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ニホンカモシカの名前を募集します　大町山岳博物館
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･gセム 

今年5月に産まれた2頭のカモシカ(左が12日､右が31日生まれのメス)

大
町
山
岳
博
物
館
の
付
属
園
で
は
､
今
年
五
月
十
二
日
､
三
十
一
日
と
相
つ
い

で
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
の
赤
ち
ゃ
ん
が
産
ま
れ
､
人
工
ほ
乳
で
育
て
ま
し
た
｡
離
乳

後
は
干
し
草
や
野
菜
を
モ
リ
モ
リ
と
食
べ
て
大
き
く
育
っ
て
い
ま
す
｡

生
後
半
年
を
過
ぎ
て
体
調
も
安
定
し
て
き
ま
し
た
の
で
､
二
頭
の
赤
ち
ゃ
ん
カ

モ
シ
カ
の
名
前
を
み
な
さ
ん
か
ら
募
集
し
ま
す
｡

パ
ッ
と
思
い
浮
ん
だ
名
前
､
顔
を
見
て
思
い
つ
い
た
名
前
､
自
分
の
夢
･
希
望

や
カ
モ
シ
カ
へ
の
想
い
を
た
く
し
た
名
前
な
ど
-
-
｡
い
つ
ま
で
も
心
に
残
る
素

敵
な
名
前
を
つ
け
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
｡

な
お
､
応
募
方
法
や
締
切
な
ど
に
つ
い
て
は
本
誌
四
ペ
ー
ジ
末
に
あ
り
ま
す
の

で
､
そ
ち
ら
を
ご
覧
-
だ
さ
い
｡
み
な
さ
ん
か
ら
の
た
-
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
｡

｢
赤
ち
ゃ
ん
カ
モ
シ
カ
た
ち
の
デ
ー
タ
｣

○
平
成
1
 
6
年
5
月
1
 
2
日
生
ま
れ
　
メ
ス
(
写
真
左
)

･
両
親
　
父
親
-
ク
ロ

裳
掲
因

母
親
-
峯
子
　
(
こ
の
両
親
の
1
 
2
頭
目
の
子
ど
も
に
な
り
ま
す
)

･
兄
弟
喜
釦
(
平
成
1
 
3
年
生
ま
れ
･
オ
ス
｢
現
在
､
石
川
県
寮
公
園
で
飼
育

r
J
く
ら
(
平
成
1
4
年
生
ま
れ
･
メ
ス
)
･
･
霊
､
富
市
フ
ァ
ミ
-
-
パ
ー
ク
で
飼
育

事
　
(
平
成
1
 
5
年
生
ま
れ
･
オ
ス
｢
現
在
､
駕
市
動
物
公
園
で
曹

○
平
成
1
 
6
年
5
月
3
 
1
日
生
ま
れ
　
メ
ス
(
写
真
右
)

･
両
親
　
父
親
-
シ
ロ

母
親
-
マ
ヤ
　
(
こ
の
両
親
の
1
0
頭
目
の
子
ど
も
に
な
り
ま
す
)
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明らかに湖の東側を通過している糸魚川街道

千
国
古
道
と
糸
魚
川
街
道

-
歴
史
の
道
の
呼
称
の
あ
り
方
-
(
後
)

小

　

林

　

茂

　

喜

四
　
文
献
に
見
ら
れ
る
近
世
の
｢
塩
の
道
｣
の
呼
称

(
一
)
千
曲
の
真
砂

｢
千
曲
の
真
砂
｣
は
､
宝
暦
三
年
一
一
七
五
三
)
､
瀬
下

敬
忠
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
信
濃
の
歴
史
･
地
理
書
で
あ

る
｡
そ
の
巻
九
に
は
松
本
か
ち
合
地
に
至
る
道
の
適
法

と
主
な
通
過
地
が
記
さ
れ
て
い
る
が
､
松
本
か
ら
糸
魚

川
に
至
る
道
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

松
本
よ
り
仁
科
･
大
町
を
経
て
､
越
後
頸
城
郡
糸

魚
川
江
出
る
千
国
通
り
の
道

と
し
て
､
そ
の
通
過
地
は

松
本
～
熊
倉
橋
～
成
相
新
田
～
穂
高
～
青
木
新
田

～
池
田
～
大
町
～
海
ノ
口
～
中
綱
～
青
木
-
佐
野
～

沢
渡
～
飯
田
～
塩
島
新
田
～
千
国
～
宮
本
～
石
坂
～

乗
馬
-
大
網
～
白
油

と
し
､
白
池
か
ち
は
｢
越
後
国
頚
城
郡
｣
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
｡
ま
た
青
海
へ
出
る
道
と
し
て

大
網
橋
場
～
山
の
坊
～
小
滝
～
青
海

が
あ
る
と
し
て
い
る
｡

こ
こ
で
､
｢
千
国
通
り
の
道
｣
と
こ
と
き
ち
に
上
げ
て

い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
｡
千
国
は
松
本
か
ら
糸
魚

川
へ
行
く
場
合
に
必
ず
通
過
す
る
地
点
(
宿
場
)
で
あ
る

が
､
単
に
通
過
点
と
し
て
の
意
味
で
は
な
く
千
国
を
他

の
宿
場
と
区
別
す
る
意
識
が
働
い
た
も
の
と
考
え
る
｡

し
か
し
あ
く
ま
で
も
｢
千
国
通
り
の
道
｣
で
あ
っ
て
､
千

国
道
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
そ
れ
以
上
に
重
要
で

あ
る
｡
つ
ま
り
千
国
を
特
別
に
意
識
し
な
が
ら
も
､
こ

の
時
点
で
は
最
早
｢
千
国
道
｣
と
表
現
し
た
の
で
は
ど
こ

か
に
違
和
感
が
生
ま
れ
る
よ
う
な
実
情
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

(
二
)
善
光
寺
道
名
所
図
絵

｢
善
光
寺
道
名
所
図
絵
｣
は
､
美
濃
の
人
豊
田
利
息
に

よ
っ
て
､
天
保
一
四
年
二
八
四
四
)
に
記
さ
れ
た
旅
行

案
内
で
あ
る
｡
こ
の
｢
名
所
図
絵
｣
は
巻
之
一
で

穂
高
に
帰
り
て
貝
梅
村
の
乳
用
を
渉
り
､
孤
島
に

て
高
瀬
川
を
越
し
､
十
日
市
場
･
渋
田
見
･
滝
沢
･

林
中
等
を
過
て
池
田
宿
に
至
る
､
是
を
仁
科
街
道
と

い
ぶ

と
記
し
て
い
る
｡
ま
た

青
木
の
湖
を
過
て
境
野
あ
り
｡
佐
野
村
の
内
に
て

仁
科
街
道
な
り

と
も
記
し
て
い
る
｡
他
の
記
述
を
見
て
も
､
名
所
図
絵

が
当
時
の
人
々
の
呼
び
方
に
従
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ち

か
で
あ
り
､
そ
れ
か
ら
す
る
と
､
当
時
高
安
最
の
北
部

や
北
安
曇
の
南
部
で
は
｢
仁
科
街
道
｣
の
よ
う
に
呼
び
習

わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
≡
)
善
光
寺
連
続
膝
栗
毛

善
光
寺
道
中
膝
栗
毛
は
正
確
に
は
｢
従
木
曾
路
至
善

光
寺
道
続
騰
栗
毛
｣
と
い
う
｡
言
う
ま
で
も
な
く
十
返

舎
一
九
に
よ
っ
て
や
は
り
天
保
年
間
に
記
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
｡

こ
の
｢
続
膝
栗
毛
｣
は
そ
の
九
編
上
で
池
田
･
大
町
付

近
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
が
､

松
本
よ
り
善
光
寺
へ
､
近
道
と
聞
き
た
る
､
糸
魚

川
街
道
に
出
､
池
田
の
駅
に
一
宿
し

と
明
確
に
｢
糸
魚
川
街
道
｣
を
使
っ
て
い
る
｡
庶
民
の
旅

が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
の
時
代
に
､
人
々
が
松
本
か
ら
糸

魚
川
へ
の
道
を
｢
糸
魚
川
街
道
｣
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
り
､
か
つ
重
要
な
事
実
で
あ
る
｡

(
四
)
信
府
統
語

｢
信
府
統
語
｣
は
そ
の
巻
之
二
で
交
通
や
境
界
に
つ
い

て
触
れ
､
大
網
橋
の
項
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

此
川
(
姫
川
)
二
信
濃
ノ
地
ヨ
リ
越
後
ノ
地
へ
渡
ス

橋
ヲ
大
網
橋
卜
云
フ
是
信
濃
ノ
国
ヨ
リ
北
国
往
還
ナ

ル
故
松
本
領
二
架
ス
ル
橋
ナ
レ
バ
　
　
云
々

こ
こ
で
｢
信
濃
国
ヨ
リ
北
国
往
還
ナ
ル
故
｣
と
い
っ
て

い
る
の
は
､
｢
北
国
往
還
｣
を
固
有
名
詞
と
し
て
使
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
一
般
名
詞
と
し
て
｢
北
国
と
の
往
還

(
街
道
)
な
の
で
｣
と
云
う
意
味
合
い
で
使
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
越
後
糸
魚
川
へ
の

道
は
､
信
濃
か
ら
北
国
へ
行
-
往
還
の
一
つ
と
し
て
教

え
ら
れ
て
い
た
訳
で
あ
り
､
つ
ま
り
信
濃
と
北
国
が
起

点
と
終
点
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
｡
別
な
云
い

方
を
す
れ
ば
通
過
点
で
あ
る
仁
科
(
大
町
)
も
千
国
も
は

る
か
背
景
に
退
い
て
恵
識
さ
れ
て
い
な
い
と
云
え
は
良

い
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
そ
の
少
し
後
段
で

○
　
松
本
ヨ
リ
山
中
通
り
糸
魚
川
へ
ノ
道
程

と
し
て
そ
の
道
の
り
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
通

過
点
も
千
国
で
は
な
く
｢
山
中
(
小
谷
の
こ
と
こ
で
あ

り
､
千
国
に
特
別
な
関
心
は
払
わ
れ
て
い
な
い
｡

以
上
の
経
過
を
見
て
く
る
と
､
江
戸
時
代
の
文
献
の

上
で
は
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
､
千
国
と
い
う
の
は

印
象
が
薄
く
な
り
､
次
第
に
使
わ
れ
な
-
な
っ
て
-
ら

と
言
え
そ
う
で
あ
る
｡

(
五
)
残
さ
れ
た
道
標
か
ら

道
標
は
極
め
て
重
要
な
道
の
呼
称
の
史
料
で
あ
る
｡

そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ち
道
標
は
目
的
地
を
記
し
て

道
の
名
を
明
ち
か
に
し
た
｡
例
え
ば
現
美
麻
村
湯
ノ
海

ず
み
の
木
地
籍
に
か
つ
て
あ
り
､
現
在
は
役
場
の
南

に
移
さ
れ
て
い
る
寛
政
二
年
(
一
七
九
九
)
の
道
標
は

｢
右
善
光
寺
道
　
左
戸
隠
山
道
｣
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
｡
戸
隠
へ
の
道
は
こ
こ
か
ら
山
腹
を
縫
う
よ
う
に
藤

集
落
へ
出
､
い
っ
た
ん
青
臭
の
谷
へ
下
っ
た
後
再
び
尾

根
へ
上
り
､
な
だ
ら
か
な
尾
根
道
を
戸
隠
方
面
へ
と
ゆ

る
や
か
に
上
っ
て
い
-
道
で
あ
る
｡
近
世
に
は
数
戸
程

の
小
集
落
が
道
に
沿
っ
て
点
在
し
て
い
た
様
子
で
､
ま

さ
に
｢
山
道
｣
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
｡

こ
の
道
標
か
ら
手
前
､
現
｢
向
口
｣
(
な
ご
ん
原
)
に
は

天
保
二
年
(
一
八
四
〇
)
の
道
標
が
あ
り
､
こ
こ
に
は

｢
左
せ
ん
く
ハ
う
し
･
と
介
久
し
､
右
大
し
ほ
｣
と
刻
ま

れ
て
い
る
｡
大
町
か
ら
善
光
寺
に
至
る
道
筋
は
｢
続
膝

栗
毛
｣
に
明
ら
か
な
よ
う
に
他
に
も
幾
筋
か
あ
る
が
､

こ
こ
を
通
る
道
が
善
光
寺
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
｡

さ
て
日
を
大
町
か
ら
北
へ
向
か
う
道
に
転
じ
て
み
る

と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
大
町
に
新
町
(
あ
ら
ま
ち
)
が
形

成
さ
れ
て
か
ち
の
善
光
寺
道
と
の
分
岐
点
は
そ
の
名
の

通
り
大
黒
町
の
追
分
で
あ
る
｡
そ
の
追
分
に
あ
る
道
標

は
延
享
三
年
二
七
四
六
)
の
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
道

標
に
は右

善
光
寺
道
･
左
越
後
道

の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る
｡
則
ち
当
時
の
人
々
は
｢
越

後
道
｣
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
｡
正
徳
二

年
二
七
二
一
)
か
ら
延
享
三
年
に
至
る
大
町
組
駄
賃
書

上
帳
で
も
､
表
紙
に
明
確
に

越
後
道
筋
駄
賃
書
上
帳

と
あ
り
､
冒
頭
に
｢
越
後
道
駄
賃
之
覚
｣
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
人
々
が
｢
越
後
道
｣
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
｡

も
う
一
つ
の
道
標
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
｡
越
後
山
口
の
番
所
か
ら
大
網
へ
向
か
う
途

中
の
角
間
池
の
辺
り
に
あ
る
道
標
で
あ
る
｡
こ
の
道
標

は
文
久
元
年
二
八
六
一
)
建
立
の
も
の
で

右
松
本
街
道
大
網
･
左
中
谷
道
横
川

と
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
(
小
谷
民
俗
誌
他
一
｡
こ
の
道

標
を
設
け
た
人
々
則
ち
越
後
側
か
ち
信
州
へ
向
か
っ
て

こ
の
道
を
辿
っ
た
人
々
が
こ
の
道
を
｢
松
本
街
道
｣
の
様

に
呼
び
習
わ
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡

こ
の
松
本
街
道
と
い
う
呼
び
方
は
越
後
で
は
当
た
り

前
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
虫
川
か
ら
山
の
坊
に
至
る

西
回
り
の
道
も
､
糸
魚
川
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
案
内

表
示
は
総
て
松
本
街
道
と
な
っ
て
い
る
｡

五
　
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿

糸
魚
川
街
道
呼
称
と
千
国
街
道
呼
称
の
分
布

さ
て
以
上
に
見
た
よ
う
に
､
江
戸
時
代
に
は
｢
千
国

街
道
｣
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
全
く
な
く
｢
千
国

道
(
ち
く
に
み
ち
一
｣
と
い
う
呼
び
方
も
､
極
初
期
の
一

部
を
の
ぞ
い
て
見
ち
れ
ず
､
｢
千
国
｣
に
対
す
る
関
心
も

時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
希
薄
に
な
る
傾
向
が
あ
る
こ

と
が
明
ち
か
に
さ
れ
た
｡

た
だ
し
｢
越
後
道
｣
や
｢
仁
科
街
道
｣
と
い
う
呼
称
は
当

時
の
表
現
と
し
て
明
確
に
残
り
､
即
ち
使
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
明
ち
か
で
あ
る
｡
幕
末
に
至
っ
て
は
糸
魚
川
街

道
の
呼
び
名
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か

に
さ
れ
た
｡

そ
れ
で
は
｢
千
国
街
道
｣
と
言
う
表
記
･
表
現
は
い
つ

ご
ろ
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
う
思
っ
て
探
し
て

み
る
と
｢
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稲
(
昭
和
五
年
五
月
発
行
)
｣

に
い
く
つ
か
あ
っ
た
｡
し
か
し
こ
の
｢
郷
土
誌
稿
｣
に
は

同
時
に
｢
糸
魚
川
街
道
｣
も
出
て
-
る
｡
そ
こ
で
こ
の
両

者
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
み
る

こ
と
に
し
た
｡

筆
者
の
見
落
と
し
が
な
い
な
ら
ば
､
千
国
街
道
呼
称
･

糸
魚
川
街
道
呼
称
が
出
て
-
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
六
か
所

で
あ
り
､
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
｡

千
国
街
道
呼
称

冊
･
頁文

節

場
所
･
地
点

二
･
五
五
　
　
深
原
(
話
者
も
深
原
)

北
小
谷
村
字
深
原
か
ら
千
国
街
道
を
上
っ
て

二
･
六
九
　
　
南
小
谷
沓
掛

沓
掛
部
落
の
南
五
町
許
り
千
国
街
道
か
ら
束

三
･
三
四
　
　
地
蔵
峠

こ
こ
は
昔
の
千
国
街
道
で

三
二
ハ
八
　
　
親
ノ
原

親
ノ
原
部
落
の
千
国
街
道
の
西
側
に

三
･
九
八
　
　
地
蔵
峠

越
後
か
ら
千
国
街
道
を
上
っ
て

三
三
六
三
　
松
川
付
近

最
も
古
い
千
国
街
道
は
常
盤
村
の
鍬
ケ
峰
の

糸
魚
川
街
道
呼
称

一
･
一
〇
一
　
大
町
付
近
(
話
者
は
美
麻
一

当
時
安
範
の
商
人
は
糸
魚
川
街
道
を
通
っ
て

三
五
六
　
　
塩
島
新
田

越
後
の
商
人
が
国
へ
帰
る
時
道
を
糸
魚
川
街

道
に
と
っ
て

二
･
二
二
八
　
切
久
保

こ
の
辺
は
旧
糸
魚
川
街
道
に
あ
た
っ
て

二
･
一
四
六
　
海
ノ
口

平
字
海
ノ
口
の
北
端
糸
魚
川
街
道
に
沿
う
て

三
･
一
七
七
　
大
網

昔
糸
魚
川
街
道
で
荷
物
を
運
搬
し
て
い
た
牛

方
に

三
･
一
八
五
　
千
国
･
塩
島

維
新
前
後
ま
で
は
小
谷
の
千
国
と
四
ケ
圧
の

塩
島
に
は
旧
糸
魚
川
街
道
を
歩
荷
に
よ
っ
て

こ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
､
千
国
街
道
呼
称
は

松
川
を
の
ぞ
き
全
て
小
谷
村
の
中
で
あ
る
の
に
対
し
､

糸
魚
川
街
道
は
大
町
か
ら
小
谷
ま
で
広
い
範
囲
に
分
布

し
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
に
上
げ
た
も
の

は
榛
葉
太
生
の
も
の
を
の
ぞ
き
全
て
伝
承
や
民
話
に
つ

い
て
触
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
話
者
は
そ
の
時
代
(
昭

和
初
期
一
に
も
っ
と
も
慣
れ
親
し
ん
だ
(
普
通
の
)
呼
び

方
で
道
を
呼
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
だ
か
ら
､
当

時
話
者
と
同
地
域
の
人
々
は
日
常
そ
う
よ
び
な
､
ら
わ
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
､
小
谷
の
地
域
で
は
江
戸
時

代
を
通
じ
て
千
国
街
道
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
人
々
が

多
か
っ
た
と
い
え
よ
う
｡
た
だ
し
先
に
見
た
よ
う
に
糸

魚
川
街
道
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
人
々
も
い
た
わ
け
で

あ
る
｡
千
国
は
小
谷
の
出
入
り
口
で
あ
る
と
共
に
､
北

安
曇
で
は
大
町
に
次
ぐ
人
口
を
要
し
た
大
き
な
宿
駅
で

あ
っ
た
｡
こ
こ
に
番
所
が
置
か
れ
た
の
は
小
谷
の
ど
こ

を
通
っ
て
さ
て
も
､
必
ず
こ
こ
を
通
過
し
て
南
下
し
た

か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
小
谷
の
各
地
の
人
々
に
と
っ
て

は
千
国
は
こ
と
さ
ら
に
慧
味
を
も
つ
関
心
あ
る
地
域
で

あ
っ
た
｡
彼
ら
が
自
分
達
の
地
域
を
南
北
に
通
る
道
を

｢
千
国
街
道
｣
と
称
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
自
然
で
あ
る
｡

先
に
掲
げ
た
｢
郷
土
誌
稿
｣
は
､
榛
栗
太
生
の
も
の
だ

け
が
｢
道
そ
の
も
の
｣
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
あ
り
､

取
り
あ
げ
た
も
の
の
中
で
は
異
種
で
あ
る
｡
こ
こ
で
榛

葉
が
｢
最
も
古
い
千
国
街
道
｣
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｢
最
も
古
い
｣
と
い
う
形
容

で
榛
薬
が
示
し
た
の
は
近
世
の
道
で
は
な
い
と
い
う
愚

昧
が
濃
厚
に
込
め
ろ
れ
て
い
る
｡
則
ち
古
代
の
道
と
い

う
意
味
で
あ
る
｡

い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
言
い
時
代
｣
に
は
｢
街
道
｣
と

言
う
呼
び
方
自
体
が
存
在
し
な
い
｡
｢
千
国
道
(
ち
〈
に

み
ち
)
｣
と
い
う
呼
び
方
し
か
な
か
っ
た
古
い
時
代
の
道

を
指
し
て
い
る
｡
従
っ
て
本
来
な
ら
榛
葉
は
｢
ち
く
に

み
ち
｣
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
た
｡
で
は
な
ぜ
彼
は
｢
ち
-

に
み
ち
｣
と
言
わ
ず
街
道
を
冠
し
て
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
か
｡榛

葉
太
生
は
安
曇
節
や
そ
の
踊
り
を
創
設
し
､
地
域
の

歴
史
や
伝
統
文
化
の
興
隆
に
生
涯
意
を
尽
く
し
た
人
物

で
あ
る
｡
松
川
村
を
誇
り
と
し
､
松
川
の
地
が
北
安
蟹

の
中
で
も
古
い
歴
史
と
伝
統
を
育
ん
で
き
た
地
域
で
あ

る
こ
と
を
機
会
あ
る
毎
に
顕
し
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
｡

し
か
し
近
世
に
お
い
て
は
政
治
･
経
済
･
文
化
総
て

の
中
心
は
松
川
で
な
く
池
田
で
あ
っ
た
｡
近
世
の
糸
魚

川
-
松
本
間
の
道
も
主
線
は
池
田
で
あ
り
､
松
川
は
支

線
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
｡
江
戸
時
代
後
半
に
は
物
資
の

流
通
量
も
増
え
て
､
池
田
宿
を
通
ら
な
い
中
馬
や
商
人

荷
物
が
増
大
し
て
池
田
宿
と
の
対
立
を
生
み
､
池
田
村

が
大
町
村
の
荷
循
三
軒
と
松
川
組
九
ケ
村
を
訴
え
て
い

る
文
化
二
年
の
文
書
(
一
柳
峰
夫
氏
所
蔵
)
が
あ
る
∵
｣

れ
も
逆
に
言
え
ば
松
川
を
通
る
越
州
往
還
筋
(
文
書
中

に
使
わ
れ
て
い
る
文
言
一
が
支
線
で
あ
る
こ
と
か
ら
来

る
悲
哀
で
あ
っ
た
｡

榛
葉
が
｢
近
世
の
道
糸
魚
川
街
道
｣
に
対
す
る
も
の
と

し
て
｢
古
代
の
道
千
国
街
道
｣
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
､
つ
ま
り
｢
道
の
格
か
､
三
日
え
は
､
松
川

を
通
る
道
の
方
が
は
る
か
に
先
輩
な
ん
だ
｣
と
言
い
た

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

も
っ
と
も
､
松
川
近
辺
の
人
々
は
｢
糸
魚
川
街
道
｣
と

は
異
な
る
幹
線
道
路
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
､
古

代
中
世
の
千
国
道
の
響
き
を
持
つ
近
世
の
街
道
を
千
国

街
道
の
よ
う
に
呼
ん
だ
様
子
で
､
そ
う
い
う
伝
承
は
残

さ
れ
て
い
る
｡
榛
栗
太
生
も
そ
う
い
う
意
味
合
い
で
自

然
に
千
国
街
道
と
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
れ
に
し

て
も
千
国
街
道
と
い
う
呼
び
方
が
｢
郷
土
誌
稿
｣
の
中
に

し
か
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
､
そ
れ
も
小
谷
地
方
と
､
近

世
の
主
街
道
が
通
わ
な
か
っ
た
極
川
近
辺
に
の
み
残
っ

て
い
る
と
言
う
事
実
は
､
通
の
呼
称
の
あ
り
方
を
考
え

る
上
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
と
思
う
｡

つ
ま
り
古
代
中
世
の
千
国
通
と
近
世
の
糸
魚
川
街
道
と
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は
明
確
に
区
別
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡

六
　
研
究
論
文
に
お
け
る
街
道
呼
称

最
後
に
研
究
者
は
是
を
ど
の
よ
う
に
呼
ん
で
き
た
か

見
て
お
き
た
い
｡

研
究
論
文
の
総
て
に
当
た
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な

い
の
で
｢
信
漉
｣
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
を
中
心
に
検
討
し

て
み
た
｡
そ
の
二
､
三
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
｡

結
論
を
先
に
言
う
と
､
こ
れ
も
筆
者
の
見
落
と
し

が
な
い
な
ら
ば
と
言
う
前
提
に
立
っ
て
の
話
で
あ
る

が
､
極
最
近
の
論
文
を
の
ぞ
き
､
｢
千
国
街
道
｣
と
呼
ん

で
い
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
｡
例
え
ば
昭
和
一
七
年

(
一
九
四
二
)
の
七
～
十
月
号
(
第
二
次
｢
信
濃
｣
)
池
口
善

次
論
文
｢
信
越
の
交
通
路
に
つ
い
て
の
考
察
｣
で
は
､
最

初
の
方
で
姫
川
の
渓
谷
に
沿
ふ
た
糸
魚
川
街
道
又
は
千

国
通
り
と
し
､
文
中
で
は

北
安
曇
郡
に
は
糸
魚
川
街
道
､
上
水
内
郡
に
は
北

国
街
道
が
あ
る
の
み
で

と
､
糸
魚
川
街
道
と
言
う
呼
称
を
よ
り
公
式
的
な
も
の

と
し
て
用
い
て
い
る
｡

昭
和
三
十
年
の
七
巻
(
一
〇
二
　
二
小
六
芳
貰
論
文

｢
信
州
安
曇
郡
成
相
･
新
田
両
宿
の
成
立
と
そ
の
発
展
｣

で
も
｢
糸
魚
川
街
道
｣
で
あ
る
｡

南
安
曇
郡
誌
他
各
市
町
村
史
と
も
正
式
呼
称
と
し
て

は
｢
糸
魚
川
街
道
｣
を
用
い
て
お
り
｢
大
町
街
道
･
松
本

街
道
･
仁
科
街
道
･
千
国
街
道
と
も
よ
ば
れ
た
｣
と
併

記
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡

糸
魚
川
街
道
を
用
い
る
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ち

(
二
一
年
)
糸
魚
川
街
道
と
い
う
名
称
が
正
式
に
採
用
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
お
り
､
そ
の
道
筋
は
お
お
む
ね
近

世
の
道
筋
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

昭
和
四
二
年
に
編
纂
さ
れ
た
東
筑
摩
郡
塩
尻
･
松
本

市
史
で
は
､
西
五
千
石
街
道
を
北
に
波
田
か
ら
安
曇
へ

と
向
か
う
道
を
｢
千
国
街
道
と
も
呼
ば
れ
た
｣
と
記
し
て

い
る
｡
こ
れ
は
古
代
の
千
国
古
道
の
道
筋
で
あ
り
､
こ

の
事
実
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
､
近
世
ま
で
の
い
わ
ゆ

る
千
国
道
と
近
世
の
糸
魚
川
へ
の
道
と
は
基
本
的
な
違

い
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡

お
わ
り
に

～
歴
史
の
道
呼
称
の
あ
り
方
-

さ
て
､
今
ま
で
見
て
き
た
こ
と
の
要
点
を
ま
と
め
て

み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

①
糸
魚
川
と
南
安
曇
･
松
本
を
結
ぶ
道
は
古
代
か
ら

近
世
初
頭
ま
で
は
｢
ち
-
に
み
ち
｣
と
呼
ば
れ
て
い

た
｡

②
近
世
の
千
国
道
は
古
い
千
国
道
の
道
筋
を
引
き

継
い
で
い
る
が
､
古
い
千
国
道
と
近
世
の
糸
魚
川

へ
の
道
は
特
に
大
町
以
南
で
基
本
的
に
道
筋
が
異

な
っ
て
い
る
｡

③
近
世
の
糸
魚
川
へ
の
道
は
近
世
に
は
｢
越
後
道
･

仁
科
街
道
･
越
州
往
還
｣
｢
糸
魚
川
街
道
｣
な
ど
と

呼
ば
れ
た
記
録
は
残
る
が
､
千
国
街
道
と
呼
ば
れ

た
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
｡

④
昭
和
初
年
の
｢
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
｣
に
は
､
小
谷

地
方
で
｢
千
国
街
道
｣
の
様
に
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
｡

⑤
近
代
に
な
っ
て
正
式
に
糸
魚
川
街
道
と
よ
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
､
そ
の
こ
と
か
ら
論
文
に
お
い
て
ほ
､

近
世
の
道
に
つ
い
て
も
｢
糸
魚
川
街
道
｣
の
呼
称
を

用
い
て
い
る
｡

以
上
に
見
た
こ
と
か
ら
､
私
は
｢
千
国
街
道
塩
の
道
｣

の
様
に
表
記
す
る
こ
と
は
歴
史
的
に
は
誤
っ
て
い
る
と

考
え
る
｡
塩
が
頻
繁
に
運
ば
れ
た
の
は
正
し
-
は
｢
越

後
道
｣
で
あ
り
､
｢
越
州
往
還
｣
で
あ
り
､
あ
え
て
街
道
と

冠
す
る
な
ち
ば
｢
糸
魚
川
街
道
｣
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
が
小

谷
な
ど
一
部
の
地
域
で
千
国
街
道
と
も
呼
ば
れ
た
だ
け

の
こ
と
で
あ
る
｡
従
っ
て
千
国
街
道
が
全
体
の
正
式
呼

称
の
様
に
扱
わ
れ
る
の
は
正
し
く
な
い
｡

千
国
街
道
の
呼
称
が
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
-
る
の
は
昭
和
五
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
､

古
道
･
地
方
文
化
等
を
取
り
あ
げ
た
書
籍
や
観
光
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
､
｢
千
国
道
｣

と
い
う
古
道
へ
の
懐
旧
を
､
塩
と
近
世
の
街
道
と
に
結

び
付
け
た
｢
命
名
者
の
知
恵
｣
が
働
い
て
い
る
様
に
思
わ

れ
る
｡
人
々
は
糸
魚
川
街
道
と
い
う
生
々
し
い
流
通
の

道
･
経
済
の
道
よ
り
は
､
牛
方
達
が
細
々
と
塩
を
運
ん

だ
ロ
マ
ン
の
道
に
心
を
癒
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
し
て
観
光
宣
伝
の
｢
千
国
街
道
｣
が
瞬
く
間
に
広
ま

り
是
清
し
て
し
ま
っ
た
｡
今
日
で
は
あ
た
か
も
千
国
街

道
こ
そ
が
正
し
い
呼
称
で
あ
る
か
の
よ
う
に
､
さ
ま
ざ

ま
な
論
文
も
こ
れ
を
使
用
し
､
糸
魚
川
街
道
と
い
う
呼

称
は
む
し
ろ
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
｡

し
か
し
既
に
見
た
よ
う
に
､
歴
史
的
に
は
､
近
世
に

お
い
て
千
国
街
道
と
呼
ば
れ
た
痕
跡
は
小
谷
地
域
に
わ

ず
か
に
残
る
の
み
で
あ
り
､
大
町
以
南
に
お
い
て
は
､

古
代
･
中
世
の
千
国
道
と
近
世
の
糸
魚
川
街
道
を
分
け

て
考
え
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
｡
ま
た
街
道
呼
称
が
生
ま

れ
て
-
る
の
は
近
世
で
あ
り
､
そ
の
近
世
に
於
て
は
､

い
わ
ゆ
る
糸
魚
川
街
道
の
起
点
と
終
点
は
糸
魚
川
と
松

本
で
あ
っ
た
｡
従
っ
て
近
世
以
前
の
｢
千
国
道
｣
を
｢
千

国
街
道
｣
の
様
に
言
う
こ
と
は
勿
論
正
し
く
な
く
､
ま

た
近
世
の
松
本
糸
魚
川
間
の
道
は
､
当
時
の
人
々
が
呼

ん
だ
よ
う
に
｢
越
後
道
｣
｢
越
州
往
還
｣
｢
糸
魚
川
往
還
(
街

道
)
｣
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
｡

大
町
市
等
が
行
っ
て
い
る
｢
塩
の
道
祭
｣
は
､
一
部
(
例

え
ば
西
海
ノ
口
)
で
近
世
以
前
の
｢
千
国
道
｣
を
通
り
な

が
ら
､
そ
れ
を
近
世
の
街
道
と
し
て
｢
千
国
街
道
｣
と
し

て
お
り
､
二
重
の
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
｡
先
に
見
た

よ
う
に
､
近
世
の
街
道
は
木
崎
湖
の
束
を
通
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
｡
古
い
道
の
雰
囲
気
は
確
か
に
西
海
ノ
口

を
通
る
道
の
方
に
あ
る
が
､
そ
れ
を
｢
千
国
街
道
｣
と
記

す
の
は
明
ち
か
な
間
違
い
で
あ
る
｡

筆
者
は
今
ま
で
見
た
よ
う
な
実
情
か
ら
､
こ
の
地
方

を
南
北
に
縦
断
す
る
幹
線
道
路
を
､
近
世
初
頭
ま
で
は

｢
千
国
通
｣
と
呼
び
､
近
世
に
お
い
て
は
｢
糸
魚
川
街
道
｣

と
呼
ぶ
こ
と
が
正
し
い
と
考
え
る
｡

筆
者
の
検
討
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
｢
千
国
街
道
｣
の

様
に
呼
ぶ
の
が
正
し
い
と
い
う
史
料
や
根
拠
を
御
持
ち

の
方
が
お
,
ら
れ
た
ら
､
是
非
御
教
示
頂
け
れ
ば
幸
甚
で

あ

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

お

わ

り

)

(
信
濃
史
学
会
会
員
一

◆
｢
カ
モ
シ
カ
の
重
刷
｣
応
募
方
法

は
が
き
に
住
所
･
氏
名
･
包
話
番
号
､
カ
モ
シ
カ
の
名
前
を
一
頭

に
つ
き
ひ
と
つ
書
き
､
当
館
ま
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
｡
締
切
は
来

年
一
月
十
一
日
(
消
印
有
効
)
｡
な
お
､
決
定
し
た
名
前
は
本
誌
や
当

館
H
P
､
地
元
新
聞
や
市
役
所
広
報
等
で
発
表
し
ま
す
｡
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