
八十八膳献穀会　会報

結 yui 第15号
明
治
期
い
わ
き
の
鳥
獣
調
査
　
渡
辺
　
智
裕

八
十
八
膳
献
穀
会
　
会
員
募
集

　
近
年
で
は
行
政
や
企
業
で
も
自
然
環
境
問
題
が
重
視
さ
れ
、
人
類
と

自
然
と
の
共
生
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
来
農
業
は
、
厳
し
い
自
然
環

境
と
の
調
和
の
上
に
成
り
立
っ
て
き
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
福
島
県
勧
業
課
が
作
成

し
た
『
有
功
有
害
鳥
獣
調
』
と
い
う
表
題
の
公
文
書
が
福
島
県
歴
史
資

料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
福
島
県
勧
業
課
は
、
磐
前
郡
ほ
か
県
下

の
各
郡
役
所
に
対
し
、
農
業
上
の
有
功
鳥
獣
・
有
益
鳥
獣
・
有
害
鳥
獣

な
ら
び
に
猟
具
・
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
を
指
示
し
ま
し
た
。
調
査
の

項
目
は
、
鳥
獣
の
名
前
・
特
徴
・
利
用
方
法
・
効
能
・
被
害
の
種
類
・

被
害
の
度
合
い
・
個
体
数
の
多
寡
・
営
巣
場
所
・
繁
殖
時
期
・
去
来
時

期
・
地
域
の
慣
習
・
駆
除
の
可
能
性
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
今
で
は
自
然
環
境
と
習
俗
を
知
る
上
で
大
変
貴
重
な
歴
史
史
料

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
当
時
の
磐
前
・
磐
城
・
菊
多
の
三
郡
と
楢
葉
郡
の
一
部
が
現
在
の
い

わ
き
市
域
に
該
当
し
ま
す
。
い
わ
き
市
内
で
の
当
時
の
分
布
状
況
を
農

林
水
産
業
と
の
関
わ
り
で
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
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奉
耕
会
員
　
二
十
五
名

現
在
　
賛
助
会
員
　
五
十
九
名

　
　
　
特
別
会
員
　
　
五
　
名

　
飯
野
八
幡
宮
の
古
式
大
祭
で
行
わ
れ
る
八
十
八
膳
献
饌
神
事

は
、
古
く
か
ら
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
、
県
の
重

要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
八
十
八
膳
献
饌
神
事
を
永
く
守
り
伝
え
て
ゆ
く
た
め
に
、
八

十
八
膳
献
穀
会
を
発
足
し
、
神
饌
田
を
設
け
て
、
田
に
は
粳
米

を
作
り
、
畑
で
は
野
菜
等
を
栽
培
し
、
御
神
饌
と
し
て
奉
納
し

て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
ご
奉
納
を
通
じ
て
、
日
本
の
伝
統
的
な
農
耕
儀
礼
の
復

元
と
風
土
に
根
ざ
し
た
農
耕
文
化
を
、
新
し
い
世
代
が
理
解
し

て
、
更
に
受
け
継
い
で
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
な
に

と
ぞ
、
私
ど
も
の
活
動
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
多
く
の
皆
様
が

ご
入
会
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
有
功
鳥
獣
と
は
、
農
作
物
の
害
虫
を
補
食
し
た
り
、
魚
類
の
分
布

を
知
る
手
助
け
と
な
る
も
の
で
す
。
農
業
上
有
効
な
鳥
類
と
し
て
、

ツ
バ
メ
・
ド
バ
ト
・
フ
ク
ロ
ウ
・
モ
ズ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
有
益
鳥
獣
と
は
、
そ
の
肉
が
食
用
と
な
っ
た
り
、
毛
皮
や
羽
が
工

芸
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
キ
ジ
・
ヤ
マ
ド
リ
・
カ
リ
・

カ
モ
・
タ
カ
・
ト
ビ
・
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
・
ウ
サ
ギ
な
ど
が
こ
れ
に

当
た
り
ま
す
。
タ
カ
は
磐
前
・
磐
城
の
両
郡
で
棲
息
し
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
当
時
か
ら
稀
少
な
も
の
で
し
た
。
そ
の
羽
は
ト
ビ
同
様
に

弓
箭
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　
有
害
鳥
獣
と
は
、
農
作
物
や
養
殖
魚
に
被
害
を
も
た
ら
す
も
の
で

す
。
カ
ラ
ス
・
ス
ズ
メ
・
ハ
ト
・
キ
ツ
ネ
・
タ
ヌ
キ
・
カ
ワ
ウ
ソ
・

モ
グ
ラ
・
ネ
ズ
ミ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
最
後
に
、
現
在
で
は
珍
し
い
鳥
獣
と
し
て
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
が
磐
城

郡
に
、
ニ
ホ
ン
カ
ワ
ウ
ソ
が
磐
前
・
菊
多
郡
に
、
オ
シ
ド
リ
が
磐
前

郡
に
、
そ
れ
ぞ
れ
棲
息
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
公
文
書
は
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
た
歴
史
史
料
と

い
え
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
〈
わ
た
な
べ
の
り
ひ
ろ
・
福
島
県
歴
史
資
料
館 

主
任
学
芸
員
〉
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 9月15日

10月上旬



流
鏑
馬
と
生
姜
　
渡
辺
　
文
久

　
い
ま
か
ら
十
数
年
前
―
大
学
に
入
る
前
―
、
飯
野
八
幡
宮
の
流
鏑
馬
を
見
た
時
の
こ
と
だ
っ
た
。

笠
を
か
ぶ
り
、
狩
衣
、
行
縢
を
ま
と
っ
た
騎
士
が
馬
上
か
ら
鳥
居
の
前
に
て
一
礼
し
た
の
ち
、
八
幡

小
路
の
馬
場
で
馬
を
駆
っ
て
行
わ
れ
る
流
鏑
馬
の
勇
壮
さ
を
間
近
に
見
て
、
驚
き
と
と
も
に
厳
粛
な

気
持
ち
と
な
っ
た
。

�

や
が
て
騎
士
が
騎
射
を
す
る
他
に
、
馬
を
駆
け
な
が
ら
生
姜
を
撒
い
て
い
る
の
に
気
付
き
、
さ
ら

に
露
店
で
も
生
姜
が
売
ら
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
例
祭
と
生
姜
は
関
わ
り
が
あ
る

の
か
と
疑
問
に
感
じ
な
が
ら
も
、
流
鏑
馬
に
目
を
奪
わ
れ
て
見
入
っ
て
い
た
事
を
覚
え
て
い
る
。

�

そ
の
後
、
大
学
で
歴
史
を
専
攻
し
、
い
わ
き
の
歴
史
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
飯
野

八
幡
宮
の
例
祭
は
元
々
八
月
十
四
・
十
五
日
で
あ
っ
た
も
の
を
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
よ
り

九
月
十
四
・
十
五
日
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
。
現
在
は
、
例
祭
に
流
鏑
馬
と
八
十
八
膳
献
饌
が
行
わ
れ

て
い
る
が
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
の
『
磐
城
風
土
記
』
の
中
に
「
毎
年
放
生
会
、
流
鏑
馬
有
り
」

と
記
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
江
戸

時
代
ま
で
は
放
生
会
も
合
わ
せ
て

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

�

ま
た
、
流
鏑
馬
と
生
姜
に
つ
い

て
は
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）

に
著
さ
れ
た
『
磐
城
枕
友
』
に
例

祭
中
の
「
十
四
日
よ
り
終
夜
十
五

日
晩
景
迄
賑
ひ
大
方
な
ら
ず
、
買

物
多
き
中
に
生
姜
・
張
箱
・
弓
矢
・

太
刀
・
長
刀
と
り
わ
け
多
し
、
参

詣
の
人
土
産
に
求
む
る
事
嘉
例
と

す
」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
江
戸

時
代
の
中
頃
に
は
例
祭
と
生
姜
は

関
わ
り
が
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
例

祭
自
体
も
、
別
名
生
姜
祭
と
称
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な

っ
た
。

�

中
世
以
来
の
伝
統
を
持
つ
、
飯
野
八
幡
宮
の
流
鏑
馬
だ
が
―
他
の
多
く
の
伝
統
と
同

じ
く
―
右
に
述
べ
た
よ
う
な
変
化
を
し
て
い
る
面
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
伝
統

と
は
変
わ
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
変
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
両
者
が
釣
り
合
い
を
保

っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
流
鏑
馬
は
今
日
ま
で
続
い
て
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
飯
野
八
幡
宮
の
流
鏑
馬
に
お
い
て
変
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
と
は
、
生
姜
を
「
参
詣
の
人

土
産
に
求
む
る
事
嘉
例
と
す
」
る
と
い
う
、
祭
礼
の
余
韻
を
人
か
ら
人
へ
伝
播
さ
せ
る

地
域
の
繋
が
り
で
あ
ろ
う
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
わ
た
な
べ
ふ
み
ひ
さ
・
い
わ
き
歴
史
文
化
研
究
会
会
員
）

　
神
主
が
祭
典
奉
仕
す
る
際
着
用
す
る
服
装
を
総
称
し
て
装
束
と
申
し
ま
す
。
祭
典
に
は
大
別
し
て

大
祭
・
中
祭
・
小
祭
と
区
分
さ
れ
、
そ
の
時
に
着
用
す
る
装
束
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

特
に
重
要
な
祭
典
が
大
祭
で
あ
り
、
大
祭
に
は
正
服
（
正
装
）
と
い
う
装
束
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

一
般
の
神
職
が
着
用
で
き
る
装
束
で
は
最
も
格
式
の
高
い
装
束
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
装
束
の
歴
史
は
大
変
古
く
旧
一
万
円
札
の
「
聖
徳
太
子
図
像
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
飛
鳥

時
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
唐
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
に
よ
り
冠
位
十

二
階
の
制
が
と
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
よ
り
用
い
ら
れ
る
装
束
の
色
や
冠
な
ど
が
細
か
く
決
め

ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
時
代
の
装
束
を
総
称
し
て
「
ナ
エ
装
束
」
と
い
い
生
地
も
シ
ル
エ
ッ
ト
も
フ
ワ
フ
ワ
と
し
た

装
束
で
す
。
わ
た
し
が
こ
の
装
束
を
実
際
に
見
た
の
は
、
沖
縄
が
返
還
さ
れ
て
間
も
な
い
頃
、
那
覇

市
に
鎮
座
し
て
い
る
波
上
宮
に
参
拝
し
た
折
に
、
ご
奉
仕
し
て
い
た
神
職
が
ナ
エ
装
束
を
着
用
し
て

お
り
、
今
な
お
大
陸
の
影
響
が
残
っ
て
い
る
の
か
と
思
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
唐
の
影
響
が

薄
れ
、
平
安
期
鳥
羽
上
皇
の
時
代
に
な
る
と
、
日
本

独
特
の
「
剛
装
束
」
が
登
場
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

糊
で
固
め
た
厚
め
の
布
、
き
わ
め
て
幅
広
の
シ
ル
エ

ッ
ト
。
現
代
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
装
束
で
す
。
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
装
束
が
定
着
し
た
か
は
諸
説
は
あ
り
ま

す
が
、
日
本
人
特
有
の
潔
癖
性
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

 

こ
の
「
剛
装
束
」
が
神
職
の
装
束
と
し
て
現
代
ま

で
千
年
余
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
来
て
お
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
今
後
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

連
綿
と
つ
ゞ
く
装
束
　
飯
野
　
光
世

か
り
ぎ
ぬ

む
か
ば
き

こ
わ
し
ょ
う
ぞ
く

こ
わ
し
ょ
う
ぞ
く

　
神
職
の
服
制
は
神
社
本
庁
規
定
に
よ
り
、
身
分
や
階
位
に
よ
り
厳
密
に
定
め
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
袍
（
一
番
上
に
着
用
す
る
装
束
）
の
色
は
身
分
の
上
位
よ
り
黒
、
赤
、
緑

の
三
種
類
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
四
種
類
の
袴
（
上
位
よ
り
白
地
に
白
の
縫
い
と
り

紋
、
紫
地
に
白
抜
き
の
紋
、
紫
地
に
薄
紫
の
紋
、
浅
黄
色
）
が
組
み
合
わ
さ
れ
ま
す
。

我
々
神
職
は
一
目
で
ご
奉
仕
し
て
い
る
神
職
の
身
分
が
わ
か
り
ま
す
が
、
一
般
の
方
は

解
り
づ
ら
い
と
思
い
ま
す
。

　
源
氏
物
語
を
読
む
と
当
時
の
公
家
の
服
装
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
大
変
興
味

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
公
務
時
と
は
別
に
普
段
は
季
節
感
に
あ
ふ
れ
た
色
目
を
使
う

な
ど
、
お
し
ゃ
れ
を
楽
し
ん
だ
様
子
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
剛
装
束
を
着
用
す
る
の
は
若
干
問
題
が
あ
り
ま
す
。
大
変
大
き
く

仕
立
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
一
人
で
着
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
す
。
正
式
に
は
衣
紋
者

と
い
わ
れ
る
着
付
け
を
手
伝
う
人
が
二
人
必
要
で
す
。
小
規
模
の
神
社
で
は
難
し
い
問

題
で
、
熟
練
し
た
神
職
は
一
人
で
着
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
や
は
り
多
少
の
お

手
伝
い
が
必
要
で
す
。

　
以
上
が
大
祭
と
い
わ
れ
る
祭
典
の
服
装
で
す
が
、
そ
の
他
に
明
治
期
に
定
め
ら
れ
た

服
装
が
あ
り
ま
す
。
神
宮
及
び
官
国
幣
社
に
お
い
て
常
装
（
普
段
の
祭
典
に
用
い
る
装

束
）
と
し
て
斎
服
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
今
日
の
お
田
植
祭
に
着
用
し
て
い
る
装
束
で

大
祭
以
外
の
臨
時
祭
や
大
祓
の
時
に
着
装
し
ま
す
。

　
大
祭
に
は
前
日
よ
り
參
籠
（
お
こ
も
り
）
を
し
、
時
刻
潔
斎
（
湯
水
で
身
を
清
め
る
）

し
、
衣
冠
装
束
に
身
を
正
す
と
自
ず
と
緊
張
感
が
高
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
緊
張

感
は
、
宮
司
玉
串
を
奉
っ
て
拝
礼
す
る
と
き
に
ピ
ー
ク
に
達
し
、
最
後
に
御
扉
（
本
殿

の
扉
）
を
閉
じ
無
事
に
祭
典
を
終
え
た
と
き
が
ホ
ッ
と
す
る
瞬
間
で
す
。
そ
し
て
直
会

の
儀
で
現
実
の
世
界
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
お
祭
り
が
変
わ
る
こ
と
な
く
連
綿
と
続
き
、
そ
れ
を
支
え
る
氏
子
・
崇
敬
者
が
そ
の

向
こ
う
に
我
が
民
族
子
孫
の
姿
が
見
え
隠
れ
し
て
い
て
、
夜
明
け
は
も
う
少
し
だ
と
祖

先
の
声
が
聞
こ
え
そ
う
な
思
い
が
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
い
の
　
み
つ
よ
・
飯
野
八
幡
宮
　
宮
司
）

ほ
う

え
も
ん
じ
ゃ

さ
ん
ろ
う

さ
い
ふ
く

け
っ
さ
い

み
と
び
ら


