
　

マ
タ
ギ
の
カ
エ
ス
キ
と
言
っ
て
も
、
ち
ょ
っ
と
分

か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
の
こ
と
は
な
い
、

マ
タ
ギ
は
狩
人
の
こ
と
、
カ
エ
ス
キ
は
雪
を
か
い
た

り
、
屋
根
の
雪
降
ろ
し
に
用
い
る
雪
べ
ら
の
こ
と
で

あ
る
。

　

雪
べ
ら
を
何
故
カ
エ
ス
キ
と
呼
ぶ
か
は
、
や
や
難

問
で
あ
る
。
カ
エ
ス
キ
は
元
来
は
木 
鋤 
の
こ
と
ら
し

す
き

い
。
雪
べ
ら
を
コ
ス
キ
と
呼
び
、
木
鋤
の
字
を
当
て

て
い
る
地
方
は
意
外
に
多
い
。
雪
の
名
著
「
北
越
雪

譜
」
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
書
に
は
コ
ス
キ
の
図
が

描
か
れ
、
そ
の
使
い
方
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

「
カ
ス
キ
」
と
か
「
ケ
ェ
ス
キ
」「
カ
イ
シ
キ
」
と
呼

ぶ
地
方
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
木
鋤
の 
訛 
っ
た
語
と
考

な
ま

え
ら
れ
る
。

　

木
製
の
鋤
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
弥
生
時
代
以
来
の

最
も
基
本
的
な
農
具
で
あ
る
。 
鍬 
な
ど
よ
り
も
は
る

く
わ

か
に
古
い
農
具
で
あ
る
。
木
鋤
は
元
来
は
土
を
掘
り

返
し
た
り
、
砕
い
た
り
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
道
具

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
当
時
の
木
鋤
は
現
在
の
雪

べ
ら
よ
り
も
細
身
で
、
丁
度
舟
の 
櫂 
の
よ
う
に
太
く

か
い

丈
夫
に
作
ら
れ
て
い
た
。

　

マ
タ
ギ
が
持
つ
カ
イ
ス
キ
は
、
現
在
雪
の
中
で

使
っ
て
い
る
雪
べ
ら
（
カ
エ
ス
キ
）
と
は
違
っ
て
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
形
で
あ
る
。
小
生
が
初
め
て
こ

れ
に
接
し
た
の
は
、
新
庄
市
の
北
東
の
山
手
の
集
落

萩
野
に
お
い
て
で
あ
る
。
古
い
農
家
が
解
体
さ
れ
る

と
い
う
の
で
訪
ね
て
み
た
ら
、
屋
根
裏
か
ら
何
や
ら

堅
い
木
で
作
っ
た
丸
太
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
来
た

の
で
、
主
人
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
山
に
狩
り

に
行
く
と
き
持
っ
て
行
く
カ
エ
ス
キ
だ
と
い
う
。
長

さ
百
四
十　

程
、
先
の
方
は
少
し
幅
が
広
が
っ
て
薄

く
な
っ
て
い
る
が
、
元
の
方
の
柄
の
部
分
は
断
面
楕

円
形
の
直
径
十　

程
の
丸
太
で
あ
る
。
先
の
方
約
三

十　

の
部
分
は
や
や
幅
が
広
が
り
、
厚
い
板
状
の
短

形
の
形
で
あ
る
が
、
そ
の
幅
は
せ
い
ぜ
い
十
五　

程

で
、先
の
方
が
シ
ャ
ベ
ル
状
に 
尖 
っ
て
い
る
。小
ぶ
り

と
が

の
カ
エ
ス
キ
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
非
常
に
丈
夫

な
棒
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。持
つ
と
ず
し
り
と
重
い
。

　

狩
人
は
山
に
行
く
と
き
、
こ
れ
を
必
ず
持
っ
て
行

く
の
だ
そ
う
だ
。彼
等
は
山
で
ウ
サ
ギ
を
追
っ
た
り
、

熊
を
撃
っ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
は
大
抵
早
春
の
堅
雪

の
季
節
で
あ
る
。
雪
の
中
の
仕
事
で
あ
る
が
、
状
況

に
応
じ
て
、
急
い
で
山
を
駈
け
登
っ
た
り
、
駈
け
降

り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
突
然
の
雪
崩
に
襲

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
う
し
た
と
き
、
カ
エ
ス
キ
は
大
き
な
力
を
発
揮

す
る
。
ま
ず
、
急
に
斜
面
を
下
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
き
は
、
カ
エ
ス
キ
を 
股 
に
挟
み
、
こ
れ
に
体
重

ま
た

を
か
け
て
、
ブ
レ
ー
キ
の
役
目
を
さ
せ
な
が
ら
滑
り

下
り
る
。
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ま
た
、
突
然
の
雪
崩
に
襲
わ
れ
た
時
は
、
逃
げ
る

暇
と
て
な
い
か
ら
、 
咄  
嗟 
に
カ
エ
ス
キ
を
力
い
っ
ぱ

と
っ 

さ

い
雪
に
突
き
刺
し
、
こ
れ
を
両
手
で
支
え
て
、
そ
の

下
手
に
小
さ
く
身
を
か
が
め
、
足
を
踏
ん
張
っ
て
雪

崩
の
過
ぎ
る
を
待
つ
。
こ
う
す
る
と
、
激
し
い
勢
い

で
流
れ
落
ち
る
雪
崩
も
カ
エ
ス
キ
に
遮
ら
れ
て
左
右

に
分
か
れ
る
の
で
、
そ
の
下
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る

身
体
は
流
さ
れ
な
い
で
済
む
。
マ
タ
ギ
の
カ
エ
ス
キ

が
武
骨
に
頑
丈
に
作
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
た
め
だ
と

い
う
。

　

こ
れ
ほ
ど
注
意
し
て
も
、
な
お
流
さ
れ
る
事
が
あ

る
。
こ
の
場
合
は
、
力
の
限
り
手
足
を
ば
た
つ
か
せ

て
、
周
り
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
空
間
を
作
る
こ
と

が
肝
心
で
あ
る
。柔
ら
か
い
雪
で
も
す
ぐ
に
固
ま
り
、

中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
は
身
動
き
は
も
ち
ろ
ん
、

呼
吸
す
ら
で
き
な
く
な
る
。
雪
の
間
・
間
に
わ
ず
か

で
も
空
間
が
あ
れ
ば
、雪
は
し
ま
ら
ず
、空
気
が
確
保

で
き
る
の
で
生
き
残
る
公
算
が
大
に
な
る
と
い
う
。

　

と
は
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
表
層
雪
崩
に
限
る
事
で

あ
っ
て
、底
雪
崩
の
場
合
は
ど
う
に
も
仕
様
が
な
い
。

　

マ
タ
ギ
の
カ
エ
ス
キ
は
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
使
わ

れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
鉄
砲
を
撃
つ
と
き
の
支
え
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
雪
の
上
に
カ
エ
ス
キ
を
突
き
立

て
、柄
の
頂
点
に
鉄
砲
を
据
え
、狙
い
を
定
め
れ
ば
百

発
百
中
と
い
う
。こ
の
用
い
方
は
、岩
手
県
沢
内
村
で

も
同
じ
で
あ
る
。
銃
身
の
落
ち
着
き
を
良
く
す
る
た

め
に
柄
の
頂
点
に
凹
み
を
も
た
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
雪
の
中
を
歩
く
時
の 
杖 
に
し
た
り
、

つ
え

雪
の
深
さ
や
堅
さ
を
測
っ
た
り
、
雪
を
掘
る
の
に
も

用
い
る
。

　

兎
狩
り
に
も
カ
エ
ス
キ
は
欠
か
せ
な
い
道
具
で
あ

る
。
兎
を
狩
る
に
は
、 
罠 
で
獲
る
方
法
、
タ
カ
を
飛

わ
な

ば
し
て
狩
る
方
法
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
猟
法
が
あ
る

が
、
古
い
猟
法
の
一
つ
に
三
、
四
十　

に
切
っ
た
棒

（
ベ
イ
と
か
バ
イ
と
い
う
）を
ウ
サ
ギ
の
後
ろ
か
ら
投

げ
飛
ば
し
て
獲
る
方
法
が
あ
る
。
ウ
サ
ギ
は
、
バ
イ

が
風
を
切
る
音
を
タ
カ
の
羽
音
と
錯
覚
し
て
、
慌
て

て
木
の
根
元
や
茂
み
の
雪
の
穴
に
も
ぐ
り
込
む
。
狩

人
は
大
急
ぎ
で
駈
け
つ
け
、
カ
エ
ス
キ
で
穴
の
入
口

を 
塞 
ぐ
。
次
に
カ
エ
ス
キ
を
穴
の
周
辺
に
突
き
立
て

ふ
さ

兎
の
あ
り
か
を
確
か
め
、
強
く 
叩 
い
て
ウ
サ
ギ
を
獲

た
た

る
。
ウ
サ
ギ
が
穴
の
反
対
側
の
口
か
ら
逃
げ
出
す
時

は
、
そ
の
瞬
間
を
と
ら
え
て
ウ
サ
ギ
を
叩
く
。

　

バ
イ
の
代
わ
り
に 
藁 
を
丸
く
編
ん
で
、
木
の
柄
を

わ
ら

つ
け
た
も
の
を
投
げ
つ
け
る
事
も
あ
る
。
こ
れ
も
タ

カ
の
羽
音
に
似
た
音
が
す
る
と
い
う
。「
ワ
」と
か「
ワ

ラ
ダ
」
と
い
う
。
こ
れ
は
非
常
に
古
い
猟
法
と
言
わ

れ
る
が
、
最
上
地
方
で
は
ご
く
近
年
ま
で
行
わ
れ
て

い
た
猟
法
で
、
実
際
に
用
い
ら
れ
た
ワ
ラ
ダ
が
現
在

新
庄
ふ
る
さ
と
歴
史
セ
ン
タ
ー
に
展
示
さ
れ
て
い

る
。

　

以
前
、
真
室
川
町
の
タ
カ
匠
沓
沢
朝
治
さ
ん
（
故

人
）
の
タ
カ
を
使
っ
た
ウ
サ
ギ
狩
り
を
見
せ
て
貰
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
朝
治
さ
ん
は 
蓑 
・ 
笠 
に
身
を
固
め
、

み
の 

か
さ

右
手
に
カ
エ
ス
キ
を
握
り
、
左
手
の
拳
に
タ
カ
を
据

え
て
、
一
歩
一
歩
雪
の
山
を
登
っ
て
行
く
。
あ
た
り

は
な
だ
ら
か
な
雪
の
斜
面
。
こ
の
よ
う
な
場
所
で
な

け
れ
ば
、
タ
カ
は
使
え
な
い
そ
う
で
あ
る
。
頂
上
に

近
い
所
で
、
タ
カ
は
急
に
き
っ
と
身
構
え
て
、
金
色

の
目
を
鋭
く
光
ら
せ
た
。
ウ
サ
ギ
を
見
つ
け
た
の
で

あ
る
。
す
か
さ
ず
朝
治
さ
ん
は
「
そ
れ
っ
」
と
叫
ん

で
タ
カ
を
放
つ
。
タ
カ
は
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
真
一

文
字
に
獲
物
に
襲
い
か
か
り
、
鋭
い
つ
め
で
一
気
に

獲
物
を
抑
え
込
む
。
ほ
ん
の
一
瞬
の
こ
と
で
あ
る
。

　

タ
カ
は
ウ
サ
ギ
を
抑
え
た
ま
ま
「
ピ
ー
ピ
ー
」
と

鳴
き
、
主
人
を
呼
ぶ
。
朝
治
さ
ん
は
一
目
散
に
斜
面

を
駆
け
下
り
、
カ
エ
ス
キ
で
ウ
サ
ギ
の
頭
を
強
く
叩

く
。
次
に
タ
カ
の
両
脚
を
つ
か
み
、
お
も
む
ろ
に
獲

物
か
ら
は
な
す
。

　

朝
治
さ
ん
は
一
冬
に
四
百
羽
も
ウ
サ
ギ
を
獲
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
タ
カ
を
飼
う
こ
と
は
誰
で
も

で
き
る
が
、
こ
れ
を
使
え
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
。」
と
い
う
の
が
氏
の
口
癖
で
あ
っ
た
。
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