
此
の
如
-
我
々
の
経
緯
鋸
毒
の
使
用
に
よ
-
得
た
成
績
で
は
偶
は
疑
問
の
潰
磯
す
る
の
み
で
､
的
確
な
る
長
石
の

成
分
を
突
き
留
め
る
に
は
前
捻
の
遼
遠
な
る
を
戚
や
る
の
で
あ
る
O
然
れ
ど
も
普
通
顕
微
鏡
を
使
用
し
凍
っ
た
匿
廟

に
比
較
す
れ
ば
脱
気
LJ
が
ら
も
山
が
見
え
る
様
で
あ
る
か
ら
相
は
少
し
-
研
究
し
得
た
所
を
次
稿
に
掲
げ
て
複
雑
t･15

る
成
分
を
看
破
す
る
塩
を
求
め
る
積

-
で
あ
る
｡

丹
波
に
放
け
る
鹿
代
人
の
生
活

(
二
)

藤

.

田

元

春

漁

業

生

活

の
撹

竜

三

ナ
ガ
シ

督
時
の
漁
具
は
網
も
あ
り
P
針
も
あ
っ
た
｡
流

ビ

栴

へ
で
夜
中
河
を
横
断
し
て
綱
な
は
b
P

その
綱
に
釣
針
の
二

十
ば
か
り
を
結

へ
で
､
各
針
に
は
醍
醐
､
蛙
､
叉
は
ゴ
リ
ビ
い
ふ
小
魚
Ll
J,JJ
を
つ
け
て
流
し
て
お
-
か
'
或
は
竹
の

筒
を
つ
け
て
お
-
｡
胡
早
-
ゆ
-
と
そ
の
針
又
は
糾
い
筒
の
中
の
ざ
れ
か
に
腰
の
大
き
い
の
が
b,J
れ
て
ゐ
た
ril
し
た

も
の
で
あ
る
｡
竹
を
細
か
-
到
っ
て
あ
ん
だ
モ
ン
ド

リ
を
ふ
せ
て
p
流
れ
を
謝
る
魚
頻
を
浦

へ
る
ビ
同
時
に
魚
梁
を

っ
-
つ
て
流
を
下
る
魚
を
浦

へ
る
方
法
も
並
び
行
ほ
れ
た
｡
就
中
ヤ
ナ
は
古
い
｡
醐
武
天
畠
東
征
に
際
し
秋
八
月
大
和

ニ
ヘ
モ
ツ
ノ
Tl

l]エ

問
膏
野
川
で
ヤ
ナ
を
作
っ
て

竃

濫

稽

之

子

が
落
鮎
を
補

へ
て
ゐ
る
の
を
見
ら
れ
た
｡
饗
yJ
し
て
魚
族
を
上
っ
た
の
で

丹
波
に
於

け
る
古
代
人

の
故
紙

砦

1
三



良

球

第
十

丁
馨

第
二
助

穴

叫
四

あ
る
｡

そ
の
子
孫
を
阿
太
養
胸
郭
だ
い
ふ
ド
ニ
の
る
｡
漁
業
鐘
活
の
民
人
が
既
に
菅
野
山
中
に
居
た
軍
産
で
な

い
か
｡

聾
者
の
幼
時
､
京

へ
上
る
道
で
'
丹
波
船
井
郡
船
岡
の
大
井
州
で
州

T
rl
イ
に
作
っ
た
こ
の
韓
の
敢
大
在
も
の
が
､

よ
-
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
洪
水
に
際
し
て
こ
の
魚
鞄
の
蟹
の
上
に
立
っ
て
ゐ
て
'
落
ち
て
-
る
鮎
や
鰻
を
掬
ひ

ざ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
上
流
山
間
か
ら
保
津
に
至
る
間
朗
々
に
設
け
ら
れ
た
.
由
良
川
の
方
に
も
同
様
の
漁
場

が
救
数
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

チ
トり

鮎
に
限
っ
て
図

だ

い
ふ

一
尾
を
釣
糸
の
さ
き
に
つ
け
て
'
そ
の
周
囲
に
多
-
の
カ
ケ
針
を
つ
け
て
お

い
て
､
闇
に

向
っ
て
軍
ひ
に
-
る
鮎
を
座
換
る
方
法
が
'
最
も
普
通
に
行
は
れ
る
｡
越
前
の
九
頭
鵡
川
で
は
図
な
し
に
た
ゞ
か
け

針
を
つ
け
た
釣
竿
で
河
の
中
を
動
か
し
て
ゐ
て
'
魚
を
だ
る
の
を
見
た
.
餌
を
つ
け
や
に
鮎
を
と
ら
れ
た
醐
功
畠
后

の
御
漁
の
骨
盤
ゆ
る
減
法
で
は
な

い
か
'
予
は
漁
法
や
魚
具
さ
-
し
た
も
の
～
今
日
の
賓
際
を
開
査
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
育
代
の
漁
法
を
復
原
し
-
る
こ
だ
が
Ⅲ
凍
る
ビ
瓜
は
れ
る
が
+rp
-
で
あ
ら
-
か
.

狩

猟

生

活

我
鯛
の
育
代
に
狩
猟
生
活
が
男
子
の
末
輩
な
生
産
の

一
つ
で
あ
っ
た
こ
亡
は
'
世
界
の
他
の
図
だ
同
様
で
あ
っ
た

必
L
も
丹
波
に
限
っ
て
特
別
の
狩
猟
生
活
が
あ
っ
た

d̂
い
ふ
の
で
は
な
い
が
.
近
畿
に
放
て
帝
都
に
最
も
近
い
朗
で

最
近
ま
で
野
獣
の
豊
富
L･{
猟
場
を
有
す
る
こ
ビ
丹
些
向
原
の
如
き
は
珍
ら
し
い
｡
勿
論
晋
は
丹
波
各
鰭
に
獣
類
が
多

-
船
井
郡
や
甫
桑
田
郡
に
も
鹿
や
猪
は
多
か
っ
た
で
あ
ら
-
ビ
恩
ふ
が
､
今
日
で
は
北
桑
田
郡
に
属
す
ーる
東
方
地
塊



の
森
林
地
に
限
ら
れ
て
野
既
が
多
い
｡
従
っ
て
さ
-
し
た
北
桑
田.T.
郡
の
山
中
に
磯
存
す
る
猟
犬
の
生
活
を
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
'
や
は
-
古
代
を
回
想
し
う
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
ど
考

へ
る
｡
こ
れ
予
が
特
に
丹
波
の
狩
猟
生
活
を
述

べ
て
み
や
う
ど
す
る
所
以
で
あ
る
.

原
曲
の
民
が
釣
針
も
つ
け
な
い
で
､
魚
を
澗
ら
ん
こ
ど
な
考

へ
化
や
-
に
庇
や
猪
に
封
し
て
も
揖
凍
る
史
け
危
険

を
少
-
し
て
可
成
確
薯
に
獲
物
を
程
ん
こ
E
に
つ
め
た
｡
基
に
於
て
彼
等
の
最
初
の
必
姿
は
'
獣
鵜
の
分
布
ビ
そ
の

交
通
に
踊
す
る
智
織
で
あ
っ
た
｡
鳥
類
で
も
そ
の
飛
ん
で
ゆ
-
道
は
き
ま
っ
て
ゐ
る
'
鷺
や
四
十
雀
が
庭
さ
き
の
木

の
枝
に
飛
で
き
て
敢
初
に
と
ま
る
枝
は
い
つ
も
同
じ
朗
で
あ
る
や
-
に
'
鹿
や
猪
の
山
を
わ
け
て
ゆ
-
速
は
'
白
か

ら

一
定
の
篠
路
が
あ
る
｡
原
人
は
最
初
に
こ
の
途
む
し
っ
た
｡
さ
う
し
て
そ
の
泡
に
係
蹄
や
落
し
穴
な
つ
-
つ
た
｡

さ
-
し
て
か
れ
ら
の
獲
物
が
､
知
ら
ず
に
こ
の
終
末
に
は
ま
っ
た

･C,､
係
蹄
や
掛
け
矢
に
命
を
亡
-
し
た
も
の
は
､

古
来
旗
億
性
iこ
上
っ
た
か
畳
-
L
る
こ
と
が
出
凍
L･i,い
｡

〓

最
も
簡
罫
母
数
法
は
ラ
フ
し
た
期
覇
の
途
中
を
待
伏
せ
る
こ
空
で
あ
っ
た
｡
山
城
の
団
に
雲
か
畑
御
徽
場
が
設
定

さ
れ
禁
猟
匿
が
出
水
た
昏
睡
.
桑
田
山
塊
の
猪
や
庇
は
各
に
な
る
.fJ
殆
ど
す

べ
て
が
北
の
方
か
ら
雲
が
畑

へ
移
っ
て

行
っ
た
の
で
あ
る
｡
勿
論
之
は
楽
猟
場
が
出
来
た
こ
ど
な
猪
が
し
っ
化
潜
典
で
は
L･4
-
.
猫
は
例
年
冬
に
な
る
ビ
雪

の
ふ
ら
ぬ
さ
き
に
蘭
の
吸
い
閥

へ
移
る
の
で
あ
る
が
'
焚
独
匿
設
定
時
代
は
繁
殖
し
や
す
-
特
に
そ
れ
が
目
立
っ
た

の
で
偽
っ
た
｡
こ
れ
智
北
桑
m
郡
山
開
村
字
大
野
の
林
茶
太
郎
氏
が
し
っ
た
｡
猪
は
地
形
に
従
っ
て
人
里
離
れ
た
ど

こ
ろ
の
山
だ
山
ど
の
最
も
狭
ま
っ
た
渡
河
地
鮎
を
選
ぶ
.
丁
度
山
陶
の
骨
照
皇
寺

(光
厳
院
御
陵
の
寺
)
の
二
三
町

丹
肢
に
於
け
る
古
代
人
の
生
餌

究

7
五



地

味

節
十

7
怨

第
二
髄

10
0

二
ハ

上
流
の
山
の
尾
が
p
嗣
方
か
ら
狭
ま
つ
ゼ

.
桃

へ
向
に
L･4
つ
て
ゐ
る
｡
川
は
幅
が
三
四
十
間
も
あ
る
が
'
そ
れ
を
歯

に
渡
机
だ
離
蹴
用
の
溝
､
幅

1
闘
牛
深
さ
四
八
位
の
水
が
あ
る
'
猪
は
こ
の
二
つ
共
泳
い
で
渡
ら
ぬ
ぼ
な
ら
ぬ
｡
そ

の
時
期
は
年
後
の
十
時
過
ぎ
か
､
然
ら
ず
ん
ば
夜
の
引
き
明
で
あ
る
｡
渡
る
場
所
ビ
時
間
己
を
熟
知
し
た
我
益
太
郎

常
は
.
そ
の
満
の
属
に
高
い

一
二
八
の
政
綱
を
し
い
て
猪
の
登
饗
を
不
便
に
し
て
お
い
て
､
さ
て
北
岸
の
小
尾
の
中

ト
セ

に
潜
む
の
で
あ
る
､
最
も
火
の
菊
を
な
し
に
し
て
胸
に
懐
中
電
燈
を
つ
け
て
お
-
｡
手
に

山

刀

を
も
つ
史
け
で
あ
る
｡

笛
の
口
に

一
回
ビ
朝
方
に

1
回
出
か
け
て
行
っ
て
待
っ
て
ゐ
る
E
t
や
が
て
嘉
の
川
に
ザ
ン
ブ
.fJ
ば
か
･eq菅
が
す
る

猪
の
足
は
早
い
も
の
で
､
茶
化
な
!
ビ
む
つ
葦
も
な
-
二
分
位
で
第
二
の
溝
に
入
る
｡
そ
の
瞬
間
に
益
太
郎
氏
は
溝

に
飛
込
ん
で
'
胸
の
電
燈
を

パ
ブ
ビ
や
る
E
t
大
抵
の
猪
が
ビ
ッ
ク
リ

-
ろ
化

へ
る
､
直
ち
に
山
刀
で
ご
つ
-
の
で

あ
る
｡
小
さ
い
猪
な
ら
ば
組
み
伏
せ
て
水
に
沈
め
て
殺
す
｡
か
-
し
た
素
朴
温
故
は
大
に
成
功
し
た
.

1
ケ
月
に
五

四
も
七
匹
も

取
っ
た
の
で
あ
る
.
但
し
こ
の
作
業
は
敏
捷
を
要
す
る
の
で
普
通
人
で
は
揖
凍
な
い
.
金
-
例
外
の
猟

師
だ
ど
い
ふ
こ
亡
で
あ
っ
た
｡

春
さ
き
に
な
っ
て
北
方

へ
猪
が
移
る
時
も
や
は

ゎ
こ
の
地
鮎
を
横
ざ
る
の
で
あ
る
が
､
春
は
道
中
に
草
や
食
物
が

多

い
の
で
.
猪
は
途
中
で
遊
び
つ
～
引
き
上
げ
る
.
し
た
が
っ
て
通
過
の
時
機
が
雪
の
前
の
や
-
に
規
則
立
っ
て
行

ほ
れ
な
い
｡
白

か
ら

｢
待
ち
｣
を
か
け
る
こ
だ
が
不
可
能
で
あ
る
｡

こ
れ
は
大
正
の
未
年
に
於
け
る
賓
際
の
誼
で
あ
っ
た
が
､
今
日
ビ
ち
が
っ
て
晋
は
吏
ら
に
獣
樋
が
多
か
っ
た
か
ら

数
似
の
猟
法
が
盛
行
し
た
ら
し
い
｡
今
昔
物
語
第
骨
七
強
筋
骨
二
に
日
-
～

†チ

今
は
背
ロ
ロ
囲
ロ
ロ
恥
に
鵬
痛
み
殺
す
在
役
と
.す
る
兄
弟
二
人
あ
り
け
り
P
常
に
山
に
行
て
焼
払
射
れ
ば
兄
弟
掻
列
て
山
に
行
に
け
り
.
符
と
い
ふ

.〓わrrI



だ

あ

る

｡

い
か
に
も

益

太
郎

氏
の

漁

法
で

は

な

い

か
｡

三

弓
矢
p
山
刀
ビ
い
っ
た
武
器
は
育
代
の
人
の
持
っ
た
唯

一
の
武
器
で
あ
っ
た
｡
H
本
音
紀
雄
略
天
畠
の
修
に
は
'

康
子
四
年
春
二
月
薯
城
山
に
射
犯
し
た
ま
ふ
ど
あ
る
｡
敬
‰
馴
並
レ
田
}J
あ
る
か
ら
P
昏
時
馬
上
の
射
狐
ピ
い
ふ
こ
ど

が
あ
っ
た
だ
者

へ
ら
れ
る
.
叉
､

カ
リ
じ
ト

同
年
秋
八
月

､
行
中
吉
野
宮
o
*

亭

河
上
小
野
】介
三
成

人

証

〆獣

欲
二
舶
射

l田
仲
｡

ど
あ
る
の
ほ
'

明
治
の
雲
ケ

畑
御
猟
場

な
+,J,
の
猪
狩
だ
同

様
に

勢
子
や
犬
が
追
ひ
亀
し
た
野
獣
を
.
待
ち
て
射
ざ

T'･卜一

る
こ
･,J
で
あ
る
｡
こ
れ
を
も
符

だ

い
ふ
こ
亡
は
現
在
も
同
様
で
あ
る
｡
同
音
の

五
年
辞
二
月
天
畠
放
二狐
干
潟
城
山
,中
略
俄
洞
見
レ
遼
蝿
紙

､
錯
雑
申

､
糸
山
塩
入

｡
淵
杜
絶
l
柑
大
悦
｡

ヾ
ト

ビ
あ
る
P

こ
れ
も
や
は
-
種

で

あ
る
｡

こ
の
時
天
畠
は
自
ら
弓
を
用
ひ
刑

止
め
堪
脚
し
て
踏
み
激
し
給

へ
ゎ
ど
あ

る
か
ら
P
さ
-
し
た
古
い
時
の
勇
ま
し
い
狩
猟
が
今
の
世
に
道
雄

む
う
る
こ
ど
な
追
想
せ
し
む
る
｡
し
か
し
か
-
し

些
男
達
し
い
蓑
族
的
の
遊
び
は
中
頃
の
困
史
に
出
て
こ
な
い
｡
沸
教
の
流
行
だ
共
に
殺
生
を
わ
る
い
こ
E

だど
す
る

や
う
に
な
っ
た
経
典
で
あ
ら
う

7
番
日
本
校
紀
に
は
.
仁
別
天
皇
の
.

天
長
十
年
(西
紀
八
三
四
)
六
月
丁
巳
.
翠
-餌
山
城
舟
改
む
江
等
閥

'
妃
都
之
山
軍

H作
瑞
非
横
槍
?

し
て
み
る
ビ

ー
ロ
を
出
に
狩
-
-
ら
す
ご
い
ふ
よ
-
は
う
寧
ろ
消
極
的
な
青
い
落
罪
の

一
般
民
人
に
用
ひ
ら
れ
た
こ

ど
も
多
か
っ
花
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
武
弟
が
後
世
の
や
う
に
完
金
で
L･i
か
っ
た
か
ら
で
あ
ら

う
｡
こ
～
に
磯
槍
k
Jあ

丹
波
に
於
げ
ろ
甘
代
人
の
出
騎

1
0
1

Z
七



地

球

節
十

7
萄

鋳
二
班

TO
It

T
八

る
の
は
蹴
板
の
迫
る
蓮
に
純
が
引
張
っ
て
あ
っ
て
､
そ
れ
を
獣
類
が
踏
み
か
け
る
亡
､
欠
叉
は
槍
が
そ
の
動
物
に
さ

～
る
や
-
に
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ら
-
｡
後
世
に
な
る
ビ
磯
槍
の
か
は
-
に
銭
砲
の
引
き
金
に
か
～
つ
て
'
ズ
ド
ン

ど
.
1
磯
す
る
や
う
に
し
て
あ
っ
た
｡

筆
者
の
幼
時
山
間
の
此
嚢
江
の
山
奥
で
'
犬
が
可
変
憩
に
も
こ
の
機
銃
に
か
～
つ
た
こ
だ
が
あ
る
.
勿
論
人
が
か

ゝ
れ
ぼ
恐
ろ
し
い
こ
E
で
あ
る
｡
給
茸
狩
や
栗
給
ひ
に
ゆ
-
道

の
途
中
に
閏
罪
が
あ
る
例
も
亦
多
雪

盲

で
あ
っ
た

仁
明
天
皇
が
こ
れ
を
京
都
の
近
間
に
於
て
禁
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
か
-
し
た
消
極
的
の
猟
法
が
分
布
す
る

こ
亡
は
戯
か
っ
花
の
で
あ
る
｡

四

そ
れ
だ
同
時
に
.
犬
を
使
用
し
て
牒
頻
な
ど
る
罫
も
あ
っ
た
｡
犬
の
我
囲
史
に
見
ゆ
る
最
初
は
垂
仁
配
に
あ
る
迫
-

ア
ユヰ

升
旺
囲
桑
附
村
の
犬
､
名
は

足

社

t̂
J
い
ふ
犬
の
事
で
あ
る
.
つ
い
で
日
本
武
尊
を
信
濃
か
ら
美
濃
に
道
案
内
を
し
た
白

絢
の
詑
蔀
が
あ
･C(
や
が
て
州
明
天
畠
の
二
年
に
は
蘇
我
馬
子
が
p
物
部
氏
を
亡
し
た
時
'
捕
島
部
寓

の
菱

へ
る

白
犬
が
主
人
の
屍
を
集
め
て
有
家
に
収
め
た
ど
い
ふ
美
談
が
あ
る
｡
蓋
し
嵩
は
捕
島
部
の
人
で
あ
る
.
白
犬
は
蓋
し

イ
ヌカ

猟
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
犬
で
あ
っ
た
で
あ
ら
-
｡
こ
の
時
嵩
の
犬
の
み
で
打
b-
'
横
井
凹
都
連
膿

樺

の
巷

へ
る
犬
も

亦
殺
さ
れ
た
主
人
の
身
頭
を
噛
拭
き
で
側
に
伏
て
之
を
図
-
守
っ
た
ビ
喧
博
さ
れ
て
ゐ
る
｡
故
に
酉
紀
六
世
紀
迄
に

も
下
る
亡
､
我
図
に
犬
を
飼
ひ
'
之
&
.愛
し
之
を
馴
し
た
人
が
既
に
多
か
っ
た

ど
考

へ
ら
れ
る
｡
が
､
薦
日
本
後
配

東
和
元
年
の
修
に
'
(
酉
紀
八
三
四
)仁
明
天
畠
が
､
太
上
天
畠
(
淳
和
)
に
見

え
給
ふ
た
時
､
太
上
天
皇
か
ら
鷹
鶴
各

二
瀞
､
嘆
息
犬
四
牙
を
献
上
さ
れ
た
ど
も
い
ふ
記
事
さ
へ
出
て
-
る
の
で
あ
る
｡



蓋
し
鳥
を
鷹
や
犬
に
よ
っ
て
捕
ふ
る
こ
E
は
余
程
古
い
時
代
か
ら
の
習
慣
で
あ
っ
た
｡
口
本
尊
配
を
み
る
ビ
垂
仁

の
朝
既
に
鳥
取
部
.
鳥
養
部
t
な
ど
い
ふ
部
曲
が
出
凍
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
犬
が
鳥
で
な
-
て
襟
な
ど
る
こ

ど
も
甘
い
O
前
述
し
た
輩
仁
紀
に
は
､
二

つ
の
昔
話
ビ
し
て
左
の
記
事
が
あ
る
｡

I-カ
ソ

γ
ユキ

背
丹
披
財
桑
川
村
有
人
名
日

渡

襲

則

教
殻
家

有
犬
糸
口

ノ
杜

'
丑
犬
咋
山
駄
猫
や
士
那
砧;
穀

O別
状
腹
材
八
尺
現
勾
玉
O
囲
以
蹴
之
'
丑
玉
今

石

上
紳
官

だ
あ
る
.
こ
れ
は
八
尺
蔑
勾
玉
が
出
て
き
た
由
衆
を
軸
性
に
し
た
件
数
で
あ
る
｡
果
し
て
い
つ
頃
の
こ
E
か
不
明
で

は
あ
る
が
､
犬
が
勘
を
食
ふ
こ
ど
な
利
用
し
た
こ
だ
は
平
安
朝
を
通
じ
て
猶
各
地
方
に
行
ほ
れ
た
.
今
昔
物
語
に
は

狗
山
'
鷹
狩
､
符
山
t
等
の
記
事
が
酉
は
九
州
か
ら
'
北
は
陸
奥
に
分
布
し
て
ゐ
る
｡
尾
張
問
の
犬
山
ビ
い
ふ
地
名

の
ご
ざ
き
'
さ
-
し
た
猟
法
に
避
原
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
同
番
第
廿
大
食
第
七
に
は

今
骨
炎
作
図

に
云
々
､
茄
の
方
よ
り
耽
る
人
布

け
り
｡
こ
の
人
､
犬
山
と
い
ふ
邸
L
t･J数
多
の
犬
私
飼
て
山
に
入
て
繍
舵
か
犬
にこ
く
ひ
こ
う

亡
し
め

て
取
る
私
栄
と
し
け
る
人
也
｡

又
同
番
第
廿
九
怨
三
十
二
に

今
晋
隣
奥
の
閉
口
の
郡
に
仕
げ
ろ
偶
き
教
わ
り
け
り
.
家
に
数
の
狗
み
飼
紀
4
,て
肝
に
避
狗
共
布
具
し
て
探
古
山
に
入
て
紙
座
を
'
狗
井
に
す
ゝ
吟

て
咋
殺
さ
ぜ
て
取
る
邸
み
な
む
鮎
夜
胡
碁
の
柴
と
し
け
る
｡
云
々

ム
ジ
ナ

な
ざ
･,
あ
る
か
ら
犬
山
}J
い
ふ
猟
法
は
菅
は
飴
耕
盛
ん
で
あ
っ
た
｡
沖
波
の
｢
ア
ユ
キ
｣
だ
い
ふ
犬
が

格

(
狐

屠
)
を
く

ひ
こ
ろ
し
た
事
Ll
･D
甘

､
賓
は
尋
常
茶
飯
の
事
で
あ
っ
た
.
現
もこ
筆
者
は
幼
時
'
北
桑
田
郡
宮
島
村
で
犬
の
-
ひ
の

こ
し
た
猪
や
兎
を
料
班
っ
て
-
つ
た
人
を
熟
知
し
て
ゐ
る
｡
餓
倉
時
代
に
も
な
れ
ば
太
平
配
に
あ
る
や
う
に
高
時
の

愛
犬
熱
か
ら
､

肉
に
め
,rJ.
仰
み
さ
キ
る
帝
大
､
鎌
食
中
に
流
磁
し
て
四
五
千
苑
に
及
べ
り
'
月
に
十
二
庶
犬
令
ぜ
の
口
と
て
完
め
ら
れ
L
か
I
O
云
々

丹

蛇

に
於

け
石
打

代
人
の

始

れ

]皇

7
九



地

拭

節
十

1
替

約
二
班

岩
叫

二
〇

だ
い
ふ
世
が
出
現
し
て
'
闘
犬
の
孜
が
嘉
玄
遺
ビ
珊
交
は
っ
て
常
民
の
恩
だ
ま
で
に
な
っ
た
こ
だ
さ

へ
あ
る
｡
江
戸

時
代
の
中
に
も
犬
公
方
･,J
い
ふ
賂
軍
が
Ⅲ
兼
良
｡
し
か
し
こ
れ
ら
は
狩
猟
業
ビ
は
盆
-
か
け
は
な
れ
た
軍
資
で
あ
る

そ
れ
よ
-
も
今
骨
物
語

り時
代
に
Y
H
本
に
耳
の
垂
れ
た
犬
が
ゐ
た
ど
あ
る
方
が
控
意
さ
れ
る
べ
き
革
質
で
あ
る
｡

同
番
巻
十
四
､
第
廿

l
に

汝
が
前
出
の
身
は
耳
張
れ
た
る
犬
の
身
と
し
て
云
々

ビ
あ
る
｡

飯
島
博
士
は
'

直
立
せ

る
耳
を
有
す
る
を
和
犬

だ
い
ふ
.J･J
論
じ
ら
れ
た
が
'
平
安
朝
の
か
-
し
た
耳
垂
れ

の
犬
は
ど
う
し
た
担
種
で
あ
っ
た
で
あ
ら
-
か
｡
後
世

には
店
犬
AIJ
い
ふ
肺
水
火
が
は
び
こ
つ
た
の
も
田
白
い
こ
ij

で
あ
る
0

苗
に
於
で
犬
養
部
だ
い
ム
部
曲
が
育
-
各
地
に
出
凍
た
､
姓
氏
鮪
を
み
る
ビ
左
京
醐
別
に
牒
犬
養
宿
楠
は
紳
魂
令

ア
℡

の
後
地
紙
の
据
刺
の
蘭
に

海

大
童
'
塀
津
の
細
別
に
犬
養
.
地
祇
の
後
に
阿
鼻
犬
養
蓮
.
天
孫
火
明
命
の
蘭
に
.
管

犬
養
宿
摘
Ld
r,I,
い
ふ
の
が
あ
る
｡
恐
ら
-
は
さ
う
し
た
氏
族
ビ
共
に
古
代
に
犬
の
舶
来
し
た
も
の
が
Li
か
っ
た
ど
は

断
言
し
か
ね
る
ビ
考

へ
ら
れ
る
｡

丹
波
多
配
郡
古
市
に
今
も
､
犬
飼
}J
い
ふ
村
が
あ

-
'
そ
こ
の
鎮
守
大
歳
醐
批
(
農
業
の
紳
)安
は
白
狗
を
配
っ
て

ゐ
る
ビ
精
し
.
そ
の
白
狗
は
骨
格
を
-
ひ
こ
ろ
し
て
人
身
御
供
の
煩
か
を
免
が
れ
し
め
た
ど
偉
詮
さ
れ
て
凝
る
｡
か

-
し
た
こ

.7Jは
蓋
し
古
い
井
波
の
狩
猟
時
代
を
日
･j
ひ
出
さ
し
め
る
も
の
で
な
-
て
何
ん
で
あ
ら
-
｡

五

そ
こ
で
筆
者
幼
時
の
記
憶
を
呼
び
適
し
て
み
る
ざ
.
氏
刷
は
大
森
大
明
榊
だ
申
し
.
北
桑
田
郡
の
山
の
奥
の
鶴

ケ



岡
村
に
鎮
座
L
た
ま
ふ
取
訪
醐
祉
ビ
い
ふ
猪
鹿
追
治
の
碑
で
あ
る
｡
年
の
始
め
の

ー
月
五
日
に

｢
出
初
め
祭
｣
だ
い

ふ
榊
事
が
潜
ま
れ
､
村
中
の
猟
師
が
犬
を
つ
れ
銭
砲
(
火
純
筒
)
里
屑
に
し
て
参
集
L
P
榊
の
和
独
の
御
供
を
し
､
如

覚
に
､
猪
や
鹿
を
捕
っ
た
の
で
あ
っ
た
C
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
既

にこ
の
配
を
中
心
に
山
間
の
繁
藤
が
あ

っ
て
p
各
月
す

べ
て
に
槍
が
あ
っ
て
鹿
猪
を
ど
ら
ぬ
人
は
居
な
か
っ
た
ら
し
い
.

か
う
し
た
紳
配
を
中
心
に
狩
猟
し
た
例
は
各
地
に
多
い
こ
と
で
あ
ら

う
｡
予
の
同
僚
鬼
室

二
市
政
按
は
､
紀
州
那

アヅ
マ1

賀
郡
長
田
村
北
志
野
の
人
で
あ
る
.
こ
の
村
の
氏
醐

東

屋

醐

融
の
秋
怨
が
す
む
E
t
昔
は
其
翌
EI
又
は
翌
々
日
に
'

き
つ
ビ
村
盆
櫨
で
氏
朝
の
裏
の
村
有
林
(
動
地
?
)
で
猪
狩
を
や
っ
た
'
武
器
は
同
じ
-
槍
で
あ
る
.
見
玉
氏
は
小
供

の
頃
(
明
治
三
十
年
前
後
)
さ
-
し
た
猪
狩
の
時
野
堀
を
六
匹
も
捕
っ
て
'
こ
れ
を
氏
朝
の
境
内
で
村
中
の
も
の
が
食

て
遊
ん

だこ
ど
な
琴

孔
て
ゐ
る
ど
い
は
れ
る
｡
筆
者
恩
ふ
に
か
う
し
た
山
間
の
年
中
行
事
は
､
古
い
狩
猟
に
よ
っ
て

そ
こ
が
開
け
た
時
代
を
恩
ひ
旧
さ
し
め
る
も
の
で
な
-
て
L･i
ん
で
あ
ら
う

｡(
狂
.
井
波
だ
紀
伊

だ
同
じ
高
原
の
民
に

つ
い
て
の
棟
似
は
こ
の
外
に
多

い
｡
い
づ
れ
械
骨
を
得
て
論
じ
て
み
や
-
ビ
考

へ
る
｡)

予
の
壁
れ
托
村
の
膏
兵
衛
だ
い
ふ
人
は
毎
年
群
を
つ
-
つ
て
.
猪
や
腰
を
狐
獲
し
た
も
の
で
あ
-
'
各
十

l
月
に

も
な
れ
ば
､
奥
山
で
鹿
笛
を
ふ
い
て
牡
鹿
を
集
め
て
ご
っ
た
｡
字
醐
谷
の
伊
兵
衛
だ
い
ふ
人
は

一
代
に
熊
な
ど
つ
て

財
を
つ
-
つ
た
が
､
あ
ま
-
に
取
-
す
ぎ
た
ど
い
っ
て
､
富
ん
だ
後
に
四
囲

へ
巡
拝
に
出
た
詣
さ

へ
の
こ
つ
て
ゐ
る

鹿
,
拷
,
沿

革

,

準

位
,
狐
､
.聖

断

呼

野

腎

河
猶
,
墾

銅
p
兎
､
山
鳥
､
堆
さ
う
し
た
い
づ
れ
も
が
法
ら
れ

カ
モ
')カ

テ
ン

た
｡
叉
い
づ
れ
も
か
食

用に
供
さ
れ
､
且
つ
毛
皮
を
F･1J
つ
た
｡
筆
者
も
猿
や
熊
の
由
を
食
っ
た
幼
時
を
恩
ひ
旧
す
｡

明
治
三
十
年
頃
は
京
都
師
範
撃
枚
の
年
中
行
事
に
山
開
村
で
鷹
狩
を
や
っ
た
｡
数
枚
の
男
塵
従
軍
名
た
ら
す
で
は
あ

丹
比
に
於
け
ろ
甘
代
人
S
出
納

岩
奴

二
}



地

球

節
十

丁
谷

節
二
班

70六

二
二

つ
た
が
､

兵
式
改
組
の
銃
で
上
級
生
は
賓
張
を
こ
め
た
や
つ
を
も
っ
て
行
っ
た
｡
勢
子
ビ
共
に
山
を
逐
ひ
た
て
る
だ

マチ

村
の
猟
師
が
｢
待
｣
に
JB;っ
て
ゐ
て
仕
止
め
て
-
れ
る
｡
僅
か

1
=
の
磯
に
鹿
の
三
､
四
匹
敵
獲
て
か

へ
っ
て
き
た
も

の
で
あ
る
｡
室
ケ
畑
が
御
猟
場
に
設
定
さ
れ
た
の
も
､
さ
-
し
た
多
数
の
野
獣
棲
息
地
に
近
か
つ
化
結
果
で
あ
る
｡

今
日
で
は
火
純
筒
な
.I,/J
を
用
ひ
る
人
は
な
い
け
れ
ど
も
七
三
十
年
も
前
に
は
､

1
枚
が
火
縄
で
あ
っ
た
｡
腰
で
ね

ら
ひ
を
き
め
て
'
患
っ
て
ゆ
-
牝
脱
を
谷

1t
つ
こ
ち
ら
の
待
場
か
ら

一
登
で
仕
止
め
る
達
人
が
多
か
っ
た
｡
服
装
は

ナ
タ

ビ
い
へ
ば
腰
に
山

刀

を
帯
び
麻

の

た
ち
か
け
に
行
纏
｢

r

J,

キ
L

A1J
い
ふ
菅
を
麻
糸
で
摘
ん

だ手
製
の
脚
肝
に
'
同

ワ
ラ
グ
ツ

じ
-
手
製
の
草

陛

各

を
は
き
､
粟
生
を
か
け
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡

ど
に
か
-
出
の
串
の
多
い
図
で
あ
る
p
山
開
村
の
醐
乱
に
し
ろ
､
弓
削
村
の
八
幡
宮
に
し
ろ
も
こ
の
郡
の
翻
配
の
最

初
は
す

べ
て
が
狩
猟
を
守
護
し
た
ま
ふ
刺
々
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
ビ
考

へ
ら
れ
る
.
し
か
し
今
日
で
は
諏
訪
明
榊
の
紳

威
あ
ら
た
か
に
し
て
､
猪
鹿
遠
-
去
っ
て
片
影
を
.J･J
ゞ
め
や
､
時
々
熊
や
猿
の
美
濃
飛
騨
の
高
原
か
ら
渡
っ
て
き
た

の
が
だ
ら
れ
る
に
止
ま
る
｡
近
江
ビ
若
狭
だ
丹
波
三
問
の
閉
界
に
あ
る
P
京
都
大
拳
の
芦
佳
賓
習
林
に
は
､
熊
が
杉

や
槍
を
立
つ
さ
き
に
し
て
､
そ
の
甘
皮
を
ね
ぶ
る
た
め
の
被
客
が
多
い
の
が
そ
れ

だ｡
猪
鹿
の
方
も
中
々
盛
に
繁
殖

は
す
る
｡
し
か
し

1
且
は
各
部
が
雲
ケ
畑

1
*
の
葉
狙
地
に
集
中
し
た
が
'
そ
の
新
発
､f
八
湖
や
岩
倉
の
山
出
が
猪

客
に
逢
ふ
こ
だ
が
甚
し
-
LJ
Lっ
た
た
め
に
遼
に
御
猟
場
を
中
止
す
る
や
-
に
な
っ
た
の
が
今
日
で
あ
る
｡
蓋
し
今
日

に
於
.で
は
櫨
か
三
十
年
前
の
野
既
群
さ
へ
も
見
ら
れ
ぬ
｡
宵
年
以
前
の
豊
富
な
猪
鹿
の
時
代
を
想
見
す
る
だ
､
育
代

の
井
波
人
が
デ

ブ
し
た
武
器
な
し
に
木
の
棒
や
p
竹
製
の
L

ゝ
'つ
き
槍
で
､
静
よ
-
児
や
猪
を
し
だ
め
た
こ
亡
を
想

定
し
得
ら
れ
る
造
班
で
延
喜
式
の
交
易
那
物
七
井
波
間
産
の
中
に



蛇
革
十
櫨
､
栗
子
三
十
石
､
苅
安
五
官
囲

Li"
/J
ゝ
あ
る
の
が
雷
魚
だ
,̂J
皿
は
れ
る
.
｢
宅
吹
輩
｣
に
し
る
さ
れ
て
ゐ
る
図
産

(
徳
川
時
代
中
期
)
に
も
滑
過
去
の

ユ
ヅ
ル
ハ

色
が
ふ
か
-
て
'
松
茸
､
文
雄
､
鮎
'
山
取
魚
'
庇
皮
'
山
囲
杉
丸
太
も
杉
皮
､
弓
例
川

弓

液

菜

､
和
智
糸

(船
井

チ､
ウ
チ

シ
ヴ
チ

那
)
胡
桃
'
父
打
栗
(
父

軒

は

R

'
知

の
靴
詑
な
ら
ん
か
船
井
郡
也
)
堤
.

,,
J

～
あ
る
中
に
今
は
桑
凹
地
塊
に
限
っ
て
多

産
す
る
山
板
魚
や
鹿
な
ど
が
あ
る
.
こ
ゝ
に
も
育
代
の
生
活
の
名
魂
を
見
逃
す
わ
け
に
は
行
か
ぬ
で
あ
ら
う
｡

牧

畜

生

活

!

丹
些
向
原
の
中
で
も
'
桑
田
地
塊
は
京
都
肘
の
北
海
道
}J
さ
へ
い
は
る
～
奥
深
い
土
地
で
あ
る
｡
童
の
HT,中
に
基

山
か
ら
熊
が
き
て
人
を
驚
か
し
た
-
'

一
夜
の
間
に
狼
が
き
て
小
便
朗
の
東
を
飲
み
干
す
ど
い
ふ
や
-
な
こ
だ
が
.

明
治
の
初
年
ま
で
に
は
度
々
あ
っ
た
土
地
で
あ
る
｡
し
か
し
山
陰
銭
道
の
要
衝
に
あ
た
る
西
南
低
原
帝

へ
ゆ
-
ど
'

大
井
川
p
由
良
川
の
細
い
支
流
が
分
水
さ
れ
る
低
い
一
帯
の
低
丘
陵
地
で
'
し
か
も
水
の
手
が
な
い
た
め
に
.
近
年

ま
で
は
耕
作
が
開
け
な
か
っ
た
｡
澱
近
須
知
附
近
に
湛
枕
の
池
を
つ
-
つ
て
p
さ
う
し
た
高
原
性
の
草
原
を
徐
々
に

m
畑
に
開
か
ん

だ努
力
し
て
は
ゐ
る
が
p
す
つ
ビ
過
去
に
於
て
は
恐
ら
-
か
う
し
･･Sj
野
原
は
田
に
も
な
ら
や
畑
に
も

な
り
程
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
｡
霜
に
於
で
か
牧
畜
業
が
超
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
今
日
に
於
て
こ
を
奥
州
は
両
島

宮
城
'
岩
手
等
兼
北
の
臆
野
に
盛
行
す
る
牧
馬
だ
い
へ
で
も
鎌
倉
時
代
以
前
に
は
さ
-
し
た
産
業
な
ど
は
ま

だ起
っ

て
ゐ
な
い
で
､
我
閥
の
牧
馬
は
酉
は
九
州
東
は
関
東
を
筋

で
>J
L
で
'
中
団

山
背
に
さ
へ
行
ほ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

丹
波
に
於
げ
ろ
古
代
人
の
虫
桁

l宅

こ377
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(収故鬼瀬所嬰大女)

節
十
T
魯

節
こ
雛

10八

二
凹

現
に
対
馬
の
や
う
な
狭
い
山
の
園
に
.
典
下
馬
だ
も
稲
す

べ
旦

二
八
位
の
小
馬
が
ゐ

で
婦
女
が
之
に
騎
乗
し
て
対
馬
唯

1
の
交
施
運
搬
に
役
立
っ
て
ゐ
る
こ
ど
や
p
隠
岐

の
ご
ざ
き
離
れ
小
島
に
､
牧
畑
の
育
代
の
制
が
春
荘
す
る
こ
E
を
瓜
ふ
ど
き
'
丹
肢

の
こ
の
高
原
の
牧
馬
の
盛
行
し
た
時
代
を
想
像
せ
ず
に
は
居
れ
な
い
｡

現
在
で
は
中
岡
の
牧
馬
よ
-
も
但
馬
牛
の
名
に
よ
っ
て
の
牧
牛
の
方
が
有
名
で
も

あ
り
激

も
多
い
が
'
筆
者
の
幼
時
は
弓
側
や
山
岡
の
戯
月
に
は
馬
が
多
-
て
p
こ
れ

叉
今
日
の
口
光
速
の
や
-
に
､
女
が
駄
馬
を
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
八
湖
や
大
原

か
ら
で
る
大
原
女
だ
い
へ
ば
p
晋
は
京

へ
県
木
(
柴
を
-
す

べ
て
韻
-
し
た
も
の
を
)

ぅ
ち
に
-
る
の
に
p
馬
に
つ
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡
東
大
撃
寛
政
二
年
版
の
柿
間

に
そ
の
風
姿
が
で
て
ゐ
る
｡
し
か
し
今
日
は
頭
に
花
や
番
茶
を
の
せ
て
う

う
む
に
く

る
も
の
を
限
っ
て
大
原
女
だ
い
ひ
p
馬
な
ど
を
飼
っ
て
ゐ
る
民
家
も
殆
ど
な
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
.
従
っ
て

さ
う
し

た
牧
馬
が
今
日
殆
で
か
げ
を
か
-
し
た
か
ら
ど
い
つ
で
p
過
去
に
放
け
る
丹
波
の
放
牧
を
兄
の
が
し
て

は
な
ら
ぬ
｡

璽

骨
式
巷
廿
八
兵
部
省
を
み
る
亡
､
諮
問
馬
牛
敬
だ
し
て

駿
河
'
州
聖

武
嘩

安
BnP
上
組
､
下
甑
,
常
讐

下
野
･
伯
省
･
備
前
･

周S
;･
長
門
､
伊
汝
･
土
佐
･
筑
前
､
肥
前
､
地
政
,
日
向
の
十
八

ケ
図
｡

い
か
に
も
産
馬
の
地
ら

し
い
土
地
ビ
､
そ
の
牧
の
名
が
あ
っ
て
.
着
諾
牧
馬
五
六
歳
中
四
五
歳
毎
年
進
左
右
馬
寮
,,J

ぁ
る
が
p
蓬
に
丹
波
の
名
は
季

語

｡
し
か
し
丹
波
間
の
騨
馬
は
大
技
p
野
口
､
小
野
p
長
柄
p
鼎
角
､
佐
治
p
各



八
足
｡
俺
馬
に
は
桑
田
､
多
紀
ー
氷
上
各
五
虎
だ
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
外
に
愈
四
八
左
右
馬
寮
に
は
御
牧
ビ
し
て
甲
斐
､

武
蔵
､
侶
漉
､
上
野
の
四
囲
を
特
定
し
た
外
に
p

珊
沖
囲
息
幾
枚
､
袋
偽
牧
'
緒
奈
野
牧

'
近
江
囲
叩
数
枚

丹
故
国
桝
舵
牧
'
播
牌
囲
垂
水
牧

ノ

ノ

石
繍
回
折
1東
梅

牛
､
各
放
二伸

牧
ハ
随
レ
群
衆
用
o

E
い
ふ
制
が
あ
っ
た
0
瓜

ふ
に
こ
れ
は
嘩
津
'
近
江
､
播
磨
'
丹
波
い
づ
れ
も
未
開
墾
の
原
野
が
多
-
.
こ
ゝ
に
獅

古
楽
の
牧
畜
の
行
は
れ
で
ゐ
た
こ
だ
を
語
る
も
の
に
あ
ら
や
し
て
な
ん
で
あ
ら
-
｡
就
中
こ
の
四
囲
の
中
丹
波
が
最

も
有
力
な
牧
場
で
あ
っ
た
こ
亡
は
粗
栄
問
丸
に
淳
御
天
畠
天
長
九
年
(
西
紀
八
三
二
)
の
櫨
に
.

三
月
壬
や

'
惣
輿
御
二武
穂
殿
?甲

虫

太
冶
描
策

'
丹
波
等
桝
飼
御
梅
叫

だ
あ
る

に
よ
っ
て
証

さ
れ
る
｡

こ
れ
賓
に
胡
麻
の
御
牧
か
ら
馬
を
ひ
い
て
凍
化
の
で
な
い
か
｡

山
陰
鎖
道
に
あ
る
丹
波
の
胡
麻
輝

だ
い
ふ
は
寛
に
海
按
八
百
九
十
四
呪
､
丹
波
低
地
の
分
水
高
原
の
牧
の
跡
に
立

っ
た
輝
で
あ
る
｡
今
は
田
畑
や
～
開
け
て
は
ゐ
る
が
.
し
か
し
水
の
手
の
な
い
洪
積
層
の
原
野
で
あ
る
こ
E
は
前
に

述

べ
た
迫
で
あ
る
｡
三
代
賓
銀
を
み
る
E
､
情
新
天
皇
貞
観
八
年
の
煤
に
(
酉
紀
八
六
六
)

五
月
十
九
日

'
太
政
官
虚
分

停
二伊
勢
･
越
約
･
加
賀

越
中
･
丹
披
,
丹
後
､
何
桁
､
蹄
聖

備
中
等
臨
空

義

畢
官
軍

也買

司
倍
現
年
断
甲
甘
飼
?

令
諮
問
琴

海

讐

音

源
､
以
宛
二触
断
.

ど
あ
る
｡

し

て
み

る
誓

.tQ
前
後
に
丹
波
は
他
の
入
閣
だ
同
列
に
馬
革
宵
韻
を
輪
す
る
能
力
を
失
っ
た
の
で
あ
る
｡

之
に
反
し
て
同
番
の
威
観
年
代
の
記
事
を
み
る
ビ
信
濃
固
か
ら
の
貫
馬
が
非
常
に
多
い
.
た
ど
へ
ば
'

丹
故
に
於
け
ろ
古
代
人
の
盤
肺

云

二
五



地

球

第
十

7
各

節
二
親

ー
烏
槻
六
稗
六
月
廿
三
日
伐
斑
物
故
;:定
借
縫
物
牧
､
頚
榊
鵬
糊

■と
あ
り
､

･
貞
籾
九
年
八
月
十
五
=
串
巳
｡
天
曳
御
二紫
妓
殿

.閲
こ兇
借
地
樹
蘭
胸
寄

走
右
塙
讃
滞
取
争

芋

疋
云
々

隻

/j
ゝ
い
ふ
記
事
が
あ
る
の
が
そ
の
例
で
あ
っ
て
'
延
苗
式
に
も
信
濃
に
は
御
牧
ビ
し
て
山
鹿
'
盟
原
､
問
屋
'
宮

過
.
埴
原
､
大
野
､
卒
井
手
､
笠
原
､
高
位
､
新
治
'
大
賞
'
猪
鹿
､
荻
倉
､
塩
野
､
長
倉
､
望
月
の
十
六
枚
が
の

せ
て
あ
る
｡
他
の
閣
に
は
か
程
に
多
数
の
牧
場
を
持
た
ぬ
｡
蓋
し
信
濃
の

1
図
を
あ
げ
て
'
御
牧
で
あ
っ
た
ビ
見
て

も
見
ら
る
～
の
勢
で
あ
る
｡

か
う
し
た
記
事
を
併
せ
て
考

へ
る
時
に
､
海
抜
鴇
に
二
宵
五
十
米
内
外
の
井
波
の
低
轟
で
は
'
既
に
良
馬
を
放
し

能
は
す
.
や
が
て
山
間
の
中
の
山
間
で
あ
る
飛
騨
や
信
濃
ビ
そ
の
位
置
を
鍵

へ
た
の
で
は
な
い
か
.
し
て
み
る
ビ
丹

波
は
平
安
朝
の
中
期
に
於
て
'
漸
-
古
代
の
牧
畜
時
代
を
脱
却
し
て
'
い
よ

～1
盛
栄
の
藤

代
に
入
っ
た
の
で
は
L･i

か
っ
た
か
｡

〓

し
か
し
丹
波
は
こ
の
時
代
に
金
-
牧
畜
を
僚
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
｡
触
井
郡
ビ
天
凪
郡
ど
の
頃
須
知
粟
の
名
産

地
を
通
っ
て
.
櫓
山
か
ら
三
宮
の
街
道
を
へ
て
､
生
野
長
田
野
に
出
る
=
間
に
府
政
大
原
紳
牡
が
あ
る
.
こ
の
細
配

は
賓
に
丹
波
人
の
建
碑
で
あ
り
牛
馬
の
帥
で
あ
る
｡
川
合
の
大
原
怨
だ
い
へ
ば
丹
波
で
の
大
祭
で
あ
り
'
こ
～
に
年

々
盛
大
な
車
印
が
立
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
蓋
し
最
初
は
牧
畜
の
醐
ビ
し
て
食
崇
さ
れ
.
や
が
て
盛
業
の
榊
だ
崇
め
ら

れ
た
も
の
で
は
な
い
か
o

オ

ハ
ラ
-
E)

静
観
で
は
あ
る
が
こ
の
碑
牡
に

大

原

露

だ

い
ふ
の
が
あ
-
'
音

へ
は
四
方

へ
勧
進
に
出
た
も
の
で
あ
る
｡
以
て
u
-



の
碑
の
信
仰
の
磨
き
を
知
る
こ
だ
が
出
来
る
｡
従
っ
て
こ
の
地
今
も
猶
敬
碑
の
風
が
厚
-
.
汚
磯
を
忌
む
二
だ
獅
平

安
朝
時
代
.1J
異
な
ら
ず
.

そ
の
た
め
に
村
人
の
産
を
す
る
た
め
の
.
藁
小
屋
の
簡
単
な
産
屋
が
あ
る
｡
こ
れ
は
欝
翫

三
方
郡
の
田
島
や
越
前
敦
賀
の
常
官
等
に
共
通
す
る
現
象
で
あ
る
｡
せ
い
信
仰
の
故
郷
で
あ
る
ど
い
つ
て
よ
い
｡

高
原
の
陸t
で
あ
っ
て
牧
の
鹿
か
っ
た
問
で
あ
る
か
ら
'
か
や
-
に
今
日
も
井
波
牛
の
本
場
だ
し
て
の
飴
膏
を
ど
ゞ

め
る
が
'
馬
の
方
は
粂
-
な
-
な
っ
た
程
の
現
状
で
あ
る
｡
し
か
し
民
声
に
は
必
や
馬
屋
が
棟
の
申

ニ
ヮ
の
横
に
つ

い
て
ゐ
る
｡
ク
マ
ヤ
ビ
い
っ
て
決
し
て
牛
や
}J
い
は
ね
虞
に
'
さ
-
し
た
牧
馬
の
古
さ
が
伺
は
れ
る
で
は
な
い
か
C.

以
上
略
叙
す
る
こ
亡
に
よ
っ
て
'
丹
波
の
牧
畜
の
過
去
を
稲
原
し
得
た
こ
だ
～
し
て
､
予
は
筆
を
改
め
て
i=
代
の

農
業
産
活
を
の
べ
て
児
ほ
い
が
'
し
か
し
之
を
避
ぶ
る
に
光
た
ち
て

二
百
森
林
閉
ざ
し
て
の
丹
波
の
木
材
生
業
に
つ

い
て
の
過
去
を
の
ペ
て
お
き
た
い
｡

(
求
完
)

済

州

島

ア

ル

カ

リ

岩

石

(像
報
英
二
)

原

口

九

寓

西
蹄
浦
は
本
島
南
面
の
名
且
で
あ

-
､
且
っ
無
二
の
良
朝
地
で
あ
っ
て
'
其
の
近
海
は
水
産
に
富
み
'
特
に
鯛
他

の
虞
を
以
て
著
名
で
あ
る
が
'
吾
人
の
興
味
を
威
せ
る
も
の
は
寮
ろ
其
の
永

山
地
方
特
有
の
諸
種
の
最
観
を
鼻
す
る

こ
己
で
あ
る
｡
酉
韓
浦
且
に
立
っ
て
南
望
す
れ
ば
､
弧
状
の
茅
島

｡
虎
島
や
鐘
状
の
森
島

｡
蚊
島
等
の
島
峡
が
碁
布

L
F
更
に
瞳
を
兼
に
晒
す
れ
ば
海
岸
線
に
沿
う
て
美
し
い
小
圃
錐
火
山
の
弧
村
岳
や
海
蝕
を
-
け
て
山
容
が
大
破
し

研
州
･i
?
ア
ル
カ

リ
射
石

〓
]

二
七


