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冬のニホンカモシカ　　　　　　　撮影　千葉　彬司

飼
育
カ
モ
シ
カ
の
血
統
更
新
の
必
要
性

千
葉
　
彬
司

日
本
特
産
の
カ
モ
シ
カ
が
飼
育
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
､
戦

後
の
二
十
年
代
か
ら
で
あ
る
｡
カ
モ
シ
カ
の
飼
育
は
上
野
動

物
園
か
ら
は
じ
ま
っ
た
｡
昭
和
二
十
一
年
二
月
､
富
山
県
で

捕
獲
さ
れ
た
三
頭
を
皮
切
り
に
､
昭
和
三
十
八
年
ま
で
に
収

容
さ
れ
た
カ
モ
シ
カ
は
二
十
五
頓
に
の
ぼ
っ
た
｡
そ
の
う
ち

の
一
頭
が
九
年
十
一
ケ
月
飼
育
さ
れ
た
他
は
短
期
日
で
死
亡

し
､
他
の
施
設
も
同
様
な
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ

う
に
戦
後
の
二
十
年
代
に
開
始
さ
れ
た
カ
モ
シ
カ
飼
育
は
､

惨
憺
た
る
結
果
に
終
わ
り
､
カ
モ
シ
カ
は
飼
い
に
く
い
動
物

｢
難
獣
｣
と
言
わ
れ
た
｡

昭
和
三
十
七
年
の
全
国
博
物
館
大
会
で
　
｢
カ
モ
シ
カ
な
ど

天
然
記
念
物
の
保
護
に
つ
い
て
は
､
文
化
財
保
護
委
員
会
'

林
野
庁
が
中
心
に
な
っ
て
'
全
国
の
動
物
園
'
博
物
館
が
協

力
し
て
共
同
捕
獲
､
共
同
飼
育
を
行
い
'
そ
の
増
殖
を
行
う

こ
と
が
急
務
で
あ
る
｣
と
い
う
発
言
が
あ
り
'
翌
三
十
八
年
'

｢
特
別
天
然
記
念
物
カ
モ
シ
カ
の
保
護
に
つ
い
て
の
打
ち
合

わ
せ
会
｣
が
開
催
さ
れ
た
｡
現
在
の
｢
カ
モ
シ
カ
会
議
｣
　
の

前
身
で
あ
る
｡

カ
モ
シ
カ
の
生
息
域
に
近
い
五
施
設
が
指
定
さ
れ
､
｢
山

元
飼
育
｣
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
の
は
､
昭
和
四
十
年
の

こ
と
で
あ
る
｡
飼
育
の
成
功
と
共
に
日
本
カ
モ
シ
カ
セ
ン

タ
ー
を
ト
ッ
プ
に
繁
殖
に
も
成
功
し
､
神
戸
市
立
森
林
植
物

園
､
立
山
風
土
記
が
丘
カ
モ
シ
カ
圃
　
(
現
･
富
山
県
立
山
博

物
館
)
､
大
町
山
岳
博
物
館
が
続
い
た
｡
そ
の
後
､
繁
殖
し

た
も
の
が
他
の
施
設
に
分
散
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
､
外
国
へ

の
移
動
も
行
わ
れ
た
｡
繁
殖
個
体
が
分
散
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
､
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
き
た
｡
同
一
系
統
の
カ
モ
シ

カ
の
増
加
で
あ
る
｡
現
在
の
全
国
の
飼
育
数
は
百
一
頭
､
そ

の
う
ち
の
五
十
頭
､
四
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
は
立
山
博
物
館
の

系
統
で
'
そ
の
う
ち
近
交
係
数
を
持
つ
も
の
は
二
十
五
頭
､

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
､
次
い
で
中
津
川
市
夜
明
け
の
森
が
二
十

六
顕
､
二
十
五
･
七
パ
ー
セ
ン
ト
へ
　
近
交
係
数
を
持
つ
も
の

二
項
､
七
･
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
｡

国
内
の
飼
育
カ
モ
シ
カ
の
多
-
が
'
同
一
系
統
で
占
め
ら

れ
つ
つ
あ
る
現
状
か
ら
'
国
内
の
カ
モ
シ
カ
の
存
続
を
図
る

意
味
か
ら
も
へ
　
｢
カ
モ
シ
カ
会
議
｣
　
の
中
で
計
画
的
に
他
地

域
の
個
体
を
入
れ
血
統
更
新
を
図
っ
て
い
-
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
が
と
思
う
の
で
あ
る
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
館
長
)
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接げ越し　小谷村中土子沢　小林浅喜作

館物博ど山

ノ
ウ
サ
ギ
猟

-
威
嚇
猟
を
中
心
と
し
て
-

長

　

沢

　

　

武

ノ
ウ
サ
ギ
と
そ
の
捕
獲
法

ノ
ウ
サ
ギ
は
山
野
で
普
通
に
見
ら
れ
る
手
ご
ろ
な

獣
で
､
同
村
で
は
一
般
に
同
兎
と
呼
ん
で
'
い
ろ
い

ろ
な
方
法
で
捕
ら
え
､
蛋
白
源
と
し
て
食
用
に
供
し

て
き
た
｡
そ
れ
は
身
近
な
豊
山
に
い
て
輔
車
に
捕
ら

え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
｡

猟
銃
が
普
及
し
て
き
て
か
ら
は
'
猟
銃
で
撃
ち
と

ろ
の
が
一
般
的
猟
法
と
な
っ
た
が
､
鉄
砲
は
米
二
俵

の
代
価
以
上
も
す
る
高
価
な
も
の
で
､
税
金
も
か
か

る
し
一
般
庶
民
が
簡
単
な
遊
び
と
し
て
誰
も
が
行
え

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

そ
こ
で
本
稿
で
は
､
両
村
の
人
た
ち
が
､
農
閑
期

の
暇
な
時
期
に
遊
び
と
し
て
行
っ
た
り
､
農
作
物
の

害
獣
駆
除
と
し
て
自
前
で
作
り
､
ノ
ウ
サ
ギ
を
捕
ら

え
た
方
法
に
つ
い
て
と
り
挙
げ
て
み
た
い
｡

-
､
縄
張
り
猟
　
ノ
ウ
サ
ギ
が
生
息
す
る
雪
の
両

野
に
､
高
さ
一
･
三
メ
ー
ト
ル
､
長
さ
五
十
メ
ー
ト

ル
前
後
の
網
を
張
り
､
大
勢
の
勢
子
を
使
っ
て
雪
穴

に
仮
眠
し
て
い
る
ノ
ウ
サ
ギ
を
追
い
出
し
'
逃
げ
よ

う
と
し
て
こ
の
網
に
か
か
っ
た
も
の
を
捕
ら
え
る
猟

法
で
､
兎
追
い
　
(
長
野
)
､
兎
ポ
イ
･
網
ポ
イ
　
(
富

山
･
石
川
)
　
な
ど
と
呼
ん
だ
｡
ポ
イ
と
は
飛
騨
や
富

山
･
石
川
県
地
方
で
声
を
た
て
て
追
､
つ
こ
と
を
い
う
｡

2
､
く
く
り
わ
な
猟
　
細
い
針
金
で
輪
を
作
っ
て

兎
の
通
り
道
に
仕
掛
け
､
兎
が
こ
の
輪
に
首
を
つ
っ

込
む
と
自
然
に
輪
が
し
ま
っ
て
､
兎
は
首
を
吊
っ
て

死
ぬ
仕
掛
け
に
な
っ
た
も
の
｡
仕
掛
け
が
簡
単
で
素

人
の
諸
に
で
も
で
き
る
の
で
広
く
行
な
わ
れ
､
猟
期

も
冬
ば
か
り
で
な
く
囲
李
を
通
じ
て
で
き
る
の
で
'

大
豆
や
稲
な
ど
を
食
い
荒
ら
し
に
く
る
鬼
退
治
に
も

用
い
ら
れ
た
｡

3
､
あ
せ
　
(
お
し
)
　
こ
の
猟
法
は
主
に
ク
マ
を

捕
る
の
に
用
い
た
猟
法
で
､
細
木
を
棚
状
に
編
ん
で

斜
に
｣
立
て
か
け
､
こ
れ
が
倒
れ
な
い
よ
う
に
支
木
を

一
本
立
て
､
こ
れ
に
餌
を
付
け
て
お
き
､
兎
が
こ
の●

餌
を
食
べ
に
来
て
引
っ
ぼ
る
と
支
木
が
は
ず
れ
て
お

●せ
が
倒
れ
､
兎
は
そ
の
重
み
で
圧
死
す
る
も
の
ー
リ

兎
の
場
合
は
お
せ
も
小
さ
く
簡
単
な
も
の
で
よ
か

っ
た
が
､
ク
マ
用
の
も
の
は
が
っ
ち
り
と
大
き
く
､

上
に
は
重
い
石
を
た
く
さ
ん
載
せ
て
作
っ
た
｡

4
､
お
り
(
お
と
し
)
　
動
物
を
閉
じ
こ
め
て
外

へ
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
を
お
り
　
(
檻
)
ど

い
う
が
､
ノ
ウ
サ
ギ
を
捕
ら
え
る
の
に
細
木
を
編
ん

で
籠
状
に
作
り
'
向
に
卸
を
入
れ
て
こ
の
餌
と
人
口

の
戸
を
直
結
さ
せ
て
お
き
､
兎
が
餌
に
つ
ら
れ
て
お

り
の
内
に
入
り
､
餌
を
く
わ
え
て
引
っ
張
る
と
入
口

の
戸
が
閉
っ
て
兎
は
外
に
逃
げ
ら
れ
な
く
な
る
仕
掛

け
の
も
の
で
､
患
掘
り
の
金
網
の
純
と
同
じ
仕
組
の

猟
具
｡5

､
落
と
し
穴
　
兎
の
通
り
道
に
穴
を
掘
っ
て
お

き
､
こ
こ
を
適
っ
た
兎
が
落
ち
て
出
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
を
捕
る
と
い
う
､
最
も
原
始
的
な
方

法
で
､
穴
の
深
さ
は
一
･
二
メ
ー
ト
ル
､
直
径
五
十

セ
ン
チ
種
の
も
の
｡
冬
は
雪
を
､
無
雪
期
は
土
を
掘

っ
て
作
っ
た
｡
飛
騨
の
神
岡
地
方
で
盛
ん
に
行
わ
れ

た
｡

6
､
放
庸
猟
　
ク
マ
タ
カ
を
使
っ
て
ノ
ウ
サ
ギ
を

捕
ら
え
る
一
種
の
鷹
狩
り
で
､
山
形
県
や
秋
田
､
岩

手
県
地
方
の
農
民
の
間
で
､
冬
の
副
業
と
し
て
行
わ

れ
た
｡
江
戸
時
代
将
軍
家
や
大
名
の
間
で
盛
ん
だ
っ

た
鷹
狩
り
は
'
明
治
維
新
と
共
に
廃
止
に
な
っ
た
が
､

こ
の
放
鷹
猟
は
'
明
治
に
な
っ
て
か
ら
盛
ん
に
な
り
､

ク
マ
タ
カ
が
国
際
保
護
鳥
に
指
定
さ
れ
る
昭
和
五
十

年
代
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
｡

7
､
威
嚇
猟
　
ノ
ウ
サ
ギ
が
日
中
仮
眠
し
て
い
る

雪
穴
を
探
し
'
こ
の
穴
を
目
掛
け
て
'
天
敵
の
タ
カ

が
襲
っ
て
き
た
羽
音
に
似
せ
て
､
棒
切
れ
や
藁
で
作

っ
た
猟
日
●
を
抜
け
､
こ
の
音
に
驚
い
て
兎
が
雪
穴
深

く
逃
げ
込
ん
だ
と
こ
ろ
を
生
捕
る
猟
法
で
､
太
平
洋

戦
争
後
も
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
｡

威
嚇
猟
の
地
方
名
と
猟
具
の
違
い

ノ
ウ
サ
ギ
の
威
嚇
猟
を
調
べ
て
歩
い
て
感
じ
た
こ

と
は
､
原
理
は
い
ず
れ
も
同
じ
で
あ
る
が
､
雪
深
い

地
方
で
の
み
行
な
わ
れ
て
お
り
､
猟
具
や
名
称
に
地

域
に
よ
り
多
少
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た

(
秦
-
参
照
)

こ
れ
ら
の
猟
具
は
藁
製
の
も
の
と
木
製
の
も
の
に

大
別
す
る
こ
と
が
で
き
､
藁
製
の
も
の
は
'
①
C
D

盤
状
の
ワ
ラ
ダ
型
と
'
②
犬
の
尾
の
よ
う
な
ワ
テ
型

の
二
つ
に
､
木
製
の
も
の
は
③
カ
ン
ジ
キ
状
の
マ
ル

ウ
チ
型
と
､
④
枝
の
付
い
た
｢
状
の
棒
切
れ
の
パ
イ

型
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

①
は
藁
を
親
指
大
の
太
さ
に
か
ら
げ
た
も
の
を
長

く
作
り
､
こ
れ
を
渦
巻
状
に
巻
い
て
直
径
三
十
七
ン
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表-1　ノウサギの威嚇猟分布状況表

県 佛8�2�町村 剪n車名 劍肢鳴�名称 兩�ﾙ�饉hﾊ2�剩�l 

長野 冉ｹN9~ﾂ�′小谷 剿k小谷 劍�ｲ�ナゲコシ 傴ﾉ�)yﾘ耳爾�剌ｬ石をワラで包み編んだもの 

′. ��ﾈ�ﾂ�考, 僮i �7����ｲ�ツトツコ投 傅ﾉ}��8ｶr�剪ﾇい込みともいう.同上 

ノブ ��ﾈ5b�白馬 凵訣�" 劍�ｲ�ワテ捕り 刔�ｸｮﾈ自h(���剴ｯ上 

〟 唸5b�〟 剞ﾘ久保 劍�ｲ�〟 兀�8y:����凵Vぼろ切やシナ皮を付ける 

′. ���〟 剔萩� 劍�ｲ�〟 仆ﾖ�� ��ク〃 

･シ 梯��〟 剄ｲ野 劍�ｲ�〟 �+y�(ｶy�����//// 

// ��Y*ﾈ�2� 剞h 劍��� 亊ﾉ�R���'雪少なくむi)､知らない 

.. 冉ｸ��=ﾂ�松川 剳阜� 劍��� ��倆ｨﾏx鶯�凵V〃 

〟 停��美麻 剌轄s 劍��� 綴ﾈ贅"�*"�2�政幸 刄Nク 

∴ �>ﾈ��=ﾂ�三郷 剌ｬ人! 劍��� ��Y��� ��//// 

I/ 唸5b�安嬰 剩ﾔ所 劍��� ��i_ �+R��｢�聞いたことはある 

′. ���奈川 刧� ��� ���� 况�� ����// 

′′ 冦��ﾒ�上松町 剞ｼ中Ii � ���� ��三孫吉 剪mらない 

〟 ��ﾂr�南木曽 剽v諦 � ���� ��音大 刧� 

ノン ��9�Xﾏﾂ�戸隠 剌纉甯� � ��ｲ� 侏B�I寅重 刹|はウツギ矢はヨシで 

ノン ���信濃町 剄ｌｾ 僮 ヽ ��ｲ�べ一打 ��ii義雄 剿_状のもの 

// 儁��(�2� 刪鼈黷ﾌ月 � ��ｲ�べ一枝 ��Ynﾂ���･シ 

// ��ﾆ�� 剔虱i � ��ｲ�ベーブチ 伜(���zﾂ�刄N松の小枝をつける 

// ��� � �� ��ｲ�〟 ��ﾈ�ﾂ�剏B津.富合でも盛んにやる 

〟 梯�� �( �B���ｲ� 冉ｸ��|y?��劍Eを投げてとる話を聞いた 

J'/ �ｩ�Xﾚ"�豊田 �( �B���ｲ�ベ一段 ��Ynﾈ�9[ﾒ�剿_状のもの 

〟 �ｩ8yO��木 ����上木島 劍�ｲ� 丶�(���B�刄mン 

′′ ���山ノ �*ﾂ�須疏)i � ��ｲ� 傅ﾉ}�H��刧� 

〟 ��ﾂr�野沢i' ��"�市it � ��ｲ�バセドリ.ベ-ドI) 俔ﾙ�ｸ諸?��刄N及びワラ製円盤状のもの 

// �ｩ�Xﾚ"�栄 剌H山 劍�ｲ�ワゲラ 伜(ﾏｳ����ワラ製ドーナツ型で確を刺す 

新潟 倩Xｹｹ�ﾈ�2� 剞^光寺 劍�ｲ�バイ打 傴ﾉm����棒状のもの､小枝をバイクという 

// �6ﾘ92� 剏苟OI � ��ｲ� ��証 Iヽ �<r�雑木や杉の枝の薬付 

〟 ��� 剔蜿� 劍�ｲ�オイコミ.バイ打 �� 亳��棒又は手拭に'雪玉を入れ 

〟 �4"ﾂ� 刮ﾄ中 劍�ｲ�バイ打 �儺r�����棒状杉の薬をつける 

// �(hｹｸ���津南町 剏拒ｩ 劍�ｲ�ワダラ.ベエ �(�(,hｹ倡J2�剌ｬ枝をカ刊犬､ワラ製円盤 

〟 偖ﾉ?ｩ*ﾈ�2� � 劍�ｲ�ズツペ打.バイ打 僣饂渥�R�剴ｯ上 

′′ �(hﾇｨ���妙高 ��靈B�杉ノ沢 劍�ｲ�バイ打 ��詳次 剏y状のもの 

･ク �8ﾈｩxﾋHﾅ2�上Ii ��｢�鎌取 劍�ｲ�ノン �5b�氏 刳窒ﾉ数カ所切目を入れそこへ杉薬を挿す 

〟 俾(ｩxﾋHﾅ2�下田村 剏ﾜ百l � ��ｲ�バイカケ 梯��剿_の先を割りナラの枯葉を締付ける 

ノン 白��〟 刹gケ三 � ��ｲ�′' ���剿_切れ又は桟俵 

富山 �ｩ�i�ﾂ�宇奈月町 刮F奈月 劍�ｲ� 俚(����7ｨﾛh4u�ﾂ�樺を投げて 

// 仍ｹ,9.�� � 儉r����� 傅ﾉ}��ﾂ��7儘���� 

･シ �(hｮ9�ﾂ�立山町 刪ｰ瞬寺 劍�ｲ�バイ投げ 俚)Hﾉy疫��剿_状のもの 

〟 ���ノン 剄ﾀ主妨 劍�ｲ�// ����// 

〟 ���上市町 剞ｼ種 劍�ｲ�バイトl) �)W伜)j��ﾚ33��凵V枝の元二寸残す 

// 儻yX��細入 剄�ﾃ 劍�ｲ� 冢ﾉ�ｸ鉑Eh��剿_切れ 

// ���山一11 � 冦｢���ｲ�バイ打 傴ﾉ}�ｶ����刄mン 

〟 �8ﾉ7iFr�利銑 � 椿迄����ｲ�〟 冢ﾉ8�.Y�ﾒ��// 

// 呈��井波町 � �'Dﾉ�8魎���ｲ�〟 亶b�清蔵 剿_状のもの 

〟 ��ﾉ7iFr�福光町 刹g見 劍�ｲ�バI打.バイ投 �)W伜)j��ﾚ3C���// 

岐阜 亳x���古II �*ﾂ�戸市 劍��� ����ﾙWb�� 

ノン ���神 �*ﾂ�iil｣田 劍�ｲ� 亶ｸ掠�8爾ﾒ�剿_状のもの､聞いただけ 

ノン 梯��上宝 刪齒dケ根 劍�ｲ�バイ打 傴ﾉ68鉑�ﾂ��// 

// ��Ynﾂ�花川 刪齔F 劍�ｲ�バイ夕紙 ��tl 鋳�･シ 

〟 白��白川 刮ｬ町 劍�ｲ�ボー打 凭冦��兔r�〟 

′' 梯��清美 � �?�?ｩ*ﾂ����� ��ｩ68哩�"�� 

// �6ﾘ92�朝日 刮ｹ歴 劍��� ��9g�W���� 

// ���甫根 剿�ｨ 劍��� �(i$ｩ�ﾙu��� 

′' 梯��// 剴垬a田 劍��� �(i69Y�ﾂ�� 

〟 佛8�2�高鷲 剴ﾄ見 劍�ｲ� 倅�8xｮﾉ�靫穎R�刄純艶ｻ円盤状のもの 

石川 ����ﾂ�白山髄 � 劍�ｲ� ��YnﾉY��剿ﾘ製カンジキ状輪 

ノン �ﾙfｲ�浅IIl � 劍�ｲ�プチ打.ポチ打 ��ﾂ��� 

〟 仞��"�栃尾 刹寞A 劍�ｲ�●′ 遅5b�劼加能民俗研究｣13号 

秋田 ��Yfｲ�円 � 劍�ｲ�サンダう.ワラグ 兀�豫ﾉ�H踪稗�刄純艶ｻドーナツ型円盤状 

ノン 冉ｸ�62�阿仁町 剔ﾅ当 劍�ｲ�ワラグ �(7ﾙuｸ4ﾘ�(ｸｦﾖﾅ�2��// 

.. 冰傚��羽後町 刮ｿ � ��ｲ�ワラグ.マルウチ 兀�68鬨�9��凵V細木で輪､棒状のものはぺ工 

･シ �4��皆櫛 剴茶m 劵 ＼ ��ｲ�〟 �(7ﾙuｸ4ﾘ�)Yyw�ｾ�2�� 

′′ 冰)y��鳥海 剄b: � ��ｲ�マルカケ 唸5b�刄uドウつるなどを輪にしたもの 

山形 亰ｨ贅�真室川町 僮iiノ � ��ｲ�ワ 俚)�)H2�剌ｬ枝を輪にしたもの 

〟 ��ﾉ�ｨ�"�西I 漠*ﾂ�志 � ��ｲ�ワラグ ���刄純縁P用盤状 

岩手 刎��2�湯田町 刮z中畑 劍�ｲ�〟 �(7ﾙuｸ4ﾘﾖｩ=yw�ｾ�2�� 

// �6ﾘ92�千 剿{屋敷 劍�ｲ�// ��ﾈ�ﾂ�� 
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東北地方のマルカケ､ぺ工各種｢マタギ用具｣

館物悼ど山

チ
程
に
し
た
も
の
で
､
地
域
に
よ
っ
て
は
芯
を
欠
い

た
り
､
投
げ
易
い
よ
う
に
木
片
を
挿
し
て
用
い
､
山

形
二
百
千
･
秋
田
県
で
ワ
ラ
グ
､
長
野
県
栄
村
や
新

潟
の
一
部
で
ワ
ダ
ラ
と
呼
ぶ
｡

②
は
長
野
県
の
白
馬
･
小
谷
地
方
に
の
み
見
ら
れ

る
も
の
で
'
一
握
り
の
藁
の
根
元
を
結
び
､
こ
こ
へ

子
供
の
握
り
こ
ぶ
し
大
の
石
を
入
れ
､
そ
の
先
は
編

ん
で
尾
状
に
し
､
途
中
に
は
投
げ
た
時
に
鷹
の
羽
音

が
出
る
よ
､
つ
シ
ナ
ノ
キ
の
皮
や
杉
の
柴
を
挟
ん
で
仕

上
げ
る
｡
名
称
は
白
馬
村
で
ワ
テ
､
小
谷
村
で
は
ナ

ゲ
コ
シ
ま
た
は
ツ
ト
ツ
コ
と
呼
ぶ
｡

③
は
フ
ジ
､
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
'
コ
マ
ユ
ミ
な
ど
の
愛

惜
ま
た
は
ネ
ソ
用
の
木
を
用
い
て
径
三
十
セ
ン
チ
く

ら
い
の
輪
を
作
り
､
こ
の
輪
に
十
文
字
ま
た
は
カ
ン

ジ
キ
の
縄
の
よ
う
に
細
か
く
か
ら
げ
､
途
中
に
鳥
の

羽
根
や
ぼ
ろ
き
れ
を
付
け
て
仕
上
げ
た
も
の
｡
名
称

は
秋
田
県
で
マ
ル
ウ
チ
ま
た
は
マ
ル
カ
ケ
､
山
形
県

患
軋
撥
～
.
.
.
.
.
～
.
-
.

真
室
川
町
で
ワ
'
石
川
県
白
山
麓
で
シ
ュ
ー
タ
ま
た

は
シ
ブ
タ
｡

④
は
一
番
広
く
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
､
木
の
枝

の
親
指
大
の
太
さ
の
も
の
を
四
十
-
六
十
セ
ン
チ
に

切
り
'
元
に
は
僅
か
に
小
枝
を
残
し
て
｢
状
に
し
た

も
の
で
､
地
方
に
よ
っ
て
は
皮
に
ナ
夕
日
を
入
れ
て
､

投
げ
た
時
に
鷹
の
羽
音
が
で
る
よ
う
工
夫
し
た
も
の

も
あ
る
｡
名
称
は
富
山
県
で
バ
イ
､
新
潟
県
で
バ
イ
､

べ
工
､
ぺ
工
､
長
野
県
の
飯
山
･
上
水
内
地
方
で
べ

工
､
岐
阜
県
で
バ
イ
､
バ
イ
タ
､
ボ
ー
､
秋
田
で
ペ

工
と
呼
ぶ
｡

ノ
ウ
サ
ギ
の
隠
れ
家
と
発
見
法

ノ
ウ
サ
ギ
は
夜
間
行
動
し
､
昼
間
は
雪
穴
で
仮
眠

し
て
い
る
動
物
で
あ
る
｡
彼
ら
は
明
け
方
近
く
な
る

と
､
仮
眠
に
適
し
た
木
の
根
方
の
雪
穴
を
探
し
､
そ

れ
が
見
つ
か
る
と
特
殊
な
足
ど
り
を
し
て
そ
の
穴
に

跳
び
込
み
隠
れ
る
｡
そ
し
て
穴
の
入
口
近
く
で
集
音

機
の
よ
う
な
耳
を
そ
ば
だ
て
､
タ
カ
な
ど
の
外
敵
が

近
づ
い
て
こ
な
い
か
囲
六
時
中
警
戒
し
な
が
ら
日
中

を
す
ご
す
｡

こ
の
穴
に
入
る
時
の
特
殊
な
足
ど
り
は
､
彼
ら
に

と
っ
て
は
自
分
の
足
跡
を
く
ら
ま
す
術
と
思
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
､
狩
猟
者
に
と
っ
て
は
こ
の
変
っ

た
足
跡
を
発
見
す
る
こ
と
が
'
彼
ら
の
隠
れ
家
を
探

し
だ
す
確
か
な
手
掛
り
な
の
で
あ
る
｡
特
殊
な
足
ど

り
は
先
ず
普
通
に
跳
ん
で
い
き
､
急
に
後
戻
り
し
て
､

ま
た
前
進
し
､
最
後
に
二
メ
ー
ト
ル
も
大
跳
び
に
横

に
跳
ん
で
隠
れ
穴
に
跳
び
込
む
｡

猟
具
の
接
げ
方
と
兎
の
捕
ら
え
方

ノ
ウ
サ
ギ
が
日
中
仮
眠
し
て
い
る
雪
穴
を
ネ
ト

(
寝
所
)
　
と
猟
師
は
い
う
｡
こ
れ
を
探
す
最
も
条
件

の
良
い
の
は
朝
方
少
し
降
雪
の
あ
っ
た
日
で
'
威
嚇

猟
は
こ
ん
な
口
を
ね
ら
っ
て
行
う
｡

ネ
ト
を
発
見
す
る
と
猟
師
は
遠
巻
き
に
穴
の
裏
側

へ
回
り
へ
　
三
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
距
離
か
ら
､
持

らか館物雀
寄剖祥碧

参
の
猟
具
を
矢
つ
ぎ
早
や
に
穴
の
上
方
目
掛
け
て
投

げ
な
が
ら
穴
に
近
づ
く
｡
す
る
と
兎
は
天
敵
の
タ
カ

が
近
づ
い
た
と
思
い
､
穴
の
奥
深
-
逃
げ
込
ん
で
身

を
す
く
め
る
｡

猟
師
は
そ
の
穴
の
口
を
足
で
お
き
,
え
､
ゆ
っ
く
り

と
雪
穴
深
く
に
い
る
兎
を
手
づ
か
み
に
し
生
捕
る
の

で
あ
る
｡
　
　
　
　
　
　
(
山
岳
博
物
館
嘱
託
員
)

博
物
館
だ
よ
り

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
お
知
ら
せ
㈹

次
の
巻
号
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
あ
り
ま
す
｡
内

容
は
主
な
も
の
の
紹
介
で
す
か
ご
了
承
く
だ
さ
い
｡

第
3
4
巻
第
6
号
(
平
成
元
年
6
月
)

木
崎
湖
に
発
生
し
た
淡
水
赤
潮
に
つ
い
て

林
　
秀
剛

第
3
4
巻
第
8
号
(
平
成
元
年
8
月
)

白
馬
岳
の
高
山
植
生
復
元
　
そ
の
後

土
田
勝
義

モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
産
卵
地
二
題
　
　
宮
田
　
渡

第
3
4
巻
第
1
 
0
号
(
平
成
元
年
_
 
0
月
)

信
濃
木
崎
夏
期
大
学
の
七
十
有
余
年
を
歩
む

荒
井
和
比
占

第
3
4
巻
第
日
号
(
平
成
元
年
日
月
)

草
本
植
物
の
地
下
茎
-
二
へ
三
の
高
山
植
物
に
ふ

れ

て

-

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

清

水

建

美

付
属
園
茶
の
み
ば
な
し
㈲
　
　
　
北
條
贋
美

第
3
4
巻
第
_
 
2
号
(
平
成
元
年
1
 
2
月
)

山
博
友
の
会
の
一
年
　
　
　
　
友
の
会
事
務
局

第
3
5
巻
第
-
早
(
平
成
2
年
1
月
)

鳥
類
の
盲
腸
機
能

1
フ
イ
チ
ョ
ウ
を
中
心
と
し
て
-

唐
澤
　
豊

誤
り
伝
え
ら
れ
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
写
真田

畑
真
一

第
3
5
巻
第
2
号
(
平
成
2
年
2
月
)

宝

石

の

話

　

　

　

　

　

　

　

　

　

平

林

照

雄

付
属
囲
茶
の
み
ぼ
な
し
㈲
　
　
　
森
山
祐
介

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
請
求
方
法

右
記
に
ご
希
望
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
ら
､
一
部

一
〇
〇
円
で
お
わ
け
し
ま
す
｡
巻
号
と
部
数
を
明
記

の
上
､
現
金
書
留
か
口
座
振
替
で
大
町
山
岳
博
物
館

宛
ご
送
金
く
だ
さ
い
｡
(
送
料
当
方
負
担
)

若
魚
釣
り
の
渓

長
沢
正
彦

山

と

博

物

館

第

4

~

巻

第

3

号

一
九
九
六
年
三
月
二
十
五
日
発
行

発
行
所
　
〒
棚
長
野
県
大
町
市
　
T
E
L
②
〇
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館

印
刷
所
　
長
野
県
大
町
市
債
町

大

糸

タ

　

イ

　

ム

　

ス

　

印

刷

部

定
　
価
　
年
翻
一
､
五
〇
〇
円
(
送
料
共
)
(
切
手
不
可
一

郵
便
抜
群
口
座
番
号
0
0
月
刑
O
I
L
I
一
三
元
.

V


