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一
．
は
じ
め
に 

か
つ
て
日
本
に
い
た
オ
オ
カ
ミ
は
ど
ん
な
動
物
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
人
々
の
興
味
を
か
き
た

て
て
き
ま
し
た
。
古
い
文
献
や
伝
承
に
登
場
す
る
「
ヤ
マ
イ
ヌ
」
が
オ
オ
カ
ミ
の
別
名
で
あ
る
か
ど
う
か
は

古
く
か
ら
議
論
を
呼
び
ま
し
た
が
、
今
や
そ
れ
を
誰
も
疑
お
う
と
し
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
宮
崎
駿
監
督
の
名

作
ア
ニ
メ
「
も
の
の
け
姫
」
の
少
女
サ
ン
は
終
始
「
ヤ
マ
イ
ヌ
の
姫
」
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
観
客
は
彼
女
を

育
て
た
モ
ロ
と
二
頭
の
兄
弟
を
、
疑
い
な
く
オ
オ
カ
ミ
と
解
釈
し
て
作
品
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
ヤ
マ
イ
ヌ

＝
オ
オ
カ
ミ
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
議
論
の
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

で
も
本
当
の
と
こ
ろ
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
。
昔
は
そ
れ
を
考
え
る
た
め
の
材
料
が
民
俗
学
的
な
資
料

と
、
限
ら
れ
た
標
本
と
形
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
形
態
的
分
類
し
か
研
究
手
段
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

今
は
オ
オ
カ
ミ
と
い
う
動
物
そ
の
も
の
の
野
外
研
究
が
進
み
、「
オ
オ
カ
ミ
と
は
ど
の
よ
う
な
動
物
で
あ

る
か
」
の
判
断
材
料
が
豊
富
に
あ
る
時
代
で
す
。
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
三
〇
年
代
で
す
が
、
急
速
に

進
み
、
今
で
は
そ
の
生
態
や
生
息
環
境
が
最
も
研
究
さ
れ
て
い
る
動
物
に
な
り
ま
し
た
。 

従
来
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
姿
を
探
る
た
め
に
民
俗
学
的
な
手
法
が
と
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
民
俗
学
は

人
間
の
古
い
時
代
の
文
化
を
掘
り
起
こ
す
も
の
で
あ
り
、
収
集
し
た
説
話
、
伝
承
を
採
集
し
、
そ
れ
ら
を
相

互
に
比
較
し
、
忠
実
に
古
の
人
々
の
意
識
や
感
情
を
探
り
、
そ
れ
を
帰
納
す
る
こ
と
で
人
間
の
文
化
の
全
体

像
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
柳
田
國
男
以
来
の
実
証
的
な
方
法
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ま
ま
の
方
法

で
古
い
時
代
の
、
今
は
日
本
列
島
に
は
生
存
し
て
い
な
い
生
身
の
動
物
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。 

オ
オ
カ
ミ
に
関
す
る
科
学
的
な
知
識
を
前
提
に
置
い
て
、
ま
ず
は
文
献
を
吟
味
し
、
ヤ
マ
イ
ヌ
＝
狼
と
い

う
常
識
の
元
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。 

 

二
．
民
俗
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
提
示
さ
れ
る
オ
オ
カ
ミ
の
姿 

菱
川
晶
子
「
狼
の
民
俗
学 

人
獣
交
渉
史
の
研
究
」
（
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
九
）
は
、
狼
に
関
す
る

文
献
、
民
話
、
伝
承
を
網
羅
し
て
い
る
労
作
で
す
。
昔
話
や
伝
説
の
中
に
語
ら
れ
て
い
る
狼
や
狼
に
関
わ
る

様
々
な
民
俗
を
採
集
し
、
人
間
の
目
に
映
っ
た
オ
オ
カ
ミ
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
の
人
間
と
狼
の
関
係
を
知

る
た
め
に
文
化
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
検
証
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
研
究
で
、
菱
川
は
あ
と
が
き
に
「
昔

語
り
の
中
に
だ
け
生
き
て
い
る
と
考
え
て
い
た
狼
は
、
人
々
の
生
活
や
信
仰
の
中
に
も
し
っ
か
り
と
根
を

張
り
生
き
続
け
て
い
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
オ
オ
カ
ミ
＝
ヤ
マ
イ
ヌ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
由
来
を
網
羅
し

て
い
る
た
め
、
日
本
文
化
の
中
の
オ
オ
カ
ミ
（
す
な
わ
ち
ヤ
マ
イ
ヌ
）
の
姿
を
知
る
に
は
恰
好
の
書
で
す
。

菱
川
の
記
述
を
追
っ
て
、
オ
オ
カ
ミ
と
当
時
の
人
々
が
山
犬
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
探
っ
て
い
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き
ま
す
。 

 

〇
二
つ
の
呼
称 

狼
の
名
称
は
鎌
倉
時
代
す
で
に
大
神
と
山
神
と
い
う
呼
び
分
け
が
あ
り
、
そ
れ
が
後
の
山
犬
と
い
う
呼

び
名
に
な
り
、
ヤ
マ
イ
ヌ
は
オ
オ
カ
ミ
の
別
称
だ
と
書
か
れ
て
い
る
文
書
が
あ
り
ま
す
。
以
下
、
そ
の
後
の

各
時
代
の
記
述
を
抜
き
出
し
ま
す
。 

（
室
町
時
代
） 

日
本
人
の
手
に
よ
る
「
温
故
知
新
書
」
に
は
「
豺
狼
」
に
「
サ
イ
ロ
ウ
の
オ
オ
カ
ミ
」
と
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
、

ど
ち
ら
も
同
じ
動
物
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
辞
書
「
日
葡
辞
書
」
に
は
「
オ
オ
カ
メ
」

「
ザ
イ
ロ
ウ
」「
ヤ
マ
イ
ヌ
」
の
三
項
目
が
あ
り
、
同
一
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。 

（
江
戸
時
代
） 

江
戸
時
代
に
入
っ
て
発
展
し
た
本
草
学
で
は
、
豺
（
サ
イ
）
と
山
犬
は
同
一
の
動
物
を
指
し
て
使
用
さ
れ
、

豺
（
山
犬
）
と
狼
は
異
な
る
動
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

本
草
学
の
図
譜
に
あ
る
狼
の
説
明
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

「
狼
と
豺
は
よ
く
似
て
は
い
る
が
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
豺
は
多
く
狼
は
ま
れ
で
あ
る
」「
足
が
短
く
尻
が

円
い
の
が
狼
で
、
足
が
高
く
身
が
痩
せ
て
い
る
の
が
豺
で
あ
る
」 

「
本
朝
食
鑑
」（
一
六
九
五
年
人
見
必
大
）
に
は
「
豺
」
を
山
犬
と
呼
び
、
狼
と
は
違
う
動
物
だ
が
混
称

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
和
漢
三
才
図
会
」（
一
七
一
二
年
寺
島
良
安
）
も
同
様
で
す
。

ま
た
尾
張
藩
の
地
誌
と
し
て
江
戸
時
代
中
期
に
編
ま
れ
た
「
張
州
雑
誌
」
に
は
豺
と
狼
は
似
て
い
て
も
同
じ

生
き
物
で
は
な
い
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
他
い
く
つ
も
の
文
献
が
豺
狼
の
文
字
を
使
っ
て
狼
と
は
異
な
る
動
物
「
豺
」
を
山
犬
ヤ
マ
イ
ヌ
と
記

し
て
い
ま
す
。 

し
か
し
一
方
で
、
「
珍
禽
奇
獣
図
」
と
い
う
細
川
家
文
庫
に
伝
わ
る
図
譜
に
は
、
オ
オ
カ
ミ
は
ヤ
マ
イ
ヌ

と
併
記
さ
れ
、
ヤ
マ
イ
ヌ
が
オ
オ
カ
ミ
の
別
称
と
み
な
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

菱
川
は
江
戸
時
代
の
名
称
問
題
を
「
本
草
学
の
隆
盛
と
と
も
に
「
豺
」
と
結
び
つ
き
、
狼
と
は
異
な
る
存

在
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
両
者
は
す
べ
て
の
人
々
に
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。」「
狼
と
豺
（
ヤ
マ
イ
ヌ
）
は
異
な
る
生
き
物
と
さ
れ
な
が
ら
、
時
に
混
称
も
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
山
犬
が
狼
で
あ
っ
た
年
月
の
長
さ
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た

文
字
を
解
す
る
知
識
層
と
、
一
般
庶
民
の
間
の
二
層
化
現
象
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ

る
」 

と
見
解
を
述
べ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
意
味
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
は
菱
川
の

中
に
は
山
犬
＝
狼
と
い
う
先
入
観
が
支
配
的
で
あ
り
、
本
草
学
の
家
元
で
あ
る
中
国
の
影
響
で
「
豺
」
と
い

う
架
空
の
動
物
の
存
在
が
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

（
明
治
～
昭
和
時
代
） 

明
治
に
入
る
と
ま
ず
江
戸
時
代
か
ら
続
く
本
草
学
者
の
最
後
の
一
人
田
中
芳
男
が
選
定
し
た
動
物
図
鑑
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「
動
物
訓
蒙
」（
一
八
七
五
年
）
に
「
ヤ
マ
イ
ヌ
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。「
山
中
に
棲
み
小
動
物
を
食
べ
、

犬
に
似
て
そ
れ
よ
り
も
大
き
い
」
と
説
明
が
あ
り
、W

O
L

F

、C
A

N
IS

 H
O

D
O

P
H

IL
A

X

と
も
書
か
れ
、

他
に
「
オ
オ
カ
ミ
」
の
項
目
は
な
い
の
で
、
田
中
は
ヤ
マ
イ
ヌ
を
日
本
の
オ
オ
カ
ミ
の
呼
称
と
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。 

次
に
登
場
す
る
の
は
「
動
物
辞
典
」（
大
正
四
年
・
一
九
一
五
年
）
で
す
。
東
大
生
物
学
科
の
最
初
の
卒

業
生
で
あ
る
飯
島
魁
監
修
の
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
生
物
学
に
よ
る
最
初
の
日
本
の
辞
典
で
す
。
そ

こ
に
は
「
ヤ
マ
イ
ヌ
」
の
項
目
だ
け
が
あ
り
、
山
犬
が
日
本
の
オ
オ
カ
ミ
の
呼
称
で
両
者
は
同
一
の
も
の
だ

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
す
で
に
オ
オ
カ
ミ
は
ほ
ぼ
絶
滅
し
、
日
本
の
生
物
学
は
ま
だ
大
型
動
物
の
野
外

研
究
が
で
き
る
段
階
ま
で
達
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

時
代
は
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
一
）
ま
で
飛
び
、
同
年
刊
行
の
「
動
物
の
事
典
」
は
「
オ
オ
カ
ミ
」
は
世

界
各
地
の
オ
オ
カ
ミ
と
比
較
し
、
ヤ
マ
イ
ヌ
は
「
江
戸
時
代
ま
で
い
た
と
さ
れ
る
か
な
り
大
形
の
オ
オ
カ
ミ

の
呼
称
」
と
、
別
の
動
物
と
も
同
種
と
も
と
れ
る
よ
う
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

菱
川
の
著
作
に
書
か
れ
た
ヤ
マ
イ
ヌ
説
を
要
約
す
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時
代
直
前
ま
で
は
ヤ
マ

イ
ヌ
は
オ
オ
カ
ミ
を
表
す
も
の
で
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
本
草
学
は
「
狼
」
の
ほ
か
に
「
豺
」

と
い
う
別
種
の
動
物
を
想
定
し
て
い
ま
し
た
。
明
治
に
な
り
ア
メ
リ
カ
か
ら
動
物
学
が
輸
入
さ
れ
る
頃
に

は
ヤ
マ
イ
ヌ
が
オ
オ
カ
ミ
だ
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

〇
名
称
に
関
す
る
考
察 

次
に
各
地
方
に
残
る
オ
オ
カ
ミ
の
名
称
と
毛
色
に
関
す
る
話
題
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
多
く
は
菱
川
が

二
層
化
し
た
と
評
し
た
う
ち
の
下
層
の
社
会
に
流
布
し
て
き
た
伝
承
の
類
で
、
当
時
の
各
地
方
の
人
た
ち

が
ヤ
マ
イ
ヌ
と
オ
オ
カ
ミ
を
呼
び
分
け
て
い
た
と
い
う
例
で
す
。
こ
の
「
毛
色
の
違
い
」
は
、
当
時
の
人
々

の
観
察
の
記
録
で
あ
り
、
そ
の
呼
び
名
を
も
っ
た
生
き
物
が
ど
の
よ
う
な
動
物
だ
っ
た
か
、
オ
オ
カ
ミ
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
を
現
代
か
ら
判
断
す
る
手
が
か
り
の
一
つ
と
も
言
え
ま
す
。 

江
戸
時
代
の
「
享
保
・
元
文
諸
国
産
物
帳
」
の
中
の
名
称
の
分
布
を
検
討
す
る
と
「
狼
」
が
最
も
多
く
、

次
い
で
「
や
ま
い
ぬ
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
豺
」
や
「
山
犬
」
「
山
狗
」「
山
の
犬
」
「
大
犬
」
と
い
っ
た
表

記
が
含
ま
れ
、
分
布
と
し
て
は
「
狼
」
が
全
国
的
に
広
が
り
、「
や
ま
い
ぬ
」
は
福
島
以
西
の
全
国
、「
山
の

犬
」
は
本
州
中
央
部
に
、「
大
犬
」
は
北
陸
地
方
に
集
中
し
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
菱
川
は
、
明
治
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
民
俗
誌
、
民
間
説
話
集
か
ら
狼
の
名
称
を
抽
出
し
、「
狼
」

「
ヤ
マ
イ
ヌ
」「
オ
イ
ヌ
」「
オ
オ
カ
メ
」「
オ
ー
イ
ン
」「
大
犬
」
な
ど
な
ど
多
数
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
分

布
状
況
を
調
べ
、
そ
の
地
域
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
。 

「
「
狼
」
は
全
国
的
に
ほ
ぼ
均
等
に
み
ら
れ
、「
山
犬
」
も
岩
手
県
か
ら
大
分
県
ま
で
の
広
が
り
を
見
せ
て
い

る
。
し
か
し
山
犬
に
は
分
布
上
の
偏
り
が
若
干
あ
り
、
山
梨
県
、
長
野
県
、
四
国
地
方
に
多
い
傾
向
が
み
ら

れ
る
。
逆
に
近
畿
地
方
や
北
陸
、
中
国
、
九
州
地
方
で
は
山
犬
は
少
な
く
な
り
、「
狼
」
が
名
称
の
主
流
に

な
る
。
紀
伊
半
島
南
部
に
は
「
オ
ウ
サ
ン
」
系
の
名
称
も
あ
る
。「
オ
イ
ヌ
」
は
東
北
地
方
に
多
く
み
ら
れ
、

「
オ
イ
ヌ
様
」
に
な
る
と
東
海
地
方
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。「
カ
セ
ギ
」
は
東
北
地
方
に
限
定
さ
れ
、「
オ
ー
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イ
ン
」
は
日
本
海
側
を
中
心
に
し
た
名
称
で
あ
る
」 

「
山
犬
」
系
の
名
称
に
や
や
偏
り
が
あ
る
の
は
、
地
域
的
な
事
情
が
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
そ

れ
も
手
掛
か
り
の
一
つ
と
言
え
そ
う
で
す
。
菱
川
は
「
両
者
（
山
犬
と
狼
）
は
す
べ
て
の
人
に
区
別
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」
で
済
ま
せ
て
い
ま
す
が
、
境
界
が
あ
い
ま
い
で
誤
認
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

「
ヤ
マ
イ
ヌ
」
と
「
狼
」
は
見
た
目
に
明
ら
か
な
違
い
が
あ
っ
て
地
域
そ
れ
ぞ
れ
に
人
々
は
区
別
し
て
い
た

結
果
だ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

〇
毛
色
の
違
い 

ま
た
、
毛
色
に
つ
い
て
の
菱
川
が
収
集
し
た
文
献
資
料
に
は
次
の
よ
う
表
記
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
本
草

学
の
書
籍
か
ら
の
引
用
で
す
。 

・
狼 

お
ほ
か
み 

多
く
灰
色
な
り
、
し
ろ
、
ま
だ
ら
の
外
な
し
（
葛
飾
北
斎
「
絵
手
本
『
画
本
彩
色
通
』」 

・
狼 

そ
の
色
は
雑
黄
黒
色
か
ま
た
は
蒼
灰
色
で
あ
る
（「
本
朝
食
鑑
」
獣
畜
部
） 

・
狼 

色
は
雑
黄
黒
、
ま
た
は
蒼
灰
色
の
も
の
も
あ
る
（「
和
漢
三
才
図
絵
」
） 

・
狼 

全
身
茶
褐
色
に
し
て
微
紅
を
帯
び
、
頬
に
小
白
斑
点
あ
り
（「
本
草
綱
目
啓
蒙
」
） 

・
豺 

全
身
黄
褐
色
な
る
者
多
し
。
ま
た
虎
斑
な
る
も
、
多
色
な
る
も
あ
り
（「
本
草
綱
目
啓
蒙
」
） 

・
豺 

犬
に
似
て
い
て
す
こ
ぶ
る
白
い
。
毛
は
黄
褐
色
で
（「
和
漢
三
才
図
絵
」） 

・
黒
狼 

（
図
譜
「
本
草
図
説
」
高
木
春
山
） 

伝
承
に
つ
い
て
は
、
現
代
に
な
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

・
毛
は
煙
草
の
灰
の
よ
う
な
薄
黒
い
灰
色
（
奈
良
県
東
吉
野
村
聞
き
書
き
） 

・
灰
粕
色
の
犬
（「
吉
野
風
土
記
」） 

・
家
の
前
に
虎
毛
の
犬
が
一
匹
い
た
（「
秋
田
マ
タ
ギ
聞
書
」
） 

・
南
部
（
岩
手
県
）
の
焼
砂
で
狼
二
匹
と
遭
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ゴ
マ
犬
の
よ
う
な
毛
色
を
し
て

い
た
（「
秋
田
マ
タ
ギ
聞
書
」） 

・
昼
間
瀬
臺
野
で
黒
と
白
の
斑
の
あ
る
狼
に
出
会
っ
た
そ
う
だ
（
岩
手
県
水
沢
市
「
町
の
民
俗
」） 

・
山
犬
は
黒
と
白
の
ま
だ
ら
の
犬
で
（
愛
媛
県
美
川
村
「
美
川
の
民
俗
」
） 

・
灰
粕
色
を
し
た
狼
（
奈
良
県
吉
野
郡
川
上
村
「
吉
野
風
土
記
」） 

・
狼
の
毛
色
は
灰
粕
色
で
あ
る
（
奈
良
県
吉
野
郡
大
塔
村
「
吉
野
風
土
記
」） 

・
山
犬
の
毛
色
は
、
地
犬
（
柴
犬
）
の
毛
色
と
大
差
な
い
が
ど
う
か
す
る
と
虎
毛
と
い
う
の
が
い
た
。
虎
毛

と
は
、
黒
と
赤
と
が
混
じ
り
あ
っ
た
色
の
こ
と
で
あ
る
（
長
野
県
三
峰
川
谷
「
狩
り
の
語
り
部―

伊
那
の
山

峡
よ
り
」） 

・
少
し
薄
茶
と
思
わ
れ
る
毛
色
の
犬
の
よ
う
な
毛
物
が
下
り
（
奈
良
県
吉
野
郡
十
津
川
村
「
吉
野
風
土
記
」） 

こ
う
し
た
毛
色
が
、
実
際
に
目
撃
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
た
ら
、
多
く
は
「
犬
」
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
も

の
で
す
。
現
代
の
オ
オ
カ
ミ
研
究
で
観
察
さ
れ
て
い
る
ハ
イ
イ
ロ
オ
オ
カ
ミ
は
家
族
群
で
生
活
し
、
毛
色
は

父
と
母
の
も
の
を
受
け
継
い
で
同
系
色
に
な
り
、
地
域
的
に
も
後
述
の
石
黒
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
結
果
で
示

し
て
い
る
よ
う
に
同
系
統
の
オ
オ
カ
ミ
が
日
本
列
島
に
生
息
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
地

域
的
に
も
同
系
色
に
な
る
は
ず
で
す
し
、
実
際
に
観
察
さ
れ
て
い
る
オ
オ
カ
ミ
に
は
こ
こ
に
見
る
よ
う
な
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毛
色
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
り
ま
せ
ん
。
。 

 
菱
川
は
当
時
の
人
た
ち
が
オ
オ
カ
ミ
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
か
を
整
理
し
、
特
徴

と
し
て
、
狼
と
犬
の
類
似
性
、
狼
と
山
の
関
係
、
野
生
動
物
の
な
か
で
最
も
強
い
存
在
で
あ
る
こ
と
、
狼
を

神
あ
る
い
は
神
使
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
、
と
四
つ
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
山
と
関
係
す
る
存

在
と
し
て
の
狼
を
表
し
た
「
新
編
常
陸
国
誌
」（
明
治
三
二
年
、
一
八
九
九
）
の
以
下
の
解
説
、 

「
ヤ
マ
イ
ヌ
」
狼
を
云
う
、
即
山
犬
の
謂
な
り
、
又
オ
ホ
カ
メ
と
も
云
う 

「
サ
ト
イ
ヌ
」
犬
を
云
う
、
里
犬
の
謂
に
て
山
犬
の
對
へ
云
え
る
な
り 

を
自
身
の
結
論
と
し
ま
し
た
。「
こ
れ
を
み
る
と
、「
ヤ
マ
イ
ヌ
」
と
は
狼
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
山
犬
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
「
サ
ト
イ
ヌ
」
と
は
犬
の
こ
と
で
あ
り
、
山
犬
に
対
す
る
里
犬
で
あ
っ
た
」「
狼

は
、
里
に
い
る
犬
に
類
似
し
た
山
に
生
き
る
動
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
ま

す
。 一

見
す
っ
き
り
と
結
論
が
出
た
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
い
く
つ
も
積
み
上
げ
て
き
た
本
草
学

者
た
ち
の
「
ヤ
マ
イ
ヌ
と
オ
オ
カ
ミ
は
別
の
動
物
だ
」
と
い
う
文
献
は
何
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

言
葉
に
よ
る
色
の
表
現
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
色
を
指
す
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
が
、
菱
川
は
本
当
の
狼
と
は
思
え
な
い
毛
色
の
動
物
も
オ
オ
カ
ミ
と
し
て
掬
い
上
げ
て
い
ま
す
。 

「
夜
明
け
前
や
夕
刻
、
夜
間
と
い
っ
た
日
の
光
の
乏
し
い
時
間
帯
で
認
識
し
た
色
」
か
も
し
れ
な
い
、
「
ゴ

マ
と
は
、
夏
毛
と
冬
毛
で
は
微
妙
に
色
調
が
異
な
っ
て
見
え
る
。
季
節
の
変
わ
り
目
に
は
毛
が
抜
け
落
ち
る

こ
と
も
あ
っ
て
、
見
方
に
よ
っ
て
は
色
の
判
別
が
難
し
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
の
毛
色
と
い
う
よ
り

は
、
人
々
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
毛
色
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
。
」
と
し
、「
季
節
や
光
の
当
た
り
具

合
に
よ
っ
て
微
妙
に
変
化
す
る
狼
の
毛
色
が
、
人
々
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
理
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
」
と
、
表
現
さ
れ
た
毛
色
の
違
い
は
人
の
目
の
錯
覚
の
せ
い
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
で

そ
こ
ま
で
集
め
て
き
た
文
献
は
意
味
が
な
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。 

 

菱
川
が
同
書
で
収
集
し
、
分
析
し
た
江
戸
時
代
の
人
々
の
認
識
は
、
多
く
は
オ
オ
カ
ミ
と
ヤ
マ
イ
ヌ
は
異

な
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
現
代
の
民
俗
学
者
菱
川
は
、
こ
れ
を
同
じ
動
物
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ま

し
た
。
日
本
の
本
草
学
は
中
国
由
来
の
解
釈
に
影
響
さ
れ
た
誤
っ
た
も
の
で
あ
り
、
生
物
学
が
導
入
さ
れ
た

明
治
時
代
に
ヤ
マ
イ
ヌ
は
即
ち
オ
オ
カ
ミ
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た
こ
と
が
正
し
く
。
そ
し
て
江
戸
時
代
の

学
者
、
庶
民
の
見
た
毛
並
み
の
違
い
は
光
の
加
減
や
季
節
に
よ
る
錯
覚
だ
と
し
た
の
で
す
。 

 

そ
の
結
論
は
正
し
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

三
．
平
岩
米
吉
「
狼―

そ
の
生
態
と
歴
史―

」 

近
現
代
の
科
学
者
、
あ
る
い
は
科
学
に
近
い
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
探
り
ま
す
。
在

野
の
オ
オ
カ
ミ
研
究
者
平
岩
米
吉
（
一
八
九
八
～
一
九
八
六
）
は
著
書
「
狼―

そ
の
生
態
と
歴
史―

」
で
「
狼

と
山
犬
」
と
い
う
章
を
設
け
て
、
「
一
口
で
い
え
ば
、
山
犬
は
日
本
狼
の
別
名
、
あ
る
い
は
通
称
と
す
る
の

が
正
し
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
に
続
く
記
述
の
な
か
で
、
山
中
に
オ
オ
カ
ミ
と
は
別
の
動
物
が



6 

 

い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
文
献
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
い
く
つ
か
並
べ
て
い
ま
す
。 

中
国
の
「
豺
狼
」
と
い
う
言
葉
を
輸
入
す
る
に
あ
た
っ
て
平
安
時
代
か
ら
議
論
が
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は

そ
の
区
別
を
本
草
学
者
た
ち
が
論
じ
あ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
平
岩
が
挙
げ
た
の
は
平
野
必
大
、
貝
原

益
軒
、
寺
島
良
安
と
い
っ
た
本
草
学
者
ら
が
豺
狼
の
区
別
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
表
明
し
た
意
見
で
す
。 

平
野
「
豺
狼
相
類
し
、
と
も
に
犬
に
似
た
り
。
而
し
て
狼
は
肥
え
、
豺
は
痩
せ
、
毛
色
亦
殊
な
り
、
そ
の
健

猛
殊
な
ら
ず
」 

貝
原
「
豺
（
や
ま
い
ぬ
）
は
そ
の
形
状
狼
に
似
て
同
じ
か
ら
ず
、
其
性
甚
悪
し
し
、
食
う
べ
か
ら
ず
。
狼
（
お

ほ
か
み
）
は
豺
に
似
て
異
な
れ
り
、
性
よ
し
、
喰
う
べ
し
。
豺
狼
別
物
な
り
」 

そ
し
て
今
で
も
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
信
者
が
よ
く
い
う
掌
に
み
ず
か
き
が
あ
る
と
い
う
形
態
上
の
鑑
別
法

を
平
岩
は
「
苦
し
紛
れ
」
と
一
蹴
し
た
後
に
、
さ
ら
に
混
乱
に
拍
車
を
か
け
る
で
き
ご
と
が
、
「
飼
い
犬
が

野
生
に
な
り
、
山
に
棲
む
よ
う
に
な
っ
た
も
の
を
も
、
通
俗
に
は
漠
然
「
山
犬
」
と
呼
ん
だ
」
こ
と
だ
と
い

い
ま
す
。 

そ
の
事
例
と
し
て
挙
げ
た
の
が
仙
台
の
女
学
者
、
只
野
真
葛
の
「
奥
州
波
奈
志
」（
お
う
し
ゅ
う
ば
な
し
）

か
ら
以
下
の
よ
う
な
話
で
す
。 

「
寛
政
の
こ
ろ
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
〇
年
）
奥
州
宮
崎
軍
多
田
川
村
（
現
、
宮
城
県
加
美
町
中
新
田
）
の

二
人
の
兄
弟
が
、
山
狩
に
行
く
と
河
原
に
一
四
、
五
頭
の
狼
が
集
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
の
毛
色
は
赤
毛
、
白

毛
、
白
黒
の
斑
な
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
犬
で
狼
で
は
な
い
。
し
か
し
夜
に
入
り
帰

路
に
つ
く
時
、
周
囲
の
山
谷
で
物
凄
く
吠
え
る
の
で
、
今
度
は
「
た
け
だ
け
し
き
憎
き
山
犬
め
ら
」
と
叫
ん

だ
と
い
う
。 

つ
ま
り
野
生
化
し
た
犬
を
狼
と
も
山
犬
と
も
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。」 

「
山
犬
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
に
関
す
る
平
岩
の
解
釈
は 

１
．
狼
を
指
す 

２
．
実
際
に
は
存
在
し
な
い
狼
に
似
た
獣
を
指
す 

３
．
山
に
棲
む
犬
を
指
す 

こ
の
三
つ
を
混
同
し
て
使
っ
て
き
た
た
め
に
混
乱
が
生
じ
た
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
今
に
至
る

「
ヤ
マ
イ
ヌ
＝
オ
オ
カ
ミ
」
と
い
う
同
一
説
は
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
「
フ
ァ
ウ
ナ
・
ヤ
ポ
ニ
カ
」
に
記
載
し
た

こ
と
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。 

平
岩
の
三
つ
の
分
類
は
明
解
で
す
。
本
草
学
者
が
想
像
し
た
架
空
の
動
物
、
山
に
棲
む
犬
も
オ
オ
カ
ミ
と

称
さ
れ
、
オ
オ
カ
ミ
も
ヤ
マ
イ
ヌ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
。
だ
か
ら
オ
オ
カ
ミ
は
一
種
だ
け
と
、
実

際
に
オ
オ
カ
ミ
を
飼
っ
て
知
っ
て
い
る
人
物
ら
し
い
判
断
で
す
。 

 

四
．
直
良
信
夫
と
中
村
一
恵
の
進
化
説 

さ
ら
に
科
学
的
な
判
断
を
し
よ
う
と
し
た
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
日
本
史
の
研
究
者
で
あ
る
ブ
レ
ッ
ト
・

ウ
ォ
ー
カ
ー
が
「
絶
滅
し
た
日
本
の
オ
オ
カ
ミ
」（
北
海
道
大
学
出
版
会
二
〇
〇
九
）
で
よ
く
ま
と
め
て
く

れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
記
述
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。 

ウ
ォ
ー
カ
ー
が
オ
オ
カ
ミ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
の
は
既
に
オ
オ
カ
ミ
が
日
本
か
ら
い
な
く
な
っ
て
し
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ま
っ
た
後
の
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
と
ヤ
マ
イ
ヌ
に
関
す
る
議
論
で
す
。
こ
れ
は
日
本
に
い
た
オ
オ
カ
ミ
が
ど

の
よ
う
な
動
物
だ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
に
端
を
発
す
る
も
の
で
、
日
本
産
オ
オ
カ
ミ
が
日
本
列
島
に
隔
離

さ
れ
、
環
境
に
よ
り
小
型
化
し
た
と
す
る
自
然
進
化
説
と
、
古
代
の
犬
と
の
交
雑
が
大
陸
の
オ
オ
カ
ミ
の
形

態
を
変
え
、
雑
種
ヤ
マ
イ
ヌ
と
な
り
、
や
が
て
絶
滅
へ
の
道
を
た
ど
っ
た
と
す
る
人
為
的
進
化
説
の
二
説
が

あ
り
ま
す
。
自
然
進
化
説
の
代
表
者
と
し
て
古
生
物
学
者
で
あ
る
直
良
信
夫
（
一
九
〇
二
～
一
九
八
五
）、

人
為
的
進
化
論
説
代
表
者
は
神
奈
川
県
立
博
物
館
の
中
村
一
恵
（
一
九
四
〇
～
）
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
ど
ち

ら
の
説
も
小
型
化
の
過
程
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヤ
マ
イ
ヌ
は
日
本
で
大
陸
の
オ
オ
カ
ミ
と
は
異
な

る
動
物
に
「
進
化
」
し
た
の
だ
と
説
明
す
る
も
の
で
す
。 

 

五
．
シ
ー
ボ
ル
ト
が
送
り
出
し
た
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
と
ヤ
マ
イ
ヌ 

平
岩
米
吉
が
判
断
の
根
拠
と
し
た
シ
ー
ボ
ル
ト
の
見
解
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
シ
ー
ボ

ル
ト
が
江
戸
末
期
の
日
本
か
ら
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
標
本
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
送
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

た
事
実
で
す
。
そ
れ
が
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
博
物
館
に
展
示
さ
れ
、
日
本
産
オ
オ
カ
ミ
の
タ
イ
プ
標
本
だ

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
経
過
に
疑
問
が
あ
り
、
日
本
に
い
た
オ
オ
カ
ミ
の
評
価
を
混
乱
さ
せ
て
い
ま
す
。 

シ
ー
ボ
ル
ト
は
一
八
二
八
年
に
起
き
た
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
で
日
本
を
追
放
さ
れ
ま
す
が
、
膨
大
な
動
植

物
の
標
本
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
送
り
ま
し
た
。
ヤ
マ
イ
ヌ
と
オ
オ
カ
ミ
を
別
種
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。
オ
オ

カ
ミ
に
関
し
て
は
、
ヤ
マ
イ
ヌ
と
オ
オ
カ
ミ
の
二
種
を
送
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
受
け
取
っ
た
ラ
イ
デ
ン

博
物
館
の
博
物
学
者
テ
ミ
ン
ク
は
、
そ
れ
を
一
種
類
の
動
物
で
あ
り
、
ヤ
マ
イ
ヌ
と
も
呼
ば
れ
る
オ
オ
カ
ミ

と
は
異
な
る
独
立
種
と
し
て
分
類
し
、
日
本
の
動
物
図
鑑
で
あ
る
「
フ
ァ
ウ
ナ
・
ヤ
ポ
ニ
カ
」
に
記
載
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
ヤ
マ
イ
ヌ
が
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
別
称
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
当

時
は
亜
種
と
い
う
考
え
方
は
な
く
別
の
地
域
か
ら
報
告
さ
れ
た
も
の
に
は
別
の
種
名
が
与
え
ら
れ
た
（
小

原
巌
）
た
め
で
も
あ
り
、
そ
の
分
類
は
現
代
か
ら
見
れ
ば
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

国
立
科
学
博
物
館
に
所
属
し
て
い
た
今
泉
吉
典
は
一
九
七
〇
年
に
現
地
に
赴
き
、
実
際
に
標
本
の
鑑
定

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ラ
イ
デ
ン
に
は
シ
ー
ボ
ル
ト
の
収
集
品
で
あ
る
一
つ
の
は
く
製
、
二
つ
の
頭
骨
、
お
よ

び
一
つ
の
頭
骨
つ
き
全
身
骨
格
が
あ
り
、
は
く
製
と
頭
骨
の
一
つ
が
同
一
個
体
で
あ
り
、
こ
れ
が
タ
イ
プ
標

本
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
部
で
三
個
体
分
の
頭
骨
を
形
態
分
類
を
得
意
と
す
る
今
泉
が
鑑
定
し
、
一
体
を

イ
ヌ
と
判
断
し
ま
し
た
。
こ
の
イ
ヌ
の
頭
骨
は
大
き
く
、
秋
田
犬
の
オ
ス
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
り
、
科
学
博

物
館
の
後
輩
で
あ
る
小
原
巌
は
「
こ
の
よ
う
な
大
き
さ
の
野
生
の
犬
とh

o
d

o
p

h
ilax

が
混
同
さ
れ
て
ヤ
マ

イ
ヌ
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
寄
稿
し
た
野
外
調
査
研
究
所
報
告

5
 

『
狼―

伝
承
と
科
学
』（
二

〇
〇
四
）
に
書
い
て
て
い
ま
す
。 

ま
た
近
年
に
な
っ
て
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
い
る
石
黒
直
隆
（
岐

阜
大
）
が
ラ
イ
デ
ン
の
標
本
を
調
べ
て
い
ま
す
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
通
じ
て
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
来
歴
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
研
究
の
一
環
で
、
ま
だ
最
終
的
な
論
文
は
で
き
あ
が
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、

そ
の
過
程
で
ラ
イ
デ
ン
博
物
館
の
頭
骨
の
分
析
も
行
っ
て
い
ま
し
た
。 

（
「
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
と
イ
ヌ
と
の
交
雑
種
？
い
わ
ゆ
る
ヤ
マ
イ
ヌ
の
存
在
を
探
る
動
物
考
古
学
的
研
究
」）

二
〇
一
七
～
二
〇
一
九
年
の
科
研
費
を
得
て
の
研
究
で
す
の
で
、
最
終
報
告
を
待
ち
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
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中
間
報
告
の
よ
う
な
概
要
が
あ
り
ま
し
た
。 

「
研
究
実
績
の
概
要 

 

本
研
究
の
目
的
は
、
日
本
の
動
物
史
上
、
最
大
の
ミ
ス
テ
リ
ー
で
あ
る
シ
ー
ボ
ル
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
「
ヤ

マ
イ
ヌ
」
が
、
実
際
に
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
な
の
か
？
あ
る
い
は
オ
オ
カ
ミ
と
犬
の
交
雑
種
な
の
か
？
を
形
態

的
解
析
と
遺
伝
学
的
解
析
に
よ
り
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
日
本
各
地
に
保
管
さ
れ
て
い
る
ニ

ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
骨
と
さ
れ
る
資
料
に
関
し
て
形
態
的
計
測
と
遺
伝
学
的
解
析
を
行
っ
て
き
た
。
ま
た
、
海

外
の
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
骨
資
料
に
関
し
て
も
同
様
に
解
析
を
行
っ
て
き
て

い
る
。
平
成
三
〇
年
度
は
、
特
に
以
下
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。 

１
．
オ
ラ
ン
ダ
・
ラ
イ
デ
ン
自
然
史
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
三
種
類
の
頭
骨
（
ａ
、
ｂ
、
ｃ
）
の
ミ
ト

コ
ン
ド
リ
ア
Ｄ
Ｎ
Ａ)

を
解
析
し
た
結
果
、
頭
骨
ａ
は
イ
ヌ
の
配
列
を
示
し
た
が
、
頭
骨
ｂ
と
ｃ
は
、
ニ
ホ

ン
オ
オ
カ
ミ
特
有
の
配
列
を
示
し
た
。
ま
た
、
頭
骨
ｂ
と
ｃ
に
つ
い
て
は
、
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
ゲ

ノ
ム
配
列
を
決
定
し
た
。 

２
．
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
自
然
史
科
学
館
の
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
頭
骨
三
点
に
つ
い
て
も
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア

Ｄ
Ｎ
Ａ
の
解
析
を
行
っ
た
。
そ
の
内
、
二
点
に
つ
い
て
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
明

か
に
し
た
。
」 

 

ラ
イ
デ
ン
博
物
館
の
頭
骨
の
分
析
に
関
し
て
は
、
三
体
中
二
体
が
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
特
有
の
配
列
を
示

し
、
一
体
は
イ
ヌ
の
配
列
で
あ
っ
た
と
、
今
泉
の
形
態
分
類
と
同
じ
結
果
を
報
告
し
て
い
ま
す
。 

シ
ー
ボ
ル
ト
は
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
と
ヤ
マ
イ
ヌ
の
二
種
の
動
物
の
標
本
を
送
り
、
今
ラ
イ
デ
ン
に
は
三

個
体
分
の
標
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
一
個
体
分
は
形
態
上
も
Ｄ
Ｎ
Ａ
上
も
イ
ヌ
だ
と
鑑
定
さ
れ
ま

し
た
。 

つ
ま
り
こ
の
結
果
は
、
ヤ
マ
イ
ヌ
と
呼
ば
れ
た
イ
ヌ
が
日
本
産
狼
と
併
せ
て
日
本
か
ら
送
り
出
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。 

 

六
．
イ
ヌ
を
オ
オ
カ
ミ
と
誤
認
す
る
可
能
性 

さ
て
前
述
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
人
た
ち
は
オ
オ
カ
ミ
と
ヤ
マ
イ
ヌ
に
関
し
て
様
々
な
こ
と
を
書
き

残
し
、
言
い
伝
え
て
き
ま
し
た
が
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
ヤ
マ
イ
ヌ
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
送
っ
た
動
物
は
ど
う

や
ら
犬
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
を
現
代
の
鑑
定
が
示
し
て
い
ま
す
。 

そ
う
し
て
み
る
と
平
岩
米
吉
が
ヤ
マ
イ
ヌ
の
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
示
し
た
「
山
に
棲
む
犬
」
と
い
う
見

方
は
、
い
い
と
こ
ろ
を
突
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
犬
は
人
間
の
居
住
地
だ
け
で
な
く
、
山
野

に
も
生
息
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
事
実
を
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
が
補
強
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

歴
史
学
者
塚
本
学
は
「
江
戸
時
代
人
と
動
物
」
の
中
で
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。 

「
飼
育
犬
と
野
良
犬
と
の
な
お
外
側
に
、
野
犬
と
い
う
概
念
を
設
定
し
て
み
た
い
。
飼
育
状
況
か
ら
ほ
ぼ
完

全
に
逸
脱
し
た
犬
が
、
人
の
与
え
る
、
な
い
し
廃
棄
す
る
以
外
の
食
糧
を
求
め
て
生
き
る
例
は
、
十
分
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」 

「
一
体
ひ
と
は
ど
こ
で
犬
を
狼
と
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
狼
と
家
犬
が
か
な
り
近
縁
の
動
物
で
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あ
っ
て
、
野
生
化
し
た
犬
が
狼
と
誤
認
さ
れ
る
例
は
、
江
戸
時
代
に
も
近
代
に
も
あ
っ
た
。」
と
述
べ
て
い

ま
す
。 

柳
田
国
男
は
、「
狼
と
犬
の
区
別
が
、
少
な
く
と
も
我
が
邦
で
は
ま
だ
明
瞭
に
境
目
が
立
っ
て
い
な
い
」
、

「
村
の
犬
と
い
う
の
が
四
、
五
匹
は
常
に
い
た
が
、
犬
を
飼
っ
て
い
る
家
は
一
軒
も
な
か
っ
た
」
と
町
や
村

の
犬
に
は
飼
い
主
と
い
う
概
念
が
な
く
、
ほ
ぼ
無
主
の
犬
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
治
期
の
自
分
の
出
身

村
の
経
験
を
も
と
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

柳
田
と
同
様
地
方
の
村
落
出
身
の
直
良
信
夫
も
自
分
の
子
ど
も
時
代
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
ま
す
。
彼

は
一
九
〇
二
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
一
九
一
〇
年
代
、
大
正
時
代
ご
ろ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。 

「
こ
れ
ら
の
野
生
犬
の
中
に
は
畜
犬
か
ら
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
て
山
野
に
籠
っ
た
も
の
も
あ
り
、
生
ま
れ
つ

き
野
生
化
し
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
私
の
子
ど
も
の
時
分
、
私
の
故
郷
の
臼
杵
地
方
の

山
野
に
は
、
こ
の
種
の
野
生
犬
が
群
棲
し
て
い
て
、
日
暮
れ
方
に
は
屡
々
里
へ
出
て
人
を
い
た
め
た
も
の
だ

っ
た
」 

山
に
「
犬
」
が
棲
ん
で
い
る
こ
と
は
明
治
大
正
頃
ま
で
は
人
々
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

歴
史
家
の
仁
科
邦
男
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
江
戸
時
代
か
ら
明
治
ま
で
は
、
犬
は
町
や
村
で
勝
手
に
生

き
て
い
る
生
き
物
」
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

で
は
実
際
に
オ
オ
カ
ミ
と
イ
ヌ
を
誤
認
し
て
い
る
事
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。 

ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
絶
滅
史
を
研
究
し
た
ブ
レ
ッ
ト
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
前
掲
の
「
絶
滅
し
た
日
本
の
オ
オ

カ
ミ―

そ
の
歴
史
と
生
態
学
」
で
明
治
時
代
の
北
海
道
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
人
間
対
オ
オ
カ
ミ
の
闘
争
を

描
い
て
い
ま
す
が
、
以
下
の
よ
う
な
情
報
も
収
集
し
て
い
ま
す
。 

「
新
冠
の
闘
い
は
ま
る
で
常
軌
を
逸
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
西
部
の
オ
オ
カ
ミ
被
害
に
つ
い
て
通

常
書
か
れ
た
状
況
よ
り
も
ず
っ
と
ひ
ど
い
も
の
だ
っ
た
。
当
時
、
日
高
地
方
に
は
異
常
な
数
の
オ
オ
カ
ミ
や

野
犬
が
集
ま
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
」 

「
一
八
七
八
年
六
月
二
〇
日
、
細
川
碧
は
札
幌
の
開
拓
使
本
庁
に
、
仔
馬
の
被
害
は
ま
だ
続
い
て
い
る
こ
と

を
知
ら
せ
る
手
紙
を
再
び
書
い
た
。
牧
畜
取
り
扱
い
人
等
は
オ
オ
カ
ミ
と
野
犬
を
牧
草
地
か
ら
追
い
出
そ

う
と
し
た
が
、
野
獣
た
ち
は
数
百
頭
の
群
れ
で
や
っ
て
き
て
全
く
防
ぎ
よ
う
が
な
い
」 

「
エ
ゾ
オ
オ
カ
ミ
は
通
常
の
状
況
で
島
中
い
た
る
と
こ
ろ
に
い
た
が
、
そ
れ
は
オ
オ
カ
ミ
の
生
態
に
よ
っ

て
決
ま
る
分
布
の
形
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
北
海
道
の
シ
カ
の
数
が
一
八
八
〇
～
八
一
年
に
激
減
す
る
と
、
オ
オ
カ
ミ
は
そ
の
活
動
領
域
を

変
え
た
。
新
冠
で
馬
を
殺
し
た
イ
ヌ
属
の
多
く
は
実
際
は
野
放
し
の
ア
イ
ヌ
犬
（
外
観
は
オ
オ
カ
ミ
に
似
て

い
る
）
の
可
能
性
も
あ
っ
た
。
開
拓
使
の
文
書
で
は
、
官
吏
は
漢
字
の
野
犬
や
狼
を
事
実
上
互
換
的
に
、
と

き
に
は
複
合
語
（
狼
豺
あ
る
い
は
狼
野
犬
と
い
う
字
）
を
用
い
た
」 

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
北
海
道
全
体
で
獲
殺
さ
れ
た
有
害
鳥
獣
の
数
を
賞
金
の
支
給
記
録
か
ら
確
認
し
て
い
ま

す
。
一
八
七
八
～
八
一
年
の
期
間
に
オ
オ
カ
ミ
二
九
四
頭
に
対
し
、
野
犬
は
五
倍
を
超
え
る
一
六
七
一
頭
が

駆
除
さ
れ
て
い
ま
す
。 

新
冠
牧
場
で
は
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
い
う
よ
う
に
馬
の
被
害
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
オ
オ
カ
ミ
は
害
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獣
と
認
定
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
と
同
様
の
手
法
で
根
絶
に
い
た
る
わ
け
で
す
が
、
新
冠
牧
場
に
殺
到
し
た
と
い

う
イ
ヌ
科
動
物
は
本
当
に
オ
オ
カ
ミ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
現
代
で
知
ら
れ
て
い
る
オ
オ
カ
ミ
の
行
動

に
照
ら
し
て
み
る
と
、
強
固
な
ナ
ワ
バ
リ
を
家
族
群
で
守
る
オ
オ
カ
ミ
が
集
ま
っ
て
「
異
常
な
数
」
に
な
り
、

「
野
犬
」
と
一
緒
に
な
っ
て
家
畜
を
襲
っ
た
り
、「
数
百
頭
の
群
れ
」
で
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え

ま
せ
ん
。
そ
し
て
「
実
際
は
野
放
し
の
ア
イ
ヌ
犬
（
外
観
は
オ
オ
カ
ミ
に
似
て
い
る
）
の
可
能
性
も
あ
っ
た
」

「
官
吏
は
漢
字
の
野
犬
や
狼
を
事
実
上
互
換
的
に
、
と
き
に
は
複
合
語
（
狼
豺
あ
る
い
は
狼
野
犬
と
い
う
字

を
用
い
た
」
と
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
記
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
同
じ
北
海
道
の
オ
オ
カ
ミ
根
絶
に
関
し
て
千
葉
徳
爾
（「
オ
オ
カ
ミ
は
な
ぜ
消
え
た
か
」
）
は
、
北
大

の
犬
飼
哲
夫
の
調
査
し
た
資
料
を
も
と
に
論
じ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
件
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
述

べ
て
い
ま
す
。 

「
知
里
真
志
保
氏
の
「
分
類
ア
イ
ヌ
語
辞
典
」
に
よ
れ
ば
こ
の
中
に
は
本
州
以
南
で
い
う
山
の
犬
、
つ
ま
り

野
生
化
し
た
犬
の
群
れ
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
」 

 

こ
う
し
た
明
治
時
代
の
事
例
を
考
慮
す
る
な
ら
、
人
の
手
を
離
れ
て
自
然
界
に
入
り
込
ん
で
い
る
野
犬

が
い
て
オ
オ
カ
ミ
と
誤
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
だ
ろ
う
、
と
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

七
．
明
ら
か
に
な
る
ヤ
マ
イ
ヌ
の
姿 

菱
川
晶
子
が
収
集
し
た
よ
う
な
史
料
や
伝
承
に
あ
る
混
沌
の
中
か
ら
、
様
々
な
人
が
日
本
産
狼
の
本
当

の
姿
を
探
り
出
そ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
い
ず
れ
の
見
方
も
現
代
の
科
学
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

直
良
と
中
村
の
生
物
学
的
な
推
論
に
対
し
て
は
石
黒
の
分
析
結
果
が
そ
れ
を
否
定
し
ま
し
た
。
岐
阜
大

の
石
黒
直
隆
に
よ
る
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
結
果
は
、
日
本
に
い
た
動
物
は
大
陸
由
来
の
ハ
イ

イ
ロ
オ
オ
カ
ミ
で
あ
り
、
か
つ
家
犬
と
の
交
雑
の
痕
跡
は
な
い
こ
と
を
示
し
、
頭
骨
サ
イ
ズ
か
ら
推
定
し
た

体
サ
イ
ズ
は
小
型
で
は
あ
る
も
の
の
ご
く
普
通
の
ハ
イ
イ
ロ
オ
オ
カ
ミ
の
サ
イ
ズ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま

し
た
。
（「
絶
滅
し
た
日
本
の
オ
オ
カ
ミ
の 

遺
伝
的
系
統
」
二
〇
一
二
） 

ま
た
島
嶼
化
に
よ
り
孤
立
し
て
小
型
化
し
、
独
自
の
進
化
を
遂
げ
た
と
い
う
直
良
の
説
は
、
日
本
列
島
の

成
り
立
ち
に
関
す
る
情
報
が
十
分
で
な
か
っ
た
時
代
の
産
物
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本

列
島
が
大
陸
か
ら
分
離
し
た
の
は
お
よ
そ
一
万
年
前
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
大
陸
の
一
部
で
し
た
。
島
嶼
化

に
よ
り
大
型
哺
乳
類
が
独
自
の
進
化
を
遂
げ
る
に
は
短
す
ぎ
る
時
間
で
す
。
ま
た
オ
オ
カ
ミ
の
獲
物
で
あ

る
ニ
ホ
ン
ジ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
は
日
本
と
同
様
に
大
陸
に
も
分
布
し
て
い
ま
す
が
別
の
種
と
は
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
移
動
能
力
も
あ
り
、
移
動
の
習
性
も
あ
る
（
群
れ
か
ら
独

立
す
る
若
い
オ
オ
カ
ミ
が
配
偶
者
と
新
た
な
ナ
ワ
バ
リ
を
求
め
て
一
〇
〇
〇
キ
ロ
も
移
動
す
る
こ
と
が
観

察
さ
れ
て
い
ま
す
）
オ
オ
カ
ミ
だ
け
が
隔
離
さ
れ
て
独
自
進
化
を
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。 

も
ち
ろ
ん
一
万
年
も
経
過
す
れ
ば
日
本
人
の
体
格
が
栄
養
状
態
の
改
善
で
、
一
〇
〇
年
で
驚
く
ほ
ど
変

化
し
た
よ
う
に
、
獲
物
動
物
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
体
サ
イ
ズ
が
小
型
化
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
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は
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
変
化
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

菱
川
の
民
俗
学
的
方
法
論
は
、
確
か
に
従
来
の
曖
昧
模
糊
と
し
た
オ
オ
カ
ミ
観
を
は
っ
き
り
と
像
を
結

ぶ
も
の
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
賞
賛
に
値
し
ま
す
。
し
か
し
彼
女
も
ヤ
マ
イ
ヌ
と
い
う
別
の
種
は
日

本
の
山
野
に
存
在
し
な
い
と
い
う
先
入
観
に
縛
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
女
は
い
く
つ
も
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、

江
戸
時
代
の
本
草
学
者
の
オ
オ
カ
ミ
と
ヤ
マ
イ
ヌ
の
区
分
は
「
中
国
の
本
草
学
の
影
響
」
と
退
け
、
民
間
の

様
々
な
毛
色
に
関
す
る
伝
承
は
「
夕
方
の
日
の
光
」
や
「
毛
が
抜
け
替
わ
る
時
期
の
毛
色
」
に
よ
っ
て
そ
う

見
え
た
の
だ
ろ
う
と
見
間
違
い
を
強
調
し
た
う
え
で
明
治
期
の
地
誌
を
根
拠
と
し
ま
し
た
。
事
実
や
事
例

を
た
く
さ
ん
並
べ
て
は
み
た
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
は
自
分
の
望
む
仮
説
は
導
き
出
せ
ず
、
最
後
に
提
示
し
た

「
新
常
陸
国
誌
」
の
記
述
に
飛
び
つ
い
た
の
は
、
既
に
彼
女
の
中
に
大
前
提
が
あ
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
。
残

念
な
が
ら
そ
の
結
論
に
は
飛
躍
が
あ
り
ま
す
。 

 

鎌
倉
室
町
時
代
に
は
確
か
に
「
ヤ
マ
イ
ヌ
は
オ
オ
カ
ミ
で
あ
る
」
と
の
記
述
が
あ
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時

代
に
大
き
く
変
化
し
ま
す
。
菱
川
の
言
う
二
層
化
ど
こ
ろ
か
上
層
も
下
層
も
こ
ぞ
っ
て
「
ヤ
マ
イ
ヌ
は
オ
オ

カ
ミ
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

な
ぜ
江
戸
時
代
に
こ
れ
ほ
ど
見
方
が
大
き
く
変
化
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

八
．
江
戸
時
代
の
大
変
動
後
に
ヤ
マ
イ
ヌ
が
い
た 

私
は
こ
の
時
代
に
起
き
た
大
変
動
に
よ
り
自
然
界
が
大
き
く
変
化
し
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
室
町
か
ら

江
戸
時
代
に
か
け
て
日
本
列
島
に
は
人
口
増
加
と
い
う
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
一
六
〇
〇
年
か
ら

一
七
五
〇
年
に
か
け
て
人
口
が
二
．
五
倍
に
な
り
、
そ
の
人
口
を
養
う
た
め
に
森
林
が
開
か
れ
て
耕
地
が
倍

増
し
、
耕
地
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
草
地
が
広
が
り
ま
し
た
。
人
間
の
居
住
地
も
山
の
奥
へ
奥
へ
と
広
が
り

続
け
た
の
が
こ
の
時
代
で
す
。 

人
間
が
進
出
し
た
地
域
に
、
「
イ
ヌ
」
も
増
加
し
生
息
地
を
広
げ
ま
す
。
イ
ヌ
は
人
間
社
会
が
拡
大
す
る

に
つ
れ
て
増
加
し
、
人
間
領
域
か
ら
は
み
出
す
イ
ヌ
も
増
え
、
山
野
に
野
犬
の
生
息
エ
リ
ア
が
で
き
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
ま
す
。
江
戸
期
は
鎖
国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
海
外
の
事
物
は
さ
か
ん
に
持
ち
込

ま
れ
、
大
型
の
洋
犬
も
輸
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
絵
画
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

民
俗
学
者
、
地
理
学
者
で
あ
る
千
葉
徳
爾
（
一
九
一
六
～ 

二
〇
〇
一
年
）
は
、
オ
オ
カ
ミ
の
生
息
地
に

関
し
て
会
津
藩
の
動
物
等
の
所
在
を
記
し
た
文
書
を
基
に
「
狼
は
奥
山
に
は
生
息
し
て
い
な
い
。
山
麓
の
平

地
に
極
め
て
隣
接
し
た
山
林
が
そ
の
常
住
の
場
所
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
「
オ
オ
カ
ミ
は
な
ぜ
消
え
た
か
」

と
い
う
著
書
で
披
露
し
て
い
ま
す
。
そ
の
解
釈
は
宮
城
県
歴
史
博
物
館
の
村
上
一
馬
に
引
用
さ
れ
、
南
部
藩

や
津
軽
藩
で
ヤ
マ
イ
ヌ
即
ち
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
が
人
を
襲
っ
た
事
件
の
背
景
と
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
は
人
間
の
居
住
地
周
辺
に
棲
ん
で
い
た
た
め
、
人
間
と
の
衝
突
が
起
き
や
す
か
っ
た
の

だ
と
い
う
の
で
す
。 

オ
オ
カ
ミ
の
生
息
地
に
関
す
る
千
葉
の
解
釈
は
ハ
イ
イ
ロ
オ
オ
カ
ミ
の
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
現
代

の
科
学
か
ら
見
て
ま
っ
た
く
の
間
違
い
で
あ
る
と
断
言
で
き
ま
す
。
ハ
イ
イ
ロ
オ
オ
カ
ミ
が
人
間
の
周
辺

に
も
生
息
す
る
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
「
奥
山
に
は
生
息
し
な
い
」
と
は
、
人
間
に
依
存
せ
ず
、
広
大
な
ナ

ワ
バ
リ
と
そ
こ
に
含
ま
れ
る
獲
物
、
す
な
わ
ち
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
有
蹄
類
を
必
要
と
す
る
野
生
動
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物
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
人
間
の
生
活
に
依
存
す
る
野
化
犬
の
広
が
り
を
示
す
も
の

だ
っ
た
と
考
え
れ
ば
そ
れ
な
り
の
整
合
性
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

ヤ
マ
イ
ヌ
、
オ
オ
イ
ヌ
な
ど
〇
〇
イ
ヌ
と
い
う
呼
び
方
に
地
域
的
な
偏
り
が
あ
る
の
も
、
理
由
が
あ
り
そ

う
で
す
。
オ
イ
ヌ
と
い
う
呼
称
は
東
北
に
多
く
、
信
州
に
は
ヤ
マ
イ
ヌ
と
い
う
呼
称
が
多
い
と
菱
川
は
述
べ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
二
地
域
に
は
馬
の
産
地
だ
と
い
う
点
で
類
似
性
が
あ
り
ま
す
。
南
部
藩
は
も
ち
ろ
ん
南

部
駒
で
全
国
か
ら
引
っ
張
り
だ
こ
の
産
地
で
す
が
、
信
州
も
武
田
騎
馬
軍
団
の
故
地
で
あ
り
、
八
ヶ
岳
山
麓

に
は
馬
が
多
く
飼
育
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
高
島
藩
東
部
の
八
ヶ
岳
山
麓
で
は
馬
が
多
く
農
耕
に
使
わ
れ
て

い
た
と
記
録
に
は
あ
り
ま
す
。
馬
の
生
産
に
は
オ
オ
カ
ミ
の
被
害
が
つ
き
物
で
あ
り
、
南
部
藩
が
米
沢
藩
か

ら
の
馬
の
生
産
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
「
狼
害
を
防
ぐ
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
ほ
ど
、
馬
の
生
産
に
は
ま

ず
は
オ
オ
カ
ミ
退
治
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
ま
し
た 

 

オ
オ
カ
ミ
退
治
の
結
果
、
周
辺
に
は
ナ
ワ
バ
リ
性
の
動
物
で
あ
る
オ
オ
カ
ミ
は
少
な
く
な
り
、
人
間
の
居

住
地
拡
大
と
と
も
に
犬
が
空
白
を
埋
め
て
増
加
し
、
野
化
犬
が
増
え
た
の
だ
と
し
た
ら
・
・
・ 

東
北
の
オ
イ
ヌ
、
加
賀
の
オ
オ
イ
ヌ
、
信
州
の
ヤ
マ
イ
ヌ
、
と
い
う
呼
称
の
違
い
も
人
々
が
そ
の
動
物
を

犬
と
考
え
て
い
た
可
能
性
を
示
す
状
況
証
拠
で
す
。 

江
戸
時
代
に
広
が
っ
た
人
間
の
居
住
地
の
外
縁
、
オ
オ
カ
ミ
エ
リ
ア
の
内
側
に
ヤ
マ
イ
ヌ
、
つ
ま
り
野
犬

の
生
息
エ
リ
ア
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
オ
オ
カ
ミ
に
似
た
動
物
ヤ
マ
イ
ヌ
の
目
撃
機
会
も
増
え
、
ト

ラ
ブ
ル
も
頻
発
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ヤ
マ
イ
ヌ
は
想
像
上
の
動
物
で
も
、
ド
ー
ル
の
よ
う
な
イ
ヌ
科

動
物
で
も
、
オ
オ
カ
ミ
と
の
交
雑
で
も
な
く
、「
犬
」
だ
っ
た
こ
と
を
、
多
く
の
こ
と
が
指
し
示
し
て
い
ま

す
。 こ

の
考
察
は
、
江
戸
時
代
に
頻
発
し
た
オ
オ
カ
ミ
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
事
件
の
謎
を
解
く
カ
ギ
で
も

あ
り
ま
す
。 

（
二
〇
二
一
年
二
月
二
日
記
） 
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