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り
、
遙
か
古
代
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法
に
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づ
く
自
由
狩
猟
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か
ら
現
代
各
国
の
狩
猟
権
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に
至
る
狩
猟
の
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と
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密
に

説
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尽
く
し
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狩
猟
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時
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あ
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と
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に
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狩
猟
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。
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三
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律
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猟
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狩
猟
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狩
猟
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狩
猟
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狩
猟
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激
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狩
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狩
猟
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。
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る
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猟
に
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け
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が
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ま
で
出
歩
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て
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る
だ
け
で
あ
る
の
に
、

そ
の
根
本
の
原
因
で
あ
る
猟
区
の
存
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を
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
目
の
前
の
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や
猪
を
害
獣
と
し
て
捕
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す
る
こ
と
に
熱
心
に
な
っ
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い
る
。

こ
の
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題
の
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、
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が
狩
猟
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問
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察
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る
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を
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現
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あ
る
。
つ
ま
り
、
狩
猟
へ

の
無
知
と
無
学
の
態
度
の
産
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い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
せ
め
て
鳥
獣
の
被
害
が
大
問
題
に
な
る
以
前
に
、
日
本
人
が
狩
猟
を
学
問
と

し
て
本
格
的
に
学
ぶ
べ
き
必
要
に
気
付
い
て
い
た
ら
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
い
ま
こ
そ
本
書
に
学
ん
で
、
明
治
以
来
の
失
政
に
よ
る

自
由
狩
猟
制
か
ら
抜
け
出
る
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外
に
は
、
日
本
人
の
歩
む
べ
き
道
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

本
書
の
編
訳
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
十
年
く
ら
い
前
に
新
刊
の
原
著
を
手
に
し
て
感
得
し
た
そ
ん
な
思
い
が
あ
り
、
日
本
人
が
類
書
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