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遠見尾根より唐松岳を望む　写真と文　和田　武次

私
が
カ
メ
ラ
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
ず
っ
と
以
前

で
す
が
､
風
景
写
真
に
カ
を
い
れ
る
よ
う
に
在
っ
た

の
は
ご
-
最
近
の
こ
と
､
あ
る
写
真
展
で
素
晴
ら
し

い
写
真
を
見
て
か
ら
で
す
｡
自
分
で
も
い
つ
か
､
あ

の
よ
う
を
感
動
を
与
え
る
す
ぼ
ら
し
い
写
真
を
掘
っ

て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

ま
た
､
今
ま
で
気
づ
か
を
か
っ
た
自
然
の
魅
力
､

こ
の
地
の
四
季
折
々
の
風
光
へ
朝
夕
の
淡
い
グ
ラ
デ

ー
シ
ョ
ン
の
美
し
き
を
､
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
覗
-
よ

う
に
な
っ
て
特
に
感
じ
て
い
ま
す
｡

北
ア
ル
プ
ス
の
山
麓
に
生
活
を
し
て
い
る
と
い
う

地
の
利
を
活
か
し
､
ま
た
'
良
き
先
輩
､
良
き
仲
間

と
共
に
'
こ
れ
か
ら
も
感
動
を
写
真
に
残
し
た
い
も

の
で
す
｡

写
真
は
遠
見
尾
根
よ
り
望
む
唐
松
岳
(
二
､
六
九

六
m
)
で
す
｡
北
ア
ル
プ
ス
の
中
で
は
､
大
町
市
か

ら
日
帰
り
で
き
る
私
の
好
き
を
山
の
一
つ
で
す
｡

夏
場
は
八
方
尾
根
か
ら
四
､
五
時
間
で
往
復
で
き

ま
す
｡

今
は
八
方
尾
根
の
黒
菱
平
ま
で
ゴ
ン
ド
ラ
と
リ
フ

ト
を
乗
り
継
い
で
行
け
る
た
め
か
､
中
高
年
の
登
山

者
が
目
立
ち
ま
す
｡

一
方
､
遠
見
尾
根
も
テ
レ
キ
ャ
ビ
ン
と
リ
フ
ト
で

一
瞬
の
う
ち
に
登
っ
て
し
ま
い
ま
す
｡

五
竜
岳
へ
の
登
山
路
で
あ
る
こ
の
尾
根
は
'
白
馬

三
山
､
大
黒
岳
､
五
竜
岳
等
々
が
眼
前
に
迫
る
三
六

〇
度
の
展
望
台
で
も
あ
り
ま
す
｡

今
年
は
梅
雨
が
長
か
っ
た
の
か
､
行
-
度
に
雨
に

降
ら
れ
ま
し
た
｡
曇
天
は
高
山
植
物
や
昆
虫
を
写
す

の
に
は
好
条
件
と
聞
い
て
い
た
の
で
'
花
や
昆
虫
を

写
し
な
が
ら
山
の
雲
の
動
-
の
を
長
い
時
間
待
ち
ま

し
た
が
へ
望
む
光
景
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

澄
み
き
っ
た
夏
の
青
空
が
待
ち
ど
ね
し
い
で
す
｡

と
こ
ろ
で
､
山
へ
行
く
度
に
気
づ
-
の
は
､
空
き

缶
や
ゴ
ミ
の
散
乱
で
す
｡

山
を
見
つ
め
る
一
人
と
し
て
､
人
為
的
を
環
塊
の

破
壊
は
進
め
た
-
な
い
｡

い
つ
ま
で
も
綺
麗
を
山
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
う

も
の
で
す
｡
　
　
　
　
(
北
安
曇
郡
松
川
村
在
住
)
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高瀬川水系

藷馨緩箋ザj

繭園田
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高瀬ダム湖

硫黄尾根

鴻俣IIiにかかる伊藤新道の吊り橋

大
町
の
河
川
①

高
瀬
川
あ
れ
こ
れ

榊

　

原

　

邦

　

夫

高
瀬
川

高
瀬
川
は
大
町
を
流
れ
る
一
番
長
い
河
川
で
､
一

級
河
川
信
濃
川
水
系
の
二
次
支
川
で
､
源
は
湯
供
用

と
水
俣
川
で
あ
る
｡

湯
供
用
は
上
流
部
で
ワ
リ
モ
沢
赤
沢
と
出
合
い
､

ま
た
硫
黄
尾
根
赤
岳
と
梅
沢
岳
の
中
程
か
ら
流
れ
出

る
硫
黄
沢
の
水
が
流
れ
込
ん
で
い
る
｡
源
流
部
は
三

保
蓮
華
岳
と
双
六
岳
の
麓
､
梅
沢
か
ら
流
れ
て
い
る
｡

水
俣
川
は
槍
ヶ
岳
に
続
-
北
鎌
尾
根
を
は
さ
む
か

た
ち
で
西
の
西
鎌
尾
根
を
源
流
と
す
る
千
丈
沢
と
'

東
の
東
鎌
尾
根
か
ら
天
上
沢
が
'
干
天
の
出
合
い
で

合
流
し
水
俣
川
と
在
り
､
晴
嵐
荘
の
近
く
で
湯
供
用

と
一
緒
に
を
り
高
瀬
川
と
な
る
｡
天
上
沢
は
北
鎌
尾

根
か
ら
槍
ヶ
岳
に
登
る
上
級
者
コ
ー
ス
と
し
て
登
山

者
に
広
-
知
ら
れ
て
い
る
｡

噴
渇
丘

七
倉
ダ
ム
か
ら
歩
い
て
高
瀬
ダ
ム
を
兄
を
が
ら
一

泊
コ
ー
ス
で
ゆ
っ
-
り
高
瀬
渓
谷
を
散
策
で
き
る
距

離
に
噴
湯
丘
が
あ
る
｡

高
瀬
ダ
ム
の
バ
ッ
ク
ウ
オ
ー
タ
ー
か
ら
歩
い
て
約

一
時
間
半
で
揚
俣
川
へ
水
俣
川
の
出
合
い
に
あ
る
山

高
｣
い
･
b
I
几

小
屋
晴
嵐
荘
に
着
-
｡
さ
ら
に
晴
嵐
荘
か
ら
十
分
の

所
､
湯
供
用
左
岸
に
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ

て
い
る
球
状
石
灰
石
と
噴
湯
丘
が
あ
る
｡

噴
湯
丘
と
は
温
泉
と
一
緒
に
噴
出
し
た
石
灰
石
が

固
ま
っ
た
も
の
で
､
今
は
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
二

メ
ー
ト
ル
五
十
セ
ン
チ
の
も
の
が
二
つ
あ
る
｡
昔
は

数
も
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
出
水
に
よ
っ
て
流
さ
れ
て

し
ま
っ
た
｡
今
も
湧
出
箇
所
が
川
床
に
近
い
た
め
､

出
水
の
時
に
は
流
出
の
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
｡
今

後
､
噴
湯
丘
を
保
存
す
る
た
め
の
対
策
が
望
ま
れ
る
｡

こ
れ
か
ら
の
大
町
の
発
展
の
た
め
に
も
高
瀬
の
素

晴
ら
し
い
景
観
と
温
泉
､
珍
し
い
噴
湯
丘
が
だ
い
じ

を
観
光
資
源
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
｡

標
高
二
千
三
百
メ
ー
ト
ル
に
住
む
原
種
の
岩
魚

湯
供
用
に
沿
っ
て
三
保
蓮
華
岳
に
登
る
登
山
道
伊

藤
新
道
は
､
今
は
吊
り
橋
が
全
て
壊
れ
て
使
用
不
可

能
で
あ
る
が
'
渇
水
期
に
は
出
合
い
か
ら
遡
上
す
る

こ
と
約
四
時
間
で
硫
黄
沢
の
出
合
い
に
着
く
｡

さ
ら
に
硫
黄
沢
と
の
出
合
い
か
ら
急
勾
配
に
な
る

揚
供
用
を
登
る
t
J
と
約
二
時
間
で
梅
沢
に
着
-
｡
梅

沢
は
上
流
部
で
は
標
高
二
千
三
百
メ
ー
ト
ル
に
達
し
､

そ
こ
に
は
大
町
で
一
番
高
い
所
に
住
む
ニ
ッ
コ
ウ
型

岩
魚
の
原
種
が
生
息
し
て
い
る
｡
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翻犬歯　大町市立副､学椴百年誌(旧常勤､学校)

(昭和二十五年十月二十三日調べ)

清水　西山　須沼下-　上-　泉　計

調査人員172人118人　99人102人147人116人754人

1学年　0人　4人　4人　7人　2人　6人　23人

2学年　8人　9人　5人　9人　8人　6人　45人

3学年17人10人10人　9人13人14人　73人

4学年　8人12人11人　9人15人　9人　64人

5学年　9人　9人　4人　7人　6人10人　45人

6学年　9人　8人12人　9人12人　7人　57人

計　　51人　52人　46人　50人　56人　52人307人

%　　29%　44%　46%　48%　38%　44%40.7%

当時水道水が無くで用の水で生活としていたところ斑状

歯が児童に発生し､これか原因にもなり水道問題が本格

的にな-)できた｡資料には上記のように記されている｡

硫
黄
沢
よ
り
上
流
に
生
息
し
て
い
る
岩
魚
は
節
用

の
岩
魚
に
比
べ
る
と
成
長
が
一
年
程
あ
そ
い
が
､
原

因
は
餌
と
在
る
水
生
昆
虫
が
少
を
い
か
ら
と
思
あ
れ

る
｡
こ
れ
か
ら
の
調
査
が
必
要
だ
｡

湯
侯
は
硫
黄
沢
の
出
合
い
よ
り
上
流
に
は
岩
魚
が

い
る
が
､
湯
候
､
水
俣
の
出
合
い
よ
り
硫
黄
沢
ま
で

の
本
川
に
は
岩
魚
の
生
息
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
｡
原
因
は
ペ
-
ハ
⊥
二
〇
～
二
･
五
と
い
う

硫
黄
沢
の
強
酸
性
の
水
の
影
響
の
よ
う
だ
｡

.

'

　

i

　

.

高
瀬
川
の
魚

高
瀬
ダ
ム
が
完
成
し
た
の
は
昭
和
五
十
三
年
､
湛

水
が
始
ま
っ
た
の
は
十
二
月
か
ら
で
あ
る
｡

そ
の
後
北
安
中
部
漁
協
が
ヤ
マ
メ
､
ア
マ
ゴ
､
イ

ワ

ナ

'

カ

ワ

マ

ス

'

ニ

ジ

マ

ス

へ

　

と

メ

マ

ス

､

ワ

カ

サ
ギ
､
ウ
グ
イ
'
コ
イ
等
を
放
流
し
た
が
へ
　
い
ま
は

ウ

ブ

イ

へ

イ

ワ

ナ

､

コ

ィ

､

ニ

ジ

マ

ス

等

が

よ

く

釣

れ
る
｡東

沢
は
取
水
堰
'
五
郎
沢
は
砂
防
堰
堤
ま
で
岩
魚

が
遡
上
す
る
が
､
不
動
沢
､
ニ
ゴ
リ
沢
は
川
床
が
ダ

ム
湖
の
水
面
よ
り
上
が
り
､
ま
た
沢
は
砂
と
小
石
ば

か
り
と
在
り
岩
魚
の
遡
上
に
は
不
適
を
沢
と
在
っ
て

し
ま
っ
た
｡

高
瀬
ダ
ム
上
流
左
岸
五
郎
沢
よ
り
上
の
本
流
に
は

魚
影
は
少
を
い
が
､
川
九
里
沢
等
の
支
流
に
は
岩
魚

が
遡
上
し
て
い
る
｡

ま
た
､
水
俣
用
の
千
丈
沢
天
上
沢
に
は
岩
魚
は
い

る
が
数
が
少
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
'
い
ま
だ
調

査
不
足
で
あ
る
｡

高
瀬
川
の
水

前
に
も
述
べ
た
が
へ
湯
供
用
上
流
の
硫
黄
沢
か
ら

流
れ
出
る
強
酸
性
の
水
と
､
晴
嵐
荘
よ
り
上
流
の
湯

俣
川
噴
揚
丘
辺
り
か
ら
流
入
す
る
温
泉
水
の
汚
染
と
､

高
瀬
川
汚
染
帯
と
言
わ
れ
る
花
コ
ウ
岩
か
ら
流
出
す

る
水
に
は
多
量
の
フ
ッ
素
が
含
ま
れ
て
い
る
｡

こ
の
影
響
に
つ
い
て
､
昭
和
二
十
五
年
十
月
二
十

三
日
､
常
盤
小
学
校
(
現
大
町
南
小
)
が
全
校
児
童

七
百
五
十
四
人
を
調
べ
た
と
こ
ろ
､
四
十
･
七
%
に

あ
た
る
三
百
七
人
の
児
童
に
斑
状
歯
が
発
生
し
て
い

た
(
南
中
百
年
誌
)
｡

ま
た
､
県
衛
生
部
と
大
町
保
健
所
が
調
べ
た
結
果
､

一
本
木
放
水
路
の
水
を
飲
用
し
て
い
た
住
民
の
五
十

二
･
二
%
､
和
田
川
沓
掛
用
水
路
の
水
を
飲
用
し
て

い
た
人
の
三
十
七
･
二
六
%
が
斑
状
歯
に
な
っ
て
い

た
事
が
わ
か
っ
た
｡

そ
の
原
因
と
し
て
`
国
立
公
衆
衛
生
院
洞
沢
勇
氏

が
県
衛
生
部
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
で
は
､
上
流
揚
供

用
で
〇
･
四
七
p
p
M
､
節
用
合
流
点
付
近
〇
･
四

五
～
〇
二
二
p
p
M
､
一
本
木
放
水
路
〇
･
八
p
p

M
､
沓
掛
用
水
中
部
放
水
路
〇
･
四
八
～
〇
･
四
七

p
p
M
､
そ
し
て
萬
温
泉
六
･
〇
p
p
M
と
多
丑
の

フ
ッ
素
が
含
ま
れ
て
い
る
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

報
告
し
て
い
る
｡

高
瀬
渓
谷
の
最
下
流
に
あ
る
建
設
省
大
町
ダ
ム
は
､

将
来
の
水
道
水
の
確
保
も
見
込
ん
で
作
ら
れ
た
多
目

的
ダ
ム
で
あ
り
高
瀬
広
域
水
道
企
業
団
も
発
足
し
て

い
る
｡

大
町
市
上
水
道
事
業
六
十
五
年
誌
に
よ
る
と
､
昭

和
二
十
六
年
五
目
か
ら
大
町
周
辺
水
道
調
査
委
員
会

が
厚
生
省
の
援
護
を
う
け
て
フ
ッ
素
除
去
調
査
を
四

年
に
わ
た
っ
て
ね
こ
在
っ
た
｡
こ
の
結
果
､
フ
ノ
素

の
含
有
址
の
許
容
限
度
を
〇
･
三
p
p
M
に
す
る
こ

と
､
除
去
に
要
す
る
費
用
は
､
浄
水
単
価
と
は
ぼ
同

額
の
費
用
が
必
要
と
し
て
い
る
｡

一
万
､
7
ソ
素
の
除
去
施
設
の
扱
い
方
も
問
題
で
､

こ
の
た
め
ダ
ム
下
流
に
お
い
て
貯
水
後
の
フ
ッ
素
含

有
址
の
追
跡
調
査
を
継
続
中
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
よ

る
と
こ
こ
数
年
来
､
厚
生
省
が
示
す
塞
準
値
〇
･
八

p
p
M
は
下
回
っ
て
い
る
が
'
除
去
施
設
の
謹
話
は
へ

か
在
り
至
難
を
こ
と
と
み
ら
れ
る
､
と
し
て
い
る
｡

山
紫
水
明
の
町
大
田
市
は
､
山
鳥
都
市
水
の
町
と

し
て
広
-
知
ら
れ
て
い
る
が
､
全
て
の
水
が
飲
用
に

適
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

(
大
町
市
在
住
)
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カモシカの毛皮

大正12年発行『毛皮年締』より

鰭物情と山

海
を
渡
っ
た
カ
モ
シ
カ
の
毛
皮

千

　

葉

　

彬

　

司

ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
は
日
本
の
本
州
､
四
国
･
九
州

に
し
か
生
息
し
て
い
な
い
こ
と
は
既
に
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

カ
モ
シ
カ
が
海
外
へ
渡
っ
た
の
は
最
近
の
事
の
よ

う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
､
実
は
明
治
時
代
に
海
外
へ

出
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
を
い
｡
日
本
動
物
園
水
族
館
協
会
の
小
森
厚
事

務
局
長
の
調
査
に
よ
る
と
､
明
治
十
二
年
に
梯
浜
の

ア
ダ
ム
ソ
ン
･
ベ
ル
保
険
会
社
の
ヘ
ン
リ
ー
･
J
･

S
･
プ
ラ
イ
ヤ
ー
氏
が
一
頭
の
オ
ス
の
カ
モ
シ
カ
を
'

ロ
ン
ド
ン
動
物
園
に
寄
贈
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
カ
モ
シ
カ
が
生
き
た
ま
ま
海
外
に
渡
っ
た

第
一
号
で
あ
る
｡
今
で
は
カ
モ
シ
カ
の
輸
送
に
は
た

い
て
い
航
空
機
が
利
用
さ
れ
て
い
る
が
'
当
時
は
海

士
を
船
で
輸
送
し
た
訳
で
あ
ろ
う
か
ら
､
海
上
の
長

旅
の
間
の
飼
育
管
理
は
か
な
り
大
変
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
と
田
3
,
7
｡

カ
モ
シ
カ
の
海
外
渡
航
の
記
録
は
そ
れ
か
ら
昭
和

四
十
八
年
ま
で
プ
ッ
ツ
リ
と
と
だ
え
る
｡
そ
し
て
海

外
渡
航
の
第
二
号
は
昭
和
四
十
八
年
の
中
国
北
京
動

物
園
に
贈
ら
れ
た
オ
ス
･
メ
ス
の
ひ
と
つ
が
い
で
あ

る
｡
こ
れ
は
日
中
国
交
回
復
を
記
念
し
て
中
国
か
ら

シ
ャ
イ
ア
ン
ト
パ
ン
ダ
が
日
本
に
贈
ら
れ
､
そ
の
返

礼
と
し
て
日
本
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

海
外
渡
航
第
二
号
の
カ
モ
シ
カ
が
､
大
町
山
岳
博

物
館
で
育
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
意
外
と
知

ら
れ
て
い
を
い
｡

そ
の
後
､
五
十
二
年
に
や
は
り
中
国
の
西
安
市
に
､

五
十
三
年
に
同
じ
く
北
京
動
物
園
に
､
五
十
七
年
に

油
揚
動
物
園
に
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ
が
い
が
贈
ら
れ
て

い
る
｡
中
国
以
外
に
は
五
十
一
年
に
ア
メ
リ
カ
の
ロ

ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
に
､
ま
た
'
五
十
二
年
と
五
十
五

年
に
同
国
の
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
動
物
園
に
贈
ら
れ
て
い

る
｡

一
方
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
方
面
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

シ
ュ
ン
ブ
ル
ン
動
物
園
に
五
十
九
年
と
六
十
年
に
贈

ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
海
外
渡
航
第
一
号
と
し
て
ロ

ン
ド
ン
動
物
園
に
カ
モ
シ
カ
が
贈
ら
れ
て
か
ら
再
び

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
る
ま
で
百
余
年
が
経
過
し
て
い
る
｡

続
い
て
六
十
一
年
に
は
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
動
物
園

に
贈
ら
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
海
外
に
渡
っ

た
カ
モ
シ
カ
の
数
は
そ
う
多
い
も
の
で
は
を
い
｡

カ
モ
シ
カ
の
生
息
地
で
あ
る
日
本
で
は
古
い
時
代

か
ら
狩
猟
の
対
象
と
さ
れ
､
毛
皮
は
保
温
性
な
ど
が

優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
敷
物
や
鞍
敷
､
ま
た
､
そ

の
毛
を
混
ぜ
て
毛
せ
ん
を
織
っ
た
り
､
冬
場
の
狩
猟

の
際
の
防
寒
用
の
手
袋
､
足
袋
､
み
の
'
背
負
い
袋
､

小
物
入
れ
を
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
活
用
さ
れ
て
き
て

い
る
｡こ

の
よ
う
に
毛
皮
と
し
て
優
れ
て
い
る
も
の
が
海

外
に
は
出
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
日
本
は
今

で
こ
そ
毛
皮
製
品
の
輸
入
国
と
し
て
品
数
も
豊
富
で
､

ミ
ン
ク
や
銀
ギ
ツ
ネ
､
グ
ロ
テ
ン
等
の
高
級
毛
皮
製

品
が
デ
パ
ー
ト
の
店
頭
を
飾
り
､
ご
婦
人
方
の
羨
望

の
ま
な
ざ
し
を
受
け
て
い
る
｡

し
か
し
､
毛
皮
輸
入
国
日
本
も
'
か
つ
て
は
か
在

り
の
蛭
の
毛
皮
の
輸
出
を
し
て
い
た
こ
と
を
残
さ
れ

た
記
録
が
物
語
っ
て
い
る
｡

大
正
十
二
年
に
発
行
さ
れ
た
『
毛
皮
年
報
』
　
に
は
､

明
治
二
十
年
代
の
毛
皮
貿
易
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
梯

浜
の
阿
部
商
店
が
'
明
治
二
十
年
か
ら
二
十
五
年
ま

で
の
六
年
間
に
外
国
商
館
に
売
り
渡
し
た
毛
皮
の
約

定
書
が
発
見
さ
れ
た
と
し
て
､
そ
の
写
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
｡
そ
の
を
か
の
一
枚
に
　
『
鴫
鹿
毛
皮
』
　
の
記

載
が
あ
る
｡

ま
た
､
こ
れ
ら
十
三
枚
の
約
定
書
に
載
っ
て
い
る

動
物
の
種
類
は
九
種
類
､
数
量
は
三
六
三
七
七
枚
に

の
ぼ
る
｡
こ
の
取
り
交
し
た
約
定
書
に
よ
る
と
､
売

り
渡
し
た
毛
皮
の
う
ち
最
も
枚
数
の
多
い
種
類
は
タ

ヌ
キ
の
三
三
七
九
二
枚
　
(
内
北
海
道
産
一
二
五
〇
〇

枚

)

､

次

い

で

テ

ン

'

イ

タ

チ

の

一

〇

一

六

枚

､

カ

ワ
ウ
ソ
二
〇
〇
枚
､
テ
ン
の
尻
尾
二
〇
〇
本
､
キ
ッ

ネ
二
六
枚
､
ア
ナ
ク
マ
'
リ
ス
が
そ
れ
ぞ
れ
一
六

枚
'
カ
モ
シ
カ
五
枚
の
順
で
あ
る
｡
今
で
は
絶
滅
状

態
に
あ
る
カ
ワ
ウ
ソ
の
毛
皮
が
こ
の
当
時
二
〇
〇
枚

も
輸
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
僅
か
五
枚
で
は
あ
る
が
カ
モ
シ
カ
の
毛
皮

が
明
治
時
代
に
海
外
へ
渡
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ

の
毛
皮
が
外
国
で
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
か
興
味

｢
鴨
鹿
毛
皮

一
､
狸
同
一
番

一
､
同
　
二
番

一
､
同
　
格
下

一
､
貌
　
毛
皮

一
､
狐
　
毛
皮

一

､

貌

　

皮

一

､

馳

　

皮

｢

木

　

鼠

〆
八
十
五
枚

請五
枚

十
枚

十
枚

十
枚

十
枚

十
枚

五
回

七
回
八
十
仙

六
回
八
十
仙

二
回
八
十
仙

四
囲
四
十
仙

十
回

十
枚
　
三
園
五
十
仙

十
枚
　
一
回
二
十
仙

十

枚

　

八

十

仙

代
金
四
十
二
回
三
十
仙

右
現
品
相
納
入
申
候
也

二
月
十
三
日

の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
知
る
よ
し
も
な
い
｡
こ
の

約
定
書
は
毛
皮
と
し
て
カ
モ
シ
カ
が
海
外
へ
出
た
､

最
も
古
い
記
録
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

た
た
こ
れ
ら
の
記
録
も
阿
部
商
店
に
残
さ
れ
て
い

た
外
国
商
館
と
の
約
定
書
が
十
三
通
の
み
で
あ
り
､

上
記
の
数
量
が
日
本
か
ら
外
国
に
売
り
渡
さ
れ
た
全

て
で
を
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
.

ち
な
み
に
､
価
格
の
方
を
見
る
と
､
一
番
値
段
の

高
い
の
は
カ
ワ
ウ
ソ
で
一
枚
四
円
七
十
銭
､
カ
モ
シ

カ
､
キ
ッ
ネ
は
一
円
で
あ
る
｡

終
り
に
貴
重
を
記
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
毛
皮

年
報
』
の
ご
提
供
を
い
た
だ
い
た
､
日
本
山
岳
会
の

松
田
雄
一
氏
に
お
礼
申
し
上
げ
る
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
　
館
長
)

山
と
博
物
館
第
3
6
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第
8
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九
九
一
年
八
月
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日
発
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