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生
物
学
的
に
見
た

｢
魯
山
山
行
｣

の熊

荒

木

達

雄

一
.
動
機
と
方
針

昨
年
度
に
行
わ
れ
た
ゼ
ミ
の
中
で
､
｢
魯
山
山
行
｣
を
扱
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
こ
の
詩
を
読
ん
だ
際
に
､
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
つ
て
様
々

な
意
見
が
か
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
､
そ
の
中
に
､
｢
熊
｣

の
扱
い
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
｡
｢
扱
い
｣
と
一
言
に
言
っ
て
も
､
そ
れ
に
は

大
き
く
分
け
て
二
種
類
考
え
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
､
作
者
(
梅
尭
臣
)
ら
当
時
の
詩
人
達
が
熊
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
た
の

か
､
即
ち
詩
に
｢
熊
｣
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
が
作
品
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
及
ぼ
す
の
か
､
が
ひ
と
つ
｡
も
う
ひ
と
つ
は
詩
に
出
て
く
る

｢
熊
｣

の
行
動
は
実
際
の
熊
の
そ
れ
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
ど
う
な
の
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
後
者
に
関
し
て
は
詩
を
読
解
す
る
上
で

そ
れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
節
も
あ
る
の
だ
が
､
本
ゼ
ミ
中
で
は
｢
熊
升
樹
｣
に
関
し
て
､
｢
熊
は
木
に
登
る
の
か
｣
な
ど
､

激
し
い
議
論
が
行
わ
れ
た
上
で
､
結
論
は
先
送
り
と
い
う
形
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
だ
け
に
､
報
告
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
の
で

あ
る
｡

本
レ
ポ
ー
ト
で
は
ま
ず
｢
魯
山
山
行
｣
に
現
れ
る
熊
の
生
態
を
生
物
学
的
に
確
定
し
た
い
｡
つ
づ
い
て
そ
の
よ
う
な
生
態
の
熊
が
当
時

の
人
に
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
､
ひ
い
て
は
詩
に
出
て
き
た
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
か
､
を
推
測
し
て
い
き

た
い
｡
こ
れ
は
一
見
他
レ
ポ
ー
ト
､
｢
熊
の
イ
メ
ー
ジ
の
分
析
｣
と
重
な
る
様
で
は
あ
る
が
､
そ
ち
ら
は
当
時
の
知
識
人
の
詩
文
中
に
現

れ
る
｢
熊
｣

の
イ
メ
ー
ジ
､
当
方
は
基
本
的
に
は
生
態
を
根
拠
に
し
た
推
測
で
あ
り
､
性
質
は
異
な
る
も
の
で
､
む
し
ろ
二
方
面
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
形
に
な
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
｡

生
態
を
根
拠
に
イ
メ
ー
ジ
を
推
測
し
て
い
く
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
き
た
い
｡
｢
熊
｣

に
限
ら
ず
､
詩
に
出
て
く
る
も
の

は
何
ら
か
の
特
定
の
効
果
を
引
き
起
こ
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
｡
た
と
え
ば
本
ゼ
ミ
で
出
た
､
｢
日
本
人
と
し
て
は
『
熊

は
怖
い
も
の
』
と
い
う
印
象
が
あ
る
｡
中
国
で
も
同
様
の
印
象
が
あ
る
の
な
ら
ば
､
作
者
も
そ
の
こ
と
が
詩
の
鑑
賞
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
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と
を
予
測
し
､
期
待
し
て
『
熊
』
を
持
ち
出
し
て
い
る
｣
と
い
う
意
見
が
そ
れ
に
近
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
使
わ
れ
る
に

っ
れ
て
詩
に
独
特
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
､
や
は
り
も
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
保
存
し
て
い
る
面
も
あ
ろ
う
｡

詩
は
そ
の
場
に
実
際
に
居
合
わ
せ
な
い
人
に
ま
で
､
光
景
か
ら
雰
囲
気
ま
で
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
､
一
定
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
｡
作
者
で
す
ら
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
場
に
遭
遇
せ
ず
に
､
想
像
で
詩
作
を
す
る
場
合
に

ぉ
い
て
も
､
あ
ま
り
に
も
不
自
然
な
こ
と
を
書
く
わ
け
に
は
い
く
ま
い
｡
読
ん
だ
人
誰
も
が
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持

ち
､
か
つ
実
際
に
は
存
在
し
な
い
空
想
の
世
界
を
措
く
の
が
詩
人
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
敢
え
て
悪
い
言
い
方
を
す
れ
ば
､
｢
見
て
き

た
よ
う
な
嘘
を
言
う
｣

の
が
詩
人
で
あ
る
と
私
は
思
う
も
の
で
あ
る
｡

少
々
内
容
が
そ
れ
た
が
､
前
記
の
理
由
に
よ
り
､
詩
に
は
関
係
の
な
い
､
実
際
の
熊
を
調
べ
る
こ
と
も
､
詩
の
理
解
に
あ
る
程
度
の
助

け
と
な
る
と
確
信
し
て
い
る
｡

二
.
熊
概
説

｢
ク
マ
｣
は
食
肉
目
の
一
科
で
あ
る
ク
マ
科
の
総
称
｡
五
属
七
種
あ
り
､
北
極
海
沿
岸
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
､
北
ア
メ
リ
カ
､
熱
帯

ジ
ャ
ン
グ
ル
ま
で
生
息
す
る
｡
肉
食
獣
に
分
類
さ
れ
る
が
､
基
本
的
に
は
雑
食
性
で
､
種
に
よ
っ
て
肉
食
の
傾
向
に
は
差
が
あ
る
｡
ア
ザ

ラ
シ
を
主
食
と
す
る
ホ
ツ
キ
ョ
ク
グ
マ
や
､
ヒ
グ
マ
は
動
物
食
の
傾
向
が
強
い
｡
視
力
は
あ
ま
り
良
く
な
く
､
喚
覚
､
聴
覚
に
優
れ
る
｡

大
型
､
小
型
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
､
前
者
に
は
ホ
ッ
キ
ョ
ク
グ
マ
(
八
百
廃
を
越
す
も
の
も
い
る
)
､
ヒ
グ
マ
､
ア
メ
リ

カ
グ
マ
が
､
後
者
に
は
メ
ガ
ネ
グ
マ
､
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
､
ナ
マ
ケ
グ
マ
､
マ
レ
ー
グ
マ
(
小
さ
い
も
の
で
体
重
二
十
七
短
ほ
ど
)
が
分
類
さ

れ
る
｡
こ
れ
ら
の
ク
マ
は
そ
れ
ぞ
れ
生
存
に
適
し
た
環
境
が
異
な
り
､
当
然
生
息
域
も
異
な
る
｡
よ
っ
て
魯
山
に
生
息
し
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
ク
マ
に
つ
い
て
知
る
に
は
､
ま
ず
そ
の
環
境
を
知
り
､
そ
の
環
境
に
相
応
し
い
種
類
の
ク
マ
を
特
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡
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三
.
魯
山
の
環
境

三
.
一
地
理
的
条
件

魯
山
は
現
在
の
河
南
省
魯
山
県
の
東
9
血
に
あ
っ
た
山
｡
露
山
と
も
呼
ば
れ
た
｡
以
下
､
魯
山
周
辺
の
地
勢
を
ま
と
め
る
｡
河
南
省
は

全
省
の
面
横
の
う
ち
､
山
地
が
2
6
%
､
丘
陵
地
が
1
8
%
､
平
原
･
盆
地
が
5
6
%
を
占
め
､
全
体
的
に
西
高
東
低
の
地
勢
を
示
し
て

い
る
｡
西
方
の
山
岳
地
帯
か
ら
､
東
方
の
黄
准
平
原
(
海
岸
へ
向
か
っ
て
広
が
る
華
北
平
原
の
一
部
)

へ
か
け
て
扇
状
に
開
け
て
ゆ
き
､
魯

山
は
そ
の
途
中
､
丘
陵
地
帯
の
東
端
に
位
置
す
る
｡
魯
山
の
西
方
約
1
2
0
血
の
地
点
に
標
高
2
1
9
2
m
の
老
君
山
が
あ
り
､
そ
こ
か

ら
東
へ
向
か
う
に
つ
れ
て
下
が
っ
て
ゆ
く
標
高
は
､
魯
山
周
辺
で
は
2
0
0
m
か
そ
れ
以
下
ま
で
に
な
る
｡
私
が
見
た
地
図
に
は

(
県
名

で
は
な
く
山
と
し
て
の
)
魯
山
の
標
高
は
明
記
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
､
地
形
や
等
高
線
な
ど
か
ら
推
測
す
る
に
魯
山
自
体
も
そ
れ
ほ
ど

高
い
山
で
は
な
く
､
丘
陵
か
ら
平
原
へ
の
境
界
近
く
に
あ
る
小
高
い
丘
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
｡
標
高
は
3
0
0
～
4
0
0
m
程

度
か
｡
『
漢
書
』
地
理
志
で
は
魯
山
は
高
く
奪
え
立
つ
山
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
､
と
謝
氏
は
報
告
し
て
い
る
が
､
こ
れ
も
矛
盾
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
先
に
記
し
た
よ
う
に
標
高
2
0
0
0
m
級
の
山
は
西
方
に
1
0
0
加
離
れ
て
い
る
し
､
北
方
も
5
0
血
以
上
離
れ

た
と
こ
ろ
で
な
い
と
1
5
0
0
m
級
の
山
地
に
行
き
つ
か
な
い
｡
周
辺
に
魯
山
以
上
の
標
高
を
持
つ
山
が
な
く
､
比
較
的
な
だ
ら
か
な
と

こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
､
周
り
か
ら
1
0
0
～
2
0
0
m
程
度
突
出
し
て
い
る
だ
け
で
も
目
立
つ
し
､
｢
奪
え
立
つ
｣

と
い
う
認
識
を

持
た
せ
る
に
は
十
分
で
あ
ろ
う
｡

な
お
､
こ
れ
は
現
在
の
魯
山
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
､
魯
山
周
辺
は
黄
河
か
ら
あ
る
程
度
離
れ
て
お
り
､
黄
河
の
数
度
に
わ
た
る
河
道

の
変
化
や
そ
れ
に
伴
う
浸
食
､
黄
土
の
堆
積
の
影
響
も
受
け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
､
約
1
0
0
0
年
前
の
地
形
も
現
在
の
も
の
に
近
い
と

み
な
し
た
｡



梅尭臣｢魯山山行｣を読む
三
.
二

気
候
的
条
件
と
植
生

続
い
て
魯
山
周
辺
の
気
候
に
つ
い
て
考
え
る
｡
気
候
は
そ
こ
に
生
息
す
る
動
物
を
規
定
す
る
重
要
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
､
気
候
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
､
こ
れ
も
重
要
な
要
因
で
あ
る
植
生
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
も
あ
る
｡

魯
山
の
位
置
す
る
河
南
省
は
熱
帯
モ
ン
ス
ー
ン
気
候
に
属
す
る
｡
そ
の
特
徴
は
夏
と
冬
と
の
間
で
風
向
の
交
替
､
気
温
差
､
降
水
量
の

差
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
河
南
省
は
温
帯
(
曖
温
帯
)

か
ら
亜
熱
帯
に
属
す
｡
冬
は
寒
冷
で
降
水
量
が
少
な
く
､
夏
は

非
常
に
暑
く
て
降
水
量
が
多
い
｡
年
平
均
気
温
は
1
2
～
1
6
℃
で
､
一
月
の
平
均
気
温
は
マ
イ
ナ
ス
3
℃
～
3
℃
､
七
月
の
そ
れ
は
2

4
℃
～
2
9
℃
で
あ
る
｡
気
温
は
だ
い
た
い
､
東
高
西
低
､
南
高
北
低
の
傾
向
に
あ
る
｡
降
水
量
は
年
平
均
5
0
0
ミ
リ
～
9
0
0
ミ
リ

で
南
部
､
西
部
の
山
地
で
は
比
較
的
多
い
｡
降
水
量
の
5
0
%
は
夏
季
で
､
魯
山
で
は
一
日
に
3
2
9
･
4
ミ
リ
と
い
う
､
河
南
省
で
の

一
日
の
最
大
の
降
水
量
を
記
録
し
た
こ
と
が
あ
る
(
一
九
五
七
年
七
月
六
日
)
｡
植
生
分
布
で
は
亜
熱
帯
常
緑
広
葉
樹
林
区
か
ら
温
帯
落

葉
広
葉
樹
林
区
に
あ
た
る
｡
魯
山
は
こ
の
境
界
に
位
置
し
て
い
る
の
だ
が
､
垂
直
方
向
(
標
高
)

に
よ
る
気
候
変
化
(
植
物
の
垂
直
分
布
)

を
考
慮
に
入
れ
て
､
前
項
で
ま
と
め
た
地
勢
状
況
を
見
る
と
､
後
者
に
属
す
る
と
し
た
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
し
､
そ
こ
に
あ
る
植

物
に
関
し
て
は
､
同
じ
温
帯
で
あ
っ
て
も
ブ
ナ
類
と
ナ
ラ
類
の
多
い
日
本
の
落
葉
広
葉
樹
林
と
異
な
り
､
ナ
ラ
類
(
特
に
コ
ナ
ラ
属
)
が

優
占
種
と
な
る
状
態
が
極
相
と
な
っ
て
い
て
､
そ
こ
に
ア
カ
マ
ツ
な
ど
の
針
葉
樹
が
混
ざ
る
な
ど
､
雑
木
林
と
な
る
場
合
も
あ
る
｡
こ
れ

は
日
本
の
温
帯
よ
り
も
河
南
省
は
冬
季
の
気
温
が
低
い
た
め
に
､
強
い
耐
寒
性
が
必
要
な
こ
と
や
､
日
本
の
温
暖
湿
潤
よ
り
も
雨
量
の
少

な
い
､
や
や
乾
燥
し
た
半
湿
潤
気
候
で
あ
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
｡
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三
.
三

『
魯
山
山
行
』
当
時
の
魯
山

三
･
二
で
は
現
代
の
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
た
｡
し
か
し
､
｢
魯
山
山
行
｣
を
読
む
上
で
の
資
料
と
す
る
に
は
､
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
詩

作
当
時
の
状
況
を
推
測
し
て
い
か
な
け
れ
ば
資
料
と
し
て
の
価
値
は
半
減
し
て
し
ま
う
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
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中
国
､
河
南
省
の
歴
史
的
な
気
候
や
植
生
の
変
化
に
つ
い
て
触
れ
た
資
料
は
残
念
な
が
ら
未
見
で
あ
る
た
め
､
『
地
球
温
暖
化
を
考
え

る
』
(
宇
沢
弘
文
/
岩
波
新
書
/
一
九
九
五
年
)
よ
り
､
地
球
規
模
で
の
歴
史
的
な
気
温
変
化
の
デ
ー
タ
を
用
い
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
地
球
の

平
均
気
温
は
十
一
世
紀
の
は
じ
め
噴
か
ら
徐
々
に
上
が
り
は
じ
め
､
十
四
世
紀
頃
ま
で
､
現
在
の
平
均
気
温
よ
り
も
0
･
5
℃
～
0
･
6

℃
高
い
状
態
が
続
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
｢
魯
山
山
行
｣
が
作
ら
れ
た
の
は
十
一
世
紀
初
頭
の
こ
と
｡
ち
ょ
う
ど
こ
の
気
温
上
昇
の
開

始
時
期
に
当
た
る
｡
河
南
省
が
こ
の
気
温
上
昇
の
例
に
漏
れ
て
い
な
け
れ
ば
､
現
在
の
平
均
気
温
よ
り
も
0
･
3
℃
ほ
ど
高
か
っ
た
こ
と

に
な
る
｡
こ
の
時
魯
山
は
現
在
と
同
じ
温
帯
で
落
葉
広
葉
樹
林
(
夏
緑
樹
林
)
ま
た
は
落
葉
広
葉
樹
林
と
針
葉
樹
林
の
混
交
林
で
あ
っ
た

か
､
あ
る
い
は
亜
熱
帯
が
北
進
し
て
い
て
常
緑
広
葉
樹
林
(
照
葉
樹
林
)
と
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
そ
の
二
百
年
前
ま
で

は
現
在
と
同
じ
気
温
､
そ
れ
以
前
は
よ
り
低
い
気
温
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
､
植
物
群
落
の
遷
移
に
か
か
る
期
間
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
､
ど

ち
ら
に
せ
よ
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
し
た
極
相
は
示
さ
ず
､
混
合
林
で
あ
り
､
雑
木
林
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

四
.
魯
山
の
熊

四
.
一
魯
山
に
住
む

(
可
能
性
の
あ
る
)
熊
と
は

前
項
ま
で
に
ま
と
め
た
情
報
と
､
二
で
扱
っ
た
ク
マ
の
生
態
に
関
す
る
資
料
な
ど
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
､
当
時
魯
山
に
い
た
と
思
わ
れ

る
熊
に
つ
い
て
考
え
る
｡
前
述
の
ク
マ
科
の
も
の
の
う
ち
､
亜
熱
帯
･
温
帯
の
森
林
に
生
息
す
る
の
は
小
型
の
ク
マ
に
分
類
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
､
中
国
で
は
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
が
そ
れ
に
あ
た
る
｡
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
も
と
は
ヒ
グ
マ
と
同
一
の
､
森
林
に
生
息
す
る
種
で
あ
っ
た

が
､
第
三
紀
(
約
六
千
五
百
万
年
前
～
二
百
万
年
前
)
の
終
わ
り
に
森
林
植
生
の
分
布
域
が
南
下
し
た
こ
と
に
よ
り
､
そ
の
変
化
に
応
じ
て
､

草
原
の
暮
ら
し
に
適
応
し
て
い
っ
た
ヒ
グ
マ
と
､
森
林
に
残
っ
た
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
に
分
化
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
｡
現
在
ヒ

グ
マ
は
北
部
の
草
原
地
帯
､
中
国
で
言
え
ば
東
北
部
な
ど
に
生
息
し
て
お
り
､
十
一
世
紀
に
は
こ
の
二
種
の
分
化
は
完
了
し
て
い
た
も
の

と
見
ら
れ
る
｡
よ
っ
て
魯
山
に
住
む
の
は
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
限
定
し
､
以
下
､
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
つ
い
て
述
べ
る
｡
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四
.
二

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
生
態

ッ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
森
林
や
薮
の
中
に
住
み
､
体
長
は
1
･
4
m
～
1
･
7
m
ほ
ど
｡
体
重
は
オ
ス
で
は
5
0
～
1
2
0
嘩
メ
ス
で
は

4
2
～
7
0
短
程
度
に
し
か
な
ら
ず
､
ク
マ
の
中
で
は
小
型
と
い
え
る
｡
雑
食
性
で
あ
る
が
､
主
に
植
物
食
で
､
果
実
･
堅
果
を
食
べ
る
｡

昆
虫
を
食
べ
る
こ
と
も
あ
る
｡
体
毛
が
長
く
､
色
は
紫
が
か
っ
た
光
沢
の
あ
る
黒
で
､
前
胸
に
白
い
三
日
月
模
様
が
あ
る
こ
と
が
名
前
の

由
来
で
あ
る
｡
人
を
襲
う
こ
と
ば
ほ
と
ん
ど
な
く
､
む
し
ろ
避
け
る
傾
向
に
あ
る
｡
突
然
出
く
わ
し
て
驚
い
た
と
き
や
､
子
育
て
中
の
メ

ス
グ
マ
に
遭
遇
し
た
と
き
は
､
人
が
襲
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
､
捕
食
目
的
で
襲
う
こ
と
は
な
い
｡
木
登
り
が
う
ま
く
､
木
の
上
で
採
食

を
し
た
り
､
休
ん
だ
り
も
す
る
｡
｢
魯
山
山
行
｣
で
は
前
述
の
通
り
､
｢
熊
升
樹
｣
と
い
う
形
で
熊
が
登
場
す
る
｡
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
で
あ
れ

ば
ま
っ
た
く
不
自
然
さ
は
な
く
､
む
し
ろ
当
然
の
光
景
と
言
え
よ
う
｡
な
お
､
ヒ
グ
マ
は
木
に
登
る
こ
と
は
な
い
｡

四
.
三

中
国
の
熊

こ
こ
ま
で
は
魯
山
の
熊
､
と
限
定
し
て
述
べ
て
き
た
が
､
こ
こ
で
少
し
範
囲
を
広
げ
て
み
た
い
｡
四
･
一
で
｢
魯
山
に
住
ん
で
い
た

(
可
能
性
の
あ
る
)
熊
と
は
｣
と
い
う
曖
昧
な
表
題
を
つ
け
た
の
は
､
実
際
に
作
者
が
魯
山
で
熊
を
見
た
と
の
確
信
が
な
い
た
め
で
あ
る
｡

し
か
し
､
魯
山
に
限
ら
ず
中
国
(
少
な
く
と
も
作
者
が
生
活
し
た
範
囲
内
)
で
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
が
も
っ
と
も
一
般
的
な
熊
で
あ
る
と
す
れ
ば
､

作
者
が
魯
山
以
外
の
地
で
も
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
遭
遇
し
得
る
環
境
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
､
｢
魯
山
山
行
｣
に
出
て
く
る
｢
熊
｣
が
ツ
キ
ノ

ワ
グ
マ
で
あ
る
可
能
性
が
よ
り
高
く
な
る
の
で
は
な
い
か
｡

現
在
で
は
ヒ
グ
マ
を
｢
椋
熊
｣
､
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
を
｢
黒
熊
･
狗
熊
｣
な
ど
と
呼
ん
で
区
別
す
る
の
だ
が
､
一
九
三
二
年
に
商
務
印
書

館
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
動
物
学
大
辞
典
』
で
は
｢
熊
｣
の
項
目
に
｢
の
ど
の
部
分
に
白
色
で
月
形
の
紋
が
あ
る
｣
と
ま
ず
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

の
特
徴
を
述
べ
た
上
で
､
下
部
項
目
に
他
の
種
類
の
ク
マ
を
挙
げ
て
い
る
｡
香
港
で
刊
行
さ
れ
た
『
自
然
科
学
綜
合
鮮
典
』
(
出
版
年
不

明
)
に
至
っ
て
は
｢
熊
｣
の
項
目
に
は
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
特
徴
し
か
載
せ
て
い
な
い
｡
土
地
柄
(
ヒ
グ
マ
の
生
息
域
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
い
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る
)
も
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
な
お
､
こ
こ
に
は
泳
ぎ
が
得
意
､
と
も
記
さ
れ
て
い
る
｡
一
九
九
二
年
発
行
の
『
中
国
大
百
科
全

書
』
で
も
｢
熊
｣
の
項
目
で
高
催
事
氏
が
｢
(
中
国
で
)
よ
く
見
ら
れ
る
狗
熊
｣
と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る
｡
｢
熊
熊
｣
と
い
う
言
葉
が

あ
る
よ
う
に
､
｢
熊
｣
と
は
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
こ
と
で
あ
り
､
ヒ
グ
マ
は
い
わ
ゆ
る
｢
熊
｣
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
｡
許
慎
『
説

文
解
字
』
で
は
､
｢
熊
｣
の
次
の
項
目
と
し
て
｢
熊
｣
が
あ
り
､
｢
熊
に
似
て
い
て
､
黄
白
色
の
模
様
が
あ
り
⊥
と

な
お
､
中
国
で
｢
熊
熊
之
士
｣
と
い
え
ば
､
勇
敢
な
こ
と
､
力
強
い
こ
と
を
指
す
｡

説
明
さ

れ

て

い

る重
く)

四
.
四

熊
と
人
と
の
関
わ
り

人
間
に
よ
る
熊
の
利
用
法
に
も
触
れ
て
お
く
｡
一
つ
は
漢
方
薬
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
る
｡
熊
の
胆
嚢
は
解
熱
剤
と
さ
れ
て
い
て
､

陰
干
し
に
し
て
か
ら
肺
､
胃
､
肝
臓
な
ど
､
内
臓
の
発
熱
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
ヒ
グ
マ
で
も
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
で
も
よ
い
よ
う

で
あ
る
｡
他
に
､
食
用
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
｡
中
華
料
理
の
高
級
食
材
と
さ
れ
る
｢
熊
掌
｣
が
そ
れ
で
､
熊
の
前
足
の
真
の
肉
､
特
に

左
前
足
の
も
の
を
美
味
と
す
る
｡
こ
の
部
分
に
は
脂
肪
が
多
く
､
そ
れ
を
美
味
と
す
る
の
だ
が
､
熊
が
ハ
チ
ミ
ツ
を
好
む
の
で
､
ハ
チ
ミ

ツ
を
と
つ
て
舐
め
た
と
き
に
前
足
に
染
み
込
ん
だ
ハ
チ
ミ
ツ
の
た
め
に
美
味
な
の
だ
と
も
言
わ
れ
る
｡
熊
掌
に
関
し
て
は
中
日
と
も
古
く

か
ら
文
献
に
見
え
て
お
り
､
『
史
記
』
｢
楚
世
家
｣
で
は
､
前
六
二
六
年
に
楚
の
成
王
が
太
子
商
臣
に
捕
ら
え
ら
れ
た
と
き
に
､
成
王
は
死

ぬ
前
に
熊
掌
を
食
べ
た
い
と
麒
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
晋
の
杜
頚
は
｢
熊
掌
は
調
理
に
時
間
が
か
か
る
の
で
､
そ
の
間
に
救
出
さ
れ
る

こ
と
を
頗
っ
た
の
だ
｣

と
解
釈
し
て
い
る
｡

『
孟
子
』
｢
告
子
章
句
｣
で
は
｢
魚
は
私
の
欲
し
い
も
の
で
あ
る
し
､
熊
掌
も
ま
た
私
の
欲
し
い
も
の
で
あ
る
｡
…
…
生
き
る
こ
と
も
ま

た
私
の
欲
す
る
こ
と
で
あ
り
､
義
を
守
る
こ
と
も
私
の
欲
す
る
こ
と
で
あ
る
｣
と
し
て
熊
掌
を
義
に
な
ぞ
ら
え
､
両
方
を
得
ら
れ
な
い
の

で
あ
れ
ば
､
魚
で
は
な
く
熊
掌
を
取
り
､
生
で
は
な
く
義
を
取
る
､
と
あ
る
｡
熊
掌
は
そ
れ
だ
け
貴
重
且
つ
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
｡
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五
.
ま
と
め
～
魯
山
山
行
､
熊
の
イ
メ
ー
ジ

以
上
の
考
察
を
経
て
､
生
態
を
根
拠
の
中
心
と
し
て
､
当
時
の

｢
熊
｣
認
識
を
推
測
し
て
み
る
｡

ま
ず
､
四
の
考
察
で
わ
か
る
よ
う
に
､
｢
魯
山
山
行
｣

の
熊
描
写
は
全
く
自
然
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
｡
一
で
､
し
つ
こ

い
ぼ
ど
主
張
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
は
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

次
に
､
｢
熊
｣

が
詩
に
登
場
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
る
｡
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
人
と
接
す
る
機
会
が
少
な
い
｡
そ
の
理
由
に
は
四

で
既
に
述
べ
た
､
敢
え
て
人
に
近
づ
こ
う
と
は
し
な
い
性
質
､
森
林
や
薮
な
ど
人
目
に
つ
き
に
く
い
場
所
で
行
動
す
る
性
質
な
ど
の
事
柄

も
含
ま
れ
る
し
､
他
に
は
冬
眠
も
考
え
ら
れ
る
｡
冬
季
は
人
間
も
森
林
に
入
る
こ
と
は
少
な
く
な
る
と
は
い
え
､
何
ケ
月
間
か
遭
遇
の
機

会
が
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
近
い
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
､
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
｡
ま
た
､
現
在
と
は
違
い
､
食
糧
を
求

め
て
熊
自
ら
人
里
に
下
り
て
く
る
こ
と
も
ご
く
稀
だ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
｡

熊
の
珍
し
さ
を
示
す
た
め
に
こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
資
料
と
し
て

『
三
才
囲
絵
』
を
ひ
い
て
お
く
｡
明
代
に
王
折
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

様
々
な
事
物
を
絵
と
説
明
文
と
で
紹
介
す
る
本
だ
が
､
そ
の
鳥
獣
の
巻
に

｢
熊
｣
も
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
お
よ

そ
熊
と
は
見
え
な
い
､
不
思
議
な
生
き
物
で
あ
る
｡
説
明
文
も
正
確
で
は
な
く
､
漢
方
薬
と
し
て
有
用
な
(
と
さ
れ
て
い
た
)
胆
嚢
に
つ

い
て
さ
え
も
､
｢
春
は
首
に
､
夏
は
腹
に
､
秋
は
左
足
に
､
冬
は
右
足
に
｣
あ
る
と
い
う
認
識
だ
し
､
気
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
､
そ
れ

を
｢
熊
経
｣

(
呼
吸
法
の
一
種
)
と
呼
ぶ
と
言
っ
て
い
る
｡
こ
れ
を
｢
無
知
｣
と
切
り
捨
て
る
の
は
簡
単
だ
が
､
そ
れ
も
情
報
の
多
い
現
代

だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
｡
現
代
で
も
実
際
に
山
奥
で
熊
に
遭
遇
し
た
人
と
い
え
ば
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
｡
特
に
目
撃
者
か
ら
の
伝

聞
､
そ
の
又
聞
き
し
か
情
報
の
な
い
時
代
で
あ
る
｡
山
奥
に
住
ん
で
い
て
､
珍
し
い
外
見
を
し
て
い
て
､
滅
多
に
見
ら
れ
な
い
何
か
神
秘

的
な
存
在
(
熊
や
熊
の
夢
を
見
る
と
男
子
を
授
か
る
､
と
の
言
い
伝
え
も
多
分
に
神
秘
的
で
あ
る
)
､
そ
れ
が
昔
の
人
に
と
つ
て
の

｢熊｣

であ

り
､
こ
の
情
報
が
多
分
に
誤
り
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
観
念
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
『
三
才
園
絵
』
に
は
､
山
に
入
る
こ
と
数
十
里
の
崖
や
木
の
穴
に
住
む
こ
と
､
木
に
登
る
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
今
ま
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で
ま
と
め
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
､
実
際
の
ク
マ
の
生
態
と
比
較
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
間
違
っ
て
は
い
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
大

事
な
の
は
､
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
な
間
違
い
を
含
む
情
報
と
と
も
に
､
当
時
の
知
識
人
達
に
と
っ
て
の

｢
常
識
｣

に
組
み
込
ま
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
｡

梅
尭
臣
も
こ
う
い
っ
た
｢
常
識
｣
に
の
っ
と
っ
て

｢
熊
｣
を
描
い
て
い
た
｡
熊
が
木
に
登
る
の
は
､
確
か
に
現
実
を
反
映
し
て
い
る
と

い
え
る
が
､
そ
れ
以
上
に
当
時
の
｢
常
識
｣

(
当
時
の
人
に
と
っ
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
)
に
従
っ
て
お
り
､
こ
こ
に
お
い
て
は
詩
に
特
有
の
効
果

が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
｡

私
は
当
初
､
熊
は
強
い
も
の
､
怖
い
も
の
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
と
考
え
て
い
た
が
､
そ
れ
は
ヒ
グ
マ
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
｡
こ
れ
に
は
西
洋
起
源
の
伝
承
､
物
語
な
ど
の
影
響
が
大
き
い
よ
う
で
あ
る
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ツ
キ
ノ
ワ

グ
マ
よ
り
も
大
き
く
､
攻
撃
性
の
高
い
ヒ
グ
マ
の
ほ
う
が
一
般
的
)
｡
こ
の
考
え
方
か
ら
見
る
と
､
｢
魯
山
山
行
｣

の

｢
熊
｣

は

｢
怖
い
も
の
に

遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
｣
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
と
し
て
の
役
割
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
実
際
､
全
体
的
に
静
か
な
環
境
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
作
品
で
あ
る
か
ら
､
一
つ
ぐ
ら
い
衝
撃
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
､
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
｢
熊
の

登
場
(
衝
撃
)

1
熊
は
樹
上

(
距
離
感
に
よ
る
恐
怖
の
軽
減
)

1
鹿
の
存
在
(
鹿
自
体
は
怖
く
は
な
い
｡
ま
た
､
鹿
が
水
を
飲
め
る
く
ら
い
周
囲

は
安
全
)
｣
と
､
再
び
穏
や
か
さ
へ
と
情
景
は
収
束
し
て
い
く
の
で
あ
る
｡
作
者
は
初
め
か
ら
こ
の
光
景
全
体
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

か
ら
､
熊
に
衝
撃
を
受
け
る
の
は
読
者
だ
け
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
次
に
｢
熊
が
い
る
ほ
ど
の
山
奥
｣
と
い
う
山
深
さ
の
指
標
の
役
割
､

と
考
え
て
き
た
｡

今
回
の
結
論
は
そ
れ
と
は
ち
が
う
｡
確
か
に
四
･
三
の

｢
熊
窮
｣

の
例
で
述
べ
た
よ
う
に
､
熊
に

｢
強
い
｣

の
意
味
が
全
く
な
い
と
い

う
こ
と
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
れ
は

｢
無
｣

と
組
に
な
っ
て
生
じ
る
意
味
と
い
う
こ
と
も
あ
り
､
第
一
義
的
な
も
の
と
は
考
え
に
く
く
､

｢
怖
い
｣
と
い
う
印
象
も
な
い
｡
む
し
ろ
､
今
ま
で
副
次
的
な
効
果
と
し
か
み
て
い
な
か
っ
た
｢
山
深
さ
の
指
標
｣
が
も
っ
と
も
重
要
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
つ
ま
り
､
｢
た
い
へ
ん
な
山
奥
に
来
た
｡
そ
の
証
拠
に
は
熊
が
い
る
｡
め
っ
た
に
見
る
こ
と
の
な



梅亮臣｢魯山山行｣を読む
い
､
あ
の
不
思
議
な
生
き
物
が
い
る
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
い
る
の
だ
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
う
な
る
要
因
は
も
ち
ろ
ん
､
｢
熊
の
珍
し

さ
(
稀
少
性
)
｣
で
あ
る
｡
山
は
｢
普
段
の
生
活
空
間
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
｣
で
あ
り
､
仙
境
も
し
ば
し
ば
山
に
設
定
さ
れ
る
｡
そ
の
山
に

深
く
入
っ
た
印
と
し
て
､
｢
珍
し
い
動
物
｣
つ
ま
り
｢
普
段
の
生
活
で
は
な
じ
み
の
な
い
動
物
｣
が
用
い
ら
れ
る
の
は
､
実
に
的
確
な
表

現
技
巧
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

そ
し
て
こ
の
時
に
､
詩
全
体
を
眺
め
て
み
る
と
､
最
後
の
｢
人
家
｣
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
｡
｢
こ
ん
な
山
奥
に
ま
で
人

が
い
る
｣
か
､
｢
こ
ん
な
山
奥
に
い
る
人
と
は
ど
ん
な
人
だ
ろ
う
(
普
通
の
人
で
は
な
い
)
｣
か
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
｢
熊
｣
が
｢
人
｣
を
際

立
た
せ
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
突
然
の
熊
の
出
現
も
お
か
し
く
は
な
く
､
も
は
や
｢
突
然
｣
で
す
ら
な
い
｡
こ
の
詩
は
､
は
じ

め
か
ら
徐
々
に
山
の
奥
へ
奥
へ
と
進
ん
で
い
く
動
画
な
の
で
あ
り
､
す
べ
て
は
最
後
の
｢
人
家
｣
へ
繋
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
｡
そ
う
す

る
と
､
俄
に
｢
雲
外
｣
の
持
つ
役
割
､
意
味
合
い
が
非
常
に
大
事
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
､
こ
れ
は
他
の
レ
ポ
ー
ト

に
任
せ
る
こ
と
に
し
た
い
｡
(
本
レ
ポ
ー
ト
で
は
､
動
物
名
は
生
物
学
用
語
(
和
名
)
と
し
て
扱
う
と
き
の
み
片
仮
名
表
記
を
用
い
､
そ
れ
以
外
は
漢

字
表
記
と
し
た
｡
)
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こ
の
項
の
ク
マ
の
デ
ー
タ
は
､
『
中
国
大
百
科
全
書
』
(
中
国
大
百
科
全
書
総
編
輯
委
員
会
/
完
九
二
年
)
､
『
大
百
科
事
典
』
(
平
凡
社
/
完
八

四
年
)
､
『
動
物
学
大
百
科
第
一
巻
食
肉
類
』
(
D
･
W
･
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
著
/
平
凡
社
/
一
九
八
六
年
)
､
『
朝
日
百
科
動
物
た
ち
の
地
球
8

哺
乳
類
Ⅰ
』
(
朝
日
新
聞
社
/
一
九
九
四
年
)
を
も
と
に
作
成
し
た
｡

『
中
国
歴
史
地
名
大
辞
典
』
〈
凌
雲
書
房
J
一
九
八
〇
年
)
､
『
中
国
地
図
冊
』
(
中
国
地
図
出
版
社
/
一
九
九
五
年
)
､
『
現
代
中
国
地
誌
』
(
衛
傑
文
､

楊
閲
梶
､
陸
旦
中
､
王
効
乾
､
楊
伯
震
著

河
野
道
博
､
青
木
千
枝
子
訳
/
古
今
書
院
/
一
九
八
八
年
)
を
参
照
し
た
｡

気
候
と
植
生
に
関
し
て
は
注
2
に
あ
げ
た
『
中
国
地
図
冊
』
､
『
現
代
中
国
地
誌
』
に
加
え
､
『
中
国
大
地
図
≡
莫
閣
/
一
九
七
三
年
)
､
『
中
華
人

民
共
和
国
国
家
普
通
地
図
集
』
(
中
国
地
図
出
版
社
/
一
九
九
五
年
)
を
参
照
し
た
｡
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(
4
)

『
生
物
図
説
〓
岩
本
伸
一
､
後
藤
純
一
､
小
林
設
郎
､
斎
藤
眞
太
郎
､
坪
内
薫
､
中
島
賓
/
秀
文
堂
/
一
九
九
三
年
)
､
扁
生
分
布
と
環
境
変
化
』

(
内
嶋
善
兵
衛
/
古
今
書
院
/
一
九
九
三
年
)
､
『
朝
日
百
科
植
物
の
世
界
1
3

植
物
の
生
態
地
理
』
(
朝
日
新
聞
社
/
一
九
九
七
年
)
を
参
照
し
た
｡

(
5
)

『
朝
日
百
科
』
(
注
4
に
掲
げ
た
も
の
)
を
参
考
に
ま
と
め
た
｡

(
6
)

『
生
物
図
説
』
『
朝
日
百
科
』
(
と
も
に
注
4
に
掲
げ
た
も
の
)
に
よ
る
｡

(
7
)
こ
の
項
を
含
め
､
以
降
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
デ
ー
タ
は
､
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
は
注
1
で
示
し
た
資
料
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

(
8
)

｢衆

知
熊
黄
白
文
､
仇
熊
罷
省
聾
｣
と
あ
る
｡
『
説
文
解
字
〓
中
華
書
局
/
一
九
七
七
年
)
よ
り
引
用
｡

(
9
)

成
王
請
食
熊
掌
而
死
､
不
聴
｡
丁
未
､
成
王
自
絞
殺
｡
商
臣
代
立
､
是
薦
穆
毛
…
…
…
集
解
杜
頚
日
‥
｢
熊
掌
難
熟
､
葉
久
将
有
外
救
之
也
｡
『
史

記
』
(
天
津
古
籍
出
版
社
/
一
九
九
一
年
)
よ
り
｡

(
1
0
)
孟
子
日
､
魚
我
所
欲
也
｡
熊
掌
亦
我
所
欲
也
｡
二
者
不
可
得
兼
､
舎
魚
而
取
熊
筆
者
也
Q
生
亦
我
所
欲
也
｡
義
亦
我
所
欲
也
｡
二
者
不
可
得
兼
､
舎

生
而
取
義
者
也
｡
『
孟
子
正
義
』
(
焦
循
選
/
中
華
書
局
/
一
九
八
七
年
)
よ
り
｡

魯
山
山
行
に
お
け
る
熊
の
役
割

-

過
去
の
文
学
作
品
に
お
け
る
そ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
考
え
る

安

西

明

秀

梅
尭
臣
の
｢
魯
山
山
行
｣
に
対
す
る
解
釈
に
お
い
て
､
山
林
の
情
景
の
中
に
現
れ
る
熊
や
鹿
の
当
時
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
こ
と
は
大

き
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
時
代
に
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
､
詩
中
に
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ

う
な
効
果
を
あ
げ
て
い
た
か
｡
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
さ
ら
に
時
代
を
さ
か
の
ば
っ
て
､
唐
以
前
の
文
学
作
品
(
特
に
詩
)
に
ど
の
よ
う

な
形
で
熊
や
鹿
が
現
れ
て
き
た
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
､
そ
の
う
ち
の
熊
に
つ
い
て
各
時
代
の
主
要
な
詩
作

品
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
調
べ
､
作
品
の
中
で
熊
が
果
た
し
て
き
た
役
割
の
系
譜
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
｢
魯
山
山
行
｣
へ
の
理
解


