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は
じ
め
に

　

古
代
か
ら
自
然
を
始
め
と
す
る
地
理
的
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
た
千
歳
は
、
二
万
年
以

上
前
の
旧
石
器
時
代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
人
々
の
生
活
の
舞
台
と
な
っ
て
き
た
。

こ
の
千
歳
で
営
ま
れ
た
人
の
歴
史
の
中
で
九
九
㌫
の
時
間
を
占
め
る
の
が
、
自
然
の
一

部
と
し
て
生
き
て
き
た
旧
石
器
時
代
・
縄
文
時
代
・
続
縄
文
時
代
・
擦
文
人
時
代
の
古

代
人
た
ち
と
ア
イ
ヌ
の
生
活
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
生
活
の
痕
跡
は
市
内
各
所
に
遺
跡
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
。　

　

自
然
と
一
体
に
な
っ
て
暮
ら
し
た
最
後
の
人
々
で
あ
る
ア
イ
ヌ
は
、
今
日
の
遺
伝
学

的
な
研
究
の
成
果
に
よ
り
、
縄
文
人
の
血
を
最
も
濃
く
受
け
継
い
だ
民
族
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
て
お
り
、
北
海
道
を
中
心
に
暮
ら
し
て
き
た
先
住
民
族
で
あ
る
こ
と
は
国
際

的
に
も
認
知
さ
れ
て
い
る
。
国
内
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
年
六
月
六
日
、
国
会
の
衆

参
両
議
院
で
ア
イ
ヌ
民
族
が
日
本
の
先
住
民
族
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
決
議
案
が
全
会

一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

　

た
だ
し
、
弥
生
時
代
以
降
、
北
海
道
以
外
の
日
本
列
島
を
中
心
に
暮
ら
し
て
き
た

人
々
も
ま
た
、
縄
文
人
の
血
を
受
け
継
い
で
お
り
、
例
え
ば
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
先
住

民
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
住
民
の
よ
う
に
、
遺
伝
学
的
に
両
者
が
ま
っ
た
く
異
な
る

民
族
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
日
本
列
島
の
中
に
、
は
る
か
昔
に
別
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
別

な
環
境
で
独
自
の
文
化
を
育
ん
で
き
た
血
縁
関
係
の
あ
る
人
々
が
存
続
し
て
き
た
と
い

え
る
。

　

さ
て
、
市
内
で
行
わ
れ
て
き
た
発
掘
調
査
に
よ
り
、
数
多
く
の
ア
イ
ヌ
文
化
の
遺
跡

が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
一
七
三
九
（
元
文
４
）
年
に
噴
火
し
堆
積
し
た
樽
前

山
の
火
山
灰
下
で
見
つ
か
り
、
近
世
初
頭
か
ら
江
戸
時
代
中
期
の
ア
イ
ヌ
文
化
を
知
る

大
き
な
手
が
か
り
と
な
っ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
ア
イ
ヌ
文
化
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
確
認
が
出
来

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
千
歳
で
は
一
七
三
九
年
に
積
も
っ
た
樽
前
山
の
火
山
灰
の
上
が
、

現
在
我
々
が
生
活
し
て
い
る
地
面
で
あ
り
、
同
じ
地
面
上
に
あ
る
遺
跡
の
確
認
は
困
難

だ
か
ら
だ
。
こ
の
た
め
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
資
料
は
、
主
に
幕
末
の
蝦
夷
地
の
探

検
家
で
あ
る
松
浦
武
四
郎
が
記
し
た
日
誌
な
ど
の
江
戸
末
期
や
明
治
期
の
文
献
資
料
、

幕
末
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
写
真
資
料
、
民
族
学
者
に
よ
る
調
査
記
録
な
ど
の
資
料
に

限
ら
れ
る
。

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
山
深
い
美
笛
地
区
に
残
さ
れ
た
明
治
以
降
の
近
代
に
営
ま
れ

た
ア
イ
ヌ
文
化
の
熊
狩
に
伴
う
儀
礼
の
場
で
あ
り
、
人
知
れ
ず
行
わ
れ
て
き
た
近
代
の

ア
イ
ヌ
の
真
摯
な
精
神
文
化
の
一
端
を
示
す
貴
重
な
資
料
で
も
あ
る
。

　

昭
和
五
十
八
年
に
調
査
を
行
い
、
翌
年
三
月
に
報
告
書
が
刊
行
し
た
が
、
す
で
に

二
八
年
が
経
過
し
て
お
り
、
今
一
度
ど
ん
な
様
子
だ
っ
た
の
か
を
振
り
返
り
、
新
た
な

知
見
も
交
え
て
紹
介
し
た
い
。
ま
た
、
調
査
に
伴
っ
て
執
り
行
わ
れ
た
ア
イ
ヌ
文
化
に

よ
る
祭
事
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

シ
ラ
ッ
チ
セ

　

「
シ
ラ
ッ
チ
セ
」
は
ア
イ
ヌ
語
で
あ
る
。
意
味
は
「
シ
ラ
ル　

・
チ
セ
」（
岩
・
家
）

で
あ
り
、「
岩
屋
・
岩
陰
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
岩
陰
は
人
が
最
も
古
く
か
ら

利
用
し
て
き
た
天
然
の
住
ま
い
で
も
あ
る
。

　

こ
の
シ
ラ
ッ
チ
セ
は
支
笏
湖
周
辺
の
河
川
源
流
域
で
幾
つ
か
見
つ
か
っ
て
い
る
。
実

際
の
シ
ラ
ッ
チ
セ
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
支
笏
湖
の
歴
史
と
深
い
係
わ



　図１　シラッチセ位置図
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り
が
あ
る
。
支
笏
湖

は
千
歳
の
豊
か
な
自

然
の
象
徴
で
あ
り
、

湖
水
面
積
七
八
・
四

平
方
㌔
、
周
囲
長

四
〇
・
四
㌔
で
琵
琶

湖
の
九
分
の
一
の
広

さ
（
日
本
で
八
番

目
）
を
も
つ
。
最
大

水
深
三
六
三
㍍
、
平

均
水
深
二
六
五
㍍
と
日
本
で
二
番
目
に
深
く
、
水
面
の
標
高
が
二
四
七
㍍
な
の
で
、
湖

底
は
海
面
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
た
め
貯
水
量
も
多
く
、
琵
琶
湖
の
四
分
の

三
の
約
二
一
立
方
㌔
に
達
す
る
。
こ
の
大
き
な
湖
は
、
今
か
ら
約
四
万
二
千
年
前
の
支

笏
火
山
が
大
噴
火
に
よ
っ
て
で
き
た
巨
大
な
火
口
跡
（
カ
ル
デ
ラ
）
で
あ
る
。

　

こ
の
大
噴
火
は
噴
煙
が
高
度
一
〇
㌔
以
上
ま
で
達
し
、
火
山
灰
は
偏
西
風
に
の
っ
て

道
北
や
道
東
、
太
平
洋
ま
で
達
し
、
森
林
を
埋
め
木
々
は
立
っ
た
ま
ま
炭
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
炭
化
し
た
林
は
「
化
石
林
」
と
呼
ば
れ
、
千
歳
の
美
々
地
区
な
ど
で
時
々
見

つ
か
っ
て
い
る
。
噴
出
し
た
火
山
灰
や
火
砕
流
は
数
十
㍍
の
厚
さ
で
谷
を
埋
め
尽
く

し
、
苫
小
牧
市
や
札
幌
市
の
南
側
ま
で
到
達
し
、
一
部
は
高
熱
高
圧
で
固
ま
っ
た
溶
結

凝
灰
岩
に
な
り｢

札
幌
軟
石｣

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
加
工
し
や
す
く
耐
火
性
が
優
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
倉
庫
の
建
築
材
と
し
て
た
く
さ
ん
利
用
さ
れ
て
き
た
。　
　

　

支
笏
湖
の
南
西
部
の
樽
前
山
や
多た

ぷ

こ

ぷ

峰
古
峰
山
麓
、
社
台
川
上
流
に
は
、
こ
の
大
噴
火

の
時
に
で
き
た
火
砕
台
地
で
あ
る
標
高
約
五
〇
〇
㍍
の
社
台
台
地
が
広
が
り
、
緩
や
か

に
太
平
洋
に
向
か
っ
て
い
る
。

　

支
笏
湖
側
の
台
地
縁
は
凝
灰
岩
が
露
頭
し
、
湖
面
か
ら
の
高
さ
が
一
〇
〇
㍍
ほ
ど
の

切
り
立
っ
た
崖
が
あ
る
。
こ
の
崖
は
湖
岸
の
美
笛
船
着
場
（
川
口
）
か
ら
三
マ
イ
ル
の

地
点
に
あ
る
こ
と
か
ら
「
三
哩

ま
い
る

の
沢
」
と
呼
ば
れ
る
美
笛
川
支
流
の
右
岸
に
沿
っ
て
屏

風
の
よ
う
に
連
な
っ
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
語
で
は
こ
の
沢
は
「
ク
ッ
パ
ォ
マ
ピ
プ
イ
」

（
縞
状
の
崖
・
上
に
入
る
・
美
笛
川
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
図
１
）。

　

屏
風
を
成
す
凝
灰
岩
の
崖
は
、
写
真
１
で
示
す
よ
う
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
柱
状
節
理

が
貫
入
し
、
硬
軟
が
一
様
で
は
な
く
縞
状
に
も
見
え
る
。
社
台
台
地
か
ら
は
雨
水
や
雪

解
け
水
な
ど
が
流
れ
落
ち
、
上
か
ら
見
る
と
あ
ち
こ
ち
に
虫
食
い
の
よ
う
に
台
地
の
縁

辺
が
馬
蹄
形
に
侵
食
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
馬
蹄
形
に
な
っ
た
崖
の
下
で
は
、
や
わ
ら
か

い
部
分
が
崩
れ
落
ち
、
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
と
な
っ
て
岩
陰
を
作
り
出
し
て
い
る
。　

　

実
際
に
調
査
し
た
馬
蹄
形
の
地
形
は
、
図
２
に
示
す
よ
う
に
幅
が
約
四
〇
㍍
、
奥
行

き
三
〇
㍍
ほ
ど
あ
り
、
岩
陰
は
、
馬
蹄
形
の
先
端
部
に
あ
り
、
高
さ
一
二
㍍
、
奥
行
き

二
〜
四
㍍
、
ち
ょ
う
ど
陰
に
入
る
地
面
は
平
ら
で
、
長
さ
五
〇
㍍
、
三
日
月
形
で
あ

る
。
崩
れ
落
ち
た
土
砂
が
テ
ラ
ス
状
に
堆
積
し
て
お
り
、
正
面
か
ら
見
る
と
ド
ー
ム
に

覆
わ
れ
た
屋
外
ス
テ
ー
ジ
の
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
大
き
な
シ
ラ
ッ
チ
セ
は
、
雨
は
吹
き
込
ま
ず
、
冬
で
も
雪
が
積
も
ら
ず
、
こ
の

地
域
で
狩
猟
す

る
際
の
大
切
な

野
営
地
と
し
て

昭
和
二
十
五
年

頃
ま
で
は
利
用

さ
れ
続
け
て
き

た
と
い
う
。
調

査
時
に
は
、
野

営
に
使
用
し
た

様
々
な
道
具
が



　　　図２　シラッチセ平面図・断面図
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残
さ
れ
て
い
た
。　

　

岩
陰
に
な
っ
て
い
な
い
馬
蹄
形
の
中
央
部
分
は
、
一
段
低
く
な
っ
て
お
り
、
二
〇
〇

平
方
㍍
ほ
ど
の
広
場
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
一
辺
が
四
㍍
前
後
の
落
下
し
た
大
岩
が
点
在

す
る
。

　

こ
の
岩
陰
の
西
端
に
柱
状
節

理
の
下
端
が
崩
れ
た
小
さ
な
岩

陰
が
あ
る
。
高
さ
約
二
・
三

㍍
、
幅
約
二
㍍
、
奥
行
約

一
・
五
㍍
で
あ
る
。
内
部
に
は

熊
の
頭
蓋
骨
な
ど
が
納
め
ら
れ

て
お
り
、
狩
猟
に
よ
っ
て
捕

獲
さ
れ
た
熊
を
神
の
国
に
送
る

場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
シ

ラ
ッ
チ
セ
で
あ
っ
た
。

大
き
な
シ
ラ
ッ
チ
セ

　

大
き
な
シ
ラ
ッ
チ
セ
で
ま
ず

目
に
付
い
た
の
は
、
中
央
に
す

え
ら
れ
た
小
熊
を
入
れ
る
た
め

の
オ
リ
で
あ
る
。
長
さ
八
〇
〜

一
三
五
㌢
、
幅
一
〇
〜
三
〇

㌢
、
厚
さ
四
㌢
の
割
り
板
一
四

枚
を
井
桁
に
組
み
合
わ
せ
、
根

方
に
は
小
熊
が
掘
り
起
こ
さ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
か
、
人
頭

大
の
石
を
埋
め
込
ん
で
補
強
し
て
い
た
。

　

割
り
板
は
、
切
断
に
鋸
を
使
用
し
た
痕
跡

が
な
く
、
斧
や
ナ
タ
な
ど
の
刃
跡
が
あ
り
、

樹
皮
が
付
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
オ
リ
と
共

に
長
さ
七
七
㌢
の
木
の
中
央
を
Ｖ
字
形
に
え

ぐ
っ
た
エ
サ
入
れ
が
置
か
れ
、
オ
リ
に
は
山

を
下
る
ま
で
大
切
に
飼
わ
れ
て
い
た
幼
い
小

熊
の
も
の
と
思
わ
れ
る
毛
も
残
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
オ
リ
の
そ
ば
か
ら
は
、
割
れ
た

徳
利
が
二
点
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
オ
リ

が
い
つ
頃
、
誰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

オ
リ
の
ほ
か
に
は
、
薪
と
し
て
蓄
え
ら
れ
た
六
〇
本
も
の
半
裁
さ
れ
た
木
や
、
カ
ン

ジ
キ
、
ま
な
板
、
木
製
の
ヘ
ラ
な
ど
の
野
営
時
に
利
用
さ
れ
た
自
家
製
の
道
具
類
が

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
昭
和
二
十
五
年
頃
ま
で
こ
の
シ
ラ
ッ
チ
セ
を
利
用
し
て
き
た
千

歳
在
住
の
猟
師
た
ち
が
残
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
小
さ
な
シ
ラ
ッ
チ
セ

　

小
さ
な
シ
ラ
ッ
チ
セ
は
儀
礼
の
場
で
あ
る
。
い
わ
ば
生
活
の
空
間
で
あ
る
大
き
な
シ

ラ
ッ
チ
セ
と
は
大
き
な
柱
状
節
理
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
、
や
や
高
い
と
こ
ろ
の
位
置
取

り
は
神
聖
な
空
間
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

こ
こ
で
は
、
一
三
頭
分
の
ヒ
グ
マ
の
頭
蓋
骨
が
見
つ
か
っ
た
。
地
表
面
で
は
下
顎
骨

が
な
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
発
掘
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
一
〇
㌢
下
の
土
中
か
ら
下
顎

骨
が
多
数
見
つ
か
り
、
八
頭
分
が
上
下
の
そ
ろ
っ
た
頭
蓋
骨
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
骨
は
、
当
時
北
海
道
開
拓
記
念
館
学
芸
員
だ
っ
た
門
崎
允
昭
氏
に
よ
っ
て

詳
細
な
分
析
が
行
わ
れ
、
概
略
は
表
１
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
年
齢
や
捕
殺
時
期

50
　㎝

0

20
　ｍ

0



　写真２　送り場

　図４　シロシのあるイナウ
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に
つ
い
て
は
歯
牙
の
断
面
に
表
わ
れ
る
年
輪
に

よ
っ
て
推
定
さ
れ
た
。

　

側
頭
部
が
残
る
頭
骨
で
左
右
い
ず
れ
か
に
人

為
的
な
穿
孔
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
捕
殺
さ
れ

た
熊
が
ア
イ
ヌ
文
化
の
作
法
に
の
っ
と
り
処
理

さ
れ
た
こ
と
を
確
定
す
る
最
も
確
か
な
証
し
で

あ
っ
た
。
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
い
て
熊
は
重
要
な

食
料
源
の
一
つ
で
あ
り
、
様
々
な
部
位
を
無
駄

な
く
利
用
し
た
。
脳
も
食
し
た
が
取
り
出
す
際

に
開
け
る
穴
の
位
置
は
、
雄
は
左
側
、
雌
は
右

側
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
調
査
し
た
頭
蓋
骨
の
性
別
と
穴
の
位
置
は
完
全
に
一
致
し
て

い
た
。
ま
た
、
そ
の
中
の
二
例
で
は
脳
を
取
り
出
し
た
後
の
頭
蓋
骨
内
に
イ
ナ
ウ
キ
ケ

（
削
り
か
け
御
幣
）
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

　

頭
蓋
骨
以
外
に
は
、
イ
ナ
ウ
（
御
幣
）
な
ど
の
祭
事
に
使
わ
れ
た
木
製
品
が
多
数
確

認
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
腐
食
が
進
行
し
原
形
を
止
め
て
い
る
も
の
は
皆
無
で
あ
っ

た
。

　

イ
ナ
ウ
な
ど
の
木
製
品
は
シ
ラ
ッ
チ
セ
の
壁
に
立
て
か
け
ら
れ
て
片
付
け
ら
れ
て
お

り
、
一
部
は
土
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
調
査
さ
れ
た
頭
蓋
骨
や
木
製
品

は
、
幾
度
か
人
の
手
に
よ
る
移
動
が
あ
り
、
本
来
の
位
置
を
保
っ
て
い
な
い
こ
と
は
確

実
で
あ
る
が
、
こ
の
小
さ
な
シ
ラ
ッ
チ
セ
が
熊
の
魂
を
送
る
神
聖
な
場
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。　

い
つ
・
誰
が

　

さ
て
、
い
つ
頃
こ
の
送
り
場
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
子
ど
も
の
頃
、
父
親

と
と
も
に
こ
こ
を
訪
れ
た
事
の
あ
る
古
老
は
、
当
時
す
で
に
白
化
し
た
頭
骨
を
見
た
と

い
い
、
現
役
の

送
り
場
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た

状
況
に
は
な

く
、
父
親
も
い

つ
頃
の
も
の
か

は
知
ら
な
か
っ

た
と
い
う
。
ま
た
、
大
き
な
シ
ラ
ッ
チ
セ
の
子
熊
用
の
オ
リ
も
す
で
に
す
え
ら
れ
て
い

た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
話
か
ら
、
実
際
に
熊
が
送
ら
れ
て
か
ら
一
〇
〇
年

ほ
ど
は
経
過
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

で
は
、
だ
れ
が
祭
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
オ
マ
ン
テ
と
呼
ば
れ
る
集
落
で
行
う
飼

い
熊
の
送
り
場
と
は
異
な
り
、
狩
猟
に
よ
っ
て
捕
殺
し
た
熊
を
山
で
送
る
場
で
あ
り
、

捕
殺
し
た
者
が
直
接
行
う
儀
礼
で
あ
る
。
手
が
か
り
は
、
木
製
品
の
中
の
イ
ナ
ウ
に

あ
っ
た
。
イ
ナ
ウ
の
一
部
に
シ
ロ
シ
と
呼
ば
れ
る
家
代
々
の
印
が
刻
ま
れ
て
い
た
も
の

と
、
刻
ま
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
千
歳
ア
イ
ヌ
は
イ
ナ
ウ
に
シ
ロ
シ
を
付
け
な

い
習
慣
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
シ
ロ
シ
が
刻
ま
れ
た
も
の
は
千
歳
以
外
の
集
団
に
属
す
る

ア
イ
ヌ
の
手
に
よ
る
も
の
に
な
る
。
千
歳
以
外
の
集
団
と
は
、
地
理
的
な
条
件
を
考
慮

す
る
白
老
ア
イ
ヌ
の
可
能
性
が
最
も
高
い
か
も
し
れ
な
い
。

頭
蓋
骨
の
分
析
か
ら
見
え
る
熊
猟
の
実
景

　

頭
蓋
骨
の
分
析
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
祭
ら
れ
て
い
た
熊
の
捕
殺
時
期
は
三
月
か
ら
六

月
ま
で
の
間
で
、
い
わ
ゆ
る
春
熊
猟
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
年
齢
は
二
歳
未
満
が
五

頭
、
十
歳
以
上
が
八
頭
で
内
五
頭
が
雌
で
あ
り
、
三
歳
か
ら
九
歳
ま
で
の
年
齢
層
が
含

ま
れ
て
い
な
い
。

　

熊
は
、
通
常
三
歳
ま
で
は
母
熊
と
一
緒
に
行
動
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
二
歳
未
満
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の
五
頭
は
母
熊
と
と
も
に
捕
獲
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
表
の
標
本
番
号
６
と
８
は

頭
骨
の
中
に
イ
ナ
ウ
キ
ケ
が
同
様
に
詰
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
時
に
捕
殺
さ
れ

た
親
子
の
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
他
の
二
歳
未
満
の
四
頭
の
小
熊
も
そ
れ
ぞ
れ
四
頭

の
雌
熊
と
親
子
だ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。　

　

標
本
番
号
８
の
鼻
腔
に
長
さ
四
㌢
の
鉄
片
が
突
き
刺
さ
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
冬
ご
も

り
の
穴
か
ら
突
き
出
し
た
鼻
先
を
上
か
ら
突
き
刺
し
た
槍
な
ど
の
破
片
が
残
留
し
た
も

の
と
思
わ
れ
、
春
の
穴
熊
猟
の
様
子
を
具
体
的
に
示
す
貴
重
な
例
で
あ
る
。

熊
頭
骨
の
慰
霊
祭

　

昭
和
五
十
八
年
六
月
一
二
日
、
長
い
間
山
深
く
置
か
れ
て
き
た
熊
の
頭
骨
（
熊
の

霊
・
カ
ム
イ
）
を
慰
霊
す
る
祭
り
が
千
歳
文
化
財
保
護
協
会
の
主
催
に
よ
り
シ
ラ
ッ
チ

セ
の
前
庭
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
当
時
、
同
協
会
の
事
務
局
長
だ
っ
た
故
・
林
元
一
氏

の
尽
力
の
賜
物
で
あ
っ
た
。
林
さ
ん
は
、
北
海
道
ウ
タ
リ
協
会
（
現
・
ア
イ
ヌ
協
会
）

千
歳
支
部
の
協
力
の
も
と
人
や
資
材
・
道
具
類
の
準
備
、
参
加
者
の
送
迎
、
そ
し
て
慰

霊
祭
の
記
録
と
忙
し
く
精
力
的
に
動
い
て
い
た
。

　

こ
の
慰
霊
祭
に
は
千
歳
在
住
の
七
〇
歳
を
超
え
る
エ
カ
シ
（
お
じ
い
さ
ん
）
や
フ
チ

（
お
ば
あ
さ
ん
）
た
ち
も
急
峻
な
沢
を
上
り
参
加
す
る
盛
大
な
催
し
と
な
っ
た
。
山
の

木
々
は
新
緑
に
輝
き
、
ま
だ
葉
々
の
小
さ
い
木
々
の
間
か
ら
陽
が
こ
ぼ
れ
る
絶
好
の
天

候
に
恵
ま
れ
た
。
エ
カ
シ
や
フ
チ
は
、
無
事
に
沢
を
登
れ
た
こ
と
、
天
気
が
良
く
な
っ

た
の
は
カ
ム
イ
（
神
様
）
が
こ
の
慰
霊
祭
を
喜
ん
で
い
る
証
だ
と
い
っ
て
微
笑
ん
だ
。

　

祭
事
は
、
祭
主
と
し
て
お
願
い
し
た
静
内
町
の
高
田
勝
利
氏
に
よ
っ
て
朗
々
と
唱
え

ら
れ
る
ア
イ
ヌ
語
の
祈
り
か
ら
始
ま
っ
た
。

　

神
へ
の
祈
り
が
終
わ
る
と
御
酒
が
振
舞
わ
れ
、
や
が
て
ウ
ポ
ポ
（
歌
）
や
ホ
リ
ッ
パ

（
輪
踊
り
）
が
に
ぎ
や
か
に
行
わ
れ
た
。
昼
食
を
終
え
、
慰
霊
祭
は
神
の
国
へ
祈
り
を

伝
え
て
く
れ
た
火
の
神
様
に
感
謝
す
る
カ
ム
イ
ノ
ミ
（
神
事
）
を
行
い
、
神
に
さ
さ
げ

標本番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

頭蓋上顎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

なし

頭蓋口蓋部

頭頂部片

下　　顎

○

○

○

○

○

○

○

○

なし

なし

○

なし

なし

雌　　雄

♂

♂

♂

♂

♀

♀

♀

♀

♀

♀

♂

♂

不明

年　　齢

22〜23

12〜13

22〜24

2

12〜13

2

16〜17

10〜11

14〜15

12

2

2

1（幼獣）

側頭部穿孔

左

左

左

左

右

右

右

右

右

右

不明

不明

不明

捕殺時期

5〜6月

3〜4月

5〜6月

5月

5〜6月

3〜4月

4〜5月

3〜4月

5〜6月

3月

3〜4月

3〜4月

不明

備　　　　考

　

　

　

　

　

頭蓋腔にキケ充填

　

鼻腔に鉄片・頭蓋腔にキケ充填
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達
と
と
も
に
火
の
神
様
に
対
し
て
お
酒
を
ト
ゥ
キ
（
漆
塗
杯
）
か
ら
イ
ク
パ
シ
イ
（
酒

を
捧
げ
る
箸
）
に
よ
っ
て
さ
さ
げ
ら
れ
、
祈
り
の
詞
が
再
び
始
ま
っ
た
。

　

「
国
を
お
さ
め
る
神
よ
、
昔
、
熊
神
の
頭
骨
を
お
祭
り
し
た
古
老
た
ち
が
豊
か
な
コ

タ
ン
（
村
）
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
今
、
私
た
ち
は
相
談
し
て
こ
の
山
の
中
で
神
々
を

お
招
き
し
、
昔
こ
の
山
で
猟
を
し
た
古
老
達
と
共
に
熊
神
の
頭
骨
を
拝
礼
し
て
い
ま

す
。

　

神
々
へ
の
祈
り
の
詞
を
私
が
皆
に
代
わ
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
。
人
々
は
皆
、
神
々
の

霊
を
お
送
り
し
、
お
祈
り
を
し
て
い
ま
す
。

　

コ
タ
ン
の
人
々
は
、
神
々
の
お
恵
み
に
浴
し
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は

共
に
ヌ
サ
サ
ン
（
祭
壇
）
の
神
や
、
山
を
治
め
る
神
様
な
ど
の
立
派
な
神
様
に
う
や
う

や
し
く
拝
礼
し
て
い
ま
す
。
熊
神
の
霊
を
天
上
の
神
の
国
に
お
送
り
す
る
た
め
に
長
老

達
と
と
も
に
お
祈
り
し
て
い
ま
す
。
美
し
い
千
歳
の
村
で
暮
ら
し
て
い
る
男
達
も
女
達

も
今
こ
こ
で
熊
神
の
霊
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　

シ
ベ
チ
ャ
リ
コ
タ
ン
（
静
内
）
か
ら
参
り
ま
し
た
私
も
、
コ
タ
ン
の
ア
イ
ヌ
と
そ
れ

以
外
の
人
も
共
に
拝
礼
し
て
い
ま
す
。
水
の
神
や
ヌ
サ
サ
ン
の
神
、
火
の
女
神
に
も
、

う
や
う
や
し
く
拝
礼
し
て
い
ま
す
。
コ
タ
ン
の
人
も
そ
れ
以
外
の
人
も
共
に
語
り
合

い
、
熊
神
送
り
の
祭
り
を
立
派
に
行
お
う
と
拝
礼
し
て
い
ま
す
。

　

貴
き
火
の
女
神
様
、
そ
し
て
水
の
神
様
、
神
の
鳥
よ
、
多
く
の
神
々
に
私
の
申
し
上

げ
る
祈
り
の
詞
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。
私
達
は
神
々
に
感
謝
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

今
、
エ
カ
シ
や
フ
チ
達
と
共
に
神
々
に
お
礼
を
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。
貴
き
神
々
へ
の

お
礼
の
品
と
し
て
美
し
い
イ
ナ
ウ
と
と
も
に
、
ト
ゥ
キ
か
ら
お
酒
を
神
々
に
捧
げ
て
い

ま
す
。

　

神
の
鳥
よ
、
私
の
申
し
上
げ
る
つ
た
な
い
祈
り
の
詞
を
神
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。
本

当
の
獣
の
神
で
あ
る
熊
神
の
霊
を
、
私
達
は
神
の
国
へ
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
今
、
私

達
は
山
を
支
配
し
て
い
る
熊
神
の
霊
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

た
イ
ナ
ウ
に
炉
の
火
が
付
け
ら
れ
て
無
事
終
了
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
千
歳
で
は
カ
ム
イ
ノ
ミ
の
祈
り
の
詞
は
、
大
き
な
声
で
は
唱
え
ず
、
静
か
に

口
の
中
で
唱
え
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
ア
イ
ヌ
文
化
の
理
解
を
深

め
、
広
く
知
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
は
っ
き
り
と
伝
え
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
と
の
考

え
か
ら
、
現
在
、
千
歳
で
も
一
般
に
公
開
し
て
い
る
カ
ム
イ
ノ
ミ
の
際
に
は
、
声
に
出

し
て
唱
え
て
い
る
。

慰
霊
祭
の
イ
ノ
ン
ノ
・
イ
タ
ク
（
祈
り
・
詞
）　

　

イ
ノ
ン
ノ
・
イ
タ
ク
と
は
、
慰
霊
祭
の
際
に
高
田
氏
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
祈
り
の

詞
で
あ
る
。
和
訳
は
林
元
一
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
林
氏
の
和
訳
を
元

に
、
筆
者
が
概
要
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
を
紹
介
す
る
。

　

高
田
氏
は
、
シ
ラ
ッ
チ
セ
の
ほ
う
に
並
べ
ら
れ
た
頭
骨
に
向
か
っ
て
語
り
始
め
た
。

　

「
こ
の
熊
の
神
々
に
対
し
て
、
今
ま
で
に
も
カ
ム
イ
イ
オ
マ
ン
テ
（
神
送
り
祭
）
を

行
っ
て
き
た
よ
う
で
す
が
、
長
い
間
こ
こ
に
こ
う
し
て
晒
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
も
見
え

ま
す
。
そ
の
事
を
み
ん
な
気
に
か
け
て
い
ま
し
た
。

　

今
日
の
祭
り
は
、
シ
サ
ム
（
和
人
）
が
言
い
出
し
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
天
上
の
神

の
国
へ
熊
の
神
の
霊
を
お
送
り
す
る
た
め
に
、
立
派
な
祈
り
の
詞
と
イ
ナ
ウ
を
一
緒
に

捧
げ
拝
礼
し
ま
す
。

　

今
か
ら
神
々
の
い
る
美
し
い
天
上
の
国
へ
熊
神
の
霊
を
お
送
り
す
る
為
に
、
昔
お
祭

り
し
た
熊
神
の
頭
骨
の
前
に
立
派
な
神
々
に
来
て
い
た
だ
き
、
長
老
達
が
た
く
さ
ん
の

イ
ナ
ウ
を
、
美
し
い
イ
ナ
ウ
キ
ケ
や
枝
幣
と
と
も
に
捧
げ
、
う
や
う
や
し
く
拝
礼
し
ま

す
。

　

昔
お
祭
り
し
た
熊
神
の
頭
骨
の
前
に
、
お
酒
と
と
も
に
美
し
い
着
物
を
捧
げ
、
人
々

が
皆
う
や
う
や
し
く
幾
度
も
拝
礼
し
て
い
ま
す
」。

　

こ
こ
で
祈
り
の
座
を
炉
端
に
移
し
、
炉
を
中
心
に
向
か
い
合
っ
て
座
し
て
い
た
古
老
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貴
き
神
よ
、
私
達
が
そ
ろ
っ
て
心
か
ら
拝
礼
申
し
上
げ
、
神
々
に
感
謝
し
な
が
ら
暮

ら
し
て
い
る
姿
を
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

私
達
は
神
々
へ
の
お
礼
の
言
葉
に
そ
え
て
、
た
く
さ
ん
の
立
派
な
イ
ナ
ウ
を
お
い
し

い
お
酒
と
と
も
に
、
感
謝
を
こ
め
て
捧
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」。

　

こ
の
よ
う
な
内
容
の
祈
り
の
詞
が
抑
揚
の
あ
る
朗
々
と
し
た
語
り
口
で
唱
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
実
際
に
は
同
じ
詞
の
繰
り
返
し
や
飾
り
詞
が
多
く
含
ま
れ
、
も
っ
と
長
大

な
も
の
で
あ
っ
た
。

千
歳
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
文
化
の
伝
承

　

ア
イ
ヌ
文
化
の
継
承
と
い
う
観
点
か
ら
千
歳
を
見
る
と
、
明
治
以
降
、
ア
イ
ヌ
文
化

の
商
業
化
・
観
光
化
へ
の
方
向
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
千
歳
で
の
ア

イ
ヌ
文
化
伝
承
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

千
歳
は
、
地
理
的
な
要
因
か
ら
人
々
が
行
き
交
う
土
地
と
し
て
栄
え
、
古
代
か
ら

様
々
な
文
化
や
物
資
が
行
き
交
う
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
本
州
か
ら
の
物
資
は
、

比
較
的
容
易
に
入
手
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
品
々
は
ア
イ
ヌ
の
物
質
文
化
に
深
く

波
及
浸
透
し
、
本
州
か
ら
の
物
品
も
自
分
た
ち
が
作
り
出
す
品
々
と
同
様
に
生
活
に
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
定
着
し
利
用
さ
れ
て
き
た
。

　

一
方
、
葬
儀
や
祝
い
事
な
ど
の
生
活
習
慣
や
、
信
仰
な
ど
の
精
神
文
化
は
保
守
的
な

文
化
で
あ
り
、
根
強
く
引
き
継
が
れ
伝
承
さ
れ
て
き
た
が
、
差
別
的
な
社
会
背
景
の
中

で
ア
イ
ヌ
文
化
を
積
極
的
に
外
に
持
ち
出
す
こ
と
は
な
く
、
家
庭
あ
る
い
は
集
団
の
生

活
の
中
に
と
ど
ま
っ
た
状
態
で
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
結
果
、
千
歳
で
は
家
に
い
た
女
性
が
担
う
日
常
的
な
文
化
は
外
的
な
影
響
を
あ

ま
り
受
け
ず
、
古
典
的
な
ウ
ポ
ポ
や
ホ
リ
ッ
パ
が
残
り
、
色
々
な
ユ
カ
ラ
（
叙
事
詩
）

や
ウ
エ
ペ
ケ
レ
（
民
話
）
な
ど
の
口
承
文
化
が
良
好
な
状
況
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

　

一
方
、
男
性
の
担
う
文
化
は
、
狩
猟
や
サ
ケ
漁
な
ど
の
様
々
な
節
目
に
必
要
な
カ
ム

イ
ノ
ミ
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
本
来
、
そ
の
状
況
が
生
じ
た
と
き
に
個
人
が
個

別
に
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
今
日
の
よ
う
に
○
○
祭
と
い
う
よ
う
に
ア
イ
ヌ
文
化
へ
の

理
解
を
進
め
る
啓
発
活
動
は
な
く
、
表
立
っ
て
の
儀
式
は
稀
で
あ
っ
た
。
狩
猟
や
サ
ケ

漁
な
ど
が
非
日
常
化
し
、
男
が
担
う
ア
イ
ヌ
文
化
の
ほ
う
が
消
失
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
懸
念
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
様
々
な
伝
統
的
な
技
術
や
作
法
、
口
承
文
化
が
伝

承
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

近
年
は
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
千
歳
支
部
や
ア
イ
ヌ
文
化
伝
承
保
存
会
を
中
心
に
、

千
歳
固
有
の
作
法
を
復
元
す
る
な
ど
、
千
歳
の
ア
イ
ヌ
文
化
の
伝
承
と
保
存
へ
の
地
道

な
取
り
組
み
が
続
い
て
い
る
。
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