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命
日

昭 和 17年 5,6月 l17 日 本 山 岳 會

ア リウ シャ
〇

嘗
て
は
、
北
海
の
濃
霧
の
深
い
と
に

り
の
彼
方
の
世
界
の
や
う
な
気
が
し
て

ゐ
た
ア
リ
ウ
ン
ヤ
ン
の
島

々
も
、

「
十

二
月
八
日
」
の
そ
の
日
以
来
、
俄
か
に

我
が
千
島
列
島
か
ら
つ
い
日
と
鼻
の
間

の
や
う
に
感
じ
始
め
た
人
に
、
決
し
て

少
く
な
い
で
あ
ら
う
ｏ
ま
た
、
山
好
き

の
者
に
、
市
の
ニ
ユ
ー
ギ
ネ
ア
や
ジ
ヤ

パ
の
山
々
が
氣
に
な
る
と
同

じ

や
う

に
、
ヽヽ
の
北
の
島
々
に
は
ど
ん
な
山
々

が
年
え
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
な
ど
と
、

思
つ
て
見
た
に
違
い
な
い
。　
一
寸
手
近

の
地
岡
を
投
げ
て
見
て
も
、
千
島
よ
り

に
邊
か
に
長
大
だ
Ｌ
、
叉
よ
り
北
に
あ

る
か
ら
氷
河
で
も
な
い
か
な
等
と
考

ヘ

て

「
北
の
山
」
〈．
の
憧
れ
に
胸
が
う
づ

く
や
う
な
気
が
し
た
者
も
ゐ
た
か
も
知

れ
な
い
。

近
頃
、
ど
の
家
の
居
間
に
も
飾
ら
れ

て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
太
李
洋
の
地
固
を

更
め
て
見
る
事
と
し
や
う
。
太
不
洋
の

西
か
ら
北
に
か
け
て
、
夜
會
の
壁
を
飾

る
花
綱
に
も
讐
え
ら
れ
た
弓
な
り
の
列

島
が
、
美
し
く
大
陸
を
縁
ど
つ
て
ゐ
ろ

事
は
、
誰
Ｌ
も
奇
暴
の
感
を
抱
く
事
の

一
つ
に
違
い
な
い
。
し
リ
ツ
ピ
ン
か
ら

墓
溝

へ
の
孤
状
、
琉
球
の
列
島
、
本
州

の
全
健
の
格
構
も
そ
れ
だ
。
併
し
何
と

言
つ
て
も
見
事
な
の
は
我
が
千
島
列
島

と
、
ア
ー
ウ
ン
ヤ
ン
列
島
の
二
つ
の
弓

な
り
だ
。
、
、の
や
う
な
美
事
な
孤
状
列

島
が
ど
う
し
て
大
手
洋
に
向
け
て
張
り

出
て
ゐ
る
か
と
言
ふ
最
も
興
味
あ
る
間

題
に
は
入
る
事
を

一
先
づ
避
け
て
、
今

は
、
取
り
敢
へ
す
、
こ
の

「
ア
ジ
ア
ヽ

の
懸
橋
」
で
あ
る
ア
リ
ツ
シ
ヤ
ン
列
島

が
ど
ん
な
自
然
を
持
つ
か
、
或
に
ど
ん

な
山
が
律
え
て
あ
る
か
を
の
み
探
る
事

と
し
や
う
。
叉
そ
の
大
い
さ
や
其
他
を

手
軽
く
見
営
つ
け
る
篤
に
は
貸
が
千
島

と
比
較
ず
る
事
が
便
利
だ

と

思

ふ
の

佐 々 保

と

千島 (上 )

亀ぜ十

な
い
。
之
慣

時
局
柄
何
卒

諒
と
せ
ら
れ

た

い
。○

ア
リ
ウ
ン

ヤ
ン
列
島
ぼ

太

平

洋

の

北
、
そ
の
縁

を
飾
る
か
の

や
う
に
北
米

大
陸
と
、
ア

ジ
ア
大
陸
と

壺L、■
°

地`

“

レ

で

、
比
を

る
事
と
す

但
し
千
島

開
し
て
は
そ

の
諸
数
値
に

始
ど
壼
表
す

る
事
が
出
事

準島tr- o,
キ
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t會務報告、その他

に
没
し
て
、
僅
か
に
一
部

コ

ス
カ
に
績

い
て
ゐ
る
し
、
西
は
海

の
長
さ
が
あ
る
事
に
な
る
。
併
し
、

の
東
牛
に
ア
ラ
ス
カ
牛
島
と
し
Ｃ
、

の
間
に
、
打
ち
連
つ
た
島

々
か
ら
な

り
、
そ
の
延
長
は
、
若
し
ア
ラ
ス
カ
の

付
根
か
ら
、
ヵ
ム
チ
ヤ
ツ
カ
迄
測
る
こ

ず
る
と
、
そ
の
全
長
三
二
〇
〇
粁
に
達

す
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
樺
太
か
ら
九
州

力・ る 可護 キ

ド

ノレ

ゐ

し

て

の
封乍

―
諸
島

を
撞
げ

だ
け
だ

ら
、
本

に

ア

リ

ン

ヤ

ン
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列
島
と
呼
ば
る
べ
き
部
分
に
そ
の
孤
状

の
全
長
の
牛
ば
に
近
い
一
七
〇
〇
粁
に

過
ぎ
な
い
。
し
か
も
な
ほ
千
島
列
島
の

一
二
〇
〇
粁
に
満
た
ぬ
よ
り
に
五
割
方

長
く
、
地
球
上
、
最
も
美
Ｌ
い
孤
状
列

島
に
属
す
る
ｏ
そ
の
位
置
に
、
東
経

一

七
二
魔
か
ら
西
経

一
六
三
度
迄
あ
り
、

北
緯
に
五
〇
・
五
度
か
ら
五
五
魔
迄
、

最
大
幅
二
〇
粁
に
及
ぷ
か
ら
、
我
が
千

島
の
経
る
北
端
か
ら
始
ま
る
と
言
つ
て

一
よ
く
、
精
々
、
北
に
寄
つ
て
あ
る
事
に

一
な
る
。

全
列
島
の
島
々
に
大
小
を
合
せ
る
と

一
五
〇
に
及
ぶ
ｔ
も
言
に
れ
、
中
、
日

星
と
い
も
の
だ
け
で
も
四
〇
に
及
び
、

千
島
の
大
小
合
せ
て
三
〇
有
餘
よ
り
に

大
分
桁
違
ひ
に
多
い
。
列
島
に
西
か
ら

ニ
ー
ャ
、
ラ
ツ
ツ
、
ア
ン
ド
ン
ア
ー
ク
、

四
山
、
フ
オ
ツ
ク
ス
の
五
群
島
に
分
れ

ア
ン
ド
ン
ア
ー
ク
ぜ
フ
オ
ツ
ク
ス
の
二

群
島
に
大
き
い
島
々
が
多
い
。

最
大
の
島
は
最
東
端
の
、
ア
ラ
ス
カ

牟
島
と
一
衣
帯
水
の
ウ
ニ
マ
ク
島
で
、

三
二
四
〇
干
方
粁
あ
る
が
、
我
が
千
島

の
最
大
島
樺
捉
島
に
比
べ
る
さ
大
し
て

大
き
な
詳
で
も
な
い
。
因
み
に
千
島
列

島
も
多
く
の
地
同
で
は
そ
の

一
隅
に
、

縮
尺
を
違

へ
て
小
さ
く
描
い
て
あ
る
か

ら
、
そ
の
島

々
も
微
々
た
る
も
の
に
過

ぎ
な
い
だ
ら
う
と
思
ふ
の
は
全
く
素
人

考
へ
で
、
五
萬
分
之

一
地
形
園
を
つ
な

げ
に
曇

一
枚
大
の
長
さ
に
な
る
島
も
二

三
に
あ
る
し
、
船
で
そ
の
沖
を
航
海
す

れ
ば
、
勿
論
船
足
の
遅
い
せ
い
も
あ
る

が
、
朝
に
そ
の
島
を
彼
方
に
望
み
、
夕

漸
く
そ
れ
を
後
ろ
に
途
る
と
言
つ
た
意

外
に
大
き
な
島
も
あ
る
。

ウ
ニ
マ
ク
に
次
い
て
大
き
い
の
に
有

名
な
海
軍
根
檬
地
ダ
ツ
チ
ハ
ー
バ
ー
を

近
く
に
持
つ
ソ
ナ
ラ
ス
カ
島

（
二
三
一

〇
不
方
粁
）
で
、
我
が
列
島
第
二
の
島

幌
筵
島
よ
り
紺
大
き
い
。
以
下
ウ
ム
ナ

ク

（
一
七
三
〇
干
方
粁
）
ア
ト
カ

（
一

三
二
〇
不
方
粁
）
ア
ツ
ツ

（
九
二
〇
李

方
粁
）
等
が
あ
り
、
つ
ま
り
面
積
千
干

方
粁
以
上
が
四
つ
、
百
不
方
粁
以
上
が

二

一
も
あ
る
に
封
し
、
千
島
で
慣
千
干

方
粁
以
上
の
島
に
上
記
の
外
國
後
島
、

得
撫
島
等
あ
つ
て
計
四
を
算

へ
る
が
、

後
援
績
な
ず
。
百
干
方
粁
以
上
は
僅
か

六
つ
に
過
ぎ
な
い
。
従
つ
て
、
ア
リ
ウ

ン
ヤ
ン
の
全
列
島
を
合
せ
た
線
面
積
に

一
、
五
〇
〇
〇
干
方
粁
ご
な
り
、
我
が

四
國
よ
り
に
稽
少
さ
い
が
、
千
島
全
催

よ
り
は
約
五
割
近
く
も
大
き
い
。

○

次
に
列
島
の
気
候
を
見
る
せ
、
所
謂

亜
極
地
式
気
候
帯
に
属
す
る
が
、
列
島

な
の
で
海
洋
性
氣
候
を
塁
し
、
温
度
紺

大
、
年
較
差
は
左
程
著
し
く
な
い
。
特

に
各
に
千
島
や
樺
太
に
比
べ
る
と
寧
ろ

温
和
と
す
ら
言
ふ
事
が
出
来
、
最
各
で

も
月
平
均
に
零
下
三
―
三
度
、
最
低
で

零
下

一
五
魔
だ
か
ら
、
札
幌
や
紗
那
よ

り
も
各
に
餘
程
唆
い
事
に
な
る
。
併
し

夏
に
月
平
均

一
三
度
内
外
が

一
般
で
、

最
高
で
も
二
〇
度
を
越
え
る
事
を
稀
ざ

し
、
こ
の
瓢
で
は
、
千
島
で
も
、
北
千

島
に
近
い
夏
を
有
す
る
と
言
へ
る
。
但

し
東
西
に
長
い
割
に
は
東
西
の
差
は
左

程
著
し
く
な
く
、
例

へ
ば
束
の
ダ
ツ
チ

ハ
ー
パ
ー
と
西
の
ア
ツ
ツ
と
で
も
、
全

年
平
均
、
四
・
六
度
と
三
・八
魔
則
ち

一

度
前
後
東
の
方
が
高
い
に
過
ぎ
な
い
。

従
つ
て
年
平
均
氣
温
か
ら
見
る
と
札
幌

よ
り
に
か
な
り
寒
く
、
紗
那
や
幌
筵
に

か
な
り
近
い
も
の
に
な
る
。
年
降
水
量

に
東
方
が
餘
程
高
く
全
年
二
〇
〇
〇
粍

を
越
え
、
西
で
も

一
五
〇
〇
粍
内
外
、

千
島
よ
り
に
か
な
り
多

い
。
し
か
も
な

ほ
全
盛
か
ら
見
る
こ
千
島
と
気
候
的
に

は
た
程
違
ふ
詳
で
に
な
く

「
長
い
秋
と

短
い
各
」
で
形
容
さ
れ
る
、
夏
ら
し
い

夏
の
な
い
一
年
で
、
無
降
雲
期
に
六
、

七
八
の
三
ケ
月
、
各
の
残
雪
は
六
月
末

迄
深
々
と
谷
間
を
埋
め
る
事
が
多
い
と

言
は
れ
て
あ
る
。
又
霧
日
敷
に
北
大
手

洋
の
常
と
し
て
甚
だ
Ｌ
く
多
い
が
な
ほ

北
千
島
ほ
ど
の
こ
と
に
な
い
ら
し
く
、

各
の
結
氷
も
列
島
浩
ひ
で
は
殆
ど
之
を

見
す
た
、
春
先
に
一
部
の
流
氷
が
近
づ

く
の
み
で
あ
る
と
言
ふ
。

こ
の
様
な
気
候
の
下
で
に
植
物
も
亦

そ
の
著
し
い
制
約
を
受
け
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
の
最
も
見
る
べ
き
特
徴
に
森
林

樹
種
の
少

い
事
で
、
列
島
何
虎
に
も
木

ら
し
い
木
さ
て
求
め
る
事
が

出
来
な

い
。
僅
か
に
谷
間
に
矮
生
の
柳
の
灌
木

が
散
鮎
す
る
に
過
ぎ
す
、
千
島
に
多
い

ミ
ヤ
マ
ハ
ン
ノ
キ
や
ハ
イ
マ
ン
に
全
然

認
め
ら
れ
な
い
。
ヽ
ヽ
の
植
物
景
親
が
ア

ラ
ス
カ
植
物
匠
系
に
属
す
る
か
東
亜
植

物
匡
系
に
局
す
る
か
に
フ
ル
タ
・ン
博
士

ご
舘
脇
博
士
の
間
の
所
説
の
異
な
る
虎

で
あ
る
が
、
館
脇
氏
に
ず
れ
に
「
樹
の
な

い
ア
ラ
ス
ヵ
植
物
景
槻
」
ご
言
へ
ば

一

言
に
し
ヽ
要
を
得
る
と
の
事
で
あ
る
。

則
ち
寒
帯
式
植
物
景
観
で
、
河
邊
に
に

所
謂
ツ
ン
ド
ラ
式
の
温
原
が
、
叉
山
腹

か
ら
山
麓
に
か
け
て
は
所
謂
高
山
植
物

の
草
原
が

一
面
に
接
が
り
、
雪
融
を
追

ふ
て
七
月
の
候
の
漸
く
曖
い
日
差
し
に

一
齊
野
も
山
も

一
面
に
お
花
畠
を
展
開

す
る
と
言
ふ
、
お
ほ
ら
か
な
斜
面
に
紅

紫
黄
白
色
ご
り
た
ヽ
に
地
上
入
國
を
現

出
す
る
美
期
に

一
度
之
を
千
島
で
味
慣

つ
た
者
に
は
、
こ
の
ア
リ
ウ
ジ
ヤ
ン
の

そ
れ
は
更
に
張
い
魅
力
を
以
て
惹
き
つ

け
る
も
の
が
あ
る
こ
思
に
れ
る
。

○

以
上
の
様
な
大
い
さ
や
其
他
の
違
ひ

は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
外
貌
が
然
る

や
う
に
、
そ
の
地
畦
構
造
的
な
特
徴
に

は
叉
、
極
め
て
類
似
性
の
あ
る
事
に
営

然
と
も
言
へ
る
が
注
目
に
値
す
る
。

則
ち
雨
列
島
と
も
そ
の
延
長
こ
そ
違

へ
．
共
に
南
に
張
り
出
た
緩
い
孤
状
を

塁
し
、
共
に
そ
の
主
延
長
部
を
主
帯
と

呼
ぶ
と
す
る
と
雨
端
の
南
側
に
は
外
帯

と
も
呼
ば
る
べ
き
部
分
則
ち
ア
リ
ツ
シ

ヤ
ン
に
於
け
る
コ
デ
ヤ
ク
や
ン
ユ
マ
ジ

ン
の
諸
島
、
千
島
に
於
け
る
色
丹
列
島

が
あ
り
、
弧
状
列
島
の
構
造
的
特
徴
を

現
に
し
て
ゐ
て
面
白
い
。
叉
何
れ
も
東

側
に
総
自
由
に
展
張
し
て
ゐ
る
の
に
封

し
、
西
側

へ
に

一
に
カ
ム
チ

ヤ
ツ

カ

に
、　
一
慣
北
海
通
に
略
々
直
角
に
近
く

相
會
Ｌ
て
来
て
あ
る
虎
も
似
て
ゐ
て
造

山
帯
會
合
の

一
型
式
を
示
ｔ
て
ゐ
る
。

ス
そ
の
地
質
を
見
て
も
、
多
少
の
新

奮
の
差
こ
そ
あ
れ
、
何
れ
も
火
出
噴
出

物
に
富
む
第
二
紀
層
を
所
謂
基
磐
着
と

し
、
又
之
に
前
後
し
て
噴
入
し
た
諸
火

成
岩
が
相
件
つ
て
露
は
れ
て
ゐ
る
。
之

等
慣
第
二
紀
を
過
ぎ
て

一
二
か
な
り
低

原
に
迄
侵
蝕
さ
れ
た
ら
し
く
、
今
日
で

も
な
ほ
所
々
に
緩
や
か
な
斜
面
を
展
げ

て
残
つ
て
ゐ
る
。
雨
列
島
を
火
山
列
島

と
Ｌ
て
特
徴
づ
け
る
諸
火
山
に
、
之
等

を
基
底
と
し
て
、
そ
の
上
に
噴
出
推
積

し
た
も
の
で
、
雨
列
島
と
も
、
山
ら
し

い
山
に
多
少
成
立
に
前
後
の
差
こ
そ
あ

れ
、
す
べ
て
こ
の
種
の
火
山
に
属
し
て

ゐ
る
ｏ
し
か
も
そ
の
多
く
に
所
謂
回
錐

火
山
で
、
端
麗
な
姿
を
北
の
空
に
書
い

て
ゐ
ろ
．
叉
そ
の
大
部
分
は
今
街
所
謂

活
火
山
と
し
て
噴
煙
を
な
び
か
せ
、
噴

火
の
記
録
の
航
海
表
に
よ
つ
て
記
さ
れ

て
ゐ
る
も
の
が
、
甚
だ
多

い
。
特
に
ボ

ゴ
ス
ロ
フ
の
噴
火
毎
の
愛
貌
慣
千
憂
萬

化
驚
く
に
堪
え
た
も
の
が
あ
る
。
海
岸

に
之
等
の
山
や
丘
を
切
つ
て
崚
し
く
屹

立
し
、
暗
い
蔭
を
抱
く
断
崖
の
打
ち
つ

ヽ
く
を
常
と
す
る
。

９

一
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甲

田

雑

威

富
　
田
　
健

今
ジ
ー
ズ
ン
初
の
山
行
を
八
甲
田
山

に
撰
ん
だ
。
途
中
鎌
倉
で
深
田
、
石
雨

岳
兄
に
會
ひ
笠
二
月
七
日
夜
上
野
装
急

行
で
津
軽
の
図

へ
向
つ
た
。
二
年
績
い

て
四
度
び
北
海
道

へ
波
り
乍
ら
比
虎

ヘ

に
つ
い
ぞ
立
寄
れ
な
か
つ
すこ
の
が
今
回

漸
く
そ
の
優
艶
な
山
姿
に
接
し
得
た
の

で
あ
る
．　
一
二
月
に
毎
年
出
難
く
今
年

に
早
く
出
た
方
だ
が
八
甲
田
は
こ
ゝ
敷

年
雪
量
が
減
り
気
温
Ｌ
少
し
づ
ゝ
高
く

な
つ
て
あ
る
や
う
で
樹
氷
な
ど
も
大
き

な
も
の
に
出
外
て
ゐ
な
か
つ
た
。
一篤
・員

や
映
書
で
も
み
る
や
う
こ
の
山
に
全
く

ス
キ
ー
向
き
な
山
で
ぁ
る
が
八
甲
田
を

有
名
に
し
た
か
の
聯
除
遭
難
が
ス
キ
ー

使
用
前
の
事
件
と
承
知
し
乍
ら
も
矢
張

り
あ
れ
か
ら
受
け
る
概
念
的
影
響
は
避

け
ら
れ
な
か
つ
た
の
か
そ
の
シ
ン
プ
ル

さ
に
期
待
外
れ
の
も
の
を
覺

へ
さ
せ
ら

れ
た
。
之
に
酸
ケ
湯
と
い
ふ
根
操
地
が

餘
り
に
よ
す
ぎ
る
せ
い
ば
か
り
で
に
な

い
。

一
五
八
四
と
い
ふ
低
高
度
で
も
あ

る
が
同
じ
東
北
の
山
で
も
蔵
王
の
峨
々

側
か
ら
で
は
相
営
ス
キ
ー
テ
ク
ニ
ツ
ク

を
要
す
る
し
叉
吾
妻
連
山
で
は
可
な
り

山
深
く
入
つ
た
感
じ
を
抱
か
せ
ら
れ
る

が
八
甲
田
に
そ
の
何
れ
を

も
有

し

な

い
。
或
ひ
は
そ
れ
が
却
つ
て
こ
の
山
の

特
徴
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
日
本
海
よ

り
太
李
洋

へ
抜
け
る
娯
し
い
張
風
に
吹

か
れ
乍
ら
山
頂
に
立
て
ば
氣
の
せ
い
か

説
界
に
展
が
る
津
軽
海
映
の
潮
の
香
が

感
じ
ら
れ
た
り
岩
木
山
の
純
自
の
姿
が

馬
鹿
に
秀
麗
に
見
え
た
り
す
る
の
で
あ

る
。
南
八
甲
田
ご
呼
ば
れ
て
あ
る
櫛
ケ

峰
の
方
が
登
高
感
を
奥
へ
る
が
之
も
荒

川
ｔ
迷
岱
ざ
い
ぶ
廣
い

ジ
ー
グ
ビ
ー
ト

を
挿
ん
で
向
ひ
あ
つ
て
ゐ
る
篤
め
八
甲

田
に
入
つ
の
甲
鎧
の
山
を
並
べ
て
は
ゐ

る
の
だ
が

（
大
岳
、
小
岳
、
赤
倉
、
井

戸
、
石
倉
、
田
茂
池
、
雛
、高
田
大
岳
）

何
虎
か
孤
立
し
た
氣
分
の
山
だ
。

大
岳
に
登
頂
Ｌ
た
日
は
丁
魔
二
月
十

二
日
。
前
夜
怪
し
げ
な
ラ
デ

オ
で
知
つ

た
戦
捷
第
二
次
説
賀
日
だ
つ
た
の
で
頂

上
で
日
本
萬
歳
を
唱
へ
皇
軍
の
武
運
長

久
を
逢
か
に
所
つ
た
。
起
伏
す
る
津
軽

の
山
河
。
青
森
の
街
に
左
右
か
ら
迫
る

や
う
な
雨
大
海
を
備
敗
し
た
時
、
封
米

英
戦
の
今
、　
一
Ｌ
ほ
祗
國
日
本
費
等
が

國
土
せ
い
ふ
張
を
感
銘
に
打
た
れ
た
．

そ
の
翌
日
に
は
迷
岱
を
横
ぎ
リ
バ
ツ

カ
イ
澤
ご
赤
水
澤
の
間
の
尾
根
を
員
直

ぐ
登
つ
て
櫛
ケ
峰
へ
向
つ
た
．
前
日
に

も
ま
し
て
張
く
な
つ
た
風
、
二
月
の
曖

風
に
ゆ
る
ん
だ
重
い
雪
も
別
に
従
来
の

経
験
以
上
の
も
の
で
は
決
し
て
な
か
つ

た
の
に
こ
の
日
は
私
が
登
山
を
初
め
て

以
来
最
も
ヘ
パ
つ
た
日
で
あ
つ
た
ｏ
晴

天
を
逃
す
よ
い
ぜ
炭
火
に
よ
る
風
邪
を

押
し
て
出
か
け
上
の
せ
、
後
で
知
つ
た

の
だ
が
少
し
脚
氣
が
出
て
ゐ
た
篤
だ
つ

た
．
石
倉
岳
か
ら
こ
の
邊
り
に
か
け
て

の
ご
ぎ
松
、
栂
、
ぶ
な
、
な
ら
の
美
し

い
疎
林
の
間
を
縫
つ
て
ゐ
る
ぜ
今
に
雪

に
埋
れ
て
あ
る
つ
ゝ
じ
、
か
へ
で
、
は

ぜ
、
さ
に
ぐ
る
み
等
が
綾
な
ず
秋
の
紅

葉
頃
の
見
事
さ
が
想
像
さ
れ
こ
の
山
を

開
い
た
大
町
桂
月
が
懐
し
く
浮
か
び
上

つ
て
く
る
の
で
あ
つ
た
。

こ
の
酸
ケ
湯
に
は
山
の
諄
様
ｔ
呼
ば

れ
る
名
物
男
鹿
内
辰
五
郎
老
が
時
々
下

の
横
内
か
ら
上
つ
て
木
て
登
山
家
の
話

相
手
に
な
つ
た
リ
ヨ
ー
ス
を
教

へ
て
く

れ
る
。
古
色
蒼
然
た
る
国
服
の
上
に
種

々
な
徽
革
を
侃
用
し
日
獨
の
國
旗
迄
胸

に
並
べ
一
沐
の
稚
氣
を
漂
し
た
こ
の
山

男
か
ら
素
朴
な
津
軽
言
葉
を
変

へ
つ
ゝ

八
甲
日
の
隅
々
に
渉
る
話
を
し
て
貰
ふ

こ
賓
に
楽
し
ｒ
。
私
は
丁
魔
宅
か
ら
の

知
ら
せ
で
豫
定
を
早
め
て
帰
る
事
に
な

つ
た
夜
、
上
つ
て
来
た
老
人
に
會
つ
た
一

の
で
ゆ
つ
く
り
話
を
開
け
な
か
つ
た
が
一

雪
の
降
る
日
或
ひ
は
山
に
の
び
た
日
の
一

徒
然
に
敷
十
年
に
互
る
永
き
山
歩
き
の
一

追
憶
を
開
け
ば
随
分
面
白
い
事
、
憂
つ
一

た
事
が
あ
ら
う
こ
思
は
れ
る
。
現
在
六
一

三
才
だ
が
五
二
才
よ
リ
ス
、キ
ー
を
始
め
一

た
そ
う
だ
。
こ
の
人
は
非
常
な
高
山
植
一

物
愛
護
者
で
濫
筏
者
か
ら
は
勿
論
植
物
一

同
志
の
菫
食
印
ち
自
然
的
な
歴
迫
か
ら

も
之
を
守
る
べ
く
辛
苦
し
た
そ
う
で
そ

の
苦
勢
話
に
は
頭
が
下
る
。
何
が
高
山

植
物
で
あ
る
か
さ
へ
も
心
得
ぬ
登
山
大

衆
が
深
い
研
究
心
も
な
く
群
衆
心
理
や

好
奇
心
で
之
を
手
折
る
事
を
思
ひ
合
ず

れ
ば
山
へ
登
る
人
々
に
登
山
道
徳
、
山

岳
知
識
の
具
備
に
是
非
要
請
し
た
い
し

指
導
者
達
が
文
化
的
な
面
を
忘
れ
た
補

導
に
の
み
傾
く
事
に
も
注
意
し
て
頂
か

れ
ば
な
ら
な
い
．
新
人
の
教
育
は
難
し

い
事
だ
け
に
一
暦
完
壁
を
期
す
べ
く
各
一

方
面
か
ら
之
を
導
き
錬
る
事
の
肝
要
三

に
ひ
こ
り
軍
事
、
學
間
、
産
業
戦
線
の
一

み
に
限
ら
す
登
山
界
に
於
て
も
同
然
で

あ
ら
う
ご
思
ふ
。

津
軽
言
葉
に
は
全
く
参
つ
て
し
ま
つ

た
ｏ
わ
か
ら
な
い
の
だ
０
イ
ン
ズ
ゴ
ご

い
ふ
子
守
籠
に
わ
か
つ
た
が
も
つ
と
舅

近
な
會
話
が
解
せ
な
い
の
だ
つ
すこ
。
馬

機
の
事
を
聞
い
た
時
も
先
方
の
い
ふ
事

が
完
全
に
の
み
こ
め
す
多
分
こ
う
だ
ら

う
と
想
像
す
る
事
に
も
自
信
が
持
Ｃ
す

結
局
牛
分
に
自
ら
の
判
断
に
任
す
よ
り

逗
子
八
郎
著

「
山
征
か
ば
」

昭
利
十
六
年
九
月
十
日
中
央
公
論
祗

資
行
、

一
人
ｘ
一
二
・
五
糎
、
三
八
二

頁
、
同
版
口
結
共
十

一
、
二
園
五
十
錢

第

一
部
前
線
の
山
、
第
二
部
登
山
随

筆
、
第
二
部
新
た
な
る
登
山
締
紳
、
と

二
部
作
の
時
局
向

一
石
三
鳥
を
望
ん
だ

や
う
な
革
行
本
で
あ
る
が
、
著
者
の
如

き
時
代
の
脚
光
に
照
ら
Ｌ
出
さ
れ
た
人

に
し
て
は
、
覗
ひ
所
が
多
岐
に
過
ぎ
た

感
が
あ
る
。
第
二
部
に
書
名
か
ら
ず
れ

ば
寧
ろ
無
く
も
が
な
で
あ
る
。
第

一
部

と
第
二
部
に
別
々
又
は

一
緒
に
し
て
も

よ
い
か
ら
も
つ
と
し
つ
か
り
と
編
ま
れ

Ｃ
ゐ
た
な
ら
ば
、
更
に
特
色
の
あ
る
出

版
物
と
な
つ
た
で
あ
ら
う
。
巻
末
記
を

見
る
こ
、
著
者
の
編
纂
動
機
に
明
か
に

Ｅ
別
す
べ
き
二
つ
の
公
私
要
素
で
あ
つ

た
や
う
に
思
ふ
。
然
Ｌ
乍
ら

「
前
線
の

山
」
に
は
動
か
さ
れ
る
文
章
詩
藻
の
幾

つ
か
を
見
出
す
。
嘗
て
の
自
由
主
義
的

登
山
時
代
に
は
考

へ
ら
れ
な
か
つ
た
戦

時
戦
場
登
山
行
動
の
巌
粛
な
場
面
に
出

書   固

今  紹

3
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仕
方
な
か
つ
た
ｏ
こ
の
馬
機
に
就
い

有
り
ま
す
。
手
打
ち
の
蕎
夢
が
特
に

氣
を
つ
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
、
そ
れ
に

青
森
か
ら
八
里
の
距
離
に
あ
る
酸
ケ
湯

に
二
月
に
入
る
と
炊
事
具
布
圏
持
参
の

湯
治
客
を
本
格
的
に
扱
ふ
や
う
に
な
り

そ
の
篤
め
に
一
日

一
回
定
期
に
馬
極
が

敷
豪
出
る
の
だ
が
、
之
が
ス
キ
ー
客
の

利
用
す
る
大
阪
東
京
か
ら
の
夜
の
念
行

（
何
れ
も
午
前
七
時
午
前
後
到
着
）
に
聯

絡
し
な
い
で
出
て
し
ま
ふ
事
で
あ
る
．

僅
か
三
十
分
の
相
違
で
夜
行
に
疲
れ
た

澄
に
リ
ユ
ツ
ク
と
ス
キ
ー
を
負
つ
て
こ

の
八
里
の
山
道
に

一
寸
辛
い
。

身
延
か
ら

七
面
山
・
八
紘
嶺

へ

中
　
村
　
　
謙

飛
れ
て
か
ら

一
遍
訪
づ
れ
た
い
と
念

願
し
て
あ
た
月
延
か
ら
七
面
山

・
八
紘

嶺

へ
行

つ
て
参
り
ま
し
た
の
で
其
感
想

を

一
寸
御
報
告
さ
せ
て
戴
き
ま
ず
。

バ
ス
を
降
り
て
先
づ
久
遠
寺
を
訪
づ

れ
ま
し
た
が
丁
魔
お
務
め

の
興

最

中

で
、
い
つ
も
乍
ら
日
蓮
信
者
の
熱
心
な

の
に
は
敬
服
さ
せ
ら
れ
ま
す
ｏ
三
光
堂

経
由
奥
ノ
院
・
追
分
ご
迪
り
ま
し
た
が

行
き
か
ふ
人
々
も
必
ず
「
御
苦
勢
様
」
と

云
ひ
、
中
々
感
ど
が
よ
く
、
速
に
信
仰

の
山
だ
と
思
ひ
ま
し
すこ
ｏ

七
面
山
逢
拝
所
跡
の
赤
澤
峠
を
降
つ

て
邊
か
脚
下
に
赤
澤
の
部
落
を
俯
視
す

ろ
山
村
風
景
は
全
く
印

な
も
の
が

い
し
か
つ
た
で
す
。

七
面
山
の
上
り
に
急
坂
相
次
ぎ
、
相

常
な
も
の
で
し
た
。
最
も
感
ど
の
悪

つ
れ
の
は
敬
慣
院
の
門
番
共
で
す
。
ヽ

れ
で
に
日
蓮
も
地
下
で
哭
す
る
だ
ら
う

こ
思
ふ
ほ
ざ
惰
落
し
切
つ
て
居
て
、
少

な
か
ら
ず
憫
情
を
催
し
ま
し
た
。

七
面
山
の
頂
上
か
ら
八
紘
嶺
に
到
る

間
に
林
木
欝
蒼
と
し
て
眺
望
に
悪
ま
れ

め
の
が
残
念
で
す
。
で
な
い
と
南
ア
の

こ
よ
な
き
展
望
台
で
せ
う
に
…
…
●
之

に
反
し
八
紘
嶺
の

（
一
九

一
八
米
）
頂
上
丈
け
ば
素

晴
ら
し
く
よ
い
眺
め
で
し

た
。模

ケ
島
温
泉
は
旅
館

一

軒
で
室
に
五
十
ほ
ざ
あ
る

そ
う
で
す
が
、
丁
度
二
日

休
み
の
篤
め
か
超
滞
員
で

し
た
。
湯
が
ぬ
る
い
の
で

少
く
、ご
も
三
十
分
以
上
は
入
湯
す
る
篤

立
派
な
浴
場
も
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
盛

況
で
し
た
。
中
々
趣
が
有
り
ま
す
か
ら

確
か
に
一
訪
の
債
値
が
あ
る
と
思
ひ
ま

す
。翌

日
に
安
倍
川
を
新
田
ま
で
降
り
、

そ
れ
よ
り
草
木
澤
浩
ひ
に
草

木
越

え

（
獨
標

一
四
七
九
米
、
安
倍
峠
と
も
云

ふ
由
）
を
い
た
し
ま
し
た
。
全
般
に
は

大
し
た
難
路
で
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
峠

附
近
は

一
寸
慣
れ
な
い
も
の
に
は
不
向

き
の
難
路
で
す
。
峠
の
手
前
に
あ
る
崩

“

1卜了1[11トェlkニ
れ
は

「
横
薙
」
ｔ
構
す
る
由
、
こ
の
附

近
と
、
峠
Ｉ
ら
大
崩
れ
を
突
破
す
る
に

ば
相
営
の
苦
勢
を
件
ひ
ま
す
ｏ
雨
の
降

つ
て
る
せ
き
と
か
、
軽
い
ハ
イ
キ
ン
グ

の
気
持
で
に
沖
も
無
理
で
せ
う
。
峠
か

ら
望
む
東
面
の
眺
め
は
中
々
捨
て
難
い

も
の
が
有
り
ま
す
。
こ
の
附
近
で
有
敷

の
十
枚
山
ぜ
篠
井
山
の
中
間
に
は
、
天

城
の
峰
替
が
望
見
さ
れ
、
つ
ヽ
く
富
士

愛
鷹
、
箱
根
の
山
々
の
美
し
さ
に
全
く

一
幅
の
書
に
も
讐

へ
る
こ
こ
が
出
来
る

で
せ
う
。
櫻
ケ
峰
温
泉
か
ら
南
部
ま
で

丁
度

一
日
の
山
放
で
す
。
山
櫻
や
ツ
ツ

ジ
や
山
吹
が
色
と
リ
ハ
ヽ
に
喫
い
て
ゐ

て
申
々
美
事
で
し
た
ｏ

南

の
室
を
想
ひ
て

安

江

安

宣

軍
除
生
活
に
漸
く
慣
れ
始
め
た
頃
、

残
念
な
が
ら
病
を
得
て
、
去
る
二
月
以

来
営
院
に
入
院
致
し
て
居
り
ま
す
。
會

報
に
よ
れ
に
近
々
東
印
度
の
研
究
を
さ

れ
る
由
、
誠
に
時
宜
に
適
し
た
結
構
な

御
企
て
と
存
じ
ま
す
ｏ
皇
軍
の
赫
々
た

る
戦
果
に
我
々
の
夢
を
意
外
に
早
く
賞

現
さ
せ
さ
う
に
思
へ
ま
す
し
、

一
昨
年

夏
東
大
で
計
書
し
ま
し
た
ニ
ユ
ー
ギ
ニ

ア
探
検
の
た
め
繊
々
で
蒐
集
し
ま
し
た

文
献
に
相
営
に
上
り
邦
文
の
み
に
て
も

三
百
以
上
に
な
り
ま
す
が
、
邦
文
の
も

の
は
殆
ん
ざ
参
考
に
な
り
ま
せ
ん
。
最

近
九
大
の
金
原
教
授
が

を
ま
と
め

て
「
ニ
ユ
ー
ギ
ニ
ャ
探
検
」
（養
堅
堂
）

る
一
書
を
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

に
開

す

る
唯

一
の
単

行
書

ご
云

へ
ま

せ

蘭

領
東
印
度

の
山

を
御
調

べ
に
な

る

】
な

ら

　

≧

ぼ

く
”
”

日
Ｈ
Ｏ
Ｌ
一
３

”
ａ

ｔ
い
ふ
責
に
立
派
な
地
団
帳
が
オ

ラ
ン
ダ
エ
立
地
學
協
含
よ
り
出
版
さ

て
居
り
ま
す
ｏ
馬
東
群
島
申
四
千
米

上
の
高
山
に
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
の
キ
ナ

パ
ル
を
除
い
く
は
全
部
ニ
ユ
ー
ギ
ニ
ア

に
限
ら
れ
て
居
り
、
此
の
ニ
ユ
ー
ギ
ニ

ア
の
地
同
で
最
も
信
頼
す
べ
き
に

３

の
Ｚ
】２
■
（ど
〓
ｇ

三
巷
の
附
録
地

同
で
あ
り
ま
す
。
南
洋
経
済
研
究
所
か

ら
に
蘭
印
製
の
地
国
を
複
刻
し
て

「
蘭

領

ニ
ユ
ー
ギ
ニ
ア
地
団
」
と
し
て
嚢
賣

し
て
居
り
、
又
同
所
か
ら
は

「
ニ
ユ
ー

ギ
ニ
ア
地
名
辞
典
」
を
出
版
し
て
居
リ

主
な
山
岳
に
就
い
て
も

一
通
り
述
べ
て

あ
り
信
頼
す
べ
き
も
の
だ

さ
思

ひ
ま

す
。
東
亜
研
究
所
か
ら
は

ニ
ユ
ー
ギ
ニ

ア
文
献
集
が
出
て
ゐ
ま
す
。
０
月
当
日
）

去
る
四
月
二
十
五
、
六
日
の
連
体
を

利
用
し
て
額
田
敏
氏
ｔ
一
緒
に
上
越
の

毛
魔
澤
に
露
管
し
、
仙
ノ
倉
と
高
太
郎

へ
行
つ
て
木
ま
し
た
．

桐
上
高
工
小
屋
附
近
か
ら
雪
に
連
績

し
て
残
つ
て
あ
ま
し
た
が
澤
が
理
つ
て

皮

春
　
の
　
山

名

須

川

あ
ふ
。
文
献
と
し
て
見
く
も
、
我
々
が

等
閑
蔵
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
大
山
脈

又
に
極
地
地
方
の
山
々
に
勉
學
の
時
を

奪
に
れ
て
研
究
の
餘
裕
無
き
隣
園
の
山

河
を
事
や
さ
し
く
説
い
て
も
ら
つ
た
事

を
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｏ
新
高

山
や
タ
ロ
コ
映
が
、
海
南
島
の
南
山
嶺

や
五
指
山
や
南
支
の
羅
浮
山
な
ご
と
同

様
前
線
の
山
扱
ひ
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、

長
年
南
方
に
住
ん
で
ゐ
た
評
者
と
し
て
一

に
奇
異
で
あ
る
が
、

一
般
内
地
在
住
者

の
通
念
で
に
、
大
東
亜
戦
争
壼
展
の
今

日
ご
雖
ぎ
も
、
ま
だ
無
理
か
ら
わ
所
か

も
知
れ
な
い
。
最
後
に
第
二
部
中
の
「
日

本
運
動
界
の
再
編
成
」
に
著
者
は
指
導

的
重
心
を
置
い
て
あ
ら
れ
る
や
う
だ
が

其
の
論
旨
其
の
理
念
に
今
日
何
人
ご
雖

一一
ご
も
反
封
ず
る
者
に
無
い
筈
で
、
登
山

一
の
立
場
か
ら
い
へ
に
日
本
登
山
道
確
立

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
只
世
上
往
々

に
し
て
狭
量
な
論
議
賓
験
に
は
閉
日
し

て
ゐ
る
人
格
者
も
少
く
な
い
と
思
ふ
。

此
の
意
味
に
於
て
著
者
の
大
道
に
歩
す

る
第
二
第
四
の
新
著
を
期
待
す
る
も
の

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
（
沼
井
生
）

冠
松
次
郎
著

「
わ
が
山
わ
が
漢
」

昭
租
十
七
年

一
月
十
五
日
墨
水
書
房

壼
行
、

一
八
ｘ
一
二
・
五
糎
、
四
十
四

十
三

一
六
頁
、
日
版

一
二
、
二
日
六
十

錢
。

4
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る
の
は
ジ

ツ
ケ
イ
澤
出
合
ひ
か
ら
上
の

様
で
す
。
然
し
渡
渉
は
何
と
か
避
け
る

こ
こ
が
出
来
ま
し
た
。

仙
ノ
倉
も
萬
太
郎
も
そ
の
頂
上
に
雲

が
す
つ
か
り
浴
え
て
這
松
や
石
楠
花
が

い
ヽ
幕
と
な
つ
て
く
れ
ま
し
た
。
恵
ま

れ
た
快
晴
に
奥
利
根
の
山
々
に
も
と
よ

り
遠
く
自
馬
連
峰
や
富
士
ま
で
も
望
ま

れ
ま
し
た
。
赤
谷
川
の
源
流
は
未
だ
に

豊
富
な
残
雲
に
蔽
慣
れ
て
員
黒
な
萬
太

郎
谷
と
は
よ
い
封
照
を
な
し
て
ゐ
ま
し

た
。
名
刺
を
持
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で

萬
太
郎
の
頂
上
の
小
さ
な
名
刺
箱
に
ヨ

ケ
モ
ヽ
の
一
菫
を
入
れ
ま
し
た
。
頂
上

の
近
く
で
も
も
う
鶯
が
頻
り
に
囀
つ
て

居
り
澤
で
は
雲
解
の
水
が
音
を
立
て
ゝ

走
り
樹
々
の
若
芽
が
ふ
き
出
し
て
ゐ
ま

す
．
里
近
く
の
小
川
に
満
々
と
湛
え
て

到
る
虎
路
を
横
切
つ
て
あ
ま
し
た
●

仙
ノ
倉
の
シ
ヨ
ー
ト
ス
キ
ー
も
悪
か

ら
う
筈
も
な
か
つ
た
け
れ
ぎ
、
限
―‐痛

い
ば
か
り
に
輝
く
春
光
に
素
裸
と
な
つ

て
春
山
を
滞
喫
し
な
が
ら
露
螢
地
で
の

び
て
る
氣
持
ほ
又
な
く
嬉
し
い
も
の
で

す
．

Ｘ
　
　
　
　
　
　
Ｘ

各
の
富
士
に
就
い
て

廣

瀬

潔

民

近
代
富
士
登
山
史
を
氏
の
敷
十
年

に
渉
る
富
士
研
究
の

一
端
と
し
て

お
話
し
願
つ
た
が
そ
の
概
要
を
簡

記
す
る

（
開
西
支
部
第
六
回
研
究

會
）

一
、
初
登
頂
時
代
（
明
治
十
年
代
）

文
献
に
現
れ
て
ゐ
る
古

い
も
の
を
拾

へ
ば
萬
葉
に
雪
の
富
士
を
詠
ん
で
あ
り

常
陸
風
土
記
に
於
て
は
筑
波
山
を
賞
め

富
士
を
讃

へ
て
あ
る
。
頂
上
目
指
し
て

登
つ
た
人
に
も
宗
教
的
、
大
衆
的
、
科

學
的
そ
の
外
雑
多
な
登
山
の
あ
る
事
が

各
富
士
の
特
徴
で
あ
る
。
明
治
十
五
年

五
月
ホ
ル
ダ
ム
と
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
張
力

二
人
つ
れ
て
白
人
と
し
て
春
の
初
登
頂

を
し
て
ゐ
る
。
同
年
十
二
月
に
賓
永
山

を
調
べ
十
六
年
も
大
宮
口
よ
り
登
↓亭
、

あ
る
。
ウ
エ
ス
ト
ン
は
海
と
山
の
景
色

を
兼
備
た
Ｌ
各
の
富
士
を
賞
め
欧
洲
ア

ル
プ
ス
に
も
見
営
ら
な
い
と
言
つ
て
あ

る
ｏ
ビ
ツ
ケ
ル
を
初
め
て
持
つ
て
来
すこ

の
も
ウ
エ
ス
ト
ン
で
五
月
の
富
士
で
使

つ
て
あ
る
。
各
の
富
士
に
初
登
頂
し
た

野
申
至
氏
に
気
象
研
究
家
で
廿

八
年

一
月
四
日
普
通
の
靴
。
ヵ

ン
ジ
キ
な
し
で
五
合

目
迄

到

着
。
二
月
十
六
日
に
ビ
ツ
ケ
ル

ま
が
ひ
の
物
を
使
つ
て
登
頂
に

成
功
し
て
ゐ
る
。
次
い
で
有
名

な
野
申
氏
の
滞
頂
生
活
が
同
年
九
月
十

二
日
よ
り
始
ま
り
後
に
夫
君
救
援
に
登

山
さ
れ
た
千
代
夫
人
の
芙

蓉

日
記
が

「
小
國
民
」
に
発
表
さ
れ
そ
れ
を
文
土
落

合
直
文
が

「
高
嶺
の
雲
」
と
書
改
め
て

出
版

（
明
治
書
院
、
二
九
・
九
・
二
五
）

し
た
が
之
等
が
高
山
岳
知
識
の
普
及
に

役
立
つ
た
事
相
営
で
あ
る
。

二
、
大
衆
的
登
山
勃
興
時
代

（
明
治
廿
、
四
十
年
代
）

水
島
長
次
郎

（
ス
ポ
ー
ツ
的
登
山
）

に
外
人
の
員
似
を
し
て
ス
キ
ー
を
登
高

に
利
用
Ｌ
明
治
四
十
五
年
頃
か
ら
大
正

八
年
に
か
け
毎
年
二
月
頃
登

つ
て

ゐ

長
谷
川
玄

一
（
宗
教
的
登
山
）
に
日

本
力
行
會
會
員
で
今
で
い
ふ
心
身
鍛
錬

を
盛
ん
に
や
り
明
治
四
十
年

一
ン
ー
ズ

ン
に
九
回
登
つ
て
ゐ
る
。
二
合
目
で
雲

崩
の
篤
め
死
ん
だ
。

「
新
雪
雪
崩
は
大
規
模
の
も
の
な
く
、

風
成
雪
雪
崩
も
少

い
。
春
の
底
雲
崩
が

大
き
く
費
永
山
の
東
側
、
砂
涯
地
帯
に

よ
く
出
る
。
天
保
五
年
七
合
目
邊
で
二

七
〇
〇
米
の
高
差
の
大
底
雪
崩
を
起
し

て
ゐ
る
．
大
餞
五
合
目
邊
り
か
ら
森
林

地
帯
に
及
び
面
績
が
廣
い
。
富
士
に
於

て
雲
崩
の
出
る
時
の
特
異
性
を
畢
げ
る

と
南
風
吹
き
非
常
に
曖

い
時
、
大
雨
の

あ
つ
た
後
、
頂
上
の
気
温
が
五
―
十
度

位
に
上
つ
た
時

（
二
月
初
よ
り
四
月
中

旬
頃
等
で
あ
る
」
ｏ

Ъ戚
勢

r

ざ

ゞ́

他
に
ン
ル
ヒ
の
ス
キ
ー
登
山
が
行
は

れ
て
あ
る
。

三
、
中
間
衰
退
期
（
大
正
中
期
）

北
ア
ル
プ
ス
方
面
に
関
心
が
募
り
暫

く
忘
れ
ら
れ
た
時
代
で
あ
ら
。

四
、
氷
雲
技
術
登
山
時
代

（
大

正
末
エ
リ
昭
和
初
）

昭
和
五
年
田
申
員
三
氏
が
吉
田
口
に

幕
螢
し
初
め
て
水
雲
技
術

を
練

習
し

た
。
富
士
方
面
に
用
ひ
ら
れ
た
ア
イ
ゼ

ン
の
形
状
を
調
べ
て
見
る
と
大
證
直
線

組
」合
型
、
樹
技
状
派
生
型

（
欧
洲
方
面

の
も
の
）
が
あ
り
前
者
に
は
格
子
型
、

椅
子
型
、
井
宇
型
、
十
字
型
が
あ
り
我

國
に
於
て
割
合
古
く
よ
り
利
用
さ
れ
て

あ
る
。
過
冷
却
氷
の
状
態
に
吉
田
口
八

合
目
に
於
て
よ
く
見
ら
れ
十
一
月
割
合

に
多
く
四
月
が
最
も
頴
著
で
あ
る
。
突

風
豫
知
に
無
樹
地
帯
だ
け
に
非
常
に
困

難
で
あ
り
各
富
士
登
山
家
に
は
怖
る
べ

き
障
害
物
で
あ
る
。
室
戸
随
風
の
時
に

午
前
三
時
三
二
米
．
六
時
四
九
米
、
十

一
時
六
十
米
、
そ
の
後
風
力
計
が
吹
き

と
に
さ
れ
て
正
確
に
は
知
ら
れ
な
い
が

百
米
近
く
に
あ
つ
た
様
子
。
風
と
氷
ヘ

の
細
心
の
注
意
に
富
士
に
於
て
最
も
肝

要
な
も
の
で
あ
る
。

（
富
田
記
）

冠
氏
の
わ
が
山
、
漢
、
と
い
ふ
か
ら

に
は
黒
部
を
申
心
に
し
すこ
地
域
か
と
思

つ
た
ら
、
さ
に
非
す
で
、
序
文
に
記
さ

れ
た
や
う
に
一
昨
年
の
秋
か
ら
約

一
年

の
間
に
著
者
の
書

い
た
富
士
主
題
其
の

他
の
紀
行
随
筆
三
十
八
篇
、
漢
の
話
は

「
漢
の
話
」
一
篇
中
に
黒
部
川
と
吉
野
群

山
に
源
を
資
す
る
北
山
川
と
の
比
較
湖

賞
が
あ
る
位
で
、
あ
と
は
各
篇
中
に
散

見
し
、
嘗
て
の
や
う
に
谷
の
饒
舌
に
疲

勢
せ
し
め
ら
れ
な
い
代
り
に
、
書
名
と

照
ら
し
合
せ
て
物
足
り
な
さ
を
畳
え
ざ

る
を
得
な
い
。
尤
も
其
れ
が
出
版
界
に

於
け
る
階
筆
文
化
と
で
も
い
ふ
も
の
で

あ
ら
う
か
。
著
者
の
序
文
を
も
つ
と
熱

烈
に
詳
細
に
絞
つ
て
、
其
の
所
謂

「
わ

が
山
わ
が
漢
を
求
め
歩
く
心
」
を
遠
慮

な
く
後
輩
に
教

へ
て
い
た
だ
き
た
か
つ

た
。
最
後
に
本
書
最
後
の

一
篇

「
庭
園

に
似
た
原
始
境
」
を
評
者
個
人
と
し
て

興
深
く
讀
ん
だ
事
を
附
け
加

へ
て
置
か

う
。
固
版
は
大
部
分
著
者
の
作
、
末
尾

に
解
説
も
あ
つ
て
、
か
う
い
ふ
種
類
の

本
に
も
似
ず
其
の
手
堅
さ
に
敬
意
を
表

す
る
次
第
で
あ
る
。
妄
言
多
謝
。

墓
彎
山
岳
第
十
二
競

昭
和
十
七
年
二
月
二
十
七
日
祗
国
法

人
墓
溝
山
岳
會
嚢
行
、
三
二
×
一
五
糎

左
横
組

一
三
〇
頁
、
国
版
篇
員

一
八
、

地
同
三
、　
一
回
三
十
錢
。

昭
和
十
五
年
八
月
第
十
一
琥
装
行
以

来
久
し
振
り
の

「
蔓
湾
山
岳
」
で
あ
る

5
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積

雪

期

木
曾
駒
黒
川
本
谷
（上
）

跡

部

品

三

０

私
達
、
名
古
屋
山
岳
會
の
仲
間
の
も

の
が
、
雪
の
本
曾
駒
に
ス
キ
ー
を
か
つ

ぎ
込
む
や
う
に
な
つ
て
か
ら
、
か
な
り

久
Ｌ
い
月
日
が
た
つ
。

大
畿
に
言
つ
て
、
木
曾
駒
の
あ
の
地

勢
な
ご
か
ら
み
て
、
例

へ
雲
が
あ
る
か

ら
と
は

い
へ
、
其
虎
に
ス
キ
ー
を
持
ち

込
む
さ
い
ふ
こ
と
は
、
相
官
に
困
難
を

作
ふ
つ
ら
い
仕
事
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
に
、
そ
の
行
に
於
て
単
に

一
台
の
ス

キ
ー
の
負
措
の
み
に
と
、
ま
ら
ず
、
そ

の
自
乗
に
も
増
す
影
響
を
覺
悟
し
て
か

ゝ
ら
れ
ば
な
ら
ぬ
勢
作
で
あ
る
。

雪
の
木
曾
駒
を
試
る
に
、　
一
般
的
に

は
ス
キ
ー
を
除
外
し
て
螢
む
方
が
、
よ

り
有
利
で
あ
り
、
賢
明
で
あ
り
、
能
卒

的
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
昨
年
の
二
月

に
オ
ン
ボ
ロ
澤
を
登
攀
し
て
、
南
駒
を

横
断
、
木
曾
須
原

へ
出
た
と
き
な
ぎ
、

途
中
天
候
の
た
め
豫
定
の
下
降
ル
ー
ト

を
憂
更
Ｌ
た
の
が
原
因
Ｌ
て
は
ゐ
る
け

れ
ぎ
、
五
日
間
と
い
ふ
も
の
に
殆
ん
ざ

ス
キ
ー
を
指
ぎ
樋
Ｌ
て
あ
る
。
併
し
、

斯
う
Ｌ
た
苦
し
み
を
な
め
て
ゐ
な
が
ら

も
、
私
達
は
依
然
と
し
て
雪
の
木
曾
駒

か
ら
ス
キ
ー
を
離
さ
う
こ
は
せ
ず
、
更

に
新
Ｌ
い
境
地
を
み
い
出
し
て
、
ス
キ

―
を
あ
て
は
め
や
う
と
努
力
せ
ず
に
は

あ
ら
れ
な
い
ｏ

黒
川
本
谷
に
ス
キ
ー
可
能
と
思
に
れ

る
ル
ー
ト
の
一
つ
で
あ
る
ｏ
こ
れ
は
前

黒
川
壼
電
所
に
勤
務
Ｌ
て
ゐ
ら
れ
た
唐

澤
喜
八
氏
が
、
曾
つ
て
吹
雲
く
赤
穂
道

昨
年
、
私
に
雨
三
腫
こ
の
谷
を
歩
い

て
み
て
、
ス
キ
ー
ル
ー
ト
の
封
象
と
し

て
考

へ
、
更
に
私
達
名
古
屋
山
岳
會
の

各
期
錬
成
合
宿
の
候
補
地
の
一
つ
に
奉

げ
ら
れ
る
と
ゝ
も
に
、
秋
の
偵
祭
に
よ

つ
て
，そ
の
適
営
な
る
こ
と
を
認
め
ら
れ

既に會報108競 (昭和16年 8月 )に 日本山岳會虎務規定を表表し.

その第9條 に、「 日本山岳含賞」の変附及び賞施方針を示した事であり
又営該規定の関係者の一人が.個人意見として,會報106琥に「非腫

か
ら
逃
れ
、
前
岳
か
ら
黒
川
本
谷
に
下

降
さ
れ
た
と
い
ふ
事
を
私
に
聞
い
て
ゐ

た
。
こ
の
外
に
雲
の
黒
川
本
谷
を
迪
つ

た
人
を
開
か
な
い
し
、
勿
論
、
登
攀
し

た
人
は
な
い
ま
ゝ
に
過
さ
れ
て
末
て
ゐ

邊談話」 といふ

題の下に一文を

草 した事 もあ

る。然 し今日は

本賞第 1回 の賓

施方法に開 して

何回 とな く公私

評議 した結論 *

日 本

山 岳 盲 賞
:こ つ い て

(委員一同)

*を述べたい と

思ふ。

自口ち、 日,本|トロ

岳會賞 il、 今年

に推奨すべき常

該物者が見営 ら

なかつた。今後

次の様 な項目を

條件 として、特に第 1回 11に惧重 なる態度で、賞施 したい と考へてゐ

る。

(1)そ の年度に於て、登山界に最大の寄興を及ぼした事象愛現

を見すころもの。

(2)登 山の賞騰、研究、その他の事蹟が、明かに公表又 it公認

されたものO

支那事憂につ ヽいて大東亜戦争が勃褒 したので、此虎暫 くit外 に動

く業躍 it期 し得 られなぃかも知れないが、我々に とつて。世界の最 も

遠きE大の山群 も豫定的距離に迫 りつ ゝあり、新 しき指導精示申の資揚
する科學 と賞務の分野 it展開 しつ ヽあり。此虎に會員たると否 とを問

|ま す、本邦新界の目ざましき活躍に嘱望 し、第 1回 の日本山岳會賞を

意義あらしめたい と念する次第である。

ま
つ
た
●

し
か
し
、
二
月
に
入
つ
て
再
び

に
焦
話
が
合
に
さ
れ
、

し
て
本
岳
を
越
え
、
そ
し
て
黒
川
本
谷

が
滑
降
さ
れ
る
に
至
つ
た
。

②

合
宿
期
間
に

一
月

一
日
よ
り
五
日
ま

で
の
五
日
間
と
し
て
、
そ
の
行
動
は
、

本
除
は
宮
田
道
を
進
み
、
四
合
目
少
し

上
の
本
地
屋
小
屋
を
根
採
地
に
、
更
に

前
進
テ
ン
ト
を
設
置
、
稜
線
近
く
に
雲

洞
を
穿
掘
し
て
賓
創
岳
に
登
頂
、
こ
の

間
、
別
班
を
し
て
薦
島
道
か
ら
本
岳
を

越
え
さ
し
め
、
こ
れ
を
雲
洞
に
て
迎
え

此
虎
に
て
新
し
く
別
班
を
編
成
し
て
、

主
稜
を
北
進
さ
せ
、
根
操
地
と
し
て
で

は
な
く
縦
走
用
さ
も
言
ふ
べ
き
雲
洞
を

設
替
し
た
上
、
内
ノ
萱
道
を
滑
降
せ
し

め
、
本
除
は
往
路
を
撤
退
、
全
員
宮
田

に
集
結
す
る
計
豊
を
た
て
た
。
し
か
し

そ
の
後
参
加
者
の
環
境
の
急
激
な
憂
化

か
ら
参
加
不
能
者
が
績
出
し
、
結
局
、

小
島
政
、
堀
田
、
洩
野
、
林
、
跡
部
の

五
名
の
参
加
と
い
ふ
こ
言
に
な
り
、
計

豊
も
縮
少
し
て
、
本
除
の
行
動
の
み
を

も
っ
て
合
宿
に
臨
む
こ
と
に
決
定
を
み

一
月

一
日
の
朝
、
宮
田
の
賓
創
小
屋

の
上
、
向
山
敬
次
郎
氏
宅
に
集
合
し
て

荷
の
整
理
な
ご
を
経

へ
、
九
時
三
十
分

に
出
嚢
し
た
。
に
つ
き
り
し
な
い
空
模

様
。

ル
ー
ト
を
駒
ケ
根
榮
園
道
に
と
り

北
に
走
る
南
尾
根
に
出
て
か
ら
暫
く
し

此
虎
に
合
宿
が
螢
ま
れ
る
ま
で
に
な
つ

た
。
私
達
の
各
期
錬
成
合
宿
は
、
こ
の

ル
ー
ト
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
唯

一
の

目
的
で
は
な
か
つ
た
の
と
、
日
敷
ご
天

候
に
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
、

一
月
四
日
、

二
五

一
〇
米
の
地
鮎
よ
り
引
返
Ｌ
て
し

が
、
壼
裁
形
式
は
前
波
と
同
じ
く
、
豪

溝
山
岳
會
報

（
月
刊
）
が
数
年
前
右
縦

組
に
憂
つ
た
に
も
拘
ら
ず
、
本
競
も
左

横
組
で
あ
る
の
は
ご
う
い
ふ
主
張
理
由

で
あ
る
か
、
同
含
先
輩
と
し
て
も
未
だ

聞
い
て
ゐ
な
い
ｏ
忌
憚
な
く
言
へ
に
も

つ
と
大
剣
の
第
九
眈
の
方
が
左
横
組
雑

誌
と
し
て
に
立
派
で
あ
る
と
思
ふ
。

本
脱
内
容
は
本
文
、
随
筆
、
文
苑
、

研
究
、
難
録
及
岡
版
と
大
別
さ
れ
て
居

り
、
記
録
文
献
と
し
て
下
澤
氏
の
「
大

覇
尖
山
よ
リ
キ
ナ
ジ
ー
山
稜
を
往
く
」

財
津
、
安
倍
雨
氏
の

「
創
山
・大
剣
山
・

新
高
山
縦
走
記
」
木
田
氏
の

「
各
期
南

湖
大
山
行
」
の
新
方
面
及
び
霧
頭
山
・

大
武
山
連
嶺
の
三
度
目
の
記
録
が
あ
る

然
し
一
般
的
の
讀
物
こ
し
Ｃ
小
笠
原
氏

の

「
佛
領
印
魔
支
那
の
山
々
」
と
藤
田

氏
の

「
峠
考
」
及
び
研
究
欄
申
の

「
各

山
遭
難
防
止
座
談
會
」
を
撃
げ
た
い
ｏ

特
に
藤
田
氏
の
峠
は
通
る
事
を
示
す
言

葉
に
由
木
す
る
と
い
ふ
一
新
記
と
亜
欧

諸
民
族
語
に
其
の
関
係
を
結
び
付
け
や

う
と
す
る
考

へ
方
を
興
味

深

く
讀

ん

だ
。
総
げ
て
前
競
あ
た
り
か
ら
見
る
と

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
薔
催
制
が

一
掃
さ

れ
て
ゐ
る
編
韓
振
り
を
剣
然
と
見
る
事

が
出
来
る
。
此
の
會
及
び
此
の
機
関
誌

を
初
期
に
育
く
ん
で
木
た
評
者
が
始
め

て
局
外
者
の
立
場
で
紹
介
批
評
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
名
利
に
拘
泥
せ
ず
遅
々

た
り
と
―”確
賓
永
遠
の
進
歩
を
績
け
ら

れ
て
ゐ
る
事
を
深
く
喜
ぶ
と
共
に
、
更

に
月
刊
物
も
亦
敷
段
と
洗
錬
さ
れ
む
事

を
所
つ
て
止
ま
な
い
。
　
（
沼
井
生
）

6

|
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て
ス
キ
ー
を
は
い
た
。
楽
園
に
十
四
時

十
分
着
、
か
な
り
時
間
を
食
に
れ
て
ゐ

た
の
で
直
ち
に
オ
ツ
越
に
至
り
、
忠
賞

に
夏
道
を
、
四
合
目
の
あ
た
り
か
ら
杏

間
に
逐
慣
れ
る
や
う
に
し
て
十
八
時
○

五
分
、
木
地
屋
の
小
屋
に
は
い
つ
た
。

二
日
、
罪
々
と
し
て
雲
降
り
積
む
な

か
を
十
時
、
前
進
テ
ン
ト
設
置
に
小
屋

を
あ
ｔ
に
し
た
。
夏
道
通
り
に
建
設
適

地
を
物
色
し
つ
ゝ
迪
り
、
十
四
時
、
二

〇
八
〇
米
の
地
貼
に
ル
ツ
ク
ザ
ツ
ク
を

お
ろ
し
、
テ
ン
ト
建
設
。
堀
田
、
洩
野

林
を
テ
ン
ト
に
、
小
島
政
、
跡
部
の
雨

名
は
、
雪
の
な
か
を
根
操
地

へ
引
揚
げ

て
明
日
の
行
動
に
備

へ
た
。

三
日
、
空
は
蒼
篭
。
根
擦
地
を
六
時

二
十
分
に
出
資
、
テ
ン
ト
の
も
の
と
合

し
、
前
岳
澤
の
出
合
を
過
ぎ
て
か
ら
夏

道
を
す
て
て
、
本
谷
に
ま
だ
相
営
の
流

れ
を
見
せ
て
ゐ
た
が
、
右
岸
、
左
岸
と

雪
を
惇
つ
て
進
み
、
臆
て
積
雲
も
多
く

な
る
に
つ
れ
て
穴
の
あ
る
事
に
よ
つ
て

流
れ
を
見
る
程
度
に
な
り
、
暫
く
し
て

雨
岸
が
追
づ
て
、
十
三
時
二
十
分
、
間

題
の
大
タ
ル
を
前
に
し
た
。
三
段
に
て

五
十
米
近
く
あ
り
、
黒
川
本
流
の
唯

一

の
瀧
、
前
岳
側
か
ら
も
細
い
が
荒
凍
た

る
瀧
が
出
合
ひ
、
の
ん
び
り
と
し
た
黒

川
に
も
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
い

つ
た
感
ど
の
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大

タ
ル
に
、
僅
か
で
あ
る
が
ま
だ
落
口
を

覗
か
せ
て
あ
た
の
で
、
前
岳
側
か
ら
の

澤
と
の
尾
根
に
取
り
つ
い
た
。
傾
斜
が

高

山
深

谷
途
料
共
七
日
八
十
錢

山

口

記途
料
共

一
日
三
十
錢

右
御
入
用
の
方
は
直
接
本
會

へ
申
込

下
さ
い
。

め
ら
れ
る
と
ゝ
も
に
一
層
営
り
が
烈
し

く
、
稜
線
に
吹
き
拳
げ
ら
れ
た
雰
煙
に

逆
光
に
も
え
て
火
華
の
如
く
散
つ
て
ゐ

た
。
こ
の
邊
り
に
、
今
に
岳
カ
ン
パ
の

み
黙
在
す
る
と
こ
ろ
で
、
中
岳
や
本
岳

の
氷
雪
の
鎧
を
つ
け
すこ
胸
壁
を
間
近
く

に
仰
ぎ
み
る
聖
壇
。
本
谷
に
再
び
和
や

か
さ
を
と
り
も
ぎ
し
、
雪
の
窪
と
な
つ

て
の
び
て
あ
た
Ｏ
雪
洞
の
穿
窟
作
業
を

経
る
頃
は
、
月
が
雲
洞
員
正
面
に
あ
が

つ
て
、
通
路
を
あ
か
る
く
照

し

て

ゐ

急
で
ク
ラ
ス
ト
し
て
あ
て
ス
キ
ー
が
き

か
ず
、
ぬ
い
だ
も
の
ゝ
胸
近
く
ま
で
も

ぐ
る
深
雲
に
、
シ
ヤ
ベ
ル
で
切
り
開
い

て
は
踏
み
か
た
め
し
て
、

一
時
間
牛
か

ら
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
後
こ
れ
を
登
り
き

り
、
岳
カ
ン
パ
の
ま
に
ら
な
右
岸
の
尾

根
状
の
こ
こ
ろ
に
ス
キ
ー
を
進
め
た
。

間
も
な
く
し
て
キ
五
時
を
廻
つ
た
の
に

氣
付
き
、
二
五

一
〇
米
の
地
紺
に
雪
洞

を
掘
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
日
、
晴
れ

で
は
あ
つ
た
が
風
張
く
、
高
腫
が
た
か

た
。四

日
、
夜
牛
よ
り
天
候
が
崩
れ
、
完

全
に
風
雪
の
巷
と
な
つ
て
ゐ
た
。
族
復

の
見
込
み
が
た
ヽ
す
し
て
引
揚
げ
る
に

決
し
、
九
時
三
十
分
に
雲
洞
を
出
た
。

大
タ
ル
の
部
分
を
下
つ
て
か
ら
ス
キ
ー

を
は
い
て
滑
降
し
、
途
中
前
進
テ
ン
ト

を
徹
収
し
て
根
操
地
の
小
屋
に
、
十
四

時
三
十
分
に
婦
着
し
た
。

五
日
、
依
然
と
し
て
雪
は
さ
か
ん
に

降
り
、
積
量
も
木
た
時
と
に
見
違
え
る

程
と
な
つ
て
ゐ
た
。
さ
き
に
根
擦
地

へ

前
途
し
て
あ
つ
た
装
備
や
食
糧
が
、
そ

の
後
急
に
参
加
不
能
の
も
の
が
出
た
ゝ

め
、
此
虚
よ
り
完
全
に
撤
牧
す
る
に
は

各
自
の
負
措
は
極
量
ま
で
な
つ
た
．
小

屋
出
資
に
九
時
、
ラ
ツ
セ
ル
を
変
代
Ｌ

つ
ヽ
オ
ツ
越

一
三
時
〇
五
分
、
駒
ケ
根

榮
国
十
四
時
十
五
分
、
登
つ
て
来
た
と

き
よ
り
雪
量
に
う
ん
と
増
し
て
ゐ
た
が

楽
園
か
ら
暫
く
し
て
、
ス
キ
ー
に
は
不

適
営
な
た
め
ね
い
で
下
り
、
か
な
リ
ビ

ツ
チ
を
あ
げ
た
も
の
ヽ
ま
だ
下
り
切
ら

ぬ
う
ち
に
暗
く
な
り
、
向
山
氏
宅
に
蹄

つ
て
来
た
の
は
十
九
時
で
あ
つ
すこ
。

（
以
下
次
脱
）

川
崎
隆
章
編
・
足
立
源

一
郎
装
崚

（近
刊
）

尾
瀬
と
櫓
被
崚

原
色
版

口
綸

ア
ー

ト

ロ
繕

序

に
代

へ
て

第

一
部
（故
人
）

第

　

一一
　

部

第
二
部
（檜
枝
岐
村
）

英
他
原
色
版
口
給
鰈
諭

・
篤
員
版
口
給
解
誘

・
編
纂
を
了
し
て
・
尾
瀬
近
傍
日
、
槍
杖
岐
村

近
傍
目
。

Ａ
５
版
豪
華
本
約
六
五
の
頁
、
函
は
盛
夏
の
太
陽
に
絢
爛
と
薄
く
日
光
黄
菅
の
群
落
、
表
紙

は
清
麗
を
極
め
る
青
藍
色
の
空
に
雪
よ
り
自
く
輝
く
尾
瀬
の
名
花
水
芭
蕉
の
大
輸
゛
用
紙
不
足

の
折
、
確
責
に
入
手
の
篤
豫
め
御
申
込
の
方
に
は
出
来
次
第
詳
細
内
容
目
銀
、
定
個
、
途
料
等

を
御
通
知
中
上
げ
ま
す
。

東
京
市
京
橋
匠
銀
座
西
六
ノ
五
（
瀧
山
町
ビ
ル
三
階
）

那

珂

書

店

電

話

（僻
Ｆ
・
三

二

番
ｉ

二

五

番

三 冠
田

尾 松
松 喘
太 ^
郎 郎

新
潟
縣
ll!

林
含

故

田

中

保

離

故
大
下
藤
次
郎
、
故
森
田
恒
友
「
足
立
源
一
郎

堂
々
九
十
五
鮎
の
貴
重
篤
兵
集

大 渡

下 邊

藤 千

次 吉

郎 郎

中本 富 津 中 足 群 沼 開 木

言里塁塁霧蓋属葵
口
曇

助 次 雄 楓 房 郎 利 郎 奏 郎

根

水
川 茨 小 金 鏑 塚 源 魔 安 柳

崎 奎 杉 子 奮 本 探 瀬 達 田

隆 芝 放 線 震
閤 検  成 園

章 吉 庵 李 雄 治 除 潔 之 男

警本塚本
栞  間
郎 博 正 治

贋

瀬

潔

大 田

町 山

柱 花

月 袋

長 松 川 岡

津 本 崎 田

一  隆 紅

郎 浩 章 陽

若 早

山 田

牧 文

水 薫

見 科 崎 東

武 二 精 虎

秀 郎 雄 夫

平 中

野 村

長 春

職 二

渡 内 冠

邊 藤 松

園  次

造 賓 郎

聾 野

長象
英 郎

日 早 深 斎 前渡 館 落 牧

邊 生 田 藤
日 邊 脇 里』

重
集

久  夕 國 .學 太

治 郎 弼 潤 暮 造 操 校 郎

三 日

田 中‐
阿

幸販
夫 唐

風 岩 川伊

矢 木 末 高

島 下 野 橋

市 立 悌 太

郎 安 六 郎

手 橘 星

野 稲

靖 四
大

子郎 吉

千 星橘

野

保 愛 善

則 一 守

萩 星 星

雄
　
　
　
手

吉
　
　
　
千

治
（戸
倉
）

原

武 国 美

7

ヨ
翻
ぎ
割
皇
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東印度諸島

主要山岳高度表

I

2。 ジ ャ バ 島

′LlI I名 11フ雪よ セJ:東[^、耳又り_Ltギ 、
1ま ヒた。地同の中の′

:審 援 11)
｀
山の順位の番競―一―吉 阪

′

魔
位

一尚
順

山 名
口
一り
、

負
ン

局
↑ 備 考 備 考

ル  1高度
有

 |(In)
山

高度 |

順位 |

６９

６３

７２

８８

４６

１３

１５

６６

３５

６８

５９

３９

５０

５０

８３

６７

２０

２８

３０

６５

４２

８０

５３

４８

７７

７４

７１

７９

５６

５７

４７

７６

■

３

８２

５１

６０

３２

３７

■０

４

５８

６４

９

Karang

HalimOen I
″    I

(lagak

Salak

Pangrango

Cede

Kendeng
Patoeha

Sinlpang

Tiloe

Malabar

Wajang
Kantjana

POentjak I〕aoen

Mandalagiri

Tjikoeraj

Panpandajan

Kendang
Sanggar

(loentoer

Mandalawangi

(laloenggoeng

Telagabodas

Sedakeling

Tjak“boewara

Sawal

Tjalantjang

TangkoobanptthOe

BOerangrang

BoekittoenggOel

Talnpomas

■・1■reme
Siamet
Lalgit

Ragadjembanga
Kendeng

][)raoc

Bismo(Dijeng蔓地)

Soendoro
S●embing
Oengaran

Te10mOj0

Merbaboe

1778

1929

1750

1511

2211

3019

2958

1852

2434

1805

2040

2321

2182

2182

1603

1813

2821

2622

2608

1880

2249

1663

2168

2201

1676

1721

1764

1667

2076

2064

2209

1684

3678

3428

1623

2177

2019

2565

2365

3135

3371

2050

1894

3142

7

86

33

54

52

81

8

5

41

49

73

25

18

70

24

29

44

36

31

34

27

80

21

19

12

2

78

85

55

17

11

45

40

23

6

16

38

26
22
62
61
75

2911

1602

1522

3265

1555

2562

2162

2169

1_653

3156

3339

2282

2198

1731

2651

2868

1771

277o

2614

2233

2392

2581

2527

2635

1663

2819

2836

Penandjakan

Widodaren
Tj iri
Bromo
Koersi
Iderider
Poendaklemboe

Krangean

A jekajek

Koekoesan

Iiepoio
Mohomeroe
Taroeb

Iramongan

Saing
qrargJr)€

Argopoero
Pinggang

Tjernorokandang
K rint jing
Raoeng
Soeket

Pendil

Eante
Merapi
Binggih
Koekoesan
Kendeng

Merapi
Moerjo I

t/ It

Lawoe
Manjoetan
Liman
Irimas
Wilis
Penanggoengan

Welisand
Ardioeno
Andjasrnoso

Argowajurrg
Keloed

I(awi
Roetak

3035

3676

1671

1600

2103

2947

3088

2225

2286

2773

31,32

295()

2338

2644
28o0
1965
1994
1717

不  明

Tengger IX flx(

Serneroc fI $E

Wilis山 」り辰

Ijang山 ;眠

Idjen tlt $lR

|

|

|

（Ｘ
）

et計

特
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行
進
曲
が
辻
々
に
鳴
り
わ
た
る
度
に

日
本
人
の
皆
が
新
し
い
地
理
の
講
議
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｏ
そ
し
て
と

う
と
う
日
附
憂
更
線
な
ど
と
い
ふ
厄
介

な
も
の
を
決
め
た
の
は
誰
だ
ら
う
と
い

ふ
こ
と
さ
へ
問
題
と
な
つ
て
来
て
し
ま

つ
た
。

東
よ
西
よ
、
北
だ
南
だ
と
頸
の
つ
け

根
が
ち
ざ
れ
さ
う
な
目
ま
苦
Ｌ
さ
だ
の

編

輯

後

記

に
、
時
計
の
針
ば
遠
慮
も
な
く
カ
チ
カ

チ
と
進
ん
で
Ｌ
ま
つ
て
、
早
く
歴
史
を

書
い
て
く
れ
な
け
れ
ば
空
白
に
し
て
と

ば
し
て
ゆ
く
ぜ
と
釜
々
心
を
あ
せ
ら
せ

て
あ
る
。

し
か
し
我
々
に
は
勇
盤
に

一
つ
し
か

な
い
し
、
今
と
い
ふ
時
に
二
度
と
戻
つ

て
末
な
い
。
流
行
に
誘
感
さ
れ
た
り
、

時
局
に
便
乗
し
な
り
せ
ず
に
、
し
つ
く

り
と
本
来
の
目
的
に
向
。つ
て
邁
進
す
べ

き
と
き
で
ば
あ
る
ま
い
か
。（

吉
阪
記
）

日本 山岳嘉 員叢書

塚 本 間 治 編

奥  秩  父
大原始林 と深奥な漢流に園続され7t奥秩父の紳秘境に明快な塚

本氏のカメラアイに依つて遺憾なくキヤノチされゝ百餘枚の貴重
な記録篤員と、吉田浩堂、町田立穂雨氏の永年の賓地踏査に依る
詳細な記述言共に初めて敷萬の奥秩父愛好家の前に公開された。
我登山界最初の篤具t文に依る力・イドツクの出現 .`

絶論・ 動植物・ 鍍物・ 地質・案内
B6版 一三六頁・ 地固九葉

定債 ―園八0錢 (途 一三錢)

◇ 績   刊 ◇

自 `討 岳 (七月刊) 雲の上信 國境 (十一月刊)

山ご漢谷祗の全編輯網を絶力 して編纂 さ
「

百:

れたスキー、登山の ここな ら何んでも解 !H_i
る大講座愈 々近日装賣o        i丁 i

全 六 巻 隔 月 切 行  :三 i

B5版 ・美   装   藻 |

足 立 源 ― 郎 装 帳  III
定便二園二十錢∝一五の   |■ |

全 六 巻 け ≡園二十錢) 蔽 |

=穂 目 録 進 墨=   :二 :

用紙不足折部数に限りがありますから成 li銅 |

可 く全巻御註文を願ひます。      ……

´
翻 蒔計月 山と漢谷稚 票轟要

② 雨 紳 山
④ 雲販山一―‐白石山

… … … … …・・
1

①
③
⑤
⑥
②

り

オ寧

― ス

山一―金峯山一―野猿谷

登 講

山 座
5 4 3
60249

昭
和
１７
年
６
月
２６
日
　
印
刷
納
本

昭
和
１７
年
６
月
渕
日
　
積
　
　
行

頒
慣
二
〇
銭

日

本

山

岳

會

内

編

輯

者

吉

阪

隆

正

稜

行

者

塚

本

繁

松

東
京
市
芝
匝
琴
李
町
一
（不
二
屋
ビ
ル
）

積

行
所
　

湿
畑

日
本
山
岳
會

電
話
芝
（
四
三
）
一
六
四
九

振

替

東

京

四

八

二

九

東
京
市
芝
匠
今
入
町
二
十
六
番
地

印

刷

者

鈴

木

和

男

印

刷

所

琳
響

蹴

聯

哺

縮

東
京
市
紳
田
匠
淡
路
町
二
丁
目
九
番
地

配
給
元

日
本
出
版
配
給
株
式
會
祗

キ
ス
リ
ン
グ
型

（Ｅ
式
）

ル

ッ
ク

サ

ッ
タ

★
品
質
優
秀
責
任
保
證
★
　
　
　
　
布
地
見
本
遭
墨

大
　
型
　
一
一　
　
尺
　

二
七
・
六
〇

中
　
型
　
一
尺
八
寸
　
二
五
・
〓
０

小
　
型
　
一
尺
六
寸
五

二
四
・
三
六

日
テ
ル
モ
ス
各
種
ハ
イ
キ
ン
グ
用
品

右
慣
物
品
税
三
割
を
加

へ
た
改
正
値
段
で
す

御
諒
承
下
さ
い

東
京
市
神
田
匡
紳
保
町
三
ノ
一
（専
修
大
學
電
停
前
）

片
桐

テ

ン
ト
登

山
具

店

製 布 水 防 麻

電

話
九

段

的

三
二

一
〇

番

振
替
口
座
東
京

九

一
一
八
四
香
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