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食
加賀藩

津幡運動公園の近くに立つ猪塚。加賀藩はイノシシの駆除のために、イノ
シシ1頭につき米1升の褒美米を出したことがあります。数日で数千頭の
イノシシが駆除されたことから、供養のために建てられました。

で
は
？
と
い
う
疑
問
を
お
持
ち
に
な
る
方

も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。確
か
に
武
器
と

し
て
の
鉄
砲
は
そ
う
な
の
で
す
が
、実
際
の

農
村
で
は
農
具
、ま
た
は
猟
具
と
し
て
の
鉄

砲
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し

た
。な
ん
な
ら
、加
賀
藩
前
田
家
三
代
利
常

の
時
期
に
は
、藩
か
ら
農
村
に
鉄
砲
が
下
げ

渡
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、5
代
将
軍
綱
吉
が
生
類
憐
み
の

政
策
を
は
じ
め
る
と
、こ
の
よ
う
な
状
況
に

変
化
が
生
ま
れ
ま
す
。綱
吉
は
鉄
砲
改
め
を

全
国
で
行
い
、村
の
鉄
砲
の
数
の
調
査
を

行
っ
た
ほ
か
、猟
師
以
外
の
百
姓
に
は
玉
が

込
め
ら
れ
て
い
な
い
威
鉄
砲
し
か
認
め
な

い
方
針
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。加
賀
藩
は
こ

の
鉄
砲
改
め
を
強
く
進
め
、領
内
で
認
め
ら

れ
た
鉄
砲
数
は
、三
ヶ
国
で
約
一
一
〇
挺
と

い
う
少
な
さ
で
し
た
。ま
た
猟
師
以
外
の
百

姓
が
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
を
殺
し
た
際
に
は
、

必
ず
土
に
埋
め
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い

う
法
令
が
出
さ
れ
、綱
吉
の
時
代
は
日
本
で

も
っ
と
も
肉
を
食
べ
な
か
っ
た
時
期
だ
と

も
言
わ
れ
ま
す
。

　

綱
吉
が
亡
く
な
る
と
生
類
憐
み
の
政
策

も
廃
止
と
な
り
、18
世
紀
半
ば
に
は
猪
や
シ

す
が
、じ
つ
は
江
戸
時
代
に
も
イ
ノ
シ
シ
や

シ
カ
の
獣
害
は
問
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
古
文
書
に
は
、当
時
の
人
々
が

行
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
害
獣
対
策
が
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
。番
小
屋
を
建
て
て
夜
通
し
太

鼓
な
ど
を
鳴
ら
し
て
追
い
払
っ
た
り
、シ
シ

垣
と
呼
ば
れ
る
冊
で
囲
っ
た
り
、落
と
し
穴

に
落
と
し
て
槍
で
突
く
な
ど
様
々
な
方
法

が
あ
り
ま
し
た
が
、一
番
効
果
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
の
は
鉄
砲
で
の
駆
除
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
、鉄
砲
は
豊

臣
秀
吉
の
刀
狩
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
は
ず

アンドリューの
歴史エッセイ

　
最
近
、石
川
県
内
で
も
話
題
の
ジ
ビ
エ
。じ
つ
は
江
戸
時
代
に
も
獣

害
は
あ
り
ま
し
た
。江
戸
時
代
の
人
々
は
、ど
の
よ
う
に
イ
ノ
シ
シ
や

シ
カ
の
被
害
か
ら
、農
作
物
を
守
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

江戸時代の

江
戸
時
代
に
も
あ
っ
た
獣
害
と

そ
の
対
策
と
は

江
戸
時
代
の
村
の
鉄
砲
と
、

五
代
将
軍
綱
吉
の
生
類
憐
み
政
策

生
類
憐
み
政
策
の
終
了
と

肉
食
の
広
ま
り
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江
戸
時
代
の
獣
害
と

ジ
ビ
エ
の
広
ま
り

　

近
年
、全
国
的
に
ノ
シ
シ
や
シ
カ
に
よ
る

農
作
物
へ
の
被
害
が
問
題
と
な
り
、石
川
県

で
も
狩
猟
免
許
を
取
得
す
る
人
が
増
え
て

い
ま
す
。そ
れ
に
あ
わ
せ
て
イ
ノ
シ
シ
や
シ

カ
な
ど
の
野
生
動
物
の
肉
を
食
べ
る
ジ
ビ

エ
が
話
題
に
な
り
、県
内
で
も
ジ
ビ
エ
を
食

べ
ら
れ
る
お
店
が
増
え
て
き
ま
し
た
。ジ
ビ

エ
を
使
っ
た
商
品
も
た
く
さ
ん
販
売
さ
れ

て
お
り
、み
な
さ
ん
も
一
度
は
食
べ
た
こ
と

は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

石
川
県
で
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
が
増
え
出

し
た
の
は
、平
成
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

カ
が
増
加
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
農
村
の
鉄

砲
は
増
加
し
ま
し
た
。当
初
は
イ
ノ
シ
シ
や

シ
カ
肉
を
食
べ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の

で
す
が
、18
世
紀
も
後
半
に
な
る
と
敬
遠
さ

れ
る
こ
と
も
な
く
な
り
一
般
に
食
べ
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
を

食
べ
さ
せ
る
店
は
、江
戸
で
は「
も
も
ん
じ

屋
」と
呼
ば
れ
、主
に
鍋
で
食
べ
ら
れ
ま
し

た
。値
段
は
1
膳
16
文
だ
っ
た
と
そ
う
で
、お

そ
ば
と
同
じ
く
ら
い
の
値
段
で
提
供
さ
れ
て

い
ま
し
た
。こ
れ
が
明
治
に
な
り
、牛
を
使
っ

た
す
き
焼
き
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
す
。
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