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今年5月に付属園で生まれたシベリアオオヤマネコの子ともたち

(平成14年9月20日撮影)

シ
ベ
リ
ア
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
の
子
ど
も
公
開

大
町
山
岳
博
物
館

大
町
山
岳
博
物
館
で
は
十
一
月
九
日
､
十
日
の
二

日
間
へ
今
年
の
五
月
十
三
日
に
当
館
付
属
園
で
生
ま

れ
た
シ
ベ
リ
ア
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
の
子
ど
も
二
項
を
は

じ
め
て
一
般
に
公
開
し
ま
し
た
｡
飼
育
舎
施
設
や
健

康
管
理
な
ど
の
問
題
か
ら
､
こ
れ
ま
で
公
開
を
控
え

て
い
ま
し
た
が
､
二
項
が
同
月
十
二
日
に
東
京
動
物

専
門
学
校
(
千
葉
県
)
　
へ
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
た
め
､
移
動
前
に
皆
さ
ん
へ
の
初
お
披
露
目
と
お

別
れ
を
兼
ね
て
公
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡

二
項
は
オ
ス
と
メ
ス
一
頭
ず
つ
で
､
大
町
山
岳
博

物
館
が
友
好
提
携
を
結
ん
で
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
･

イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
市
の
ア
ル
ペ
ン
動
物
園
か
ら
十
一

年
前
に
贈
ら
れ
た
シ
ベ
リ
ア
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
の
つ
が

い
｢
ア
イ
ガ
ー
｣
と
｢
ミ
-
コ
｣
の
間
に
生
ま
れ
た

双
子
で
す
｡
誕
生
直
後
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
は
人
工

ほ
乳
で
育
て
､
は
じ
め
二
十
m
ほ
ど
だ
っ
た
体
長
は

五
十
か
ら
六
十
c
m
に
な
り
､
体
重
も
十
的
前
後
に
な

り
ま
し
た
｡

健
康
管
理
に
配
慮
し
た
た
め
､
両
日
と
も
午
後
の

一
時
間
程
度
の
公
開
と
な
り
ま
し
た
が
､
公
開
初
日

の
九
日
は
雪
の
舞
う
あ
い
に
く
の
天
候
な
が
ら
､
た

く
さ
ん
の
皆
さ
ん
が
付
属
園
を
訪
れ
ま
し
た
｡
訪
れ

た
方
々
は
二
頭
の
す
ば
し
っ
こ
い
動
き
を
目
で
追
い
､

時
折
見
せ
る
愛
ら
し
い
し
ぐ
さ
に
目
を
細
め
て
い
ま

し
た
｡十

二
日
∴
一
頭
は
東
京
動
物
専
門
学
校
へ
無
事
に

移
動
さ
れ
ま
し
た
｡
学
校
で
は
学
生
が
飼
育
実
習
な

ど
の
教
育
普
及
に
二
頭
を
役
立
て
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
｡
ま
だ
名
前
が
な
い
二
項
で
す
の
で
､
良
い

名
前
を
付
け
て
も
ら
っ
て
､
大
事
に
育
て
て
も
ら
え

れ
ば
と
思
い
ま
す
｡
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茨木猪之吉(横山駒子氏蔵)

い

ば

ら

き

い

の

き

ち

山
岳
画
家
　
茨
木
猪
之
吉

関

　

　

悟

　

志

な
の
だ
ろ
う
か
｡
語
句
か
ら
見
る
と
｢
山
岳
画
｣
は

｢
山
岳
風
景
画
｣
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

つ
ま
り
明
治
期
に
海
外
か
ら
日
本
へ
持
ち
込
ま
れ
た

水
彩
･
油
彩
と
い
っ
た
西
洋
画
の
技
法
に
よ
っ
て
描

い
た
風
景
画
の
な
か
で
も
､
と
く
に
山
を
主
題
と
し

て
描
い
た
も
の
が
山
岳
風
景
画
で
､
山
を
主
な
画
題

と
し
て
描
く
作
家
を
｢
山
岳
画
家
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡

昭
和
十
一
年
(
一
九
一
三
ハ
)
､
猪
之
吉
の
ほ
か
九

は
じ
め
に

平
成
十
四
年
十
月
五
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で
'

池
田
町
立
美
術
館
【
注
1
】
に
お
い
て
｢
出
旅
へ
の

憧
れ
　
山
岳
画
家
茨
木
猪
之
吉
辰
｣
と
題
し
た
企

画
展
が
同
館
主
催
　
(
協
力
‥
社
団
法
人
H
本
山
岳

会
･
而
立
大
町
出
岳
博
物
館
)
　
で
開
催
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
企
画
展
で
は
山
岳
画
家
茨
木
猪
之
吉
一
注
2
･

写
真
-
】
が
残
し
た
油
彩
･
水
彩
･
淡
彩
画
や
ス

ケ
ッ
チ
な
ど
約
一
五
〇
点
を
展
示
し
､
こ
れ
ま
で
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
そ
の
画
業
を
紹
介
し
て
い
る
｡

茨
木
猪
之
吉
は
明
治
末
か
ら
昭
和
初
期
に
活
動
し

た
画
家
で
あ
る
｡
猪
之
吉
と
近
代
登
山
発
展
の
晴
代

背
景
に
つ
い
て
は
企
画
展
図
録
　
吊
旅
へ
の
憧
れ

同
岳
画
家
茨
木
猪
之
吉
展
』
　
(
池
田
町
立
美
術
館
､

.
"
〇
〇
二
)
　
で
概
要
を
記
し
た
の
で
､
こ
こ
で
は
よ

り
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
い
｡

一
､
山
岳
画
と
は

茨
木
猪
之
吉
は
｢
出
岳
画
家
｣
と
形
容
さ
れ
る
が
､

は
た
し
て
｢
向
出
面
｣
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の

剣
山
晩
露
や
足
立
源
一
郎
と
い
っ
た
画
家
た
ち
総
勢
十

写
名
が
創
立
会
員
と
な
り
,
小
島
烏
水
【
注
3
】
と
藤

木
九
一
二
を
顧
問
に
迎
え
｢
好
ん
で
山
を
描
く
画
家
の

集
団
｣
と
し
て
日
本
山
岳
画
協
会
【
注
4
】
が
立
ち

上
げ
ら
れ
た
｡
猪
之
吉
は
同
会
に
お
い
て
昭
和
十
二

年
か
ら
四
年
間
ほ
ど
事
務
局
を
担
当
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
｡
そ
の
創
立
に
際
し
､
昭
和
十
一
年
一
二
月
刊

行
の
　
『
日
本
山
岳
会
会
報
』
第
五
十
五
号
に
中
村
清

太
郎
が
｢
日
本
山
岳
董
協
令
の
創
立
に
就
い
て
｣
と

い
う
文
章
を
寄
せ
て
い
る
｡
こ
の
一
文
は
山
岳
画
の

特
性
や
可
能
性
に
つ
い
て
端
的
か
つ
分
か
り
や
す
く

述
､
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
､
一
部
を
抜
粋
し
て
紹
介
す

る
｡

(
マ
マ
＼

(
前
略
)
　
山
岳
蛙
を
大
胆
風
景
高
一
の
一
種
と
見
て
も
､
そ

の
主
題
た
る
あ
の
大
地
の
高
揚
し
た
夫
蓬
の
気
高
さ
'
肝

大
き
､
不
思
議
さ
､
力
強
さ
'
そ
の
美
し
き
に
は
､
又
格

別
の
も
の
が
あ
る
と
思
ひ
ま
す
　
又
そ
の
遂
に
'
特
に
日

本
人
に
俣
　
(
ま
)
　
つ
仕
事
が
あ
る
や
う
に
思
ほ
れ
ま
す
｡

仲
こ
､
に
い
ふ
山
岳
葦
と
は
'
其
題
材
を
山
頂
と
か
山

中
と
か
狭
く
限
定
す
る
様
な
も
の
で
は
決
し
て
無
-
'
遠

望
も
山
麓
も
共
他
渓
谷
､
湖
沼
､
草
木
､
禽
獣
等
の
山
に

癌
す
る
も
の
は
固
よ
り
､
天
象
､
人
生
､
面
詰
'
餌
説
の

類
ま
で
'
山
に
関
す
る
眠
り
は
現
軒
非
親
密
に
拘
は
ら
ず

包
含
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
ま
す
｡

こ
こ
で
は
､
｢
山
岳
画
｣
と
い
う
も
の
を
｢
風
景
画
｣

の
一
種
と
見
な
し
で
も
∵
主
題
と
す
る
山
に
は
特
別

な
存
在
感
が
あ
る
と
特
徴
づ
け
､
そ
れ
こ
そ
に
日
本

人
な
ら
で
は
の
美
意
識
に
よ
っ
た
作
画
活
動
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
､
そ
の
可
能
性
を
述
べ
て
い
る
｡

さ
ら
に
｢
山
岳
画
｣
と
い
う
も
の
は
山
の
み
を
描
く

の
で
は
な
く
て
､
山
に
あ
る
動
植
物
や
山
麓
風
景
や

さ
ら
に
は
山
に
関
す
る
神
話
や
伝
説
な
ど
ま
で
有
形

無
形
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
物
事
を
対
象
に
描
か
れ

る
べ
き
だ
と
定
義
し
て
い
る
｡

猪
之
吉
が
描
い
た
対
象
は
山
そ
の
も
の
ば
か
り
で

は
な
く
､
山
村
風
景
や
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
姿
も

ス
ケ
ッ
チ
な
ど
で
描
い
て
い
る
｡
｢
山
岳
画
｣
を
前

述
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
で
あ
れ
ば
､
雅
之
吉
は
紛

れ
も
な
い
｢
山
岳
画
家
｣
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡

二
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
レ
リ
ー
フ
を
取
り
外
す

｢
日
本
近
代
登
山
の
父
｣
と
う
た
わ
れ
る
英
国
人

宣
教
師
ウ
ォ
ル
タ
ー
･
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
功
績
を
称
え
､

上
高
地
の
河
童
橋
近
く
に
あ
る
ウ
エ
ス
ト
ン
園
地
の

岩
壁
に
は
､
そ
の
横
顔
を
か
た
ど
っ
た
鋼
製
レ
リ
ー

フ
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
｡
現
在
､
上
高
地
散
策
の

ひ
と
つ
の
見
所
と
な
っ
て
い
る
こ
の
レ
リ
ー
フ
だ
が
､

か
つ
て
戦
時
中
の
一
時
期
へ
取
り
外
さ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
｡
こ
の
一
件
に
､
猪
之
吉
は
深
く
関
わ
っ
て

い
る
｡ウ

ェ
ス
ト
ン
の
レ
リ
ー
フ
は
日
本
山
岳
会
有
志
に

よ
っ
て
昭
和
十
二
年
(
一
九
三
七
)
､
上
高
地
に
掲

げ
ら
れ
た
｡
し
か
し
戦
火
が
激
し
く
な
る
と
地
一
空
目

年
会
か
ら
､
敵
国
人
の
像
を
上
高
地
に
置
く
の
は
ふ

と
ど
き
で
あ
る
と
の
申
し
立
て
が
日
本
山
岳
会
へ
持

ち
込
ま
れ
る
｡
さ
ら
に
戦
局
の
悪
化
に
よ
る
不
安
定

を
時
勢
も
手
伝
っ
て
か
､
一
部
国
粋
主
義
の
青
年
ら

が
レ
リ
ー
フ
を
破
壊
す
る
と
の
風
評
も
立
つ
よ
う
に

な
っ
た
｡
こ
れ
を
危
惧
し
た
日
本
山
岳
会
は
昭
和
十

七
年
十
一
月
の
臨
時
役
員
会
で
レ
リ
ー
フ
取
り
外
し

を
決
定
し
､
同
会
出
席
者
の
中
か
ら
猪
之
吉
と
交
野

武
一
【
注
5
】
の
二
名
が
撤
収
作
業
の
た
め
上
高
地

へ
お
も
む
く
こ
と
に
な
っ
た
｡

翌
十
二
月
八
日
､
ふ
た
り
は
取
り
外
し
作
業
を
秘

密
裏
に
遂
行
す
る
た
め
､
人
目
を
気
に
し
な
が
ら
冬

の
上
高
地
に
入
る
｡
そ
し
て
レ
リ
ー
フ
は
松
本
の
石

工
二
名
の
手
に
よ
っ
て
取
り
外
さ
れ
た
｡
取
り
外
し

た
レ
リ
ー
フ
は
猪
之
吉
の
ザ
ッ
ク
の
中
へ
丁
寧
に
収

め
ら
れ
､
一
行
は
逃
げ
る
よ
う
に
上
高
地
を
後
に
し

た
と
い
う
｡
そ
の
後
､
レ
リ
ー
フ
は
東
京
へ
持
ち
帰

ら
れ
､
日
本
山
岳
会
事
務
所
で
し
ば
ら
く
保
管
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
｡
そ
の
間
､
空
襲
に
よ
る
戦
災
で
一

部
が
焼
け
溶
け
る
が
､
後
に
修
復
さ
れ
て
昭
和
二
十

二
年
に
再
び
上
高
地
の
元
の
場
所
に
取
り
付
け
ら
れ

た
｡
そ
の
後
､
昭
和
四
十
年
制
作
の
新
し
い
レ
リ
ー

フ
に
取
り
替
え
ら
れ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
｡

当
時
､
こ
の
出
来
事
は
そ
の
性
格
上
､
一
部
が
知

る
の
み
で
あ
っ
た
｡
後
年
に
な
り
､
関
係
者
が
残
し

た
記
述
や
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
へ
そ
の

詳
し
い
様
子
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
｡
猪
之
吉
の
ご
遺

族
の
元
に
保
管
さ
れ
て
い
た
資
料
の
中
に
､
こ
の
と

き
写
し
た
写
真
が
あ
り
､
こ
れ
が
レ
リ
ー
フ
撤
収
の

裏
付
け
と
な
る
資
料
と
な
っ
た
【
写
真
2
】
｡
写
真

の
裏
に
は
鉛
筆
で
次
の
よ
う
な
裏
書
が
あ
っ
た
｡

(
マ
マ
)

昭
1
7
-
_
2
-
8
-
/
面
河
向
/
ゥ
師
喜
像
.
/
撤
収
作
業
.

/
石
屋
/
穂
刈
氏
/
茨
木
氏

【注6】

写
真
に
は
同
名
の
人
物
が
写
っ
て
い
る
｡
雪
の
つ

い
た
岩
壁
に
二
本
の
は
し
ご
が
架
け
ら
れ
､
そ
れ
ぞ

れ
の
先
端
に
は
一
名
ず
つ
人
物
(
裏
書
に
よ
る
と
石

屋
)
が
亙
っ
て
何
か
作
業
ら
し
き
こ
と
を
行
な
っ
て

い
る
｡
そ
の
下
に
は
雪
の
積
も
る
中
へ
-
一
名
の
人
物
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(
裏
書
に
よ
る
と
処
が
穂
苅
､
手
前
が
猪
之
占
)
が

は
し
ご
に
登
っ
た
ふ
た
り
を
見
守
っ
て
い
る
様
子
で

あ
る
｡裏

書
の
｢
猪
之
吉
｣
は
も
ち
ろ
ん
茨
木
猪
之
吉
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
｢
古
屋
｣
の
ふ
た
り
は

松
本
直
寿
台
で
当
時
石
工
職
を
営
ん
で
い
た
∵
名

(
金
子
光
雄
と
助
手
の
原
克
巳
)
　
で
あ
る
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
【
注
7
】
｡
そ
し
て
｢
穂
刈
氏
｣
と
の

裏
書
き
が
間
違
い
な
い
と
す
る
と
､
写
真
の
人
物
は

穂
苅
三
寿
雄
【
注
8
】
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
写
真
が
セ
ル
フ
タ
イ
マ
ー
で
撮
影
さ
れ
た
の

で
は
な
い
限
り
､
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
た

撮
影
者
.
名
と
写
さ
れ
た
旧
名
の
最
低
五
名
が
こ
の

現
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
写
真
の

裏
書
通
り
へ
人
物
の
ひ
と
り
が
猪
之
吉
で
も
う
ひ
と

り
が
三
寿
椎
だ
と
す
る
と
､
撮
影
者
は
交
野
武
一
で

あ
り
'
石
工
二
名
の
ほ
か
に
居
合
わ
せ
た
の
は
､
猪

と
吉
と
交
野
､
そ
し
て
三
寿
雄
の
二
名
で
あ
る
と
推

測
で
き
る
｡

し
か
し
'
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
レ
リ
ー
フ
撤
収
に
つ
い

て
は
､
こ
れ
ま
で
に
関
係
者
の
記
述
や
聞
き
取
り
な

ど
か
ら
詳
細
な
調
査
と
検
証
が
な
さ
れ
て
お
り
､
当

時
現
場
に
居
合
わ
せ
た
人
物
に
つ
い
て
関
係
者
そ
れ

ぞ
れ
が
違
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
､
そ
こ
に
誰
が

い
た
の
か
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
｡
こ
と
に
三
寿

雄
に
つ
い
て
は
そ
の
と
き
に
は
立
会
っ
て
い
な
か
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
前
述
の
推
測

を
確
か
め
る
た
め
に
は
､
今
後
よ
り
詳
細
な
調
べ
が

必
要
で
あ
る
｡

三
､
安
曇
野
･
上
高
地
周
辺
へ
の
山
旅

茨
木
猪
之
吉
は
若
い
こ
ろ
へ
図
画
教
師
と
し
て
小

諸
に
住
み
､
浅
間
山
な
ど
に
親
し
ん
で
い
た
｡
そ
れ

以
前
に
は
京
都
で
絵
を
学
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
､

京
都
の
町
を
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
も
残
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
は
北
海
道
な
ど
に
滞
在
し
た
ほ
か
､
遠
く
台

湾
な
ど
へ
も
紀
行
し
へ
そ
の
地
の
山
々
に
親
し
ん
だ
｡

し
か
し
猪
之
吉
の
作
画
の
中
心
は
何
と
い
っ
て
も
日

本
ア
ル
プ
ス
で
あ
っ
た
｡
円
本
ア
ル
プ
ス
の
山
々
や

山
麓
の
風
景
な
ど
を
描
く
た
め
に
へ
長
野
県
内
の
至

る
所
へ
画
脚
を
立
て
て
い
る
｡
な
か
で
も
北
ア
ル
プ

ス
へ
の
山
行
が
多
か
っ
た
よ
う
で
､
松
本
か
ら
白
馬

ま
で
安
曇
野
中
心
に
毎
年
の
よ
う
に
旅
を
し
た
こ
と

が
､
残
さ
れ
た
作
品
や
文
章
か
ら
う
か
が
え
る
｡

安
曇
野
･
士
高
地
周
辺
へ
の
山
旅
で
は
､
そ
の
土

地
に
よ
っ
て
猪
之
吉
に
は
定
宿
が
あ
っ
た
｡
槍
･
穂

高
方
面
で
は
上
高
地
の
西
糸
屋
､
常
会
岳
や
安
曇
野

へ
は
烏
川
の
轟
騰
茂
宅
､
後
立
山
方
面
で
は
大
町
の

針
山
館
へ
仁
科
二
湖
周
辺
へ
は
簗
場
の
和
泉
屋
､
白

馬
方
面
へ
は
囲
ッ
谷
の
余
旅
館
(
の
ち
の
白
馬
館
)

と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
'
猪
之
吉
の
自
著
『
山
旅
の
素
描
』
(
≡

省
堂
､
一
九
囲
○
)
か
ら
､
大
町
周
辺
や
上
高
地
に

お
け
る
猪
之
吉
の
軌
跡
を
探
っ
て
み
た
い
｡

｢
針
山
館
(
大
町
)
｣

猪
之
吉
が
大
町
に
や
っ
て
来
た
際
に
定
稿
と
し
て

い
た
の
が
明
治
末
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
後
立
山
や
立

同
方
面
へ
の
登
山
基
地
と
し
て
賑
わ
っ
た
旅
館
野
同

館
だ
っ
た
｡
『
巾
旅
の
素
描
』
の
中
に
は
封
同
館
で

の
様
子
を
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
【
図
1
】
や
二
代
巳
館

主
の
百
瀬
慎
太
郎
と
の
交
流
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い

る
(
｢
岳
人
の
欠
伸
｣
｢
案
内
者
と
共
に
｣
)
｡
猪
之
吉

は
慎
太
郎
と
親
し
く
交
わ
り
､
昭
利
十
七
年
に
上
高

地
で
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
レ
リ
ー
フ
を
取
り
外
し
た
帰
途

に
も
慎
太
郎
を
訪
ね
て
針
山
館
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
｡

劃
同
館
に
備
え
ら
れ
て
い
た
雑
記
帳
(
百
瀬
堯
氏

蔵
)
　
に
も
次
の
よ
う
な
猪
之
吉
の
書
き
込
み
が
残
る
｡

(
マ
マ
)

白
馬
娘
山
上
に
て
油
紙
を
製
/
作
す
る
つ
も
り
そ
れ
か
ら

は
未
完
/
大
正
四
年
L
月
二
十
一
日
着
/
茨
木
猪
之
吉

こ
の
と
き
の
山
行
で
は
針
山
館
で
友
人
(
慎
太
郎

か
)
か
ら
天
幕
を
借
り
て
､
囲
ッ
谷
(
現
白
馬
村
)

の
余
旅
館
で
山
案
内
人
に
丸
山
岩
司
を
雇
っ
て
白
馬

岳
に
十
数
日
生
活
し
た
と
猪
之
吉
は
記
し
て
い
る
｡

そ
し
て
蕨
平
で
露
営
し
て
い
る
と
き
に
志
村
烏
嶺
と

出
会
い
作
画
場
所
に
白
馬
大
池
を
薦
め
ら
れ
､
大
池

の
ほ
と
り
に
露
営
し
た
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
自
著
に

計
し
て
い
る
｡

(
マ
マ
＼

八
月
八
日
　
岸
騎
手
平
蔵
宅
活
/
八
月
九
日
　
立
山
温
東

沖
　
(
雨
天
)
　
/
八
月
1
日
　
五
色
ケ
原
野
替
　
(
両
天
)
　
午

後
鴫
/
途
中
佐
良
峠
に
て
今
村
幸
男
氏
と
遇
ふ
/
八
月
十

一
日
　
鬼
ケ
岳
縦
長
浄
土
を
越
し
老
輩
泊
/
八
月
上
∴
目

測
山
乗
越
よ
り
鍬
忠
に
登
る
下
向
/
し
て
鋤
濡
‥
窓
の
若

屋
に
野
菊
/
八
月
1
 
-
日
　
仙
人
峠
を
経
て
小
黒
部
鉱
山

小
/
黒
部
谷
に
入
る
祖
母
谷
温
泉
油
/
八
月
十
四
日
　
席

題
よ
り
大
黒
銅
山
油
/
八
月
-
五
日
　
間
ソ
谷
に
出
で
大

町
に
着
/
日
本
山
岳
禽
員
　
茨
木
猪
之
告
及
び
平
蔵

猪
之
吉
は
佐
伯
平
蔵
を
一
番
印
象
深
い
両
案
内
人

と
し
て
挙
げ
て
い
る
｡
山
行
中
の
食
事
な
ど
で
の
さ

り
げ
な
い
気
使
い
が
心
に
残
っ
た
ら
し
く
､
上
品
地

で
初
め
て
平
蔵
に
会
っ
た
と
き
に
作
っ
て
も
ら
っ
た

｢
ゴ
ヘ
イ
餅
｣
や
先
の
立
山
か
ら
日
馬
ま
で
の
山
行

中
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
｢
暖
か
い
飯
と
み
そ
汁
｣
の

美
味
し
さ
を
自
著
で
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
ほ
か
に
も
大
町
か
ら
封
同
館
を
基
点
と
し
て

針
ノ
木
岳
方
面
へ
も
登
っ
て
い
る
｡
百
瀬
家
に
は
猪

之
吉
が
慎
太
郎
へ
宛
て
た
書
簡
や
､
慎
太
郎
へ
贈
ら

れ
た
猪
之
吉
の
ス
ケ
ッ
チ
帳
や
油
彩
な
ど
も
獲
さ
れ

て
い
る
｡

｢
和
泉
屋
(
簗
場
)
｣

猪
之
吉
が
大
町
に
や
っ
て
来
た
際
に
勤
同
館
と
と

も
に
定
宿
と
し
て
い
た
の
が
中
細
湖
畔
簗
場
の
和
泉

屋
で
あ
っ
た
｡
『
山
旅
の
素
描
』
　
の
中
に
も
旅
館
の

様
子
を
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
【
図
2
】
や
滞
在
中
の
作

画
生
活
が
記
さ
れ
て
お
り
(
｢
旅
の
若
山
牧
水
｣
｢
浅

春
の
山
｣
｢
冬
の
三
園
峠
｣
)
､
猪
之
吉
の
遺
稿
集
『
山

の
画
帖
』
　
(
朋
文
堂
､
一
九
五
九
)
に
は
｢
私
の
最



④2002.ll.25　　　　　　　　　　　　　　　　　山　と　博　物　館

2, ｢和泉屋にて｣　叫旅の素描』より

も
愛
す
る
土
地
､
そ
れ
は
信
州
は
も
ち
ろ
ん
､
北
ア

ル
プ
ス
山
麓
､
青
木
湖
と
中
細
の
間
､
簗
場
の
和
泉

屋
旅
館
｣
　
(
｢
雪
に
よ
せ
て
｣
)
と
あ
り
､
猪
之
吉
が

寄
せ
た
愛
着
の
深
さ
が
感
じ
ら
れ
る
｡

｢
西
糸
屋
(
上
高
地
)
｣

猪
之
吉
は
上
高
地
に
も
よ
く
滞
在
し
た
｡
そ
の
際

は
西
糸
屋
が
定
宿
で
あ
っ
た
｡
猪
之
吉
は
昭
和
十
九

午
(
一
九
四
四
)
十
月
二
日
の
朝
に
奥
穂
高
岳
の
潤

沢
小
屋
を
出
発
し
､
白
曲
沢
を
下
っ
て
か
ら
消
息
を

よ
絶
つ
｡
そ
の
冬
の
捜
索
で
は
見
つ
か
ら
ず
に
翌
年
の

麗
夏
に
な
っ
て
ザ
ッ
ク
片
だ
け
が
発
見
さ
れ
て
い
る
｡

喉
こ
の
最
後
の
I
j
行
の
際
も
上
高
地
で
は
西
糸
屋
に
泊

脈
ま
っ
て
い
る
【
注
9
一
｡

つ

‖

J

猪
之
吉
が
消
息
を
絶
つ
前
後
の
様
子
は
次
の
通
り

乱
で
あ
る
｡

昭
和
上
九
年
　
二
九
四
円
)

九
月
　
十
九
日
　
夜
､
夜
行
列
車
に
て
所
存
駅
発
｡

一
｢
日
　
朝
'
松
本
駅
着
後
､
篠
本
峠
よ
り

上
高
地
入
り
｡

以
後
､
西
糸
屋
に
滞
在
∩
-

二
上
三
日
　
朝
､
両
糸
屋
を
発
つ
｡

以
後
､
潤
沢
小
屋
に
滞
在
｢
.

十
月
　
二
日
　
午
前
L
時
1
分
こ
ろ
､
潤
沢
小
屋

を
発
つ
一
∴
日
出
の
コ
ル
で
半
休
次

男
に
見
送
ら
れ
日
出
谷
を
下
る

以
後
､
消
息
を
絶
つ

昭

和

二

十

年

八
月

四
日
　
日
出
大
滝
周
辺
で
､
伊
藤
浮
平
ら

二
名
が
腐
食
臭
を
喚
き
'
周
辺
を

探
索

某
日
　
日
出
沢
雪
一
漢
末
端
部
'
滝
場
に
て

小
山
義
治
が
猪
と
吉
の
リ
ュ
ッ
ク

サ
ノ
ク
の
.
部
を
発
見

こ
の
道
雑
は
当
時
猪
之
吉
が
抱
え
て
い
た
諸
般
の

事
情
や
戦
時
中
と
い
っ
た
社
会
情
勢
な
ど
か
ら
新
聞

な
ど
で
は
｢
失
踪
｣
と
表
現
さ
れ
'
一
時
は
自
殺
説

ま
で
も
流
れ
た
と
い
う
｡

図
お
わ
り
に

猪
之
吉
が
生
き
た
明
治
･
大
正
･
昭
和
初
期
と
い

う
の
は
､
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
山
旅
と
同
時
期
に
急
速

な
発
展
を
と
げ
て
行
く
国
内
の
近
代
登
山
と
の
重
な

り
合
っ
た
時
代
で
あ
る
と
い
え
る
｡
猪
之
吉
の
足
跡

を
通
じ
て
､
こ
の
当
時
に
山
を
め
ぐ
る
人
々
が
醸
し

出
し
て
い
た
一
種
独
特
の
雰
囲
気
を
感
じ
取
る
こ
が

で
る
の
で
は
な
い
が
と
思
う
｡

こ
れ
ま
で
に
猪
之
吉
は
画
壇
に
お
い
て
評
価
さ
れ

て
き
た
わ
け
で
は
な
い
｡
登
山
史
的
な
視
点
か
ら
の

検
証
と
と
も
に
美
術
的
な
視
点
か
ら
の
両
面
か
ら
の

検
証
が
で
き
れ
ば
理
想
で
あ
る
｡
今
回
､
猪
之
吉
の

没
後
初
と
な
る
公
立
美
術
館
で
の
猪
之
吉
個
人
を
取

り
上
げ
た
企
画
展
が
開
催
さ
れ
た
｡
こ
れ
を
機
会
に

ひ
と
り
で
も
多
く
の
方
が
茨
木
猪
之
吉
と
い
う
安
曇

野
周
辺
や
北
ア
ル
プ
ス
ゆ
か
り
の
一
画
家
と
､
そ
の

生
き
た
時
代
の
背
景
に
つ
い
て
少
し
で
も
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)

【
江
上
他
出
町
L
V
美
術
館
　
〒
三
九
九
　
八
六
(
ノ
　
長
野
県
北
安
ユ

郡
他
聞
町
大
字
会
梁
L
L
八
二
　
電
話
〇
一
言
へ
一
　
　
　
　
ノ
ー
′
一

【
注
)
-
】
茨
木
猪
之
I
H
は
明
冶
一
-
一
二
八
八
八
二
　
席
同
県
冨
上

向
の
南
維
　
(
現
雷
上
面
)
　
に
生
れ
る
　
旧
姓
彩
山
､
本
名
伊
ノ
丁
目
　
幼

時
に
神
奈
川
県
の
茨
木
家
養
子
と
な
る
　
そ
の
後
､
京
都
や
東
京
で
洋

画
を
ノ
子
ぶ

水
彩
･
油
彩
の
ほ
か
に
､
ス
ナ
ノ
チ
が
巧
み
で
､
高
人
た
ち
の
ユ
ー

モ
ラ
ス
な
似
顧
稔
や
山
旅
で
の
様
子
な
と
を
残
す
　
ま
た
､
山
岳
画
家

と
し
て
名
を
あ
げ
て
か
ら
は
､
H
本
川
出
会
機
関
記
　
｢
向
丘
　
ヤ
小
島

生
水
の
若
宮
な
と
山
岳
関
係
の
国
吉
に
多
-
の
持
絵
を
提
供
し
た
ー
著

=
I
に
　
r
l
j
旅
の
素
描
　
(
｢
省
･
r
I
 
､
-
九
円
(
)
､
し
山
の
I
j
帖
-
一
期
丈

覚
､
-
九
月
九
一
が
あ
る
　
人
阿
山
一
高
博
物
館
で
は
ー
穂
高
　
洞
沢

池
ノ
平
｣
　
(
F
S
=
ケ
'
油
彩
･
キ
ヤ
シ
ハ
ス
､
昭
和
1
 
8
年
制
作
)
　
の

点
を
所
蔵
し
て
い
る

【
注
3
】
　
小
鳥
鳥
水
　
〔
明
冶
六
　
(
　
八
L
-
ニ
ー
雄
和
-
-
.
(
　
九

四
八
一
年
〕
　
は
本
名
を
久
夫
と
い
い
､
撮
浜
商
業
高
校
を
卒
業
後
腕
浜

銀
行
に
勤
め
∴
て
の
か
た
わ
､
午
文
章
業
を
行
っ
た
　
そ
し
て
禎
浜
で
ウ
ェ

ス
ト
ン
と
出
会
い
､
明
冶
-
-
八
年
に
日
本
初
の
山
一
i
･
･
]
会
で
あ
る
日
本

山
岳
会
　
(
f
T
時
は
山
岳
会
)
　
を
1
,
-
･
l
･
S
と
結
成
さ
せ
た
　
小
鳥
氏
は
明

流
用
十
一
年
の
　
｢
白
峰
及
び
木
石
山
脈
線
描
断
｣
登
山
に
猪
ノ
㌔
口
を
誘

い
､
猪
∠
I
H
は
本
格
的
な
菅
山
を
程
嫉
す
る
　
H
著
の
柄
稔
を
猪
之
I
H

に
描
い
て
も
ー
.
.
う
な
と
親
し
!
､
交
友
を
行
っ
た

【
､
仕
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が
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