
月３
１
、
問
題
の
所
在

三年郷
マ
ダ
ギ
と
呼
ば
れ
る
狩
猟
民
が
、
狩
猟
行
為
を
行
う
際
に
常
に
携
え
、
彼
ら

１

の
行
為
を
正
当
化
し
、
更
に
は
そ
の
精
神
的
な
支
え
に
な
っ
た
巻
物
、
そ
れ
が

》
↓
「
山
立
根
本
巻
」
で
あ
る
。
こ
の
「
建
久
四
年
」
と
い
う
奥
書
を
も
つ
文
書
に

ぺ
対
し
て
、
従
来
の
研
究
史
で
は
大
別
す
る
と
次
の
点
が
言
及
さ
れ
て
き
た
と
い

８，
矛
え
卜
李
畠
ノ
Ｏ

ａ
、
マ
ダ
ギ
の
巻
物
は
、
そ
の
代
表
的
流
派
と
い
わ
れ
る
「
日
光
派
」
と

ジ

「
高
野
派
」
に
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
、
日
光
派
マ
ダ
ギ
の
巻
物
は
「
山
立

ぺ

根
本
巻
」
と
、
高
野
派
マ
ダ
ギ
の
そ
れ
は
「
山
達
由
来
之
豆
」
や
「
山

１７

立
根
本
秘
巻
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
（
た
だ
し
両
者
の
問
に
は
、
流
派

８７号
と
名
称
と
が
混
同
さ
れ
た
も
の
も
み
ら
れ
る
。
）

９１第
ｂ
、
「
建
久
四
年
」
の
奥
書
は
、
富
士
の
裾
野
を
舞
台
と
し
て
行
わ
れ
た
、

生
口

源
頼
朝
の
巻
狩
に
参
列
し
た
人
物
が
、
頼
朝
か
ら
狩
猟
の
許
可
を
得
た

報究

年
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
年
を
も
っ
て
狩
猟
開
始
の
年
と
す
る
と
い

研館
う
意
識
が
人
々
の
間
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
建
久
四
年
」
の
も
つ
意

物博

味
を
、
頼
朝
の
富
士
の
巻
狩
の
年
に
求
め
る
。

圭
辿県

Ｃ
、
富
士
の
巻
狩
を
一
般
に
流
布
せ
し
め
、
そ
れ
を
も
と
に
マ
ダ
ギ
の
秘
巻

田

を
成
立
せ
し
め
た
背
景
と
し
て
、
曾
我
物
語
の
存
在
が
大
き
い
。

秋

「
山
立
根
本
巻
」
の
世
界

ｌ
そ
の
奥
書
に
つ
い
て
Ｉ

柳
田
国
男
氏
の
「
神
を
助
け
た
話
」
（
ご
以
来
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
、

千
葉
徳
爾
氏
の
「
狩
猟
伝
承
研
究
」
｛
二
一
等
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
分
野
の
研

究
に
つ
い
て
は
、
資
料
の
収
集
・
分
析
に
至
る
ま
で
論
じ
尽
く
さ
れ
た
か
の

感
す
ら
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
建
久
四
年
五
月
」
あ
る
い
は
「
建
久
四
年

五
月
中
旬
」
と
い
う
奥
書
に
こ
だ
わ
っ
て
み
る
と
き
、
素
朴
な
疑
問
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
小
稿
で
は
膨
大
な
研
究
史
に
比
し
て
あ
ま
り
に
も
稚
拙
な

考
察
で
は
あ
る
が
、
マ
ダ
ギ
文
言
の
考
察
の
手
掛
か
り
と
し
て
次
の
二
点
の

問
題
に
つ
い
て
私
見
を
ま
と
め
た
い
。

ま
ず
第
一
に
、
特
定
の
人
物
に
対
し
て
源
頼
朝
が
狩
猟
を
許
可
し
た
と
い

う
、
マ
ダ
ギ
文
書
の
狩
猟
許
可
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ソ
を
な
す
一
記
述
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
「
吾
妻
鏡
」
一
三
一
で
は
建
久
四
年
三
月
の
、
那
須
野
の
狩
り
の
際

の
記
述
に
は
そ
れ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
て
も
、
同
年
五
月
の
富
士
の
巻

狩
で
は
そ
う
し
た
事
実
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
を
ど
の

よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
を
あ
く
ま
で
「
建
久
四
年
五
月
」
と

い
う
富
士
の
巻
狩
の
時
期
に
引
き
付
け
た
形
で
山
立
根
本
巻
が
記
さ
れ
る
こ

と
を
ど
う
評
価
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
研
究
史
の
中
で
も
度
々
問
題
に
な
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
や

は
り
奥
書
に
記
さ
れ
る
「
高
階
蒋
監
俊
行
」
を
い
か
な
る
人
物
と
見
る
か
、

高
橋

正
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で
あ
る
。
現
在
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
う
え
で
、
主
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
「
吾
妻
鏡
」
「
曽
我
物
語
」
や
、
「
尊
卑
分
脈
」
「
公
卿
補
任
」
な
ど
で
は

確
認
で
き
な
い
こ
の
人
物
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
べ
き
か
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
人
物
の
評
価
自
体
が
、
「
山
立
根
本
巻
」
の
評
価
と
か

か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
未
解
決
の
部
分
が
多
い
が
、
問
題
の
方
向
性
を
検
討
す

る
と
い
う
意
味
か
ら
、
今
後
の
考
察
の
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

２
、
那
須
野
の
狩
り
と
富
士
の
巻
狩

建
久
四
年
の
源
頼
朝
の
富
士
の
巻
狩
に
つ
い
て
一
記
し
た
文
献
史
料
と
し
て
代

表
的
な
も
の
は
、
吾
妻
鏡
で
あ
り
曾
我
物
語
で
あ
る
。
前
節
で
示
し
た
第
一
の

問
題
点
を
念
頭
に
置
き
、
前
者
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
吾
妻
鏡
の
建
久
四
年
の
記
事
を
見
る
と
、
富
士
の
巻
狩
に
先
行
し
て
、

下
野
国
那
須
野
に
お
い
て
狩
り
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
建
久
四
年
三
月
か
ら
の
記
述
を
お
っ
て
見
る
と
、
つ
ぎ
の
通

り
で
あ
る
。

三
月
十
五
日
ｌ
藍
津
の
屋
形
を
宿
次
人
夫
を
使
っ
て
那
須
野
に
移
す
。

什
一
日
ｌ
頼
朝
が
那
須
野
の
狩
倉
を
見
る
た
め
に
出
発
す
る
。
ま
た
弓
馬

に
優
れ
た
も
の
二
十
二
名
に
弓
箭
を
帯
び
さ
せ
る
。

廿
五
日
ｌ
武
蔵
国
入
間
野
に
お
い
て
追
鳥
狩
を
行
う
。
藤
沢
清
親
白
発
百

中
の
芸
を
施
し
、
頼
朝
よ
り
馬
を
賜
う
。

四
月
二
日
ｌ
那
須
野
に
勢
子
を
入
れ
る
。
小
山
朝
政
・
宇
都
宮
朝
綱
・
八
田

知
家
千
人
の
勢
子
を
献
ず
る
。

廿
三
日
ｌ
那
須
野
の
狩
り
が
終
わ
り
、
藍
津
の
屋
形
を
再
び
駿
河
国
に
運

ぶ
。

以
上
の
内
容
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
三
月
二
十
一
日
の
一
記
述
に
あ
る
よ

う
に
、
弓
馬
に
優
れ
た
も
の
二
十
二
名
に
対
し
て
弓
箭
を
帯
び
さ
せ
て
い
る
点

で
あ
る
。
従
来
は
富
士
の
巻
狩
こ
そ
が
マ
ダ
ギ
文
書
に
見
ら
れ
る
狩
猟
許
可
の

根
拠
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
厳
密
に
は
そ
の
時
期
は
建
久
四
年
三
月
の

那
須
野
の
狩
り
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
部
分
の
記
述
は
次
の
通
り

で
あ
る
。雷

院
御
一
廻
之
程
者
、
諸
国
被
禁
狩
撒
、
日
数
巳
馳
過
詑
。
価
将
軍
家
篇

費
下
野
国
那
須
野
、
信
濃
国
三
原
等
狩
倉
。
今
日
進
溌
給
、
自
去
比
所
被

召
緊
馴
狩
撒
之
輩
也
、
其
中
令
達
弓
馬
、
又
無
御
隔
心
之
族
、
被
撰
二
十

二
人
、
各
令
梢
弓
箭
、
其
外
縦
雌
及
万
騎
、
不
幣
弓
箭
、
可
馬
蹄
馬
衆
之

由
被
定
云
々

文
意
は
奮
院
（
後
白
河
）
の
一
回
忌
の
う
ち
は
、
諸
国
の
狩
猟
が
禁
じ
ら
れ

て
い
た
が
、
一
回
忌
か
ら
日
数
も
過
ぎ
た
の
で
、
源
頼
朝
が
那
須
野
と
三
原
の

狩
倉
を
見
に
出
発
し
た
。
そ
し
て
狩
猟
に
な
れ
た
も
の
の
う
ち
、
特
に
弓
馬
に

優
れ
、
隔
心
の
な
い
も
の
を
二
十
二
人
選
ん
で
弓
箭
を
与
え
、
そ
れ
以
外
の
者

は
い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
弓
箭
を
帯
び
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
弓
馬
に
優
れ
た
も
の
の
み
に
狩
猟
の
権
利
を
与
え
、

他
の
も
の
に
は
狩
猟
を
許
可
し
な
い
と
い
う
、
ま
さ
に
マ
ダ
ギ
の
文
書
に
与
え

ら
れ
た
狩
猟
の
特
椛
と
同
じ
性
格
の
行
為
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
五
月
の
富
士
の
狩
り
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
五
月
八
日
条
に
源

頼
朝
が
富
士
野
の
夏
狩
を
見
る
た
め
駿
河
国
に
行
っ
た
時
の
人
物
を
列
記
し
た

に
と
ど
め
ら
れ
、
特
定
の
も
の
に
狩
猟
の
許
可
を
行
っ
た
と
い
う
記
述
を
見
い

だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
後
世
の
マ
ダ
ギ
文
書
に
お
い
て

こ
の
那
須
野
の
狩
り
に
お
け
る
頼
朝
の
二
十
二
名
に
弓
箭
を
与
え
る
と
い
う
行

為
が
ほ
と
ん
ど
か
え
り
み
ら
れ
ず
、
富
士
の
巻
狩
が
マ
ダ
ギ
文
書
の
建
久
四
年

の
根
拠
と
な
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
つ
の
方
向
か
ら
検

討
し
た
い
。

ま
ず
一
つ
は
、
那
須
野
の
狩
り
の
成
果
と
い
う
点
か
ら
の
考
察
で
あ
る
。
建
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久
四
年
の
一
記
述
を
見
る
と
き
ま
ず
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
那
須
野
の

狩
り
の
実
際
の
様
子
や
そ
の
成
果
を
一
記
す
部
分
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

藍
津
の
屋
形
等
の
移
動
な
ど
、
そ
の
準
備
に
つ
い
て
の
一
記
述
が
詳
細
で
あ
る
の

と
対
象
的
で
あ
る
。
ま
た
、
那
須
野
の
狩
り
の
間
の
一
記
述
と
し
て
、
源
実
朝
の

急
病
や
、
工
藤
祐
経
宅
の
焼
亡
な
ど
、
よ
く
な
い
記
事
が
多
い
こ
と
も
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
那
須
野
の
狩
り
は
実
際
行
わ
れ
た
も
の
の
、
狩

り
の
最
中
に
よ
く
な
い
事
が
続
い
た
た
め
、
狩
り
が
成
功
裏
に
終
わ
っ
た
と
は

い
え
な
い
状
態
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
吾
妻
鏡
建
久
四
年
四

月
二
十
三
日
の
「
那
須
野
等
御
狩
。
漸
頁
終
之
間
」
と
い
う
記
述
は
、
そ
う
し

た
心
情
の
吐
露
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
翌
五
月
に
富
士
の
巻
狩
を
行
っ
た
の

も
、
こ
う
し
た
経
緯
を
前
提
と
し
て
考
え
る
と
、
那
須
野
の
狩
り
が
中
途
半
端

に
終
わ
り
、
頼
朝
と
し
て
は
そ
の
権
力
を
誇
示
す
る
う
え
で
も
、
な
ん
と
し
て

も
狩
り
を
成
功
裏
に
終
わ
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
悠
長

な
気
持
ち
で
数
年
後
に
や
り
な
お
し
を
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
那
須
野
の
狩
り
自
体
に
対
す
る
評
価
が
、
富

士
の
巻
狩
に
比
べ
過
小
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
る
。

も
う
一
つ
の
方
向
は
、
富
士
の
巻
狩
自
体
が
後
世
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と

横
極
的
に
評
価
す
る
面
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
富
士
の
巻
狩
を
世
に
知
ら
し

め
た
一
つ
の
要
素
と
し
て
、
こ
の
狩
り
の
最
中
に
曽
我
兄
弟
が
、
工
藤
祐
経
を

討
つ
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
と
い
う
内
容
が
付
加
さ
れ
て
い

る
点
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
と
お
り
曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
に
関

す
る
物
語
を
題
材
と
し
た
作
品
群
は
、
い
わ
ゆ
る
「
曾
我
物
」
と
し
て
能
・
幸

若
舞
・
浄
瑠
璃
。
歌
舞
伎
な
ど
の
芸
能
に
散
見
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
よ
っ

て
富
士
の
巻
狩
が
源
頼
朝
の
政
治
に
対
し
て
も
つ
意
味
を
評
価
し
つ
つ
も
、
む

し
ろ
そ
れ
以
上
に
後
世
の
人
々
に
対
し
て
は
、
富
士
の
巻
狩
は
む
し
ろ
曽
我
兄

弟
の
仇
討
ち
と
い
う
面
か
ら
語
り
つ
が
れ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来

は
源
頼
朝
が
狩
猟
の
特
椛
を
二
’
二
人
に
与
え
た
と
い
う
行
為
は
、
那
須
野
の

狩
り
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
白
河
院
の
一
周
忌
と
い
う
こ
と
を
背
景
と

し
て
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
那
須
野
の
狩
り
の
成
果
自
体
が
そ
の
直
後
の

富
士
の
巻
狩
に
吸
収
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
富
士
の
巻
狩
が
曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち

と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
挺
子
と
し
て
、
さ
ら
に
後
世
に
流
布
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、

吾
妻
鏡
の
記
述
と
は
こ
と
な
る
形
で
↓
、
ダ
ギ
文
書
の
性
絡
を
規
定
し
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
た
、
す
で
に
千
染
徳
鯛
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
一
隅
）
、
江
川
’
六
Ⅱ
に
洲

頼
家
が
は
じ
め
て
鹿
を
射
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
こ
そ
が
頼
朝
に
と
っ

て
は
「
幕
府
を
受
け
継
ぐ
資
略
が
こ
の
子
供
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
い
う
確
僧
」

を
澗
き
お
こ
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
し
、
狩
り
を
挙
行
し
た
Ｈ
標
の
ひ
と
つ
も
蚊
家

が
鹿
を
し
と
め
た
こ
と
を
山
の
神
に
報
告
す
る
と
い
う
セ
レ
モ
ニ
ー
を
お
こ
な

う
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
富
士
の
巻
狩
は
「
源
頼
家
が

鹿
を
し
と
め
た
」
と
い
う
点
か
ら
も
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
那
須
野
の
狩
り
か
ら
一
カ
月
の
間
に
富
士
の
巻
狩
を
挙
行
し
た
理
川
も

こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
先
述
し
た
地
り
那
須
野
の
狩
り
で
は
こ

の
よ
う
な
成
果
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
マ
ダ
ギ
文
書
の
根

拠
と
な
る
も
の
を
那
須
野
の
狩
り
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
富
仙
の
巻
狩
を
そ

の
根
拠
と
せ
し
め
た
ひ
と
つ
の
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
吾
妻
鏡
の
記
述
と
山
立
根
本
巻
と
を
比
較
す
る
と
き
、
五
〃
二
’

七
日
の
次
の
事
実
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

髪
無
隻
大
鹿
一
頭
走
来
干
御
駕
前
、
工
藤
庄
司
景
光
錆
跡
唖
霊
氷
干
、
兼
有

御
馬
左
方
、
此
鹿
者
景
光
分
也
。
可
射
取
之
由
申
請
之
、
被
仰
可
然
之
旨
、

本
自
究
寛
之
射
手
也
、
人
皆
如
駕
見
之
、
景
光
卿
相
開
而
通
懸
子
弓
手
、

護
射
一
矢
不
令
中
、
鹿
抜
干
一
段
許
之
前
、
景
光
押
懸
打
鞭
、
二
三
矢
又

以
同
前
、
鹿
入
本
山
畢
（
後
略
）
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す
な
わ
ち
、
工
藤
景
光
が
無
墜
の
大
鹿
と
出
会
い
、
そ
れ
を
射
よ
う
と
す
る

が
、
な
か
な
か
弓
が
当
た
ら
な
い
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
山
立
根
本
巻
の
冒
頭

で
万
事
万
三
郎
が
白
鹿
に
化
け
た
日
光
山
権
現
に
対
し
て
、
弓
を
射
よ
う
と
し

た
が
な
か
な
か
射
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
・
記
述
を
想
起
さ
せ
る
内
容

で
あ
る
。
さ
ら
に
工
藤
景
光
は
逃
げ
た
大
鹿
に
弓
を
捨
て
弛
然
と
し
て
、
「
是

則
篤
山
紳
駕
之
惟
無
疑
鍬
、
運
命
縮
眼
」
と
い
い
、
実
際
景
光
は
発
病
し
て
し

ま
う
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
大
鹿
を
山
の
神
と
見
て
そ
の
神
威
に
た
い
す

る
畏
怖
の
念
が
読
み
取
れ
る
。
川
立
根
本
巻
の
作
脅
が
も
し
吾
妻
鏡
を
意
識
し

た
と
す
れ
ば
富
上
の
巻
狩
が
そ
の
奥
書
に
登
場
す
る
理
山
は
む
し
ろ
こ
の
点
に

求
め
た
い
。
つ
ま
り
、
山
立
根
木
巻
の
樵
成
要
素
の
小
に
、
吾
妻
鏡
に
一
記
さ
れ

た
富
士
の
巻
狩
の
記
述
を
取
り
入
れ
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
本
来
は
那
須
野

の
狩
り
の
記
述
を
、
富
士
の
巻
狩
の
記
述
の
中
に
包
括
し
て
し
ま
う
こ
と
を
増

幅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。

ま
た
、
吾
妻
鏡
の
記
述
の
中
で
、
富
士
の
巻
狩
の
際
に
、
山
の
神
に
対
し
て

矢
口
等
を
祭
る
部
分
の
一
記
述
が
あ
る
が
、
こ
の
内
容
な
ど
は
矢
口
開
き
の
作
法

と
し
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
一
記
録
（
航
）
と
あ
わ
せ
て

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
富
士
の
巻
狩
が
後
世
の
人
々

に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
那
須
野
の
狩
り
を
包
括
し
て
い
く
形
で
、
マ
ダ
ギ

文
書
の
中
に
伝
承
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
次
に
、
曾
我
物
語
一
六
）
の
記
述
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
吾
妻
鏡
の
一
記
述
と
異
な
る
の
は
、
那
須
野
の
狩
り
を
行
っ
た
Ⅱ
時
の
ず

れ
で
あ
る
。
妙
本
字
本
曾
我
物
語
で
は
、
那
須
野
の
狩
り
は
五
Ⅱ
上
旬
の
こ
と

と
し
て
一
記
さ
れ
て
お
り
（
五
月
六
Ｈ
か
？
）
、
吾
妻
鏡
の
記
述
と
は
約
一
力
川

の
ず
れ
が
あ
る
。
内
容
的
に
は
勢
子
が
召
集
さ
れ
た
こ
と
な
ど
吾
妻
鏡
と
は
大

き
く
異
な
る
点
は
見
い
だ
し
え
な
い
が
、
那
須
野
の
狩
り
が
一
カ
月
遅
れ
た
富

士
の
巻
狩
と
同
じ
月
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
前
述
し
た
本
来
は
肺

須
野
の
狩
り
で
二
十
二
人
に
狩
猟
の
特
権
を
与
え
る
と
い
う
頼
朝
の
行
為
が
、

富
士
の
巻
狩
に
関
連
さ
れ
て
語
ら
れ
る
と
い
う
事
実
を
裏
づ
け
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
こ
れ
が
、
後
仙
人
川
に
鵬
炎
す
る
こ
と
と
な
っ
た

曾
我
物
語
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
点
に
こ
そ
、
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
う
る
と

考
え
る
ｃ

次
に
、
吾
妻
鏡
に
記
さ
れ
た
後
白
川
法
皇
の
一
周
忌
に
と
も
な
う
狩
猟
の
禁

止
や
、
那
須
野
の
狩
り
で
そ
の
禁
止
を
ニ
ト
ニ
人
の
人
物
に
対
し
て
特
に
解
除

し
た
と
い
う
事
実
は
曾
我
物
語
に
は
蓋
場
し
て
こ
な
い
。
た
だ
し
、
曾
我
物
語

で
は
、
富
士
の
巻
狩
の
際
に
源
頼
朝
の
前
で
二
人
対
抗
で
鹿
を
射
る
こ
と
が
、

二
１
組
四
十
人
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
山
１
人
に
つ
い
て
は
頼
朝
か

ら
特
別
の
指
名
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
要
素
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
吾
妻
鏡

に
は
こ
の
こ
と
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
曽
我
物
語
に
お
け
る
こ
の
巻
狩
の

一
記
述
も
、
吾
妻
鏡
に
お
け
る
那
須
野
の
狩
り
で
の
頼
朝
の
二
十
二
人
の
指
名
と

が
混
在
し
重
複
し
て
行
く
こ
と
の
一
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
前
節
で
示
し
た
第
一
の
問
題
点
に
つ
い
て
私
見
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、

や
は
り
、
本
来
は
建
久
四
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
富
士
の
巻
狩
に
て
、

頼
朝
は
特
定
の
人
物
に
狩
猟
を
許
可
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
後
白
河
法
皇

の
一
回
忌
に
服
す
る
こ
と
を
頼
朝
が
解
除
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の

こ
と
自
体
頼
朝
の
政
治
的
立
場
を
考
え
る
う
え
で
問
題
に
な
る
こ
と
と
思
わ
れ

る
が
、
小
稿
で
は
那
須
野
の
狩
り
の
際
に
特
定
の
人
物
に
狩
猟
の
許
可
を
与
え

た
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
富
士
の
巻
狩
が
頼

家
の
狩
り
の
成
功
と
い
う
成
果
を
収
め
た
の
に
比
し
て
、
那
須
野
の
狩
り
は
さ

し
た
る
成
果
が
見
ら
れ
ず
、
し
か
も
曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
と
い
う
堺
実
が
後
枇

広
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
那
須
野
に
お
け
る
狩
猟
詐
叩
の
小
実
は
、
富
ｔ
の
巻
狩

の
事
実
へ
と
す
り
変
わ
っ
て
い
く
形
で
流
布
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

流
布
を
広
範
な
も
の
と
す
る
う
え
で
、
曾
我
物
研
の
果
た
し
た
枇
割
の
大
き
い
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３
、
「
高
階
勝
監
俊
光
」
は
い
か
な
る
人
物
か
？

そ
れ
で
は
次
に
、
第
二
の
問
題
と
し
て
掲
げ
た
「
高
階
鴨
監
俊
光
」
な
る
人

物
に
つ
い
て
の
考
察
に
う
つ
る
。

従
来
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、
管
見
の
限
り
で
は
高
階
俊
光
に
つ
い
て
い
か

な
る
立
場
の
人
間
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
と
い

う
の
も
高
階
俊
光
な
る
人
物
は
、
高
階
氏
系
図
に
も
存
在
せ
ず
、
同
時
代
の
史

料
か
ら
は
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
そ
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
未
だ
洲
査
の
過
程
で
あ
り
断
定
で
き
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
今
後

の
検
討
の
方
向
を
示
す
と
い
う
意
味
で
現
在
考
え
ら
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
ま

と
め
て
み
た
い
。

検
討
の
ポ
イ
ソ
ト
と
な
る
べ
き
要
素
は
、
第
一
に
高
階
時
監
俊
光
な
る
人
物

は
い
つ
の
時
代
の
人
物
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
山
立
根
本
巻
に
建
久
四

年
五
月
と
い
う
奥
書
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
中
世
の
時
代
に
書
か
れ
た

も
の
と
い
い
が
た
い
こ
と
は
、
文
書
の
様
式
等
を
見
れ
ば
明
確
で
あ
る
。

ま
た
、
高
階
俊
光
の
花
押
も
江
戸
時
代
初
期
の
流
行
で
あ
る
明
朝
体
と
な
っ

て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
内
容
か
ら
見
て
も
様
式
か
ら
見
て
も
近
世
以

降
に
書
か
れ
た
資
料
で
あ
ろ
う
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
川
立

根
本
巻
に
登
場
す
る
人
物
は
、
源
頼
朝
に
し
て
も
「
遠
江
守
時
致
（
こ
れ
は
時

政
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
）
」
と
い
う
人
物
一
上
）
に
し
て
も
、
明
ら
か
に
建
久

四
年
段
階
の
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
花
押
は
近
世
に
全
く
別
の
人
物
が
一
記

し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
高
階
将
監
俊
光
な
る
人
物
は
や
は
り
建
久
四

年
段
階
の
人
物
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
建
久
四
年
段
階
で
高
階
俊
光
な
る
人
物
を
現
存
す
る
資
料
か
ら
確

定
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
何
度
も
述
べ
る
と
お
り
現
段
階
で
は
答
え
は
否
で
あ

こ
と
は
、
ま
さ
に
千
葉
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

一
伊
｝
へ
剛
杵
谷
』

口
像
園
□
□
□

〈
伊
像
隅
氷
水
山
；
此
」

《
跡
一

一
□
□
□
□
□
□
□
口
大
川
神
御
眠
□

（
中
略
）

一
同
御
時
雄
久
元
年
レ
ハ
Ⅱ
、
新
藤
大
神
主
袖
任
ヲ
始
ル
、

代
官
二
郎
延
光
下
向
、

一
同
二
年
、
本
家
宣
陽
門
院
、
後
白
河
院
乙
姫
宮
、

神
主
圃
書
允
俊
光
、
代
官
清
五
延
光
下
向
、

一
同
三
年
三
月
六
日
、
領
家
卿
樫
少
僧
都
口
慶
、

神
主
大
宮
人
進
人
道
西
梁

同
四
年
、
神
主
同
書
允
俊
光

（
中
略
）

《
八
）

ず
時
正
和
五
年
内
辰
□
Ⅱ
Ⅱ
□
Ⅱ
三
嶋
殿
御
入
之
時
、
以
其
御
本
堆
、

管
見
の
限
り
で
は
、
建
久
四
年
と
俊
光
と
を
結
び
付
け
る
資
料
は
こ
れ
の
み

で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
十
四
世
紀
の
資
料
で
あ
る
が
、
伊
予
国
三
島
社
の
領
家

に
つ
い
て
古
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
一
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に

建
久
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
、
図
書
允
俊
光
な
る
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
図
書
寮
と
は
、
養
老
職
員
令
一
九
一
に
よ
れ
ば
、
経
籍
図
書
の
管
理
、

国
史
修
撰
、
書
写
・
校
正
・
装
丁
の
工
程
管
理
等
を
行
い
、
七
位
の
官
位
に
相

当
す
る
と
い
わ
れ
る
。
図
書
の
管
理
や
書
写
に
携
わ
る
職
員
で
あ
る
と
い
う
点

に
若
干
の
可
能
性
を
感
じ
な
い
で
も
な
い
が
、
そ
の
苗
字
が
高
階
か
否
か
ま
で

る
。
よ
っ
て
高
階
俊
光
を
雄
久
凹
年
段
階
の
人
物
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
と
、

こ
の
資
料
は
近
世
以
降
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
二
つ
の
仮
定
の
卜

に
立
っ
て
、
高
階
俊
光
な
る
人
物
に
つ
い
て
排
定
し
た
い
。

ま
ず
、
建
久
四
年
と
い
う
年
号
に
こ
だ
わ
る
と
、
次
の
伊
諜
三
島
社
領
家
次

第
と
い
う
資
料
一
八
一
を
検
討
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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の
確
認
が
で
き
な
い
こ
と
や
、
図
書
寮
の
允
を
当
時
将
監
と
は
呼
ん
で
い
た
と

は
養
老
令
な
ど
か
ら
み
て
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
に
、
可
能
性
の
限
界
を
指

摘
す
る
。

次
に
、
山
立
根
本
巻
の
資
料
に
出
て
く
る
人
物
は
、
こ
れ
が
近
世
以
降
に
記

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
る
程
度
は
一
般
に
知
ら
れ
た
人
名
を

持
ち
出
す
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
。

源
頼
朝
の
時
代
に
頼
朝
と
交
流
の
あ
っ
た
高
階
氏
の
人
物
と
言
え
ば
、
高
階
泰

経
が
上
げ
ら
れ
る
。
資
料
上
で
も
、
建
久
元
年
の
源
頼
朝
書
状
案
一
ト
ー
建
久
二

年
の
源
頼
朝
言
上
状
一
ｔ
）
な
ど
で
、
高
階
泰
経
と
頼
朝
と
の
関
係
を
指
摘
す
る

こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
人
物
を
も
っ
て
マ
ダ
ギ
文
書
の
高
階

俊
光
と
見
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
関
連
事
実
に
乏
し
く
現
状
で
は
無
理
が
大
き

い
と
い
わ
ざ
る
お
え
な
い
。

そ
れ
で
は
高
階
俊
光
と
い
う
名
前
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
将
監
と
い
う
役
職
か
ら

お
っ
て
み
た
と
き
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
将
監
と

は
、
左
右
近
衛
府
の
第
三
等
官
を
さ
し
従
六
位
上
の
官
位
に
相
当
す
る
と
い
う

一
ｔ
一
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
近
衛
府
の
補
任
に
つ
い
て
「
梁
所
補
任
」
を
み
る

と
－
１
…
）
、
高
階
俊
光
な
る
人
物
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
建
久
八
年

に
左
近
将
曹
助
成
な
る
人
物
を
確
認
で
き
る
。
な
ぜ
こ
の
人
物
に
こ
だ
わ
る
の

か
と
い
え
ば
、
阿
仁
町
立
マ
タ
ギ
資
料
館
に
展
示
し
て
あ
る
伊
東
仙
一
氏
所
蔵

の
山
立
根
本
巻
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
奥
書
を
見
う
る
か
ら
で
あ
る
。

高
喜
甲
寅
歳

山
達
万
三
郎

源
助
成
（
花
押
）

こ
の
高
喜
と
い
う
文
字
に
つ
い
て
は
、
年
号
な
の
か
否
か
解
釈
で
き
な
い
が

一
十
腿
）
、
建
久
五
年
は
さ
に
甲
寅
の
年
に
あ
た
り
、
助
成
が
左
近
将
曹
の
位
に
あ
っ

た
年
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
だ
実
際
に
多
く
の
マ
ダ
ギ
文
書
を
見
て
い
な
い
の
で
、

４
、
む
す
び
に
か
え
て

当
初
提
示
し
た
課
題
に
つ
い
て
、
第
一
の
建
久
四
年
丘
Ⅱ
と
い
う
奥
書
の
も

つ
意
味
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
、
那
須
野
の
狩
り
に
お
け
る
頼
朝
の
行
為
に

そ
の
根
拠
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
富
士
の
巻
狩
に
か
ら
め
て
語
ら
れ
る

こ
と
自
体
に
、
山
立
根
本
巻
の
成
立
に
曾
我
物
語
等
の
モ
チ
ー
フ
が
介
在
し
た

で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
輔
二
の
「
尚
階
僻
慌
俊
光
」

の
人
物
像
に
迫
る
と
い
う
探
題
に
つ
い
て
は
、
二
三
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
も

の
の
、
不
卜
分
な
方
向
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
街
料
の
収

集
に
つ
い
て
も
、
そ
の
分
析
に
つ
い
て
も
ま
だ
ま
だ
課
腿
は
多
い
。
例
え
ば
‘

″
事
刀
三
郎
と
い
う
山
立
根
本
巻
に
登
場
す
る
人
物
に
つ
い
て
の
検
討
も
小
袖

で
は
触
れ
え
な
か
っ
た
が
、
あ
わ
せ
て
考
察
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
ま
た
小
稿

で
も
若
干
触
れ
た
が
、
那
須
野
の
狩
り
に
お
い
て
後
白
河
法
皇
の
一
周
忌
の
の

ち
、
狩
猟
を
許
可
す
る
も
の
と
禁
ず
る
も
の
と
を
頼
朝
自
ら
が
指
橘
し
た
と
い

う
吾
妻
鏡
の
記
述
に
つ
い
て
も
、
頼
朝
の
政
治
権
力
と
い
う
も
の
の
考
察
の
一

視
点
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
て
も
ち

続
け
た
い
。

こ
れ
も
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
が
、
源
助
成
の
花
押
と
高
階
俊
光
の

花
押
と
は
類
似
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
全
く
同
一
と
は
い
え
な
い
が
、
筆
写

の
過
程
で
多
少
の
相
違
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
余
地
を
残
し
て
い
な
い
と
も

言
い
切
れ
な
い
。
い
ず
れ
こ
の
高
階
俊
光
と
い
う
人
物
の
存
在
を
考
え
る
際
に
、

一
考
を
要
す
る
人
物
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
高
階
俊
光
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
そ
の
確
認
の
方
向
性
を
二
三
指
摘

し
た
が
、
い
ま
だ
結
論
を
断
定
で
き
る
に
至
っ
て
は
い
な
い
Ｔ
〃
一
・
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
人
物
の
解
釈
が
山
立
根
本
巻
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
、
新
た
な

知
見
を
与
え
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

－73－

（6）
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最
後
に
、
小
稿
で
は
山
立
根
本
巻
と
い
う
マ
ダ
ギ
の
一
資
料
の
中
で
の
、
し

か
も
奥
書
の
部
分
に
の
み
こ
だ
わ
っ
て
考
察
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
マ
ダ
ギ
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
の
こ
と
は
重
要
な
一
部
で
は
あ
っ
て
も
、

や
は
り
総
体
的
な
立
場
か
ら
の
考
察
と
併
せ
持
っ
て
考
え
る
べ
き
内
容
で
あ
る
。

秋
田
県
内
に
お
い
て
も
数
少
な
い
話
者
が
高
齢
化
し
て
い
る
今
、
も
っ
と
多
角

的
な
面
か
ら
マ
ダ
ギ
と
い
う
も
の
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。

（
十
一
）
吾
妻
鏡
建
久
二
年
五
月
三
日
篠

（
十
二
）
『
古
事
類
苑
』
官
位
部
一
に
よ

（
十
三
）
群
書
類
従
第
四
極
に
よ
る
。

（
七
）
千
葉
氏
前
掲
書
所
収
の
南
会
津
の
「
山
立
娼

に
「
遠
江
守
時
致
」
と
い
う
記
載
を
見
る
。

（
八
）
鎌
倉
遺
文
三
四
巻
二
六
○
六
五
号
、
伊
諜
［

（
九
）
『
新
一
訂
増
補
国
史
大
系
令
義
解
』
吉
川
訓

（
十
）
鎌
倉
遺
文
一
巻
四
九
八
号
、
石
清
水
文
書

（
四
）
千
葉
氏
前
掲
書
二
九
七
’
二
九
八
頁

（
五
）
千
葉
氏
前
掲
書
所
収
の
「
矢
口
開
之
事
」
な
ど
が
あ
る
。
六
○
七
’
一
ハ
○
頁

（
六
）
曾
我
物
語
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
新
装
板
曾
我
物
語
』
岩
波

書
店
一
九
六
六
年
、
『
真
名
本
曾
我
物
語
』
東
洋
文
庫
一
九
八
八
年
に
よ
っ

（
二
）
千
葉
徳
爾

（
三
）
『
吾
妻
鏡
』

に
よ
っ
た
。

全
社
）

（
こ
柳
田
国
男
「
神
を
助
け
た
話
」
一
九
二
○
年
（
の
ち
『
柳
田
国
男
全
集
』
七
巻

『
定
本
柳
田
国
男
集
』
二
一
巻
、
と
も
に
筑
摩
書
房
に
所
収
）

券
も

『
狩
猟
伝
承
研
究
』
風
間
書
房
一
九
六
九
年

に
つ
い
て
は
『
新
一
訂
増
補
国
史
大
系
』
吉
川
弘
文
館
一
九
七
一
年

に
，
よ
る
。 「

山
立
根
元
巻
」

伊
諜
臼
木
三
島
神
社
文
書

吉
川
弘
文
館
一
九
七
一
年
に
よ
る
。

（
七
五
三
、
’
七
五
五
頁
）

（
十
四
）
こ
の
高
喜
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
は
越
後
の
山
立
根
元
巻
（
千
葉
氏
前
褐

書
七
五
六
’
七
五
七
頁
所
収
）
見
ら
れ
、
年
号
を
書
く
べ
き
位
置
に
「
尚
喜

元
天
」
と
あ
ゞ
る
。

（
十
五
）
小
柚
で
記
し
た
内
容
の
他
に
も
、
検
討
す
べ
き
人
物
と
し
て
、
神
道
染
の

「
赤
城
大
明
神
の
事
」
に
登
場
す
る
信
濃
の
国
司
高
階
高
季
や
、
吾
妻
鏡
文

治
三
年
四
月
二
十
九
日
峰
に
登
場
す
る
伊
勢
国
介
大
鹿
俊
光
な
る
人
物
も
、

関
連
す
る
資
料
は
な
い
が
「
大
鹿
（
お
お
が
）
」
と
い
う
苗
字
と
い
い
、

「
俊
光
」
と
い
う
名
前
と
い
い
、
興
味
深
い
人
物
で
は
あ
る
。

池
７ｆ

ｔ
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霧
ｑ
『

図
１
「
免
状
諸
文
之
事
」
資
料
協
力
木
次
谷
増
美
氏

源
頼
朝
の
富
士
の
巻
狩
に
お
い
て
、
マ
タ
ギ
の
免
状
が

与
え
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
が
の
こ
る
資
料

入
り
鱒
協

鶏
崎

塁

零

恵
輩
素

』
○
多
舎蓬

（

念

Ｉ
Ｐ
Ｏ
－
Ｑ
０
Ｕ
Ｉ
Ｐ

図
２
「
山
達
根
本
巻
」

に
て
撮
影

図
３
「
山
立
壷
系
」
資
料
協
力
大
館
市
葛
巻

木
次
谷
増
美
氏

一
旬
樽
軍
宙
．
満
、

菱
野
尋

畠

鴬
墜

吟
吏
万
三
菰
』

阿
仁
町
立
マ
タ
ギ
資
料
館

一
建
塚
塗

球
欝
鯉

両
８


