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狐
の
話

飯
島
喜
久
代

朝
､
犬
小
屋
の
近
-
へ
い
っ
て
み
る
と
､
雪
の
田
を
斜

め
に
横
切
っ
て
'
点
々
と
足
跡
が
つ
い
て
い
た
｡

ゆ
う
べ
､
ど
こ
か
の
犬
が
放
れ
て
来
て
い
た
の
だ
｡
そ

れ
で
､
あ
ん
な
に
犬
が
吠
え
て
い
た
の
だ
と
思
っ
て
い
た

ら
､
あ
＼
　
あ
れ
は
狐
の
足
跡
だ
と
男
が
い
っ
た
｡
足
と

足
の
間
に
､
ツ
ー
ツ
ツ
ー
ツ
と
い
う
よ
う
な
ツ
メ
の
跡
が

つ
い
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
｡

湯
屋
あ
が
り
め
を
と
狐
の
舞
い
通
る
　
さ
き
ゑ

こ
れ
は
､
わ
が
姑
の
句
で
あ
る
が
､
一
昔
前
ま
で
は
､

風
呂
場
の
窓
か
ら
東
山
の
狐
が
や
っ
て
来
る
の
が
み
え
た

と
い
う
｡
キ
ヤ
ー
ン
と
が
ん
高
い
声
で
な
く
の
が
聞
こ
え

た
と
い
う
｡

狐
と
日
傘
の
昔
話
も
'
私
は
こ
の
二
人
か
ら
聞
い
た
｡

あ
る
家
の
縁
側
に
男
が
二
人
座
っ
て
い
た
ら
､
日
傘
が

く
る
く
る
回
り
な
が
ら
や
っ
て
き
て
､
二
人
の
前
で
止
ま

っ
た
と
い
う
｡
風
も
な
い
の
に
お
か
し
な
事
だ
｡
さ
て
は

狐
の
や
つ
め
が
悪
戯
を
し
に
や
っ
て
き
た
に
違
い
な
い
｡

せ
っ
た
い
化
か
さ
れ
て
な
る
も
の
か
と
､
二
人
は
蛇
の
目

日
傘
の
目
の
所
を
じ
い
っ
と
に
ら
み
つ
け
て
い
た
｡
す
る

と
､
し
ば
ら
く
し
て
家
人
に
声
を
か
け
ら
れ
た
｡
い
っ
た

い
､
馬
の
尻
な
ど
の
ぞ
き
込
ん
で
何
を
し
て
い
る
の
か
と

い
う
｡

二
人
が
､
は
っ
と
我
九
に
返
る
と
､
目
の
前
に
あ
っ
た

の
は
'
日
傘
の
目
で
は
な
く
､
馬
の
尻
の
穴
だ
っ
た
と
い

う
わ
け
だ
｡

お
そ
ら
く
'
全
国
の
い
た
る
所
へ
　
狐
や
狸
が
出
没
し
て

い
た
所
に
は
､
同
じ
よ
う
な
類
型
の
話
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
｡
彼
ら
の
棲
み
家
で
あ
っ
た
森
や
林
が
な
-
な
る
と
と

も
に
へ
　
人
間
が
狐
に
化
か
さ
れ
る
事
も
'
と
ん
と
塊
-
な

っ
た
よ
う
だ
｡

蛇
も
排
水
口
か
ら
顔
を
出
し
た
と
い
う
'
か
つ
て
の
我

が
家
の
風
呂
場
を
私
は
知
ら
な
い
の
だ
が
､
何
と
か
一
度
'

月
あ
が
り
の
中
に
た
た
ず
む
狐
の
姿
を
見
た
い
も
の
だ
と

殴
っ
て
い
る
｡

こ
ん
な
に
文
明
の
進
ん
だ
世
の
中
で
も
､
人
面
犬
や
口

裂
け
女
が
出
没
す
る
事
が
あ
る
の
だ
か
ら
､
あ
る
い
は
'

今
で
も
狐
は
人
を
化
か
す
力
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な

い
｡
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図-1　秋吉台の草原

館物豪
等
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ど山

草
原
を
守
る

は
じ
め
に

草
原
の
中
上
∵
立
っ
て
､
自
然
と
対
話
す
る
の
は
心

地
い
い
　
小
鳥
た
ち
の
さ
え
ず
り
へ
　
キ
リ
ギ
リ
ス
や

マ
ツ
ム
シ
の
鳴
声
､
草
の
色
の
多
彩
さ
､
そ
し
て
草

原
に
か
か
る
虹
や
霜
の
シ
ョ
ー
な
ど
､
私
た
ち
の
心

を
和
ま
せ
る
も
の
ば
か
り
だ

も
と
も
と
へ
　
日
本
に
は
草
原
は
少
な
い
　
草
原
の

多
-
は
人
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
二
弥
生
時
代

に
始
ま
っ
た
農
業
は
､
生
産
を
高
め
る
た
め
に
､
岨

科
を
硬
う
よ
う
に
な
っ
た
｢
　
こ
の
胴
料
に
は
草
が

番
だ
っ
た
-
人
々
は
､
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
山

を
草
原
に
変
え
'
い
わ
ゆ
る
草
文
化
を
お
こ
し
た
､

も
ち
ろ
ん
大
規
模
な
共
同
採
草
地
も
で
き
た
　
西
日

本
に
残
っ
た
阿
蘇
山
や
久
住
山
､
秋
吉
台
な
ど
の
草

原
は
こ
う
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
ー

こ
の
草
原
は
､
野
焼
き
　
(
山
焼
き
)
　
に
よ
っ
て
維

持
さ
れ
た
-
-
広
い
草
原
を
焼
く
た
め
に
､
た
く
さ
ん

の
人
々
が
出
役
し
'
長
老
が
巧
み
に
指
揮
を
と
っ
た
-

こ
の
事
棟
が
､
こ
こ
四
十
年
来
ど
ん
ど
ん
姿
を
消
し

て
い
る
.
農
業
に
は
､
草
よ
り
化
学
肥
料
が
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

最
近
､
｢
草
原
を
守
れ
｣
と
い
う
声
を
補
整
に
聞

}

一

六

}

(

)

八

-
よ
う
に
な
っ
た
.
.
中
国
山
地
の
二
瓶
山
で
は
､
放

牧
牛
の
減
少
か
ら
草
原
が
狭
く
な
り
､
草
原
の
回
複

を
か
け
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
た
｡
ま
た
'
久

住
山
で
も
'
荒
れ
て
ゆ
-
草
原
を
惜
し
み
､
町
民
に

よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
聞
か
れ
た
｡
考
え
て
み
る
と
､

田
圃
風
景
や
豊
山
'
草
原
な
ど
は
'
も
う
千
年
以
上

の
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
日
本
人
の
心
を
育
ん
で
き

た
景
観
で
あ
る
〕
　
こ
の
文
化
と
も
い
え
る
風
景
が
消

滅
し
か
け
て
い
る
｡
だ
か
ら
､
心
あ
る
人
々
の
中
に

は
草
原
を
残
す
た
め
に
今
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
焦
り
が
あ
る
し

鹿

　

本

　

　

　

正

私
の
住
ん
で
い
る
秋
吉
台
で
も
､
広
大
な
草
原
が

ピ
ン
チ
に
な
っ
て
い
る
っ
草
原
を
維
持
す
る
た
め
の

山
焼
き
が
､
参
加
者
の
減
少
で
困
難
に
な
っ
て
き
た

か
ら
で
あ
る
十
二
｣
こ
で
は
､
草
原
の
維
持
運
動
が
ど

ん
な
背
景
の
中
で
起
こ
り
､
ど
ん
な
迂
味
を
持
つ
も

の
な
の
か
､
秋
吉
台
を
例
に
考
､
え
て
み
た
い
｡
ノ

秋
吉
台
の
山
焼
き
問
題

山
口
県
の
秋
吉
台
は
'
カ
ル
ス
ト
地
彬
の
見
ら
れ

る
草
原
と
し
て
名
高
い
｡
見
渡
す
か
ぎ
り
の
草
原
の

中
に
石
灰
若
の
柱
が
露
出
し
て
､
み
ご
と
な
カ
レ
ン

フ
ェ
ル
ト
を
つ
く
っ
て
い
る
､
ま
た
'
月
の
ク
レ
ー

タ
の
よ
う
な
凹
地
が
列
に
な
り
､
あ
る
い
は
群
れ
と

な
り
､
風
変
わ
り
な
景
観
を
見
せ
て
く
れ
る
.
.
)
　
こ
の

草
原
は
地
域
の
大
々
の
行
う
山
焼
き
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
て
き
た
ー

最
近
､
こ
の
秋
吉
台
で
､
山
焼
き
を
め
ぐ
っ
て
大

き
な
問
題
が
起
こ
っ
た
｡
こ
と
の
発
覇
は
'
山
焼
き

の
醤
偶
に
あ
た
る
　
｢
火
道
切
り
　
(
防
火
帯
づ
-

り
)
｣
を
し
て
い
た
老
人
が
隣
の
人
の
草
刈
り
機
で

大
怪
我
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
｡
こ
の
人

に
は
多
量
の
出
血
が
あ
っ
た
の
で
､
村
人
は
彼
を
抱

え
て
一
時
間
も
か
か
る
山
道
を
走
り
抜
き
'
病
院
に

運
ん
だ
｡
何
と
か
命
ほ
と
り
と
め
た
が
､
そ
の
シ
ョ

ノ
タ
は
多
-
の
人
に
伝
わ
り
､
｢
も
う
火
道
切
り
や

山
焼
き
に
は
参
加
し
た
-
な
い
｣
と
云
い
た
す
人
が

た
-
さ
ん
出
て
き
た
｡
不
幸
に
も
､
こ
の
事
件
は
農

家
の
人
々
の
不
満
の
発
火
剤
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

よ
-
考
え
て
み
れ
ば
､
現
在
の
農
業
は
そ
れ
ほ
ど
草

を
必
要
と
し
な
い
｡
そ
れ
よ
り
も
'
秋
吉
台
は
観
光

地
化
し
､
多
-
の
観
光
客
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

ま
た
､
自
然
を
楽
し
む
人
々
の
教
育
の
場
と
し
て
利

用
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
､
こ

れ
ま
で
の
よ
う
な
採
草
権
を
持
っ
た
人
々
だ
け
で
'

山
焼
き
を
す
る
の
ほ
不
合
理
な
よ
う
に
も
思
え
る
｡

火
道
切
り
と
山
焼
き

と
こ
ろ
で
山
焼
き
は
ど
の
よ
う
な
手
順
で
行
わ
れ

る
の
だ
ろ
う
｡
以
前
､
草
刈
り
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
に

は
､
山
焼
き
は
簡
単
だ
っ
た
｡
一
年
に
何
回
も
草
を

刈
っ
て
い
た
頃
に
は
草
丈
も
低
く
､
草
原
は
簡
単
に

焼
け
た
∩
-
と
こ
ろ
が
革
を
刈
ら
な
く
な
っ
た
現
在
'

草
丈
は
高
-
な
り
､
草
は
よ
く
燃
え
る
よ
う
に
な
っ

た
｡
も
う
十
五
年
ぐ
ら
い
前
の
こ
と
だ
が
､
福
岡
県

の
平
尾
台
で
､
山
焼
き
中
に
消
防
士
が
焼
死
す
る
と

い
う
事
故
が
起
こ
っ
た
∩
-
平
尾
台
で
は
､
こ
の
事
件

を
き
っ
か
け
に
山
焼
き
を
中
止
し
た
｡
と
こ
ろ
が
数

年
後
､
草
原
は
ヤ
ブ
に
な
り
'
絶
え
ず
火
災
が
発
生

し
た
.
.
観
光
客
の
捨
て
た
タ
バ
コ
が
原
因
だ
っ
た
｡

た
ま
り
か
ね
た
北
九
州
市
は
､
再
び
山
焼
き
を
始
め

る
よ
う
に
な
っ
た
｡

秋
芳
町
と
美
東
町
は
､
事
故
の
起
こ
ら
な
い
山
焼

き
の
実
現
を
め
ざ
し
､
｢
秋
吉
台
山
焼
き
対
策
協
議

会
｣
と
い
う
組
織
を
作
り
､
消
防
署
や
警
察
署
の
協

力
を
得
て
'
万
全
の
策
を
と
り
な
が
ら
山
を
焼
く
と

い
う
体
制
を
整
え
た
｡

秋
吉
台
で
は
､
年
末
か
ら
二
月
は
じ
め
に
か
け
て

｢
火
道
切
り
｣
が
行
わ
れ
る
{
÷
｣
の
火
道
切
り
は
､

昔
か
ら
決
め
ら
れ
た
憤
胃
に
従
っ
て
､
そ
れ
ぞ
れ
地

区
こ
と
に
定
め
ら
れ
た
持
ち
揚
を
幅
五
-
ヒ
メ
ー
ト

ル
の
帯
状
に
草
を
刈
る
)
　
こ
れ
は
防
火
帯
の
役
割
を

は
た
す
｡
秋
吉
台
の
山
焼
き
の
面
積
は
約
.
五
〇
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
で
'
そ
れ
を
取
り
囲
む
火
道
の
長
さ
は

約
十
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
違
す
る
∩
÷
｣
の
火
道
切
り

の
作
業
に
は
毎
年
六
〇
〇
名
の
農
家
の
人
々
が
晋
か

ら
の
し
き
た
り
に
し
た
が
っ
て
作
業
を
す
る
∩
-

火
道
切
り
の
作
業
が
羅
わ
る
と
､
山
焼
き
の
実
施

と
な
る
｡
山
焼
き
の
日
は
､
例
年
二
月
の
第
.
二
日
曜

日
に
決
め
ら
れ
て
い
る
.
山
焼
き
の
実
施
の
最
終
決

定
の
当
日
は
早
朝
六
時
に
'
秋
吉
台
上
で
決
め
ら
れ

る
.
秋
芳
､
美
東
の
両
町
の
町
長
､
助
役
､
消
防
圃

長
な
ど
対
策
協
議
会
の
､
上
要
メ
ン
バ
ー
が
秋
吉
台
上

の
秋
吉
台
科
掌
博
物
館
に
集
合
し
､
草
の
韓
燥
状
憩

や
天
候
､
風
の
状
態
を
見
て
､
山
焼
き
の
実
施
を
決

め
る
"
り
山
焼
き
の
決
行
が
決
ま
る
と
､
た
だ
ち
に
町

民
や
報
道
関
係
者
な
ど
関
係
方
面
に
連
絡
が
と
ら
れ

る
｡
山
焼
き
の
火
入
れ
に
参
加
す
る
者
は
､
午
前
九

時
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
に
つ
-
J
地
区
に
よ

っ
て
は
秋
吉
台
上
の
持
ち
場
に
行
-
の
に
急
な
山
道

を
.
時
間
も
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
各
地
域
の

持
ち
場
に
は
本
部
か
ら
の
連
絡
員
'
消
防
団
員
が
配

陛
さ
れ
て
い
る
｡
連
絡
員
は
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
に
よ

り
本
部
か
ら
伝
え
ら
れ
る
指
示
を
地
区
民
に
伝
え
る
｡

『
い
の
ぅ

消
防
団
貝
は
､
方
.
の
火
災
に
備
え
て
'
水
嚢
を
持

ち
待
機
す
る
｡

午
前
九
時
に
､
煙
火
を
合
図
に
火
は
入
れ
ら
れ
る
｡

こ
の
火
入
れ
は
長
年
の
経
験
を
積
ん
だ
長
老
が
指
揮

を
す
る
｡
長
老
は
地
形
に
よ
り
わ
ず
か
な
風
向
き
の

違
い
を
読
ん
で
､
正
し
く
火
を
入
れ
て
ゆ
く
｡
こ
の

火
入
れ
に
参
加
す
る
人
は
毎
年
.
〇
〇
〇
人
　
(
平
成

六
年
度
は
九
八
六
人
)
　
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
山
焼

き
は
た
-
さ
ん
の
人
々
の
一
糸
乱
れ
ぬ
共
同
作
業
に

よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
｡

山
焼
き
の
見
学
者
も
多
い
の
で
､
事
故
に
な
ら
な

い
よ
う
見
学
場
所
を
定
め
て
い
る
｡
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図-3秋吉台の山焼き

館物悼と

草
原
維
持
の
た
め
の
対
策

山
焼
き
に
参
加
し
た
-
な
い
と
い
う
人
々
の
増
加

を
反
映
し
て
､
秋
芳
町
∴
美
東
町
の
議
会
で
も
､
こ

の
間
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
｡
そ
の
結
果
､
秋
芳
町

お
よ
び
美
東
町
で
は
､
山
焼
き
を
中
心
に
秋
吉
台
の

諸
問
題
を
考
え
面
す
｢
秋
吉
台
問
題
特
別
委
員
会
｣

が
で
き
た
｡
こ
の
委
員
会
で
は
､
福
岡
県
の
平
尾
台

で
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
山
焼
き
が
行
わ
れ
､
草
原

が
維
持
さ
れ
て
き
た
か
を
実
地
視
察
を
し
た
り
'
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
山
焼
き
の
方
法
を
議
論
し
て
､

山
焼
き
問
題
を
深
-
考
え
た
〔
-
ま
た
秋
芳
町
の
特
別

委
員
会
と
美
東
町
の
特
別
委
員
会
が
合
同
の
会
議
を

持
ち
､
理
解
を
深
め
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
｡
そ
の
結

果
､
こ
れ
か
ら
将
来
に
わ
た
り
秋
吉
台
の
草
原
を
維

持
す
る
た
め
に
は
､
ど
う
し
て
も
山
口
県
の
支
援
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
出
た
｡
そ
こ
で
秋
芳
町

お
よ
び
美
東
町
議
会
は
山
口
県
知
事
に
陳
情
書
を
出

し
た
｡
そ
の
内
容
は
､
地
区
民
の
山
焼
き
の
労
力
を

軽
減
す
る
た
め
に
､
小
地
区
か
ら
山
焼
き
の
現
場
に

適
ず
る
作
業
道
を
整
備
す
る
こ
と
､
㈲
｢
火
道
切

り
｣
の
作
業
を
軽
減
す
る
た
め
に
､
恒
久
的
な
防
火

帯
を
設
置
す
る
こ
と
'
㈲
山
焼
き
に
か
か
る
経
費
を

一
部
援
助
し
て
ほ
し
い
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た

秋
吉
台
国
定
公
園
を
管
理
し
て
い
る
山
口
県
は
､

こ
の
陳
情
を
受
け
て
､
｢
秋
吉
台
山
焼
き
対
策
検
討

協
議
会
｣
を
組
織
し
､
委
員
に
は
地
元
採
草
櫛
者

(
実
際
に
山
焼
き
に
従
事
す
る
人
)
　
の
代
表
､
学
識

経
験
者
､
自
然
保
護
団
体
の
代
表
､
マ
ス
コ
ミ
代
表
､

山
口
県
代
表
､
地
元
町
民
代
表
な
ど
二
十
五
名
を
委

嘱
し
て
一
年
間
に
わ
た
り
協
議
を
し
た
｡

山
焼
き
に
従
事
し
て
い
る
人
々
か
ら
は
､
火
道
を

切
っ
た
り
'
火
入
れ
を
す
る
の
に
､
山
の
急
斜
面
を

重
い
荷
物
を
背
負
っ
て
.
時
間
も
歩
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
現
状
が
披
露
さ
れ
､
軽
ト
ラ
ッ
ク
が

通
れ
る
よ
う
な
作
業
道
が
欲
し
い
と
い
う
要
望
が
出

さ
れ
た
｡
多
く
の
委
員
は
国
定
公
園
の
中
な
の
で
､

景
観
を
破
壊
し
な
い
範
囲
で
作
業
道
を
つ
-
る
こ
と

に
賛
同
し
た
｡
ま
た
､
地
元
の
人
々
は
'
幅
舌
か
ら

.
〇
メ
ー
ト
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
づ
-
り
の
防
火
帯

が
必
要
で
あ
る
と
い
､
つ
主
張
を
し
た
｡
こ
れ
に
対
し

て
､
自
然
保
護
団
体
や
学
識
経
験
者
は
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
防
火
帯
が
秋
吉
台
の
草
原
を
ハ
チ
マ
キ
状
に
取

り
囲
ん
だ
の
で
は
､
秋
吉
台
の
景
観
を
著
し
く
壊
す

こ
と
に
な
る
と
い
う
理
由
で
反
対
意
見
を
出
し
た
｡

激
し
い
議
論
の
末
'
秋
吉
台
に
ふ
さ
わ
し
い
防
火
帯
､

例
え
ば
シ
バ
な
ど
草
丈
の
低
い
植
生
の
帯
を
つ
く
る

こ
と
を
実
験
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
｡
山
焼
き
は
た

く
さ
ん
の
人
々
の
協
力
で
実
施
す
る
の
で
､
そ
れ
に

か
か
る
費
用
も
か
さ
む
｡
山
口
県
は
､
国
定
公
園
の

管
理
を
行
っ
て
い
る
の
で
利
用
者
負
担
の
原
則
か
ら
､

応
分
の
経
済
的
負
担
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
論

じ
ら
れ
た
｡
山
焼
き
は
､
今
ま
で
ど
お
り
秋
芳
町
や

美
東
町
の
採
草
梅
を
持
つ
農
家
の
人
々
が
中
心
に
な

っ
て
実
施
し
､
こ
れ
を
県
が
支
援
し
て
ゆ
-
と
の
結

論
が
出
さ
れ
た
｡

防
火
帯
づ
く
り
の
実
験
お
よ
び
作
業
道
の
建
設

秋
吉
台
山
焼
き
対
策
検
討
協
議
会
で
.
番
議
論
の

集
中
し
た
恒
久
的
な
防
火
帯
づ
-
り
の
実
験
は
､
平

成
七
年
度
か
ら
始
め
ら
れ
た
｡
ま
ず
､
秋
吉
台
上
の

植
生
を
観
察
し
て
ゆ
-
と
､
キ
ャ
ン
プ
場
な
ど
何
年

間
も
丁
寧
に
草
刈
り
が
続
け
ら
れ
､
人
に
よ
り
踏
み

つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
こ
の
植
生
は
シ
バ
や

チ
ガ
ヤ
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
｡
シ
バ
は
草
丈
も
低
く
防
火
帯
と
し
て
最
適
で
あ

る
｡
そ
こ
で
､
草
を
刈
り
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
植
生

を
ネ
ザ
サ
か
ら
シ
バ
へ
変
え
る
実
験
研
究
が
始
ま
っ

た
｡
秋
吉
台
の
草
原
の
中
に
'
一
言
-
ト
ル
四
方
の

方
形
区
が
設
け
ら
れ
､
春
か
ら
夏
に
か
け
て
何
回
草

の
刈
取
り
を
す
れ
ば
植
生
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
､
ま
た
シ
バ
の
導
入
の
方
法
が
研
究
テ
ー
マ
に
な

っ
て
い
る
(
一

県
民
の
中
に
は
'
秋
吉
台
の
火
道
切
り
を
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
手
伝
い
た
い
と
い
う
人
も
出
て
き
た
｡
秋

吉
台
の
草
原
を
何
と
か
し
て
残
し
た
い
と
考
え
る
人

た
ち
で
あ
る
｡
彼
等
は
毎
年
秋
吉
台
に
や
っ
て
来
て

防
火
帯
づ
-
り
を
手
伝
っ
て
い
る
∩
"
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
､
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
輪
は
大
き
な
広
が
り
を

見
せ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

ま
た
､
作
業
道
に
つ
い
て
も
､
ル
ー
ト
の
探
索
が

始
ま
っ
た
｡
急
な
斜
面
を
､
地
形
や
景
観
を
壊
す
こ

と
な
く
作
業
道
を
建
設
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難

で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
困
難
な
な
か
で
'
秋
芳
町

で
三
ル
ー
ト
､
美
東
町
で
二
ル
ー
ト
の
コ
ー
ス
の
操
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素
が
絡
ま
っ
た
｡

山
焼
き
に
見
ら
れ
る
社
会
変
化

こ
の
.
連
の
議
論
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
山
焼

き
問
題
は
社
会
､
特
に
農
薬
を
め
ぐ
る
著
し
い
変
化

の
な
か
で
､
人
々
が
適
応
し
て
ゆ
く
過
程
に
起
こ
る

問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
古

く
か
ら
､
農
薬
は
草
と
石
庚
を
最
大
限
に
利
用
す
る

と
い
う
方
法
で
､
十
を
つ
-
り
､
そ
の
う
え
で
農
作

物
の
生
産
量
を
高
め
て
き
た
｡
し
た
が
っ
て
秋
吉
台

の
草
は
こ
の
地
域
の
農
家
の
命
で
あ
り
､
採
草
権
は

手
放
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
権
利
で
あ
っ
た
｡

し
た
が
っ
て
､
採
草
権
を
持
つ
者
は
'
先
祖
代
々
秋

吉
台
の
山
焼
き
を
主
導
的
に
行
っ
て
き
た
｡

秋
吉
台
の
山
焼
き
の
始
ま
り
は
､
ど
ん
な
に
短
く

見
積
も
っ
て
も
中
世
の
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡
江

戸
時
代
に
は
草
刈
り
は
盛
ん
で
､
秋
吉
台
は
大
草
原

に
な
っ
て
い
た
｡
そ
れ
か
ら
数
百
年
間
､
秋
吉
台
の

山
焼
き
は
続
け
ら
れ
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
近
年
､
農

業
の
あ
り
方
が
変
わ
り
､
草
を
利
用
す
る
人
は
少
な

く
な
っ
た
｡
た
と
え
革
を
刈
る
人
が
い
て
も
､
昔
か

ら
の
採
草
権
を
持
つ
人
で
な
-
､
ナ
シ
な
ど
高
級
果

樹
生
産
者
で
あ
り
､
変
化
し
て
い
る
｡

ま
た
､
秋
吉
台
の
草
原
の
利
用
は
､
こ
こ
四
十
年

の
間
に
農
業
か
ら
観
光
･
文
化
的
な
利
用
へ
と
大
転

換
し
て
き
た
｡
年
間
一
五
〇
万
人
以
上
も
の
観
光
客

が
秋
吉
台
の
草
原
を
訪
れ
て
､
そ
の
自
然
の
素
晴
ら

し
さ
に
感
動
し
､
多
く
の
も
の
を
学
ん
で
い
る
｡
ま

た
､
全
国
か
ら
こ
こ
を
訪
れ
る
自
然
愛
好
家
､
自
然

学
習
者
は
環
境
教
育
の
場
と
し
て
大
い
に
利
用
し
て

い
る
｡
つ
ま
り
､
秋
吉
台
は
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ

て
お
り
､
こ
の
公
園
利
用
者
は
増
大
を
続
け
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
最
近
草
原
は
学
術
的
価
値
高
い
自
然

と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
｡
秋
吉
台

の
草
原
は
､
ネ
サ
サ
､
ハ
ギ
､
ス
ス
キ
が
主
体
と
な

っ
て
い
る
ネ
ザ
サ
型
草
原
で
､
極
相
に
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
草
原
に
は
興
味
深
い
植
物
が
多
-
生
育
し
て
い

る
｡
例
え
ば
環
墳
庁
が
指
定
し
た
絶
滅
の
危
機
に
瀕

し
た
オ
キ
ナ
グ
サ
や
ム
ラ
サ
キ
な
ど
の
植
物
が
少
な

-
な
い
｡
ま
た
､
こ
の
草
原
に
は
､
興
味
深
い
動
物

も
多
く
生
息
し
て
い
る
｡
セ
ッ
カ
や
ヒ
バ
リ
な
ど
の

野
鳥
や
多
-
の
バ
ッ
タ
類
､
草
原
性
の
蝶
類
な
ど
も

多
い
｡
彼
ら
は
こ
の
草
原
に
す
が
っ
て
生
き
る
動
物

た
ち
で
あ
る
｡

沼
田
真
氏
は
'
日
本
の
草
原
の
学
術
的
価
値
は
極

相
の
自
然
林
と
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
｡
学
術
的
価
値
高
い
日
本
の
草
原
は
､

今
急
激
に
姿
を
消
し
っ
つ
あ
る
｡
日
本
の
歴
史
の
中

で
､
農
薬
を
と
お
し
て
生
れ
て
き
た
草
原
を
絶
滅
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
｡
環
境
庁
は
こ
の
日
本
の

草
原
維
持
の
た
め
､
適
切
な
施
策
を
う
つ
必
要
が
あ

る
と
思
う
｡
絶
滅
の
危
機
に
あ
る
草
原
を
救
う
た
め

に
､
｢
絶
滅
の
危
機
に
沸
し
た
景
観
｣
と
し
て
草
原

の
生
態
系
を
そ
の
ま
ま
保
全
す
る
対
策
を
た
て
て
ほ

し
い
｡
　
　
　
　
　
　
(
秋
吉
台
科
学
博
物
館
館
長
)

博
物
館
だ
よ
り

博
物
館
で
イ
ヌ
ワ
シ
を
飼
育
し
て
い
ま
す

こ
の
イ
ヌ
ワ
シ
は
平
成
六
年
七
月
十
二
日
大
町
市

内
の
路
上
で
衰
弱
し
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を

保
護
さ
れ
ま
し
た
｡

ま
だ
巣
立
ち
直
後
の
イ
ヌ
ワ
シ
で
､
与
え
た
馬
肉

を
八
〇
〇
グ
ラ
ム
も
食
べ
た
こ
と
か
ら
'
か
な
り
の

時
間
餌
を
食
べ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

し
た
｡体

力
が
回
復
し
た
七
月
下
旬
､
保
護
さ
れ
た
付
近

の
見
通
し
の
良
い
場
所
で
野
生
へ
の
放
鳥
を
試
み
ま

し
た
が
へ
　
親
鳥
と
の
接
触
が
で
き
ず
､
さ
ら
に
右
脚

に
ケ
ガ
を
し
た
た
め
再
度
保
護
し
治
療
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
｡

イ
ヌ
ワ
シ
は
一
月
-
二
月
こ
ろ
に
産
卵
を
し
ま
す
｡

三
月
に
は
ヒ
ナ
が
か
え
り
､
七
月
こ
ろ
幼
鳥
は
巣
立

ち
を
し
ま
す
｡
巣
を
離
れ
て
も
十
一
月
こ
ろ
ま
で
は
､

親
鳥
か
ら
飛
翔
や
捕
食
な
ど
の
訓
練
を
受
け
よ
う
や

く
一
人
立
ち
し
ま
す
｡

こ
の
イ
ヌ
ワ
シ
の
ケ
ガ
が
完
治
し
た
の
は
十
一
月

に
入
っ
て
か
ら
で
'
親
か
ら
飛
行
や
狩
り
の
仕
方
を

教
え
て
も
ら
う
時
期
を
の
が
し
て
し
ま
い
､
野
生
へ

か
え
し
て
も
生
き
て
い
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
ま
し
た
｡

イ
ヌ
ワ
シ
は
日
本
の
山
地
帯
に
お
け
る
生
態
系
の

数
は
多
-
あ
り
ま
せ
ん
が
､
現
在
日
本
に
生
息
す
る

数
は
わ
ず
か
三
〇
〇
羽
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
.

九
六
五
年
に
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
ま
し
た

が
､
絶
滅
の
危
機
に
あ
り
へ
　
環
境
庁
の
レ
ッ
ド
デ
ー

タ
ブ
ッ
ク
で
は
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
｡

完
治
後
の
イ
ヌ
ワ
シ
の
飼
育
に
つ
い
て
は
､
国
や

県
な
ど
の
各
機
関
と
協
議
し
た
結
果
へ
　
山
岳
博
物
館

は
過
去
に
も
イ
ヌ
ワ
シ
の
飼
育
経
験
が
あ
る
こ
と
か

ら
､
飼
育
を
続
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
｡

新
し
-
建
設
さ
れ
た
飼
育
舎
は
高
さ
八
･
五
メ
ー

ト
ル
､
幅
約
六
メ
ー
ト
ル
､
奥
行
き
約
十
五
メ
ー
ト

ル
で
二
つ
の
部
屋
か
ら
な
り
､
将
来
繁
殖
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
高
さ
と
位
置
が
違
う
巣
台
を
三

か
所
に
設
置
を
し
た
り
､
大
き
な
水
飲
み
場
を
作
っ

た
り
と
工
夫
し
て
あ
り
ま
す
｡

平
成
七
年
十
一
月
二
十
日
に
飼
育
舎
が
完
成
し
､

二
十
四
日
'
イ
ヌ
ワ
シ
を
入
室
さ
せ
ま
し
た
｡
移
動

し
た
当
日
は
､
広
い
飼
育
舎
に
ま
だ
慣
れ
な
い
為
か

地
面
を
う
ろ
う
ろ
す
る
ば
か
り
で
し
た
が
､
二
十
五

日
の
夕
方
に
は
､
地
面
よ
り
一
メ
ー
ト
ル
の
止
ま
り

木
に
と
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡

移
動
し
て
か
ら
ニ
ー
三
日
は
何
も
食
べ
な
い
状
態

で
し
た
が
､
す
ぐ
に
元
の
食
欲
に
戻
り
ま
し
た
｡

(
現
在
は
一
日
一
回
馬
肉
三
〇
〇
グ
ラ
ム
･
鶏
の
ヒ

ヨ
コ
三
羽
を
与
え
て
い
ま
す
)

十
二
月
十
二
日
に
は
､
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ

を
飛
ぶ
よ
う
に
な
り
'
隣
の
部
屋
に
も
入
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
｡

博
物
館
に
き
て
.
年
と
七
か
月
が
た
ち
ま
し
た
が
､

保
護
当
初
よ
り
身
が
引
き
締
ま
り
､
顔
つ
き
も
よ
り

精
悍
に
な
っ
た
感
じ
が
し
ま
す
｡

外
国
産
の
イ
ヌ
ワ
シ
を
飼
育
展
示
し
て
い
る
動
物

園
は
多
い
の
で
す
が
'
日
本
産
の
イ
ヌ
ワ
シ
を
飼
育

展
示
し
て
い
る
所
は
山
岳
博
物
館
の
ほ
か
､
秋
田
市

大
森
山
動
物
公
園
､
仙
台
市
八
木
山
動
物
公
園
､
東

京
都
多
摩
動
物
公
園
だ
け
で
す
｡
こ
れ
か
ら
は
イ
ヌ

ワ
シ
を
飼
育
し
て
い
る
他
の
動
物
園
と
協
議
を
し
な

が
ら
増
殖
を
は
か
っ
て
い
き
ま
す
｡

イ
ヌ
ワ
シ
の
飼
育
研
究
用
に
自
動
体
重
測
定
装
置

の
寄
贈
が
あ
り
ま
し
た

平
成
七
年
十
一
月
二
十
五
日
に
｢
安
曇
野
イ
ヌ
ワ

シ
会
｣
よ
り
､
自
動
体
重
測
宕
装
置
一
式
(
パ
ソ
コ

ン
･
デ
ィ
ジ
タ
ル
台
秤
･
解
析
用
ソ
フ
ト
な
ど
)
　
を

寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡

こ
の
装
置
は
餌
台
な
ど
に
体
重
計
を
設
置
し
､
パ

ソ
コ
ン
を
使
い
体
重
や
食
べ
た
餌
の
最
な
ど
を
自
動

で
記
録
す
る
も
の
で
す
｡

一
月
十
二
日
か
ら
節
会
に
装
置
を
セ
ッ
ト
し
､
試

験
的
に
測
定
を
始
め
ま
し
た
｡
こ
の
時
の
体
重
は
約

四
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
し
た
｡
記
録
さ
れ
る
デ
ー
タ
は
イ

ヌ
ワ
シ
の
成
長
等
を
知
る
上
で
'
大
変
貰
重
な
情
報

を
提
供
し
て
-
れ
る
事
と
思
い
ま
す
｡
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