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日

ノ1日

山
岳
會

へ
の
註
文

一
つ

此
の
頃
、
上
高
地
が
俗
化
し
た
の
、
山

が
俗
化
し
た
の
と
い
ふ
不
平
が
、
あ
つ
ち

こ
っ
ち
で
大
分
書
か
れ
て
ゐ
る
。

俗
化
し
た
か
ら
、
そ
ん
な
所

へ
は
も
う

行
か
な
い
と
い
ふ
人
も
大
分
あ
る
や
う
だ

惜
し
い
こ
と
だ
と
思
ふ
。
こ
う
い
ふ
人
逹

に
常
世
の
俗
化
し
た
現
場
を
見
て
い
た
ゞ

い
て
、
厳
然
た
る
批
評
を
賜
り
度
い
も
の

だ
と
思
ふ
。
併
し
そ
れ
も
か
な
は
な
い
と

な
ら
ば
、
致
し
方
も
な
い
。

致
し
方
が
な
い
と
は
云
つ
た
が
、
こ
の

致
し
方
が
な
い
は
こ
の
事
だ
け
で
、
本
盤

の
山
の
俗
化
の
方
は
致
し
方
が
な
い
で
は

ま
さ
れ
な
い
。

上
高
地
の
俗
化
が
頗
り
に
云
々
さ
れ
て

る
け
れ
ど
、
同
じ
上
高
地
に
あ
る
山
そ
の

も
の
ヽ
俗
花

の
方
は
、
そ
れ
程
に
も
細
か

に
諭
じ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
様
だ
。
之
は
前

者
に
畿

想
ふ
人
の
情
緒
に
鯛
る
ヽ
も
の
が

多

い
せ
い
で
も
あ
ら
う
。
併
し
私
は
、
上

高
地
を
捨
て
ヽ
も
山
を
護
り
度

い
。
そ
れ

程
山
も
劣
ら
ず
負

け

ず

に
俗
化
し
て
ゐ

る
。
河
童
橋

の
袂
を
、

横
尾
谷
入
日

の

所
、
穂
高
縦
走
路
入
日
の
大
石
碑
を
見
る

が
い
ヽ
。
私
は
此
の
石
碑
そ
の
も
の
が
山

の
風
致
を
俗
化
せ
じ
め
た
と
云
ふ
の
で
は

な
い
。
「
穂
高
縦
走
路
」
と
い
ふ
文
字
を
暫

し
眺
め
て
そ
の
齊
す
様
々
の
意
味
合
ひ
を

考

へ
ら
れ
る
こ
と
を
願
ひ
度

い
。

此
の
頃
、
槍
穂
高
縦
走
が
難
し
い
山
登

り
で
す
な
ん
て
云
は
う
も
の
な
ら
、
フ
フ

浦

松

佐

美

太

郎

ン
と
鼻
先
で
片
附
け
ら
れ
る
だ
ら
う
ｏ
日

本
の
山
は
、
槍
穂
高
で
き
へ
も
、
道
を
付

け
様
と
思

へ
ば
、
す
た
こ
ら
と
附
け
ら
れ

る
の
だ
。
山
を
拓
い
て
、
大
衆
を
山
に
遊

ば
し
め
る
鶯
め
に
出
来
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
山
で
遭
難
者
が
あ
つ
た
が
鶯
め
に
、

あ
す
こ
の
岩
角
は
危
い
か
ら
と
、
到
頭
岩

が
制
ら
れ
て
平
な
道
に
な
つ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
私
は
そ
の
動
機
を
、
そ
の
意
思

を
云
々
す
る
の
で
な
い
。
俳
し
そ
の
結
果

は
明
に
山
の
俗
化
で
あ
る
。

私
は
此
虎
に
動
機
の
問
題
に
鯛
れ
た
。

地
元
の
人
逹
は
、
山
が
安
全
に
な
つ
て
、

多
勢
の
人
が
来
て
失
れ
ヽ
ば
、
土
地
が
繁

榮
す
る
の
だ
か
ら
、
地
元
の
人
逹
の
多
く

は
、
土
地
繁
榮
の
動
機
か
ら
山
に
手
を
付

け
る
。
色
々
の
お
役
所
等
で
は
、
山
に
遭

難
者
の
少
く
な
い
様
に
、
出
来
る
丈
多ヽ
く

の
人
が
山
に
来
る
様
に
、
山
に
設
備
を
施

し
て
ゆ
く
。

之
等
は
几
て
、
大
々
の
立
場
に
立
つ
て

見
れ
ば
、
そ
の
動
機
を
非
難
す
べ
き
で
は

な
い
で
あ
ら
う
。
俳
し
そ
の
齋
す
結
果
は

山

へ
登
る
者
の
、
望
む
所
と
、
事
毎
に
背

馳
し
て
ゆ
く
所
が
多
い
で
あ
ら
う
。
此
虎

に
問
題
が
あ
る
。

今
述
べ
た
納
が
常
つ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば

事
態
は
今
後
谷
々
山

へ
登
る
者
の
望
む
所

と
共
つ
た
方
へ
方

ヽ
と
進
ん
で
ゆ
く
に
逃

ひ
な
い
。
そ
し
て
山
へ
登
る
者
が
、
唯
ぶ

っ
ぶ
つ
年
中
不
平
を
並
べ
て
ゐ
る
だ
け
と

い
ふ
こ
と
ヽ
な
る
。
此
虎
に
山

へ
登
る
者

の
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貼
が
あ
る
。

俗
化
し
た
山
な
ぞ
へ
は
行
か
な
い
、
と

云
つ
て
澄
し
て
ゐ
ら
れ
ヽ
ば
別
、
何
と
か

努
力
し
て
山
の
俗
化
を
防
ぎ
止
め
度
い
と

思
ふ
な
ら
ば
、
た
ゞ
不
平
だ
け
を
云
は
ず

に
、
積
極
的
な
努
力
を
す
る
必
要
が
な
い

だ
ら
う
か
。

先
に
も
述
べ
た
様
に
、
山

へ
登
る
者
は

た
ゞ
山
へ
登
る
だ
け
で
、
現
賓
に
山
に
手

を
付
け
て
ゐ
る
人
達
は
別
の
意
向
を
持
つ

た
人
逹
だ
。
山
を
、
山
に
登
る
者
の
ゝ
欲

す
る
様
に
護
つ
て
行
き
度
い
な
ら
ば
、
積

極
的
に
そ
の
欲
す
る
所
を
示
す
必
要
が
あ

る
。
山
を
原
始
の
姿
の
ま
ゝ
に
取
つ
て
置

か
ぅ
と
云
っ
て
も
無
理
で
あ
ら
う
。
さ
う

す
れ
ば
、
人
工
を
加

へ
る
限
界
の
問
題
が

出
モ
木
る
。
何
虎
ま
で
、
如
何
様
に
人
工

を
加

へ
て
も
然
る
可
き
も
の
か
、
此
虎
に

各
種
の
利
害
が
相
伊
ふ
の
で
あ
ら
う
。
今

迄
の
所
、
山
へ
登
る
者
は
大
般
、
出
来
た

結
果
に
不
平
を
云
ふ
だ
け
で
、
そ
の
限
界

を
は
つ
き
り
示
し
て
ゐ
な
か
つ
た
様
だ
。

山

へ
登
る
者
逹
は
、
何
虎
ま
で
を
そ
の
限

界
と
思
ふ
か
。
此
虎
ら
で
一
つ
、
世
間

一

般
の
人
達
に
も
納
得
の
ゆ
く
様
な
、
立
派

な
意
見
を
立
て
た
ら
ば
ど
う
で
あ
ら
う
。

之
こ
そ
、
日
本
山
岳
會
の
常
然
の
仕
事
の

一
つ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

日
本
山
岳
會
で
十
分
想
を
練
り
、
原
案

を
日
本
の
山
岳
圏
畿
に
示
し
、
そ
の
意
見

を
経
め
、
縦
成
あ
り
、
然
も
無
理
の
な
い

誰
人
も
首
背
し
得
る
様
な
も
の
と
し
、
之

を
世
間
に
装
表
し
、
山
に
手
を
付
け
て
ゐ

る
人
達
に
も
そ
の
思
ふ
所
を
体

へ
て
、
山

を
護
．る
こ
と
に
協
力
を
得
た
ら
ば
ど
う
で

あ
ら
う
か
。

私
に
は
上
高
地
の
自
働
車
道
よ
り
も
、

穂
高
の
縦
走
路
の
路
幅
の
方
が
氣
に
な
つ

て
仕
方
が
な
い
。
日
本
山
岳
會
と
し
て
働

き
甲
斐
の
あ
る
仕
事
で
あ
り
、
若
じ
之
に

成
功
す
れ
ば
、
日
本
登
山
史
上
之
こ
そ
最

主

要

目

次

＊

山
岳
會
へ
註
文

一
つ

浦
松
佐
美
太
郎

＊

北
千
島
行
前
後

伊
藤
秀
五
郎

＊

研
究
欄

“
根
布
回
　
　
　
初
見
　
一
雄

＊

北
鮮

の
山
歩
き
短
報

兒
島
　
勘
次

＊
　
再
び
南
島
コ
パ
の
こ
と

高
橋
文
太
郎

＊
　
四
団
地
方
の
コ
バ
と
山
岳
語

磯

貝
　
勇

陸
地
測
量
部
新
刊
地
日
目
録

新
刊
紹
介
　
會
員
通
信

會
務
報
告

第
六
十
二
回
小
集
會

九
月
常
例
理
事
會

新
入
會
員
　
含
員
仕
所
憂
更

代
表
者
憂
更
　
新
着
固
書

會
員
寄
賠
岡
書

も
意
義
あ
る
仕
事
で
あ
り
、
後
か
ら
来
る

登
山
者
に
最
も
感
謝
さ
る
べ
き
業
績
と
も

な
ら
う
。

日
本
山
岳
會
へ
の
譴
文

一
っ
、
右
切
に

曾
員
諸
賢

の
考
慮
を
願
ひ
上
げ
る
次
第
で

あ
る
。
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報
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北

千

島

行

前

後

北
千
島
は
、
リ
ン
ド
パ
ー
ク
が
、
ア
ラ

ス
カ
か
ら
ア
リ
ユ
ー
シ
ヤ
ン
群
島
を
組
て

飛
行
し
て
来
た
頃
か
ら
、
國
防
の
上
か
ら

も
新
し
い
意
味
で
問
題
に
さ
れ
、
産
業
上
・

か
ら
も
そ
の
開
獲
の
必
要
が
認
め
ら
れ
て

数
年
末
、
北
海
道
臨
の
調
査
除
が
派
遣
さ

れ
た
り
し
て
、
漸
く
世
人
に
そ
の
存
在
を

知
ら
れ
て
来
た
が
、
几
そ
十
年
ほ
ど
以
前

迄
は
、
殆
ど
人
々
の
注
意
を
惹
か
な
か
つ

一た
と
こ
ろ
で
あ

万
義
會

の
昔

か
る
。
既
に
那
司
大
尉
の
報

ら
、
数
十
年
の
間
、
時
に

盛
衰
の
歴
え
を
迪
り
‐な
が
ら
も
ゝ
占
守
、幌

一筵
、
阿
頼
度
の
三
島
に
は
毎
夏
正
三
十
の

漁
場
が
組
管
さ
れ
て
、
幾
百
幾
千
の
漁
夫

が
、
こ
の
本
土
極
北
の
海
に
働

い
て
来
た

め
で
あ
つ
た
が
、
世
間

一
般
の
生
活
と
は

直
接
の
開
係
を
も
た
な
い
遠
隔
の
地
で
あ

つ
た
が
篤
に
、
北
海
漁
業
者
や
、
特
種
の

開
心
を
寄
せ
る
人
達
以
外
に
は
、
何
等
興

味
の
封
構
と
は
な
ら
な
か
つ
た
か
ら
で
あ

る
。
私
が
、
十
年
ほ
ど
前
の
學
生
時
代
に

そ
の
北
海
の
孤
島
阿
頼
度
に
、
全
く
漂
流

記
的
な
生
活
の
一
夏
を
途
つ
た
頃
に
も
、

我
々
の
北
千
島
に
開
す
る
知
識
は
貧
に
貧

蒻
な
も
の
で
あ
つ
て
、
今
で
あ
れ
ば
、「
日

本
地
理
大
系
、
北
海
道
樺
太
編
」
な
ど
を

波

い
て
み
て
も
、
大
略
の
概
念
は
得
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
常
時
は
、
賞
際
に
行
つ

て
み
る
迄
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
、
殆
ど

見
常
が
つ
き
か
ね
た
ほ
ど
で
あ
つ
た
。
僅

か
敷
年
後
に
、
か
く
も
急
激
に
今
日
の
如

伊

藤

秀

五

朗

き
状
態
に
憂
化
し
よ
う
な
ど
と
は
、
想
像

一も
し
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
私

達
の
山
仲
間
で
は
、
ア
ラ
イ
ト
に
は
北
海

一の
航
海
者
や
漁
師
達
に
、
千
島
富
士
と
呼

ば
れ
て
ゐ
る
、
か
な
り
高
い
山
の
あ
る
こ

と
が
よ
く
話
題
と
な
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
も

・四
十
二
年
に
獲
行
さ
れ
た
陸
地
測
量
部
の

〓
萬
分

一
の
地
形
固
は
、
已
に
壼
賣
を
止

め
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
、
僅
か
に
水
路
部
の

海
同
な
ど
に
依
つ
て
、
地
形
は
比
較
的
簡

単
な
軍
獨
体
火
山
で
あ
る
と
い
ふ
事
を
知

り
得
た
の
み
で
、
積
雪
の
状
態
な
ど
に
至

つ
て
は
、
全
く
想
像
に
ま
か
せ
る
よ
り
外

は
な
か
つ
た
。
常
時
、
私
逹
は
、
ひ
そ
か
に

カ
ム
チ
ャ
ー
ッ
ヵ
遠
征
を
計
豊
し
て
ゐ
た

折
で
も
あ
つ
た
の
で
、
ア
ラ
イ
ト
に
も
機

會
が
あ
つ
た
ら
行
つ
て
み
た
い
と
よ
く
話

し
合
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
頂
上
附
近
は

か
な
り
急
傾
斜
ら
し
い
の
で
、
若
し
か
し

た
ら
、
雪
と
氷
の
非
常
に
面
白
い
山
登
り

が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考

へ
ら
れ
て

ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
大
正

七
年
か
の
夏
、
単
身
幌
筵
島
の
植
物
調
査

に
行
か
れ
た
故
工
藤
博
士
の
話
に
、
阿
頼

度
は
夏
で
も
企
山
山
雲
に
被
は
れ
て
ゐ
た

と
い
ふ
こ
と
を
博
へ
開
い
て
ゐ
た
か
ら
で

北
緯
五
十
魔
、
海
抜
二
千
米
の
山
で
あ
れ

ば
、
恒
雲
は
疑
ひ
な
く
、
ひ
よ
つ
と
し
た

ら
そ
の
数
年
前
に
根
さ
ん
と
通
じ
て
手
に

入
れ
た
シ
エ
ン
ク
の
ビ
ツ
ケ
ル
も
賞
際
に

役
立
て
る
機
會
に
恵
ま
れ
や
し
な
い
か
と
´

期
待
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
事
賞
、
機

會
が
来
て
、
同
行
の
小
森
五
作
君
と
二
人

で
札
幌
を
立
つ
時
に
は
、
多
く
の
先
輩
、

山
友
達
に
途
ら
れ
て
、
磨
ぎ
す
ま
し
た
ピ

ツ
ケ
ル
を
抱
へ
な
が
ら
、
若
々
し
い
興
奮

に
馳
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

賞
際
に
行
つ
て
み
る
と
、
山
は
さ
ほ
ど
困

難
も
な
く
登
れ
た
し
、
ビ
ツ
ケ
ル
を
振
ふ

必
要
の
あ
る
場
合
な
ど
は
全
く
見
出
せ
な

か
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
登

山
に
於
て
私
逹
に
酬
ゐ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の

も
の
は
、
そ
の
期
待
に
反
し
た
難
を
相
殺

し
て
も
、
街
餘
り
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
か

ら
そ
の
鮎
に
開
し
て
は
さ
ほ
ど
失
望
し
た

部
で
は
な
か
つ
た
。
勿
論
、
客
期
的
に
み

れ
ば
、
日
本
の
領
土
内
に
氷
の
あ
る
山
は

一
つ
も
存
在
し
な
い
と
い
ふ
事
賓
が
確
め

ら
れ
た
と
い
ふ
事
は
、
我
々
登
山
者
を
十

分
失
望
さ
せ
る
に
足
る
も
の
で
は
あ
つ
た

が
、
し
か
し
私
個
人
の
立
場
と
し
て
は
、

喜
び
は
失
望
以
上
に
大
き
か
つ
た
の
で
あ

る
．
尤
も
、
水
路
部
や
陸
地
測
量
部
の
測

量
除
も
海
岸
を
廻
つ
た
き
り
で
山

へ
は
登

ら
な
か
つ
た
と
い
ふ
か
ら
、
そ
の
山
の
頂

を
路
ん
だ
の
は
私
逹
が
最
初
で
あ
つ
た
詳

な
の
で
、
従
て
未
知
の
山
に
封
す
る
不
安

ぼ
無
論
あ
つ
た
し
、
殊
に
同
行
の
兄
玉
氏

ら
は
、
永
年
海
で
暮
し
て
本
た
人
逹
で
は

あ
つ
た
が
、
山
登
り
の
組
瞼
は
全
く
無
か

つ
た
鶯
に
、
そ
の
登
山
に
は
少
か
ら
ぬ
懸

念
を
も
つ
て
ゐ
て
、
私
注
が
登
つ
て
ゐ
る

問
も
、
始
終
安
全
を
所
つ
て
ゐ
て
く
れ
た

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
私
逹
も
十
分
惧
重

な
態
度
で
常
つ
た
。
し
か
し
賞
際
に
は
さ

し
て
困
難
な
登
山
で
は
な
か
つ
た
。
敷
年

後
ア
ー
ノ
ル
ド
・
グ
プ
ラ
ー
博
士
の
一
行

が
第
二
回
日
の
登
山
を
試
み
た
時
に
は
、

南
浦
と
い
ふ
汽
船
の
停
泊
地
か
ら
、　
一
日

で
頂
上
迄
往
復
し
た
さ
う
で
あ
る
。
私
達

は
、
幌
筵
の
山
は

一
つ
も
登
る
機
會
は
な

か
っ
た
が
、
見
た
と
こ
ろ
、
多
く
は
不
几

な
同
錐
形
火
山
で
、
高
度
も
二
千
米
突
に

満
た
ず
、
特
に
興
味
を
感
じ
な
か
つ
た
。

常
時
は
何
れ
も
未
登
頂
の
も
の
で
あ
つ
た

が
、
山
の
状
態
が
す
つ
か
り
解
つ
た
上
で

は
、
唯
そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
再
び
出
か

け
て
行
く
気
に
は
な
れ
な
つ
た
。
正
常
な

意
味
で
、
登
山
者
の
心
を
最
も
弧
く
引
き

つ
け
る
も
の
は
山
の
頂
で
あ
る
。
そ
し
て

山
登
り
は
、
先
づ
そ
の
頂
を
目
指
す
こ
と

か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私

は
、
い
ま
で
も
、
そ
の
こ
と
を
確
く
信
じ

て
ゐ
る
．
そ
れ
は
、
恐
ら
く
、
山
登
り
の

績
く
限
り
に
於
て
永
遠

の
員

理
で
あ
ら

う
。
し
か
し
、
私
逹
は
、
遂
に
頂
の
み
に

絡
始
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら

ば
、
頂
は
、
山
の
頂
納
で
は
あ
る
が
、
同

時
に
そ
の
重
心
を
も
兼
ね
て
は
ゐ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
山
岳
の
内
容
は
頂
に
依
つ
て

象
徴
さ
れ
る
よ
り
も
更
に
廣
範
な
も
の
で

あ
り
、
そ
の
高
さ
に
依
つ
て
示
さ
れ
る
よ

り
も
、
よ
り
深
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
已
に
頂
の
賀
値
を
知
る
も
の

は
、
更
に
山
岳
の
も
つ
内
容
、
言
ひ
換

ヘ

れ
ば
、
山
岳
の
、
或
は
自
然
の
員
正
な
る

崇
高
を
、
全
機
的
に
理
解
し
享
受
し
よ
う

と
欲
す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て

初
登
山
、
初
登
攀
の
賀
値
は
、
未
だ
何
人

に
も
成
し
途
げ
ら
れ
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の

困
難
を
克
服
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
困
難

の
件
は
な
い
初
登
山
の
慣
値
は
、
殆
ど
探

る
に
足
ら
な
い
と
い
へ
よ
う
。
私
が
、
そ

の
後
も
．
北
千
島
の
自
然
に
強
い
魅
力
を

懸
じ
乍
ら
、
そ
の
山
登
り
に
特
別
の
興
味

を
見
出
さ
な
か
っ
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る

そ
れ
は
と
に
か
く
、
近
年

一
般
の
開
心
が

北
千
島
に
向
け
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
こ

之
は
宣
臓
臥
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
生
物

學
的
調
査
な
ど
は
、
ず
っ
と
前
に
日
本
人

の
手
で
完
成
さ
れ
て
ゐ
て
も
よ
か
つ
た
の

で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
因
に
、
最
近
上
梓
さ

れ
た

「
千
島
の
山
」
に
集
録
さ
れ
た
敷
十

業
の
篤
員
は
、
極
め
て
よ
く
北
千
島
の
自

然
と
風
物
と
を
描
き
出
し
て
ゐ
る
興
味
あ

る
も
の
で
あ
る
。

附
記
　
山
岳
第
二
十
七
年
第
二
琥
岡
田

喜

一
氏
の

「
北
千
島
紀
行
」
中
に
私
津

の
ア
ラ
イ
ト
登
山
が
一
九
二
五
年
と
な

つ
て
み
る
の
は

一
九
二
六
年

（
大
二
十

五
年
）
の
誤
り
で
あ
り
、
佐
々
君

一
行

の
登
山
が

一
九
二
六
年
と
あ
る
の
も
、

一
九
二
〇
年
（
昭
和
五
年
）
の
誤
り
で
、

前
記
グ
プ
ラ
ー
博
士
ら
と
同
行
さ
れ
た

時
の
事
で
あ
る
。
こ
の
岡
田
氏
の
記
事

か
ら
引
用
さ
れ
た
ら
し
く
、
開
西
學
上

山
岳
聯
盟
報
告
第
四
琥
の
兄
島
勘
次
君
・

の
北
千
島
の
記
事
に
も
、
同
様
年
銑
の

間
違
が
あ
る
か
ら
、
特
記
す
る
ほ
ど
の

こ
と
で
も
な
い
が
、
こ
の
機
會
に
訂
正

し
て
お
き
た
い
。
（
九
・九
ｏ
二
〇
）

願
上本
げ年
ま魔
す會°
費

御なを |
留き御振
守御利替
中方用東
でに願京
もは上四
差集げ八御未
支金ま二途納

本
月

ま ま

な
御
方

は
な

は
御
排
込
み

る
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ア一・
ノ

研
　
究
　
欄

羽
　
根
　
布

園

此
虎
に
い
ふ
蒻
根
布
固
と
は
取
り
も
直

笏
毛
入
リ
シ
ユ
ラ
ー
フ
ザ
ツ
ク
の
事

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
暑
い
時

を
除

い
て
の
綾
具
と
し
て
は
外
に
種
々

も
御
座

い
ま
せ
う
が
大
機
勿
根
入

り
の
も
の
が
多
く
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
様
で

り
ま
す
。
そ
し
て
多
く
の
優
・秀
な
性
能

持
つ
も
の
が

久

し

き
以
前
か
ら
作
ら

、
又
市
中
に
販
賣
さ
れ
て
居
る
様
で
あ

ま
す
。
今
更
勿
根
入
り
寝
具
の
事
を
喋

す
る
迄
も
あ
る
ま
い
と
云
ふ
事
は
重
々

知
致
し
て
お
り
ま
す
し
、
■
つ
私
如
き

も

。の
が
先
輩
諸
氏
を
さ
し
お
い
て
書
き
た

て
る
と
云
ふ
事
は
不
省
の
は
な
は
だ
し
い

も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
背
ひ
つ
ヽ
あ
つ
た
。

を
果
す
た
め
と
、
そ
れ
か
ら
新
規
に
作

う
と
云
ふ
人
の
た
め
に
極
め
て
小
さ
な

ヽ

電
ア

初
　
見
　
　
一
　

雄

貢
献
と
も
な
り
得
る
な
ら
ば
と
云
ふ
様
な

考

へ
が
心
の
中

に
離
酵
し
だ
し
た
の
で
斯

様
な
筆
を
取
る
に
至
り
ま
し
た
。
内
容
も

と
よ
り
取
る
に
足
ら
ず
、
狭

い
範
間
に
於

け
る
貧
し
い
紹
瞼
と
多
少
聞
知
致
し
ま
し

た
事
柄
と
そ
れ
か
ら
嘗
つ
て
私
が
用
し
て

お
り
ま
し
た
山
岳
部

の
部
員
諸
氏
の
協
力

し
て
成
せ
る
結
果
を
基
礎
と
し
て
書
き
述

べ
る
事
に
し
ま
す
。
つ
ま
ら
ぬ
事
を
長
た

ら
し
く
書

い
た
も
の
、
又
世
の
中
に
は
無

駄
な
時
間
を
費
ひ
や
す
も
の
が

ゐ

る
な

と
呆
れ
ら
れ
て
も
宜
し
き
次
第
で
あ
り
ま

す
。勿

根
―
―
中
に
損
め
込
む
羽
毛
の
事
を

述
べ
ま
す
。
蒻
毛
は
必
ず
水
鳥
の
も
の
に

限
り
ま
す
。
陸
鳥
、
海
鳥
共
に
不
可
と
思

ひ
ま
す
。
弾
力
、
保
温
の
雨
貼
か
ら
云
つ

て
無
佃
値
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

市
販
の
も
の
に
は
往
々
之
等
の
混
つ
て
ゐ

る
の
を
見
う
け
る
次
第
で
す
。
純
粋
の
淡

水
産

（
主
と
し
て
鴨

・
鵞
鳥
の
類
）
の
も

の
ヽ
胸
か
ら
腹
に
か
け
て
の
極
く
軟
か
い

部
分
の
毛
を
採
集
し
て
用
ひ
る
様
で
あ
り

ま
す
。

蒻
毛
は
北
欧
に
産
す
る
も
の
が
善
く
、

中
に
も
オ
ラ
ン
ダ
産
の
も
の
が
最
上
で
あ

り
、
外
に
支
那
、
日
本
に
産
出
し
ま
す
。

内
地
産
の
も
の
も
横
演
以
北
に
於
て
集
産

せ
ら
れ
た
も
の
が
善

い
と
聞
き
ま
し
た
、

そ
し
て
現
在
で
は
國
産
種
で
充
分
間
に
合

ふ
と
信
じ
ま
す
。

使
用
す
べ
き
羽
毛
の
品
種
で
あ
り
ま
す

が
、
之
を
分
類
す
る
に
き
し

い
不
便
を
感

ず
る
の
で
あ
り
ま
す
、
特
定
の
名
構
を
快

く
た
め
に
賀
格
に
よ
つ
て
差
別
を
つ
け
る

よ
り
外
に
方
法
を
見
出
し
得
な
い
の
で
、

員
に
え
げ
つ
な
き
事
乍
ら
左
に
価
格
を
抜

き
書
き
致
し
ま
す
。
時
に
よ
り
浩
干
の
憂

動
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
東
京
に
於

け
る
こ
軒

の
問
屋

（
之
以
外
に
な
し
）
に

っ
き
調
べ
ま
し
た
結
果
は
大
機
左
の
如
き

も
の
で
あ
り
ま
す
。

級
　
　
　
　
百
匁
に
封
す
る
価
格

Ａ
　
　
　
　
Ｒ
以
下
の
も
の

Ｂ
　
　
　
　
参
同
五
拾
錢

Ｃ
　
　
　
　
四
間
五
拾
錢

Ｄ
　
　
　
　
六
闘

Ｅ
　
　
　
　
八
同

Ｚ
　
　
　
　
Ｅ
以
上
式
拾
圏
迄

（
以
上

一
九
二
四
年
夏
現
在
）

勿
毛
を
採
集
す
る
時
に
二
通
り
の
方
法

が
あ
り
ま
し
て
、
共

一
は
直
接
手
に
て
む

し
り
と
る
も
の
、
こ
は
熱
湯
を
注

い
で
後

に
と
る
方
法
で
あ
り
ま
す
、
後
者
の
方
法

は
熱
湯
の
た
め
に
鳥
毛
の
弾
力
を
失
は
じ

め
る
供
れ
が
あ
り
ま
す
故
前
者

の
も
の
を

可
と
し
ま
す
。

次
に
如
何
な
る
品
種
を
如
何
な
る
量
に

充
嶼
す
べ
き
か
と
云
ふ
問
題
に
な
り
ま
す

が
共
前
に
袋

の
大
き
さ
を
決
定
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
長
さ
は
使
用
者
の
身
長

に
、
幅
は
其
の
人
の
大
き
に
由
木
さ
せ
ね

ば
な
り
ま
せ
ぬ
が
大
几
を
と
れ
ば
長
さ
は

使
用
者

の
身
長
よ
り

一
尺
以
上

一
尺
五
寸

迄
長
く
、
最
少
限
六
尺
五
寸
最
大
幅
員
を

二
尺
五
寸
程
度
に
と
る
と
偶
定
し
て
先
き

を
績
け
ま
す
。

山
登
り
の
用
具
は
丈
夫
で
軽
量
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
事
が
原
則
で
あ
り
、

ま
た
私
共
あ
如
く
常
に
風
船
王
の
如
き
軽

さ
を
も
っ
財
布
を
懐
中
致
し
て
お
り
ま
す

者
に
と
り
ま
し
て
は
便
格
を
安
く
手
に
入

れ
る
と
云
ふ
事
を
も
う

一
っ
付
け
加

へ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
之
は
安
価

な
も
の
を
購
入
す
る
の
で
は
な
く
優
れ
た

品
を
安
く
求
め
る
と
云
ふ
意
味
な
の
で
あ

り
ま
す
。

羽
根
布
国
に
於
て
は
最
軽
量
に
し
て
最

高
の
保
温
の
効
果
を
畢
げ
る
べ
く
製
作
す

べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
入
れ
る
べ
き

分
量
の
最
大
限
を
三
百
五
十
匁
、
平
均
三

百
匁
と
云
ふ
結
果
を
得
ま
し
た
。
三
百
五

十
匁
以
上
嗅
め
る
と
ど
う
か
す
る
と
列
毛

が
固
ま
る
散
か
か
た
い
感
じ
が
多
く
、
勿

根
布
回
本
来
の
軟
か
い
感
鯛
が
失
は
れ
徒

に
重
量
を
構
す
の
み
で
し
た
。

二
百
五
十
匁
と
云
ふ
量
は
分
類
表
の
Ｄ

な
る
品
種
を
根
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

誰
で
も
御
承
知
の
事
と
思
ひ
ま
す
が
、
同

一
容
積
に
封
す
る
列
毛
の
■
量
の
比
は
品

種
の
優
良
な
も
の
ゝ
方
が
軽
い
の
で
あ
り

ま
す
、
其
の
意
味
に
於
き
ま
し
て
劣
種
の

も
の
三
百
匁
充
損
と
優
種
二
百
匁
と
は
容

積
に
於
て
均
等
に
近
い
も
の
で
あ
り
ま
し

た
。如

何
な
る
品
種
あ
も
の
を
用
ふ
べ
き
か

は
作
る
人
の
勝
手
で
は
あ
り
ま
す
が
、
保

温
の
鮎
か
ら
中
し
ま
す
と
、
Ｂ
以
上
の
も

の
な
ら
ば
全
く
同
様
で
あ
る
と
云
ひ
き
つ

て
善

い
と
信
じ
ま
す
、
異
る
紺
は
肌
鯛
リ

の
書
い
悪
い
と
云
ふ
事
だ
け
で
あ
り
ま
す

充
嶼
量
も
、
北
海
道

・
樺
太
の
如
き
極
寒

の
地
で
な
い
限
り
、
平
均
量
で
善
い
と
信

じ
て
お
り
ま
す
。
特
別
の
寒
が
り
や
は
絶

弾
値
迄
損
め
れ
ば
宜
し
い
で
せ
う
。

保
温
の
鮎
を
も
う
少
し
詳
し
く
中
し
ま

す
と
、
共
の
化
學
的
な
作
用
は
未
だ
詳
に

致
し
ま
せ
ぬ
が
、
同

一
容
積
を
有
す
る
各

個
の
蒻
根
布
国
は
共
の
内
容
品
種
の
如
何

に
か
ヽ
わ
ら
ず
、
保
温
の
程
度
は
相
等
し

い
、
そ
れ
か
ら
同

一
品
種
の
内
容
を
有
す

る
相
異
れ
る
容
積
を
持
つ
も
の
に
あ
り
ま

し
て
は
大
な
る
も
の
ゝ
方
が
保
温
の
程
度

が
高
い
、
つ
ま
り
品
種
Ｂ
級
の
も
の
を
三

百
匁
根
め
た
も
の
よ
り
同
Ｂ
級
三
百
五
十

匁
の
も
の
ゝ
方
が
曖
か
い
と
云
ふ
事
が
剣

明
致
し
ま
し
た
。

布
―

私
逹
は
勿
根
布
固

一
個
の
組
重

量
を
五
百
匁
内
外
で
仕
上
げ
る
考

へ
で
其

の
袋
皮
を
最
も
軽
い
丈
夫
な
も
の
と
選
ん

だ
結
果
又
安
い
経
費
で
と
云
ふ
事
を
も
考

慮
に
入
れ
て
の
結
果
キ
ヤ
ラ
コ
を
用
ひ
て

~鴨 ヽ 、 ″ ″′
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ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
、
総
じ
て
物
根
布
国

の
皮
は
目
が
つ
ん
で
あ
て
細
い
物
毛
が
絶

盤
に
外
に
飛
び
だ
さ
な
い
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
何
ん
で
も
使
用
で
き
る
筈
で
あ
り
ま

す
、
現
今
川
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
も
に
は
締
子
、

更
紗
等
サ
テ
ン
地
の
も
の
、
稀
に
ポ
プ
リ

シ
「
蒻
二
重
等
の
も
の
が
あ
る
様
で
あ
り

ま
す
、
往
々
市
中
に
見
か
け
る
の
に
防
水

布
を
用
ひ
て
あ
る
の
が
あ
り
ま
す
が
あ
れ

はヽ
員
に
感
心
致
し
ま
せ
ん
。
會
員
藤
島
氏

の
絢
験
が
そ
れ
を
私
達
に
悟
ら
し
め
ま
し

た
、
山
小
屋
で
使
用
以
外
ほ
勿
根
布
国
を

夏
期
用
の
防
水
シ
ュ
ラ
ー
フ
ザ
ツ
ク
に
包

ん
で
つ
ま
り
二
重
に
し
て
使
す
べ
き
と
考

へ
ま
す
、
布
図
皮
に
防
水
布
を
使
用
す
る

事
は
一
面
合
理
的
に
考

へ
ら
れ
ま
す
が
縫

目
の
個
所
は
裏
側

の
布
共
一
枚
切
り
で
あ

り
、
其
が
密
着
し
て
お
り
ま
す
故
絲
を
博

は
つ
て
水
が
浸
入
し
て
来
る
の
は
常
然
で

あ
り
ま
す
。
井
小
屋
と
か
テ
ン
ト
内
で
使

用
す
る
時
は
前
述
の
如
く
二
重
に
し
た
方

が
第

一
保
温
の
効
力
も
ぐ
う
ん
と
違
ふ
と

云
ひ
得
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
キ
ャ
ラ
コ

を
使
用
し
た
と
云
ふ
主
な
る
鮎
は
便
格
の

低
廉
で
あ
る
と
云
ふ
事
、
勿
論
軽
量
で
あ

る
と
云
ふ
事
も
合
ま
れ
て
お
り
ま
す
、

一

個
に
つ
き
、
八
ヤ
ー
ル
八
分

（
幅
の
廣

い

所
調
ヤ
ー
ル
・幅
と
構
す
る
も
の
、
幅
の
狭

い
布
で
は
約
十

一
ヤ
ー
ル
に
匹
敵
す
る
）

の
布
を
要
し
、
之
の
重
量
が
二
百
十
匁
あ

り
之
に
三
百
匁
の
物
毛
と
ボ
タ
ン
、
絲
の

目
を
加
へ
五
百
二
十
匁
以
下
に
て
仕
上
げ

さ
せ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
、
締
子
其
他
の

布
も
重
量
に
於
て
は
大
同
小
異
で
あ
り
ま

す
が
債
格
の
獣
は
敷
段
上
に
位
置
す
る
の

で
ち
η
ｌ
す
。
キ
ヤ
ラ
■
と
去
う

て
も
、

質
の
も
の
に
限
る
次
第
で
高
け
れ
ば
高
い

だ
け
に
何
虎
か
し
ら
良
い
鮎
を
有
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
金
に
絲
目
を
つ
け
な
い

と
云
ふ
考

へ
な
ら
ば
マ
ン
チ
土
ス
タ
ー
の

・グ
レ
ン
フ
エ
ル
等
も
ぎ

つ
と
善

い
、
手
頃

の
も
の
を
途
つ
て
異
れ
る
で
あ
ら
う
し
、

又
日
本
の
絹
縦
業
者
に
特
別
注
文
の
も
の

を
製
作
さ
せ
る
と
云
ふ
事
も
行
ひ
得
る
と

思
ひ
ま
す
。
私
は
未
だ
瞼
し
て
は
み
ま
せ

ぬ
が
、
航
で
織
ら
せ
た
も
の
な
ど
か
ら
は

や
や
理
想
的
な
せ
の
が
得
ら
れ
は
せ
ぬ
か

と
考
へ
て
お
り
ま
す
、
あ
ま
り
使
ひ
古
さ

な
い
上
等
な
航
の
ハ
ン
カ
テ
ー
フ
を
一
枚

一
杖
は
ぎ
合
せ
て
表
皮
に
川
ひ
る
等
、
事

こ
ゝ
に
至
る
と
本
の
装
釘
に
腐
心
す
る
氣

持
と
似
通
つ
た
も
の
が
生
じ
て
末
て
面
白

い
事
と
存
じ
ま
す
。

要
す
る
に
蓑
虫
の
様
に
潜
り
こ
ん
だ
後

は
た
ヾ
唆
か
く
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
ま

す
故
表
装
は
各
人
の
好
み
に
よ
る
事
は
言

を
ま
ち
ま
せ
ん
。

絢
爛
目
を
奪
ふ
許
り
の
緞
子
に
部
會
り

贅
を
つ
く
す
も
可
な
――
赤
地
錦
の
、
繰
串

に
封
建
時
代
の
夢
を
追
ふ
も
可
な
る
べ
く

純
自
の
袈
裟
の
勿
二
重
に
方
丈
の
静
け
さ

を
思
ふ
も
可
な
り
、
と
云
ふ
べ
き
で
あ
り

ま
せ
う
。
春
の
野
を
吹
く
風
の
・軽
き
と
易

き
を
求
め
る
な
ら
ば
良
質
の
キ
ヤ
ラ
コ
を

と
信
じ
て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

形
―
―

い
さ
ゝ
か
前
後
す
る
の
感
が
あ

り
ま
す
が
形
其
他
の
事
に
気
付
い
た
鮎
を

書
き
ま
ず
、
形
は
市
販
の
も
の
ヽ
中
で
は

足
の
常
る
部
分
を
箱
状
又
は
桝
形
に
作
つ

た
も
の
上
方
が
封
筒
状
の
も
の
よ
り
優
れ

わ
る
．と
思
ひ
ま
す
、
通
入
り
日
の
締
具
に

は
手
敷
は
か
ヽ
つ
て
も
ボ
タ
ン
止
め
の
方

が
善
く
、
フ
ア
ー
ス
ナ
ー
等
と
云
ふ
金
具

は
故
障
を
起
し
易
し
又
息
が
凍
り
つ
い
た

り
な
ど
し
て
開
か
な
い
場
合
が
多
か
ら
う

と
思
ひ
ま
す
。

大
き
さ
は
前
逃
し
ま
し
た
か
ら
省
き
ま

す
。既

に
封
じ
込
ま
れ
た
勿
毛
の
良
否
を
た

め
す
に
は
、
手
で
押

へ
つ
け
て
か
ら
離
し

た
後
に
速
た
元
の
位
置
に
復
婦
す
る
弾
力

あ
る
も
の
、
手
に
握
つ
た
時
の
感
じ
が
如

何
に
も
軟
ら
か
で
あ
る
事
、
指
先
で
こ
す

り
合
は
せ
て
も
固
形
物
を
感
鯛
し
能
は
ぬ

も
の
無
臭
な
る
も
の
、
そ
れ
か
ら
手
で
支

へ
持
つ
た
時
に
ふ
わ
り
と
し
た
軽
さ
を
感

ぜ
じ
め
る
も
の
な
ら
ば
良
品
で
あ
る
と
思

つ
て
差
支

へ
な
し
、
之
ば
か
り
は
ど
つ
し

り
構

へ
て
ゐ
る
の
に
様
な
も
の
は
な
い
。

蛇
足
―

以
上
書
き
な
ら
べ
て
来
た
も

の
は
何
虎
の
店
で
作
ら
せ
ｏた
か
、
又
幾
何

の
債
格
な
り
や
を
明
記
す
べ
き
や
誉
や
に

つ
い
て
は
含
報
の
性
質
を
考
慮
し
て
止
め

る
事
に
し
ま
Ｌ
た
。

市
販
の
も
の
に
も
良
い
品
も
あ
り
ま
す

が
概
し
て
然
ら
ぎ
る
も
の
が
多
い
様
で
あ

り
ま
す
。
運
動
員
店
に
依
る

‐
も
善
い
が
布

国
は
布
圃
屋
に
限
り
ま
す
．
専
門
店
で
自

分
の
気
に
入
つ
た
の
を
作
ら
せ
れ
ば
善
い

之
あ
様
な
事
は
山
登
り
の
路
か
ら
は
大
分

横
に
そ
れ
て
仕
舞
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
少
く
共
山
に
行
け
な
い
時
の
欝

晴
し
に
は
善
き
時
間
と
場
所
を
奥

へ
て
異

れ
ま
す
。

北
鮮
の
山
歩
き
短
報

兄
島
　
勘
次

（
一
）

小
長
白
山
脈

（
二
十
萬
分
の
一
地
形
固
、
羅

南
参
照
）

（
同
志
蔵
山
岳
部
。
金
子
文

共
同
行
。
人
夫
四
名

）

七
月
二
十

一
日
　
朱
乙
温
堡
―
門
内

八
月

一
日
　
渡
正
山
下

八
月
二
日
　
渡
正
山
―
山
稜

八
月
三
日
　
北
冠
帽
峯
ノ
北
鞍
部

八
月
四
日
　
北
冠
帽

・
中
冠
帽

・
冠
帽
峯

八
月
五
日
　
体
養

八
月
六
日
　
西
冠
帽
峯

八
月
七
日
　
雲
峯

・
机
山
峯

八
月
八
日
　
兜
峯

八
月
九
日

（
南
）
雲
嶺

八
月
十
日
　
滞
在

八
月
十

一
日
　
櫃
床
峰
―
上
村

八
月
十
二
日
　
山
羊
斑

八
月
十
三
日
　
合
水
―
吉
州

八
月
十
四
、
十
二
日
　
成
興
滞
在

（
二
）

赴
職
嶺
山
稜

（
二
十
萬
分
の
一
地
形
固
、
洪

原
、
長
津
）

紳
商
大
山
岳
部
、
山
本
明
同
行

人
夫
六
名
内
至
四
名

八
月
十
六
日
　
成
興
―
（
イ
ン
タ
ラ
イ

ン

ー
元
豊

八
月
十
七
日
　
達
阿
里
、
上
洞

八
月
十
八
日
　
安
水
白
面
往
復
―
龍
岩
洞

八
月
十
九
日
　
中
白
山

・
三
水
峠

八
月
二
十
日
　
滞
在

八
月
十

一
日

八
月
十
二
日

八
月
十
三
日

八
月
十
四
日

入
月
十
五
日

八
月
十
六
日

入
月
十
七
日

北
水
山
―
遮
日
義

滞
在

北
水
白
山
―
東
北
谷

薬
水
里
、
雲
水
洞

雲
水
自
由
―
東
谷

鉢
峯
ノ
西
昌
里

大
岩
山

八
月
十
八
日
　
頭
雲
峯

ヘ
ノ
尾
根

八
月
十
九
日
　
ク

八
月
二
十
日
　
頭
雲
峰
―
安
基
里
谷

八
月
十

一
日
　
陵
日
里

九
月

一
日
　
紫
員
里

（
三
）
、
蓮
花
山

九
月
二
日
　
雲
山
里
―
蓮
花
山
下

九
月
二
日
　
蓮
花
山

（
山
本
と
別
れ
、
彼
は
袂
物
里
に
下
η

小
生
は
束
沙
里
谷
の
源
流
）

九
月
四
日
　
束
沙
里

九
月
五
日
　
徳
貨
里
―
長
津
（
自
動
車
）

（
四
）

稀
塞
峯

九
月
六
日
　
長
津
―
高
岩
―
仁
山
里

津
江
の
筏
に
便
乗
）

九
月
七
日
　
城
塞
洞
谷

九
月
八
日
　
稀
塞
峰
―
仁
山
里

九
月
九
日
　
仁
山
里
―
龍
岩
洞

（
筏
）

九
月
十
日
　
龍
岩
洞
―
新
乞
披
鎮

（
筏
）

九
月
十

一
日
に
自
動
車
に
て
恵
山
鎮
に

着
、
十
二
日
は
準
備
に
て
、
十
三
白
よ
り

自
頭
山
及
び
、
南
北
胞
胎
山
に
約
十
五
日

の
豫
定
で
登
り
茂
山
に
出
る
筈
。

最
後
に
羅
南
の
斎
藤
龍
本
氏
ｕ
朝
鮮
山

岳
會
の
下
出
、
宮
島
、
竹
中
、
飯
山
め
諸

氏
及
び
成
興
、
新
乞
城
鎮
誉
林
署
の
諸
氏

に
非
常
に
親
切
に
し
て
頂
い
た
事
を
感
謝

致
し
ま
す
。
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再
び
南
島

コ
バ
の
こ
と

高
橋
文
太
郎

會
報
三
七
琥
で

「
南
島
に
於
る
コ
パ
の

方
言
そ
の
他
」
と
題
し
、
主
と
し
て
コ
パ

に
開
す
る
方
言
の
探
集
し
た
も
の
を
掲
載

し
て
頂
い
た
が
、
共
後
諸
先
輩
か
ら
御
注

意
な
り
御
垂
教
に
預
つ
た
の
で
、
愛
に
訂

正
芳
碁
干
を
記
し
て
置
き
度
い
と
思
ふ
。

同
沈
誌
上
に
は
、
す
べ
て
横
榔
と
い
ふ

漢
字
を
常
て
ヽ
世
い
た
が
、
私
逹
が
探
訪

し
た
奄
美
十
島
に
は
、
こ
の
横
榔
に
常
る

樹
種
が
無
い
、
抄
く
と
も
此
の
漢
字
を
充

用
す
る
の
は
現
今
で
は
通
常
で
な
い
事
が

判
つ
た
の
で
あ
る
。
古
く
は
現
在
ほ
ど
確

然
と
し
ナ
区
別
が
無
く
、
こ
の

「
核
榔
」

と

「
蒲
妻
」
が
汎
用
さ
れ
て
居
た
詳
で
あ

る
。
そ
こ
で
私
が
用
ひ
た

「
横
榔
」
と
い

ふ
字
は
す
べ
て

「
蒲
葵
」
に
置
き
換

へ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
、
現
在
こ
の
十
島
に
多

く
向
上
し
て
ゐ
る
の
は
賞
に
後
者
な
の
で

あ
る
。
帥
ち
竹
内
亮
博
士
の
御
垂
教
に
よ

る
と
、
ビ
ン
コ
ウ

（
横
榔
）
は

，キ
Ｑ
Ｖ

Ｏ
”け８
Ｆ
ｃ
ｒ

，

と
云
ふ
東
印
魔
原
産
の
喬

木
に
て
本
邦
曖
地
に
て
は
野
上
な
く
培
養

す
る
も
の
あ
る
の
み
、然
る
に
ビ
ロ
ウ
（
蒲

葵
）
は

ョ
ニ
∽けｏ口
”
０
〓
目
の口
∽】∽
”
・
い
い

を
云
ひ
、
本
邦
唆
地
に
野
上
が
あ
つ
て
北

端
は
日
本
海
の
沖
ノ
島
に
も
及
ん
で
居
る

も
の
、
琉
球
で
は
ク
パ
、
五
島
で
は
コ
パ

（
別
に
芽
と
碑
葉
と
の
肛
別
せ
ず
）
と
云

ひ
居
る
の
で
あ
る
。
竹
、
こ
の
雨
者
は
葉

の
形
状
及
果
賞
に
著
し
い
Ｅ
別
鮎
が
あ
つ

て
、
同
博
士
が
雑
誌

「
面
岡
」
二
五
脱
に

記
さ
れ
た
虎
に
よ
る
と
、
印
ち
蒲
葵
の
葉

は
シ
ユ
ロ
の
業
に
非
常
に
よ
く
似
て
所
調

掌
般
葉
で
あ
る
が
シ
ユ
ロ
と
共
な
る
虎
は

全
盤
が
逸
か
に
壮
大
で
あ
り
か
っ
葉
柄
に

大
い
ト
ゲ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
横
榔
の
葉
は
蘇
鐵
の
葉
の
如
く
蒻
状
複

葉
で
あ
る
。
又
果
責
は
前
若
は
シ
ユ
ロ
に

よ
く
似
た
小
き
な
球
形
で
あ
る
が
後
若
は

紺
大
形
で
一
寸
五
分
か
ら
二
寸
に
及
ぶ
。

植
物
學
上
の
所
用
か
ら
云
へ
は
ビ
ロ
ウ
局

に
用
し
後
者
は
ビ
ン
ロ
ウ
ジ
腸
に
用
す
る

の
で
あ
る
云
々
。
又
、
九
州
青
島
の
蒲
葵

に
屁
々
横
榔
の
文
字
が
謎
り
宙
て
ら
れ
ゐ

る
事
が
並
記
さ
れ
て
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
も
う

一
つ
述
べ
て
今
後
の

参
考
資
料
と
し
て
置
き
た
い
の
は
、
奄
美

十
島
の
各
村
人
が
蒲
葵
の
小
さ
い
木
と
成

長
し
た
水
又
は
新
葉
と
本
企
機
と
を
呼
名

に
於
て
Ｅ
別
し
て
居
た
事
で
あ
る
。
之
は

三
七
琥
に
既
に
記
し
た
が
、
今
迄
の
探
訪

者
の
中
に
は
此
の
Ｅ
別
は
殆
ど
無
い
や
う

に
考

へ
て
ゐ
る
向
も
あ
る
ら
し
い
。
虎
が

其
後
同
島
の
人
に
問
合
せ
て
再
び
得
た
も

の
に
は
失
張
り
こ
の
Ｅ
別

が
あ
つ
た
の

で
、
愛
に
記
し
て
又
多
く
の
方
々
の
御
垂

教
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。
帥
ち
費
島
の
敷

根
善
熊
氏
の
御
報
告
に
よ
る
と
、
幹
五
尺

位
ま
で
は
俗
に
コ
パ
と
呼
び
其
以
上
一
丈

」●レ

′

位
ゐ
に
な
る
と
ビ
ロ
ー
と
呼
ぶ
。
島
民
使

用
の
蓑
や
笠
を
自
製
す
る
た
め
の
材
料
は

こ
の
若
葉
の
未
だ
曹

の
も
の
を
用
ひ
る
と

い
ふ
。
（
昭
九
、
九
、
一
）

四
國
地
方
の
コ
バ
と

山
岳
語
〓
三

此
の
夏
、
私
は
四
國
の
中
央
山
地
に
遊

″
だ
。
石
槌
、
瓶
ケ
森
の
山
々
を
あ
る
い

て
、
其
の
東
南
に
深
く
切
れ
込
ん
だ
吉
野

川
源
流
の
谷
と
、
其
虎
に
管
ま
れ
る
で
あ

ら
う
人
の
生
活
と
に
張

い
誘
惑
を
感
じ
て

土
佐
側
に
下
つ
て
み
た
。
そ
し
て
古
野
川

最
奥

の
楽
落
、
寺
川
、
越
裏
円
を
振
出
し

に
阿
波
の
徳
島
ま
で
、
此
の
川
に
寄
り
滑

ふ
や
う
に
し
て
自
由
氣
性
な
旅
を
つ
ゞ
け

た
。久

方
振
に
接
す
る
四
国
の
山
水
に
私
の

足
は
軽
か
つ
た
。
殊
に
古
野
川
に
つ
な
が

る
人
生
を
紺
々
深
く
み
つ
め
る
こ
と
が
出

来
、
そ
の
民
俗
に
親
し
く
接
す
る
こ
と
が

出
来
た
の
は
又
な
い
喜
び
だ
つ
た
。

共
の
折
探
集
し
た

「
コ
パ
」
と
言
ふ
言

葉
と
、
共
の
他
二
三
の
山
岳
語
を
其
虎
に

報
告
さ
せ
て
戴

い
て
、
以
前
、
會
報
誌
上

（
第
二
十
四
琥
）
に
発
表
し
た
資
料
報
告
に

加

へ
同
志
の
参
考
に
供
し
魔
い
と
思
ふ
。

一
、
愛
媛
縣
新
居
郡
大
保
木
村
細
野
で
、

六
十
に
餘
る
老
樵
夫
に
聞
い
た
の
で
は

ヨ
パ
と
は
山
で
木
を
伐
り
、
山
仕
事
を

す
る
山
側
の
小
不
地
だ
と
云
ふ
。「
此
虎

は
誰
共
の
コ
パ
だ
」
と
い
ふ
風
に
用
ふ

磯

貝
　

勇

る
が
、
も
う
今
の
若

い
者
の
間
に
は
使

は
れ
て
ゐ
な

い
と
も
話
し
た
。

二
、
同
縣
同
郡
同
村
今
宮
で
も
同
じ
意
味

に
コ
パ
と
云
ふ
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
ゐ

る
こ
と
を
聞

い
た
。

三
、
同
縣
同
郡
同
村
西
之
川
で
は
、
大
木

を
倒
す
時

「
コ
パ
を
作
る
」
と
云
ふ
。

矢
張
り
山
腹
に
小
不
地
を
作
る
こ
と
ら

し
い
。

四
、
高
知
縣
上
佐
郡
本
川
村
寺
川
で
は
、

山
腹
を
ナ
ル
に
し
て
水
を
置

い
た
り
す

る
場
所
を
云
ふ
。

五
、
同
縣
土
佐
郡
本
川
村
高
簸
で
は
伐
探

し
た
木
材
を
山
か
ら
落
し
出
す
場
所
を

コ
パ
と
云
ふ
。
伐
り
出
し
た
木
材
を
落

し
出
す
こ
と
を
「
ヨ
パ
す
る
」
と
云
ふ
。

バ
、
同
縣
土
佐
郡
大
川
村
船
戸
で
は
山
で

木
を
伐
る
の
が
済
む
と
「
コ
バ
す
る
」
と

言
つ
て
山
か
ら
川
ま
で
木
を
落
し
出
す

仕
事
を
す
る
。

七
、
同
縣
長
岡
郡
吉
野
村
古
味
で
も
同
じ

く
木
を
落
し
出
す
仕
事
を

「
コ
パ
を
す

る
」
と
云
つ
て
ゐ
る
。

以
上
が
コ
バ
に
開

す

る
資
料
で
あ
る

が
、
こ
れ
を

一
覧
す
る
と
、
少
く
と
も
四

田
中
央
山
地
に
於
て
、

コ
パ
と
云
ふ
言
葉

の
も
つ
大
機
の
意
味
が
想
像
さ
れ
る
氣
が

す
る
。『
山
日
記
』

の
山
岳
語
彙
を
み
る
と

「
コ
バ

（
飛
騨
双
六
谷
）
薪
を
切
り
落
す

道
路
、
山
の
禿
げ
た
と
こ
ろ
」
と
あ
る
。

四
國
の

「
コ
パ
す
る
」

の
意
味
と
通
ず
る

も
の
が
あ
る
の
を
面
白
い
と
思
っ
た
。

次
に
山
岳
地
形
稗
呼
の
二
三
を
報
告
す

ワ
０

。
○
ナ
ベ
ラ

愛
媛
縣
周
桑
郡
千
足
山
村
に
夕
ヵ
タ
ル

（
高
瀧
）
と
呼
ぶ
瀧
が
あ
る
が
、
此
の
附

近
に
ア
カ
ナ
ベ
ラ
、
シ
ロ
ナ
ベ
ラ
と
稗
し

て
岩
盤
上
を
水
の
流
れ
る
個
所
が
あ
る
。

ナ
ベ
ラ
と
は
緩
傾
斜
を
も
つ
た
露
出
岩
盤

で
、
そ
の
上
を
水
が
流
れ
て
ゐ
る
場
合
が

多

い
。
中
国
地
方
に
い
ふ
ナ
メ
ラ
と
同
じ

個
所
で
あ
る
。

○
タ
ル

瀧
の
こ
と
を
タ
ル
と
云
つ
た
。「
タ
カ
タ

ル
」
な
ど
）

○
タ
ビ
、
タ
ベ

同
じ
く
瀧
の
こ
と
を
タ
ベ
、
或
は
タ
ビ

と
云
ふ
。

○

サ

コ

水
の
な
い
谷
を
サ
コ
と
和
し
て
、
水
の

あ
る
場
合
と
に
別
し
て
ゐ
る
。

○
ク
ボ

山
中
の
窪
み
を
ク
ボ
と

云
ふ
。
「
ク
ボ

越
」

○

ト

ウ
山
の
頂
上
を
ト
ウ
と
云
つ
て
ゐ
る
。
峠

の
こ
と
で
は
な
い
。
「
山
の
ト
ウ
」
と
い
ふ

風
に
使
用
す
る
。

Ｏ
ヲ
ダ
テ

尾
根
の
上
を
云
ふ
。
尾
根
道
を

「
フ
ド

ウ
リ
」
と
云
つ
た
。

Ｏ

ョ

コ
カ

ケ

山
腹
を
横
に
走
つ
た
道
を
ヨ
コ
カ
ケ
と

云
ふ
。

○

タ

キ
山
上
、
山
腹
に
表
は
れ
た
帰
を
、
四

で
は
廣
く
タ
キ
と
呼
ぶ
こ
と
は
周
知
の
こ
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と
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
明
か
に
知
る
こ

と
が
出
来
た
。
「
二
の
タ
キ
」
な
ど
ヽ
構
す

る
岩
尾
根
も
あ
る
。

以
上
は
主
と
し
て
四
関
中
央
山
地
に
用

ゐ
ら
る
地
形
様
命
の
み
で
、
此
の
他
相
営

の
山
村
用
語
も
探
集
し
た
が
、
こ
れ
等
は

民
の
機
會

に
残
表
さ
せ
て
戴
く
こ
と
に
す

今
度
の
族
で
は
古

い
懐
し
い
山
村
語

に
も
可
成
り
出
く
は
し
た
。
例

へ
ば
玲
羊

を
ニ
ク
と
云
ふ
な
ど
此
の
土
地
に
言
は
れ

て
ゐ
る
こ
と
は
豫
て
知

つ
て
は
ゐ
た
が
、

地
に
耳
に
聞
い
て
み
て
は
じ
め
て
安
心

に
似
た
気
持
に
な
れ
る
な
ど
は
あ
な
が
ち

私
だ
け
で
も
あ
る
ま
い
。

（
昭
和
九
ｏ
九
・
一
〇
）

陸
地
測
量
部
新
刊
地
国
自
録

含

員

通

信

立
山
よ
り

拝
啓
其
後
は
心
な
ら
ず
も
全
く
御
無
沙

汰
勝
ち
に
て
失
識
仕
候
、
小
上
八
月
十
五

日
午
後

一
時
四
十
五
分
に
久
振
り
に
餌
頂

上
に
清
、
午
後
は
雨
の
た
め
長
次
郎
谷
を

下
り
員
砂
小
合
泊
り
、
十
六
日
は
又
風
雨

の
鶯
め
滞
在
、
十
七
日
快
晴
と
な
り
元
気

に
て
剣
澤
に
入
り
途
中
の
様
子
を
見
て
引

返
し
候
が
今
年
は
到
る
所
残
彗
多
き
に
は

鷲
き
入
り
中
候
、
十
八
日
は
稀
に
見
る
快

晴
に
恵
ま
れ
七
時
十
分
二
俣
残
に
て
廓
下

に
入
り
途
中
ゆ
つ
く
り
邊
り
の
景
色
を
眺

め
入
り
な
が
ら
進
み
前
夕
引
返
し
た
る
所

に
出
で
候
が
本
年
は
残
雲
績
き
居
り
候
た

め
大
瀧
上
の
岩
壁
の
所
ま
で
辿
り
書
食
を

と
り
、
な
ほ
右
曲
せ
る
一
部
を
見
、
大
瀧

下
の
本
流
を
眺
む
る
事
も
得
ら
れ
て
漸
く

積
年
の
希
望
を
逹
す
る
こ
と
を
得
、
婦
路

に
つ
き
、
夕
方
二
供
に
安
着
、
こ
れ
よ
り

乗
越
に
出
で
、
地
獄
谷
、
鏡
石
、
迫
分
等

を
組
稽
名
下
よ
り
藤
橋
に
出
で
冊

一
日
朝

婦
京
仕
り
候
、
本
年
は
大
分
雨
に
あ
ひ
し

も
剣
澤
入
り
は
理
想
的
に
て
非
常
に
愉
快

に
候
。
　
　
　
　
　
　
　
岩
永
　
信
雄

立
山
よ
り

二
三
日
立
山
方
面
の
高
原
に
遊
び
ま
し

た
。
二
十
二
日
の
夜
牛
か
ら
二
十
三
日
早

朝
に
降
彗
約
千
九
百
米
突
地
帯
に
ま
で
あ

り
ま
し
た
。
大
＝
小
合
屋
上
三
寸
、
二
十

三
日
降
雨
の
鶯
め
に
相
常
減
少
し
ま
し
た

が
二
十
四
日
雷
鳥
澤
の
雲
漢
上
に
新
雲
四

寸
有
り
ま
し
た
。
未
だ
紅
葉
も
室
堂
附
近

の
小
部
分
で
咲
き
遅
れ
た
高
山
植
物
は
皆

雲
を
か
ぶ
つ
て
居
ま
し
た
。
鏡
石
の
小
合

は
先
日
の
腱
風
で
又
々
破
壊
修
繕
中
で
す

が
、
無
方
針
、
無
定
見
の
た
め
に
眺
望
が

良
い
と
云
ふ
だ
け
で
建
設
さ
れ
る
の
で
す

か
ら
常
然
の
運
命
で
し
や
う
。
殆
ん
ど
便

用
に
堪

へ
ぬ
迄
や
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
共
他

の
小
合
に
は
殆
ん
ど
被
害
が
有
り
ま
せ
ん

で
し
た
。　
二
十
二
日
の
山
日
記
の
満
月
も

二
十
三
日
の
暦
の
満
月
も
供
に
上
乗
の
伸

秋
の
名
月
で
し
た

九
月
十
五
日
　
島
田
　
武
時

新

刊

紹

介

開
西
學
生
山
岳
聯
盟
報
告

第
五
競

頒
債
壼
同

四
六
倍
版
、
六
七
頁
、
主
な
る
内
容
は

南
千
島
の
山
（
三
高
）俵

一
郎
、
餓
鬼
谷
よ

り
五
龍
及
東
谷
山
（
闘
大
）
中
村
光
郎
、
自

馬
岳
よ
り
宇
奈
月
へ
（
開
大
）吉
田
孝
雄
、

槍
北
鎌
尾
根
（京
大
）
堀
龍
雄
、
厳
冬
の
飛

騨
側
御
岳
（
岐
高
農
）磯
野
二
郎
、
裏
溝
遠

征
（
一
九
二
三
）報
告
（
同
志
祗
）壼
見
正
、

入
江
保
大
、
兄
島
勘
次
、
他
に
登
高
記
録

聯
盟
ノ
ー
ト
、
及
び
山
の
窮
員
八
葉
挿
蓋

六
種
。

こ
の
報
告
に
就
き
て
の
批
評
は
何
れ
山

岳
誌
上
に
於
て
記
す
る
虎
あ
る
べ
し
。

二
萬
五
千
分

一
修
正

小
千
谷
近
傍
　
二
琥

″
　
　
　
　
　
一二
琥

″
　
　
　
　
　
六
琥

″
　
　
　
　
　
一
六
琥

宇
都
宮
近
傍

一
七
琥

五
萬
分

一
修
正

釧
路
統
　
　
　
五
琥

長
野
統
　
　
一
三
沈

高
田
琥

ク飯
田
琥

飯
田
琥

姫
路
琥

″

見
附
　
　
一
面

栃
尾
　
　
一
面

片
貝
　
　
一
面

柏
崎
　
　
一
面

小
金
井
　
一
面

標
茶
　
　
一
面

長
野
　
　
一
面

一
琥
　
小
千
谷

面

六
競

松
之
山
温
泉

面

〓
琥
　
赤
穂

三
統
　
領
田

一
一
眈
　
上
郡

面面面

一
四
琥

津
山
東
部

一
面

の
旅
で

の

の

含

務

報

告

第
六
十
二
回
小
集
會

昭
和
九
年
六
月
七
日
　
午
後
七
時
牛

三
會
堂
二
於
テ

一
、
ア
ラ
ス
カ
の
族
（
偶
題
）

會
員
　
東
　
良
三
氏

小
島
久
太
氏
の
司
會
に
て
先
づ
東
氏
を

紹
介
せ
ら
れ
、
績
い
て
同
氏
の
講
演
に
う

つ
ヽ
た
。
そ
の
講
演
の
内
容
は
、
偶
題
に

示
す
ア
ラ
ス
カ
の
み
で
は
な
く
、　
一
九
一

〇
年
よ
り
二
十

一
年
間
に
わ
た
る
北
米
の

山
旅
の
追
懐
談
で
あ
つ
た
。
何
し
ら
、
二

十
年
間
の
在
米
期
間
で
あ
る
の
で
、
そ
の

足
跡
は
、
キ
ヤ
ス
ケ
イ
ド
、
ロ
ツ
キ
ー
か
ら

ア
ラ
ス
ヵ
ま
で
非
常
に
廣
く
、
従
つ
て
講

演
も
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
果
し
の
な
い
も

の
で
あ
つ
た
が
、
二
時
間
に
わ
た
り
、
か

な
り
詳
細
に
何
ふ
こ
と
が
で
き
た
。
絡
つ

て
約
二
十
枚
の
幻
燈
板
に
よ
つ
て
更
に
補

足
的
の
説
明
が
あ
つ
た
。

常
日
の
講
演
は
速
記
に
し
て
山
岳
に
で

も
掲
げ
や
う
と
考

へ
た
の
だ
が
、
速
記
者

の
手
ち
か
ひ
で
充
分
に
記
録
で
き
な
か
つ

た
の
は
残
念
で
あ
つ
た
。
街
こ
の
久
に
は

一
つ
′
ヽ
の
山
に
つ
い
て
詳
し
い
お
話
を

何
ひ
た
い
も
の
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。

常
日
は
師
朝
問
も
な
い
御
多
忙
中
に
も

拘
ら
ず
長
い
問
講
演
し
て
下
さ
つ
た
東
氏

ま
た
、
常
日
司
會
に
営
つ
て
下
さ
つ
た
小

島
氏
に
深
く
御
離
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る

（
黒
田
記
）

出
席
者
（
順
月
不
同
）

武
田
　
久
吉

鈴
木
　
正
俊

斎
藤
威
三
男

斎
藤
　
雄
三

坂
江
　
善
治

鈴
木
伊
二
郎

矢
田
城
太
郎

野
日
　
未
延

荒
井
道
太
郎

丹

勿

憲

島

田
　

巽

根

有

恒

構
山
清
太
郎

新
庄
　
球
上

回
邊
　
主
計

鍋
倉
　
英
夫

田
代
　
豊
蘭

菊
池
　
明
式

山
下
助
四
郎

茨
木
猪
之
吉

岡
本
　
勝
二

宇
田
川
久
太
郎

満
原
■
維

長

沼
　
重

飯
塚
篤
之
助

村
尾
　
金
二

逸
見
　
員
雄

三

浦
　
新

酒
井
　
忠

一　
石
塚
秀
次
郎

三
田
　
幸
夫

安
田
登
茂
次

岩
崎
京
二
郎

飛
川
　
維
之

中
司
　
文
夫

井
上
　
良
則

千
家
　
哲
磨

小
原
　
勝
郎

堀
田
　
爾

一

近
藤
　
恒
雄

吉
田
　
竹
光

角
田
　
吉
夫

額

田
　

敏

小
島
　
久
大

松
方
　
二
郎

田
日
　
一
郎

神

谷
　

恭

中
屋
　
健
式

磯
員
藤
太
郎

沼
井
鐵
太
郎

間
中
　
菅
雄

西
川
　
信
義

本
多
　
友
司

黒
田
　
孝
雄

會
員
外
十
四
名

九
月
定
例
理
事
會

九
月
十
三
日
午
後
七
時
本
含
事
務
所
に

て
。

出
　
席
　
者

高
頭
、
松
方
、
黒
田
、
伊
藤
、
飯
塚
、

額
日
、
神
谷
、
田
中
、
逸
見
、

一
、
國
際
山
岳
協
會
聯
合

二
開

ス
ル
件

（
松
方
）

一
ゝ
第
六
十
三
回
小
集
會
ノ
件
（
逸
見
）

一
、
山
小
屋
建
設
後
始
末

二
開

ス
ル
件
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中臥や北歌で墾倒的な使用を受けつ あゝるものでナスペンダーの

利用は完全に脊面に合致しスキーのシユウイングや氷壁の登攀に

も少しの動嬌なく絶封的の安全を望み得るものです。加へてサス

ペンダーの使用は袋面と脊面とに問隙を生じ換氣良く篤に疲努を

感ずる事が始んどありません°D
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畑何なるカメラでも
容易く篤せる
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