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南
無
阿
弥
陀
仏

南
無
阿
弥
陀
仏

大
町
山
岳
博
物
館
よ
り
南
に
下
る
道
を
約
百
メ
ー

ト
ル
行
-
と
'
そ
こ
に
は
仏
様
た
ち
が
綺
か
に
眠
っ

て
居
ら
れ
る
墓
地
公
園
が
あ
り
ま
す
｡

お
彼
岸
も
近
づ
い
た
或
る
日
の
午
後
､
ぽ
か
ぽ
か

と
暖
か
い
日
和
に
誘
わ
れ
て
､
妻
と
連
れ
立
っ
て
散

歩
が
て
ら
お
墓
参
り
に
出
か
け
ま
し
た
｡

ひ
と
頃
は
一
面
の
銀
世
界
た
っ
た
の
に
､
あ
ち
こ

ち
す
っ
か
り
解
け
て
き
て
､
仏
様
た
ち
も
､

｢
も
う
す
ぐ
彼
岸
だ
ね
ノ
｣
と
言
っ
て
い
る
気
配
｡

『
人
生
の
岐
路
』
は
全
-
不
思
議
な
も
の
-
-
｡

辰
野
の
学
校
よ
り
転
勤
の
時
､
校
長
先
生
は
'
麻

積
小
と
大
町
小
の
二
校
に
交
渉
し
て
下
さ
り
'

｢
先
に
O
K
が
来
た
学
校
に
行
く
だ
ぞ
/
｣
と
｡

か
-
し
て
初
め
て
の
土
地
大
町
へ
〃
‥
以
来
三
十

年
余
の
大
町
生
活
｡
家
を
新
築
し
､
娘
を
市
内
に
嫁

が
せ
'
お
ま
け
に
基
地
も
購
入
｡
平
成
元
年
に
は
石

塔
を
建
て
'
仏
様
の
戒
名
と
共
に
私
共
ま
で
戒
名
を

授
与
し
て
戴
き
､
石
に
刻
ん
で
あ
る
の
で
す
｡

今
に
し
て
思
え
ば
､
あ
の
時
も
し
麻
積
に
決
ま
っ

て
い
た
を
ら
ば
､
ど
の
よ
う
な
運
命
に
変
っ
て
い
た

の
か
と
'
考
え
て
も
不
思
議
を
人
生
の
岐
路
で
し
た
｡

我
が
家
の
仏
様
を
ね
ん
ご
ろ
に
拝
ん
だ
後
､
何
校

か
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
た
中
の
一
枚
が
こ
の
写
真
で

す
が
､
私
ど
も
夫
婦
も
年
と
共
に
仏
様
の
世
界
に
近

く
な
っ
た
故
か
､
お
墓
参
り
は
よ
く
し
ま
す
｡
そ
れ

に
国
の
内
外
の
古
寺
古
仏
を
訪
ね
､
そ
の
思
い
出
も

い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
が
､
そ
の
中
で
も
特
に
､
お
釈

迦
様
が
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
を
開
か
れ
た
と
い
う
イ

ン
ド
の
ブ
ノ
ダ
ガ
ヤ
で
､
妻
と
一
緒
に
般
若
心
経
を

一
心
に
と
な
え
た
時
の
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
感
激

と
し
て
深
-
心
に
残
っ
て
い
ま
す
｡

我
が
家
の
お
墓
は
､
ア
ル
プ
ス
の
眺
め
の
大
変
よ

い
所
に
あ
り
ま
す
｡
い
ず
れ
は
此
処
が
永
遠
の
住
み

家
と
な
る
訳
で
す
が
'
時
々
墓
か
ら
首
を
出
し
て
'

｢
ア
ル
プ
ス
に
ま
た
雪
が
来
ま
し
た
ね
え
〃
亡

な
ん
て
眺
め
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
?
｡

へ
大
町
市
在
住
)
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表1　高速道線上で事故死した動物敵

(日暮遭繊公団調べ)

鰭請博と山

街
に
タ
ヌ
キ
が
や
っ
て
き
た

山
　
口
　
佳
秀

神
奈
川
県
秦
野
市
で
の
生
態
観
察
を
も
と
に
､
土

地
開
発
に
よ
っ
て
減
少
す
る
生
息
域
に
た
た
手
を
こ

ま
ね
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
-
､
側
溝
'
下
水
溝
な

ど
を
け
も
の
道
と
し
て
利
用
し
､
積
極
的
に
住
宅
地

に
出
没
し
始
め
た
ポ
ン
ド
タ
ヌ
キ
の
こ
と
を
報
告
し

て
早
い
も
の
で
1
年
に
在
る
(
文
献
-
)
0

こ
の
傾
向
は
予
想
以
上
の
ス
ピ
ー
ド
で
'
丹
沢
､

箱
根
の
山
麓
に
あ
る
新
興
住
宅
地
は
も
と
よ
り
､
概

浜
市
､
川
崎
市
の
ご
く
一
部
の
市
街
地
を
除
-
県
下

全
域
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
｡
ま
た
へ
小
田
原
市
や

藤
沢
市
､
相
模
原
市
､
大
和
市
､
座
間
市
､
川
崎
市
､

梯
浜
市
な
ど
県
内
の
ほ
と
ん
ど
の
市
町
村
か
ら
｢
証

誠
寺
も
び
っ
く
り
､
タ
ヌ
キ
1
 
2
匹
｡
庭
賑
わ
す
｡
｣
を

ど
と
マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
す
ほ
ど
餌
づ
け
さ
れ
る
個

体
群
も
多
い
｡
そ
し
て
今
日
で
は
､
郡
市
周
辺
部
か

ら
､
人
口
密
集
地
に
僅
か
に
残
る
孤
立
林
へ
と
よ
り

生
息
域
を
拡
大
す
る
傾
向
が
み
え
る
｡

自
然
乱
開
発
時
代
に
お
け
る
生
息
域
の
消
滅
､
農

薬
農
業
全
盛
時
代
の
農
薬
禍
な
ど
の
悪
夢
か
ら
解
放

さ
れ
､
や
っ
と
の
思
い
で
地
獄
か
ら
這
い
上
が
り
'

改
め
て
都
市
型
動
物
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
た
か

の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
出
し
た
タ
ヌ
キ
の
現
状
と
､
こ

ん
を
都
会
派
タ
ヌ
キ
の
未
来
は
明
る
い
の
か
考
え
て

み
た
い
｡都

会
派
タ
ヌ
キ
は
残
飯
頼
り

2
0
年
程
前
､
人
々
の
間
で
は
ま
だ
タ
ヌ
キ
に
関
心

が
薄
か
っ
た
頃
､
束
丹
沢
山
麓
の
神
の
川
産
の
い
わ

ゆ
る
山
地
の
タ
ヌ
キ
と
鎌
倉
市
十
二
所
､
鎌
倉
霊
園

付
近
の
人
里
に
す
む
タ
ヌ
キ
2
個
体
の
胃
内
容
物
を

分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
(
文
献
2
)
｡
山
地
性
の
タ

ヌ
キ
に
は
'
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
､
カ
マ
ド
ウ
マ
､
サ
ル

ナ
シ
､
ク
サ
ボ
ケ
､
カ
キ
､
ツ
ナ
ダ
リ
を
ど
い
か
に

も
生
息
環
境
を
特
徴
づ
け
る
が
の
ご
と
く
の
食
件
で

あ
っ
た
｡
一
方
､
人
里
の
タ
ヌ
キ
に
は
小
豆
､
カ
マ

ド
ウ
マ
､
カ
マ
キ
リ
､
ク
サ
ボ
ケ
な
ど
が
認
め
ら
れ
､

謹
前
の
供
え
物
を
摂
食
す
る
な
ど
人
為
的
な
食
物
に

か
な
り
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
で
き
た
｡

そ
の
後
､
一
九
八
八
年
二
月
と
四
月
に
座
間
市
栗

原
の
県
道
で
輪
禍
に
よ
る
タ
ヌ
キ
2
個
体
を
入
手
し

胃
内
容
物
を
調
査
す
る
機
会
を
得
た
｡

調
査
と
い
っ
て
も
､
新
鮮
を
標
本
で
は
左
か
っ
た

た
め
詳
細
を
分
析
は
不
可
能
で
あ
っ
た
が
､
1
個
体

か
ら
は
ソ
ー
セ
ー
ジ
'
パ
ン
と
思
わ
れ
る
デ
シ
フ
ン

質
状
の
も
の
を
確
認
し
た
｡
ま
た
､
残
り
の
個
体
の

胃
内
容
物
の
大
部
分
は
不
明
物
で
あ
っ
た
が
､
そ
の

中
に
ご
飯
粒
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
'
い
ず
れ
の
タ

ヌ
キ
も
餌
づ
け
用
に
供
給
さ
れ
た
食
物
'
あ
る
い
は

家
庭
残
飯
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
'
都

会
派
タ
ヌ
キ
の
食
性
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
た
｡そ

ん
な
折
､
川
崎
市
青
少
年
科
学
館
が
市
内
に
生

息
す
る
タ
ヌ
キ
の
生
態
調
査
を
実
施
し
､
タ
ヌ
キ
の

食
物
の
大
部
分
は
人
間
の
出
す
残
飯
に
頼
っ
て
い
る

と
い
う
､
都
会
派
タ
ヌ
キ
の
食
性
を
頗
署
に
表
す
報

告
が
出
た
｡
一
九
八
八
年
三
月
か
ら
九
〇
年
に
か
け

て
川
崎
市
内
で
収
集
し
た
タ
ヌ
キ
2
5
個
体
の
胃
内
容

物
を
分
析
し
た
結
果
､
残
飯
類
は
争
闘
を
通
じ
て
常

に
5
割
以
上
の
高
い
割
合
を
示
し
た
｡
特
に
冬
期
に

は
他
の
食
物
は
出
現
し
て
お
ら
ず
､
残
飯
の
み

が
出
現
し
て
い
る
と
い
う
｡
残
飯
の
中
身
は
'

ご

飯

粒

､

ニ

ン

ジ

ン

､

ネ

ギ

､

ト

ウ

モ

ロ

コ

シ

､

ソ
ー
セ
ー
ジ
､
豚
肉
､
ウ
メ
ホ
シ
の
種
､
タ
マ

ゴ
の
巌
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
ビ
ニ
ー
ル
､
ゴ
ム
､

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
､
ア
ル
ミ
フ
ォ
イ
ル
等
屯
田

現
し
て
お
り
､
こ
の
分
析
結
果
か
ら
都
市
周
辺

部
の
タ
ヌ
キ
に
と
っ
て
残
飯
翔
が
最
も
重
要
な

食
物
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
内

容
で
あ
っ
た
　
(
文
献
3
)
｡

一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
野
生
動
物
の
栄
餐

サ
イ
ク
ル
は
､
実
り
の
多
い
秋
期
に
多
血
の
餌

を
摂
食
し
て
皮
下
脂
肪
を
蓄
積
し
､
冬
期
の
餌

の
不
足
す
る
時
期
に
消
質
し
て
い
る
と
い
わ
れ

る
｡

た
が
'
都
会
派
タ
ヌ
キ
に
は
､
生
活
排
水
に
含
ま

れ
る
残
飯
､
ゴ
ミ
罷
き
場
の
生
ゴ
ミ
　
(
特
に
ビ
ニ
ー

ル
袋
に
入
っ
た
生
ゴ
ミ
は
､
野
良
ネ
コ
に
よ
っ
て
袋

が
破
か
れ
∴
ネ
コ
が
食
べ
散
ら
か
し
た
積
り
を
タ
ヌ

キ
が
利
用
す
る
の
を
秦
野
市
で
観
察
し
て
い
る
)
､

家
庭
菜
園
で
栽
培
さ
れ
る
季
錐
の
野
菜
､
餌
つ
け
に

よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
食
物
や
時
に
は
ネ
ズ
ミ
､
昆
虫
､

ミ
ミ
ズ
を
ど
本
来
の
帥
?
を
探
食
す
る
を
ど
'
年
間

を
通
じ
て
供
給
さ
れ
る
食
物
址
に
変
動
が
な
い
｡
そ

の
た
め
､
栄
嚢
サ
ィ
ク
ル
に
変
化
が
生
じ
'
そ
の
結

果
が
タ
ヌ
キ
の
繁
殖
力
'
個
体
群
の
増
加
の
一
つ
の

要
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

都
会
派
タ
ヌ
キ
受
難
の
図

(
そ
の
-
)
多
発
す
る
輪
禍
死

神
奈
川
県
で
は
一
九
九
〇
年
度
約
5
万
件
､
死
者

5
-
5
名
を
数
え
る
な
ど
全
国
の
死
亡
交
通
事
故
ワ
ー
ス

ト
ワ
ン
の
深
刻
な
事
態
が
続
い
て
い
る
が
､
野
生
動

物
に
わ
い
で
も
こ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
､
続
々
と
交

通
事
故
で
死
ん
で
い
る
｡

一
般
に
野
生
動
物
の
交
通
事
故
の
多
-
は
､
新
設

道
路
に
よ
っ
て
野
生
動
物
の
行
動
圏
が
分
断
さ
れ
る

た
め
に
生
じ
る
こ
と
が
多
く
'
最
も
危
険
を
の
は
新

設
早
々
の
高
速
道
路
と
い
わ
れ
る
｡
近
年
､
高
速
道

路
は
土
地
高
騰
な
ど
人
間
本
位
の
環
境
作
り
の
た
め

山
の
中
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
が
多
-
､
事
故
に
遭
う

野
生
動
物
は
急
激
に
増
加
し
て
い
る
(
秦
-
)
｡

県
内
の
場
合
は
`
開
発
に
よ
る
生
息
地
の
分
断
が

原
因
の
交
通
事
故
ば
か
り
で
は
な
い
よ
う
だ
｡

一
九
八
〇
年
以
前
に
は
､
丹
沢
山
塊
の
山
麓
部
で

年
間
2
､
3
件
の
事
故
が
報
告
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ

な
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
一
九
八
〇
年
以
降
県
内
各

地
で
タ
ヌ
キ
が
目
撃
さ
れ
出
す
の
と
時
を
同
じ
く
し

て
､
厚
木
市
七
沢
､
清
川
村
'
山
北
町
を
ど
で
交
通

事
故
に
遭
い
道
端
で
無
残
を
最
期
を
遂
げ
て
い
る
タ

ヌ
キ
が
報
告
さ
れ
出
し
た
｡
そ
し
て
､
八
〇
年
代
中

頃
に
在
る
と
､
秦
野
市
､
伊
勢
原
市
､
平
塚
市
'
厚

木
市
や
､
三
浦
半
島
の
隣
須
賀
市
､
三
浦
市
な
ど
か

ら
年
間
7
0
-
5
0
件
の
事
故
が
報
告
さ
れ
る
な
ど
､
交

通
事
故
多
発
地
域
が
都
市
周
辺
部
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
在
っ
た
｡
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筒濃につけられたタヌキの足蕗｡嚢をあけるとタヌキがけもの道として利用しているかどうか調査できる｡

筒濃に入る前に道端でひと休みする若いタヌキ

そ
の
後
､
八
〇
年
代
後
半
に
は
交
通
事
故
に
遭
う

タ
ヌ
キ
は
急
増
し
､
そ
の
現
場
も
桟
浜
市
､
川
崎
市
､

大
和
市
､
座
間
市
な
ど
都
市
周
辺
部
は
も
と
よ
り
､

よ
り
人
口
密
集
地
に
移
勤
し
出
し
た
｡
一
九
九
〇
年

度
､
交
通
事
故
な
ど
に
遭
い
保
護
さ
れ
た
タ
ヌ
キ
は

1
3
6
個
体
(
県
立
自
然
保
獲
セ
ン
タ
ー
で
6
5
個
体
)
に

な
る
と
い
う
｡
こ
れ
ら
は
､
事
故
に
遭
っ
た
も
の
の

運
良
-
一
命
を
取
り
留
め
て
保
誰
さ
れ
た
タ
ヌ
キ
で
'

す
で
に
あ
の
世
に
旅
立
っ
て
い
っ
た
個
体
は
､
哀
れ

を
ま
ま
の
姿
で
放
許
さ
れ
る
か
運
が
良
く
で
も
清
掃

局
に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
て
し
ま
う
｡
こ
の
よ
う
雀
輪

禍
死
の
タ
ヌ
キ
を
含
め
る
と
想
像
を
超
え
た
個
体
が

交
通
事
故
に
遭
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡

ま
た
､
タ
ヌ
キ
が
と
て
も
生
息
し
て
い
そ
う
も
な

い
よ
う
な
市
街
地
の
交
差
点
で
輪
禍
に
遭
う
個
体
が

多
い
の
も
特
徴
だ
｡

一
九
八
〇
年
以
降
'
急
激
に
増
加
し
出
し
た
タ
ヌ

キ
の
交
通
事
故
の
原
因
は
､
限
り
な
-
進
む
車
社
会

と
､
新
設
道
路
に
よ
る
生
息
地
の
分
断
､
そ
れ
に
加

え
て
適
応
力
の
強
い
タ
ヌ
キ
が
側
溝
､
U
字
溝
を
ど

を
生
活
を
支
え
る
ハ
ビ
タ
ッ
ト
と
し
て
取
り
入
れ
､

都
市
環
境
へ
積
極
的
に
進
出
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
｡

(
そ
の
2
)

犬
ジ
ス
テ
ン
パ
ー
､
フ
ィ
ラ
リ
ア
症
な
ど
新
た
な
競
い

合
か
ら
1
年
ほ
ど
前
､
梯
須
賀
市
在
住
の
土
岐
獣

医
師
か
ら
､
三
浦
半
島
で
交
通
事
故
に
遭
っ
た
タ
ヌ

キ
3
2
個
体
を
解
剖
し
､
そ
の
内
の
数
個
体
か
ら
犬
糸

状
虫
を
検
出
し
､
液
浸
標
本
で
保
管
し
て
い
る
も
の

を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
｡
そ
の
時
獣
医

師
は
､
近
い
う
ち
に
タ
ヌ
キ
の
世
界
に
も
こ
の
病
気

が
広
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
が
､
最
近
現
実
と

在
っ
て
き
て
い
る
｡

県
内
で
は
一
九
七
五
年
頃
､
犬
の
恐
ろ
し
い
病
気

の
ひ
と
つ
犬
ジ
ス
テ
ン
パ
ー
が
丹
沢
山
麓
周
辺
で
流

行
し
､
多
数
の
タ
ヌ
キ
が
死
ん
だ
と
い
う
｡
そ
の
後

は
飼
い
犬
の
予
防
獣
医
学
が
発
達
し
､
今
や
ウ
イ
ル

ス
を
病
原
体
と
す
る
こ
の
流
行
病
も
完
壁
に
制
御
予

防
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
｡

最
近
､
鎌
倉
市
を
は
じ
め
各
地
か
ら
'
タ
ヌ
キ
の

へ

い

し

弊
死
体
が
頻
繁
に
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
､
桟
浜

市
立
金
沢
動
物
園
が
死
因
を
調
査
し
た
結
果
､
犬
の

病
気
の
フ
ィ
ラ
リ
ア
症
と
わ
か
っ
た
と
い
う
｡

私
が
秦
野
市
で
最
初
に
観
察
し
た
側
溝
を
利
用
す

る
タ
ヌ
キ
3
個
体
は
'
昨
年
の
夏
に
弊
死
体
で
発
見

さ
れ
温
室
の
脇
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
隣
人
か

ら
最
近
聞
い
た
｡
フ
ィ
ラ
リ
ア
症
が
原
因
か
ど
う
か

お
か
ら
な
い
が
､
タ
ヌ
キ
に
と
っ
て
恐
ろ
し
い
犬
の

伝
染
病
を
ど
と
の
新
た
を
戦
い
が
始
ま
っ
て
い
る
｡

(
そ
の
3
)

放
猷
タ
ヌ
キ
､
山
に
戻
れ
ず
人
里
に
死
す

県
で
は
'
野
生
傷
病
鳥
獣
保
護
事
業
と
し
て
､
自

然
保
護
セ
ン
タ
ー
や
､
桟
浜
市
野
毛
山
動
物
園
､
金

沢
動
物
園
を
ど
を
中
心
に
､
野
犬
に
襲
わ
れ
た
り
､

交
通
事
故
に
遭
い
け
が
を
し
た
鳥
獣
を
看
護
し
､
元

気
に
在
っ
た
個
体
は
鳥
獣
保
護
区
に
放
し
て
い
る
｡

敗
戦
さ
れ
た
タ
ヌ
キ
が
ど
ん
を
行
動
を
と
る
が
を
探

ろ
う
と
､
2
個
体
の
成
獣
に
電
波
発
信
機
を
つ
け
追

跡
調
査
を
し
た
｡
そ
の
結
果
'
2
個
体
は
す
ぐ
に
町

に
ま
い
戻
り
､
1
カ
月
も
し
な
い
う
ち
に
交
通
事
故

を
ど
で
相
次
い
で
死
亡
し
た
と
い
う
｡

放
散
し
た
総
て
の
タ
ヌ
キ
が
こ
の
よ
う
を
行
動
を

と
ろ
と
は
考
え
ら
れ
老
い
が
､
都
会
派
タ
ヌ
キ
に
と

っ
て
山
は
棲
み
に
く
い
の
か
も
知
れ
な
い
｡

街
の
タ
ヌ
キ
に
思
う
こ
と

都
市
環
境
に
潜
れ
る
残
飯
類
を
ど
の
安
定
し
た
供

給
を
求
め
て
進
出
し
た
タ
ヌ
キ
は
'
都
市
型
動
物
と

し
て
の
地
位
を
確
保
し
た
か
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
｡
確
か
に
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
進
行
す
れ
ば

｢
ド
ブ
ダ
ヌ
キ
｣
の
出
現
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
｡

だ
が
待
て
よ
｡

具
体
的
を
資
料
が
乏
し
-
ま
っ
た
-
の
推
測
の
域

を
出
な
い
が
､
衝
か
ら
タ
ヌ
キ
が
消
え
る
日
は
ご
く

近
く
に
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
在
ら
な
い
｡
ま
し

て
､
部
市
近
郊
の
山
麓
部
に
生
息
域
を
も
つ
タ
ヌ
キ

ま
で
も
が
-
-
｡

1
年
前
､
私
が
住
ん
で
い
る
周
辺
で
は
'
側
溝
を

利
用
す
る
タ
ヌ
キ
以
外
に
も
多
数
の
タ
ヌ
キ
が
生
息

し
て
い
た
が
､
現
在
で
は
足
跡
を
探
す
の
も
苦
労
す

る
ほ
ど
に
在
っ
て
し
ま
っ
た
｡
何
が
原
因
か
は
定
か

で
は
な
い
｡

今
'
ワ
ー
プ
ロ
は
新
し
い
漢
字
を
簡
単
に
造
る
こ

と
が
で
き
る
｡
タ
ヌ
キ
は
深
山
よ
り
も
里
近
き
を
好

ん
で
棲
息
す
る
た
め
ケ
モ
ノ
偏
に
　
｢
里
｣
と
書
き
狸

と
い
う
漢
字
に
な
っ
た
と
い
う
｡
今
は
'
ケ
モ
ノ
偏

に
｢
街
｣
を
つ
け
て
呼
ば
せ
た
ほ
う
が
似
合
っ
て
い

る
｡
そ
の
う
ち
､
ケ
モ
ノ
偏
に
　
｢
探
｣
を
つ
け
て
､

た
ぬ
き
と
呼
ば
せ
る
日
が
ご
く
近
い
将
来
に
迫
っ
て

い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
｡

《
引
用
文
献
》

-
､
山
口
佳
秀
一
九
八
八

神
奈
川
自
然
誌
資
料
9
号
｡

2

'

　

同

　

　

一

九

七

六

神
奈
川
県
博
研
究
報
告
9
号
｡

3
､
山
本
祐
治
一
九
九
一

川
崎
市
自
然
環
境
調
査
報
告
2
号
｡

(
神
奈
川
県
立
博
物
館
)
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鰭物博ど山

大
沢
の
石
室
に
つ
い
て
　
(
後
)峯

村

　

　

隆

信
濃
鉄
道
･
今
井
五
介
の
着
眼
点

信
濃
鉄
道
株
式
会
社
は
明
治
4
5
年
3
月
､
松
本
～

大
町
間
の
軽
便
鉄
道
の
開
業
を
め
ざ
し
て
資
本
金
0
0

万
円
で
設
立
さ
れ
た
｡
当
初
'
社
長
に
は
大
阪
の
実

業
家
'
才
賀
藤
吉
が
就
任
し
､
本
業
の
才
買
電
機
商

会
と
工
事
契
約
を
結
ん
だ
｡
と
こ
ろ
が
4
カ
月
後
に

同
商
会
は
倒
産
｡
事
態
を
受
け
て
"
製
糸
王
〃
片
倉

謙
太
郎
の
実
弟
､
今
井
五
介
片
倉
製
糸
松
本
工
場
長

が
社
長
に
就
任
し
た
｡
大
正
2
年
4
月
､
よ
う
や
く

松
本
市
駅
(
現
北
松
本
駅
)
　
で
起
工
式
が
行
わ
れ
､

大
正
5
年
1
月
に
信
濃
大
町
駅
ま
で
の
全
通
を
み
た

こ
の
鉄
道
事
業
は
､
片
倉
製
糸
の
資
本
と
今
井
五
介

の
主
導
力
あ
っ
て
の
実
現
だ
っ
た
と
い
う
｡
(
*
4
)

今
井
五
介
率
い
る
信
濃
鉄
道
は
開
通
当
初
か
ら
北

ア
ル
プ
ス
と
仁
科
三
湖
に
代
表
さ
れ
る
松
本
～
白
馬

間
の
風
光
を
誘
客
の
資
源
と
し
て
着
目
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
｡
信
濃
木
崎
夏
期
大
学
の
開
校
(
大
正
6

年
)
　
に
む
け
で
の
献
身
的
と
も
い
え
る
援
助
､
矢
沢

米
三
郎
･
河
野
齢
蔵
を
中
心
と
す
る
県
下
初
の
本
格

的
山
岳
団
体
と
い
え
る
信
濃
山
岳
会
の
創
設
　
(
大
正

8
年
･
母
体
は
明
治
4
4
年
に
発
足
し
た
信
濃
山
岳
研

究
会
)
　
へ
の
協
力
､
『
日
本
ア
ル
プ
ス
案
内
』
と
い

う
観
光
･
登
山
ガ
イ
ド
の
継
続
的
な
自
社
刊
行
を
ど

に
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
｡

そ
れ
ば
か
り
で
は
を
い
｡
『
山
岳
』
1
3
-
1
　
(
大

正
1
年
1
 
2
月
発
行
)
　
の
雑
報
で
慎
太
郎
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
｡
｢
-
‥
黒
部
川
の
籠
渡
し
に
六
月

マ
マ

中
に
信
野
鉄
道
の
後
援
で
修
理
せ
ら
れ
ま
し
た
]

つ
ま
り
信
濃
鉄
道
は
､
登
山
客
の
誘
致
に
関
し
て

単
に
側
面
か
ら
働
き
か
け
る
ば
か
り
で
を
く
､
登
山

ル
ー
ト
の
整
備
と
い
う
直
接
的
を
支
援
を
も
行
っ
た

の
で
あ
り
'
白
馬
岳
と
な
ら
び
当
時
人
気
の
高
か
っ

た
針
ノ
木
峠
～
立
山
の
コ
ー
ス
に
着
目
し
て
い
た
こ

と
が
推
察
さ
れ
る
｡

現
在
の
と
こ
ろ
信
濃
鉄
道
が
大
沢
石
室
の
建
設
資

金
を
提
供
し
た
と
い
う
明
確
を
資
料
は
見
つ
か
っ
て

い
な
い
｡
だ
が
､
登
山
の
普
及
に
と
り
く
む
石
室
の

設
計
者
､
河
野
齢
蔵
と
の
利
害
は
一
致
し
て
お
り
､

結
び
つ
き
も
自
然
に
思
わ
れ
る
｡
ま
た
､
実
際
に
誰

が
工
事
に
あ
た
り
､
当
初
誰
が
管
理
し
た
か
も
未
だ

不
明
で
あ
る
｡
少
を
く
と
も
慎
太
郎
が
直
接
関
与
し

て
い
を
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
､
萩
山
碇
の
創
始
者
､

赤
沼
千
尋
の
次
の
一
文
か
ら
も
う
か
が
え
る
｡

｢
私
は
大
正
十
年
､
燕
岳
に
小
さ
な
山
狂
を
建
て
る

こ
と
に
し
た
が
､
当
時
の
山
岳
会
か
ら
は
異
端
祝
さ

れ
た
｡
私
は
こ
の
た
め
に
日
本
山
岳
会
を
脱
会
し
た

の
で
あ
る
｡
親
友
の
百
瀬
で
さ
え
も
､
山
花
を
建
て

る
こ
と
は
山
を
富
浦
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
､
暗

に
批
難
し
て
い
た
当
時
で
あ
る
｡
そ
の
百
瀬
を
私
が

再
三
誘
惑
し
た
の
で
'
つ
い
に
大
正
十
四
年
あ
の
気

の
強
い
百
瀬
も
針
の
木
に
大
沢
小
屋
を
建
て
る
こ
と

に
在
っ
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
.
]
　
(
*
5
)

今
後
調
査
を
続
け
た
い
｡

石
室
の
運
命

昭
和
2
年
の
平
村
役
場
学
務
書
類
編
冊
に
は
､
6

局
-
日
付
の
｢
県
営
石
室
修
理
二
関
ス
ル
件
｣
と
い

う
文
書
が
あ
る
｡
内
容
は
､
県
が
昨
年
同
様
に
爺
ケ

岳
､
針
ノ
木
岳
の
県
営
石
室
の
修
理
を
平
村
に
委
託

し
た
い
旨
の
通
知
で
あ
る
｡

明
-
る
昭
和
3
年
､
平
村
は
県
知
事
か
ら
9
月
1
0

日
付
で
針
ノ
木
峠
と
爺
ケ
岳
の
県
営
石
室
の
無
償
交

付
の
指
令
書
を
受
け
　
(
*
6
)
'
村
議
会
は
1
 
2
月
2
6

日
､
両
石
室
を
村
有
財
産
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
を

議
決
す
る
｡
(
*
1
)

こ
こ
に
現
わ
れ
る
針
ノ
木
岳
あ
る
い
は
針
ノ
木
峠

の
県
営
石
室
と
は
､
明
ら
か
に
大
沢
の
石
室
で
あ
る
｡

い
つ
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
県
に
移
管
さ
れ
た
か
も
詳

ら
か
で
は
な
い
が
､
昭
和
4
年
の
シ
ー
ズ
ン
か
ら
村

営
石
室
と
し
て
利
用
さ
れ
る
に
至
る
｡
平
村
は
こ
の

年
､
従
来
の
石
室
に
加
え
て
管
理
人
居
室
兼
炊
事
室

も
増
築
し
て
'
夏
場
の
登
山
者
の
値
を
は
か
っ
た
｡

(
*
8
)

た
が
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
も
良
く
は
縮
か
を
か
っ

た
よ
う
で
'
昭
和
1
 
0
年
代
の
前
半
に
は
夏
場
も
無
人

と
在
り
､
や
が
て
修
理
も
行
わ
れ
を
く
な
っ
て
瓦
解

す
る
｡
5
0
人
を
収
容
し
た
と
い
う
石
室
の
面
影
も
､

今
は
も
う
を
い
｡

*
4
　
『
信
州
の
鉄
道
物
語
』
信
濃
毎
日
新
聞
社

*
5
　
『
山
の
天
辺
』
赤
沼
千
尋
　
束
峰
葦
原

*
6
　
『
学
務
書
類
縞
冊
』
S
4
　
平
村
役
場

*
7
　
『
平
村
会
議
録
』
S
3
　
　
　
同

*
8
　
『
学
務
関
係
綴
』
S
5
　
　
　
同

小
柄
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
､
丸
山
彰
氏
･
長
沢

武
氏
･
大
日
方
健
氏
･
佐
藤
貢
氏
･
小
平
千
文
民
に

は
特
に
お
世
話
に
在
り
ま
し
た
｡
お
礼
申
し
上
げ
ま

す

｡

　

　

　

　

　

　

(

山

岳

博

物

館

　

学

芸

員

)

博
物
館
だ
よ
り

特
別
展
の
ご
案
内

○
川
口
邦
雄
写
真
展
　
時
の
風
物
詩

4
月
1
 
9
日
㈲
-
5
月
1
 
0
日
㈲

山
岳
写
真
家
･
自
然
科
学
写
真
家
と
し
て
幅
広
い

活
躍
を
さ
れ
て
い
る
川
口
邦
雄
氏
の
県
下
初
の
写
真

展
で
す
｡
テ
ー
マ
は
『
時
』
｡
自
然
の
ス
ピ
ー
ド
の

中
で
の
連
続
し
た
も
の
と
し
て
『
時
』
を
見
る
と
き
､

も
の
が
新
し
い
見
え
方
を
し
て
く
る
と
い
い
ま
す
｡

『
時
』
と
い
う
文
法
で
読
ん
だ
地
球
の
様
々
を
表
情

を
､
第
1
部
｢
山
の
自
然
･
野
の
自
然
帳
｣
 
､
第
2

部
｢
失
わ
れ
た
時
へ
の
旅
(
ア
メ
リ
カ
西
部
･
恐
竜

の
昔
)
｣
の
2
部
構
成
で
紹
介
し
ま
す
｡

訂
正
　
先
月
号
4
P
　
2
段
目
･
扇
-
扉
　
3
段
目
･

受
負
-
請
負
　
の
誤
り
で
す
｡

山

と

博

物

館

第

3

7

巻

第

2

号

一
九
九
二
年
三
月
二
十
五
日
発
行

発
行
所
　
長
野
県
大
町
市
　
T
E
L
⑳
〇
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館

印
刷
所
　
長
野
県
大
町
市
債
町

大

糸

　

タ

イ

ム

　

ス

　

印

刷

部

定
　
価
　
年
領
一
'
二
三
〇
円
(
送
料
共
)
(
切
手
不
可
)
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長
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三
)


