日
で
は
こ
の
よ

う
な
風
習
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
が
、

今
で
も
毛
原
周
辺
で
は
残
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
原
初
か
ら
の
人
と
イ
ノ
シ
シ
を
取
り
巻

く
風
景
が
紀
美
野
町
に
は
い
ま
だ
残
っ
て
い

る
。

　

い
わ
ず
も
が
な
、
狩
ら
れ
た
イ
ノ
シ
シ
は

食
肉
と
し
て
一
級
で
あ
っ
た
（
写
真
5
）。

⑵

▲写真 5　軒下のイノシシ肉

▲写真 6　イノシシの肝
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ま
た
、
内
臓
を
薬
と
し
て
食
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
写
真
6
）。
胆
嚢
に
は
解
毒
作
用
が
あ
り
、
飲
む
と
二
日
酔
い
に
な
ら
な
い
と

い
っ
た
。
肉
以
外
の
部
位
も
多
い
に
活
用
さ
れ
て
い
た
。
毛
皮
は
硬
く
、
保
温
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
腰
巻
や
ソ
デ
ナ
シ
に
加
工
さ

れ
た
。
大
型
の
イ
ノ
シ
シ
か
ら
取
れ
る
牙
は
装
飾
品
に
煙
草
入
れ
の
ネ
ジ
メ
な
ど
装
飾
品
に
加
工
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
紀
美
野
町
で
イ
ノ
シ
シ
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
う
と
、「
今
の
イ
ノ
シ
シ
は
イ
ノ
ブ
タ
で
あ
る
」
と
し
ば

し
ば
耳
に
す
る
。
イ
ノ
ブ
タ
と
は
そ
の
名
の
通
り
、
イ
ノ
シ
シ
と
ブ
タ
の
雑
種
で
あ
る
。
イ
ノ
ブ
タ
は
肉
質
が
イ
ノ
シ
シ
と
異
な
り
、

脂
肪
分
が
多
い
と
い
う
。
ま
た
、
イ
ノ
シ
シ
は
ウ
リ
ボ
ウ
（
イ
ノ
シ
シ
の
幼
獣
）
を
一
頭
し
か
育
て
な
い
が
、
イ
ノ
ブ
タ
は
ブ
タ
の
血

に
よ
り
多
産
に
な
り
ウ
リ
ボ
ウ
が
何
頭
も
連
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
和
歌
山
県
の
あ
る
農
業
担
当
職
員
に
伺
っ
た
と
こ

ろ
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
検
査
の
結
果
で
は
、
イ
ノ
ブ
タ
の
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
出
産
量
の
変
化
に
つ
い
て
は
、

元
々
イ
ノ
シ
シ
は
多
産
で
あ
る
が
、
餌
不
足
ゆ
え
に
一
頭
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
整
理
す
る
と
、

環
境
の
変
化
に
よ
り
イ
ノ
シ
シ
の
生
態
が
変
化
し
、
そ
こ
に
ブ
タ
と
の
混
血
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
合
わ
さ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
シ
カ

　

シ
カ
に
よ
る
農
作
物
へ
の
食
害
は
、
イ
ノ
シ
シ
と
同
じ
く
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
電
気
柵
な
ど
の
対
策
を
講
じ
て
も
、
軽
く
跳
躍
し

て
し
ま
う
た
め
防
ぐ
こ
と
が
難
し
い
。
ま
た
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
と
い
っ
た
樹
木
に
角
を
こ
す
り
つ
け
皮
が
剥
が
す
、
新
芽
を
食
害
す
る

こ
と
な
ど
、
林
業
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
今
日
で
は
狩
猟
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
狙
っ
て
狩
猟
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ノ
シ
シ
に
比
べ
る
と
シ
カ
肉
は
味
が
劣
り
（
し
か
し
、
刺
身
は
美
味
で
あ
る
と
い
う
）、
紀
美
野
町
で

は
食
用
と
し
て
狩
猟
さ
れ
る
こ
と
は
今
も
昔
も
少
な
い
。
だ
が
、
そ
の
立
派
な
角
が
部
屋
や
道
具
小
屋
に
飾
ら
れ
て
い
る
例
は
多
い

（
写
真
7
、
8
）。
こ
れ
は
装
飾
の
ほ
か
、
刀
な
ど
の
台
や
鉤
と
し
て
用
い
る
た
め
で
あ
る
が
、
一
方
で
狩
猟
の
技
量
な
ど
を
示
す
指
標

に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑶

⑷

⑸
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な
お
、
シ
カ
は
タ
チ
と
い
う
植
物
を
好
ん

で
食
す
と
い
う
が
、
現
状
で
は
そ
の
同
定
が

で
き
て
い
な
い
。

　
（
三
）
カ
モ
シ
カ

　
「
羚
羊
（
か
も
し
か
）
の
よ
う
な
足
」
と

い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
元
々
レ
イ
ヨ

ウ
（
ア
ン
テ
ロ
ー
プ
）
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
と
い
い
、
本
来
の
カ
モ
シ
カ
は
屈
強
な
足

で
岸
壁
を
も
登
る
動
物
で
あ
る
。
現
在
は
特

別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

捕
獲
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
狩

猟
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
カ
モ
シ
カ
の
肉
が
非
常
に
美
味
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
カ
モ
シ
カ
は
「
シ
カ
」
と
付
く
も
の
の
、

ウ
シ
の
仲
間
で
あ
る
た
め
、
肉
質
香
味
が
良
か
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
古
老
の
中
に
は
ニ
ク
と
い
う
方
言
名

で
呼
ぶ
方
も
あ
る
。
な
お
、
こ
の
呼
び
名
は
和
歌
山
以
外
の
地
域
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
毛
皮
も
利
用
さ
れ
た
。

　

紀
美
野
町
の
方
々
は
、
近
年
、
狩
猟
を
禁
止
し
た
影
響
で
カ
モ
シ
カ
が
増
加
し
た
と
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
の
農
業
担

当
職
員
の
お
話
で
は
、
正
確
に
は
個
体
数
が
増
加
し
た
訳
で
な
く
、
生
息
域
が
拡
大
し
た
た
め
に
目
に
つ
き
や
す
く
な
っ
た
の
で
は
、

と
の
返
答
を
得
て
い
る
。

⑹

⑺

▲写真 7　飾られたシカの角

▲写真 8　道具小屋のシカの角
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（
四
）
サ
ル

　

紀
美
野
町
に
は
「
お
い
つ
ぼ
の
話
」
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
サ
ル
（
ヒ
ヒ
ザ
ル
）
が
登
場
す
る
。
内
容
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

　

娘
の
夢
に
表
れ
た
観
音
様
が
、
娘
が
ヒ
ヒ
ザ
ル
に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
予
言
し
、
壺
の
中
に
隠
れ
る
よ
う
に
告
げ
る
。
そ
の

後
、
お
告
げ
の
通
り
ヒ
ヒ
ザ
ル
が
現
れ
、
壺
ご
と
娘
を
さ
ら
う
。
壺
を
背
負
っ
た
ヒ
ヒ
ザ
ル
が
山
へ
行
き
、
滝
の
下
の
淵
の
辺
り
へ
来

た
時
、
娘
は
手
に
持
っ
て
い
た
簪
を
わ
ざ
と
川
に
投
げ
込
ん
だ
。
そ
し
て
「
そ
れ
は
母
の
形
見
で
大
事
な
物
で
あ
る
か
ら
拾
っ
て
ほ
し

い
」
と
伝
え
る
。
娘
に
惚
れ
た
ヒ
ヒ
ザ
ル
は
川
へ
飛
び
込
み
簪
を
探
し
た
が
、
背
負
っ
て
い
た
壺
が
重
く
、
最
後
は
溺
れ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
淵
を
「
お
い
つ
ぼ
」
と
呼
ぶ
（
筆
者
要
約
）。

　

こ
の
物
語
に
は
、「
娘
を
娶
っ
た
サ
ル
が
、
娘
の
要
望
に
応
え
、
背
中
に
背
負
っ
た
物
（
臼
や
水
瓶
）
の
た
め
に
最
後
に
は
溺
死
し

て
し
ま
う
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
異
類
婚
姻
譚
の
「
猿
聟
入
り
」
に
相
当
す
る
伝
承
と
い
え
る
で
あ
ろ
う

〔
福
田
・
神
田
・
新
谷
・
中
込
・
湯
川
・
渡
邊　

二
〇
〇
六
〕。

　

多
く
の
場
合
、
顛
末
は
こ
の
通
り
で
あ
る
の
だ
が
、
ま
れ
に
ヒ
ヒ
ザ
ル
が
娘
を
連
れ
去
る
経
緯
が
異
な
る
場
合
の
語
り
が
聞
か
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
そ
の
分
布
も
含
め
て
調
査
を
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
五
）
イ
ヌ

　

イ
ヌ
は
有
史
以
来
の
狩
猟
に
お
け
る
人
間
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
。
弘
法
大
師
を
高
野
山
に
導
い
た
狩
場
明
神
も
白
黒
二
頭
の
猟

犬
を
携
え
て
い
る
。
和
歌
山
に
は
紀
州
犬
と
い
う
犬
種
が
存
在
し
、
狩
猟
犬
と
し
て
好
ま
れ
て
い
た
。

　

紀
美
野
町
で
は
、
猟
犬
を
シ
シ
イ
ヌ
と
も
い
う
呼
び
名
で
呼
ぶ
（
写
真
9
）。
シ
シ
イ
ヌ
に
は
雑
種
で
も
な
れ
る
が
、
紀
州
犬
が
最

適
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
猟
犬
と
し
て
の
仕
込
み
（
教
育
）
を
施
し
や
す
い
た
め
で
あ
る
。
猟
犬
と
し
て
仕
込
む
際
に
は
、
よ
り
猟
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へ
の
欲
が
強
い
も
の
を
選
ん
で
い
く
。
そ
う
い
っ
た
紀
州
犬
へ

の
需
要
に
対
し
、
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
ブ
リ
ー
ダ
ー
の
よ
う

な
役
職
を
持
つ
者
も
か
つ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
戦
後
の

ハ
ン
タ
ー
ブ
ー
ム
の
際
に
は
ポ
イ
ン
タ
ー
な
ど
海
外
の
犬
種
も

猟
犬
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　
（
六
）
ウ
シ

　

イ
ヌ
が
狩
猟
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す
る
な
ら
ば
、
ウ
シ
は
農
業

の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
日
本
で
農
業
が
機
械
化
さ
れ
る
昭

和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
ご
ろ
ま
で
、
各
地
で
は
畜
力
に
よ
る
農
耕
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
関
西
で
犂
や
馬
鍬
な
ど
を
引
か
せ
る
対

象
は
主
に
ウ
シ
で
あ
り
、
こ
れ
は
紀
美
野
町
で
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
ウ
シ
は
多
く
の
場
合
、
一
家
に
一
頭
飼
育
し
て
い
た
が
、
中

に
は
み
ず
か
ら
飼
育
せ
ず
、
専
門
の
業
者
か
ら
借
り
受
け
、
農
耕
す
る
例
も
見
ら
れ
た
。
時
に
は
ウ
シ
が
逃
げ
出
し
、
勝
手
に
貸
主
の

元
へ
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ウ
シ
は
博
労
と
直
接
、
値
段
の
交
渉
し
購
入
し
て
い
た
。

　

ウ
シ
は
牛
小
屋
で
飼
育
さ
れ
た
。
餌
は
カ
イ
バ
（
飼
葉
、
藁
を
切
っ
た
も
の
、
蒸
し
た
ム
ギ
、
米
ぬ
か
、
刈
っ
た
草
を
ま
ぜ
た
も

の
）
を
与
え
て
お
り
、
時
々
身
体
を
綺
麗
に
掃
除
し
た
。
ま
た
、
ウ
シ
が
排
出
し
た
フ
ン
は
田
畑
の
肥
料
と
し
て
再
利
用
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。

（
七
）
ウ
マ

　

紀
美
野
町
で
は
「
ね
じ
や
建
て
」
と
い
う
構
法
を
用
い
た
家
屋
が
見
ら
れ
る
。
ね
じ
や
建
て
と
は
、「
軒
の
構
造
に
特
徴
が
あ
り
、

▲写真 9　猟犬
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出
桁
を
軒
桁
に
対
し
て
非
平
行
に
架
け
る
こ
と
に
よ
り
、
主
屋
よ
り
突
き
出
し
た
牛
小
屋
を
屋
敷
内
に
取
り
込
む
も
の
」〔
千
森　

一
九
九
六　

二
〇
〕
で
あ
る
。
こ
れ
は
雨
や
雪
が
降
っ
た
際
も
、
滞
り
な
く
ウ
マ
の
荷
降
ろ
し
が
で
き
る
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
作
り
を

施
し
た
の
だ
と
い
う
。
話
者
い
わ
く
、
お
そ
ら
く
、
高
野
山
領
で
あ
っ
た
地
域
は
、
年
貢
を
い
つ
で
も
お
さ
め
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め

に
こ
の
よ
う
に
し
た
の
で
は
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

紀
美
野
町
に
お
け
る
ウ
マ
に
関
す
る
民
俗
は
現
状
で
こ
の
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
が
、
昔
は
神
事
と
し
て
競
べ
馬
を
お
こ
な
っ
て
い

た
、
戦
時
中
に
軍
馬
と
し
て
供
出
さ
れ
た
と
い
う
話
も
断
片
的
で
は
あ
る
が
聞
か
れ
る
。

（
八
）
ネ
ズ
ミ
・
カ
ワ
ネ
ズ
ミ

　

多
く
の
家
で
は
、
ネ
ズ
ミ
退
治
と
し
て
ネ
コ
を
飼
っ
て
い
た
。
ま
た
、
家
に
出
る
ネ
ズ
ミ
は
ネ
ズ
ミ
カ
ゴ
（
鼠
籠
）
を
仕
掛
け
て
ネ

ズ
ミ
を
捕
獲
し
た
。
こ
れ
は
駆
除
と
い
う
よ
り
も
追
い
出
す
と
い
う
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　

カ
ワ
ネ
ズ
ミ
は
黒
焼
き
に
し
て
腎
臓
の
薬
と
し
て
用
い
た
。
ネ
ズ
ミ
と
い
う
名
が
付
い
て
い
る
が
、
現
状
で
ど
の
よ
う
な
動
物
で
あ

る
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
九
）
ウ
サ
ギ

　

ウ
サ
ギ
は
ノ
ウ
サ
ギ
を
狩
猟
し
、
毛
皮
と
肉
は
利
用
し
た
。
毛
皮
は
敷
物
な
ど
に
加
工
さ
れ
、
肉
は
食
用
と
し
た
。
そ
の
他
、
家
に

よ
っ
て
は
家
畜
と
し
て
飼
育
し
た
。

（
一
〇
）
オ
ゴ
ロ

　

オ
ゴ
ロ
と
呼
ば
れ
る
動
物
の
獣
害
が
聞
か
れ
る
。
オ
ゴ
ロ
は
水
田
の
ド
ジ
ョ
ウ
を
狙
っ
て
畦
に
穴
を
掘
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
畦
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が
崩
れ
漏
水
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
畑
で
は
穴
を
掘
り
野
菜
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
。
こ
の
動
物
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
モ
グ
ラ
で

あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

（
一
一
）
ノ
ブ
ス
マ

　

名
前
の
み
聞
か
れ
た
。
こ
れ
は
ム
サ
サ
ビ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

魚
類

　
（
一
）
ウ
ナ
ギ

　

昨
今
、
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
の
個
体
数
減
少
が
国
際
的
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
幼
魚
で
あ

る
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
の
乱
獲
や
全
国
的
な
河
川
状
況
の
変
化
に
よ
り
姿
を
み
か
け
る
こ
と

は
少
な
く
な
っ
た
。
現
在
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
天
然
も
の
の
ウ
ナ
ギ
は
高
級
品
で
あ

る
が
、
本
来
ウ
ナ
ギ
は
比
較
的
水
質
や
水
量
の
変
化
に
対
し
て
耐
性
の
あ
る
魚
類
で
あ

り
、
か
つ
て
は
お
お
よ
そ
の
河
川
で
み
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
聞
き
取
り
調
査
で
は
頻

繁
に
捕
獲
に
つ
い
て
の
語
り
が
聞
か
れ
る
。

　

ウ
ナ
ギ
の
漁
法
に
つ
い
て
問
う
と
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
ウ
ケ
（
筌
）
に
よ
る
捕

獲
法
で
あ
る
。
ウ
ケ
と
は
円
錐
形
や
徳
利
型
に
し
た
簾
な
ど
に
漏
斗
状
の
口
を
つ
け
て

入
っ
た
獲
物
が
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
仕
掛
け
で
あ
る
〔
日
本
民
具
学
会　

一
九
九
七
〕。
紀
美
野
町
で
は
胴
部
分
に
竹
筒
を
用
い
た
ウ
ケ
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
。

ウ
ケ
に
は
ウ
ナ
ギ
の
好
む
餌
と
し
て
ミ
ミ
ズ
や
魚
の
内
臓
を
入
れ
て
い
た
。
ま
た
、
真

⑻

▲写真 10　鰻鋏
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国
川
流
域
で
は
餌
に
ド
ジ
ョ
ウ
を
用
い
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
餌
と
し
て
用
い
る
ド
ジ
ョ
ウ
は
「
田
ん
ぼ

に
い
る
ド
ジ
ョ
ウ
で
は
な
く
、
川
に
い
る
縞
々
の
ド
ジ
ョ
ウ
が
よ
い
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
正
確
な
同
定
は
で
き
な
い
が
、
真

国
川
の
よ
う
な
流
れ
の
あ
る
河
川
に
生
息
し
、
体
表
に
縞
模
様
を
持
つ
ド
ジ
ョ
ウ
と
は
シ
マ
ド
ジ
ョ
ウ
で
あ
ろ
う
。
個
人
消
費
に
と
ど

ま
る
魚
類
に
対
し
、
餌
の
嗜
好
性
ま
で
加
味
し
て
漁
を
お
こ
な
う
点
か
ら
は
、
ウ
ナ
ギ
が
食
物
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。

　

ウ
ナ
ギ
の
漁
に
つ
い
て
は
も
う
ひ
と
つ
、
水
底
の
泥
の
中
に
ひ
そ
む
ウ
ナ
ギ
を
、
道
具
を
用
い
て
引
っ
か
け
て
捕
る
ウ
ナ
ギ
キ
リ
に

つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ウ
ナ
ギ
キ
リ
で
は
、
山
樵
道
具
の
鎌
や
鋸
の
ほ
か
、「
先
が
曲
が
っ
た
鎌
の
よ
う
な
」
道
具
を
用
い

た
と
い
う
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
鰻
掻
き
と
呼
ば
れ
る
漁
具
で
あ
ろ
う
〔
日
本
民
具
学
会　

一
九
九
七
〕。
こ
の
道
具
に
つ
い
て
は
民

具
学
の
観
点
か
ら
今
後
の
聞
き
取
り
が
必
要
で
あ
る
が
、
和
歌
山
の
他
の
地
域
で
も
採
集
さ
れ
て
い
る
た
め
、
紀
美
野
町
で
も
使
用
さ

れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ウ
ナ
ギ
キ
リ
は
主
に
水
田
や
用
水
路
と
い
っ
た
水
域
で
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
ま
れ
に
道
を
這
っ
て

い
る
ウ
ナ
ギ
を
引
っ
掛
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ウ
ナ
ギ
は
皮
膚
呼
吸
に
よ
っ
て
短
時
間
な
ら
ば
地
上
に
上
が
る
こ
と
が
で
き
、

大
雨
や
洪
水
の
後
に
道
を
這
っ
て
い
た
と
い
う
例
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
い
っ
た
際
に
捕
獲
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

ウ
ナ
ギ
キ
リ
の
際
に
ウ
ナ
ギ
を
挟
む
た
め
の
歯
が
付
い
た
専
用
の
鋏
も
使
わ
れ
た
（
写
真
10
）。
こ
の
道
具
に
関
し
て
は
、
一
般
的
に

は
鰻
鋏
と
呼
ば
れ
て
い
る
〔
日
本
民
具
学
会　

一
九
九
七
〕。

　

ウ
ナ
ギ
キ
リ
に
つ
い
て
の
特
徴
的
な
点
は
、
ウ
ケ
漁
は
主
と
し
て
男
性
か
ら
語
ら
れ
る
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
比
較
的
女
性
か
ら
の

語
り
も
多
い
こ
と
で
あ
る
。
事
前
に
餌
を
用
意
し
、
ウ
ナ
ギ
の
生
息
域
を
考
慮
し
た
う
え
で
仕
掛
け
る
ウ
ケ
に
比
べ
、
ウ
ナ
ギ
キ
リ
は

道
具
ひ
と
つ
で
手
軽
に
漁
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
要
因
で
あ
ろ
う
か
。

　

釣
り
糸
と
針
を
用
い
た
方
法
に
つ
い
て
は
以
下
の
ふ
た
つ
が
み
ら
れ
た
。
ひ
と
つ
は
ウ
ナ
ギ
ト
リ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
中
ウ
ナ
ギ

が
潜
ん
で
い
る
穴
や
、
ガ
マ
と
呼
ば
れ
る
川
底
の
石
場
を
狙
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
漁
法
で
あ
る
。
糸
を
結
ん
だ
針
に
餌
を
つ
け
、
そ
れ

⑼
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を
竹
筒
の
先
に
引
っ
掛
け
、
ウ
ナ
ギ
が
ひ
そ
む
場
所
へ
そ
れ
を

送
り
込
み
、
釣
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
ツ
ケ
バ

リ
で
あ
る
。
ウ
ナ
ギ
の
生
息
す
る
河
川
に
、
餌
と
な
る
ア
ユ
な

ど
を
針
に
つ
け
、
そ
れ
を
結
ん
だ
糸
を
仕
掛
け
て
お
く
。
後

日
、
か
か
っ
た
ウ
ナ
ギ
を
捕
獲
す
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
延

縄
漁
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
河
川
で
の
サ
ン
シ
ョ
ナ
ガ
シ
（
山
椒
流
し
）
で
も

捕
え
ら
れ
た
。
サ
ン
シ
ョ
ナ
ガ
シ
と
は
、
青
い
状
態
の
サ
ン

シ
ョ
ウ
を
布
袋
に
入
れ
て
水
中
で
揉
む
、
も
し
く
は
す
り
鉢
で

す
っ
て
川
上
か
ら
流
す
。
こ
れ
ら
の
方
法
を
と
り
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
に
含
ま
れ
る
成
分
で
魚
を
痺
れ
さ
せ
捕
獲
す
る
漁
法
で
あ
る
。
な

お
、
現
在
は
毒
流
し
の
一
種
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
は
日
中
も
し
く
は
夕
方
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
活
動
時
間
で
あ
る
夜
間
に
ウ
ナ
ギ
を
狙
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
際
は

夜
の
川
を
松
明
や
カ
ー
バ
イ
ド
ラ
ン
プ
で
照
ら
し
な
が
ら
、
モ
リ
（
銛
、
ツ
キ
と
も
呼
ば
れ
る
）
で
獲
物
を
突
き
刺
し
捕
獲
し
た
。
こ

れ
は
ヨ
グ
リ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
松
明
の
光
は
揺
れ
て
獲
物
が
逃
げ
る
が
、
カ
ー
バ
イ
ド
ラ
ン
プ
（
写
真
11
）
が
発
す
る

光
は
魚
を
驚
か
せ
る
こ
と
が
な
く
、
こ
れ
は
夜
間
の
漁
と
相
性
が
良
か
っ
た
、
と
語
る
方
も
い
た
。

　

様
々
な
手
法
で
捕
獲
さ
れ
る
ウ
ナ
ギ
で
あ
る
が
、
体
表
が
滑
り
や
す
く
な
か
な
か
掴
み
に
く
い
。
だ
が
、
表
面
が
ザ
ラ
ザ
ラ
し
て
い

る
フ
キ
の
葉
で
掴
む
と
滑
ら
ず
掴
め
た
。
こ
う
し
て
家
へ
持
ち
帰
っ
た
ウ
ナ
ギ
は
背
開
き
で
さ
ば
き
、
蒲
焼
き
に
し
て
食
べ
た
。

▲写真 11　カーバイドランプ
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（
二
）
ア
ユ

　

紀
美
野
町
で
は
主
に
、
以
下
の
ふ
た
つ
の
方
法
で
ア
ユ
漁
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
全
国
的
に
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

友
釣
り
で
あ
る
。
友
釣
り
と
は
、
縄
張
り
意
識
が
強
い
と
い
う
ア
ユ
の
性
質
を
利
用
し
、
オ
ト
リ
の
ア
ユ
に
糸
と
針
を
つ
け
、
攻
撃
し

て
き
た
ア
ユ
を
引
っ
掛
け
て
釣
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。
藻
類
を
食
べ
る
た
め
、
餌
釣
り
が
困
難
な
ア
ユ
を
釣
る
た
め
の
実
に
合
理
的

な
方
法
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
ア
ミ
イ
レ
（
網
入
れ
）
と
呼
ば
れ
る
方
法
だ
。
ア
ミ
イ
レ
と
は
、
河
川
を
網
で
区
切
り
、
そ
の
区
間
の
漁
業
権
を
買

い
、
お
こ
な
わ
れ
る
漁
撈
で
あ
る
。
ア
ミ
イ
レ
は
美
里
地
区
が
発
祥
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
貴
志
川
漁
協
協
同
組
合
が
中
心
と
な

り
８
月
最
後
の
日
曜
に
お
こ
な
う
。
ア
ミ
イ
レ
の
漁
業
権
は
、
区
切
ら
れ
た
箇
所
の
魚
類
の
多
少
に
よ
っ
て
値
段
が
変
動
し
て
い
た
と

い
う
。
こ
の
時
、
ヒ
ッ
カ
ケ
と
い
う
道
具
で
ア
ユ
や
そ
の
他
の
魚
類
を
捕
獲
し
た
。
ヒ
ッ
カ
ケ
は
自
給
さ
れ
、
遊
び
の
際
な
ど
ア
ミ
イ

レ
以
外
で
も
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
て
捕
獲
さ
れ
た
ア
ユ
は
塩
焼
き
の
ほ
か
、
鮎
寿
司
に
加
工
す
る
、
出
汁
用
や
煮
物
用
の
干
物
に
す
る
な
ど
し
て
利
用
さ
れ

た
。
ま
た
、
番
茶
で
ア
ユ
を
煮
る
と
い
う
調
理
法
も
聞
か
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
ア
ユ
に
関
し
て
は
漁
業
の
対
象
魚
と
し
て
の
需
要
が
高
く
、
地
元
漁
協
に
よ
る
放
流
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
紀
美
野

町
で
は
、
湖
産
と
呼
ば
れ
る
琵
琶
湖
で
養
殖
さ
れ
た
も
の
や
、
海
産
と
呼
ば
れ
る
海
で
稚
魚
を
捕
獲
し
養
殖
さ
れ
た
も
の
を
放
流
し
て

い
る
。
湖
産
の
ア
ユ
は
天
然
の
ア
ユ
と
比
べ
、
体
の
黄
色
の
斑
点
が
濃
く
あ
ら
わ
れ
縄
張
り
意
識
が
強
い
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
海
産

の
ア
ユ
は
湖
産
の
ア
ユ
と
比
べ
体
長
が
大
き
く
な
る
そ
う
だ
。
天
然
の
ア
ユ
と
放
流
さ
れ
た
ア
ユ
で
は
明
ら
か
に
特
徴
が
異
な
る
こ
と

を
、
紀
美
野
町
の
人
々
は
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
最
近
の
ア
ユ
は
昔
の
ア
ユ
と
比
べ
て
砂
を
よ
く
吐
く

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
放
流
さ
れ
た
ア
ユ
の
特
徴
で
あ
る
の
か
、
河
川
環
境
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
は
定
か
で
な

く
、
今
後
の
調
査
が
求
め
ら
れ
る
。

⑽
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（
三
）
コ
イ

　

紀
美
野
町
を
流
れ
る
貴
志
川
、
真
国
川
は
水
温
が
低
く
水
の
流
れ
が
速
い
た
め
、
コ
イ
は
あ
ま
り
生
息
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
一
部
、
生
息
し
て
い
た
地
域
で
は
、
川
遊
び
と
し
て
捕
獲
さ
れ
た
り
、
麩
や
蒸
し
た
イ
モ
を
餌
に
釣
り
の
対
象
と
も
な
っ

て
い
た
。

　

な
お
、
コ
イ
を
水
田
に
放
ち
養
育
す
る
農
家
も
あ
っ
た
。
稚
魚
を
放
流
し
、
食
用
の
た
め
に
育
て
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
副

次
的
に
は
雑
草
の
抑
草
効
果
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
隣
接
す
る
自
治
体
で
あ
る
和
歌
山
県
高
野
町
花
坂
地
区
で

は
、
ニ
シ
キ
ゴ
イ
を
イ
ロ
ゴ
イ
と
呼
び
、
そ
の
血
は
薬
と
し
て
産
後
の
体
力
回
復
に
用
い
た
、
と
い
う
話
が
聞
か
れ
た
が
、
こ
こ
で
は

聞
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
四
）
ギ
ギ

　

ギ
ギ
と
は
ナ
マ
ズ
目
ギ
ギ
科
の
魚
で
あ
る
。
紀
美
野
町
で
は
ギ
ン
ギ
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
全
長
は
最
大
で
三
〇
セ
ン
チ
程
度
で
、

掴
ま
れ
た
際
に
「
ギ
ー
ギ
ー
」
と
威
嚇
音
を
出
す
こ
と
が
名
前
の
由
来
と
い
わ
れ
て
い
る
。
紀
美
野
町
で
は
、
ギ
ギ
は
蒲
焼
き
や
白
焼

き
に
し
て
食
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
ギ
ギ
か
ら
取
っ
た
出
汁
で
素
麺
を
食
べ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
近
年
、
ウ
ナ
ギ
の
代
替
魚
と

し
て
食
用
ナ
マ
ズ
に
つ
い
て
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
ナ
マ
ズ
の
肉
質
や
風
味
が
、
ウ
ナ
ギ
の
そ
れ
に
近
い
か
ら
で
あ
る
が
、
紀

美
野
町
で
は
古
く
よ
り
こ
の
こ
と
が
経
験
的
に
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
他
に
は
、
民
間
薬
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
ギ
ギ
を
丸
ご
と
焼
き
、
煎
じ
た
も
の
は
肺
炎
に
効
い
た
。

（
五
）
ウ
グ
イ

　

紀
美
野
町
で
は
、
ウ
グ
イ
は
ア
ユ
の
放
流
に
伴
い
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
な
ぜ
か
、
貴
志
川
に
生
息
し
て
い
る
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が
、
真
国
川
に
は
生
息
し
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
数
名
の
話
者
に
よ
る
と
、
貴
志
川
は
昭
和
二
八

年
（
一
九
五
三
）
の
大
水
害
の
発
生
後
、
河
川
環
境
が
劇
的
に
変
化
し
、
そ
の
後
の
護
岸
工
事
も
重
な
っ
て
大
き
く
変
質
を
起
こ
し
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
起
因
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
民
俗
学
か
ら
だ
け
で
な
く
、
生
物
学
的
観
点
か
ら
も
今
後
の
調
査
が

待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
六
）
ア
カ
ザ

　

名
前
の
み
確
認
で
き
た
。
特
に
利
用
法
な
ど
に
つ
い
て
は
聞
か
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
調
査
に
期
待
し
た
い
。

（
七
）
セ
ジ
ャ
コ
・
ハ
イ
ジ
ャ
コ
・
フ
チ
ジ
ャ
コ

　

魚
類
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
お
こ
な
う
と
、
ジ
ャ
コ
と
い
う
名
を
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
。
ジ
ャ
コ
と
は
い
わ
ず
も
が
な
「
雑
魚
」
の

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
セ
ジ
ャ
コ
」「
ハ
イ
ジ
ャ
コ
」「
フ
チ
ジ
ャ
コ
」
と
い
う
呼
び
分
け
が
み
ら
れ
る
。
セ
ジ
ャ
コ
と
フ
チ
ジ
ャ

コ
の
名
前
に
つ
い
て
は
、
そ
の
生
息
域
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
セ
ジ
ャ
コ
は
瀬
に
、
フ
チ
ジ
ャ
コ
は
淵
に
生
息
し
て
い
る

魚
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
魚
は
一
体
、
今
日
の
ど
の
種
類
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
和
歌
山
の
魚
類
に
つ
い
て
網
羅
的
な
研
究
を
残

し
た
宇
井
縫
蔵
の
『
紀
州
魚
譜
』
の
記
載
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
宇
井
は
『
紀
州
魚
譜
』
の
な
か
で
、
オ
ス
の
オ
イ
カ
ワ
を
ア
カ
ブ

ト
、
メ
ス
の
オ
イ
カ
ワ
を
ハ
イ
、
ま
た
は
ハ
イ
ジ
ャ
コ
と
紹
介
し
て
い
る
〔
宇
井　

一
九
二
五
〕。
筆
者
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
同
定

の
結
果
、
ハ
イ
ジ
ャ
コ
に
関
し
て
は
上
記
の
記
載
と
同
じ
結
果
を
得
て
い
る
。
だ
が
セ
ジ
ャ
コ
と
フ
チ
ジ
ャ
コ
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。

　

次
に
、
本
調
査
で
得
ら
れ
た
見
解
を
紹
介
す
る
。
聞
き
取
り
の
結
果
、
セ
ジ
ャ
コ
と
は
オ
イ
カ
ワ
の
、
フ
チ
ジ
ャ
コ
と
は
カ
ワ
ム
ツ

⑾
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の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
カ
ワ
ム
ツ
に
関
し
て
は
、
オ
ス
を
ア
カ
ブ
ト
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
以
上
の
こ
と
を

総
合
す
る
と
、
セ
ジ
ャ
コ
・
ハ
イ
ジ
ャ
コ
・
フ
チ
ジ
ャ
コ
と
は
コ
イ
科
の
魚
類
の
総
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
コ
イ
科
の
魚
類
は
、

オ
ス
が
繁
殖
期
に
な
る
と
婚
姻
色
と
呼
ば
れ
る
鮮
や
か
な
体
色
に
変
化
す
る
。
他
方
で
、
メ
ス
は
単
色
で
比
較
的
地
味
な
体
色
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
た
と
え
同
種
で
あ
っ
て
も
別
種
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
オ
ス
の
オ
イ
カ
ワ
、
カ

ワ
ム
ツ
の
婚
姻
色
の
も
の
を
ア
カ
ブ
ト
、
そ
れ
ら
の
メ
ス
、
も
し
く
は
婚
姻
色
の
み
ら
れ
な
い
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
ハ
イ
ジ
ャ
コ
・
フ
チ

ジ
ャ
コ
と
呼
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
三
種
は
利
用
法
に
も
多
少
の
差
が
み
ら
れ
る
。
セ
ジ
ャ
コ
・
ハ
イ
ジ
ャ
コ
は
骨
が
軟
ら
か
く
、
カ
キ
の
葉
で
包
ん
で
ジ
ャ
コ
寿

司
に
し
て
食
し
た
と
い
う
。
特
に
ハ
イ
ジ
ャ
コ
は
寿
司
屋
へ
出
荷
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
フ
チ
ジ
ャ
コ
は
骨
が

硬
く
、
あ
ま
り
寿
司
に
は
向
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

（
八
）
ノ
メ

　

紀
美
野
町
で
伝
承
・
昔
話
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
お
こ
な
う
と
、「
串
跡
の
あ
る
魚
」
の
話
を
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
。
こ
こ
に
登
場

す
る
の
が
ノ
メ
と
い
う
魚
で
あ
る
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て
は
末
広
恭
雄
の
『
魚
と
伝
説
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で

紹
介
し
た
い
。

　

昔
々
、
こ
の
玉
川
の
ほ
と
り
で
、
一
人
の
男
が
釣
り
た
て
の
魚
を
串
に
刺
し
て
焼
い
て
食
べ
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
弘
法

大
師
が
通
り
か
か
っ
た
。
大
師
は
そ
の
様
子
を
み
て
、
魚
の
た
め
に
強
い
仏
心
を
起
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
男
に
い
く
ば
く
か
の
銭

を
や
っ
て
そ
の
焼
き
か
け
の
魚
を
ゆ
ず
り
う
け
た
。

　

と
こ
ろ
で
男
だ
が
、
大
師
が
魚
を
買
っ
た
の
は
食
べ
る
た
め
だ
と
思
っ
た
。
し
か
し
大
師
は
そ
の
魚
を
食
べ
も
せ
ず
、
川
の
中

⑿

⒀
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に
投
げ
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
を
す
る
も
の
だ
と
、
そ
の
男
は
い
ぶ
か
っ
た
が
、
そ
の
直
後
に
起
っ
た
奇
跡

を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
す
っ
か
り
驚
い
て
し
ま
っ
た
。

　
〔
…
…
〕
そ
の
魚
が
生
き
て
泳
ぎ
だ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
水
の
上
か
ら
そ
の
魚
を
み
る
と
、
刺
し
た
串
あ
と
が
ハ
ッ
キ
リ

そ
の
背
に
残
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。〔
末
広　

一
九
七
七　

三
四
‐
三
五
〕

　

こ
の
ノ
メ
と
い
う
魚
で
あ
る
が
、
聞
き
取
り
で
は
い
っ
た
い
今
日
の
ど
の
魚
種
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、『
紀
州
魚

譜
』
で
、
宇
井
は
こ
の
伝
承
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

餘
り
古
く
よ
り
の
傳
説
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
高
野
山
の
奥
の
院
御
廟
の
前
を
流
る
ゝ
玉
川
に
棲
ん
で
ゐ
る
魚
は
「
昔
弘

法
大
師
が
魚
串
に
さ
ゝ
れ
て
將
に
焼
か
れ
ん
と
し
た
も
の
を
助
け
て
放
つ
た
も
の
で
、
こ
の
川
に
す
ん
で
ゐ
る
魚
に
限
り
、
背
中
に

魚
串
の
跡
が
残
つ
て
あ
る
」
と
い
ひ
、
之
が
高
野
山
の
一
名
物
に
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
魚
串
の
跡
が
あ
る
と
い
ふ
魚
は
、
即
ち
ア
ブ

ラ
ハ
ヤ
で
あ
っ
て
、
生
時
水
中
を
泳
い
で
ゐ
る
と
き
、
背
鰭
が
淡
黄
色
の
斑
點
に
見
江
、
そ
れ
が
丁
度
魚
串
の
跡
の
や
う
に
も
見
江

る
の
で
あ
る
。
こ
の
魚
は
高
野
の
玉
川
に
限
ら
ず
、
普
通
と
は
い
へ
ぬ
が
往
々
山
間
の
渓
流
に
見
出
さ
れ
る
。
併
し
土
地
に
よ
つ
て

は
タ
カ
ハ
ヤ
や
カ
ハ
ム
ツ
が
弘
法
大
師
の
助
け
て
逃
し
た
魚
と
い
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
等
の
魚
の
背
鰭
も
亦
水
中
で
淡
黄
色
の
斑
點

に
見
江
る
。〔
宇
井　

一
九
二
五　

三
二
‐
三
三
〕

　

宇
井
は
、
ノ
メ
を
ア
ブ
ラ
ハ
ヤ
と
同
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
こ
の
伝
承
の
魚
が
タ
カ
ハ
ヤ
や
カ
ワ
ム
ツ
で
あ
る
と

も
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
正
一
三
年
（
一
九
二
五
）
に
書
か
れ
た
書
籍
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
の
伝
承
で
は
な
い
と

も
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
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美
里
市
教
育
委
員
会
よ
り
発
行
さ
れ
た
『
美
里
の
自
然
』
で
は
、
和
歌
山
大
学
教
授
の
牧
岩
男
の
言
と
し
て
、
和
歌
山
県
に
は
タ
カ

ハ
ヤ
し
か
生
息
し
て
い
な
い
と
の
記
載
が
あ
る
。
だ
が
一
方
で
、
和
歌
山
県
立
自
然
博
物
館
の
学
芸
員
の
主
張
で
は
、
ア
ユ
の
放
流
に

混
入
し
た
ア
ブ
ラ
ハ
ヤ
に
よ
り
生
息
域
の
か
く
乱
が
起
こ
っ
て
い
る
と
も
あ
る
〔
前
田　

二
〇
〇
五
〕。
事
実
、
和
歌
山
県
立
自
然
博

物
館
の
調
査
研
究
の
結
果
、
高
野
町
花
坂
地
区
に
の
み
ア
ブ
ラ
ハ
ヤ
が
生
息
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
〔
和
歌
山
県
立
自
然
博
物

館　

一
九
九
五
〕。
残
念
な
が
ら
い
つ
頃
か
ら
か
く
乱
が
起
こ
っ
た
の
か
ま
で
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
ア
ユ
の
放
流
が
始

ま
っ
た
明
治
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
紀
美
野
町
の
伝
承
に
あ
ら
わ
れ
る
ノ
メ
は
ア
ブ
ラ
ハ
ヤ
で
な
く
や
は
り
タ
カ

ハ
ヤ
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
ア
ユ
の
放
流
に
伴
い
移
入
し
た
近
縁
種
の
ア
ブ
ラ
ハ
ヤ
は
そ
の
姿
が
酷
似
し

て
い
る
こ
と
か
ら
ノ
メ
と
呼
ば
れ
て
き
た
、
と
推
測
で
き
る
。
今
日
的
な
環
境
問
題
が
民
俗
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
例
と
も
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

ノ
メ
と
い
う
呼
び
名
は
体
表
が
ぬ
め
ぬ
め
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
と
い
い
、
ヌ
メ
リ
バ
イ
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
あ
ま
り

食
物
と
し
て
の
利
用
も
な
さ
れ
ず
、
上
記
の
伝
承
に
つ
い
て
以
外
で
は
子
ど
も
た
ち
の
川
遊
び
で
の
釣
り
の
対
象
魚
と
し
て
名
が
挙
が

る
に
と
ど
ま
る
。
な
お
、
初
生
谷
で
は
ノ
メ
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。

（
九
）
ト
ク
ジ
ン
・
ト
ク
チ
・
ト
ク
ッ
チ
ョ

　

ト
ク
ジ
ン
は
口
が
細
く
、
主
に
釣
り
の
対
象
魚
と
な
っ
て
い
た
。
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
こ
れ
ら
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
魚
は
ム
ギ

ツ
ク
で
あ
る
と
い
う
。『
紀
州
魚
譜
』
で
は
ム
ギ
ツ
ク
の
方
言
名
と
し
て
ト
グ
チ
、
ト
グ
チ
バ
イ
と
説
明
さ
れ
〔
宇
井　

一
九
二
五
〕、

ム
ギ
ツ
ク
の
そ
れ
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

⒁
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（
一
〇
）
ネ
ホ
ウ

　

ネ
ホ
ウ
は
根
（
水
の
底
）
を
這
う
か
ら
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
紀
美
野
町
で
の
聞
き
取
り
の
結
果
、
カ
マ
ツ
カ
の
こ

と
を
指
す
と
分
か
っ
た
。
こ
れ
は
『
紀
州
魚
譜
』
の
記
載
と
相
違
な
く
〔
宇
井　

一
九
二
五
〕、
お
そ
ら
く
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
一
一
）
ゴ
リ

　
「
ゴ
リ
押
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
の
語
源
と
な
っ
た
魚
が
ゴ
リ
で
あ
る
。
こ
の
名
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
方
言
名
で
あ

る
。
ゴ
リ
と
は
ヨ
シ
ノ
ボ
リ
な
ど
淡
水
性
の
小
型
ハ
ゼ
の
総
称
で
あ
る
。
紀
美
野
町
で
も
ウ
ケ
な
ど
で
獲
ら
れ
た
魚
で
あ
る
。
な
お
、

「
ゴ
リ
の
大
き
い
も
の
」
も
河
川
に
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
カ
ジ

カ
や
ド
ン
コ
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ゴ
リ
の
利
用
法
は
あ
ま
り
聞
か
れ

な
か
っ
た
が
、
大
型
の
ゴ
リ
は
食
べ
た
よ
う
だ
。

三　

鳥
類

　
（
一
）
ヒ
ヨ
ド
リ

　

紀
美
野
町
で
の
鳥
類
に
関
わ
る
民
俗
で
も
っ
と
も
耳
に
す
る
の
は
、
ヒ
ヨ
ド

リ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ヒ
ヨ
ド
リ
は
大
変
美
味
し
い
鳥
で
、
好
ん
で
狩
猟
の
対

象
と
な
っ
た
。
ハ
ゼ
の
実
な
ど
を
食
べ
に
や
っ
て
き
た
ヒ
ヨ
ド
リ
を
空
気
銃
や

オ
シ
（
圧
し
）、
も
し
く
は
ベ
タ
オ
シ
と
い
う
罠
で
狩
っ
た
。
オ
シ
は
竹
製
の
も

の
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ほ
か
（
写
真
12
）、
山
野
に
て
草
や
木
の
枝
で
簡
易
的
に

作
成
も
し
た
（
写
真
13
）。
オ
シ
は
比
較
的
小
規
模
な
狩
猟
の
方
法
で
あ
っ
た
の

⒂

▲写真 12　竹製のオシ（撮影：絹川諒介）
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で
、
子
ど
も
の
遊
び
と
し
て
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
に

は
か
す
み
網
に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
た
。

　
（
二
）
メ
ジ
ロ

　

メ
ジ
ロ
は
緑
黄
色
の
体
色
で
、
そ
の
名
の
通
り
目
の
周
り
が
白

く
美
し
い
小
鳥
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
愛
玩
用
に
飼
育
さ
れ
る
例

が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
鳥
籠
に
入
っ
た
メ
ジ
ロ
を
野
外
に
置
い
て

お
く
と
、
そ
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
野
生
の
メ
ジ
ロ
が
集
ま
っ
て
く

る
（
こ
の
時
、
鳥
籠
に
入
っ
て
い
る
メ
ジ
ロ
を
ト
モ
と
呼
ぶ
例
も

あ
る
）。
そ
し
て
近
づ
い
た
メ
ジ
ロ
を
ヤ
ド
リ
の
実
を
噛
ん
で
作
っ
た
モ
ー
チ
（
と
り
も
ち
）
で
捕
獲
し
た
。

　

飼
育
さ
れ
た
メ
ジ
ロ
は
そ
の
鳴
き
声
を
愛
で
た
。
メ
ジ
ロ
が
美
し
く
鳴
く
こ
と
を
タ
カ
ネ
、
鳴
か
せ
る
こ
と
を
タ
カ
ネ
キ
ラ
ス
と
い

う
。
美
し
く
か
つ
長
く
鳴
か
せ
る
た
め
に
は
力
を
つ
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
フ
ナ
の
粉
を
食
べ
さ
せ
た
。

（
三
）
ヤ
マ
ガ
ラ

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
最
中
、
野
生
の
ヤ
マ
ガ
ラ
（
写
真
14
）
と
遊
ん
で
い
る
方
を
幾
度
か
見
か
け
た
。
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
や
ヒ
マ
ワ
リ

の
種
を
手
の
ひ
ら
に
置
き
待
っ
て
い
る
と
、
ヤ
マ
ガ
ラ
が
飛
ん
で
き
て
餌
を
咥
え
て
飛
び
去
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ヤ
マ
ガ
ラ
は
頭
の

良
い
鳥
で
、
ヤ
マ
ガ
ラ
に
よ
る
芸
は
日
本
各
地
で
か
つ
て
は
見
ら
れ
た
〔
小
山　

二
〇
〇
六
〕。
日
々
の
仕
事
の
合
間
、
一
休
み
が
て

ら
に
ヤ
マ
ガ
ラ
と
戯
れ
て
そ
の
疲
れ
を
癒
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

▲写真 13　簡易的なオシ
（撮影：藤田悠人）
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（
四
）
ス
ズ
メ

　

全
国
例
に
漏
れ
ず
、
稲
作
の
害
鳥
と
し
て
の
語
り
が
聞
か
れ
た
。
イ
ネ
が
実
る
前

を
狙
っ
て
水
田
に
や
っ
て
く
る
た
め
、
ガ
ス
鉄
砲
で
追
い
払
っ
た
。
ま
た
、
食
用
と

し
て
利
用
す
る
た
め
、
オ
シ
や
籠
を
使
っ
て
捕
獲
し
、
塩
漬
け
に
し
た
。
な
お
、
集

団
で
住
む
ス
ズ
メ
と
家
に
住
む
ス
ズ
メ
を
区
別
し
て
お
り
、
前
者
は
ノ
ラ
ス
ズ
メ
と

呼
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
ス
ズ
メ
だ
が
、
近
年
で
は
生
息
数
が

減
っ
て
い
る
と
い
う
。

（
五
）
ニ
ワ
ト
リ

　

今
日
の
よ
う
に
鶏
肉
・
鶏
卵
が
手
軽
に
購
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
は
、
家
々

で
家
禽
と
し
て
飼
育
さ
れ
て
い
た
。
飼
育
の
形
態
は
、
放
し
飼
い
や
鶏
舎
の
利
用
な

ど
ま
ち
ま
で
あ
る
。
餌
に
は
コ
ゴ
メ
（
割
れ
た
米
）
や
野
菜
く
ず
、
タ
ニ
シ
の
殻
を

砕
い
た
も
の
を
与
え
て
い
た
と
い
う
。
タ
ニ
シ
の
殻
は
、
ボ
レ
ー
粉
と
同
じ
く
、
ミ
ネ
ラ
ル
分
の
補
給
と
鶏
卵
の
殻
を
硬
く
さ
せ
る
た

め
に
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
六
）
キ
ジ
・
ヤ
マ
ド
リ

　
「
キ
ジ
も
鳴
か
ず
ば
撃
た
れ
な
い
」「
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
キ
ジ
は
そ
の
鳴
き
声
が
注
目
さ
れ
る
。
紀
美

野
町
で
は
、
狩
猟
の
話
に
続
い
て
、
キ
ジ
が
地
震
の
前
に
鳴
く
と
い
う
話
が
聞
か
れ
る
。
こ
れ
は
キ
ジ
の
足
裏
が
振
動
を
敏
感
に
と
ら

え
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

▲写真 14　手に降り立つヤマガラ
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キ
ジ
の
仲
間
で
あ
る
ヤ
マ
ド
リ
も
キ
ジ
と
同
じ
く
狩
猟
の
対
象
で
あ
っ
た
。
食
用
と
し
て
利
用
す
る
他
、
美
し
い
羽
根
は
装
飾
と
し

て
も
用
い
ら
れ
た
。

四　

爬
虫
類

（
一
）
ヘ
ビ

　

ヘ
ビ
に
つ
い
て
も
っ
と
も
多
く
聞
か
れ
る
の
が
マ
ム
シ
の
利
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。
紀
美
野
町
で
は
、
マ
ム
シ
は
ハ
ビ
と
い
う
方
言

名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
ハ
ビ
は
頭
を
押
さ
え
、
首
を
掴
ん
で
捕
獲
す
る
。
捕
ま
え
た
ハ
ビ
は
、
直
接
そ
の
身
を
利
用
す
る
場
合
と
、
い

わ
ゆ
る
マ
ム
シ
酒
に
加
工
し
て
利
用
す
る
場
合
が
見
ら
れ
た
。
以
下
に
そ
の
民
俗
を
紹
介
し
た
い
。

　

ま
ず
は
直
接
ハ
ビ
の
身
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
る
。
捕
獲
し
た
ハ
ビ
は
皮
を
剥
い
で
乾
燥
さ
せ
、
炙
っ
て
食
べ
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
の
中
で
、
何
度
か
軒
下
に
干
さ
れ
た
マ
ム
シ
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
乾
燥
さ
せ
た
ハ
ビ
は
、
民
間
薬
と
し
て
も

利
用
さ
れ
た
。
粉
末
に
し
た
ハ
ビ
に
、
黒
豆
や
ゴ
マ
の
粉
を

一
緒
に
混
ぜ
て
薬
と
し
て
飲
ん
だ
。
ハ
ビ
の
頭
を
煮
て
、
煮

出
し
た
湯
を
飲
む
と
熱
冷
ま
し
の
効
果
が
あ
っ
た
の
だ
と
い

う
。
剥
が
さ
れ
た
皮
は
乾
か
し
傷
口
に
貼
る
と
化
膿
止
め
に

な
り
、
傷
の
治
り
が
早
か
っ
た
。
ま
た
、
滋
養
強
壮
の
た
め

に
生
の
ま
ま
ぶ
つ
切
り
に
し
て
食
べ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

次
は
マ
ム
シ
酒
に
加
工
す
る
場
合
で
あ
る
。
ハ
ビ
は
す
ぐ

に
酒
に
漬
け
ず
、
ま
ず
は
中
ほ
ど
ま
で
水
を
張
っ
た
瓶
に
ハ

ビ
を
入
れ
て
お
く
。
こ
れ
は
ハ
ビ
に
フ
ン
を
出
さ
せ
る
た
め

▲写真 15　マムシ
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で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
た
後
に
、
焼
酎
に
半
年
か
ら
一
年
ほ
ど
漬
け
込
み
、
数
倍
に
希
釈
し
て
飲
む
。
こ
れ
は
万
病
の
薬
と
し
て
重

宝
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
酒
は
痛
み
止
め
と
し
て
直
接
患
部
に
塗
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

以
上
は
マ
ム
シ
、
つ
ま
り
有
毒
ヘ
ビ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
他
、
紀
美
野
町
で
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
無
毒
ヘ
ビ
に
つ
い
て
の
語
り

も
聞
か
れ
た
。
長
谷
宮
で
は
、「
白
玉
の
お
ば
さ
ん
」
と
い
う
拝
み
屋
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。
竹
藪
に
住
む
白
玉
さ
ん
と
呼
ば
れ
る

シ
ロ
ヘ
ビ
が
お
ば
あ
さ
ん
に
乗
り
移
っ
た
の
だ
と
い
う
。
白
玉
さ
ん
に
は
、
身
体
の
不
調
や
失
せ
も
の
に
つ
い
て
伺
い
を
立
て
て
い

た
。
そ
の
他
、
初
生
谷
で
は
ヘ
ビ
が
塊
に
な
っ
て
い
る
ヘ
ビ
ヅ
カ
（
蛇
塚
）
を
見
か
け
た
と
い
う
。
円
明
寺
で
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上

の
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
が
い
た
と
い
い
、
山
の
主
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
。
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
は
イ
エ
マ
ワ
リ
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
家

や
蔵
に
入
る
も
の
の
、
悪
さ
な
ど
は
し
な
か
っ
た
。
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
は
民
家
の
近
く
に
棲
む
こ
と
が
多
く
、
屋
根
裏
の
ネ
ズ
ミ
な
ど

を
求
め
て
家
屋
に
侵
入
す
る
こ
と
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
様
子
か
ら
連
想
さ
れ
た
呼
び
名
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
無
毒
ヘ
ビ
に
つ
い

て
は
、
貴
志
川
・
真
国
川
の
上
流
部
に
い
ま
だ
民
俗
が
残
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

（
二
）
カ
メ

　

紀
美
野
町
で
は
カ
メ
は
珍
し
く
、
捕
ま
え
る
と
甲
羅
に
名
前
や
生
年
月
日
な
ど
を
刻
銘
し
、
川
に
逃
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
悩

み
事
な
ど
を
流
し
て
く
れ
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
民
俗
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
兵
庫
県
豊
岡
市
や
大
阪
府
八
尾
市
、
和
歌
山
県
高
野
町

で
も
確
認
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
関
西
の
一
部
地
域
で
は
み
ら
れ
る
民
俗
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
捕
ま
え
た
カ
メ
に
は
酒
を
飲

ま
せ
て
逃
し
た
と
い
う
。
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
飲
ま
な
い
の
だ
が
、
こ
う
す
る
こ
と
は
縁
起
が
良
か
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
こ
れ
ら
に

近
似
し
た
民
俗
例
は
ウ
ミ
ガ
メ
に
対
し
て
み
ら
れ
る
〔
藤
井　

二
〇
〇
八
な
ど
〕。
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五　

昆
虫
類
・
甲
殻
類
・
多
足
類

（
一
）
ハ
チ

　

紀
美
野
町
を
歩
い
て
い
る
と
、
蓋
の
つ
い
た
木
箱
が
木
陰
に
置
か
れ
て
い
る
光
景
を
目
に
す
る
。
こ
れ
は
ミ
ツ
バ
チ
の
巣
箱
で
あ

る
。
当
地
で
は
昔
か
ら
養
蜂
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　

ハ
チ
の
巣
箱
に
は
ス
ギ
が
よ
い
と
さ
れ
る
。
ヒ
ノ
キ
で
作
っ
た
巣
箱
は
、
そ
の
芳
香
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
ハ
チ
が
寄
り
付
か
な
い

の
だ
と
い
う
。
内
部
に
ミ
ツ
ロ
ウ
（
蜜
蝋
）
を
塗
っ
た
巣
箱
を
三
月
に
置
く
と
、
五
月
、
六
月
に
ハ
チ
が
入
り
分
蜂
（
巣
分
か
れ
）
が

は
じ
ま
る
。
現
在
は
キ
ン
リ
ョ
ウ
ヘ
ン
と
い
う
ラ
ン
の
一
種
の
香
り
を
利
用
す
る
こ
と
で
ハ
チ
の
誘
引
は
容
易
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は

た
だ
飲
ま
ず
食
わ
ず
で
待
つ
の
み
で
あ
っ
た
。
蜂
蜜
の
こ
と
を
ア
メ
と
呼
び
、
六
月
ご
ろ
に
採
集
す
る
。
ア
メ
を
採
集
し
た
後
、
ハ
チ

が
越
冬
す
る
た
め
の
餌
用
の
ア
メ
を
与
え
る
。
現
在
こ
れ
は
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
を
用
い
て
い
る
。

　

巣
箱
に
は
ツ
ツ
ガ
ム
シ
（
ガ
の
一
種
）
が
産
卵
し
木
材
を
食
い
荒
す
。
そ
の
た
め
、
巣
箱
を
水
中
に
沈
め
殺
虫
し
た
。

▲写真 16　巣箱の内部

▲写真 17　巣箱（蜂洞）



 ― 400 ― 

　

ま
た
、
紀
美
野
町
で
は
丸
太
で
作
ら
れ
た
巣
箱
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
和
蜂
（
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
）
飼
育
の
巣
箱
で
、
一

般
的
に
蜂
洞
と
呼
ば
れ
、
対
馬
の
例
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
〔
渡
辺　

二
〇
〇
二
〕。

　

養
蜂
以
外
の
ハ
チ
の
利
用
と
し
て
は
、
ハ
チ
ノ
コ
と
呼
ば
れ
る
幼
虫
を
食
用
に
利
用
し
た
他
、
魚
釣
り
や
漁
業
の
餌
に
も
し
た
。

（
二
）
ト
ン
ボ

　
「
日
本
」
の
古
称
を
秋
津
島
と
い
う
が
、
こ
の
秋
津
と
は
ト
ン
ボ
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
日
本
人
に
親
し
み
愛

さ
れ
た
ト
ン
ボ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
相
手
で
も
あ
っ
た
。
ト
ン
ボ
を
捕
る
時
、
竹
竿
の
先
に
モ
ー
チ
を
付
け
、
そ
こ
に
ト
ン
ボ
を

粘
着
さ
せ
て
捕
る
。
市
販
の
と
り
も
ち
で
は
粘
着
力
が
強
い
た
め
、
ヤ
ド
リ
の
実
を
噛
ん
だ
モ
ー
チ
が
ち
ょ
う
ど
よ
い
も
の
で
あ
っ

た
。
な
お
、
本
調
査
で
は
、
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
以
降
が
生
年
の
話
者
は
こ
の
捕
獲
法
を
知
ら
な
か
っ
た
。

（
三
）
カ
イ
コ

　

現
状
、
平
野
地
区
と
初
生
谷
地
区
で
養
蚕
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
平
野
地
区
で
は
詳
細
に
養
蚕
の
様
子
が
語
ら
れ
て

い
る
。

　

現
在
の
畑
の
場
所
は
か
つ
て
一
面
が
ク
ワ
畑
で
あ
っ
た
。
通
常
、
カ
イ
コ
は
一
年
に
三
回
の
サ
イ
ク
ル
で
飼
育
す
る
が
、
こ
の
地

区
で
は
四
回
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
養
蚕
業
が
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
五
、六
月
の
田
植
え
前
に
な

る
と
カ
イ
コ
の
食
い
込
み
の
時
期
と
な
り
、
カ
イ
コ
ヤ
ス
ミ
（
蚕
休
み
）
と
し
て
一
週
間
か
ら
一
〇
日
間
ほ
ど
学
校
が
休
み
に
な
っ

た
。
そ
の
間
、
子
ど
も
た
ち
は
養
蚕
所
で
カ
イ
コ
の
世
話
に
勤
し
ん
だ
。
養
蚕
所
で
は
一
日
に
四
度
、
棚
を
出
し
入
れ
し
、
フ
ン
の

掃
除
や
給
餌
を
お
こ
な
っ
た
。
時
代
が
下
る
と
条
桑
育
（
枝
ご
と
ク
ワ
の
葉
を
与
え
る
育
成
法
）
を
採
用
し
、
棚
を
外
す
こ
と
な
く

飼
育
が
可
能
に
な
っ
た
。
な
お
、
カ
イ
コ
に
ま
つ
わ
る
祭
り
や
信
仰
は
存
在
し
な
い
が
、
か
つ
て
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
の

⒃
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こ
と
で
あ
っ
た
。

（
四
）
ウ
ン
カ
・
ニ
カ
メ
イ
チ
ュ
ウ

　

ウ
ン
カ
と
ニ
カ
メ
イ
チ
ュ
ウ
（
ニ
カ
メ
イ
ガ
の
幼
虫
）
は
と
も
に
イ
ネ
の
害
虫
で
あ
っ
た
。
日
本
本
土
で
発
生
し
た
蝗
害
は
、
イ
ナ

ゴ
よ
り
む
し
ろ
ウ
ン
カ
と
ニ
カ
メ
イ
チ
ュ
ウ
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
〔
瀬
戸
口　

二
〇
〇
九
〕。
ウ
ン
カ
や
ニ
カ
メ
イ

チ
ュ
ウ
が
発
生
す
る
と
、
今
日
で
は
農
薬
で
対
処
す
る
が
、
そ
の
以
前
は
水
田
に
灯
油
を
流
し
一
面
に
油
膜
を
張
っ
た
後
、
イ
ネ
に
付

い
た
虫
を
は
た
き
落
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
虫
た
ち
は
油
膜
に
包
ま
れ
死
ん
で
し
ま
う
。

（
五
）
フ
シ

　

紀
美
野
町
の
諸
職
の
ひ
と
つ
に
、
フ
シ
の
採
集
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
フ
シ
は
動
物
名
で
は
な
く
、
ヌ
ル
デ
の
葉
に
付
く
虫
こ
ぶ
の

こ
と
を
こ
う
呼
ぶ
。
虫
こ
ぶ
と
は
、
昆
虫
な
ど
か
ら
の
外
的
刺
激
に
よ
っ
て
植
物
の
一
部
が
異
常
に
発
達
し
瘤
状
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
フ
シ
は
お
歯
黒
や
イ
ン
ク
の
原
料
に
な
り
、
こ
れ
を
採
集
し
販
売
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。

　

な
お
、
ヌ
ル
デ
に
で
き
る
虫
こ
ぶ
は
「
五
倍
子
」
と
呼
ば
れ
、
タ
ン
ニ
ン
を
多
く
含
む
こ
と
か
ら
美
し
い
黒
色
を
発
し
、
主
に
織
物

の
染
色
に
用
い
ら
れ
た
。
日
本
で
採
集
さ
れ
た
五
倍
子
は
、
一
八
六
二
年
ご
ろ
か
ら
海
外
へ
輸
出
さ
れ
て
い
た
〔
薄
葉　

二
〇
〇
七
〕。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
紀
美
野
町
で
採
集
さ
れ
た
フ
シ
も
高
級
品
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
六
）
ズ
ガ
ニ

　

モ
ク
ズ
ガ
ニ
の
こ
と
で
あ
る
。
モ
ク
ズ
ガ
ニ
は
高
級
食
材
で
有
名
な
上
海
蟹
（
チ
ュ
ウ
ゴ
ク
モ
ク
ズ
ガ
ニ
）
の
仲
間
で
、
非
常
に
美

味
で
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
今
日
で
も
紀
美
野
町
の
道
の
駅
な
ど
で
は
盛
ん
に
宣
伝
さ
れ
消
費
さ
れ
て
い
る
。
ズ
ガ
ニ
は
カ
ニ

⒄
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カ
ゴ
（
蟹
籠
）、
も
し
く
は
モ
ン
ド
リ
で
捕
獲
す
る
。
ズ
ガ
ニ
は
カ
ニ
ミ
チ
（
蟹
道
）
と
呼
ば
れ
る
流
れ
の
緩
や
か
な
と
こ
ろ
に
ひ
そ

ん
で
お
り
、
そ
こ
に
罠
を
仕
掛
け
る
。
湯
が
い
て
食
べ
る
ほ
か
、
蟹
飯
に
も
し
た
。

（
七
）
サ
ワ
ガ
ニ

　

サ
ワ
ガ
ニ
に
つ
い
て
は
、
唐
揚
げ
や
天
ぷ
ら
に
し
て
食
べ
た
と
い
う
家
庭
も
あ
れ
ば
、
イ
ノ
シ
シ
く
ら
い
し
か
食
べ
な
い
、
と
食
用

に
し
な
い
地
域
も
あ
っ
た
。

（
八
）
ム
カ
デ

　

ム
カ
デ
は
毒
虫
と
し
て
恐
れ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
民
間
薬
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
。
捕
獲
し
た
ム
カ
デ
は
油
に
漬
け
て
傷
薬
に
す
る
。

こ
れ
は
市
販
の
薬
と
比
較
し
て
治
り
が
早
い
。
な
お
、
ユ
リ
の
花
を
家
に
置
い
て
お
く
と
ム
カ
デ
が
寄
っ
て
く
る
の
だ
と
い
う
。

総
括

　

哺
乳
類
に
つ
い
て
の
民
俗
で
は
、
圧
倒
的
に
狩
猟
に
関
す
る
経
験
知
・
自
然
知
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
い
わ
ず
も
が
な
、
狩
猟
を
成

功
に
導
く
た
め
の
知
恵
で
あ
る
。
だ
が
、
狩
猟
は
恩
恵
を
得
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
恩
恵
を
奪
わ
れ
る
こ
と
へ
の
対
処
・

対
応
と
い
う
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
田
口
に
よ
る
と
、
狩
猟
に
は
農
耕
の
た
め
の
防
御
的
な
狩
猟
（defensive hunting

）

と
、
積
極
的
に
野
生
鳥
獣
を
捕
ら
え
、
生
活
資
源
ま
た
は
換
金
交
換
交
易
の
資
源
と
す
る
攻
撃
的
な
狩
猟
（offensive hunting

）
の

二
重
構
造
が
み
ら
れ
る
〔
田
口　

二
〇
〇
二
〕。
防
御
的
な
狩
猟
は
集
落
や
耕
地
周
辺
の
里
山
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
に
対
し
、
攻
撃
的

な
狩
猟
は
里
山
か
ら
奥
山
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
紀
美
野
町
の
イ
ノ
シ
シ
と
シ
カ
に
関
す
る
動
物
民
俗
は
、
見
事
に
両
者
の
構
造

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
イ
ノ
シ
シ
猟
は
、
明
ら
か
に
生
活
資
源
と
し
て
の
利
用
を
求
め
た
狩
猟
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
猟
師
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集
団
同
士
の
獲
物
を
め
ぐ
る
争
い
か
ら
も
分
か
る
。
対
し
て
、
イ
ノ
シ
シ
に
比
べ
味
が
劣
る
と
い
わ
れ
た
シ
カ
を
、
そ
れ
で
も
狩
猟
す

る
と
い
う
点
に
は
防
除
の
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
シ
カ
の
獣
害
に
対
す
る
語
り
が
頻
繁
で
あ
っ
た
こ
と
も
そ
の
証
左
と

い
え
る
。
だ
が
、
同
じ
イ
ノ
シ
シ
猟
で
あ
っ
て
も
、
立
岩
伝
承
に
み
ら
れ
る
そ
れ
は
明
ら
か
に
防
御
的
な
狩
猟
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
構

造
は
実
は
必
ず
し
も
対
立
軸
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

魚
類
の
民
俗
は
、
そ
の
漁
法
や
方
言
名
の
豊
か
さ
か
ら
、
非
常
に
身
近
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
紀
美
野
町
が
貴
志

川
・
真
国
川
と
い
う
ふ
た
つ
の
主
要
な
河
川
を
有
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
内
水
面
漁
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、

魚
類
の
民
俗
は
、
そ
れ
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
話
者
の
層
が
と
て
も
広
い
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と

え
ば
、
狩
猟
に
つ
い
て
の
経
験
知
は
、
そ
れ
を
生
業
と
す
る
者
、
高
い
技
術
を
有
す
る
者
し
か
言
及
し
得
な
い
。
だ
が
、
魚
類
の
捕
獲

に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
専
門
的
な
漁
撈
、
稲
作
の
合
間
の
水
田
漁
撈
、
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
と
し
て
な
ど
、
実
に
多
様
な
シ

チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
稲
作
の
一
休
み
に
ウ
ナ
ギ
を
捕
る
、
水
遊
び
と
し
て
ジ
ャ
コ
を
釣
る
と
い
っ
た
具
合
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
に
寄
り
添
う
形
で
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
鳥
類
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ヨ
ド
リ
や
キ
ジ
な
ど
、
組
織
的
な
狩
猟
を
お
こ
な
う
と
い
う
よ
り
は
、
軒
下
や

里
山
で
遊
び
が
て
ら
に
狩
猟
を
お
こ
な
い
、
生
活
資
源
と
し
て
利
用
す
る
。
魚
類
や
鳥
類
の
民
俗
例
で
み
ら
れ
る
こ
う
い
っ
た
営
み
は

マ
イ
ナ
ー
サ
ブ
シ
ス
テ
ン
ス
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
は
遊
び
仕
事
と
訳
さ
れ
る
。
そ
の
名
の
通
り
、
経
済
活
動
に
は
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
も
の
の
、
楽
し
み
を
伴
い
、
生
業
を
お
こ
な
う
側
の
熱
意
で
維
持
さ
れ
る
周
縁
的
な
営
み
で
あ
る
。
ま
た
、
娯
楽
と
い
う
視
点
か

ら
み
れ
ば
、
ヤ
マ
ガ
ラ
や
メ
ジ
ロ
は
愛
玩
動
物
と
し
て
愛
さ
れ
て
い
た
。

　

爬
虫
類
に
関
し
て
は
、
ヘ
ビ
と
カ
メ
に
つ
い
て
の
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
大
変
に
興
味
深
い
。
紀
美
野
町
で
は
、
有
毒
ヘ
ビ

の
ハ
ビ
、
つ
ま
り
マ
ム
シ
と
そ
れ
以
外
の
ヘ
ビ
が
意
識
の
な
か
で
確
か
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
有
毒
ヘ
ビ
の
マ
ム
シ
に
は
食
物
、
民
間

薬
と
し
て
の
利
用
が
み
ら
れ
る
反
面
、
無
毒
ヘ
ビ
の
シ
マ
ヘ
ビ
や
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
に
は
そ
う
い
っ
た
民
俗
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は

⒅
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毒
の
有
無
が
意
識
の
違
い
を
生
ん
で
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
マ
ム
シ
の
持
つ
毒
の
力
や
生
命
力
に
、
何
ら
か
の
薬
効
を
求
め

た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
カ
メ
の
民
俗
に
つ
い
て
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ウ
ミ
ガ
メ
の
事
例
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
は

日
本
人
と
カ
メ
の
関
係
性
を
今
一
度
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

昆
虫
類
・
甲
殻
類
・
多
足
類
に
つ
い
て
は
、
語
り
の
絶
対
数
こ
そ
少
な
か
っ
た
も
の
の
、
マ
イ
ナ
ー
サ
ブ
シ
ス
テ
ン
ス
の
一
面
を
持

つ
養
蜂
や
ズ
ガ
ニ
漁
、
か
つ
て
日
本
を
支
え
て
い
た
経
済
活
動
で
あ
る
養
蚕
や
五
倍
子
の
採
集
、
ム
カ
デ
の
民
間
薬
と
し
て
の
利
用
な

ど
幅
広
い
利
用
の
民
俗
が
み
ら
れ
、
注
目
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

紀
美
野
町
で
み
ら
れ
る
動
物
の
民
俗
は
、
イ
ネ
伝
来
以
前
の
、
い
わ
ゆ
る
照
葉
樹
林
文
化
と
も
い
え
る
姿
を
残
し
つ
つ
、
日
本
人
が

稲
作
を
選
び
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
日
本
人
の
歴
史
を
刻
銘
に
記
録
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
、
書
籍
内
の
記
録
に
と
ど
ま
る
民
俗
例
が
、

い
ま
だ
地
元
の
古
老
か
ら
語
ら
れ
、
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
点
は
非
常
に
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。
紀
美
野
町
の
動
物
民
俗
は
、
現
在

の
日
本
で
、
ど
う
い
っ
た
形
の
民
俗
が
今
日
に
ま
で
残
り
、
ど
う
い
っ
た
も
の
が
姿
を
消
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
蘇
っ
て
く
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
再
考
す
る
う
え
で
重
要
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

今
日
、
急
激
に
民
俗
が
そ
の
姿
を
消
し
て
い
る
。
も
は
や
各
地
の
民
俗
誌
で
み
ら
れ
る
民
俗
は
、「
過
去
」
の
も
の
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
な
か
で
、
紀
美
野
町
で
は
、
古
代
、
中
世
、
近
世
、
近
代
を
経
て
、
現
代
ま
で
先
人
の
知
恵
が
生
き
て
い
る
。

人
々
と
動
物
た
ち
と
の
対
立
、
共
存
、
利
用
の
原
風
景
が
、
紀
美
野
町
に
は
現
在
も
鮮
や
か
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注⑴
本
論
文
作
成
時
、
平
成
二
九
年
（
二
〇
一
七
）。
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⑵
野
本
は
、
人
々
が
霊
性
を
感
じ
取
り
、
神
を
見
出
す
地
形
を
こ
の
よ
う
に
名
づ
け
た
〔
野
本　

二
〇
〇
六
〕

⑶
今
日
の
ベ
ス
ト
の
よ
う
な
、
袖
が
切
ら
れ
た
上
着
。
長
澤
は
カ
モ
シ
カ
の
毛
皮
で
作
ら
れ
た
例
を
紹
介
し
て
い
る
〔
長
澤　

二
〇
〇
五
ａ
〕

⑷
根
付
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

⑸
イ
ノ
ブ
タ
の
発
生
に
関
し
て
は
、
地
場
産
業
と
し
て
養
殖
さ
れ
た
イ
ノ
ブ
タ
が
逃
げ
出
し
た
な
ど
諸
説
が
聞
か
れ
る
が
、
根
拠
が
定

か
で
な
い
た
め
こ
こ
で
は
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
。

⑹
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
指
定
。

⑺
市
川
に
よ
る
と
、
赤
石
・
紀
伊
・
四
国
・
九
州
な
ど
の
山
地
で
は
カ
モ
シ
カ
は
ニ
ク
と
呼
ば
れ
て
い
る
〔
市
川　

一
九
八
七
〕。

⑻
紀
美
野
町
の
内
水
面
漁
業
で
は
、
ウ
ケ
の
ほ
か
、
モ
ド
リ
、
ド
ウ
、
ゴ
ウ
、
ツ
ツ
ン
コ
、
ウ
ナ
ギ
ツ
ツ
と
い
う
類
似
し
た
漁
具
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。

⑼
な
お
、
一
般
的
に
は
こ
の
漁
自
体
を
ウ
ナ
ギ
カ
キ
と
呼
ぶ
。
歌
川
国
芳
の
錦
絵
に
は
宮
戸
川
で
の
ウ
ナ
ギ
カ
キ
の
様
子
が
描
か
れ
て

お
り
〔
黒
木　

二
〇
一
二
〕、
夏
の
季
語
と
な
る
ほ
ど
盛
ん
で
あ
っ
た
。

⑽
愛
知
県
東
部
の
矢
作
川
で
も
、
天
然
ア
ユ
と
放
流
ア
ユ
に
対
し
て
、
地
域
の
人
々
が
異
な
る
民
俗
知
識
を
得
て
い
る
例
が
報
告
さ
れ

て
い
る
〔
古
川　

二
〇
一
二
〕。

⑾
宇
井
縫
蔵
、
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
西
牟
婁
郡
岩
田
村
（
現
上
富
田
町
）
生
ま
れ
。
教
職
の
傍
ら
に
植
物
、
魚
類
の
研
究
に
専

念
し
、『
紀
州
魚
譜
』『
紀
州
植
物
誌
』
な
ど
の
著
作
が
あ
る
〔
南
方
熊
楠
顕
彰
館　

http://w
w

w
.m

inakata.org/cnts/new
s/

index.cgi?c=i090205

〕。

⑿
フ
チ
ジ
ャ
コ
に
つ
い
て
は
、『
美
里
の
自
然
』
に
も
カ
ワ
ム
ツ
の
こ
と
で
あ
る
と
の
記
載
が
あ
る
〔
前
田　

二
〇
〇
五
〕。

⒀
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
す
る
と
、『
旅
と
伝
承
』
の
記
事
と
し
て
同
様
の
話
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
串
に
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刺
さ
れ
て
焼
か
れ
た
魚
類
は
フ
ナ
と
さ
れ
て
い
る
〔
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー　

http://w
w

w
.nichibun.ac.jp/

YoukaiCard/1232181.shtm
l

〕。

⒁
高
野
山
に
近
い
花
坂
地
区
で
は
一
部
、
捕
獲
に
対
し
て
の
禁
忌
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
さ
ほ
ど
意
識
は
強
く
な
か
っ
た
よ
う

で
、
捕
獲
は
よ
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
〔
高
野
町
史
編
纂
委
員
会　

二
〇
一
二
〕。

⒂
オ
シ
は
全
国
で
見
ら
れ
、
大
型
の
オ
シ
は
イ
ノ
シ
シ
や
ク
マ
の
狩
猟
に
も
用
い
ら
れ
た
〔
長
澤　

二
〇
〇
五
a
〕。
ま
た
、
紀
美
野

町
で
も
一
例
だ
け
で
あ
る
が
、
イ
ノ
シ
シ
猟
に
オ
シ
を
用
い
た
と
い
う
語
り
を
確
認
し
て
い
る
。

⒃
周
は
、
同
じ
方
法
で
の
子
ど
も
の
セ
ミ
採
り
を
紹
介
し
て
い
る
〔
周　

一
九
九
五
〕。

⒄
な
お
、
ヌ
ル
デ
に
虫
こ
ぶ
を
発
生
さ
せ
る
昆
虫
は
ヌ
ル
デ
シ
ロ
ア
ブ
ラ
ム
シ
と
い
う
ア
ブ
ラ
ム
シ
の
仲
間
で
あ
る
〔
薄
葉　

二
〇
〇
七
〕。

⒅
水
田
漁
撈
と
は
、「
水
田
用
水
系
に
お
い
て
水
田
魚
類
を
対
象
に
行
う
漁
撈
の
こ
と
で
、
稲
作
の
諸
作
業
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
多

様
な
水
環
境
を
利
用
し
て
行
う
」〔
安
室　

二
〇
〇
八　

一
八
二
〕
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
水
田
用
水
系
と
は
用
水
路
や
溜
池
な
ど
の

稲
作
の
た
め
の
人
工
的
水
界
で
あ
り
、
水
田
魚
類
と
は
フ
ナ
や
ド
ジ
ョ
ウ
、
タ
ニ
シ
な
ど
水
田
環
境
に
適
応
し
た
魚
介
類
の
こ
と
で

あ
る
〔
安
室　

二
〇
〇
八
〕

〈
参
考
文
献
〉

市
川
健
夫　

一
九
八
七　
『
ブ
ナ
帯
と
日
本
人
』　

講
談
社
現
代
新
書

宇
井
縫
蔵　

一
九
二
五　
『
紀
州
魚
譜
』　

紀
元
社

薄
葉
重　

二
〇
〇
七　
『
虫
こ
ぶ
入
門
―
虫
え
い
・
菌
え
い
の
見
か
た
・
楽
し
み
か
た
﹇
増
補
版
﹈』　

八
坂
書
房

「
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
」
編
集
委
員
会
編　

一
九
八
五　
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

三
〇　

和
歌
山
県
』　

角
川
書
店
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黒
木
真
理　

二
〇
一
二　
『
ウ
ナ
ギ
の
博
物
誌　

謎
多
き
生
物
の
生
態
か
ら
文
化
ま
で
』　

化
学
同
人

高
野
町
史
編
纂
委
員
会
編　

二
〇
一
二　
『
高
野
町
史　

民
俗
編
』　

高
野
町

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー　
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」http://w

w
w

.nichibun.ac.jp/YoukaiC
ard/1232181.

shtm
l　

（
二
〇
一
七
年
六
月
一
五
日
参
照
）

小
山
幸
子　

二
〇
〇
六　
『
ヤ
マ
ガ
ラ
の
芸　

文
化
史
と
行
動
学
の
視
点
か
ら
』　

法
政
大
学
出
版

周
達
生　

一
九
九
五　
『
民
族
動
物
学　

ア
ジ
ア
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
』　

東
京
大
学
出
版
社

末
広
恭
雄　

一
九
七
七　
『
魚
と
伝
説
』　

新
潮
文
庫

瀬
戸
口
明
久　

二
〇
〇
九　
『
害
虫
の
誕
生
―
虫
か
ら
み
た
日
本
史
』　

ち
く
ま
新
書

田
口
洋
美　

二
〇
〇
七　
「
狩
猟
、
そ
の
具
体
へ
の
視
点
―
東
日
本
の
山
間
部
に
み
ら
れ
る
罠
猟
を
中
心
に
」
香
月
洋
一
郎
・
野
本
寛

一
編
『
講
座
日
本
の
民
俗
学　

九　

民
具
と
民
俗
』　

雄
山
閣

千
森
督
子　

一
九
九
六　
「
貴
志
川
流
域
の
民
家
の
間
取
り
形
式
に
関
す
る
研
究
」『
信
愛
紀
要
』　

和
歌
山
信
愛
女
子
短
期
大
学

長
澤
武　

二
〇
〇
五
ａ　
『
動
物
民
俗
Ⅰ
』　

法
政
大
学
出
版
局

長
澤
武　

二
〇
〇
五
ｂ　
『
動
物
民
俗
Ⅱ
』　

法
政
大
学
出
版
局

日
本
民
具
学
会　

一
九
九
七　
『
日
本
民
具
辞
典
』　

ぎ
ょ
う
せ
い

野
本
寛
一　

一
九
八
四　
『
焼
畑
民
俗
文
化
論
』　

雄
山
閣

野
本
寛
一　

二
〇
〇
六　
『
神
と
自
然
の
景
観
論　

信
仰
環
境
を
読
む
』　

講
談
社
学
術
文
庫

福
田
ア
ジ
オ
・
神
田
よ
り
子
・
新
谷
尚
紀
・
中
込
睦
子
・
湯
川
洋
司
・
渡
邊
欣
雄
編　

二
〇
〇
六　
『
精
選
日
本
民
俗
辞
典
』　

吉
川
弘

文
館

藤
井
弘
章　

二
〇
〇
八　
「
対
馬
・
壱
岐
に
お
け
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
民
俗
―
亀
卜
の
里
と
ウ
ミ
ガ
メ
―
」『
民
俗
文
化
』
第
二
〇
号　

近
畿
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大
学
民
俗
学
研
究
所

古
川
彰　

二
〇
〇
八
「
ア
ユ
の
来
歴
」　

山
泰
幸
・
川
田
牧
人
・
古
川
彰
編
『
環
境
民
俗
学　

新
し
い
フ
ィ
ー
ル
ド
学
へ
』　

昭
和
堂

前
田
亥
津
二　

二
〇
〇
五　
『
美
里
の
自
然
』　

美
里
町
教
育
委
員
会

南
方
熊
楠
顕
彰
館　

http://w
w

w
.m

inakata.org/cnts/new
s/index.cgi?c=i090205　

（
二
〇
一
七
年
六
月
一
五
日
参
照
）

安
室
知　

二
〇
〇
八　
「
復
活
、
田
ん
ぼ
の
魚
捕
り
―
現
代
社
会
の
水
田
漁
撈
」　

山
泰
幸
・
川
田
牧
人
・
古
川
彰
編
『
環
境
民
俗
学　

新
し
い
フ
ィ
ー
ル
ド
学
へ
』　

昭
和
堂

森
下
誠　

二
〇
一
六　
『
長
谷
毛
原
今
昔
物
語　

村
の
明
け
暮
れ
』　

元
気
長
谷
毛
原
会

り
ら
創
造
芸
術
高
等
専
修
学
校
編
集
・
発
行　
『
論
文　

真
国
川
流
域
の
納
豆
文
化
』

和
歌
山
県
立
自
然
博
物
館
編
集
・
発
行　

一
九
九
五　
『
有
田
川
の
淡
水
魚　

魚
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
』

渡
辺
誠　

二
〇
〇
七　
「
物
質
文
化
史
と
し
て
の
視
座
か
ら
」
香
月
洋
一
郎
・
野
本
寛
一
編
『
講
座
日
本
の
民
俗
学　

九　

民
具
と
民

俗
』　

雄
山
閣

話
者
一
覧

赤
坂
恵
子
さ
ん
（
昭
和
一
八
年
生
ま
れ
、
西
野
）、
赤
坂
啓
子
さ
ん
（
昭
和
一
一
年
生
ま
れ
、
西
野
）、
井
奥
泰
臣
さ
ん
（
昭
和
一
〇
年

生
ま
れ
、
真
国
宮
）、
井
本
春
子
さ
ん
（
昭
和
一
五
年
生
ま
れ
、
西
野
）、
上
柏
睆
亮
さ
ん
（
昭
和
一
四
年
生
ま
れ
、
毛
原
中
）、
上
野

尻
宗
央
さ
ん
（
昭
和
二
三
年
生
ま
れ
、
真
国
宮
）、
上
村
安
男
さ
ん
（
昭
和
一
二
年
生
ま
れ
、
井
堰
）、
金
田
輝
治
さ
ん
（
昭
和
七
年
生

ま
れ
、
西
野
）、
金
田
和
子
さ
ん
（
昭
和
一
四
年
、
西
野
）、
神
崎
博
介
さ
ん
（
昭
和
一
四
年
生
ま
れ
、
毛
原
中
）、
坂
昭
男
さ
ん
（
昭

和
九
年
生
ま
れ
、
初
生
谷
）、
志
賀
谷
豊
治
さ
ん
（
昭
和
一
〇
年
生
ま
れ
、
志
賀
野
地
区
）、
品
川
文
子
さ
ん
（
大
正
十
三
年
生
ま
れ
、

西
野
）、
芝
街
雄
さ
ん
（
昭
和
一
二
年
生
ま
れ
、
蓑
垣
内
）、
上
段
順
弘
さ
ん
（
昭
和
一
八
年
生
ま
れ
、
真
国
宮
）、
大
東
京
造
さ
ん
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和歌山県紀美野町における動物の民俗

（
大
正
一
四
年
生
ま
れ
、
東
野
）、
田
津
原
カ
ヅ
子
さ
ん
（
大
正
三
年
生
ま
れ
、
西
野
）、
栃
谷
宜
呂
さ
ん
（
昭
和
七
年
生
ま
れ
、
真
国

宮
）、
中
家
喜
久
司
さ
ん
（
昭
和
四
年
生
ま
れ
、
井
堰
）、
中
絵
図
美
年
子
さ
ん
（
昭
和
一
六
年
生
ま
れ
、
西
野
）、
中
前
忠
和
さ
ん

（
昭
和
一
七
年
生
ま
れ
、
蓑
垣
内
地
区
）、
長
峯
カ
ヅ
子
さ
ん
（
昭
和
七
年
生
ま
れ
、
西
野
）、
中
山
順
造
さ
ん
（
昭
和
三
四
年
生
ま
れ
、

国
吉
地
区
）、
西
垣
内
好
子
さ
ん
（
昭
和
八
年
生
ま
れ
、
西
野
）、
西
山
一
太
さ
ん
（
昭
和
九
年
生
ま
れ
、
西
野
）、
西
脇
哲
子
さ
ん

（
昭
和
一
一
年
生
ま
れ
、
東
野
）、
西
脇
崇
光
さ
ん
（
昭
和
三
九
年
生
ま
れ
、
東
野
）、
福
岡
惠
子
さ
ん
（
昭
和
一
四
年
生
ま
れ
、
谷
）、

福
岡
正
富
さ
ん
（
昭
和
一
三
年
生
ま
れ
、
谷
）、
部
屋
勇
さ
ん
（
昭
和
三
年
生
ま
れ
、
北
平
野
）、
前
全
秦
さ
ん
（
昭
和
三
二
年
生
ま

れ
、
東
野
）、
道
上
キ
ミ
ヱ
さ
ん
（
昭
和
元
年
生
ま
れ
、
長
谷
宮
）、
南
節
子
さ
ん
（
昭
和
二
七
年
生
ま
れ
、
真
国
地
区
）、
森
下
夏
子

さ
ん
（
昭
和
二
年
生
ま
れ
、
西
野
）、
森
下
誠
さ
ん
（
昭
和
一
〇
年
生
ま
れ
、
毛
原
上
）、
森
谷
昌
子
さ
ん
（
大
正
一
二
年
生
ま
れ
、
蓑

津
呂
）、
森
谷
泰
文
さ
ん
（
昭
和
三
五
年
生
ま
れ
、
蓑
津
呂
）、
弥
六
祥
功
さ
ん
（
昭
和
一
七
年
生
ま
れ
、
東
野
）、
弓
庭
武
彦
さ
ん

（
昭
和
八
年
生
ま
れ
、
毛
原
宮
） （
五
十
音
順
）

調
査
者
一
覧

大
野
真
奈
、
岡
島
颯
斗
、
橿
村
友
里
、
絹
川
諒
介
、
木
村
綾
夏
、
角
谷
康
浩
、
高
村
輝
、
俵
和
馬
、
鶴
長
愛
佳
、
寺
内
千
賀
、
飛
世
悠

太
、
藤
田
悠
人
、
森
島
友
樹
、
山
口
柊
太
、
山
口
真
由 （
五
十
音
順
）

付
記

　

本
調
査
で
は
、
話
者
一
覧
で
ご
紹
介
し
た
方
々
以
外
に
も
、
多
く
の
紀
美
野
町
の
方
が
快
く
聞
き
取
り
調
査
を
お
受
け
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
藤
井
弘
章
氏
、
上
田
貴
子
氏
、
櫻
木
潤
氏
、
白
水
士
郎
氏
に
は
調
査
・
研
究
に
関
し
て
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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お
世
話
に
な
っ
た
皆
様
に
対
し
、
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

　

な
お
、
写
真
に
つ
い
て
は
特
に
注
記
の
な
い
限
り
筆
者
の
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。




