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機影　千　葉　彬　司然購入で保簾され死亡した今年に入って6頭目のカモシか-東沢で

新
版
〝
家
な
き
子
〟

私
は
去
年
産
れ
た
カ
モ
シ
カ
の
子
ど
も
で
､
お
母

さ
ん
と
一
緒
に
い
ま
す
｡
｢
い
つ
も
の
冬
を
･
ち
雪
の

上
に
枝
が
で
て
い
で
､
冬
芽
や
枝
を
食
べ
ら
れ
る
ん

だ
が
､
こ
の
大
雪
で
は
･
-
･
｡
し
と
ね
母
さ
ん
は
い

い
を
が
ら
一
生
懸
命
私
に
エ
サ
を
探
し
て
-
れ
ま
す
｡

私
た
ち
は
ク
ロ
ベ
や
コ
メ
ツ
ガ
の
よ
う
な
針
葉
樹

よ
り
コ
シ
ア
プ
ラ
や
カ
エ
デ
類
の
冬
芽
や
皮
の
方
が

好
き
な
の
で
す
が
'
今
比
何
ん
で
も
食
べ
て
い
ま
す
｡

し
か
し
､
お
腹
が
一
杯
に
な
る
ほ
ど
食
べ
物
が
あ
り

ま
せ
ん
｡

あ
る
日
､
突
然
す
ご
-
体
の
大
き
な
力
の
売
り
そ

う
な
カ
モ
シ
カ
が
入
っ
て
き
て
､
私
た
ち
b
l
エ
サ
場

か
ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡

お
母
さ
ん
と
私
は
し
か
た
が
を
い
の
で
高
瀬
川
の

川
原
に
お
り
､
上
流
に
向
っ
て
雪
の
中
を
エ
サ
を
探

し
て
歩
き
ま
し
た
｡

お
母
さ
ん
が
､
カ
エ
デ
類
の
お
い
し
い
エ
サ
が
た

く
さ
ん
あ
る
は
ず
だ
と
い
っ
て
い
た
と
こ
ろ
は
､
す

ご
く
削
り
取
ら
れ
そ
れ
は
ず
っ
と
上
流
ま
で
続
き
､

赤
裸
に
在
っ
た
岩
壁
に
は
雪
さ
え
つ
い
て
い
ま
せ
ん
｡

川
原
で
私
た
ち
が
ガ
ッ
カ
リ
し
て
い
る
と
'
お
じ

い
さ
ん
カ
モ
シ
カ
が
近
づ
い
て
き
て
い
い
ま
し
た
｡

｢
こ
の
辺
は
変
っ
ち
ま
っ
て
*
'
ダ
ム
工
事
が
は
じ

ま
る
前
ま
で
は
､
川
の
ず
っ
と
奥
ま
で
エ
サ
が
一
杯

あ
っ
て
仲
間
同
志
が
エ
サ
で
争
う
こ
と
な
ど
を
い
'

天
国
だ
っ
た
よ
｡
山
が
削
ら
れ
､
形
が
変
っ
ち
ま
っ

た
ん
で
何
頭
か
は
崖
か
ら
落
ち
て
死
ぬ
し
､
エ
サ
場

を
崩
し
取
ら
れ
て
か
ら
は
､
し
わ
寄
せ
が
年
寄
り
や

子
ど
も
に
き
て
､
わ
し
も
若
い
も
ん
に
追
わ
れ
て
､

も
う
何
日
も
食
べ
て
左
い
よ
､
今
年
の
こ
の
大
雪
じ

ゃ
､
あ
し
ら
の
行
-
と
こ
ろ
も
な
い
し
､
も
う
終
り

じ
ゃ
よ
｣
と
や
せ
た
体
を
雪
の
中
に
埋
ま
し
た
｡

昭
和
4
7
年
4
月
か
ら
約
年
の
5
月
ま
で
に
1
2
頭
の

仲
間
が
死
ん
だ
と
も
い
い
ま
し
た
｡

間
も
な
く
､
ジ
ー
プ
の
人
達
が
近
づ
い
て
き
た
の

で
私
た
ち
は
陰
に
か
-
れ
ま
し
た
が
'
お
じ
い
さ
ん

は
動
-
こ
と
も
で
き
ず
､
ジ
ー
プ
に
運
ん
で
い
か
れ

ま
し
た
｡
そ
れ
は
私
た
ち
の
明
日
の
姿
の
よ
う
で
し

た
｡
私
は
思
わ
ず
心
の
中
で
叫
び
ま
し
た
｡
｢
お
じ

い
さ
ん
も
､
私
も
す
み
か
を
と
ら
れ
て
､
行
-
と
こ

ろ
が
を
い
ん
だ
よ
-
/
帰
る
お
う
ち
が
老
い
ん
だ
よ

-

ノ

｣
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薙録を入れる箱と祝園　　　　　　　　　撮影　牛越　和男

鰭物情.
ど山

薙
鎌
打
ち
の
神
事

青

　

木

治

小
谷
村
声
士
の
本
村
の
境
の
宮
と
`
日
工
の
奥
の

川
又
の
小
倉
明
神
の
神
木
に
､
こ
の
神
事
が
七
年
に

一
度
づ
つ
交
互
に
行
わ
れ
て
い
る
.
.

昭
利
四
八
年
九
月
十
日
､
日
本
海
が
は
る
か
に
見

え
る
信
越
国
境
の
こ
の
部
落
の
最
奥
､
根
知
川
の
支

流
仲
又
川
の
右
…
席
上
の
高
台
に
錬
成
す
る
小
倉
明
神

の
桂
庵
で
こ
の
神
串
が
行
わ
れ
た
｡

一
､
悪
銭
打
ち
の
歴
史

+
.
c
ざ
･
カ
ま

薙
鎌
は
そ
の
名
の
示
す
如
′
＼
　
閥
揃
の
道
具
と
し

て
､
上
代
謙
訪
明
神
の
関
係
の
人
々
が
硬
川
し
た
も

の
と
老
え
ら
れ
る
｡
そ
の
形
は
現
今
の
も
の
は
､
鶏

冠
(
と
き
か
)
　
の
よ
う
な
鋸
蘭
形
を
し
た
も
の
で
あ

る
が
､
古
い
時
代
の
も
の
は
､
た
つ
の
落
し
子
の
よ

う
な
形
の
も
の
も
あ
る
し
､
更
に
細
長
く
蛇
形
の
も

の
も
あ
る
が
､
頭
部
は
回
れ
も
鶏
の
と
さ
か
様
に
を

)
て
い
る
(
-

お
そ
ら
く
最
初
は
鉱
商
で
草
や
雑
木
を
薙
払
っ
て

開
墾
に
他
用
し
た
鎌
の
変
形
と
思
わ
れ
る
｡
諏
訪
明

神
の
蛇
保
証
を
ど
も
附
加
さ
れ
､
開
拓
用
具
で
あ
る

鎌
が
神
格
化
さ
れ
､
変
形
し
現
存
の
如
き
形
と
在
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
∪

昔
か
ら
こ
の
種
鎌
は
諏
訪
明
神
の
御
神
体
と
し
て

奉
安
さ
れ
て
い
た
し
､
今
も
諏
訪
大
社
の
御
神
符
と

し
て
､
希
望
の
末
社
に
授
与
し
て
い
る
｡
〉
薙
鎌
祭
の

当
日
も
､
小
さ
な
同
型
の
薙
鎌
を
参
打
者
に
､
御
神

符
と
し
て
分
譲
し
て
い
た
一
ノ
　
こ
の
時
の
本
番
の
薙
鎌

は
､
良
質
の
鉄
で
､
大
型
で
重
厚
で
あ
り
'
背
の
鱗
､

尾
部
の
形
も
整
っ
て
お
り
立
派
で
あ
っ
た
｡

こ
の
神
事
は
元
禄
ま
で
は
'
戸
上
の
上
方
戸
倉
山

の
鍵
の
自
池
の
畔
の
線
訪
ノ
平
の
神
木
に
打
込
ん
だ

の
で
あ
る
が
'
元
禄
一
五
年
の
信
越
国
境
争
論
後
は
'

国
境
の
要
所
で
あ
る
戸
上
の
境
の
畠
(
諏
訪
社
)
と
'

碑
文
の
小
倉
明
神
へ
信
府
統
語
に
は
｢
諏
訪
明
神
ヲ

勧
請
ス
｣
と
あ
る
)
､
お
よ
び
白
地
等
の
三
ヶ
所
の

神
木
に
交
互
に
打
込
ま
れ
て
い
た
が
､
明
治
の
初
年

に
中
絶
し
て
し
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
昭
和
一
八
年
小
谷

総
社
大
宮
諏
訪
神
社
宮
司
杉
本
氏
等
の
骨
折
で
復
活

し
'
以
後
は
境
の
宮
と
小
倉
明
神
の
神
木
に
七
年
毎

に
交
互
に
打
込
む
薙
鎌
祭
を
行
い
､
今
日
に
及
ん
で

い
る
｡
こ
の
神
事
の
紀
元
は
何
時
代
か
ら
か
の
問
題

は
､
明
瞭
で
な
い
が
､
少
-
と
も
江
声
時
代
以
調
を

相
当
遡
る
こ
と
は
'
国
境
争
論
事
件
の
更
科
等
か
ら

も
､
推
定
で
き
る
｡

二

､

語

録

祭

の

神

事

　

　

　

　

　

　

害

は

う

り

諏
訪
大
社
の
御
柱
祭
の
前
年
の
秋
に
下
社
の
大
祝

が
雑
録
を
捧
指
し
て
参
り
'
ま
づ
小
谷
総
社
､
中
土

の
大
宮
諏
訪
神
社
で
奉
告
祭
を
行
い
'
日
を
選
ん
で

戸
土
に
向
う
の
で
あ
る
が
､
昔
は
小
谷
七
ケ
村
の
庄

屋
･
組
頭
･
長
百
姓
の
村
方
三
役
や
寵
の
者
達
が

供
奉
し
､
古
道
の
道
筋
で
あ
る
高
町
よ
り
北
小
谷
深

原
の
上
か
ら
地
蔵
峠
(
御
坂
峠
)
を
越
え
'
梯
川
に

出
て
,
更
に
勅
勘
峠
を
越
え
て
白
油
に
至
っ
て
神
事

を
行
っ
た
｡

復
活
後
は
前
日
戸
土
の
氏
子
の
人
々
に
よ
っ
て
､

清
掃
､
神
木
の
粗
掛
縄
張
り
､
神
木
前
の
高
い
階
段

付
の
祭
壇
作
り
等
で
準
備
を
整
え
る
｡

昔
は
祭
列
を
つ
-
っ
て
､
中
土
の
小
谷
総
社
か
ら

戸
土
入
り
を
し
た
の
で
あ
る
が
､
今
は
数
台
の
自
動

車
で
参
向
し
､
一
旦
頭
屋
で
休
憩
す
る
｡
昨
年
の
場

合
は
､
諏
訪
大
社
の
宮
司
及
び
随
員
､
小
谷
総
社
宮

司
以
下
祭
貝
及
び
祭
関
係
者
が
先
づ
仲
又
の
和

田
素
に
参
着
休
憩
し
`
そ
こ
で
装
束
を
正
し
へ

隊
列
を
準
え
,
薙
鎌
入
り
の
唐
撃
先
頭
に
一

同
供
奉
し
て
社
殿
に
参
着
'
所
定
の
座
に
つ
-
｡

特
に
唐
植
を
か
つ
ぐ
者
は
小
谷
総
社
S
.
湘
噴
舞

母
.
注
ぐ
粧
務
人
々
か
ら
選
ば
れ
る
｡
修
祓
･

開
扉
･
献
鮫
等
の
儀
が
終
る
と
､
小
谷
総
社
宮

司
が
膚
棺
か
ら
薙
鎌
の
入
っ
た
給
を
取
出
し
'

蓋
を
取
っ
て
神
前
に
捧
げ
る
｡
つ
づ
い
て
諏
訪

大
社
宮
司
の
祝
詞
･
玉
串
緯
献
､
一
同
礼
拝
が

終
っ
て
､
薙
鎌
打
ち
の
儀
に
移
る
｡

祭
員
､
大
社
宮
司
､
金
槌
を
持
っ
た
随
員
が

つ
づ
き
､
更
に
総
社
宮
司
は
薙
鎌
入
り
の
箱
を

捧
持
し
て
社
殿
の
外
に
出
る
｡
祭
貝
､
参
列
者

参
拝
者
は
神
木
の
祭
壇
の
前
に
列
立
す
る
｡
大

社
宮
司
､
全
随
員
､
総
社
宮
司
壇
上
に
上
る
｡

ま
づ
随
員
金
槌
を
大
社
宮
司
に
渡
し
､
総
社
宮

司
よ
り
薙
鎌
を
受
取
り
､
神
木
の
正
面
に
薙
鎌

に
左
手
を
添
え
右
手
の
槌
で
打
込
む
､
こ
の
間

奏
楽
､
終
っ
て
壇
よ
り
降
り
､
一
同
礼
拝
し
て
､

薙
鎌
打
ち
の
儀
終
る
｡
社
殿
に
帰
り
､
開
扉
の

儀
を
経
て
礼
拝
し
､
退
散
の
順
序
で
終
る
｡

三
､
現
存
さ
れ
て
い
る
語
録

元
禄
以
後
は
'
白
油
､
擬
の
宮
､
小
倉
明
神
の
三

ヶ
所
に
打
っ
た
の
で
あ
る
が
､
明
治
の
初
め
に
中
絶

し
た
折
に
､
白
油
と
境
の
宮
の
両
神
木
は
切
倒
さ
れ

た
｡
幹
に
埋
没
し
て
い
た
薙
鎌
の
中
､
白
地
の
分
は

越
後
の
人
に
持
ち
去
ら
れ
､
そ
の
後
不
明
で
あ
る
が
､

境
の
宮
の
も
の
は
､
間
宮
の
社
宝
と
し
て
保
有
さ
れ

て
い
る
｡
こ
の
古
い
神
木
に
は
何
本
か
の
薙
鎌
が
樹

こ
ひ
キ
'

幹
に
埋
っ
て
お
り
､
木
挽
職
人
が
鋸
の
歯
を
編
め
て

閉
口
し
た
と
い
う
｡
こ
の
時
に
出
た
八
本
が
社
殿
に

納
め
ら
れ
て
い
る
｡
年
号
の
見
え
る
も
の
の
中
､
寛

政
十
一
年
十
月
吉
日
､
｣
又
化
十
四
(
以
下
破
損
)
杏

ト

〟

お

は

)

り

-

ど
､
文
字
の
充
分
で
な
い
も
の
や
､
片
面
に
大
祝
名

が
陰
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡
小
倉
明
神
の
社

庭
の
神
木
は
昔
の
ま
ま
な
の
で
'
元
禄
以
後
の
薙
鎌

が
古
い
も
の
程
埋
没
の
姿
で
樹
幹
に
突
き
さ
さ
っ
て

い
る
｡
殆
ん
ど
見
と
れ
ぬ
位
沈
ん
で
い
る
も
の
も
あ

る
｡四

､
信
越
国
境
争
論

戸
土
と
桜
川
は
越
後
領
で
あ
る
と
主
張
し
た
山
口
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舵物博ど山

村
(
現
糸
魚
川
市
)
と
､
そ
れ
に
応
訴
し
て
信
州
領

だ
と
主
張
し
た
小
谷
側
と
の
対
立
は
'
両
国
浩
主
の

面
目
を
か
け
て
の
抗
争
と
な
り
､
元
禄
二
二
年
か
ら

一
五
年
二
月
ま
で
の
聞
'
信
州
側
の
勝
訴
と
幕
府

が
裁
決
を
下
す
ま
で
の
間
続
い
た
大
事
件
で
あ
っ
た
｡

こ
と
の
起
り
は
､
元
禄
一
三
年
根
知
山
口
村
の
村

方
三
役
が
戸
土
､
梯
川
は
山
口
村
で
あ
る
と
い
う
上

申
書
を
幕
府
へ
提
出
し
た
こ
と
に
始
ま
る
｡
こ
の
年

老
中
稲
葉
丹
後
守
正
通
以
下
寺
社
､
勘
定
奉
行
名
で
､

小
谷
に
山
口
村
の
上
申
昔
を
示
し
'
そ
の
返
答
薯
と

主

い

ー

_

し

ょ

･

7

も

･

几

起
誓
文
を
幕
府
に
持
参
せ
よ
と
い
う
命
が
下
っ
た
｡

そ
の
翌
年
小
谷
で
は
七
項
目
よ
り
成
る
返
答
書
と
起

誓
文
を
作
り
へ
小
谷
の
庄
屋
四
人
が
幕
府
の
評
定
所

に
提
出
し
応
訴
し
た
｡

返
答
書
七
項
目
概
要

一
､
規
は
昔
か
ら
走
っ
て
お
り
､
白
地
か
ら
東
は
戦

足
平
､
山
王
池
､
小
倉
明
神
へ
上
小
沢
､
雨
館
山

二
の
肩
､
西
は
戸
倉
山
二
の
肩
'
現
の
沢
､
姫
川

を
限
り
､
両
国
の
境
に
間
違
い
な
い
こ
と
｡

二
'
そ
の
証
拠
は
正
徳
二
年
の
国
絵
図
を
見
て
頂
き

た
い
｡

三
､
こ
の
信
越
国
境
に
は
両
国
の
個
人
有
の
田
畑
が

入
組
ん
で
い
る
が
､
こ
こ
に
は
松
本
領
の
戸
土
､

押
廻
､
仲
又
の
百
姓
が
住
ん
で
い
て
､
戸
土
へ
仲

又
'
押
廻
､
梯
川
の
村
々
か
ら
田
畑
ま
で
､
引
込

ん
で
横
川
を
境
と
い
う
の
は
､
大
き
を
間
違
で
あ

る
｡

四
､
信
州
の
小
谷
に
は
､
昔
か
ら
諏
訪
明
神
の
御
敷

地
と
申
し
伝
え
て
､
七
年
に
一
度
ず
つ
内
鎌
打
ち

を
し
て
い
る
｡
そ
の
時
は
戸
土
や
梯
川
､
小
谷
中

と

･

7

め

-

′

＼

か
ら
頭
役
銭
を
諏
訪
の
武
居
祝
へ
差
上
げ
て
い
る
｡

五
､
度
長
年
間
に
越
後
少
将
か
ら
梯
川
に
楠
木
に
す

る
に
良
い
材
木
が
あ
る
か
､
三
本
進
上
願
い
た
い

と
松
本
城
主
を
通
じ
て
申
出
が
あ
り
､
城
主
石
川

光
長
よ
り
仁
科
肝
轍
に
こ
の
旨
中
越
さ
れ
て
い
る
｡

六
､
越
後
側
で
は
境
に
つ
い
て
'
三
〇
年
も
論
を
し

て
来
た
と
言
っ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
嘘
で
三
三
年

前
か
ら
山
口
村
で
は
境
を
越
え
て
､
薪
や
材
木
を

取
っ
て
い
る
の
で
'
戸
上
の
人
々
は
防
い
で
い
る

が
中
郷
で
少
人
数
の
た
め
思
う
よ
う
に
防
げ
な
か

っ
た
｡

七
､
年
貢
と
名
字
に
つ
い
て
､
山
口
側
で
は
有
利
な

主
張
を
し
て
い
る
が
'
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
｡

以
上
の
内
容
の
返
答
書
で
上
申
し
た
｡

そ
こ
で
幕
府
で
は
元
禄
一
四
年
五
月
二
七
日
実
地
検

証
の
た
め
御
検
視
役
左
橋
左
源
太
､
室
七
郎
左
衝
門

以
下
家
老
､
家
来
総
勢
五
〇
名
を
派
遣
し
た
｡
小
谷

の
大
網
村
に
到
着
し
た
一
行
は
､
逗
留
中
双
方
で
守

る
べ
き
五
ヶ
条
を
示
し
､
安
吾
を
取
り
､
翌
二
八
日

に
両
村
代
表
を
呼
び
-
双
方
少
し
も
偽
お
り
を
-
請

事
あ
り
の
ま
ま
申
す
べ
き
｣
の
神
文
(
誓
約
書
)
を

取
り
､
実
地
検
証
各
一
〇
日
づ
つ
行
い
､
糸
魚
川
'

高
田
､
飯
山
を
経
て
帰
府
し
た
｡

そ
の
検
証
の
経
過
を
信
越
国
境
争
論
請
訓
抜
粋
に

よ
る
と
次
の
如
-
で
あ
る
｡

検
視
役
｢
小
谷
に
は
諏
訪
大
明
神
の
敷
地
が
あ
っ
て
､

両
国
の
境
目
の
白
地
の
辺
の
神
木
に
下
諏
訪
の
武
居

祝
が
内
鎌
と
い
う
御
神
体
を
打
っ
て
来
た
と
伝
え
て

い
る
と
い
う
が
､
武
居
祝
が
直
々
に
参
っ
て
打
っ
て

い
る
の
か
｣

小
谷
｢
先
年
は
直
々
に
き
て
打
っ
た
が
へ
近
年
は
名

代
が
き
て
当
役
銭
を
小
谷
中
か
ら
取
立
て
､
そ
の
節

両
国
の
境
の
白
油
の
神
木
に
内
鎌
を
打
っ
て
い
る
｡

中
谷
村
の
大
宮
の
諏
訪
大
明
神
の
祝
の
宅
に
一
ケ
月

ほ
ど
泊
っ
て
'
古
来
か
ら
三
げ
の
在
家
と
い
う
当
役

銭
を
集
め
て
い
た
｡
｣

検
視
役
｢
当
後
銭
は
一
軒
で
何
ほ
ど
出
す
の
か
｣

小
　
谷
-
前
に
は
定
め
が
あ
っ
た
が
､
唯
今
は
略
し
､

′

っ

よ

･

7

･

-

b

く

人
々
相
応
に
鳥
目
(
銭
)
か
麻
を
出
し
､
そ
れ
で
諏

訪
の
御
柱
の
費
用
に
も
す
る
｡
｣

こ
の
時
山
口
側
の
者
達
が
､

山
口
｢
私
達
の
方
で
も
諏
訪
の
お
宮
の
神
木
(
白
地

の
神
木
の
こ
と
か
?
)
が
あ
っ
て
､
刑
部
と
い
う
祝

が
祭
を
し
'
支
配
し
て
い
る
か
ら
､
そ
ん
な
こ
と
は

証
拠
に
在
ら
な
い
｣
と
反
論
し
た
｡
そ
れ
に
対
し
､

検
視
後
｢
信
州
で
も
両
国
の
境
目
の
神
木
と
し
て
､
武

居
祝
が
内
鎌
を
打
つ
し
､
又
越
後
で
も
刑
部
支
配
で

祭
を
し
て
い
る
｡
な
る
程
こ
れ
こ
そ
境
目
の
証
城
で

あ
る
｣
と
｡
更
に
室
七
郎
左
衝
門
が
越
後
側
に
申
す

の
に
｡

諾
輔
｢
確
実
名
証
技
も
を
-
て
､
言
伝
え
ば
か
り
で

証
桟
に
在
ら
な
い
か
ら
確
実
名
証
按
を
差
出
せ
｣
と
｡

最
後
に
両
検
視
役
が
､

挨
役
得
｢
信
州
の
者
ど
も
の
い
う
墳
筋
に
は
､
所
々
に

証
技
が
あ
る
｡
戸
土
'
横
川
の
年
貢
､
役
儀
等
は
松

本
領
分
と
し
て
の
動
を
し
て
い
る
か
ら
松
本
領
の
百

姓
に
間
違
い
な
い
｡
山
口
村
の
申
出
の
境
の
証
境
は
､

信
州
の
証
境
を
消
す
ほ
ど
の
証
按
に
な
ら
な
い
｡
｣
等

で
小
谷
の
言
分
が
通
り
､
山
口
村
の
完
敗
で
あ
っ
た
｡

こ
と
に
薙
鎌
打
の
神
事
が
信
州
側
の
重
要
名
証
桟

の
横
手
と
在
っ
た
点
が
面
白
い
｡

元
禄
一
五
年
一
一
月
二
二
日
全
面
的
に
小
谷
の
言

分
を
聞
い
た
判
決
文
が
下
附
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
文

書
は
今
も
残
っ
て
い
る
が
､
縦
一
･
五
米
､
検
二
･

三
米
の
用
紙
で
表
に
は
裁
許
の
理
由
と
､
老
中
筆
頭

阿
部
豊
後
守
を
始
め
と
し
､
四
老
中
'
三
寺
社
奉
行
'

三
町
奉
行
､
四
勘
定
奉
行
連
名
で
黒
印
が
押
さ
れ
て

あ
る
し
､
裏
面
は
絵
図
で
裁
許
の
国
境
を
墨
で
線
を

引
き
明
瞭
に
示
し
て
い
る
｡
現
在
の
県
境
も
こ
の
時

の
も
の
で
あ
る
｡

尚
信
府
統
記
(
享
保
九
年
松
本
城
主
の
家
臣
が
主
命

で
縞
述
し
た
も
の
)
の
一
節
を
記
す
と
次
の
如
-
千

あ
る
｡
一
前
略
-
-
白
池
ハ
大
キ
ナ
ル
池
ナ
リ
､
此

池
ノ
端
亥
ノ
方
神
木
ア
リ
､
往
古
此
辺
諏
訪
大
明
神

ノ
屋
敷
ナ
リ
ト
言
と
伝
へ
ダ
リ
､
今
二
於
テ
､
下
ノ

諏
訪
武
居
祝
ヨ
リ
七
ヶ
年
三
度
ヅ
ツ
内
鎌
ト
テ
､

明
神
の
神
妹
ヲ
表
セ
ル
物
蒔
チ
来
リ
テ
'
神
木
二
打

置
ナ
リ
･
･
･
･
･
･
中
略
･
･
･
･
･
･
元
禄
l
五
年
越
後
園
子
城
郁

本
多
勃
負
領
ノ
時
､
山
口
村
ノ
百
姓
訴
状
呈
工
掌

依
テ
､
江
戸
ヨ
リ
佐
橋
左
源
太
､
室
七
郎
左
御
門
検

便
ト
シ
テ
見
分
ヲ
遂
テ
後
､
堺
筋
絵
図
塞
引
､
御
役

.

.

い

り

‡

◆

ー

し

人
中
連
判
ノ
証
文
出
テ
'
相
究
弓
へ
両
国
大
難
リ
テ

ア
ル
田
畑
反
歌
ヲ
･
i
J
'
五
二
相
祥
ベ
キ
旨
命
セ
ラ
レ

ダ
リ
､
委
ク
詩
論
御
裁
許
詑
二
見
ユ
'
数
年
ノ
串
人

ナ
リ
､
松
本
頒
ノ
百
姓
言
上
ノ
趣
､
古
来
ノ
証
拠
分

明
二
テ
､
勝
チ
ニ
ナ
リ
タ
リ
｣

(
北
安
曇
託
絹
業
委
員

穂
癌
町
　
有
刷
)
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冬
山
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
大
韓
の
会
の
場
合
-

2
､
不
帰
l
峰
尾
根
隊
の
記
録清

　

沢

浄

メ
ン
バ
ー
､
C
･
し
.
記
録
担
当
･
清
沢
浄
､
s

L
　
装
備
担
当
･
降
旗
厚
'
気
象
､
会
計
担
当
･
柳

沢
蒙1

2
月
3
 
1
日
　
毎
後
吹
雪

八
方
ケ
ー
ブ
ル
駅
に
て
乗
車
券
を
購
入
し
た
が
､

乗
車
時
間
は
1
4
時
～
帖
時
と
､
4
時
間
も
ま
た
さ
れ

て
し
ま
っ
た
｡
ケ
ー
ブ
ル
で
鬼
平
へ
､
そ
こ
か
ら
ア

ル
ペ
ン
リ
フ
ト
に
乗
り
つ
ぎ
､
黒
菱
平
へ
よ
う
や
-

着
い
た
の
が
1
5
時
5
分
｡
い
よ
い
よ
山
に
入
る
ん
だ

と
心
を
引
き
締
め
､
雪
が
舞
-
雪
原
へ
足
を
踏
み
入

れ
る
｡
黒
菱
を
出
る
頃
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た

風
も
､
八
方
池
付
近
ま
で
来
る
と
､
本
格
的
を
吹
雪

と
な
っ
て
き
た
の
で
､
暗
く
在
ら
な
い
う
ち
に
と
､

あ
わ
で
て
雪
洞
を
掘
る
｡
(
タ
イ
ム
｡
ケ
ー
ブ
ル
駅

1
4
時
-
黒
菱
平
1
5
時
5
分
-
八
方
池
付
近
_
6
時
0
0
分

)

1
月
1
日
　
吹
雪

朝
5
時
起
床
｡
ま
ず
昨
日
か
ら
の
吹
雪
で
埋
ま
っ

て
し
ま
っ
た
入
口
の
掘
り
出
し
を
行
な
い
へ
　
6
時
4
5

分
､
完
全
に
身
じ
た
く
を
と
と
の
え
､
吹
雪
の
中
に

飛
び
出
す
｡
今
日
は
悪
天
の
た
め
､
他
の
パ
ー
テ
ィ

ー
は
皆
停
滞
を
し
て
い
る
模
様
で
ト
レ
ー
ス
も
な
-

か
な
り
の
ラ
ッ
セ
ル
に
苦
し
め
ら
れ
た
｡
吹
雪
で
視

界
が
き
か
在
い
の
で
､
下
降
尾
根
の
確
認
の
時
間
‥
を

浪
費
し
た
が
へ
下
降
尾
根
最
低
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に

1
2
時
1
0
分
に
到
着
し
た
｡
天
候
が
悪
-
'
ま
た
､
こ

れ
か
ら
先
の
ル
ー
ト
に
､
膚
松
沢
ト
ラ
バ
ー
ス
､
不

帰
沢
遡
行
が
あ
る
の
で
､
今
日
の
行
動
を
こ
れ
で
打

ち
切
り
､
早
々
に
雪
洞
を
掘
る
｡
1
6
時
と
2
2
時
の
気

象
通
報
に
よ
り
､
低
気
圧
が
接
近
し
て
い
る
事
を
知

っ
た
｡
外
は
相
変
わ
ら
ず
吹
雪
い
て
い
る
の
で
､
明

日
の
行
動
に
つ
い
て
検
討
を
し
た
が
､
明
朝
様
子
を

見
て
決
定
す
る
事
に
し
て
寝
る
｡
(
タ
イ
ム
｡
八
方

池
6
時
4
5
分
-
下
降
尾
根
1
0
時
-
最
低
ジ
ャ
ン
ク
シ

ヨ
ン
1
2
時
_
0
分
)

1
月
2
日
　
吹
雪
後
快
晴

朝
起
き
て
み
る
と
､
外
は
相
変
わ
ら
ず
吹
雪
い
て

い
た
｡
そ
れ
で
も
出
発
で
き
る
用
意
を
し
て
い
た
が
､

や
み
そ
う
に
な
い
の
で
､
今
日
は
停
滞
と
決
定
す
る
｡

1
月
3
日
　
曇
時
々
暗

ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
の
光
を
た
よ
り
に
､
ビ
バ
ー
ク
地

を
4
時
に
出
発
し
た
｡
唐
松
沢
を
ト
ラ
バ
ー
ス
､
そ

し
て
､
下
部
岩
壁
を
ま
わ
り
込
み
､
ル
ン
ゼ
を
つ
め
､

ク
レ
バ
ス
や
シ
ユ
ル
ン
ド
に
悩
ま
さ
れ
左
が
ら
､
や

っ
と
ブ
ッ
シ
ュ
帯
に
入
る
頃
､
陽
が
昇
っ
て
き
た
｡

プ
ッ
シ
ュ
帯
と
い
っ
て
も
､
ブ
ッ
シ
ュ
の
上
に
不
安

定
を
雪
が
乗
っ
て
い
る
キ
ノ
コ
雪
の
状
態
で
､
し
か

も
7
0
-
0
0
度
-
ら
い
の
斜
面
な
の
で
､
ピ
ッ
チ
が
上

ら
な
い
｡
そ
の
上
､
9
時
頃
よ
り
ガ
ス
が
出
て
き
て

手
足
が
痛
い
ほ
ど
冷
た
く
､
掘
り
出
し
た
ブ
ッ
シ
ュ

に
つ
か
ま
っ
て
足
踏
み
を
し
た
り
､
手
を
た
た
い
た

り
'
必
死
で
あ
っ
た
｡
そ
ん
な
我
々
を
慰
め
る
か
の

よ
う
に
へ
時
々
ガ
ス
の
切
れ
間
に
対
岸
の
山
が
､
朝

日
に
輝
い
て
い
る
の
が
､
ぼ
ん
や
り
と
見
え
た
｡
よ

ぅ
や
-
､
第
1
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
へ
出
た
の
は
､
昼

び
ず
､
断
壁
の
手
前
の
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
暗
-
在

っ
て
し
ま
っ
た
｡
(
タ
イ
ム
｡
ビ
バ
ー
ク
地
4
時
-

ル
ン
ゼ
4
時
4
0
分
-
第
-
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
日
時
5
5

分
-
断
壁
手
前
の
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
1
6
時
約
分
)

1
月
4
日
　
快
晴

今
日
は
断
壁
の
登
馨
の
た
め
､
明
る
く
在
る
の
を

待
っ
て
出
発
｡
断
壁
の
基
部
ま
で
は
太
陽
の
光
を
全

身
に
受
け
て
'
気
持
よ
い
雪
積
を
3
ピ
ッ
チ
､
そ
し

て
問
題
の
断
壁
の
-
ピ
ッ
チ
目
は
､
上
部
が
ハ
ン
グ

し
た
岩
壁
で
あ
る
｡
全
員
空
身
で
登
り
､
荷
物
は
つ

り
上
げ
る
｡
側
壁
が
垂
壁
を
の
で
､
昨
年
の
幕
岩
と

比
較
す
る
と
楽
で
あ
っ
た
｡
ト
ッ
プ
が
打
っ
た
ハ
ー

ケ
ン
に
ビ
レ
ー
し
､
3
人
が
や
っ
と
集
結
し
､
休
む

間
も
無
-
雪
壁
へ
の
ア
タ
ッ
ク
を
開
始
す
る
｡
大
き

を
キ
ノ
コ
雪
を
ま
あ
り
込
み
､
シ
ュ
ル
ン
ド
に
か
か

っ
た
頼
り
な
い
ス
ノ
ー
プ
リ
ッ
ヂ
を
だ
ま
し
な
が
ら
､

徐
々
に
高
度
を
稼
い
で
い
っ
た
｡
断
壁
最
上
部
の
プ

ッ
シ
ュ
帯
へ
入
る
所
に
､
大
き
な
シ
ュ
ル
ン
ド
と
ク

レ
バ
ス
が
あ
っ
た
｡
ト
ッ
プ
は
う
ま
く
ス
ノ
ー
ブ
リ

ッ
ヂ
を
だ
ま
し
て
抜
け
た
の
だ
が
､
セ
コ
ン
ド
が
乗

っ
た
と
た
ん
に
､
大
き
な
雪
の
塊
り
と
な
っ
て
落
ち

て
し
ま
っ
た
｡
セ
コ
ン
ド
は
無
事
で
あ
っ
た
が
､
乗

り
越
す
の
に
か
在
り
苦
労
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
｡

や
っ
と
の
思
い
で
ブ
ッ
シ
ュ
常
を
抜
け
頭
へ
出
た
頃

に
は
､
時
計
は
す
で
に
1
8
時
を
ま
わ
り
､
空
に
は
月

が
こ
う
こ
う
と
輝
や
い
て
い
た
｡
(
タ
イ
ム
｡
ビ
バ

ー
ク
地
8
時
0
0
分
-
断
壁
の
頭
1
8
時
5
0
分
)

1
月
5
日
　
吹
雪

雪
洞
を
出
た
頃
は
晴
れ
て
い
た
空
も
､
1
時
間
は

ど
す
る
と
風
を
保
っ
て
地
吹
雪
と
な
り
､
稜
線
直
下

の
最
後
の
雪
壁
の
基
部
へ
着
-
頃
は
､
視
界
も
か
な

り
悪
く
な
っ
て
き
た
｡
最
後
の
雪
壁
は
天
候
悪
化
の

た
め
､
基
部
よ
り
-
･
Ⅱ
峰
間
ル
ン
ゼ
側
へ
5
0
メ
ー

ト
ル
懸
垂
下
降
し
､
露
出
し
た
岩
の
間
を
抜
け
て
､

や
っ
と
稜
線
へ
と
び
出
す
｡
稜
線
の
風
は
予
想
以
上

に
強
-
､
岩
陰
で
熱
い
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
､
強
風
に

飛
ば
さ
れ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
が
ら
､
唐
松
小

屋
へ
向
か
っ
た
｡
稜
線
で
の
問
題
点
と
さ
れ
て
い
た

Ⅱ
峰
へ
の
登
り
の
壁
は
'
意
外
と
簡
単
に
抜
け
､
か

え
っ
て
l
･
Ⅱ
時
間
コ
ル
よ
り
の
登
り
の
-
ピ
ヅ
チ

が
苦
し
く
､
ト
ッ
プ
は
強
風
の
中
で
､
か
在
り
微
妙

を
バ
ラ
ン
ス
を
要
求
さ
れ
た
｡
凍
傷
に
を
ら
を
い
よ

う
気
を
つ
け
を
が
ら
､
か
な
り
の
ハ
イ
ピ
ッ
チ
で
と

は
し
､
よ
う
や
-
唐
松
小
屋
へ
逃
げ
込
ん
だ
｡
小
屋

で
協
談
の
結
果
､
天
候
悪
化
の
た
め
､
五
竜
へ
の
縦

走
予
定
を
打
ち
切
り
､
明
朝
八
方
尾
根
下
山
と
決
定

し
た
｡
そ
し
て
､
"
久
し
ぶ
り
に
く
つ
ろ
ぎ
､
降
旗
会

員
の
バ
ー
ス
デ
イ
を
さ
さ
や
か
に
祝
う
｡

(
タ
イ
ム
｡
断
壁
の
頭
6
時
5
0
分
-
稜
線
1
0
時
0
0
分

-
唐
松
小
屋
1
3
時
)

1
月
6
日
　
吹
雪
後
暗

朝
9
時
ま
で
待
つ
が
､
天
候
が
好
転
し
を
い
の
で

下
降
を
開
始
す
る
｡
吹
雪
で
'
3
人
と
も
ま
ゆ
毛
を

凍
ら
せ
て
の
下
降
で
あ
っ
た
｡
2
ピ
ッ
チ
位
下
降
し

た
所
で
､
ラ
ス
ト
が
風
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
､
大
黒

沢
側
へ
転
落
し
た
が
､
幸
い
5
メ
ー
ト
ル
位
下
に
小

さ
な
テ
ラ
ス
が
あ
っ
た
の
と
､
コ
ン
テ
で
歩
い
て
い

た
の
で
､
事
無
き
を
得
た
｡
八
方
池
付
近
ま
で
は
強

風
の
た
め
打
ち
込
ん
だ
ピ
ッ
ケ
ル
に
し
が
み
つ
き
､

風
が
弱
ま
る
ま
で
待
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
､
度
々

あ
っ
た
｡
今
回
の
山
行
で
技
術
､
ま
た
体
力
の
不
足

を
反
省
さ
せ
ら
れ
た
｡
(
タ
イ
ム
｡
唐
松
小
屋
9
時

-
黒
菱
平
日
時
3
0
分
)

◆
　
他
の
隊
は
次
の
よ
う
な
行
動
で
あ
っ
た
｡

○
新
越
尾
根
隊
､
2
9
日
-
3
1
日
｡

3
1
日
午
前
9
時
稜
線
に
出
て
南
尾
根
隊
と
合
流
｡

○
ス
バ
リ
西
面
-
縦
走
隊
は
､
1
日
入
山
'
2
日
ス

パ
リ
岳
西
面
完
璧
'
3
日
斬
越
小
屋
､
4
日
爺
岳
東

尾
根
下
山
｡

○
屏
風
尾
根
-
爺
岳
の
隊
は
2
日
に
新
越
小
屋
､
3

日
爺
富
商
尾
根
隊
と
合
流
し
､
下
山
｡

○
爺
岳
南
尾
根
隊
は
､
2
日
･
鹿
箇
槍
ま
で
足
を
の
は

し
､
3
日
下
山
｡
　
　
(
大
町
山
の
会
会
員
)

訂
正
1
 
9
巻
1
号
写
真
撮
影
要
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要
を
西
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3

p
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1
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ク
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ク
ラ
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