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イヌワシとクマタカ

　

す
ば
し
っ
こ
い
キ
ツ
ネ
や
、
と
き
に
は
自
分
よ
り
大
き
い
シ
カ
な

ど
も
襲
う
た
め
、
力
と
勇
気
の
象
徴
と
し
て
、
古
く
か
ら
崇
め
ら
れ

て
き
た
。
王
家
や
貴
族
の
紋
章
と
し
て
、
好
ん
で
取
り
入
れ
ら
れ
て

き
た
の
は
こ
の
た
め
だ
。
生
態
系
の
頂
点
に
君
臨
す
る
、
ま
さ
に
王

者
に
ふ
さ
わ
し
い
大
型
の
鷲
だ
。

　

か
た
や
ク
マ
タ
カ
は
、
イ
ン
ド
北
東
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
、
中

国
南
部
、
台
湾
な
ど
に
棲
息
す
る
精
悍
な
猛
禽
だ
。
ア
ジ
ア
に
十
種

が
知
ら
れ
て
い
る
中
で
、
日
本
が
北
限
で
も
っ
と
も
体
が
大
き
い
。

営
巣
・
繁
殖
す
る
場
所
は
、
主
に
ブ
ナ
の
原
生
林
が
拡
が
る
山
岳
地

帯
だ
っ
た
が
、
近
年
は
人
里
近
く
に
も
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

後
述
す
る
が
そ
れ
は
、
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
獲
物
に
関
係
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　

タ
カ
と
い
う
名
前
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
き
さ
や
習
性

か
ら
し
て
、
ワ
シ
に
分
類
さ
れ
て
も
少
し
も
お
か
し
く
は
な
い
。
一

般
に
ワ
シ
タ
カ
類
は
、
オ
ス
よ
り
も
メ
ス
の
方
が
少
し
大
き
い
が
、

ク
マ
タ
カ
も
大
き
な
メ
ス
な
ら
ば
、
イ
ヌ
ワ
シ
の
オ
ス
に
匹
敵
す
る
。

因
み
に
英
語
で
は
マ
ウ
ン
テ
ン
・
ホ
ー
ク
・
イ
ー
グ
ル
。
鷹
に
似
た

鷲
と
い
う
意
味
だ
。
新
潟
に
は
両
者
が
営
巣
・
繁
殖
す
る
山
岳
地
帯

　

い
ま
は
気
候
の
変
動
で
な
ん
と
も
い
え
な
い
が
、
日
本
海
は
新
潟

県
の
沖
あ
た
り
で
、
寒
流
と
暖
流
が
ぶ
つ
か
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
た

し
か
小
学
校
で
そ
の
よ
う
に
習
っ
た
憶
え
が
あ
る
。
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

が
多
く
発
生
し
、
好
漁
場
が
形
成
さ
れ
て
、
北
方
系
の
ニ
シ
ン
や
タ

ラ
、
南
方
系
の
マ
グ
ロ
や
ハ
タ
な
ど
が
、
同
じ
区
域
で
捕
獲
さ
れ
た
。

太
平
洋
側
な
ら
福
島
県
や
宮
城
県
の
沖
あ
た
り
だ
ろ
う
。

　

こ
の
傾
向
は
植
物
に
も
当
て
は
ま
る
。
石
川
県
や
福
井
県
の
神
社

に
は
、
北
方
系
の
イ
チ
イ
や
ナ
ナ
カ
マ
ド
と
南
方
系
の
ク
ス
や
シ
イ

が
、
同
じ
場
所
で
仲
良
く
生
育
し
て
い
る
。
そ
し
て
視
点
を
拡
大
す

れ
ば
、
日
本
列
島
全
体
が
世
界
の
中
で
は
、
か
な
り
特
異
な
地
域
で

あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
。

　

表
題
の
イ
ヌ
ワ
シ
は
、
北
半
球
の
高
緯
度
に
広
く
棲
息
す
る
大
型

の
猛
禽
だ
。
世
界
に
は
六
亜
種
が
確
認
さ
れ
、
ウ
サ
ギ
や
キ
ジ
、
ラ

イ
チ
ョ
ウ
な
ど
を
捕
獲
す
る
。
日
本
が
イ
ヌ
ワ
シ
の
南
限
で
、
体
は

も
っ
と
も
小
柄
だ
。
全
身
焦
げ
茶
色
を
し
て
い
る
が
、
英
語
で
は

ゴ
ー
ル
デ
ン
・
イ
ー
グ
ル
。
つ
ま
り
金
鷲
。
北
米
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
、
明
る
い
金
褐
色
を
呈
し
、
日
の
光
を
浴
び
る
と
青
空
や
氷
河
を

背
景
に
美
し
く
映
え
る
。

が
い
ま
も
残
っ
て
い
る
。

　

イ
ヌ
ワ
シ
と
ク
マ
タ
カ
は
、
捕
獲
す
る
獲
物
の
種
類
も
、
棲
息
す

る
場
所
も
リ
ン
ク
し
て
い
る
が
、
上
手
い
具
合
に
住
み
分
け
を
し
て

長
年
共
存
し
て
き
た
。
日
本
の
豊
か
な
自
然
は
、
希
少
動
物
の
楽
園

で
も
あ
っ
た
。
や
や
高
山
帯
を
好
む
イ
ヌ
ワ
シ
は
、
山
の
頂
付
近
か

ら
尾
根
の
上
空
を
帆
翔
・
旋
回
し
、
獲
物
を
見
つ
け
る
と
急
降
下
し

て
襲
い
、
こ
れ
を
捕
食
す
る
。
狩
場
は
樹
木
が
疎
ら
な
斜
面
や
、
雪

崩
が
発
生
し
て
藪
や
蔓
が
削
ら
れ

た
草
原
や
荒
地
だ
。
や
や
明
る
く

開
け
た
場
所
が
棲
息
す
る
条
件
と

な
る
。

　

一
方
ク
マ
タ
カ
は
と
い
え
ば
、

飛
翔
・
降
下
は
似
て
い
る
が
、
枝

が
か
ら
み
合
う
森
林
の
中
を
、
羽

ば
た
き
な
が
ら
追
跡
す
る
姿
も
見

ら
れ
る
。
丸
み
を
帯
び
た
幅
広
な

翼
は
、
逃
げ
る
ヤ
マ
ド
リ
な
ど
を

追
う
の
に
適
し
て
い
る
。
日
本
の

国
土
と
い
う
か
、
森
林
山
岳
地
帯

に
よ
り
適
応
し
て
い
る
の
は
ク
マ

タ
カ
だ
。
密
生
す
る
原
生
林
の
中

で
は
、
小
回
り
が
利
く
の
が
な
に

よ
り
の
武
器
だ
。
ウ
サ
ギ
も
カ
モ

シ
カ
も
、
危
険
を
感
じ
と
れ
ば
す
ぐ
に
生
い
茂
っ
た
藪
の
中
に
身
を

隠
す
か
ら
。

　

い
か
に
優
れ
た
飛
翔
能
力
を
持
っ
て
い
て
も
、
イ
ヌ
ワ
シ
の
グ
ラ

イ
ダ
ー
の
よ
う
な
長
い
翼
で
は
、
藪
の
中
ま
で
追
っ
て
い
く
こ
と
は

で
き
な
い
。
適
応
の
度
合
い
が
、
そ
の
ま
ま
棲
息
数
に
も
表
わ
れ
て

い
る
。
い
さ
さ
か
古
い
数
字
だ
が
、
一
九
九
〇
年
～
二
〇
〇
〇
年
頃

の
デ
ー
タ
―
―
環
境
省
自
然
環
境
局
野
生
生
物
課
の
資
料
に
よ
る

―
―
で
は
推
定
イ
ヌ
ワ
シ
約
五
〇

〇
羽
～
六
〇
〇
羽
に
対
し
、
ク
マ

タ
カ
約
一
四
〇
〇
羽
～
一
八
〇
〇

羽
と
な
っ
て
い
る
（
民
間
の
あ
る

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
の
手
記
に

よ
る
と
、
自
然
界
に
お
け
る
ニ
ホ

ン
イ
ヌ
ワ
シ
の
実
数
は
、
一
五
〇

つ
が
い
三
〇
〇
羽
程
度
だ
っ
た
と

い
う
）。

　

同
じ
地
域
で
長
ら
く
共
存
・
共

栄
し
て
き
た
鷲
と
鷹
だ
が
、
近
年

獲
物
を
め
ぐ
っ
て
争
奪
の
諍
い

が
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
を

辿
っ
て
い
く
と
、
国
の
植
林
事
業

に
行
き
着
く
。
戦
中
戦
後
か
ら
高

度
成
長
期
に
か
け
て
、
営
林
署
は

イ
ヌ
ワ
シ
と
ク
マ
タ
カ

イ
ヌ
ワ
シ
と
ク
マ
タ
カ

松
浪
丞

松
浪
丞



　

か
つ
て
日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
で
も
あ
っ
た
里
山
は
、
恵
み
豊

か
で
生
物
多
様
性
に
も
富
ん
で
い
た
。
シ
イ
タ
ケ
の
榾ほ

た
ぎ木
や
薪
炭
を

確
保
す
る
た
め
、
雑
木
林
が
そ
こ
か
し
こ
に
見
ら
れ
た
。
春
は
山
菜

取
り
や
木
の
芽
摘
み
に
、
秋
は
栗
拾
い
や
茸
狩
り
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
た
。
そ
れ
が
昨
今
で
は
、
放
置
さ
れ
た
杉
林
に
蔓
や
藪
が
は
び

こ
り
、
冬
の
終
り
か
ら
春
に
か
け
て
ス
ギ
花
粉
注
意
報
が
発
令
さ
れ

る
。
い
ま
や
国
民
病
と
も
な
っ
た
花
粉
症
に
、
多
く
の
人
が
鼻
を
詰

ま
ら
せ
、
涙
を
流
し
て
苦
し
ん
で
い
る
。
人
工
の
針
葉
樹
林
に
は
、

ウ
サ
ギ
や
カ
モ
シ
カ
も
住
む
こ
と
が
で
き
ず
、
イ
ヌ
ワ
シ
も
ク
マ
タ

カ
も
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。

　

世
界
で
も
珍
ら
し
い
自
然
と
貴
重
な
野
生
動
物
に
恵
ま
れ
た
我
国
。

北
方
系
と
南
方
系
の
生
命
が
共
存
し
て
き
た
東
ア
ジ
ア
の
細
長
い
列

島
。
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
環
境
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
に
は
、
ど

う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

さ
か
ん
に
ブ
ナ
林
を
伐
採
し
、
杉
や
檜
の
苗
木
の
植
林
を
奨
励
し
た
。

ブ
ナ
は
漢
字
で
木
偏
に
無
と
書
く
。
橅
だ
。
製
材
し
て
も
建
築
用
材

に
適
さ
ず
、
あ
ま
り
使
い
道
が
な
か
っ
た
た
め
だ
と
い
う
。
そ
こ
で

成
長
の
早
い
杉
、
高
く
取
引
さ
れ
る
檜
が
推
奨
さ
れ
た
。
採
算
優
先

と
い
う
こ
と
で
、
日
本
の
国
土
に
は
単
一
針
葉
樹
林
が
拡
が
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
貿
易
の
自
由
化
で
海
外
か
ら
安
い
材
木
が
流
入
し
、
新

し
く
建
て
ら
れ
る
住
宅
に
も
新
建
材
が
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
国
産
の
木
材
の
需
要
は
激
減
し
た
。
荒
れ
た
針
葉
樹
林
は
生
物

多
様
性
に
乏
し
く
、
地
表
の
保
水
力
に
も
劣
る
。
台
風
や
集
中
豪
雨

の
た
び
に
災
害
が
発
生
す
る
。
木
材
価
格
は
低
迷
し
、
国
民
の
多
く

が
花
粉
症
に
悩
ま
さ
れ
る
と
あ
っ
て
は
、
杉
山
は
ま
さ
に
踏
ん
だ
り

蹴
っ
た
り
だ
。

　

深
刻
な
被
害
は
人
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
こ
に
棲
息
す
る
動
植
物

に
も
広
範
囲
に
影
響
す
る
。
人
工
の
針
葉
樹
林
に
は
日
の
光
が
届
き

に
く
く
、
可
憐
な
山
野
草
も
生
育
し
な
い
。
山
野
草
が
育
た
な
け
れ

ば
ノ
ネ
ズ
ミ
や
ウ
サ
ギ
も
殖
え
な
い
。
結
果
、
食
物
連
鎖
の
上
位
の

動
物
、
つ
ま
り
イ
ヌ
ワ
シ
や
ク
マ
タ
カ
も
生
き
て
ゆ
け
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。

　

昭
和
の
時
代
、
効
率
を
追
求
し
て
売
れ
る
木
材
、
稼
げ
る
林
業
を

推
進
し
た
林
野
行
政
。
そ
の
真
摯
な
取
り
組
み
が
行
き
詰
っ
た
の
は

な
ん
た
る
皮
肉
だ
ろ
う
。
頭
脳
明
晰
な
官
僚
の
シ
ナ
リ
オ
が
暗
礁
に

乗
り
上
げ
た
の
は
悲
劇
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
っ
た
く
想
定
外
と
し

か
言
い
よ
う
が
な
い
。
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