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啓
蟄
に
思
う
こ
と

け
い
も
つ

今
日
は
二
十
四
節
気
の
ひ
と
つ
､
啓
蟄
｡
暦
の
う

え
で
は
､
冬
締
り
し
て
い
た
虫
た
ち
が
け
い
だ
し
て

-
る
季
節
と
い
う
こ
と
で
す
｡

例
年
三
月
六
日
に
は
こ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
ニ
ュ

ー
ス
番
組
な
ど
が
は
じ
ま
る
の
で
す
が
､
や
は
り
､

今
年
も
そ
う
で
し
た
｡
山
岳
博
物
館
の
窓
辺
で
春
遠

い
大
町
平
を
目
の
あ
た
り
に
し
な
が
ら
弁
当
を
食
べ

て
い
て
､
こ
の
　
〝
啓
蟄
〟
に
出
く
わ
し
た
の
で
す
｡
完

璧
に
虫
の
は
い
だ
す
余
地
の
な
い
冬
景
色
と
の
落
差

の
た
め
か
一
同
笑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
｡

私
な
ど
は
凍
っ
た
土
の
中
で
じ
っ
と
し
て
春
を
ま
つ

仮
死
状
態
の
ア
マ
ガ
エ
ル
の
姿
な
ど
を
想
像
し
て
し

ま
っ
て
よ
け
い
に
お
か
し
く
在
り
ま
し
た
｡

動
物
の
生
き
方
と
い
う
の
は
環
境
に
大
き
-
影
響

を
う
け
る
あ
け
で
､
雪
を
か
き
わ
け
で
顔
を
出
す
根

性
の
あ
る
カ
エ
ル
を
ど
は
い
ま
せ
ん
｡
暖
か
-
な
ら

な
け
れ
ば
､
そ
れ
を
体
の
し
く
み
が
許
さ
な
い
わ
け

で
す
｡
先
人
は
､
動
物
の
こ
の
敏
感
で
正
直
を
季
節

感
覚
を
見
逃
す
こ
と
な
-
､
暦
と
い
う
､
も
は
や
季
節

感
を
失
い
か
け
た
､
人
間
の
リ
ズ
ム
･
メ
ー
カ
ー
に
組

み
込
ん
だ
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
｡
そ
の
意

味
で
暦
に
は
一
種
の
鋭
さ
を
感
じ
ま
す
し
､
マ
ニ
ア

の
方
々
も
多
い
の
で
す
が
､
何
故
も
っ
と
地
方
の
気

候
に
合
っ
た
独
特
の
暦
と
い
う
も
の
が
普
及
し
を
か

っ
た
の
か
不
忠
譲
を
気
も
し
ま
す
｡

最
近
､
付
属
園
の
カ
モ
シ
カ
の
冬
毛
が
薄
-
な
っ

て
き
た
､
ま
っ
白
だ
っ
た
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
羽
に
少
し

茶
色
の
夏
毛
が
混
ざ
っ
て
き
た
'
ま
た
は
休
眠
中
の

ァ
ル
ブ
ス
マ
-
モ
ッ
ト
の
動
藻
即
発
に
在
っ
て
き

た
へ
　
を
ど
と
い
っ
た
情
報
は
山
博
暦
の
な
か
の
実
感

で
き
る
春
の
き
ざ
し
で
す
｡

身
近
を
動
植
物
か
ら
季
節
の
変
化
を
知
る
の
は
暦

に
は
な
い
楽
し
さ
が
あ
り
ま
す
し
､
何
か
忘
れ
て
い

た
感
覚
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
気
が
し
ま
す
｡
ま
だ
眠

っ
て
い
る
の
に
毎
年
三
月
六
日
に
引
っ
ぼ
り
た
さ
れ

る
動
物
の
た
め
に
も
､
桜
前
線
な
ら
ぬ
､
カ
エ
ル
前

線
､
ホ
タ
ル
前
線
､
ス
ズ
ム
シ
前
線
と
い
っ
た
動
物

前
線
が
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
に
ざ
れ
す
日
が
采
を
い
も
の

で

し

ょ

う

か

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

(

編

集

部

員

)
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図2　歯根都に穿孔されている

上顎左犬歯､栃原遺跡出土

(鈴木･西沢､1966 )

図1山住神社のお札

解物悼と山

オ
オ
カ
ミ
へ
の
挽
歌

一
信
州
の
オ
オ
カ
ミ

長
野
県
下
に
も
'
朋
治
時
代
ま
で
は
そ
れ
で
も
ま

だ
へ
各
地
に
オ
オ
カ
ミ
が
残
存
し
て
い
た
ら
し
い
｡
-

松
本
藩
士
､
土
岐
小
太
郎
(
明
治
二
年
､
七
九
歳

で
逝
去
)
は
､
現
在
の
松
本
市
城
山
'
北
犬
飼
山
の

頑
士
に
あ
っ
た
小
鳥
を
捕
る
網
甥
を
ね
そ
っ
た
オ
オ

ヵ
ミ
を
槍
で
突
き
､
奈
良
井
用
を
泳
ぎ
か
た
っ
て
逃

は
る
の
を
､
島
内
村
の
河
野
喜
代
松
と
と
も
に
し
と

め
た
.
松
本
蒲
主
は
そ
の
勇
気
を
貸
し
て
､
米
一
俵

を
与
え
た
と
い
う
｡

南
安
曇
郡
有
明
村
で
は
､
明
治
二
三
年
頃
ま
で
オ

オ
カ
ミ
が
い
て
､
維
新
直
前
こ
ろ
､
人
家
の
軒
下
ま

で
来
た
の
を
捕
え
た
そ
う
で
あ
る
､
､
ま
た
､
北
妾
出
★

郡
平
村
の
大
窪
は
､
オ
オ
カ
ミ
の
多
い
と
こ
ろ
で
､

そ
の
あ
た
り
の
人
は
､
害
を
恐
れ
､
餌
を
与
え
る
風

評
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
｡
や
は
り
北
安
曇
郡
の
蔚
小

谷
付
近
に
は
､
明
治
二
五
年
頃
ま
で
生
息
し
､
村
人

は
馬
を
ひ
い
て
北
蚊
方
面
に
来
て
い
た
が
､
帰
り
道
､

柳
窪
か
ら
落
合
を
越
え
る
あ
い
だ
は
､
森
部
落
の
人

を
雇
っ
て
'
オ
オ
カ
ミ
を
追
っ
て
も
ら
う
の
が
常
で

あ
っ
た
と
い
う
　
(
河
野
､
一
九
三
五
)

こ
う
し
た
話
は
､
県
下
各
地
に
少
な
く
な
い
が
､

宮

　

尾

　

嶽

　

雄

話
に
登
場
す
る
動
物
が
､
本
当
に
オ
オ
カ
ミ
で
あ
っ

た
の
か
､
そ
れ
と
も
野
生
化
し
た
イ
ヌ
で
あ
っ
た
の

か
､
今
と
な
っ
て
は
す
で
に
知
る
山
も
な
い
-

尾
張
諸
士
'
内
膝
東
部
(
一
七
八
八
年
波
)
は
､

尾
張
の
地
謡
千
振
州
雑
志
』
　
に
次
の
よ
う
な
意
味
の

こ

と

を

書

い

て

い

る

｡

す

な

わ

ち

､

｢

狼

｣

　

と

よ

く

似
て
い
る
動
物
に
｢
我
｣
 
､
俗
に
い
う
｢
山
犬
｣
　
が

あ
る
が
､
狼
と
は
別
物
で
､
土
地
の
人
が
言
う
の
に

は
､
狼
と
犬
が
交
わ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
が
山
犬
で
､

タ
す
が
悪
い
｡
狼
は
昼
間
は
山
か
ら
出
な
い
が
､
山

犬
は
昼
も
出
て
人
を
害
す
と
｡

江
戸
時
代
も
あ
お
り
頃
に
は
､
オ
オ
カ
ミ
は
も
う

さ
れ
め
て
少
な
-
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
､

上
述
の
よ
う
な
事
例
が
､
本
当
に
オ
オ
カ
ミ
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
オ
才
力
-
の
生
活
が
極
度

に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
U
､
シ
カ
や
-
ノ
ン
シ
を
捕
食
す
る
こ

と
か
ら
'
オ
オ
カ
ミ
を
農
業
の
守
護
神
と
し
て
大
切

に
す
る
気
風
も
､
か
つ
て
は
全
国
的
に
あ
ー
つ
た
よ
う

で
､
愛
知
県
の
三
河
山
間
部
で
は
現
在
で
も
'
親
告

ろ
き
く
r
l

除
け
と
し
て
､
山
住
神
社
(
静
岡
県
磐
田
離
水
藩
町
)

･
t
だ

か
ら
オ
オ
カ
-
の
お
札
を
受
け
て
き
て
'
山
畑
に
立

て
て
い
る
｡

オ
オ
カ
ミ
の
骨
と
し
て

保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
の

ぅ
ち
､
確
実
に
オ
才
力
-

の
も
の
で
あ
る
の
は
､
長

野
県
下
に
は
次
の
二
鳥
し

か
を
い
と
い
お
れ
る
一
珪

良
'
一
九
六
五
一
.

一
小
県
郡
烏
帽
子
岳

の
山
麓
で
捕
獲
さ
れ
た
と

い
う
頭
骨
i
点
∩
上
聞
高
等
享
校
所
蔵
'

仁
　
下
伊
那
都
電
江
村
尼
林
で
捕
獲
さ
れ
た
と
い

う
上
顎
骨
の
一
郎
　
林
繁
人
氏
所
散
-

ゴ
　
下
伊
那
郵
天
竜
村
神
原
向
方
で
捕
獲
さ
れ
た

と
い
う
頭
骨
一
個
｡
オ
カ
タ
の
山
の
神
の
御
神
体
に

さ
れ
て
い
る
と
い
う
一
｡

縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
の
出
土
例
も
､
県
下
で
庄

茅
野
市
北
山
栃
窪
追
跡
一
縄
文
晩
期
)
､
小
諸
市
寺

の
浦
追
跡
(
純
文
中
･
晩
期
)
'
南
佐
久
郡
北
柏
木

村
栃
原
遺
跡
(
縄
文
早
期
)
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
ぁ
る
-

オ
オ
カ
ミ
は
､
ま
さ
に
ま
ぼ
ろ
し
の
動
物
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
｢
　
ほ
と
ん
ど
何
の
手
か
か
り
も
残
す
こ

と
な
く
絶
滅
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
壮
烈
と
い
う

べ
き
か
r
　
本
州
の
オ
オ
カ
ミ
は
明
治
三
八
年
二
九

〇
五
)
､
北
海
道
で
は
瑚
治
三
三
年
二
九
〇
〇
)

こ
ろ
に
み
ら
れ
な
-
な
っ
た
と
さ
れ
る
｡

二
　
栃
原
遺
跡
の
オ
オ
カ
ミ

栃
原
遺
跡
一
長
野
県
南
佐
久
郡
北
柏
木
村
)
か
ら

は
､
一
二
体
に
及
ぶ
人
骨
､
大
量
の
文
化
遺
物
と
と

も
に
二
三
一
雨
に
達
す
る
唖
乳
動
物
の
骨
や
歯
が

出
土
し
て
い
る
｡
縄
文
時
代
草
創
期
か
ら
早
期
に
か

け
て
の
住
居
あ
る
い
は
キ
ャ
シ
フ
､
そ
し
て
墓
地
と

し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
追
跡
で
あ
ろ
う
一
"
一

唖
乳
動
物
の
骨
や
歯
は
'
シ
カ
､
イ
ノ
シ
･
ン
､
二

ホ
ン
サ
ル
な
ど
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ

の
中
に
オ
オ
カ
ミ
の
龍
一
か
か
と
の
骨
二
点
､

上
顎
犬
歯
お
よ
び
下
顎
第
一
大
臼
歯
(
裂
肉
歯
)
ち

ど
八
点
の
歯
が
含
ま
れ
て
い
る
｡

鹿
骨
の
全
長
は
五
七
･
二
五
m
m
で
､
現
代
柴
犬
の

三
二
･
六
五
m
m
に
比
較
し
て
著
し
く
大
き
い
｡
単
純

比
例
計
算
で
は
､
こ
の
オ
オ
カ
ミ
の
体
重
は
六
六
的

と
推
定
さ
れ
る
｡
中
部
ロ
シ
ア
の
現
生
オ
オ
カ
ミ
の

体
重
は
､
雄
二
四
～
四
九
的
､
雌
三
〇
-
四
二
k
g
で

あ
る
が
､
時
に
七
二
k
g
か
ら
八
〇
雨
に
遁
す
る
も
の

が
あ
る
と
い
う
∪
　
ま
た
､
カ
ナ
ダ
の
現
生
オ
オ
カ
ミ

成
獣
の
体
重
は
'
二
六
-
七
五
的
で
あ
る
と
い
お
れ

る
か
ら
､
栃
原
の
オ
オ
カ
ミ
は
､
現
生
オ
オ
カ
ミ
の

う
ち
の
大
型
の
部
親
に
含
め
ら
れ
る
立
派
を
体
格
を

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

出
土
し
た
上
穎
犬
歯
三
点
の
う
ち
二
鳥
に
は
､
加

工
頑
が
胡
蝶
で
あ
り
､
特
に
そ
の
う
ち
の
一
点
で
は
､

拉
根
中
央
部
に
径
四
m
m
の
円
形
の
孔
が
う
が
た
れ
て

お
り
､
垂
館
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
一
図
2
)
　
現
在
､
本
州
'
四
国
､
九
州
の
三
〇

ヶ
所
-
ら
い
の
縄
文
時
代
貝
塚
そ
の
他
で
オ
オ
カ
ミ

の
出
土
が
知
ら
れ
て
い
る
が
､
下
顎
骨
や
犬
歯
に
穿

孔
な
ど
の
加
工
痕
を
み
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
一
会

千
､
一
九
八
三
)
､
オ
オ
カ
ミ
の
骨
や
歯
に
､
何
か

特
別
を
意
味
を
感
じ
て
い
た
気
配
が
う
か
が
わ
れ
る

の
で
あ
る
一

下
顎
窮
i
大
日
幽
(
裂
肉
薄
)
　
は
'
オ
オ
カ
ミ
の

歯
の
う
ち
で
最
も
大
型
の
臆
で
あ
る
∪
栃
原
出
土
の

そ
れ
に
つ
い
て
計
測
す
る
と
'
覇
道
近
遠
心
径
(
前

後
径
)
は
二
九
∴
五
棚
､
頼
舌
径
(
幅
径
)
け
一

一
･
〇
五
m
m
で
あ
る
＼
手
許
に
あ
る
血
統
証
つ
き
の

秋
田
犬
(
雄
)
　
の
そ
れ
ら
は
二
三
二
ハ
五
m
､
一
〇

∴
ハ
〇
m
'
､
ン
エ
ハ
ー
ト
(
雌
二
一
三
･
四
〇
m
 
I

九
･
二
五
m
m
､
ホ
-
シ
タ
ー
(
雄
)
二
五
･
六
五
m
 
I
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下顎第一大臼歯(裂肉歯)舌側面

左:栃原遺跡出土オオカミ(右側)･

右:現代柴犬(雌､左側).

図3

28　　　　30　　　　32　　　3424　　　　　26

図4　　　　　　M-D　仙籍'

下題意l大日置の重冠近道心撞(M D)iこ灼する

強さまま(ら- ｣)の調性

▲1番i鴫要噺tBl塞

●先妻時代度　実印(書栃原虐
つ歴史時代l事.
了･環生シヘリア､中田東北部(濃州)および鴫鮮度･

鰭物悼ど山

一
〇
･
四
〇
m
､
柴
犬
(
雌
二
七
･
七
〇
m
､
七

･
一
〇
m
 
m
な
ど
で
､
こ
れ
ら
に
比
較
し
て
､
栃
原
の

オ
オ
カ
ミ
は
著
し
く
大
き
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

(
図
3
)
-三

　
小
型
化
し
た
オ
オ
カ
ミ

周
知
の
如
-
､
日
本
の
オ
オ
カ
ミ
は
明
治
時
代
末

に
絶
滅
し
て
お
り
､
先
史
時
代
お
よ
び
歴
史
時
代
の

オ
オ
カ
ミ
の
苗
の
大
き
さ
を
知
る
蛮
料
も
き
れ
め
て

少
な
い
｡
そ
れ
で
も
､
直
良
二
九
六
五
､
一
九
七

二
二
長
谷
部
二
九
叩
二
な
ど
の
努
力
に
よ
っ

て
､
断
片
的
な
が
ら
流
細
が
集
積
さ
れ
て
き
た
一
ノ
　
そ

れ
ら
の
資
料
と
の
比
較
に
よ
っ
て
､
栃
原
出
土
オ
オ

カ
ミ
の
大
き
さ
の
､
時
系
列
中
に
お
け
る
位
置
づ
け

を
暑
イ
ス
て
み
よ
う
r
-

下
顎
第
一
大
目
的
の
地
道
近
遠
心
経
に
対
す
る
頬

舌
径
の
関
係
は
図
4
の
よ
う
に
な
る
｡

後
期
更
新
世
出
土
の
化
石
す
す
カ
-
は
最
も
大
型

で
あ
り
､
特
に
青
森
県
尻
屋
崎
産
の
も
の
は
近
遠
心

径
が
三
田
･
二
間
に
適
し
て
い
る
L
ほ
か
の
三
点
で

は
二
九
m
台
で
あ
る
｡

縄
文
時
代
の
オ
オ
カ
ミ
で
は
､
栃
原
産
の
一
点
を

含
め
て
､
近
遠
心
径
が
二
六
-
三
〇
m
-
ら
い
の
範

囲
に
あ
る
/
一
古
墳
時
代
産
の
一
点
で
は
､
近
遠
心
径

が
二
九
･
八
棚
で
､
上
詩
の
後
期
更
新
世
お
よ
び
縄

文
時
代
産
の
大
き
さ
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
｡

報
国
時
代
の
一
点
を
含
め
'
江
戸
時
代
か
ら
胡
冶

時
代
に
わ
た
る
近
世
の
質
料
は
比
較
的
多
い
｡
こ
れ

ら
の
近
遠
心
径
は
二
四
-
二
七
m
台
.
に
分
散
し
て
い

る
(
し

全
体
的
に
は
､
後
期
更
新
世
か
ら
緋
文
時
代
､
さ

ら
に
近
世
へ
と
､
漸
次
小
型
化
し
て
き
た
傾
向
性
が

明
ら
か
で
あ
る
二
｣
の
よ
う
な
傾
向
は
､
下
顎
範
囲

中
臼
歯
や
第
三
小
目
掬
に
つ
い
て
も
同
禄
で
あ
っ
た

四
　
小
型
化
と
絶
滅
の
原
因

オ
オ
カ
ミ
は
､
捕
食
者
と
し
て
最
も
成
功
し
た
陸

士
晒
乳
類
の
一
つ
で
あ
る
｡
基
本
的
に
は
そ
の
食
物

を
石
蕗
類
に
依
存
し
て
あ
り
､
右
前
類
と
の
緊
密
を

結
び
つ
き
が
､
オ
オ
カ
ミ
の
生
態
掌
的
特
性
と
分
布

を
規
制
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
後
期
更
新
世
の
オ

オ

カ

ミ

は

'

バ

-

ソ

ン

､

ヘ

ラ

シ

カ

､

オ

オ

ツ

ノ

シ

カ
の
よ
う
な
大
型
草
食
獣
と
共
に
生
活
し
て
い
た
が
'

縄
文
時
代
に
は
こ
れ
ら
大
型
草
食
獣
は
す
で
に
み
ら

れ
な
く
な
っ
て
い
る
｡
i
　
こ
れ
ら
の
絶
滅
は
'
後
氷
期

に
お
け
る
気
候
の
変
化
と
､
日
本
列
島
の
島
頓
化
に

そ
の
主
要
を
原
因
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
そ

の
こ
と
が
ま
た
､
オ
オ
カ
ミ
の
小
型
化
を
も
た
ら
し

た
原
因
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
∪
捕
食
者
の
体
の

大
き
さ
は
､
彼
等
が
食
べ
る
こ
と
の
で
き
る
食
物
の

大
き
さ
と
タ
1
7
を
決
定
す
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
｡

オ
オ
カ
ミ
の
基
本
的
な
食
物
は
布
端
類
で
あ
る
が
､

そ
れ
ら
の
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
､
野
ネ
ス
ミ
ヤ
昆

虫
､
さ
ら
に
は
果
実
に
ま
で
､
そ
の
食
性
の
幅
を
拡

げ
ろ
と
い
う
｡
餌
動
物
の
利
用
頻
度
が
､
よ
り
小
型

の
方
へ
か
た
寄
る
場
合
､
捕
食
者
島
小
型
化
の
方
向

へ
淘
汰
が
進
む
で
あ
ろ
う
｡
〉

ソ
ビ
エ
ト
や
北
米
の
現
生
オ
オ
カ
ミ
の
体
の
大
き

さ
は
､
一
般
的
に
は
ベ
ル
ク
マ
ン
の
法
則
に
笹
っ
地

理
的
変
異
を
示
し
て
い
る
か
ら
､
後
氷
期
に
お
け
る

気
候
の
温
暖
化
も
､
オ
オ
ヵ
ミ
の
小
型
化
を
導
い
た

一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
ろ
う
｡

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
要
因
は
､
島
脱
化
に
求
め
ら

れ
よ
う
｡
食
性
が
特
殊
化
し
て
い
る
哺
乳
類
ほ
ど
へ

小
さ
な
鳥
で
は
小
型
化
し
や
す
-
､
食
物
の
需
要
に

対
す
る
供
給
の
比
が
小
さ
-
､
貧
し
い
環
境
が
そ
れ

を
招
来
す
る
一
.
カ
ナ
ダ
の
オ
オ
カ
ミ
に
お
い
て
も
､

北
極
海
の
島
々
や
､
ハ
ン
ク
-
バ
ー
島
の
そ
れ
は
､
き

れ
め
て
小
型
で
あ
る
と
い
う
｡

こ
こ
で
も
う
一
つ
見
落
し
て
は
掌
ら
な
い
問
題
に

ヒ
ト
の
生
活
と
の
競
合
が
あ
る
"
し
　
オ
オ
カ
ミ
が
小
型

化
し
た
た
け
に
と
ど
ま
ら
ず
'
絶
滅
へ
と
追
い
込
ま

れ
た
原
因
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
か
れ
る
〔
)
と
ト
に

0

三

三

　

〇

･

日

よ
る
大
型
草
食
獣
へ
の
狩

猟
圧
も
､
オ
オ
カ
ミ
の
食

物
の
減
少
を
も
た
ら
し
た

で
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
同
上

に
オ
オ
カ
ミ
の
生
活
を
圧

迫
し
た
原
因
が
､
農
耕
文

化
の
発
達
に
伴
う
人
口
の

増
加
､
森
林
破
壊
に
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
-
な
い
｡
カ
ナ
ダ
に

お
い
て
も
'
近
世
に
至
っ

て
の
､
自
大
の
進
出
に
よ

る
ハ
ビ
タ
-
ト
の
激
変
が
'

オ
オ
カ
ミ
の
形
態
字
的
､

生
態
学
的
な
著
し
い
変
化
と
混
乱
を
も
た
ら
し
た
最

大
の
原
因
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
｡
森
林
破
壊
､
農
耕

地
の
拡
大
と
と
も
に
､
家
畜
の
放
牧
域
が
拡
大
さ
れ

る
と
へ
以
前
に
は
生
息
に
不
適
で
あ
っ
た
地
域
も
､

家
畜
を
食
物
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
オ
オ
カ
ミ
の

生
息
圏
と
な
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
｡
ヒ
ト
の
経
済

活
動
と
の
摩
擦
が
､
オ
オ
カ
ミ
の
運
命
を
左
右
す
る

鍵
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
､
現
今
の
オ
オ
カ
ミ
の
全

分
布
域
を
通
じ
て
共
通
で
あ
る
｡
オ
オ
カ
ミ
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
国
素
的
急
務
で
あ
る
と
さ
え
極
言
さ
れ

て
い
る
地
方
も
あ
り
､
明
治
初
期
の
北
海
道
に
お
い

で
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
大
址
の
ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ
が

肉
に
ま
せ
ら
れ
て
北
海
道
の
山
野
に
ば
ら
ま
か
れ
た
｡

北
海
道
の
畜
産
業
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
､
オ
オ

カ
ミ
を
一
掃
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら

で
あ
る
｡
捕
殺
に
は
賞
金
も
つ
け
ら
れ
た
｡
明
治
十

年
に
は
一
頭
に
つ
き
二
円
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
後
次

第
に
つ
り
あ
は
ら
れ
､
札
幌
地
方
で
は
十
円
に
ま
で

な

っ

た

｡

し

か

し

､

明

治

二

一

年

に

は

､

す

で

に

オ

オ
カ
ミ
は
殆
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
'
賞
金
の
制
度

も
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
-
､

か
つ
て
は
北
ア
フ
リ
カ
を
除
-
台
北
区
の
ほ
ぼ
全

域
に
､
オ
オ
カ
ミ
は
分
布
し
て
い
た
｡
南
方
へ
は
中

国
を
経
て
イ
ン
ド
に
も
及
ん
で
い
た
｡
し
か
し
現
在
､

イ

ベ

リ

ア

､

イ

タ

リ

ー

､

ス

カ

ン

ジ

ナ

ビ

ア

お

よ

び

バ
ル
カ
ン
を
ど
を
除
-
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
で
絶
滅
し

て
お
り
､
日
本
で
も
明
治
時
代
末
に
は
絶
滅
し
た
｡

日
本
の
オ
オ
カ
ミ
の
絶
滅
だ
け
が
､
例
外
的
を
事
象

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
絶
滅
の
年
代
は
､
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
で
一
五
〇
〇
年
代
'
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で

一
七
四
三
年
､
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
一
七
六
六
十

七
七
〇
年
の
あ
い
た
で
あ
る
と
い
う
∪

現
在
の
本
州
で
､
ツ
キ
ノ
ワ
ク
マ
:
ン
カ
､
カ
モ

シ
カ
､
二
ホ
ン
サ
ル
な
ど
の
お
か
れ
て
い
る
状
態
を

み
る
と
き
'
近
世
の
オ
オ
カ
ミ
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ

る
よ
う
に
思
あ
れ
て
､
彼
等
の
将
来
が
案
じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
｡

(
愛
知
享
院
大
字
尊
宇
部
教
授
)
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鰭物情と山

ガ
･
ガ
ン
･
ガ
二
の
類

-
北
ア
ル
プ
ス
東
麓
の
方
言
㈲
-

福

　

沢

　

武

一

ノ
ガ
(
の
物
'
の
の
)
　
　
｢
お
れ
ノ
ガ
だ
｣
　
(

あ
れ
の
物
だ
)
　
○
　
(
分
布
は
略
図
に
)

｢
だ
れ
ノ
ガ
だ
?
｣
　
(
だ
れ
の
物
か
?
)
､
｢
皆

ノ
ガ
だ
｣
　
(
皆
の
の
だ
)
､
等
､
多
用
さ
れ
る
｡
こ

れ
は
古
い
流
れ
を
-
ん
で
い
る
｡

こ
の
歌
は
或
る
人
の
い
は
く
､
大
伴
黒
主
が
な

り
　
(
古
今
集
八
九
九
歌
左
注
)
-
-
大
伴

黒
主
の
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
る
｡

お
の
が
と
そ
思
ふ
　
(
万
葉
二
二
四
八
歌
)
お

の
れ
の
物
だ
と
思
う
｡

ガ
は
ノ
に
等
し
い
｡
｢
梅
ガ
枝
｣
は
｢
梅
ノ
枝
｣

に
等
し
い
よ
う
に
｡
｢
ガ
物
｣
　
(
の
物
)
の
　
｢
物
｣

が
省
略
さ
れ
､
ガ
だ
け
で
｢
の
物
｣
を
意
味
す
る
よ

う
に
な
っ
た
｡
そ
れ
が
万
葉
･
古
今
の
ガ
で
あ
る
｡

や
が
て
ガ
は
　
｢
物
｣
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う
に
な
っ

た
｡
｢
あ
れ
の
ガ
｣
等
の
ガ
が
そ
れ
た
｡

イ
イ
ガ
ダ
(
良
い
の
だ
)
･
ア
ル
ガ
ダ
　
(
有
る

の
だ
)
等
々
　
●

イ
工
ガ
ダ
　
(
同
)
　
○

こ
れ
も
先
の
ガ
　
(
物
･
の
)
　
と
別
で
は
を
い
.
い

ず
れ
も
か
つ
て
は
中
央
語
だ
っ
た
｡
現
在
は
方
言
に

な
っ
て
'
特
に
北
陸
方
面
に
色
濃
-
残
っ
て
い
る
｡

北
信
･
中
信
は
そ
の
余
波
で
あ
る
｡
次
の
も
の
も
同

様
｡

イ
イ
カ
ン
ダ
(
良
い
の
だ
)
　
｢
長
野
市
及
び
上

水
内
郡
の
方
言
集
｣

ガ
ン
ゾ
(
の
だ
ぞ
)
　
｢
行
-
ガ
ン
ゾ
L
 
X

ガ
ン
サ
(
の
き
)
　
｢
居
る
ガ
ン
サ
｣
北
安
曇
南

小
谷

ン
が
後
か
ら
添
加
さ
れ
た
｡
新
潟
県
三
条
方
面
に

ハ
ヤ
シ
言
葉
が
あ
る
｡
｢
三
条
の
ガ
ン
は
食
え
な
い

ガ
ン
だ
｡
｣

2

も
一
つ
類
似
表
現
が
あ
る
｡

イ
イ
カ
二
　
(
良
い
よ
う
に
)
　
▲

エ
ー
ガ
こ
　
(
同
)
　
△

こ
れ
に
も
大
昔
に
前
例
が
あ
る
｡

お
も
し
ろ
き
野
を
ば
な
焼
き
そ
古
事
に
所
掌
ま

じ
り
生
ひ
は
生
ふ
る
ガ
二
　
(
万
葉
三
四
五
二

歌
)
見
ど
こ
ろ
の
あ
る
野
原
を
焼
い
て
-
れ

る
な
｡
古
事
に
ま
じ
っ
て
新
車
が
牛
え
る
左

ら
生
え
る
よ
う
に
｡
)

こ
れ
は
東
歌
で
､
大
昔
の
束
国
人
が
こ
の
よ
う
に

歌
っ
た
｡
そ
の
血
が
現
代
ま
で
流
れ
て
い
る
｡
逆
に

現
代
か
ら
古
代
を
保
証
し
て
も
い
い
｡
ガ
は
　
｢
物
｣

で
あ
る
と
共
に
､
｢
様
｣
　
｢
程
｣
　
｢
為
｣
　
｢
故
｣
を

意
味
す
る
.

わ
が
宿
の
夕
影
草
の
白
露
の
消
ぬ
が
に
も
と
を

忠
は
ゆ
る
か
も
(
万
葉
五
九
四
歌
　
登
女
郎
)

-
･
白
露
が
消
え
そ
う
な
ほ
ど
私
自
身
が
心

も
と
な
-
思
わ
れ
る
こ
と
よ
｡

こ
の
ガ
も
　
｢
様
｣
　
｢
程
｣
そ
の
も
の
で
あ
る
｡

ち
ょ
っ
と
補
言
す
る
｡
同
じ
ガ
二
が
二
つ
に
分
れ

る
｡
｢
革
の
生
ふ
る
ガ
二
｣
は
　
｢
単
が
生
え
る
よ
う

に
｣
｡
｢
白
露
の
消
ぬ
る
ガ
二
｣
を
ら
｢
白
露
そ
の

も
の
が
消
え
て
し
ま
う
よ
う
に
｣
｡
こ
れ
に
対
し
､

｢
白
露
の
消
ぬ
ガ
二
｣
は
'
｢
白
露
が
消
え
て
し
ま

う
と
い
う
よ
う
に
'
私
の
命
が
消
え
て
し
ま
い
そ
う

だ
｣
の
違
｡
ヌ
ガ
二
は
､
他
物
に
よ
っ
て
比
喩
し
て

い
る
｡
(
こ
の
こ
と
は
ま
だ
た
れ
に
も
知
ら
れ
て
い

な
い
｡
)

3

最
後
に
､
た
ま
た
ま
聞
き
得
た
と
こ
ろ
を
付
記
す

る
｡

ガ
(
種
､
ぐ
ら
い
)
　
｢
百
円
ガ
売
っ
て
く
れ
｣

南
安
曇
奈
川
村
黒
川
渡
　
○

今
か
ら
三
十
年
前
､
乗
鞍
岳
徳
の
黒
川
渡
を
調
査

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
柏
手
を
し
て
-
れ
た
の
は
斎

藤
善
一
翁
で
'
翁
は
当
時
七
十
歳
を
越
え
て
い
た
｡

足
か
け
二
日
の
聴
取
は
み
の
り
豊
か
だ
っ
た
｡
そ
の

一
つ
が
異
風
を
ガ
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
を
拙
著
｢
信
州

方
言
風
物
話
し
第
日
で
報
じ
た
｡
後
に
､
そ
れ
が
辞

典
に
採
録
さ
れ
た
｡
次
の
5
-
4
が
拙
著
に
与
え
ら
れ
た

記
号
で
あ
る
｡

ガ
　
程
度
･
分
量
な
ど
を
示
す
｡
｢
百
円
が
売

っ
て
-
れ
｣
長
野
県
南
安
曇
m
'
静
岡
県
榛

原
･
京
都
府
竹
野
･
神
戸
･
島
根
那
賀
･
愛

媛
･
高
知
(
小
学
館
日
本
国
語
大
辞
典
)

こ
の
ガ
は
　
｢
ガ
程
｣
　
｢
ガ
と
こ
｣
の
下
略
で
'
先

の
ガ
と
本
質
的
に
は
別
の
も
の
で
は
な
い
｡

(
上
田
女
子
短
大
教
授
)

博
物
館
だ
よ
り

石
沢
　
滝
尾
　
-
イ
ン
ド
の
古
寺
院
-

一
水
会
､
日
本
水
彩
画
会
､
慈
彩
会
の
各
会
員
で

当
館
美
術
部
門
の
嘱
託
員
で
も
あ
ら
れ
る
画
素
'
石

沢
清
先
生
の
個
展
が
東
京
で
開
か
れ
ま
す
｡
関
東
地

方
に
お
住
ま
い
の
読
者
の
皆
様
､
ぜ
ひ
お
で
か
け
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
｡

会
期
　
昭
和
6
1
年
3
月
2
4
日
㈲
～
2
9
日
㈲

会
場
　
資
生
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー
　
(
銀
座
8
丁
目
､

資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
ビ
ル
9
階
､
午
前
_
 
1
時

～
午
後
6
時
如
分
ま
で
)

皆
様
の
声
を
募
集
し
ま
す

本
誌
『
山
と
博
物
館
｣
は
皆
様
の
ご
愛
読
に
支
え

ら
れ
て
今
年
発
刊
3
 
1
年
目
を
迎
え
ま
し
た
｡
編
集
部

で
は
こ
れ
を
契
機
に
'
一
層
親
し
ま
れ
る
紙
面
を
願

っ
て
､
読
者
の
皆
様
の
没
書
を
幕
無
し
ま
す
｡
本
誌

内
容
に
関
す
る
意
見
､
質
問
'
要
望
は
も
と
よ
り
､

北
ア
ル
プ
ス
と
そ
の
東
麓
の
自
然
と
民
俗
､
登
山
に

関
す
る
ご
質
問
で
も
結
構
で
す
｡

4
0
0
字
前
後
を
目
安
に
編
集
部
苑
で
お
願
い
し

ま
す
｡
皆
様
の
　
〝
声
〟
に
は
紙
上
で
お
答
え
す
る
か
'

直
接
ご
返
事
さ
し
あ
げ
ま
す
｡

山

と

博

物

館

第

3
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号

一
九
八
六
年
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十
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所
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