
す
。
カ
ツ
モ
ウ
イ
ノ
デ
、
ク
リ
ハ
ラ
ン
、

ハ
チ
ジ
ョ
ウ
カ
グ
マ
、
ノ
コ
ギ
リ
シ
ダ
、

マ
ツ
ザ
カ
シ
ダ
な
ど
の
貴
重
な
シ
ダ
類
も

生
息
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
境
内
に
は
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
の
保

護
生
物
・
ハ
イ
ハ
マ
ボ
ッ
ス
も
生
息
し
て

い
ま
す
。
県
内
で
間
近
に
見
ら
れ
る
数
少

な
い
生
息
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
植
物
は「
軍
荼
利
山
植
物
群

落
」と
し
て
、
昭
和
32
年（
１
９
５
７
）１

月
17
日
に
県
の
指
定
天
然
記
念
物
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

（
教
育
委
員
会　
江
澤
一
樹
）

【
問
合
せ
】教
育
課 

☎（
42
）１
４
１
６

軍
荼
利
山
は
九
十
九
里
平
野
に
面
し
た

標
高
約
75
ｍ
の
丘
陵
で
、
気
候
は
温
暖
で

降
水
量
も
多
く
、
ス
ダ
ジ
イ
を
主
体
と
し

た
常
緑
広
葉
樹
林
に
お
お
わ
れ
て
い
ま

す
。長

年
信
仰
の
対
象
と
し
て
保
護
さ
れ
、

現
在
も
約
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
山
林
の
大
部

分
が
自
然
の
景
観
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

特
に
山
頂
部
の
ス
ダ
ジ
イ
林
は
、
直
径
１

メ
ー
ト
ル
近
い
も
の
も
見
ら
れ
、
自
然
林

の
様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。

こ
の
山
は
昔
、
漁
師
た
ち
が
海
の
位
置

を
知
る
目
印
と
し
て
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

植
生
は
ス
ダ
ジ
イ
を
中
心
と
し
て
、
ア

カ
ガ
シ
、
ア
ラ
ガ
シ
、
タ
ブ
ノ
キ
、
シ
ロ

ダ
モ
、
ヤ
ブ
ニ
ッ
ケ
イ
な
ど
か
ら
な
り
、

森
林
内
の
地
面
に
も
コ
バ
ノ
カ
ナ
ワ
ラ

ビ
、
イ
ズ
セ
ン
リ
ョ
ウ
な
ど
の
常
緑
性
の

草
本
や
低
木
が
繁
り
ま
す
。
カ
ゴ
ノ
キ
や

リ
ン
ボ
ク
、
キ
ジ
ョ
ラ
ン
、
サ
カ
キ
カ
ズ

ラ
、
ハ
ナ
ミ
ョ
ウ
ガ
な
ど
の
ほ
か
、
タ
ブ

ノ
キ
等
に
寄
生
す
る
オ
オ
バ
ヤ
ド
リ
ギ
な

ど
暖
地
性
の
植
物
が
随
所
に
生
息
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
こ
の
山
の
北
西
側
は
中
腹
か
ら

地
下
水
が
し
た
た
り
落
ち
て
お
り
、
周
囲

は
湿
っ
た
環
境
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
暖

地
性
の
シ
ダ
類
の
宝
庫
と
な
っ
て
い
ま

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

昨
年
度
、
秘
書
広
報
課
で
、
一
宮
町
の

バ
ッ
ク
ボ
ー
ド
を
作
成
し
ま
し
た
。
バ
ッ
ク

ボ
ー
ド
と
は
、
取
材
な
ど
の
と
き
、
背
後
に

置
く
屏
風
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
広
報
の
表

紙
を
飾
る
写
真
に
も
よ
く
登
場
し
ま
す
の

で
、
皆
様
も
ご
覧
に
な
ら
れ
た
こ
と
が
あ
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。

一
宮
町
東
側
の
航
空
写
真
の
上
に
、
加
納

久
宜
公
の
書「
仁
以
山
悦　

水
為
智
歓
」を

う
つ
し
た
も
の
で
す
。
内
外
の
皆
様
に
ご
好

評
を
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
加
納
公
の

書
の
意
味
に
つ
い
て
ご
質
問
を
頂
く
こ
と
が

よ
く
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
ご
紹
介
を
い
た
し

ま
す
。

こ
の
言
葉
は
、「
仁
は
山
を
以
て（
も
っ

て
）悦
び（
よ
ろ
こ
び
）、
水
は
智
の
為（
た

め
）に
歓
ば
る（
よ
ろ
こ
ば
る
）」と
読
み
ま

す
。
意
味
は
、「
仁（
思
い
や
り
）の
気
持
ち

を
持
っ
た
人
は
、
山
を
見
て
嬉
し
い
気
持
ち

に
な
り
、
川（
水
）は
、
智
恵
の
あ
る
人
に
喜

ば
れ
る
」と
い
う
意
味
で
す
。

中
国
・
西
晋
時
代
の
王
済（
お
う
さ
い
）

と
い
う
人
の
詩
の
一
節
で
、
三
国
時
代
を
終

わ
ら
せ
晋
を
建
国
し
た
司
馬
炎
の
た
め
に
作

ら
れ
た
も
の
で
す
。詩
の
中
の
、「
仁
を
持
っ

た
人
」「
智
恵
の
あ
る
人
」と
は
司
馬
炎
の
こ

と
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
句
は『
論
語
』の

一
節
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
ま
し
た
。「
子
曰

く
、
知
者
は
水
を
楽
し
み
、
仁
者
は
山
を
楽

し
む
。
知
者
は
動
き
、
仁
者
は
静
か
な
り
。

知
者
は
楽
し
く
、仁
者
は
寿（
い
の
ち
な
が
）

し
」と
い
う
一
節
で
す
。「
知
恵
あ
る
人
は
、

動
き
の
あ
る
川
の
流
れ
を
好
ん
で
楽
し
く
過

ご
し
、
仁
徳
あ
る
人
は
、
ど
っ
し
り
し
た
山

を
楽
し
ん
で
長
生
き
だ
」と
い
う
意
味
で
す
。

加
納
公
は
、詩
句
の
あ
と
に
、「
七
十
二
翁　

加
納
久
宜
」と
書
さ
れ
て
い
る
の
で
、
大
正

六
年
に
記
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
ど
な
た
か
の
お
祝
い
で
贈
ら
れ
た
も
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
は
は
っ
き
り
し

ま
せ
ん
。
現
在
は
、
現
物
で
は
な
く
、
木
に

彫
ら
れ
た
額
が
、
副
町
長
室
に
掲
げ
て
あ
り

ま
す
。
仁
知
を
兼
ね
備
え
た
加
納
公
の
ご
人

徳
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
書
蹟
で
す
。

一
宮
町
は
、
海
も
川
も
、
山
も
あ
る
素
晴

ら
し
い
土
地
で
す
。
そ
の
、
一
宮
の
土
地
柄

に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
で
あ
り
、
し
か
も
郷
土

の
偉
大
な
先
達
・
加
納
公
に
よ
っ
て
記
さ

れ
た
も
の
で
す
の
で
、
一
宮
町
を
象
徴
す
る

バ
ッ
ク
ボ
ー
ド
に
掲
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
今
後
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ド
を
ご
覧
に
な
る

際
は
、
そ
う
い
う
意
味
合
い
も
味
わ
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

一宮町長
馬淵 昌也

▲軍荼利山（南東より）

▲東浪見寺へ続く参道
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