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報 日

會 岳 山 本 日 37 1 月 七 年 九 刑 昭

ウ
エ
ス
ト
ン
氏
と
嘉
門
治
老
と
の

思
ひ
出

辻
　
　
荘

　

一

一　

殆
ん
ど
六
七
ヶ
月
前
、

―――
岳
會
の
者
宿

く
こ
と
は
自
分
が
今
こ

´ゝに
書
き
つ
け
や

ぅ
と
す
る
思
ひ
出
に
、
積
極
的
似
値
を
奥

へ
る
前
提
で
は
な
い
。
自
分
の
思
ひ
出
接

軍
な
る
思
ひ
出
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ド
に
よ

れ
ば
、
人
間
は
過
古

の
勢
苦
を
忘
れ
、
く

の
楽
し
さ
を
記
憶
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
く

の
生
活
を
楽
し
き
も
の
に
す
る
も
の
で
あ

る
。
過
古
と
云
ふ
額
榛
に
は
め
ら
れ
た
給

は
暗

い
か
げ
を
残
す
こ
と
な
く
、
す
べ
て

が
薔
薇
色
に
輝

い
て
ゐ
る
。
こ
の
美
し

い

色
が
前
途
に
反
映
す
る
が
故
に
、
我
々
は

た
の
し
く
生
き
て
ゐ
る
。
自
分

の
思
ひ
出

一

は
か
、
る
一
種
の
カ
タ
ル
レ
ス
以
上
の
意

一

味
は
亀
も
も
つ
て
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。
も

一

し
ど
な
た
か

，
こ
の
文
を
よ
ん
で
下
さ
る
一

な
ら
ば
、
こ
の
自
分
の
心
が
ま

へ
を
理
解

一

し
て
お
い
て
の
こ
と
に
し
て
い
た
ゞ
き
た

い
と
思
ふ
の
で
、
こ
と
は
り
書
き
を
つ
け

た
次
第
で
あ
る
。

明
治
四
十
二
三
年
と
云

へ
ば
日
本
の
登

―――
界
の
一
の
責
金
時
代
で
あ
つ
た
。
日
本

山
岳
會
は
屋
々
講
演
會
等
を
ひ
ら
き
、
或

は
各
地
の
有
志
の
請
に
應
じ
て
講
演
者
を

派
遣
す
る
こ
と
が
多
か
つ
た
。
そ
し
て
各

地
に
大
小
の
登
山
の
た
め
の
會
が
結
成
だ

ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
頃
自
分
は
中

學
の
三
年
か
四
年
の
生
徒
で
あ
つ
た
．
け

れ
ど
も
ど
う
し
た
は
ず
み
か
、
登
山
熱
に

と
り
つ
か
れ
て
、
親
爺
を
だ
ま
し
て
小
島

氏
の

「
日
本
ア
ル
プ
ス
」
を
買
つ
て
非
常

諸
家
が
殆
ん
ど
組
動
員
の
形
で
、
主
と
し

て
日
本

‐‐―
岳
會
創
立
常
時

の
思
ひ
出
を
か

た
ら
れ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
れ

が
き
つ
か
け
に
な
つ
て
一菅
宿
の
候
補
者
た

ち
が
わ
れ
劣
ら
じ
と
思
い
出
ば
な
し
を
か

一
た
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
自
分
は

．
あ
る
特
殊
の
立
場
に
お
い
て
こ
の
現
像
を

是
認
す
る
氣
持
に
は
な
れ
な
か
つ
た
。
と

云
ふ
の
は

一
般
に
思
ひ
出
が
語
ら
れ
る
時

に
は
す
で
に
事
が
沈
滞
し
て
ゐ
る
こ
と
を

證
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
若
き
生
活
者
微

思
ひ
出
を
か
た
る
餘
裕
を

・
も
た
ぬ
。
た
■

青
き
も
の
の
み
が
思
ひ
出
に
活
き
る
。
敦

に
か
く
思
ひ
出
が
多
く
か
た
ら
れ
る
こ
と

は
登
山
界
の
沈
滞
を
示
す
と
考

へ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
滝
滞
は

，
お
に
前
途
り

残
展
を
豫
言
す
る
。
沈
滞
期
に
浮
び
あ
が

つ
て
来
る
歴
史
的
意
識
は
韓
形
期
の
兆
侯

で
あ
る
。
故
に
思
ひ
出
が
語
ら
れ
る
こ
と

は
印
ち
新
ら
し
き
飛
躍
へ
の
準
備
で
あ
つ

て
、
沈
滞
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
か
イ
考

へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
思
ひ
出
は
積
極
的
慕

義
を
も
つ
に
至
る
。
幸
に
し
て
我
ら
の
世

界
は
沈
滞
の
ま
ゝ
に
絡
る
こ
と
な
く
、
新

ら
し
い
飛
躍
の
た
め
に
ポ
ー
ズ
し
つ
ヽ
あ

る
こ
と
が
明
瞭
に
看
取
せ
ら
れ
る
０
従
つ

て
過
日
の
思
ひ
出
に
は
積
極
的
意
義
が
ら

つ
た
と
考

へ
ら
れ
る
。

こ
の
ゃ
う
に
思
ひ
出
を
意
義
づ
け
て
お

な
熱
心
で
こ
れ
を
文
字
通
り
讚
・破
し
た
あ

げ
く
、
仲
間
を
二
人
細
合
し
て
初
山
旅
に

出
た
先
き
は
、
云
は
ず
と
知
れ
た
紳
河
内

で
あ
る
。
そ
の
旅
行
の
準
備
等
に
開
し
て

今
か
ら
思
ふ
を
極
め
て
滑
格
な
こ
と
が
多

か
つ
た
が
そ
れ
は
省

い
て
を
く
。
と
も
か

く
リ
ュ
ツ
ク
を
し
よ
つ
た
人
は
先
づ
無

い

と
云
ふ
や
う
な
こ
と
か
ら
見
て
も
、
大
盤

の
想
像
が
つ
く
。

松
本
の
宿
屋
を
早
朝
に
出
て
、
町
は
づ

れ
か
ら
同
太
郎
馬
車
に
の
り
、
ほ
こ
り
だ

ら
け
の
道
を
ひ
る
ま
で
か
、
つ
て
島
々
に

つ
く
。
そ
こ
で
中
食
も
そ
こ
Ｄ√
ヽ
に
入
夫

を
雇
つ
て
島
々
谷
に
わ
け
入
つ
た
。
そ
こ

に
は
ト
ロ
も
な
く
、
わ
づ
か
に
人
が

一
人

通
れ
る
だ
け
の
道
が
あ
る
に
す
ぎ
な
か
つ

た
。
従
つ
て
自
分
た
ち
は
十
分
に
期
待
を

浦
足
さ
せ
な
が
ら
、
大
き
な
権
の
本
の
下

に
せ
ぐ
く
ま
る
鰐
留
の
無
人
の
小
屋
に
つ

い
た
の
が
、
三
時
と
四
時
と
の
間
で
あ
つ

た
ら
う
か
。

す
る
と
そ
こ
に
笑
顔
の
老
爺
が
居
る
。

そ
の
お
や
ぢ
と
ど
う
云
ふ
き
っ
か
け
で
話

を
は
じ
め
た
か
す
つ
か
り
忘
れ
た
が
、
締

局
こ
ち
ら
か
ら
、
そ
れ
で
は
あ
な
た
が
嘉

門
治
さ
ん
で
す
か
と
云
ふ
や
う
な
こ

こ
に

な
り
、
穂
高

の
話
を
き

い
た
り
、
明
紳
池

に
行

つ
た
ら
自
分
の
小
屋
に
よ
つ
て
、
そ

こ
に
釣
竿
が
あ
る
か
ら
そ
れ
を
つ
か
つ
て

も
良

い
と
云
ふ
こ
と
を
き

い
た
覺
え
が
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
頃
や
う
や
く
ひ
ら
け
か

け
た
神
河
内
に
来
る
人
は
多
く
な
つ
た
が

お
ま

へ
さ
ん
た
ち
が

一
等
若

い
と
云
つ
て

お
だ
て
ら
れ
た
こ
と
も
覺
え
て
ゐ
る
。
そ

し
て
彼
は
下
手

へ
、
自
分
ら
は
徳
本
峠

ヘ

と
わ
ボ
・れ
た
の
で
あ
る
。

紳
河
内
の
温
泉

へ
つ
い
た
の
が
谷
の
ひ

と
も
し
頃
で
あ
つ
た
。
あ
し
た
は
穂
高

ヘ

と
云
ふ
わ
け
で
早
寝
を
し
て
笠
朝
五
時
ご

ろ
支
度
を
し
て
温
泉
の
前
に
立
つ
て
勢
揃

ひ
を
し
た
。　
一
行
は

一
高
の
二
部
の
學
生

目
　
　
次

ウ

エ
ス
ト
ン
氏
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門
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岳
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八
月
の
日
書
室
　
　
　
　
　
　
　
一

含
務
報
告
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

新
刊
紹
介

リ
ユ
ツ
ク
サ
ツ
ク
　
第
七
競

逸
見
　
員
雄
　
一

立
教
大
學
山
岳
部
々
報
　
第
六
琥

角
田
　
吉
夫
　
羹

三
高
山
岳
部
報
告
　
第
十
一
琥

逸
見
　
〕県
雄
　
鋤

が
二
人
、
そ
れ
に
そ
の
連
中
が

「
海
軍
」

と
偶
り
に
名
づ
け
た
や
せ
ぎ
す
の
、
そ
の

頃
と

‐・́て
は
珍
ら
し
い
鋲
靴
を
は
き
、
大

短
か
い
ス
ト
ツ
ク
を
つ
き
、
リ
ュ
ツ
ク
む

し
よ
つ
た
、
臓
製

の
服
を
着
た
仁
で
あ
つ

た
。
こ
の
仁
が
ど
う
も
田
部
重
治
氏
で
は

な

い
か
と
思
っ
て
お
る
が
、
元
本
人
の
頭
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を
覺
え
る
こ
と
に
か
け
て
は
全
然
無
能
な

自
分
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
全
く
あ
て
に
な

ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
學
生
の
一
人
が
ス
リ

ツ
プ
し
た
り
、

「海
軍
」
が
高
い
虎

へ
来

る
と
奇
妙
な
翠
を
あ
げ
て
怒
鳴
る
の
に
あ

き
れ
た
り
し
て
、
前
穂
高
に
上
り
、
宿
に

か
ヽ
つ
た
の
が
五
時
頃
で
あ
つ
た
。

そ
の
次
の
日
で
あ
る
。
今
日
は
明
紳
池

へ
行
く
と
云
ふ
の
で
ま
た
五
時
頃
か
ら
限

を
さ
ま
し
て
、
昨
日
穂
高
へ
登
つ
た
う
れ

し
さ
も
手
博
つ
て
、
か
な
り
騒
ぎ
た
て
た

や
う
で
あ
る
。
す
る
と
奥
の
方
の
部
屋
か

ら
こ
ち
ら
へ
人
の
来
る
気
配
が
し
て
、
妙

な
ア
ク
セ
ン
ト
で
、
あ
ま
り
朝
早
く
か
ら

さ
わ
い
で
く
れ
る
な
、
こ
と
に
婦
人
は
ね

ら
れ
な
く
て
困
る
か
ら
と
云
ふ
意
味
を
障

子
の
外
か
ら
中
入
れ
た
人
が
あ
る
。
自
分

ら
は
一
言
な
く
な
つ
て
、
急
に
し
づ
ま
り

か
へ
り
、
下
に
を
り
て
競
の
そ
ば
で
朝
飯

を
す
ま
せ
て
、
日
代
池
に
行
き
、
ま
た
明

紳
池
に
行
つ
て
、
さ
ん
た
ヽ
遊
ん
だ
。
そ

の
か
へ
り
道
で
あ
る
。
徳
本
下
の
牛
小
合

の
近
く
ま
で
来
た
時
、
向
ふ
か
ら
西
洋
人

夫
婦
が
嘉
門
治
を
つ
れ
て
や
つ
て
く
る
。

行
會
ざ
ま
に
嘉
門
治
と
挨
拶
し
た
。
そ
れ

が
自
然
と
西
洋
人
夫
妻
に
も
行
き
わ
た
っ

て
、
話
が
は
じ
ま
つ
た
。
そ
し
て
そ
の
と

た
ん
、
今
朝
お
こ
り
に
来
た
の
は
こ
の
人

だ
な
と
覺
つ
た
け
れ
ど
も
、
も
う
今
更
あ

や
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
結
局
こ
ち
ら

の
旅
行
の
計
書
な
ど
を
片
言
の
英
語
ま
じ

り
に
は
な
し
た
。
そ
し
て
大
い
に
お
だ
て

ら
れ
た
揚
句
、
私
は
ウ
エ
ス
ト
ン
で
す
。

東
京

へ
来
た
ら
山
岳
會
に
入
り
な
さ
い
と

云
つ
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。
そ
し
て
繊

々
は
河
童
橋
の
方

へ
、
氏
は
槍

へ
と
別
れ

た
．
そ
の
時
今
で
も
お
ぼ
え
て
ゐ
る
こ
と

は
、
大
人
が
朧
裏
の
ズ
ツ
ク
製
の
靴
を
は

い
て
居
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
途

中
で
、
我
々
も
あ
ん
な
靴
が
ほ
し
い
な
あ

と
魔
々
話
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
ウ
エ
ス
ト
ン
氏
と
も
嘉
門
治
老

と
も
會
ふ
機
含
が
な
く
て
し
ま
つ
た
の
で

山
の
諸
雑
誌
に
封
し
て

あ
る
が
、
自
分
の
初
山
族
の
追
憶
と
共
に

つ
ね
に
こ
の
二
人
の
悌
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が

ら
も
生
き
′
ヽ

と
眼
の
前
に
立
つ
の
で
あ

る
。
け
だ
し
ウ
エ
ス
ト
ン
氏
に
し
か
ら
れ

た
人
は
あ
ま
り
な
か
ら
う
と
思
ふ
ま
ゝ
に

編
輯
者
の
一
人
の
望
に
應
じ
て
書
き
つ
け

て
お
く
。
（
昭
和
九
二
↑

一
五
）

高

橋

健

治

た
り
、
甚
だ
し
き
は
勝
手
な
想
像
を
し
、

間
違
っ
た
事
を
堂
々
と
曝
露
し
て
喜
ん
だ

り
、
ひ
ど
い
の
に
な
る
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

の
事
も
世
間
に
公
開
し
て
讀
者
の
刺
激
や

話
題
を
増
し
た
り
、
友
人
と
知
人
と
見
知

ら
ぬ
人
と
の
Ｅ
別
も
な
く

一
様
に
論
じ
た

り
振
舞
っ
た
り
、
不
愉
快
な
こ
と
が
績
変

す
る
様
に
思
ふ
。
自
信
を
以
っ
て
物
を
言

ふ
と
同
時
に
責
任
と
謙
遜
を
忘
れ
な
い
様

に
し
た
い
。
何
々
氏
を
論
ず
と
か
、
何
々

派
の
人
々
と
か
云
ふ
の
は
、
趣
味
で
な
い

職
業
離
會
で
は
通
づ
る
か
も
し
れ
な
い
が

吾
々
美
し
い
自
然
と
相
手
の
櫨
邊
の
集
ひ

に
は
餘
り
に
も
紳
経
過
敏
な
、
下
品
な
、

こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
登
山
者
祀
會
は

も
つ
と
悠
々
と
業
し
く
あ
り
た
い
も
の
で

あ
る
。
山
の
雲
を
な
が
め
て
歌
を
唱
ふ
様

に
ほ
が
ら
か
で
あ
り
た
い
。
反
駁
論
を
た

ヽ
き
つ
け
た
り
、
自
己
宣
博
屋
と
評
し
て

み
た
り
、
何
々
技
術
、
何
々
主
義
と
は
ど

ん
な
も
の
か
と
、
登
山
に
何
も
そ
ん
な
六

ケ
敷
し
い
理
屈
も
な
い
の
に
、

い
や
に

事
を
窮
屈
に
考

へ
る
の
は
山
を
愛
す
る

々
の
祀
會
で
は
止
め
に
し
た
い
物
で
あ
る

餘
り
に
も
塵
芥
に
ま
み
れ
た
競
争
臭
で
一

杯
だ
。

山
の
雑
誌
は
巷
間
の
講
談
倶
業
部
や
婦

人
公
論
で
な
く
、
山
の
自
然
を
書
い
た
も

の
、
山
の
研
究
、
叙
述
的
な
も
の
、
探
求

的
な
も
の
、
等
山
の
員
貸
、
最
善
、
美
し

さ
に
充
賓
し
た
も
の
に
し
た
い
。
こ
れ
は

専
ら
編
韓
に
責
が
あ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ

井
戸
端
倉
議
的
な
記
事
を
好
む
讀
者
、
そ

れ
を
書
く
筆
者
の
向
上
を
望
む
べ
き
で
あ

ら
う
。

こ
ん
な
記
事
の
た
め
に
人
格
を
傷
付
け

ら
れ
た
人
々
が
何
人
あ
つ
た
こ
と
で
あ
ら

う
。
少
し
で
も
勇
氣
の
な
い
人
又
は
功
利

的
な
人
は
、
た
と
ヽ
そ
の
人
が
い
ヽ
山
の

指
導
者
で
あ
つ
て
も
、
や
が
て

「
趣
味
の

た
め
に
山
に
登
つ
て
ゐ
る
の
に
、
そ
ん
な

に
や
か
ま
し
く
兎
や
角
云
は
れ
る
な
ら
止

め
て
了
は
う
。
美
し
い
吾
々
の
山
が
け
が

れ
る
」
と
云
つ
て
引
込
む
で
了
ふ
で
あ
ら

う
。
そ
し
て
巧
み
に
言
鮮
を
操
つ
て
、

一

見
甚
だ
謙
遜
な
様
に
見
せ
て
所
謂
世
渡
り

上
手
が
好
評
さ
れ
て
、
賞
力
あ
る
も
の
を

吾
々
が
登
山
者
祀
會
か
ら
失
ふ
と
い
ふ
場

合
が
非
常
に
多
い
と
思
ふ
。
吾
々
は
吾
々

の
指
導
者
を
養
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分

が
會
員
で
あ
り
な
が
ら
會
の
不
満
を
蔭
ロ

し
て
、
山
岳
會
が
日
本
山
岳
界
を
指
導
せ

ぬ
等
泣
言
云
つ
て
も
そ
れ
は
聞
き
捨
て
に

す
べ
き
で
あ
る
。
各
山
の
雑
誌
は
日
本
山

岳
會
を
助
け
る
義
務
が
あ
り
、
登
山
者
祀

會
は
指
導
者
を
養
成
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

急
増
し
た
山
の
雑
誌
は
競
争
も
は
げ
し
い

事
で
は
あ
る
が
、
山
や
山
の
人
々
の
識
會

を
き
づ
つ
け
な
い
様
心
掛
け
た
い
も
の
で

あ
る
。
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
善
用
す
る
と

否
と
は
そ
の
人
々
の
品
性
延
い
て
は
そ
れ

ら
の
人
々
の
形
成
す
る
祀
會
の
特
性
如
何

に
依
る
の
で
あ
り
、
山
の
様
な
結
構
な
も

の
を
封
象
と
す
る
登
山
固
畿
は
美
し
く
山

の
様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
内
容
で
あ
る
山

の
雑
誌
に
は
巷
間
の
小
競
り
合
ひ
や
、
人

を
相
手
に
し
て
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
悪
用

し
他
人
の
人
格
を
き
づ
つ
け
る
様
な
こ
と

は
な
く
し
た
い
。
第

一
人
者
と
か
、
世
界

の
権
威
と
か
云
ふ
言
葉
を
軽
々
し
く
も
て

あ
そ
ば
ず
、
大
空
に
鉾
ゆ
る
高
根
を
望
む

静
か
な
不
こ
の
心
で
吾
々
山
岳
人
は
温
和

に
耐
會
を
結
び
雑
誌
を
讀
み
た
い
も
の
で

あ
る
。

静
か
な
不
こ
の
心
を
以
つ
て
決
し
て
私

は
孤
立
的
環
境
か
ち
来
る
睡
眠
状
態
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
山
の
諸
雑
誌
を

同
ん
で
不
断
の
創
造
的
活
動
能
力
を
見
出

す
べ
き
刺
激
を
必
要
と
す
る
。
情
勢
的
な

安
易
で
償
脅
の
名
の
下
に
満
劇
た
る
登
山

を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
常
に
更
新

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
山
の
憂
化

で
あ
り
精
神
で
あ
る
と
思
ふ
。

藤
會
が
堕
落
に
向
ふ
と
常
に
色
々
面
倒

な
法
規
や
議
論
が
起
つ
て
、
そ
の
静
止
沈

滞
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
常
に
新

鮮
な
能
動
的
な
山
の
吾
々
の
祗
會
で
は
山

の
精
神
に
満
ち
た
燿
談
に
時
を
過
ご
し
た

い
も
の
で
あ
る
。

八
月
の
日
書
室

例
年
の
涌
り
　
八
月
中
の
本
合
目
書
室
開
室
日
は

左
の
如
く
養
菫
し
ま
す

月
水
金
　
午
後
五
時
―
九
時

火
木
土
　
休
　
　
室

鼓
に
私
は
以
上
の
題
目
の
元
に
筆
を
持

つ
た
が
、
そ
れ
は
山
の
諸
雑
誌
に
封
し
て

の
色
々
の
希
望
と
云
ふ
よ
り
も
寧
ろ
山
の

諸
雑
誌
を
通
じ
て
、
そ
れ
に
執
筆
す
る
人

々
及
護
者
、
全
性
と
し
√
は
吾
々
か
ら
成

り
立
つ
登
山
者
祗
會
に
つ
い
て
最
近
目
立

つ
て
お
か
し
く
思
は
れ
る
節
々
を
列
奉
し

延
い
て
吾
々
登
山
者
祀
含
と
し
て
、
こ
れ

等
雑
誌
を
如
何
に
利
用
し
、
又
こ
れ
に
依

つ
て
如
何
に
吾
々
登
山
者
祗
會
を
導
い
て

行
く
べ
き
か
と
い
ふ
事
等
に
封
す
る
晟
見

を
一
寸
述
べ
て
み
た
。
山
の
雑
誌
が
雨
後

の
タ
ケ
ノ
コ
の
如
く
街
頭
に
表
は
れ
出
し

た
の
は
此
虎
二
三
年
の
事
で
あ
る
が
、
始

め
の
申
に
は
中
々
意
氣
込
ん
で
員
面
日
で

あ
つ
た
。
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
「
山
岳
」

や
學
校
山
岳
部
の
報
告
を

一
般
化
す
る
に

結
構
で
あ
つ
た
が
、
二
三
年
の
中
に
種
が

切
れ
て
来
た
の
か
、
紙
上
で
人
物
月
旦
の

様
な
も
の
が
表
れ
だ
し
て
来
た
。
黛
派
心

を
勝
手
に
作
つ
て
何
々
派
と
名
付
け
て
み

て
、
お
互
ひ
に
穴
の
拾
ひ
合
い
を
や
つ
た

り
、
言
葉
の
端
を
と
ら
え
て
議
論
じ
合
つ
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南
島
に
於
る
コ
バ
の
方
言
そ
の
他

既
に
會
報
誌
上
で
コ
パ
の
方
言
に
つ
い

て
は
若
干
の
報
舌
が
資
表
さ
れ
て
居
る
．

殊
に
廣
島
縣
地
方
に
於
て
の
該
方
言
は
、

磯
貝
氏
が
明
確
な
御
報
告
を
一
々
賞
地
探

訪
に
擦
つ
て
得
ら
れ
た
も
の
を
寄
せ
ら
れ

で
居
る
。
此
度
私
逹
は
薩
南
十
島

（
九
州

本
土
と
奄
美
大
島
と
の
間
に
紺
在
す
る
諸

常
で
、
現
在
は
鹿
兄
島
縣
大
島
郡
十
島
村

に
属
す
）
の
島
々
を
探
訪
す
る
機
會
を
得

て
、
幾
つ
か
の
島
に
上
陸
の
上
、
種
々
そ

の
民
俗
に
接
す
る
事
が
出
来
た
。
こ
の
折

探
集
し
た
も
の
ヽ
中
、
コ
パ
に
開
す
る
方

言
に
就
き
報
告
さ
し
て
頂
き
、
興
味
を
持

た
れ
る
方
々
の
御
参
考
に
致
し
度
い
と
思

バ
一
、
山
に
自
生
し
て
居
る
竹
等
を
伐
リ

倒
し
て
置
い
て
之
が
乾
燥
し
た
時
に
野
焼

を
な
し
、
後
に
其
虎
を
ヤ
マ
ク
フ
（
山
鍬
）

で
打
つ
て
根
掘
り
を
す
る
。
斯
う
し
て
山

に
畑
を
拓
い
て
行
く
こ
と
を
ア
ケ
ル
と
云

ひ
又
は
ョ
パ
ゥ
チ
と
云
ふ
。
こ
の
畑
に
は

蓼
、
粟
、
蕎
麺
、甘
藷
を
作
る
（
琉
黄
島
、

昭
和
九
年
五
月
十
四
日
採
集
）。

二
、
島
に
は
横
榔
が
自
生
し
て
居
る
が

之
を
ビ
ロ
ー
と
呼
び
、
こ
の
樹
の
精
に
生

じ
た
新
芽
又
は
新
葉
を
コ
パ
と
云
ふ

（
硫

黄
島
同
日
十
五
日
）。

三
、
ビ
ロ
ー

（横
榔
）
の
新
芽
を
コ
パ

と
云
ふ
。
荷
物
運
搬
具
の
背
負
梯
子
に
取

付
け
る
輸
型
の
背
中
常
を
此
の
コ
パ
か
ら

作
つ
て
居
る

（
口
之
島
、
同
月
十
五
日
）
。

高

橋

文

太

郎

四
、
山
を
焼

い
て
畑
を
拓
く
こ
と
を
、

ハ
タ
ケ
を
キ
ル
又
は
ハ
タ
ケ
を
ナ
グ
と
云

ふ
。
此
の
焼
畑
作
業
と
コ
パ
と
は
殆
ど
云

は
ぬ
と
い
ふ
。
畑
に
は
甘
藷
、
水
瓜
等
も

作
り
耕
作
出
来
る
期
間
は
永

い
。

又
、
ビ
ロ
ー

（
横
榔
）
の
新
芽
を
コ
パ

と
云
ふ

（
中
之
島
、
同
日
）
。

五
、
山
を
焼

い
て
拓

い
た
畑
を
コ
パ
と

呼
ぶ
。
蓼
、
甘
藷
、
甘
薦
な
ど
を
繰
返
し

作
る
。
（
賓
島
、
十
六
日
）

六
、
横
榔
の
新
葉
で
作
っ
た
草
履
を
見

る
。　
コ
パ
で
作
つ
た
と
云
つ
て
居
た
。

（
平
島
、
同
日
）

七
、
横
榔
の
芽
生
え
を
軍
に
コ
ル
呼
ぶ

こ
の
本
の
成
長
し
て
大
き
く
な
つ
た
と
の

を
ビ
ロ
ー
と
呼
び
、
此
葉
か
ら
蓑
を
作
り

又
小
な
る
も
の
例

へ
ば
若
木
を
コ
パ
と
云

ひ
此
葉
か
ら
笠
な
ど
作
る
。

（
小
費
島
、

同
日
）

八
、
横
榔
の
本
の
小
さ
い
の
を
コ
バ
、

大
き
く
成
長
し
た
の
を
ビ
ロ
ー
と
云
ふ
。

（
費
島
、
同
日
）

九
、
横
榔
の
本
の
小
さ
い
の
を
コ
バ
、

此
葉
よ
り
笠
な
ど
作
り
、
大
き
く
成
長
し

た
も
の
全
股
も
コ
パ
と
云
ふ
が
此
の
新
葉

を
特
に
コ
パ
と
呼
び
之
よ
り
蓑
を
持

へ
る

（
奄
美
大
島
、
宇
検
村
宇
検
、
十
八
日
）

十
、
北
村
力
馬
氏
「
奄
美
大

に
は
、
ぴ
ん
ら
う
、
コ
バ
、
横
榔
、
と
記

さ」
る
）。

以
上
に
記
し
た
通
り
、
特
に
十
島
村
の

島
々
に
於
て
は
、
新
芽
「
新
業
の
コ
パ
と

木
全
般
の
ビ
ロ
ー
と
の
呼
名
を
は
つ
き
り

匡
別
し
て
居
る
の
は
注
意
に
債
す
る
。
そ

れ
か
ら
、
焼
畑
を
コ
パ
と
云
ふ
の
が
案
外

に
抄

い
鮎
で
あ
る
。
此
の
旅
行
の
帰
途
、

吾
々
は
島
根
縣
の
除
岐
列
島
を
訪
ね
た
の

で
、
其
後
探
集
し
た
も
の
を
二
三
左
に
附

記
す
る
。

一
、
ア
ラ
ア
ケ
。
山
林
を
伐
り
焼
畑
を

作
る
の
を
斯
う
云
ふ
。
先
づ
蕎
套
を
作
り

茶
縛
な
ど
作
る
。
二
、
三
年
使
ふ
と
作
物

は
出
来
な
い
か
ら
杉
苗
を
植
ゑ
る
。

（
隠

岐
島
、
道
後
、
周
吉
郡
中
村
大
字
中
村
、

昭
和
九
年
五
月
十
六
日
）
。

こ
、
ウ
ネ
ゾ
タ
イ
、
ト
コ
（
分
水
嶺
）

ト
コ
、
ミ
ネ
（
山
頂
）

フ
ー
ゼ
（
側
稜
）

イ
ゴ

（
側
稜
と
側
稜
と
の
間
の
窪

み
）

タ
キ
（
急
な
崖
）

ワ
ド

（
三
方
が
塞
が
り

一
方
が
明

い
た
洞
型
の
地
形
の
虎
）

ワ
ン
ド
（海
岸
の
ホ
ラ
穴
）

タ
ボ
、
タ
ン
ボ

（海
底
に
於
る
Ｕ

字
型
の
窪
虎
Ｘ
同
島
、
道
前
、
知

夫
郡
浦
郷
村
、
十
四
日
）

三
、
ヲ
ゼ
（
分
水
嶺
）

ム
ネ
（
山
頂
）
（
道
後
、
周
吉
郡
中

村
）

筒
、
周
吉
、
ほ
地
面
郡
の
境
に
は
床
山

超
え
と
呼
ぶ
峠
が
あ
る
。
前
記
、
山
頂
や

分
水
嶺
を
ト
コ
と
呼
ぶ
語
が
あ
る
以
上
、

こ
の
床
山
超
え
の
ト
コ
も
分
水
嶺
を
意
味

す
る
ト
コ
と
開
係
が
あ
る
ら
し
く
面
白
い

と
思
ふ
ｃ
（
昭
ブＬ
上
↑
七
）

封
し
て
で
あ
り
、
そ
の
性
能
範
国
は
既
に

あ
る
方
面
に
於
て
盛
ん
に
利
用
さ
れ
つ
ヽ

あ
る
も
の
な
り
）
製
品
番
競
Ｕ
Ｉ

一
九
六

一
ダ
ー
ス
な
り
。

其
の
説
明
に
は
、
六
櫻
祗
製
赤
外
線
フ

イ
ル
タ
ー
を
使
用
し
、

一
般
風
景
に
封
し

て一』一の
レ
ンズ
を用
ひ‰
秒
を標
準
とす

る
こ
と
を
記
せ
る
が
、
筆
者
は
其
の
六
櫻

蔵
製
品
赤
外
線
フ
イ
ル
タ
ー
を
有
せ
ず
、

ラ
ツ
テ
ン
Ｆ
、

８８
、

７０
、

８ａ
等
を
有
す
る

が
故
に
乏
に
封
す
る
性
能
を
試
み
た
の
で

あ
つ
た
。

六
櫻
祗
　
赤
外
線
フ
イ
ル
ム
パ
ツ
ク
七

五
〇

商
標
番
鴨
Ｕ
Ｉ

一
九
六

撮
　
影
　
昭
和
六
年
七
月

一
日
午
後
三

時
及
三
日
午
前
十

一
時
　
晴

鏡
　
玉
　
テ
ツ
サ
ー
助
開
放

被
篤
畿
　
一
般
景
色

（
建
造
を
合
む
）

ラ

ツ

テ

ン

ｒヽ

I

Ⅲ

ア

グ

フ

ア
五
槻

フ
イ
ル
タ
ー

露
出
時
間
Ａ

同
　
　
　
Ｂ

同
　
　
　
Ｃ

此
の
結
果
を
見
る
に
Ａ
Ｉ
Ｉ
は
露
出
過

度
、
Ｂ
Ｉ
Ｉ
は
先
づ
適
魔

（
多
少
過
度
の

気
持
）Ｃ

Ｉ
Ｉ
は
紺
々
不
足
、

Ａ
Ｉ
Ｉ
過
度
、

Ｂ
Ｉ
Ⅱ
は
先
づ
適
魔
、

Ａ
Ｉ
Ⅲ
先
づ
適
度
、

此
事
よ
り
考
ふ
る
に
、

Ｃ
Ｉ
Ⅲ
と
し
て
、
恥
秒
を
奥
ふ
る
も
相

営
の
感
度
は
あ
る
ら
し
く
考

へ
ら
る
。
之

研

究

欄

山
岳
撮
影
と

赤
外
線
フ
イ
ル
ム
の
新
製

額

田
　

敏

山
岳
の
篤
員
撮
影
に
赤
外
線
を
利
用
す

る
こ
と
は
最
近
漸
次
試
み
ら
れ
る
こ
と
が

増
加
し
て
来
て
ゐ
る
様
で
あ
る
が
、
今
迄

標
準
型
活
動
富
員
フ
イ
ル
ム
を
使
用
す
る

外
は
、
全
々
、
乾
板
を
使
用
し
て
ゐ
た
の

で
あ
つ
た
。

乾
板
必
ず
し
も
大
な
る
不
便
は
感
じ
は

し
な
か
つ
た
が
、
最
近
、
ロ
ー
ル
フ
イ
ル

ム
並
び
に
フ
イ
ル
ム
パ
ツ
ク
で
赤
外
線
篤

員
用
の
も

「
サ
ク
ラ
、
赤
外
フ
イ
ル
ム
」

が
、
両
も
我
が
小
西
の
六
櫻
祀
か
ら
製
造

嚢
賣
せ
ら
れ
る
機
運
に
到
つ
た
事
は
、
日

本
の
篤
員
界
、
特
に
素
人
の
窮
員
家
に
と

っ
て
、
非
常
に
喜
ば
し
く
１１
（っ
愉
快
に
感

ず
る
も
の
で
あ
る
。
感
光
剤
の
大
さ
も
ロ

ー
ル
フ
イ
ル
ム
は
ベ
ス
ト
剣
か
ら
、
パ
ツ

ク
は
、
ア
ト
ム
剣
よ
り
製
作
せ
夢
れ
て
ゐ

る
が
岱
め
に
、
カ
メ
ラ
を
使
用
す
る
者
は

あ
ら
ゆ
る
階
級
に
亘
り
て
、
赤
外
線
の
撮

影
が
出
来
る
こ
と
に
な
つ
た
。

六
櫻
祀
の
お
先
棒
と
な
つ
て
大
鼓
を
叩

く
様
で
あ
る
が
、
賞
際
に
試
験
し
て
、
そ

の
性
能
の
大
略
を
鼓
に
記
述
す
る
こ
と
は

同
好
の
志
に
封
し
て
、
敢
て
小
西
の
廣
告

で
は
あ
る
ま
い
と
信
ず
る
が
故
に
、
次
に

試
験
の
結
果
を
述
ぶ
る
次
第
で
あ
る
。

筆
者
の
使
用
せ
る
も
の
は
、
壼
賣
外
の

試
製
品

（
市
場
に
於
て
公
賣
す
る
こ
と
に

88
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地
質
調
査
所
報
告

（
昭
和
十
年
度
）
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會
員
寄
贈
固
書

耶
馬
漢
彦
山
地
方
の
天
然
林
並
び
に
二
三

の
注
意
す
べ
き
木
本
植
物

以
上
　
竹

　

内
　
　
亮
氏

一

山
の
心
理
　
以
上
　
士口
　

村
　
　
毅
氏

一

黒
田
清
輝
費
集
　
櫻
島
六
国
　
　
　
　
　
一

日
本
交
洒
分
縣
地
同
　
四
十
六
枚

各
地
探
勝
及
登
山
案
内
　
十
一
冊

三
浦
大
親
　
明
治
四
十

一
年
版

，
ユ
ツ
タ
サ
ツ
タ
創
刊
跳
　
第
二
銃

秩
父
琥
　
　
以
上
　
木
　
村
　
鍍
　
吉
氏

新

刊

紹

介

リ

ユ
ツ
タ
サ
ツ
ク
　
７

早
大
山
岳
部
年
報

六
月
十
五
日
嚢
行
　
四

一
五
頁

定
慣
　
二
日
二
十
錢

過
去
三
ケ
年
間
穂
高
岳
瀧
谷
の
登
攀
に

そ
の
主
力
を
集
中
し
、
積
雲
期
五
回
に
及

ぶ
執
拗
な
る
攻
撃
を
試
み
た
早
大
山
岳
部

は
、
途
に
自
ら
の
手
に
よ
つ
て
之
を
完
登

し
、
不
朽
の
記
録
を
止
め
た
。

こ
の
瀧
谷
の
報
告
研
究
を
中
心
に
、
昭

和
三
年
迫
悼
競
の
後
を
受
け
て
、
鼓
に
リ

ユ
ツ
ク
サ
ツ
ク
第
七
統
が
新
装
の
薫
も
高

く
多
年
に
渉
る
記
録
の
集
積
Ｌ
共
に
、
堂

堂
四
百
餘
頁
の
大
勝
と
し
て
再
び
刊
行
せ

ら
れ
た
。
本
誌
は
「
瀧
谷
」「紳
の
円
同
」
及

び
「
憶
ひ
出
」
の
三
編
よ
り
な
つ
て
ゐ
る
が

次
に
瀧
谷
に
開
す
る
内
容
を
示
せ
ば
、

第

一
次
槍
平
生
活
迪
憶
　
　
出
牛
陽
太
郎

北
穂
高
岳
飛
弾
側
　
　
　
　
小

川

猛

男

第
二
次
槍
不
生
活

（
三
二
・
一
二
―

一
）

第
二
尾
根

（
試
登
）
　
　
小

川

猛

男

第
二
尾
根
　
　
　
　
　
　
今
井
友
之
助

第
二
尾
根
　
　
　
　
　
　
小

川

猛

男

槍
平
日
記
抄

第
二
久
槍
手
生
活

　

（
三
二
・
三
―
四
）

第
二
次
槍
平
小
合
生
活
　
出
牛
陽
太
郎

第
二尾
根
｛性
山離
　　硼翻　揃購一

第
二
尾
根
　
　
　
　
　
　
田
村
　
正
男

第
四
忌
根

（
試
登
）
　
　
小
川
　
猛
男

第
二
篤
積
　
　
　
　
　
　
今
井
友
之
助

北
穂
高
岳
北
壁
　
　
　
　
折
井
　
健

一

大
切
戸
よ
り
維
走
路
を
経
て

頂
へ　
　
　
　
　
　
　
　
池
野
　
元
章

槍
平
日
記
抄

瀧
谷
の
彗
崩
に
就
い
て
　
　
小
川
　
猛
男

追
補
　
第
四
尾
根

（第
四
次

。
第
五
次

槍
午
生
活
）
　

　

　

　

赤
松
　
速
雄

久
に
早
大
山
岳
部
は
一
九
二
一
年
十
一

月
多
年
宿
望
の
ヒ
ユ
ツ
テ
を
自
馬
山
麓
紳

ノ
田
間
に
建
設
し
た
。
そ
の
常
然
の
結
果

と
し
て

「
建
設
経
過
報
告

一
か
ら
其
後
の

動
静
の
た
め
に
本
誌
は
多
数
の
頁
を
割
い

て
ゐ
る
。
お
そ
ら
く
ヒ
ユ
ツ
テ
建
設
の
篤

に
は
少
な
か
ら
ぬ
分
苦
が
忍
れ
た
こ
と
ヽ

想
像
す
る
に
難
く
な
い
が
、
こ
の
大
な
る

犠
牲
に
代
へ
て
来
る
べ
き
飛
躍
嚢
展
の
篤

に
築
れ
た

「
我
等
の
ヒ
ユ
ツ
テ
」
こ
そ
光

輝
あ
る
早
人
山
岳
部
の
府
末
に
意
義
深
き

使
命
を
負
ふ
も
の
で
あ
る
。

「憶
ひ
出
」
は
今
は
亡
き
石
間
二
郎
、
須

田
信
太
郎
、
加
藤
才
介
、
高
橋
弘
二
郎
の

四
群
の
篤
に
編
ん
だ
も
の
。

最
後
の
年
報
は
何
分
に
も

一
九
二
八
年

以
来
の
集
成
で
あ
る
か
ら
二
百
頁
に
垂
ん

と
す
る
大
量
で
編
者
の
苦
勢
も
一
通
で
な

か
つ
た
事
と
思
ふ
。

本
誌
を
絡
い
て
嬉
し
く
感
じ
た
の
は
全

編
に
た
ゞ
よ
う
意
氣
で
あ
り
、
特
に
瀧
谷

の
編
に
於
て
見
出
さ
れ
る
強
烈
な
岡
志
で

あ
つ
た
。
山
の
無
駄
書
の
多
い
昨
今
自
分

は
久
し
振
り
で
感
激
の
幾
夜
か
を
持
つ
こ

と
が
出
来
た
。

街
書
中
に
挿
入
せ
ら
れ
た
常
員
は
何
れ

も
素
晴
ら
し
く
。
特
に

「
瀧
谷
ド
ー
ム
」

「
第
二
尾
根
Ｐ３
」
「
八
ツ
峯
第
七
峯
」
な
ど

若
き
登
山
者
の
心
を
提

へ
て
止
ま
ぬ
も
の

が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
逸
見
）

立
教
大
學
山
岳
部
々
報
　
６

昭
和
九
年
六
月
発
行
　
頒
債
八
〇
錢

新
ら
し
き
山
岳
美
論

へ
の
途

（
部
長
辻

荘

一
）
春
の
叙
岳
と
そ
の
附
近

（奥
平
昌

英

・
山
縣

一
雄

・
湯
満
巌
）
各
の
北
岳
東

面
登
攀

（
山
縣

一
雄
）
新
高
山
塊
、
能
高

越
え
、
大
覇
尖
山

（
中
島
需
二
）

以
上
が
部
報
六
琥
の
本
文
で
五
八
頁
よ

り
成
り
、
他
に
一
九
二
三
年
四
月
以
降

一

ケ
年
間
の
記
録
が
三
十
四
頁
あ
る
。

立
教
の
山
岳
部
が
昭
和
四
年
に
部
報
第

一
琥
を
資
刊
し
て
以
来
、
毎
年
快
競
な
し

に
部
報
を
一
勝
づ
、
ま
と
め
て
ゐ
る
事
は

大
い
に
敬
服
に
値
す
る
。
四
年
と
か
、
五

年
目
に
ポ
ツ
リ
と
出
す
部
報
よ
り
は
、
そ

の
内
容
が
少
量
で
あ
つ
て
も
い
ヽ
、
年
毎

に
新
ら
し
い
報
告
を
知
る
事
は
よ
る
こ
ば

し
い
事
で
あ
る
。

６
脱
の
本
文
中
、「
春
の
剣
岳
と
そ
の
附

近
」
は
部
員
の
大
多
数
が
バ
ン
パ
島
に
集

り
別
山
乗
越
の
小
屋
と
プ
ナ
ク
ラ
乗
越
及

び
大
窓
乗
越
の
ニ
ケ
所
に
張
つ
た
キ
ヤ
ン

プ
を
足
溜
り
と
し
て
、
互
に
連
絡
を
収
り

つ
ゝ
、
盛
ん
に
歩
い
た
も
の
ゝ
線
括
的
な

報
告
で
あ
つ
て
、
興
味
深
き
も
の
が
あ
る

冬
の
南
ア
ル
プ
ス
は
北
岳
の
み
し
か
本

文
に
現
れ
て
ゐ
な
い
が
、
各
の
鋸
や
聖
澤

湖
行
等
も
記
録
で
簡
単
に
片
づ
け
な
い
で

詳
し
い
報
告
が
欲
し
か
つ
た
。
豪
潟
行
も

同
部
と
し
て
は
大
き
な
遠
征
で
あ
つ
た
事

と
思
は
れ
る
。
篇
員
は
餘
り
美
し
い
も
の

が
見
ら
れ
ず
往
年
を
顧
み
て
淋
し
い
。
富

員
六
葉
、
地
固
三
枚

　

（
Ｔ
）

三
高
山
岳
部
報
告
　
第
十

一
機

七
月

一
日
獲
行
　
一
二
四
頁

内
　
　
容

エ
ネ
ル
ギ
ツ
シ
ユ
た
れ
　
　
細

野

重

雄

一
九
二
三
年
度
南
千
島
遠
征
概
括

俵
　
　
一
郎

チ
ヤ
チ
ヤ
ヌ
プ
リ
　

　

後

藤

空

三

ル
ル
ヰ
岳

　

　

　

　

内

藤

況

三

ア
ト
サ
ヌ
プ
リ
　

　

　

吉

井

良

三

軍
冠
山
及
び
散
布
山
　
　
郡

場

正

之

南
千
島
の
自
然
景
槻
に
就
て吉

井

良

三

朝
日
越
え

　

　

　

　

　

杉

山

佐

一

雑
録
（
一
九
二
三

・
四
―

一
九
二
四

・
三
）

三
高
山
岳
部
報
告
は
久
し
く
部
内
雑
誌

と
し
て
騰
篤
刷
を
績
け
ら
れ
て
ゐ
た
が
、

今
回
は
ま
た
五
琥
、
六
琥
の
如
く
活
字
で

出
版
さ
れ
た
。
そ
の
篤
に
幾
分
オ
フ
イ
ン

ヤ
ル
的
に
は
な
つ
た
が
、
勿
論
封
内
的
な

方
面
が
全
く
閑
却
さ
れ
た
理
で
は
な
い
。

本
競
は
目
久
の
示
す
如
く
昨
夏
の
南
千

島
遠
征
報
告
が
主
な
る
も
の
。　
一
昨
夏
北

千
島
に
遠
征
を
試
み
た
三
高
が
績

い
て
南

千
島
に
遠
征
除
を
途
り
出
し
た
こ
と
は
何

よ
り
で
あ
る
。
特
に
少
年
時
代
よ
り
千
島

に
は
格
別
の
憧
憬
を
持
ち
乍
ら
未
だ
そ
の
一

機
を
得
な
い
私
は
、
海
を
越
え
て
、
平
原
の

彼
方
に
鉾
ゆ
る
虎
女
地
を
も
と
め
行
く
青

年
の
姿
を
偲
び
、
美
し
く
さ

へ
感
じ
ら
れ

た
。
し
か
も
こ
の
小
さ
き
遠
征
が
や
が
て

来
る
べ
き
大
な
る
エ
キ
ス
ペ
デ
イ
シ
ヨ
ン

の
刺

戦

や

動

機

と

な

る

な

ら

ば

更

に

深

き

も

の

と

な

ら

う

。

（
逸

見

）
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蚊
軍
の
襲
撃
―
―

山
で
は
こ
い
つ
が
難
物

痒
さ
に
、
夜
明
け
ま
で
ま
ん
じ
り
と
も
出
来
ぬ

こ
と
さ
へ
あ
る
、
翌
日
の
行
程
に
差
支

へ
る
の

は
勿
論
の
こ
と
だ
が
、
御
所
持
の
サ
ロ
メ
チ
ー

ル
が
、
蚊
軍
撃
退
に
役
立
つ
こ
と
を
御
承
知
下

さ
い
。
顔
や
手
足

へ
塗
つ
て
寝
れ
ば
、
虫
類
は

匂
ひ
を
嫌
つ
て
寄
り
つ
か
ず
、
槃
々
と
安
眠
出

来
ま
す
。
叉
。
さ
ゝ
れ
た
場
合
の
痒
味
ど
め
や

毒
潤
じ
と
し
て
も
好
適
で
す
。

_二墨
=華

菫

「

′

編

輯

後

記

耐
島
兄
の
御
都
合
に
て
本
琥
は
編
韓
牛

ば
で
私
が
残
務

一
切
を
譲
り
受
ま
し
た
。

恰
魔
折
惑
く
私
事
乍
ら
止
む
を
得
な
い
事

情
か
ら
手
を
離
さ
れ
ぬ
仕
事
と
か
ち
合
ひ

ま
し
て
思
は
ぬ
遅
延
を
来
し
何
と
も
中
詳

あ
り
ま
せ
ん
。
然
し
こ
ん
な
こ
と
は
度
々

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
今
後
は
も
つ
と
迅
速
に

取
運
び
ま
す
。

不
慣
れ
な
上
に
、
俗
事
に
途
れ
な
が
ら

愛
行
を
急
ざ
ま
し
た
本
琥
は
不
備
な
鮎
も

外
く
重
ね
て
御
詫
び
致
し
ま
す
。

次
琥
ょ
り
の
會
報
も
し
ば
ら
く
小
上
が

代
る
豫
定
で
す
。
敏
腕
の
間
え
高
か
り
し

南
島
岳
兄
の
後
を
非
才
の
私
が
引
維
ぐ
の

で
す
か
ら
、
會
員
各
位

一
暦
の
御
支
援
と

一御
叱
正
を
願
ふ
次
第
で
す
。

稀
に
見
る
不
順
な
天
候
に
見
舞
れ
た
今

年
の
夏
山
も
ど
う
や
ら
落
ち
つ
い
た
様
で

す
。
こ
れ
か
ら
念
々
良
き
山
の
旅
、
良
き

昭
和
九
年
七
月
廿
七
日
印
副

昭
和
九
年
七
月
二
十
日
凄
行

畿
　
行
　
者

編
輯
衆
印
刷
八

撥

行

所

日

本

山

岳

會

電
・芝
・
一
六
四
九
番

廣
店
　
字
取
扱
　

進
　
　
恒
　
　
　
識

電
・　
谷
・
百
六
一
番

（
多
本
印
刷
所
印
刷
）

T東 逸 額
■
｀
京

馨署見 F■

↓禁1員

二 雄 敏

山
の
記
録
な
ど
が
組
々
と
持
帰
ら
れ
る
・事

で
せ
う
。
各
位
の
山
の
御
便
り
を
御
待
ち

し
て
あ
ま
す
。

最
後
に
公
務
御
多
忙
の
中
を
よ
く
編
韓

に
努
力
せ
ら
れ
ま
し
た
面
島
兄
に
封
し
會

員
諸
氏
と
共
に
心
か
ら
の
謝
意
を
表
し
度

く
、
更
に
今
後
の
御
指
導
を
乞
ふ
次
第
で

あ
り
ま
す
。

紙背に起る轡氣・架蔵すべきアルベンストツタ……

Club Alpin: Frangais

MANTJIiL
D ALPINISME
Pabli6 Avec La Colliaboration

- 
iTffiififl:i:U":]ifl"

2 vols + 9.90 Ef 30

フランス山岳會員の共同研究に

なる岳人必携書 である。山岳の地

質學、気象 .動植物等よりIII岳篤員

に到 るまで山の科學を前編に牧載

し、後編には岩登 り、氷河登攀 .

各期登高山の衛生等々賞〈祭的方面の技術を

説明してある。岳人の座右に訣 くを許され

ぬものである。

カメツト及カンチエンジユンガの登行記に依つて

一躍著名となつた著者の近著である。本年二月から

五月|こ かけてのシルヴンツトからモンプランに到 る

記録であるがゝヤングのオン・ノ`イ・ヒル以来名ガ

イドとして折紙づけられた Joseph Knubelの 停記

や、アルプス登行の回想及郷土諄が豊富に牧載 され

た鉗夏の好讃物であ る。

¥ 6.30 :〒 .13

SCRAMiBLES IN

JAPAN&
FORMOSAAN ALPINE

ODYSSEY

By Fo Se Smythe

近 着     16/一

By

W. H. Murray Walton

¥ 15。 oO 〒 。30

ウエストン以来、外人の手になつた唯

―の日本山岳文献.墓溝の虎女峰征服

の記録をは じめ南北アルプス。東北の

山々等著者の足跡は廣いが,水曾御嶽

其他の信仰的登山地に封 しては外人に

のみ感 じ得る詩情を展開してゐる。

Abrahanl, G.I)。 一Mっdern Mountaineering

First Over Everest:The lH:Outton― Mount

Eiverest Ex editiOn l.933

HalLRoW.― The Art of Mountain Tramping

Kirkpatrick,… Alpine Days and Night3

Klucker,C.― Adventures on An Alpine GuHe

Palmer,W.T。―The COmplete Hill Walker

RIockclimber and Cave Explorer

¥iO。 50 〒。30

¥ 6.35 :〒 。22

¥ 6。00 〒。11

¥ 8。80 〒 .2

¥ 6.30 〒。22

東京・日本橋 0通二

丸 善 株 式 盲 稚

/・ :｀ :・

ｒ

ｆ
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