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田

ロ

洋

美

マ
タ
ギ
と
は
誰
か

こ
ん

に
ち
は
。
ご

紹
介

い
た
だ
き

ま
し

た
、

田

口
と
申

し
ま

す
。

今

日

は

現

代

の

マ
タ
ギ

L

と

い
・つ
話

な
ん

で
す

が
、

と

て
も
難

し

い
問
題

が
あ

り
ま
す
。

と

い
う

の
は
・
皆

さ
ん
も
御
存

知

の
よ

う

に
、

現
代

は
環
境

問
題
、

フ、
こ
で
関

わ

っ
て
く

る

の
は
森
林

の
保

全

や
野
生
動

物

の
保
護

と

い
う
問

題

、

と
く

に
生
物

多
様
性

と

い
う
大

き
な
問

題
が

あ
り

ま
す
。
狩

猟

と

い
・つ
も

の
が
野
生
動
物

の
纏

を
目
的

と
し

て

い
る
以
上

、

こ
う

し

た
現
代
社
会

が
抱

え

て

い
る
問
題

を
抜

き

に
し

て
は
語

れ
な

い
ん

で
す
。

そ

.」
で
、

今

日
お
話

し
た

い
の
は
日
本

の
狩
猟

と

い
う
も

の
が
歴
史
的

に
ど

の
よ

う

に
位
置

づ

け

ら

れ

て
き
た

の
か
、
ど

ん
な
役
割

を

果

た
し

て
き
た

の
か
、

そ

こ
に
は
ど

の
よ
う

な
問
題

が
生

じ

て

い
た

の
か
、

そ
う
し

た
こ

と
を

お
話

し
な

が
ら
、
現

代

の
狩
猟

の
問
題

を
中

部
東
北

地
方

の
狩
人

、

マ
タ
ギ

に
焦
点

を
合

わ

せ
な
が

ら

見

て

い
き
た

い
と
思

い
ま

す
。

ま
ず

、

マ
タ

ギ

と
は
誰

か
。

マ
タ
ギ

の
定
義

と

い
う

こ
と

で
す
が
、

マ
タ
ギ

を
狩
人

、
猟
師

、

し

か
も
専

業

の
猟
師

と

い
う

ふ
う

に
く

く
る

と
す
れ
ば
・

現
在

マ
タ

ギ

は

天

も
存

在

し
ま

せ
ん
。

ま
た
断

言
口
は

で
き

ま
せ

ん
が
、
過

去

に

お

い
て
も

お
そ
ら

く
存

在

し
な

い
.
狩
猟

だ

け

で
家
族

を
養

い
生
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き

た
人

と

い
う

の
は

そ
う

は

い
な

い
ん

で
す
。

マ
タ
ギ

は
あ

く
ま

で
も
生
業

の

↓
部

な

ん

で
す

ね
。
農
業

の
か
た

わ
ら

に
狩
猟

を

す
る
。

モ

ま

ふ

あ

る

い
は
・
農
地

を
持

た

な

か

っ
た
場
合

な
ど

は
、
夏

か
ら
秋

に
は
川
魚

を
捕

っ
た

り
、

薬
草

・
山
菜

の
採
集

、
杣

夫

(樵

)

や
下

駄
職

人

、
鉱

山

で
働

い
た
人
も

お
り
ま
す

が
、

狩
猟

シ
ー
ズ

ン
以
外

は
他

の
生

業

に

つ
い
て

い
て
、

秋

か
ら
冬

に
な

る

と
狩
猟

を

す
る
と

い
う

か

た

ち
を

と

る
・

重
要

な

の
は
狩

猟

で
獲
得

し

た
毛
皮

や
漢

方

の
原

料
ー

ク

マ
の
胆
、

シ
カ
角
、

黒
焼

き

に
す

る

た
め

の
サ

ル
な

ど

ー

を
現

金
や
物

に
換

え

る
販
路
、

ル
ー
ト
を
持

っ
て

い
た
、

そ
う

し

た
換

金

・
交

換

シ
ス
テ

ム
を
持

っ
て

い
た
個

人

な

い
し
集
団

な

ん

で
す

ね
。

つ
ま
り
・

マ
タ
ギ

と

い
う
営

み
が
成
立

す

る
た

め

に
は
交
換

シ
ス
テ
ム
が
前
提

と

し

て
あ

る
わ

け

で
す
。

ま
た
換

金
を

目
的

に

す
る
場
合

は
、

換
金

シ
ス
テ

ム

の
成

立

、
市
場

の
整

備

と

い
う

の
が
前

提

に
な

っ
て
く

る
わ
け

で
す
。

「
マ
タ
ギ

」
と

い
う
言
葉

は
、

猟
師

た

ち
が

山

の
猟

場

に
入

っ
た

と
き

に
使

用
す

る
、

一
般

の
言
葉

と
は
違

っ
た
言

葉
。
符
牒

と

い
う

か
、

隠
語

と

い
う

か
・

忌

み
言

葉

と

い

っ
た
言

い
方

を
し

ま
す
が
、

日
常
語

と
異
な

っ
た
表
現

を

す

る
。

ク

マ
を

イ

タ
ズ

、
米

を
ク

サ
ノ
、、、、

水

を

ワ

ッ
カ
・

犬
を

セ
タ

と
言

っ
た

り
す

る
ん

で
す

が
、

そ

の

マ
タ
ギ
言

葉

で
自

分
自
身

、

人
間

を
指
す

ん

で
す
。

し

か
も
男

子
を

マ
タ

ギ

と
言

う

ん
で
す

ね
。

当

然
、

山

の
猟

場

に
入

っ
て

い
る
男

子

は
狩
人

で
す

か
ら

マ
タ
ギ

は
狩

人
、

猟
師

を
意
味

す

る
と

い
う

こ
と

に
な

り

ま
す
。

マ
タ
ギ
言

葉

で
女
性

を

ヘ
ラ
と
言

い
ま
す
が
、

ヘ
ラ
と

い
う

の
は
女
性

の
性
器

を
意

味

し
て

い
て
女

性
性

器
を
持

っ
た
人
間

を
、

あ

る

い
は

コ
マ
タ
ギ

と

い
う

場
合

は

一
人
前

に
な

っ
て

い
な

い
猟
師

、
見

習

い
の
若
者

を
指

し
ま

す
。

マ
タ
ギ

の
語

源

に

つ
い
て
は
諸

説

あ

っ
て
明
ら

か

で
は
あ

り
ま

せ
ん
が
、

マ
タ
ギ

は
股

の
木
、

男
性
性

器

を
指

し

て

い
る
と

マ
タ
ギ

た

ち
は
言

っ
て

い
ま
す
。

よ
く
知
ら

れ

て

い
る
説

と
し

て
は
、

マ
ダ

剥
ぎ

が
転

じ
た

も

の
だ
と

い
う
柳

田
國
男

の
説
、

マ
ー
タ

ン
ガ

ー
、

マ
ー
タ

ン
ギ

ー

と

い

っ
た
サ

ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語

と

の
関

係

に
注

目
し

た
南
方
熊
楠

の
説
、

ア

イ
ヌ
語
説

も
あ

り
ま

す
ね
、

マ
タ

ウ

ン
パ

で
し

た

か
、

そ

れ
も
あ

る
。

沢
山
あ

り

ま

す

が
、

こ
れ
だ

と

い
え
る
有

力

な
も

の
は
あ

り
ま

せ
ん
。

と

も

か
く
・
地

域

に
よ

っ
て
若

干
表

現

に
違

い
は
あ
り

ま
す
が
、

猟
場

で
は
日
常
使

う
言

葉

と
違

っ
た
言
葉

で

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
ト

し
た

人

た

ち
な

ん

で
す
。

そ

の
よ

う
な
見
方

を

し
ま
す

と

マ
タ
ギ

と

い
う

の
は
排
他

的

で
す
し
、

あ

る
特

定

の
職
能

集
団

と

み
る

こ
と
が

で

き



ま
す
。

現
在

で
は

マ
タ
ギ
と

い
う

と
か
な

り
広

い
地
域

や
意

味

で
使

わ
れ

て

い
て
、

こ
れ

は
地
域

の
観

光
行

政

と
関

わ

っ
て

「
マ
タ
ギ

の

里
」

と

い
う

よ
う

な
商
標
的

な
使

わ

れ
方
。

ま
た
大

平
洋
戦

争
後

、

マ
タ
ギ

と

い
う

人

々

の
存
在

が

メ
デ

ィ
ア
を
通

じ

て

一
般

に
普

及
し

て
、
歴
史

的

に
伝
統

的

に
狩

猟
を

し

て
き

た
人

々
全
般

、

と
く

に
中

部
東

北
地
方

の

ク

マ
狩

り
を
主

体

と
し

て
狩

猟
を
行

っ
て

き

た
人
た

ち
を
指

し

て
用

い
ら

れ

て

い
ま
す
。

あ

る

い
は
、

マ
タ
ギ

は
伝

統
的

狩
猟
者

で
、
自

分

も

そ
れ
を
自
称

す
る

こ
と
で
イ

メ
ー
ジ

ア

ッ
プ

・

狩
猟
者

と

し

て

の
正
統
性

を
語

ろ
う
、

と

い
う
人

も

い
る
わ

け

で
す
。

し

か
し
、

マ
タ
ギ

と

い
う
言
葉

が

一
般

に
普

及

す
る
以
前

と

い
う

の
は
、

い
ろ

い
ろ
な
地

域

の
猟
師

さ
ん

た
ち

に
聞

い
て
み

ま

す
と
、

マ
タ
ギ

と

い
え
ば

秋

田

の
狩

人
を
指

し

た

と
言

う

ん
で
す
。

新
潟

県

の
鷺

醗
な

ど

で
も

マ
タ
ギ

の
本

家

は
秋

田
だ
と

い

っ
て

い
ま
す
・

し

か
し
、

三
面

は
慶

長
年

間

の
絵

図

に
登
場

し

て

い
ま

す
か
ら

か
な

り
古

い
集
落

で
あ

る
わ

け

で
す
。

ま
た

、
三
面

の

マ
タ
ギ

言
葉

で
も

マ

あ

ご

タ
ギ

は
男
性

、
狩

人
を

指
し

ま
す
。

ど
う

も
秋

田
県

の
阿
仁

と
新
潟
県

の
三
面

は
か
な

り
古

く

か
ら
、
近

世
初

頭

か
ら
深

い
関

わ
り
が
あ

っ
た

よ
う

で
す
。

こ
の

へ
ん

の
こ
と

は
柳

田
國
男

も

『山
村

生
活

の
研
究

』

に
収

め
ら

れ

て

い
る

「
山
立

と
山

臥
」

と

い
う
論
考

で
書

い

て

い
ま
す
。

そ

の
三
面

で
は

マ
タ
ギ

と

い
う

の
で
す

が
、

そ
れ

は
あ
く

ま

で
も
猟
場
、

狩
猟

の
現

場

に
入

っ
た
と
き

の
自

称

で
、

む
ら

に

い
る
と

き

に
は

マ
タ
ギ

と

は
言

わ
な

い
。

ヤ

マ
ド
、

ヤ

マ
ン
ド
、

ヤ

マ
ビ
ト

な
ど
と
自
称

し

て
き

た
ん

で
す
。

マ
タ
ギ
言

葉

と

い
う

の
は
あ

く
ま

で

も
猟

言
葉

で
あ

っ
て
、
日
常

の
生
活

で

は
絶

対

に

口
に
し

な

か

っ
た

ん

で
す
ね
。

日
常

の
生
活

で
は
猟

師

の

こ
と

を

〃
シ

シ

ト
リ

ヤ

マ

ド
〃

と
言

っ
た
ん

で
す
。

で
も
、

い

っ
た

ん
猟

場

に
入

る
と

マ
タ
ギ

と

い
う
具
合

に
使

い
分

け
ら

れ

て

い
た

ん
で
す
。
三
面

で
は
・

マ
タ

ギ
言

葉

と

い
う

の
は
本

当

に
軽

々
し
く

口

に
出

し

て
は

い
け

な

か

っ
た
ん

で
す
。

「聞

か
ば

語

る
な
、
語

ら

ば
聞

く

な
」

と
言

わ
れ

る

ぐ

ら

い
、

こ

の
言
葉

を
大

切

に
し

て
き
た
、

い
や

そ

こ
に
は
怖

れ
と

い
う

か
、

畏
敬

と

い
う
も

の
が
あ

っ
て
、

現
在

で
も
た
や
す

く

は
教
え

て
も

ら
え

ま
せ
ん

し
、
教

わ

っ
て

い
て
も

口
に
出

し

て
言

う

こ
と

は
禁

じ
ら

れ

て

い
ま

す
。

で
す
か
ら

三
面

の

マ
タ
ギ

た
ち
は

マ
タ
ギ

言

葉

を
伝
授

す

る
と

き

に
は
、

誰

に
も
聞

か
れ

な

い
場
所

へ
行

っ
て
、

口
を
漱

い
で
、
浄

め
て
か
ら
伝

え
た

と
言

い
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
秋
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田

の
阿
仁

で
聞

い
て
み
ま
す

と
、

や
は

り
阿

仁

の
磐

で
も

そ
う

で
あ

っ
た
ら

し

い
ん

で
す
・

た
だ
根

子

で
は

シ
シ
ト
リ

ヤ

マ
ド

と

い
う

よ
.つ
な
雪
口葉

を
聞

≦

」
と
は

で
き
ま

せ
ん

で
し
た
が
、

日
常

で
は
鉄

砲
撃

ち
と
言

っ
て

い
た

よ
う

で
す
・

僕
が

ツ」
の
よ
う

な
話

を
聞

い
た

の
竺

九

八
〇
年

代

で
す

か
ら
、

も

っ
と
以
前

に
聞

け

て

い
れ
ば
違

っ
た
言

葉

、
た

と
え
ば

ヤ

マ
ダ

チ
と

い
う
言
葉

を
耳

に
で
き
た

か
も

し

れ
ま

せ
ん
。

で
は
、

三
面

や
阿
仁

以
外

の
地
域

で
は
ど

う

で
あ

っ
た

か
。
長

野
、
新
潟

、
福

島
、

山
形
、

宮
城

な

ど

の
県

の
む

ら

で
は
自

分

た

ち

の

.」
と
は
何

と
呼

ん

で

い
た

の
か
と
猟
師

さ
ん
た

ち

に
聞

き

ま
す

と
、
鉄
砲

撃

ち
と

か

カ
リ

ュ
ウ

(狩

人
)
・

猟
師

殺

生

人

と

い
う
　一。
い

方

を

し

て

い
套

言
口
・つ
ん

で
す

.

あ

る

い

は

ヤ

マ
ド

、

ヤ

マ
ン

ド

、

ヤ

マ
ビ

ト

と

い
う

言

い
方

で

す

・

ヤ

マ
ビ

ト

と

い
う

の

は

山

に
生

活

の
場

を
求

め

た
、
山

で
暮
ら

す
人

々

の
自
称

で
す
け

れ
ど
、

こ
の
場
合

は

マ
タ
ギ

や
杣

、

と
も

か
く

山

に
生

き

る
人

々
全
般

を
指

す

の
で

す
.

マ
タ
ギ

は
ヤ

マ
ビ

ト

の
な

か

に
含

ま

れ
る
ん

で
す

ね
.

そ
し

て
ヤ

マ
ビ

ト

と

い
う
言

い
方

と

い
・つ
の
は
新

潟
・
長

野

か
ら
東

北
南

部

に
か

け
て
広
く

分
布

し

て

い
ま
す
。

結
論

を
急

ぎ

ま
す
が
、

本
来

的

と
か
元

々

は
と

い
う
言

い
方

は

で
き
ま

せ
ん

が
、
近
代

初
頭
あ

た

り

に
用

い
ら

れ

て
い
た

マ
タ
ギ

と

い

.つ
雪
口
葉

は
、

現
在

の
よ
・つ
藍

般

的

な
も

の

で
は
な

く

て
、
あ

る
狭

い
地
域

、

限

ら
れ
た

人

々
に

の
み
通
じ

て

い
た
言
葉

で
あ

っ
た

と

い

う

こ

と

で

す

。

じ

ゃ
あ
、

お
前

は

マ
タ
ギ
を

ど
・つ
定

義
す

る

の
だ

、

と

い
う

こ
と

に
な
り

ま
す

が
、

三

で
は
中

部
東

北
地

方

の
豪
雪

山
岳

幾

で
秋

田
な

ど

の
狩

人
、
狩
猟

を
生
業

の

郵

と
し

て
き
た
人

々

で

マ
タ

ギ
を
自
称

し

て
き
た
人

々
、
あ

る

い
は

こ
の
人
々

の
影
響

に
よ

っ
て
狩

猟
を
生
業

の

一
部
と
し
て
組
み
入
れ
、
狩
猟
技
術
や
販
路
、
あ
る

い
は
信
仰

ー

と

い
う
よ
り
も
精
神
世
界
・
世
界
観
と
言

っ
た
方
が

い

い
で
し

き

つ
I

-
、

狩
猟

を
取

り
巻

く

さ
ま
ざ

ま
な

シ

ス
テ

ム
を

受
け
継

い
で
き

た
個

人

お
よ
び
集

団

・
と

で
も
し

て
お
き

ま
し

ょ
う
・

つ
ま
り
、
狩
猟
が
生
業

の

一
部
を
担
え
る
さ

つ
に
な

る
に
は
、
狩
猟
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
を
交
馨

源
・
換
書

源
と
し
て
利
用
で
き

る
市

場

と

い
,つ
も

の
が
必

要

に
な

る
.

マ
タ
ギ

と

い
う
人

々
は
そ
れ
を
生

業

と
位

置

づ

け
る

か
ぎ

り

に
お

い
て
は
・
市

場

へ
傾

斜

し
た
狩



猟
・

つ
ま
り
市
場

の
要
求

に
応
え
る
こ
と
で
成
⊥立
し
え
る
わ
け
で
、
技
術
的

に
は
市
場
が
求
め
る
動
寝

の
纏

方
法

に
長
け
て
い
く
わ

糾

け

で
す
・
市
場

と
言

っ
て
も

で
す
ね
、

な

に
も
消
費
市

場
ば

か
り
が
市

場

で
は
あ

り
ま
せ

ん
。

こ
れ

は
後

で
詳

し
く
話

す

こ
と

に
な
り
ま

す
が
・

農
作

物

を
野
生

の
鳥

や
動
物

か
ら
守

る
と

い
う

仕
事
、

雇

わ
れ

マ
タ
ギ

と
し

て
生

活

を
立

て
た
人

々
も
あ

っ
た

わ
け

で
、

.」
れ
も

ひ
と

つ
の
労
働
市

場

と
考

え
ら

れ
ま
す
。

狩

猟
を

め
ぐ

る
状
況

僕
は
五
年
ほ
ど
前

か
ら
・
何
人
か
の
仲
間
た
ち
と

・
シ
ア
の
シ
ベ
リ
ア
や
極
東
農

の
少
数
民
族
、
狩
猟
採
集
民
、
牧
玄
田
狩
猟
民

の
調

査

を

は
じ
め

て

い
る
ん

で
す

が
・

お
よ
そ
北
緯

四
三
度

く
ら

い
か
ら

北
緯

七
五
度

ぐ

ら

い
の
寒

冷
な
地

域

で
す
.
南

は
沿
海

州
、

ハ
バ

ロ

フ

ス
ク
州
・
北

は

サ

バ
共
和

国

(旧

ヤ
ク
ー

自

治

土
ハ和
国

)

に
至

る

箒

で
す
。

こ
ア」
に

は
僕

た
ち

と
同

じ

よ
,つ
な
顔

を

し
た

モ

ン
ゴ

。
イ
ド

の
少

数
民
族

が
数

多

く
暮
ら

し

て

い
ま
す
.

彼

ら

の
生
業

の
中

心

も
ま

た
、

つ
い
.
あ

間

ま

で
狩

猟
採
集

に
あ

っ
た
わ
け

で
す
。

そ

の
狩
猟

と

い
う

の
は
ど

の
よ
う

な
狩
猟

で
あ

っ
た
か
と

い
・つ
と
、

・
シ
ア
極
東

地
域
、

東

シ
ベ
リ
ア

の
場
ム
ロ
は
毛

皮
獣
狩

猟

な
ん

で
す

ね
。毛

皮
獣

狩
猟

と

い
う

の
は
・

た
と
え
ば

イ
タ

チ
科

の
ζ

テ

ン
や
オ

コ
ジ

ョ
、

、、、
ン
ク
、

ウ
サ
ギ

や

フ
ッ
コ
、

ア
ザ

フ
シ
、

北
米

で
は

ビ

ー

バ
ー
な
ん

か
で
す

ね
・
衣
料

防
寒

用

に
用

い
ら
れ

る
毛
皮

を
専

門

縫

る
狩

猟

の
こ
と

で
す
。

と
く

に

ロ
シ
ア

の
場

ム
ロ
は
ク

ロ
テ

ン

で
す

ね
・

ク

。
テ

ン
の
需

要

が

と
て
も
高

か

っ
た
ん

で
す
。

何
処

に
そ

れ
だ

け

の
霧

が

あ

っ
た

か
と

い
・つ
と
、

。
シ
ア
国
内

よ

り
は

む

し
ろ

ヨ
↓

ッ
パ

に
需

要

が
あ

っ
た

わ
け
で

す
。

ヨ
↓

ッ
パ

の
人

々
は
、

今

で
こ
そ
森

林

の
保
全

や
野
生
動
物

の
保
護

と

い
,つ
問

題

を

積

極

的

に
訴

え

て

い
ま

す
け

れ
ど
、

た

と
え
ぼ

イ

フ

ァ
痙

動

な
ど

が
そ

れ

で
す
が
、

も

と
も

と

は
彼

ら
が
最

も
野
生

動
物

を
獲

っ
て

利

用

し

て
き

た
人

々
な
ん

で
す

ね
・

と
た

上
流

階
級

の
人

々

に
と

っ
て
、

毛
皮

は
防
寒

具
あ

る

い
は

フ
ァ

ッ
シ

.
ン
性

と

い
,つ
意
味

だ

け

で
は
な
く

・
地
位

と
富

の
象
徴

・

ス
テ
イ

タ

ス

・
シ

ン
ボ

ル
で
あ

っ
た

ん
で
す
.

〒

ロ

ッ
パ
で

竺

五
世
紀

か
ら

一
七
世
紀

の
段
階

…



で
ほ
と
ん
ど
毛
皮

獣

を
獲

り

つ
く
し

て

い
た
ん

で
す

ね
。
中

世

か
ら
近
世

へ
の
移

行
期

に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
毛
皮
資

源

が
尽
き

て
し

ま

っ
て

い
た
。

こ
れ
は
狩
猟

民

を
考

え

る
意
味

で

は
す

こ
ぶ
る
重
要

な
問

題

な
ん

で
す
。

で
す

か
ら
防
寒

用
毛
皮
資

源

と

い
う

も

の
を

ヨ
ー

ロ
ッ

パ

は
外

に
求

め
た

ん

で
す
。

ロ
シ
ア
は

シ

ベ
リ

ア

へ
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

は
北

ア
メ
リ

カ

へ
と
毛
皮

を
求

め

て

い

っ
た
ん

で
す
。

一
五
世
紀

か

ら

一
七
世
紀

に
至

る

お
よ
そ

二
〇

〇
年

間

と

い
う

の
は

「大

航
海

時

代
」
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

に
お
け

る
発
見

と
冒
険

の

二
世
紀

と
言

わ
れ

て

い
ま
す
が
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
毛
皮

資
源

の
枯

渇
と

そ
れ
を
求

め
る
力
、
毛

皮
交

易

と

い
う
問
題

が
そ

の
陰

に
あ

っ
た

ん

で
す
。

現
在

、
欧

米

の
歴
史

家

や
生
態

学
者

た

ち

の
な

か

に
は
、

こ

の
よ
う

な
毛
皮

交
易

を

め
ぐ

る
問

題

に
注
目

し

て
、
欧

米

に
よ

る

「生

態
学

的
帝

国
主

義

」

「生

態
系
破

壊

と
植

民
地
主
義

」

と

い

っ
た
視
点

か
ら
研
究

を
進

め

る
人

々
が
数

多

く
出

て
き

て

い
ま

す

し
、
著

書

や
論

文

は
か
な

り

の
数

に
な

っ
て

い
ま

す
。

そ
う
し

た
歴
史
的

な
過

程
、

世
界

シ
ス
テ

ム
の
形
成
過

程

と

い
う
構

図

の
な

か
で
、
搾
取

さ

れ
利

用

さ
れ

た

過

程

を

へ
て
今

を
迎

え

て

い
る
少

数

民
族

の
状

況

と

い
う

の
は
、

か
な
り
厳

し

い
も

の
が
あ

る
ん

で
す
。

僕

の
好

き
な
本

の
な

か
に

『
エ
ス
キ

モ
ー

の
息

子
た

ち

へ
』

と

い
う

の
が

あ

る
ん

で
す
。

こ
れ

は
ア

ン
ソ

ニ
ー

.
ア

パ
カ

ル
ク

.
ス
ラ

ッ
シ

ャ
ー
と

い
う

エ
ス
キ

モ
ー
、

イ
ヌ
イ

ッ
ト
の
男

性

が
、
殺

人
犯

(冤
罪

)

と
し

て
服

役
中

に
書

い
た
本

な
ん

で
す
。

こ
れ
を

ジ

ャ
ー

ナ

リ

ス
ト

の
本
多
勝

一
さ
ん

が
紹

介

し

て
上
野
渥

子
さ

ん
と

い
う
方

が
翻
訳

さ

れ
た

ん

で
す
。

こ

の
本

の
な

か
で
、
僕

が
非
常

に
震
え

た

一
節

が
あ

る
ん

で
す
が

、
そ

の
部
分

を
ち

ょ

っ
と
読

ん

で

み
ま
す
。

現代のマタギ

私

の
所

へ
食

料

を
も

ら

い
に
来

た

一
六
歳

の

エ
ス
キ

モ
ー

の
少
年

に
質
問

し

た

こ
と
が
あ

っ
た
。

「私

と

一
緒

に
狩

を

し

に
行

か
な

い
か
。
衣

服

用

の
毛
皮

も
手

に
入

る
し

、
食

用

の
ア
ザ

ラ

シ
の
肉

も
あ

る
ぞ
」

彼

は
答

え
た
。

「
私

は
矢
を
射

る
方

法
も
狩

猟

の
方

法

も
知

ら
な

い
。
血

だ
ら

け

に
な

っ
た

り
、
汚

れ

る

の
は

い
や
だ
」

私

は
彼

に
言

っ
た
。

「
君

は
矢

を
射

る
こ
と
も
狩

猟

も
し

な
く

て
よ

い
。

た

だ

見
張

り

を
し

て
私

を
少

し
手
伝

っ
て
く

れ

れ
ば

い

い
の
だ
」

8S



少
年

が
言

う
。

「
私

は
狩

猟

と

か
射
撃

に
関
連

の
あ

る

こ
と
は
し

た
く
な

い
。

そ
ん
な

こ
と

を
す

る

の
は
野
蛮

人

だ
け
だ
」

だ

が
南
部

で

は
彼

に
仕
事

は
な

か

っ
た
。
昔

な

が
ら

の
技

量

も
身

に

つ
け

て

い
な

か

っ
た

の

で
、
福
祉

の
世
話

に
な
ら
ざ

る
を
得

な

か

っ
た

…
…
滅
び

た
民
族

の

一
人

と
し

て
。

(
『
エ
ス
キ

モ
ー

の
息

子

た
ち

へ
』

ア

ン
ソ

ニ
ー

・
ア
パ

カ

ル
ク

・
ス
ラ

ッ
シ
ャ
ー
著

、
上

野
渥

子
訳
、

一
九

八

一
、

二

一
五

-

二

一

六
頁
)

8b

 

と

い
う

一
節

で
す
。

こ
れ
は
確

か

に
ア
ラ

ス
カ

の

エ
ス
キ

モ
ー
と

い
う
民
族

の
話

な
ん

で
す
が
、

現
在

の
少
数

民
族

の
中

の
狩
猟
採

集
民

の
親

た
ち

が
少

な
か
ら
ず

思

っ
て

い
る
、
あ

る

い
は
体

験

し

て

い
る
こ

と
で
は
な

い
か
と
思
う

ん

で
す
。

ア
ラ

ス
カ
で
あ

ろ
う

と
、

ロ
シ

ア

で
あ
ろ
う

と
、

子
供

た
ち

は
都

市

の
生
活

に
憧

れ

て
、

む

ろ
ん
日
本

で
も

同

じ
な
ん

で
す
が
、

ど

ん
ど
ん
自

分
た

ち

の
祖
先

か
ら

の
文

化

、

あ

る

い
は
生
活

形
態

、
技
術

を
捨

て
て
、

生

き

て

い
こ
う

と
し

ま
す
。

ロ
シ
ア

の
作
家

ツ

ル
ゲ

ー
ネ

フ
の

『父

と
子
』

で
は
あ
り

ま

せ

ん
が
、
世

代
間
ギ

ャ
ッ
プ

と

い
う

の
が
少
数

民
族

の
中

で
大

き
な
問
題

に
な

っ
て

い
ま
す
。

ま

あ
、
他

人

の

こ
と
は
言

え
な

い
わ
け

で

す
。
僕
自

身

も

田
舎

を
出

て
東
京

で
暮

ら

し

て

い
る
ん

で
す

か
ら
ね
。
自

分

た

ち

の
過
去

を
否
定

す

る

こ
と

に
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
を

求

め
る
と

い
う

か
た
ち

は
洋

の
東

西

に
か

か
わ
ら
ず

見

ら
れ

る
わ
け

で
、

そ

の
こ
と
が

こ

の

一
節

に
も

現
れ

て

い
て
、

ロ
シ
ア

の
少
数

民

族

も

や
は

り
同

じ
よ
う

な
状

況

に
あ

る

の
で
す
。

日
本

の

マ
タ
ギ

た
ち

も
民
族
問

題

こ
そ
あ

り
ま

せ
ん
が

、
同

じ
よ

う
な
状
況

に
あ

る
。
次

な

る
世

代
、
後

継
者

が
ぜ

ん
ぜ

ん

い
な

い
。

育

た

な

い
ん

で
す
ね
。

む
し

ろ
、

日
本

の
若
者

の
場
合

は
、
狩
猟

は
も
は
や
生

業

に
は
な

り
え

な

い
し
、

ク

マ
を
獲

っ
て
も
、

そ

の
危

険

性

や
労

働

に
見
合

う
だ

け

の
収

入
た

り
え
な

い
、

そ
ん
な

こ
と
を
し

な
く

て
も
職

さ
え
得

る

こ
と
が

で
き
れ
ば
暮

ら

し

て

い
け
る
、
狩

猟

を
す

る
と

い
う

の
は
イ

メ
ー
ジ
的

に
腰

が
引

け

る
、

と

い
う

の
が
本
音

の
よ

う

で
す
ね
。

で
、

あ

る
青
年

が

で
す
ね
。
僕

は
今

「
ブ

ナ
林

と
狩

人

の
会

・
マ
タ
ギ

サ
ミ

ッ
ト
」

と

い
う
狩

人

の
交
流

会

を
や

っ
て

い
る
ん

で
す
。



今

年

で

一
〇
周

年

に
な

る
ん

で
す
が
、

一
〇
年

も

や

っ
て

い
る
と

い
ろ

い
ろ
な
話

を
聞

≦

」
と
が

で
き

る
ん

で
す
.

で
、
あ

る
青
年

が

曇
口

う

に
は
・

女
房
が

う

る
さ

い
・
自

分

は
山

に
生

き

て

い
る
ん
だ

か
ら
鉄

砲

を
持

っ
て
仲

間

た

ち
と
狩

り
を
楽

し
む

の
も
悪

く
な

い
と
思
,つ

ん

だ

け
れ
ど

も
・

子
供

た

ち

の
教
育

上
良

く
な

い
、

そ
ん
な
残
酷

な

こ
と
は
し

な

い
で
欲

し

い
と
女
房

が
・つ
る

さ

い
、

≦

口
.つ
ん

で
す

ね
。

で
・

田

。
さ
ん
ど
う

し

た
ら

い
い
だ

ろ
う

か
、

と
言

う

ん
で
す
。

そ
う
言

わ

れ

て
も

で
す

ね
、
僕

も
奥

さ
ん

に
憎

ま
れ
る

と
困

る

ん
で
す

ね
・

フ
ィ
ー

ル
ド

ワ
ー

カ
ー
は

フ
ィ
ー

ル
ド

の
女
性

に
嫌

わ

れ
た
ら
終

わ
り
な
ん

で
す
。

ま

あ
、

そ

れ
は
余

談

で
す
け
ど
。

じ

ゃ
あ
、
そ

も
そ

も
狩
猟

と

い
う

も

の
が
何

故

そ

の
よ
う

な
イ

メ
ー
ジ

を
持

た
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
し

ま

っ
た

の
か
。
生
業

と
し

て

の

地

位

を
失

っ
た

こ
と
は

理
解

で
き

て
も
、

カ

ル
チ

ャ
差

し

て
の
狩

猟

と

い
う
も

の
が
ど

う
も

.」
の
国

の
場

ム
ロ
理
蟹

れ
な

い
。

ま

た
、

狩

猟

の
技
術

に

つ
い
て
ほ

と
ん
ど

と
言

っ
て

い

い
く
ら

い
知

ら

れ

て

い
な

い
。

動
物

な

ん

て
銃

さ
.藷

れ
ば

簡

単

縫

れ

る
、
そ

つ
思

っ

て

い
る
人

が
多

い
ん

で
す

ね
・

つ
ま
り
、
狩

猟
技

術

に
対

す

る
評
価

と

い
う
問
題

も
あ

る

ん

で
す
。
技

術

と

い
・つ
の
は

い

っ
た

ん
途

絶

え

る
と

な

か
な

か
復

元

す

る

こ
と
が

難
し

い
ん

で
す
。

こ
れ

が

現

代

の

マ
タ
ギ

」
を
語

る
う
.を

大

き
な

問
題

の
ひ
と

つ
な

ん

で
す
。

現代のマタギ

法

の
も
と

の
狩
猟

今

日
は
・
皆

さ
ん

が
あ

ま

り
御
存

知

で
は
な

い
話

を

い
く

つ
か
し

て

い
き

た

い
と
思

い
ま
す
。

そ

こ
で
皆

さ
ん

の
お
手

元

に
レ
ジ

ュ
メ

を

お
配

り

し

て

い
ま
す
・

三
枚

か
ら

な
る

レ
ジ

ュ
メ
で
す

け

れ
ど
も
、

「
列
島

の
狩
猟

史

」

と

い
・つ
年
表

が

二
枚

と
、

蔀

道
府

県
別
狩

猟

者

関

係

の
統

計
L

と

い
う
表

が
あ

り
ま
す
。

ま
ず

、

こ

の
統
計

か
ら

お
話

し

て

い
き

ま
す
。

と

い
・つ
の
は
、

現
在

の
日
本

の
狩
猟

と

い
,つ

も

の
が
・

ど

の
よ
う

な
仕
組

み
で
行

わ
れ

て

い
る
の

か
を
皆

さ

ん

に
御

理
解

頂

く
た

め

に
、

ま
ず

こ
れ

か
ら
入

り

ま
す
。

現
在

の
狩
猟
と

い
う

の
は
、
大
き
く

二
つ
の
法
律

か
ら
な

っ
て

い
ま
す
。

ひ
と
つ
は
狩
猟
法
と
俗

に
呼
ば
れ
て
い
る

蔦

獣
保
護
及
狩

猟

二
関

ス
ル
法
律
L
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
.

こ
れ
は
明
治
六
年

(
天

七
三
)
に
出

さ
れ
た
太
政
官
窟

口
蔦

獣
猟
規
則
L
に
は
じ

ま

っ
て
・
明

治

二
八
年

(
一
八
九

五
)

に

「狩

猟

法
」

と

し

て
法

律

化

し

て
、

そ

の
後

た
び

た
び

改
正

さ

れ

て
昭

和

三

八
年

二

九

六
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世

列島の狩猟史

近

'99
,0S,26.神 奈川大 学常 民文 化研究 所

TaguchiHironi

世

675(天 武4)年r躰 書紀 巻廿加 に ・今より以後瀦 の漁賭 をいさめ、僻 をつ くり、および鰍 勧 た ぐいを施 くするなかれ。
また四月朔 より以綾、九月三〇日より以前、ひみさきりの黎を置 くことなか柘 且つ牛馬猿鶏の宍を食うことなかれ」 と

いう詔が記されている。危険な髭の禦止や牛馬猿鶏の肉を食することの禁止

730(天 平2)年:「 続 日本紀 巻第十Jに 九月二九 日 「また艦を造って多 く鳥獣を捕えることは
、先朝か ら禦断 してある。また許可な く兵馬

や人民を搬発することは現在も許 していない。ところが国々では猛や囲いをつ くり、勝手に人や兵士を使って、猪や塵
を捕え殺す者がいる。その頭数は数えきれない程である。 これはただ生物の命を奪 うだけでな く、また国法に遷反 している
。 よろしく諸道に朕の命を下して二つとも禁断せよ」とある

推定入口

約800万 人

812(弘 仁臓 講 畿 よるロイヤ」レ'ンテ・ングが臥 となる・酌 を一般に禁止する轍 ・ 階 層 に よ る 狩 猟 の 分 化

827(天 長10)年;「 令義解d成 るO山 城、丹波、近江など京都周辺の山々に仕掛けら

れ規 について磯 制が記されている。蹴 「機穽Jと 記 されている 一 一 → 民 間 狩 猟

風 ・追い込み猟

927(延 長5)年;「 延喜式』が成る。諸国三八力国の貢納物が記録される。クマ、イノ
シシ、シカ、アシカ、カワウソ、カモシカ、 タヌキなどの獣の毛皮、角、肉などが記載され

ている

ii56(保 元1)年;荘 園内にシカやサルなどの鳥歎害があり、これを追い払 うために小
屋を設け、人が住んでいたことなどが伊賀の黒田荘の争論の記録に記されている

1193(建 久4)年 二源頼朝による富士の巻き狩り(「 吾妻鏡』) 。 この従、北条経時が
度々巻き狩りを行 っている

12s3(弘 長3)年;川 崎勝福寺の鐘に鳥猷撃退を願 う文があり、この頃から鳥獣による
農作物被害が大 きな問題 とな っていたことが分かる

且2C後 半頃;「 粉河寺縁起絵巻』据木の上か らシカに弓を射かける猟師の姿が描かれる

且299(正 安1)年;「 一遍上人絵伝」完成。旅する狩人の姿、武士の道案内をする狩人
の姿、鳥獣害のための鴨子などが描かれている

13C～14C:r矢 田地蔵縁起絵巻』、1粉 河寺縁起絵巻」 とどうようの据木の上から弓

を射かける武者が描かれている。獲物はイノシシ、シカ

1320(元 応2)年;「 法然上人絵伝1成 る

1326(嘉 暦1)年;『 石山寺縁起』成るtl武家によ シカ皮を着た放浪僧 「鹿皮聖」の姿

るシカ狩 りの模様が描かれている が描かれている

b

部民、あるいは狩猟集団による

狩猟のあったことが分かる

耕 地 の 鳥 獣 害 と猟 師

ロ イ ヤ ノレ
ハ ン テ ィ ン グ

鷹狩り・大現模巻き狩り

狩 猟 集 団 の 解 体
単 独 行 動 す る 猟 師

1414(応 永2D年;「 融通念仏縁起絵巻」成る ・・

1458(長 禄2)年:山 形県上山の鶴脛温泉の源泉が発見され、以降湯宿町が発展

1b43(天 文12)隼`妖 砲 伝来

農 ネ寸音Bへ の
雇 わ れ 猟 師 の 発 生

鉄 砲 の 需 要 の 高 ま り と 普 及 ト

・57・(天正・)年畑 脹 長篠の合戦で醐 を組繊 一 で鉄砲の蜘 始

マ タ ギ 集 藩 の 形 成
一__∠ .嵩=」

且588(天 正16)年;秀 吉、諸国に刀符り令発布

ZsOO(慶 長5)年;関 が原の戦い

1603(慶 長8)年:家 康、江戸に幕府を開 く

1637(寛 永14)年;「 関東悪党取締令」⇒1662(寛 文2)年:r関 東鉄砲取締令」

1642～42(寛 永19～20)年=寛 永の大飢酋

1687(貞 享4)年;「 生類憐みの令」発布
大 開 発 ・干 拓 ・開 墾

耕 地 拡 大 の 時 代

1700(元 禄13)年;長 麟縣対馬でイノシシ

やシカによる農作物披害が激増 し、郡奉行によっ
イノシシな どの害獣の大規模な駆除がはじまり、
1705(宝 永5)年 頃 までつづき、捕獲されたシ

カ、イノシシは8万 頭にのぼる

1706(宝 永6)年;「 生類憐みの令」解かれる

1721〈 享保6)年 ・享保の大飢謹

i733～45(享 保～延享)年 頃、酉日本で
狂犬病が流行、野生の才オカ ミにも感染する。

富士東鷲の村々の記録に才才カミが家畜や人間

襲 ったという記録あり。 この ころ、村々で自衛

のために猟師を雇い、野犬やオオカ ミの駆除に

あたった

・西 日 本

1680(延 宝8)年

東 臼1本 ・

児島湾の干拓

有明海の干拓 鉄砲が民間に流布

溜め池の造成etc
・北上平野の開発

・庄内平野の開発

下総椿海の干拓
・越後平野の干拓

津軽平野の開etcd

;「 鉄砲改め」の

全国への拡大。 「諸国鉄砲

改め」、在村鉄砲赦の把握

と鳥献害対策の 「威 し鉄砲」

と 「蝋師鉄砲」の分化

鉄 砲 取 締 の 強 化i

沖 積 平 野 ・湾 ・湖 等 の 開 発
鳥 獣 との 抗 争 が 激 化

Il

武 家 の 武 器 と して の 鉄 砲 か ら
鳥 獣 害 対 策 の 農 民 の 武 器 へ

農 耕iく コ

d
狩 猟 の 二 重 構 造 の 明 確 化

推定人口

約1800万 人

Di市 場i

1772(安 永D年;秋 瑚 鹿半島に 防 御 的 狩 猟

おける甜 駆除としひ カ2万7栢 頭 雇 わ れ 猟 師 の 増 加 攻 撃 白勺狩 猟
旅 マ タ ギ のi発 生



近

代

一が捕獲される

1783～1813(天 明3～ 文政9)年;「 菅江㎜1が 書かれ

る。このなかで秋田のマ タギの名が度々鴛場する。天明3年:大 飢繊

1793(寛 政5)年=草 津郊外のr入 山村入用帳」に 「5月8日 江戸御役所様

より熊の胆お薬お尋ね有之候に付組合にて一人出府1と ある

i810(文 化7)年:間 富林蔵r北 夷分界余話』f東 槌地方紀行」成る。

北悔遺 ・カラフ トアイヌと大鷹清朝統治下の少歓民飯とのサンタン交易が

記される

1824～29(文 政7～12)年;富 士丹沢の猟師たちが、捕獲 した

ンカやイノシシを江戸市中へ出 し、換金していたことが村蓮出帳その他

の記録にある

!828(文 政11)年;鈴 木牧之r秋 山紀行1の 恥 秋山郷湯本で秋

田の旅マタギと出逢う。獲物 は草津温泉に卸 していたという

1829(文 政12)年;1卸 府内繕考』完成。江戸市中の四谷鶏町、

神田平岩町などに 「けだ もの歴」と称する獣肉を扱 う店があったことが

記されている

1835～1a42(天 保6～13)年;鈴 木牧之 「北越霊謄1刊 行。

1836(天 保7)年:天 保の大飢厳

1646(弘 化3)年=秋 山郷巣鷹山中に秋田の猟師が移住し猟をおこなってい

るとの訴え(文 書)あ り

1849(嘉 永2)年:秋 山郷山中に秋田佐竹侯領の狩人4、5人 が猟をしてい

るとの訴え(文 書)あ り

現

一
ア イ ヌに よ る 北 方 との 毛 皮 交 易

〈サ ン タ ン交 易 ・毛 皮 獣 狩 猟 〉

ロ シ ア の 南 下 、 ラ ッ コ 猟 一r

漢 方 薬 の 需 裏 の 高 ま り
11く す り喰 い の 流 行D市 場 の 拡 大

山 間 部 の 村 々 へ 結 節 点 と し て の
秋 田 マ タ ギ 定 砦 宿 場 ・市 ・湯 治
符猟技術その他の伝 場

む
富 山 ・秋 田 等 を 中 心 と し た
照 胆 な ど の 売 薬 行 商 の 発 生

明治繰新b

1872(明 治5)年;「 鉄砲取縞規則」布告 「 一 一 一 一 一 一 一 「

1873(明 治6)年;「 鰍 猟糊1布 告1近 代 狩 猟 の 幕 開 け1
「地租改正条例」布告 一 一一 一 一 一 一 一 一・-

b

租 税w物 納 か ら 金 納 へ

1880(明 治13)年;国 遭小銃村田続が発明されるφ 蓋884年:村 田統民聞払い下げ

↓ 北 海 道 の 開 拓 が 進 む

捕獲事が飛■的に伸びる 害猷としてエゾ才才カミが駆除の対象となり

貰金がかけられる …

1889(明 治22)年 頃;エ ゾオオカ ミ絶滅如:i… 朝鮮半島への侵略政策

rasa(明 治27)年 旧 清戦争勃発φ'台 湾への侵攻

呈895(明 治28)年;「 狩猟法」公布

代

↓

中舐 粛部千島でロシア ・アメリカ●

イギ リスなどがラッコ猟を展開。後に

ラッコを獲 りつ くしrオ ットセイ猟に

切り讐わる

推驚人"

約3300万 人

1869(明 治2)年;松 前藩の符猟

毛皮取引の独占権が新政府に移緯。ア

イヌの狩猟も官庁管鰭下となる,

1

国 隙 毛 皮 市 場 へ の 参 入

1904(明 治37)年;日 露戦争勃発・…一 ・国内の狩猟人Aが 約20万 人に逮する ・

1905(明 治38)年;奈 良県で最後のニホン才オカミの死休が入手

される。ニホンオオカ ミの絶滅

秋 田 マ タ ギ 、 カ ラ フ ト で 猟 を 展 開

19且1(明 治4a)年=山 形県天童温泉開発本楕化

1918(大 正7)年;シ ベ リア出兵

両年;r狩 猟 法 」改正

1922(大 正1且)年;シ ベ リア撤 兵

↓毛皮輸出国となる

高原、山間部の猟師たちは

富 国 強 兵 ・ 殖 産 興 業i櫛 のハンターたちのガイ
ドを鋤め収入をえる

斗

(明沿30444)年;日 本、北洋でオッ

・・軍事工廠の設立

18971911

トセイ猟を展開

b

陸 軍 被 服 本 廠 ・糧 秣 廠

軍用防寒毛皮の需甕の増大 ・市場介λ

毛皮岬場翻 雫劉

同年;毛 皮用兎の飼養を副棄とする農家のために1養 兎新剛 朗刊

1925(大 正14)年;狩 猟法の改正によってニホンカモシカが狩猟獣から除外され

以降保護の対象 となる。これにより中部東北地方のマタギ、あるいはマタギの系譜にあ

る猟師たちの府猟対象が急速にニホンツキノワグマへ と移行 していく

上925(大 正14)年1こ の年、横浜港から輸出された毛皮は約44万 枚、神戸港か

らは約27万 枚。そのほとんどがアメリカへ輸出された

秋 田 マ タ ギ に よ る 旅 マ タ ギ が 止 む

1929(昭 和4)年;大 日本連合猟友会結成

1934(昭 和9)}ニ ホンカモシカ、天然記念物に指定。全面禁猟となる

全 日本狩猶倶楽部結成

1937(昭 和12)年 薩溝橋事件、日中戦争に突入。国有林臨時伐採開始b

l938(昭 和13)年:

1941(昭 和16)年;対 米英にm布 告0太 平洋戦争勃発

1914年:第1次 世界大戦

勃発。ヨmッ パの毛皮市場

が混乱に陥る

このころから農家の削算として饗兎.藩 ●が曝融

されるa輸 出用、軍用毛皮 として ウラジオス トッ

ク経由でシベ リアからも毛皮が輸入される

狩 猟 の バ ブ ル 期

[
農 家 の 副 業 と して
兎 や 馳 の 飼 養 が 奨 励

1926年=ニ ューヨーク

のウ#一 ル衛で株価の大曇

落。世界恐慌

このころ、民俗掌者等による狩猟集藩の

譜査がおこなわれる

人口5000万 人

を突確

「職 飾 鵬 支翻 毛頗 期 規」軍 部 主 導 に よ る
戦 時 体 制 下 の 統 制 狩 猟

1945(昭 和20)年 ・太平津戦争終戦

1949(昭 和24)年:新 潟県のマタギ集藩

三面の伝統的カモシカ猟 スノヤマ中止

1952(昭 和27)年;新 潟県のマタギ集藩

三面のサルヤマ中止。マタギたちの伝統的なカ

モシカ猟が完金に姿を消す

↓

戦時体刷終了

着手マタギr猟 師たちの戦死が相次 ぎ

狩猟集団の空洞化、組繊的解体期を迎

える

1955(昭 和30)年1ニ ホ ンカモシカ、国の特別天然記念物に指定される

1963(昭 和38)年;「 誇獅法1を 改正、i鳥 猷保獲及狩猟二関スル法律}と 改称、公布

毒

数名によって密かにおこなわれていた簾マタギ も

昭和30年 代前半に中ム 秋田マタギによる伝統

的な旅マタギが完全に姿を消す

¢
化 学 織 維 の 台 頭 に よ り

毛 皮 市 場 が 衰 退 期 を 迎 え る
マ タギ 集 落 の 急 速 な 過 疎 化



都 道 府 県 別 狩 猟 者 関 係 の 統 計

全 国

北海遺

青森 県

岩手 県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃 木県

群 馬県

埼玉 県
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口

別
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県
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府
上

遭

以

都
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猟

②

狩
況

別
状
)

県
付
者

府
交
猟

道
状
狩

都
免
(

付

)

交

%

状

(

免
合

猟
割

狩

の
交
者
⑧

証
外

緑
県

登
(
〕

者
況
む

猟
状
含

狩
付
を

交

)

録

%

登
合
(

者

割
猟
の

狩

付
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②
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%

人

猟
の
持

上

る
④

以
め
合

歳
占
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三
)

に

「
狩
猟
法
」
か
ら

蔦

獣
保
護
及
狩
猟

一要

ル
法
律
L
と
い
う
名
称

に
換
わ

っ
て
公
布

さ
れ
た
も
の
で
す
.
こ
れ
は
雛

庁

の

管

轄

に
な

っ
て

い
る
ん

で
す
・

さ
ら

に
、
も

う

ひ
と

つ
が
狩

猟

に
用

い
ら

れ
る
機

器
、

と
く

に
銃
器

で
す
ね
、

.」
れ

を
担

当

し

て

い
る

の

が
警
察

国
家
公
萎

員
会
で
し
て

「
銃
刀
法
」
と

い
・つ
の
が
あ
る
。
正
式
な
名
称

は

「
銃
砲
刀
剣
類
所
導

取
締
法
」
で
す
が
、

こ
れ

も
明
治
五
年

二

八
七
三

に
出
さ
れ
た
太
政
官
布
告

「
鉄
砲
取
締
規
則
」
に
は
じ
ま
る
ん
で
す
.

.、
の
二
つ
の
太
政
幕

止
、
が
現
行
法

の
基
礎

と

な

っ
て

い
る
ん

で
す
・

ま

た

こ
の

二

つ
の
柱

か
ら

派
生

す

る

こ
ま
ジ
ま

と
し

た
法

が
あ

り

ま

す
。

「
火
薬

取
締

法

」
あ

る

い
は

蔦

獣
保
護
及
狩
猟

二
関

ス
ル
葎

施
行
規
則
L
や

百

然
公
園
法
」
「
森

法
」
な
ん
か
で
す
ね
.
あ

る
い
は
特
別
鳥
獣
保
護
区
、
休
猟

区
・
自
然
幾

保
全
幾

・
森
林
生
態
系
保
護
地
域
と

い
う
も

の
が
幾

つ
も
あ

っ
て
、

さ
ら

に
都
道
府
県
毎

に
条
例
な
ど
も
あ

り
ま
す
か

ら
・

こ
の
叢

に
も
存
在
す
る
法
や
条
例
、
ゾ

⊥

ン
グ
な
ど
の
う
え
鏡

在

の
狩
猟
が
あ

る
と

い
・つ
わ
け
で
す
ね
。
ま
あ
、
.」
の
二
つ

の
法

の
柱

と

い
う

の
は

で
す

ね
・

い

つ
ご

ろ
か
ら
は

じ
ま

る

の
か
、

と

い
う
と

で
す

ね
、
江
戸

時
代

ま

で

い

っ
て
し

ま
.つ
ん

で
す
.
鉄
砲

の
所
持

は
基
本

的

に
は
鑑
札

許
可

制

と

い
う

か
た

ち

で
す

が
、

こ
れ

は
江
戸
時

代

の
鉄
砲
改

め
と

い
・つ
制

度

で
許

さ
れ

て

い
た

「猟
師

鉄

砲
」

も
同

じ

で
す
。

と

こ
ろ

で
・

こ

の
狩

猟
免
許

制
度

な

ん

で
す
が
、
明

治

か
ら
大

正

に
か
け

て
欧

米

に
倣

っ
て
苦

、心
し

て

つ
く

・り
れ

た
は
ず

な

ん
で
す
が
、

日
本

と

い
う

の
は
・

ち

ょ

っ
と
海

外

と
違

っ
て

い
る
ん

で
す

ね
。

呆

の
狩
猟
免

許

制
度

と

ア
メ
リ

カ
、

カ
ナ
ダ

、

。
シ
ア
な

ど

の
制

度

と
を
比

べ
る

と
・

基
本

的

に
違

う

の
は
、
海

外

の
狩
猟

ラ
イ

セ
ン

ス
は
動
物

種
毎

に
出

さ
れ

る
ん

で
す

ね
。

ク

マ
を
獲

り
た

い
人
は

ク

マ

の

ハ
ン

テ

ィ

ン
グ

●
ラ

イ

セ

ン

ス
を

取

り

、

シ

カ
を

獲

り

た

い
人

は

シ

カ

の

ラ

イ

セ

ン

ス

を

取

る
.

そ

つ
い
・つ
許

可

の
あ

り
方

が

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
式

と
言

い
ま
す

か
、

欧
米

で

一
般

的

に
見

ら
れ

る

ハ
ン
テ

ィ

ン
グ

.
ラ
イ

セ

ン

ス
な
ん

で
す
。

こ
れ
に
対

し
て
日
本

の
狩
猟
免
許

の
あ
り
方
は
そ
・つ
で
は
な
毛

で
す
ね
、

=

月

の

一
吾

か
、b
翌
年

の
二
旦

五
日
ま
で
は
法
定

猟
期
と
言

っ
て
・
葎

で
認

め
ら
れ
た
狩
猟
期
間
が
あ

っ
て
、

こ
の
期
間
内
で
あ
れ
ば
狩
猟
し
て
よ

い
動
物
種

に
つ
い
て
許
さ
れ
る
、
と

い
う

か
た
ち

で
す
ね
・

つ
ま

り
期
間

限
定

、
狩
猟

対
象
動

物
種

限
定

の
狩
猟
免

許

で
あ

る
わ

け

で
す
。

た

だ
し
、
北

海
道

の

エ
ゾ

シ
カ
な



ん

か
で
す
ね
、

若
干

.」
の
狩

猟
期

間
が
異

な

る
動
物

種

も
あ

る

と

い
う

ツし
と

で
す
.

よ
く

テ

レ
ビ

で

=

旦

吾

に

琴

日

か
ら
狩

猟

が
解

禁

に
な
り

ま
し

た
」

と

い
う
報
道

が
あ

っ
て
、

耳

に
さ

れ

て

い
る

と
思

い
ま

す
が
、

そ

れ

で
す

ね
。

そ
し

て
、
法
定

猟

期
と

は
違

っ
た
特

別

の
猟

期
、

狩
猟

と

い
う

も

の
も
あ

る
ん

で
す
.

こ

の
背

景

に

つ
い

て
は
・
後

で
詳

し
く
触

れ

る

ヲ」
と

に
な
り

ま
す
け

れ
ど
も

、
特
別

な
狩

猟

の
内

容

は

.」
テ」
で
触

れ

て

お
き
ま

し

ょ
う
。

こ

れ
も

大

き
く

二

つ
あ

る

ん

で
す
・
看

害
鳥

獣

駆
除

L

と

「
緊
急

叢

処

置

」

と

い
・つ
も

の
な

ん

で
す
ね
.

こ
れ

は
現
代

の

マ
タ
ギ
を
語

る
う
え

で
は
非
常

量

要
な

こ
と
な

ん

で
す
・

結

論

か
ら

い
え
ば
、

.」

.」
に
現
代

の

マ
タ
ギ

の
役
割

と
存
在

理
由

が

あ

る
と
一言
え

る

か
ら

な

ん

で
す
・

ち

ょ

っ
と
大
袈

裟

か
も
し

れ
ま

せ
ん
け

ど
ね
。

宥

宝
聞鳥
獣

駆
除

L

と

い
・つ
の
は
、

最
近
饗

に
サ

ル
や

ク

マ
が
出

没

し

て
嚢

や
住

民

が
困

っ
て

い
る
と

い
う
新
聞

記

事

が
出

ま

す
が
、

,、
の
出
没

馨

に
対

す

る
対

応
策

で
す
.

こ

の
場
合

は
、

た
と
え
ば

あ

る
農

家

の
畑

に
ク

マ
が
出
没

し

て
作

物

を
荒

ら

す

と
、
嚢

は
役

場

な
ど

に
墜

口墾

口
を
出
し

て
、
地

元

の
猟

友
会

の
人

た

ち
も
立

ち
合

っ
て
現
場

を
確
認

す

る
・

そ

し

て
・

こ
れ

は
こ

の
ま
ま
放
置

す

る
と
墜

口
が
拡

大

す
る
恐

れ
が
あ

る

と

い
う

と
き

に
、
都

道
府

県
知

事

に
駆

除

の
申
請

を
し

て
・
被
害

を

お
よ

ぼ
し
鳶

獣

を
駆

除
す

る
も

の

で
す
.

ま

た
、
中
部
東

北

の
山
村

で
は
、
雪
解

け

と

と
も

に
山
菜

シ
支

ン
や
登
山

シ
〕
ズ

ン
が
は
じ

ま
り
ま

す

か

ら
、

人

々
が
山

に
入

る
機
会

が
増

え

る
.

す

る
と
ク

マ
な
ど

と

の
遭
遇

事
故

と

い
う

の
も
起

こ

蚤

」
と

に
な
り
ま

す
・

そ

こ
で
事
前

に
あ

る
程
度

の
ク

マ
を
間

引

い
て
お

.」
・つ
、

あ
ら

か
じ

め
予
防

の
た
め

に
纏

し

よ
う

と

い
う
駆

除
が

行

わ
れ

る
・

で
す

か
ら
・
幾

に
よ

っ

て
は

宥

虫
.鳥

獣
駆
除

L

の
.、
と
を

「予

防
纏

」

と

か

「
予
殺
駆

除
」

と
言

っ
た

り
し

て

い
ま

す
.

こ
れ
が
中
部

東

北
地
方

の
山
岳
地

域

で
現
在

も
行

わ
れ

て

い
暮

の
ク

マ
狩

り

に
な

る

わ
け

で
す
。
春

の
ク

マ
狩
り

は

四
月

か
ら
五
月
上
旬

で
す

か
ら

・
当
然

・
法
定

猟
期

か
ら
外

れ

て
い
ま
す
。

で
す

か
ら
猟
期

外

の
特

別
狩

猟

に
な

る
ん

で
す
。

し

か
し
、

.」
ツ」
に
問

題
も

あ

る
ん

で
す
。
春

の
ク

マ
狩

り
と

い
う

の
は
、
あ

く
ま

で
も
有

害

で
あ

る

ク

マ
の
事
前

の
纏

で
す

か
ら
・

墜

山
に
遭

.つ

.」
と
を
前
提

に
し

て

い
る
.
法

の
解

釈

と

い
う

の
は

と

て
も

矛
盾
す

る

こ
と
が
あ

る
ん

で
す
が
・

よ
う

は

マ
タ
ギ

た

ち

の
春

の
ク

マ
狩

り
は
、

人
身

事
故

や
農
作

物
被

宝
口
に
遭

い
続

け
る
、

そ

の
危

険

性

を
持

ち
続

け

る
こ

と
で
、
特

別
許
可

が

お
り

る
・

つ
ま

り
は
・
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ク

マ
狩

り
を
持
続

し
た

け

れ
ば

、
被
害

に
遭

い
続

け
な

さ

い
、

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し

ま
・つ
ん

で
す
。

ち

ょ

っ
と
変

で
す

け
ど
、

そ

つ

い
う

こ
と

に
な
る
。

ま
た
・
昨

年

か
ら
今
年

、
法

改
正

が
行

な
わ

れ

て
、
権

限

の

一
部

が
地

域
行

政
、
市

町
村

長

に
移

っ
た
ん

で
す
。

「
緊
急
避

難
処

置
」

と

い
う

の
は
、
た

と
え
ば

皆

さ
ん

の
家

の
庭

先

に

で
す

ね
、

ク

マ
が
突

然
現

れ
た

と
。
自

分

に
は
子
供
も

い
る

し
、

と

て
も
危
険

だ
・

そ

こ
で
緊
急

に
ク

マ
を
駆
除

し

て
く

れ
ま

せ
ん

か
、

と

い

っ
た
場
合

に
緊

急
避
難

の
処

置

と
し

て
駆
除

を

す
る
、

と

い

う

も

の
な
ん

で
す
。

こ

の
場
合

は
、
許

可

の
申

請

は
事
後

処

理

に
な

り

ま
す
。
現
場

の
判

断

で
す
ね
。

そ

れ
で

こ

の
特
別

な
狩

猟

の
判
断

を

す

る
権

限

や
狩

猟
免

許

の
交
付

は
各

都
道

府

県
知
事

が
あ

た

っ
て

い
た
ん

で
す
。

今

は
免
許

の
交
付

だ

け
が
知
事

で
す
ね
。

も

し
も
北
海

道

で
狩
猟

を

し
た

い
場
合

、
僕

は
神

奈
川

県

に
住

ん

で

い
ま

す

か
ら
、
神

奈

川
県

で
狩
猟
免

許

の
試
験

を
受

け
ま
す
。

合

格

し

て
北
海
道

で
狩

猟

を

す
る

に
は
、

北
海
道

知
事

に
許

可
申
請

を

し

て
、
許

可

を
も
ら

う
。

そ
し

て
、

狩
猟

税

を
支
払

っ
て
は
じ

め

て

北
海
道

の
狩
猟
登
録
が

で
き
る
ん
で
す
。
し
か
し
、
肴

害
鳥
獣
駆
除
L
や

「
緊
急
避
難
処
置

に
よ
る
狩
猟

の
場
ム
ロ
は
、
そ

つ
で
は
な

い
ん

で
す
・
僕
は
川
崎
市

に
住
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
横
浜
市

に
出
没
し
た
有
害
な
動
物

の
駆
除

に
は
参
加
で
き
な

い
ん
で
す
。
あ
く
ま
で

特
別
な
狩
猟

の
場
合
は
・
そ

の
行
政
区

の
狩
猟
者
が
行
う
ん
で
す
。
横
浜
市

の
住
民

に
と

っ
て
墓

.
で
あ

っ
て
も
川
崎
市

に
住

む
僕

に
直

接

の
害

は
あ

り
ま
せ

ん

か
ら
、
特
別

な
許
可

に
よ
る
狩
猟

は
そ

の
行
政

区

が
行

2

」
と

に
な

る
。
し

か
し
、
許

可

は

そ
れ
ぞ
れ

の
知

事

が

出

し

て

い
た
ん

で
す
。

今

は
、
知
事

か
ら
市

町
村

長

に
こ

の
権

限

が
移

っ
て

い
ま
す
。

た
だ
・

こ
の
狩
猟
免

許

制
度

の
あ

り
方

で
す
が
、

欧
米
式

と
日
本
式

で
は
ど
ち

ら
が
良

い
と
か
悪

い
と

か
、

と

い
う
書
口
い
方

は

一
概

に

は
言

え

な

い
ん

で
す

ね
・

欧

米

と
日
本

で
は
狩

猟

を
見

る
と

き

の
基

準

が
ま
る

で
違

う
。

欧
米

は
狩
猟

を
す

る
側

に
基
準

が
あ

り
ま
す

が
、

日
本

は
狩

猟
を
管

理

す

る
側

に
華

が
あ

る
、

ど
う

も
そ

の
よ
う

に
見

え
る

ん

で
す

ね
。

　ゴロ
、乏

の

は
日
本

式

は
31
常

に
面
倒

だ
、

と

い

う
こ
と
で
す
。
動
物
種
毎

に
ラ
イ
セ
ン
ス
を
取
得
す
る
欧
米
式

の
場
合
は
、
自
分
の
興
味
以
外

の
動
物
種

の
法
的
な
位
置
づ
け
は
細

か
く

知

ら
な
く

て
も

い
い
ん

で
す
。

し

か
し
、
日

本

の
狩
猟
者

は

そ
れ

で
は

い
け
な

い
。

狩
猟

し

て
よ

い
種

と
保
護

獣

と
を

す

べ
て
智

な

く

て
は

い
け
ま

せ
ん
し
・

さ

ま
ざ

ま
な
法
律

も
知

ら
な

け
れ
ば

な

り
ま

せ
ん
。

・
シ
ア

の
場

ム
ロ
は

と
て
も
簡

単

で
、

日
本

の
よ
.つ
な
筆

記

試
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験

な
ど
あ

り

ま
せ

ん
。

基
本
的

に
は

ラ
イ

セ
ン

ス
は
購

入
す

れ
ば

い
い
ん

で
す
。

で
す
か
ら
、

ど

ち
ら
が

良

い
悪

い
と

い
う
見
方

で
は
な

く

て
、

こ
う

し

た
法
制
度

に
立
脚

し

て
近
代

の
狩

猟
と

い
う

も

の
が

あ

る
の
だ
、

と

い
う

理
解

を
し

て
も

ら

い
た

い
と
思
う

ん

で
す
。

統
計

に
見
え

る
歴
史

そ

こ
で

「
都
道

府

県
別

狩
猟
者

関
係

の
統

計
」

(九
〇

頁
)

を
見

て
頂
き

た

い
ん

で
す
。

こ

の
統
計

は
、

平
成

二
年

(
一
九
九

〇
)

の
環
境
庁

狩

猟
統
計

を
も

と

に

つ
く

っ
た
も

の
で
、

ち

ょ

っ
と
古

い
ん

で
す
け

ど
・

ま
あ
・

ひ
と

つ
の
傾
向

を
見

る
に
は

こ
れ

で

い
い
と
思

い
ま

す
。
表

の

一
番
左

か
ら
各

都

道
府

県

の

二
〇
歳

以
上

の
人

口
と
狩
猟
免

許

の
交
付
数

、

そ

の
全
国

で

の
パ

ー

セ
ン
テ
ー
ジ

が
あ

り
ま
す
。

狩
猟
免

許

は

二
〇
歳

以
上

に
取
得

権

が
あ

り
ま
す

か
ら

二
〇
歳
以

上

の
数
字

で
割

合
を

算
出

し

て

い
ま
す

。
次

に
登
録

証
交
付
状

況

と

い
う

の
が

あ

り
ま
す
が

、

こ
れ

は
先

ほ

ど
も
言

い
ま

し
た

が
、
実

際

の
狩
猟

を
す

る
た

め

の
登
録

が

さ
れ
た
数

値

で
す
。
免
許

を
許

可

さ
れ

た

の
と
実

際

に
猟
を

す
る
数

は
違

う
わ

け

で
す
。
他

県

か
ら
猟

に
来

る
人

も

い
ま
す

か

ら
ね
。

そ
し

て
登
録

さ

れ
た
実

数

の
全
国

で
占

め

る
割
合

、
都

道
府

県
毎

の
人

口

の
な

か
で
狩

猟
登
録

さ

れ
た
人
数

が

ど
れ
程

占

め

て

い

る
か
、

そ

の
全
国

比

と
な

っ
て

い
ま
す
。

で
す

か
ら
、

た
と

え
ば
東
京
都

の
と

こ
ろ
を
見

て
頂

き
た

い
ん

で
す
が
、
狩

猟
免
許

の
交
付

を

受
け
た
の
竺

万
三
八
七
名

い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
全
国
の
三

・
五
九
パ
↓

ン
ト
を
占
め
る
。

で
、
東
京
都
内
で
実
際

に
狩
猟
を
す

る
手
続

き
を

と

っ
た
人

は
八
七
七
名

し

か

い
な

い
。

じ

ゃ
、

こ

の
他

の
人

た
ち

は
ど
う

し

た

の
か
。
免

許

だ
け
を
取

得
し

て
猟

に
出

な

か

っ
た

の
か
。

そ
う

い
う
人
も

い
る
で
し

ょ
う
が
、
大

半

は
他

県

に
出

て
猟

を
し

て

い
る
ん

で
す

。

で
す

か
ら
、
都
道
府

県
毎

の
狩
猟
免

許

取
得

人

口
と
実

際

に
猟

を
行

っ
て
登
録

さ
れ
る
数
字

と

い
う

の
は
違

っ
て
く

る
と

い
う

こ
と

で
す
。
免

許

を
取
得

し

た
数

よ
り

も
登
録

さ

れ
た
数

が
上

回

っ
て

い
る
都

道
府
県

は

岩
手
、
福

島
、

茨
城

、
福
井

、
山
梨

、
岐

阜
、

三
重

、
滋
賀

、
奈
良

で
す
け
ど

も
・

ど

ち
ら

か
と

い
え
ば
吾

本

に
顕
著

で
す
。

つ
ま
り
、

西

日
本

、
あ

る

い
は
都
市
部

の
狩

猟
者

が
吾

本

に
猟

に
や

っ
て
き

て

い
る
・

そ
う
し

た
傾
向

が
あ

る
ん

で
す
。

こ
れ
は
主

に
羽
物
撃

ち
と
言

っ
て
鳥
猟

、

ガ

ン
や
カ

モ
を
獲
物

と
し

て

い
る
人

た

ち

の
動

き

で
す

ね
・



現代のマタギ

そ
れ

で
、
関
東

に
お
住

ま

い
の
皆

さ
ん

は
狩

猟

と

い
う

の
は
、

マ
タ
ギ

に
象

徴

さ
れ

る
よ
う

に
、
伝
統

的

な
狩
猟

を
や

っ
て

い
る
東

北

地
方

が

か
な
り
盛

ん
な

よ
う

に
思

っ
て
お
ら
れ

る

の
で
は
な

い
で
し

ょ
う

か
。

東
北

で
沢

山
動
物

が
獲

ら

れ
て

い
る
ん
じ

ゃ
な

い
か
と
。

で
も
、

実
際

は

そ
う

で
は
な

い
。

こ

の
表

は
あ

く

ま

で
も
目
安

で
し

か
あ

り

ま
せ

ん
け

れ
ど
も
、

た

と
え
ば

一
〇
〇

万
人

し

か

い
な

い
県

と
三
〇

〇

万
人

い
る
県

と
で

は
違

う

レ
ベ
ル

に
あ

り
ま

す
し
、
林

野
面
積

や

野
生
鳥
獣

の
生
息

分
布

の
濃

い
薄

い
も
あ

っ
て

一
律

に
語

れ

ま

せ
ん
が
、

人

の
動

き
や
狩

猟

の
イ

ン
パ

ク
ト
を
知

る
目
安

に
は
な

り
ま
す
。

た
だ
動

物
種

の
捕
獲

数

を
載

せ

て

い
な

い
の

で
実
数

を
把

握

で
き
ま

せ
ん
が
、
単

に
捕

獲
数

で
比
較

し

た
場
合
、

有
害

鳥
獣

駆
除

の
対
象

に
な

る
代
表
的

な
大

型
獣

は
東

は

ク

マ
で
、
西

は

イ
ノ

シ

シ
で
す
。

戦
後

、
昭
和

二
〇
年

代

か
ら
四
〇
年
代

ぐ

ら

い
ま

で
と

い
う

の
は

か
な
り

の
数

を
獲

っ
て

い
た
ん

で
す
。

ツ
キ

ノ

ワ
グ

マ
で
す

と
年

間

二
〇
〇

〇
頭

の
オ

ー
ダ

ー

で
獲

っ
て

い
た
ん

で
す
。

そ

れ
が

二
〇
年

続

い
た

わ
け

で
す

か
ら
ト

ー
タ

ル
で
は
約

四
万
頭

あ

ま
り

で

す

ね
。

そ
れ

で
も

ツ
キ

ノ
ワ
グ

マ
は
獲

り
尽
く

さ
れ

る

こ
と
は
な

か

っ
た

ん

で
す
。
当
時

考

え
ら

れ

て

い
た
よ

り
も
ず

っ
と
多

く

の
ク

マ

が
生
息

し

て

い
た
ん

で
す
。

し

か
し
、
九
州

山
地

で
ほ
と

ん
ど
絶

滅

し

て
、

生
態

的
な

研
究
も

進

ん

で
、
少

し
捕
獲

数
を

自
粛

し
よ
う

と

い
う

動

き
が
出

は
じ

め
た
。

そ
れ

が
昭
和

五
〇
年
代

の
は

じ
め
ご

ろ

で
し

た
。

そ
う

し
た
動

き
を
経

て
、
平
成

六
年

の
場

合

は
ツ

キ
ノ
ワ

グ

マ
は

一
〇

八
〇

頭
、

イ

ノ
シ

シ
は

一
万
九

一
五

二
頭

で
す
。
大

体

で
す

ね
、
平
成

に
入

っ
て

か
ら

の
イ

ノ

シ
シ

の
有

害

に
よ

る
捕

獲
数

は

一
万
五
〇

〇
〇

か
ら

二
万

三
〇
〇
〇

頭
ぐ

ら

い
の
オ
ー
ダ

ー

で
推
移

し

て

い
ま
す
。

ク

マ
は

一
〇

〇
〇
頭
前

後

で
す
。

北
海
道

の
ヒ
グ

マ
の
場
合

は
、
大

体

一
〇

〇
頭

か
ら

二
〇
〇

頭

の
オ

ー
ダ

ー
で
す

ね
。

ま

あ
、

ク

マ
と

イ

ノ

シ
シ
で
は
繁

殖

の
割
合

が
ま

る

で
違

い
ま

す

の
で
比
較

に
は
な

り
ま

せ
ん
が
、

一
応

の
捕

獲
実
数

と

い
う

の
を
知

っ
て

お

い
て

い

い
か
と
思

い
ま

す
。

た
だ
、
今
紹

介

し
た
数
値

は
有

害

だ

け

で
法
定

猟

期
内

の
捕

獲
数

は
含

ま

れ
て

い
ま
せ

ん
。

で
す

か
ら

、
実
質

的

な
数
値

は

こ
れ
を

上
回

る
と

い
う

こ
と

で
す
。

と
こ
ろ

で
、

こ

の
表

を
見

る
と
、
狩

猟
人

口
の
多

い
地

域
、

一
行
政

区
あ

た
り

一
万
人

を
超

え
る
狩

猟
免
許

取
得
者

が

い
る
地
域

と

い

う

の
は
、

北
海

道
、
関

東

と
東

海

、
九

州
、

四
国

に
集

中

し

て

い
る

の
が
分

か
り

ま
す
。
県

外
免
許

の
数

も
含

め

た
表

の

一
番
右

の
欄
、

全

国
比

で
は
高

知
、
宮

崎
、

山
梨

、
鹿

児
島

、
福

島

、
和

歌
山
、

長
野
、
愛

媛

、
秋

田

の
順

に
な
り

ま
す
。
確

か
に

こ
れ

ら

の
県

は
高

齢
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者

人

口
が
多

く

て
、
数

字

に
隠

さ
れ

た
そ
れ

ぞ

れ

の
状
況

が
あ

る

こ
と
を
考
慮

し

な
く

て
は
な

り
ま

せ
ん
け

れ
ど

も
、
西

日
本

も
意

外

に

狩

猟

が
盛

ん

で
あ

る

こ
と
は
分

か
る
と
思

い
ま
す
。

西

日
本

の
狩

猟

の
セ

ン
タ

ー
と
言

い
ま
す

か
、
集

中

し

て

い
る
地
域

は

イ

ノ
シ

シ
猟

が
盛

ん
な
地
域

で
あ

る
わ

け

で
す
。

狩
猟

を
し

て

い
る
人

た
ち
は
、

「
西

の
大

物
、

東

の
羽
物
」

と
言

っ
た
り

し

ま
す
。

西

の
大
物

と

い
う

の
は

シ
カ
、

イ

ノ

シ

シ
で
す

ね
。

東

の
羽
物

と

い
う

の
は
ガ

ン
、

カ

モ
、

キ
ジ

、

ヤ

マ
ド

リ
な

ど

で
す
。

ま

た
、

こ
れ

は
語
弊

が
あ

る
と

こ
ま

る
ん
で
す
が
、

野
生

動
物

は
西

か
ら
滅

ぶ
、

と

も
言
う

ん

で
す
ね
。

た

と
え
ば
、

ニ
ホ

ン
カ

モ
シ
カ

で
す

が
、

カ

モ
シ
カ
は
現

在
中

国
山
地

に
は
生
息

し

て

い
な

い
。

な
ぜ
生
息

し

て

い
な

い
か
、

ハ
ビ
タ

ッ
ト

の
条

件

を
中

国
山

地

が

み
た
し

て

い
な

い
と

い
う

の
で

は
な
く

て
、

こ
れ
は
も
う

獲

り
尽
く

し
た

と
し

か
考

え

よ
う
が

な

い
ん

で
す
。

逆

に
言
う

と
、
中

国
山
地

は
そ
れ
だ

け
人

の
手

が

入

っ
て
、
早

い
時
代

か
ら
拓

か
れ

て

い

っ
た
。

そ

の
た

め

に
農

耕

地

や
人
間

の
居
住
空

間

か
ら
排
除

さ
れ
た
り

、
毛
皮

や
肉

と

い

っ
た
資

源

と
し

て
獲

り

尽
く

さ
れ
、

い
な
く

な

っ
た
と

い
う

こ
と
で
す
。

現

在
、
中

国
山
地

の
ク

マ
が
問
題

に
な

っ
て

い
て
ほ
ぼ
絶
滅

す

る
だ

ろ
う

と
言

わ

れ
て

い
ま
す
。

そ
れ

で
何

と
か
、

こ

の
地
域

の
ク

マ
を

守

ろ
う
と

い
う

こ
と
で
米

田

一
彦

さ

ん
と

い
う

人

が

一
生
懸

命
広
島

で
頑

張

っ
て

い
ま
す
。

九
州
山

地

は
す

で

に
滅

ん

で

い
る
と
言

っ
て

い

い
で
す

し
、

四
国
山

地

も

二
〇

数
頭

で
し

た

か
、

か
な

り
危
機
的

な
状

況

に
な

っ
て

い
ま

す
。

ク

マ
が
生

息

し

て

い
る
地
域

は
若
狭

湾

と
紀

伊
半
島

の
先
端

部
を

繋
ぐ
線

か
ら
東
、
鈴

鹿

山
地

か
ら
東

に
な

っ
て
き

て

い
る
ん

で
す

ね
。

も

は
や

ニ
ホ

ン
ツ
キ

ノ
ワ
グ

マ
の
生

息

域

の
中
心

は
中
部
東

北
地

方

で
す
。

そ
れ

で
、
西

日
本

の
な

か
で
も
中

国
、
関

西
地

区

は
狩

猟
者

が
比
較

的
少

な

い
。

こ
れ

は
拓

か

れ

て
か
ら
久

し

い
時

間
、
鳥

獣

を
生
活

空
間

か
ら
排
除

し
続

け

て
き
た
地
域

で
あ

る

か
ら
だ

と

い
う

こ
と
が
言

え
そ
う
な

ん

で
す
。

と

い
え
ば

、
ピ

ン
と
き
た
方

も

い
ら

っ
し

ゃ

る

か
と
思

い
ま

す
が
、

こ

の
表

か
ら

は
、
農

耕

が
早
く

か
ら

ス
タ

ー
ト

し
鳥

獣
害

対
策

が
早

く

か
ら
行

わ

れ
て
き

た
畿
内

を
中

心

に
、
同

心

円
的

に
狩
猟
者

の
数

は
増

し

て

い
く
、

と

い
う
傾
向

が
見

え

る
ん

で
す
。

こ
れ
は
あ

く

ま

で
も
大
雑

把

な
見
方

で
す

よ
。

で
も

、
狩
猟

者

の
多

い
地
域

と

い
う

の
が
、
先

ほ
ど
も

言

っ
た

よ
う

に
九

州
南
部

、

四
国

の
高

知
、

北
関
東

、

そ
し

て
北
海

道

と
な

っ
て

い
る
ん

で
す
。
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つ
ま
り
、
人

間

の
開
拓

圧
が
古

く

か
ら

お
よ
ん

で

い
た
地

域

ほ
ど
狩

猟
者

の
数

も
少

な

く
、
野
生
鳥

獣

の
生
息

状
況

も
薄

く
な

る
傾

向

が

あ

る
。

す
な

わ

ち
、

い
ち
早
く
排

除

が
完

了

し
た
地
域

に
は
狩
猟
者

が
少

な

い
、

と

い
う

こ
と
な
ん

で
す
。

ち
な

み

に
平
成

六
年

は
・

二

四
万
人

で
す

か
ら
、

か
な
り

の
勢

い
で
狩

猟
人

・
は
減

少

し

て

い
る
ん

で
す
。

冒
頭

で
話
し

た
よ
う

に
狩

猟
者

の
高

齢
化

と
若
者

の
狩

猟

離

れ
が
あ

っ
て

い
よ

い
よ
統

計

に
も

現
れ

は
じ

め
て

い
る
ん

で
す

ね
。

そ

れ
と
農
業

離

れ
も
あ

り
ま

す
。

現代のマタギ

狩
猟
と
農
耕

そ

こ
で
、

二

つ
目

の

レ
ジ

ュ
メ

「列

島

の
狩

猟
史

」

(八

八
-

八
九
頁

)

と

い
う
年

表

を
開

い
て
頂

き

た

い
ん

で
す
。

.、
の
年

表

は
、

二
年
前

に

つ
く

っ
て
み
た
も

の
な

ん

で
す
が
、
新

人
物

往
来
社

か
ら
昨
年
出

版

さ
れ

た

『復

元

技
術

と
暮

ら

し

の
日

本
史
』

に
掲

載

し
た
も

の
を
、

そ

の
後

少

し
手
直

し
し

た
も

の
で
す
。

こ
の
年

表

は
で
す

ね
、

文
献

を
中
心

に
日
本

列
島

で
展
開

さ
れ

て

き
た
狩
猟

を

通
史
的

に
チ

ャ
ー
ト
を
加

え
な

が
ら
描

い
て

み
た
も

の
な

ん

で
す
。

一
般
的

に
は

で
す

ね
、

日
本

で
は
狩

猟

と

い
う

も

の
は

あ

く
ま

で
も

サ
ブ

カ

ル
チ

ャ
ゐ

と
、

日
本

の
生

活
文

化

を
考
え

る
う

え

で
は
あ

ま
り
重
要

な

フ

ァ
ク
タ

ー

で
は
な

い
・

と

い
う

ふ
う

に

思

わ
れ
が

ち

で
す
。
日
本

は
農
耕

を
中

、心
に
形
成

さ
れ

て
き
た
社
会

だ

か
ら
、
欧

米

の
よ
う

な

ハ
ン
テ

ィ

ン
グ

.
ラ
イ

フ
は
存
在

し
な

い
・

狩

猟

は
特
殊

な
も

の
だ
と

い

っ
た
見
方

で
す

ね
。

そ
れ
が

あ

る
か
と
思

う
ん

で
す

が
、

で
も
僕

は
そ
う

は
考

え
な

い
・

む
し

ろ
農
耕

を
中

、心
に
発
展

し

て
き
た
社
会

で
あ

る
か
ら

こ
そ
、
狩

猟

は
今

日
ま

で
持

続
し

え
た

ん
だ
、

と
考

え
る

ん

で
す
。
先

ほ
ど

の
統

計
資
料

に
も
あ

っ
た

さ

つ
に

で
す

ね
、
平
成

二
年

の
段

階

で
も

二
九

万
人

、

六
年

に
は

二
四
万
人

の
狩
猟
免

許

取
得

者

が

い
た

ん
で
す
・

ま

あ
・

一
億

二

〇
〇
〇
万
人
の
な
か
の
二
〇
数
万
人
な
ん
て
た
い
し
た
こ
と
は
な

い
と
も
言
え
ま
す
が
、
な
ぜ
二
〇
数
万
人

の
狩
猟
合

が
現
在

も
存
在

し
え

る

の
か
。

ど
う
し

て

か
。

そ

れ
を
見

て

い
く

と
、
農

業

と

の
関

わ
り
、

日
本

列
島

の
開
拓
史

と

の
関
係

が
見

え

て
く

る
わ
け

で
す
・

つ
ま
り
、
我

々

の
生

き
方

と

い
・つ
の

は
、
耕

地

を
拓

い
て
作
物

を

つ
く

っ
て
、

生
を
実

現

す
る
と

い
う
戦
略

を

と

っ
て
き
た

わ
け

で
す

ね
.

し

か
し
、

そ

の
戦
略

を

こ

の
呆

列
島

と

い
う
大

地

の
上

で
展

開

し

て

い
く

と
・

ど
う

い
う

こ

と
が
起

こ

っ
て

く

る

か
と

い
う

と
・

卯



野
生

動
物

た

ち

の

ハ
ビ

タ

ッ
ト
を
奪

っ
て

?

、

彼

ら

の
生
息

域

を
破

壊

し
て
我

々
が
使

い
や

す

い
土
地

に
変

・え
る

と

い
,つ
こ
と

に
な

る
.

で
も
・
奪

え

た
よ
う

で
奪

え

き
れ
な

い
ん

で
す

ね
。

こ

こ
が
面
白

い
と

こ
ろ

で
す
。

ア
ジ

ア
的

生
産
様

式
・

水

田
稲

作
農

耕
、

と

い
う

の
は
湿
地

や
河

川
流
域

の
平

坦
地

、
段
丘

を
拓

い
て

い
き

ま
す
。
水

辺

に
生
自
心
す

る

鳥
類

は
繁
殖
地
を
奪
わ
れ
ま
す
・
し
か
し
、

い
っ
た
ん
壊
さ
れ
て
築

か
れ
た
耕
地
で
栽
培
さ
れ
る
も

の
は
、
鳥
類

の
餌

に
も
な
る
難

で

あ

る
わ
け

で
す
・
極

端
な
言

い
方
を

す

れ
ば
、

農
耕

地

を
切

り
拓
く

と

い
う
行
為

は
野
生

の
鳥
獣

の

ハ
ビ

タ

ッ
ト
を
破
壊

し
な

が
ら
も
結

果
的

に
は
彼
ら

の
餌
場

を

つ
く

っ
て
し

ま
う

こ
と

に
な

る
。
追

い
出

し

た

は
ず

の
も

の
を
、
結

果
的

に
は
引

き
付

け

て
し

ま

い
も
す

る
ん

で
す
・
東

京
都

の
な

か
で
も
吾

市

と

か
奥
多

摩
、

神
奈

川
県

の
丹
沢

山
地

、

こ

の
あ

た
り

の
農

家

の
人

た
ち

に
話

を
聞

き
ま

す
と
、
作

物

を
放

っ
て
お

い
た
ら
あ

っ
と

い
う
問

に
鳥

に
喰

わ

れ

て
し

ま
う

と
言

い
ま
す
.

と
ん
で
も

な

い
勢

い
で
喰

わ

れ

て
し
ま
,つ
ん

で
す
.
農

家

の
人

た

ち
は
本

当

に
大
変

な

ん

で
す
.
虫

に
や

ら
れ
、
鳥

に
や
ら

れ
、

獣

に
や

ら
れ

る
。

お
ま
け

に
天

候

に
よ

っ
て
収

量

が
左
套

れ

る

ん
で
す

ね
・
現
代

で
は
ダ

イ
オ

キ

シ
ン

に
よ

る
汚
染

な
ん

か
も
あ

る

わ
け

で
す
。

現
代

の
肇

は
、

こ

の
よ
・つ
な

さ
ま
ざ

ま
な
肇

被

害

に
対

す

る
対
策

が

こ
う
じ

ら

れ
て

い
ま
す
が
、

そ
れ

で
も

や
ら

れ

て
し
ま
う
.

ま

し

て
、
古

代
、
中

世

と
な

る
と

も

っ
と
凄

い
.
ム
フ
よ

り
も

圧
倒
的

に
野
生
鳥

獣

の
個
体

数

が
多

か

っ
た
時

代

で
す
.

で
す

か
ら
開
拓

開
墾

を
し

て
耕
地

を
拡
大

し
て

い
趨

程

と

い
,つ
の
は
、

野
生

の
鳥
獣

と

の
争

議

に
な

る
ん

で
す
.

そ
う

し

た
な

か
で
収

量

を
効
率

よ

く
、
肇

に
獲

得

し

て

い
く
た

め

に
は
、

邪
魔

な
鳥

獣

を

排
除

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

か

っ
た
.

農
業

と

い
う

の
は
そ
う

い
う
生

き
方

、
戦

略
な

ん

で
す
.

す
な

わ
ち
、
持
続

的

な
肇

と

い
,つ
の

は

肇

に
都
合

の
よ

い
野
生

の
鳥
獣

と

の
共
存

は
あ

り
え

て
も
、

そ

の
他

の
鳥
獣

と

の
共
存

は
あ

り
え

な

い
ん

で
す
.

明
治
時
代

の
文
圭
日
な

ど

に
は
・
農

業

上
有
効

な
鳥
獣

と
有

害

な
鳥

獣

と

い

っ
た
分

け
方
が

見

ら
れ

ま
す
が
、

ま

さ

に
そ

つ
な

、b
ざ

る
を

.姦

い
わ

け
で
す
。

と

こ
ろ
が

・

こ
れ

に
対

し

て
狩

猟

と

い
う

の
は

、
野
生

の
鳥
獣

を
纏

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
直

接
生
活
資

源

と
し

て
利

用

し
た

り
、

生

活

に
必
要

な
物
資

や
現
金

に
換

え

る

こ
と
で
盛

立
し
ま
す
.

で
す

か
ら
、
狩

猟
を
持

続
的

に
行

お
・つ
と
す

る
場
ム
ロ
に
は
、

野
生

の
鳥
獣

も

持
続

的

に
そ

こ

に

い
て
く

れ
な

く

て
は
な
り

ま
せ

ん
.

持
続
的

な
狩

猟

と

い
う

の
は
野
生

の
鳥

獣

と
共
存

し
な

け
れ
ば
成

山老

.姦

い
ん



現代のマタギ

で
す
。

野
生

の
鳥
獣

が
生

自
心
し
続

け

て
く

れ

る

.、
と
が
、
狩
猟

の
持

続
性

を
保
証

す

る
ん

で
す
。
自
然

を
持
続

的

に
利
用

す

る
と

い
う
戦

略

を
考

え

る
場
合

は
、
狩

猟
採
集

と

い
う
生

き
方

の
方

が
よ
り

サ

ス
テ

ィ
ナ
ブ

ル
な
わ

け

で
す
。

し

か
し

で
す
ね
、

そ
れ

は
狩
猟
採

集

と

い
う

行
為

が
自

給
的

な
段

階

、
自
分

た

ち

の
生
活

の
持
続

に
最
低

限

必
要

な
資

材

を
毛
皮

な
ど

の
取

り
引

き

に
よ

っ
て
交

換

レ
ベ

ル
で
他
所

か

り
調
達

す

る
段

階
ぐ

ら

い
ま

で
の
話

で
す
。

こ
こ

に
ひ

と
た
び

市

場

と

い
う

も

の
が
入

り

込

ん

で
き
ま

す

と
状
況

は

一
転

し
ま

す
。

つ
ま

り
、

理
屈

と
現
実

の
違

い
が
馨

に
出

て
き

て
し
ま
う
。

市
場

と

い
う

の
は
あ

る
特

定

の

動
物

や
鳥

類
を
求

め
る
わ

け

で
す
。

毛
皮

で
あ

っ
た

り
、

羽
毛

で
あ

っ
た
り

で
す
ね
。

そ

し

て
市
場

と

い
う
も

の
は
・

現
場

の
纏

技

術

に
ま

で
入

り
込

ん

で
く

る
よ

・つ
に
な

り
ま
す

。

そ
し

て
狩

猟

の
現
場

で
は
、

市
場

が
求

め

る
特
定

種

の
鳥

獣

に
関

す

る
纏

技
術

が
抜

け

出

る
と
言

い
ま
す

か
、

突
出

し

て

い
く

よ
う

に
な

る
。

そ
れ

は
狩

猟
者

の
側

に
と

っ
て
は
市
場

に
対

す
る
技

術

的

な
適

応

と

い
う

こ

と

に

な

り

ま
す
け
れ

ど
、
捕

獲

さ
れ

る
鳥

獣

に
と

っ
て
は

バ
ラ

ン
ス
を
欠

く

こ
と

に
な
り

ま
す
。

当
然
、

狩
猟
者

の
側

は
・
経

験
的

に
こ

の
市

場

の
要
求

に
よ

っ
て
生
ず

る
偏

在

と

い
・つ
も

の
に
気

付

き
対
処

を

せ
ま

ら
れ

る

こ
と

に
な

り
ま
す
。
市

場

へ
の
参

入
・
世

界

シ

ス
テ

ム

へ

の
参

入
と

い
.つ
の
は
狩

猟

民

に
と

っ
て
は

か
な
り

イ

ン
パ
ク
ト

が
あ

っ
た
わ

け

で
す
。

こ
れ

は
、

イ

ヌ
イ

ッ
ト

で
あ
ろ
う

と

ア
イ

ヌ

で
あ

う

つ
と
、

マ
タ
ギ

も

そ
れ

ぞ
れ
状
況

は
異

な

っ
て
は

い
て
も
同

じ

よ
う

に
市
場

へ
傾
斜

し

て

い

っ
た
ん

で
す

ね
。

そ
し

て
あ

る
特
定

の
種

に
圧

力
が

か

か
り
、

ま

た
そ

の
種

の
捕

獲
技

術

が

ソ
フ

ィ
ス
テ

ィ
ケ

ー
ト
さ
れ

た
。

ま
し

て
狩

猟

と
市

場

の
関
係

か
ら
得

ら

れ
る
も

の
は

現

金

で
す

か
ら

、

ス
ト

ッ
ク
が

で
き

る
現
金

で
す

か
ら
、
欲

望

は
理
性

や

野
生

鳥
獣

の
生
息

状
況

な

ど
を
超

え

て

い

っ
て
し
ま

う
。

そ

う

い
う

危
険
性

を

は
ら
ん

で

い
ま
す

し
、
現
実

に
多

く

の
野
生
生

物

が
そ

の
バ
ラ

ン
ス
を
乱

さ
れ

て
き
た

ん

で
す

・

い
ず

れ

に
し

て
も

、
基

本
的

に
は
狩

猟

と
農

耕

と

い
う

の
は
、

ま

っ
た
く
相
反

す

る
か

に
見
え

る
論

理
、
自

然

、
野
生

に
対

す

る
論

理

を
持

っ
て

い
る
ん

で
す
が
、

し

か
し
、

.」
の
相

矛
盾

す

る
農
耕

と
狩

猟

の
考

え
方
、

相
矛

盾

す
る
論

理

と

い
う

も

の
が
同
居

す

る
と

い
う

か
、

同
時
並

行

し
て
き

た

の
が
日
本

の
社
会

で
は
な

か

っ
た
か
、

そ
う
思

う

わ
け

で
す
.

つ
ま
り
、

相
矛
盾

す

る
論

理

の
な

か

に
両
者

が

持
続

し
え
た

理
由
も

ま

た
あ

っ
た
。

そ
れ
が

で
す
ね
、
農
業

を
持

続

す

る
た
め

に
害

獣
駆

除

シ
ス
テ
ム
と

し

て
狩

猟

と

い
う

も

の
を
抱

き



込
ん

で
き

た
・

逆

に
・
狩

猟

は
肇

の

;

ス
テ

ム
を
担

う

フ」
と
で
、
今

日

ま
で
生

き
延
び

て

き
た
.

そ

つ
考

、毒

れ
る

わ
け

で
す
.

そ

の
歴

史
が

「
列
島

の
狩

猟
史

」

と

い
う
年

表

の
な

か

に
見

え
る
わ
け

で
す
。

で
、

そ
れ
が

日
本

の
狩

猟

を
特
徴

づ
け

る

こ
と

に
な
り
ま

す

し
、
今
日
二
〇
数
万
も

の
狩
猟
者
が
存
在
す
る
理
由
も
見
え
て
く
る
ん
で
す
。

　
　
の
　
　
　

年
表

は
・

天
武

四
年

(六

七
五
)

の

『
日
奎

起

の
記
述

か
ら
昭
和

三
八
年

二

九
六

三
)

の
狩

猟

法
改
正

に
至

る
ま

で
を
璽
日
い
て

い
ま
す
・

こ
れ

を
見

る
と
・

日
本
列

島

の
開

拓
史

と
狩

猟
史

と

い
う
も

の
が
、
連

動

し

て

い
る

の
が
分

か

る
と
思

い
ま
す
。

呆

列
島

は

古

代

.
中

世
を

通

じ

て
開
拓

開
墾

さ

れ

て
き
ま
す

が
、

と
く

に
近

世
初

頭

に
藏

技

術

が
飛
躍
的

に
発
展

し

て
、
内
海

、
潟

な

ど
を
中
、心

に
大

干
拓
時
代

を

迎

え
ま
す
。

た

と
え
ば
新

禦

そ

の
典

型

と
言

っ
て

い
い
か
と
思

い
ま
す

が
、
ム
フ
、
新
潟

の
ト

キ
が
話

題

に
な

っ
て

い

ま
す
・

ト
キ

は
佐

渡
島

に
生
息

し

て
き
た

よ
う

に
　一男

れ

ま
す

が
、
実

は

か
な
り
広

い
範
囲
、

日
本

海
側

を
中

、心
に
ほ
ぼ
全
国

的

に
生
自
心

し
て
い
た
ん
で
す
・
そ

の
生
息
場
所
は
湿
地
や
禦

中

心
で
あ

っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
明
治
四

一
年

二

九
〇
八
)
で
し
た
か
、
保
護

の
対

象

に
な

っ
て

い
き
ま

す
・

専
門

家

の
方

々

の
な

か

に
は
ト

キ

の
絶
滅
過

程

は
狩
猟

に
あ

る

の
だ
、

と
く

に
近

世
後
半

か
ら
明
治
前
半

に
か
け

て
狩
猟

が

野
放

し
状

態

に
な

っ
て
ト
キ
姦

り
尽

く

し
た
ん
だ

と
.

で
も
、

こ
の
狩

猟

の
北目
後

に
は
曲辰
耕

と

い
.つ
も

の
と
、

羽
毛

な

ど
を
対
象

と

し
た
市

場
が
存
在

し
た

ん

で
す
。

あ

る

い
は
、

ト
キ

の
肉

で
す

ね
.

つ
ま
り
、

ト

キ
や

サ
ギ

の
類

い
と

?

つ
の
は
水

辺

の

鳥

で
す

か
ら
・

こ
う
し
た
鳥
類

の
生

息
地

を
人
間

が
干
拓

し

て
水

田

に
変

え

て
き

た
。

そ

の
農

耕

に
よ

る
イ

ン
パ

ク
ト
は
凄

ま
じ

い
も

の

が
あ

っ
た
ん

で
す
・

そ
れ
と

こ
の
列
島

が
世

界

シ

ろ

ア
ム

に
組

み
込

ま
れ

て

い
く
過

程
、
市

場

の
形

成
過

程

に
生
じ

た
イ

ン
パ

ク
ト
と

い

う

も

の
が
あ

っ
た
わ

け

で
す
。

そ

れ
ら

が
複

雑

に
か
ら

み
合

っ
た
な

か
で
ト

キ
は
滅

ん

で

い
く
。

上
越
新
幹

線

に
乗

り
ま

す

と
・
燕

三
条

と

い
う
駅

が
あ

り
ま

す
.

そ
れ
を
過
ぎ

ま
す

と
か

つ
て

の
潟

を
拓

い
て
き

た
水

田
地

帯
が
広

が

っ
て

い
き

ま
す
・

月
潟
村

と

か
潟

東
村

と

い

っ
た
村

で
す
ね
。

そ

れ

か
ら
新

潟
市

の
南
東

に
亀

田

と

い
・つ
町
が
あ

り
ま
す
。

中
蒲
原

郡

で

goo



現代のマタギ

し

た

か
、

あ

の

竃

田

の
あ

ら
れ

お

せ
ん

べ
い
L

の
亀

田

で
す
が
、

か

つ
て
は
爵

あ

た
り

ま

で
潟

で
あ

っ
た

わ
け

で
す
ね
・
新
潟

市

と

亀

田

の
間

に

は
鳥

屋
野
潟

と

い
・つ
大

き
な
禦

あ

っ
た

ん

で
す
。

今
も

そ

の
潟

は
あ

り

ま
す
け
れ

ど
、

干
拓

に
よ

っ
て
か
な

り
小

さ
く
な

っ
て

い
ま
す
。

新
潟

の
海
岸
線

が

ほ

と
ん
ど
潟

で
あ

っ
た

こ
と

は
松

尾
芭
蕉

が
書

い
て

い
ま
す
。
彼

は
潟

を
船

で
北
上

し

て

い

っ
た

ん

で

す

ね
.

そ

の
潟

を
埋

め
立

て
て
大
水

田
地
帯

が
形
成

さ

れ

る
。

そ

の
お

か
げ

で
多

く

の
人

々
が
食

べ
て
い
け
る

よ
う

に
な

っ
た
・
僕

た

ち

が

.」
。つ
し

て
生

き
て

い
ら
れ

る

の
は
そ
う
し

た
開
発

の
お

か
げ

な
ん

で
す
。
年

表

の
な

か

に
そ

の
時

代

の
推
定

合

を
書

い
て
お

き
ま
し

た

が
、

.」
の
近
世

の
大

干
拓

と

い
・つ
も

の
が
な

け
れ
ば

、

こ

の
会

場

に

い
る
ほ

と
ん

ど

の
人

が
存

在

し
な

い
ん
で
す
・

す
な

わ
ち

ト
キ
や

コ
ウ

ノ
ト
リ
な

ん
か
が
代

表
的

で
す
が
、
私

た

ち

の
今

日

は
彼

ら

の
犠

牲

の
う

え

に
成

り
立

っ
て

い
る
。
別

に
他

人
事

で
は
な

い
ん

で
す

ね
。近

世

に

お
け

る
大
干
拓

と
同

時

に
、
並
行

し

て
流

通

と

い
う

も

の
が

か
な
り

発
展
し

ま
す
。

現
在

、

い
ろ

い
ろ
な
立
場

の
研
究
者

が
江

戸

時
代

の
研
究

、
見
直

し
を
進

め

て
お
ら
れ

ま
す
。

現
在

で
は
、

江
戸
時

代

は
流

通
列
島

で
あ

っ
た

と
言

わ

れ

る
ぐ
ら

い
進

ん
だ
社
会

で

あ

っ
た

.、
と
が

分

か

っ
て
き

て

い
ま
す
。
僕

た

ち
が
学
校

で
習

っ
た
江
戸
時

代

と

は
か
な

り
違

っ
て
き

て

い
る
ん

で
す
ね
・

思

っ
て

い
た

以
上

に
、
哨謝同
度
な
文

化

で
あ
り
、

物
流

も
凄

か

っ
た
し
貨
幣

経
済

に

つ
い
て
も

か
な
り

早

い
段
階

で
浸

透

し

て

い
た
ん

で
す

ね
。

そ

し

て
、

.」
の
大

干
拓

に
よ

る
農

地
拡

大

と
流
通
、

市
場

が
整

備

さ
れ

て

い
く
過
程

で

で
す

ね
、

あ

る

ひ
と

つ
の
狩

猟
集

団

と

い
う
も

の
が
動
き
出

し
て
く

る
。

そ
れ
が

マ
タ
ギ

な
ん

で
す

ね
。

マ
タ
ギ

た

ち
が

い

つ
ご

ろ
か
ら
動

き
出

し

た

か
、

こ
れ
は
現
在

ま

で
入
手

で
き

た
資
料

で
は
、

一
八
世
紀

を
遡

ら
な

い
。

λ

世
紀

以
降

、
各
地

の
文
書

や
記
録

に
記
載

さ

れ
は
じ

め

る
ん

で
す
・

い
や

・
そ

れ
以
前

か

ら

動

い
て

い
た

の
か
も
し

れ
ま

せ
ん
が
、

現
在

ま

で

の
と

こ

ろ

一
七
世
紀

の
資

料

が
な

い
。

僕

の
峯

岡
あ

さ
り
が
甘

い
の

か
も

し
れ

ま
せ

ん
が
、

具
体
的

に
彼

ら
を
記

述

し
た
も

の
は
見

つ
け

て

い
ま

せ
ん
・

マ
タ
ギ

は
・
専
門
的

な
狩

猟
技

術

と
交
換

.
換
金

シ

ス
テ
ム
、
販
路

を
持

っ
て

い
ま

し
た

が
、
も

う

ひ
と

つ
、
彼

ら

は
武

装

集
団

で
も
あ

っ
た
わ
け

で
す
。

僕

は
毎
年

の
よ
。つ
に
狩

猟

に
同
行

し

て
調
査

を
進

め

て

い
る

ん

で
す

が
、
多

い
と
き

に
は
三
〇
人

ぐ

ら

い
の
猟
師

さ
ん

と
山

に
入

る

こ

101



と
が

あ

る
ん

で
す
・

そ
う

す

る
と

三
〇

人

の
う

ち
、

]
五
人

ぐ
ら

い
が

ラ
イ

フ

ル
を
背
負

っ
て
、
残

り
が
散
弾

銃

で

す
ね
.

腰

に
は
弾
帯

と
ナ
タ
・
山

刀

を
下
げ

て

い
る
。

こ
れ

は
も
う
武

装
集

団

で
す
。

ま
し

て
近
世

の
社
会

で

で
す

ね
、

火
縄

銃
を
北目
負

っ
て
、
槍

を
持

っ
た

集

団

で
す

か
ら
・

そ
れ

は
と

ん
で
も
な

い
集
団

な

わ
け

で
す
。
近

世

の
銃

に

つ
い
て
は
、

塚
本
学

先
生

が

『生

類
を

め
ぐ

る
政

治
-

元

禄

の

フ
ォ
ー

ク

。
ア
』

(卒
凡
社

、

一
九

八
三
)

と

い
う
本

で

か
な

り
詳

細

量

臼
か
れ

て

い
ま
す
。

そ

れ

で
当

時

の
鉄
砲

関
係

茎

日
、
鉄

砲
改
め
な
ど
を
調

べ
て

い
き
ま
す
と
、
歴
史

の
古

い
狩
猟
集
落

と
い
う

の
は
藩

の
鉄
砲
組

の
末
端

の
組
織
、
在
郷
組
織
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
ん
で
す
。

マ
タ
ギ
は
秋
田
県
、
佐
竹
藩

で
す
が
、

天

世
紀
後
半

に
佐
纂

が
行

っ
た
男
鹿
半
島

の

シ
カ
狩
り
に
か
り
出
さ
れ
て

い
ま
す
し
、
戊
辰
撃

に
出
征

し
て
も

い
ま
す
。

ま
た
、
彼

ら
は

マ
タ
ギ
茎

日、
巻
き
物

で
す
ね
、
「
山
立

根
本
之
巻
」
と
か

「山
達
由
来
」
と

い
う
巻

き
物

を
持

っ
て
藩

の
境
界
を
超
え
て
中
部
努

ま
で
猟
を
展
開
し
た
。
巻
き
物
は

い
わ
ば
越

境
御
免

の
パ

ス
ポ

ー

ト
で
あ

っ
た
。

し

か
し

で
す

ね
、

な
ぜ

一
地

方

の
藩

の
在

郷
組
織

で
あ

っ
た

マ
タ
ギ
が
、

諸
国

を
旅

し

て
猟

を
展
開

で
き

た

の
か
・

こ
れ

は

で
す
ね
・
納
得

の
い
く
裏

付

け
資
料

が
な

い
ん

で
す
.
巻

き
物

が

パ

ス
ギ

ト

と
し

て
通

用

す
る
保
証

で
す

ね
、

い

っ
た

い
何

が
そ

れ
を
保

証

し
た

か
で
す

ね
。

分

か
ら

な

い
。

た
だ

で
す
ね
・
諸

国

の
む
ら

む
ら

で

マ
タ
ギ

が

記
録

さ

れ
て

い
く

の
は
江
戸

の
後

期

が
多

い
ん

で
す
が
、

上
信
越

地
方
、

こ

ア、
で
は
長

野
県

の
秋

山
郷

の
例

を
紹
介

し

ま
す
が
、

マ
タ
ギ

が
記

載

さ
れ

る

の
は
訴

え
や
苦

情

の
な

か
な

ん
で
す
.
当

時

の
領
主

た

ち
は
鷹

狩

り
を

し

た
・

そ

の
鷹

の
繁

殖
地

・
鷹

を
保
護

し

て
繁

殖

を
助

け
る
人

々
が

い
た

ん
で
す

ね
。
鷹
巣

森

と

か
巣
鷹

山

と

か
呼
ば

れ

て

い
た
繁
殖

地

に
は
鷹

の
幼
鳥

を
育

て
て
領
主

に
納

め
る

こ
と

で
扶
持

米

を
も

ら

っ
て
生
活

し

て

い
た
巣

守

り

と

い
・つ
人

々
が

い
た
。
当

然
、
鷹

巣
森

と

い
う

の
は
狩

猟

は
御

法
度

・
近

在

の
む
ら

む
ら

も
鉄
砲

の
所
持

を
許

さ
れ

て

い
な

い
保
護

区

で
あ

っ
た
わ
け

で
す
。

日
本

と

い
,つ
の
は

領
主

の
狩

猟
趣
味

で
あ

る

と
は

い
え
、

近
世

の
段
階

で
ゾ

⊥

ヲ

グ

に
よ
る
鳥

獣
保

護
を

や

っ
て

い
た
と

い
・つ
の
は
驚

く

べ
き

こ
と
な

ん

で
す
が
・

そ

こ

に
で
す

ね
・

秋

田

の
佐
竹

侯
領

の
猟
師

が

入
り
込

ん

で
何

カ
月

も
猟
を

し

て

い
る

か
、b
ど

・つ
に
か
し

て
ほ
し

い
、

と
巣
守

り
が
訴

え

て

い
る
ん

で
す
・

こ

の
訴

え

に
対

し

て
ど

の
よ
う
な
対

処
を

し
た

の
か
、

そ

の
記

録
が

あ

り
ま

せ
ん

か
ら
分

か
り

ま
せ
ん
。

し
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か
し
、

そ
う

し
た

か
た

ち
で

マ
タ
ギ

が
諸

国

を
旅

し

て
猟
を

し

て
い
た

こ
と
が
裏

付

け
ら

れ
る

わ
け
な

ん

で
す
。

と

こ
ろ
が
、
諸

国

を
旅
し

て
猟
を

し

て

お
金
を

つ
く

る

と
秋

田

へ
帰

る
わ
け

で
す

が
、
帰

ら
な

い

マ
タ

ギ
た

ち
が
出

は
じ
め

る
ん

で
す
。

そ

れ
は
、
農
地

の
拡

大

に
よ

っ
て
野
生

の
鳥

獣

と

の
摩

擦

が
生

じ

ま
す

。
そ

こ

に
鳥

獣
害

対
策

の
要
員

と

し

て
の
猟
師

の
存
在

意
義

が
生

ま
れ

て
く

る
。

市
場

が
形
成

さ

れ
、
流
通

が

発
展

す
る
。

こ
れ

を
背
景

に
専

業
的

職
能

集
団

と
言

い
ま

す

か
・

マ
タ
ギ

た

ち
が
生

き

て

い

く
場

所
、
役

割

が
出
来

上
が

る
。

田
畑
が

な
く

と
も
現
金

を
得

る
職
種

を
渡

り
歩

く

こ
と

で
年

間
を
通

し

て
生
活

で
き

る
よ
う

に
な

っ
て

い
た
。

つ
ま
り
、
帰

ら
ず

に
旅

を
継
続

で
き

る
環
境

と

い
う
も

の
が
整

っ
て
く

る
ん

で
す
。

そ

こ

で
、
現
在

の
僕

た

ち
は

マ
タ
ギ
集
落

と

い
う

と

か
な
り

の
数
が
あ

る

と
思

っ
て

い
ま
す
。
あ

る
民

俗
学

の
先
生

は

四
〇

あ

ま
り

の

地
域

と
集
落

を
挙

げ

て

お
ら

れ
ま

す
。

し

か
し
、

マ
タ
ギ

集
落

と

い
う

の
を
ど

の
よ
う

に
カ
テ
・コ
ラ
イ
ズ

す

る
か

で
そ

の
数

は

異
な

っ
て

き
ま

す
。

マ
タ
ギ
集

落
を

ク

マ
狩

り
を

す

る
地
域

と

い
う

か
た
ち

で
括

る

と
、

そ

の
地
域

や
集
落

は

か
な

り

の
数

に
の
ぼ

り
ま

す
。
し

か

し
、
近
世

の
後
半

、

一
九
世
紀

前
半

ぐ

ら

い
を
想

定

し
ま

す
と

か
な
り
少

な

い
。

現
在

の
よ
う
な
数

が
出

揃

う

の
は
、
驚

か
れ

る
か
も
し

れ

ま
せ
ん

が
、
昭

和

に
入

っ
て

か
ら

だ

そ
う
思

っ
て

い
ま
す

。
近
世
後

半

の
文
化

文
政

期
以
前

に
で
す

ね
、
狩
猟
集

落

と
呼

べ
る

か
た

ち

で
、
集
落

の
生

業

の
な

か

で
狩

猟
が
大

き

な
位

置

を
占

め

て

い
た
集
落

、
な

い
し

は
地
域

、
集
落

群

と

い
う

の
は
・

多
分

四

つ
か
五

つ
ぐ

ら

い
だ

っ
た

ん
じ

ゃ
な

い
だ
ろ
う

か
。
集

落
群

と

い
う

の
は
秋

田

の
阿
仁

の
よ
う

に

で
す
ね
、
根

子
、
原

鵡
鴎

、
招
甥

と

い
う
よ

う

に
狩

猟
を

生
業

の

一
部

に
組

み
込

ん

で

い
た
複
数

の
集
落

が
集

中

し

て
存

在

し
た
と

こ

ろ
で
す

ね
。

先
程

お
話
し
た
長
野
県

の
秋
山
郷
な
ど
は
、
狩
猟
組
織
が
し

っ
か
り
と
し
て
く
る
、
猟
師
組
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
は
明
治

夫

正
期

な
ん

で
す

。

そ
れ
以
前

と

い
・つ
の
は
猟
師

は

い
た

ん

で
す

が
、

マ
タ
ギ

の
よ
う

な
集

団

に
よ

る
組
織

的

な
狩

猟
、
販
路

を
持

っ
た
換

金
交

易
型

の
狩

猟

で
は
な

く

て
、
あ

く

ま

で
も
個

人

が
小
規
模

に
展
開

す

る
狩

猟

で
あ

っ
た
わ

け

で
す
。
秋

山

郷

の
場
合

は
新

潟
県

側

に
大
赤

騨
皆
購
麟
岡矯
噂薮
緯
澗
雛
瀦
鰍㌍
辞
勧鯉
繍
馨
㌶
灘
鷺
鴬
蝦
蹴
腰
鞭灘
鷲

鵬



奥
志
賀
高
原

の
発
哺
温
泉
、
熊

ノ
湯
温
泉
、
湯
田
中
温
泉
な
ど
を
市
場

に
し
て
、
あ
る

い
は
現
在

の
諾

町
で
す
が
、
深
見

の
旦
那
と
呼

ば

れ

た
豪

商

と

い
う

か
富
豪

が

い
た

ん

で
す

が
、

そ
れ

を

ス
ポ

ン
サ
ー

に
し

て
猟

を
展
開

し

た
。

そ

し

て
、
彼

ら

の
子
孫

が
婚
姻

に
よ

っ

て
広

が
り

な
が
ら
・

か

つ
地
元

の
人

々
を
指

導

し
な
が

ら
、
秋

山

の
谷
筋

に
猟
師

を
増

や
し

て

い
き
、
狩
猟

組

へ
と
発
展

さ
せ

て
き

た
ん

で
す
ね
。

こ
の
豪

商

や
豪
農

と

い

っ
た
当
時

の
富

豪

た
ち

を

ス
ポ

ン
サ
乏

し

て
猟

を
展
開

す

る
と

い
・つ
ス
タ
イ

ル
は
会
津
盆

地

な
ど

に
も
見

ら

れ

ま
す
・

会

津
高

田

の
量

蒙

と

い
う
家
を

ス
ポ

ン
サ
ー

に
し
な
が

ら
、
栃

木
県

側

の
川
治
温

泉

な
ど

縫

物
を
卸

し

て

い
た

ん

で
す
。

こ
れ
も
秋

田
の
阿

仁

マ
タ
ギ

で
す
。

つ
ま
り
・
近

世

の
後

半

に
な

る

と
む
ら

む
ら

に
猟
師

が
雇

わ
れ

て

い
く
ん

で
す
。

あ

る

い
は
富

豪

た
ち
が

マ
タ
ギ

の
ス
ポ

ン
サ
ー
と

い

う

か
バ

ト

。
ン
と

い
う

か
・
面

倒

を

み
る

よ
・つ
に
な

る
。

も

ち
ろ

ん
見
返

り

と
し

て
ク

マ
の
胆

な

ど
を
届

け
る

わ
け

で
す

か

り
雇

わ

れ
た

と
言

っ
て

い
い
で
す

ね
・

[
オ

レ
の
た

め

に
ク

マ
の
胆

を
獲

っ
て
く

れ
。

そ

の
た
め
な

ら

い
く

ら

で
も
手

を
貸

そ
・つ
L

と

い
.つ
か
た

ち

で

す
・
秋

山
郷

に

マ
タ
ギ

が
婿

入

り
し

た
と

い
う

の
も
、
多

分

む
ら

の
側

に
雇

わ

れ
た

か
た
ち

で
あ

っ
た
ろ
う

と
思

わ
れ

る
ん
で
す
。

平

野
部

で
大
干
拓

が

行
わ

れ

て

い
る

こ
ろ
、
秋

山
郷

に
は
水

田

は

ひ
と

つ
も

な

か

っ
た
.
秋

山

に
水
田

が
拓

か
れ
る

の
は
明
治

二
三
年

以
降

の
話

で
す
・

当
時

は

ほ
と

ん
ど
焼
畑

だ

っ
た
。

で
す

か
ら
鳥
獣
害

も
凄

か

っ
た
。

鈴
木
牧

之

が

『秋

山
紀
行
』

の
な

か
で
触

れ

て

い

ま
す
が

・
あ

ち
こ
ち

の
畑

に
鳥
獣

避

け

の
た
め

に
犬

が
繋

が

れ
て

い
た
ん

で
す
。

マ
タ
ギ

は
そ

う
し

た
な

か
で
鳥

獣
害

対
策

の
要
員

と

し

て
迎

え
ら

れ

た
・

ま

た
・

マ
タ
ギ

た
ち

は
纏

の
技

術

だ
け

で
な
く
、

そ

の
販
路

、
市
場

を
持

っ
て

い
ま
し
た

か
ら
、

む
ら

で
は
彼

ら

が

鳥
獣

を
追

っ
て
く
れ

る
・

お
ま

け

に
彼

ら
は
纏

し
た
鳥
獣

を
換
金

す

る
術

を
知

っ
て

い
た
。

茎

を
稼

ぐ

こ
と
が

で
き
た
。

こ
れ
は
む

ら

に
と

っ
て
は
好
都

合
だ

っ
た

に
違

い
な

い
ん

で
す
。

マ
タ
ギ

の
側
も
、

そ

れ
ま

で

は
隠
密

に
で

き
る
だ
け
地

元

に
猟

師

が

い
な

い
場

所

を
見

つ
け

て
は
猟

場
を
開

拓

し

て

い

っ
た
。

し

か
し
、

彼
ら

を
迎

え
て
く

れ

る
む
・b
む
ら
が
現

れ

て
く

る
。

そ

の
む
ら

に
雇

わ

れ
る

と

い

う

こ
と
は
・

む
ら
周

辺

の
猟

場

を
保
証

さ
れ

る

こ
と

で
す
。

で
す

か
ら

マ
タ
ギ

た

ち
は
、
市
場

に

で
き
る
だ
け
近

い
む
ら

に
定
着

し

て

い
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っ
た
。

.」
の
よ
。つ
に
し

て
、
中

部
東

北
地
方

の
山
村

に

マ
タ
ギ

た

ち
が
定
着

し
、
彼

ら

を
中

心

に
個

人
規

模

の
狩

猟

で
は
な
く

て
・

組
織

的

な
集

団
猟

、

そ
れ
を
行

・つ
猟
師

組
織

が

2

ら
れ

て

い

っ
た

ん

で
す
。

つ
ま
り
、
集

団

に
よ
る
組

織
的

な
狩

猟

と

い
う

ス
タ
イ

ル
は
秋

田

マ
タ
ギ
た

ち

に
よ

っ
て
持

ち
込

ま
れ

た
と
考

え

て

い
い
と
思

い
ま
す
。

話

は
近
代

に
移

り
ま

す
が

、
た

と
え
ば

で
す

ね
、
皆

さ
ん

は

「
ナ

メ
ト

コ
山

の
ク

マ
」

と

い
う
童
話

を
御
存

知

で
し

ょ
う

か
・
宮

沢
賢

治

の
藷

で
す
ね
.

フ、
の
藷

は
、
大
正
時
代

に
書

か
れ
た
も

の
な
ん

で
す
が
、
淵
沢
小
+
朗
と

い
う
猟
師

が
主
人
公
な
ん
で
す
・
僕

は

.」
の
童
話

が
ず

っ
と
気

に
な

っ
て

い
た
ん

で
す

が
、
旅

マ
タ
ギ

を
調

べ
て

い
く
う

ち

に
偶

然

、

こ
の
淵
沢
小

+
朗

の

モ
デ

ル
に
な

っ
た
ら

し

き

マ
タ
ギ

の
存
在

を
知

り

ま
し

た
。

そ

れ
は

ど
う

い
う
人

か
と

い
う

と
、

明
治

三
九
年

(
一
九
〇

六
)

に
秋

田

の
阿
仁

の
比
立
内

出
身

の

マ
タ
ギ
が
、
花
巻

の
奥

に
現
在
豊
沢
ダ

ム
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ダ

ム
に
水
没
し
た
集
落
で
諜

と

い
う
集
落
が
あ

っ
た
ん

で
す
。
.」
の
集
落

に
移
住
し

て
く
る
ん
で
す
。
阿
仁
出
身

の
松
籍

三
郎
と
勝
治
と

い
う
親
子
で
す
・
こ
の
二
人
は
阿
仁

の
比
立
内

の
出

身

で
旅

マ
タ
ギ

な

ん

で
す

が
、

い

っ
た
ん

は
横

手

に
近

い
と

こ
ろ

に
住

む

ん

で
す

け
ど
、

明
治

三
九
年

に
幕
館

に
移

り
住

む
わ

け

で
す
・

.」
の
和

三
郎

と

い
,つ
人

は
沢

内
村

や
雫

石
町

の
猟
師

た

ち

に
は
よ

く
智

れ

て

い
た
猟

の
名

人

だ

っ
た
ん

で
す

・

こ

の
親

子
は
幕

館

に
女

房

子
供
を

呼
ん

で
家

族

で
住

み
着

き
ま
す
。

淵
沢

小
+
朗

こ
と
松

橋
和

三
郎

と

い
う

マ
タ
ギ

は
、
宮
沢

賢
治

が
童

話

に
書

い
て

い
る

よ
う

な
生

活
を

し
て

い
た
ん

で
す
。
童

話

の
な

か

に
小
+

朗

が
街

へ
毛
皮

を
売

り

に
行

く
く
だ

り

が
あ
り

ま
す
。
実

に

い
や

ら
し

い
毛
皮

商

な

ん

で
す

け
ど
、
小

+
朗

の
足

下
を

見

て
安

く
買

い
叩

く
ん

で
す
ね
。

宮
沢

賢
治

は
、

こ

の

い
や
ら

し

い
毛
皮

商

の
こ

と
を
書

く

の
も
嫌

だ

と
書

い
て

い
ま
す
。

そ
う

い
う
構

図

が
大
正
時

代

の
岩

手

に
あ

っ
た

ん

で
す
ね
。

近
代

の
毛
皮

商

に

つ
い

て
は
後

で
触

れ
ま

す
が
・

と
も

か
く
阿
仁

の
旅

マ
タ
ギ

が
花

巻

の
奥

に
定
着

し
た
。

そ

し

て
彼

か
ら
猟

を
学

ん
だ
人

々
が
、

そ

の
後

の
猟
師
組

の
土

台
を

つ
く

っ
て

い
る
。

や

く

わ

ま
た
、

山
形
県

の
月

山
麓
、

新
潟

県
境

の
朝

日
連
峰

に
は
八
久
和

と

い
う

と

こ
ろ
が

あ

り
ま

す
。

現
在

・
月

山
ダ

ム
が

つ
く
ら

れ

て

い

る
あ

た
り
、

田
麦
俣

で
す

ね
。

山
形
県

の
東

田
川

郡
朝

日
村

で
す
が
。

こ
こ

に
も
阿

仁

の

マ
タ
ギ
が

入

っ
て

い
ま
す
・
松
橋

富
松

と

い
う

人

で
多
分

阿
仁

の
比
立
内

か
菅
生

と

い
う
集

落

の
出

身

で
は
な

い
か
と
思
う

ん

で
す
が
、

こ
の
人
が
朝

日
村

の
猟
師
組

を

つ
く

っ
て

い
く
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社飴痛
齢

観
曙

建

髪
齢驚
鯵

譲

警

(畷螺

勧瑚幾

震
翫
∵

と
い
う

マ
タ
ギ
が
新
潟
県
の
現
在
岩
船
郡
山
北
町
雌
謙

と

い
う
集
落

の
若

い
衆
を
引
き
連
れ
て
、
胎
内
と

い
・つ
と
こ
ろ

ヘ
ク

マ
狩
り
に

遠
征

し
て

い
ま
す
・

ほ

ん

の

つ
い
最

近

の
こ
と

で
す
。

こ

の
話

は
僕

も
実

は
驚

い
た
ん

で
す
。
月

山

と

い
・つ
の
は

か
な
り
古

く

か
、b
旅

マ

タ
ギ

が

カ

モ
シ
カ
猟

に
入

っ
て

い
た
と

こ
ろ

で
す
し
、

三
面

か
ら
山

ひ
と

つ
越

え

た

さ
き

で
す
か
ら
、

松
橋
富

松

と

い
,つ
マ
タ
ギ

が
入

る

以
前

か
ら
猟

を

し

て

い
た

ん
じ

ゃ
な

い
か
と
思

っ
た

ん

で
す

が
、

ど
う
も

そ
う

で

は
な

い
.

な
ぜ

な
ら
朝

日
村

の
八
久
和

や
大
鳥

の
猟

師

さ
ん

た
ち

は
カ

モ

シ
カ
猟

を
記
憶

し

て

い
な

い
。
経
験

者

が

い
な

い
ん

で
す

ね
。

と
も

か
く
・
秋

山
・
花

巻
・

八
久
和

と
江
戸
後

期

か
ら
近
代

に
か
け

て
旅

マ
タ
ギ

の
定

着

と

い
・つ
動

き

は
続

い
て

い
た
と

い
,つ
こ
と
で

す
・
僕

た

ち
は
・

マ
タ
ギ

と
聞

く

と
そ

れ
は
近

世

の
産
物

で
あ

る
と
、
昔

の
こ
と
だ

と
田
心
い
が

ち
で
す
が

、
ど

・つ
も

そ
れ

は
違

。つ
.
近

世

後
半

か
ら
近
代

に
か
け

て

マ
タ
ギ

た

ち

は
か
な

り
激

し
く
動

い
て

い
た
.

そ
れ
は

ど
・つ
も
市

場

に
問
題

が
あ

り
そ

つ
だ
、

と

い
,つ
こ
と
な

ん
で
す
・

つ
ま
り

で
す
ね
・
秋

山
郷

に
定
着

し

て

い

っ
た

マ
タ
ギ
、

そ

の
背
景

と

い
う

の
は
耕

地

の
拡

大

と
活
気

を
持

ち
は
じ

め

た
市
場

、

湯
治
場

や
漢
方

な

ど

の
流
行

と

い
う
も

の
で
し
た
.

こ
の
時

点

で

の
市
場

と

い
う

の
は
主

に
国
内
市

場

で
あ

っ
た

わ
け

で
す
.

し

か
し
、

松
橋
和

三
郎

や
松
橋

富
松

と

い

っ
た

マ
タ
ギ

た
ち
が
定
着

し

て

い

っ
た
段
階

の
市
場

は
、

す

で

に
世
界

相
手

の
市
場

で
あ

っ
た
.

し

か
も
、

日
本

の
狩

猟
史

の
な

か
で
は
異
常

と
も
思

え

る
未

曾
有

の
毛
皮

バ
ブ

ル
を
迎

え

て

い
た
時
代

だ

っ
た
ん

で
す
。

近
代
毛
皮
市
場
と
狩
猟

近
代

に
入
る
と
明
治
後
半

か
ら
大
正
、
昭
和

δ

年
代
と
、
日
本

は
毛
皮

の
輸
出
国
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
毛
皮
を
輸
出
す
る
よ

う

に
な

っ
た

か
・

こ
れ
は
現
在

調

べ
て

い
る
ん

で
す
が
、
分

か

っ
て

い
る
こ
と
だ

け

お
話

し

て
お
き

ま
す
。

ひ
と

つ
に
は

ア
メ
リ

カ
や

イ

ギ

リ

ス

の
毛

皮
商

が

日
本
産

の
暑

な
毛

皮
、

ノ

ウ
サ
ギ

や

イ

タ
チ

の
毛
皮

に
目

を
付

け

た

こ
と
。

そ

し

て
、
日目
頭

で
も
触

れ

た
よ
。つ
に
、
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ヨ
ー

ロ
ッ
パ

は
既

に

一
六
、

七
世
紀

の
段

階

で
毛
皮

獣

が
枯
渇

し

て
、
供
給

地

を
植

民
地

や

ロ
シ
ア

に
求

め

て

い
ま
し

た
。

そ

の

ロ
シ
ア

で
革
命

が
起

.」
っ
た
。

ア
メ
リ
カ

も
ギ

び

や

ラ

ッ

コ
な

ど

の
高
級
毛

皮

は

天

四
〇
年

代

ま

で

に
獲

り

尽
く

さ
れ

て

い
て
・

天

九

〇
年

代

に
は
有
名

な

ジ

ョ
ン

.
、、、
ユ
ナ

の

フ

エ
ラ

ク
ラ
ブ
L

と

い
う

自
然

保
護

団
体

が
発
足

し

て

い
ま

す
・

さ
ら

に
・
当

時

は
諸

国

が
軍
備

を
増

強

し
、

と
く

に
兵

員

用

の
防
窯
、毛
皮

、
軍

用
毛
皮

の
需
要

が
膨

れ

上
が

っ
た

こ
と
な
ど

が
挙
げ

b
れ
ま
す
・

日
本

国
内

も

日

清

、

日
露

の
戦

争

を
通

じ

て
軍

用
毛
皮

の
必

要
性

が
山・同
ま

っ
て

い
た

ん

で
す
。

そ
れ

に
拍
車

を

か
け

た

の
が
大

正

三
年

(
}
九

一
四
)

に

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

で
勃

発

し
た
第

一
次

世
界
大

戦

と
大
正

七
年

の
シ

ベ
リ

ア
出

兵

で
す
。
世

界

の
毛
皮

市

場

は
大
混
乱

に
陥

っ
て

い
た

ん
で
す
。

毛
皮

の
需

要

に
供
給

が
追

い
付

か
な

い
状
態

だ

っ
た
。

世
界

は
既

に
欧

米

に
よ

る
毛
皮
売

買

に
よ

っ
て
野
生

種

の
良

質

な
毛
皮

が
枯

渇

し

て

い
た
ん

で
す
。

ま
た
、

毛
皮
獣

の
飼
育

と

い
う

も

の
も
は
じ

ま

っ
て

い
た

ん

で
す
。

そ

の
よ
う

な
状
況

で
ア

メ
リ
カ
や

イ
ギ
リ

ス
の
毛

皮
商

は
タ

ー
ゲ

ッ
ト
を
日
本

に
絞

っ
て
き
た
.

日
本

は
多
雪

地
帯

で
毛
皮

も
良

質
だ

か
ら
、

こ
れ

を
狙

っ
て
き
た
・

ま
た
・

日
本

も
外
貨

獲
得

に
必
死
な
状
態

で
し
た
.

ち
な
み
に
大
正
二
年

二

九

三

)
か
ら

=

年

に
か
け
て
の

δ

年
間
で
日
本

か
ら
欧
米
向
け
に
輸
出

さ
れ

た
イ
タ

チ

の
毛
皮

は

二
六

二
万
枚

、

一
枚

が

一
頭

で
す

か
ら
年
間
平

均

二
六

万
頭

の
イ
タ

チ
が
獲

ら

れ
た
。

そ

の
売

り
上
げ

は
・
当

時

の
金
額

で
六
九
八
万
七
五
〇
〇
円
。
大
正

西

年
当
時
、
東
京
市
場
で
扱

わ
れ
た
ウ
サ
ギ

の
毛
皮

は
五
〇
万
枚
を
超
え
て
い
ま
し
た
し
・

横
浜

か
ら

四

四
万
枚

、
神

戸

か
ら

二
七
万
枚

が
輸
出

さ
れ
た

ん

で
す
。

ほ

と
ん

ど

ア
メ
リ

カ
向

け

で
す
。

面
白

い
の
は
・

英
語

で

ニ
ホ

ン

イ
タ

チ

(
ホ

ン
ド

イ
タ

チ
)

の
.」
と
を

ジ

ャ
づ

T

ズ

・
ミ

ン
ク

と
　一・
う

ん

で
す
。

普
通

イ

タ
チ
は

ワ
↓

ル
で
す
が

ミ

ン
ク
な

ん

で
す

ね
。

ざ

つ
し

て
か

と

い
・つ
と
、

ホ

ン
ド

イ
タ

チ
と

い
う

の
は
冬

毛

は
真

っ
白

に
な

る
ん

で
す
。
そ

の
真

っ
白

な
イ

タ
チ

の
毛
皮

を

ア

メ
リ

カ

が
輸

入

し

て
、

ペ
イ

ン
テ
ィ

ン
グ

し

て
安

い
ミ

ン
ク

で
す
よ
、

と
言

っ
て

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

に
安
価

に
売

り
さ
ば

い
た
ん

で
す
・

だ

か
ら

ミ

ン
ク
な

ん

で
す
。

と
ん

で
も
な

い
で
す
。

と

こ
ろ

で
日
本

の
軍
部

は
、

こ

の
毛
皮
市

場

に
介
入

し

は
じ

め
る
ん

で
す
。

大
陸

と
比
較

し
た

ら
圧
倒

的

に
少
な

い
毛
皮

資

源

で
す

か

……

ら
、
市

場

に
介

入

し

て
軍

用

の
毛
皮

を
確
保

し

な
け
れ
ば

な

り
ま

せ
ん
。
当

然
、

そ

の
当
時

日
本

統

治
下

に
置

か
れ

て

い
た
大
陸

か
ら
も



毛
皮

が
国
内

に
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
軍
用
毛
皮

の
収
集

に
乗
り
出
し
た

の
が
陸
軍
被
服
廠
だ

っ
た
ん
で
す
。
被
服
廠

は
で
す
ね
、

鵬

現
在
両
国

の
国
技
館
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
あ
の
裏

に
関
東
大
震
災

の
被
災
者
を
供
養
す
る
た
め
に
ぞ

ら
れ
た
震
災
記
念
館
と
東
京
都
慰

霊
堂
が
あ
り
ま
す
・
あ
の
場
所

に
あ

っ
た
ん
で
す
ね
。
記
念
館
の
な
か
に
震
災
当
時

の
地
図
が
展
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に

薩

覆

服

廠

跡
地

L

と
書

い
て
あ

り
ま

す

か
ら
、

も

し
近

く

へ
行

か
れ

た
と

き

に
は
御

覧

に
な

っ
て
く

だ
さ

い
。

あ

ζ

し
に
大

正

δ

年

二

九

二

一
)

ま

で

で
し

た

か
・
震

災

の
直
前

ま

で
あ

っ
た
ん

で
す
。

そ

の
後

、
赤

羽

に
移

っ
て
陸
軍

被
服
本
廠

と
な
り

ま
す
。
本
廠

が

あ

る
と

い

う

こ
と
は
・
支
廠

が
あ

っ
た

わ
け

で
す
。

そ

れ
は
広
島

に
あ
り
ま

し

た
。
広
島

被
服
支

廠

で
す
。

こ
の
被

服
廠

が
市

場
取
引
価

格

よ
り
も

高

い
値

段

で
買

い
取

っ
て
行

く
わ
け

で
す
。

欧
米
向

け

の
輸

出

と
軍

の
需
要

が

ぶ

つ
か

っ
て
、

そ

こ
で
毛
皮

の
　口同
騰

が
起

こ

っ
て
く

る
ん

で
す
・
結

果
的

に
・

日
本

の
そ

れ
ま

で
の
狩

猟

の
姿

と
は

ま
る

で
異

な

っ
た
狩
猟

と

い
う
も

の
が
ム
ロ
頭

す
る

こ
と

に
な
り
ま
す
。

換
金

交

易

型

の
狩
猟

な

ん
て

い
う
生

易

し

い
も

の
で
は
な
く

て
、
市

場
偏
重

型

の
狩
猟

。
毛
皮

獣

と
軍

用

の
羽
毛

を
確
保

す
る
た

め

の
、
軍
部

主

導

の
、
国
策

と

し
て

の
狩

猟

で
す
。

こ
の
近

代

の
毛
皮
市

場

を
め
ぐ

る
動

き
は
、

と

て
も
複

雑

で
す
。

ま
ず

、
明
治

に
入
る

と
、

エ
ゾ

オ
オ
カ

、、、、

ニ
ホ

ン
オ
オ
カ

、、、な

ど

が
絶
滅

し

ま
す
が
・

こ
れ
は
近
世

か
ら
続

い
て
き

た
排

除

の
構
図

で
す

ね
。
圭
口獣

駆
除

で
す
.
曲辰
地

の
開
拓

と

の
か

り
み
で
滅

ん

で

い
き

ま

す
・

し
か

し
・

大
正
時

代

に
入

っ
て
本
州

の
河

川

か
ら
、

ニ
ホ

ン
カ

ワ
ウ

ソ
が
姿

を
消

し

て

い
く

の
は
、
明

ら

か

に
毛
皮

市
場

と

の

か

ら

み
で
・

都
市

を
中

心

に
俄

猟
師

が
増

え

て
こ
れ
を
獲

り
尽

く
し

て

い
く
ん

で
す
。

カ

ワ
ウ

ソ
の
毛

皮

と

い
・つ
の
は
国
内

で
消
費

さ

れ

る

の
で
は
な
く

て
・

ほ

と
ん
ど
が

イ
ギ

契

、

ア

メ
リ
カ

に
輸

出

さ
れ

た
ん

で
す
。
新
潟

の
ト

キ

の
話

を

し
ま
し

た

け
れ
ど
、
農

業

で
も
市

場

で
も
・
あ

る
特

定

の
種

に
圧
力
が

か
か

っ
て
し
ま
う

ん

で
す
.

ま
た
、
鳥

や
動
物

が
滅

ん

で

い
く

理
由

は
、

そ

の
種
毎

に
違

,つ
ん

で
す
。

す

べ
て
が

茎

儲
け

の
た

め

に
獲

ら

れ
た

の
で
は

な

い
。

そ
し

て
、

何

か
、

日
本

の
野
生

動
物

を
滅

ぼ

し
た

の
は
す

べ
て
狩
猟

の
責

任

に

し

て
し
ま

い
ま

す
が

・
実

際

の
現
場

で
獲

っ
て

い
る

の
は
確

か

に
狩
猟

者

で
す
が
、
獲

ら

せ

る
構

造

と

い
・つ
も

の
が
あ

る

わ
け

で
す
。

そ

の
構

造

と

い
う

も

の
が

ま

っ
た
く
問

わ

れ
な

い
ま
ま
今

日
ま

で
き

て
し

ま

っ
た
。

こ
れ
は
と

ん

で
も

な

い
誤
解

を
生

む
要
因

で
す
。
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た
と

、濠

、

日
露
戦

争
当
時

の
日
本

の
人

・
は

四
〇
〇

〇

万
ぐ

ら

い
で
し

ょ
う

か
、

そ

の
当

時

の
狩
猟
人

・
は
現
在

と
あ
ま

り
変

わ
ら

な

い
、
二
〇
万
人

い
た
ん
で
す
.
現
在

の
三
分
の

あ

合

で
で
す
.

こ
れ
は
毛
皮

の
高
騰
に
あ

て
こ
ん
で

覆

千
金
を
狙

っ
た
俄
猟
師

が
増
加
し
た
ん
で
す
。

お
ま
け
量

は
で
す
ね
、
明
治
半
ば
か
ら
銃
器
や
弾
薬

の
民
間
払

い
下
げ
を
行

っ
て
・
狩
猟
を
奨
励

し

て
い
っ
た

ん
で
す
。
陸
軍

の
兵
器
廠
が

面

で
民
間

に
払

い
下
げ
た
村
田
銃

は
、
六
〇
〇
〇
挺

か
ら
八
〇
〇
〇
挺

で
す
・

こ
れ
を
民
間

の
銃
砲
店

の

組
合
が
販
売
し
た
。

芳

、
狩
猟
に
関

す
る
法
制
度
を
管
轄
す
る
繰

省

の
方
は
、
国
内
の
野
生
鳥
獣
が
急
激

に
減
少
す
る
こ

と
に
危
機
感
を
持

っ
て
・
狩

猟
法

を
改
正

し

て
保

護
政
策

を

と

っ
て

い
.、
う
と

す
る

ん

で
す
。

当
時

の
農
林

省

の
人

た
ち

と

い
う

の
は
本
当

に
凄

い
仕
事

を
し

て

い
ま

す

。

.」
れ
は
調

べ
て

い
く

と
ど

ん
ど
ん
分

か

っ
て
き

ま
す
.
軍

を
向

こ
う

に
回

し

て
で
す

ね
、
何

と

か
日
本

の
野
生
鳥
獣

の
維
持

を

は

か

ろ
.つ
と
必

死

に
頑

張

っ
て
る
ん

で
す
。
農

林

省

は
放

鳥

を
奨
励

し

た
り
、
農
家

の
副

業

と
し

て
ウ

サ
ギ
や

イ
タ

チ
・
移
入
種

の
、、ジ

ク
・

あ

る
い
は
ア
ン
ゴ
ラ
ウ
サ
ギ
な
ん
か
を
飼
育

し
て
毛
皮
を
生
産
す

る
こ
と
も
奨
励
す
る
ん
で
す
。
大
正
時
代
か

ら
養
兎
組
合
と
い
う
も
の

が
各
地
に

つ
≦

れ
て

い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
饗

兎
新
聞
』
と

い

っ
た
養
兎
嚢

の
た
め
の
情
報
紙
が
発
行

さ
れ
て
い
く
ん
で
す
・
そ

の
フ」
ろ
、

子
供

で
あ

っ
た
方

は
記

憶

さ
れ

て

い
る
と
思

い
ま

す
。

萎

兎
新

聞

』

と

い
う

の
は
当

時

か
な

り

の
発
行

部
数

が
あ

っ
た

ん

で

す

。
養
兎

を
奨
励

啓
蒙

し

て
、

ウ
サ
ギ

の
毛

皮

を
沢
山

生
産

し

て
、

欧
米

に
輸
出

す

る
、
軍
部

に
納

入

し

て
ゼ

。
戦

の
パ
イ

。

ッ
ト
た

ち

の
飛
行
帽

や

手
袋

に
す

る
。

そ

の
よ
・つ
な
方
向

で
や

っ
て

い
た
ん

で
す
ね
。
今

は
ど
う

か
分

か
り

ま
せ
ん

が
・
僕

た

ち

の
小
学
校

時
代

ま

で
は

ど

.、
の
学
校

で
も

ウ
サ
ギ
が
飼

わ

れ

て

い
た

ん

で
す
.

あ

れ
は
、
情

操
教

育

の

百

と
し

て
行

わ
れ

て

い
た

の
だ
・

と
ば

か
愚

っ

て
い
ま
し
た
が
、
実

は
、
当
時

の
農
林
省
が
農
家

の
副
業
と
し
て
養
兎
を
奨
励
し
な
が
ら
学
校
教
育

の
な

か
に

ウ
サ
ギ
を
持
ち
込
ん
で
・

子
供

た
ち

に
親

の
仕

事

を
手
伝

・つ
ノ
ゥ

ハ
ゥ
些

尉
い
ま

す
か
、
普

及

と
そ

の
理
解

を
促

す
た

め

に
は

じ
め

た

こ
と
だ
と

い
う

こ
と
を
最
近

に
な

っ
て
知

り

ま
し

た
。

き
わ

め

て
現
実
的

な
や
り
方

で
す
。

軍
部

は
、

昭
和

に
入

っ
て
-
る
と

か
な

り
馨

量

用
毛
皮

の
収
集

シ

ス
テ
ム
を

ぞ

っ
て

い
き
ま
す
・

そ

れ

が
で
す
ね
・

現
在

の
猟
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友
会

の
は
じ
ま
り
な
ん
で
す
・
猟
友
会

は
昭
和
四
隻

一
九

二
九
)

に
杳

本
連
ム
・
猟
友
会
、
昭
和
九
年

(
一
九
三
四
)

に
全
日
本
狩
猟

倶
楽
部
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
ま
す
.
連
合
猟
友
会
は
そ
の
後
す
ぐ

に
社
団
法
人
化
さ
れ
て
現
在
の
名
称
、
大
呆

猟
友
会

に

な
り
ま
す
・

こ
の
猟
友
会
組
織
を
在
饗

人
会
な
ど
の
力
を
使

っ
て
軍
部
は
利
用
し
て
い
く
わ
け
で
す
.
そ
し
て
、
軍
、
銃
器
弾
薬
を
扱

う
銃
砲
組
合
・
毛
皮
商

そ
し
て
末
端

の
猟
師
た
ち
の
全
国
組
織
と

い
う
、
軍
用
毛
皮

の
収
集

シ
ス
テ
ム
を

つ
く
り
だ
す
ん
で
す
.
軍
は

銃
器
弾
薬
を
安
価

罠

問

の
銃
砲
組
合

に
卸
し
ま
す
.
銃
砲
組
合

は
猟
萎

を
通
し
て
銃
器
弾
薬
を
猟
師
た
ち
に
格
安

で
販
売

す
る
.
終

戦
ま
ぎ

わ
は
配
給
制
に
な
り
ま
す
け
ど
、
そ
れ
で
民
間

の
猟
師

に
思

い
っ
き
り
猟
を
さ
せ
た
.
纏

さ
れ
た
毛
皮
は
、
毛
皮
商
た
ち
が
地

域
毎

に
回

っ
て
歩

い
て
・
市

場
価
格

よ
り
も
高

い
値

で
買

い
上
げ

て
、
最

終
的

に
は
被

服
廠

に
納

入

さ
れ

る
.

こ
の
よ
,つ
な

シ
ス
テ
ム
を

つ
く
る
ん
で
す
・
本
当

に
吉

で
き
て
ま
す
.
し
か
も
、
猟
友
会

は
戦
時
体
制
下
、
そ

の
霧

所

は
地
方

の
警
察
署

に
置

か
れ
て
い
た
ん

で
す
・
銃

器

や
弾
薬

を
管

理

し
な

け

れ
ば

な

り
ま

せ
ん

か
ら
、
当
然

な

ん
で
す

け

れ
ど
も
、

.」
の
シ

ス
テ

ム
か
ら
推

察

で
き

る
よ
,つ
に
猟

師
は
末
端

ま
で
管
理
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
昭
和

三

年

(
一
九
三
七
)

に
蕪

璽

件
が
起
き
て
日
中
戦
象

泥
沼
化
し
て

い
き
ま
す
.

欧
米
と
の
関
係

に
も
亀
裂
が
入
る
.
そ
し
て
、
太
平
議

争

に
突
入
し
て
い
く
わ
け
で
す
.
こ
の
手

の
資
料
は
、
な
か
な

か
入
手
が
讐

く

て
同
じ
資
料
ば
か
り
使
う

こ
と
に
な

っ
て
し
ま
・つ
ん
で
す
が
、
長
野
県
猟
友
会
が
昭
和

三

年

二

九
三
七
)

に
軍

に
納
入
し
た
ウ
サ

ギ

の
毛
皮

は
二
万
三
三
二
八
枚
で
す
。
翌

三

年
は
四
万
五
九
五
三
枚

で
す
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
長
野
県
だ
け
で
す
。
全
国
か
ら
集
め

ら

れ
た
毛
皮

の
実
数

に

つ
い
て
は

ま
だ
資

料
が

見

つ
か

っ
て

い
な

い
の
で
一言
え
ま
せ

ん
が
、

三
、

四
〇

万
枚

ぐ
、b
い
で
は
な

か

っ
た

か
と

思

う

ん

で
す
が
分

か
り

ま
せ

ん
・

と

も

か
く
、

近
代

に
お
け

る
輸

出
毛
皮

市
場

と
軍

部

の
被

服
廠

が
行

っ
た
毛
皮

収
集

の
内
容

は
大
体

お

分

か
り
頂

け

た
と
思

い
ま
す
・

も

ち

ろ
ん
、
敗

戦
後

は

こ
う

し
た
構
造

は
壊

れ

た
わ

け
で
す
.

た
だ
毛

皮

の
輸

出

と

い
,つ
の
は
昭
和

三
。

年
代

ま
で
続

く
ん

で
す
・

し

か
し

、
化
学

繊
維

が
登
場

し

た

こ
と
で
毛
皮
生

産

は
下

火

に
な
り
、

ほ

と
ん
ど
狩
猟

も

.」
の
よ

,つ
な
毛
皮

を

換

金

す

る

こ

と

で
成

立

す

る

と

い
う

こ

と

は

な

く

な

っ
て

、

こ

れ

も

衰

退

す

る

フ
」
と

に

な

っ
た
.

そ

し

て
ム
フ
日

を

浬

え
て

い

る
.

そ

.つ
い

う

こ

と

で

す

。
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現代のマタギ

現
代

の

マ
タ
ギ

問
題

な

の
は
、
ム
フ
日

お
話

し

た
近
代

の
問
題

な

ど
は
、

お
そ

ら
く
皆

さ

ん
は
御
存
知

な

か

っ
た
ん

で
は
な

い
で
し

ょ
う

か
・

僕
も

こ
れ

ま

で
沢
山

の
狩
猟

に
関

す

る
文

献

を
見

て
き

ま
し
た

が
、
ま

る

で
書

い
て
な

い
ん

で
す
。

こ

の
日
本
常

民
文

化
研
究

所

の
先
輩

た
ち
・
古同

橋

文

太
郎

、
早
川
孝

太
郎
、

金

子
総
平

、
武
嚢

城

と

い

っ
た
、

僕

に
と

っ
て
は

マ
タ
ギ

研
究

の
大
先
輩

た
ち

で
す

が
・
彼

ら

の
残

し
た

資
料
を
見
て
も
ま

っ
た
垂

臼
か
れ
て
い
な

い
ん
で
す
。
高
橋
文
太
郎
は
秋
田
の
阿
仁
を
歩

い
て

『秋

田

マ
タ
ギ
資
料
』
を
書

い
た
・
早
川

孝

太
郎

は

『猪
、
鹿

、
狸
』

や

「阿
仁

マ
タ
ギ

の
山
詞

そ

の
他

」
な

ど
、
狩

猟

に
関

し

て
は

か
な

り
多

く

の
も

の
を
書

い
た
・
金

子
総
平

は

『南
会

津

.
北
魚
沼

地
方

に
於

け

る

熊
狩
雑

記
』

を
、

武
藤
鉄

城

は

『秋

田

マ
タ
ギ
聞
書

』

を
書

い
た
・
彼

ら

が

マ
タ
ギ

研
究

の
草

創
期

を

つ
く

っ
た
。

そ
し

て
、

.」
ア」
に
挙
げ

た
著
作

と

い
う

の
は
で
す
ね

、

マ
タ
ギ
纂

の

バ
イ
ブ

ル
の
よ

う
な

も

の

で
す
・

マ
タ
ギ

に

興
味
を
持

っ
た
人
な
ら
誰

で
も

度

は
手

に
す
る
文
献
で
す
。
ま
た
、

こ
れ
ら
が
書

か
れ
る
土
台
、
彼
ら
が
歩

い
た
時
代
は

ま
さ
に
今

日

お
話
し
た
、
昭
和

δ

年
代

か
ら
戦
後
間
も
な
い
時
期
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
彼
ら
竺

切
、
軍
と
狩
猟

の
問
題

に

つ
い

て
は
触

れ
な
か

っ
た
。
毛
皮
輸

出

の
問
題

も

で
す
。

そ

の
後

の
研
究

者

や
書

き
手
も
、

彼

ら

の
仕

事

の
延
長

で
し

か
書

か
な

か

っ
た
・

い
や
・
書

け
な

か

っ
た

の
か

も
し
れ

ま
せ

ん
。

軍
部

の
圧
力

と

い
う

も

の
が
あ

っ
た

の
か

も
し

れ
ま

せ
ん
。

で
も
、

戦
後

は
違

っ
た

は
ず

な

ん

で
す

が
・
同

じ
な

ん

で
す
。

僕

た

ち
が
見

て

い
る
世
界

と

い
・つ
の
は
、
僕

た

ち
が
見

よ
う

と
し

て

い
る
世
界

に
ほ
か
な
り

ま

せ
ん
・
当
時

の
研
究

者

は

そ

の

へ
ん

を

見

よ
。つ
と

い
,つ
意

識
、

疑
問

と

い
・つ
も

の
を
持

っ
て

い
な

か

っ
た

の
で
は
な

か

っ
た

か
、
あ

ま

り

に
も
当

た

り
前

す
ぎ

て
筆

が

お
よ
ば

な

か

っ
た
。

そ

の
よ
.つ
に
も

み
え

る

ん

で
す
。

当
時

の
学

問

の
関

心

と

い
う

も

の
も
あ

る

で
し

ょ
う

ね
。

ま
た
・
彼

ら

の
後

を
追

っ
て

マ
タ

ギ

を
調
査

し
た
人

た
ち
も
、

マ
タ
ギ

と

い
・つ
の
は

そ

の
よ
う
な
も

の
だ
、

と

い
う
先

入
観

に
よ

っ
て
、

先
者

た

ち
の
仕

事

の
枠
内

に
留

ま

っ
て
し

ま

っ
た

の
で
は
な

い
か
。

つ
ま

り
、

パ
ラ
ダ

イ

ム
シ

フ
ト

の
問
題

と

い
う
も

の
が
、

こ

の

マ
タ
ギ

研
究

に
も
見

ら

れ
る

の
で
は
な
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　…

い
か
と
思

い
ま
す
・

パ

ラ
ダ

イ

ム
が

ブ
リ

交

し

て
し

ま

っ
て

シ
フ
ト
せ
ず

に
き
て
し

ま

っ
た
、

そ

つ
み
、乞

ん
で
す
.
A
フ
、
僕

た

ち
が

資

料

と

い
う
も

の
を
繕

く

と
き

に
、

そ

の
資

料

が
ま

る

で
完
壁

な

も

の
で
あ

る
か

の
さ

つ
に
思

っ
て
読

ん
で
し

ま

い
が

ち

で
す

け

れ
ど
、

実

は
資
料

と

い
う
も

の
は
・

そ

の
時

代

の
意

識

、
イ
デ

オ

呈

あ

反
映

な

の
だ

と

い
・つ
こ
と

で
す

ね
。

見

え

て

い
る
よ
,つ
で
、
見

え

て

い
な

い
・

時

代
病

と

い
う

言
葉

が
あ

り
ま
す

が
、
社
会

全
体

が
何

ら

か

の
視

点
、
立日識

を
持

っ
て
し

ま

っ
て
、

そ

の
な

か

に
生

き

て

い
る

人

た

ち
に
は
自
覚

で
き
な

い
、
そ

う

い
う
病

が

あ
る

よ
う

に
思

い
ま
す
。

僕

た
ち

の
壼
田
い
た
も

の
も
、

一
〇

〇
年
後

の
人

が
読

め
ば
同

じ

よ
う

に
思
う

の
か
も

し

れ
ま

せ
ん
。

し

か
し
・

こ
の

こ
と

が
現
在

の

マ
タ
ギ

に
と

っ
て

は
問

題
な

ん

で
す

ね
.

彼

ら
が
生

き

て
き
た
過
去

と

い
・つ
も

の
が
、

き
ち

ん
と
理
解

さ
れ

た
う

え

で
イ

メ
ー
ジ

さ
れ

る
な
ら

い

い
ん
で
す
が

、

ま

っ
た

く
現
実

に
そ
ぐ

わ
な

い
中
途

半
端

な
知
識

で
決

め

つ
け
ら

れ

て
、

イ

メ

ー
ジ

さ
れ

る

の
は

た
ま

ら
な

い
わ
け

で
す
。

極
端

に

マ
タ
ギ

を
自

然

と
共
生

し

て
き
た
人

々
で
あ
る

と
理
想
化

し

た
り
、

ま
た
逆

に
、
狩

猟

は
動
物

た

ち
を
絶

滅

に
追

い
や

っ
た
悪

し
き
文
化

で
あ

る
と

い
う
見
方

、

い
ず

れ

に
し

て
も

ほ
ん

の
少

し

の
事
実

か

り
歪

曲

さ
れ

て
イ

メ

ー
ジ

さ

れ
る
。

で
す

か
ら
、
僕

た

ち
の
よ
う

な
仕
事

は

と

て
も
危

険
性

を
孕

ん

で

い
ま
す
し
、
恐

い
ん
で
す

ね
。

マ
タ
ギ

の
役
割
・

と

く

に
現
代

の

マ
タ
ギ

の
役
割

で
す
が
、

こ
れ
ま

で
藷

し

た

の
は
狩
猟
者

と
し
て

の

マ
タ
ギ

の
歩

ん

で
き

た
道

、

と

い
う

か
状
況

で
す
・

し
か
し
・

現
在

は
で

す
ね
、
狩
猟

者

と
し

て

の
位
置

も

あ
り

ま
す

が
、
登
山

と

の
か
ら

み

で
す

ね
.

こ
れ
は
西

日

本

で
も
そ
う

な
ん

で
す

が
、

狩
猟

を

き
ち
ん

と
や

っ
て
き

た
人

た

ち
と

い
う

の
は
、

山

に
と

て
も
詳

し

い
ん

で
す
。
登

山
専
門

で
や

っ
て

き

た
人

た
ち

と
違

っ
て
・
山
全
体

を
詳

し
く

知

っ
て

い
る
ん

で
す
。
猟

と

い
う

の
は
、

登
山
道

に
そ

っ
て

や

っ
て

い
る

わ
け
で

は
あ

り
ま

せ
ん
・
そ
の
磯

の
道
な
き
山
々
を
獲
物
を
追

っ
て
歩

い
て
い
ま
す
か
ら
、
本
当

に
詳
し

い
.

で
す
か
ら
そ
の
農

の
山

の
登
山
案
内
人

な
ど
を
兼
ね
て
い
る
猟
師
さ
ん
が
結
慎

る
ん
で
す
。
猟
は
そ

の
地
域

の
山
を
知
り
ま
せ
ん
と
仕
事

に
な
ら
な

い
ん
で
す
。

と

こ
ろ
が
・
後

継
者

が

い
な

い
と

い
う

と
、

そ

の
山

の
知
識

が
消

え

て
し

ま
う

ん

で
す
。
山

々

に
は
歴
史

が
あ

っ
て
、

そ

の
歴
史

や
伝

承
ま

で
も
・

つ
ま
り

そ

の
山

に
関

す

る
ソ

フ
ト
が

一
切

が
消

又
て
し

ま

い
ま

す
。

こ
れ

は
大
変

な

こ
と

な
ん

で
す
.

と
く

に
ム
フ
日

の
よ
.つ
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現代のマタギ

に
高
讐

の
登

山
合

が
増

え

て
、
遭
讐

増
加

し

三

る
時
代

に
、

地
元

に
山

の

ソ
フ

ト
が
な

い
・
詳

し

い
人
が

い
な
く

な

る
と

い
う

の
は
、
助

け
ら

れ

る
人
も
助

け
ら

れ
な
く

な

っ
て
し

ま
う
ん

で
す
.
確

か

に
、
各

山
岳

地
域

に
は
轟

対
策

協
議

会

と

い

っ
た
組

禦

あ

り

ま
す
が
、

そ

の
構

成

メ
ン
バ
差

い
・つ
の
は
猟
師

で
あ

っ
た

り
、
林
業

組
合

で
働

い
て

い
た

り
、

あ

る

い
は
山
が
好

き

で
民

宿

を
や

っ

て
い
た
り
、

と

い
.つ
人
た

ち
な

ん

で
す
。

皆
、
仕

事

で
山
を
歩

い
て
き

た
人

た
ち
な

ん

で
す
。

そ
う

い
う

人
た

ち
は
何
気

な
く

そ

こ
に
暮

ら

し

て

い
ま
す
が

、

そ

つ
い
。つ
山
が
歩

け

て
、
な

お

か

つ
詳

し

い
と

い
う

人
を
、
新

た

に
育

て
る
と

し
た
ら

・

こ
れ
は
も
う
大

変

な
時
間

と

お
金

と

が
か

か
る
ん

で
す
.

つ
ま
り

で
す

ね
、
山

で
生

ま
れ
育

っ
た
薯

で
、
崇

好

き
な
人

が
・
田
舎

に
帰

っ
て
生
活

で
き

れ
ば

・

放

っ
て
お

い
て
も
彼

は
猟
を

し
た
り

、
釣

り
を

し
た
り
、

山
菜

や

キ
ノ

コ
、

薬
草

の
採
集

を

し

て
・
近

所

の

お
じ

い
さ

ん
な
ん

か

か
ら
話

も
聞

き
、
自
然

に
山

を
覚

、尺
て
、

そ

の
地

域

の
山
を
熟

知

し
た

人
間

に
育

つ
で
し

ょ
う
。

こ
れ

は
も
う

お
金

も
時

間

も

か
か
ら
ず

に
人
材

が
育

ち
ま
す
.
し
か
し
、
現
実

に
は
過
疎

の
時
代
を
通
り
越

し
て
、
今
や
廃
村

の
危
撃

訪
れ
て
い

る
む
ら
が
多

い
ん
で
す
・
過
疎
の
時

占
描で
は
、
若
者

が
出

て

い

っ
た
だ

け
で
す

か
ら
、

む
ら

の
戸

数

は
そ
う
減

少

し
ま

せ
ん
.

し

か
し
今

は
で
す

ね
・
年
老

い
た
人
た

ち
が
亡

く
な

る
と
空
家

に
な

っ
て
、
戸

数

が
減

る
ん

で
す
。

.」
う
な

り
ま

す

と
、

土
地

は
不
在

地
主

が
増

え
る
・

ま

あ
・

む

ら
が
買

い
取

る
か
た

ち
も

あ
り

ま
す
が

、
耕
地

は
放
棄

さ
れ

て
荒

れ

ま
す
.
荒

れ
た
耕

地

に
は
、

イ

ノ

シ
シ
が
住

ん

で
し

ま

っ
た

り
・

こ
れ
実
際

に
あ

る

ん
で

す
よ
、

そ

つ
い
。つ
事
禦

。

山
梨

で
イ

ノ
シ

シ
を
調
査

し

て

い
る
人
た

ち
が
報

告

し

て

い
ま
す
。

つ
ま

り

で
す
ね
・
蓉

が
帰

っ
て

こ
な

い
ど

.」
う

か
、

む
ら
自
体

が
存

亡

の
危

機

に
あ

る
ん

で
す
.

む
ら

の
人
た

ち
が
高
齢

化

す

る
と
山

に
か
け

三

た
人
間

の
圧
力

が
弱

ま
る

わ

け

で
す
。

ど
,つ
し

て
も
山

と
付

き
△
口
・つ
時
間

は
減
少

し

ま
す
。

す

る
と
、
途
端

に
自

然

の
力

が
巻

き
返

し

て
く

る
ん

で
す
・

じ

ゃ
そ
う

?

つ
む

ら

で
は
、

.」
の
よ
・つ
な
自
然

の
面
倒

を
誰

が
見

る

の
か
。

こ

の
よ
う
な
問

禦

、
現
代

の

マ
タ
ギ

た

ち

に
は
あ

る
ん

で
す
・

ム
7
日

は
長

々
と

藷

し

て
き
ま
し

た
が
、

す

べ
て
は
狩
猟

を

通
じ

て
見

た
人
間

と
自

然

の
付

き
ム
・
い
方

・

人
間

に

と

っ
て
の
自

然

の
意

味
付

け

の
変

化

で
あ

る
わ

け

で
す
。

中
途
半

端

に
な

り
ま
す

が
、

こ
れ

で
終

わ
り

ま
す
。

旧

(た
ぐ
ち

.
ひ
ろ
み

狩
猟
文
化
研
究
所
代
表
)


