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北
海
道
の
季
節
的
雙
化
の
素
描
を
、

札
幌
附
近
の
風
景
を
封
象
と
し
て
簡
単

に
書

い
て
み
よ
う
。

北
海
道
の
各
は
長

い
各
で
あ
る
。
例

年
十
二
月
の
十
日
前
後
に
は
根
雪
と
な

り
、
そ
れ
か
ら
二
月
末
ま
で
三
、
四
尺

の
雪
に
覆
は
れ
て
ゐ
る
。
十

一
月
と
四

月
は
、
秋
か
ら
各

へ
の
、
ま
た
各
か
ら

春

へ
の
季
節
の
移
り
日
で
あ
る
が
、
十

十

一
月
に
は
初
雲
の
あ
と
根
雪
に
な
る

ま
で
二
三
回
の
降
雪
は
あ
り
、
大
陸
か

ら
の
寒
冷
な
西
北
風
が
募
つ
て
、
罪
の

日
な
ど
が
多
く
、
四
月
に
は
ま
だ
不
地

に
残
雪
も
多
く
、
吹
く
風
も
肌
寒
く
厳

各
の
餘
寒
が
す
っ
か
り
は
清
え
去
ら
な

い
時
期
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
後
ぎ
つ

と
牛
年
は
各
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ

る
．
温
度
は
年
に
よ
つ
て
相
違
す
る
が

一
二
月
の
頃
が
最
も
寒

い
。
最
低
零
下

三
十
度
に
及
ぶ
旭
川
や
帯
廣
地
方
に
較

べ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
し
か

し
相
常
に
寒
さ
も
巌
し
い
各
で
あ
る
。

吹
雪
も
多

い
。
海
か
ら
石
狩
平
原
を
吹

き
抜
け
て
く
る
風
が
、
轟
々
と
森
に
こ

だ
ま
し
て
、
吹
き
つ
け
る
雪
つ
ぶ
て
に

風
に
向
つ
て
は
進
む
こ
と
も
出
来
な
い

や
う
な
日
も
十
日
に
一
度
は
訪
れ
る
。

尤
も
さ
う
い
ふ
日
の
一
度
も
来
な
い
各

伊

藤

秀

五

郎

と
に
か
く
札
幌
で
も
各
の
厳
し
さ
は

身
に
泌
み
る
。
こ
の
各
の
厳
し
さ
が
緩

み
は
じ
め
る
の
は
例
年
で
あ
る
と
二
月

十

一
日
紀
元
節
の
前
後
で
あ
る
。　
一
月

の
末
近
く
な
る
と
ふ
た
月
の
雲
の
生
活

に
倦
ん
で
末
て
、
も
う
そ
の
紀
元
節
の

頃
が
待
た
れ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
酷

い

寒
さ
の
年
や
雪
の
多
い
各
に
は
さ
う
で

あ
る
。　
ス
キ
ー
を
柴
し
む
若
者
は
い
つ

ま
で
も
そ
の
寒
さ
が
湾
え
ず
美
し
い
粉

雲
が
績
け
ば
よ
い
と
思
ふ
。
し
か
し
一

日
本
の
中
で
暮
す
者
達
は
、
積
る
門
口

の
雪
を
掻
き
掃
く
度
に
、
ス
ト
ー
プ
の

友
を
捨
て
に
裏
口
に
出
る
ｔ
毎
に
、
早

く
春
が
来
れ
ば
よ
い
と
思
ふ
の
で
あ
る

ひ
と
り
年
寄
や
病
蒻
の
者
に
限
ら
ず
、

子
供
達
に
と
つ
て
さ
へ
、
永

い
各
籠
の

後
に
本
る
春
を
待
つ
心
は
柴
し
い
も
の

に
違
ひ
な
い
。
さ
う
い
ふ
春
の
、兆
は
二

月
十
日
頃
の
、
晴
れ
て
風
の
な
い
、
ど

こ
と
な
く
厳
し
い
各
の
峠
を
越
し
た
こ

と
を
思
は
せ
る
或
る
日
に
、
ど
こ
か
ら

と
も
な
く
訪
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
空

は
ま
だ
や
は
り
蒼
く
澄
ん
で
ゐ
る
が

い

く
ら
か
淡

い
ク
リ
ー
ム
色
に
う
る
ん
で

ゐ
る
。
昨
日
降
り
積
つ
た
蝦
夷
松
の
枝

の
粉
雪
が
、
音
も
な
く
ひ
ら
′
ヽ
と
各

の
陽
に
輝

い
て
こ
ば
れ
落
ち
る
。
祗
の

は
何
か
物
足
、り

な
さ
を
感
じ
は
す
る
が
。

杜

で
鳥
が
か
あ
と
一
畔
あ
び
や
か
に
喘

く
。
そ
の
口帝
準
に
應
ず
る
や
う
に
揺
や

ス
キ
ー
で
遊
メ
子
供
逹
の
元
気
の
よ
い

叫
び
率
が
聞
え
て
く
る
。
ス
ト
ー
プ
を

焚
く
室
の
屋
根
か
ら
は
、
長
く
垂
れ
下

つ
た
つ
ら
ヽ
の
光
か
ら
雪
解
の
水
が
ぼ

た
り
と
落
ち
る
。
あ
ヽ
も
う
春
だ
な
と

思
ふ
。
や
が
て
来
る
雲
解
の
春
が
さ
う

し
た
日
の
色
彩
と
音
響
と
香
氣
と
に
感

ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
ぅ
な
曖

い
日
が
二
三
日
績
く
と
ま
た
前
の
寒
さ

が
婦
つ
て
本
る
。
時
々
は
吹
雲
も
あ
る

こ
ん
な
事
を
二
三
度
繰
り
返
し
て
ゐ
る

う
ち
に
二
月
も
い
つ
か
過
ぎ
て
行
ぐ
。

さ
う
し
て
物
置
に
積
ん
だ
新
の
山
は
ず

つ
と
小
さ
く
な
つ
て
く
る
し
小
屋
の
石

友
も
残
り
少
く
な
つ
て
い
く
。

二
月
に
な
る
と
も
う
各
も
経
り
に
近

い
こ
と
を
思
は
せ
る
。
寒
さ
も
遠
の
き

吹
雪
も
稀
に
な
る
。
晴
れ
た
日
が
多
く

な
り
、
降
る
雲
も
瀑
つ
た
ば
た
ん
雲
に

憂
つ
て
く
る
。
積
雲
も
次
第
に
解
け
は

じ
め
る
．
雪
の
下
か
ら
も
地
熱
が
ほ
ん

の
り
と
ほ
て
つ
て
来
る
や
う
な
気
が
す

る
。
猫
柳
の
芽
が
急
に
大
き
く
膨
ら
ん

で
く
る
。
樹
々
の
小
枝
の
先
に
垂
れ
下

つ
た
小
さ
な
つ
ら
ヽ
が
朝
の
陽
に
な
ら

さ
ら
す
る
。
人
々
は
重
荷
を
下
し
た
や

う
な
、
何
か
し
ら
ほ
つ
と
し
た
気
持
に

な
る
。
さ
う
し
て
長
か
つ
た

一
各
の
間

の
生
活
を
振
り
返

へ
る
。
す
る
と
つ
ら

い
厳
し
い
各
が
懐
し
い
想
出
と
な
つ
て

浮
ん
で
く
る
。
か
う
い
ふ
時
に
街
を
離

れ
た
田
合
で
は
、
百

も
う
春
ヘ

の
準
備
に
餘
念
が
な
い
。
毎
日
々
々
厩

肥
が
重

い
橘
で
ま
だ
雪
を
被
つ
か
州
に

運
ば
れ
、　
と
こ
ろ
，ハ
ヽ
に
積
み
上
げ
ら

れ
る
。
温
床
に
も
早
蒔
の
野
薬
の
蒔
付

が
始
め
ら
れ
る
。
か
く
て
十
日
も
な
つ

と
雲
が
急
に
解
け
始
め
、
ざ
ら
め
に
な

り
ぬ
か
つ
て
下
駄
の
歯
を
取
ら
れ
る
や

う
に
な
る
。
晴
れ
た
曖

い
日
の
日
中
に

は
雪
解
の
水
が
河
の
や
う
に
道
路
を
流

れ
る
。
街
の
中
で
は
や
が
て
各
の
間
中

に
溜
つ
た
煤
煙
と
馬
糞
で
汚
れ
た
道
路

が
露
れ
て
く
る
。
こ
の
頃
が
街
の
中
は

一
年
中
で

一
ば
ん
汚
い
時
で
あ
る
。
そ

し
て
家
屋
の
貧
蒻
さ
が
ひ
と
き
は
目
立

つ
て
感
じ
ら
れ
る
時
で
あ
る
。

四
月
に
な
る
と
山
や
畑
で
も
地
肌
が

だ
ん
，
＜
ヽ
露
は
れ
て
く
る
。
し
か
し
ま

だ
こ
の
頃
に
は
街
の
中
に
は
肌
寒

い
空

風
が
乾
い
た
馬
糞
を
交
へ
た
砂
塵
を
巻

き
上
げ
て
行
人
の
襟
ェ
に
吹
き
つ
け
る

手
原
の
風
景
も
ま
た
賞
に
索
漠
た
る
も
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し
て
も
「
ま
だ
そ
の
恵
に
浴
す
べ
き
草

木
は
芽
立
た
な
い
。
蓼
々
た
る
噴
原
の

展
開
で
あ
る
ｏ
唯
そ
の
荒
凍
た
る
景
色

の
中
に
、
北
海
道
の
春
を
力
強
く
象
徴

し
て
ゐ
る
も
の
が

一
つ
あ
る
。
そ
れ
は

北
海
道
に
特
有
な
少
し
く
す
ん
だ
友
色

を
帯
び
た
淡
黒

い
上
の
“
で
あ
る
。
そ

れ
は
特
有
の
風
化
状
態
に
あ
る
友
白
土

（
ボ
ド
ゾ
ル
）
と
い
は
れ
る
土
で
あ
つ
て

火
山
友
地
や
泥
炭
地
を
除
け
ば
、
北
海

道
の
土
壌
は
主
と
し
て
こ
の
友
白
土
か

ら
成
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
四
月
、
ま

だ
山
の
峰
は
冷

い
雪
に
み
ぞ
れ
不
原
を

吹
く
風

、
寒
＜
、
温
Ｈ
驚
條
た
る
風
景

の
中
に
、
こ
の
十
の
色
ば
か
り
は
、
長

い
問
深
い
根
雪
に
や
さ
し
く
育
ま
れ
て

来
た
や
う
な
柔
い
感
じ
が
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
蒔
か
れ
た
作
物
が
伸
び
て

そ
の
上
の
肌
を
隠
し
て
了
ふ
ま
で
、
四

月
か
ら
五
月

へ
か
け
て
到
る
と
こ
ろ
の

畑
地
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
上
の
色
で

あ
る
。
若
草
が
春
の
象
徴
だ
と
ば
か
り

思
つ
て
ゐ
た
私
は
、
あ
る
時
ふ
と
こ
の

温
り
気
を
も
ち
な
が
ら
な
ほ
無
限
の
温

味
を
こ
め
た
上
の
色
を
週
し
て
、
鬱
勃

と
し
て
迫
つ
て
く
る
春
を
感
じ
て
以
外

毎
年
春
に
な
つ
て
こ
の
上
の
色
を
見
る

の
が
非
常
な
柴
し
み
の
一
つ
に
な
つ
た

の
で
あ
る
。
私
は
か
つ
て
穏
和
な
京
濱

の
郊
外
の
、
蓼
の
青
さ
に
感
じ
た
よ
り

も
、
も
つ
と
力
張

い
春
を
、
雪
解
の
頃

の
北
海
道
の
上
に
感
ず
る
。

五
月
は
北
海
道
の
風
景
の
最
も
憂
化

に
富
ん
だ
季
節
で
あ
る
。
そ
の
色
彩
の

憂
化
が
複
雑
で
あ
り
、
Ｈ
。
つ
そ
の
舞
化

が
急
激
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
花
が
こ

の
頃
に
一
齊
に
開
く
こ
と
ゝ
、
濶
葉
樹

は
椎
や
椿
の
如
き
常
緑
樹
を
交
ヽ
ず
、

す
べ
て
落
葉
樹
で
あ
る
た
め
に
五
月
に

な
つ
て
一
度
に
芽
生
え
て
く
る
か
ら
で

あ
る
。
四
月
の
経
り
に
は
純
自
の
辛
夷

が
最
先
に
咲
く
。
山
に
は
辛
夷
が
多

い

の
で
あ
る
。
二
月
に
な
る
と
櫻
も
梅
も

梨
む
林
檎
も
皆
時
を
同
じ
く
し
て
険
き

出
す
。
五
月
は
北
海
道
の
花
の
季
節
で

も
あ
る
。
山
の
樹
の
色
が
ま
た
非
常
に

多
彩
で
あ
る
。
シ
ナ
の
木
の
芽
立
の
や

う
に
赤
味
を
帯
び
た
茶
褐
色
の
も
の
や

薄
縁
、
薄
紫
、
黄
色
、
空
色
そ
れ
に
自

樺
の
白

い
幹
な
ど
が
交
つ
て
、
賓
に
憂

化
に
富
ん
で
美
し
い
。
こ
れ
ら
が

一
日

々
々
と
濃
く
な
り
、
や
が
て
す
べ
て
緑

色
に
興
り
、
五
月
の
末
頃
に
は
濃
淡
の

陰
影
を
映
し
た
一
塊
の
深
い
緑
に
被
は

れ
て
了
ふ
の
で
あ
る
。
四
二
月
頃
の
落

葉
松
の
澄
ん
だ
緑
の
芽
立
も
ま
た
警

ヘ

る
も
の
な
く
美
し
い
。
あ
の
白
味
を
帯

二

ｒ

び
た
獨
特
の
澤
の
あ
る
一
風
憂
つ
た
枝

振
の
林
檎
の
幹
の
立
並
ギ
林
檎
園
の
風

景
も
面
白

い
。
駒
鳥
そ
の
他
の
小
鳥
の

多

い
の
も
特
徴
で
あ
る
。　
カ
ツ
コ
ウ
は

毎
年
決
つ
て
五
月
の
二
十
日
前
後
に
訪

れ
て
く
る
。
空
は
澄
み
渡

つ
た
快
晴
の

日
が
多
く
空
氣
は
冷
く
乾

ｒ
・て
爽
快
で

あ
る
。
牧
場
や
野
原
に
は
牧
草
が
芽
立

ち
、
そ
の
中
に
タ
ン
ポ
ヽ
や
淡
紫
の
可

憐
な
エ
ゾ
ノ
エ
ン
ゴ
サ
ク
の
花
が

一
面

に
険
き
乱
れ
る
。
沼
地
に
は
水
芭
蕉
が

員
白
い
獨
特
の
姿
を
見
せ
る
。
山
の
頂

や
漢
間
に
は
残
雲
が
朝
日
に
輝
い
た
り

々
陽
に
紫
紺
に
映
え
た
り
す
る
。
北
海

道
の
二
月
は
美
し
い
季
節
で
あ
る
。

六
月
は
春
か
ら
夏

へ
の
移
り
日
で
あ

る
。
北
海
道
に
は
梅
雨
は
無
い
の
で
、

鬱
陶
し
さ
も
な
く
、
蒸
暑

い
こ
と
も
な

い
が
、
気
温
は
急
に
上
昇
し
て
如
何
に

も
夏
ら
し
い
日
が
多
く
な
る
。
級
は
釜

々
濃
く
な
り
、
ラ
イ
ラ
ツ
ク
や
ア
カ
シ

ア
の
花
が
甘

い
香
氣
を
漂
は
せ
、
苺
や

櫻
桃
が
出
盛
つ
て
く
る
。
夕
方
に
深

い

霧
が
襲
つ
て
街
燈
が
霞
む
や
う
な
こ
と

も
時
々
あ
る
。
夏
は
七
八
月
の
二
月
で

あ
る
。
夏
着
を
必
要
と
す
る
の
も
こ
の

二
月
の
間
で
あ
る
。
日
光
も
張
く
、
楡

の
木
な
ど
は
、
欝
蒼
と
茂
つ
て
、
北
海

道
特
有
の
短
い
枚
草
の
ロ
ー
ン
の
縁
が

い
よ
′
ヽ
深

い
。
森
に
蝶
が
か
し
ま
し

く
鳴
き
季
節
の
頂
鮎
を
告
げ
る
ｏ
作
物

は
ぐ
ん
′
ヽ
成
長
し
、
早
蒔
の
疏
菓
類

が
市
場
を
販
す
や
う
に
な
る
。
ト
マ
ト

が
色
づ

い
て
美
し
い
。
こ
の
時
分
に
は

夜
は
殊
更
に
短
く
朝
は
早
く
か
ら
明
る

み
、
西
に
傾

い
た
夕
陽
は
い
つ
ま
で
も

手
原
を
照
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
八
月
の

二
十
日
頃
に
な
る
と
も
う
朝
夕
は
凍
し

く
、
軽
井
澤
や
御
殿
場
の
高
原
の
初
秋

を
思
は
す
季
候
と
な
る
ｏ
本
の
葉
に
も

夏
の
潤
ひ
が
失
せ
、
陽
ざ
し
も
次
第
に

鈍
く
な
り
、
空
氣
に
も
何
虎
と
な
く
秋

色
が
漂
ひ
は
じ
め
る
ｏ
力
月
に
は
い
れ

ば
も
う
十
分
に
秋
でヽ
あ
る
。
林
檎
な
ど

も
次
第
に
色
づ

い
て
く
る
。
山
の
樹
々

も
漸
く
黄
ば
ん
で
く
る
。
畑
地
に
は
甘

藍
、
馬
鈴
薯
、
大
根
、
白
菓
な
ど
が
青

々
と
育
つ
て
枚
穫
を
待
つ
ば
か
り
で
あ

る
。
そ
の
間
に
虎
々
サ
ル
ビ
ヤ
畑
が
員

紅
の
色
を
飾
つ
て
、
縁
と
美
し
い
封
照

を
な
し
て
ゐ
る
。
水
田
に
も
秋
あ

み
の

り
が
豊
か
で
あ
る
。

秋
は
十
月
に
至
つ
て
正
に
開
で
あ
る

山
々
は
美
し
い
錦
で
飾
ら
れ
る
。
紅
葉

の
色
は
飽
く
ま
で
冴
え
て
深
い
。
そ
れ

は
書
夜
の
寒
曖
の
差
が
著
し
く
、
霜
が

急
に
本
て
、
豊
か
な
色
素
の
形
成
を
促

す
か
ら
で
あ
る
。
藻
岩
山
や
側
山
の
樹

々
の
日
々
の
憂
化
を
見
て
ゐ
る
と
、
季

節
の
移
り
方
の
東
早
さ
に
思
は
ず
驚
歎

す
る
の
で
あ
る
。
時
に
は
早
朝
薄

い
朝

霧
が
山
裾
に
た
な
び
い
て
ゐ
る
こ
と
も

あ
る
。
そ
れ
を
透
し
て
澄
ん
だ
秋
の
陽

の
光
が
さ
つ
と
公
園
の
芝
生
や
黄
ば
ん

だ
街
路
樹
の
上
に
こ
ば
れ
て
く
る
。
深

く
呼
吸
す
る
と
冷
か
に
乾

い
た
空
気
が

し
み
た
ヽ

と
肺
の
細
胞
に
鯛
れ
て
い

吐
い
た
氣
息
が
自
く
凝
つ
て
秋
の
深
さ

を
思
は
せ
る
。
精
神
も
透
徹
し
て
新
し

い
氣
力
が
沸
々
と
湧

い
て
く
る
。
秋
は

健
康
の
時
で
あ
る
．
空
の
澄
み
渡
つ
た

近
郊
に
出
て
漢
谷
の
路
を
歩

い
て
み
る

楓
や
蔦
の
葉
が
ひ
と
き
わ
美
し
い
。
自

然
は
至
る
と
こ
ろ
詩
情
に
満
ち
て
ゐ
る

そ
し
て
農
村
は
収
穫
に
忙
し
い
。
十
月

は
農
村
の
一
年
間
の
綿
決
算
の
時
で
あ

る
ｏ
作
物
は
何
も
か
も

一
度
に
こ
の
季

節
に
出
木
る
の
で
あ
る
。
十
月
の
経
り

に
な
る
と
山
の
や
う
に
大
根
を
積
ん
だ

馬
車
が
幾
一一壁
も
市
街
の
方

へ
績

い
て
行

く
。
放
牧
さ
れ
た
牛
逹
も
ゝ
う
残
り
少

い
青
草
を
一
心
に
食
ん
で
ゐ
る
。
さ
う

い
ふ
夕
方
の
空
を
雁
や
鴨
の
や
う
な
渡

り
鳥
が
せ
わ
し
さ
う
に
群
を
な
し
て
飛

ん
で
行
く
。
町
の
人
達
も
や
が
て
近
づ

く
各
の
た
め
に
心
忙
し
く
色
々
と
準
備

に
取
り
か
ゝ
る
。
何
虎
の
家
で
も
洗
つ

た
大
根
を
わ
ら
で
編
ん
で
す
だ
れ
の
や

う
に
幾
條
も
軒
下
に
吊
す
。
漬
物
の
仕

度
で
あ
る
。

秋
晴
れ
の
日
が
幾
日
か
績

い
た
十
月

の
末
の
一
日
、
朝
か
ら
ど
ん
よ
り
と
曇

つ
て
、
不
原
を
越
し
て
西
上
の
海
の
彼

方
が
友
色
の
厚

い
幕
で
覆
は
れ
た
や
う

に
暗
く
、
腫
し
つ
け
る
や
う
な
氣
は
ひ

の
す
る
日
、
夕
方
に
な
つ
て
手
稽
山
の

頂
に
雲
も
よ
ひ
の
雲
が
垂
れ
込
め
、
急

に
冷
え
び
え
と
肌
寒
く
感
ず
る
時
に
は

な
つ
と
山
に
初
雪
が
訪
れ
る
の
で
あ
る

初
雪
が
不
地
に
も
山
と
　
緒
に
来
る
こ

と
も
あ
る
。
今
年
も
そ
の
頃
の
或
る
夕

方
、
例
の
雲
雲
が
手
綱
の
頂
き
を
閉
ざ

し
、
褒
寒
川
の
方

へ
か
ぶ
つ
て
ゐ
た
。

そ
し
て
耳
柔
に
泌
み
る
寒
風
が
吹
き
募

つ
て
来
た
。
だ
か
ら
明
日
は
手
総
は
自

く
な
る
と
話
し
な
が
ら
寝
た
が
、
笠
朝

起
き
て
み
る
と
不
地
も

一
面
に
自
銀
の

世
界
で
あ
つ
た
。
初
雪
は
い
つ
も
そ
の

2
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日
に
清
え
て
了
ひ
、
そ
の
後
に
は
ま
暖

か
な
日
が
婦
つ
て
来
る
が
、
し
か
し
も

う
秋
も
維
り
で
あ
る
。
季
節
は
急
速
に

韓
回
す
る
。

十

一
月
は
曇
天
や
雨
の
日
が
多
く
、

罪
が
烈
し
く
木
々
の
葉
を
吹
き
落
す
こ

と
も
屡
々
で
あ
る
。

一
日
々
々
と
山
の

樹
は
裸
に
な
つ
て
行
く
。
落
葉
が
庭
の

隅
ま
で
埋
め
恭
す
。
公
園
で
は
毎
日
の

や
う
に
落
葉
を
焚
く
煙
が
池
の
面
を
漂

ひ
は
じ
め
る
。
夕
方
に
な
る
と
海
邊
の

方
か
ら
列
を
な
し
て
帰
つ
て
来
た
烏
が

人
家
の
近
く
の
森
に
群
を
な
し
て
騒
々

し
い
口帝
肇
や
物
樽
き
を
す
る
の
が
急
に

目
立
つ
て
く
る
。
空
は
友
色
に
曇
つ
て

情
警
で
あ
る
。
凩
が
か
さ
７
、
と
落
葉

を
吹
き
散
ら
す
。
人
々
は
何
か
せ
き
立

て
ら
れ
る
や
う
な
あ
わ
た
ゞ
し
さ
を
感

じ
、
近
く
迫
つ
た
各
の
日
を
想
つ
て
、

沈
ん
だ
氣
分
に
誘
は
れ
る
。
十

一
月
の

秋
か
ら
各
の
移
り
目
が
北
海
道
の
い
ち

ば
ん
化
し
い
、
落
ち
つ
き
の
な
い
季
節

で
あ
る
。
凋
藩
の
秋
と
い
ふ
こ
と
を
つ

く
た
ヽ
と
感
ず
る
時
で
あ
る
。

し
か
し
人
々
は
こ
の
間
に
早
く
各
籠

‘
の
仕
度
を
経

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
薪
を

割
る
ｏ
各
か
ら
春
に
使
ふ
馬
鈴
薯
や
人

参
、
大
根
な
ど
を
上
に
い
け
る
。
白
栗

や
甘
藍
を
園
ふ
。
各
着
を
取
り
出
す
。

そ
し
て
ス
ト
ー
プ
を
収
付
け
て
了

へ
ば

そ
れ
で
す
つ
か
り
準
備
は
出
来
た
詳
で

あ
る
。

十
二
月
に
は
い
る
と
急
に
雲
の
日
が

多
く
な
り
、
十
日
前
後
に
は
途
に
根
雲

と
な
る
。
も
う
降
ろ
雲
も
粉
雲
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
降
つ
た
雪
は
も
う
解
け
ず
、

積
る
一
方
で
あ
る
。
昨
年
の
十
二
月
八

日
の
感
動
の
深

い
放
途
を
私
ど
も
は
や

は
り
雲
の
降
る
中
で
雲
の
上
で
霧

い
た
。

今
年
も
十
二
月
の
初
め
か
ら
根
雲
と
な

り
、
雲
の
中
で
記
念
す
べ
き

一
週
年
を

迎

へ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
は
朝
は
大

抵
晴
れ
て
わ
る
。
し
か
し
午
後
に
は
必

ず
曇
つ
て
雲
も
よ
ひ
と
な
る
の
で
あ
る
。

夜
の
明
け
る
の
は
六
時
牛
で
あ
る
。
七

時
南
に
偏
つ
て
そ
の
薄
ら
い
だ
赤
味
の

勝
つ
た
大
き
な
太
陽
が
地
手
線
上
に
姿

を
現
は
す
．
や
が
て
夜
中
に
降
り
積
つ

た
粉
雲
が
な
ら
め
き
、
静
寂
な
林
に
は

蔦

の
薄
も
な
く
、
こ
の
朝
の
ひ
と
時
、

自
然
は
各

へ
の
深

い
沈
潜
を
象
徴
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
各
が
来
た
ま
た
長

い

各
の
季
節
を
迎

へ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
も
う
そ
の
頃
に
は
あ
の
化
し
い
落
ち

つ
き
な
さ
は
影
を
清
し
て
、
や
が
て
迎

へ
る
新
し
い
年

へ
の
希
望
に
私
ど
も
の

心
は
弾
む
の
で
あ
る
。

典
地
縮
同
等
々
十
捐
に
餘
る
新
古
の
綸

田
を
持
ち
出
し
て
勘
考
し
て
見
て
も
善

光
寺
道
名
所
同
會
と
正
直
に
符
節
を
合

せ
て
居
る
の
を
強
見
す
る
許
り
で
あ
る
。

次

い
で
明
治
初
頭
か
ら
の
地
同
を
取

り
出
し
セ
見
て
も
之
れ
ま
た
人
同
小
異

に
書
か
れ
て
居
て
途
に
は
所
在
を
失
し

て
居
る
始
末
で
あ
る
。

こ
ん
な
課
け
で
五
六
岳
の
所
在
を
版

本
や
現
地
人
の
間
か
ら
探
り
出
す
こ
と

は
断
念
し
て
方
向

一
憂
、
地
方
に
遺
存

す
る
確
賞
な
文
献
記
録
に
依
つ
て
決
定

し
て
見
た
い
も
の
だ
と
考

へ
る
よ
う
に

な
つ
た
．

折
り
も
よ
し
信
府
統
記
の
他
郷
巡
回

百
首
の
中
に

「
ご
ろ
く
嶽
さ
ら
′
ヽ
越

ヤ
だ

い
ら
川
、
雨
関
さ
か
ふ
信
濃

越

中
。」
と
云
ふ
合
蓄
あ
る
一
首
を
得
た
の

で
之
れ
は
針
木
姜
附
近
に
筆
立
す
る
大

岳
だ
と
云
ふ
確
信
を
得
て
心
中
秘
か
に

喜
悦
し
て
居
た
所
、
は
か
ら
Ｆ
も
明
治

十
三
年
版
の
信
濃
地
誌
略
を
得
た
の
で

早
速
調
べ
て
見
る
と

「
五
六
岳
は
平
村

に
面
起
し
西
は
越
中
関
に
属
す
、
山
脈

南
は
烏
帽
子
嶽
に
連
り
北
は
蔵
父
，嶽
に

亘
れ
り
。
」
と
あ
り
倍
々
確
信
を
堅
め
た

が
南
は
烏
帽
子
、
北
は
祀
父
嶽
が
何
う

も
剣
ら
ぬ
こ
と
に
な
つ
た
。

然
る
に
頃
日
中
部
山
岳
々
麓
を
遊
行

し
て
た
ま
′
ヽ
享
保
七
年
の
「
大
澤
寺

奥
大
町
借
馬
以
下
八
簡
山
野
境
用
水
論

裁
許
之
事
添
綸
同
。」
と
云
ふ
長

い
名
程

の
四
墨
敷
大
の
古
縮
岡
を
獲
た
。
こ
れ

_L

ハ

五

Ii
LЦ

五
六
岳
は
昔
か
ら
信
濃
安
曇
郡
の
地

誌
や
紀
行
文
に
よ
く
出
て
来
る
著
名
な

山
名
で
あ
る
が
さ
て
現
在
の
何
虎
の
何

の
山
に
宙
る
の
か
と
座
右
の
諸
書
を
調

べ
て
も

一
寸
剣
ら
ず
誰
れ
「彼
れ
に
聞

い

て
も

一
向
明
答
し
て
く
れ
ぬ
。
事
賞
大

町
の
古
老
や
案
内
者
に
伺
ひ
を
立
て
ヽ

も
サ
ー
と
返
答
を
濁
し
て
し
ま
ふ
。

こ
の
山
名
は
遠
く
藩
政
の
初
期
、
正

保
三
年
改
め
の
信
濃
國
安
曇
郡
筑
摩
郡

松
本
御
領
分
檜
同
に

「
ゴ
ロ
ク
ゲ
岳
」

と
明
記
さ
れ
て
出
て
お
り
次

い
で
元
藤

十
二
年
御
改
め
の
信
濃
國
大
綸
国
に
も

五
六
岳
の
山
名
出
現
し
て
居
り
、
以
来

ず
つ
と
各
信
濃
名
所
檜
国
に
姿
を
現
は

し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
所
で
古
国
の

中

　

島
　
　
正
　

文

習
ひ
と
し
て
こ
の
山
の
前
後
左
右
に
無

名
の
山
を
無
暗
目
白
押
し
に
書

い
て
あ

る
の
で
位
置
な
ど
は
テ
ン
で
皆
目
見
営

が
付
か
ぬ
。

紀
行
文
の
方
で
は
天
保
頃
の
善
光
寺

道
名
所
固
會
中
安
曇
池
田
の
項
に

「
こ

れ
よ
り
大
町
へ
三
里
、
此
宿
の
西
に
近

く
有
明
山
と
て
高
山
あ
り
、
屏
風
岳
五

六
岳
の
間
に
見
ゆ
。
」
と
あ
る
の
で
鬼
の

首
で
も
取
つ
た
つ
も
り
で
現
地
の
池
田

宿
に
ま
か
り
出
て
見
渡
し
て
も
連
峯
重

塁
と
し
て
餓
鬼
か
蓮
華
か
爺
子
か
さ
つ

ば
り
見
ら
ぬ
。

是
に
於
て
再
び
縮
国
に
返
つ
て
天
保

以
来
の
信
濃
國
名
所
古
蹟
高
附
給
固
・

信
濃
図
大
稽
同
さ
て
は
富
士
見
十
三
州

は
享
保
年
中
信
濃
國
安
曇
都
不
村
の
曹

洞
宗
の
巨
刹
大
澤
寺
と
隣
接
町
村
と
の

用
水
山
論
を
裁
許
し
た
幕
府
御
老
中
の

裁
決
状
の
添
同
で
絶
封
に
確
賞
な
も
の

で
あ
る
。
此
の
綸
国
の
中
に
哉
決
の
日

標
に
な
る

一
簡
の
大
岳
が
書
か
れ
て
わ

つ
て

「
ご
ろ
く
が
峯
」
と
名
付
け
ら
れ

て
居
る
。
然
か
も
鹿
島
川
の
支
流
矢
澤

の
源
頭
を
な
し
て
居
り
麓
に
は
謳
島
の

部
落
も
記
入
さ
れ
て
あ
る
。

そ
こ
で
念
の
篤
め
に
百
瀬
瞑
太
郎
さ

ん
に
も
し
や
昔
爺
千
岳
を
五
六
岳
か
叉

は
ご
ろ
く
ケ
峯
と
云
つ
て
暑
り
ま
せ
ん

で
し
た
か
と
何
ひ
立
て
る
と
、
百
瀬
さ

ん
哲
く
頭
を
か
し
げ
て
居

ら

れ
た
が

「
五
六
岳
と
は
聞
き
ま
せ
ん
が
子
供

の

時
に
爺
子
岳
の
こ
と
を
五
だ
け
六
だ
け

デ
イ
ゲ
岳
と
唄
つ
て
唇
た
こ
と
は
覺
え

て
唇
ま
す
。
」
と
云
ふ
返
事
な
の
で
之
は

占
め
た
と
思
つ
て
彼
の
裁
決
状
を
示
す

と
此
の
山
の
形
は
爺
千
岳
そ
つ
く
り
だ

し
矢
澤
の
源
頭
を
鶯
し
て
居
る
所
か
ら

剣
じ
て
爺
子
岳
に
間
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん

と
云
ふ
確
言
な
の
で

「
爺
子
岳
即
五
六

岳
。」
と
多
年
の
五
六
岳
の
存
否
の
疑
問

一
時
に
氷
解
し
先
づ
′
ヽ
五
六
岳
初
登

攀
に
勝
る
共
劣
ら
ぬ
快
感
を
味
つ
た
。

所
が
よ

い
時
に
は
よ

い
事
が
重
さ
な

る
も
の
で
北
安
曇
郡
仁
科
十
二
景
と
て

高
瀬
川
の
夕
照
・
鷹
狩
山
秋
月
●
弾
誓

寺
晩
鐘
等
の
例
の
近
江
八
景
式
の
も
の

が
撰
ま
れ
て
あ
る
こ
と
が
剣
つ
た
。
其

中
に
五
六
岳
暮
雪
と
云
ふ
も
の
が
あ
つ

3
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て
二
三
の
賛
詩
が
出
て
居
る
。

０
五
六
岳
暮
雲
　
　
窪

田
眸

夫

伍
鹿
峯
高
時
碧
空
。
夏
木
山
雪

山
雲
合
記
射
耕
日
。
依
例
逢
望
播
種
翁

０
五
六
岳
暮
雪
　
　
降

幡
　

推

山
雪
従
来
似
有
雲
。
博
人
清
息
太
丁
宰
。

八
旬
八
夜
春
府
恭
、
現
出
老
爺
播
種
形
。

眸
夫
は
禾
甲
と
琥
し
東
筑
摩
郡
の
人

営
時
北
安
曇
部
長
を
奉
じ
白
馬
登
山
を

試
み
た
風
流
山
岳
人
で
あ
る
。
明
治
十

二
年
か
ら
十
九
年
ま
で
在
職
し
た
ｏ

推
は
雷
洲
と
琥
し
松
本
藩

の
士
族
に

生
れ
長
じ
て
村
長
小
學
校
長
郡
會
議
員

竿
を
歴
任
し
新
撰
仁
科
記
、
北
安
曇
郡

地
誌
を
編
し
た
篤
學
奇
行
の
士
で
あ
る
。

雨
氏
共
學
識
高
く
安
曇
郡
の
主
と
云

は
る
ヽ
郷
土
智
識
で
あ
る
が
等
し
く
詩

中
に
通
望
播
種
翁
と
云
ひ
現
出
老
爺
播

種
形
と
吟
じ
五
六
岳
に
種
ま
き
爺
の
出

現
す
る
こ
と
を
確
言
し
て
居
ら
る
ヽ
以

上
最
早
や
余
輩
の
多
言
は
無
用
で
あ
る
．

（
一
九
・
一
・
二
）

九
州
の
地
に
移
り
住
む
で
、
も
う
久

し
く
な
る
。

い
ま
ゝ
で
餘
り
馴
染
の
な

い
土
地
な
の
で
、
大

い
に
歩
か
う
と
意

氣
込
ん
で
ゐ
た
が
、
中
々
思
ふ
や
う
に

な
ら
ず
、
僅
か
に
、
阿
蘇
高
岳
、
大
船

九

州

山

信

藤

島
　
敏

男

山
、
市
房
山
、
根
子
岳
、
祀
母
山
な
ど

に
登
つ
た
に
過
ぎ
な
い
。

阿
蘇
高
岳

へ
鷲
ケ
峯
を
経
て
の
登
路

は
、
な
ん
で
も
九
州
第

一
の
岩
場
で
、

ハ
ー
ケ
ン
だ
の
何
だ
の
勇
ま
し
く
打
込

ん
で
あ
る
さ
う
だ
が
、
阿
蘇
全
畿
が
極

は
め
て
脆

い
岩
質
ら
し
く
、
岩
登
り
を

し
な
い
と
腹
の
虫
が
納
ま
ら
な
い
と
い

ふ
や
う
な
性
質
を
持
合
せ
な
い
私
に
は

別
段
興
味
も
な
い
の
で
、
頂
上
か
ら
北

に
派
出
し
て
ゐ
る
尾
根
と
も
い
へ
な
い

と
こ
ろ
を
登
つ
た
。
熔
岩
の
ヵ
ケ
ラ
み

た
い
な
岩
石
が
ゴ
ロ
′
ヽ
し
て
、
餘
り

ス
ツ
キ
リ
し
な
い
感
じ
で
あ
る
。

頂
上
か
ら
、
友
と
も
砂
と
も
剣
然
と

し
な
い
、
ポ
ク
′
ヽ

の
埃
り
つ
ぱ
い
尾

根
を
、
中
岳
の
噴
火
日
ま
で
下
り
て
く

る
と
、
も
う
そ
こ
に
は
、
日
和
下
駄
を

は
い
た
爺
さ
ん
婆
さ
ん
ま
で
が
、
大
地

の
底
か
ら
噴
き
上
げ
る
煙
り
を
、
呆
れ

た
や
う
な
面
持
で
眺
め
て
ゐ
る
と
い
つ

た
工
合
で
、
鋲
靴
な
ど
が
恥
か
し
い
や

う
だ
つ
た
。

大
船
山
は
久
佳
坊
ケ
ツ
ル
の
あ
せ
び

小
合

へ
泊
り
に
行
つ
た
時
に
登
つ
た
。

坊
ケ
ツ
ル
は
上
州
鹿
澤
附
近
に
そ
つ
く

り
の
趣
き
を
も
つ
て
ゐ
る
。
二
三
時
間

で
登
ら
れ
る
草
山
に
取
巷
か
れ
、
鱒
の

釣
れ
る
小
川
が
う
ね
′
ヽ
と
流
れ
て
ゐ

る
こ
の
山
合
ひ
の
窪
地
は
、
居
心
地
の

い
ゝ
小
合
を
別
に
し
て
も
た
し
か
に
好

ま
し
い
と
こ
ろ
だ
。
ま
し
て
筑
紫
山
岳

會
の
小
合
は
法
華
院
温
泉
に
近
く
宿
よ

り
も
さ
ら
に
形
勝
の
地
を
占
め
て

一
日

二
日
の
滞
在
で
は
、
物
足
り
ぬ
ほ
ど
の

よ
さ
を
も
つ
て
ゐ
る
。
丁
度
一臓
岡
か
ら

こ
の
小
合
の
主
と
も
言
ふ
べ
き
會
員
の

加
藤
敷
功
君
が
み
え
て
、
小
合
を
続
る

自
然
の
四
季
に
つ
い
て
、
或
は
ま
た
山

登
り
に
つ
い
て
、
二
晩
ほ
ど
の
び
や
か

な
話
に
耽
つ
た
の
も
、
俗
念
を
洗
去
る

に
役
立
つ
た
。

久
住
山
彙
の
四
周
に
接
が
る
裾
野
高

原
の
風
景
も
私
を
喜
ば
せ
た
。
北
の
裾

は
複
雑
な
、
南
の
裾
は
単
調
な
と
こ
ろ

に
お
の
′
ヽ
特
長
を
も
つ
て
ゐ
る
。
南

麓
の
高
原
か
ら
緑
友
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ

れ
た
祀
母
山
の
一
群
を
望
む
景
靭
は
中

部
で
い
へ
ば
、
八
ケ
岳
の
裾
か
ら
秩
父

連
山
を
眺
め
る
や
う
な
氣
分
で
あ
つ
た
．

久
位
や
阿
蘇
が
草
山
な
の
と
封
腑
的

に
、
市
房
山
は
ふ
か
ム
ヽ
と
樹
の
茂
つ

た
山
で
あ
る
。
玖
摩
川
を
湖
つ
て
、
谷

の
片
側
の
傾
斜
地
に
民
家
の
納
在
す
る

湯
山
部
落
を
抜
け
る
と
、
営
の
市
房
山

が
葉
を
ふ
る
ひ
毒
し
た
樹
林
に
山
頂
ま

で
薇
は
れ
、
茶
褐
の
あ
た
ヽ
か
い
色
に

包
ま
れ
て
ゐ
る
の
が
仰
が
れ
た
。
こ
の

山
は
九
州
脊
稜
山
脈
′の
ほ
ゞ
中
央
に
あ

る
の
で
、　
一
々
列
撃
す
る
ま
で
も
な
い

が
、
山
頂
展
望
の
宏
さ
は
大
し
た
も
の

だ
。
私
達
は
、
風
の
な
い
、
お
だ
や
か

な
秋
晴
れ
の
、
ホ
カ
，
ｔ
ヽ
と
あ
た
ヽ
か

い
日
ざ
し
を
享
け
て
、
頂
上
に
二
時
間

近
く
も
、
た
の
し
い
時
刻
を
過
ご
し
た

の
だ
つ
た
。

落
葉
を
踏
ん
で
下
り
て
く
る
と
、
ド

ン
′
ヽ
と
大
鼓
の
音
が
、
静
か
な
大
氣

を
ふ
る
は
せ
て
響

い
て
く
る
。
こ
の
朝

市
房
紳
祀
の
祀
務
所
を
出
る
と
き
は
、

私
達
の
ほ
か
に
番
人
の
老
爺
し
か
ゐ
な

か
つ
た
の
に
と
思
つ
た
が
、
こ
の
日
が

新
嘗
祭
で
、
麓
の
村
か
ら
た
く
さ
ん
の

村
人
が
紳
祀

へ
お
詣
り
に
登
つ
て
き
た

の
だ
つ
た
。
前
夜
、
青
白
い
月
光
に
寂

と
し
て
ゐ
た
前
庭
は
、
時
な
ら
ぬ
賑
ひ

山
の
子
供
逹
が
嬉
々
と
戯
れ
て
ゐ
た
。

湯
山
で
バ
ス
を
待
つ
間
、
私
は
こ
の
一

帯
の
た
、
ず
ま
ひ
が
、
上
州
紳
流
川
上

流
の
ど
こ
か
に
似
て
ゐ
る
な
と
考

へ
て

ゐ
た
。

根
子
岳
は
、
乾

い
た
粉
雪
が
、
風
に

吹
上
げ
ら
れ
て
、
キ
ラ
′
ヽ
と
光
る
各

の
薄
曇
日
に
登
つ
た
が
、
い
よ
′
ヽ
本

営
の
登
り
に
掛
っ
て
か
ら
は
、

一
時
間

牛
ば
か
り
で
頂
上
だ
つ
た
し
、
遠
く
望

む
と
怪
奇
な
岩
峯
も
、
登
つ
て
み
れ
ば

灌
木
が
テ
ッ
ペ
ン
ま
で
繁
茂
し
て
ゐ
る

の
で
別
に
書
く
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
。

こ
れ
も
東
面
に
は
屏
風
と
か
い
ふ
ブ

ツ
シ
ュ
交
り
の
物
凄

い
岩
壁
が
あ
る
さ

う
だ
が
、
私
は
普
通
の
登
路
を
迪
つ
た

に
過
ぎ
な
い
。
山
そ
の
も
の
よ
り
も
、

か
ヘ
リ
途
、
阿
蘇
高
原
の
ス
ヽ
キ
野
が

慌
し
く
暮
れ
て
ゆ
く
各
の
黄
昏
時
、
講

條
と
し
て
ゐ
た
の
が
、
な
ぜ
か
私
の
心

に
張
く
印
象
さ
れ
て
ゐ
る
。

祀
母
山
も
よ
い
山
で
あ
る
。
晩
秋
初

各
の
山
村
は
、
裏
日
本
の
や
う
に
、
あ

の
陰
欝
な
各
空
が
早
く
や
つ
て
く
る
地

方
は
別
と
し
て
、
ほ
か
の
季
節
よ
り
も

明
る
く
、
静
か
で
、
牧
穫
の
す
ん
だ
あ

と
の
平
和
な
、
落
付

い
た
空
気
を
、
通

り
す
が
り
の
旅
行
者
に
も
、
感
ビ
さ
せ

る
と
、
私
は
思
つ
て
ゐ
る
が
、
さ
う
い

つ
た
愛
す
べ
き
風
趣
を
も
つ
村
落
を
、

い
く
つ
か
通
り
過
ぎ
た
。

よ
く
乾

い
た
新
を
ト
ロ
′
ヽ
と
燃
や

し
て
、
煩
は
さ
れ
な
い
夜
を
過
ご
し
た

螢
林
署
の
小
合
は
、
疎
林
の
中
の
、
さ

ゝ
や
か
な
流
れ
に
擦
つ
て
建
つ
と
い
ふ

お
誂

へ
む
き
の
も
の
だ
つ
た
９

頂
上
の
灌
木
林
に
は
霧
氷
が
見
本
の

や
う
に
少
し
ば
か
り
、
そ
れ
で
も
い
く

ら
か
各
ら
し

い
氣
分
に
な
つ
た
。
手
近

な
古
祀
母
、
本
谷
、
個
の
諸
山
、
南
西

‘
遠
く
、
山
名
も
し
か
と
指
呼
出
来
な

い
脊
稜
の
山
々
の
、
黒
々
と
し
た
特
徴

の
な
い
鈍
頂
が
奥
々
と
眺
め
ら
れ
、
私

を
し
て
、
は
じ
め
て
奥
秩
父
に
踏
分
け

入
つ
た
頃
の
こ
と
を
回
想
せ
し
め
た
の

だ
つ
た
。

そ
の
日
の
暮
れ
方
、
阿
蘇
高
原
を
は

じ
る
汽
車
の
中
で
、
祀
母
山
は
何
か
古

淡
な
あ
と
味
を
残
こ
す
山
だ
と
、
私
は

同
行
の
友
に
語
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

Ｘ
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
Ｘ

私
は
、　
い
ま
か
う
し
た
氣
軽
る
な
安

易
な
山
歩
き
を
や
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ

で
も
山
の
空
氣
に
鯛
れ
た
あ
と
は
、
氣

も
晴
れ
，
Ｃ
ヽ
と
す
る
。

九
州
の
最
高
難
久
住
本
山
が
千
七
百

4
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氏
十
七
米
餘
し
か
な
い
の
で
、
高
峻
山

岳
の
登
攀
な
ど
ヽ
力
ん
で
み
て
も
始
ま

ら
な
い
し
、
ま
た
そ
ん
な
旗
印
を
立
て

な
く
て
も
、
高
崚
山
岳
に
登
り
得
る
機

會
に
恵
ま
れ
ゝ
ば
、
敢
然
と
立
つ
だ
け

の
心
構

へ
は
も
つ
て
ゐ
る
。

決
戦
態
勢
は
装
備
や
食
料
で
、
大

い

に
賓
践
し
て
ゐ
る
。
た
と
ヽ
ば
、
鋲
靴

な
ど
い
つ
に
な
れ
ば
新
し
い
の
が
求
め

ら
れ
る
か
見
宙
も
つ
か
な
い
の
で
、
極

く
稀
れ
に
虫
干
し
の
積
り
で
穿
く
こ
と

も
あ
る
が
、

い
つ
も
紺
の
脚
絆
に
、
刺

子
足
袋
、
草
桂
と
い
ふ
國
粋
的

い
で
た

ち
で
歩

い
て
ゐ
る
し
ｂ
食
料
も
吾
々
の

日
常
生
活
が
既
に
こ
の
通
り
な
の
で
、

山
小
合
に
泊
つ
た
か
ら
と
て
、
ゴ
ソ
ゴ

ソ
し
た
飯
を
、
味
嗜
汁
で
掻
込
む
の
が

高
々
で
、
上
の
牛
肉
を
重

い
が
措

い
で

ゆ
か
う
と
い
つ
た
や
う
な
こ
と
は
、
昔

慧
し
い
夢
物
語
と
な
つ
て
了
つ
た
。
食

後
に
羊
羮
を
、
紅
茶
を
と
、
営
然
の
こ

と
に
考

へ
て
ゐ
た
時
代
も
あ
つ
た
が
。

パ
ン
に
パ
タ
ー
と
い
つ
た
も
の
も
縁

遠
く
な
り
、
握
飯
が
代
つ
て
登
場
し
て

ゐ
る
。
九
州
の
各
は
、
つ
め
た
い
と
い

つ
て
も
高
が
知
れ
て
ゐ
る
が
、
中
部
東

北
の
各
山
に
ゆ
く
人
逹
は
、
凍
る
む
す

び
を
　
奈
何
し
て
ゐ
る
か
と
気
懸
り
に

な
る
。

行
電
力
養
成
も
、
大

い
に
留
意
し
て

ゐ
る
が
、
汽
車
パ
ス
の
通
ふ
と
こ
ろ
は

な
る
べ
く
之
を
利
用
し
て
ゐ
る
。
歩
け

′
ヽ
も
結
構
、
し
か
し
山
の
麓
ま
で
も

ｌＦ
か
ぬ
内
に
、
時
間
が
足
り
な
く
な
る

の
で
は
、
登
山
本
来
の
目
的
を
達
し
な

い
の
で
、
乗
物
の
世
話
に
な
る
と
い
ふ

課
で
あ
る
。

九
州
で
嬉
し
い
の
は
、
前
に
畢
げ
た

山
の
ど
れ
に
登
つ
た
と
き
も
。
私
達
の

外
に
殆
ん
ど
人
影
を
見
な
か
つ
た
こ
と

で
、
や
は
り
山
は
静
か
な
の
が
い
ヽ
。

国
旗
を
先
頭
に
隊
伍
を
組
ん
で
と
い
ふ

や
う
な
の
は
、
私
は
好
ま
な
い
．
押
す

な
′
ヽ

の
混
雑
や
行
列
は
、
日
頃
都
會

で
満
喫
し
て
ゐ
る
の
で
、
せ
め
て
山
に

行

つ
た
と
き
だ
け
は
、
静
か
で
あ
り
た

い
と
願
ふ
の
で
あ
る
。

仲
間
は
本
會
々
員
の
坂
江
新
堀
の
雨

鷲
や
、
そ
の
他

一
二
の
人
と
一
緒
で
、

い
つ
も
極
く
小
人
数
で
あ
る
。
集
国
登

山
で
な
け
れ
ば
イ
カ
ン
と
言
は
れ
て
も

仝
畿
主
義
的
登
山

（
餘
り
意
味
が
明
確

で
な
い
が
）
た
る
べ
し
と
き
い
て
も
、

ほ
か
に
仲
間
が
身
近
か
に
な
い
の
だ
か

ら
巳
む
を
得
な
い
。
ま
さ
か
、
工
員
募

集
の
立
看
板
み
た
い
な
も
の
で
、
同
行

者
を
募
る
講
に
も
り
く
ま
い
。
前
記
の

雨
驚
既
に
こ
の
地
を
離
れ
。
こ
れ
か
ら

は
、
個
人
的
登
山
禁
止
令
で
も
出
な
い

限
り
、
私
は
ひ
と
り
で
山
に
ゆ
く
機
督

が
多
く
な
る
だ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る
。

こ
ヽ
ま
で
ベ
ン
を
走
ら
せ
て
、
不
同

私
は
嘗
て
大
先
輩
の
木
暮
さ
ん
か
ら
、

「
年
に
一
度
で
も
い
ヽ
か
ら
山
に
入
る

や
う
に
心
懸
け
て
ゐ
な
い
と
、
重

い
荷

を
背
負
つ
た
り
、
山
小
合
に
寝
た
り
す

る
こ
と
が
臆
劫
に
な
つ
て
、

や
が
て
は

山
か
ら
離
れ
て
了
ふ
も
の
だ
」
と
、
か

う
言
は
れ
た
の
を
想
ひ
起
し
た
ｃ
ま
こ

と
に
至
言
で
あ
る
と
思
ふ
。

幸
ひ
に
し
て
私
は
ま
だ
、
荷
と
負
ひ

山
に
眠
む
る
こ
と
が
臆
劫
に
な
る
ほ
ど

山
か
ら
遠
退

い
て
は
ゐ
な
い
。
こ
れ
か

ら
も
仲
間
が
な
け
れ
ば
、
た
つ
た

一
人

で
も
、
山
の
高

い
低

い
に
開
は
ら
ず
登

り
た

い
と
考

へ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
こ
ゝ

に
記
し
て
、
こ
の
山
信
を
維
ら
う
．

山
岳
、
地
誌
、
民
俗
等
に

開
す
る
新
刊
書
目
抜
率

（
新
刊
弘
報
に
よ
る
）

弘
報
第
十
六
競
―
第

一
九
琥
掲
載
分

（
刊
行
豫
定
日
十
二
月
二
十

一
日
―

一
月
二
十

一
日
）

○
御
津
郡
昔
話
集
―
全
図
昔
話
記
録

○
壱
岐
島
昔
話
集
―
　
　
″

○
上
閉
伊
郡
昔
話
集
―
　
ク

○
直
入
部
昔
話
集
―

　

ク

○
南
蒲
原
郡
昔
話
集
―
　
ク

柳
田
図
男
編
　
三
省
堂

○
キ
ナ
パ
ル
の
民
―
ボ
ル
ネ
オ
紀
行 帳  抜  切

堺
誠

一
郎
著
　
有
光
砒

○
南
極
の
征
暇
ハ下
巻
）

道
本
清

一
部
識
　
淡
海
堂

―
ア
ム
ン
ゼ
ン
巨
著

○
詩
集
　
岳
紳

藤
本
九
二
著
　
朋
交
堂

―
山
と
日
本
民
族
の
暉
統
を
通
じ
て

豊
闘
山
岳
道
を
構

へ
む
と
し
た
る
詩

書
〇
登
葬
頌

藤
木
九
二
著
　
山
と
漢
谷
戯

―
山
、
自
然
を
錬
成
道
場
と
観
じ
國

民
の
錬
成
に
資
せ
ん
が
た
め
編
輯
し

た
る
も
の

○
樺
太
風
物
沙

谷
内
向
文
著
　
七
文
書
院

○
北
氷
洋

の
氣
候

綜
合
北
方
文
化
研
究
會
　
大
阪
屋

脱
書
店

―
北
極
學
の
構
成
ヴ
イ
ゼ
博
士
の

「
北
氷
洋
の
気
候
」
の
課

○
太
不
洋
の
熱
帯
低
氣
歴

日
本
気
象
學
會
課
　
長
門
屋
書
房

―
ヴ
イ
シ
ヤ
ー
著
書
の
詳
書
。
右
同

會
に
て
最
近
の
趨
勢
を
調

貧
添
付
。

○
歌
集
　
立
山

柳
瀬
留
治
著
　
朋
文
堂

○
図
防
登
山
讀
本

中
村
謙
著
　
盤
育
評
論
祗

○
雪
國
の
民
俗

柳
田
図
男
、
三
木
茂
著
　
甲
鳥
書

林
―
東
北
地
方
の
農
村
歳
時
記
に
し
て

三
木
氏
の
篤
真
を
以
つ
て
解
説
と
助

け

て

ゐ

る

０
秘
境
雲
雨

山
縣
初
男
著
　
中
文
館
書
店

○
南
島
覺
膏

須
藤
＝
一
著
　
東
都
書
籍
會
離

―
琉
球
の
民
俗
文
化
を
数
次
の
探
訪

に
よ
り
記
述
。
琉
球
敬
學
を
も
紹
介

○
大
手
洋
圏
の
民
族
と
文
化
（
上
巻
）

大
手
洋
協
會
編
　
河
出
書
ル

○
野
草
と
究
費

下
田
吉
人
編
　
大
雅
堂

○
わ
が
散
文
詩

田
部
重
治
著
　
朱
雀
書
林

―
自
然
、
農
民
生
活
、
幼
年
時
代
回

想
、
大
東
亜
戦
後
の
感
想
等
に
つ
い

て
の
断
想
と
詩

０
秩
父
山
塊

扁
澤

一
郎
著
　
ア
ト
リ
エ
祗

―
素
描
と
文
と
を
以
て
此
地
を
書
く

○
南
極
と
北
極

白
瀬
轟
著
　
越
後
屋
書
房

―
少
関
民
向
に
記
述
せ
る
も
の

Ｏ
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
史

後
藤
十
三
雄
詳
　
山

一
書
房

―
佛
闘
の
考
古
學
者
ル
ネ
、
グ
ル
セ

著
書
´
一
九
二
九
年
刊
）
の
澤

○
上
駒
山
脈
―
そ
の
地
理
と
歴
史
を
話

立

命
館
大
學
地

理
學

同
好

Ｔ
編

積

善
館

5

る
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ア
ジ
ア
内
陸
踏
査
探
槍

文
献
抄
　
０

山

　

縣

　

　

登
編

（
三
高
山
岳
會
報
特
別
琥
）

昭
和
十
四
年
乃
至
十
八
年
六
月
猪
行

ア
ジ
ア
内
陸
踏
企
探
槍
邦
文
々
献
に
し

て
編
者
が
最
近

一
年
餘
の
間
に
集
め
得

た
も
の
五
十
七
ル
を
探
検
の
行
は
れ
た

年
代
順
に
掲
げ
、
夫
々
の
内
容
の
簡
単

な
解
説
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
末

ア
ジ
ア
内

Ｌ
に
封
し
て
人
々
が
多
く
の

開
心
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
此
様
に
多

く
の
書
物
が
現
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
も

窺
ひ
得
る
。
従
つ
て
こ
の
文
献
抄
の
編

輯
さ
れ
た
こ
と
は
最
も
有
意
義
で
あ
る
。

編
者
は
そ
の
序
支
に
於
て
、
前
世
紀
の

末
期
以
外
、
ア
ジ
ア
内
陸
地
方
の
探
検

は
欧
米
人
に
よ
り
盛
ん
に
行
は
れ
て
末

た
が
我
囲
に
於
て
は
科
學
的
探
検
が
、

政
治
的
な
原
因
が
あ
る
に
し
ろ
、
維
め

て
貧
蒻
で
あ
つ
た
こ
と
を
慨
げ
き
、　
一

介 紹 書 国

つ
に
は
所
調
學
者
と
い
ふ
概

念
か
ら
外
れ
る
學
者
が
居
な

か
つ
た
か
ら
だ
と
述
べ
て
ゐ

る
。
然
し
て
、「
雪
に
も
夏
の

暑
さ
に
も
負
け
ぬ
邊
し
い
身

盤
を
持
ち
、
自
然
の
豊
か
さ

と
深
さ
、
そ
し
て
自
然
人
の

員
の
人
間
し
ら
さ
の
中
に
科

學
し
よ
う
と
い
井
、
心
か
ら

の
欲
求
を
持
つ
學
者
」
の
大

い
に
出
る
こ
と
を
希
つ
て
ゐ
る
。

こ
ゝ
に
掲
げ
ら
れ
五
た
十
七
冊
中
邦

人
の
著
書
は
十
冊
で
あ
り
、
し
か
も
、

邦
人
の
探
検
の
報
告
は
更
に
少
な
い
。

他
は
殆
ん
ど
全
部
欧
米
人
の
著
書
の
翻

課
書
で
あ
る
こ
と
が
如
費
に
右
の
事
情

を
物
語
つ
て
ゐ
る
。

街
、
第
二
報
は
第

一
報
に
洩
れ
た
分

及
び
昭
和
元
年
よ
り
同
十
三
年
に
到
る

間
の
刊
行
書

（
邦
文
単
行
本
）
を
掲
げ

る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。

北
海
道
「
樺
太
、
千
島

列
島

自
然
科
學
観
察
と
研
究
叢
書
の
第

一

韓
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て

そ
の
景
期
、
植
物
及
鳥
獣
の
分
布
．
昆

姦
、
農
業
形
態
、
林
業
、
建
築
、
健
康

状
態
、
先
住
民
族
、
北
海
道
開
拓
史
、

北
海
道
の
文
化
規
状
を
伊
藤
秀
五
郎
、

館
脇
操
　
大
飼
哲
夫
、
河
野
産
通
、
矢

島
武
、
原
田
泰
、
鷹
部
屋
鵬
午
、
武
田

勝
男

‐高
魚
新

一
郎
、
山
下
秀
之
助
諸

氏
が
分
指
執
筆
せ
る
も
の
で
あ
る
ｏ
編

輯
山
下
秀
之
助
氏
。
規
在
我
国
民
に
と

つ
て
北
方
は
南
方
と
共
に
極
め
て
重
要

な
地
域
で
あ
る
。「
斯
る
時
期
に
際
會
し

て
、
北
海
道
、
樺
太
、
千
島
に
封
す
る

一
般
関
民
の
認
識
を
更
に
深
め
た
い
微

衷
に
出
で
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
」
と
編

者
も
記
し
て
ゐ
る
。

参
頭
に
あ
る
伊
藤
秀
五
郎
氏
の
景
観

の
描
篤
は
誠
に
美
し
い
。
本
糖
に
同
氏

の
許
ｌ‥∫
を
得
て
そ
の
う
ち
の
「
四
季
」

の
部
分
を
掲
載
し
た
．

向
、
最
近
館
脇
氏
、
鷹
部
屋
一臓
不
氏

等
の
著
書
も
別
に
刊
行
さ
れ
た
即
ち
、

北
方
の
植
物

（
ア
ル
ス
文
化
叢
書
）
北

方
圏
の
家

（
彰
國
祗
）
等
で
あ
る
。

本
叢
書
の
次
韓
は

「
日
本
列
島
」
で

あ
つ
て
近
く
刊
行
さ
れ
る
。

昭
和
十
八
年
十
月
　
山
雅
房
刊
行

賣
慣
四
園
七
拾
錢

桑
原
武
夫
著

事
賞
と
創
作

こ
の
粗
悪
な
感
じ
の
無

い
用
紙
と
製

本
と
の
心
地
よ
い
大
き
さ
の
書
三
〇
〇

頁
の
う
ち
約

一
分
の
二
迄
は
フ
ラ
ン
ス

文
學
に
開
す
る
も
の
で
あ
り
他
の
部
分

も
山
に
開
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ

ゝ
に
敢
て
紹
介
し
た

い
と
思
つ
た
の
は

「
速
野
物
語
」
か
ら
の
一
章
が
あ
る
た
め

で
あ
る
。
「
速
野
物
語
」
は
柳
＝
國
男
氏

の
藩
書
で
あ
つ
て
陸
中
上
閉
伊
郡

一
帯

の
日
碑
集
で
あ
る
が
私
も
そ
の
増
補
版

（
郷
上
研
究
祀
刊
）
を
愛
蔵
し
て
ゐ
る
。

「
何
か
作
品
を
讀
ん
で
そ
の
背
景
に
な

つ
て
ゐ
る
土
地
を
自
身
踏
ん
で
み
た
い

や
う
な
衝
動
を
感
じ
る
の
は
確
か
に
集

し
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
」
と
先
づ
最

初
に
書

い
て
ゐ
る
藩
者
は
「
速
野
物
語
」

の
地
方
を

．
見

‐ンた
く
出
か
け
て
行
く

そ
し
て
物
語
の
世
界
と
は
す
つ
か
り
愛

つ
た
今
の
世
界
を
見
る
。
藩
者
は
再
び

「
遠
野
物
語
」に
還
つ
て

「
こ
ゝ
に
牧
め

ら
れ
た
も
の
は
飽
く
ま
で
説
話
の
蒐
集

で
あ
り
、
忠
賞
な
採
集
者
佐
々
木
氏
の

日
述
を
柳
田
さ
ん
が
筆
記
さ
れ
た
の
で

あ
つ
て
、
編
者
の
文
盤
が
直
接
現
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
し

か
し
…
…
こ
の
物
語
の
編
者
が
簡
吉
な

文
話
催
を
し
て
内
容
と
完
全
に
合
致
せ

し
め
、　
一
つ
ノ
ヽ

の
話
を
素
朴
で
し
か

も
氣
品
の
高

い
短
章
と
し
た
こ
と
は
，′

卓
見
で
あ
り
手
腕
で
あ
つ
た
」
と
記
し

わ
が
関
古
来
の

「
常
民
」
の
文
藝
か
ら

受
け
た

「
感
動
」
を
述
べ
て
ゐ
る
。
更

に

「
民
間
博
承
」
に
就

い
て
は

「
幾
百

年
の
昔
か
ら
長
ら
く
人
間
の
間
に
簿
は

り
木
つ
た
こ
と
は
、
何
か
そ
れ
だ
け
の

深

い
人
間
的
意
味
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
科
學
知
識
な
ど
ヽ
い
ふ
が
賞
は
常

識
に
す
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
を
以
て
解

繹
の
つ
か
ぬ
も
の
は
何
で
も
棄
て
去
ら

う
と
す
る
の
は
精
紳
の
怠
慢
で
あ
り
、

人
間
性

へ
の
不
親
切
に
他
な
ら
ぬ
」
と

記
し
．
ア
ラ
ン
の
言
葉

「
一
た
び
人
間

の
本
性
に
つ
い
て
學
ぼ
う
と
志
し
た
な

ら
ば
、
人
間
の
い
つ
た
こ
と
、
説
話
）
は

不
合
理
で
あ
ら
う
と
な
か
ら
う
と
、
先

づ
第

一
に
そ
の
素
朴
な
状
態
に
残
し
て

お
く
や
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
方
が
」県
ら
し
い
整
理
な
ど
よ
り
も

百
倍
も
慣
値
が
あ
る
。
整
理
。さ
れ
た
も

の
か
ら
引
出
せ
る
の
は
も
結
局
月
並
な

こ
と
に
過
ぎ
ぬ
の
だ
か
ら
。」
を
引

い
て

柳
出
さ
ん
は
こ
の
言
葉
を
そ
の
ま
ゝ
賞

行
に
移
し
て
を
ら
れ
る
と
述
べ
て
ゐ
る

誠
に
同
感
で
あ
る
。

「
遠
野
物
語
」
が
世
に
出
た
の
は
三
十

餘
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
桑
原

氏
の
文
章
も
昭
和
十
二
年
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
附
記
に

「
か
ヽ
る

文
章
は
今
日
で
は
無
用
に
掃
し
た
や
う

で
あ
る
。
し
か
し

「
遠
野
物
語
」
再
刊

の
頃
は
、
金
田
一
氏
の
紹
介
を
の
ぞ
き

諸
新
聞
雑
誌
に
お
い
て
こ
れ
に
言
及
さ

れ
た
　
は
殆
ん
ど
皆
無
で
あ
つ
た
。
そ

の
公
憤
が
私
に
こ
の
走
り
書
き
を
な
さ

し
め
た
の
で
あ
つ
た
。」
と
あ
る
。
私
も

そ
の
頃
の
こ
と
は
知
ら
ず
、
再
刊
「
速
野

物
語
」
を
求
め
た
の
も
そ
の
後
で
あ
つ

た
。
昭
和
十
五
年
に
創
元
選
書
の
一
つ

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
柳
田
氏
の

「
民
謡

覺
書
」
の
中
の
「
廣
遠
野
諄
」
に

「
遠

野
物
語
」
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
を
讀
ん
で
、
殊
に
そ
の
父
の
見
た

二
つ
の
夢
の
話
に
つ
い
て
は
「
誠
に
不

思
議
に
澄
み
わ
た
つ
た
心
地
が
し
た
の

で
あ
つ
た
。
常
時
私
は
こ
の
「
民
誰
覺

（
カ
ツ
ト
は
田
邊
主
計
氏
）

6
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比
島
ア
↓
ヤ
ツ
ト
山

書
」
の
紹
介
を
曾
報
に
書
き
た
い
と
思

つ
た
が
私
に
は
荷
が
勝
ち
過
ぎ
て
、
ぐ

ず
ノ
ヽ
し
て
ゐ
る
う
ち
に
時
期
を
失
し

た
こ
と
を
今
な
ほ
残
念
に
思
つ
て
ゐ

「
民
謡
覺
書
」
は
多
く
の
人
々
に
愛
讀
さ

れ

た

こ

と

ヽ
思

ふ
。

そ

し

て

人

々

は

そ

の

中

の

「
ま

こ

と

此

図

が

自

分

の

も

の

を

持

た

ず

、

如

何

な

る

時

々

の
流

行

に

も

酔

ひ

泣

き

す

る

や

う

な

大

衆

の
巣

で

あ

る

の

か

０

但

し

は

Ｘ

久

し

く

求

む

る

月

原

俊

二

午

も
の
ヽ
得
難
か
つ
た
の
に
あ
き
ら
め
て

偶
に
有
合
せ
に
よ
つ
て
飢
寒
を
免
れ
ょ

う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
…
…
」
の

簡
所
を
記
憶
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う

こ
れ
は
昭
和
七
年
の
執
筆
に
拘
は
る
も

の
で
あ
る
が

現
在
に
於
て
も
こ
の
「
心

配
」
は
依
然
と
し
て
私
の
心
に
あ
る
。

結
局
、
如
何
に
わ
め
き
叫
ば
う
と
も
、

人
々
が
ほ
ん
と
に
我
國
の
持
つ
美
し
さ

に
愛
着
を
感
じ
、
自
負
と
お
ち
っ
き
を

持
た
な
い
限
り
、
叉
す
ぐ
、
ぐ
ら
つ
い

て
亦
る
の
で
は
な
い
か
。

桑
原
氏
の
若
書
の
紹
介
を
藉
り
て
柳

田
氏
の
著
書
に
つ
い
て
述
べ
る
に
至
つ

た
。
「
事
賞
と
創
作
」
の
フ
ラ
ン
ス
文
學

に
開
す
る
部
分
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
及
ラ

シ
ー
ヌ
に
つ
い
て
の
三
章
，
プ
ロ
オ
ド

ウ
ェ
イ
ｏ
ト
ラ
ン
ス
レ
イ
シ
ヨ
ン
又
は

岩
波
文
庫
等
に
よ
つ
て
人
々
に
愛
讀
さ

れ
た

「
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
」
に
つ
い
て

の
一
章
等
も
柴
し
い
文
章
で
あ
る
。
山

へ
登
る
人
々
の
う
ち
に
も
、
こ
れ
ら
の

も
の
を
も
好
む
人
々
が
少
く
な
い
。

昭
和
十
八
年
四
月
　
創
元
祀

・
大
阪

刊
行
　
定
債
二
同
五
十
錢

宮
崎
武
夫
著

蒙

古

横

断

（京
都
帝
國
大
學
内
蒙
百

撃
術
調
査
隊
手
記
）

此
書
は
昭
和
十
八
年
に
刊
行
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
昭
和
十
三
年
八
月
内
蒙

古

へ
向

つ
た

京

都

帝

大

調

査

除

々
員

宮

崎

武

夫

氏

の

そ

の

時

の

旅

行

記

で

あ

る

調
査
豚
は
木
原
均
博
士
を
除
長
と
し
隊

員
十
二
名
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
に
宙
會

々
員
今
西
錦
司
、
満
井
東

一
、
間
直
之

助
、
不
吉
功
、
加
藤
泰
安
、
周
布
光
無

の
諸
氏
も
参
加
さ
れ
て
ゐ
る
ｏ

一
行
は
八
月
十
六
日
京
都
を
出
残
、

そ
の
二
十

一
日
に
張
家
日
着
、
そ
の
地

を
根
檬
地
と
し
て

「
八
月
二
十
五
日
か

ら
九
月
二
十
八
日
ま
で
約

一
ケ
月
間
に

亘
つ
て
綾
遠
省
の
東
牛
分
、
察
吟
爾
省

熱
河
省
の
西
部
な
ど
い
は
ゆ
る
内
蒙
古

一
帯
の
主
と
し
て
奥
地
に
自
動
車
を
縦

横
に
疾
ら
せ
て
種
々
の
調
査

に
従
事

し
」
。十
月

一
日
張
家
口
を
去
つ
て
北
京

へ
入
り
同
月
十
日
紳
戸
着
京
都

へ
帰
還

し
た
。

こ
れ
は
學
術
の
報
告
で
は
な
く

（
そ
一

れ
ら
の
報
告
は
そ
杵
ノ
ヽ
の
専
門
雑
誌

に
す
で
に
そ
の
一
部
は
残
表
さ
れ
て
ゐ

る
と
序
文
に
あ
る
）「
蒙
古
奥
地
の
風
物

と
民
情
の
一
斑
を
博

へ
」
や
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
讀
者
は
こ
の
調
査
旅
行

そ
の
も
の
に
興
味
を
抱
く
と
共
に
そ
れ

ら
の
風
物
と
民
情
ｂ
殊
に
蒙
古
人
と
漢

人
と
の
関
係
、
又
漢
人
農
民
の

「
驚
く

ば
か
り
強
靱
な
粘
着
力
」
あ
ら
ゆ
る
困

難
な
條
件
と
同
ひ
つ
ヽ
「
な
ほ
も
不
屈

不
携
、
獣
々
と
し
て
故
里
を
遠
く
離
れ

た
異
境
の
地
で
、農
耕
に
働
ん
で
ゐ
る
」

姿
を

一
四
八
頁
や
二
五
四
頁
に
見
、
千

佛
洞
に
開
す
る
Ｒ

●
ペ
リ
オ
や
Ａ

●
ス

タ
イ
ン
の
こ
と
〔
一
五
頁
）、
蒙
古
地
同

の
こ
と
（
三
六
頁

又
は
蒙
古
馬
の
こ
と

（
二
三
六
頁

等
興
味
あ
る
題
材
を
随
所

に
見
出
す
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ら
の

内
で
も
私
の
興
味
深
く
讀
ん
だ
の
は
最

後
の

「
考
察
」
の
一
章
で
あ
る
。
こ
れ

は
旅
行
を
経
つ
て
後
種
々
そ
れ
に
つ
い

て
考
察
し
た
も
の
で
あ
つ
て
既
往
の
他

の
探
検
を
も
参
考
と
し
。
次
の
探
検
の

場
合

へ
の
助
言
等
を
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。昭

和
十
三
年
に
は
、
こ
の
書
に
も
あ

る
や
う
に
自
河
に
入
る
あ
た
り

「
英
図

旗
を
か
、
げ
た
孵
や
日
の
丸
の
ラ
ン
チ

が
盛
ん
に
往
き
茶
し
て
ゐ
る
。
さ
す
が

に
ユ
ニ
オ
ン
ジ
ヤ
ツ
ク
が
あ
ち
こ
ち
に

翻
つ
て
」
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
其
後
こ

の
書
の
刊
行
さ
れ
る
ま
で
に
は
世
界
は

急
激
な
憂
化
を
績
け
て
ゐ
る
ｏ

昭
和
十
八
年
六
月
　
脚
一文
堂
刊
行

除
員
撮
影
に
よ
る
篤
】県
八
葉
　
踏
査

行
程
地
同

一
葉
並
文
中
地
同
十
餘
。

賣
債
　
一二
　
園

（
此
書
の
紹
介
は
然
る
べ
き
人
に
依
頼

し
た
く
考

へ
て
ゐ
た
が
結
局
私
が
書

く
こ
と
に
な
り
遅
延
し
た
し

（
以
上
　
田
邊
主
計
）

X

X

X

7
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盲

員

通

信

ダ
ル
カ
ン
旗
包

北

田
　
正

三
厳ヽ
滅
ボ
〕‘

胡
風

一
掃
秋
色
の
朝
は
タ
ベ
に
は
厳

寒
と
な
る
。
此
所
グ
ル
カ
ン
旗
の
包
に

一
人
祀
國
の
山
友
諸
兄
の
決
戦
に
御
奮

団
を
所
る
。
二
旬
の
砂
漠
の
放
に
見
せ

キ
ス
カ
陣
中
薔
帳
よ
り

望

月

達

夫

。、メ″:

ヽ
ヽ′凛郷

"、
″

(中楓 ,ん
:寛絶 群れよ′枠

ま
ほ
し
き
は
我
恥
か
し
き
胡
姿
。
語
り

た
き
は
天
地
無
限
の
境
。
我
北
の
守
人

と
し
て
張
健
な
り
。
十

一
月
十
五
日

典
野
の
新
居
よ
り

濱

野
　
正

男

釜
々
寒
さ
厳
し
き
折
柄
皆
様
御
元
氣

の
事
と
存
じ
ま
す
。
小
生
此
の
度
下
記

の
住
所
に
韓
居
致
し
新
ら
し
い
人
生
の

一
足
を
踏
み
出
す
事
と
な
り
ま
し
た
。

今
後
共
よ
ろ
し
く
御
指
導
下
さ
る
様
お

願
ひ
致
し
ま
す
。
此
の
邊

一
帯
は
ま
だ

武
蔵
野
の
面
影
を
多
分
に
残
し
、
の
ど

か
な
里
と
い
つ
た
感
じ
の
虎
で
す
。

い

づ
れ
春
に
な
り
ま
し
た
ら
参
上
致
す
つ

も
り
で
居
り
ま
す
。

再
び
御
召
し
の
本
る
迄
は
充
分
に
山

に
於
て
鍛

へ
御
奉
公
を
充
分
出
来
る
様

心
掛
け
て
置
き
ま
す
。
先
づ
は
お
知
ら

せ
迄
　
敬
具

（
十
二
月
末
日
埼
玉
縣
興

野
町
三
七
〇
丸
山
方
に
て
）

千

島

陣

信

望

月

達

夫

御
健
勝
に
て
昭
和
十
九
年
の
新
春
を

御
迎
へ
の
事
と
思
ひ
ま
す
。
只
今
営
地

年
末
に
て
久
々
に
内
地
の
便
り
を
澤
山

も
ら
ひ
「
山
日
記
」
「
會
報

一
二
七
琥
」

た
し
か
に
舞
受

い
た
し
ま
し
た
。
御
證

申
上
げ
ま
す
。
共
に
内
容
を
じ
つ
く
り

拝
見
の
上
又
何
か
申
上
げ
魔

い
と
思
ひ

ま
す
。
小
生
依
然
元
氣
旺
盛
に
過
し
を

り
ま
す
故
何
卒
御
安
心
下
さ
い
。
時
を

り
訪
れ
る
猛
吹
雪
の
後
に
は
波
状
雪
を

か
ゞ
や
か
し
た
寒
國
の
晴
天
も
巡
つ
て

来
ま
す
。
ス
キ
ー
に
向
く
斜
面
も
多
く

ス
キ
ー
も
手
近
に
あ
り
ま
す
が
色
々
な

関
係
で
ま
だ
ゆ
つ
く
り
滑
つ
て
居
り
ま

せ
ん
。
そ
の
中
出
来
る
の
を
柴
し
か
に

し
て
ゐ
ま
す
。
土
曜
の
午
後
が
つ
ぶ
れ

て
虎
ノ
門
も
淋
し
い
と
か
、
之
も
決
戦

色
の
一
つ
で
せ
う
。
御
健
団
を
所
り
ま

す
。
會
員
各
位
に
よ
ろ
し
く

（
塚
本
宛

私
信
よ
り
）

比

島

通

信

月
原
　
俊

二

「
山
岳
」
第
二
十
七
年
の
一
脱
受
取
り

ま
し
た
。
ほ
ん
と
に
嬉
し
い
。
ク
リ
ス

マ
ス
も
日
前
に
盗

へ
て
あ
る
と
い
ふ
の

に
加
給
品
の
蚊
収
線
香
を
焚
き
乍
ら
牛

分
程

一
夜
に
讀
ん
だ
。

讀
む
に
つ
け

「
山
岳
」
の
た
め
に
何

か

一
筆
と
思
ふ
の
だ
が
、
軍
務
の
傍
ら

で
容
易
な
事
で
は
な
い
。
會
員
邁
信
が

せ
い
一
杯
の
と
こ
ろ
。
島
の
山
に
も
作

戦
命
令
で
も
出
な
い
以
上
は
容
易
に
一

兵
卒
と
し
て
登
攀
は
お
ろ
か
、
山
麓
巡

り
す
ら
綱
来
な
い
。
Ｍ
島

の
ア

ポ
．
山

（
二
九
五
五
米
突
）
の
頂
に
山
靴
の
跡
を

印
す
る
の
は
何
時
か
。
ま
た
誰
で
あ
ら

う
。　
一
日
も
早
く
科
學
登
攀
隊
の
結
成

さ
れ
ん
事
を
切
望
し
て
止
ま
な
い
。

比
島
の
七
千
餘
の
島
々
に
も
、
山
稜

に
も
、
何
か
し
ら
遠

い
音
よ
り
費
が
蔑

さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
て
な
り
ま

せ
ん
。

タ
ー
ル
湖
心
に
浮
ぶ
ボ
ル
カ
メ
火
山

（
世
界
最
低
百
〇
五
米
）
に
は
未
だ
に
科

學
の
メ
ス
ど
こ
ろ
か
、
渡
鳥
さ
へ
恐
れ

ら
れ
て
ゐ
る
簿
説
の
火
山
島
な
ど
あ
り

迷
信
の
邦
と
昔
よ
り
謂
は
れ
た
ゞ
け
に

幾
多
斯
様
な
同
碑
簿
説
が
山
々
ご
と
に

存
す
る
こ
と
ヽ
思
は
れ
る
。
今
迄
の
奎

表
物
に
は
民
俗
學
的
に
も
見
る
べ
き
も

の
が
妙

い
。
こ
の
方
面

へ
権
威
者
の
活

澱
な
進
出
が
望
ま
し
い
。

十
六
年
各
の
ス
キ
ー
季
の
頃
は
リ
ン

ガ
エ
ン
湾
の
僻
村
で
裸

一
つ
で
作
業
に

従
事
し
、
雪

へ
の
想
ひ
は
と
く
け
し
飛

ん
で
ゐ
た
。
そ
し
て
十
七
年
の
各
、
十

八
年
の
各
の
舞
蔓
を
目
前
に
迎

ヽ
ん
と

し
て
ゐ
る
。

雪
の
な
い
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
を
迎
ヘ

る
事
二
た
び
、
ど
う
や
ら
雪

へ
の
感
鯛

と
自
信
を
失
ひ
か
け
て
ゐ
る
や
う
な
氣

で
一
杯
で
あ
る
。

比
島
よ
り
日
本
の
岳
友

へ
賠
る
唯

一

の
も
の
は
マ
ニ
ラ
ロ
ー
プ
で
あ
ら
う
。

聴
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
の
族
に
お
供
す
る
の

も
近
き
将
来
で
あ
ら
う
ｏ

さ
れ
ど

″

い
く
さ
日
々
ま
さ
に
苛
烈
灼
く
る

海
″
南
海
に
中
央
大
手
洋
に
激
突
戦
展

開
さ
れ
、
敵
救
度
の
反
攻
に
功
を
奏
せ

ず
と
は
い
へ
、
そ
の
蔭
に
数
多
散
華
せ

ら
れ
た
る
皇
軍
購
兵
の
血
ぬ
ら
れ
し
武

8
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ア
ー
ル
ベ
ル
グ

ス
キ
ー
術
　
高
橋
次
郎

著
日
李
の
ス
キ
ー
術
　
　
　
高
桁
次
郎
著

正
統
派
ス
キ
ー
術
　
高
橋

，
千
家
共
著

】〕
０

，
コ
‐〔′Ｏ
Ｆ
５
０】餞
０『
〕
―
日）
０『　
フ
ハ
０
鮎
ｏ
「‐

目
ｏ
∽
２
■
′「
，ニ

∽
″
【ｒ
ゴ
【Ｏ
目
】ド
　
ド
⑭
】
Ｏ
”　
μ
Ｏ
い
”
・

懺
Ｆ
ｏ
ω
■
■
∽ｒ
∽
だ
い
Ｋ
．ｏ
”
【　
い
Ｏ
ｏ
ド

澤
Ｏ
Ｎ
０

以
上
　
加
納

一
郎
氏

會

員

消

息

浦
松
佐
美
太
郎
氏
　
鍍
山
統
制
會
理

事
、
秘
書
役
）
総
務
部
次
長
余
務
と
な

る
。黒

田
孝
雄
氏
　
さ
き
に
帰
還
し
た
同

氏
は
東
紳
倉
庫
経
理
課
長
に
新
任
。

戸
田
宗
吉
氏
　
日
本
ア
ス
ペ
ス
ト
株

式
會
祗
庶
務
課
長
に
新
任
。

長
屋
敏
郎
氏
　
桐
上
高
工
教
授
よ
り

大
東
亜
錬
成
院
錬
成
官
に
韓
任
、
更
に

陸
軍
司
政
官
に
任
ぜ
ら
る
。

余
松
學
氏
　
大
東
亜
省
調
査
官
よ
り

運
輸
通
信
省
鐵
道
線
局
総
務
課
勤
務
に

韓
任
。

園
山
徳
二
郎
氏
　
鹿
島
組
よ
り
軽
金

属
統
制
會

へ
韓
任
。

小
野
　
庸
氏
　
陸
軍
々
唇
少
尉
に
任

官
、
軍
警
學
校
に
入
學
。

本
多
紀
元
氏
　
軍
需
省
燃
料
局
酒
精

部

へ
韓
任
。

高
橋
英
次
氏
（
東
京
雪
嶺
會
代
表
者
）

今
般
召
集
解
除
横
山
工
業

へ
婦
任
。

西
堀
榮
二
郎
氏
　
博
研
入
院
療
養
中

の
虎
十
二
月
下
旬
全
快
退
院
。

山
岳
研
究
講
座
０
會
員

割
引
に
就
て
心
知
ら
せ

本
會
闘
西
支
部
編
の
山
岳
研
究
講
座

２

（
各
山
篇
）
が
奮
各
朋
文
堂
か
ら
刊

行
さ
れ
ま
し
た
が
、
會
員
各
位
の
御
便

宜
の
鶯
左
の
通
り
割
引
し
て
お
頒
ち
致

し
ま
す
か
ら
御
入
用
の
方
は
何
卒
御
申

込
下
さ
い
。

内

　

容

北
と
南
　
　
　
　
今
西

錦
司

積
雪
と
氷
河
　
　
　
田

中
　
薫

雪
中
露
曽
　
　
　
開
根

吉
郎

ス
キ
ー
術
の
襲
遷
　
水
野
詳
太
郎

登
山
に
於
け
る
ス
キ
ー
術

の
慮
用
　
　
　
　
麓

田

周

〓

山
伏
修
臓
の
山
　
　
大

件
　
茂

Ｂ
６
判
二
六
〇
頁

責
慣
二
園
三
十
錢

申

込

　

【二
　
月

申
込
先日

本
山
岳
合
開
西
支
部

富
　
田
　
幹
　
事

（
大
阪
市
北
Ｅ
堂
島
上

一
丁
目
大
阪

貯
蓄
銀
行
三
階
）

な

る
べ
く
篤
替
途
金

の
事

筒
振
替
貯
金
で
途
金
な
さ
る
方
は
振

替
料
金
十
錢
を
お
忘
れ
な
′ヽ
加
算
の
事

振
替
大
阪
五
五
九
二
０
番

中
會
員
割
引

二

　

回

（
途
料
共
）

山
日
記
賣
切
ね

二
六
〇
三
年
山
日
記
は
十

一
月

漸
く
発
賣
さ
れ
た
旨
を
先
琥
で
御

瓶
知
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
本
會

一

取
扱
分

一
千
部
は
既
に
豫
約
で

一
．

杯
の
状
態
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
装
賣
が
ひ
ど
く
後
れ
ま
し
た
篤

に
豫
約
し
た
方
々
の
う
ち
多
く
の

出
征
者
其
他
の
不
在
者
を
生
じ
た

の
と
、
今

一
つ
會
員
割
引
が
不
許

可
と
な
つ
て
既
納
代
金
で
は
不
足

を
生
ず
る
事
と
な
り
ま
し
た
の
で

其
機
會
に
解
約
し
た
人
も
幾
分
生

じ
ま
し
た
の
で
も
其
虎
に
幾
分
の

餘
裕
を
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
の
分
も
既
に
賣
切
れ
と
な

つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
人
手
出
木

な
か
つ
た
方
々
に
は
誠
に
お
気
の

毒
に
存
し
ま
す
が
残
行
元
に
も

一

部
も
あ
り
ま
す
ん
の
で
何
と
も
仕

様
が
あ
り
ま
せ
ん
。

街
新
し
い
暦
を
改
め
て
作
成
し

て
御
途
り
し
ま
す
か
ら
御
入
用
の

方
は
申
込
み
下
さ
い
。
こ
の
方
は

郵
迭
費
五
錢
を
切
手
で
お
途
り
願

ふ
事
に
し
ま
し
た
が
こ
れ
は

一
枚

五
錢
と
い
ふ
意
味
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
経
め
て
申
出
の
力
で
も
五

錢
で
結
構
で
あ
り
ま
す
。

筒
十
九
年
暦
は
早
速
作
つ
て
今

頃
は
お
途
り
出
来
る
豫
定
で
居
り

ま
し
た
虎
本
暦
が
手
に
入
ら
な
い
一

の
で
、
遂
お
そ
く
な
つ
て
し
ま
ひ
竜

し
た
が
、
今
少
し
お
待
ち
下
さ
い

出
来
次
第
お
途
り
致
し
ま
す
。

登 山 家 の た め の 山 岳 書 庫

（
小
店
の
常
備
販
賣
〕

○

日

本

山

岳

會

刊

行

書

○

山

■
漢

谷

祗

刊
行

書

○

朋

文

堂

山

岳

専

門

書

○

愛

岳

家

憧

憬

書

多

種

○

参

謀

本

部

稜

行

地

固

○
山
岳

映
圭
四
會

切
符

取
扱

東
京
唯

一
の
山
岳
書
専
門
店

全
日
本
各
登
山
園
体
御
用

山

の

家

書

店

(所)

日
本
山
岳
會

會

東
京
都
本
所
Ｅ
厩
橋
三
丁
目
二
十
七
番
地

（都
電
吾

妻

橋

一
丁
目
Ｉ
車
南

へ
一
丁
）

振
替

口
座

東
京

一
〇

三
〇

六
〇
番

員

安

藤

　

武
タ

ク

ラ

11



129

編
　
輯
　
後
　
記

會
報
の
編
輯
は
本
琥
か
ら
田
邊
氏
の

手
を
離
れ
、
小
野
幸
氏
に
よ
つ
て
行
は

れ
る
事
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
小
野
氏
の
依
頼
さ
れ
た
原
稿
は
未

だ
入
手
す
る
に
到
ら
ず
、
結
局
こ
の
琥

の
原
稿
は
全
部
田
邊
氏
に
よ
つ
て
集
め

ら
れ
た
も
の
で
編
輯
さ
れ
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
原
稿
を
小
野
氏
に
よ
つ

:山 と 漢 谷
岳 雑誌 として倍々重きを加ヽ、更

第83読 出
真を 有す

塚本間治警、
篇。原色1坂 口
二 月中旬残賣

来っ創刊以来十五年の歴
る本誌は決峨下唯一の山

に今回用紙増配の特典に浴した篤、従来人手難の讀苦はこの際書店豫約、
又は直接小帷御注文頭ヽれば御人手出来ます。(l部 70選 8年 返4。 2o)

川崎隆章編 .祀國山岳美の高貴を
博へ、或は戦ふ銃後の山村を描 く
散文入り詩集本文二色刷原色版ロ

棺 ケ 岳 へ :

:…
……

二I…
…
:I… lT:…

…
1 川崎隆章編ぅ名家山岳随筆集。百名家合筆の詩.

: 1裏L(た け )1歌 、句、結も文に由る山の再現 原色版口縮入りゝ
:___■■_……:三二Ⅲ…1 大好評嚢賣中 (書便 3.80途 .15)

澤 山 塊 :

塚本間治著 。日本山岳窟員書第六
篇。原色版口給入り、四月中旬費
賣 (賣便  2。 62途 。12)

: ‐ _

: 』ユド 斉' 頌 :

藤本九二著、石井鶴
下岳人の戦意を昂め
随想九篇に新作詩四

質 コツ トン紙使用 。日下麦賣中 (賣便 2.93邊 。15)

城 の 四 季
猪谷六含雄著.A5サ llァ ー ト刷に
上州の名山赤城の四季の名篤員を
展開した待望の豪華版にて,志賀
の随想を盛 る。二月中旬刊行●

日本山岳黛直書第五
結 へり、大好評再版
(賣日 2.50途 08)

戦
説
上

決
論

ｏ

もし
ふ

慎
下
加

装
書
を

三
る
篇

直哉。
(責便

里見
6.00

淳 長典善郎s開 口泰四植威
途 ・20)

:上 越 國 境
|

解書。四月 ド旬甕賣 (書便 262途

塚本間 1台著 、日本山岳富員書第七
篇、原色 版 口結 入り、中村謙氏
解説 と文に依 る上越國境全域の詳

12)

山 岳 渇 仰
中村青太郎著、原色版口縮二葉、
序小島烏水 ,木暮理太郎、跛田部
重治、装帳著者、山岳の1中聖を給

と文に出り描 く中村氏の虎女作愈々成る°
四月 ド旬刊行。(賣 贋4.00途 .30)

☆本社出版1:勿 は書店申込み又は直接本祗へ・ 山漢出版月報進塁★

東 京 都 芝 匡
田 村 町 6-4 山 と 漢 谷 祗 轟黎 :01麟

て
割
付
を
行
ひ
、
最
後
の
〆
め
く
ヽ
リ

を
私
が
致
し
ま
し
て
漸
く
此
虎
に
お
手

許
に
届
け
得
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん

な
久
第
で
、
編
輯
者
の
苦
勢
は
容
易
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

會
報
を
少
し
で
も
よ
く
し
ま
す
篤
に

出
来
る
だ
け
多
く
の
原
稿
を
執
筆
下
さ

る
や
う
會
員
各
位
に
改
め
て
お
願
ひ
す

る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

（塚
本
繁
松
）

昭
閣
十
九
年
二
月
二
十
三
日
印
刷
納
本

昭
和
十
九
年
二
月
二
十
五
日
撥
　
　
行

頒
債

⑤

二

十

錢

日
本
山
岳
會
内

編
輻
者

田

邊

主

計

猶
行
者

象

本

繁

松

東
京
都
芝
匡
琴
不
町

一
（
不
二
屋
ビ
ル
）

装

行

所

離
畑

日

本

山

岳

會

電

（
芝
υ

一
六
四
九

振
替
質
京
四
八
二
九

僧
員
番
脱
　
二
三
二
〇
三
三

東
京
都
耐
田
匠
佐
久
間
町
三
ノ
三
七

印

刷

所

鍬
献

文
唱
堂
印
刷
所

電
話
下
谷
田
六
七
九
五

會
員
番
競
　
東
東
三
三
一
七

東
京
都
諄
田
匡
淡
路
町

配
給
元

日
本
出
版
配
絡
株
式
會
離

キ
ス
リ
ン
グ
型

（Ｅ
式
）

ル

ッ

タ

ザ

ッ

タ

御
手
元
に
あ
る
布
地
御
持
参
に
な
れ
ば

御
調
製
申
上
げ
ま
す

山

と

ス

キ

ー

具

専

門

東

都

最

古

の

専

門

店

東
京
都
紳
田
Ｅ
紳
保
町
三
ノ
一
（専
修
大
學
電
停
前
）

片
桐

テ

ン
ト
登

山
具

店

店

主

片

桐

盛

之

助

電

話

九

段
側

≡

三

〇
番

振
替
口
座
東
京
九
一
一
人
四
番

12

り

山 岳 詩 集
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