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高
瀬
川
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俣
よ
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上
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内
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出
る
記

濱

谷

泰

次

郎

昨
年
に
懲
う
た
の
で
、
本
年
は
豫
め
電
報
を
以
て
封
山
館

へ
案
内
の
事
を
頼
ん
で
置
い
た
の
だ
が
、
相
互
の
電
報
の

の
延
着
や
電
文
の
誤
の
篤
め
に
、
途
に
要
領
と
得
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
行
け
ば
ど
う
に
か
な
る
だ
ら
う
と
思
つ
て
、
大

正
八
年
七
月
十
五
日
の
終
列
車
で
大
阪
を
出
螢
す
る
、
同
行
者
は
含
員
の
土
井
達
雄
君
。

七
月
十
六
日
。
未
明
名
古
屋
で
中
央
線
に
乗
換
へ
、
美
濃
を
経
て
信
州
に
入
る
。
天
氣
ぼ
思
ほ
し
く
な
い
が
、
降
る

程
で
も
な
い
か
ら
さ
の
み
心
配
も
し
な
か
つ
た
。
途
中
車
窓
か
ら
駒
ケ
岳
と
御
嶽
の
ご
部
が
見
ら
れ
た
。

大
阪
か
ら
大
町
へ
行
く
に
は
汽
車
の
時
間
の
都
合
が
順
る
悪
い
。
下
開
か
ら
末
る
東
京
行
の
混
み
合
つ
た
終
列
車
に

乗
ら
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
途
中
で

一
泊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夫
に
松
本
で

，
ま
く
信
濃
鐵
道
に
接
績
せ
ず
、

暑
い
最
中
に
費
す
松
本
市
の
三
時
間
は
頗
る
永
い
。
漸
く
午
後
四
時
の
汽
車
に
乗
込
ん
だ
と
思
へ
ば
、
車
掌
や
運
韓
手

の
喫
煙
や
雑
談
の
角
に
、
二
十
分
や
三
十
分
は
不
氣
で
遅
れ
る
、
之
は
勿
論
今
日
に
限
つ
た
課
で
は
な
い
、
是
迄
度
々

経
験
し
た
所
で
あ
る
、
も
少
‥′^乗
客
の
身
に
も
な
つ
て
考
え
て
貰
ひ
た
い
も
の
で
あ
る
。
七
時
に
当
山
館
へ
着
く
と
‘

憧
太
郎
君
は
意
外
の
面
持
で
、

「
電
報
で
案
内
者
の
な
い
事
と
御
断
多
し
た
の
で
す
が
」

と
い
ふ
。
勿
論
私
は
遅
く
と
も
十
五
日
の
朝
迄
に
着
く
筈
の
返
事
の
電
報
が
家
な
か
つ
た
の
で
、
途
に
待
ち
切
れ
ず
じ

て
や
つ
て
家
た
の
で
あ
る
か
ら
、
私
の
方
が
悪
い
の
で
あ
る
が
や
Ｕ
を
得
な
い
。
私
の
豫
定
は
高
瀬
の
難
を
湖
夕
、
湯

俣
か
ら
滝
華
―
，
こ
出
ご
、
立
山
山
脈
を
尾
根
博
ひ
に
創
迄
行
く
の
で
あ
る
が
、
案
内
者
は
如
何
し
て
も
都
合
を
つ
け
る
事

が
出
来
な
い
と
云
ス
の
で
、
致
し
方
が
な
い
。
尤
も
十
九
日
に
な
れ
ば
、
紳
戸
の
飯
島
一職
画
面
氏
の
上
行
が
、
略
私
と

０
高
灘
川
湯
俣

よ
り
上
河
内
に
出
る
記
　
　
演
谷

(143)



行 機 月 1興 年 九 正 大

○
再
瀬
川
湯
操
よ
り
上
河
内
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濱
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同
じ
道
を
五
色
ケ
原
迄
行
か
れ
る
の
で
、
其
案
内
者
と
し
て
又
吉
が
行
く
か
ら

一
緒
に
つ
い
て
行
つ
て
は
如
何
と
の
事

で
あ
つ
た
。
然
じ
山

へ
静
か
に
遊
び
に
な
た
私
共
は
、
始
か
ら
終
う
迄
餘
う
大
勢
で
山
登
ウ
を
す
る
の
も
本
意
で
は
な

い
か
ら
、
豫
定
を
愛
更
し
て
高
瀬
か
ら
違
華
迄
飯
島
氏

一
行
の
御
件
を
す
る
事
と
し
、
夫
か
ら
鎌
尾
根
惇
ひ
に
槍
を
経

て
上
河
内

へ
出
る
事
に
し
た
。
湯
俣
か
ら
蓮
華
迄
は
叉
吉
が
居
る
し
、
夫
か
ら
上
河
内
迄
は
私
も
三
四
年
前

一
度
通
つ

た
道
で
あ
る
か
ら
、
人
夫
が
少
し
位

ヘ
ボ
で
あ
つ
て
も
、
大
し
た
暴
ら
し
に
さ
へ
出
逢
は
な
け
れ
ば
、
大
丈
夫
行
け
る

と
云
ふ
自
信
が
あ
つ
た
。

夫
に
し
て
も
十
七
日
の
竿
日
と
十
八
日
の
一
日
と
、
ポ
ン
ヤ
リ
大
町
で
過
す
の
も
つ
ま
ら
な
い
か
ら
と
思
つ
て
、
十

七
日
の
正
午
の
自
働
車
で
四
家
に
行
き
、
白
馬

へ
登
つ
た
。
白
馬
登
山
の
道
は
、
以
前
に
較
ぶ
れ
ば
餘
程
よ
く
な
つ
て

居
る
様
だ
し
、
叉
白
馬
尻
と
頂
上
と
の
小
家
も
改
築
さ
れ
て
、
防
寒
共
や
三
度
の
食
事
ぐ
ら
い
に
は
不
自
由
が
な
い
と

云
ふ
の
で
、
案
内
者
な
し
に
登
る
。
始
め
て
の
人
で
も
彗
鉢
か
ら
上
で
霧
さ
へ
な
け
れ
ば
、
何
等
の
心
配
も
な
し
に
頂

上
を
極
め
る
事
が
出
な
る
で
あ
ら

，
。
大
町
四
家
問
自
働
車

一
時
間
張
（
一
回
五
十
餞
）。
四
家
二
俣
間
五
十
分
。
二
股

白
馬
尻
間
二
時
間
年
。
自
馬
尻
頂
上
小
家
間
三
時
間
張
乃
至
四
時
間
。

高

瀬

川

を

遡

る

七
月
十
九
日
。
曇
、
雨
。
起
き
て
見
る
た
餘
う
思
は
し
い
天
氣
で
は
な
い
、
然
し
飯
島
氏
一
行
が
出
残
さ
れ
る
と
云

ス
の
で
、
九
時
過
に
族
装
を
整
へ
て
人
夫
の
清
水
、
金
原
、
吉
井
の
三
人
を
つ
れ
て
出
獲
す
る
。
立
山
や
高
瀬
の
谷
ヘ

向
つ
て
出
立
す
る
客
が
五
六
組
も
あ
る
の
で
、
朝
の
封
山
館
の
混
雑
は
一
通
り
で
は
な
い
。
常
日
高
瀬
へ
入
る
組
は
、

我
々
二
細
と
鳥
帽
子
か
ら
槍
へ
行
か
れ
る
中
山
。
若
林
二
氏
の
一
行
と
で
、
客
が
七
人
に
入
夫
が
十
四
人
、
総
勢
二
十

一
人
の
口
騰
が
高
瀬
の
左
岸
に
沿
ふ
て
湖
る
。

雲
が
多
い
の
で
山
と
云
ふ
山
は
悉
く
見
え
な
い
、
夫
に
妙
に
蒸
暑
く
つ
て
苦
し
い
事
彩
し
い
。
夫
で
も
久
し
ぶ
う
で
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「初

鹿
島
川
や
籠
川
の
美
し
い
水
を
見
て
、
何
と
も
云
へ
な
い
爽
快
な
氣
分
に
な
る
。

一
行
は
後
に
な
う
先
に
な
う
し
て
、

経
濃
き
高
瀬
の
谷
を
奥

へ
奥

へ
と
進
む
だ
。
葛
の
湯
迄
三
里
の
道
は
平
且
砥
の
如
く
頗
る
果
で
あ
る
。
山
に
懸
つ
て
居

る
雲
が
薄
ら
い
で
山
が
見
え
そ
う
に
な
る
か
と
思
ふ
と
、
忽
ち
前
よ
♭
も
濃
い
雲
で
包
曖
れ
て
了
ふ
。
小
雨
が
降
り
出

し
て
又
間
も
な
く
“齊
れ
る
。
風
が
な
い
篤
に
草
い
さ
れ
で
相
営
に
暑
い
。
時
々
山
百
合
か
な
に
か
の
香
が
す
る
。
鉢
の

水
も
餘
り
冴
え
て
居
な
か
つ
た
。

「
上
流
に
硫
黄
澤
が
あ
る
篤
だ
」

と
誰
か
が
云
ふ
。
葛
ノ湯
で
蓋
食
を
す
政
し
て
十
二
時
過
に
出
稜
し
た
。
是
か
ら
四
五
日
人
間
界
か
ら
離
れ
る
の
で
あ

る
。葛

ノ湯
を
出
て
か
ら
は
道
も
稿
悪
く
な
つ
て
、
所
々
崖
崩
で
道
の
壊
れ
た
所
が
あ
る
、
そ
ん
な
所
に
は
丸
太
が
二
本

程
渡
し
て
あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
上
か
下
の
藪
を
廻
つ
て
横
切
る
。
是
で
大
雨
が
あ
れ
ば
引
返
す
事
も
出
来
な
く
な

る
の
が
一。

「
危
瞼
Ｅ
域
の
第

一
歩
に
踏
込
ん
だ
の
だ
」

と
心
細
い
叫
が
聞
え
る
、
釣
橋
が
二
つ
あ
つ
て
、
道
は
右
岸
に
移
り
再
び
左
岸
へ
戻
る
。
雨
岸
の
山
は
可
成
急
で
狭
哉

つ
て
居
る
。
流
れ
に
滑
ふ
た
森
林
も
深
い
。
時
々
激
し
い
雨
が
降
る
、
降
る
な
ら
ば
今
日
中
に
う
ん
と
降
れ
ば
よ
い
。

降
る
で
も
な
し
晴
れ
る
で
も
な
し
で
、
山
の
少
し
も
見
え
な
い
様
な
天
氣
は
、
山
登
う
に
は
大
の
禁
物
で
あ
る
。
不
動

澤
の
落
口
に
在
る
不
動
瀑
は
、　
一
寸
し
た
瀑
で
は
あ
る
が
、
水
が
濁
つ
て
居
る
の
で
威
じ
が
悪
い
。
叉

一
し
き
う
森
を

抜
け
る
と
濁
澤

へ
出
る
、
此
澤
の
水
も
名
の
如
く
濁
つ
て
居
る
、
当
岸
に
砂
防
工
事
の
事
務
所
が
あ
る
、
木
造
の
小
家

で
三
室
あ
つ
て
、
昼
も
敷
い
て
あ
れ
ば
一量
所
も
あ
る
、
又
便
所
さ
へ
も
あ
つ
た
。
新
築
で
あ
る
か
ら
割
合
に
美
し
い
。

然
し
誰
も
人
は
居
な
い
．）
ｂ
蔭
で

一
行
二
十

一
名
は
夢
回
か
な
る

一
夜
を
過
す
事
が
出
来
た
。
葛
温
泉
よ
う
二
里
張
。

大
町
よ
う
此
所
迄

一
日
の
行
程
と
し
て
は
頗
る
容
易
で
あ
る
、
私
達
の
着

い
た
の
は
午
後
五
時
十
五
分
で
あ
つ
た
。
高

○
高
瀬
川
湯
俣
よ
り
上
河
内
に
出
る
記
　
　
濱
谷
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瀬
の
水
も
餘
多
美
く
し
く
は
な
い
が
、
仕
方
が
な
い
の
で
夫
で
飯
を
煮
る
、
汁
も
作
る
。
然
し
相
営
に
甘
か
つ
た
。

此
小
家
は
高
瀬
の
本
流
と
濁
澤
と
の
出
合
の
南
画
の
墓
地
の
上
に
建
て
ヽ
あ
る
の
で
、
大
抵
の
水
で
は
流
さ
れ
さ
ラ

も
な
い
。
四
方
の
間
は
高
く
、
樹
が
黒
き
迄
茂
つ
て
居
る
。
霧
雨
で
針
葉
樹
の
給
が
ボ
ー
ツ
と
霞
ん
で
見
え
る
。
ま
る

で
墨
給
の
様
で
あ
る
。
自
分
の
息
が
白
く
見
え
る
、
陽
氣
も
凍
し
い
、
深
山
へ
来
た
と
云
ふ
威
じ
が
す
る
。
叉

一
し
き

り
雨
が
降
つ
た
，
氣
の
所
篤
か
高
瀬
の
水
の
音
が
高
く
な
つ
た
様
だ
。

夜
は
ト
ラ
ン
プ
や
雑
談
に
時
を
費
し
て
、
十
時
過
に
就
眠
し
た
。
賑
か
な
山
の

一
夜
で
あ
つ
た
。

七
月
二
十
日
。
時
、
少
雨
）
起
き
て
見
る
と
快
騰
で
、
淡
い
霧
が
山
に
吸
取
ら
れ
る
様
に
浦
え
て
行
く
。
冷
い
澤
水

で
顔
を
洗
つ
て
、
思
ふ
存
分
山
の
霊
氣
を
吸
ふ
、
頭
の
中
が
は
つ
き
０
し
て
身
鎧
が
引
じ
峻
つ
て
来
る
。
昨
日
の
模
様

で
は
今
日
は

一
日
滞
在
と
諦
め
て
居
つ
た
の
で
あ
る
が
、
朝
に
な
つ
て
拭
が
如
き
青
基
を
見
た
時
の
嬉
し
さ
、

一
同
は

小
踊
う
す
る
迄
に
慌
ん
だ
。

午
前
八
時
三
十
分
出
螢
。
中
山
若
林
二
氏
の
一
行
は
、
山
毛
欅
立
尾
根
を
登
つ
て
鳥
帽
子
か
ら
槍

へ
、
私
達
は
筒
も

高
瀬
の
本
流
に
滑
う
て
上
流
へ
。
道
は
割
合
に
栞
だ
。
所
々
一
寸
登
つ
た
ら
降
つ
た

，
す
る
だ
け
で
、
殆
ど
爪
先
登
ク

の

一
方
で
あ
る
。
流
れ
に
溜
ス
た
森
の
道
を
十
町
程
行
く
と
釣
橋
が
あ
る
、
壊
れ
て
は
居
な
い
が
大
勢

一
度
に
通
る
と

＃
Ｊ

と
云
ふ
の
で
、　
一
人
宛
渡
つ
た
。
下
は
さ
し
て
深
く
も
な
い
が
、
踏
板
が
腐
つ
て
居
る
所
も
あ
る
の
で
、
皆
が
渡

ぁ
丁
る
迄
に
は
相
営
の
時
間
を
要
し
た
。
夫
か
ら
流
れ
の
右
岸
を
進
む
乙
と
七
八
町
で
、
惇
兵
衛
小
家
に
達
す
る
し
乙

ん
な
汚
い
小
家
に
泊
る
よ
う
は
野
宿
す
る
方
が
ど
の
位
清
潔
で
心
地
が
よ
い
か
知
れ
な
い
。

天
氣
は
よ
し
陽
氣
も
凍
し
く
、
景
色
も
亦
悪
く
は
な
い
か
ら
、　
一
行
頗
る
元
氣
が
よ
い
。
小
家
か
ら
少
し
行
く
と
左

へ
入
る
道
が
あ
る
、
東
澤
の
方
へ
行
く
道
で
、
中
房

へ
も
出
ら
れ
る
そ
う
で
あ
る
ｏ
然
し
中
房
迄
の
道
の
有
無
は
知
ら

な
い
。
筒
も
漢
流
に
浩
ふ
て
進
む
と
、
や
が
て
東
澤
を
過
ぎ
て
、
幾
程
も
な
く
漢
咋
の
小
さ
な
手
に
達
す
る
、
樹
立
の

少
な
い
地
面
に
は
柔
か
な
書
が
生
へ
て
居
て
、
野
宿
に
は
持
つ
て
家
い
の
場
所
で
あ
る
。
樽
兵
衛
小
家
か
ら
幾
里
程
家
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た
か
忘
に
て
し
曖
つ
た
が
、
兎
に
角
大
町
を
も
つ
と
早
く
立
つ
て
、
道
草
を
餘
・多
く
は
な
け
れ
ば
此
所
迄

一
日
で
達
す

る
事
が
出
木
る
と
思
ふ
。
・道
は
叉
茂
み
に
入
つ
て
行
く
、
下
草
が
多
く
て
道
は
細
い
が
昨
目
よ
り
も
楽
で
あ
る
。
雨
岸

の
山
は
依
然
と
し
て
高
く
、
樹
も
亦
茂
つ
て
居
る
。
鉢
の
屈
折
は
割
合
に
少
な
く
、
流
れ
も
左
程
急
で
は
な
い
。
漢
畔

の
深
林
は
相
憂
ら
ず
美
く
し
い
。
日
光
が
河
原
の
石
に
反
射
し
て
白
く
輝
く
。
少
し
暑
く
な
つ
て
家
た
。
然
し
休
ん
で

居
る
と
直
ぐ
寒
く
な
る
ｃ

午
後
十
二
時
年
湯
俣
水
俣
の
出
合
へ
着
い
た
。
今
迄
の
樹
木
の
茂
つ
た
美
し
い
漢
流
が
急
に
畳
つ
て
、
岩
許
う
の
凄

い
峡
谷
と
な
る
。
右
手
の
湯
俣
は
す
ぎ
哉
じ
い
赤
褐
色
の
裸
々
た
る
鉢
で
、左
の
水
俣
は
暗
褐
色
の
凄
絶
な
鉢
で
あ
る
ｏ

高
瀬
の
女
耐
の
様
な
美
し
い
鉢
か
ら
、鬼
の
住
家
に
で
も
辿
多
着
い
た
様
な
氣
が
し
た
。
濁
か
ら
樽
兵
衛
小
屋
迄
竿
里
。

小
屋
か
ら
此
虎
迄
三
里
で
あ
る
と
い
ふ
。

湯
俣
か
ら
割
物
澤

へ

出
合
で
申
食
を
す
ま
し
た
。
湯
俣
の
水
は
硫
黄
臭
い
が
水
俣
の
方
は
美
し
く
て
甘
い
。
午
後

一
時
年
出
螢
。
水
俣
に

架
し
て
あ
る
丸
木
橋
を
渡
つ
て
、湯
俣
の
鉢
へ
入
つ
た
。
道
は
全
く
な
く
、漢
眸
の
歩
き
よ
さ
そ
う
な
所
を
行
く
。
少
し

行
く
と
温
泉
が
あ
る
、
湯
花
の
大
き
な
塊
も
あ
る
。
此
邊
か
ら
奥

へ
は
七
八
年
も
家
た
人
が
な
い
と
叉
吉
が
話
し
た
。

流
れ
は
急
で
あ
る
。
両
岸
は
絶
壁
で
樹
も
頗
る
少
な
い
。
河
原
が
歩
け
な
く
な
る
と
川
を
渡
る
の
で
あ
る
が
、
頗
る

深
い
の
で
腰
の
邊
迄
濡
れ
る
。
次
は
絶
壁
だ
。
其
裾
の
方
の
岩
の
隙
間
や
癌
を
手
が
ゝ
♭
足
が
ゝ
う
と
し
て
、
辛
く
し

て
瓶
過
し
了
る
と
又
川
の
中

へ
追
ひ
下
さ
れ
る
、
夫
が
済
む
と
今
度
は
叉
崖

へ
追
ひ
上
げ
ら
れ
る
の
赤
壁
を
宮
守
が
這

つ
て
居
る
様
に
し
て
岩
に
噛
う
つ
き
な
が
ら
登
る
。
川
を
幾
同
渉
つ
た
か
、
絶
壁
に
幾
度
噛
り
付
い
た
か
は
覺
え
て
ゐ

な
い
。

一
同
は
順
る
緊
張
し
て
無
言
の
儘
進
ん
だ
。
叉
吉
は
先
達
ら
し
い
落
着
さ
を
以
て

一
行
の
先
へ
と
立
つ
た
。
徒

渉
か
ら
絶
壁
、
絶
壁
か
ら
徒
渉
と
我
々
の
行
進
は
妨
げ
ら
れ
た
。

ヘ
ポ
イ
人
夫
が
時
々
足
を
滑
ら
し
て
水
づ
か
う
に
な

○
高
瀬
川
湯
操
よ
り
上
河
内
に
出
る
記
　
　
濱
谷
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つ
た
り
、
崖
か
ら
落
ち
た
ぅ
す
る
、
幸
ひ
大
し
た
負
傷
者
も
な
か
つ
た
。

「俺
は
乙
ん
な
所
へ
は
三
度
と
家
な
ｒ
」

と
蒻
詈
を
吹
く
奴
も
あ
る
。

「
こ
れ
以
上
悪
け
り
や
通
れ
な
い
」

と
又
吉
が
云
ふ
。
私
避
は
登
夕
で
あ
つ
た
か
ら
ま
だ
よ
い
が
、
是
が
降
。９
で
あ
つ
た
ら
街

一
層
の
危
険
を
威
じ
た
で
あ

ら
う
ｏ

難
が
柑
開
け
て
右
手
か
ら
割
物
澤
が
合
流
す
る
、
湯
俣
の
奥
の
硫
黄
澤
の
谷
は
、
夏
に
瞼
阻
ら
し
く
思
は
れ
る
。
此

虎
か
ら
奥

へ
硫
黄
澤
を
湖
る
に
は
、
如
何
し
て
も
谷
を
行
け
な
い
所
が
あ
る
の
で
、
尾
根
を
越
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
ふ
。

塞
は
何
日
の
間
に
か
曇
っ
て
し
ま
っ
た
、
燕
か
ら
大
天
丼
へ
績
く
尾
根
が
見
２
る
、
割
物
澤

へ
入
る
と
直
ぐ
右
岸
の

河
原
に
二
個
の
天
幕
を
張
つ
た
。
午
後
六
時
過
ぎ
て
ゐ
た
。

出
合
か
ら
地
国
の
上
で
は

一
里
位
の
所
を
、
五
時
間
近
く
も
費
し
て
ゐ
る
。
途
申
非
常
に
悪
い
絶
壁
が
あ
つ
た
が
、

夫
を
通
ら
な
く
と
も
右
手
の
山
を
越
え
て
、
割
物
澤
の
も
つ
と
上
流
の
方
へ
出
ら
れ
る
と
の
事
で
あ
る
。
此
澤
は
出
水

の
度
毎
に
流
の
様
子
が
憂
る
の
で
、
時
に
は
割
合
に
業
に
通
れ
る
事
も
あ
る
と
又
吉
が
云
つ
た
。
割ヽ
物
澤
は
湯
俣
よ
り

水
が
少
な
い
か
ら
徒
渉
は
業
で
あ
つ
た
。
湯
俣
の
本
流
は
硫
黄
澤
で
あ
る
。

野
螢
の
場
所
は
狭
苦
し
い
上
に
、
下
は
岩
が
多
い
か
ら
樹
の
葉
を
充
分
に
敷
い
て
褥
と
し
た
。
私
達
が
天
幕
を
張
つ

た
後
、
少
雨
が
降
つ
た
が
間
も
な
く
歌
ん
だ
。
や
が
て
日
も
暮
れ
て
、
隣
の
飯
島
氏
の
天
幕
の
明
う
だ
け
が
晴
に
浮
出

し
て
見
え
た
。

七
月
二
十

一
日
。
晴
、曇
、少
雨
。
午
前
七
時
十
五
分
出
残
。
直
に
前
の
川
を
渡
つ
た
、
水
は
頗
る
冷
い
、
鉢
が
餘
Ｄ９

迫
つ
て
居
る
か
ら
岸
壁
を
標
ふ
所
が
多
い
。
尤
も
川
も
数
同
渡
つ
た
が
、
水
が
少
な
い
の
で
昨
日
に
較
べ
る
と
大
憂
柴
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で
あ
る
。
谷
の
色
も
赤
褐
色
か
ら
潮
次
友
白
色
に
憂
つ
て
、
河
原
も
次
第
に
廣
く
な
る
。
山
に
も
草
木
が
多
く
な
る
し

雪
も
近
い
。
澤
の
傾
斜
は
球
し
て
家
る
が
、
却
つ
て
歩
き
よ
く
な
る
。
や
が
て
左
か
ら
柑
大
き
な
澤
が
合
す
る
。
夫
か

ら
少
し
登
つ
た
所
で
早
い
が
第

一
回
の
書
食
を
つ
か
つ
た
。

鷲
笏
か
ら
赤
岳

へ
績
く
尾
根
や
、
兵
砂
岳
の
一
角
ら
し
い
所
も
見
え
る
、
右
か
ら
も
一
つ
澤
が
合
す
る
、
雪
漢
も
間
＾

近
く
な
つ
た
。

一
し
き
ｏ
虎
棋
の
藪
を
通
う
抜
け
る
と
雲
漢
だ
。
又
吉
は
赤
岳
と
鷲
筋
岳
と
の
釣
尾
根
に
向
つ
て
居
る

の
だ
と
云
ふ
、
然
し
磁
石
と
地
国
と
を
接
じ
て
考
へ
る
と
、ど
う
も
鷲
笏
か
ら
東
に
績
く
尾
根
に
登
つ
て
居
る
ら
し
い
ｏ

雪
漢
は
稿
急
に
な
つ
て
家
た
の
で
カ
ン
ジ
キ
を
穿
く
、
然
し
鳶
日
だ
け
で
も
登
に
な
い
事
は
な
い
。
叉
吉
等
は
雨
方
共

無
し
で
登
つ
て
行
く
。
雪
漢
を
登
う
切
る
と
高
山
植
物
の
草
原
に
達
す
る
。
鼓
で
第
二
同
の
豊
食
を
し
た
。
霧
が
捲
き

始
め
て
近
く
の
雲
田
や
小
さ
い
峰
が
馬
鹿
に
大
き
く
見
え
る
。
信
濃
金
梅
や
自
由

一
華
が
風
に
ヒ
ラ
、／
ヽ
と
ゆ
れ
る
、

蝶
が
飛
ん
で
居
る
様
だ
。
大
き
な
雪
田
の
左
手
の
花
の
険
い
て
ゐ
る
急
斜
面
を
養
る
と
、
間
も
な
く
尾
根
の
上
に
着
い

た
。
午
後
二
時
四
十
五
分
で
あ
る
。
尾
根
の
上
は
李
で
、
岩
の
配
置
や
這
松
の
具
合
が
美
し
い
天
然
の
公
園
を
形
造
つ

て
居
る
。
高
根
ス
ミ
ン
や
深
山
大
根
草
な
ど
も
日
に
入
る
。
晩
の
汁
の
み
に
着
プ
ス
マ
を
探
つ
た
、
時
々
霧
の
時
れ
間

か
ら
野
口
五
郎
岳
、
具
砂
岳
、
赤
岳
、
割
物
岳
（
小
鷲
）な
ど
が
見
え
る
、
又
西
南
の
方
の
霧
が
切
れ
て
鷲
物
ノ池
が
目

下
に
見
え
た
。
私
達
は
今
鷲
笏
岳
か
久
割
物
澤
と
硫
黄
澤
と
の
出
合

へ
向
ふ
尾
根
の
一
鞍
部
へ
達
し
た
の
で
あ
る
。

鷲
紹
ノ池
か
ら
槍
ヶ岳
迄

高
瀬
か
ら
割
物
澤
迄
の
澤
樽
ひ
は
是
で
漸
く

終
つ
た
。
今
度
は
尾
根
づ
た
ひ
を
や
る
の
だ
、

明
日
か
ら
天
氣
が
よ

く
な
つ
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
遅
れ
た
人
夫
を
待
ち
合
せ
約

一
時
間
許
ら
休
ん
で
出
螢
し
た
。
霧
で
鷲
物
の
頂
上
は

見
え
な
い
が
池
の
附
近
は
晴
れ
て
居
る
。
池
の
上
部
を
斜
に
か
ら
え
で
、
途
中
か
ら
池
の
眸

へ
降
う
て
見
た
、
見
下
し

た
時
よ
う
は
ず
つ
と
威
じ
が
よ
く
、
池
眸
の
不
（
池
の
北
西
部
）
‘―こ
は
白
山

一
華
が
哉
ば
ゆ
き
迄
に
険
き
乱
れ
て
居
る
。

○
高
瀬
川
湯
俣
よ
り
上
河
内
に
出
る
記
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這
松
の
群
も
あ
る
、
雪
田
ヽ
美
く
し
い
つ
池
の
東
南
は
小
さ
な
尾
根
（
壁
）で
遮
ら
れ
て
居
る
か
ら
、
晴
れ
て
も
眺
望
は

な
い
が
、
其
代
わ
風
営
う
が
翡
い
の
で
曖
か
そ
う
で
あ
る
。
野
螢
に
は
好
適
地
だ
。
私
達
は
ど
う
せ
明
日
は
硫
黄
澤
乗

越
泊
夕
で
あ
る
か
ら
と
云
ふ
の
で
、
急
に
比
所
で
泊
る
事
に
し
た
。
飯
島
氏
等
の
一
行
は
蓮
華
迄
行
ぐ
と
い
ふ
の
で
、

簡
も
鷲
物
の
南
面
を
斜
に
鷲
笏
乗
越
ヽ
ど
進
ま
れ
る
。
私
も
明
日
の
方
向
を
定
め
て
置
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
池
の
西

方
の
尾
根
へ
登
つ
て
乗
越
の
方
を
見
た
「
然
し
霧
で
少
し
も
見
え
な
い
。
時
々
飯
島
氏
の

一
行
が
急
な
ザ
ク
を
降
つ
て

行
く
の
が
見
え
る
許
多
だ
。
登
山
道
徳
に
は
背
い
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
雷
鳥
を
追
か
け
廻
し
な
が
ら
霧
の
晴
れ

る
の
を
待
つ
た
。

突
然
霧
が
薄
ら
い
で
前
方
に
桔
梗
色
を
し
た
蓮
華
、
双
六
の
連
峰
が
雪
の
雛
迄
も
鮮
や
か
に
「
恐
ろ
し
き
迄
に
大
き

く
見
え
た
「
其
刹
那
の
印
象
は
始
め
て
飛
騨
山
脈
に
入
つ
て
ヽ
徳
本
峠
か
ら
穂
高
山
を
仰
い
だ
時
よ

，
も
更
に
雄
大
に

慮
ぜ
ら
れ
た
。

覇
月
の
行
路
本
略
分
つ
た
の
に
安
心
し
て
野
螢
地
に
婦
つ
た
。
池
の
廻

，
は
五
六
町
位
は
あ
ら

，
ｏ
底
は
泥
で
沼
氣

が
ブ
ク
ス
ヽ
昇
つ
て
居
る
。
水
は
割
合
に
曖
い
が
色
は
紺
碧
で
美
し
゛
。
賞
に
静
か
な
所
だ
。
白
山

一
華
を
褥
と
し
た

心
地
よ
さ
。
晴
れ
た
日
に
乙
ん
な
所
で

一
二
週
間
も
滞
在
し
て
見
た
い
。
暴
風
雨
で
き
へ
な
け
れ
ば
、
少
し
ぐ
ら
い
霧

の
捲
く
の
も
悪
く
は
な
い
。
道
々
探
り
た
め
た
岩
プ
ス
マ
や
岳
フ
ラ
ビ
の
汁
で
、
甘
い
夕
食
を
済
す
。
浮
世
か
ら
か
け

離
ね
た
静
か
な
快
い
野
螢
地
だ
。
夕
暮
少
雨
あ
う
て
雷
鳴
を
開
い
た
。

七
月
十
二
日

・。
牛
雨
、年
曇
、後
晴
。
目
が
醒
め
て
時
計
を
見
る
と
八
時
を
過
ぎ
て
ゐ
る
。

一
同
驚
い
て
飛
び
起
き
る
。

然
ｔ
私
の
見
た
時
計
は
止
つ
て
居
つ
た
の
で
、
費
際
は
瀬
く
午
前
五
時
を
過
ぎ
た
許
う
で
あ
つ
た
。・
人
夫
達
は
焚
火
を

す
る
の
が
順
る
下
手
で
、

一
時
間
近
く
も
か
ゝ
る
。
起
き
て
か
ら
飯
に
な
る
迄
が
可
な
う
長
い
の
に
果
れ
る
。

今
日
は
天
気
が
悪
い
、時
々
霧
雨
が
降
つ
て
、岳
か
ら
吹
き
下
す
朝
風
が
冷
い
。
基
が
明
る
ぐ
な
つ
て
来
た
か
ら
今
に

晴
れ
る
だ
ろ
う
と
言
ひ
合
ひ
な
が
ら
八
時
四
十
五
分
に
出
稜
し
た
。
申
山
若
林
二
氏
の
一
行
も
昨
夜
は
赤
岳
泊
う
で
あ
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Ｌ
載

る
か
ら
今
日
は
何
所
か
で

一
緒
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
今
夜
は
共
に
硫
黄
澤
乗
越
で
泊
る
の
だ
。
私
達
が
池
の
南

方
の
尾
根
の
上
に
達
し
た
時
、
西
南
の
方
の
霧
が
晴
れ
て
蓮
華
の
頂
上
が
見
え
た
。
山
最
に
黒
い
者
が
動
い
て
居
る
、

飯
島
氏
の

一
行
で
あ
ら

，
。
微
か
に
呼
子
笛
を
吹
く
音
が
山
彦
に
應

へ
る
、
私
達
も
「
オ
ー
イ
」
と
叫
ぶ
。
後
ち
霧
が
彼

我
の
間
を
遮
つ
て
し
ま
つ
た
。

鷲
物
乗
越
と
思
ふ
方
向
へ
斜
に
降
つ
て
行
く
、
大
小
の
岩
の
ザ
ク
で
傾
斜
は
順
る
急
だ
。

一
歩
々
々
足
元
に
氣
が
許

せ
な
い
。
夫
で
も
岩
が
崩
れ
て
ゴ
ロ
ノ
ヽ
と
凄
し
い
詈
を
立
な
が
ら
谷
の
方
へ
轄
つ
て
行
く
。
僅
許
う
の
残
雪
を
横
切

つ
て
漸
く
鷲
解
と
薄
華
と
の
釣
尾
根

へ
出
た
。
夫
か
ら
は
踏
み
な
ら
し
た
跡
も
あ
る
し
、
又
私
も

一
度
通
つ
た
所
で
あ

る
か
ら
心
配
は
な
い
。
鷲
効
乗
越
に
達
し
た
の
は

一
時
間
の
後
で
あ
つ
た
。
這
松
の
多
い
手
で
野
宿
の
好
適
地
は
幾
つ

で
も
あ
る
。
天
候
は
頗
る
悪
く
．
時
々
強
い
雨
が
横
様
に
降
つ
て
茶
る
、
体
む
と
直
ぐ
寒
く
な
る
、
不
楡
快
な
日
だ
。

ど
う
せ
濡
つ
い
で
だ
か
ら
這
松
の
海
（
切
開
け
は
あ
る
）を
か
域
わ
ず
に
進
む
「
北
の
方
の
雲
が
切
れ
て
祀
父
か
ら
雲
の

手
の
一
部
が
見
え
た
か
と
思
ス
と
後
ち
ま
た
か
き
清
ず
が
如
く
見
え
な
く
な
る
。
平
を
過
ぎ
て
運
華
の
登
う
に
か
ゝ
る

と
問
も
な
く
頂
上
に
達
す
る
。
俄
然
霧
が
薄
ら
い
で
黒
部
五
郎
岳
が
園
い
頭
を
現
は
す
、
績
い
て
祀
父
、
鷲
笏
、
黒
岳

が
偉
大
な
般
躯
を
天
塞
に
響
や
か
す
、
明
つ
と
思
人
瞬
間
に
突
如
と
し
て
元
の
霧
の
世
界
に
か
へ
る
其
邊
し
さ
。

違
華
の
頂
上
を
鮮
し
て
南
違
華

（
椴
う
に
北
方
の
最
尚
鮎
と
Ｅ
別
す
る
篤
に
）
の
頂
に
移
る
、
此
所
で
書
食
に
し
た
ｏ

幸
ひ
雨
も
や
ん
だ
の
で
焚
火
を
し
な
が
ら
二
時
間
許
ら
体
む
。

ス
は
双
六
岳
だ
。
此
三
つ
の
山
の
尾
根
偉
ひ
は
頗
る
業
で
あ
る
。
双
六
岳
の
頭
か
け
て
飛
騨
方
面
の
霧
が
晴
れ
る
と

双
六
谷
の

一
部
が
見
え
た
、
下
界
は
晴
天
ら
し
い
。
頂
上
か
ら
左
に
績
く
廣
い
尾
根
を
迪
つ
て
、
双
六
ノ
池
を
目
ざ
し

て
進
む
だ
。
途
申
、
残
雪
と
岩
と
の
隙
間

へ
降
多
て
一
寸
困
つ
た
事
と
、
樅
澤
岳
の
肩
上
に

一
瞬
間
槍
の
け
喋
を
仰
い

だ
乙
と
の
外
に
は
、
格
別
何
の
刺
激
も
な
し
に
双
六
平
へ
降
つ
た
ｏ
静
か
な
よ
い
所
だ
。
笠
岳
が

一
寸
頭
を
出
す
。
池

の
昨
に
野
螢
の
跡
が
あ
る
、
不
楡
快
な
鎌
詰
の
基
錐
も
韓
つ
て
居
る
。
永
く
体
む
と
寒
い
か
ら
直
ぐ
樅
澤
岳
の
登
う
に
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懸
る
。
硫
黄
澤
乗
越
も
近
い
と
云
ス
の
で
岳
フ
ラ
ビ
を
採
う
な
が
ら
ゆ
つ
く
多
と
行
く
、
濃
霧
の
中
を
樅
澤
岳
、
金
米

糖
坂
と
過
ぎ
て
、
年
後
五
時
硫
黄
澤
乗
越

へ
着
く
。
中
山
氏
等
の

一
行
は
未
だ
見
え
な
い
。
雨
の
篤
め
に
赤
岳
で
滞
在

さ
れ
た
の
か
、
迩
に
上
河
内
に
至
る
迄
出
逢
は
な
か
つ
た
。

天
幕
を
張
つ
た
う
焚
火
を
し
た
う
し
て
居
る
内
に
、
先
づ
槍
の
方
の
霧
が
晴
れ
る
。
次
で
穂
高
、
焼
．
乗
鞍
、
笠
と

順
次
に
雲
が
拭
ふ
様
に
浦
え
て
行
く
跡
か
ら
現
は
れ
る
。
北
の
方
も
硫
黄
澤
の
赤
茶
け
た
凄
い
谷
が
見
え
始
め
る
と
問

も
な
く
燕
、
大
天
丼
、
野
口
五
郎
、
赤
岳
、
鷲
笏
、

・蓮
華
な
ど
が
、
雨
後
の
美
し
い
姿
を
現
は
す
、
鷲
物
乗
越
の
上
に

薬
師
さ
へ
も
見
え
る
、
此
般
麗
な
展
望
に
二
人
な
が
ら
洸
惚
と
し
て
言
葉
さ
へ
も
稜
す
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
の「
私
も

山
が
好
で
六
甲

へ
何
度
登
つ
た
一
「
大
峰
へ
も
登
り
ま
し
た
」
と
云
ふ
様
な
連
中
に

一
度
此
眺
め
を
見
せ
度
い
。
静
か
で

雄
大
で
美
し
い
、
下
界
の
人
達
の
想
像
さ
へ
も
許
さ
な
い
此
景
色
を
。

此
庭
は
心
定
う
の
野
陣
場
の
事
と
て
野
宿
の
後
が
汚
い
。
景
色
は
よ
い
が
風
営
う
が
強
い
か
ら
、
餘
う
よ
い
場
所
と

は
云
へ
な
い
が
、
北
の
方
か
ら
尾
根
痺
い
に
槍

へ
行
く
に
は
此
邊
で
泊
る
必
要
が
あ
る
、
夫
に
は
此
庭
よ
う
外
に
場
所

が
な
い
。
若
し
暴
風
雨
の
恐
れ
の
あ
る
時
は
、
普
通
の
野
宿
場
の
少
し
南
手
の
尾
根
上
の
凹
地
へ
避
く
れ
ば
よ
い
、
夜

に
入
つ
て
叉
も
雷
鳴
を
聞
い
た
。
然
し
雨
は
盗
に
家
な
か
つ
た
。

七
月
十
三
日
っ
晴
、
大
雷
雨
、
晴
。
時
鳥
の
鳴
き
難
に
目
を
醒
す
、
未
だ
夜
は
全
く
明
け
は
な
れ
て
居
な
い
。
槍
Ｄ

穂
高
の
連
嶺
が
黒
く
屏
風
の
様
に
峙
つ
て
ゐ
る
。
黒
岳
、
薬
師
、
鷲
効
な
ど
が
鮮
明
に
見
え
る
。
日
が
出
る
と
も
う
霧

が
捲
き
始
め
た
。

午
前
六
時
頃
に
出
立
の
豫
定
が
迩
に
七
時
四
十
五
分
と
な
つ
た
。
鎌
尾
根
を
上
下
し
な
が
ら
槍

へ
と
向
ふ
。
南
の
方

燒
岳
か
ら
御
岳
迄
が
朝
の
瀬
氣
に
冴
え
渡
つ
て
居
る
、
鎌
尾
根
を
東

へ
進
む
に
従
つ
て
雨
側
共
に
恐
ろ
し
く
瞼
し
く
な

つ
て
木
る
、
踏
み
占
め
る
岩
も
脆
い
が
、
さ
の
み
危
険
を
威
ず
る
程
の
所
も
な
い
。
夫
に
狭
い
尾
根
の
上
を
惇
ふ
の
で

あ
る
か
ら
、
霧
が
捲
い
て
も
方
向
を
間
違

へ
る
憂
は
な
い
。
時
々
槍
の
峯
実
が
思
は
緻
天
杢
に
現
は
れ
る
、
小
槍
か
ら

一　
〇
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北
の
高
瀬
谷
へ
落
ち
込
む
尾
根
は
岩
壁
が
頗
る
瞼
し
い
ｏ

「
北
鎌
尾
根
は
人
間
業
ぢ
や
通
れ
な
い
」

と
云
つ
た
叉
吉
の
言
葉
を
思
ひ
出
す
。
槍
に
近
附
く
に
従
つ
て
着
が
大
き
く
な
つ
て
、
傾
斜
も
急
に
な
つ
て
木
る

，。
私

達
が
槍
の
肩
（飛
騨
乗
越
）
へ
達
せ
ん
と
し
た
時
、
上
か
ら
蒲
田
へ
向
つ
て
降
多
て
家
る
三
人
の
人
に
出
逢
ス
。

漸
く
飛
騨
乗
越
に
達
し
た
。
荷
物
を
置
い
て
槍
の
穂
先
へ
登
る
、
十

一
時
槍
の
絶
鏡
に
達
し
た
。
外
に
上
河
内
や
中

房
か
ら
登
つ
て
家
た
人
も
居
る
。
霧
で
眺
望
は
少
し
も
な
い
、
然
し
私
達
は
恰
も
峠
の
頂
上
に
で
も
達
し
た
様
な
喩
快

さ
と
軽
い
氣
の
ゆ
る
み
と
を
威
じ
た
。

上
河
内
と
浅
間
温
泉

槍
澤
の
方
で

一
つ
大
き
な
雷
が
鳴
る
。
十

一
時
四
十
五
分
急
い
で
槍
澤
に
向
つ
て
降
う
始
め
る
。
割
合
に
立
派
な
道

が
つ
い
て
業
に
な
つ
た
。
是
も
宮
様
の
心
蔭
で
あ
る
。
坊
主
の
岩
小
屋
の
下
の
雪
漢
に
懸
つ
た
頃
突
然
大
雷
雨
に
出
合

つ
た
の
で
、　
一
行
は
駈
る
様
に
し
て
降
つ
た
。
少
し
位
滑
つ
た
つ
て
厭
つ
て
は
居
ら
れ

・
な
い
。
雪
漢
が
終
つ
て
バ
ヾ
平

の
槍
澤
の
小
合
（
所
謂
ア
／
プ
ス
旅
館
）
に
着
く
頃
、
雷
雨
は
全
く
も
さ
ま
つ
た
。
療
に
さ
わ
る
天
氣
だ
。
濡
れ
た
着
物

や
英
産
を
乾
し
て
、
午
後
三
時
に
上
河
内

へ
向
つ
て
出
螢
す
る
、
道
は
楽
だ
。
土
井
君
を
先
頭
に
飛
ぶ
様
に
し
て
降
つ

た
。
雨
後
の
深
林
は
美
し
い

ヽ
。
薄
い
霧
で
水
の
昨
が
煙
る
。
河
原
は
自
く
銀
の
砂
を
敷
き
つ
め
た
様
で
、
其
間
を
流
れ

る
梓
川
の
水
は
水
品
を
溶
し
た
様
に
透
き
通
つ
て
居
る
。

ニ
ノ俣
、
一
ノ
俣
、
横
尾
谷
、
木
賊
澤
な
ど
を
経
、
自
樺
や
牧
牛
の
間
を
縫
ふ
て
牛
番
の
小
家
を
過
ぎ
、
河
童
橋
を
渡
つ

て
午
後
六
時
年
上
河
内
温
泉
へ
着
い
た
。
宿
は
お
祭
の
様
な
賑
か
さ
だ
。
百
幾
人
と
か
の
客
が
あ
つ
て
何
の
室
も
皆
満

員
だ
と
い
ス
、
漸
く
の
こ
と
で
泊
め
て
貰

へ
る
段
取
に
迄
漕
ぎ
付
け
た
。
所
が
私
達
の
後
に
七
高
の
連
中
が
七
八
人
亦

る
と
云
ふ
話
を
す
る
と
、
急
に
清
水
屋
の
親
爺
は
、「
そ
れ
で
は
ヽ
前
さ
す
が
た
を
御
泊
め
申
す
事
は
出
来
な
い
、
七
高
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の
方
か
ら
手
紙
を
頂
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
」
と
、
断
う
と
い
■
ｏ
私
達
は
思
は
ず
顔
を
見
合
せ
て
苦
笑
せ
ざ
る
を
得
な

か
つ
た
ｃ
侵
令
葉
書
は
家
て
居
る
に
も
せ
よ
、
若
し
私
達
が
夫
ヒ
云
ひ
出
さ
な
か
つ
た
な
ら
ば
私
達
は
泊
れ
た
の
で
あ

る
、
若
し
私
が
既
に
座
敷

へ
通
つ
て
放
装
を
解
い
た
後
で
、
約
束
の
七
高
の
連
中
が
木
た
と
す
れ
ば
如
何
す
る
つ
も
う

だ
、
夫
で
も
私
達
を
追
出
す
つ
も
う
で
あ
ら
う
か
、
私
も
此
所
へ
泊
る
の
は
始
て
ゞ
は
な
く
、
是
で
六
同
日
で
あ
る
。

幾
ら
不
几
な
面
で
も
少
し
は
覺
え
て
置
い
て
貰
ひ
た
い
。
・

裏
切
ら
れ
た
様
な
不
快
と
感
じ
な
が
ら
、
再
び
元
の
道
を
引
か
。へ

す
其
歩
み
の
重
さ
。
河
量
橋
の
眸
の
奮
養
老
館
た

る
五
千
尺
旅
合
に
た
ど
う
つ
い
た
の
は
七
時
過
。
此
所
ヽ
相
営
に
満
員
で
は
あ
る
が
快
く
泊
め
て
く
れ
た
。
此
宿
は
景

色
は
順
る
よ
い
が
、
湯
殿
や
便
所
の
不
潔
さ
。
敢
て
斯
る
山
の
中
で
設
備
を
云
々
す
る
の
で
は
な
い
が
、
も
少
し
氣
を

つ
け
た
ら
如
何
か
と
思
ス
。
療
に
さ
わ
る
が
山
か
ら
出
て
木
た
者
の
身
に
は
、
清
水
屋
の
湯
の
有
難
味
を
思
は
ず
に
は

居
ら
に
な

い
。

上
河
内
の
人
夫
は

一
日
四
回
乃
至
四
回
五
十
餞
で
あ
る
と
い
ふ
。
五
千
尺
旅
合
に
於
け
る
物
償
は
、
宿
泊
料
二
回
五

十
餞
（
二
汁

一
薬
）
、
王
子
十
二
錢
、
公
酒
七
十
餞
、
草
撻
十
二
餞
。

大
町
の
案
内
者
は
二
回
五
十
錢
、
人
夫
二
園
二
十
餞
、
夫
に
上
河
内
か
ら
大
町
へ
蹄
る
迄
二
日
分
の
日
営
を
要
求
す

る
。
私
達
の
人
夫
は
清
水
と
吉
井
と
が
鳥
帽
子
か
ら
槍
迄
木
た
事
が
あ
る
と
い
ふ
、
然
し
案
内
者
と
し
て
は
術
少
々
物

足
♭
な
い
威
が
あ
る
、
金
原
は
始
め
て
ゞ
あ
つ
た
。
尤
も
突
然
行
つ
て
無
い
筈
の
人
夫
を
三
人
迄
都
合
し
て
貰
つ
た
乙

と
は
封
山
館
に
封
し
て
事
ろ
威
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
月
二
十
四
目
。
晴
、
雷
雨
。
午
前
六
時
起
床
。
前
の
河
原
へ
出
て
穂
高
を
仰
ぎ
燒
を
眺
め
な
が
ら
顔
を
洗
ム
の
は

少
し
贅
澤
過
ぎ
る
。
乙
れ
で
人
の
木
る
の
が
も
う
少
し
少
な
か
つ
た
ら

一
居
快
い
事
で
あ
ら
う
。
私
は
友
人
に
逢
ふ
毎

に
山
の
美
を
説
い
て
山
登
多
を
懲
め
る
、然
し
山
へ
末
て
見
て
餘
う
大
勢
の
人
に
出
逢
つ
た
り
、無
晴
に
道
が
よ
く
な
っ

た
う
し
て
居
る
と
，
山
の
威
厳
を
傷
つ
　
・
け
ら
れ
た
様
な
気
が
し
て
自
分
が
是
迄

一
人
で
も
多
く
山
登
り
を
人
に
す
ゝ
め

行 螢 月 四 年 九 正 大
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た
事
を
後
悔
す
る
の
で
あ
る
。
上
河
内
も
清
水
屋
に
三
味
線
が
置
か
れ
る
様
に
な
れ
ば
も
終
ひ
で
あ
る
。

八
時
出
嚢
、
十
時
徳
本
峠
。
岩
魚
止
を
経
て
午
後

一
時
牛
島
々
の
清
水
屋
着
。
夫
か
ら
年
里
川
下
の
新
淵
橋
の
南
岸

か
ら
自
働
車
に
乗
つ
て
松
本
に
向
つ
た
。
も
二
三
日
経
つ
と
島
々
迄
通
ず
る
ど
う
で
あ
る
。
松
本
で
自
働
車
を
乗
換
へ
、

六
時
年
に
浅
間
温
泉
画
石
川
で
旅
装
を
解
い
た
。
温
泉

へ
入
つ
た
時
の
心
地
よ
さ
、
座
敷
も
清
潔
で
、山
か
ら
コ
ロ
が
う

出
た
身
に
は
食
物
も
甘
い
、
金
殿
玉
棋
に
生
し
て
山
海
の
珍
味
を
味
ス
思
ひ
が
あ
つ
た
。
此
家
の
主
人
が
わ
が
山
岳
會

會
員
で
あ
る
鳥
か
。
私
達
は
山
か
ら
出
た
儘
の
階
分
汚
い
姿
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
取
扱
は
極
め
て
町
暉
で
大
憂

居
心
地
が
よ
か
つ
た
。

墾
二
十
五
日
は
滞
在
。
二
十
六
日
か
ら
軽
井
澤
を
経
て
革
津
に
到
夕
、
自
根
山
に
登
う
、
東
京
、
箱
根
を
廻
つ
て
、

八
月

一
日
無
事
婦
阪
し
た
。
山
か
ら
出
て
普
通
の
旅
を
す
る
と
、
身
性
が
だ
れ
て
し
ま
つ
て
割
合
に
喩
快
な
事
は
な
い

と
云
ふ
事
を
経
験
し
た
。

雪

の

乗

鞍

岳

小
　
野

　

隆
　
義

日
本
ア
″
プ
ス
を
含
む
中
央
山
系
の
雄
姿
と
其
登
攀
の
般
快
な
る
氣
分
と
に
憧
憬
す
る
事
久
し
。
偶
こ
職
務
の
都
合

に
て
去
年
十
二
月
飛
暉
の
人
と
な
う
、
乗
鞍
岳
の
登
山
を
計
豊
す
る
こ
と
再
三
、
大
正
八
年
四
月
二
十
日
途
に
第

一
日

の
目
的
を
達
し
、
夏
季
登
山
に
味

へ
ｎ
楡
快
と
危
険
と
を
経
験
し
た
う
、
是
又
予
が
山
岳
含
員
と
し
て
の
最
初
の
試
な

う
き
。
雪
中
と
は
い
へ
海
抜

一
萬
尺
に
足
ら
ず
、
紀
行
を
作
る
掌
ろ
餘
う
に
胃
瞼
誇
張
の
嫌
あ
う
ｏ
然
れ
共
悲
む
中
央

ｌｉｌ
系
の
雲
中
登
攀
の
未
だ
邦
人
に
依
う
て
試
み
ら
れ
た
る
事
の
誠
に
勘
き
こ
と
を
ｏ
或
は
好
奇
心
に
類
せ
ん
、
好
奇
心

○
雪
の
乗
鞍
岳
　
　
小
野
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ま
た
可
な
う
。
鳥
水
氏
の
言
を
藉
多
て
い
へ
ば
、
コ
ロ
ン
プ
ス
が
絶
海
の
大
陸
に
航
し
た
る
、
ス
タ
ン
ソ
ー
が
荒
漠
不

拓
の
亜
弗
利
カ１１
に
入
り
た
る
、
博
士
ナ
ン
セ
ン
が
北
極
の
氷
洋
遠
征
を
試
み
た
る
、
費
に
皆
確
信
上
に
立
て
る
好
奇
心

の
馬
に
あ
ら
ず
や
。

三
月
二
十
三
日
一
度
計
蓋
を
立
て
ヽ
稜
足
せ
し
も
果
さ
ず
。
面
か
も
二
十
四
日
獨
逸
人
と
嗅
國
人
と
の
二
人
亦
ス
キ

ー
登
山
を
試
み
し
も
、
雪
の
篤
め
山
最
を
極
め
得
ざ
う
し
と
。
後
慶
應
の
學
生
若
干
叉
信
州
方
面
よ
う
登
山
し
、
中
途

目
的
を
達
せ
ず
し
て
鯖
う
し
を
聞
け
ウ
。

山
奥
の
飛
騨
に
も
四
月
と
い
へ
ば
春
は
廻
う
末
う
緻
。
異
の
雪
中
登
山
失
敗
は
、
さ
ら
で
だ
に
雄
心
を
唆
り
、
花
を

他
所
に
再
び
四
月
十
八
日
船
津
を
立
つ
て
不
湯
に
家
り
、
温
泉
に
身
を
侵
し
な
が
ら
、
そ
ゞ
ろ
牌
肉
の
嘆
に
堪
え
ず
、

豪
快
な
る
山
姿
を
胸
に
描
い
て
、
地
元
民
の
無
謀
の
議
を
馬
耳
東
風
と
問
流
せ

，
。

由
家
日
本
北
ア
″
プ
ス
登
山
の
記
事
は
多
く
は
信
濃
路
に
因
う
、
従
つ
て
上
河
内
温
泉
な
ど
は
よ
く
紹
介
せ
ら
れ
た

る
も
、
予
は
今
飛
騨
に
居
る
た
め
に
い
ふ
に
非
ざ
れ
ど
も
、
寧
ろ
登
山
は
飛
騨
路
よ
う
す
る
方
旅
情
に
富
め
う
と
思
ふ
。

先
づ
飛
騨
に
入
る
に
は
、岐
阜
を
経
て
高
山
迄
自
働
車
の
便
を
か
る
も
の
と
、富
山
よ
う
徒
歩
船
津
に
入
る
も
の
と
の
二

路
あ
わ
。
飛
騨
の
國
は
地
名
よ
う
し
て
既
に
耐
秘
を
帯
ぶ
、
耐
通
川
、
高
原
川
、
宮
川
、
耐
岡
鍍
山
、
上
贅
村

（
日
本

山
本
論
に
曰
く
、
奥
飛
騨
に
幡
結
せ
る
阿
房
山
、
硫
黄
嶽
、
穂
高
山
、
槍
ケ
岳
、
笠
ケ
岳
、錫
杖
ケ
嶽
、抜
戸
嶽
、
鷲
笏
嶽

等
低
き
も
海
抜
八
千
尺
を
下
ら
ず
、
高
さ
は

一
萬

一
千
七
百
尺
に
至
う
、
崚
秀
富
土
に
亜
げ
る
も
の
死
立
し
て
天
を
刺

す
と
乙
ろ
、
そ
の
稲
を
続
ク
て
招
鉢
の
底
の
如
く
、
東
に
隆
起
し
て
和
や
西
南
に
窪
伏
す
る
一
村
、
之
を
上
賓
村
と
い

ふ
、
一高
原
川

一
村
を
貫
通
し
て
所
謂
縦
谷
を
作
れ
多
、
高
原
を
約
め
て
ク
カ
ラ
ル
訓
し
、
今
賓
字
に
改
め
た
る
も
の
、

命
名
自
ら
「
濃
飛
高
原
」中
の
も
の
。
全
村
の
地
質
概
ね
薄
藩
に
し
て
、
耕
褥
す
る
も
勢
は
他
に
倍
し
て
功
瑯
つ
て
勘
し
）

等
い
か
に
も
飛
畔
に
ふ
さ
は
し
き
を
覺
ゆ
。

船
津
を
立
つ
て
高
原
川
に
溜
ひ
、
人
日
の
稀
薄
な
る
山
國
の
道
を
、
原
始
的
な
る
威
と
旅
装
束
の
紺
の
香
と
に
そ
ゝ

一　
四
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ら
れ
つ
。
日
和
つ
ゞ
き
と
は
い
へ
、
し
つ
と
う
と
潤
を
帯
び
た
る
土
の
色
、若
茅
の
前
え
た
つ
匂
を
其
儘
吹
く
と
い
ス
程

に
も
な
く
運
多
く
る
微
風
に
酵
ひ
、
川
の
封
岸
は
岩
石
屹
立
、
石
嫉
斧
壁
、
宛
然
赤
壁
を
偲
ば
し
め
、
川
府
せ
て
石
出

で
、
振
返
ら
・見
る
釣
橋
の
耐
秘
な
る
、
水
は
せ
す
ら
ず
西
に
流
継
て
、
杖
石
め
奇
礁
死
立
し
、
積
の
延
線
上
に
噴
姻
浜

る
焼
岳
を
望
み
、
中
央
山
系
の
連
峯
を
疑
就
し
つ
ゝ
、
歩

一
歩
奥
に
向
ス
と
き
、
普
通
開
葉
樹
の
林
相
は
盤
き
て
、
自

樺
の
純
林
を
過
ぐ
る
頃
は
、
洋
書
に
見
る
加
奈
多
邊
の
自
樺
林
の
養
狐
事
業
な
ど
想
ひ
出
さ
じ
め
、
百
合
に
名
高
き
一酪

地
や

一
重
ケ
根
の
温
泉
を
過
ぎ
て
、
自
谷
の
砂
防
工
事
を
左
に
眺
む
る
頃
よ
り
、
（
衛
の
宿
た
る
べ
き
部
の
温
泉
の
温

美
を
思
ふ
と
き
、
身
と
心
と
ビ
ツ
タ
リ
登
山
氣
分
に
合
致
す
る
を
覺
ゆ
。

槍
ケ
岳
は
蒲
田
よ
う
、
乗
鞍
は
平
湯
よ
う
、
共
に
日
婦
う
の
登
山
な
る
事
は
、
登
山
者
に
向
つ
て
尤
も
都
合
好
き
事

な
う
。
信
濃
路
よ
う
す
る
も
の
は
、
必
ず
野
宿
の
要
あ
う
と
聞
く
。
平
湯
の
村
山
族
館
に
着
き
、
温
泉
に
浸
う
な
が
ら

四
月
頃
の
登
山
の
無
謀
な
る
事
を
再
三
繰
返
さ
れ
、
少
な
か
ら
ず
期
待
と
プ
ラ
ン
ド
と
を
裏
切
ら
れ
、
反
抗
心
を
起
し

て
、
何
キ
ッ
ト
や
つ
て
見
せ
る
と
昂
奮
す
る
。
由
木
負
け
惜
み
は
登
山
に
禁
物
と
は
聞
け
ど

（
地
元
の
人
は
五
月
八
日

頃
よ
う
早
く
登
山
し
た
る
事
な
し
と
い
ふ
）
、吾
人
は
積
極
的
に
登
山
趣
味
を
鼓
吹
し
、
用
意
と
自
信
と
科
學
的
調
査
と

を
以
て
、
雪
中
登
山
や
張
健
旅
行
を
宣
偉
せ
ん
と
す
る
も
の
な

，
。
況
ん
や
雪
中
乗
鞍
登
山
の
如
さ
比
較
的
容
易
な
る

に
於
て
を
や
。

予
は
次
の
理
由
に
よ
う
同
行
者
二
人
を
誘
ひ
得
た

，
。

一
、
行
程
が
日
請
り
に
可
能
な
る
事
、
二
つ
平
湯
よ
う
二

里
許
の
庭
に
小
な
る
銀
山
が
あ
る
事
、
こ
の
策
山
以
上
は

殆
ん
ど
樹
木
叢
生
せ
ざ
る
を
以
て
、
熊
等
に
遭
遇
す
る
虞
絶
封
に
な
き
事
、
食
糧
の
携
帯
等
さ
ほ
ど
心
配
を
要
せ

ざ
る
事
。

一
、
乗
鞍
岳
は
参
謀
本
部
陸
地
測
量
部
の
地
固
よ
う
劉
断
し
て
、
比
較
的
地
形
防
悪
な
ら
ぎ
る
事
、
従
つ
て
用
心
す

れ
ば
雪
崩
等
に
迪
ス
事
な
き
事
）

○
雪
の
乗
鞍
岳
　
　
小
野
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一
六

只
恐
れ
た
る
は
、
寒
氣
と
、
頂
上
凍
結
の
度
及
び
風
の
三
者
な
う
。
費
は
突
螢
的

（
不
湯
へ
着
し
て
初
め
て
充
分
に
決

心
し
た
る
た
め
）
の
計
蓋
に
て
、
別
段
特
別
な
る
準
備
も
せ
ず
。
然
し
田
合
の
国
燎
裡
を
国
み
て
、
宿
屋
の
主
人
其
他

よ
う
聞
く
古
い
登
山
談
又
は
熊
の
話
な
ど
は
、
族
の
日
記
を
飾
る
牧
穫
の
主
要
部
分
に
島
せ
う
。

宿
帳
の
中
に
予
の
氣
を
ひ
き
た
る
は
、
去
年
の
夏
東
京
小
島
某
氏
が
其
令
嬢
と
宿
泊
せ
ら
れ
、
死
亡
せ
ら
れ
た
る
が

宿
帳
の
行
先
欄
に
は
死
亡
と
あ
り
、
次
を
見
る
に
之
は
全
↑
他
の
人
な
る
べ
き
も
、
行
先
臼
骨
と
書
し
あ
り
、
勿
論
信

州
自
骨
温
泉
の
事
な
れ
ど
も
ゞ
皮
肉
の
威
を
生
ぜ
ざ
る
と
得
ざ
う
き
。
明
日
の
登
山
に
つ
け
て
も
、
何
か
し
ら
ん
謎
の

如
く
思
は
れ
て
、
春
と
い
へ
ど
鼓
海
抜

一
二
三
三
米
突
の
手
湯
は

一
し
ほ
の
冷
氣
を
感
じ

，
。

明
く
れ
ば
十
九
日

一
天
拭
ふ
が
如
し
。
「
朝
テ
ッ
カ
ソ
は
あ
て
に
な
ら
ず
」
と
知
れ
ど
、
折
角
の
好
日
和
、
急
ぎ
温
泉

を
出
で
ヽ
飯
を
喫
す
。
予
は
制
服
制
帽
に
て
、足
に
ツ
ラ
ヌ
キ
（
之
の
邊
の
名
稀
、
ン
シ
の
皮
に
て
捕

へ
た
る
毛
靴
）を
着

装
す
。
内
藤
君
は
制
服
の
上
に
宿
屋
の
「
袖
な
し
」
と
借
う
て
着
込
む
、
足
部
は
予
に
同
じ
。
足
は
耐
武
天
皇
時
代
頭
は

大
黒
帽
と
て
大
笑
す
。
握
飯
二
（
之
は
少
く
て
閉
口
せ
う
）
、
手
拭
、
手
袋
マ
黒
メ
ガ
ネ
、
繰
、
金
繰
、
鳶
バ
之
成
予
の

考
に
て
凍
結
し
た
る
雪
の
上
に
打
ち
込
み
つ
ヽ
登
る
た
め
の
棋
代
用
―
―
賞
行
の
結
果
到
底
鳶
な
し
に
は
年
腹
以
上
登

山
絶
望
な
り
）
酒
、
仁
丹
、
ミ
″
ク
キ
ャ
ラ
メ
″
、
晴
雨
計
の
用
意
を
忘
れ
し
た
め
寒
曖
計
．
錠
。

同
行
三
名
案
内
者

一
人
ｔ
之
に
荷
物
を
托
し
．
其
宿
屋
の
主
人
夫
婦
や
娘
に
毬
ら
れ
、
鳶
を
手
に
午
前
八
時
出
稜
す
。
宿
を
出
る
や
直
に

雲
を
踏
む
、
堅
き
事
地
上
に
異
ら
ず
ｏ

大
瀑
の
邊
岩
燕
も
飛
ば
ず
、
四
十
間
の
大
瀑
も
水
勢
減
じ
て
壮
厳
を
鋏
く
ｏ
兎
の
跡
だ
に
見
営
ら
ず
。
大
瀑
は
平
湯

よ
り
数
町
に
過
ぎ
ず
。
已
に
自
樺
絶
え
て
岳
樺
、
府
檜
．
栂
の
林
相
と
な
る
。
暫
ら
く
登
る
に
連
れ
て
、
唐
檜
減
じ
白

檜
之
に
代
る
。
此
邊
に
て
去
年
鍍
夫
の

一
人
が
熊
に
出
合
し
と
の
事
な
う
。
し
ば
ら
く
は
熊
の
話
に
て
賑
ふ
。
そ
れ
で

も
案
「円
者
の
次
に
は
、
予
が
熊
に
就
て
の
智
識
の
所
有
者
な

，
。
丁
度
四
月
の
六
、七
、八
日
の
三
日
間
金
木
戸
の
奥
に

熊
狩
を
試
み
、
獲
物
は
な
か
り
し
も
、
熊
の
話
は
最
近
の
仕
入
な
れ
ば
な
う
。
碧
梧
桐
氏
が
上
河
内
よ
う
槍

へ
登
山
さ

(15o)
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れ
た
る
Ｌ
き
、
熊
に
出
含
醸
た
る
記
事
を
護
み
た
る
事
あ
り
。
熊
狩
多
は
銃
の
外
必
ず
鎗
を
携
帯
す
る
事
肝
心
な
り
、

出
含
ひ
た
る
刹
那
落
付
い
て
一
鎗
突
刺
し
て
、
其
儘
逐
げ
て
銃
の
装
填
に
か
ヽ
る
、
熊
は
鎗
を
抜
か
ん
と
あ
せ
う
な
が

ら．
盆
々
瞳
内
に
さ
し
込
む
と
聞
く
。
然
し
追
々
熊
は
居
な
く
な
り
、
本
年
な
ど
熊
の
皮
の
相
場
滅
法
に
高
く
、
六
尺
も

あ
る
と
七
十
園
と
い
ふ
。
是
に
於
て
か
予
は
野
獣
乱
獲
を
制
限
す
る
法
律
の
費
布
を
望
む
も
の
な
り
。

國
有
林
と
民
林
と
は
甚
し
く
林
相
を
異
に
す
。
午
前
十
時
頃
國
有
林
に
入
ク
、
次
で
鍍
山
に
着
す
。
鍍
夫
二
人
岡
有

林
を
借
地
し
て
、
乙
？
Ｆ
ヽ
坑
を
楓
う
を
れ
う
。
此
の
邊
雪
の
消
え
去
る
は
、　
一
年
中
四
十
日
に
過
ぎ
ず
と
い
ふ
。
兎

や
熊
の
話
に
取
多
交
ぜ
て
、
又
今
頃
の
登
山
の
危
険
を
説
い
て
止
ま
ず
。
朝
よ
う
氣
遣
は
れ
し
天
氣
憂
り
、
陰
雲
出
で

風
脚
早
く
な
り
、
天
候
俄
に
瞼
悪
と
な
る
。
同
行
の
岡
本
君
先
づ
翡
腰
と
な
る
。
然
し
折
角
の
是
迄
の
苦
心
に
誘
は
れ

て
策
山
を
立
ち
出
で
、
更
に
登
る
。
風
念
々
加
は
多
、
飢
雲
天
の
大
部
を
蔽
ふ
。
四
ツ
獄
の
偉
人
の
如
き
姿
近
く
目
前

に
え
耳
ゆ
。
一午
湯
鍍
山
の
全
盛
の
跡
を
見
て
進
む
。
此
邊
樹
木
の
雲
上
に
出
で
た
る
部
分
人
背
に
達
す
る
も
の
殆
ど
な
し
、

而
か
も
大
抵
白
檜
の
み
な
り
。
振
返
う
見
る
雪
上
に
、
銀
蛇
の
如
く
印
す
る
足
跡
、
雲
間
を
洩
る
ヽ
日
光
に
映
じ
て
美

し
く
麗
は
じ
。
か
な
り
参
腹
を
覺
ゆ
。
頂
上
迄
四
里
と
問
け
ど
、
已
に
十

一
時
を
過
ぎ
た
り
、
前
途
遼
遠
の
威
な
さ
能

は
ず
、
雲
霧
は
己
に
四
ツ
嶽
の
頂
を
蔽
ひ
、
風
山
に
満
つ
の
状
あ
う
、
途
に
引
返
ず
の
上
ヒ
得
ざ
る
に
至
れ
う
。
蔵
王

山
の
惨
事
な
ど
思
ひ
浮
べ
、
中
飯
を
披
き
ｔ
洒

（
登
山
に
酒
は
禁
物
な
れ
ど
）
一
蓋
。
岳
樺
の
反
を
制
つ
て
成
を
記
し

て
去
る
。

午
後
二
時
平
湯
に
婦
着
す
、
不
湯
青
年
圏
は
異
に
此
無
謀
を
識
う
た
れ
ど
も
、
今
や
天
候
を
案
じ
て
落
に
捜
索
際
を

出
さ
ん
準
備
せ
う
と
聞
い
て
、
深
甚
の
感
謝
を
表
す
。
俄
然
天
候
は
激
憂
せ
う
、
婦
着
と
共
に
雨
至
う
風
張
く
、
途
に

夕
刻
ょ
ぅ
雲
に
礎
じ
、
斎
條
の
氣
天
地
に
満
つ
。

同
行
者
も
村
人
も
登
山
の
危
漿
な
る
と
説
き
て
、
明
日
婦
船
せ
よ
と
促
ず
。
止
漁
る
哉
ｕ
顔
ヶ
背
け
て
早
く
寝
に
就

け
ば
、
夢
は
乗
鞍
ヒ
去
木
し
つ
。

０
彗

の
策
鞍
岳
　
　
小
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雲
の
乗
鞍
岳
　
　
小
野

四
月
二
十
日
午
前
五
時
醜
む
ｃ
先
づ
塞
を
仰
ぐ
に
、
霧
ら
し
く
雲
ら
し
く
、
兎
角
天
氣
晴
朗
な
ら
ず
。
然
れ
ど
も
直

覺
的
に
天
候
の
族
復
し
つ
ヽ
あ
る
を
信
ぜ
，
。
室
に
婦
う
て
同
行
者
を
促
し
起
せ
ど
、頗
る
氣
乗
う
の
せ
緻
顔
付
な

，
。

幸
に
し
て
天
候
は
漸
次
晴
朗
に
近
づ
け
う
。
同
行
者
案
内
者
を
督
し
て
、兎
に
角
危
険
な
れ
ば
途
中
よ
う
引
返
す
事
と
條

件
と
し
て
再
準
備
を
承
諾
せ
じ
め
た
ヶ
。
村
人
等
し
く
我
等
の
基
の
頑
固
な
る
を
云
ふ
。
夜
家
の
積
雲
六
寸
に
近
し
。

氣
進
ま
緻
ま
ゝ
に
出
番
せ
し
は
雅
て
八
時
に
近
じ
。
春
の
淡
雪
を
踏
み
て
行
け
ば
、
今
朝
は
珍
し
く
兎
の
跡
多
し
、
鐵

砲
欲
し
や
と
愚
痴
い
ふ
も
無
理
な
ら
ず
ｏ
昨
日
の
鍍
山
に
休
憩
し
て
、
昨
日
中
飯
せ
し
地
駄
に
至
る
頃
は
、　
一
天
鏡
の

如
く
晴
れ
渡
う
、
一透
徹
の
本
一気
を
通
し
て
淡
青
の
天
を
見
る
。
昨
日
は
不
幸
に
し
て
今
日
は
幸
に
し
て
、
予
の
天
氣
豫

報
的
中
し
、
獨
う
快
哉
を
呼
ぶ
９
雪
は
自
由
自
在
に
道
を
典
へ
、
足
は
ツ
ラ
ヌ
キ
の
た
め
些
の
冷
さ
を
覺
え
ず
。
道
は

最
近
を
選
び
、
今
や
急
勾
配
の
中
腹
を
構
ぎ
多
つ
ヽ
あ
う
ｏ
昨
日
迄
の
雪
は
凍
結
し
て
、
今
朝
の
淡
雪
之
を
蔽
ふ
。
吾

等
は
左
手
に
鳶
を
持
ち
て
、
こ
の
凍
結
せ
る
雪
中
に
打
込
み
、
歩

一
歩
「
か
ん
じ
さ
」
を
雲
上
に
ふ
み
し
め
、
過
な
か
ら

ん
事
を
注
意
し
て
進
め
り
、
然
る
に
予
は
誤
つ
て
足
を
掬
は
れ
、
四
十
度
許
う
の
雪
漢
に
て
滑
ウ
始
め
、
何
程
鳶
を
打

込
み
て
も
其
甲
憂
な
く
、
鳶
は
雲
の
中
に

一
條
溝
を
作
う
な
が
ら
、
十
六
貫
の
燈
重
を
支
ふ
る
は
愚
か
、
矢
を
射
る
如

く
滑
う
下
う
繊
。
予
は
瞬
間
に
覺
悟
を
極
め
て
、う
つ
伏
し
の
儘
潜
る
途
中
、努
力
し
て
仰
向
に
韓
同
せ
う
。
何
た
る
天

佑
ぞ
、
こ
れ
が
た
め
に
偶
然
若
干
の
方
向
轄
換
を
な
し
、左
の
手
は
ゆ
く
う
な
く
も
栂
の
枯
枝
の
実
端
に
鯛
れ
、
三
十
間

ば
か
う
に
し
て
止
♪
た
る
は
或
は
紳
佛
の
加
護
か
、
兎
に
角
白
骨
と
な
る
と
免
か
れ
し
不
思
議
よ
。
稿
落
付
く
ま
哉
に

今
更
に
寒
さ
の
た
め
に
手
の
自
由
を
失
ひ
た
る
ｏぎ
覺
え
た
り
。
岡
本
君
は
遠
廻
し
て
降
う
木
多
、
予
を
援
け
く
れ
緻
の

予
は
雪
を
滑
る
と
き
負
傷
せ
る
雨
手
の
指
猛
見
て
、
又
更
に
痛
を
覺
え
緻
ｏ
寒
唆
計
を
見
る
に
華
氏
三
十
三
度
也
り
乙

れ
或
は
暴
虎
憑
河
の
議
を
免
れ
ざ
ら
ん
も
、
此
胃
険
な
く
ば
所
謂
馬
を
五
山
の
第

一
峰
に
立
て
、
宇
宙
を
陣
明
し
得
る

こ
と
能
は
ざ
る
に
あ
ら
ず
や
。
遮
莫
こ
れ
は
此
記
事
を
書
き
し
時
の
事
に
て
、
営
時
中
を
生
色
も
な
か
り
き
。
あ
と
に

て
聞
き
た
る
事
な
れ
ど
も
、
若
し
滑
り
た
る
と
き
は
、
身
燈
を
長
く
す
る
を
可
と
す
と
い
ふ
。
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鮨
と
仁
丹
と
に
蘇
生
の
思
ヒ
な
し
、恐
怖
に
満
ち
つ
ヽ
用
心
を
加

へ
て
、．正
午
十
二
時
四
ツ
嶽
の
鞍
部
に
達
し
、
包
を

解
い
て
冷
き
握
飯
を
食
ひ
、　
一
杯
の
酒
に
今
後
の
息
災
を
所
る
。
此
邊
だ
け
か
ん
ば
多
く
、
皆
風
張
き
麦
め
這
松
の
如

く
彎
曲
せ
ｂ
。
屹
立
せ
る
群
峯
の
岩
塊
の
み
は
雲
を
頂
か
ず
。
鞍
部
の
雪
は
濱
の
具
砂
の
如
く
水
氣
少
く
、
微
風
に
吹

か
れ
で
縞
目
を
生
じ
、断
居
面
を
見
る
心
地
す
。
氣
温
は
華
氏
の
三
十
度
に
下
る
。
長
さ
谷
間
の
道
を
過
ぐ
れ
ば
、始
め

て
信
州
の
山
野
を
左
に
望
Ｕ
、
此
庭
風
の
た
め
雪
な
く
、
已
に
這
松
帯
に
入
れ
う
。
笠
ケ
嶽
、
槍
ケ
嶽
、
穂
高
嶽
の
英

姿
を
望
Ｕ
。
只
僅
か
に
風
加
は
多
、
悠
雲
家
往
し
、
恰
も
大
鷲
の
頭
上
を
掠
め
て
飛
家
す
る
に
似
た

，
。
谷
間
の
雪
の

上
を
登
う
に
登
う
、
綾
斜
面
を
具
直
に
直
進
す
、
さ
れ
ど
乗
鞍
の
頂
上
は
未
だ
見
え
ず
。

風
乏
し
き
庭
枯
梗
ケ
原
の
邊
よ
う
ツ
ガ
ザ
ク
ラ
、
デ
ム
カ
デ
、
ツ
／
コ
ケ
毛
モ
な
ど
の
高
山
植
物
を
見
る
、
夏
は
い

か
ば
か
う
美
し
き
か
、
風
流
な
ら
緻
案
内
者
し
き
う
に
其
離
を
説
い
て
、
更
に
夏
季
の
登
山
を
勘
Ｕ
。
右
手
に
悪
比
須

嶽
左
手
に
大
丹
生
岳
を
見
て
、
大
丹
生
池
を
腋
下
す
る
頃
よ
う
、
風
少
し
く
起
る
、
左
は
進
に
松
本
の
不
野
を
眺
め
、

駒
ケ
岳
の
連
山
は
呼
べ
ば
答
へ
ん
許
う
に
鮮
に
、
右
に
は
加
賀
の
自
山
を
見
る
。
浅
間
山
の
目
に
入
ら
ぬ
は
遺
減
な
う

き
。
夏
は
大
丹
生
岳
の
中
腹
を
廻
う
て
登
れ
ど
も
、各
は
到
底
不
可
能
な
る
儘
に
、雪
崩
を
慮
ヶ
つ
ゝ
も
庇
の
上
を
よ
ぢ

て
、
大
丹
生
嶽
の
頂
上
に
登
る
。
此
庭
烈
風
危
険
の
標
札
あ
夕
。
漸
次
に
冷
氣
培
し
、
雲
は
凍
結
し
て
「
か
ん
じ
さ
」
を

踏
占
む
る
事
至
難
な
多
ｃ
案
内
者
に
援
け
ら
れ
て
、
大
丹
生
岳
の
頂
上
を
極
む
、
風
猥
け
れ
ど
も
眺
望
念
こ
勝
る
ｃ
鵜

鳥
の
足
跡
を
見
る
事
敷
度
じ
千
丈
ケ
原
の

一
高
原
を
隔
て
て
、
始
め
て
乗
鞍
本
岳
の
山
容
に
接
す
。
前
途
筒
ほ
迫
な
る

の
思
あ
り
、
時
に
午
後

一
時
年
也
。
小
憩
の
後
駈
足
に
て
千
丈
ケ
原
を
横
断
す
。
此
邊
道
に
迷
ふ
て
死
せ
る
者
あ
う
と

聞
く
。
先
に
立
ち
て
急
ぐ
案
内
者
の
姿
は
、
ゆ
く
い
な
く
も
西
比
利
亜
の
荒
野
を
偲
ば
し
む
。
道
は
何
虜
と
樺
ば
ず

一

直
線
に
登
多
、
踏
め
ば
音
す
る
雪
を
踏
み
付
け
だ
ヽ
、
鶴
ケ
池
を
横
切
多
て
摩
利
支
天
に
登
る
頃
、
風
盆
々
加
は
う
、

冷
氣
甚
し
く
、
雲
は
宛
然
鏡
の
如
く
凍
結
し
て
・、
影
も
う
つ
ら
ん
許
う
な
り
（
比
邊
測
量
部
の
地
国
を
披
き
見
れ
ど
も
、

少
こ
判
断
し
難
き
所
あ
う
、
さ
れ
ど
寒
き
儘
詳
し
く
も
詮
議
せ
ず
）。
摩
利
支
天
の
中
腹
に
て
内
藤
君
は
三
度
予
は

一
度

○
雪
の
乗
鞍
岳
　
　
小
野
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滑
う
落
ち
、
特
に
予
は
曇
に
経
験
あ
る
た
め
に
、　
一
し
ほ
恐
し
さ
を
覺
ぇ
た
り
。
此
時
漸
次
に
基
腹
を
催
し
、
中
飯
の

少
か
ら
し
を
後
悔
す
。
午
後
三
時
三
分
迩
に
頂
上
と
覺
し
き
庭
に
達
す
、
温
度
華
氏
十
八
度
也
っ
偉
大
な
る
；ｌｌｉ
厳
、
海

抜
三
〇
二
六
米
突
の
山
厳
に
雪
中
登
跡
の
快
は
何
物
か
之
に
如
か
ん
や
。

張
風
に
吹
か
に
乍
ら
酒
を
汲
め
ど
も
味
も
な
し
、
寒
さ
に
加
へ
て
、
見
下
ろ
す
鏡
の
如
き
彗
の
斜
面
と
、
如
何
に
し

て
降
る
可
き
か
と
思
へ
ば
、
到
底
酒
の
吟
床
庭
に
あ
ら
ず
、
駐
ま
る
こ
と
数
分
に
過
ぎ
ず
し
て
、
早
く
安
全
な
る
地
帯

迄
降
う
た
し
と
の
懲
頻
り
に
起
る
。
登
う
に
反
し
て
降
り
は
責
に
危
険
な
り
、
恐
ら
く
案
内
者
が
鳶
を
以
て

一
歩

一
歩

足
場
を
作
う
く
れ
ざ
う
し
な
ら
ば
、
如
何
な
る
危
難
の
起
う
た
る
や
も
知
れ
ず
、
今
筒
想
起
す
る
だ
に
戦
焉
た
う
。
唯

だ
斜
面
の
安
全
な
う
と
思
は
る
ゝ
個
所
は
、
尻
を
下
ろ
し
て
滑
る
に
任
か
せ
、
滑
走
の
快
を
額
に
せ
多
。
危
険
Ｅ
域
を

離
れ
た
る
後
の
蹄
路
は
、
兵
に
一
潟
千
里
の
勢
に
て
、
夕
陽
は
微
光
を
投
げ
て
銀
砂
に
映
じ
、
鍍
山
も
針
葉
樹
林
も
瞬

く
間
に
過
ぎ
、
笠
ケ
嶽
は
我
を
迎
ふ
る
如
く
前
に
立
ち
て
、
飽
く
ま
で
高
く
、
硫
黄
嶽
の
噴
畑
信
州
方
面
に
棚
引
い
て

明
日
の
快
晴
を
語
る
が
如
く
、
暮
色
漸
く
四
邊
を
軍
め
、
顧
れ
ば
乗
鞍
は
見
え
ざ
る
も
、
四
ツ
嶽
魂
然
と
し
て
別
れ
を

惜
む
も
の
に
似
た
０
。

繰
を
着
け
た
る
篤
に
重
か
り
し
足
も
、
大
瀑
の
庭
に
て
乙
れ
を
脱
ぎ
捨
て
た
れ
ば
念
こ
軽
く
、
午
後
六
時
五
分
恙
な

く
不
湯
に
到
着
し
、
頂
上
を
極
め
た
う
と
聞
い
て
唖
然
た
る
村
人
は
其
儘
に
、
急
ぎ
温
泉
に
入
る
。

一
日
の
中
に
驚
く

程
顔
は
黒
く
焦
げ
、
層
の
邊
又
は
額
よ
う
頬

へ
か
け
て
ピ
リ
ノ
ヽ
す
Ｏ

晩
飯
に
出
木
る
丈
の
御
馳
走
を
と
の
註
文
も
、
徒
爾
に
了
う
、
罐
詰
と
開
き
て
煮
、
豆
腐
を
つ
ゝ
き
な
が
ら
、
す
べ

て
瓶
詰
な
れ
ば
正
宗
と
い
ふ
白
鶴
の
四
合
瓶

一
本
を
三
人
し
て
蓋
さ
ゞ
る
内
に
、
早
く
も
睡
魔
に
襲
は
れ
て
魂
は
華
管

の
郷
に
入
う
緻
。

合
員
諸
君
の
槍
、
乗
鞍
ヽ
登
山
せ
ら
る
、
時
は
、
船
津
小
林
匠
署
叉
は
栃
尾
保
護
匠
官
舎
ヽ
御
立
寄
Ｌ
乞
ふ
、
「
来
る
在
の
便
利
を
御
計
ひ
い
た
す
べ
し
、

殊
に
槍
ケ
岳
登
山
に
就
て
は
、
中
腹
の
研
伐
作
業
所
に
休
憩
せ
ら
れ
よ
、
同
所
主
任
も
喜
ん
で
御
説
明
の
労
を

こ
る
事
と
存
じ
候
。

（
八
、四
、世
、
船
津
小
林
匠
署
長
）

一一
〇
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大
八
年
三
月
二
十

一
日
、
信
濃
鐵
道
に
ゆ
ら
れ
な
が
ら

・
、
重
い
ソ
ニ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
背
負
つ
た
儘
腰
を
か
け
て
、
顎

の
下
に
ア
″
ベ
ン
ス
ーヽ
ッ
ク
を
か
つ
て
、
反
封
側
の
窓
の
中
に
刻
々
に
移
つ
て
行
く
具
自
な
雪
の
山
々
を
眺
め
て
居
る

と
、
雪
の
山
の
不
可
抗
な
吸
引
力
は
、
デ
ッ
ト
し
て
居
ら
れ
な
い
程
張
く
な
つ
た
。
し
か
し
夜
行
で
木
た
寝
不
足
の
身

艦
は
、
今
日
山
に
入
る
事
ヒ
拒
ん
で
居
る
。
は
や
る
心
を
抑
へ
つ
ゝ
穂
高
瞬
に
下
車
し
た
。
迎
ひ
に
末
て
奥
れ
た
寺
島

寅
吉
老
人
と
、
春
に
し
て
は
曖
か
す
ぎ
る
田
圃
道
を
、
牧
に
向
つ
た
。
常
念
蝶
ケ
岳
が
雪
を
浴
び
た
下
に
、
不
た
く
乙

ん
も
う
茂
つ
た
浅
川
山
を
背
後
に
、
牧
の
愛
ら
し
い
村
が
鮎
々
と
見
え
る
。
ス
キ
ー
を
肩
に
、
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
タ
の
重
み

を
威
じ
な
が
ら
、
汗
の
流
れ
る
身
性
を
寺
島
方
に
着
い
た
。
水
車
が
め
ぐ
つ
て
居
る
。
書
飯
を
す
ま
し
て
か
ら
、
案
内

の
永
田
小
十
郎
が
家
た
の
で
萬
事
相
談
の
上
明
朝
出
稜
と
定
め
一
小
十
の
外
に
寺
島
政
太
郎
、
渡
邊
虎
十
の
二
人
が
木

て
呉
れ
る
事
に
な
つ
た
。

三
月
十
二
日
。
今
日
も
叉
曖
か
轟
ぎ
る
好
天
氣
で
あ
る
。
午
前
七
時
年
に
出
螢
し
た
。
寅
吉
老
人
は

「
雪
の
山
を
見

に
行
け
る
所
ま
で
つ
い
て
行
く
」
と
云
つ
て
、
六
十
二
才
の
老
性
を
運
ん
で
家
た
、
線
勢
七
人
と
な
つ
た
。
荷
物
は
大
部

分
人
夫
に
脊
負
つ
て
貰
つ
て
、
今
は
僅
か
二
貫
餘
平
均
と
な
つ
た
。
松
林
を
緻
け
る
と
本
澤
、
ニ
ノ
澤
、　
一
ノ
澤
を
集
め

た
、
大
き
な
谷
を
へ
だ
て
ヽ
、
鍋
冠
山
が
雲
を
被
つ
て
、
層
を
な
し
た
雪
は
、
賞
に
綺
麗
に
積
つ
て
居
た
。
澤
を
樺
つ

て
目
を
上
に
上
げ
て
行
く
と
、
蝶
ケ
岳
の
崩
が
白
い
中
に
見
え
る
。
道
は

一
ノ澤
の
左
岸
の
中
腹
を
可
成
急
に
登
つ
て

行
く
。
汗
は
グ
ラ
ダ
ラ
と
流
れ
る
、
兵
白
い
雪
の
常
念
が
、
雲
の
中
か
ら
出
た
り
入
つ
た
う
し
て
居
た
。
道
が
谷
川
の

岸
を
通
る
様
に
な
る
時
分
に
は
、雪
が
ま
だ
ら
に
河
原
に
出
て
来
た
。
太
陽
の
光
線
を
張
く
反
射
す
る
斑
の
雪
の
中
を
、

脱 二 第 年 四 十 第 景 |」 I
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谷
川
の
水
は
光
の
中
を
跳
う
流
れ
た
。
雪
ほ
段
々
培
し
て
、案
内
は
小
合
の
跡
に
入
つ
て
金
繰
を
つ
け
た
。
ス
キ
ー
は
未

だ
使
へ
な
い
。
瀧
澤
附
近
に
木
た
時
、
雪
の
と
ぎ
れ
が
無
く
な
つ
た
。
ス
キ
‐
は
や
つ
と
雲
を
な
め
る
事
が
出
家
た
。

谷
川
は
段
々
水
が
減
じ
て
、
二事
は
盆
々
谷
を
埋
め
て
行
つ
た
。

ハ
ン
タ
澤
で
書
食
を
し
た
、
こ
れ
か
ら
白
樺
も
樅
も
盆

々
太
く
な
つ
て
、
雪
の
静
け
さ
が
林
の
中
に
満
ち
て
居
る
。
谷
川
の
岸
の
雲
は
谷
の
上
を
被
つ
て
、
夏
な
れ
ば
岩
の
ゴ

ツ
ゴ
ツ
し
た
所
も
、
今
は
な
だ
ら
か
な
ス
ロ
ー
プ
で
あ
る
。
四
時
頃
案
内
を
休
う
せ^
て
、
谷
川
の
岸
を
滑
つ
た
、
ザ
ラ

メ
彗
に
し
て
は
仲
々
い
ゝ
ご
四
時
過
に
鳥
帽
子
澤
が
右
手
か
ら
彗
の
坂
と
な
し
て
落
ち
合
ふ
所
を
夜
螢
地
と
し
た
。
小

十
は
勇
ｏ
よ
し
く
崖
・ヒ
登
つ
て
本
を
き
う
だ
し
た
。
行
手
に
は
明
日
越
え
る
筈
の
常
念
乗
越
が
見
え
る
。
谷
川
の
雨
岸
は

雪
が
う
ね
う
ン
な
し
て
、
水
は
雲
に
段
を
つ
け
て
下
に
下
多
ね
ば
見
え
な
い
。
危
な
い
足
取
で
雪
に
段
を
つ
け
て
水
を

汲
み
に
行
く
と
、
ど
の
岩
も
ど
の
岩
も
、
雪
が
も
く
も
く
と
積
つ
て
、
岩
の
肌
さ
へ
見
え
て
居
る
の
は
少
な
い
。
雪
の

中
か
ら
、
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
、
水
が
流
に
出
て
木
ろ
。
水
を
汲
ん
で

見
上
げ
る
と
、
乗
越
に
は
雲
が
波
の
崩
れ
の
様
に

被
さ
つ
て
居
た
９
乙
の
静
さ
の
中
に
俗
な
も
の
は
皆
洗
れ
て
行
く
様
な
氣
持
に
な
つ
た
。
天
幕
は
持
参
の
油
紙
で
雲
を

手
に
し
た
上
に
張
つ
た
。
彗
の
上
に
は
青
葉
を
敷
き
、
其
上
に
毛
皮
と
な
ら
べ
た
ｏ
日
は
漸
く
落
ち
て
、
雲
が

コ
チ
コ

チ
に
固
く
な
つ
て
行
く
と
、　
一
時
に
あ
た
う
は
淋

し
く
な
つ
た
ｃ
大
き
な
焚
人
が
天
幕
の
傍
で
、
ボ
ー
ボ
ー
と
雪
の
谷

に
音
を
た
て
ヽ
燃
え
た
ｃ
赤
い
火
は
雲
に
穴
を
あ
け
な
が
ら
案
内
の
顔
を
照
し
、
天
幕
を
晴
に
う
す

赤
く
浮
し
出
し

た
。
自
分
等
は
す
つ
か
う
防
寒
の
用
意
を
し
て
、
毛
皮
の
上
に
寝
た
。
手
の
下
に
は
、
青
葉
の
下
に
石
の
様
に
氷
つ
た

雲
が
自
く
見
え
た
。
静
か
だ
な
―
と
思
ひ
な
が
ら
手
袋
を
二
枚
も
は
め
た
。
ど
の
位
ね
た
の
か
膝
が
馬
鹿
に
冷
い
の
で

目
が
覺
め
た
。
天
幕
に
ス
キ
ー
の
影
が
う
つ
っ
て
居
た
、
雪
の
上
に
つ
き
さ
し
た
、
ス
キ
ー
に
吊
し
た

ア
ザ
ラ
シ
の
皮

が
微
風
に
ゆ
ら
れ
て
、
氷
つ
た
毛
が
油
紙
を
サ
ラ
サ
ラ
と
撫
で
て
居
た
。
月
だ
な
と
竿
分
身
性
を
起
し
て
、
油
紙
を
少

し
は
づ
し
た
。
星
が
見
え
た
。
次
に
月
が
見
え
た
。
谷
川
の
雪
の
う
ね
う
が
月
に
照
さ
れ
て
、
雪
の
坂
の
上
の
林
が
影

を
う
す
く
投
げ
て
居
た
。
自
分
は
白
い
息
を
吹
い
て
見
な
が
ら
懐
燒
に
火
を
つ
け
て
、
具
綿
と

一
所
に
膝
に
な
い
た
。

(164)
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再
び
寝
よ
う
と
す
る
と
、
閉
ぢ
た
ま
ぶ
た
に
月
の
光
を
感
じ
て
、　
一
寸
ね
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
ア
ザ
ラ
シ
の
皮
が
サ
ラ

サ
ラ
油
紙
を
撫
で
て
、
静
ウ
返
つ
た
敬
膜
と
い
ぢ
悪
く
動
か
す
。
ア
／
コ
ー
ク
ラ
ン
プ
を
少
し
の
間
燃
し
て
曖
を
取
つ

て
無
理
に
ね
た
。

三
月
二
十
三
日
。
爾
時
に
起
き
て
焚
火
を
し
て
、
夜
の
白
む
の
を
待
つ
た
。
乗
越
は
星
の
下
に
自
く
見
え
た
。
淋
じ

い
谷
に
、
チ
ツ
チ
ロ
と
云
ふ
鳥
の
馨
を
聞
い
た
と
思
ス
と
、
次
第
に
基
が
自
ん
で
、
飯
が
炊
け
る
時
分
に
は
、
日
が
バ

ツ
と
あ
た
つ
て
末
た
。
午
前
八
時
に
夜
螢
地
を
出
螢
し
た
。
谷
は
全
く
雪
に
埋
め
ら
れ
て
、自
樺
さ
へ
脊
が
大
嬢
低
い
、

水
は

一
寸
目
に
つ
か
な
い
。
夏
の
様
な
暑
さ
を
威
じ
て
来
た
。
目
を
燒
く
恐
れ
が
あ
る
。
常
念
の
乗
越
を
具
近
に
見
る

贋
い
／
ヽ
ス
ロ
ー
プ
で
、
夏
シ
ヤ
ツ
一
枚
で
滑
つ
て
遊
ん
だ
。
賞
に
い
ゝ
雪
だ
と
、
風
と
き
う
な
が
ら
叫
ん
だ
。
⇒
へる

で
滑
つ
て
臭
れ
と
今
迄
ス
キ
ー
の
家
る
の
ァ
待
つ
て
居
た
様
だ
。
乙
れ
か
ら
上
は
段
を
急
に
谷
が
狭
く
な
つ
て
、
分
れ

て
行
く
と
谷
が
そ
っ
て
来
る
様
に
思
は
れ
る
。
上
窪
下
か
ら
乗
越
を
仰
い
で
、
夏
の
針
ノ
木
を
思
ひ
浮
べ
た
。
初
め
は

ウ
ェ
ン
デ
を
し
な
が
ら
、
電
光
形
に
登
つ
た
が
、
途
に
は
そ
れ
も
出
家
な
く
な
つ
た
。
雲
は
波
形
を
し
て
、
固
く
な
つ

て
家
た
。
急
な
所
を
横
登
行
を
や
う
な
が
ら
し
ば
し
ば
体
ん
だ
。
途
中
で
菓
子
を
食
ひ
な
が
ら
、
一
本
の
支
え
る
木
も

な
い
急
な
斜
面
を
下
ま
で
見
渡
す
と
、
自
か
ら
恨
み
深
い
心
に
な
る
。
雪
巡
濃
の

一
歩

一
歩
は
、
乗
越
に
近
づ
い
て
行

つ
た
。
常
念
の
頂
上
へ
の
斜
面
は
、
雪
が
飛
ば
さ
れ
て
仕
舞
つ
て
、
岩
が
露
れ
て
居
た
。
十

一
時
の
豫
定
が
遅
れ
て
十

二
時
に
乗
越
に
若
い
た
。
上
窪
下
か
ら

一
時
間
以
上
掛
つ
で
居
る
。
ス
キ
ー
ン
優
松
の
上
に
置
い
て
、
岩
に
腰
を
下
し

た
。
赤
岩
嶽
か
ら
穂
高
女
で
兵
白
だ
、
唯
槍
ケ
岳
の
み
其
中
に
ポ
ツ
リ
と
黒
い
。
詈
も
な
い
。
風
も
な
い
。
云
ふ
事
も

無
け
れ
ば
考
へ
る
事
ヽ
な
い
。
案
内
が
「
美
し
い
」
と
云
ふ
の
が
聞
え
た
。
恨
松
を
焚
い
て
バ
ン
を
噛
つ
た
Ｏ
今
登
つ
て

来
た
方
に
は
漫
問
小
浅
問
や
、
兵
白
な
戸
階
が
見
え
た
。
静
か
に
話
を
し
な
が
ら
バ
ン
を
火
に
あ
ぶ
つ
て
は
食
つ
た
。

ス
キ
ー
か
ら
彗
が
と
け
て
岩
の
上
に
流
れ
て
居
る
。
尾
根
は
線
て
雪
が
な
い
。
ス
キ
ー
で
中
房

へ
越
え
る
の
は
、
駄
目

だ
と
思
つ
た
。
再
び
ス
キ
ー
ン
」つ
け
て
、
槍
ケ
岳
を
右
に
見
て
一
の
俣
に
降
る
。
大
き
な
ボ
ー
ダ
ン
ケ
・書
い
て
木
の
問
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を
縫
ひ
な
が
ら
十
分
許
う
で
降
多
た
。
彗
は

一
丈
餘
も
あ
ら
う
、
河
は
殆
ん
ど
埋
つ
て
居
る
。
針
葉
樹
の
下
を
通
つ
て

行
く
と

ｆ
フ
ハ
ラ
と
雪
が
本
か
ら
落
ち
て
家
る
。
中
山
の
登
う
は
、
ス
キ
ー
を
緻
い
で
鎌
の
跡
を
登
つ
た
。
上
に
着
い

て
休
む
と
、
一
時
に
汗
が
引
込
ん
で
、
風
が
木
々
を
渡
つ
て
行
つ
力
。
中
山
の
下
多
は
急
で
、
雪
は
賞
に
好
い
。
プ
″
ッ

フ
″
シ
ュ
ネ
ー
に
近
い
。
ス
キ
ー
か
ら
雪
煙
が
上
つ
て
、
音
の
無
い
谷
に
シ
ユ
ー
と
云
ふ
心
よ
い
詈
を
た
て
ヽ
風
を

どヽ

つ
て
下
う
た
。
初
め
は
ス
テ
ン
ポ
ー
ダ
ン
を
猛
烈
に
や
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
が
、
途
中
か
ら
直
滑
降
に
う
？

て́
、木

が
後
に
飛
ん
で
行
く
様
に
見
え
た
。
二
俣
の
池
で
焚
火
を
し
て
飯
を
食
つ
た
。
水
を
探
す
に
骨
を
折
る
位
、　
一
面
の
雪

の
原
で
あ
る
。
乙
れ
か
ら
は
ス
キ
ー
は
、
雪
の
小
山
を
上
つ
た
り
下
つ
た
り
、
殆
ん
ど
獣
つ
て
居
て
も
滑
つ
て
行
く
「

夏
の
事
レ
・思
ス
と
共
道
と
云
ひ
骨
折
と
云
ひ
、
馬
鹿
氣
た
も
の
だ
と
思
ス
。
案
内
は
上
の
方
に
見
え
る
棧
道
を
さ
し
て

笑
つ
た
。
二
俣
の
ド
ー
の
小
合
の
中
は
．
池
の
様
に
水
が
溜
つ
て
居
た
。
迪
が
に
乙
ゝ
は
谷
川
が
流
れ
て
居
る
、
い
よ

い
よ
赤
澤
ヽ
近
い
。
川
の
雨
岸
に
は
雪
の
大
だ
ん
ご
小
だ
ん
ど
が

一
面
に
競
ん
で
居
る
、　
一
寸
ス
キ
ー
は
困
難
ケ
・威
じ

た
。
や
が
で
、
赤
澤
の
岩
小
合
が
右
手
に
見
え
た
。
勿
論
ス
キ
ー
は
谷
の
上
を
歩
い
て
居
る
。
夏
泰
て
は
こ
れ
が
雪
で

埋
ろ
う
と
は
想
像
も
つ
か
な
い
、
驚
く
程
平
坦
な
坂
で
あ
る
。
谷
の
雨
側
は
段
々
高
く
な
つ
て
、
ポ
ー
ダ
ン
を
書
い
た

ら
、
さ
ぞ
い
ゝ
だ
ろ
う
と
思
ス
ス
ロ
‐
プ
が
谷
を
埋
め
て
居
る
。
し
か
し
今
の
雪
で
は
固
過
ぎ
る
ｏ
日
は
漸
く
暮
れ
て

忽
ち
雲
は
氷
の
様
に
か
た
く
な
つ
た
。
六
時
に
全
く
雪
に
埋
つ
た
ア
／
プ
ス
旅
館
を
掘
つ
て
は
い
込
ん
だ
。
幸
に
彗
は

入
つ
て
居
な
い
。
噛
燭
を
と
も
し
て
、
焚
火
を
し
た
。
乙
れ
だ
け
彗
に
埋
つ
て
居
れ
ば
、
中
で
焚
火
を
し
て
も
、
大
丈

夫
だ
と
安
心
し
た
。
煙
の
出
日
が
な
い
の
で
ポ
ロ
ポ
ロ
涙
と
な
が
し
な
が
ら
、
雪
を
溶
し
て
湯
・″」
つ
く
つ
た
。
米
も
あ

つ
た
。
ふ
と
ん
も
あ
つ
た
。
今
晩
は
天
國
へ
行
つ
た
様
だ
と
、
思
ひ
き
う
足
を
延
し
て
ね
た
。

三
月
二
十
四
日
。
目
を
覺
す
と
曇
つ
て
居
る
と
云
ふ
馨
が
す
る
。
小
十
が
天
候
を
見
に
出
た
が
、
危
い
と
云
ふ
。
が

つ
か
り
し
な
が
ら
、
雪
の
上
に
這
ひ
出
し
た
。
槍
澤
は
曇
つ
た
室
の
下
に
静
う
返
つ
て
居
る
。
早
い
雲
の
往
泰
を
見
て

こ
れ
は
駄
目
だ
と
思
つ
た
。
無
理
を
し
て
は
い
け
な
い
と
第

一
に
考
へ
た
。
案
内
の
繰
を
は
い
て
、
槍
澤
を
番
つ
て
行

一一
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つ
た
。
錢
の
歯
は
ザ
ク
リ
ザ
ク
リ
と
雲
に
音
を
た
て
ゝ
喰
ひ
込
ん
だ
。
何
だ
か
自
分
が
蟻
の
様
に
小
さ
い
様
に
思
ひ
な
が

ら
、
急
い
で
登
つ
た
。

一
箇
所
熊
の
足
跡
が
谷
を
横
ぎ
つ
て
居
た
。
槍
が

一
寸
見
え
た
。
成
程
雪
が
な
い
。
天
氣
さ
ヘ

好
け
れ
ば
、　
一
日
か
け
れ
ば
槍

ほ
業
に
登
れ
そ
う
だ
。
虚
榮
心
で
末
る
連
中
で
な
く
、
心
か
ら
槍
の
眺
め
を
奔
し
に
末

る
人
な
ら
、
き
つ
と
落
厳
な
景
色
が
見
ら
れ
る
。
僕
等
は
叉
家
る
と
し
よ
う
と
口
惜
し
が
う
な
が
ら
、
顔
だ
け
は
不
氣

を
装
つ
て
、
す
た
ノ
ヽ
と
大
股
に
引
返
し
た
、
遠
く
に
小
合
の
頭
が

一
寸
雲
の
上
に
見
え
た
。
小
合
に
帰
る
と
皆
待
っ

て
居
て
呉
れ
た
。
飯
を
済
し
て
午
前
九
時
に
出
残
し
た
。
ス
キ
ー
を
は
い
て
忽
ち
小
合
を
後
に
滑
つ
た
。
谷
を
降
う
な

が
ら
ヤ
ー
ホ
ー
と
諄
を
か
け
る
と
上
の
方
か
ら
ャ
ー
ホ
ー
と
應
じ
て
、
ス
キ
ー
が
雪
を
す
る
音
が
聞
■
て
来
る
。
体
ん

で
木
を
見
あ
げ
る
と
、
木
鼠
が
ガ
サ
ノ
ヽ
と
木
を
登
つ
て
遊
ん
で
居
た
。
二
俣
の
ド
ー
ヘ
末
て
、
顔
を
洗
つ
て
居
ろ
う

ち
に
案
内
が
や
つ
て
木
た
、
横
尾
の
屏
風
岩
を
見
る
頃
雨
が
降
つ
て
ホ
た
、
雪
が
ザ
ラ
メ
の
篤
に
ス
キ
ー
に
少
し
も
附

着
し
な
い
。
段
々
廣
い
原
に
出
て
家
た
、
今
は
廣
い
雪
の
原
の
上
を
、
逢
か
彼
方
に
目
標
を
撲
ん
で
、　
一
歩
に

一
間
位

づ
ゝ
滑
走
し
て
行
く
、
右
手
に
は
凄
い
様
に
奇
麗
な
穂
高
を
眺
め
、
行
手
に
霞
澤
、
六
百
、
徳
本
の
山
々
が
上
の
方
は

雲
と
見
え
て
白
く
霞
ん
で
ゐ
る
。
柳
は
も
う
赤
い
茅
を
吹
い
て
居
た
。
宮
川
の
池
の
可
成
手
前
の
木
蔭
で
書
食
を
つ
か

つ
た
。
雨
な
ど
は
限
中
に
無
く
な
つ
て
、
焚
人
に
あ
た
う
な
が
ら
ゆ
つ
く
う
飯
を
食
つ
た
。
宮
川
の
池
ヒ
訪
問
し
て
馬

小
合
の
所
へ
出
る
と
、
ス
キ
ー
の
跡
が
あ
つ
た
。
か
ね
て
知
杏
ひ
の
ウ
イ
ン
タ
ン
χ
氏
だ
と
直
ぐ
思
つ
て
、
會

へ
る
か

も
知
れ
な
い
と
道
を
急
い
だ
。
雲
は
非
常
な
減
じ
方
で
、
此
庭
だ
け
な
ら
ス
キ
ー
は
無
用
の
長
物
だ
と
思
つ
た
。
ス
キ

ー
を
す
る
雪
で
は
な
い
。
鎮
の
雲
だ
。
温
泉
は
雨
の
中
に
固
く
戸
を
開
し
て
居
た
。
傍
の
小
合
で
大
が
吠
え
る
。
入
つ

て
見
る
と
常
さ
ん
が
居
た
。「
乙
れ
は
珍
ら
し
い
人
が
ホ
た
」
と
心
よ
く
迎
え
て
呉
れ
た
。
ウ
氏
は
今
朝
季
湯
へ
行
つ
た

そ
う
だ
。
乗
鞍

へ
行
つ
た
の
だ
。
時
刻
は
未
だ
午
後
四
時
前
だ
。
症
を
固
ん
で
盛
ん
に
話
が
は
づ
ん
だ
。
大
が
お
び
え

て
居
る
。

三
月
十
五
日
。
今
日
は
、
フ」
ゝ
で
遊
ぶ
事
に
し
た
。
湯
の
元
へ
行
つ
て
岩
の
中
の
温
泉
に
浴
す
る
と
、
漁
る
く
て
出

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山
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行 螢 月 四 年 九 正 大

○
春
の
上
河
内
へ
　
　
板
倉

る
事
が
出
来
な
い
。
晴
れ
渡
つ
た
朝
の
基
氣
を
吸
ひ
な
が
ら
、
河
の
流
れ
を
聞
き
な
が
ら
、
岩
の
浴
槽
で

一
時
間
も
つ

か
つ
て
居
た
。
十
時
碩
か
ら
焼
岳

へ
散
歩
に
行
つ
た
。
燒
の
方
か
ら
見
た
霞
澤
や
六
百
山
は
仲
々
奇
麗
だ
。
殊
に
本
の

間
か
ら
え
た
大
正
池
と
彗
の
霞
澤
の
谷
は
美
し
い
。
豊
め
し
に
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
噛
つ
て
居
る
と
雨
に
な
つ
た
。
燒
の
ラ

バ
ー
の
跡
に
は
、
彗
が
層
を
な
し
て
見
え
る
。
小
合
に
帰
つ
て
常
さ
ん
ど
小
十
の
猟
の
話
を
聞
い
て
居
る
と
、　
一
寸
も

あ
き
な
い
。
夜
に
入
つ
て
雨
は
吹
雲
に
憂
つ
た
。
戸
を
打
つ
吹
彗
の
音
が
サ
ラ
ノ
ヽ
と
聞
え
る
。
燎
に
は
大
き
な
本
が

も
え
さ
か
つ
て
、
話
は
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
絶
え
や
う
と
も
し
な
か
つ
た
。

二
月
十
六
日
。
吹
雪
は
大
分
張
い
。
充
分
用
意
を
し
て
午
前
七
時
年
に
出
残
し
た
。
い
ゝ
彗
だ
。
本
音
に
粒
の
細

い

水
氣
の
な
い
雪
だ
。
理
想
的
の
プ
″
ッ
フ
ル
シ
ュ
ネ
ー
だ
と
威
じ
な
が
ら
、
吹
雪
の
中
と
徳
本
に
向
つ
た
。
す
つ
か
ら

用
意
ヒ
し
て
吹
彗
の
中
ヒ
歩
く
の
は
、
気
持
の
い
ヽ
も
の
で
且
痛
快
な
も
の
だ
。
徳
本
の
下
で
焚
火
を
し
た
。
時
々
パ

ツ
ト
日
が
あ
た
る
と
、本
々
の
影
が
彗
の
上
に
さ
す
、何
と
云
久
美
し
さ
で
あ
ろ
う
。
ス
キ
ー
は
例
の
通
り
谷
を

一
直
線

に
登
つ
て
行
く
、
夏
の
道
は
左
に
あ
る
。
頂
上
近
く
で
い
よ
ノ
ヽ
風
が
烈
し
く
な
る
、
温
度
は
大
し
た
も
の
で
な
く
、

講
氏
の
零
下
口
度
を
示
し
て
居
た
。
ま
つ
毛
は
氷
つ
て
白
い
。
徳
本
の
頂
上
の
道
よ
う

一
寸
南
に
出
た
。
東
側
に
は
雪

が
二
間
ム
被
つ
て
居
た
。
下
ら
は
非
常
に
滑
う
に
く
か
つ
た
。
古
い
雪
の
上
に
新
し
い
雪
が
乗
つ
て
居
る
の
で
、
皆
な

だ
れ
て
仕
舞
ス
。
途
中
吹
雪
の
中
で
焚
火
を
し
た
が
少
し
も
曖
く
な
か
つ
た
。
手
袋
を

一
寸
緻
ヾ
と
も
う
氷
つ
て
入
ら

な
く
な
る
。
岩
魚
留
に
近
く
な
つ
た
ら
大
量
曖
ぐ
な
つ
た
、
岩
魚
留
で
書
を
っ
か
っ
て
す
っ
か
ぅ
体
ん
だ
。
も
う
ス
キ

ー
は
用
ひ
ら
れ
な
い
。
午
後
三
時
に
岩
魚
留
と
出
螢
し
て
清
水
屋
に
着
い
た
。

二
六
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針
ノ
木
峠
を
経
て
鋼
岳
に
登
る

村
　
　
瀬
　
　
　
土土

一
　
大
澤
小
合
へ

暑
い
、
た
ま
ら
な
く
暑
い
、
行
つ
て
も
行
つ
て
も
息
ふ
べ
き
樹
の
蔭
と
て
も
な
い
。
見
渡
す
限
う

一
面
の
稀
田
許
♭

だ
。
青
い
浪
が
ゆ
ら

，
ノ
ヽ
と
打
つ
て
居
る
、
併
し
其
の
上
を
吹
い
て
木
る
風
は
ム
イ
ノ
ヽ
と
す
る
。
行
手
に
は
鹿
島

槍
績
き
の
峯
々
が
屏
風
の
や
う
に
連
な
う
立
ン
に
居
る
、
〓
頂
に
は
鼠
色
し
た
雲
の
幕
が
お
う
て
居
る
、
そ
れ
が
今
山

に
入
ら
う
と
す
る
私
達
の
心
と
少
な
か
ら
ず
焦
々
さ
せ
る
。

「
旦
那
、
天
氣
・は
へ
い
か
た
ま
つ
た
ゞ
案
じ
る
こ
と
は
ね
え
だ
」

先
達
の
北
澤
は
さ
う
云
つ
て
請
合
つ
て
く
れ
た
、
ま
あ
安
心
し
て
居
よ
う
。

重
い
荷
物
を
脊
負
つ
た
人
夫
達
の
足
は
の
ろ
い
、
祀
父
江
さ
ん
ど
私
は
彼
等
を
逢
か
後
に
見
捨
て
て
、
ス
タ
ノ
ヽ
と

歩
き
出
し
た
。

面
白
い
姿
を
し
た
道
祀
耐
の
石
像
が
道
ば
た
に
立
つ
て
居
る
、
祀
父
江
さ
ん
が
早
速
に
ヵ
メ
ラ
を
向
け
る
。

野
口
の
村
を
過
ぎ
る
と
問
も
な
く
鹿
島
川
に
架
せ
ら
れ
た
長
い
橋
を
渡
る
、
積
に
は
白
い
丸
石
が
ゴ
ロ
ノ
ヽ
し
て
、

そ
れ
に
日
が
が
ん
ノ
ヽ
と
照
う
付
け
で
見
る
か
ら
に
う
よぶ
し
い
。

私
達
は
ズ
ン
ノ
ヽ
と
進
ん
で
行
つ
た
。
い
つ
の
間
に
や
ら
松
林
の
績
い
た
山
路
に
な
る
。

『
旦
那
方
ど
ち
ら
へ
行
く
ん
だ
ネ
』

突
然
、
路
傍
の
本
の
蔭
に
腰
を
お
ろ
し
て
休
ん
で
わ
た
村
人
ら
し
い
も
の
が
聞
い
た
。

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山
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瀬
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行 獲 月 四 年 九 正 大

○
針
ノ
木
峠
を
経
て
餌
岳
に
登
る
　
　
村
瀬

『針
木
の
方
へ
」
と
私
は
何
の
乙
だ
は
多
も
な
し
に
答
へ
て
行
き
か
け
た
。

『
旦
那
、
そ
れ
ぢ
や
路
が
違
ふ
だ
、
こ
れ
は
高
瀬
入
ぢ
や
』

ち
や
ノ
ヽ
「
知
ら
ｎ
間
に
籠
川
入
へ
別
れ
て
行
く
所
か
ら
四
五
町
も
末
過
ぎ
て
仕
舞
つ
て
ゐ
た
。
其
ぐ
せ
あ
の
別
に

途
の
本
標
の
字
は
確
か
に
讀
ん
で
木
た
の
で
あ
つ
た
の
に
！
再
び
暑
い
路
を
ス
タ
コ
ラ
と
引
き
返
し
て
行
つ
た
時
に
は

遅
れ
た
人
夫
達
も
早
や
や
つ
て
な
た
。

村
の
出
端
づ
れ
に
辻
堂
が
あ
る
。
其
庭
に

一
寸
休
憩
す
る
の
黒
部
の
「
主
」と
云
は
れ
た
品
右
衛
門
老
人
は
今
は
山
入

を
や
め
て
此
庭
に
茶
店
を
出
し
て
ゐ
る
。
私
達
の
体
ん
で
ゐ
た
時
息
子
の
兵
三
郎
が
手
の
小
合
の
修
繕
に
行
く
と
て
出

掛
け
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
あ
の
力
士
の
や
う
に
デ
ッ
プ
リ
と
し
た
―
―
イ
ヤ
一
時

は
村
角
力
の
開
取
を
し
て
居
た
さ

う
だ
―

身
腱
で
よ
く
山
に
行
け
た
も
の
だ
、
馴
れ
は
え
ら
い
も
の
で
ぁ
る
。

三
十
分
も
体
ん
で
が
ら
出
職
、
念
々
籠
川
入
の
路
へ
進
ん
だ
。

針
木
峠
は
天
下
の
除
路
と
誰
か
が
云
つ
た
の
は
い
つ
の
昔
の
こ
と
や
ら
、
今
で
は
峠
下
の
雲
漢
の
入
日
ま
で
立
派
な

林
道
が
出
来
て
や
す
ノ
ヽ
と
行
け
る
。
昔
は
籠
川
積
の
路
ヽ
な
い
と
こ
ろ
を
や
み
く
も
に
遡
つ
て
行
つ
た
も
の
で
、
大

き
な
石
の
嘉
々
し
た
間
を
歩
い
た
り
、
絶
壁
の
裾
を
惇
つ
た
り
、
又
膝
を
没
す
る
や
う
な
深
い
早
瀬
を
幾
度
と
な
く
横

切
つ
た
も
の
だ
ｃ
そ
れ
に
較
べ
る
と
今
は
昔
の
面
影
も
な
い
位
楽
な
路
だ
、
従
つ
て
興
の
登
山
客
に
は
興
味
索
然
た
る

感
が
な
い
で
も
な
い
。

併
し
業
に
な
つ
た
と
は
い
へ
、
急
崚
胸
を
突
く
や
う
な
針
木
の
大
雪
漢
や
、
岩
を
噛
ん
で
矢
の
や
う
に
流
る
る
黒
部

川
の
激
流
や
、
さ
て
は
其
虎
に
危
く
架
せ
ら
れ
た
原
始
的
な
籠
渡
な
ど
は
、
ま
だ
ノ
ヽ
馴
れ
漁
旅
人
を
脅
や
か
し
心
脂

を
寒
か
ら
し
む
べ
く
充
分
で
あ
ら
う
。
イ
ヤ
話
が
と
ん
だ
先
ま
で
行
つ
て
し
ま
っ
た
。
後
戻
う
を
せ
ね
ば
な
ら
漁
ｏ

辻
堂
を
出
る
と
問
も
な
く
路
は
松
疎
ば
ら
な
高
原
の
中
に
入
つ
て
行
く
、
鳴
澤
岳
や
岩
小
屋
澤
岳
が
行
く
手
に
城
壁

の
や
う
に
立
塞
が
つ
て
ゐ
る
。
早
や
あ
ち
ら
乙
ち
ら
に
自
樺
が
見
え
出
す
、
や
つ
と
高
い
山
に
入
つ
て
家
た
な
と
云
ふ
威
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脱 二 第 年 四 十 第 岳 山

じ
が
し
た
。

松
原
書
き
て

一
面
の
草
原
、薄
や
萱
が
生
ひ
繁
つ
た
中
ヒ
分
け
て
行
く
。
草
い
さ
れ
で
編
穂
が
苦
し
い
汗
が
た
ら
ノ
ヽ

流
れ
出
す
。
そ
の
内
に
路
は
次
第
に
籠
川
の
線
に
出
た
、
美
し
い
水
品
の
や
う
な
水
が
旋
律
的
な
音
を
立
て
て
飢
石
の

間
を
走
つ
て
居
る
。

私
達
は
乾
き
切
つ
た
咽
喉
ヒ
乙
の
氷
の
や
う
な
冷
た
い
水
で
凛
し
た
。

一
息
入
れ
る
と
汗
は
す
つ
か
ら
引
い
て
し
ま

つ
て
、
始
め
て
す
が
す
が
し
い
心
持
に
な
る
こ
と
が
出
家
た
。

此
庭
か
ら
路
は
山
の
根
を
廻
つ
て
次
第
々
々
と
奥
深
く
入
つ
て
行
く
、
い
く
つ
も
い
く
つ
も
澤
を
渡
る
。
ど
乙
か
で

工
作
の

一
行
に
追
ひ
附
い
た
「
彼
は
東
京
の
客
を
案
内
し
て
屍
澤
か
ら
祀
父
ケ
岳
に
准
う
鹿
島
槍
か
ら
八
峯
の
縦
走
を

す
る
の
だ
さ
う
な
。
其
屍
澤
の
「
ド
ウ
」
に
来
た
の
は
午
後
三
時
頃
で
も
あ
つ
た
ら
う
か
ｏ
其
虚
で
御
互
に
無
事
の
登
山

を
所
う
つ
ゝ
工
作
等
は
瀧
の
や
う
な
瀬
を
作
つ
て
張
―
落
つ
る
澤
の
右
岸
を
グ
ン
ノ
ヽ
と
登
つ
て
行
つ
た
。
私
達
も
木

立
の
繁
つ
た
籠
川
路
を
進
ん
で
行
く
と
、
い
つ
し
か
川
は
逢
か
脚
下
に
な
つ
て
、
路
は
高
く
登
つ
て
行
く
。

谷
は
次
第
に
狭
ま
つ
て
、
一密
樹
頭
上
を
盤
ふ
や
う
に
な
つ
た
、
も
う
日
は
山
の
彼
方
に
落
ち
て
暮
色
蒼
然
と
し
て
あ

た
り
に
追
つ
て
恋
た
頃
、
や
う
ノ
ヽ
豫
定
の
大
澤
小
合
に
着
い
た
。

封
岸
に
は
蓮
華
岳
が
頭
を
歴
す
る
や
う
に
各
え
て
居
る
山
腹
に
は
白
い
綿
の
や
う
な
雲
が
ふ
わ
う
ノ
ヽ
と
心
あ
う
げ

に
動
い
て
ゐ
る
Ｌ
大
澤
は
澤
と
云
ふ
よ
う
細
い
瀧
の
や
う
な
斜
面
を
し
て
籠
川
に
落
ち
て
居
る
。

行
手
に
は
ス
ノヾ
ソ
や
針
木
が
其
奇
怪
な
る
峯
頭
を
美
し
い
夕
本
一に
く
つ
き
り
と
も
た
げ
て
、
針
木
の
雪
漢
も
マ
ヤ
ク

ポ
澤
の
あ
た
う
が
銀
の
布
を
か
け
た
や
う
に
輝
い
て
見
え
る
．。
明
日
の
天
氣
も
先
達
の
請
合
つ
た
通
う
大
丈
夫
ら
し

い
。大

澤
の
小
合
は
水
に
不
便
で
、　
一
々
ズ
ツ
ト
崖
下
の
積
す
で
汲
み
に
下
う
て
行
か
ね
ば
な
ら

，
ｏ
が
、
以
前
積
の
石

の
間
に
露
螢
し
た
こ
と
を
思
へ
ば
丸
で
御
殿
の
や
う
な
も
の
だ
、
四
方
は
石
で
盤
ん
だ
壁
、
屋
根
と
床
と
は
厚
い
板
張

○
針
ノ
木
峠
を
超
て
餌
岳
に
登
る
　
　
村
瀬
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う
、
山
の
小
合
と
し
て
中
分
な
か
ら

，
。

こ
の
日
入
夫
の

一
人
が
途
中
で
大
憂
な
乙
と
を
仕
出
来
か
し
た
、
乳
茸
と
か
い
ス
菌
を
生
食
し
て
中
毒
を
起
し
、
岩

小
屋
澤
の
ほ
と
う
で

へ
た
ば
つ
て
し
ま
つ
た
さ
う
な
。
で
、
夕
食
後
闇
の
山
路
を
迎
ひ
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

八
時
頃
に
な
つ
て
や
つ
と
連
れ
て
は
家
た
が
．
明
日
の
同
行
は
と
て
も
六
ケ
敷
い
と
い
ス
の
で
、
已
Ｕ
を
得
ず
先
達
を

附
け
て
大
町
に
毬
う
蹄

へ
し
、
代
う
の
者
を
連
れ
て
家
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
、
お
か
げ
で
其
翌
日
は
塞
し
く
小
合
に
滞

在
せ
ね
ば
な
ら
漁
こ
と
に
な
つ
た
。

二
　
針
木
峠
の
雲
漢

『美
し
い
』

『
立
派
な
眺
め
で
す
ネ
』

私
達
は
な
つ
か
し
い
針
木
峠
の
彗
漢
に
カ
ン
ジ
キ
を
踏
み
乙
ん
で
、
崚
瞼
な
雲
路
を
登
う
な
が
ら
時
々
後
を
振
り
返

つ
て
見
た
時
、
限
下
に
開
展
し
て
家
る
籠
川
の
深
い
谷
や
、
其
向
ふ
に
饗
え
て
居
る
証
父
ケ
岳
績
き
の
連
暉
を
見
て
か

う
叫
ん
だ
。

雲
漢
は
次
第
に
勾
配
が
急
に
な
つ
て
家
た
。

『
峠
は
ど
乙
な
ん
で
す
か
』

旭
父
江
さ
ん
は
虹
の
や
う
な
氣
息
を
吐
負
なヽ
が
ら
尋
ね
た
。

『
あ
の
上
の
彗
が
棚
の
や
う
に
な
つ
た
庭
が
見
え
る
で
せ
う
、
あ
そ
乙
が
峠
で
す
、
あ
ッ
御
覧
な
さ
い
、
雪
の
上
に
人

が
居
ま
す
、
ψご
あ
、
も
う

一
奮
獲
で
す
』
と
私
は
雪
を
つ
か
ん
で
類
張
う
な
が
ら
答
へ
る
の
で
あ
つ
た
。
幾
度
も
幾
度

も
立
ち
止
ま
つ
て
息
と
入
れ
な
が
ら
私
達
は
と
う
ノ
ヽ
雲
漢
を
登
ぅ
了
ふ
せ
て
峠
の
頂
上
に
立
っ
こ
と
が
出
家
た
。
其

虎
に
は
金
澤
七
高
の
職
員
生
徒
が
二
十
名
許
―
越
中
の
方
か
ら
登
つ
て
ホ
て
休
ん
で
居
た
。

三
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『
ヤ
ー
先
生
ぢ
や
あ
う
ま
せ
ん
か
」

突
然
叫
ぶ
も
の
が
あ
つ
た
、
私
は
其
馨
の
主
を
見
る
と
そ
れ
は
越
申
の
不
蔵
で
あ
つ
た
。
彼
は
こ
の
人
達
の
先
達
を
し

て
家
た
の
で
あ
つ
た
、
相
鍵
ら
ず
頑
文
で
元
氣
に
満
ち
ノ
ヽ
た
顔
色
を
し
て
ゐ
る
。

雲
田
，の
一
場
に
立
っ
て
今
登
つ
て
末
た
方
を
見
る
と
、
脚
下
眼
も
は
る
か
に
銀
の
瀧
を
懸
け
て
ゐ
る
の
は
大
雲
漢
っ

ず
つ
と
下
の
方
に
黒
い
豆
の
や
う
に
動
い
て
ゐ
る
の
は
私
達
の
人
夫
で
あ
ら
う
ｏ

『
よ
く
乙
ん
な
所
を
登
つ
て
家
た
も
の
だ
な
―
』

私
達
は
今
夏
驚
嘆
の
限
を
見
張
つ
て
雲
漢
を
見
下
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。

営
面
の
針
木
岳
か
ら
ス
ノヾ
り
、
赤
澤
、
岩
小
屋
澤
に
績
く
大
暉
壁
の
向
ふ
に
は
、
鹿
島
槍
以
北
自
馬
連
峯
に
至
る
山

々
が
鮮
や
か
に
日
を
受
け
た
姿
を
見
せ
て
居
る
。

私
は
祀
父
江
さ
ん
を
促
し
て
峠
の
向
ふ
側
に
登
つ
て
行
つ
た
。

何
た
る
般
槻
―
眼
前
に
ひ
ろ
げ
出
〕ご
れ
た
る
名
山
大
岳
の

一
大
パ
ノ
ラ
マ
！
南
方
は
槍
、
穂
高
か
ら
北
は
薬
師
岳
に

至
る
日
本
北
ア
／
プ
ス
中
心
の
山
々
は
、
今
正
に
夏
の
具
書
の
陽
を
受
け
て
水
色
の
ヴ
ェ
イ
／
を
通
し
て
見
る
や
う
に

淡
く
光
つ
て
居
る
。

（
）
　
（
一
『
ｏ
一″
魚
　
”
〓
ら
　
輸
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〓
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Ｈ
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つ
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〓
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”
・二
Ｌ
一
（ギ
Ｃ
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ｒ
け
　
の
声
す
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（
の
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弓
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①
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Ｃ
しヽＦ
一』や】）Ｃ負
　
け」一Ｃ　
日
〓
く
一し一げ
【０
　
”
【Ｃ
【″Ｃ
・

（
あ
は
れ
凄
く
も
静
け
き
山
よ
、
わ
れ
は
し
も
汝
が

姿
を
限
に
見
つ
ゝ
も
心
よ
う
清
ゆ
る
哉
で

汝
を
見
つ
め
て
焼
惚
の
所
多
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わ
れ
は
ひ
と
，
大
御
耐
を
讃
へ
ま
つ
る
）

峠
の
端
の
草
の
山
に
腰
を
お
ろ
し
、
脚
下
に
無
諄
の
濤
を
打
つ
て
近
く
叉
遠
く
う
ね
る
山
々
の
景
色
を
眺
め
な
が
ら

う

つ
ｔ
．リ

我
を
忘
れ
て
洸
惚
し
て
わ
た
。

不
意
に
人
酔
が
し
て
家
た
の
で
わ
れ
に
婦
る
と
、
私
達
の
人
夫
も
や
う
や
く
今
登
つ
て
木
て
平
蔵
等
と
挨
拶
を
交
換

し
て
居
る
所
で
あ
つ
た
。

彼
此
し
て

一
時
間
程
経
過
し
た
、
七
高
の
連
中
は
平
蔵
等
と
針
木
の
雲
を
韓
ぶ
や
う
に
し
て
信
州
側
に
下
つ
て
し
ま

ふ
し
、
私
達
も
今
夜
の
露
螢
地
指
し
て
灌
木
や
草
の
間
に
ジ
グ
ザ
グ
に
際
現
し
て
ゐ
る
針
木
澤
の
路
を
降
り
始
め
た
。

「
旦
那
、
さ
あ
木
ま
し
た
に
』
と
云
つ
て
先
頭
の
人
夫
が
ど
つ
か
と
其
の
荷
を
卸
ろ
し
た
の
は
針
木
澤
の
ほ
と
り
、
十

坪
程
の
砂
礫
地
、
四
方
に
は
樹
の
繁
つ
た
高
い
山
の
裾
が
鼻
先
と
屋
す
る
や
う
に
追
つ
て
来
て
居
る
袋
の
や
う
な
地
で

あ
つ
た
。
澤
の
水
も
何
時
と
は
な
し
に
大
分
太
く
な
つ
て
、
す
ぐ
側
を
滉
浚
の
音
を
立
て
て
流
に
て
ゐ
る
、
此
庭
を
大

澤
の
野
螢
地
と
云
ふ
さ
う
な
。

夕
飯
の
仕
度
を
す
る
煙
が
、
狭
い
谷
間
か
ら
鐵
蒼
色
し
た
夕
塞
に

ス
イ
ノ
ヽ
と
立
の
ぼ
る
か
た
へ
、
ビ
ラ
ミ
ッ
ド
形

の
天
幕
が
ほ
の
じ
ろ
う
河
原
の
灌
本
の
間
に
張
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
事
で
あ
つ
た
。

二
　
黒
部
川
を
越
ゆ

夜
が
明
け
た
、
狭
い
谷
間
の
夜
が
明
け
た
。
澤
を
走
る
水
の
上
に
は
朝
需
が
ぼ
―
つ
と
湯
気
の
や
う
に
立
つ
て
ゐ
ろ
。

書
室
の
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
を
見
る
や
う
な
基
は
美
し
く
も
澄
み
わ
た
つ
て
、
今
日
も
亦
天
氣
の
好
い
こ
と
を
知
ら
せ
て
ゐ

る
。
漢ヽ
谷
の
冷
い
朝
の
基
氣
は
ひ
し
／
ヽ
と
身
に
追
つ
て
来
る
。
小
鳥
が
何
庭
か
で
美
し
い
音
を
た
て
て
囀
つ
て
ゐ
る
。

賞
に
す
が
す
が
し
い
気
持
が
す
る
。
朝
飯
を
す
ま
し
て
急
い
で
出
螢
。

今
日
も
暫
く
は
澤
樽
ひ
だ
、
針
木
澤
の
岸
を
あ
ち
ら
乙
ち
ら
に
移
う
渉
つ
て
行
く
。
下
る
に
連
れ
て
谷
は
次
第
に
開

三
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裕
に
な
る
。

牛
小
屋
澤
に
近
い
庭
で
右
手
の
高
い
峰
の
最
か
ら
澤
ま
で

一
氣
に
押
し
出
し
た
大
崩
れ
の
跡
は
見
る
か
ら
に
物
凄

い

も
の
で
あ
つ
た
。
人
夫
は
此
庭
を
「
な
澤
」と
教

へ
て
異
れ
た
、
水
の
破
壊
力
の
恐
ろ
し
さ
が
ま
ざ
ノ
ヽ
と
見
ら
れ
る
。

大
南
澤
の
合
流
す
る
あ
た
多
債
は
餘
程
度
く
な
つ
て
此
庭
彼
庭
に
枯
れ
た
針
葉
樹
が
骨
の
や
う
に
自
く
さ
ら
さ
れ
て

立
つ
て
居
る
。
振
う
返
る
と
連
華
岳
績
き
の
峰
々
が
青

い
基
に
鮮
明
な
輸
廓
を
表
は
し
て
ゐ
る
。
向
ス
の
山
間
に
は
立

山
連
峰
が
間
近
に
仰
が
れ
る
、
併
し
其
偉
大
な
る
山
容
も
此
庭
か
ら
は
甚
だ
平
凡
に
見
え
た
。

俄
に
限
界
が
開
け
て

一
大
深
谷
が
前
に
表
は
れ
て
来
た
。
茅
々
の
水
盤
が
耳
に
聞
え
て
末
る
。

『
と
う
ど
う
黒
部
に
出
た
ね
、
も
う
澤
偉
ひ
も
ち
仕
舞
ひ
だ
」

み

な

か
み

『
ど
う
も
へ
い
黒
部
は
恐
ッか
ね
え
川
で
、ま
だ
水
上
を
探
ぐ
う
た
も
の
も
ね
え
だ
、
と
て
も
深
い
谷
で

へ
い
」

大
き
な
虎
枚
の
叢
を
通
り
抜
け
る
と
、
そ
乙
は
高
い
岨
を
成
し
て
脚
下
に
は
黒
部
の
本
流
が
石
ヒ
流
じ
岩
を
動
か
し

つ
ゝ
矢
を
射
る
や
う
に
流
れ
て
あ
る
。

何
と
い
ス
大
き
な
深
い
谷
で
あ
ら
う
、
ど
ち
ら
を
見
て
も
樹
の
繁
つ
た
大
き
い
山
の
稲
が
幾
っ
も
ノ
ヽ

一
齊
に
乙
の

鉢
目
が
け
て
易
の
骨
の
や
う
に
放
射
し
て
居
る
。

「
昔
は
黒
部
を
越
す
と
岩
魚
が
脚
に
つ
き
あ
た
つ
た
程
ゐ
た
と
い
ふ
じ
や
ね
え
か
」

「
今
で
も
ず
つ
と
上
手
の
方
に
は
そ
ん
な
所
が
あ
る
げ
な
』

私
達
は
あ
ぶ
な
つ
か
し
い
籠
渡
を
避
け
て
其
の
少
し
下
流
の
水
の
浅
い
箇
所
を
撰
つ
て
徒
渉
し
か
け
た
時
人
夫
達
は

そ
ん
な
こ
と
を
云
ひ
ノ
ヽ
し
て
居
た
。

と
も
す
る
と
早
い
瀬
に
足
を
と
ら
れ
さ
う
に
な
る
の
を
力
杖
で
や
つ
と
支
へ
な
が
ら
辛
く
ヽ
渉
う
了
ス
せ
て
登
う
つ

い
た
と
こ
ろ
は
名
高
い
手
の
小
合
で
あ
つ
た
。

・黒
部
の
「
主
」
の
品
右
衛
門
老
人
が
四
十
幾
年
の
間
毎
年
只
の
一
度
も
か
ゝ
し
た
こ
と
な
く
出
入
を
し
て
岩
魚
釣
に
暮

競 二 第 年 四 十 第 岳 山
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し
た
と
い
ふ
其
の
不
の
小
合
も
彼
が
階
退
と
共
に
荒
れ
果
て
ヽ
し
峻
つ
た
。
あ
た
う
に
は
丈
な
す
笹
や
虎
杖
が
繁
つ
て

簸
の
や
う
Ｐ
そ
し
て
大
き
い
方
の
小
合
は
グ
ッ
シ
ヤ
リ
と
隧
し
潰
ぶ
さ
れ
て
倒

れ
て
居
る
。
昨
年
は
こ
の
附
近
に
冷
羊

の
骨
や
腐
肉
が
う
づ
高
く
積
ま
れ
て
あ
つ
て
寄
り
附
き
も
出
来
な
い
位
悪
臭
を
放
つ
て
居
た
が
今
年
は
そ
ん
な
こ
と
は

な
か
つ
た
。

今

二
つ
の
小
合
に
は
兵
三
郎
が
二
人
の
岩
魚
釣
う
と
共
に
家
て
居
た
。
彼
等
の
話
に
よ
る
と
岩
魚
ム
以
前
程
と
れ
な

く
な
つ
た
さ
う
だ
。
私
達
は
在
う
合
せ
の
升
魚
を
燒
゛
て
貰
つ
て
中
食
を
済
ま
し
少
し
休
憩
の
後
小
合
を
鮮

し
て
前
進

を
績
け
た
。

蝉
時
雨
降
る
プ
ナ
林
の
下
に
つ
け
ら
れ
た
楽
な
道
を
越
中
澤
に
浩
ふ
て
温
谷
峠
を
越
え
「
慶
應
谷
」
な
ど
と
僣
越
な
名

を
冠
ら
さ
れ
た
五
色
原
に
績
く
雪
漢
を
脚
下
に
見
つ
つ
佐
良
峠
下
の
露
螢
地
に
著
い
た
の
は
日
暮
れ
に
程
も
な
い
頃
で

あ
つ
た
。

其
夜
天
幕
の
中
は
流
石
に
身
に
浸
み
る
や
う
な
寒
さ
で
、
短
い
夢
は
屋
こ
破
ら
れ
た
。
私
は
ス
と
そ
の
昔
佐
々
成
政

が
敷
名
の
従
者
を
連
れ
て
雪
に
こ
の
峠
路
を
越
し
た
光
景
を
想
像
し
て
見
た
。

只
見
る
山
も
谷
も

一
面
に
自
鎧
々
た
る
雪
で
蓋
は
れ
て
路
も
な
い
庭
を
通
か
高
い
峠
の
峯
を
目
標
に
簑
笠
や
雪
か
ん

じ
き
で
身
を
固
め
た

一
回
の
武
士
が
ザ
タ
ノ
ヽ
と
雲
を
踏
ん
で
行
つ
た
光
景
は
ど
ん
な
に
勇
壮
な
ヽ
の
で
あ
つ
た
で
あ

ら

，

。

四
　

五
色

原

の
暁

色

翌
日
は
出
獲
前
に
露
螢
地
の
直
ぐ
上
に
あ
た
る
五
色
原
の
暁
色
を
探
る
べ
く
早
起
し
た
。

夢
の
逍
遊
！
　
五
色
原
の
朝
景
色
は
全
く
そ
れ
で
あ
っ
た
。

日
本
北
ア
／
プ
ス
の
高
い
峯
々
に
取
り
回
ま
れ
て
、
海
抜
九
千
尺
に
近
い
高
所
に
あ
る
こ
の
大
原
は
方
二
塁
も
あ
る

二
四

‐
( 17(),



琥 二 、第 年 四 十 第 岳 山

で
あ
ら
う
か
、
佐
良
峠
の
峯
績
３
南
方
に
高
ま
つ
て
西
か
ら
東

へ
々
だ
ら
か
な
傾
斜
で
度
が
つ
て
其
末
は
黒
部
の
深
い

谷
に
落
ち
て
行
つ
て
居
る
。

原
は

一
面
に
優
松
の
濃
線
と
っ
獲
雪
の
純
白
と
。
そ
し
て
高
山
植
物
の
美
し
い
色
彩
と
で
黙
綴
さ
れ
た
き
な
が
ら
耐

仙
の
遊
柴
地
で
あ
る
。
五
色
ケ
原
と
は
何
人
が
名
づ
け
た
か
知
ら

，
が
、
如
何
に
も
相
應
は
し
い
名
で
あ
る
。

佐
良
峠
か
ら
南
の
方
に
登
つ
て
行
く
と
問
も
な
く
此
庭
に
達
Ｔ
る
、
西
の
方
は
制
う
取
つ
た
や
う
な
恐
ろ
し
い
絶
壁

を
成
し
て
通
か
下
れ
は
湯
川
や
立
山
温
泉
の
新
湯
が
樹
の
繁
み
の
中
に
見
え
る
。

私
達
が
此
庭
に
著
い
た
時
は
朝
霧
が
原
の
上

一
面
に
か
ゝ
つ
て
居
た
。
や
が
て
日
が
登
つ
て
朝
の
最
初
の
光
を
浴
び

せ
か
く
る
と
霧
は
次
第
に
薄
ら
い
で
行
つ
て
美
し
い
原
が
ぼ
‐
つ
と
現
は
れ
出
し
た
。

斑
々
た
る
残
雪
か
ら
は
水
蒸
氣
が
も
や
ノ
ヽ
と
立
ち
昇
め
乙
れ
に
陽
が
美
し
く
反
射
し
て
虹
の
や
う
な
色
彩
を
呈
し

，
」
０

↓
／

秋
の
杢
を
見
る
や
う
な
澄
み
切
つ
た
大
杢
は
刻
々
に
桃
色
か
ら
ヴ
ヮ
イ
オ
ン
ッ
ト
に
憂
つ
て
行
く
。

す
ぐ
間
近
の
薬
師
岳
や
赤
牛
岳
は
今
正
面
に
曙
光
を
受
け
て
深
い
眠
か
ら
醒
め
た
や
う
。
東
方
の
針
木
や
蓮
華
の
最

に
は
銀
色
に
繰
取
ら
れ
た
雲
が
フ
ー
フ
リ
と
浮
い
て
居
る
、
薬
師
の
左
に
は
黒
部
五
郎
が
其
端
麗
な
姿
を
表
は
し
て
、

雲
の
手
の
フ
ー
プ
／
ラ
ン
ド
が
堤
防
の
や
う
に

一
文
字
を
引
い
て
ゐ
る
。
其
向
ス
に
美
し
い
コ
バ
／
卜
色
し
て
悠
々
迫

ら
ぎ
る
態
度
で
経
耳
え
て
居
る
の
は
笠
ケ
岳
だ
。

野
口
五
郎
や
三
ツ
岳
か
ら
烏
帽
子
に
至
る
山
々
は
光
線
の
工
合
で
黒
と
も
紫
と
も
つ
か
緻
色
と
し
て
其
の
裾
の
方
に

は
淡
黄
色
の
薄
需
が
刷
毛
で
ば
か
し
た
や
う
に
サ
ー
ツ
と
棚
引
い
て
居
る
。
其
の
連
障
の
上
か
ら
頭
を
ニ
ユ
ッと
も
た

げ
て
ゐ
る
の
は
日
本
北
ア
／
プ
ス
の
重
鎮
槍
ケ
岳
‥

そ
の
銑
い
穂
先
に
日
が
チ
ラ
と
射
し
た
。
「
わ
が
行
く
庭
か
の
Ｅ

人
あ
り
」
の
句
と
思
ひ
出
さ
せ
る
。

何
庭
か
の
谷
間
で
鶯
が
の
ど
か
に
囀
づ
る
馨
が
聞
え
て
来
た
）

○
針
ノ
木
峠
を
経
て
餌
岳
に
登
る
　
　
村
瀬
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○
針
ノ
木
峠
を
経
て
餌
岳
に
登
る
　
　
村
凝

二
六

五

別

山

へ

そ
れ
か
ら

一
時
間
程
し
て
私
達
の
姿
は
佐
良
峠
の
北
に
饗
ゆ
る
急
崚
な
岩
峯
―
―
鬼
ケ
岳
―
―
を
龍
王
岳
に
向
つ
て

攀
ぢ
つ
、
あ
る
の
が
見
出
さ
れ
た
。
顧
み
る
と
五
色
原
は
逢
か
眼
下
に
青
い
絨
麗
と
布
い
た
や
う
に
見
え
た
。

鬼
ケ
岳
を
越
し
て
向
ス
に
下
る
と
龍
王
岳
は
す
ぐ
目
の
前
に
頭
の
上
か
ら
の
し
か
ゝ
る
や
う
に
各
え
立
つ
て
居
る
、

其
形
は
丁
度
露
西
亜
の
モ
ス
ク
プ
に
あ
る
と
云
ふ
世
界

一
の
大
鐘
の
や
う
だ
。
そ
し
て
龍
上
の
右
に
は
御
山
澤
を
距
て

て
立
山
の
雄
山
が
ビ
ラ
ミ
ッ
ド
形
し
て
ざ
く
ノ
ヽ
石
の
荒
い
肌
を
表
は
し
て
天
そ
ゝ
う
立
つ
て
居
る
、
絶
頂
の
祀
殿
は

白
ベ
ン
キ
で
ゞ
ム
塗
つ
た
や
う
に
光
つ
て
居
る
。

龍
王
岳
の
斜
面
は
崚
直
制
つ
た
や
う
な
奇
怪
な
る
岩
石
の

一
大
堆
積
で
あ
る
。
私
達
は
そ
乙
を
目
が
け
て
ひ
た
登
ダ

に
養
つ
て
行
く
の
で
あ
つ
た
。
や
が
て
其
の
肩
部
に
達
し
そ
乙
か
ら
左
に
か
ら
ん
で
行
く
と
澤
土
山
に
績
く
鞍
部
に
出

ブと

今
夜
は
澤
土
と
雄
山
の
間
の
鞍
部
な
る
一
の
越
あ
た
り
で
夜
螢
す
る
豫
定
で
あ
つ
た
の
を
急
に
憂
更
し
て
澪
土
か
ら

直
に
室
堂
に
下
り
て
其
庭
に

一
泊
す
る
こ
と
ヽ
し
た
。

室
堂
の
一
夜
は
例
に
よ
つ
て
不
楡
快
な
る
一
夜
で
あ
つ
た
。
騒
々
し
い
道
者
の
群
れ
と
蚤
と
に
安
眠
を
妨
げ
ら
れ
て

ま
ん
じ
ウ
と
も
出
来
な
か
つ
た
。

笙
日
の
午
後
三
時
頃
私
達
は
別
山
の
絶
頂
、
残
雪
に
封
じ
ら
れ
た
硯
池
の
近
く
の
凹
地
に
天
幕
を
張
つ
た
。
餌
の
恐

ろ
し
い
姿
は
乙
ヽ
か
ら
手
に
取
る
や
う
に
見
え
る
。

こ
の
日
は
午
前
六
時
に
室
堂
を
出
て
雄
由
に
参
葬
し
大
汝
、
富
士
折
立
を
維
走
し
て
乙
ゝ
ま
で
木
た
の
で
、
天
氣
は

昨
日
と
同
じ
や
う
な
快
晴
で
、
塞
に
は
眺
望
を
阻
む
程
の
雲
と
て
喘
な
い
。
北
ア
／
プ
ス
の
峯
々
は
云
ス
に
及
ば
ず
遠

く
赤
石
、
自
峯
、
駒
、
八
ケ
岳
か
ら
満
間
戸
隈
妙
高
に
至
る
ま
で
山
々
は
歴
々
と
指
呼
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
三
國

一
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の
富
士
の
山
も
亦
其
秀
麗
な
姿
を
雲
際
に
見
せ
て
居
た
し
、
又
西
方
に
は
加
賀
の
自
山
が
其
残
雪
の
條
理
多
い
瑠
璃
色

の
肌
を
Ｅ
鯨
の
や
う
に
横

へ
て
居
た
。

夕
方
に
な
つ
て
東
京
の
人
が
三
人
や
つ
て
木
て
私
達
の
隣
う
に
天
幕
を
張
つ
た
。
私
等
と
同
じ
や
う
に
大
町
か
ら
針

木
越
を
し
て
来
た
の
で
、
明
日
は
平
激
谷
か
ら
叡
岳
に
登
る
の
だ
と
い
ふ
。
海
抜
九
千
尺
の
高
所
に
あ
る

一
軒
屋
は
俄

に
お
隣
う
が
出
来
て
し
ま
つ
た
。
私
は
秒
漠
を
横
断
す
る
隊
商
が
「
オ
ー
ア
ン
ス
」で
夜
螢
し
て
居
る
時
に
叉

一
組
の
除

商
が
家
合
せ
て
御
互
に
抱
く
で
あ
ら
う
や
う
な
な
つ
か
し
み
を
覺
ゆ
る
と
禁
じ
得
な
か
つ
た
。

夕
方
天
幕
の
外
に
立
ち
て
高
山
落
日
の
景
色
を
見
た
。

富
山
の
手
原
は
今
薄
い
夕
需
の
ヴ
ェ
イ
ル
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
透
し
て
神
通
川
や
常
願
寺
川
の
水
が
銀
の
ソ

ボ
ン
の
や
う
に
う
ね
つ
て
見
え
る
。

先
っ３
ま
で
大
塞
ル
見
境
も
つ
か
資
や

う
な
藍
色
を
し
て
わ
た
日
本
海
は
夕
映
に
基
が
輝
き
出
す
と
同
時
に
水
準
線

が
明
瞭
と
し
て
来
た
。
そ
し
て
海
の
色
は
刻
々
青
黒
く
憂
つ
て
行
つ
た
。

遠
く
微
か
に
横
つ
て
居
る
山
影
は
能
登
牛
島
さ
う
な
。
富
山
彎
の
浪
打
際
が
自
く
光
つ
て
居
る
。

夏
に
限
を
韓
じ
て
す
ぐ
前
の
深
い
ノ
ヽ
谷
を
見
る
と
餌
澤
の
大
雪
漢
を
距
て
ヽ
そ
こ
に
天
そ
ゝ
り
立
つ
餌
岳
の
姿
乙

そ
概
物
で
あ
る
。
只
見
る
険
悪
醜
怪
な
岩
石
の
一
集
圏
が
谷

一
面
に
根
を
張
っ
て
の
さ
ば
っ
て
わ
る
。

絶
頂
は
稿
園
み
を
持
つ
て
ゐ
る
が
、
其
左
右
に
張
つ
た
山
稜
は
餌
を
植
え
た
や
う
な
鏡
い
岩
峯
が
鋸
歯
状
を
し
て
轟

々
天
に
沖
し
て
ゐ
る
。
そ
の
様
厳
粛
崚
烈
容
易
に
人
の
近
づ
く
を
許
さ
漁
、
正
に
こ
れ
偉
力
其
の
も
の
ゝ
表
現
で
あ
る
ｏ

今
夕
日
が
斜
め
に
其
光
り
を
こ
れ
に
向
つ
て
沐
び
せ
か
け
る
と
醜
怪
な
る
岩
石
は
無
氣
味
な
結
果
い
色
を
し
て
億
こ

恐
ろ
し
く
見
え
る
。
只
長
次
郎
谷
や
平
蔵
谷
の
雪
の
み
が
美
し
い
紫
色
に
輝
い
て
居
た
。

突
・然
毛
勝
岳
の
方
の
谷
間
か
ら
友
色
の
霧
が
盛
ん
な
に
起
つ
て
来
て
山
頂
め
が
け
て
吹
き
あ
が
つ
て
行
く
と
、
銑
い

岩
峯
は
霧
の
中
に
陰
現
し
て
怒
濤
が
岩
に
激
す
る
や
う
な
壮
観
さ
を
見
せ
る
。

続 三 第 年 四 十 第 岳 山

○
針
ノ
木
峠
を
経
て
飢
岳
に
登
る
　
　
村
瀬
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○
針
ノ
木
峠
を
経
て
餌
岳
に
登
る
　
　
村
瀬

私
達
は
日
が
全
く
暮
れ
果
て
ヽ
間
が
あ
た
り
を
包
ん
で
し
ま
ふ
の
を
忘
れ
て
こ
の
大
槻
を
じ
つ
と
見
入
つ
た
〕

六
　
剣
岳
に
登
る

昨
日
入
夫
等
は
浅
問
山
の
噴
煙
が
南
の
方
に
流
れ
ｃ
居
た
の
で
天
氣
が
憂
る
と
話
し
合
つ
て
居
た
が
、
其
豫
想
を
裏

切
つ
て
今
日
も
亦
相
憂
ら
ず
の
上
々
天
氣
で
あ
つ
た
。
私
達
は
幸
選
を
喜
び
つ
ゝ
早
朝
夜
螢
地
を
出
薇
し
て
別
山
尾
根

を
縦
走
し
て
剣

へ
と
向
つ
た
。

東
京
の
人
達
は
私
等
よ
う
先
き
に
出
套
し
て
餌
澤
の
雲
漢
を
下
つ
て
行
つ
た
の
が
下
の
方
に
小
さ
く
見
え
る
。
私
達

と
干
蔵
谷
の
頭
で

一
所
に
出
會
ふ
と
云
つ
て
居
た
。

尾
根
を
西
に
博
つ
て
別
山
乗
越
に
家
る
と
三
角
鮎
の
格
の
立
つ
た

一
峯
が
あ
る
。
地
国
に
鶴
ケ
御
前
と
か
西
五
稜
と

か
記
し
て
あ
る
の
は
此
庭
で
あ
ら

，
ｏ
脚
下
に
は
翻
澤
の
雲
漢
が
は
る
か
東
の
方
に
果
て
も
な
く
走
つ
て
居
る
。
其
の

上
に
は
黒
部
別
山
を
前
景
と
し
て
鹿
島
槍
か
ら
針
木
あ
た
う
の
連
暉
が

一
日
に
見
は
る
か
さ
れ
る
。
雄
大
な
る
眺
だ
。

乙
の
峯
の
西
手
を
翔
ん
で
行
つ
て
侶
松
や
岳
樺
や
深
山
は
ん
の
本
が
生
ひ
繁
つ
た
申
レ
降
ウ
て
行
く
と
餌
岳
り
す
ぐ

下
に
あ
た
る
青
い
草
原
の
斜
面
に
出
た
。
ま
る
で
青
絨
藍
で
も
布
い
た
や
う
な
美
し
い
地
で
、
眼
前
に
そ
ゝ
う
立
つ
た

岩
死
々
の
恐
ろ
し
い
餌
と
は
妙
な

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
ケ
呈
し
て
居
る
。

そ
れ
か
ら
鶴
ケ
御
前
と
餌
の
本
岳
と
を
結
び
付
く
る
鞍
部
の
や
う
な
尾
根
に
取
り
付
い
て
今
に
も
崩
れ
落
ち
さ
う
な

岩
の
上
を
偉
つ
て
行
く
と
平
蔵
谷
の
頭
の
左
方
に
あ
た
る
大
き
な
岩
峯
の
下
に
出
た
。
仰
げ
ば
岩
壁
は
刀
し
て
制
つ
た

や
う
、
乙
ん
な
所
が
ど
う
し
て
登
れ
る
か
と
あ
さ
れ
て
見
上
げ
て
ゐ
る
と

「
旦
那
、
こ
れ
か
ら
が

一
寸
骨
の

‐折
れ
る
庭

だ
」
と
云
ひ
な
が
ら
先
達
は
そ
の
岩
角
を
銑
く
西
の
方
に
廻
つ
て
裏
手
に
姿
を
隠
く
し
て
行
つ
た
。
私
達
も
其
後
を
追

つ
て
岩
角
ま
で
登
つ
て
行
つ
た
が
、
思
は
ず
其
虎
に
立
ち
す
く
ん
で
、
恐
怖
の
眼
を
見
張
ち
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
共

虎
は
見
る
か
ら
に
恐
ろ
し
い
断
崖
の
縁
で
、
私
達
の
前
に
深
い
深
い
谷
が
口
を
開
い
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。

三
ハ
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谷
を
距
て
た
向
ス
に
は
飢
岳
の
西
方
に
張
つ
た
尾
根
の
一
部
が
鋸
の
歯
の
や
う
な
姿
し
て
裁
然
と
し
て
屹
立
し
人
を

脅
か
し
て
ゐ
る
。
先
進
は
今
共
的
断
崖
の
上
部
に
滑
つ
て
蟻
の
戸
渡
う
と
云
つ
た
や
う
な
箇
所
を
岩
角
に
つ
か
ま
多
つ

つ
横
切
つ
て
居
た
。
足
許
か
ら
崩
れ
落
つ
る
岩
片
は
ガ
ラ
／
ヽ
と
音
を
立
て
ヽ
底
も
知
れ
ぬ
谷
に
落
ち
て
行
く
。
頭
の

す
ぐ
上
に
は
大
き
を
岩
が
出
張
つ
て
、
う
つ
か
ら
す
る
と
頭
を
ぶ
つ
付
け
て
其
反
動
で
飛
ば
さ
れ
さ
う
だ
。

其
虎
を
通
る
時
に
は
流
石
に
私
達
の
顔
色
は
順
る
緊
張
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
や
つ
と
の
思
ひ
で
無
事
に
通
う
越
し

て
少
し
攀
ぢ
る
と
先
刻
の
制
つ
た
や
う
な
岩
峯
の
上
部
に
出
た
。
つ
ま
♭
そ
の
裏
手
を
廻
つ
た
澤
に
な
る
。
そ
し
て
其

虐
は
早
や
不
蔵
谷
の
頭
で
あ
つ
た
。
傍
の
黒
い
岩
の
表
面
に
は

「
富
山
師
範
、
同
行
十
八
名
、
大
正
四
年
七
月
十
八
日
」

と
大
き
な
文
字
が
自
く
制
ら
れ
て
あ
つ
た
の
が
目
に
付
い
た
。

今
朝

一
足
先
き
に
出
螢
し
た
東
京
の
人
達
も
私
達
の
著
く
少
し
前
に
や
つ
と
手
蔵
谷
を
登
う
了
ふ
せ
ィ
其
虎
に
休
息

し
て
ゐ
た
。
も
う
季
節
が
少
し
遅
い
の
で
雪
漢
の
諸
庭
に
ク
ン
ヴ
ヮ
ス
が
出
来
て
ゐ
て
幾
度
も
謄
を
冷
や
さ
せ
た
さ
う

で
あ
る
。

平
蔵
一谷
の
上
か
ら
は
狭
い
岩
の
間
を
遮
二
無
二
に
攀
ぢ
て
行
く
と
其
向
ス
に

一
寸
足
が
か
ら
も
な
さ
ゝ
う
な

一
枚
岩

が
あ
る
。
そ
れ
を
横
惇
ひ
せ
ね
ば
な
ら
Ｒ
ｃ
以
前
は
綱
ヶ
用
ゐ
て
通
過
し
た
さ
う
だ
が
今
は
岩
面
に
あ
る
僅
か
の
裂
目

へ
足
ン
か
け
て
全
身
の
重
み
粋
其
斜
面
に
托
し
て
、
丁
度
宙
守
が
壁
に
取
あ
つ
い
た
や
う
な
姿
で
惇
つ
て
行
く
の
で
あ

つ
た
。
其
距
離
は
ほ
ん
の
二
問
へ
あ
つ
た
だ
ら
う
か
ｏ
し
か
し
渡
う
終
つ
て
振
り
返
る
と
其

一
枚
岩
は
十
敷
丈
下
の
彗

漢
の
上
ま
で
ま
ツ
す
ぐ
に
壁
ン
立
て
た
や
う
に
績
い
て
ゐ
た
。
よ
く
あ
ん
な
虎
を
越
し
た
も
の
だ
と
今
更
戦
慄
を
覺
ゆ

る
を
禁
じ
得
な
か
つ
た
。

ふ
り
仰
げ
ば
剣
の
絶
頂
停
も
う
手
の
層
き
さ
う
な
虎
に
あ
る
。
こ
ゝ
か
ら
は
只
在
鬼
た
る
岩
石
を
上
へ
上
へ
と
移
つ

・て
行
け
ば
よ
か
つ
た
、
只
岩
の
中
に
は
グ
ラ
ノ
ヽ
と
動
く
奴
が
あ
る
の
で
、
も
つ
か
り
す
る
と
後
績
者
に
飛
ん
だ
危
難
・

○
針
ノ
木
峠
を
経
て
飢
岳
に
登
る
　
　
村
瀬

三
カ
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行 磯 月 四 年 九 正 大

○
針
′
木
峠
を
経
て
触
岳
に
登
ろ
　
　
村
瀬

鴎
Ｏ

を
興
へ
な
い
と
も
限
ら
緻
ｏ

も
う
優
松
も
跡
を
絶
つ
て
青
い
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
、
只
岩
ぶ
す
マ（が
乙
び
り
付
い
た
鼠
色
の
岩
が
あ
る
許
り
だ
ｏ

大
き
な
岩
屋
ら
し
い
も
の
ヽ
傍
を
通
わ
過
ぎ
る
と
問
も
な
く
頂
上
三
角
標
柱
の
下
に
達
し
た
。
時
に
正
午
を
過
ぐ
る
十

分
、
別
山
か
ら
賞
に
六
時
間
以
上
を
費
し
た
の
は
あ
ま
う
早
い
方
で
は
な
か
つ
た
。

頂
上
か
ら
の
眺
め
は
今
更
く
だ
ノ
ヽ
し
く
云
ス
に
及
ば
ｎ
、
大
塞
に
は

一
片
の
雲
影
Ｌ
な
か
つ
た
の
で
見
得
る
限
タ

の
山‐
夕
は
悉
く
双
眸
の
申
に
牧
め
ら
れ
た
と
云
へ
ば
充
分
で
あ
ら

，
。

私
は
岩
角
、
の

一
端
に
腰
掛
け
て
こ
の
雄
大
な
る
景
色
と
心
ゅ
く
竣
で
見
入
つ
た
ｏ

其
庭
に
は
煤
煙
と
塵
奥
と
で
汚
れ
た
室
氣
は
な
い
、
自
働
車
や
電
車
の
走
る
騒
を
し
い
ど
よ
め
き
も
な
い
、
民
清
新

な
大
氣
の
浮
動
す
る
許
う
だ
、
そ
し
て
「
巌
市
」
と
‐
沈
静
」
と
が

一
切
を
支
配
す
る
。
具
の
自
由
、
快
活
、
具
賞
を
求
め

ん
と
す
る
に
は
高
山
の
頂
を
措
い
て
何
庭
に
あ
ら
う
）
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銃 二 第 年 四 十 第 岳 山

（
汝
こ
そ
は
谷
の
大
君
、
無
上
、
無
比
、
無
双
な
れ
。

あ
は
れ
夜
も
す
が
ら
闇
と
戦
ひ
つ

ま
た
夜
も
す
が
ら
星
の
群
に
訪
づ
れ
ら
れ
て

塞
を
星
の
攀
づ
る
と
き
、
或
は
沈
む
時

暁
に
は
み
室
に
明
星
の
友
と
な
り

地
上
に
て
は
汝
自
ら
薔
薇
星
ゝ
又
夜
明
け
に
は

暁
の
先
駆
者
。
醒
め
よ
あ
ゝ
而
し
て
讃

へ
よ
！

誰
か
汝
が
日
光
受
け
ぬ
柱
を
深
く
地
底
に
沈
め
じ
ぞ

誰
か
汝
の
面
を
薔
薇
の
光
澤
も
て
充
た
せ
し
ぞ

誰
か
汝
を
誰
き
緻
流
れ
の
父
母
た
ら
し
め
し
ぞ
ｏ
）

今
日
は
室
堂
ま
で
蹄
る
豫
定
で
あ
る
か
ら
あ
ま
う
渥
く
な
つ
て
は
と
先
達
に
促
が
さ
れ
て
、　
一
同
頂
上
を
辞
し
、
撮

路
を
長
次
郎
谷
の
方
に
と
つ
て
下
う
出
し
た
の
は
二
時
に
近
か
ゝ
つ
た
ｏ

急
崚
な
雲
漢
を
カ
ン
ジ
キ
の
助
け
で

一
潟
千
里
の
勢
も
て
駆
け
下
う
、
餌
澤
の
出
合
ま
で
来
る
に
は

一
時
間
程
し
か

か
ゝ
ら
な
か
つ
た
）
長
い
ノ

・
ヽ
叡
澤
を
登
ヶ
詰
め
て
夜
螢
地
へ
婦
つ
た
時
は
は
や
四
時
に
問
も
な
い
頃
で
あ
つ
た
。
急

い
で
後
片
付
を
し
て
直
に
室
堂
に
向
つ
た
。

さ
ら
ば
よ
、
わ
が
創
岳
！
私
避
が
お
前
の
峯
頭
に
再
び
草
撻
の
痕
を
印
す
る
の
は
■
た
何
時
の
日
で
あ
ら

，
ｏ
永
遠

に
健
全
で
あ
れ
。
（大
正
七
年
）

〇
針
ノ
木
峠
を
経
て
餌
岳
に
登
る
　
　
村
瀬

四
一
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行 稜 月 四 年 九 正 大

○
石
狩
川
上
流
の
族
日
記
よ
り
　
　
竹
内

四
二

石
狩
川
上
流
の
旅
日
記
よ
り

竹
　
　
内
　
　
　
一元

一　
雲
の
北
見
峠
及
チ
ト
カ
ｔ
ウ
シ

知
末
別
（
チ
カ
χ
ベ
ッ
、
チ
ク
″
ベ
ツ
）
山
小
屋
の
生
活
も
四
■
に
入
つ
て
は
、雲
乙
を
深
け
れ
さ
す
が
に
春
ら
し
い
氣

分
に
満
ち
て
来
た
。
流
れ
に
張
り
つ
め
た
越
年
の
厚
氷
も
跡
方
な
く
な
つ
て
曖
か
さ
う
な
水
が
悠
然

‥と
流
れ
て
行
く
。

川
邊
に
立
つ
ハ
ン
ノ
キ
の
花
穂
も
目
立
つ
て
家
た
し
、
ガ
ン
ピ
の
補
も
際
立
つ
て
紅
色
さ
し
て
来
た
。
日
営
う
の
い

い
せ
ゝ
ら
ぎ
に
は
最
早
エ
ゾ
ノ
リ
ウ
キ
ン
ク
リが
軟
か
な
線
葉
掟
黄
緑
色
の
膏
を
抱
き
、
ア
イ
ヌ
フ
サ
ピ
の
粟
粒
の
様
な

曹
も
、
日

一
日
と
目
に
立
つ
て
来
た
。
流
れ
に
は
き
つ
と
寂
し
い
黒
物
の
カ
ハ
ガ
ラ
ズ
が
水
沫
を
浴
び
な
が
ら
石
か
ら

石

ヘ
ビ
イ
ブ
ヽ
囀
づ
う
乍
ら
飛
び
歩
い
て
居
る
。

四
月
四
日
。
快
晴
。
例
に
よ
つ
て
前
の
馬
小
屋
に
群
が
る
キ
バ
ン
ソ
や
シ
ジ
タ
カ
ラ
の
囀
づ
り
に
呼
び
起
さ
れ
て
外

に
出
だ
が
、
今
朝
の
寒
氣
は
又
格
別
で
、
樹
枝
は
美
し
く
木
花
し
、
雪
の
面
に
は
紳
秘
な
需
が
重
苦
し
さ
う
に
旬
つ
て

居
た
。
室
は
カ
ラ
リ
と
晴
れ
渡
つ
て
、
知
木
別
の
奥
を
塞
ぐ

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
大
坊
主
見
た
い
な
頂
は
、
カ
ッ
キ
ソ

塞
と
分
た
れ
て
、″
左
手
が
限
も
痛
い
位
に
朝
日
に
輝
い
て
居
る
。
雲
面
は
堅
く
な
つ
て
居
る
し
、
こ
の
好
晴
で
も
あ
る

し
す
る
の
で
、
前
か
ら
目
論
見
て
居
た
雲
の
北
見
峠
突
破
と
、
猶
餘
裕
が
あ
つ
た
ら
チ
ト
カ
ニ
ウ
ン
の
頂
と
も
極
め
て

来
や
う
と
心
に
決
め
て
、
革
身
小
屋
を
出
た
の
が
午
前
八
時
四
十
分
で
あ
つ
た
。

谷
全
般
の
眼
も
痛
く
な
る
程
な
雪
の
反
射
を
浴
び
て
、疎
林
か
ら
焼
本
の
こ
ョ
キ
ノ
ヽ
立
つ
た
開
墾
地
に
抜
け
■
、
一

直
線
に
ア
ツ
″
ペ
シ
ュ
ベ
の
俗
稀
「
四
の
橋
」
を
渡
つ
て
右
岸
の
北
見
峠
道
を
上
流
へ
迪
つ
た
。
夏
で
さ
へ
餘
お
通
る
人
も
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な
い
こ
の
道
は
、
只
電
柱
浩
ひ
に
樹
林
の
間
隙
を
行
く
ょ
０
策
の
な
い
虎
で
あ
る
。
シ
ピ
ナ
イ
の
橋
を
渡
う
、
薔
中
越

瞬
逓
の
鷹
屋
を
左
に
見
て
、
心
地
の
よ
い
堅
雪
の
上
を
辿
つ
た
。
（中
越
瞬
透
は
大
正
七
年
秋
約
十
町
下
流
の
知
栞
別
澤

口
に
移
韓
し
た
）。

道
の
面
側
に
は
ガ
ン
ピ
、
ヤ
チ
ダ
モ
、
ヤ
マ
ハ
ン
ノ
キ
等
の
若
木
が
並
木
の
様
に
密
生
し
て
、
枝
と
枝
之
は
双
方
か

ら
か
ら
み
合
つ
て
居
る
。
夏
な
ら
ば
長
い
ノ
ヽ
緑
の
ト
ン
ネ
″
が
心
地
よ
く
績
く
こ
と
だ
ら

，
。
雨
岸
の
高
い
峯
績
き
に

は
針
葉
樹
の
線
が
濃
い
。
何
鳥
か
杢
高
く
カ
ー
ン
ノ
ヽ
と
鳴
き
過
ぎ
た
。
餘
Ｌ
好
い
日
和
な
の
で
最
早
雪
の
面
は
と
け

初
め
て
輪
カ
ン
ジ
キ
を
着
け
な
か
つ
た
足
は
、　
一
歩
ノ
ヽ
め
う
込
む
の
で
可
成
骨
の
折
β
る
前
進
を
練
け
た
。
額
か
ら

は
汗
が
滲
む
。

チ
ェ
ク
ニ
ウ
シ
ュ
ベ
ツ
と
右
に
見
る
邊
か
ら
は
、
森
林
が
可
成
深
く
な
つ
て
来
た
。
深
く
浸
触
さ
れ
た
漢
流
は
「
薄
闇

か
ら
薄
間
に
水
が
喚
き
績
け

，
て
下
つ
て
行
く
の
柱
状
節
理
鮮
か
な
安
山
岩
の
壮
大
な
岩
壁
、辛
う
じ
て‥
横
過
し
た
彗
の
急

斜
面
、
古
い
伐
木
小
屋
の
残
骸
、
こ
ん
な
物
ケ
後
に
し
て
「
十

一
時
牢
ボ
ン
／
ペ
シ
ュ
ペ
の
出
合
の
橋
迄
来
た
。
乙
れ
迄

の
道
は
川
の
右
岸
で
、
登
多
ら
し
い
登
う
も
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
と
ヽ
か
ら
‐ょ‥
川
の
左
岸
を
山
の
中
腹
に
浩
う
て
、
ダ

ラ
グ
ラ
坂
の
上
う
に
な
つ
た
。
封
岸
は
黒
い
針
葉
樹
林
の
茂
つ
た
切
立
つ
ブ・、尾
根
で
あ
る
に
反
し
て
、今
上
つ
て
ゐ
る
側

は
ユ
ッ
タ
リ
し
た
疎
林
の
斜
面
で
、
道
の
雨
側
に
は
間
葉
樹
の
若
木
が
密
生
し
て
並
木
状
と
な
し
て
ゐ
る
。
一
歩
ノ
ヽ
下

に
遠
ざ
か
つ
て
行
く
漢
流
は
、
何
時
の
間
に
か
水
は
見
え
な
く
な
つ
て
、　
一
面
に
厚
い
雲
に
被
は
れ
て
来
た
ｏ
乙
の
邊

の
雪
の
深
さ
は
電
柱
の
横
木
迄
と
ゞ
い
て
、
虎
に
よ
つ
て
は
電
線
迄
も
埋
め
て
わ
る
の
で
、
如
何
に
深
い
か
ゞ
想
像
出

来
る
。

一
十
と
し
た
谷
を
迂
回
し
て
ヒ
ョ

・
イ
と
段
階
を
上
る
と
、前
方
に
チ
Ｌ
力
ニ
ウ
ン
の
氷
塊
を
見
る
様
な
実
頂
が
、

黒
い
針
葉
樹
林
の
上
に
頭
を
も
た
げ
た
。

電
柱
浩
ひ
の
道
は

一
度
谷
に
下
う
て
、
又
ユ
ッ
タ
リ
と
上
つ
て
居
た
が
、自
分
は
谷
で
右
に
登
る
足
跡
ら
し
い
も
の
が

樹
林
に
吸
込
ま
れ
て
ゐ
る
の
を
見
つ
け
た
の
で
、
電
柱
と
別
れ
て
薄
暗
い
木
り
下
道
を
と
つ
た
。
樹
下
の
雪
の
断
間
に

○
石
狩
川
上
流
の
旅
日
記
よ
り
　
　
竹
内

四
一
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見
出
し
た
清
流
は
、
乾
き
切
つ
た
喉
に
は
大
き
な
慰
安
で
あ
つ
た
ｏ

登
う
切
る
と
ガ
ン
ピ
の
林
の
小
平
で
、
前
方
に
は
チ
ト
カ
ニ
ウ
ン
の
自
銀
の
実
頂
が
手
に
取
る
様
に
響
え
て
居
た
。

不
が
誰
き
て
針
葉
樹
の
尾
根
に
か
ゝ
つ
た
、自
分
の
前
方
に
は
始
終
チ
ト
カ
ニ
ク
ン
の
実
峯
が
立
塞
つ
て
わ
た
。
自
分
は

あ
の
ス
ッ
キ
リ
し
た
優
美
な
山
容
に
、
盲
目
的
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
行
っ
た
が
、
ヒ
ョイ
と
後
を
見
返
つ
た
眼
が
天
盟
岳

の
自
雲
の
連
嶺
の
、
前
者
と
は
全
然
異
つ
た
山
容
に
ぶ
っ
つ
か
つ
た
の
は
全
く
思
ひ
が
け
な
い
眺
め
で
あ
つ
た
。
自
分

は
最
早
無
性
に
嬉
し
く
な
つ
て
、
今

一
段
高
い
庭
か
ら
見
る
山
々
の
壮
親
を
楽
し
く
想
像
し
て
、　
一
気
に
樹
木
の
な
い

斜
面
を
下
り
、
叉
針
葉
樹
林
の
尾
根
に
上
つ
た
時
は
、
想
像
以
外
の
景
観
に
封
す
る
軽
い
驚
き
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は
限

下
は
ユ
ッ
ク
リ
し
た
雪
の
針
葉
樹
林
の
斜
面
を
バ
ッ
ク
に
し
て
、
北
見
峠
の
瞬
逓
の
建
物
が
あ
つ
た
こ
と
だ
。
軒
迄
雪
に

埋
も
れ
て
、
そ
れ
で
も
長
閑
に
青
い
畑
が
昇
っ
て
、
兎
に
角
寂
し
い
乍
ら
人
間
の
存
任
を
知
ら
し
て
居
た
。
急
斜
面
を

家
の
前
迄
下
つ
た
が
中
は
が
ヒ
ッ
ソ
ソ
し
て
、
最
早
何
年
か
書
き
換
へ
た
こ
と
の
な
い
標
札
に
「
苅
別
瞬
透
所
」
の
文
字

を
見
分
け
る
の
は
軽
い
骨
折
だ
つ
た
ｏ

白
瀧
と
知
家
別
と
の
間
に
あ
つ
て
、
い
づ
れ
に
も
無
人
の
山
路
を
三
里
以
上
も
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
の
家
の

人
々
は
、
各
は
牛
馬
の
食
ふ
燕
参
に
餞
を
し
の
ぐ
乙
と
さ
へ
あ
る
と
い
ふ
。
そ
れ
で
稀
に
通
行
の
旅
人
が

一
夜
の
宿
う

を
請
ふ
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
も
定
つ
て
向
ス
か
ら
断
夕
を
云
ふ
さ
う
だ
。
そ
れ
に
忌
は
し
い
病
氣
も
あ
る
と
か
い

ふ
噂
も
あ
る
し
す
る
の
で
、
滅
多
に
立
寄
る
人
も
無
い
と
聞
い
て
居
る
。

勿
論
自
分
も
訪
づ
れ
る
氣
も
な
か
つ
た
の
で
、
前
を
素
通
し
て
ユ
″
ヤ
カ
な
斜
面
を
具

一
文
字
に
尾
根

へ
上
つ
た
。

針
葉
樹
林
ヒ
抜
け
る
と
眼
前
に
ガ
ン
ピ
の
疎
林
を
乗
せ
た
ユ
ッ
ク
リ
し
た
雪
の
大
斜
面
が
北
見
側
に
展
開
し
た
。遠
く
に

は
自
瀧
の
丘
陵
が
黒
い
樹
林
の
山
を
バ
ッ
ク
に
し
て
望
ま
れ
た
。
尾
根
は
南
に
高
ま

つ
て
居
て

こ
の
位
置
か
ら
で
は
心

営
て
に
し
て
居
た
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
は
望
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
が
、
チ
ト
カ
ニ
ク
ン
は
深
い
湧
別
川
の
水
源

に
根
を
張
つ
て
、
自
銀
に
輝
く
実
頂
の
三
角
織
の
櫓
さ
へ
手
に
取
る
許
ウ
。
西
に
は
天
菫
岳
の
連
嶺
が
澄
み
切
つ
た
塞

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

〇
石
狩
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上
流
の
族
日
記
よ
り
　
　
竹
内

目
二
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０
石
狩
川
上
流
の
旗
目
記
よ
り
　
　
竹
内

に
明
瞭
過
ぎ
た
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
を
劃
し
て
、
存
在
の
張
硬
な
主
張
を
澄
現
し
て
居
る
。
最
早
午
后
二
時
で
あ
る
。
チ
ト
カ

ョ
ウ
ン
登
山
等
は
勿
論
思
ひ
も
よ
ら
緻
乙
と
だ
つ
た
。
自
分
は
出
来
る
丈
彼
女
に
近
よ
つ
た
位
置
に
立
つ
て
槻
賞
の
タ

イ
ム
を
貧
つ
た
。
然
し
そ
れ
も
長
く
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
未
だ
短
か
い
春
の
日
足
は
自
分
を
追
立
て
た
。
瞬
返
所
の

前
に
は
思
ひ
懸
な
く
男
の
子
が
二
人
と
女
の
子
が

一
人
、
絶
え
て
久
し
い
人
の
通
行
を
驚
き
顔
に
目
毬
し
て
居
た
。

婦
路
は
下
に
な
る
程
甚
し
く
滓
る
の
で
少
し
ふ
歩
み
が
は
か
ど
ら
な
か
つ
た
。
オ
タ
ツ
ニ
タ
イ
ォ
マ
ッ
プ
の
出
合
に
行

き
つ
く
前
に
夕
晴
は
迫
つ
た
。
チ
ト
ヵ
ニ
ッ
シ
が
夕
陽
に
紅
く
映
え
た
の
も
束
の
間
で
、
最
早
西
に
は
上
弦
の
月
が
さ

び
し
い
光
を
か
け
、
シ
ビ
ナ
イ
の
出
合
で
ポ
ー
ノ
ヽ
と
春
の
夜
ら
し
い
鳥
の
鳴
聾
を
聞
い
た
。
杢
腹
と
疲
労
と
で
グ
タ

グ
タ
に
な
つ
た
身
性
を
小
屋
迄
運
ん
だ
の
は
午
後
八
時
年
で
あ
っ
た
。

四
月
十
日
。
曇
。
豫
期
し
な
か
つ
た
北
見
峠
行
き
の
機
會
を
再
び
捉
へ
得
た
。
そ
れ
も
北
見
白
瀧
へ
越
す
こ
と
ゝ
、

も

一
つ
是
非
先
に
果
さ
な
か
つ
た
チ
ト
カ
ニ
ツ
シ
登
等
を
決
行
す
る
こ
と
ヽ
は
、
こ
の
旅
行
の
主
要
目
的
で
あ
つ
た
。

事
に
よ
つ
た
ら
露
螢
も
す
る
つ
よ
う
で
、
防
寒
具
や
食
料
や
ら
で
／
ュ
ツ
ク
サ
ッ
ク
は
可
成
重
く
な
つ
た
。

午
前
八
時
知
末
別
の
小
屋
を
出
て
、
又
例
の
電
性
滑
ひ
の
雪
路
を
行
く
。
乙
の
数
日
の
好
晴
に
チ
ョ
イ
ノ
ヽ
堅
雪
を
利

用
し
て
、
北
見
へ
越
す
人
も
あ
る
ら
し
く
、
今
日
は
可
成
の
道
形
が
ふ
み
つ
け
ら
れ
て
居
た
の
で
、
呑
氣
な
渉
み
が
は

か
ど
つ
た
が
．
ド
ン
ヨ
リ
曇
つ
て
わ
た
故
も
あ
る
か
し
て
、
先
の
旅
行
の
時
の
様
に
晴
れ
た
ヽ
し
た
氣
分
に
は
な
れ
な

か
つ
た
。
途
中
で
流
に
突
き
出
し
た
崖
に
石
楠
が
、
光
澤
の
あ
る
濃
線
の
葉
を
勢

一
杯
接
げ
た
枝
を
ノ
ピ
ノ
ヽ
と
さ
し

出
し
て
居
る
の
を
見
た
時
は
、
痛
切
に
春
ら
し
い
氣
分
を
感
じ
た
。

雪
面
に
新
ら
し
い
枝
跡
が
あ
る
の
に
氣
付
か
な
い
で
ヽ
な
か
っ
た
が
、
ポ
ン
″
ベ
シ
ュ
ペ
の
橋
の
先
で
二
人
の
職
人
澄

の
男
に
追
ひ
付
い
た
こ
と
は
、
こ
の
山
中
で
は
多
少
豫
期
し
な
か
つ
た
事
件
で
あ
つ
た
。
乙
れ
か
ら
自
瀧
へ
越
す
の
だ

と
云
つ
て
居
た
が
、
ナ
マ
ジ
ッ
カ
道
件
れ
の
あ
る
よ
り
は
と
思
つ
て
、
一
寸
挨
拶
し
て
サ
ッ
サ
と
追
ひ
越
し
て
行
く
。
今

度
は
ど
乙
迄
も
電
柱
滑
ひ
の
ま
ゝ
大
迂
同
を
し
て
行
つ
た
の
で
、
山
中
の
一
軒
家
苅
別
瞬
近
所
の
建
物
は
大
分
離
れ
て

口
六
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素
通
う
し
た
。

峠
の
頂
に
出
た
の
が
正
午
、
賞
際
意
外
に
早
着
し
た
。
何
の
標
杭
か
深
雪
に
頭
丈
け
出
し
居
る
ｏ
少
し
上
方
の
エ
ゾ
マ

ツ
の
樹
下
は
雪
が
大
分
吹
き
排
は
れ
て
、
笹

の
黄
色
な
枯
葉
が
、
可
成
寒
い
風
に
音
を
立
て
ヽ
イ
ヤ
ノ
ヽ
を
し
て
居
た

の
は
さ
び
し
い
景
趣
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
後
で
白
瀧
で
聞
い
た
話
だ
つ
た
が
、
数
年
前
の
春
こ
ゝ
で
恐
ろ
し
い
吹
雪
に

冷
た
く
埋
も
れ
て
、
命
を
落
し
た
可
哀
さ
う
な
旅
人
の
死
骸
が
見
出
さ
れ
た
。
槍
死
の
役
人
は
北
見
側
か
ら
も
、
石
狩

側
か
ら
も
、
エ
ッ
チ
ラ
オ
ッ
チ
ラ
上
つ
て
来
た
。
死
骸
に
悪
戯
氣
が
あ
つ
た
課
で
も
な
か
つ
た
ら
う
が
、
丁
度
國
境
線
に

横
は
つ
て
居
て
、
頭
丈
北
見
側
に
突
き
入
れ
て
居
た
さ
う
だ
。
そ
れ
ｆ
兎
角
の
議
論
は
あ
つ
た
け
れ
ど
、
途
に
北
見
側

の
役
人
が
引
取
つ
て
行
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

朝
か
ら
ド
ン
ヨ
ソ
し
た
日
で
は
あ
つ
た
が
、
今
峠
の
上
に
立
つ
た
時
は
、
チ
ト
カ
ニ
ク
ン
の
頂
に
は
、
友
色
の
吹
雪

雲
が
魔
の
吹
息
の
様
に
去
末
し
て
居
た
。
こ
の
尾
根
の
堅
雪
を
北
ヘ
ノ
ヽ

へ
と
登
れ
ば
、
あ
の
頂
迄
は
何
で
も
な
い
乙

と
は
乗
ね
ブ
ヽ
聞
い
て
も
居
た
し
、
先
の
旅
行
の
時
に
充
分
の
見
営
も
つ
け
て
置
い
た
が
、
こ
の
模
様
で
は
ど
こ
か
薄

氣
味
が
悪
く
な
つ
て
、
今
日
は
登
山
を
見
合
は
せ
て
兎
に
角
白
瀧
迄
下

・る
こ
と
に
し
た
ｏ

可
成
樹
林
の
深
い
問
を
又
電
柱
伴
ひ
に
、
雪
で
足
場
の
危
険
な
山
腹
を
樽
つ
て
行
く
ｃ
下
は
湧
別
川
の
深
い
ノ
ヽ
漢

谷
で
、
針
葉
樹
林
の
厚
い
故
も
あ
ら
う
が
、
石
狩
側
に
比
し
て
は
逢
か
に
不
氣
妹
な
晴
い
氣
分
の
景
槻
で
あ
つ
た
こ
そ

の
内
道
の
大
迂
同
鮎
に
泰
た
が
、自
分
は
電
柱
偉
ひ
に
急
斜
面
を
具

一
文
字
に
た
り
落
ち
て
谷
底
に
下
ヶ
、
叉
小
高
く
登

つ
て
山
腹
を
行
く
内
、
い
つ
の
間
に
か
小
道
が
蓋
き
て
不
坦
な
道
に
な
つ
て
家
た
。
樹
木
颯
闊
葉
樹
の
若
木
が
多
く
な
つ

て
、
人
里
も
近
づ
い
た
ら
し
い
の
に
安
心
し
て
、そ
れ
で
も
可
成
は
さ
び
し
い
林
の
路
を
過
ぎ
て
、
行
手
に
焼
木
の
ニ
ョ

キ
ノ
ヽ
立
つ
た
開
墾
地
を
見
た
時
は
嬉
し
か
つ
た
。
そ
の
内
に
農
家
も
チ
ラ
ホ
ラ
見
え
て
な
る
、
長
い
こ
と
憧
憬
し
て

居
た
自
瀧
の
高
原
村
は
思
っ
た
ょ
う
は
よ
く
開
け
た
え
で
あ
つ
た
。
或
る
や
る
瀬
な
い
様
な
さ
び
し
さ
を
乙
の
高
原
に

求
め
て
居
で
餘
う
に
人
間
的
氣
分
が
多
か
つ
た
の
に
軽
い
失
望
が
な
い
で
も
な
か
つ
た
が
、
雪
の
な
い
道
路
に
出
て
年

○
石
狩
川
上
流
の
旅
日
記
よ
り
　
　
竹
内

四
を

(1891)
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○
石
狩
川
上
流
の
族
日
記
よ
り
　
　
竹
内

年
振
う
で
土
を
踏
ん
だ
時
は
極
度
の
喜
悦
が
あ
つ
た
。
廣
い
季
坦
な
谷
を
挟
ん
で
右
は
間
葉
樹
林
の
深
い
不
坦
な
丘
陵

で
、
地
床
は
劣
等
で
あ
る
ら
し
い
が
、
三
四
の
開
墾
小
屋
か
ら
は
炊
姻
の
ユ
／
夕
上
る
の
を
見
た
。
左
は
明
治
四
十
三

年
か
の
大
山
火
事
に
坊
主
に
さ
れ
た
丘
陵
で
、
日
営
う
が
好
い
丈
に
雪
は
八
分
通
り
清
え
て
、
斑
な
残
雪
の
有
様
が
何

と
も
云
へ
な
く
氣
に
入
つ
た
。
チ
ト
カ
ニ
ク
ン
は
左
手
に
深
い
谷
を
開
い
て
、
勿
論
頂
は
晴
れ
て
は
居
ら
な
か
つ
た
け

れ
ど
も
近
い
丈
に
驚
く
べ
３
仰
角
で
饗
え
て
居
た
が
、
餘
う
見
榮
え
の
す
る
眺
め
で
は
な
か
つ
た
。
が
行
手
を
遮
ぎ
つ
て

績
く
霧
里
山
脈
は
初
め
て
の
見
参
で
も
あ
り
、
山
相
に
何
と
な
く
高
山
型
な
趣
の
あ
る
の
が
ス
ツ
カ
リ
氣
に
入
つ
て
し

ま
つ
て
引
き
つ
け
ら
れ
る
様
に
足
を
運
ん
だ
。
左
に
小
學
校
の
校
舎
を
見
て
、
可
成
家
並
の
あ
る
所
に
家
た
の
で
、
旅

合
で
も
あ
る
か
と
思
つ
た
が
、
そ
れ
ら
し
い
も
の
は
見
付
か
ら
な
か
つ
た
。
し
か
し
日
の
あ
る
間
歩
け
ば
ど
乙
か
へ
行

き
着
く
だ
ら
う
位
に
考
へ
て
、
プ
ラ
ノ
ヽ
歩
い
て
行
つ
た
。

顧
れ
ば
チ
ト
カ
ニ
ウ
ン
は
全
く
雲
に
入
つ
た
が
、
各
枯
の
開
葉
樹
林
ヒ
載
せ
た
低
丘
を
前
景
に
、
ト
イ
マ
／
ク
ン
ュ
ペ

ツ
山
の
東
峯
が
複
雑
な
地
形
で
甕
え
て
居
る
の
は
、
見
逃
し
得
な
い
景
擬
で
あ
つ
た
。
小
泉
氏
の
所
謂
白
瀧
山
な
る
高

山
は
、
自
瀧
の
瀧
ソ
上
瞬
返
迄
の
間
で
は
望
見
し
得
な
か
つ
た
が
、
あ
ゝ
し
た
順
著
な
山
が
此
方
面
に
ぁ
る
か
否
か
、

自
分
は
疑
間
に
思
つ
て
居
る
。
そ
れ
か
ら

ニ
セ
イ
カ
ウ
シ
ベ
を
こ
の
方
面
か
ら
仰
ぎ
得
る
か
と
期
待
し
て
居
た
け
れ
ど

も
谷
か
ら
で
は
途
々
望
見
し
得
な
か
つ
た
。

叉
可
成
な
家
並
に
な
た
。
敷
戸
の
雑
貨
店
も
見
営
つ
た
が
、
店
は
ガ
ラ
ン
と
し
て
居
て
人
の
清
え
た
様
に
さ
び
し
い

市
街
地
で
あ
つ
た
。
今
年
は
木
材
業
者
の
入
り
込
み
方
が
少
な
い
の
と
、
雑
穀
の
値
段
が
安
い
の
と
で
、
非
常
な
不
景

氣
さ
で
あ
る
と
は
、
後
に
瞬
逓
の
主
人
に
聞
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み

午
後
四
時
瞬
透
に
着
き
表
か
ら
案
内
を
請
ふ
た
庭
、素
敵
に
お
愛
想
の
好
い
主
婦
さ
ス
が
出
て
来
て
、皇
所
か
ら
上
つ

て
呉
れ
と
云
ふ
。
成
程
そ
こ
に
は
ス
ト
ー
ヴ
が
具
赤
に
燃
え
て
居
た
【通
さ
れ
た
六
畳
の
間
は
貧
蒻
だ
つ
た
け
れ
ど
御
馳

走
は
素
よ
う
な
か
つ
た
け
れ
ど
、
窓

一
杯
に
霧
里
山
脈
が
見
ら
れ
る
の
は
線
て
を
償
つ
て
餘
う
が
あ
つ
た
。
そ
の
夜
は

四
ハ
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月
が
雲
間
か
ら
明
る
く
洩
れ
て
見
の
浮
か
れ
鳴
さ
も
聞
か
れ
た
。

四
月
十

一
日
。
曇
。
静
か
な
昨
夜
の
月
明
に
は
大
分
霜
が
降
り
た
ら
し
く
、
枯
草
原
は
自
か
つ
た
。
し
か
し
今
朝
は

ド
ン
ヨ
ソ
曇
つ
て
居
る
。
瞬
返
を
出
た
の
が
午
前
八
時
。
屏
風
の
様
に
連
な
る
霧
里
山
脈
を
後
に
し
て
、
昨
日
泰
た
道

を
通
か
行
手
に
績
く
森
林
の
尾
根
に
向
つ
て
歩
ん
だ
。

年
里
も
ホ
た
頃
左
側
に
老
人
夫
婦
の
小
さ
な
雑
貨
店
を
見
つ
け
て
、
食
料
の
足
し
に
も
と
少
し
許
う
の
駄
菓
子
を
購

つ
た
時
、
嬌
傍
に
十
勝
石
の
置
物
が
幾
つ
も
並
べ
て
あ
つ
た
の
が
限
に
付
い
た
の
で
、　
一
寸
腰
か
け
て
小
竿
時
も
話
し

込
ん
だ
。
大
分
山
氣
の
あ
る
爺
さ
ん
ら
し
く
、
こ
の
邊
の
漢
谷
を
鍍
石
探
求
に
可
成
歩
い
て
居
る
ら
し
い
。
十
勝
石
は

チ
ト
カ
ニ
ク
シ
の
漢
谷
で
得
た
と
い
ス
が
多
少
疑
間
に
な
ら
な
い
で
も
な
い
。
立
つ
時
に
十
勝
石
の
大
形
の
奴
を
二
つ

背
負
ひ
込
ん
だ
。
爺
さ
ん
の
名
は
高
瀬
豊
吉
と
い
つ
て
、
地
名
等
は
皆
目
不
得
要
領
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
チ
ト
カ
ニ
ク

シ
は
可
成
跛
渉
し
て
る
ら
し
か
つ
た
ｏ

山
道
に
か
ゝ
つ
て
か
ら
天
候
は
刻
々
に
不
良
に
な
つ
て
家
て
、
チ
ト
カ
ニ
ク
ン
の
頂
に
は
不
穏
な
雲
が
懸
つ
て
居
た
。

下
う
に
は
左
程
と
も
思
は
な
か
つ
た
彗
路
も
、
上
う
は
非
常
な
骨
折
夕
で
あ
つ
た
が
、
谷
が
深
ま
つ
て
チ
ト
カ
ニ
ウ
ン

の
頂
が
近
づ
く
う
れ
し
さ
に
比
し
て
は
、
何
で
も
な
い
と
思
つ
た
。
殊
に
昨
日
電
柱
樽
ひ
に
下
つ
た
急
傾
斜
を

一
気
に

攀
ぢ
て
ヒ
コ
イ
と
後
を
見
返
つ
た
時
、霧
里
山
脈

一
帯
が
素
派
ら
し
い
高
さ
に
雄
々
し
い
連
脈
を
見
せ
た
時
は
、
思
は
ず

踊
り
上
つ
た
。

大
分
登
つ
て
か
ら
電
柱
を
離
れ
て
、
急
傾
斜
を

一
直
線
に
森
林
中
に
上
つ
て
行
く
と
廣
い
尾
根
に
出
た
。
南
に
は
こ

セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
崚
峰
が
頂
に
友

色
の
雲
を
冠
つ
て
饗
え
、
其
左
に
は
ト
イ
マ
″
ク
シ
ュ
ペ
ツ
山
の
二
峰
が
績
き
、
北

に
は
獨
う
チ
ト
カ
ニ
ツ
ン
の
実
峰
が
手
に
取
る
様
に
仰
が
れ
た
。

塞
合
は
盆
≧
悪
く
な
る
許
う
、
友
色
の
雲
が
非
常
な
速
さ
で
南
西
へ
南
西
へ
と
つ
め
か
け
て
行
く
。
今
日
乙
そ
は
チ

ト
カ
ニ
ク
シ
の
頂
上
を
と
思
ひ
込
ん
で
居
た
の
だ
が
、
こ
の
基
合
で
は
何
だ
か
氣
が
進
曖
な
い
。
塞
と
山
と
を
見
絞
ベ

続 三 第 年 四 十 第 岳 山
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狩
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０
石
狩
川
上
流
の
旗
日
記
よ
り
　
　
竹
内

て
考
へ
な
が
ら
尾
根
を
北
へ
下
つ
て
行
つ
た
∪
其
内
に
ニ
セ
イ
カ
ク
シ
ペ
は
樹
林
に
隠
れ
て
見
え
な
く
な
つ
た
が
、
西

に
離
れ
て
白
雲
の
乱
舞
せ
る
隙
間
か
ら
、
天
堕
岳
の
雄
大
な
姿
が
覗
か
れ
た
。
峠
の
頂
に
出
た
の
は
正
午
で
あ
つ
た
。

乙
ゝ
で
自
分
は
暫
く
チ
ト
カ
ニ
ウ
ン
の
頂
を
見
上
げ
な
が
ら
立
ち
停
つ
た
。
心
の
内
で
は
登
る
登
ら
な
い
の
争
闘
が
可

成
績
い
た
。
そ
し
て
念
こ
登
る
と
決
し
た
時
は
心
臓
は
高
鳴
つ
た
。

・荷
物
は
大
部
分
此
虎
に
残
し
て
、
軽
装
し
て
排
営
の
飯
を
食
ひ
乍
ら
尾
根
を
北
ヘ
ノ
ヽ
と
樽
つ
た
。
北
見
側
は
樹
木

の
少
な
い
雲
の
緩
斜
面
で
あ
る
が
、
石
狩
側
は
樹
林
が
深
く
茂
つ
て
、そ
の
一
寸
と
し
た
隙
間
か
ら
吹
き
越
す
風
に
、雲

が
屍
状
に
吹
き
排
は
れ
て
北
見
側
の
斜
面
に
堆
積
し
て
居
る
、
尾
根
は
末
度
が
少
な
凹
所
が
先
ヘ
ノ
ヽ
と
績
く
の
で
、

堅
彗
で
は
あ
つ
た
け
れ
ど
歩
き
悪
く
か
つ
た
。

急
傾
斜
を
登
つ
て
頂
に
出
る
と
、
雪
が
吹
き
上
げ
ら
れ
て
敷
丈
に
堆
積
し
、
北
見
側
に
懸
崖
状
を
な
し
て
居
る
の
は

一
種
の
奇
槻
で
あ
つ
た
′′）
ニ
セ
イ
カ
ウ
シ
ペ
、　

・ト
イ
マ
／
ク
シ
ュ
ペ
ツ
山
、
霧
里
山
脈

一
帯
が
友
黒
色
の
雲
を
背
負
つ

て
高
く
望
曖
れ
る
。
ヌ
タ
ク

カ
ム
シ
ュ
ペ
は
中
腹
以
上
全
く
雲
に
入
っ
て
し
ま
つ
て
居
た
。
第
二
の
急
斜
面
の
森
林
を

登
う
切
る
と
、
度
い
雪
一の
手
で
、
用
園
を
針
葉
樹
林
に
と
ｏ
ま
か
れ
、
中
に
ポ
ツ
ノ
ヽ
と
フ
ガ
ラ

ノヾ
ナ
が
雲
か
ら
頭
を

出
し
て
居
た
。
乙
の
雪
の
不
は
叉
針
間
混
交
林
の
不
に
績
い
‘
、
登
る
と
も
な
く
第
二
の
頂
黙
に
導
か
れ
た
。
是
か
ら

は
念
こ
山
ら
し
い
登
夕
に
な
つ
て
、
樹
林
の
間
を
縫
つ
て
行
く

・。
景
槻
は
次
第
に
高
山
性
を
帯
び
て
、
曲
ウ
く
ね
つ
た

ガ
ン
ピ
と
、
背
丈
の
低
い
ア
カ
エ
ゾ

マ
ツ
の
疎
な
混
交
林
に
な
つ
た
の
傾
斜
も

一
歩
は

一
歩
よ
う
急
に
、
最
早
到
底
草

軽
の
ま
ゝ
で
は
登
れ
な
く
な
つ
た
の
で
、
金
カ
ン
ジ
キ
を
つ
け
た
が
、
凍
結
し
た
雪
の
急
斜
面
は
少
し
の
油
断
も
許
さ

れ
な
か
つ
た
。
頂
は
念
こ
近
づ
い
て
三
角
諮
の
格
も
手
に
取
る
許
う
、
樹
林
は
盆
ｔ
疎
に
な
つ
て
、
奇
形
な
ガ
ン
ピ
の

矮
樹
許
う
に
な
つ
た
。

一
し
き
う
急
な
斜
面
に
差
し
か
ゝ
る
と
、
殆
ん
ど
四
ツ
這
ひ
に
な
つ
て
馬
背
状
の
第
四
峯
の
尾

根
迄
登
り
つ
，い
た
。
樹
木
は
最
早

一
本
も
見
ら
れ
な
い
、
叩
き
付
け
ら
れ
さ
う
な
張
い
風
が
石
狩
側
か
ら
吹
き
上
げ
て

来
て
、
糠
の
様
な
粉
雪
が
舞
ひ
上
る
の
で
限
も
開
け
ら
れ
な
い
の
最
早
白
雲
の
天
堕
岳
を
除
い
て
は
、ど
の
山
ヽ
ど
の
山

行 磯 月 四 年 九 正 大
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~ヽ
、

ヽ

も
友
色
の
雲
に
被
は
れ
て
、
具
に
雲
を
被
ら
な
い
の
は
我
チ
ト
カ
ニ
ク
シ
丈
で
あ
つ

た
が
、そ
れ
も
束
の
間
で
、粉
雲
を
飛
ば
す
風
に
連
れ
て
、薄
雲
が
頂
を
掠
め
出
し
た
。

張
い
風
と
寒
さ
と
に
可
成
困
惑
し
な
が
ら
念
こ
主
峯
に
か
ヽ
つ
て
、
氷
盤
の
様
に

凍
結
し
た
淡
褐
色
の
雲

（
三
月
二
十

一
日
知
家
別
、
″
ベ
ン
ベ
一
帯
に
は
褐
色
の
雪

が
積
っ
た
。
勿
論
或
種
の
細
塵
に
よ
つ
て
出
た
色
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
源
因
が
何
庭

に
あ
つ
た
か
は
不
明
で
あ
つ
た
）
の
中
か
ら
頭
を
控
げ
て
ゐ
る
優
松
の
群
叢
ケ
渡
る

チ

の
は
少
か
ら
ず
困
難
で
あ
つ
た
。
眼
を
な
い
た
も
の
は
ア
カ
エ
プ
マ
ツ
、
ト
ド
マ
ツ

ト
の
丈
低
い
老
幹
が
散
生
し
て
ゐ
る
こ
と
で
、
自
分
に
は
こ
の
一
事
は
こ
の
二
種
の
樹

二ヵ
木
の
垂
直
的
分
布
に
開
す
る
新
し
い
観
察
で
あ
つ
た

（後
に
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
に
登

ウ

つ
た
時
も
同
様
の
状
態
を
親
察
し
た
。
猫
優
松
の
間
に
見
出
さ
れ
た
槙
物
は
、
シ
ロ

シ
バ
ナ
シ
ャ
ク
ナ
グ
、
キ
バ
ナ
シ
ャ
ク
ナ
グ
、
イ
ソ
ツ
ヽ
ジ
、
コ
ケ
毛
ヽ
、
ガ
ン
カ
ク
ラ

≫岳

ン
等
で
あ
つ
た
。

項
　
主
峯
の
頂
な
る
三
角
鮎
の
櫓
に
取
付
い
た
の
は
午
後

一
時
五
十
分
。
乙
ゝ
丈
に
特

上
別
に
吹
く
か
の
様
な
冷
た
い
張
い
風
は
、
櫓
の
柱
に
恐
ろ
し
い
唸
り
を
立
て
ゝ
、
粉

雲
が
自
雲
と
共
に
石
狩
側
か
ら
北
見
側
へ
飛
ん
で
行
く
。
自
分
は

一
生
懸
命
に
柱
に

し
が
み
つ
い
て
、限
う
な
い
喜
悦
に
氣
狂
ひ
じ
み
た
萬
蔵
を
馨
限
あ
叫
ん
で
見
た
が
、

荒
れ
廻
る
風
は
用
捨
な
く
語
尾
を
引
き
ち
ぎ
つ
た
。
雲
の
間
か
ら
東
と
北
と
に
突
出

し
た
峯
が
見
え
る
。
殊
に
東
の
峯
に
は
恐
ろ
し
い
絶
壁
が
、
深
い
ノ
ヽ
谷
に
さ
し
出

て
居
た
。
兎
に
角
こ
の
山
の
頂
は
概
し
て
急
な
傾
斜
で
、　
一
氣
に
四
方
の
深
谷
に
降

下
し
て
居
る
。
乙
ん
な
模
様
丈
に
遠
望
は
全
く
失
望
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
雲
の
断

ヽ     ‐

｀ ｀
ヽ

L~ヽ お ｀
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行 稜 月 四 年 九 正 大

０
石
狩
川
上
流
の
旅
目
記
よ
り
　
　
竹
内

間
か
ら
チ
ョ
イ
ノ
ヽ
と
覗
く
天
願
岳
の
山
容
は
、
つ
い
な
望
ん
だ
乙
と
の
な
い
雄
大
き
で
あ
つ
た
。

風
は
盆
こ
荒
れ
ま
さ
る

一
方
で
、
迂
間
に
止
ま
つ
て
居
て
は
吹
き
飛
ば
さ
れ
さ
う
で
あ
る
か
ら
、
殆
ん
ど
四
ツ
這
ひ

で
櫓
か
ら
離
れ
て
、
登
つ
た
時
の
足
場
を
辿
つ
て
、
大
急
ぎ
で
下
山
の
途
に
つ
い
た
。
第
四
峯
の
急
傾
斜
は
雪
面
を

一

氣
に
辻
り
下

，
て
、
勿
燈
な
い
程
雑
作
な
く
午
後
三
時
に
は
峠
迄
下
う
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
最
早
友
色
の
雲
に
包
哉

れ
て
了
つ
た
チ
ト
カ
ニ
ツ
ン
の
頂
上
を
や
ヒ
ら
振
り
仰
い
だ
時
は
、
登
攀
の
誇
う
と
喜
び
と
に
胸
は

一
杯
に
な
つ
た
。

そ
れ
か
ら
知
木
別
の
小
屋
に
蹄
ウ
着
い
た
の
は
午
後
八
時
で
あ
つ
た
。
（
大
正
八
年
八
月
十
八
日
稿
）

地

名

月

日

月

日

一
競
一

蹄
一

末
　
別
　
小

前
九
・
四
〇
着

二
五

後
二
・Ｏ
∩
若

〓

丁
○
○
着
　
（

・
〇

チ
ト
カ

ニ
よ
り

ｏＯ
Ｏ

瀧

瀧
　
ノ
　
上

後
四
・○
○
着
一　
　
前
九
・
〇
〇
稜
・

後

丁
五
〇

北
見
峠
よ
り
゛

三
里

ニ
　
ニ
セ
イ
カ
ウ
シ
ベ
及
國
澤
温
泉

．

知
末
別
の
或
吹
雪
の
夜
語
う
に
、若
い
人
夫
の
日
か
ら
層
雲
別
（曳
雲
別
）温
泉
や
、其
の
途
中
の
雨
岸
の
雄
大
な
ガ
ン

ケ
（岩
壁
）
の
話
が
ボ
ツ
ノ
ヽ
と
語
ら
れ
た
。
策
ね
て
承
知
し
て
居
た
虜
で
も
あ
り
、
又
時
々
所
要
が
あ
つ
て
豊
雲
別
の

表   程   行

見

八 斎

一 四

四

月

十

日

前
八
ｏＯ
Ｏ

四
月

十

一
日

後
八
・〇
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天
幕
澤
の
小
屋

へ
出
か
け
て
家
た
時
な
ど
に
、
ン
コ
マ
ン
ベ
ツ
（
烈
古
満
別
）
の
澤
日
か
ら
大
岩
壁
が
屏
風
を
立
て
並
ベ

た
様
に
上
流
へ
績
ｒ
て
い
る
霊
山
碧
水
峡
の
雄
大
な
景
観
と
望
み
見
て
、
幾
度
か
遊
意
が
動
い
た
。
天
幕
澤
の
小
屋
の

前
ア
カ
ダ
モ
の
大
木
下
に
立
つ
て
、
大
石
狩
川
の
封
岸
に
腫
を

や
る
時
、
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
が
間
近
く

そ
ゝ
多
立
つ

て
、
樹
林
の
黒
い
長
峯
尾
根
（
新
稀

のヽ
後
に
、
本
岳
（
新
稗
）
と
奥
笠

（
新
構
）
と
の
具
白
な
頂
や
、
為
具
で
見
た
マ
ッ

ク
″
ホ
″
ン
を
眼
の
あ
た
う
見
る
様
な
創
岩
の
奇
峯
を
仰
い
だ
時
に
は
自
分
の
心
は
盆
こ
踊
つ
た
。

四
月
十
三
日
∪
自
分
は
約
四
ヶ
月
を
逐
つ
た
懐
し
い
知
家
別
の
伐
木
小
屋
を
引
抑
つ
て
、
雪
路
七
里
．
天
幕
澤
の
伐

木
小
屋
に
移
つ
た
。
十
四
日
の
午
後
は
車
軸
を
流
す
様
な
大
雨
で
、
天
幕
澤
の
急
喘
は
濁
水
が
奔
馬
の
様
に
流
れ
て
、

そ
の
日
の
夕
飯
は
土
臭
か
つ
た
。
そ
れ
か
ら
は
拭
つ
た
様
な
快
晴
が
績
い
て
、
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
頂
は
日

一
日
と
黒

い
斑
が
太
つ
て
行
つ
た
。

四
月
十
九
日
。
曇
。
こ
の
数
日
餘
う
快
晴
が
績
い
た
故
か
、
今
日
は
朝
か
ら
ド
ン
ヨ
ソ
曇
つ
た
日
で
あ
つ
た
ｏ
し
か

し
雲
は
高
く
、
こ
の
邊
の
高
山
の
頂
は
ど
れ
も
不
稽
ら
し
い
様
子
は
な
か
つ
た
。
昨
夜
急
に
思
ひ
立
つ
て
今
日
ニ
セ
イ

カ
ウ
シ
ペ
に
登
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
早
朝
六
時
頃
出
螢
す
る
豫
定
が
朝
寝
の
鶯
に
遅
く
な
つ
て
、
八
時
過
ぎ

に
や
つ
と
小
屋
を
出
た
。
自
分
に
と
つ
て
は
非
常
に
大
き
な
胃
瞼
的
試
み
で
あ
る
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
そ
の
日
は
餘
う

心
が
緊
張
し
て
ゐ
な
か
つ
た
と
云
ス
の
は
、
大
分
登
路
は
研
究
し
た
も
の
ゝ
、
未
だ
徹
底
し
て
居
な
か
つ
た
の
で
、
賞

は
今
日
は

一
寸
何
虎
か
そ
乙
い
ら
で
、
蹄
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
な
こ
と
に
な
る
ら
し
い
懸
念
の
方
が
多
か
つ
た
か

ら
で
あ
る
。

石
狩
几
に
架
し
た
催
橋
は
此
頃
の
雪
清
へ
に
壊
れ
か
ヽ
つ
て
ゐ
て
、
多
少
白
濁
し
た
、
恐
ろ
し
い
程
に
水
量
の
豊
富

な
春
の
河
に
渡
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
可
成
脅
か
さ
れ
た
。
デ
″
夕
に
立
つ
ヤ
ナ
ギ
や
ヤ
マ
ハ
ン
ノ
キ
の
構
に
は
未
だ
´

樹
氷
が
美
し
い
。
小
屋
の
前
の
伐
出
丸
太
の
土
場
で
は
、　
一
番
馬
の
勇
ま
し
い
噺
が
聞
え
て
、
丸
太
捲
の
賑
か
な
音
頭

が
川
面
を
流
れ
る
。
近
く
左
岸
に
響
え
立
つ
ヌ
タ
タ
カ
ム
シ
ュ
ベ
の
森
厳
な
峯
々
は
、
永
久
の
自
然
力
に
封
す

る
苦
闘

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山
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行 獲 月 四 年 九 正 大

○
石
狩
川
上
流
の
旗
日
記
よ
り
　
　
竹
内

の
跡
を

一
つ
一
つ
深
刻
に
表
は
し
た
老
戦
士
の
如
く
沈
駄
し
て
ゐ
て
、
自
分
は
何
時
も
其
姿
を
他
か
ず
眺
め
る
の
で
あ

つ
た
。
殊
に
今
日
の
様
に
友
色
の
調
子
の
好
く
出
た
山
の
姿
を
仰
い
だ
の
は
初
め
て
ゞ
あ
つ
た
。
線
じ
て
北
國
の
自
然

は
萬
象
皆
友
色
に
支
配
さ
れ
て
居
て
、
そ
れ
が
殊
に
各
に
於
て
悲
壮
、
沈
痛
、
静
寂
、
森
巌
と
い
ム
も
の
ゝ
極
致
に
達

す
る
の
で
あ
る
。
自
分
は
こ
の
石
狩
川
の
上
流
へ
初
め
て
入
つ
た
時
、
友
人
に
次
の
様
に
書
い
た
。

「
賞
際
各
の
こ
の
経
の
色
彩
は
自
色
及
黒
色
の
二
色
の
み
で
、
そ
れ
等
が
種
々
の
濃
淡
度
に
於
て
モ
デ
イ
ク
を
形
成

し
て
ゐ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
最

一
つ
乙
れ
を
徹
底
的
に
考
へ
ま
す
と
、
自
色
も
勿
論
具
の
自
色
は
殆

ん
ど
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
つ
て
、
要
す
る
に
友
色
味
の
加
は
つ
た
自
色
で
す
。
そ
れ
で
萬
象
の
色
彩
は
黒
色
と

自
色
と
に
遠
元
さ
れ
、
更
に
そ
れ
等
は
友
色
の
一
色
彩
に
蹄
せ
し
め
得
る
か
と
思
は
れ
唆
す
。
」

ヌ
ダ
ク
カ
ム
シ
ュ
ベ
の
峯
々
の
中
で
も
、自
分
は
い
つ
も
黒
岳
の
剛
壮
な
実
峯
に
憧
憬
し
て
居
る
。
を
れ
に
比
し
て
は

最
高
鮎
の
北
鎮
岳
は
、
不
幸
に
し
　
・
て
餘
う
に
線
も
色
彩
も
軟
か
過
ぎ
て
居
る
。

ア
カ
ダ
毛
、
カ
ツ
ラ
、
ヤ
チ
ダ
モ
、
オ
ニ
グ
／
ミ
等
の
Ｅ
樹
の
立
つ
た
乙
の
河
岸
の
平
地
は
、
可
成
耕
作
さ
れ
て
、

高
い
切
株
が
ニ
ョ
キ
′
ヽ
と
行
列
し
て
ゐ
る
。
そ
の
耕
地
の
堅
雪
の
上
を

一
直
線
に
突
３
抜
け
て
山
裾
に
か
ゝ
つ
た
。
其

庭
は
南
西
を
受
け
た
急
斜
地
な
の
で
、
雪
は
ス
ッ
カ
リ
清
え
て
、疎
林
の
下
丈
低
い
ネ
マ
ガ
ソ
ダ
ケ
が
青
々
と
生
ひ
茂
つ

て
居
た
。
急
で
あ
る
が
短
い
こ
の
斜
面
は
、

一
氣
に
駈
上
つ
て
狭
い
尾
根
に
出
た
り
そ
の
裏
は
直
ぐ
深
い
漢
流
に
臨
ん

で
居
る
。
最
初
は
此
尾
根
偉
ひ
に
登
る
積
う
で
あ
つ
た
が
、
堅
雪
で
大
丈
夫
だ
と
思
つ
て
今
日
も
フ
カ
ン
ジ
キ
を
用
意

し
な
か
つ
た
篤
に
、　
一
歩

一
歩
膝
迄
も
没
す
る
程
雪
が
軟
い
の
で
、
何
と
か
な
る
位
な
考
へ
で
漢
流
に
辻
―
下
う
て
、

樹
林
と
急
崖
と
に
日
の
限
も
拝
め
な
い
薄
暗
い
漢
流
の
雪
面
を
上
つ
た
。

流
れ
は
ス
ッ
カ
リ
堅
雪
の
下
に
な
つ
て
、
足
下
に
コ
ト
コ
ト
忍
び
音
を
立
て
ヽ
居
る
。
何
だ
か
落
ち
込
み
さ
う
な
の

で

一
足

一
足
杖
で
突
つ
い
て
行
つ
た
が
、
そ
れ
で
も
二
度
許
♭
踏
み
抜
い
て
し
竣
つ
た
。
そ
の
内
に
谷
は
念
ξ
迫
つ
て

傾
斜
も
驚
く
程
急
に
な
つ
て
家
た
、
殊
に
本
流
ら
し
い
谷
筋
の
雪
面
は
到
底
登
れ
さ
う
に
も
な
い
の
で
、
右
の
谷
を
登

五
四
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琥 二 第 年 四 十 第 岳 山
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る
こ
と
に
す
る
ｏ
乙
れ
も
傾
斜
は
可
成
急
な
の
で
、
小
さ
く
デ
ッ
グ
ザ
ッ
グ
に
上
つ
た
が
、
上
に
な

つ
て
は
念
≧
急
斜
の
度
を
加
へ
た
許
り
で
な
く
、
雪
が
軟
か
に
な
つ
た
の
で

一
時
は
進
退
谷
は
ま

つ
て
し
ま
つ
た
が
、
ど
う
に
か
し
て
や
つ
と
左
の
小
尾
根
に
移
つ
て
、
猫
非
常
な
努
力
の
後
兎
に

角
本
尾
根
迄
一通
ひ
上
つ
た
。
此
庭
は
雪
は
堅
い
の
で

一
安
心
で
あ
つ
た
が
、
針
葉
樹
の
風
倒
木
が

多
く
、
そ
れ
を
く
ぐ
つ
た
り
は
ね
越
え
た
り
す
る
の
に
暫
く
は
非
常
に
苦
ん
だ
。

尾
根
は
次
第
に
廣
く
成
ウ
樹
林
も
盆
こ
厚
く
な
つ
て
行
く
の
で
、眺
望
等
は
全
く
無
く
、唯
暗
い

針
葉
樹
林
が
涯
も
な
く
績
く
。
そ
の
間
を
雪
を
踏
み
碑
く
音
と
木
魂
さ
せ
な
が
ら

一
人
で
登
っ
て

行
く
の
は
、堪
え
切
れ
な
い
寂
し
さ
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
ヤ
ケ
に
熊
除
け
ラ
ツ
パ
を
吹
き
立
て
た
。

や
が
て

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
一
峯
黒
斑
山
（新
構
）が
あ
の
黒
い
岩
壁
を
突
き
出
し
て
、
樹
林
ヒ

睡
し
て
見
え
て
来
た
。
ヌ
タ
タ
カ
ム
シ
ュ
ペ
も
樹
林
の
際
間
か
ら
輪
廓
丈
は
捉
へ
得
た
が
、
間
も
な

く
叉
眺
望
の
線
て
は
樹
林
に
遮
ぎ
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
そ
の
樹
林
は
最
も
壮
巌
な
ア
カ
エ

ゾ
マ
ツ
の
純
林
で
、
三
十
度
以
上
の
急
斜
面
を
上
へ
上
へ
と
績
い
て
居
る
。
樹
下
は
雪
が
割
合
に
少

な
く
、石
楠
、
ア
カ
ミ
ノ
イ
ヌ
ツ
グ
、
ツ
／
ツ
グ
、
ミ
ツ
バ
フ
ウ
ン
ン
等
の
群
叢
も
虎
々
に
露
は
れ
て

ゐ
る
。
乙
れ
は
居
雲
別
山
（新
機
）
の
斜
面
で
、
一
時
間
も
大
汗
に
な
つ
て
登
つ
て
、
や
つ
と
中
凹
の

尾
根
迄
迪
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。
左
に
少
し
登
れ
ば
最
早
層
雲
別
の
手
な
頂
の
一
部
で
あ
る
が
、

密
林
に
被
は
れ
て
居
る
の
で

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
本
岳
の
頂
が
少
し
く
仰
が
れ
た
の
み
で
あ
る
ｃ

・
最
早
十
二
時
で
あ
る
、
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
頂
迄
は
ま
だ
可
成
あ
る
。
国
飯
を
た
べ
な
が
ら
幾

度
か
此
虎
か
ら
下
山
し
や
う
か
と
思
つ
た
が
、
思
ひ
直
し
て
兎
に
角
行
け
る
虎
迄
登
る
こ
と
に
し

た
。一

寸
下
つ
て
今
度
は
な
だ
ら
か
な
斜
面
を
登
る
、
ア
カ
エ
プ
マ
ツ
の
純
林
は
次
第
に
ガ
ン
ピ
の

○
石
狩
川
上
流
の
族
日
記
よ
り
　
　
竹
内
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行 嚢 月 四 年 九 正 大

○
石
狩
川
上
流
の
族
日
記
よ
り
　
　
竹
内

多
い
林
に
移
つ
て
、自
茶
け
た
樹
幹
の
群
ほ
ど
乙
迄
も
績
く
。
そ
乙
に
は
物
悽
い
寂
し
さ
が
あ
る
。
沈
獣
と
寂
蓼
と
は
全

山
の
支
配
者
で
あ
つ
た
。
乙
の
際
限
も
な
さ
ゝ
う
で
あ
つ
た
樹
林
も
、
い
つ
と
は
な
し
に
木
立
が
疎
に
な
つ
て
、
深
い

谷
が
雨
側
に
露
は
れ
て
家
た
。
左
は
チ
ク
″
ベ
ツ
の

一
源
流
で
、
右
は
ニ
セ
イ
ケ
シ
ュ
オ
マ
プ
の
谷
で
あ
る
。

左
の
谷

の
向
側
は
最
早
直
ヾ

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
主
要
部
で
、
左
か
ら
笠
ケ
峯
（
新
榊
）奥
笠
（新
構
）本
岳
（新
稗
）奥
岳
（新
稗
）

が
績
い
て
、
廣
大
な
優
松
の
群
叢
が
晴
線
の
斑
を
入
れ
て
居
る
。
奥
岳
の
右
に
は
牙
ケ
峯

（新
稗
）
の
奇
崎
が
響
え
立

ち
、西
に
は
深
い
石
狩
川
本
流
の
漢
谷
を
距
て
、
、
ヌ
タ
ク
カ
ム
シ
ュ
ペ
の
今
容
を
望
み
見
る
。
笠
ケ
峯
の
左
に
遠
く
つ
ゝ

ま
し
や
か
に
実
頂
を
も
た
げ
た
優
美
な
山
は
、
つ
ひ
こ
の
間
登
つ
た
許
ら
の
懐
し
い
チ
ト
カ
ニ
ツ
シ
で
、
天
爾
岳
は
獨

ら
北
束
の

一
角
に
悠
然
と
し
て
、
美
し
い
然
し
何
虎
か
専
制
者
然
た
る
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
を
劃
し
て
居
る
。

長
峯
尾
根
は
牙
ケ
峯
か
ら
岐
れ
出
て
ヽ
裾
は
／
ベ
シ
ベ
迄
も
達
し
て
ゐ
る
。
今
居
る
位
置
の
高
度
は
少
く
と
も

一
二

〇
〇
米
以
上
に
及
ぶ
ら
し
い
ｏ
荒
れ
狂
ス
各
の
風
は
こ
の
尾
根
に
吹
き
つ
け
て
、
長
い
厚
い
雪
の
堤
防
を
造
り
、
其

一

方
の
側
は
屹
度
谷
に
崖
状
に
突
き
出
し
て
居
て
、
幾
十
條
か
の
美
し
い
層
理
が
表
は
れ
て
居
る
。
こ
の
雪
堤
は
初
め
の

間
は
東
側
に
吹
き
つ
け
ら
れ
た
形
に
な
つ
て
ゐ
た
が
、
尾
根
の
上
部
で
は
尾
根
の

一
寸
し
た
山
折
部
で
、
或
は
東
に
或

は
西
に
吹
き
つ
け
ら
れ
て
、其
接
合
部
に
は
渦
状
運
動
の
跡
さ
へ
見
え
た

東
に
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
主
脈
と
西
に
ス
タ

ク
カ
ム
シ
ュ
ペ
と
、直
下
に
深
い
深
い
石
狩
川
本
流
と
を
有
す
る
こ
の
尾
根
に
、
北
西
か
ら
吹
き
つ
け
る
風
は
、
想
像
出

来
な
い
位
複
雑
な
運
動
方
向
を
と
る
も
の
ら
し
い
。

曲
う
く
ね
つ
た
ガ
ン
ピ
や
ア
カ
エ
プ
マ
ツ
の
疎
ら
に
生
へ
た
こ
の
長
い
尾
根
は
、
極
く
な
だ
ら
か
な
登
う
で
、
略
四

段
に
な
つ
て
牙
ケ
峯
に
及
ん
で
居
る
。
そ
し
て
そ
の
黒
い
絶
壁
は
自
分
の
前
途
に
封
し
て
威
嚇
で
あ
う
憧
憬
で
あ
つ
た
。

其
の
内
に
優
松
も
見
え
て
家
た
。
中
に
は
ガ
ン
ピ
の
幹
に
生
へ
て
ゐ
る
の
を
見
た
の
は

一
奇
槻
で
あ
つ
た
。
高
く
登
つ

た
嬉
し
さ
に
時
間
な
ど
は
念
頭
に
置
か
ず
、
ひ
た
す
ら
上
へ
上
へ
と
急
い
だ
。
や
が
て
前
方
に
創
岩

（新
稗
）
里
（斑
山

（新
稀
）
湯
岳
・、新
稗
）
が
現
に
て
、遠
く
そ
の
背
後
に
詈
更
山
、
石
狩
岳
の
一
群
を
盟
主
と
し
た
石
狩
山
脈
の
主
脈
が
、
雄

二
六

(1981)



々
し
い
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
で
天
杢
ヒ
限
つ
て
居
る
の
を
望
ん
だ
時
は
、
凝
と
石
像
の
様
に
件
ん
で
眼
に
は
威
激
の
涙
が
あ

つ
た
。
下
に
は
悪
魔
の
日
の
様
な
底
廣
の
ニ
セ
イ
ノ
キ
シ
オ
マ
プ
の
谷
が
見
下
ろ
さ
れ
て
、
牙
ケ
峯
の
絶
壁
は
其
谷
底

迄

一
氣
に
創
り
落
さ
れ
て
居
る
。

此
庭
か
ら
見
た
ヌ
タ
ク
カ
ム
シ
ュ
ペ
も
叉
な
く
雄
大
な
も
の
で
あ
る
∩
肩
幅
の
思
ひ
切
つ
て
廣
い
山
彙
の
全
艦
を
乙
の

高
虎
か
ら
望
む
と
、
峯
々
谷
々
は

一
々
指
呼
さ
れ
て
、
殊
に
黒
岳
の
ヵ
ノン
デ
ラ
歎
の
大
漢
谷
（
ワ
ツ
カ
ベ
ケ
ン
ペ
ツ
？
）

は
、
最
も
注
意
を
引
い
た
。
し
か
し
霊
山
碧
水
峡
の
奇
蹟
的
大
懸
崖
の
連
績
は
、
こ
ゝ
か
ら
で
は
周
国
の
偉
大
き
に
比

し
て
は
餘
う
に
細
小
な
規
模
で
あ
っ
た
。

可
成
の
時
間
を
費
し
た
後
、
ノ
「
卜
に
は
山
々
の
細
か
な
線
が
引
か
れ
た
。
足
の
先
は
既
に
石
の
様
に
冷
え
切
つ
て

け
腱
鮮
蒙
Ｅ
導
飢

ｓ
”
い
１
〇
九
ヽ
）
ヽ
へ
き
い

蹴 二 第 年 四 十 第 岳 山

Ｏ
石
狩
川
上
流
の
旅
日
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よ
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竹
内
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行 稜 月 四 年 九 正 大

○
石
狩
川

上
流

の
旅
目
記

よ
り
　
　
竹
内

居
た
し
、
ぢ
か
に
腰
を
下
ろ
し
た
堅
雪
の
面
は
、
性
温
の
篤
に
深
い
凹
み
が
つ
い
て
居
た
）
そ
れ
か
ら
狭
い
雪
の
尾
根

を
牙
ケ
峰
の
岩
壁
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
様
に
ヒ
タ
上
う
に
上
つ
た
。
最
早
黒
斑
も
釧
岩
も
笠
ケ
峰
も
下
に
見
る
位
に
な

つ
て
来
た
ｏ
日
は
薄
雲
を
通
し
て
淡
い
光
う
を
や
つ
と
雪
の
上
に
投
げ
て
居
る
。

い
つ
の
間
に
か
雪
の
峯
々
を
越
し
て

来
る
冷
た
い
風
が
吹
き
出
し
た
の
し
か
し
静
か
な
風
で
あ
つ
た
ｃ
沈
痛
な
静
ま
り
返
つ
て
居
る
シ
ー
ン
に
は
、
何
等
の

動
揺
さ
へ
木
さ
な
い
程
の
も
の
で
あ
つ
た
。

其
の
内
に
雪
面
は
ス
ツ
カ
ソ
凍
結
し
て
木
た
。
金
カ
ン
ジ
キ
を
着
け
て
は
見
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
爪
の
小
さ
い
種
類

の
も
の
で
は
餘
う
役
に
も
立
た
な
か
つ
た
。
第

一
の
岩
壁
の
直
上
を
急
斜
面
に
浩
つ
て
横
過
し
、
第
二
の
更
に
大
き
な

岩
壁
の
上
を
非
常
な
勢
苦
ル
忍
耐
と
と
以
て
四
這
ひ
に
登
つ
た
。
雪
か
ら
抜
け
出
た
優
松
　
イ
ソ
ツ
ゞ
ジ
、
ガ
ン
カ
ウ

ラ
ン
、
コ
ヶ
モ
ヽ
等
の
群
叢
は
、
自
分
の
重
要
な
助
力
者
で
あ
っ
た
。
小
さ
な
谷

一
つ
距
て
た
本
岳
の
頂
上
は
、
三
角

鮎
の
櫓
迄
手
に
取
る
様
に
望
ま
れ
る
。
優
松
の
群
落
は
英
左
肩
か
ら
奥
笠
に
か
け
て
、
暗
線
の
斑
を
密
布
し
て
、
裾
は

針
葉
樹
の
矮
林
に
移
行
し
て
居
る
。
谷
の
行
き
つ
ま
り
は
奥
岳
の
つ
ゝ
じ
ま
や
か
な
隆
起
が
饗
え
て
居
る
。

第
二
の
岩
壁
に
這
臥
上
つ
た
自
分
は
、
す
ぐ
高
大
な
第
三
の
岩
壁
の
上
縁
を
樺
ひ
初
め
た
。

一
歩

一
歩
堅
雲
に
足
場

を
つ
け
て
、
優
松
の
枝
に
つ
か
ま
う
な
が
ら
、
ヤ
ツ
ト
の
思
ひ
で
午
後
二
時
十
五
分
餌
の
理
の
様
な
狭
い
銑
い
頂
に
出

た
。
右
下
は
制
っ
た
様
な
断
崖
が
谷
底
迄
及
ん
で
居
て
、眼
も
眩
む
や
う
で
あ
る
。
牙
ケ
峯
の
頂
は
眼
前
に
黒
い
岩
壁
の

実
り
を
も
た
げ
て
、
ニ
セ
イ
ノ
キ
ン
オ
マ
プ
の
深
谷
を
傲
然
と
見
下
ろ
し
て
居
る
。
自
分
は
第
三
の
岩
壁
の
銑
い
剣
の

几
の
上
に
、
馬
乗
う
に
し
が
み
つ
い
た
ま
ゝ
、
最
早
こ
の
凍
結
し
た
雪
で
は
、
こ
の
尾
根
を
其
儘

一
歩
も
前
進
し
得
な

い
こ
と
を
威
じ
た
ｏ
牙
ケ
峰
の
頂
は
賞
際
今

一
息
で
あ
る
と
は
思
つ
た
が
、
堅
雪
の
急
傾
斜
を
登
る
何
等
の
用
意
も
な

い
こ
と
を
思
へ
ば
牙
ケ
峰
の
頂
迄
は
命
懸
け
の
登
攀
で
あ
る
、
さ
う
と
て
本
岳

へ
は

一
度
谷
底
に
下
り
て
か
ら
可
成
の

斜
面
を
登
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
に
は
時
間
の
餘
裕
が
な
い
と
思
ふ
と
、
残
念
な
が
ら
此
虎
か
ら
下
山
す
る
よ

う
外
に
何
等
の
策
は
無
か
つ
た
ｃ

六
〇
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登
う
よ
り
下
ウ
は
猶

一
層
の
骨
折
り
で
あ
つ
た
ｏ
そ
れ
で
も
ヤ
ッ
ト
の
思
ひ
で
難
場
を
下
う
養
し
た
時
は
ホ
ッ
ト
一
息

っ
い
た
。
フ
ト
前
方
を
見
た
瞬
間
限
に

一
群
の
黒
鮎
が
、急
速
度
に
移
動
し
た
の
を
威
じ
た
。

ハ
ッ
ト
思
つ
て
注
祀
す
る

と
小
鳥
の
一
群
は
、今
し
も
ヌ
タ
ク
カ
ム
シ
ュ
ペ
の
山
彙
か
ら
乙
の
長
峯
を
越
え
て
、猫
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
頂
を
過
ぎ
、

遠
い
遠
い
北
の
國
へ
の
旅
の
途
中
で
あ
つ
た
の
だ
。
自
分
は
其
群
が
塞
の
色
と
溶
け
合
ふ
迄
陀
と
目
毬
し
た
。
こ
の
邊

の
岩
壁
の
露
出
部
で
親
察
し
た
植
物
は
、
キ
バ
ナ
シ
ャ
タ
ナ
グ
、
シ
ロ
バ
ナ
シ
ャ
ク
ナ
グ
、
コ
ケ
モ
ヽ
、
イ
ソ
ツ
ヽ
ジ
、

ウ
ラ
ン
″
ツ
ヽ
ジ
（
枯
葉
の
み
）、ガ
ン
カ
ウ
ラ
ン
、
イ
ハ
ウ
メ
、
日
ｃぃの巨
一二
や
、
コ
ガ
ネ
イ
チ
ゴ
（
枯
葉
の
み
）
、
ミ
ツ
パ
フ

ウ
ン
ン
、
ハ
イ
マ
ツ
、
ア
カ
エ
ゾ

マ
ツ
、
ト
ド
マ
ツ
、
の
ｏ″。σ
霊

子

、
エ
ゾ
ノ
ダ
ケ
ヵ
ン
バ
、
ミ
ヤ
マ
ハ
ン
ノ
キ
等
で
、

常
緑
葉
を
持
つ
た
種
類
は
う
で
ら
れ
た
様
に
凍
結
し
て
居
た
。

長
峯
の
尾
根
か
ら
間
も
な
く
ダ
ラ
ノ
ヽ
下
う
の
樹
林
に
入
つ
て
、
居
雲
別
山
の
直
下
に
出
た
。
そ
乙
か
ら
登
夕
の
足

跡
を
右
に
見
て
、

一
気
に
ニ
セ
イ
ケ
シ
ュ
オ
マ
プ
の
谷
を
目
懸
け
て
、雪
の
針
面
を
た
る
様
に
し
て
針
葉
樹
林
を
縫
つ
て

下
つ
た
。
い
つ
の
間
に
か
雪
の
下
で
流
れ
が

コ
ト
ノ
ヽ
音
を
立
て
ゝ
．家
る
。

一
歩

一
歩
流
れ
は
大
き
く
な
つ
て
木
た
。

そ
し
て
途
中
で

一
寸
尾
根
樽
ひ
に
歩
い
て
ゐ
た
間
に
急
に
谷
は
深
く
刻
ま
れ
て
、大
き
な
水
流
の
叫
喚
が
ズ
ッ
ト
下
に
聞

え
て
居
た
。
餘
ら
急
に
勝
手
が
違
つ
て
来
た
の
で
、
吃
驚
し
て
谷
に
辻
う
下
つ
た
。
思
つ
た
よ
り
は
温
か
な
漢
流
を
幾

度
か
右
左
に
徒
渉
ｔ
て
、
暫
く
行
く
間
に
二
股
に
出
た
。
今
下
つ
た
左
股
に
比
し
て
は
、
右
股
は
ズ
ッ
ト
規
模
が
大
き

い
。
左
手
の
崖
に
は
幾
つ
も
新
し
い
雪
崩
の
跡
が
あ
つ
て
、
下
に
雪
塊
が
岩
塊
と
ゴ
ッ
チ
ヤ
に
な
つ
て
重
な
つ
て
居
た
の

を
見
た
時
は
、
前
途
の
不
氣
味
さ
に
ブ
ッ
ト
し
た
が
、
そ
れ
で
も
意
外
に
早
く
石
狩
川
の
本
流
に
出
た
時
は

一
安
心
し

た
。
そ
し
て
急
に
氣
が
弛
ん
だ
故
か

一
時
に
疲
勢
が
出
て
、天
幕
澤
の
小
屋
迄
敷
町
の
雪
路
も
可
成
の
憾
さ
で
あ
つ
た
。

小
屋
に
着
い
た
の
は
午
後
五
時
で
、
夕
食
の
膳
に
上
つ
た
ヤ
マ
ベ
魚
に
舌
鼓
を
打
つ
た
り

四
月
二
十

一
日
。
曇
。
昨
日
は
久
し
振
多
で
降
雪
ヒ
え
た
が
、
今
日
は
曖
か
な
曇
う
日
で
、
新
雪
は
跡
方
も
な
く
浦

え
失
せ
、
石
狩
の
川
も
心
持
培
水
し
て
居
た
や
う
だ
。
今
日
は
久
し
く
憧
憬
し
て
ゐ
た
霊
山
碧
水
峡
を
瞥
見
し
て
、
層

流 二 第 年 四 十 第 岳 山

０
石
狩
川
上
流

の
旅
日

記
よ
り
　
　
竹
内
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行 獲 月 四 年 九 正 大

０
石
狩
川
上
流
の
旅
日
記
よ
り
　
　
竹
内

大
ニ

雲
別
温
泉
迄
行
く
こ
と
に
し
て
、
午
前
九
時
に
小
屋
を
出
で
、
俄
橋
を
封
岸
に
渡
つ
て
右
岸
偉
ひ
に
湖
つ
た
。

ニ
セ
イ
ケ
シ
ュ
オ
マ
プ
の
澤
口
を
左
に
見
る
頃
に
は
、最
早
屏
風
を
立
て
連
ね
た
様
な
リ
バ
ラ
イ
ト
の
岩
壁
が
雄
大
に

答
え
て
木
る
。
下
に
は
岩
塊
が
須
れ
落
ち
て
蘇
苔
が

一
面
に
其
上
を
覆
ひ
、
虎
々
に
小
さ
な
清
流
も
見
出
さ
れ
た
。
勿

論
日
営
う
の
好
い
庭
だ
け
に
雲
は
メ
ツ
カ
リ
清
え
夫
せ
て
居
る
。
可
成
危
い
旺
道
や

一
本
橋
を
過
ぎ
．ｔ
、
針
闊
混
交
林

の
晴
く
茂
つ
た
デ
／
夕
に
入
つ
た
。
此
庭
は
雪
が
未
だ
可
成
残
つ
て
居
る
が
、
此
頃
乙
り
山
中
に
労
働
し
て
居
る
伐
木

人
夫
等
が
大
分
湯
治
に
出
か
け
る
の
で
、
道
形
は
明
か
に
ふ
み
な
ら
さ
れ
て
居
る
。

行
く
に
つ
れ
て
左
手
の
岩
壁
は
高
大
と
奇
抜
さ
と
を
加
へ
て
来
た
。
然
し
右
手
は
左
手
に
較
べ
て
は
蓬
か
に
見
劣
う

が
し
て
、
岩
壁
と
い
ふ
程
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
が
、
オ
ベ
リ
ス
ク
般
を
な
し
た
幾
つ
か
の
岩
峰
の
群
は
見
逃
せ
な
い

景
趣
で
あ
る
Ｇ
乙
の
岩
壁
も
可
成
長
く
績
い
た
の
で
，
大
分
倦
怠
を
覺
え
て
ホ
た
。
自
分
の
興
味
は
右
手
の
高
い
針
葉

樹
林
の
峰
々
や
、
大
規
模
な
漢
谷
の
開
口
に
向
け
ら
れ
て
わ
た
が
、
ニ
セ
イ
ノ
キ
シ
オ
マ
プ
の
手
前
で
石
狩
川
に
年
ぱ

足
を
浸
し
て
上
流
を
望
ん
だ
時
、
雨
岸
の
直
々
た
る
山
容
、
壮
厳
な
樹
林
．
殊
に
河
岸
の
ハ
ン
ノ
キ
、
ォ
ニ
グ
″
ミ
、

ヤ
チ
ダ
モ
等
の
間
葉
樹
は
、
限
う
な
い
興
味
を
も
た
ら
し
た
。

ニ
セ
イ
ノ
キ
シ
オ
マ
プ
の
流
は
、
今
に
も
踏
み
抜
き
さ

う
な
雪
の
上
を
渡
つ
た
。
深
い
暗
い
谷
の
上
流
に
は
牙
ケ
峯
邊
の
純
白
部
が
チ
ラ
と
覗
か
れ
た
。

可
成
長
い
路
を
石
狩
の
流
に
滑
う
て
遡
つ
た
。
河
原
に
は
大
石
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
飛
び
越
え
た
う
跳

ね
越
え
た
う
す
る
。
川
は
和
春
丈
に
如
何
に
も
豊
富
な
水
量
で
ス
イ
ノ
ヽ
と
流
れ
て
行
く
。
デ
ッ
ト
見
詰
て
居
る
と
、

渦
と
水
沫
と
が
追
懸
け
合
ひ
な
が
ら
ど
乙
迄
も
進
ん
で
行
く
や
う
だ
。
そ
し
て
如
何
思
つ
て
も
清
い
美
し
い
流
水
だ
と

の
威
は
起
ら
な
か
つ
た
。
何
だ
か
米
の
と
ぎ
汁
を
薄
め
た
様
な
不
透
明
な
藍
色
で
、
そ
れ
丈
何
と
な
く
餘
計
に
物
悽
い

威
を
張
め
た
。
や
が
て
柳
の
若
本
の
密
生
し
た
デ
／
夕
の
雲
路
を
ス
む
。
左
手
に
は
懸
崖
か
ら
瀑
が
直
下
し
て
、
其
邊

の
雪
の
な
い
斜
面
に
は
何
か
知
ら
紅
紫
色
の
花
叢
が
美
し
か
つ
た
の
で
、
つ
い
引
き
つ
け
ら
れ
て
瀑
の
下
に
立
っ
た
。

花
叢
は
エ
ブ
ノ
シ
ャ
ゥ
ジ
ャ
ゥ

′ヾ
カ
マ
の
満
開
し
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
間
に
は
ヒ
メ
イ
ナ
グ
の
可
憐
な
白
花
も
チ
ラ
ホ

(2()4:)



ラ
し
て
ゐ
た
。
懸
崖
の
上
部
に
は
Ｅ
大
な
岩
峯
が
高
く
天
を
突
い
て
立
つ
て
ゐ
る
。

今
迄
上
流
に
始
終
眼
を
な
い
て
ゐ
た
湯
ノ
岳
（新
稀
）
の
切
ら
立
つ
た
務
の
樹
林
を
追
ふ
間
に
、
雨
岸
と
も
著
し
く
迫

っ
て
来
て
、急
に
路
形
が

ハ
ッ
キ
ソ
し
て
来
た
な
と
心
付
く
内
、赤
茶
化
た
異
様
な
威
じ
の
す
る
河
原
に
出
た
。

左
手
に

直
ぐ
粗
末
な
小
屋
が
見
つ
か
つ
た
。
入
口
に
は
温
砲
姿
の
田
合
爺
が
迂
散
臭
さ
さ
う
に
自
分
を
見
つ
め
て
居
た
。
案
内

を
請
ふ
迄
も
な
く
小
屋
に
入
り
込
ん
だ
時
中
の
雑
然
た
る
男
女
の
群
に
は

一
寸
鼻
じ
ろ
む
だ
。
小
屋
は
床
と
土
間
と
に

分
れ
て
、
士
間
に
は
ト
ド
マ
ツ
の
板
を
敷
い
て
草
軽
穿
き
の
儘
四
人
許
う
の
人
夫
の
男
が
焚
火
を
国
ん
で
わ
た
。
床
の

あ
る
方
は
多
少
整
つ
て
居
る
が
、軌
れ
も
自
炊
客
許
う
で
、鍋
、
茶
碗
、ビ
１
／
瓶
等
が

，
す
汚
な
い
蒲
圏
や
莫
産
と
雑
然

入
り
乱
れ
て
、
十
人
許
１
の
男
女
は
シ
ダ
ラ
な
く
横
に
な
つ
て
居
た
。
板
壁
に
は
隙
間
も
な
く
業
書
が
し
て
あ
る
。
小

屋
の
主
人
だ
と
い
ふ
五
十
近
い
男
は
、
加
藤
と
呼
ぶ
居
雲
別
の
農
家
で
、
こ
の
温
泉
の
持
主
で
あ
る
。
北
見
留
邊
菓
附

近
の
武
華
温
泉
（
温
根
湯
）
の
國
澤
某
か
ら
経
螢
権
を
得
て
、
大
正
三
年
以
来
粗
末
な
が
ら
乙
の
小
屋
を
立
て
ヽ
、
非
常

な
困
難
の
内
に
ど
う
に
か
維
持
し
て
来
た
。
今
年
は
是
非
最
少
し
家
ら
し
い
建
物
に
し
て
客
を
呼
び
度
い
と
思
つ
て
、

最
早
木
取
は
大
艦
す
ま
せ
た
。
勿
論
今
の
野
天
の
浴
場
ヽ
屋
根
掛
け
と
し
て
、
温
泉
の
艦
裁
を
整

へ
度
い
と
思
ひ
ま
す

と
話
し
た
。

小
屋
に
入
る
時
は
浴
場
に
氣
が
付
か
な
か
つ
た
が
、出
て
見
る
と
小
屋
の
直
ヾ
数
間
前
に

一
坪
許
ク
の
湯
壼
が
あ
る
。

只
河
原
を
堀
っ
た
丈
で
野
趣
横
溢
し
て
ゐ
る
。
湯
は
藍
色
の
透
明
な
少
し
味
の
あ
る
も
の
で
、
温
度
も
可
成
高
い
。
胃

病
、
リ
ク
マ
チ
ス
、
船
病
等
に
は
可
成
効
能
が
あ
る
と
の
事
で
あ
る
。
此
外
附
近
所
々
に
赤
く
濁
つ
た
微
温
の
湧
泉
が

堪
え
て
居
て
、
そ
の
中
に
は
蛙
の
群
が
喧
ま
し
く
鳴
き
騒
い
で
居
た
。

温
泉
は
こ
の
上
流
に
猶
五
つ
許
り
あ
る
と
い

ふ
。
し
か
し
小
屋
の
あ
る
の
は
こ
の
封
岸
の
田
中
温
泉
と
此
家
丈
だ
と
聞
い
た
。

恐
ろ
し
く
風
が
出
て
家
た
。
小
屋
の
板
屋
根
は
風
に
パ
タ
′
ヽ
し
て
、
今
に
も
は
が
誰
さ
う
な
音
が
す
る
。
湯
壺
の

上
方
の
石
の
上
に
乗
つ
て
、
未
だ
午
前
十

一
時
年
で
少
し
早
い
が
圏
飯
に
腹
を
推
え
て
、
こ
の
邊
を
歩
さ
廻
つ
て
見
た
。

Ｏ
石
狩
川
上
流
の
旅
日
記
よ
り
　
　
竹
内

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

大
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｀
行 稜 月 四 年 九 正

・
大

○
石
狩
川
上
流
の
旅
日
記
よ
り

一（
四

も
と
よ
り
狭
い
谷
底
な
の
で
眺
墨
は
全
く
な
い
。
左
手
の
岩
壁
か
ら
崩
れ
落
ち
た
岩
に
は
可
成
金
属
銀
物
の
成
分
が
認

め
ら
れ
た
。
其
先
の
水
の
打
ち
付
け
る
崖
に
架
し
た
梯
子
を
上
う
一
絶
壁
を
制
つ
た
細
道
に
導
か
れ
て
更
に
深
い
ノ
ヽ

然
し
細
い
漢
谷
を
朽
ち
か
け
た
丸
木
橋
で
渡
つ
て
、
渦
な
く
流
を
下
に
見
た
時
は
謄
を
つ
ぶ
し
た
。
前
方
に
は
ソ
ッ
ヵ

ペ
ケ
ン
ペ
ツ
が
赤
茶
化
た
大
き
な
谷
口
を
開
い
て
居
て
―

ズ
ッ
４
上
流
は
峯
又
峯
が
績
き
、
河
原
は

一
時
可
成
の
度
さ

に
な
つ
て
居
た
ｏ
見
ゆ
る
限
つ
の
河
原
に
は
若
木
の
樹
林
が
紺
在
し
て
、雲
は
ホ
ン
の
斑
を
入
れ
て
居
る
丈
で
あ
つ
力
Ю

乙
れ
か
ら
先
は
到
底
乙
の
崖
路
は
偉
へ
さ
う
に
な
か
つ
た
の
で
、
崖
を
下
ウ
て
元
来
た
路
を
蹄
路
に
つ
い
た
）
天
幕
澤

の
小
屋
に
蹄
う
つ
い
た
の
は
午
後
二
時
前
で
あ
つ
た
。

乙
れ
か
ら
餘
程
後
の
話
で
あ
る
、
温
泉
に
は
パ
ッ
ク
リ
客
が
ホ
な
く
な
つ
た
と
云
ふ
話
を
聞
い
た
、
何
で
も
お
化
け

が
出
る
と
云
ふ
評
例
が

一
時
立
つ
た
か
ら
の
こ
と
で
、
そ
れ
も
日
中
頻
繁
に
出
て
、
浴
客
に
戯
れ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る

か
ら
奇
抜
だ
。
或
時
な
ど
は
薬
錐
を
ヌ
ッと
つ
き
出
し
て

「
酒
を
臭
れ
」
と
云
ふ
の
で
、
ウ
ッ
ヵ
ソ
「
誰
だ
」と
云
っ
た
庭

が
、
薬
錯
を
つ
き
出
し
た
手
は
ド
ロ
ン
と
な
く
な
つ
て
、
跡
に
人
の
氣
配
も
な
か
つ
た
と
云
ふ
。
叉
或
時
な
ど
は
誰
と

も
な
く
外
に
人
が
来
た
ら
し
い
の
で
、
出
て
見
る
と
勿
論
誰
も
居
な
か
つ
た
と
い
ふ
。
先
づ
乙
ん
な
種
類
の
話
で
あ
っ

た
。
氣
の
毒
な
の
は
経
誉
者
で
、
折
角
の
目
論
見
も
こ
れ
で
は
常
分
駄
目
な
こ
と
で
あ
ら
う
。
最
Ъ
乙
ん
な
喩
の
立
ち

さ
う
な
原
因
が
な
い
で
も
な
い
と
い
ふ
の
は
、
数
年
前
策
石
探
求
の
山
師
連
が
、　
一
夜
無
人
の
あ
の
小
屋
に
宿
つ
た
乙

と
が
あ
つ
た
。
先
づ
卜
ヾ
ギ
ツ
の
技
を
敷
い
て
横
に
な
つ
て
見
た
が
、何
と
な
く
下
が
ゴ
ロ
ノ
ヽ
し
て
寝
心
地
が
悪
い
、

暗
が
う
で
は
あ
つ
た
し
丸
太
位
の
つ
も
う
で
、
そ
れ
を
鈍
で
切
り
除
け
た
が
、
そ
の
時
の
・手
應
え
が
憂
な
の
で

マ
ッ
チ

を
黙
け
て
見
る
と
、
驚
い
た
こ
と
に
は
夫
が
人
間
の
足
で
あ
つ
た
と
い
ふ
。
層
雲
別
の
農
家
の
は
づ
れ
か
ら
温
泉
迄
は

自
分
の
考
へ
で
は

一
里
牛
は
充
分
あ
ら
う
と
思
ふ
。
（
大
正
八
年
八
月
十
五
日
稿
）

〓
一　
二
セ
イ
カ
ウ
シ
ベ
の
峯
々
の
命
名
に
就
∽
て

(2()6)



上
。
大
岳
山
頂
よ
り
望
め
る
御
前
山

。

中
、
御

前

山

の

紳

祠

ｏ

下
、
御
前
山
頂
よ
り
望
め
る
大
善
山

。

（
山

川
　
識

氏
撮
影
）





自
分
の
石
狩
川
上
流
チ
カ
／
ベ
ツ
及
層
雲
別
の
生
活
は
大
正
七
年
十
二
月
中
旬
か
ら
八
年
四
月
下
旬
に
亘
つ
た
。
そ

の
間
最
も
自
分
が
興
味
を
持
つ
て
望
ん
だ
山
は
、
い
づ
れ
か
ら
見
て
も
戦
慄
を
禁
じ
得
な
い
様
な
岩
壁
や
懸
崖
に
飾
ら

れ
て
、
純
白
に
各
ゆ
る
わ
が

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
偉
容
で
あ
つ
た
。

自
分
は
機
含
あ
る
毎
に
山
の
ス
ケ
ッ
チ
と
し
て
、
そ
の
小
数
の
一
つ
一
つ
に
迄
徹
底
し
た
概
念
を
得
様
と
努
め
た
。

そ
し
て
其
山
鎧
を
構
成
し
て
居
る
幾
つ
か
の
峯
に
封
し
て
、
何
と
か
命
名
す
る
必
要
を
．鳳
じ
た
の
て
（
「
粉
電
理
人
か

ら
い
ろ
ノ．ヽ

命
名
の
手
掛
り
を
得
様
と
し
た
が
、
チ
ウ
″
ベ
ツ
で
最
も
此
山
の
地
理
に
委
し
い
、
居
家
野
四
方
吉
と
自

稗
す
る
ァ
イ
ヌ
見
た
い
な
ヤ
マ
ベ
釣
う
の
爺
さ
へ
、
此
山
が
ヌ
タ
タ
カ
ム
シ
ュ
ペ
と
い
ふ
の
だ
な
ど
と
、途
方
も
な
い
事

を
云
ふ
の
に
が
つ
か
う
し
て
、
自
分
は
空
然
獨
立
の
態
度
で
命
名
す
る
た
と
に
定
め
た
。
こ
れ
が
通
う
名
に
な
れ
ば
幸

で
あ
る
し
、
よ
し
な
ら
な
い
所
で
別
に
損
す
る
所
も
な
い
。

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
金
容
を
見
る
に
最
も
通
常
な
位
置
は
、
留
邊
志
都
市
街
附
近
か
ら
可
成
遠
く
に
望
む
に
越
し
た

こ
と
は
な
い
が
、
チ
カ
／
ベ
ツ
か
ら
で
も
可
成
よ
く
そ
の
地
形
の
概
念
を
捕
捉
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
筒
ほ
石
狩
川
本

流
の
方
面
か
ら
で
は
，
層
雲
別
の
ど
の
邊
か
ら
も
望
ま
れ
る
が
、
餘
う
近
す
ぎ
て
無
理
な
仰
角
に
見
上
げ
る
か
ら
如
何

も
思
は
し
く
な
い
、
尤
も
ス
タ
ク
カ
ム
シ
ュ
ペ
の
中
腹

一
〇
〇
〇
米
内
外
の
高
所
に
登
る
と
、そ
の
偉
容
は
基
底
か
ら

一

望
の
下
に
誰
す
こ
と
が
出
来
る
。

チ
カ
／
ベ
ツ
よ
り
望
み
た
る
時

此
の
方
面
か
ら
塑
む
と
峯
は
大
略
八
つ
に
分
れ
る
。
中
央
に
大
坊
主
の
様
な
園
味
の
あ
る
頂
を
最
も
高
く
持
ち
上
げ

●
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

て
０
る
の
は
「
山
塊
の
生
峯
で
本
岳
と
命
名
し
た
。
標
高
は
全
山
の
最
高
甜

一
七
八
六
米
を
宛
て
は
め
得
る
。
位
置
は

全
然
石
狩
国
内
で
、
略
三
つ
の
力
／
デ
ラ
状
の
急
崖
が
頂
に
追
つ
で
居
る
。
其
の
前
方
に
あ
る
富
士
形
の
美
し
い
樹
林

の
山
は
笠
ケ
峯
と
命
名
し
た
も
の
で
一
標
高
は
一
四
八
八
米
を
充
て
ゝ
置
く
。
共
奥
に
高
く
績
く

一
峯
は
本
岳
の
一
隆

起
と
も
考
へ
ら
れ
る
け
れ
ど
、
概
形
笠
ケ
峯
と
似
た
虎
が
あ
る
の
で
奥
笠
と
命
名
し
た
、
標
高
は
明
か
で
は
な
い
。
乙
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０
石
狩
川
上
流
の
族
日
記
よ
り

ヽ

竹
内

の
二
峯
と
も
全
然
石
狩
側
に
あ
る
。
又
其
後
に

一
寸
瘤
の
様
に
頭
を
出
し
て
居
る

一
峯
は
、
層
雲
別
方
面
か
ら
望
ん
だ

時
に
大
牙
の
様
だ
つ
た
か
ら
牙
ケ
峯
と
命
名
し
た
。
標
高
不
明
で
あ
る
が
、
一
六
〇
〇
米
以
上
は
あ
る
と
思
ふ
。
乙
れ
も

石
狩
側
に
入
つ
て
居
る
ら
し
い
ｏ
右
に
長
く
績
く
尾
根
は
直
威
的
に
長
峯
と
し
た
。
稲
は
ズ
ツ
ト
延
び
て
留
邊
志
部
附

近
迄
達
し
て
居
て
、
大
部
分
高
蔓
状
を
な
し
て
居
る
。
其
の
省
ほ
右
に
見
え
る
コ
ン
モ
リ
し
た
針
葉
樹
林
の
黒
い
小
山

●

０

０

●

は
、層
雲
別
川
の
水
源
に
在
る
の
で
居
雲
別
山
と
し
た
。高
さ
は

一
〇
℃
Ю
米

・
位
か
、軌
れ
も
石
狩
側
に
位
置
し
て
わ
る
。

本
岳
の
左
奥
に
横
に
長
い
複
雑
な

一
峯
が
饗
え
て
居
る
ｏ
乙
れ
は
横
岳
と
呼
ぶ
乙
と
に
し
た
。
其
左
に
績
く
も
の
は

●
　
●

極
く
温
和
な
輪
廓
の
山
で
、
最
東
端
の
降
起
で
あ
る
か
ら
東
岳
と
俄
に
命
名
し
た
。
い
づ
れ
も

一
四
〇
〇
米
以
上
で
あ

ら
う
ｃ
前
者
は
北
見
石
狩
國
境
に
、
後
者
は
石
狩
側
に
入
多
込
ん
で
居
る
。

留
邊
志
部
よ
う
望
み
た
る
時

留
邊
志
部
か
ら
望
み
見
た

こ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
は
、
略
其
全
容
を
捕
捉
し
得
る
の
み
な
ら
ず
、
非
常
に
高
↑
美
し
く
仰

が
れ
る
。
左
か
ら
東
岳
、
本
岳
、
牙
ケ
峯
と
績
い
て
、
本
岳
の
下
に
笠
ケ
峰
、
奥
笠
が
績
き
、
牙
ケ
峯
か
ら
長
峰
の
尾

根
が
出
て
居
る
状
態
が
よ
く
剣
る
。
牙
ケ
峰
の
右
に
全
然
石
狩
側
で
略
獨
立
し
た
非
常
に
数
の
多
い
山
が
績
く
。
此
山

の
右
の
方
に
は
岩
壁
が
あ
つ
て
、
各
期
雲
の
多
い
時
で
も
岩
壁
の
黒
班
が
明
か
に
見
え
る
の
で
、
黒
斑
山
と
云
つ
て
置

く
、
標
高
は

一
三
〇
〇
米
位
で
あ
ら
う
。
そ
の
左
端
牙
ケ
峯
に
近
く
オ
ベ
ソ
ス
タ
状
の
実
峰
が
限
を
引
く
、
こ
れ
は
山

●
　
●

と
い
ふ
程
の
根
張
う
が
な
い
の
で
餌
岩
と
し
て
置
い
た
。
標
高
は

一
四
〇
〇
米
内
外
ら
し
い
。
其
右
に
全
然
獨
立
ｔ
ｔ

ズ
ッ
ト
低
い
山
塊
が
績
く
が
、
乙
れ
は
石
狩
川
の
漢
谷
に
迫
つ
た
山
で
、
層
雲
別
温
泉
は
こ
の
山
の
裾
に
あ
る
か
ら
湯
ノ

０岳
と
命
名
し
た
が
、
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
領
域
は
黒
斑
山
を
限
界
と
し
た
方
が
よ
い
や
う
で
あ
る
。

層
雲
別
側
よ
う
望
め
る
時

石
狩
川
咋
か
ら
仰
い
だ

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
は
、
餘
う
近
い
の
で
長
峯
の
上
か
ら

一
寸
本
岳
と
奥
笠
が
覗
い
て
ゐ
る
だ

け
で
あ
る
。
層
雲
別
山
と
黒
斑
山
と
は
、
最
も
よ
く
仰
ぎ
得
ら
る
ゝ
。
叉
位
置
に
依
て
は
牙
ケ
峯
及
剣
岩
が
見
え
る
の

行
・

凌  月 四 ｀
年  ノL 正  大

六
六
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殊
に
雛
岩
が
マ
ッ
テ
／
ホ
／
ン
然
た
る
実
頭
を
も
た
げ
て
、針
葉
樹
林
の
上
に
抜
け
出
し
て
ゐ
る
光
景
は
忘
れ
難
い
印
象

ン
」典
へ
る
。

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
全
容
を
見
様
と
い
ス
に
は
、
是
非
と
も
ヌ
タ
ク
カ
ム
シ
ベ
の
中
腹
迄
登
る
必
要
が
あ
る
ｏ
其
虜

か
ら
は
石
狩
川
の
谷
を
距
つ
る
の
み
で
、
全
山
塊
の
偉
容
は
、
限
う
な
い
森
厳
さ
を
以
て
吾
人
に
追
つ
て
末
る
。
自
分

Ｅ
ヽ
λ

い
て
ヽ

でヽ
４
ヘ

ザ
一澪
λ
ヽ
）
ヨ
ヘ
侍
“

が
見
た
の
は
天
幕
澤
奥
の
高
皇
約

一
一
〇
〇
米
位
の
庭
か
ら
と
、
ン
コ
マ
ン
ベ
ツ
左
岸
の
尾
根
約
九
〇
〇
米
位
の
虎
か

ら
と
で
あ
つ
た
が
、
牙
ケ
峯
、
剣
岩
、
里
（斑
山
が
ニ
セ
イ
ノ
キ
シ
オ
マ
プ
の
深
谷
を
回
ん
で
、
基
底
か
ら
制
つ
た
様
な

絶
壁
を
懸
け
連
ね
て
釜
ゆ
る
様
は
、
殆
ん
ど
形
容
の
鮮
を
知
ら
な
い
位
な
偉
概
で
あ
つ
た
。

牙
ケ
峯
の
左
に
は
最
も
奥
に
あ
る
ら
し
く
観
察
さ
れ
る
の
で
命
名
し
た
奥
の
岳
か
ら
、
本
岳
、
奥
笠
、
笠
ケ
峰
と
績

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

Ｏ
石
狩
川
上
流

の
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日
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よ
り
　
　
竹
内

六
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行 螢 月 四 年 九 正 大

い
て
、
其
前
面
の
屏
障
と
な
る
も
の
は
長
峰
の
長
量
で
あ
る
。
乙
の
奥
の
岳
と
い
ス
の

・―ょ、北
見
石
狩
の
関
境
に
在
る
小

罵
森

さ
な
隆
起
に
過
ぎ
な
い
が
、
四
つ
の
大
尾
根
の
分
岐
尉
で
非

常
に
重
要
な
位
置
に
あ
る
。
標
高
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

本
岳
と
奥
笠
と
の
間
位
で
あ
る
か
と
思
ふ
。

乙
れ
等
の
峯
々
の
配
列
を
観
察
す
る
に
、
多
少
の
推
察
が

許
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
国
の
様
に
な
る
か
と
思
ふ
。
即

ち
り
、
チ
、
口
、
ハ
及
長
峯
の
環
線
と
イ
、
二
、
ホ
及
其
延
長
の

な
す
環
線
と
は
二
重
環
を
成
し
て
、
宛
も
二
重
式
火
山
の
模

型
固
を
見
る
様
に
な
り
、
叉
ニ
セ
イ
ノ
キ
シ
オ
マ
プ
の
谷
は

長
峯
及

ハ
、
へ
、
卜
と
に
国
ま
れ
た
力
／
デ
ラ
で
は
な
い
か
と

云
つ
た
様
な
概
念
が
浮
ん
で
な
る
。
此
山
が
火
山
で
あ
る
乙

と
が
疑
ひ
な
い
な
ら
ば
、
地
形
上
乙
ん
な
親
念
も
営
然
許
さ

る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

序
に
ニ
セ
イ
カ
ウ
シ
ベ
の
登
路
に
就
い
て
卑
見
を
述
べ
て

置
き
た
い
。
自
分
の
取
つ
た
登
路
は
居
雲
別
方
面
か
ら
で
、

ニ
セ
イ
ケ
シ
ュ
オ
マ
プ
の
右
岸
の
尾
根
を
居
雲
別
山
に
登
り
、

長
峯
の
尾
根
樽
ひ
に
牙
ケ
峯
の
直
下
迄
這
ひ
上
つ
た
。
凍
結

し
た
積
雪
上
を
迪
つ
た
の
で
割
合
に
容
易
で
あ
つ
た
け
れ
ど

も
、
雪
の
な
い
頃
は
根
曲
う
竹
に
苦
し
む
乙
と
ヽ
思
ふ
。
下

ム・
ヽ

ヽ

ヽ

形

猪

＝

山
の
際
は
長
峯
を
下
つ
て
ニ
セ
イ
ケ
シ
ュ
オ
マ
プ
の
谷
に
入
り
込
ん
で
し
ま
つ
た
が
、登
山
路
と
し
て
取
る
場
合
乙
の
左

↑
０
石
狩
川

上
流

の
旅

日
記
よ
り
　
　
竹
な

・■
「

ル

妥

督 等纂 希 奥 本
石 峯 二 黍 醤 番

7'ン翼 りc手・ト

曇盪暑 卜L」

几薇
書畿
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競 二 第 年 四 十 第 岳 山

股
を
登
る
を
と
は
、
敢
て
不
利
で
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
。
併
し
右
股
は
上
流
が
恐
ろ
し
い
急
傾
斜
に
な
つ
て
わ
る
ら
し

い
か
ら
、
夫
を
上
る
の
は
考
へ
物
で
あ
る
と
思
ふ
。
牙
ケ
峯
の
直
下
か
ら
左
に
一
寸
と
谷
に
下
つ
て
、
向
側
の
斜
面
を

上
れ
ば
東
岳
で
、
夫
か
ら
奥
笠
、
笠
ケ
峯
、
奥
岳
の
軌
れ
に
も
必
ず
行
け
る
こ
と
ヽ
信
ず
る
。

最

一
つ
こ
の
方
面
か
ら
の
登
路
は
、
ニ
セ
イ
ノ
キ
シ
オ
マ
プ
を
登
つ
て
，、
可
成
上
流
に
出
て
か
ら
右
折
し
て
黒
斑
山

に
登
り
、
剣
岩
、
牙
ケ
峯
を
経
て
奥
岳
に
達
し
、
東
岳
に
登
る
こ
と
が
出
ホ
る
か
と
思
ス
。
チ
カ
／
ベ
ツ
方
面
か
ら
は
、

チ
カ
″
ベ
ツ
の
日
か
ら
約
二
里
登
る
と
下
の
二
股
に
出
る
。
乙
の
右
股
を
取
つ
て
登
る
と
今
度
は
上
の
二
股
に
出
る
、

其
時
右
股
を
湖
つ
て
行
け
ば
、
別
に
困
難
も
な
く
、
長
峯
と
東
岳
、笠
ケ
峯
と
の
間
の
谷
に
入
る
や
う
に
な
る
。
乙
の
谷

を
水
源
迄
辿
れ
ば
奥
岳
、
東
岳
、
牙
ケ
峯
の
軌
れ
か
に
取
う
付
け
る
し
、
中
途
か
ら
左
す
れ
ば
笠
ケ
峯
、
奥
笠
の
軌
れ

イ
　
カ
　
′
　

ヨ
　

モ
　
キ
チ

に
も
登
う
得
る
と
思
ふ
。
此
澤
は
チ
カ
／
ベ
ツ
の
主
と
も
い
ふ
可
き
居
家
野
四
方
吉
爺
が
大
丈
夫
登
れ
る
と
保
證
し
て

居
た
。
又
下
の
二
股
か
ら
左
股
に
入
れ
ば
、
北
岳
、
横
岳
、
東
岳
、
奥
岳
の
軌
れ
に
か
取
う
付
け
る
こ
と
ゝ
思
ふ
・。
乙

の
澤
も
途
中
左
し
た
る
難
所
は
な
い
と
居
家
野
爺
さ
ん
が
話
し
た
。

最
後
に
ト
イ
マ
″
ク
シ
ュ
ベ
ツ
山
（
新
稀
）な
る
名
稗
に
就
い
て

一
言
御
断
う
し
て
置
き
た
い
っ此
山
は
チ
カ
″
べ
　
・
ツ
と

は
尾
根

一
つ
向
ふ
の
ト
イ
マ
ν
ク
シ
ュ
ベ
ツ
の
上
流
に
あ
る
山
で
、上
川
の
平
原
か
ら
も
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
左
に
望
む

と
が
出
来
る
。
如
何
に
も
稽
か
な
出
で
、石
狩
側
か
ら
で
は
大
抵

一
峯
し
か
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、北
見
峠
か
ら
は
略
東

西
に
土
峯
が
連
つ
て
、
西
の
者
が
少
し
高
い
。
石
狩
側
か
ら
見
え
る
の
は
此
峯
で
あ
る
が
、
北
見
白
瀧
か
ら
も
此
西
峯

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
山
は
小
泉
氏
の
所
謂
チ
カ
″
ベ
ツ
山
に
営
る
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
（
大
正
八
年
八
月
三
十
日
稿
）

文
中
屡
々
ガ
ン
ピ
と
い
ふ
語
が
散
見
す
る
の
は
、
北
海
道
で
は

”
ｏオ
・】”
一馬
の
種
類
を
、
何
で
も
ガ
ン
ピ
と
い
つ
て
居
る
の
で
、
北
海
道
氣
分
を
表
は

し
た
い
と
い
ふ
課
で
も
な
い
が
、　
一
々
シ
ラ
カ
ン
バ
、
ウ
ダ
イ
カ
ン
パ
、
さ
て
は
エ
ゾ
ノ
ダ
ケ
カ
ン
パ
と
名
爾
た
撃
げ
る
よ
り
は
と
思
つ
て，
、
斯
様
に
し

て
置
い
た
。

石
狩
川
上
流
へ
行
つ
て
霊
山
碧
水
或
は
霊
山
碧
水
映
と
か
、
大
雲
山
と
か
云
つ
た
慮
で
、
恐
ら
く
瓶
じ
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
居
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

霊
山
碧
水
は
「石
狩
川
の
ガ
ン
ケ
」
叉
は
「箱
」、
大
雲
山
は
ヌ
タ
ツ
ク
叉
は
ヌ
タ
ツ
プ
が
通
り
名
に
な
つ
て
居
る
。

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
と
い
ふ
山
名
も
一
寸

知
ら
な
い
者
が
多
い
が
、
チ
カ
ル
ベ
ツ
の
山
と
云
へ
ば
大
低
通
ず
る
。
漢
流
の
名
種
は
自
分
の
略
固
に
あ
る
分
な
ら
ば
間
違
ひ
な
く
瓶
ず
る
ｏ

○
石
狩
川
上
流
の
旅
日
記
よ
り
　
　
竹
内

穴
カ
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行 螢 月 四 年 九 正 大

維

　

録

御
前
山

Ｌ
Ｆ
Ｌ

苺籍

○
神
戸
岩
と
御
前
山

（承
前
）

尾
根
偉
ひ

午
後
零
時
五
十
分
い
よ
ノ
ヽ
大
田
和
を
獲
足
し
て
西
に

向
ふ
。
元
家
此
鞍
部
は
、
山
稜
の
幅
二
間
と
ぼ
な
い
所
な

の
で
、
東

へ
行
く
に
し
ろ
西
へ
行
く
に
し
ろ
、
踏
迷
ふ
虞

は
竃
末
も
な
い
∩尾
根
の
上
は
若
い
雑
木
が
生
え
て
居
て
、

其
上
ス
ヽ
キ
や
ら
ノ
イ
バ
ラ
等
が
邪
魔
を
す
る
が
、
夏
な

ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
ど
し
ノ
ヽ
推
除
け
た
う
踏
に
じ
つ
た

り
し
て
進
め
ば
大
し
た
困
難
は
な
い
。
路
は
害
て
つ
け
ら

れ
た
形
跡
は
あ
る
が
、
敢
て
そ
れ
を
辿
ら
ず
と
も
差
間
は

な
い
。
た
ヽ
雑
木
の
茂
み
さ
へ
避
け
て
、
あ
ま
り
中
腹
に

下
ら
な
い
様
に
す
れ
ば
大
過
は
な
い
の
だ
。
進
む
に
従
つ

て
左
手
に
赤
井
澤
の
谷
が
開
け
て
来
て
、
炭
燒
の
畑
が
よ

く
見
え
る
。
初
め
の
隆
起
を
乙
し
て
次
の
に
掛
る
頃
か
ら

大
分
木
が
茂
つ
て
来
て
、
細
い
な
が
ら
も
倒
木
な
ど
が
多

く
な
る
の
で
、
或
は
跨
ぎ
或
は
く
ゞ
う
乍
ら
五
六
寸
許
も

積
た
雪
を
踏
ん
で
行
く
、
時
折
路
ら
し
い
所
に
出
る
が
、

其
虎
に
は
こ
れ
も
額
師
で
あ
る
か
草
義
の
跡
が
あ
つ
て
、

二
三
頭
位
の
大
の
踪
跡
が
そ
の
右
や
左
に
識
線
の
様
に
走

つ
て
居
る
。
此
の
雪
が
降
て
か
ら
已
に
人
が
通
つ
た
と
な

る
と
、
尾
根
俸
ひ
は
全
く
絶
望
で
は
な
く
、ヽ
又
幾
ら
困
難

が
あ
つ
て
も
之
を
途
行
し
な
い
の
は
餘
に
意
氣
地
の
な
い

事
だ
と
思
ふ
。
第
二
の
隆
起
を
越
え
て
尾
根
の
狭
い
所

ヘ

出
る
と
、
鞘
口
山
の
東
北
面
が
鼻
の
先
に
現
れ
て
、
雪
が

一
面
に
積
つ
た
斜
面
に
は
、
氷
川
村
の
友
燒
が
切
落
し
た

雑
木
の
枝
穂
が
宛
然
階
段
式
ン
リ
ー
フ
マ
ッ
プ
の
等

高
線

の
様
に
幾
段
に
も
幾
段
に
も
積
ま
れ
て
あ
る
。
左
の
檜
原

村
の
方
面
は
乙
ゝ
数
年
は
樹
木
の
伸
る
に
委
せ
て
あ
る
の

で
、其
の
藪
の
中
は

一
寸
通
れ
そ
う
も
な
い
。
自
分
は
此
の

村
界
に
滑
う
て
藪
を
避
け
な
が
ら
叉
餘
ウ
右
手
の
雪
に
も

惜
ま
さ
れ
な
い
様
に
上
ら
う
と
す
る
が
、
其
庭
に
は
路
が

あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
餘
う
業
で
は
な
い
。
傾
斜
が

急
な
の
と
雪
が
凍
つ
て
居
て
一
歩
々
々
力
を
込
め
て
踏
政

な
。い

と
滑
る
か
ら
、
本
の
切
株
や
枝
に
提
ら
な
い
で
上
る

こ
と
は
餘
程
六
ケ
し
い
様
だ
。
多
少
の
餘
裕
を
得
て
小
留

ヅ
ラ

浦
に
流
下
す
る
大
澤
川
の
谷
を
離
下
す
と
、
多
摩
の
流
れ

録

七
〇
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琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

や
青
梅
街
道
も
チ
ラ
ノ
ヽ
と
目
に
入
る
。
谷
の
左
手
に
は

鞘
口
山
か
ら
九
龍
山
に
引
い
た
尾
根
が
屏
風
の
様
に
時
ち

な
が
ら
、
多
摩
川
左
岸
の
小
中
澤
峯
（
一
四
七
九
米
）か
ら

出
る
小
中
澤
の
谷
に
向
つ
て
突
出
て
居
る
。
急
な
上
り
で

も
斜
面
を
行
く
間
は
未
だ
よ
い
方
だ
が
、
例
の
枝
穂
の
階

段
を
越
え
る
所
に
な
る
と
中
々
容
易
で
は
な
い
。
雪
の
上

に
頭
を
出
し
て
居
る
大
木
の
切
株
な
ど
に
手
と
か
け
、
友

燒
に
伐
ら
れ
て
鎗
の
穂
を
並
べ
た
様
に
失
つ
て
居
る
若
い

雑
木
の
幹
に
足
を
託
し
、
線
身
に
力
を
乙
め
て
躍
う
上
る

の
は
、
優
松
の
海
を
泳
ぎ
渡
る
の
と
は
調
子
の
異
つ
た
、

而
も
同
様
に
勢
力
を
要
す
る
仕
事
で
あ
る
ｃ

大
田
和
を
出
て
か
ら
年
時
間
許
で
轄
口
山
の

一
峯
頭
に

登
ウ
著
「
た
。
栂
の
大
木
が

一
二
本
あ
つ
て
、
其
の
下
に

は
リ
ャ
ク
ブ
や
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
か
と
思
は
れ
る
灌
木
が
生
じ

て
居
る
。
こ
れ
は
御
前
山
塊
の
山
々
を
蔽
つ
た
昔
な
が
ら

の
林
相
の

一
小
部
が
省
残
つ
て
居
る
の
だ
ろ
う
が
、
日
本

國
土
の
大
部
分
を
な
す
山
林
の
幾
千
年
幾
高
年
末
の
自
然

の
粧
が
、
僅
な
う
と
も
現
存
す
る
の
か
と
思
ス
と
、
単
に

植
物
學
上
の
参
考
品
な
ど
と
稀
す
る
狭
い
意
味
の
み
で
な

く
、
郷
土
に
開
す
る
史
料
と
し
て
、
考
古
學
上
の
参
考
と

離
　
　
餞
　
　
○
耐
戸
岩
と
御
前
山

し
て
、
又
図
土
愛
護
の
目
標
と
し
て
、
責
に
貴
重
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
疑
無
い
。
我
大
入
島
図
を
耐
代
の
昔
か
ら

彩
れ
る
山
林
は
、　
一
部
は
人
生
の
篤
に
利
用
す
る
も
よ
か

ら
う
が
、　
一
部
は
古
木
の
ま
ゝ
に
保
存
し
て
、
有
し
音
を

偲
ぶ
よ
す
が
と
す
る
の
は
常
識
あ
る
國
民
に
と
つ
て
は
必

要
な
こ
と
で
あ
ら
う
。
人
の
手
に
成
つ
た
工
作
物
で
さ
へ
、

後
世
再
び
得
難

い
傑
作
は
、
筒
且
國
質
と
し
て
保
護
さ
る

ゝ
の
に
、
大
自
然
の
手
に
成
つ
た
人
耐
の
作
で
あ
る
天
然

林
は
、　
一
且
誰
く
伐
探
し
て
は
復
再
び
人
工
を
以
て
復
奮

す
る
こ
と
は
断
じ
て
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
所
謂

「
國
賓
」
に
も
増
し
て
章
重
す
可
き
ヽ
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

近
年
到
る
所
で
盛
に
官
民
協
力
し
て
の
伐
探
が
行
は
れ
、

そ
の
後
は
雑
草
の
繁
茂
に
委
さ
る
ゝ
か
、
左
な
く
ば
車
に

金
餞
上
の
債
値

か
ら
打
算

さ
れ
た
樹
種
が
植
付
け
ら
れ

て
、
耐
の
手
に
成
つ
た
日
本
の
國
土
が
、
人
の
手
に
よ
つ

て
全
く
改
造
さ
れ
了
ら
う
と
し
て
居
る
。
完
に
物
質
文
明

の
結
果
は
戦
慄
す
可
き
も
の
で
あ
る
よ
！

´
栂
の
木
蔭
に
少
憩
し
て
か
ら
峯
と
だ
ら
ノ
ヽ
と

下
る

と
、
今
度
は
鞘
口
山
の
本
登
う
と
な
る
、
左
手
の
斜
面
が

急
に
明
る
く
な
つ
た
の
は
、
本
立
が
蓋
く
取
去
ら
れ
た
が
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雑
　
　
録
　
　
○
耐

鷲
で
、
日
常
う
の
良
い
山
腹
は
畑
の
様
に
掘
返
さ
れ
て
、

其
庭
に
は
檜
の
苗
木
が
植
付
け
ら
に
、
其
の
葉
が
霜
に
い

た
ん
で
黄
褐
色
に
憂
じ
て
居
る
の
も
い
た
い
た
も
い
。
急

で
は
あ
る
が
雑
木
が
な
い
の
で
歩
行
は
捗
つ
て
、
午
後

一

時
十
五
分
に
は
鞘
口
山
の
最
高
鮎
海
抜

一
一
六
四
米
突
と

測
ら
れ
た
所
に
到
達
し
た
。
九
龍
山
に
連
る
尾
根
は
容
易

に
迪
れ
そ
う
で
は
あ
る
が
、
北
方
の
眺
望
を
除
い
て
は
、

尾
根
其
者
に
は
大
し
て
面
白
味
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

山
積
は
鞘
口
山
か
ら
は
急
に
南
に
向
つ
て
折
れ
一
更
に

右
折
し
て
西
に
向
？
て
御
前
山
に
連
な
る
の
だ
が
、
縦
走

の
困
難
は
こ
れ
か
ら
が
盆
ξ
甚
し
い
の
で
あ
る
。
鞘
日
の

南
面
を
下
る

ヽ
の
は
左
手
の
植
付
の
間
″ヽ」行
け
ば
大
し
て
面

倒
は
な
い
が
、
直
に
爪
先
が
上
向
く
頃
か
ら
尾
根
通
に
は

雑
木
が
茂
り
出
す
。
日
蔭
で
あ
る
か
ら
雪
も
あ
る
。
例
の

足
跡
は
復
雲
の
上
に
現
は
れ
て
、
木
立
を
通
つ
て
つ
い
て

居
る
。
雑
本
が
所
狭
き
ま
で
に
生
ひ
繁
つ
た
中
を
、
時
に

雪
を
踏
み
時
に
岩
に
爪
づ
き
乍
ら
進
む
と
、
路
は
や
が
て

西
南
に
向
つ
て
急
に
下
つ
て
行
く
。
地
国
に
は
傾
斜
が
緩

か
な
様
に
記
し
て
あ
る
の
で
、
初
は
雑
木
を
推
分
け
る
の

に
氣
と
と
ら
れ
て
、方
向
を
誤
つ
た
の
か
と
心
配
し
た
が
、

右
に
栃
害
澤
の
源
を
距
て
御
前
山
が
見
え
る
の
で
、
柑

，
意

を
張
う
し
て
績
行
す
る
。
脚
下
の
ア
セ
ピ
に
足
を
と
ら
れ

ま
い
と
し
て
行
け
ば
、
難
本
の
枝
に
帽
子
を
擢
は
れ
、
眼

鏡
ヶ
、弾
き
飛
さ
れ
、
ン
イ
ン
ロ
ウ
ト
に
纏
は
る
ナ
″
ト
リ

イ

′ヾ
ラ
を
よ
け
て
居
れ
ば
リ
ュッ
ク
サ
ッ
ク
は
木
の
枝
に
引

懸
つ
て
、
努
力
と
時
間
の
か
、
る
割
合
に
足
の
方
は
捗
ら

な
い
。

兎
も
角
も
ク
ロ
ノ
フ
澤
の
機
源
す
る
鞍
部
に
辿
う
著
い

て
、
ホ
ッ
ト
一
と
息
入
れ
た
が
、此
庭
か
ら
復
雑
木
の
中
を

上
る
の
か
と
思
ふ
と
ハ
　
‐
賞
際
閉
口
せ
ざ
る
と

‥
得
な
い
が
、

地
固
を
接
ず
る
と
、
あ
と
百
米
突
程
も
上
れ
ば
傾
斜
の
極

め
て
緩
な
尾
根
を
博
ふ
乙
と
に
な
る
の
に
勢
を
得
て
ハ
裁

た
も
立
木
を
か
き
わ
け
て
進
む
乙
と
に
す
る
。
　
ヽ
そ
れ
で
も

路
は
所
々
歴
然
と
し
て
、
昔
は
相
営
に
踏
ま
れ
た
こ
と
を

證
す
る
が
、
山
の
北
蔭
に
廻
る
と
雪
に
蔽
は
れ
て
制
明
し

な
く
な
る
。
或
時
に
は
三
大
な
ア
セ
・ピ
の
下
セ
く
ゞ
う
、

或
時
に
は
重
畳
せ
る
岩
石
を
踏
越
え
て
上
る
の
で
あ
る

が
、
足
の
進
哉
ｎ
故
か
距
離
は
意
外
に
遠
く
、
鞘
日
か
ら

一
時
間
程
を
経
つ
て
も
、
未
だ
豫
期
し
た
平
坦
な
地
に
は

出
な
い
。
此
の
邊
に
水
之
戸
澤
か
ら
中
尾
根
を
上
つ
て
来

七
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る
路
が
合
す
る
筈
で
あ
る
の
だ
が
、
雪
に
蔽
は
れ
て
居
た

馬
か
、
途
に
之
を
認
め
得
な
か
つ
た
。
木
立
は
若
木
が
漸

く
減
じ
て
、
折
々
は
ミ
ゾ
ナ
ラ
の
老
本
な
ど
も
現
は
れ
、

右
に
仙
元
峠
方
面
の
眺
め
の
よ
い
地
紺
も
折
々
は
あ
る

が
、
雪
は
盆
ｔ
深
く
な
つ
て
、
少
く
も

一
尺
近
く
は
積
つ

て
居
る
の
と
、
里
程
の
捗
取
ら
な
い
の
に
反
比
し
て
時
間

の
経
過
が
著
し
い
の
に
氣
を
苛
立
つ
て
、
オ
チ
ノ
ヽ
眺
望

を
貧
つ
て
居
る
課
に
も
行
か
な
い
。
雲
に
滑
る
足
を
ふ
み

し
め
て
進
む
と
、
路
は
下
う
と
な
つ
て
、
御
前
山
と
の
間

に
思
が
け
な
い
深
い
谷
が
現
は
れ
る
。
路
を
誤
つ
た
筈
は

な
．́́い
が
柳
不
安
な
氣
に
襲
は
れ
乍
ら
行
く
と
、
復
上
う
と

な
つ
て
岩
石
な
ど
が
甚
し
く
露
出
し
て
居
る
所
も
あ
る
。

地
固
に
よ
つ
て
不
坦
を
豫
期
し
た
所
は
斯
の
如
く

一
上

一

下
の
あ
る
小
鋸
歯
漱
の
尾
根
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
木
立

も
い
つ
し
か
樹
林
と
呼
ん
だ
方
が
良
い
様
に
な
つ
て
、
積

雲
の
量
は
増
加
し
て
来
る
。
本
の
間
か
ら
時
折
仙
元
の
方

面
を
望
み
な
が
ら
、
大
田
和
以
来
響
導
者
と
な
つ
た
犬
の

脱
跡
を
迪
る
と
、
や
が
て
原
因
の
推
測
出
家
な
い
生
新
ら

し
い
血
痕
が
尉
々
と
し
て
白
雪
上
に
印
さ
れ
て
居
る
。
左

手
は
雪
も
浅
い
様
だ
が
、
右
手
に
は
谷
間
に
下
る
と
二
尺

統 二 第 年 四 十 第 岳 山

雑
　
　
鉄
　
　
○
神
戸
岩
と
御
前
山

近
く
の
厚
味
は
あ
る
ら
し
い
、
喉
が
渇
く
の
で
汚
れ
な
い

雪
を
握
つ
て
、
そ
れ
か
ら
滴
る
水
を
吸
ひ
乍
ち
西
へ
西
ヘ

と
進
む
と
一行
手
に
営
つ
て
丁
々
と
伐
木
の
音
が
聞
え
る
。

人
の
氣
色
が
す
る
。

尾
根
通
り
の
路
は
い
つ
か
三
分
し
て
右
之
左
に
下
る
と

に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
自
分
は
今
や
御

ヽ
前
１１１
頂
か
ら
百
四

十
米
突
許
下
で
、此
の
山
を
年
用
す
る
路
が
「栃
寄
の
方

ヘ

下
る
所
に
達
し
た
と
が
明
瞭
と
な
つ
た
の
で
、
免
も
角
も

伐
木
の
音
の
響
い
て
来
る
右
手
に
下
つ
て
見
る
と
、
栃
寄

澤
の
源
流
が
御
前
山
頂
の
東
北
面
に
て
、
山
最
と
其
の
東

北
面
に
あ
る
小
瘤
起
の
間
に
喰
込
ん
で
居
る
谷
の
縁
に
友

竃
を
設
け
て
、
其
の
附
近
の
立
木
を
焼
い
て
居
る
友
焼
が

目
に
著
い
た
。
仰
げ
ば
正
面
に
は
例
の
瘤
起
が
午
後
の
日

を
受
け
て
、
殊
更
に
明
る
く
見
え
る

（
此
の
癌
起
は
陸
測

五
萬
の
「
御
」の
字
の
邊
に
営
る
も
の
で
、
東
京
か
ら
ヽ
明

か
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
絶
載
と
此
の
癌
起
と
の
間
の

凹
み
の
所
に
大
岳
山
の
頂
が
重
な
る
事
に
な
る
。
其
の
略

固
は
本
誌
第
二
年
第

一
琥
八
七
頁
に
あ
る
）
υ

友
竃
の
所
に
迪
，９
著
く
と
、
思
ひ
も
か
け
な
い
人
の
姿

に
友
焼
は
不
少
驚
い
た
様
だ
が
、
天
地
山
の
下
の
大
田
和

毛
三
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維
　
　
録
　
　
○
耐
戸
岩
と
御
前
山

か
ら
尾
根
通
し
俸
つ
て
来
た
事
を
聞
い
て
省
更
驚
い
た
様

子
で
あ
つ
た
。
兎
に
角
火
に
営
れ
と
言
は
れ
た
が
別
に
焚

火
の
あ
る
諄
で
は
な
く
て
、
電
の
中
に
あ
る
の
み
な
の
だ

か
ら
大
し
て
温
く
も
な
い
。
せ
め
て

一
椀
の
湯
で
も
と
乞

ふ
た
が
、
水
が
な
い
か
ら
湯
は
沸
さ
な
い
と
い
ス
ｏ
雪
を

薬
罐
へ
で
も
入
れ
て
人
に
か
け
れ
ば
造
作
も
な
い
の
だ
と

誨
へ
る
と
、
そ
ん
な
事
に
は
今
迄

一
向
氣
が
附
か
な
か
つ

た
と
い
ふ
返
事
を
得
て
、
今
度
は
此
方
が
驚
い
て
し
ま
つ

た
。
何
虎

へ
行
く
と
尋
ね
る
。
乙
れ
か
ら
小
河
内
迄
行
き

た
い
の
だ
と
答

へ
る
と
、
そ
れ
な
ら
栃
寄
澤
に
溜
つ
て
下

れ
ば
造
作
も
な
い
と
云
ふ
ρ
い
や
御
前
山
の
頂
上
へ
上
つ

て
か
ら
西
に
尾
根
を
樽
ひ
度
い
の
だ
が
と
聞
く
と
、
そ
れ

も
可
能
だ
と
教

へ
て
く
れ
る
。

乙
ん
な
問
答
を
し
て
居
る
間
に
、
背
中
の
汗
は
冷
へ
て

寒
く
な
つ
て
来
た
の
で
、
薔
路
を
尾
根
迄
戻
つ
て
か
ら
西

南
を
指
し
て
下
夕
氣
床
に
行
く
。
日
向
は
雲
も
消
え
て
、

赤
土
の
路
が
滑
ウ
易
い
。
水
之
戸
澤
の
上
流
に
は
諸
所
に

炭
焼
小
屋
が
掛
つ
て
、
青
い
姻
の
幾
條
か
ゞ
呑
氣
そ
う
に

立
昇
る
。
山
腹
に
は
縦
横
に
小
路
が
走
つ
て
、伐
う
残
さ
れ

た
僅
許
の
ナ
ラ
等
が
、
日

一
日
と
数
を
減
じ
て
行
く
の
が
、

荒
蓼
た
る
各
景
色
を
爾
が
上
に
も
悲
惨
に
す
る
。

四
五
丁
行
て
か
ら
右
手
の
斜
面
に
小
征
の
跡
を
見
附
け

た
の
で
、
無
二
無
三
に
そ
れ
を
上
つ
て
、
切
掛
は
れ
た
雑

木
の
株
に
、
蔓
草
が
ま
つ
は
つ
た
り
、
雑
草
が
生
延
び
た

上
に
雪
の
積
つ
た
上
を
、
幽
な
征
を
頼
に
上
る
と
、
そ
れ

も
い
つ
か
清
え
果
て
ゝ
．
あ
と
は
何
虎
が
絶
最
と
も
見
分

ち
難
い
頂
上
を
さ
し
て
、
只
無
晴
と
上
る
よ
り
仕
方
は
な

い
。
木
陰
も
な
い
の
で
雲
も
軟
か
く
、

一
足
毎
に
踏
込
む

と
、
下
は
竹
槍
の
様
に
失
つ
た
若
い
雑
木
の
切
株
で
、
話

に
聞
く
地
獄
の
針
の
山
と
は
乙
ん
な
か
と
思
は
れ
る
。
山

頂
は
可
な
り
手
で
、
西
か
ら
北
へ
か
け
て
は
若
い
雑
木
が

生
並
び
、
只
東
方
及
南
方
の
眺
望
が
あ
る
許
う
で
あ
る
。

山
川
君
が
登
ら
れ
た
時
に
は
三
角
櫓
が
樹
間
に
臓
見
し

て
居
た
の
で
、
雑
木
を
排
し
て
其
庭
唆
で
達
し
ら
れ
た
そ

う
で
あ
る
が
、
今
は
櫓
は
朽
果
て
た
の
か

一
向
に
姿
は
な

く
、

一
尺
程
も
あ
る
雑
木
の
切
株
の
上
に
雪
の
積
つ
た
営

時
で
は
、
三
角
標
石
の
所
在
は
全
く
尋
ｎ
る
に
由
も
な
い
。

只
此
庭
が
絶
頂
で
あ
ら
う
か
と
思
ふ
所
へ
著
い
た
の
は
、

大
田
和
か
ら
二
時
間
年
も
経
つ
た
午
後
三
時
二
十
分
で
あ

つ
た
。

七
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下
　
　
山

眺
望
も
限
ら
れ
た
上
に
、
腰
を
下
ろ
す
餘
地
も
な
い
御

前
山
の
頂
上
は
、
登
山
の
勢
力
に
封
し
て
は
餘
う
に
貧
蒻

な
報
酬
で
あ
つ
た
。
腰
を
下
ろ
せ
ば
、
話
に
聞
く
蓮
華
往

生
そ
の
儘
な
の
で
、
止
む
こ
と
を
得
ず
雪
の
中
に
件
立
し

て
居
る
と
、
爪
先
が
切
れ
る
か
と
思
ふ
程
に
凍
え
て
来
る

し
、
流
石
は
寒
中
だ
け
あ
つ
て
、
午
後
の
三
時
を
ま
は
る

と
、
雪
を
渡
つ
て
吹
く
風
が
い
や
に
冷
た
い
。
自
分
は
い

つ
も
絶
頂
に
は
片
時
も
永
く
居
た
い
の
だ
が
、
雪
中
の
御

前
山
頂
に
は
殆
ん
ど
閉
日
し
て
、
衣
嚢
か
ら
取
出
し
た
蜜

柑
に
喉
を
潤
し
な
が
ら
、
多
少
で
も
眺
の
あ
る
東
南
を
指

し
て
下
る
よ
う
方
法
は
な
か
つ
た
。
然
し
例
の
針
を
植
え

た
様
な
若
木
の
切
株
は
、
下
山
に
も
甚
だ
邪
魔
な
の
で
、

右
へ
右
へ
と
廻
う
な
が
ら
傾
斜
の
稿
緩
な
山
背
へ
と
足
を

運
ん
だ
。
遮
二
無
二
下

つ
て
行
く

中
ヒ
ヨ
ッ
ク
リ
路
の
跡

が
現
は
れ

，
て
、
而
も
大
田
和
以
来
折
々
見
参
に
入
た
草
軽

と
大
の
腋
跡
と
が
思
も
掛
け
ず
印
さ
れ
て
あ
る
の
で
、
今

は
無
意
識
に
此
の
路
を
降
う
て
行
く
。
時
折
倒
木
や
雑
草

の
枯
れ
た
の
や
ら
が
路
を
塞
ぐ
が
、
可
な
う
に
よ
く
踏
め

て
居
る
。
此
の
路
は
山
頂
を
稿
下
つ
た
所
に
鎮
座
す
る
祗

維
　
　
録
　
　
○
耐
戸
岩
と
御
前
山

へ
の
賽
路
で
あ
る
の
だ
が
、
自
分
は
祗
よ
り
も
下
手
で
路

に
出
合
た
の
で
、
そ
れ
に
前
途
を
急
い
だ
篤
に
、
再
び
山

頂
に
取
て
返
す
餘
裕
が
な
か
つ
た
か
ら
ヽ
途
に
祗
に
詣
で

ず
に
し
ま
つ
た
の
は
遺
械
で
あ
る
。
山
川
君
の
篤
さ
れ
た

篤
具
に
よ
る
と
、
堂
は
可
な
ら
な
大
さ
で
、
前
に
粗
製
の

鳥
居
が
あ
う
、
且
側
に
は
松
や
檜
の
大
木
が
敷
本
あ
る
。

養
路
を
南

へ
／ヽ
ヽ
と
下
つ
て
、
三
時
四
十
分
山
腹
を
牛

周
す
る
路
に
出
會
つ
た
。
此
庭
迄
家
る
間
に
若
じ
や
右
の

方
に
下
る
路
も
が
な
と
群
に
物
色
し
た
が
、　
一
向
に
路
ら

し
い
形
跡
は
な
く
て
、
元
泰
山
頂
か
ら
尾
根
通
じ
西
に
下

ら
う
と
い
ふ
豫
定
は
、
藪
の
ひ
ど
さ
と
路
の
絶
無
と
の
篤

に
、
止
む
な
く
山
頂
か
ら
二
百
米
突
近
く
も
下
ら
ぎ
る
を

得
な
い
こ
と
、
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
此
庭
で
山
腹
を
竿
周

す
る
路
が
銑
い
角
度
を
な
し
て
居
る
こ
と
地
形
固
に
見
る

通
う
で
あ
る
が
、
養
路
は
其
の
角
を
殆
ん
ど
二
等
分
す
る

位
に
し
て
頂
上
に
向
ス
の
で
、
此
の
地
甜
で
路
が
交
叉
じ

て
略
戟
形
を
な
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

尾
根
樽
に
西
に
下
る
希
望
を
持
て
居
た
自
分
は
、
此
庭

か
ら
直
に
右
に
切
れ
て
、稿
上
り
氣
味
に
西
に
向
ふ
。
西
南

の
日
を
受
け
る
山
腹
は
よ
く
乾
い
て
、
雪
も
僅
し
か
積
っ

壷
五
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雑
　
　
錐
　
　
Ｏ
群
戸
岩
と
御
前
山

て
居
ず
、
又
新
し
く
踏
ん
だ
跡
も
あ
る
。
四
時
路
傍
の
乾

い
た
草
の
上
に
ン
イ
ン
コ
ウ
ト
を
敷
い
て
、
ノ
イ
バ
ラ
の

刺
を
除
け
な
が
ら

一
と
休
み
し
て
、
山
頂
で
食
べ
る
筈
の

食
料
品
を
出
し
か
け
る
。
此
庭
は
大
層
見
晴
の
よ
い
所
で
、

右
は
雲
取
山
か
ら
大
洞
山
に
至
る
連
脈
を
初
め
と
し
、
國

師
ケ
岳
方
面
を
望
み
、
多
摩
の
右
岸
で
は
黒
川
の
鶏
冠
山

が
定
た
よ
く
見
え
る
。
鶏
冠
山
の
左
手
に
は
大
菩
薩
岳
か

ら
小
金
澤
山
方
面
の
連
嶺
が
屏
風
の
如
く
立
並
び
、
近
く

は
三
頭
山
か
ら
左
に
は
武
甲
境
の
尾
根
を
引
き
、
右
に
は

戸
澤
峯
か
ら
月
夜
見
山
を
経
て
、
御
前
に
連
な
る
脈
が
手

に
取
る
様
に
見
え
る
、
眺
鵬
や
地
固
を
接
ず
る
に
時
を
費

し
た
篤
め
、
結
束
ｔ
て
出
か
け
た
の
は
四
時
を
す
ぐ
る
乙

と
二
十
分
で
あ
つ
た
。
一
二
丁
下
り
氣
味
に
行
く
と
、向
か

ら
大
を
従
へ
て
来
Ъ
樵
夫
の
姿
が
見
え
る
。
異
様
な
人
影

を
見
て
け
た
ヽ
ま
し
く
吠
え
る
大
を
制
し
な
が
ち
近
づ
い

た
男
は
，
此
の
先
に
友
竃
を
し
つ
ら
へ
に
行
た
湯
久
保
の

友
燒
で
あ
つ
た
。
自
分
を
見
る
や
否
や
、
今
時
分
何
虜

ヘ

行
く
と
怪
計
な
顔
と
し
て
尋
ね
る
。
尾
根
通
じ
下
つ
て
小

河
内
に
出
た
い
の
だ
と
答
へ
る
と
、
そ
れ
は
到
底
明
い
内

に
は
六
　
´
ケ
し
い
、
尤
も
今
夜
は
月
は
あ
る
が
、
第

一
此
の

先
敷
丁
で
炭
竃
の
あ
る
所
が
踏
め
て
居
る
路
の
終
識
で
、

共
の
先
は
雲
は
深
し
、
藪
は
切
排
つ
て
な
し
、
餘
程
の
困

難
を
覺
悟
し
て
、
而
Ъ
夜
遅
く
な
る
豫
算
で
な
く
て
は
六

ケ
し
い
と
眉
を
饗
め
る
。
若
し
安
全
を
欲
す
る
な
ら
ば
、

一
端
澤
叉
に
下
つ
て
か
ら
、
藤
原
か
ら
小
河
内
峠
セ
越
ｔ

て
、
水
窪
澤
と
蛇
澤
川
と
の
間
を
下
れ
ば
路
も
朗
な
上
相

営
に
踏
め
で
も
居
や
う
が
、
御
前
か
ら
の
尾
根
博
は
出
来

得
べ
く
ん
ば
断
念
し
ろ
と
勘
め
る
。
そ
れ
に
近
く
に
ち
う

な
が
ら
遠
く
見
え
る
と
い
ふ
見
遠
山
（
三
頭
山
）
の
近
所
の

故
か
、
小
河
内
峠
が
恐
ろ
し
く
遠
く
見
え
る
。
加
之
こ
れ

が
朝
出
か
け
な
ら
ば
そ
れ
程
氣
に
も
し
な
い
が
、
散
々
藪

に
苦
し
め
ら
れ
た
上
旬
、
而
も
日
は
今
や
落
ち
ん
と
し
て

居
る
頃
な
の
で
、
山
で
は
張
情
を
張
ら
な
い
自
分

・
―ょ
音
無

し
く
炭
燒
の
忠
言
に
従
つ
て
、
即
座
に
豫
定
憂
更
を
行
つ

・

・　
　
　
フ
　
炉

ハ

て
ｒ
御
前
尾
根
を
小
澤
に
降
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

主
人
を
平
和
落
會
話
を
変
換
す
る
自
分
を
見
て
、
柳
か

安
堵
し
た
ら
し
い
大
を
先
頭
に
立
て
ヽ
　
・
、
再
び
彼
の
交
叉

駄
へ
戻
る
と
、
左
手
か
ら
は
先
刻
木
を
伐
つ
て
居
力
炭
焼

が
、

■
の
喉
に
友
俵
を
背
負
つ
て
や
つ
て
来
る
。
此
の
現

ヽ
湯
久
保
畿
で
蹄
る
の
だ
そ
う
で
、
共
に
連
立
ち
て
長
い
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ノ
Ｖ
尾
根
を
東
南
に
下
つ
て
行
く
。
路
は
日
々
′友
燒
に
踏

城
れ
る
爵
に
甚
だ
明
瞭
で
あ
る
が
、
軟
か
い
雪
が
日
に
と

・
け
て
兎
角
滑
多
易
い
。
瞬
く
間
に
二
百
米
突
餘
を
下
ら
切

っ́
て
、　
一
〇
四
四
米
突
と
測
ら
れ
た
突
起
に
か
ゝ
る
手
前

で
、右
に
切
れ
る
路
は
澤
又
に
下
る
の
だ
そ
う
だ
。今
夜
中

に
是
非
小
河
内
ま
で
行
く
必
要
が
あ
′る
の
な
ら
、
こ
れ
を

降
う
て
か
ら
峠
越
し
に
行
て
は
ど
う
か
と
言
は
れ
た
が
、

今
か
ら
四
百
米
突
も
下
つ
て
か
ら
ま
た
四
百
米
突
も
上
る

の
は
馴
恐
縮
な
の
で
．
依
然
湯
久
保
峻
で
同
行
す
る
こ
と

に
す
る
。

一
〇
四
四
米
突
の
隆
起
と
こ
え
る
と
、
茅
戸
へ
出
る
の

で
、
左
右
つ
眺
望
は
仲
々
■
い
。
左
は
耐
戸
川
を
距
て
ゝ

大
岳
山
を
理
み
、
右
は
北
秋
川
と
距

‥てゝ
浅
間
尾
根
通
を

眺
め
、
そ
れ
を
乙
し
て
多
摩
川
と
相
摸
川
と
の
分
水
脊
ヒ

な
す
武
甲
雨
國
界
の
尾
根
が
見
え
る
。
暮
行
く
日
昼
に
逐

は
れ
つ
ゝ
足
を
速
め
て
行
く
と
、
や
が
て

一
〇

一
九
米
突

の
三
角
黙
の
あ
る
小
凸
起
に
来
る
ｏ
そ
の
頂
は
晴
天
に
は

眺
望
甚
よ
く
て
、
わ
ざ
ノ
ヽ
上
っ
て
見
る
債
値
が
あ
る
そ

う
だ
が
、
獲
念
な
が
ら
今
日
は
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

凸
起
を
左
に
見
な
が
ら
少
し
廻
る
と
、
備
岩
と
呼
ば
れ

琥 二 第 年 四 十 第 岳 .山

維

録
・Ｌ
梓
○
耐
炉
岩

る
Ｅ
岩
が
あ
る
。
但
し
其
の
形
状
は
少
し
ヽ
如
何
な
る
佛

般
に
も
似
て
居
そ
う
も
な
い
。
此
庭
か
ら
二
百
米
突
餘
も

下
る
と
ま
た
Ｅ
巌
が
順
れ
る
。
乙
れ
は
地
形
固
に
も
記
し

て
あ
る
も
の
で
、
土
人
は
御
前
と
呼
ん
で
居
る
。
御
前
山

崇
敬
の
的
は
無
ろ
此
の
岩
に
あ
る
の
か
も
知
れ
ｎ
と
思
は

れ
る
。
類
似
の
例
を
基
げ
る
と
、
上
野
原
の
南
の
鶴
島
の

御
前
山
も
、
猿
橋
の
南
の
小
澤
の
御
前
山
も
、
皆
峨
々
た

る
岩
石
の
露
れ
た
山
で
あ
る
。

此
虜
曖
で
木
る
と
も
う
湯
久
保
も
間
近
く
、
荷
を
負
う

た
炭
燒
は
左
に
別
れ
て
己
の
家
に
急
ぐ
。
自
分
等
二
人
と

前
後
し
て
山
雀
を
駈
下
う
る
大
と
は
、
簡
も
具
直
に
尾
根

を
下
う
行
く
と
「
右
手
に
バ
ツ
と
暮
色
を
破
つ
て
焚
人
の

見
え
る
の
は
も
う
人
家
に
来
た
印
で

あ
．る
。

同
行
の
友

焼
の
家
に
著
い
た
の
は
五
時
四
十
五
分
で
、
塞
に
は
も
う

星
が
さ
ら
め
‥

い
て
居
る
。
今
夜
は
川
の
出
も
少
し
は
遅
れ

る
の
で
、
足
下
の
明
る
い
内
に
一
歩
で
も
踏
出
し
て
置
か

，
と
、
煎
茶
の
饗
應
も
僻
し
、
小
澤
ま
で
毬
つ
て
や
ら
う

と
い
ス
老
爺
ゆ
親
切‐
も
辞
退
し
て
、
駄
馬
の
通
ふ
幅
廣
い

道
を
東
へ
東

へ
と
下
つ
て
行
く
。
十
分
程
で
上
湯
久
保
と

の
分
岐
黙
に
出
で
、
右
に
湯
久
保
川
を
下
嗽
し
な
が
ら
、

七
七
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維
　
　
銀
　
　
０
紳
戸
岩
と
御
前
山

暮
れ
行
く
塞
の
星
を
明
と
し
て
、
薄
暗
い
木
立
の
中
を
。

只
東
へ
と
進
む
と
、
や
が
て
路
は
急
に
左
に
折
れ
て
、
直

に
小
流
を
渡
つ
て
か
ら
今
度
は
上
う
氣
味
に
行
く
。
右
に

関
を
通
し
て
澤
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
路
の
上
る
の
に
精

，不
安
を
威
じ
な
が
ら
も
之
を
辿
る
と
、
途
に
は
山
足
を
上

ヶ
つ
め
て
急
に
左
折
す
る
所
に
、
鎮
守
の
祗
で
で
も
あ
ろ

う
か
石
燈
籠
が
現
は
れ
た

（後
に
こ
れ
は
春
日
神
祀
だ
と

聞
い
た
）。
人
家
に
近
い
と
い
ふ
威
じ
が
頭
の
中
に
起
る
と

同
時
に
、
路
は
も
う
下
う
坂
に
な
つ
て
居
る
。
乙
れ
に
力

を
得
て
二
三
歩
下
る
と
木
立
を
通
し
て
小
澤
の
燈
火
が
二

三
十
も

一
度
い
目
に
著
く
。
小
石
に
つ
ま
づ
き
な
が
ら
走

る
様
に
し
て
坂
を
下
る
と
、
其
庭
は
案
の
定
小
澤
の
部
落

で
．
人
家
の
間
を
通
多
す
ぎ
、
北
秋
川
を
渡
つ
て
往
還
ヘ

出
た
の
は
賃
に
六
時
十
五
分
で
あ
つ
た
。

小
澤
に
出
た
は
よ
い
も
の
ゝ
、
次
の
問
題
は
今
夜
の
宿

ホ

ン
シ

ユ
ク

で
あ
る
。
此
虎
か
ら

一
里
下
つ
て
檜
原
の
本
宿
へ
出
れ
ば

橋
本
屋
と
い
ふ
相
営
の
族
合
は
あ
る
が
、
復
し
て
も
人
の

番
の
大
鼓
に
安
眠
を
防
害
さ
れ
て
は
、
第

一
耐
経
が
無
肇

で
は
居
峻
い
、
其
の
上
翌
日
三
頭
へ
近
づ
か
う
と
い
ふ
に

は
本
宿
で
は
地
の
利
を
得
な
い
。
低
級
な
放
合
は
出
な
る

だ
け
避
け
る
主
義
の
自
分
も
、
山
と
い
ス
偉
大
な
引
力
に

は
抵
抗
し
か
ね
て
、
極
め
て
御
粗
末
と
は
聞
い
た
が
、
小

澤
で
唯

一
の
中
村
屋
に
足
を
向
け
る
。
具
晴
な
路
を
二
三

丁
も
上
流
に
向
ふ
と
、
左
側
か
ら
の
二
階
屋
か
ら
、
闇
ヒ

買

い
て
燈
光
が
街
道
を
照
し
て
ゐ
る
じ
家
琥
ヽ
招
牌
も
目

に
つ
か
な
い
が
、
旅
店
か
少
く
も
雑
貨
店
で
な
け
れ
ば
、

寒
い
各
の
夕
暮
雨
戸
も
引
か
ず
に
居
る
筈
は
あ
る
城
い
か

ら
、
高

一
乙
ゝ
が
中
村
屋
で
な
け
れ
ば
そ
の
あ
う
か
を
尋

ね
や

，
と
、
中
確
子
の
障
子
を
あ
け
て
飛
込
む
で
見
る
と

案
の
定
こ
れ
が
目
ざ
す
中
村
屋
だ
と

い
ふ
。
燒
邊
で
火

を
も
し
て
わ
た
五
十
恰
好
の
男
が

「
ｘ
ｘ
ち
ゃ
ん
。
御
客

様
だ
よ
」
と
呼
ぶ
と
ゃ
勝
手
か
ら
威
じ
の
わ
る
そ
う
な
十

八
九
の
女
中
が
顔
を
出
し
て
、
兎
に
角
履
物
を
取
つ
て
上

れ
と
い
ふ
。
傘
や
下
駄
や
自
韓
車
や
、
其
他
種
々
の
品
物

が
難
然
と
し
て
居
る
土
間
の
隅
に
靴
を
漁
ぐ
と
、
雪
溶
け

の
淳
る
み
を
歩
い
た
篤
に
、
ま
る
で
田
の
中
へ
入
つ
た
様

に
よ
ご
れ
て
居
る
。
盤
と
雑
巾
ヒ
借
う
て
早
速
靴
の
掃
除

に
か
ゝ
る
。
自
分
は
い
つ
も
中
等
以
下
の
宿
屋

へ
泊
る
せ

い
か
、
夫
共
多
く
山
間
に
の
み
旅
す
る
篤
か
は
知
ら
な
い

が
、
靴
の
手
入
を
相
営
に
や
つ
て
呉
れ
る
旅
屋
に
は
滅
多

七
八
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に
泊
合
せ
な
い
。
米
國
だ
つ
て
少
し
親
切
な
ホ
テ
／
だ
と

勘
定
の
時
靴
磨
料
と
し
て

一
回
十
仙
宛
の
請
求
は
す
る

が
、
扉
の
外
に
置
い
た
靴
は
、
盗
難
に
も
罹
ら
ず
、
多
朝

迄
に
ピ
カ
ノ
ヽ
磨
い
て
置
い
て
呉
れ
る
。
英
國
な
ど
で
は

登
山
者
の
集
る
旅
宿
だ
と
、
ネ
イ
″
ド
　
ブ
ー
ツ
の
手
入

れ
な
ど
は
随
分
よ
く
氣
を
つ
け
て
呉
れ
る
。
俄
令
少
し
も

か
ま
つ
て
呉
れ
な
い
に
し
ろ
、
靴
其
物
が
自
己
の
手
元
に

あ
る
の
だ
か
ら
、
随
時
随
意
に
手
入
れ
も
出
来
る
が
、
日

本
の
様
に
上
多
口
で
取
上
げ
ら
れ
て
し
ま
つ
て
か
ら
は
、

三
階
三
階
の
隅
か
ら
わ
ざ
ノ
ヽ
掃
除
し
に
ホ
る
の
は
容
易

で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
洗
つ
た
靴
の
底
を
乾
か

す
た
め
に
、
大
き
な
燿
の
一
隅
に
陳
取
つ
て
、
遠
人
の
温

も
り
を
典
へ
る
事
に
す
る
。

先
程
の
男
は
し
き
う
と
生
々
し
い
粗
柔
を
疲
に
く
べ
て

山
風
に
吹
曖
は
さ
れ
る
煙
を
よ
け
な
が
ら
含
話
の
緒
を
あ

け
る
ｏ
初
め
は
此
の
家
の
主
人
か
と
思
つ
た
が
、
五
日
市

と
か
か
ら
茶
た
小
問
物
行
商
人
で
、
元
は
氷
川
に
住
居
し

た
事
も
あ
う
、
そ
の
角
去
る
明
治
三
十

一
年
の
末
に
仙
元

峠
で
起
つ
た
多
田
、
井
上
雨
氏
の
凍
死
事
件
の
時
に
は
、

遺
骸
運
搬
等
の

一
行
に
加
は
つ
た
事
も
あ
る
と
い
ふ
話
で

雑
　
　
録
　
　
Ｏ
耐
戸
岩
と
御
前
山

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

七
九

あ

つ
た
。

や
が
て
鈍
威
な
女
中
に
案
内
さ
れ
て
三
階
の
一
室
に
通

る
。新
築
し
て
年
数
を
組
な
い
家
屋
で
、昼
建
具
も
ま
づ
新

ら
し
い
の
は
よ
い
が

・
、
障
子
の
紙
は
可
な
り
猛
烈
に
裂
け

て
あ
る
し
、
ラ
つ
か
う
高
年
筆
を
轄
が
す
と
昼
の
間
へ
落

ち
ど
う
な
の
に
、
先
づ
度
脂
を
抜
か
れ
る
。
楽
葉
の
汁
に

目
差
し
と
い
ふ
燒
魚
で
晩
飯
を
終
る
と
、
直
に
風
呂
に
入

れ
と
言
ふ
。
暫
く
休
憩
し
て
か
ら
入
浴
し
や
う
と
、
兎
も

角
も
寝
衣
を
寛
め
る
と
、
常
備
品
が
な
い
の
で
、
主
人
の

衣
服
を
持
出
さ
う
と
す
る
が
、
何
分
不
在
な
の
で
在
場
が

分
ら
ず
、
隣
家
か
ら
老
母
を
呼
ん
で
末
て
捜
し
出
し
て
貰

ふ
な
ど
い
ふ
滑
稽
を
演
じ
て
後
、
汗
に
な
つ
た
洋
服
を
脱

い
で
入
浴
に
行
く
。
風
呂
の
蓋
を
取
つ
て
入
ろ
う
と
す
る

ト
タ
ン
に
山
か
ら
吹
く
寒
い
風
に
豆
ラ
ン
プ
が
清
え
て
し

ま
つ
た
の
で
、
急
い
で
飛
込
む
と
底
に
は
砂
だ
か
小
石
だ

か
ザ
ソ
ノ
ヽ
し
て
居
る
ｃ
加
之
大
分
漁
る
い
の
に
閉
口
し

て
、
例
の
下
女
を
呼
ん
で
火
を
焚
つ
け
な
が
ら
ラ
ン
プ
を

貼
じ
て
貰
ふ
と
、
驚
く
可
し
、
清
水
と
豫
期
し
た
風
呂
は

自
水
の
如
く
濁
つ
て
居
る
。
勿
論
上
多
湯
な
ど
は
薬
に
し

た
く
も
な
い
の
だ
か
ら
、
冷
水
を
手
桶
に

一
杯
持
つ
て
泰
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雑
　
　
鉄
　
　
○
耐
戸
岩
と
御
前
山

て
貰
ふ
こ
と
に
し
て
、
蝶
鮒
の
様
に
十
分
温
ま
つ
て
置
い

て
か
ら
，
冷
水
で
冊
ヒ
拭
い
て
上
る
。
そ
れ
で
も
あ
と
が

小
ザ
ッ
パ
ソ
す
る
丈
け
し
ほ
ら
し
い
。

三
階

へ
引
上
げ
る
と
、
も
う
茶
道
具
は
運
去
ら
れ
て
、

座
敷
の
具
中
に
は
岩
の
様
な
布
圏
が
敷
か
れ
て
あ
る
。
寝

仕
度
を
し
て
居
る
と
、
先
程
の
小
間
物
屋
も
隣
室
に
木
て

そ
ろ
ノ
ヽ
床
を
展
べ
和
め
る
、
流
石
に
案
内
を
知
て
居
る

丈
け
あ
つ
て
、
戸
棚
か
ら
氣
に
入
つ
た
夜
具
布
国
を
勝
手

に
引
招
出
し
て
、
幾
枚
で
も
自
由
に
使
用
し
て
居
た
が
、

自
分
も
い
に
し

，
数
枚
の
御
裾
分
け
を
頂
戴
し
て
、
御
蔭

で
温
か
い
一
夜
を
、
而
も
安
眠
妨
害
の
火
の
番
抜
き
で
、

過
す
こ
と
が
出
来
た
。

蹄
　
　
京

障
子
の
隙
間
や
孔
か
ら
吹
込
む
寒
い
風
に
目
を
覺
ま
す

を
、
外
で
は
早
起
の
子
供
が
何
か
大
諄
で
喚
い
て
居
る
。

聞ヽ
く
と
も
な
し
に
耳
レ
饗
て
る
と
、
雨
と
か
雪
と
か
降
て

居
る
と
い
ス
ら
し
い
ｏ
前
夜
土
地
の
者
が
、
塞
が
曇
つ
た

か
ら
、
翌
日
は
雲
だ
ろ
う
と
、
有
難
か
ら
漁
豫
言
を
畑
邊

で
や
つ
て
居
た
が
、
果
然
的
中
し
て
雲
日
和
と
な
つ
た
ら

し
い
。
兎
に
角
雨
戸
を
開
い
て
見
る
と
降
る
ノ
ヽ
盛
に
降

八
〇

る
。
前
面
の
山
腹
は
愚
い
、
道
路
の
石
迄
に
自
く
積
つ
て

居
る
。
兎
に
角
顔
を
洗
つ
て
か
ら
天
氣
の
模
様
を
見
や
う

と
、
寝
衣
の
ま
ゝ
で
洗
面
所

へ
下
り
て
行
く
と
、

一
向
に

見
営
が
つ
か
な
い
。
尋
ね
て
見
る
と
川
端
ま
で
雪
を
犯
じ

て
行
く
の
だ
と
い
ふ
。
少
な
か
ら
ず
閉
日
し
て
見
せ
る
と

特
別
の
御
慈
悲
を
以
て
金
霊
に
湯
を
取
つ
て
呉
れ
る
。
其

の
御
蔭
で
彼
の
浴
室
（？
）
で
洗
面
を
済
せ
て
，、
室
に
奥
る

と
、
夜
食
と
大
差
の
な
い
朝
食
が
シ
ョ
ン
ボ
リ‐
待
て
居
る
、

食
事
は
忽
済
ん
だ
が
、
雪
は
依
然
と
し
て
降
る
ｏ

雪
が
積
つ
て
景
の
美
し
く
な
る
の
は
嬉
し
い
が
、
道
の

わ
る
く
な
る
の
と
、
新
雪
が
踏
ま
れ
る
ま
で
山
に
登
れ
な

い
の
は
落
膳
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
で
も
小
降
り
と
な

る
様
子
な
ら
、
思
切
て
小
河
内

へ
で
も
越
え
て
、
所
謂
温

泉
な
る
も
の
に
で
も
浸
っ
て
見
や
う
か
、
そ
れ
と
も
大
英

断
を
以
て
此
の
中
村
屋
に

一
日
滞
在
じ
や
テ
か
と
、
思
案

椰
首
と
い
ふ
矢
先
へ
、
向
ひ
の
家
の
入
ロ
ヘ
子
供
が

一
人

顔
を
出
し
て
、
思
切
つ
た
府
高
な
難
を
張
合
げ
て

「
雲
や‐

氷
、
天
氣
に
な
―
れ
」と
略
鳴
る
と
、子
守
の
老
婆
が
そ
れ

に
和
し
て
、
な
ま
ｎ
る
い
聾
で

「
天
氣
に
な
―
れ
」
と
ゃ

る
。
自
分
は
老
人
の
だ
み
馨
も
嫌
ひ
だ
が
、
小
兄
の
騒
ぐ

(222)



聾
に
至
つ
て
は
更
に
嫌
だ
。
殊
に
比
の
騒
音
の
掛
合
が
三

十
分
も
連
績
し
て
、
未
だ
已
み
そ
う
も
な
い
の
に
避
易
じ

て
、
到
底
滞
在
は
覺
東
な
い
か
ら
、
急
に
退
却
と
確
定
す

る
。衣

服
を
更
め
、
荷
物
を
纏
め
て
か
ら
、

ン
イ
ン
　
コ
ウ

ト
の
襟
を
立
て
、
ト
ン
ン
チ
　
キ
ャ
ッ
プ
を
引
仲
し
て
す
っ

ば
り
と
被
り
、
荷
物
の
上
に
例
の
桐
油
紙
の
合
物
を
解

織
り
、
身
仕
度
萬
端
整

へ
て
か
ら
中
村
屋
を
出
た
の
は
、

九
時
を
過
ぐ
る
こ
と
二
十
分
で
あ
つ
た
。
降
う
し
き
る
雪

に
人
通
り
も
な
い
道
を
、
急
ぎ
足
に
行
く
と
、
下
り
氣
味

の
庭

へ
雪
で

一
足
毎
に
滑
る
の
で
、
足
の
進
み
は
中
々
よ

い
。
年
時
間
許
う
で
暮
沼
へ
末
る
。
道
端
に
植
え
ら
れ
た

マ
ダ
ケ
が
、
雪
の
重
み
で
彎
曲
し
た
下
を
く
ゞ
る
と
、
枝

が
は
ね
か
へ
つ
て
其
の
度
毎
に
襟
元
に
雪
が
飛
込
む
。
鶴

毛
の
如
き
雲
に
眺
望
は
全
く
妨
げ
ら
れ
て
居
る
の
で
、
只

足
に
ま
か
せ
て
歩
く
よ
う
外
に
能
は
な
い
。
中
里
、
千
足

ヵ

ャ

タ

ラ
バ

ン

も
忽
の
中
に
過
ぎ
て
、
茅
倉
橋
を
渡
り
、
や
が
て
北
秋
川

に
架
し
た
長
橋
を
越
え
る
と
、
間
も
な
く
お
な
じ
み
の
檜

原
村
本
宿
に
末
る
ｃ

計
貯
牛
頃
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
今
度

は
南
秋
川
を
渡
つ
て
元
郷
に
末
る
と
、
左
手
に
は
秋
川
の

雑
　
　
録
　
　
○
耐
戸
岩
と
御
前
山

イ
リ
サ

ハ
ヤ

マ
　

マ
　
ヅ

封
岸
に
時
つ
泉
澤
山
（
馬
頭

カ
リ
ヤ

マ

刈
山
）が
雪
に
蔽
は
れ
て
朧
氣

に
見
え
て
居
る
ｃ
萩
川
に
滑
う
た
此
の
道
の
景
は
中
々
捨

て
た
も
の
で
は
な
い
。
上
流
の
北
秋
川
は
、
中
流
以
下
で

は
南
秋
川
に
は
及
ば
な
い
が
、
二
川
合
流
の
後
は
、
水
量

の
増
力‐‐
と
岩
石
が
幡
居
す
る
故
か
、
急
に
風
数
を
増
す
様

に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
ｏ
し
か
し
路
傍
に
立
て
ら
れ
た

「
秋
川
水
電
」
の
小
標
木
を
見
る
と
、
此
の
邊
の
風
景
の
壽

命
も
思
ひ
や
ら
れ
て
哀
を
催
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。

小
澤
か
ら
彼
是
百
米
も
下
つ
た
故
だ
か
、
そ
れ
と
も
天

候
に
憂
化
が
あ
つ
た
の
か
、
此
の
邊
ま
で
家
る
と
大
分
に

雨
が
交
つ
て
来
た
。
そ
の
篤
め
泥
諄
と
積
雪
と
乙
ね
か
へ

し
た
道
路
は
、
雨
天
の
東
京
市
中
に
引
け
を
取
ら
な
い
ｏ

然
し
往
末
す
る
人
数
の
少
い
の
と
、
子
供
が
遊
ん
で
居
な

い
の
と
は
甚
だ
以
て
結
構
で
あ
る
。
そ
の
代
う
人
家
の
前

を
通
る
と
、十
の
九
ま
で
は
中
で
子
供
の
泣
弊
か
、乃
至
は

子
を
叱
る
親
の
馨
が
聞
乙
え
る
。
晴
天
の
日
に
、
田
合
道

で
目
に
著
く
の
は
、
破
れ
草
軽
に
馬
の
糞
だ
と
は
辻
村
君

の
名
言
だ
が
、
村
落

へ
黍
る
と
機
い
腕
白
連
が
往
家
で
悪

戯
を
し
て
居
る
に
も
困
る
も
の
だ
。
そ
れ
が
今
日
は
家
の

中
で
活
動
し
て
居
る
も
の
と
見
え
て
、
監
督
係
う
の
母
親

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

ハ
一
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維
　
　
録
　
　
○
耐
戸
岩
と
御
前
山

〈
ニ

も
中
々
忙
し
い
。
然
し
日
本
の
親
に
は
子
供
の
過
失
を
丁

筆
に
論
し
て
や
る
親
切
者
も
少
い
の
か
、　
一
に
も
二
に
も

叱
う
飛
す
。
親
は
叱
多
罵
る
機
械
、
子
供
は
略
鳴
り
付
け

ら
れ
る
動
物
以
外
に
親
子
の
関
係
は
な
い
様
だ
。
そ
れ
で

和
と
も
す
る
と
親
不
孝
呼
ば
は

，
を
す
る
位
が
落
ち
で
、

自
分
の
後
縫
者
で
あ
る
子
を
、
大
切
に
教
育
し
上
げ
や
う

と
心
掛
け
る
親
は
、
七
千
萬
と
か
の
國
民
の
、
五
分
の

一

が
親
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
の
中

一
騰
幾
人
あ
る
こ
と

だ
ろ
う
ｏ
目
０日
の
と
い
ふ
字
の
適
課
が
日
本
に
な
い
の
も

無
理
は
な
い
の
で
、
之
を
家
庭
と
課
す
の
も
何
と
な
く
適

営
で
裸
い
。
其
上
家
の
中
に
は
埃
が
舞
を
舞
つ
た
り
、庭
に

は
草
が
蓬
々
た
る
所
も
大
分
に
あ
る
様
だ
。
叱
る
が
馬
に

子
供
を
産
ん
だ
う
、
養
老
保
険
に
入
る
様
な
ず
る
い
目
算

で
子
女
を
育
て
る
こ
と
が
中
止
さ
れ
な
い
以
上
、
ど
う
で

能
卒
の
高
上
は
計
れ
ま
い
。
勢
働
者
排
底
の
叫
び
馨
は
、

恐
ら
く
人
口
と
能
卒
と
反
比
例
す
る
こ
と
を
晴
示
し
て
居

る
の
で
は
あ
る
政
い
か
。
尤
も
此
頃
は
人
間
の
形
さ
へ
し

て
居
れ
ば
、
四
民
平
等
を
楯
に
し
て
、同

一
の
賃
金
や
労
働

時
間
を
要
求
す
る
こ
と
が
流
行
す
る
の
だ
そ
う
だ
か
ら
、

出
産
卒
の
高
い
こ
と
は
、
や
が
て
は
世
界
第

一
流
の
国
家

を
形
造
る
條
件
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
近
年

米
国
で
亜
細
亜
研
究
を
標
榜
す
る

卜
■

，
と
い
ふ
雑
誌
を

見
る
と
、
我
が
米
國
は
世
界
四
大
張
國
の
一
員
で
あ
る
以

上
、
大
に
世
界
の
思
潮
に
遅
れ
ざ
ら
ん
乙
と
を
努
め
、
殊

に
搭
木
殖
産
貿
易
に
大
関
係
あ
る
、
亜
細
亜
の
研
究
を
忽

に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
ふ
論
擦
に
よ
つ
て
、
政
那

土
耳
古
な
ど
ゝ
並
べ
て
，
大
分
日
本
の
國
情
研
究
の
歩
武

を
進
め
て
居
る
ら
し
い
。
或
る
琥
に
は
、
八
十
許
夕
の
雛

だ
ら
け
の
老
婆
が
、
孫
だ
が
曾
孫
だ
か
を
背
負
つ
て
居
る

篤
具
を
掲
げ
て
、
下
に

Ｃ
Ｘ
３
■
ｏ
【あ

∽ｏｌ
８

ｏ
Ｆ
ヨ
■
‐

鴨
≧
ｏ〓

】）３
σ】ｃヨ
　
と
い
つ
た
固
解
が
つ
け
て
あ
っ
た
。

此
雑
誌
の
編
輯
者
が
、
上
州
田
代
の
様
な
、
三
十
前
後
の

婦
女
で
十
人
内
外
の
子
供
を
持
た
な
い
者
は
殆
ん
ど
な
い

と
い
ふ
土
地
へ
旅
し
た
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
米
国
は
も
う

日
本
に
占
領
さ
れ
た
と
早
合
鮎
し
て
、
早
速
氣
絶
位
は
す

る
か
も
知
れ
な
い
。
加
之
田
代
は
讐
者
の
居
な
い
所
で
、

三
里
先
の
三
原
か
ら
ド
ク
タ
ー
を
呼
ん
で
な
る
日
に
な
る

と
、
先
づ
息
を
吹
返
す
見
込
は
な
い
も
の
と
覺
悟
せ
ね
ば

な
る
０
よ
い
。

中
山
川
を
渡
つ
て
乙
津
に
入
る
。
地
固
上
で
見
る
と
そ
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れ
程
で
も
な
い
が
、
歩
い
て
見
る
と
此
の
村
の
長
い
に
は

全
く
驚
く
の
外
は
な
い
。
そ
れ
に
雲
は
殆
ん
ど
止
ん
で
雨

に
代
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
、
道
路
の
歩
き
難
い
の
に
氣
を

苛
立
つ
て
、
あ
せ
れ
ば
あ
せ
る
程
猫
夏
道
が
遠
い
様
に
も

思
は
れ
る
。
そ
れ
で
も
十
二
勢
預
類
は
西
戸
倉
の
部
略
諸

樋
過
し

・
て
、
秋
川
の
一
支
流
盆
堀
川
を
波
多
、
直
に
刈
寄

川
の
小
橋
を
渡
っ
て
、
爪
先
は
大
分
上
向
い
て
日
向
峯
績

、ど
の
杉
木
立
の
中
を
上
る
こ
と
に
な
つ
た
。
僅
か
二
三
寸

の
積
雲
だ
が
、新
雪
で
軟
い
馬
め
か
足
が
滑
う
易
く
、些
で

サ
カ
サ
ガ
メ

も
上
う
道
と
な
る
と
中
々
に
時
間
が
掛
る
。
右
方
逆
川
の

谷
に
は
雲
が
雀
篠
し
て
、
其
の
間
に
は
青
黒
い
木
立
が
隠

見
す
る
。

一
と
し
き
勢
上
る
と
山
稜
に
出
て
、
左
に
小
和

田
の
部
落
が
見
え
る
。
や
が
て
今
熊
山
の
背
面
が
限
前
に

時
つ
の
を
見
る
頃
か
ら
、
路
は
稿
下
う
氣
味
に
な
る
が
、

昼
ケ
原
の
西
北
端
に
出
る
と
、
急
に
打
開
い
た
千
地
に
出

て
、
山
間
と
は
思

へ
な
い
地
勢
に
な
る
。
初
め
は
小
溝
に

滑
う
て
田
や
畑
の
線
を
行
く
が
、
や
が
て
昼
ケ
原
の
人
家

に
近
付
い
て
、
豚
の
唸
ら
群
を
聞
き
乍
ら
だ
ら
ノ
ヽ
と
上

る
と
、
今
熊
山
へ
の
路
が
分
岐
す
る
所
に
出
る
が
、
其
庭

に
は
六
尺
許
の
石
碑
を
立
て
ヽ
、
正
面
に
は
左
今
熊
野
山

道
と
筆
太
に
刻
み
、
右
側
に
は
右
戸
倉
檜
原
道
、
左
側
に

は
弘
化
三
衛
二
月
吉
云
々
と
誌
し
て
あ
る
。
晴
て
さ
へ
居

れ
ば
久
し
ぶ
う
で
今
熊
山
に
登
つ
て
見
た
い
の
で
は
あ
つ

た
が
、
雨
天
で
は
興
味
も
あ
る
ま
い
と
断
念
し
て
、
直
に

八
王
子
へ
の
街
道
に
向
ふ
。
今
熊
山
の
属
額
を
掲
げ
た
鳥

居
を
く
ゞ
り
、
今
熊
山
大
罐
現
是
よ
う
三
十
町
云
々
の
石

碑
に
昔
の
隆
盛
時
代
を
偲
ん
で
、
上
川
日
の
馬
車
螢
著
所

へ
著
い
た
の
は
零
時
を
過
ぐ

る
四
十
分
で
、
可
な
り
急

行
し
た
心
算
で
は
あ
つ
た
が
、
道
路
の
悪
い
篤
に
、
小
澤

か
ら
三
時
間
と
十
分
を
費
し
て
し
ま
つ
た
。

書
食
前
の
自
分
は
此
庭
で

一
と
体
し
て
、
濡
れ
た
足
を

曖
め
も
し
た
い
と
思
つ
て
居
る
と
、
八
王
子
行
の
馬
車
が

丁
度
出
る
か
ら
直
に
乗
れ
と
盛
に
勘
め
ら
れ
る
。
し
か
し

一
殆
ん
ど
ず
ぶ
濡
れ
の
識
な
の
で
、
他
の
乗
客
の
迷
惑
を
慮

一
つ
て
疇
躇
す
る
と
、
そ
の
遠
慮
は
全
く
無
用
だ
か
ら
と
駆

者
が
講
合
う
た
の
で
、
次
の
馬
車
が
何
時
に
出
る
と
も
定

め
難
い
例
の
調
子
を
知
ら
緻
で
も
な
い
か
ら
、
兎
に
も
角

に
も
乗
車
す
る
こ
と
に
し
て
し
ま
つ
た
。

馬
車
が
走
う
出
し
て
、
と
い
ス
と
大
層
景
気
が
い
ゝ
が

一
賞
は
ガ
ダ
ノ
ヽ
動
き
出
し
て
か
ら
、
も
の
ヽ
一
時
間
も
た

雑
　
　
録
　
　
○
紳
戸
岩
と
御
前
山

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山
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行 螢 月 四 年 九 正 大

雑
　
　
銀
　
　
○
天
然
林
保
護
に
就
て

つ
内
に
、
雲
も
牧
■
わ
か
け
て
、
雨
も
そ
ろ
ノ
ヽ
小
降
う

に
な
つ
ィ
末
た
じ
車
の
端
に
座
を
占
め
た
自
分
は
、
雨
除

の
間
か
ら
後
を
顧
る
と
、
御
前
や
大
岳
も
い
つ
か
顔
を
出

し
て
、
そ
れ
に
は
美
し
く
新
雲
が
輝
い
て
居
る
。
車
の
進

む
に
つ
れ
て
、
天
氣
も
盆
こ
餃
復
し
て
、
や
が
て
は
仙
元

の
連
脈
ま
で
顧
れ
て
来
る
。
同
乗
者
に
附
近
の
山
名
を
尋

ね
て
見
る
と
、　
一
番
高
い
の
が
大
嶽
山
だ
と
答
へ
た
が
、

他
の
山
に
至
つ
ご
は
名
も
知
ら
な
い
様
な
調
子
だ
、
尤
も

五
日
市
あ
た
う
の
絲
屋
だ
と
い
ふ
か
ら
に
は
、
山
に
親
じ

み
の
な
い
の
は
無
理
は
な
い
。
緩
い
の
を
以
て
有
名
な
馬

革
も
、
二
時
少
し
過
ぎ
に
は
萩
原
橋
を
渡
つ
て
、
本
郷
横

町
の
螢
著
所
に
到
著
し
た
。
光
庭
で
小
憩
し
な
が
ら
汽
車

の
時
間
表
を
見
る
と
、
八
王
子
螢
中
央
東
線
時
間
と
同
じ

く
中
央
西
線
時
間
と
掲
出
し
て
あ
る
、
一
寸
は
不
審
で
あ

つ
た
が
よ
く
見
る
と
、
こ
れ
は
上
う
と
下
う
と
い
ス
意
味

に
外
な
ら
漁
と
剣
明
し
た
の
で
、
所
謂
中
央
東
線
午
後
三

時
二
十
八
分
と
あ
る
列
車
に
間
に
合
せ
る
篤
め
、
荷
を
経

め
て
出
掛
け
る
。
八
王
子
の
長
い
市
街
を
端
か
ら
端
迄
歩

い
て
、
小

一
時
間
も
し
て
や
つ
と
停
車
場
に
著
き
、
豫
定

の
列
車
に
乗
込
ん
で
東
に
向
ふ
。
漫
川
の
饉
橋
と
多
摩
川

の
鐵
橋
と
の
上
か
ら
は
、
西
か
ら
北
に
連
な
る
山
峰
が
蓋

く
眺
め
ら
れ
て
、
而
ム
低
い
丘
陵
に
至
る
迄
銀
自
の
新
雪

を
頂
い
た
壮
絶
な
景
色
は
、
此
の
旅
行
の
最
後
の
ギ
・・秦

で
あ
つ
た
。
（
武
田
久
吉
）

○
天
然
林
保
護
に
就
て

五
ケ
年
に
亘
る
世
界
的
大
戦
説
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
、

大
な
る
刺
載
を
典
へ
て
、
物
質
的
に
も
、
精
耐
的
に
も
、

殆
ん
ど
世
界
の
面
目
を

一
新
し
た
か
の
凱
が
あ
る
、
け
れ

ど
ヽ
努
働
問
題
、
経
済
問
題
等
物
質
的
方
面
の
革
新
運
動

の
頗
る
活
渡
で
あ
な
猛
烈
で
あ
る
の
に
引
換
へ
て
、

一
居

根
本
的
な
る
精
耐
的
文
化
運
動
の
微
温
い
事
は
、
賞
に
歯

痒
い
威
じ
が
す
る
。

天
然
林
の
保
護
な
ど
と
言
人
間
題
は
、
現
代
の
祗
含
に

は
頗
る
縁
の
遠
い
問
題
の
や
う
に
聞
へ
る
か
も
知
れ
な
い

け
れ
ど
も
、
資
は
頗
る
緊
急
な
る
問
題
だ
と
信
ず
る
の
で

あ
」る
、
諸
種
の
事
業
の
急
激
な
憂
達
に
件
ふ
て
天
然
の
利

用
さ
れ
、
殊
に
森
林
の
伐
探
さ
る
ゝ
乙
と
は
た
い
し
た
も

の
で
あ
る
、
天
然
の
利
用
さ
れ
、
森
林
の
伐
探
さ
れ
る
こ

と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
之
が
鳥
め
に
大
古

八
日
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の
ま
ゝ
の
庭
女
林
が
永
へ
に
滅
亡
し
、
或
は
金
餞
に
替

ヘ

難
い
貴
重
な
風
数
を
傷
け
ら
れ
る
こ
と
は
適
滅
千
萬
で
あ

る
ｏ此

際
、
祗

含
の
識
者
に
依
て
適
営
な

保
護
方
法
を
講

じ
、
利
用
す
べ
き
範
国
と
、
淳
化
す
べ
き
範
囲
と
、
又
絶

封
に
保
存
す
べ
き
範
日
と
を
分
ち
て
、
國
土
の
美
を
失
は

な
い
や
う
に
す
る
こ
と
は
、
精
耐
上
に
絶
大
な
利
が
あ
る

の
み
で
な
く
、
搭
家
農
ェ
螢
達
の
上
に
も
甚
だ
必
要
の
乙

と
ゝ
信
す
る
の
で
あ
る
ｃ

天
然
紀
念
物
保
存
事
業
は
、
戦
前
に
於
て
も
獨
逸
、
亜

米
利
加
脊
衆
國
を
は
じ
め
と
し
て
、
欧
米
の
文
明
諸
國
で

は
既
に
其
必
要
を
認
め
、
公
私
の
回
鎧
を
設
け
て
、
そ
れ

た
ヽ
保
存
の
方
法
が
講
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
我
國
に
於
て
も

志
賀
重
昂
氏
の
如
き
は
夙
に
其
必
要
を
唱
導
せ
ら
れ
、
其

後
徳
川
頼
倫
侯
、
小
島
鳥
水
氏
、
三
好
博
士
、
其
地
の
先

覺
者
に
依
て
力
説
せ
ら
れ
、
明
治
四
十
四
年
に
は
早
く
も

頼
倫
侯
等
の
手
に
依
て
史
蹟
名
勝
天
然
紀
倉
物
保
存
に
開

す
る
建
議
案
は
提
出
さ
れ
、
次
で
衆
議
院
か
ら
も
亦
ｔ
同

様
の
建
議
案
が
出
て
何
れ
も
可
決
さ
れ
、
又
別
に
頼
倫
侯

等
の
螢
起
で
、
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
協
含
が
設
立

さ
ね
て
之
が
賞
行
及
趣
意
の
宣
博
に
努
力
さ
れ
て
ゐ
る
、

又
三
好
博
士
は
あ

ら
ゆ
る
新
聞
維
誌
に
天
然
紀
念
物
保

存
に
開
す
る
論
文
を
寄
稿
し
て
、
之
が
思
想
の
普
及
を
固

ら
れ
、
又
別
に

「
天
然
紀
念
物
」
と
題
す
る
軍
行
本
を
著

し
て
随
分
熱
心
に
唱
導
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
こ
と
は
、
諸
君

の
熟
知
せ
ら
る
ゝ
事
賞
で
あ
る
が
未
だ
其
機
が
熟
し
な
い

篤
め
か
政
府
に
於
て
も
民
間
に
於
て
も
根
本
的
の
保
護
策

は
未
だ
講
ぜ
ら
れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
か
ら
些
か
蛇
足

を
添
へ
て
我
山
岳
會
員
諸
君
と
共
に
之
が
賞
行
方
法
を
講

じ
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

一
般
吾
々
が
天
然
物
に
接
す
る
時
は
端
的
に

一
種
の
快

威
を
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
味

へ
ば
味

ふ
ほ
ど
，
そ
の
含
蓄
あ
る
美
親
に
は
じ
入
つ
て
恰
も
法
悦

を
得
た
人
の
や
う
な
悦
惚
に
暫
し
我
を
忘
る
ゝ
乙
と
さ
ヘ

あ
る
ｃ
詩
人
や
書
家
や
博
物
家
に
は
此
種
の
経
験
は
幾
等

も
あ
る
こ
と
で
あ
ら
う
し
、
よ
く
登
山
す
る
人
々
や
深
林

幽
谷
を
好
ん
で
破
渉
す
る
人
達
は
此
威
じ
を

一
層
張
く
深
．

く
繊
駒
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
、
天
然
の
美
は
賞
に
驚
異
で

あ
る
、
奇
蹟
中
の
奇
蹟
で
あ
る
、
責
に
完
全
な
藝
術
品
で

あ
る
。
帝
展
院
展
國
展
二
科
會
等
の
作
品
全
部
を
集
め
て

競 二 第 年 四 十 第 岳 山

維
　
　
録
　
　
○
天
然
林
保
護
に
就
て

ハ
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行 螢 月 四 年 九 正 大

雑
　
　
録
　
　
○
天
然
林
保
護
に
就
て

〈
六

も
天
然
の
一
傑
作
品
奈
良
春
日
山

一
個
に
さ
へ
及
び
も
つ

か
ｎ
程
で
あ
る
、
決
し
て
誇
張
で
も
何
で
も
な
い
、
ソ
ロ

毛
ン
の
榮
華
の
極
み
も
百
合

一
片
の
花
に
及
ば
な
い
と
言

つ
た
と
て
別
段
驚
く
に
足
ら
な
い
ｏ

然
る
に
人
間
の
天
然
物
に
封
す
る
審
美
眼
が
未
だ
餘
多

に
螢
達
し
な
い
中
に
天
然
物
の
利
用
に
就
て
の
智
識
が
長

足
の
進
歩
を
途
げ
た
篤
め
に
、
審
美
的
に
無
限
の
偵
値
セ

有
す
る
山
林
は
利
用
的
に
換
算
せ
ら
れ
て
惨
め
な
破
壊
を

蒙
る
や
う
な
事
責
を
見
る
′に
至
つ
た
。
此
儘
に
し
て
十
年

ヽ
経
過
し
た
な
ら
ば
我
邦
に
は
大
古
の
儘
の
庭
女
林
が
全

滅
し
て
終
ふ
か
も
知
れ
な
い
、
天
然
物
の
貧
蒻
な
図
は
た

と
へ
張
國
で
あ
ら
う
が
文
明
國
で
あ
ら
う
が
決
し
て
立
涙

な
國
と
は
言
へ
な
い
。

吾
人
は
天
然
物
の
貧
蒻
な
張
國
に
生
れ
る
よ
う
は
天
然

の
美
し
い
野
國
國
に
生
れ
た
方
が
幸
一職
だ
と
思
ス
位
で
あ

る
が
幸
に
し
て
文
明
國
で
あ
り
、
天
然
の
勝
れ
て
豊
潤
絢

美
を
以
て
聞
え
た
立
派
な
國
土
に
生
を
亨
け
得
た
事
を
心

の
底
か
ら
欣
ぶ
も
の
で
あ
る
。
此
幸
頑
と
誇
り
と
を
永
遠

に
大
は
な
い
や
う
に
す
る
篤
め
に
は
國
是
と
し
て
天
然
の

保
護
ｔ
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。

就
寺
の
現
内
に
属
す
る
森
林
や
、
昔
か
ら
の
所
謂
名
所

古
跡
の
風
致
を
保
つ
篤
め
に
必
要
な
森
林
な
ど
は
法
律
を

以
て
そ
れ
た
ヽ
保
護
方
法
が
講
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
そ
の

方
面
に
就
て
は
別
段
心
配
を
要
し
な
い
。
特
に
著
名
な
老

樹
名
本
を
保
存
す
る
こ
と
や
、
學
問
上
に
慣
値
の
多
い
特

種
の
動
植
物
を
保
護
す
る
こ
と
は
無
論
必
要
で
は
あ
る
が

是
等
は
別
段
廣
大
な
面
積
を
要
す
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら

比
較
的
行
は
れ
易
い
の
で
あ
る
が
多
数
の
老
木
大
樹
を
蔵

し
、
貴
重
な
る
學
問
上
の
参
考
品
を
も
菩

へ
、
又
風
致
上

に
も
絶
大
の
慣
値
を
有
す
る
大
森
林
を
永
遠
に
保
護
す
る

と
い
ふ
こ
と
は
最
も
必
要
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず

一
方
か
”

見
て
物
質
的
の
債
値
標
準
か
ら
打
算
さ
れ
利
害
が
衝
突
し

易
い
の
で
、
餘
程
の
英
断
を
以
て
し
な
け
れ
ば
到
底
行
は

れ
難
い
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

唯
何
で
も
か
で
も
利
用
々
々
と
い
ふ
考
を
以
て
天
然
物

を
見
や
う
と
す
る
現
代
に
於
て
は
祟
高
な
理
想
か
ら
割
♪

出
し
た
保
護
論
な
ど
に
は
共
鳴
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
遠
か
ら
ず
し
て
聰
明
な
眼
を
見
開
い
て
し
み

じ
み
と
造
化
の
大
藝
術
に
打
ち
向
つ
て
嘆
美
の
叫
び
を
螢

す
る
時
代
が
家
る
で
あ
ら
う
、
そ
の
時
に
な
つ
て
か
ら
あ

(228)



ゝ
惜
し
い
こ
と
を
し
た
も
の
だ
と
い
ふ
嘆
息
を
漏
ら
さ
な

い
や
う
に
今
か
ら
根
本
策
を
講
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

維
新
営
時
貴
重
な
美
術
品
を
二
束
三
文
に
た
ヽ
き
買
つ

た
り
、
立
派
な
堂
塔
伽
藍
を
低
級
な
経
湾
眼
か
ら
破
壊
す

る
こ
と
を
企
て
た
り
し
た
も
の
だ
さ
う
で
あ
る
が
今
日
で

は

一
幅
の
名
書
に
数
十
萬
園
を
投
じ
て
も
争
ひ
求
め
や
う

と
し
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。

吾
人
が
今
日
多
少
の
経
済
的
犠
牲
を
排
つ
て
も
風
致
上

學
問
上
の
一
大
賓
庫
た
る
べ
き
大
天
然
林
の
慶
大
な
保
護

Ｅ
域
を
設
定
す
る
の
必
要
を
力
説
す
る
の
は
決
し
て
狂
氣

の
沙
汰
で
は
な
い
。

今
自
分
の
氣
付

い
て
居
る
、
保
護
Ｅ
域
に
編
入
す
べ
き

必
要
あ
る
簡
所
に
就
て
述
べ
て
見
や
う
。

北
海
道
の
マ
ク
カ
リ
ス
プ
リ

（
蝦
夷
富
士
と
も
云
ひ
別

に
後
方
羊
蹄
山
と
も
構
す
る
山
）
は
海
抜
六
千
四
百
尺
餘

の
立
派
な
園
錐
形
火
山
で
あ
つ
て
今
の
と
こ
ろ
で
は
大
部

分
は
天
然
林
に
蔽
は
れ
て
ゐ
て
函
館
札
幌
間
０
列
車
中
か

ら
眺
め
る
と
費
に
秀
麗
な
山
岳
で
あ
る
が
、
學
術
研
究
上

か
ら
言
つ
て
も
種
々
の
高
山
植
物
、
寒
帯
植
物
等
の
珍
ら

維
　
　
録
　
　
０
天
然
林
保
護
に
就
て

し
い
種
類
に
富
ん
で
あ
る
か
ら
天
然
の
ま
ゝ
を
成
る
べ
く

完
全
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
、
又
石
狩
嶽

の
畑
き
は
深
山
中
の
深
山
で
あ
多
幽
谷
中
の
幽
谷
で
あ
る

か
ら
何
時
ま
で
も
北
海
道
の
紳
秘
境
と
し
て
保
存
さ
れ
た

い
も
の
で
あ
る
。
又
釧
路
の
雌
阿
寒
嶽
、
雄
阿
寒
嶽
及
阿

寒
湖

一
帯
の
地
域
は
大
山
及
火
口
湖
の
面
白
い
標
本
で
あ

う
、
珍
奇
な
動
植
物
に
も
富
ん
で
ゐ
る
か
ら
附
近

一
帯
の

森
林
は
永
遠
に
保
存
す
る
こ
と
に
し
て
も
ら
ひ
た
い
も
の

で
あ
る
、
是
等
北
海
道
の
山
林
は
大
抵
國
有
林
で
あ
る
か

ら
政
府
の
方
針
さ
へ
定
ま
れ
ば
保
存
す
る
こ
と
は
わ
け
も

な
い
話
で
あ
る
。

東
北
第

一
の
紳
仙
境
た
る
十
和
田
湖
は
、
中
奪
寺
と
共

に
東
北
人
の
誇
ら
で
あ
り
、
國
土
の
至
贅
で
あ
る
か
ら
風

致
の
保
護
に
は
充
分
に
念
を
入
れ
、
殊
に
湖
時
の
森
林
は

大
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

槍
ケ
嶽
、
穂
高
山
、
梓
川
漢
流
附
近

一
帯
の
地
域
は
我

邦
に
於
け
る
造
化
の
最
大
傑
作
で
あ
る
か
ら
思
ひ
切
つ
た

大
Ｅ
域
を
Ｅ
劃
し
て
最
も
完
全
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ｏ
梁
楷
の
雪
中
山
水
が
二
十
萬
園
に
も
賣
れ
、
雪

舟
探
幽
光
琳
な
ど
の
傑
作
品
が
十
萬
園
以
上
に
も
債
す
る

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山
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雑
飼
一一鯛
銀
　
　
○
天
然
林
保
護
に
就
て

今
日
穂
高
の

一
峯
の
み
が
十
億
園
で
も
猫
ほ
廉
い
位
の
も

の
で
あ
る
、
尤
魂
風
景
を
金
に
換
算
し
て
債
値
を
説
い
た

う
す
る
こ
と
は
餘
♭
威
心
し
な
い
が
、
と
に
か
く
か
ヽ
る

貴
重
な
造
化
の
傑
作
品
を
傷
け
る
こ
と
は
、
法
隆
寺
の
壁

書
に
塁
を
塗
つ
た
よ
う
も
以
上
に
罪
悪
で
あ
る
、
然
る
に

近
年
上
河
内
附
近
の
森
林
が
大
分
伐
り
排
は
れ
て
少
な
か

ら
ず
美
槻
を
傷
け
ら
れ
た
の
は
道
憾
で
あ
る
、
今
後
は
何

虎
ま
で
も
耐
聖
穂
高
の
名
を
傷
け
な
い
や
う
に
根
本
的
に

保
護
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

加
賀
白
山
の
裏
山
即
ち
飛
騨
の
大
白
川
漢
谷
は
庭
女
林

の
耐
秘
的
な
美
槻
と
漢
流
の
清
列
奔
放
と
を
以
て
聞
え
て

ゐ
る
、
平
瀬
の
奥
地
獄
谷
に
至
る
延
長
五
六
里
の
漢
間
に

は
原
始
的
な
匂
が
漂
ふ
て
ゐ
る
。
日
本

一
の
大
瀑
布
自
水

の
瀧
は
責
に
比
難
の
上
流
に
あ
る
の
で
あ
る
、
彗
漢
も
あ

れ
ば
温
泉
も
あ
り
、
種
々
の
珍
奇
な
動
植
物
を
無
限
に
蔵

し
て
ゐ
る
、
白
山
が
高
山
植
物
の
豊
富
な
黙
で
自
馬
山
と

共
に
日
本
の
高
山
中
の
双
壁
で
あ
る
こ
と
は
諸
君
が
先
刻

御
承
知
の
事
責
で
あ
る
、
依
て
大
白
川
か

・
ら
白
山
へ
か
け

で
慶
大
な
絶
封
保
護
林
を
Ｅ
割
し
、
天
然
の
大
博
物
館
を

成
す
や
う
な
計
書
を
立
て
る
こ
と
は
極
め
て
必
要
で
あ
ら

う
と
思
ふ
。

立
山
中
腹
の
五
葉
坂
は
五
葉
の
松
の
老
木
が
最
も
著
し

く
稜
達
を
途
げ
、
喬
木
の
生
態
美
槻
と
し
て
は
殆
ん
ど
間

然
す
る
所
の
な
い
位
に
天
然
美
と
稜
揮
し
て
ゐ
る
、
大
和

の
山
上
嶽
爾
山
等
は
殆
ん
ど
絶
頂
ま
で
喬
木
が
立
派
に
繁

つ
て
ゐ
る
、
阿
波
の
剣
山
は
植
物
の
種
類
の
豊
富
を
以
て

聞
え
て
ゐ
る
が
中
腹
の
ブ
ナ
、
ケ
ヤ
キ
等
の
間
葉
樹
林
、山

頂
近
く
の
樅
の
天
然
林
は
費
に
美
槻
中
の
美
槻
で
あ
る
、

播
州
笠
形
山
は
標
高
性
か
三
千
尺
ば
か
り
の
小
山
岳
に
過

ぎ
な
い
が
山
麓
か
ら
中
腹
以
上
に
か
け
て
杉
、
樅
等
の
驚

く
べ
き
大
木
を
以
て
浦
た
さ
れ
て
ゐ
る
、
是
等
は
す
べ
て

山
岳
景
槻
を
作
る
所
の
大
切
な
森
林
で
あ
る
か
ら
何
れ
も

完
全
に
保
存
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
外
年
々
多
数

の
登
山
者
の
あ
る
や
う
な
名
山
は
山
腹
漢
谷
を
併
せ
て
其

森
林
は
出
家
得
る
限
り
保
存
方
法
を
講
じ
て
貰
ひ
た
い
ボ

で
あ
る
ｏ
叉
朝
鮮
に
於
て
も
金
剛
山
、
白
頭
山
等
に
は
大

Ｅ
域
の
保
護
林
を
設
け
て
風
致
の
美
を
保
存
す
る
と
同
時

に
朝
鮮
固
有
の
植
物
を
學
術
的
に
研
究
す
る
の
資
料
を
蓄

へ
た
い
も
の
で
あ
る
。
樺
太
の
寒
帯
椎
物
林
、
一量
満
の
熱

帯
植
物
林
も
同
様
の
目
的
を
以
て
成
る
べ
く
其
特
色
ヒ
磯

〈
ハ
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揮
し
た
美
林
を
残
し
て
置
く
必
要
が
あ
ら
５
。

以
上
述
べ
た
や
う
な
地
域
は
、
森
林
を
保
護
す
る
と
同

時
に
全
部
禁
猟
匡
と
し
て
鳥
戦
其
他
の
動
物
を
も
併
せ
て

保
護
す
る
が
い
ヽ
と
思
ふ
、
以
上
の
森
林
の
多
く
は
國
有

林
に
属
し
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
だ
ら
う
と
思
ふ
が
さ
う
で

な
い
も
の
は
國
庫
か
ら
支
出
し
て
全
部
買
牧
し
、
國
有
林

と
し
て
置
く
か
又
は
縣
の
所
有
と
す
る
の
方
法
を
講
ず
る

が
い
ゝ
と
思
ふ
。

叉
日
光
、
璽
原
、
妙
義
山
、
箱
根
、
奈
良
の
春
日
山
、

高
野
山
、吉
野
山
、比
叡
山
、京
都
東
山
、
嵐
山
、
宇
治
、
厳

島
、小
豆
島
の
寒
霞
漢
、島
原
の
温
泉
嶽
、
耶
馬
漢
等
の
如

き
面
積
が
廣
く
て
、
人
工
的
施
設
の
多
く
加
は
つ
た
土
地

は
ギ
風
致
の
保
護
に
就
て
は
専
門
家
の
研
究
を
侯
つ
て
最

善
の
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｏ
是
等
の
地
域
は

大
抵
風
致
保
安
林
に
編
入
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
さ
う
で
な
い

部
分
は
成
る
べ
く
早
く
國
有
に
す
る
な
り
、
又
は
縣
の
所

有
に
す
る
な
り
し
て
永
遠
に
保
護
策
を
講
ず
る
が
い
ゝ
ｏ

耐
祗
佛
寺
の
境
内
は
幸
に
し
て
今
日
ま
で
健
全
に
保
護

さ
れ
て
家
た
か
ら
、
到
る
所
に
美
し
い
鎮
守
の
森
や
、
ゆ

か
し
い
山
寺
な
ど
が
多
く
あ
つ
て
、
郷
土
の
風
致
上
、
又

地
方
の
風
教
上
に
も
大
な
る
数
果
を
興
へ
て
ゐ
る
こ
と
は

喜
ぶ
べ
き
乙
と
で
あ
る
が
、
近
年
無
謀
な
耐
祗
合
祀
築
働

の
篤
め
に
立
派
な
木
立
や
森
林
の
取
り
排
は
れ
た
も
の
が

少
く
な
い
ｃ
叉
祗
寺
の
境
内
に
し
て
國
有
林
に
属
し
て
ゐ

た
も
の
を
、
農
商
務
省
で
は
管
理
の
困
難
な
ど
い
ふ
理
由

か
ら
其
地
方
に
排
下
げ
、
排
下
げ
を
受
け
た
部
分
は
す
ぐ

に
伐
探
し
て
終
っ
た
と
い
ふ
や
う
な
結
果
、
地
方
の
風
致

を
荒
康
さ
せ
た
こ
と
も
随
分
彩
し
い
、
是
等
は
馬
政
者
の

大
な
る
過
失
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ｏ

一
地
方
の
風
致
上
大
切
次
山
林
原
野
等
は
、
地
方
自
治

圏
性
が
買
牧
し
て
風
致
保
安
林
と
す
る
の
も
良
い
で
あ
ら

う
。以

上
は
主
と
し
て
學
術
上
ｔ
風
数
上
、森
林
、其
他
の
天

然
物
保
護
の
必
要
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
水
源
の
涌
養

上
森
林
が
如
何
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
か
と
言
ふ
こ
と
も

諸
君
の
充
分
に
威
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
ヽ
思
ふ
。
螢
掘
し

得
べ
き
石
炭
の
埋
蔵
量
は
限
り
が
あ
る
、
今
後
百
年
も
す

れ
ば
我
邦
の
友
山
は
殆
ん
ど
蓋
き
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
と

い
ふ
乙
と
は
専
門
家
の
説
の
略

一
致
す
る
所
で
あ
る
が
、

そ
の
代
う
に
水
力
電
気
事
業
の
螢
達
は
搭
本
素
晴
ら
し
い

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

雑
　
　
鉄
　
　
○
天
然
林
保
護
に
就
て
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雑
　
　
録
　
　
〇
雛
鶴
峠

力
〇

進
歩
を
家
す

で
あ
ら

う
と
思
は
れ
る
、
幸
に
し

て
急
傾

斜
の
漢
流
に
富
ん
で
居
る
我
邦
は
、
水
電
事
業
の
獲
達
に

頗
る
適
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
水
源
の
涵
養
と
い
ふ
乙

と
は
殖
産
興
業
を
固
る
上
か
ら
言
つ
て
重
大
な
問
題
で
あ

る
。
急
斜
面
の
山
林
や
地
味
の
府
せ
た
山
林
を
濫
伐
す
る

時
は
共
同
復
は
容
易
で
な
い
、　
一
旦
豪
雨
に
で
も
洗
は
れ

や
う
も
の
な
ら
急
斜
面
の
伐
♭
跡
は
山
崩
れ
が
し
た
う
な

ど
し
て
、
崩
壊
の
部
分
は
次
第
に
接
が
う
、
再
び
元
の
森

林
を
見
る
こ
と
が
出
家
な
く
な
う
、
階
つ
て
豪
雨
の
際
に

下
流
の
蒙
る
損
害
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
の
み
で
な

く
、雨
の
上
ん
だ
後
は
急
に
水
量
が
威
じ
て
終
つ
て
、
水
田

の
灌
漑
に
も
水
力
電
気
等
の
事
業
に
も
少
な
か
ら
ず
不
便

を
威
ず
る
に
至
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
國
の
文
化
を
健
全
に
螢
達
さ
せ
る
に
就
て
、
天
然
の

保
護
と
い
ふ
乙
と
が
如
何
に
重
大
な
問
題
で
あ
る
か
と
い

ス
こ
と
は
以
上
述
べ
た
通
多
で
あ
る
か
ら
、
此
際
我
山
岳

會
に
於
て
も
何
と
か
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
ふ
、
會
員
中
か
ら
若
干
の
委
員
を
選
ん
で
具
鎧
的
の
方

法
を
研
究
し
政
府
に
建
議
し
て
、
先
づ
大
Ｅ
域
の
保
護
林

を
制
定
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
保
存
す
べ
き
は
保
存
し
、

植
林
す
べ
き
は
植
林
し
て
、
此
美
し
い
國
土
を
盆
≧
美
化

し
、
殖
産
興
業
上
に
も
國
家
百
年
の
大
計
を
定
め
る
と
同

時
に

一
般
の
民
衆
に
向
つ
て
天
然
美
に
封
す
る
鑑
賞
眼
を

開
い
て
や
多
、
天
然
保
護
の
必
要
を
知
ら
し
め
な
け
れ
ば

な
ら
緻
ｏ
天
然
を
征
服
す
る
ば
か
り
が
文
明
の
職
達
で
は

な
い
、
天
然
を
愛
護
す
る
と
い
ふ
精
神
を
失
は
な
い
や
う

に
し
な
け
れ
ば
決
し
て
立
派
な
文
化
を
築
き
上
げ
る
こ
と

は
出
家
な
い
。

國
土
の
美
化
は
一精
紳
的
新
文
明

建
設
の
根
本
策
で
あ

る
。
美
し
い
國
土
に
教
養
あ
う
人
格
の
あ
る
紳
士
淑
女
を

満
た
し
め
、
美
し
い
國
土
に
健
全
な
殖
産
興
業
を
螢
達
さ

せ
、美
し
い
國
土
に
偉
大
な
藝
術
を
産
ま
し
め
て
、美
し
い

國
土
に
美
し
い
祗
含
を
現
出
さ
せ
る
。
是
れ
が
吾
人
の
理

想
で
あ
る
。
（大
正
九
年

一
月
十
四
日
稿
了
　
古
家
賞
三
）

○
雛
　
鶴
　
峠

『
山
岳
』
第
十
三
年
第
三
琥
に
雁
ケ
腹
招
に
開
す
る
卑
考

を
掲
げ
た
時
、
鳥
類
に
ち
な
ん
だ
山
名
の
例
を
基
げ
た
が

其
の
中
に
雛
鶴
峠
も
鳥
に
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
引
用
し

た
の
は
（
六
七
頁
）ゝ

甚
ず
不
営
で
あ
る
こ
と
を
大
方
に
謝
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さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。賞
は
あ
の
原
稿
執
筆
後
、此
の
峠

の
名
は
鳥
に
関
係
の
な
い
こ
と
を
知
つ
た
の
で
あ
る
が
、

校
正
の
際
つ
ひ
そ
れ
を
訂
正
す
る
の
を
失
念
し
て
し
ま
つ

た
次
第
で
あ
る
。
其
の
後
再
度
雛
鶴
峠
附
近
に
旅
行
し
て

多
少
の
材
料
を
得
た
の
で
、
乙
ゝ
に
其
の
大
略
を
記
す
乙

ル
」
ゝ雛

村

の
一
に

ダ
ミ
峠
と
呼
び
、
昔
か
ら
秋
山
と
朝
日
曾
雌
と
の

交
通
路
で
あ
る
。

此
の
峠
は
丁
度
秋
山
村
と
盛
里
村
と
の
境
界
に
営
つ
て

居
る
の
だ
が
、
大
ダ
ミ
と
い
ふ
名
は
秋
山
で
も
盛
里
の
方

面
で
も
唱
ふ
る
の
で
、
其
の
意
義
は
、
私
の
推
測
で
は
、

次
の
如
き
も
の
か
と
思
ふ
。
即
ち
、
秋
山
と
盛
里
と
道
志

と
三
村
の
境
に
営
る
タ
ン
ノ
入
ソ
山

（
三
二
一
〇
米
）
か

ら
、
秋
山
と
盛
里
と
北
都
留
郡
の
大
原
村
と
の
境
の
檜
山

ぐ
ぬ
ぎ
ざ
す
　
　
　
　
　
ば
ん
ば

（無
生
野
に
て
の
構
呼
）
一
名
襟
指

（
朝
日
馬
場
に
て
の
稀

呼
）
と
い
ふ
高
距
九
八
二
米
の
峯

へ
績
く
山
脈
中
、
此
の

大
ダ
ミ
が

一
番
低
い
鞍
部
な
の
で
（海
抜
約
七
九
〇
米
）
、

最
初
は
大
ダ
フ
ミ
と
名
付
け
ら
れ
た
の
が
、
い
つ
か
訛
つ

大穣曾
そ
鶴 し

た雌し
JFF

０

む
　
せう
の　
　
　
　
　
も
り
さと

は
甲
州
南
都
留
郡
秋
山
村
の
無
生
野
か
ら
盛
里

に
越
え
る
坂
路
で
（陸
測
五
萬
上
野
原
固
幅
）、

て
大
ダ
ミ
と
な
つ
た
も
の
ら
し
い
。
此
の
タ
フ
ミ
と
い
ふ

名
詞
は
、
郡
内
及
郡
内
に
近
接
し
た
相
州
の
一
部
で
は
、

今
で
も
往
々
用
ひ
る
が
、
多
く
は
ト
ー
ミ
と
獲
言
す
る
様

で
あ
る
。

次
に
本
題
に
入
つ
て
雛
鶴
峠
な
る
名
程
に
つ
い
て
述
べ

る
が
、
乙
れ
は
雛
鶴
姫
な
る
女
性
が
通
過
し
た
と
い
ふ
惇

説
か
ら
起
つ
た
も
の
で
、
決
し
て
鶴
の
雛
鳥
に
は
縁
の
あ

る
も
の
で
は
な
い
。
『
甲
斐
國
志
』
窓
之
五
十
四
、
古
蹟
部

十
六
ノ．下
を
見
る
と
左
の
記
事
が
あ
る
ｏ

「
〔雛
鶴
姫
塚
〕

曾
雌
ヨ
ソ
秋
山

へ
越
ユ
／
山
路
フ
雛

鶴
峠
卜
云
フ
ダ．
綱
は
山
路
ノ
傍

二
古
塚
ア
リ
塚
上
二
小

梨
子
ノ
木
フ
植
ウ
土
人
相
俸

ヘ
フ
雛
鶴
姫
ノ
塚
卜
云
ノ

是
ヨ
リ
下
壼
町
許

二
又
古
塚
ア
リ
姫
ノ
徒
者
ノ
塚
ナ
リ

ト
云
ノ
然
ン
ト
モ
此
姫
ノ
何
人
夕
／
フ
詳
ニ
セ
ス
」

庭
で
、
盛
里
村
で
聞
質
す
虎
に
擦
る
と
、雛
鶴
姫
は
、護

良
親
王
が
、
建
武
二
年
七
月
二
十
三
日
に
鎌
倉
薬
師
堂
ケ

谷
の
土
牢
中
で
淵
野
邊
伊
賀
守
義
博
に
瀧
さ
れ
た
後
、
大

塔
宮
の
御
首
級
を
拾
ひ
取
り
此
地
に
携
へ
泰
つ
た
者
で
、

宮
の
頭
骸
骨
は
現
に
朝
日
馬
場
の
石
船
明
耐
に
祀
ら
れ
て

あ
つ
て
、
而
も
奮
暦
正
月
十
五
日
の
祭
濃
に
は
、
波
璃
函

雑
　
　
録
　
　
〇
雛
鶴
峠

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山
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雑
　
　
鉄
　
　
○
雛
鶴
峠

に
蔵
め
ら
れ
た
骸
骨
を
、
庶
人
に
濃
奔
を
許
す
と
い
ふ
乙

と
で
あ
る
。

大
塔
宮
の
御
最
後
は
『
太
平
記
』
に
見
え
る
記
事
以
外
に

は
大
し
て
擦
る
可
き
も
の
も
な
く
、
遠
く
は
『．鎌
倉
志
』
、

近
く
は
『
新
編
相
摸
國
風
土
記
稿
』
の
如
き
書
物
も
皆
太
季

記
を
引
用
し
て
居
る
が
、
そ
れ
に
は
、

「
淵
ノ
邊
伊
賀
守
、
薬
師
堂
ケ
谷
へ
馳
婦
テ
、
大
塔
宮

フ
刺
殺
シ
奉
ソ
ケ
″
二
、
御
眼
生
夕
／
人
ノ
如
シ
、
淵

ノ
邊
是
フ
見
テ
、
斯
様
ノ
首
フ
ハ
、
主
ニ
ハ
ミ
セ
ヌ
事

ソ
ト
フ
、
側
ノ
簸
ノ
中

ヘ
ソ
、
投
捨
テ
ヽ
、蹄
ソ
ケ
χ
、

理
智
光
院
ノ
長
老
、
力
ヽ
″
御
事
卜
、　
り
及
候
ト
テ
、

葬
濃
ノ
御
事
、
取
螢
給

ヘ
ソ
」

と
あ
る
。
そ
し
て
宮
の
屍
を
理
智
光
寺
の
住
職
が
埋
葬
し

た
其
跡

へ
は
石
塔
を
立
て
ヽ
あ
る
が
、
御
首
級
を
雛
鶴
姫

が
郡
内
の
山
中
に
携
行
た
事
柄
は
、
史
に
徴
す
る
に
由
な

い
の
で
あ
る
。

盛
里
村
方
面
は
、
私
の
研
究
Ｅ
域
外
で
あ
つ
た
篤
め
に

同
地
跛
渉
の
際
樽
説
や
奮
記
を

取
調
べ
る
時
間
を
都
合

す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
、
私
は
こ
れ
以
上
の
材

料
を
鷲
蹄
る
こ
と
を
得
な
か
つ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
が
、

行 獲 月 四 年 九 正 大

九

二

他
日
再
三
同
方
面
に
出
掛
け
る
豫
定
で
あ
る
か
ら
、
更
に

幾
分
か
多
く
の
材
料
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
ゝ
信
ず

る
。雛

鶴
姫
が
、
大
ダ
ミ
峠
を
通
過
し
た
と
い
ふ
樽
説
は
、

専
ら
盛
里
村
や
秋
山
村
で
唱
ふ
る
虎
で
あ
る
が
、
道
志
の

方
で
は
道
坂

に
雛
鶴
峠
の
名
が
あ
る
と
偉
ス
る
者
も
あ

る
。
そ
し
て
道
志
村
か
ら
道
坂
峠

へ
登
る
道
の
左
手
に
、

雛
鶴
姫
を
祀
つ
た
祠
が
あ
っ
て
、
其
の
側
の
澤
を
雛
鶴
様

の
澤
と
呼
ん
で
居
る
。

斯
ぐ
郡
内
の

一
地
方
で
、
雛
鶴
姫
を
云
々
す
る
以
上
、

何
か
其
の
博
説
の
原
と
な
る
可
き
事
責
の
存
在
し
な
い
と

も
限
ら
れ
な
い
し
、
萬

一
史
に
漏
れ
た
事
柄
を
物
語
る
も

の
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
甚
だ
以
て
興
味
あ
る
事
と
思
は
れ

る
。俄

に
雛
鶴
姫
が
鎌
倉
か
ら
此
地
に
落
ち
た
と
す
る
と
も

何
れ
の
道
に
よ
つ
た
で
あ
ら
う
か
？
　
若
し
も
鎌
倉
間
道

じ

や
う
　
を

と
し
て
・知
ら
る
ゝ
サ
ガ
ゼ
澤
通
り

（
叉
城
ケ
尾
峠
）
を
経

て
、
相
州
中
川
方
面
か
ら
、
道
志
の
耐
地
へ
出
た
も
の
と

す
れ
ば
、そ
こ
か
ら
道
坂
を
通
過
し
な
い
限
う
で
は
な
い
。

石
船
明
辞
の
祗
は
、
盛
里
村
の
馬
場
に
あ
つ
て
、
陸
測
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五
萬
に
村
役
場
の
記
統
の
あ
る
邊
で
あ
る
。
可
な
り
な
森

の
中
狂
鎮
座
す
る
融
は
、
批
麗
と
迄
は
行
か
な
い
が
、
村

の
鎮
守
と
し
て
恥
し
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
「
甲
菱
國
志
』

悠
之
七
十
二
、
紳
祗
部
第
十
七
下
に
、

「
〔石
船
明
隷
〕獅
村‐ｉ‐馬

本
村
産
神
十
ソ
祀
地
六
畝
二
十

歩
除
地
、
祭
濃
七
月
朔
日
云
々
」

と
あ
つ
て
、
祭
耐
を
記
さ
ず
、
二
つ
私
が
聞
い
た
祭
日
を

奮
暦

一
月
十
五
日
と
す
る
の
と
は
甚
し
く
異
つ
て
居
る
が

「
甲
斐
國
志
』
編
輯
の
時
代
と
現
今
と
は
祭
膿
目
を
異
に
す

る
も
の
と
見
え
る
。
同
書
に
よ
る
と
、
朝
日
に
は
正
月
十

五
日
に
祭
濃
の
あ
る
就
は
な
い
様
だ
が
、
本
之
十
八
、
村

里
部
十
六
上
に
左
の
如
き
記
事
を
見
る
の
で
、
関
係
の
有

無
は
別
と
し
て
、
兎
に
角
参
考
の
篤
め
に
抄
出
す
る
、

「
〇
朝

日
曾

雌

村

献
酔

戸
（
ジ
グ
ア
ン
ド
）

‘久
保

（
盛
里
村
）

一
高
百
石
四
斗

一
合

戸
百
式
拾
　
口
五
百
八
拾
六

期
献
雨
勧
拾
鳩

馬
三
拾
五

西
ハ
神
願
戸
原
大
季
ノ
山
足
、
馬
場
村
西
南

い
猿
燒
、

一
ノ
澤
、
中
ノ
澤
．
本
澤
等
ノ
山
峰
並
二
戸
澤
村
卜
界

シ
東
南

ハ
岩
殿
澤
ノ
峰
二
至
ソ
一ノ
道
志
卜
界
ン
東

が
大

ダ
ミ
峠
フ
限
ソ
秋
山
ノ
北
い
山
峯
績
キ
馬
場
卜
界
ス
古

雑
　
　
鉄
　
　
○
雛
鶴
峠

ハ
曾
雌
、
馬
場
、
典
細
、
井
倉
、
朝
日
小
澤
、
戸
澤
ゝ

玉
川
、
合
七
村
朝
日
郷
ノ
一
村

言
ノ
文
藤
愉
地
二
高
五

百
四
拾
五
石

一
斗
五
升
也
寛
文
輸
地
ノ
時
分
ン
テ
七
村

ト
ナ
ル
南
ノ
方
山
中
二
入
ル
コ
ト
五
町
許
道
志
ロ
ト
云

所
ア
リ
杉
ノ
大
木
ア
ソ
土
人
相
樽
フ
古
正
月
十
五
日
七

村
ノ
道
租
隷
祭
典
ノ
諄
幣
フ
集
メ
此
老
杉
ノ
下
二
埋
メ

ン
コ
ト
ア
ソ
夫
ョ
ソ
以
来
七
村

二
限
ソ
道
祀
耐
祭
祀
ノ

儀
ナ
ン
ト
何
ノ
故
ナ
／

ニ
カ
不
レ詳
武
川
筋

二
曾
雌
民

部
助
景
同
新
兵
衛
秀
定
卜
云
フ
者
ア
ソ
若
ン
ク
ハ
其
先

ハ
此
地
ョ
リ
出
テ
シ
ニ
ヤ
此
ヨ
ソ
東
シ
テ
雛
鶴
峠
ヲ
越

エ
フ
秋
山
村
無
生
野
へ
出
ゾ
此
間
山
路

一
里
八
町
」

簡
序
を
以
て
、
同
書
窓
之
三
十
六
山
川
部
十
六
中
に
所

載
の
、
大
ダ
ミ
峠
に
開
す
る
記
事
を
抄
出
し
て
、
此
稿
を

丁
る
こ
之
ゝ
す
る
。

「綺
上
此
ヨ
リ
戊
ノ
方
へ
峰
績
三
町
餘
ニ
シ
フ
雛
鶴
峠

二
至
／
一
二
大
ダ
ミ
峠
卜
云
フ
未
中

ハ
朝
日
曾
雌
二
屈

シ
ロ
向
船
卜
云
フ
丑
寅
´
秋
山
二
麗
ス
曾
雌
ヨ
ソ
秋
山

ノ
内
無
生
野
へ
越
ユ
χ
坂
路
ナ
リ
昇
降

一
里
八
町
、
西

坂
ノ
中
腹

二
古
塚
ア
リ
山
下
ニ
モ
亦
古
塚
ア
ソ
道
ノ
南

Ｏ
　
Ｏ
　
Ｇ

フ
大
ダ
ミ
原
卜
云
フ
此
地

ヨ
ソ
往
々
古
瓦
フ
出
ス
コ
ト
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行 獲 月 四 年 九 正 大

雑
　
　
録
　
　
○
初
冬
の
赤
城

れ
四

思
ひ
が
け
な
い
体
暇
を
得
た
の
で
、
少
し
時
候
遅
れ
で

は
あ
つ
た
が
赤
城

へ
登
つ
て
見
た
。
登
う
は
快
く
晴
れ
た

日
で
、
各
仕
度
に
身
を
堅
め
て
行
つ
た
私
は
汗
を
流
し
た

程
で
あ
つ
た
が
、
次
の
日
山
を
下
る
折
う
は
、
反
封
に
劇

し
い
霧
が
起
つ
て
、霙
の
降
る
寒
い
天
候
と
憂
つ
て
居
た
。

足
尾
線
の
浩
道
の
漢
は
、
水
乙
を
汚
に
て
居
る
が
、
秋

は
紅
葉
の
美
し
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
の
漢
の
右
岸
を
迂

曲
し
て
走
る
汽
車
の
窓
か
ら
、
折
々
赤
城
の
姿
が
行
手
に

見
え
て
居
た
が
、
や
が
て
そ
れ
も
間
近
く
寄
つ
て
木
る
山

に
隔
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

室
は
紺
碧
に
澄
み
渡
つ
て
、
雲
を
騒
か
す
風
も
な
い
。

水
沼
畔
へ
下
う
立
つ
た
私
は
、
小
春
日
和
の
曖
か
さ
に
上

氣
し
な
が
ら
、
暫
く
美
し
い
基
に
見
入
つ
て
し
ま
つ
た
。

瞬
前
の
料
理
屋
に
休
ん
で
書
飯
と
つ
か
つ
て
居
る
間
に

人
夫
を
周
旋
し
て
貰
ふ
。
暫
く
し
て
四
十
近
い
丈
は
高
い

が
物
ご
し
の
低
い
男
が
入
つ
て
家
た
。
御
案
内
致
し
ま
せ

う
と
云
ふ
。
此
の
男
に
僅
か
許
う
の
荷
を
背
負
は
せ
て
出

残
す
る
。
午
前
十

一
時
頃
で
あ
つ
た
。

す
ぐ
裏
の
漢
に
滑
ふ
た
小
征
を
登
つ
て
、
小
高
い
丘
陵

を

一
つ
越
す
と
、
右
の
方
か
ら
道
が
合
す
る
。
落
葉
が
散

(236)

ア
ソ
峠
ヨ
リ
戊
亥

へ
四
町
許

ニ
シ
フ
イ
ャ
キ
峠

二
至
″

是
曾
雌
ノ
支
村
大
手
ヨ
リ
秋
山
ノ
無
生
野
へ
越
ユ
／
坂

路
ナ
ソ
昇
降
壼
里
ｌ
峠

二
古
松
ア
ソ
崎
下

」

上
掲
の
文
中
イ
ヤ
キ
峠
と
あ
る
の
は
、
大
ダ
ミ
峠
東
側

の
中
途
か
ら
北
に
分
れ
て
、
イ
ヤ
グ
澤
と
い
ふ
に
滑
う
て

約
八
五
五
米
の
鞍
部
を
越
ゆ
る
も
の
で
、
陸
測
二
萬
の
国

（
秋
山
村
）に
は

一
部
分
示
し
て
あ
る
が
、
五
萬
の
国

（上

野
原
）
に
は
出
て
居
な
い
。
五
萬
の
国
に
鮎
線
を
以
て
記

し
て
あ
る
の
は
、楢
山
澤
に
つ
い
て
上
る
楢
山
峠
の
路
で
、

イ
ヤ
グ
峠
に
比
し
て
は
路
も
悪
く
、通
行
は
稀
だ
と
い
ふ
。

イ
ヤ
グ
峠
は
此
の
檜
山
騰
と
大
ダ
ミ
峠
と
の
略
中
央
を
過

ぎ
る
も
の
で
、
盛
里
の
大
手

（
土
地
で
は
オ
ホ
ダ
ヒ
ラ
と

言
は
ず
に
、
オ
ヒ
ダ
ヒ
ロ
と
言
つ
て
居
る
）

へ
の
通
常
交

通
路
で
あ
る
。
イ
ヤ
ゲ
に
あ
て
る
漢
字
は
不
明
で
あ
る
。

そ
し
て
ア
ク
セ
ン
ト
は
イ
に
あ
る
。
通
例
「
峠
」
と
い
ふ
字

を
附
け
ず
に
呼
パ
の
で
、
此
名
は
無
生
野
で
も
大
手
で
も

同
様
で
あ
る
。
（
武
田
久
吉
）

○
初
各
の
赤
城

】



為
敷
い
て
、
カ
ナ
コ
ン
と
歩
く
度
に
音
を
立
て
る
。
小
鳥

の
準
が
聞
く
者
の
心
に
秋
の
静
け
さ
を
味
は
せ
る
や
う
に

響
く
。
何
と
云
ふ
美
し
い
曖
か
い
晩
秋
の
日
で
あ
ら

，
ｏ

私
は
長
い
問
新
ラ
云
ふ
美
し
い
晩
秋
の
日
の
あ
る
の
を
忘

れ
て
居
た
の
だ
っ

道
端
に
は
枝
も
た
わ
ゝ
に
賞
つ
た
柿
の
本
が
幾
本
も
あ

っ
た
。
赤
い
賞
は
熟
れ
て
落
ち
て
畑
も
美
し
く
色
ど
ら
れ

て
居
る
（二
鳥
も
馬
鹿
で

な
い
と
見
え
て
澁
い
柿
は
喰
は

ね
え
」
と
男
は
云
ひ
乍
ら
私
の
方
を
見
返
っ
て
笑
つ
た
。

ナ
タ
を
起
し
た
参
畑
の
間
に
鶉
や
テ
ク
マ
が
鳴
き
乍
ら
飛

び
廻
つ
て
居
た
。

右
手
に
小
漢
を
見
乍
ら
牛
時
間
も
行
く
と

一
の
鳥
居
に

な
た
。
赤
城
は
鳥
居
を
越
し
て
高
く
響
え
て
居
る
。
正
面

に
黒
槍
が
最
も
高
く
見
え
、
左
右
の
斜
面
が
な
だ
ら
か
な

裾

へ
績

い
て
行
く
。
此
庭
の
あ
た
う
か
ら
見
る
と
仲
々
に

大
き
い
。

ま
た
同
じ
様
な
丘
陵
の
道
と
牛
時
許
多
歩
い
て
行
く
と

新
開
と
云
ふ
村
を
低
く
見
下
ろ
す
山
の
中
腹
に
出
る
。
南

に
開
け
た
暖
か
さ
う
な

土
地
で
あ
る
が
、
「
此
庭
の
奴
は

皆
悪
い
奴
だ
」
と
人
夫
は
云
つ
た
。
快
い
日
の
光
は
杢

一

杯
に
温
れ
て
、
額
に
は
汗
が
浸
み
出
て
家
る
程
で
あ
る
。

や
が
て
道
は
針
葉
樹
の
生
ひ
茂
っ
た
森
の
中
へ
と
入
つ
て

行
く
。

二
の
鳥
居
≧
過
ぎ
て
、
漢
川
を
右
に
波
う
越
す
ほ
と
う

に
は
樵
夫
が
五
六
人
居
て
、
直
雀
五
尺
も
ぁ
ぅ
そ
う
な
杉

の
大
木
を
挽
い
て
居
た
。
木
の
香
の
高
い
鋸
く
ず
が
、
其

庭
ら
に
堆
く
積
つ
て
居
た
。
や
が
て
ま
た
道
は
限
界
の
展

け
た
高
地
に
出
て
、
再
び
森
の
中
に
入
つ
て
行
く
。
Ｚ
形

の
峠
路
は
そ
乙
か
ら
始
ま
る
。

新
ら
し
く
編
ん
だ
大
き
な
竹
籠
を
背
負
つ
た
十
二
三
人

の
一
除
が
先
き
へ
歩
い
て
行
く
の
に
出
會
ふ
、
子
供
も
交

つ
て
ゐ
る
。
大
沼
で
切
り
出
す
氷
の
貯
蔵
に
使
ふ
木
葉
掻

き
に
行
く
人
夫
達
だ
そ
う
で
あ
る
。
籠
の
申
に
は
ど
れ
も

米
の
袋
と
蒲
国
と
が
括
多
付
け
て
あ
つ
た
。
「
今
朝
は
水

沼
か
ら
鐵
索
工
事
の
人
夫
が
七
十
人
も
登
つ
た
か
ら
、
山

は
賑
か
な
事
で
せ
う
」
と
云
つ
た
、
あ
の
茶
屋
の
主
婦
の

言
葉
が
想
び
出
さ
れ
た
ｏ

二
つ
許
う
道
を
横
切
つ
て
流
れ
落
ち
て
行
く
漢
川
を
越

し
た
。
木
々
の
構
は
葉
が
散
う
落
ち
て
露
は
な
態
を
し
て

居
る
が
、
道
は
御
蔭
で
大
憂
明
る
い
。
凛
つ
た
木
葉
を
踏

雑
　
　
録
　
　
○
初
冬
の
赤
城

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

九
二
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雑
　
　
錐
　
　
○
初
冬
の
赤
城

み
付
け
て
、
劇
し
い
岩
角
を
避
け
乍
ら
登
つ
て
居
る
と
，

曖
か
い
日
光
は
背
に
落
ち
て
、
初
各
と
は
思

へ
ｎ
長
閑
な

感
じ
が
涌
い
て
来
る
。
勢
の
な
い
駒
鳥
の
難
が

一
度
聞
え

た
き
い
、
小
鳥
の
難
も
稀
れ
で
ぁ
る
。
只
小
春
日
和
の
氣

持
ち
よ
い
杢
氣
が
、
シ
ー
ン
と
吾
も
な
く
流
れ
て
居
る
許

り
で
あ
る
。

振
り
返
る
と
始
め
て
高
く
家
た
事
が
分
つ
た
。
遠
く
開

′束
の
平
野
が
右
手
に
見
透
か
さ
れ
る
し
、
水
沼
の
近
く
の

丘
陵
、
道
々
の
村
な
ど
も
小
さ
く
見
え
モ
居
た
。
道
は
ぢ

き
天
耐
峠
の
頂
上
に
１１１
る
。
水
沼
を
出
て
か
ら
三
時
間
年

を
費
し
て
居
る
。

峠
の
頂
に
立
つ
て
、
西
も
東
も
明
る
く
開
け
た
眺
め
の

中
に
暫
く
疲
れ
た
足
を
体
め
た
。
眸
を
廻
ら
し
て
大
沼
の

方
を
見
る
と
、
木
の
葉
散
う
落
ち
た
露
は
な
樹
林
、
自
樺

の
木
立
ち
等
の
間
に
、
鏡
の
様
に
澄
ん
だ
水
の
色
が
見
す

か
さ
れ
る
。
霜
枯
れ
た
草
の
間
に
具
白
な
雲
の
溜
つ
た
所

も
見
え
る
。
港
い
そ
れ
等
の
景
色
の
中
に
赤
城
紳
祗
の
杉

の
森
だ
け
が
、
コ
ン
モ
リ
と
線
に
疑
つ
て
ゐ
る
。

〓

宿
の
下
駄
ヒ
突
か
け
た
ま
ゝ
、
耐
祗
の
裏
か
ら
大
沼
の

行 獲 月 四 年 九 二 大

力
六

畔
に
出
て
見
た
。
遠
く
近
く
湖
を
目
む
外
輪
山
の
色
も
、

焦
げ
た
様
な
霜
枯
色
に
夕
日
が
落
ち
て
、
冷
た
く
淋
し
い

静
か
な
波

一
つ
な
い
湖
の
面
は
、
そ
の
山
々
の
姿
を
倒
に
、

天
一騨
山
の
長
い
影
を
離
し
た
ま
ゝ
、
夕
日
の
た
ゆ
た
ふ
色

を
も
映
し
て
居
る
。
小
鳥
の
難
が
時
々
淋
し
く
聞
え
、
遠

い
林
の
中
で
人
夫
達
の
叫
ぶ
薄
が
静
か
に
体
つ
て
家
る
。

息
が
自
く
見
え
る
程
に
冷
た
い
。
永
面
か
ら
起
つ
た
需
は

い
つ
か
白
樺
や

ハ
ン
バ
ミ
の
総
を
包
ん
で
、
夕
陽
に
紅
き

黒
檎
の
二
つ
の
頭
を
残
し
た
ま
ゝ
、
四
邊
を
黄
昏
の
淋
し

さ
の
中
に
沈
め
て
し
ま
つ
て
居
た
。
白
い
樹
皮
の
経
う
付

い
た
自
樺
の
大
い
幹
に
近
寄
つ
て
見
る
と
、
そ
乙
も
乙
ゝ

も
雨
に
緻
れ
た
か
の
様
に
し
つ
と
う
と
燥
つ
て
居
た
。

そ
の
夜
は
美
し
い
月
の
光
が
、
立
ち
軍
め
た
さ
霧
を
透

し
て
山
々
の
上
に
水
の
様
に
流
れ
た
。
そ
の
薄
青

い
光
の

中
に
自
樺
の
本
立
が
浮
き
だ
し
て
見
え
た
う
、
境
界
の
な

い
水
の
光
が
補
を
す
か
し
て
、
朧
銀
の
面
の
様
に
見
え
た

う
し
た
ｏ
乙
み
あ
げ
て
来
る
興
趣
に
堪
え
か
ね
て
、
私
は

一

人
寒
さ
に
頭
る
へ
乍
ら
宿
か
ら
出
て
、
湖
の
ほ
と
う
に
歩

い
て
行
つ
た
。
月
明
に
ほ
の
青
い
夜
霧
を
軍
め
た
、
し
つ
と

う
滉
つ
て
居
る
冷
た
い
静
か
な
塞
氣
が
私
の
胸
に
浸
み
て

(238)



末
た
。
寒
さ
の
篤
め
と
も
、
嬉
し
さ
の
篤
め
と
も
つ
か
緻

身
顛
る
ひ
が
、
身
般
中
を
動
か
し
て
止
哉
ｎ
。
足
は
い
つ

か
天
耐
峠
の
方

へ
と
辿
つ
て
居
た
。
山
々
は
た
ゞ
薄
黒
い

間
の
塊
う
と
見
え
、
基
に
流
れ
る
月
の
光
が
さ
霧
に
透
か

せ
る
あ
た
り
を
青
ひ

紗

に
包
み
込
ん
で
居
る
。
斯
ん
な

美
し
い
静
寂
の
夜
、
斯
ん
な
り‐‐‐‥
重
な
戚
情
の
昂
奮
が
，
私

の

一
生
の
旅
の
中
に
ま
た
と
家
會
す
こ
と
が
あ
る
だ
ら
う

か
。
山
々
の
霊
が
何
も
の
か
を
私
の
心
に
囁
き
腰
け
て
居

た
。
そ
れ
は
此
の
世
の
最
も
偉
大
な
人
の
言
葉
以
上
の
言

葉
で
、
私
の
張
う
つ
め
た
威
覺
に
物
語
つ
て
居
る
の
で
あ

つ
た
。
私
は
た
ゞ
一
つ
の
「
威
じ
」
そ
の
も
の
に
過
ぎ
な
い

か
の
様
に
、
祗
會
も
自
分
も
忘
れ
て
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
世

界
の
中
に
醇
ひ
し
れ
て
居
た
。
膚
ま
で
ヾ
っ
し
よ
う
と
燥

つ
て
私
は
宿
に
鯖
り
付

い
た
。

三

窓
を
す
か
し
て
月
に
明
る
い
戸
外
を
見
て
居
る
と
、
科

祀
の
杉
の
木
立
ち
に
具
赤
な

火
の
玉
が

一
つ
飛
ん
で
泰

た
、
氣
に
な
る
の
で
、
そ
の
清
え
込
ん
だ
あ
た
り
を
見
つ

め
て
居
る
と
、
ま
た

一
つ
流
れ
る
様
に
飛
ん
で
木
て
清
え

る
。
闇
を
蹟
め
て
居
た
眼
の
疲
れ
の
馬
め
か
と
思
ひ
乍
見

て
居
る
と
、
ま
た

一
つ
具
赤
な
の
が
乙
ん
も
う
し
た
槍
ゆ

中
に
浦
え
込
ん
で
行
く
。
妙
な
氣
持
ち
が
涌
い
て
来
る
。

首
を
出
し
て
、
飛
ん
で
家
た
方
を
辿
つ
て
見
る
と
、
そ
乙

に
宿
の
湯
殿
の
煙
突
が
冴
え
ノ
ヽ
と
月
の
光
を
浴
び
乍
ら

立
つ
て
居
た
。

夜
明
け
近
く
夢
と
も
う
つ
ゝ
と
も
な
く
、
軒
を
叩
い
て

通
る
時
雨
の
音
を
聞
７い
た
が
、
何
時
か
自
ら
ノ
ヽ
と
明
け

た
朝
に
な
つ
て
限
が
醒
め
る
と
、
障
子
の
表
に
は
霧
の
さ

わ
る
氣
配
が
す
る
。
氣
に
な
る
の
で
手
と
延
し
て
障
子
と

一
枚
開
け
て
見
る
と
、
昨
夜
の
月
の
美
し
さ
に
も
似
ぬ
時

雨
基
で
、
重
々
し
い
雲
は
冷
た
い
色
を
し
て
垂
れ
乙
め
‘

木
て
居
た
。
黒
槍
の
肩
に
立
つ
て
、
雪
に
光
る
武
算
の
雄

姿
を
眺
め
や
う
と
思
つ
て
、
今
朝
を
楽
し
み
に
し
て
居
た

が
、
之
れ
で
は
駄
目
ら
し
い
ｏ

澁
川

へ
下
る
こ
と
は
と
め
ら
れ
る
ま
ゝ
に
止
め
て
、
前

橋

へ
下
る
こ
と
に
し
て
、
宿
で
貰
っ
た
油
紙
を
背
に
、
時

雨
の
降

，
止
ん
だ
間
を
見
て
出
螢
し
た
ｏ
雨
に
ゆ
る
ん
だ

霜
溶
け
道
の
滑
べ
る
の
を
杖
に
支
へ
乍
ら
、
天
棘
山
の
裾

を
大
沼
の
岸
に
添
ス
て
、
落
葉
の
香
う
の
中
を
冷
た
い
室

氣
に
頭

へ
な
が
ら
歩
い
て
行
つ
た
。
自
樺
の
構
に
ま
？
は

維
　
　
議
　
　
○
初
冬
の
赤
城

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

力
お
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行 稜 月 四 年 九 正 大

雑
　
　
録
　
　
〇
初
冬
の
赤
城

う
付

い
て
は
、
ま
た
流
れ
て
行
く
濃
い
霧
の
音
と
も
思
は

れ
ｎ
微
か
な
囁
き
が
、
高
山
の
幽
遠
な
寂
漠
な
威
じ
と
樽

へ
て
木
る
。
礫
の
露
は
な
精
か
ら
垂
れ
る
霧
の
疑
結
し
た

玉
は
、
私
の
帽
子
や
背
に
淋
し
い
音
を
た
て
る
の
で
あ
つ

た
。右

に
右
に
と
道
を
登
つ
て
行
く
と
、
自
樺
の
大
木
が
そ

乙
乙
ゝ
に
淋
し
く
霧
の
中
に
浮
ぶ
、
淋
し
い
草
原
の
傾
斜

地
に
出
る
。
右
も
左
も
前
も
後
も
僅
か
の
距
離
の
向
ス

は
霧
の
幕
に
包
ま
れ
て
、
夏
の
美
し
い
長
閑
か
な
新
坂
不

の
趣
は
ま
る
で
失
せ
て
、
荒
家
た
る
高
原
の
恐
ろ
し
い
風

貌
と
憂
つ
て
し
ま
つ
て
居
る
。
右
に
右
に
と
道
を
辿
つ
て

行
く
に
連
れ
、
霧
の
飛
ぶ
の
が
劇
し
く
な
つ
て
家
た
り
時

に
は
冷
た
い
霧
が
息
を
も
凍
ら
せ
る
や
う
に
吹
き
捲
つ
て

来
た
。
背
の
油
紙
が
パ
タ
ノ
ヽ
と
あ
ほ
ぅ
か
へ
る
、
進
む

に
も
お
づ
ム
ヽ
と
し
て
、
や
ゝ
も
す
る
と
吹
き
つ
の
る
霧

風
に
立
ち
止
ま
つ
て
し
ま
つ
た
。
呼
吸
が
追
つ
て
泰
る
様

な
胸
苦
し
さ
を
も
感
じ
た
。
然
し
風
と
霧
は
盆
々
盛
ん
に

な
る
許
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
新
坂
の
峠
の
上
に
立
つ
た
時

に
は
思
は
ず
と
あ
る
窪
地
に
逃
げ
込
ん
で
終
つ
た
程
の
猛

烈
さ
で
あ
つ
た
。
恐
ろ
し
い
自
然
の
憂
化
に
ふ
る
え
あ
が

つ
た
心
臓
が
高

い
鼓
動
を
打
つ
て
居
た
。
冷
た
い
細
か
い

水
が
身
の
周
う
に
び
つ
し
よ
う
と
操
り
付
い
て
、
寒
さ
が

厚
く
包
ん
だ
膚
に
ヒ
シ
ノ
ヽ
迫
つ
て
来
る
。
暫
く
の
間
私

は
そ
乙
に
身
を
屈
め
て
息
を
体
め
、
胸
の
動
氣
を
鎮
め
ｔ

居
た
。
眼
を
あ
げ
る
と
具
白
な
風
が
岩
の
角
、
草
の
根
に

吼
え
乍
ら
走
う
過
ぎ
て
行
つ
た
。

身
装
ひ
を
直
し
て
、
思
ひ
切
つ
て
再
び
新
坂
の
頭

へ
と

走
う
出
た
。
雨
の
耳
の
傍
で
霧
が
劇
し
く
吼
え
る
。
帽
子

は
幾
度
も
さ
ら
は
れ
そ
う
に
な
る
。
頭
を
下
げ
て
顔
を
そ

む
け
て
も
息
は
苦
し
く
な
り
、
胸
の
中
ま
で
冷
た
く
凍
つ

て
し
ま
ひ
さ
う
に
思
は
れ
る
。
走
れ
ば
走
る
程
霧
の
篤
め

に
押
し
か
へ
さ
れ
る
様
に
威
じ
た
ｏ
然
し
も
う
ぢ
き
だ
と

思
つ
て
走
ダ
績
け
て
行
つ
た
。
眼
の
前
に
具
白
な
世
界
が

展
け
た
。
道
は
急
に
劇
し
い
下
う
と
な
つ
て
、
私
は
突
き

落
さ
れ
る
様
に
、
そ
の
底
ま
で
落
ち
る
や
う
な
勢
で
走
ウ

下
つ
て
行
つ
た
。
だ
ん
ノ
ヽ
霧
が
薄
ら
い
で
家
る
。
風
も

営
ら
な
く
な
つ
て
来
た
。
そ
う
し
て
何
時
か
林
に
と
出
て

し
ま
つ
て
居
た
。
私
は
冷
た
い
汗
に
竣
み
れ
た
額
を
拭
き

乍
ら
、
漢
川
の
ほ
と
う
に
足
を
体
め
た
。
峠
の
頂
の
方
で

騒
げ
霧
や
風
の
音
が
ま
だ
聞
え
る
様
に
思
へ
た
。
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箕
輪
の
村
あ
た
多
か
ら
、
兎
角
限
界
を
遮
つ
て
淋
し
い

世
界
の
中
に
私
を
閉
ぢ
込
め
て
ゐ
た
霧
が
、
幾
分
か
霧
れ

て
行
つ
た
。
し
つ
と
う
と
燥
つ
た
松
の
美
し
い
霜
枯
の
高

原
に
は
、
ま
だ
二
三
匹
の
牛
が
見
え
た
ら
し
た
。
あ
る
地

難
で
は
、
浅
間
や
榛
名
の
姿
が
霧
の
間
に
僅
か
の
間
現
れ

た
の
を
見
た
。
道
は
何
庭
ま
で
も
美
し
い
松
林
の
中
を
縫

つ
て
、
な
だ
ら
か
に
下
つ
て
行
く
。
林
の
奥
の
方
で
キ
ヤ

ツ
ノ
ヽ
と
笑
ふ
人
の
尊
が
す
る
の
に
驚
い
た
こ
と
も
あ
つ

た
。
暫
く
行
く
と
松
林
の
中
に
、
子
を
連
れ
た
牝
牛
の
傍

に
柿
を
喰
べ
て
居
る
少
女
達
を
見
出
し
た
。
牛
も
も
う
山

を
下
る
頃
で
あ
る
。

三
里
牛
も
下
つ
た
頃
、
松
林
に
面
し
て

一
軒
の
茶
屋
が

あ
つ
た
。
暫
く
休
息
し
乍
ら
婆
さ
ん
の
話
す
此
虜
ら
あ
た

り
の
山
の
話
に
耳
を
傾
け
る
。
荷
を
背
負
つ
た
馬
が
二
三

匹
山
の
方
に
登
つ
て
行
く
。
前
橋
ま
で
は
も
う
二
時
間
も

あ
れ
ば
行
き
着
け
る
だ
ら
う
。

再
び
松
の
美
し
い
高
原
を
足
に
ま
か
せ
て
、
四
邊
を
眺

め
乍
ら
下
う
て
行
っ
た
。
鳥
も
囁
か
な
け
れ
ば
漢
の
詈
も

し
な

い
。
自
分
で
踏
ん
で
行
く
落
葉
の
音
が
カ
サ
コ
ン
と

淋
し
い
音
を
た
て
る
。
何
時
か
ま
た
自
分
の
淋
し
い
獣
想

に
耽
つ
て
、
足
下
も
忘
れ
勝
ち
に
な
つ
て
行
く
。
私
は
山

に
獣
想
す
る
篤
め
に
家
る
の
だ
。
淋
し
い
自
分
の
思
想
の

中
に
、
周
国
の
煩
瑣
に
惜
哉
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
安
心
し

て
も
ぐ
り
込
む
篤
め
に
山
に
家
る
の
だ
。
淋
し
さ
を
求
め

苦
し
さ
を
求
め
て
山
に
な
る
の
だ
。
そ
乙
に
自
分
の
満
足

が
あ
る
。
月
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
往
き
か
ス
年

も
亦
族
人
な
り
」
と
奥
の
細
道
の
冒
頭
に
云
ひ
出
し
た
著

者
の
思
想
が
、
云
ひ
古
る
さ
れ
た
な
う
に
政
た
貴
ぐ
新
ち

し
く
思
ひ
返
さ
れ
て
ホ
る
。
自
分
の
一
生
も
斯
う
し
た
族

の
や
う
に
あ
は
た
ゞ
し
く
、
或
は
美
し
く
な
つ
か
し
く
過

さ
れ
て
行
く
の
か
。
私
の
道
は
前
に
あ
る
。

一
生
の
道
程

も
前
に
あ
る
。
そ
う
思
ふ
と

一
つ
の
石

一
つ
の
草
も
ゆ
る

が
せ
に
見
過
せ
な
い
愛
惜
が
残
る
。

小
暮
の
村
近
く
家
た
道
の
ほ
と
う
、
美
し
く
生
へ
そ
ろ

う
た
赤
松
の
林
の
中
で
、
私
は
哉
た
疲
れ
ユ
・捉
を
な
げ
出

し
て
し
ま
つ
た
。
松
林
の
奥
の
線
の
色
を
透
し
て
明
る
い

開
葉
樹
の
林
が
長
く
道
に
浩
ふ
て
見
え
て
居
た
。
如
何
に

も
美
し
い
色
の
封
照
に
知
ら
ず
知
ら
ず
道
を
そ
れ
て
林
深

く
入
り
込
ん
で
、
途
々
そ
乙
に
暫
く
の
間
腰
を
下
ろ
し
て

書
の
食
事
を
取
る
こ
と
に
定
め
て
し
ま
つ
た
。
左
手
の
方
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雑
　
　
録
　
　
○
墜
見
ケ
嶽
な
る
名
種
に
就
て

に
は
遠
く
低
く
開
墾
さ
れ
た
畑
な
ど
も
見
え
て
居
た
。
人

家
が
近
く
に
あ
る
と
見
え
て
、
小
供
の
歌
ふ
唱
歌
の
群
が

小
さ
く
聞
え
て
家
た
。
赤
↑
熟
し
た
柿
の
皮
を
剥
い
て
居

る
と
、

二
獲
許

，
何
虎
か
遠
く
で
打
つ
た
ら
し
い
鐵
砲

の
音
が
響
い
て
来
た
。

（大
正
七
年
十

一
月
十
七
日
中
村

直
男
）

○
朧
見
ケ
嶽
な
る
名
栴
に
就
て

信
州
上
伊
那
郡
を
貫
流
す
る
三
峰
川
の
上
流
に
合
流
す

る
荒
川
の

一
支
流
南
荒
川
の
源
に
饗
立
し
、
駿
州
安
倍
郡

に
跨
が
る
荒
川
嶽
に
は
、
赤
石
ノ
間
ノ
嶽
と
い
ふ
名
の
外

に
、
囃
見
ケ
嶽
な
る
名
稽
の
あ
る
こ
と
は
、
衆
知
の
事
責

で
あ
る
。
虎
で
荒
川
岳
と
い
ふ
名
は
、
荒
川
の
頭
に
在
る

山
の
稗
呼
と
し
て
相
應
い
け
れ
ど
も
、
只
同
じ
山
脈
中
で

更
に
南
に
あ
る
荒
川
岳
、
即
ち
悪
澤
ミ
魚
無
河
内
、
西
河

内
と
紛
ら
は
し
い
が
馬
め
に
、
堕
見
と
い
ふ
他
に
類
の
な

い
名
稀
の
方
が
、
近
頃
は
大
分
用
ひ
ら
る
ゝ
傾
向
が
あ
る

様
に
思
は
れ
る
。
中
に
は
、
上
伊
那
方
面
で
前
荒
川
と
呼

ぶ

一
峰
に
、
前
堕
見
な
る
名
を
附
し
た
ら
と
さ
へ
提
議
す

る
人
も
あ
る
そ
う
だ
が
、
若
し
を
う
な
る
と
．
北
荒
川
岳

も
つ
い
で
に
北
璽
見
と
改
名
さ
せ
た
く
も
思
は
れ
る
位
で

あ

る

。
此
の
山
は
私
達
に
は
荒
川
岳
と
い
ふ
名
で
詳
細
に
紹
介

さ
れ
た
の
と
（『
山
岳
』
第
四
年
第
三
琥
）
、
堕
見
ケ
嶽
な
る

名
稗
が
、
其
の
後
に
至
つ
て
獲
行
さ
れ
た
地
国
に
現
れ
た

の
と
で
、
私
達
は
荒
川
岳
と
聞
く
と
直
に
所
謂
璽
見
を
連

想
し
、
又
同
じ
様
な
理
由
か
ら
悪
澤
、
魚
無
河
内
等
の
名

稗
を
、
荒
川
の
東
岳
と
か
、
中
岳
と
か
い
ふ
様
な
ハ
何
と

な
く
廻
う
く
ど
い
名
稗
よ
”
も
、
親
み
深
く
威
ず
る
の
は

無
理
な
こ
と
で
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
。

頃
日
在
飯
田
の
含
員
前
澤
政
雄
氏
が
訪
問
さ
れ
て
、
其

の
折
私
は
赤
石
山
脈
の
山
々
に
つ
い
て
種
々
と
同
氏
の
研

究
談
を
葬
聴
す
る
の
光
業
を
有
し
た
が
、
同
氏
の
調
査
に

よ
る
と
、
堕
見
ケ
嶽
な
る
名
稗
は
決
し
て
近
年
の
製
造
に

係
る
も
の
で
は
な
く
て
、
鹿
璽
方
面
で
は
古
木
存
在
し
た

も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
同
氏
の
御
説
を
紹
介
す
る

と
、
私
の
聞
き
違
ひ
や
覺
え
違
ひ
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
先
づ
大
腱
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

大
鹿
村
の
偉
説
に
よ
る
と
、
昔
々
其
昔
健
御
名
方
ノ命

が
此
の
地
通
御
の
硼
、
鹿
堕
の
谷
（
即
ち
地
国
の
堕
川
）で

一
〇
〇

行 螢 月 四 年 九 正 大

(1242)



監
を
見
ら
れ
た
と
い
ム
の
で
、
鹿
菫
の
谷
の
頭
に
あ
る
山

故
に
、
之
に
堕
見
ケ
岳
な
る
名
稀
を
、
後
家
附
す
る
に
至

つ
た
の
だ
と
い
ふ
。
此
の
樽
説
は
軍
に
口
碑
で
あ
る
の
だ

か
、そ
れ
と
も
左
様
な
奮
記
で
も
あ
る
の
か
、私
は
生
悟
記

憶
し
て
居
な
い
が
、
そ
の
何
れ
に
し
た
虎
で
、
之
を

一
笑

に
附
し
去
る
に
は
及
ぶ
域
い
と
考
へ
る
。
鹿
塵
の
谷
に
堕

の
存
在
を
誰
か
ゞ
賓
見
し
た
れ
ば
乙
そ
、
此
の
谷
に
は
鹿

堕
を
初
め
と
し
て
堕
に
縁
の
あ
る
地
名
が
大
分
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
願
を
見
た
谷
の
頭
に
あ
る
山
故
に
、

之
を
堕
見
ケ
岳
と
呼
パ
の
は
、
あ
な
が
ち
無
理
で
は
あ
る

ま

い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
よ
い
と
し
た
虎
で
、
鹿
菫
本
谷
の
頭
に
あ
た
る

嶽
は
ど
れ
か
と
い
ふ
と
、
私
は
ど
う
稽

へ
て
も
地
国
の
本

谷
山
と
し
か
思
へ
な
い
の
で
あ
る
。
鹿
堕
の
谷
か
ら
本
谷

山
は
見
え
て
も
、
荒
川
岳
が
見
え
な
い
乙
と
は
、
地
日
を

一
見
し
て
も
想
像
が
つ
く
し
、
叉
快
晴
の
日
に
荒
川
岳
の

頂
上
か
ら
西
を
眺
め
て
、
鹿
堕
の
谷
を
下
蹴
し
得
な
か
つ

た
私
自
身
の
経
験
に
徴
し
て
も
明
で
あ
る
ｃ
勿
論
鹿
堕
の

谷
を
上
り
つ
め
て
、
本
谷
山
に
達
し
て
、
其
庭
か
ら
東
を

望
め
ば
、
つ
い
鼻
の
先
に
荒
川
岳
が
仰
が
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
疑
を
挟
む
の
餘
地
は
な
い
。
さ
れ
ば
と
言
つ
て
、

椴
令
尾
根
績
３
だ
と
は
い
へ
、
中
俣
の
深
い
谷
を
距
て
ヽ

特
立
す
る
荒
川
岳
を
本
谷
山
の
最
高
鮎
と
呼
ぶ
乙
と
は
、

餘
う
に
非
常
識
な
や
う
方
で
、
此
の
二
座
の
山
は
、
ど
う

し
て
も
、
別
の
山
と
認
め
る
よ
う
外
に
道
は
な
い
の
で
あ

る
。前

澤
氏
の
御
話
以
外
に
、
同

一
の
問
題
に
開
し
て
、
私

は
筒

一
説
を
耳
に
し
て
居
る
。
そ
れ
は
、大
鹿
村
で
山
岳
通

を
以
て
名
あ
る
猟
師
の
前
澤
某
を
案
内
と
し
て
、
赤
石
山

脈
を
跛
渉
さ
れ
た
含
員
越
智
工
學
士
の
御
話
を
承
る
と
、

此
の
猿
師
の
説
で
は
、
昔
は
鹿
堕
の
谷
に
は
堕
は
存
在
し

な
か
つ
た
の
だ
が
、
土
人
が
堕
を
得
ん
乙
と
を
切
望
し
た

の
で
、
弘
法
大
師
が
荒
川
岳

へ
登
う
、
山
載
か
ら
海
を
蹴

て
、
其
の
堕
を
鹿
堕
の
谷
に
呼
ん
だ
の
で
、
山
名
を
寝
見

と
呼
ぶ
の
だ
と
い
ふ
乙
と
だ
が
、
此
の
猟
師
は
兎
角
話
を

面
白
く
捜
造
す
る
の
に
妙
を
得
て
居
る
か
ら
、　
一
説
と
し

て
考
慮
を
費
す
の
債
値
に
つ
い
て
は
疑
問
だ
と
越
智
氏
が

附
言
さ
れ
た
の
と
、
又
事
賞
如
何
に
も
附
會
の
嫌
が
あ
る

の
と
で
、
私
は
こ
の
説
に
は
左
祖
し
難
い
の
で
あ
る
。
私

は
弘
法
大
師
の
様
な
、
超
人
間
的
の
偉
人
に
、
海
か
ら
堕

雑
　
　
録
　
　
○
堕
見
ケ
嶽
な
る
名
種
に
就
て
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雑
　
　
餞
　
　
○
地
形
固
に
就
て

行 螢 月 四 年 九 正 大

一　
０
二

○
地
形
国
に
就
て

（
こ

典

へ
ら
れ
た
る
場
所
の
地
形
を
、
成
る
可
く
適
営
な

る
記
琥
を
用
ひ
て
表
し
た
る
日
を
地
形
日
と
云
ふ
。

０
地
形
国
に
開
す
る
種
々
の
雑
威
ヒ
書
か
う
と
考

へ
た

が
、
其
初
め
に
、
地
形
国
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
云
ふ
、

定
義
が
入
用
な
の
で
、
二
三
調
べ
て
見
た
が
，
思
は
し
い

事
が
書
い
て
あ
る
の
は
見
営
ら
な
い
か
ら
、
自
分
に
も
氣

に
入
ら
な
い
位
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
乙
ん
な
定
義
を
掲

げ
る
事
に
し
た
。

○
地
形
国
と
云
ふ
か
ら
は
、
同
で
な
く
て
は
な
ら
漁
、
固

と
給
と
は
違
ふ
。
雛
形
と
は
勿
論
違
ふ
、
そ
れ
故
盛
上
地

団
（「
ン
リ
ー
フ
マ
ツ
プ
」
）
は
無
論
地
形
国
で
は
な
い
。

○
地
形
固
は
地
形
が
表
は
さ
れ
て
居
れ
ば
よ
い
の
だ
、
そ

れ
故
地
質
日
は
地
形
日
に
利
用
す
る
事
は
出
木
る
と
し
て

も
、
地
形
日
そ
の
も
の
で
な
い
事
は
勿
論
だ
ｏ

Ｏ
た
ヽ
地
形
が
表
は
さ
れ
で
居
て
も
、
場
所
が
分
明
で
な

い
以
上
は
、
唯
偶
然
の
国
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
地
形
岡
と

は
云
へ
な
い
、
そ
れ
を

「
典
へ
ら
れ
た
る
場
所
」
と
云
ふ

文
句
で
説
明
し
て
居
る
つ
も
う
だ
、
其
故
、
重
要
な
る
地

を
呼
ぶ
等
と
い
ス
奇
蹟
が
断
じ
て
出
来
な
い
と
ま
で
極
言

は
し
な
い
が
、
鹿
堕
の
谷
に
は
信
杢
海
が
生
れ
た
賓
亀
五

年
（
西
暦
七
七
四
年
）以
前
か
ら
、
食
璽
の
存
在
し
た
事
は

科
學
的
に
證
明
出
木
る
と
思
ふ
の
と
、
．叉
弘
法
大
師
が
鹿

堕
に
遊
化
し
た
り
、
荒
川
岳
に
登
つ
た
と
い
ふ
立
派
な
證

擦
を
、
未
だ
手
に
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
、）

以
上
の
記
事
を
煎
じ
つ
め
て
見
る
と
、
荒
川
岳
に
堕
見

と
い
ふ
名
を
興
へ
た
理
由
と
し
て
提
供
さ
れ
た
説
は
、
今

の
と
こ
ろ
甚
だ
薄
蒻
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
健
御
名
方

命
云
々
の
回
碑
は
、
堕
見
ケ
岳
な
る
名
は
荒
川
岳
の
異
構

で
は
な
く
て
、
却
つ
て
本
谷
山
の
正
名
と
で
も
し
て
使
用

す
る
方
が
適
切
か
と
さ
へ
思
は
せ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
現

今
堕
見
と
呼
ば
れ
る
山
岳
は
、
他
に
な
い
の
で
、
此
の
名

が
荒
川
岳
の

一
異
稗
で
あ
る
こ
と
に
就
い
て
は
議
論
の
餘

地
が
な
い
。
夫
故
に
、
若
し
荒
川
と

い
ふ
名
は
他
の
も
の

と
混
雑
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
使
用
し
な
い
乙
と
に
す
れ

ば
、
勢
ひ
堕
見
の
名
ヒ
探
る
の
外
仕
方
は
な
い
が
、
此
の

名
は
更
に

一
段
の
詮
議
ケ
・要
す
ス
様
に
思
は
れ
る
の
で
あ

る
。
（
武
田
久
吉
）
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名
が
ｎ
け
て
居
た
り
、
又
は
誤
つ
て
居
て
は
、
勿
論
地
形

国
と
し
て
債
値
が
減
つ
て
木
る
。

○
人
に
よ
つ
て
は
、
地
形
国
は
、
地
形
の
正
し
い
事
を
要

求
す
べ
き
事
は
勿
論
で
は
あ
る
が
、
地
名
迄
や
か
ま
し
く

云
ふ
に
は
営
ら
な
い
と
云
ふ
説
を
立
て
ら
れ
る
様
だ
、

一

應
も
つ
と
も
と
申
し
た
い
が
、
自
分
は
不
賛
成
だ
、
極
端

な
場
合
を
考

へ
て
、
少
し
も
地
名
を
記
さ
な
い
地
形
国
が

あ
る
と
し
て
、
何
庭
の
国
か
分
ら
緻
時
に
、
そ
の
国
が
何

の
用
に
立
つ
で
あ
ら
う
か
、
又
如
何
し
て
其
国
の
正
し
い

か
否
か
を
剣
断
が
出
木
る
で
あ
ら

，
か
、
地
形
日
の
描
き

方
の
標
本
と
し
て
は
使
ひ
得
る
と
し
て
も
、
地
形
固
と
し

て
の
債
値
は
零
で
は
あ
る
ま
い
か
。

○
叉
例

へ
ば
日
光
山
の
地
形
国
に
、
富
士
山
の
国
幅
で
あ

る
と
誤
記
さ
れ
て
居
た
時
に
、
如
何
に
よ
く
出
木
て
居
た

と
し
て
も
、
全
然
富
士
山
の
地
形
に
は
似
て
居
な
´
の
故

富
士
山
の
地
形
固
と
し
て
は
零
の
債
値
で
あ
る
し
、
地
名

ヒ
訂
正
し
な
い
以
上
は
、
唯
悪
戯
書
で
あ
る
と
思
ふ
よ
う

他
無

い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

○
此
地
名
の
駐
に
就
て
、
現
行
の
地
形
固
―
―
と
稀
し
て

居
る
も
の
―
―
の
殆
全
部
は
、
甚
し
く
其
債
値
を
割
引
さ

れ
る
事
を
ま
ｎ
か
れ
難
い
様
に
思
ス
、
普
通
に
行
は
れ
て

居
る
、
地
形
固
中
、
最
も
良
い
品
で
も
あ
う
、
又
信
用
も
ぁ

る
、
陸
地
測
量
部
獲
行
の
地
形
固
＝
＝
普
通
此
固
を
参
謀

本
部
の
地
国
と
云
つ
て
、
地
質
調
査
所
曇
行
の
も
の
を
農

商
務
省
の
地
日
と
云
ふ
様
だ
が
、
自
分
は
此
名
は
不
営
だ

と
思
ふ
、
所
管
の
省
の
名
ヒ
冠
す
る
流
儀
に
し
て
陸
軍
省

の
地
日
と
農
商
務
省
の
地
国
と
云
ス
た
な
ら
ば
、
ま
だ
し

も
で
は
あ
る
が
、
前
者
を
陸
地
測
量
部
の
、
後
者
を
地
質

調
査
所
の
と
云
ふ
て
、
責
任
の
あ
る
庭
を
明
に
し
た
方
が

よ
い
と
思
ふ
＝
―
に
於
て
さ
へ
、
地
名
に
不
営
の
識
が
多

い
事
は
、
折
々
の
「
山
岳
」
に
あ
る
非
難
を
集
め
て
見
る
と

随
分
な
分
量
に
な
る
事
で
も
推
定
が
出
来
る
と
思
ス
、
其

他
の
国
は
ま
づ
誤
の
多
い
織
で
は
、
其
上
を
越
し
て
居
る

と
云
て
、
差
支
は
な
い
様
だ
。

○
然
し
種
々
の
場
合
に
、
地
形
日
の
地
名
に
封
し
て
出
る

苦
情
は
、
必
し
喘
全
部
地
形
国
の
方
で
負
ふ
べ
き
も
の
で

は
無
い
ら
し
い
、
例

へ
ば

一
つ
の
土
地
に
多
く
の
地
名
が

あ
る
場
合
―
―
山
や
澤
に
は
方
面
を
異
に
す
る
と
別
の
名

稗
で
呼
ば
れ
る
の
が
多
い
か
ら
―

に
は
、
其
全
部
を
表

す
わ
け
に
は
行
く
ま
い
か
ら
＝
＝
責
際
の
例
と
し
て
地
形

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山
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○
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て
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結
　
　
鎌
　
　
０
地
形
国
に
就
て

国
の
上
に
二
つ
の
名
を
基
げ
て
あ
る
の
が
あ
る
、
自
分
は

そ
れ
は
大
し
て
必
要
だ
と
思
は
な
い
―
＝
何
か
基
準
名
を

定
め
て
書
く
よ
う
他
は
な
い
、
其
場
合
に
特
別
な
る
方
面

か
ら
出
る
苦
情
は
、
苦
情
を
云
ス
人
の
調
べ
が
不
充
分
な

篤
に
起
る
の
で
あ
る
と
断
じ
得
べ
き
も
の
で
、
苦
情
を
云

ふ
方
が
悪
い
事
に
な
る
わ
け
だ
。

○
此
基
準
名
を
定
め
る
事
に
就
て
は
、
ど
う
し
て
も
苦
情

の
出
る
事
を
覺
悟
し
て
か
ヽ
ら
ね
ば
な
ら
ね
、
而
し
て
一

度
定
め
た
ら
、
出
来
る
だ
け
の
手
を
つ
く
し
て
別
名
を
臓

さ
せ
て
―

後
の
人
の
参
考
の
篤
に
何
か
記
録
に
残
留
さ

せ
る
事
は
必
要
だ
が
―
―
其
名
だ
け
を
通
す
様
に
す
る
方

が
よ
か
ら
う
、
非
常
な
有
力
な
苦
情
が
出
て
、　
一
度
定
め

た
の
と
又
改
め
る
と
な
る
と
大
昴
だ
か
ら
、
最
初
に
充
分

調
べ
て
、
充
分
の
方
針
を
ユ
て
か
ゝ
ら
ね
ば
な
ら

，
事
は

勿
論
で
あ
る
、
現
在
陸
地
測
量
部
で
や
つ
て
居
る
様
な
鷲

笏
岳
移
韓
事
件

一
流
の
乱
暴
な
定
め
方
で
は
、
悪
い
事
勿

論
だ
。

Ｏ
記
読
の
二
字
の
内
に
は
縮
尺
の
事
を
も
合
ん
で
居
る
氣

だ
、
此
縮
尺
の
事
は
仲
々
問
題
で
、
成
る
べ
く
適
営
な
る

と
云
ふ
、
苦
し
い
語
を
用
ひ
た
理
由
の

一
つ
は
此
締
に
在

る
の
だ
、
と
云
ス
の
は
地
球
儀
の
様
な
球
面
の
上
に
書
く

な
ら
、
■
だ
適
営
な
工
夫
も
つ
く
で
あ
ら
う
が
、
不
面
の

上
に
現
す
事
に
な
る
と
、
大
憂
乙
ま
る
事
が
出
泰
る
。

○
陸
地
測
量
部
機
行
の
二
十
萬
分

一
地
形
日
は
、
横
は
経

度
の
一
度
を
界
と
し
縦
は
緯
度
の
四
十
分
を
以
て
切
て
あ

る
、
此
内
経
線

一
度
の
長
さ
は
各
経
度
に
就
て
製
る
事
は

な
い
が
、緯
線

一
度
の
長
さ
は
緯
度
が
憂
る
と
違
ス
の
で
、

緯
度
が
檎
す
と
小
さ
く
な
る
の
だ
か
ら
、
厳
密
に
云
へ
ば

地
形
国
は
北
ギ
球
の
で
北
を
上
に
し
て
居
る
も
の
で
は
上

が
狭
く
な
つ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
口
、
こ
の
事
は

一
枚
に

就
て
は

一
向
分
ら
漁
が
、
北
海
道
の
地
形
団
と
、
一量
彎
の

地
形
国
と
で
は
、
同
じ
締
尺
に
封
し
て
、
横
幅
が
大
分
違

ス
事
か
ら
考

へ
る
と
、
賞
際
に
左
様
な
つ
て
居
る
も
の
と

も
思
は
れ
る
か
ら
、
差
支
へ
な
い
で
は
あ
る
哉
い
か
と
云

ス
人
も
あ
る
様
だ
が
、
そ
れ
が
い
け
な
い
の
だ
。

○
若
し
地
形
固
が
上
縮
み
の
梯
形
れ
な
つ
て
居
る
と
し
た

ら
、
四
隅
の
角
は
直
角
で
な
い
事
に
な
る
、
然
る
に
緯
線

と
経
線
と
は
そ
の
定
義
に
よ
る
と
、
直
角
に
交
つ
て
居
る

も
の
で
あ
る
事
は
明
白
だ
―

曲
線
の
交
つ
て
な
す
角
は

其
交
鮎
に
於
て
雨
曲
線
に
喘
た
切
線
の
交
つ
て
な
す
角
で

一
〇
四
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測
る
の
だ
―

そ
れ
故
四
隅
の
角
が
直
角
で
な

い
と
云
ふ

事
は
不
営
だ
と
云
ふ
事
に
な
る
。

○
語
を
憂

へ
て
云
ス
と
、
地
国
の
左
下
の
角
の
土
地
に
立

つ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
下
の
線
は
東
の
方
角
を
指
す
も
の

で
、
左
側
の
線
は
北
の
方
角
を
指
す
事
に
な
る
の
だ
か
ら

此
両
方
向
の
間
の
角
が
直
角
で
な
く
て
は
い
け
な
い
事
か

ら
考

へ
て
、
此
虜
の
角
が
銑
角
で
あ
る
事
は
不
都
合
な
事

は
明
ら
か
だ
。

○
横
道

へ
入
る
が
、
こ
の
方
角
と
云
ふ
考

へ
は
、
割
合
に

正
し
い
智
識
を
持
て
居
な

い
人
が
多
い
様
だ
、
小
學
枚
あ

た
う
で
は

「
日
の
出
る
方
を
東
と
云
ふ
」
と
云
た
風
な
事

を
教

へ
る
と
云
ふ
話
を
さ
い
た
が
、
怪
し
か
ら
え
話
だ
、

毎
朝
日
の
出
を
見
て
、
日
の
上
る
方
角
を
少
し
注
意
し
て

居
る
小
供
が
あ
つ
た
ら
、
東
と
云
ス
方
角
は
毎
日
違
ス
も

の
で
あ
ら
う
と
思
ひ
込
む
に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
馬
鹿
げ

た
話
が
あ
る
も
ん
か
、
若
し
乙
ん
な
事
が
教
科
書
に
書

い

て
あ
つ
て
、
文
部
省
で
そ
れ
を
認
可
し
て
居
る
な
ら
、
文

部
省
は
國
民
に
誤
認
を
教

へ
る
の
を
目
的
と
す
る
と
云
は

な
け
れ
ば
な
る
曖
い
。

〇

一
つ
の
場
所
と
地
球
の
同
韓
軸
と
は

一
つ
の
平
面
を
定

雑
　
　
鉄
　
　
○
地
形
日

に
就

て

め
る
、
其
不
面
と
地
球
と
の
交
り
を
其
場
所
の
子
午
線
と

云
て
、
其
面
を
子
午
線
面
と
云
ス
、
其
場
所
に
於
て
地
球

に
切
す
る
不
面
と
、
子
午
線
面
と
の
交
う
の
直
線
は
即
ち

南
北
の
線
で
あ
る
、
地
球
の
切
平
面
上
に
於
て
、
其
場
所

か
ら
、
南
北
線
に
引
た
垂
線
が
東
西
線
な
の
で
あ
る
、
即

ち
方
位
は
、
地
球
の
切
不
面
上
に
あ
る
の
で
、
地
球
面
に

固
着
し
て
居
る
の
で
は
な
い
。

○
「
ビ
ア
リ
ー
」
氏
の
北
極
に
達
し
た
折
の
記
述
の
中
に
、

「
其
所
に
於
て
は
た
ゞ
南
の
み
存
し
、
東
西
北
の
三
方
位

を
鋏
く
」
と
云
ス
様
な
文
句
が
あ
つ
た
様
だ
―
―
―
乙
れ
は

共
折
に
日
本
の
或
新
聞
に
の
つ
て
居
た
研
課
文
に
就
て
兄

た
の
だ
が
、欧
洲
戦
争
で
使
は
れ
た
タ
ン
タ
の
事
を
、最
初

の
内
ほ
鐵
桶
と
課
し
て
記
事
を
の
せ
て
居
た
位
の
、
乱
暴

千
萬
な
醜
諄
振
う
だ
か
ら
、
原
記
載
に
は
式
は
乙
ん
な
意

味
は
無
い
の
か
も
知
れ
な
い
―
―
が
、
極
は
地
球
の
廻
幹

軸
上
に
在
る
の
だ
か
ら
、
其
所
で
は
子
午
線
面
は
不
定
で

あ
つ
て
、
従
て
方
位
と
云
ふ
考
へ
は
全
然
成
立
し
な
い
場

所
に
な
る
、
此
南
の
み
存
し
の
語
は
恐
ら
く
、
方
位
が
地

面
に
固
着
し
て
居
る
様
な
間
違
つ
た
考

へ
が
、
外
国
の
教

科
書
に
で
も
あ
つ
て
、
そ
の
誤
を
記
憶
し
て
居
た
篤
に
出

一
〇
二
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雑
　
　
録
　
　
Ｏ
地
形
日
に
就
て
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末
て
居
る
の
故
決
し
て
正
し
い
地
形
同
で
は
あ
う
得
な
い

の
だ
。

○
此
経
線
が
緯
線
に
直
角
で
あ
る
べ
く
且
互
に
平
行
で
は

あ
う
得
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
、
互
に
矛
盾
し
た
條
件
は
、
球

面
の
も
の
を
平
面
に
引
直
し
た
無
理
か
ら
出
た
も
の
故
、

到
着
適
確
に
解
決
す
る
方
法
は
な
い
の
だ
、
そ
れ
故
成
る

べ
く
適
営
い
や
む
し
ろ
不
適
営
の
程
度
の
成
る
べ
く
少
な

い
方
針
を
と
る
よ
う
他
は
無
く
な
る
わ
け
だ
。

○
其
他
地
面
に
凸
凹
が
あ
る
の
を
手
面
の
上
に
あ
ら
は
す

馬
の
記
続
＝
＝
水
準
線

（「
コ
ン
ト
″
ラ
イ
ン
」
）
ケ
一使
ふ

か
、
ハ
ッ
チ
ン
グ
と
か

ボ
カ
ン
と
か
を
使
ふ
か
、
又
は
影

を
つ
け
る
と
か
云
ふ
方
法
の
事
を
指
す
の
だ
＝
＝＝
も
元
木

無
理
な
仕
事
故
成
る
べ
く
の
四
字
が
要
る
、
或
定
め
ら
れ

た
方
向
か
ら
光
が
木
る
と
し
て
そ
の
陰
影
で
高
低
を
現
す

方
法
は
、
掌
ろ
精
に
な
る
の
で
、
地
形
固
と
し
て
は
Ｆ
目

分
は
宜
し
く
な
い
と
思
ふ
、
水
準
線
法
と

ハ
ッ
チ
ン
グ
と

は
共
に
悪
い
庭
は
あ
る
が
、
そ
れ
の
少
な
い
水
準
法
が
よ

ろ
し
い
で
あ
ら
う
、
其
高
距
幾
米
毎
に
引
く
べ
き
か
は
よ

ほ
ど
考
へ
ね
ば
な
ら
ｎ
鮎
で
あ
る
と
思
ふ
。

〇
地
表
に
あ
る
人
工
物
や
、
植
物
等
は
、
地
形
に
は
関
係

家
た
珍
句
な
の
で
あ
ら

，
ｏ

Ｏ
つ
い
で
に
述
べ
る
が
、
此
地
球
へ
の
切
平
面
は
其
場
所

に
於
け
る
地
平
面
と
云
ふ
の
で
水
不
面
も
之
と
同
じ
な
の

で
あ
ら
う
、
例
の
文
部
省
検
定
済
の
日
本
の
中
學
程
度
の

物
理
學
の
教
科
書
に
、
水
手
面
は
重
力
の
方
向
に
垂
直
な

面
だ
と
出
て
居
る
、或
場
所
に
於
け
る
重
力
の
方
向
は
、極

地
以
外
で
は
地
球
の
切
平
面

へ
の
垂
線
に
な
つ
て
居
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
之
で
は
食
違
つ
て
来
る
事
に
な
る
が
、

そ
れ
は
後
に
「
ゼ
オ
イ
ド
」
の
事
を
書
く
時
に
説
く
事
と
し

や
う
、
然
し
水
平
面
は
水
の
表
面
の
事
だ
と
書
て
あ
る
本

が
あ
れ
ば
そ
れ
は
間
違
で
あ
る
事
は
勿
論
だ
、
静
止
し
て

居
る
水
の
表
面
は
潮
汐
の
関
係
が
無
い
時
は
、
重
力
方
向

に
垂
直
な
面
即
水
平
面
に
は
な
つ
て
居
る
で
あ
ら
う
が
、

そ
れ
を
水
平
面
の
定
義
と
は
申
せ
な
い
、

一
般
定
義
と
云

ふ
も
の
は

…
…
、
い
や
あ
ん
曖
う
横
道
へ
入
る
か
ら
此
邊

で
本
文
に
戻
る
事
と
し
や
う
。

○
海
国
に
於
て
は
経
線
と
緯
線
と
は
直
角
に
交
つ
て
は
居

る
が
、
一
般
経
線
は
雨
極
に
於
て
各
経
線
が
交
る
も
の
故
、

そ
れ
が
平
行
し
て
居
る
事
も
賞
際
で
は
な
い
、
全
艦
海
固

は
地
球
表
と
園
筒
面
に
改
造
し
た
も
の
と
云
ふ
考
へ
か
ら
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が
無
い
と
も
云
ひ
得
や
う
が
、
地
形
日
は
理
論
的
の
も
の

で
は
な
く
て
、
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
故
「
其
存

在
を
書
か
ね
ば
な
ら
緻
事
勿
論
で
、
そ
れ
等
の
記
琥
も
よ

ほ
ど
工
夫
を
要
す
る
わ
け
だ
。

○
叉
川
と
か
道
と
か
云
ふ
も
の
は
正
し
い
縮
尺
に
す
る
と

書
け
な
く
な
る
事
が
あ
る
か
ら
―

例

へ
ば
幅
五
米
の
道

を
二
十
萬
分
の

一
の
国
に
書
く
と
四
十
分
の

一
粍
の
線
に

な
つ
て
，
何
と
も
分
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
う
様
な
も
の
だ

―
―
特
別
な
記
琥
を
要
す
る
と
云
ふ
様
な
事
も
あ
る
。

○
そ
れ
等
の
考
へ
を
引
く
る
め
て
ヽ
最
・初
に
暴
げ
た
定
義

を
作
つ
た
わ
け
で
あ
る
、
而
し
て
こ
れ
だ
け
の
考

へ
を
基

に
し
て
、
現
行
の
地
形
固
に
就
て
、
此
次
に
は
非
難
や
ら

辮
護
や
ら
の
．
獨
相
撲
を
と
つ
て
見
る
事
に
し
や
う

（
嗣

出
）

（
梅
澤
親
光
）

〇
二

合

牛

坂

東
京
市
中
や
近
郊
か
ら
望
め
る
主
要
な
山
岳
に
つ
い
て

は
、́
本
誌
第
八
年
第
二
琥
に
中
村
清
太
郎
氏
が

一
と
纏
に

し
て
掲
げ
ら
れ
て
以
来
、
こ
れ
が
導
火
線
と
な
つ
て
か
、

望
岳
に
熱
中
す
る
人
も
大
分
出
て
来
た
様
だ
が
、
其
の
前

後
か
ら
し
て
同
じ
趣
味
の
深
い
同
人
間
の
研
究
も
織
々
歩

武
を
進
め
て
。
第
九
年
第

一
琥
に
は
本
暮
氏
の
筆
に
な
る

庭
の
大
井
川
奥
の
山
々
の
ス
ケ
ッ
チ
が
掲
げ
ら
れ
る
し
、

第
十
年
第

一
琥
に
は
赤
笏
皇
か
ら
の
大
展
望
国
が
窓
頭
を

飾
り
、
第
十

一
年
の
第
二
琥
に
は
苗
場
山
の
獲
見
と
い
ふ

驚
く
可
き
報
告
が
、
鈴
木
牧
之
を
し
て
地
下
に
驚
喜
せ
し

む
る
と
い
ふ
庭
迄
進
ん
で
木
た
が
、
是
等
敷
年
に
亘
る
研

究
の
結
果
は
第
十

一
年
第
三
琥
に
取
纏
め
ら
れ
て

『
東
京

市
内
所
望
山
岳
高
度
表
』
と
し
て
稜
表
さ
れ
て
あ
る
。
此

の
国
の
説
明
に
は
二
〇
〇
〇
米
以
上
の
山
岳
六
十
三
座
を

摯
げ
、
二
つ
各
山
峯
の
眺
望
地
を
も
併
記
し
て
あ
る
の
は

吾
々
望
岳
を
無
上
の
楽
と
す
る
輩
に
は
定
に
有
難
い
次
第

で
あ
る
。

木
暮
氏
の
表
に
よ
つ
て
見
る
と
、
市
の
東
部
で
は
深
川

の
八
幡
か
ら
、
郊
外
を
北
へ
廻
つ
て
田
端
、
赤
物
の
蔓
、

西
は
目
黒
の
行
人
坂
か
ら
西
南
高
輸
の
御
殿
山
や
池
上
の

如
き
槻
望
皇
を
初
め
と
し
て
、
市
内
各
地
展
望
墓
を
記
し

て
あ
る
が
、此
庭
に
標
題
を
掲
げ
た
二
合
年
坂
も
、俄
令

一

流
の
望
岳
地
で
な
い
に
せ
よ
、
歴
史
的
に
叉
趣
味
の
上
か

ら
言
て
、
市
中
の
観
望
墓
の
一
と
し
て
永
遠
に
記
録
し
て

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

雑
　
　
録
　
　
〇
二
合
争
坂

一
０
通
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雑
　
　
録
　
　
〇
二
合
牛
坂

置
き
度
い
地
の

一
つ
で
あ
る
。

二
合
年
坂
な
る
名
は
、
江
戸
見
坂
と
か
聖
坂
と
言
つ
た

様
な
、
江
戸
子
で
な
く
と
ヽ
少
く
も
東
京
在
住
の
人
の
、

必
ず
知
つ
て
居
る
程
に
有
名
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し

東
郷
坂
（奮
名
法
眼
坂
）な
ど
の
様
に
近
年
出
来
た
名
稗
で

は
毛
頭
な
い
ｃ

一
寸
手
元
に
あ
る
国
書
を
績
げ
て
見
る
と

享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
年
）出
版
の
『
江
戸
砂
子
』
（
悠

一
、

二
十

一
葉
）
に
も
「
〇
二
合
牛
坂
　
も
ち
の
木
坂
の
並
び
北

の
方
に
あ
り
」
と
出
て
居
る
し
、
寛
政
二
年

（
一
七
四
九

年
）
に
開
板
の
『
再
版
培
補
江
戸
線
鹿
子
一
（窓
ノ‐‐、
八
葉
）

に
も

「
〇
二
合
牛
坂
　
△
元
飯
田
町
上
戸
田
肥
前
守
殿
御

屋
し
き
下
通
う
」
と
あ
る
（此
庭
た
引
用
す
る
江
戸
線
鹿
子

は
其
題
名
の
如
く
再
版
の
も
の
で
、
初
版
は
本
書
の
凡
例

に
よ
る
と
元
藤
三
年
即
ち
西
暦

一
六
九
〇
年
に
刊
行
さ
れ

た
も
の
と
い
ス
か
ら
、
若
し
同

一
の
記
事
が
初
版
に
も
載

て
居
る
も
の
と
す
る
と
、
「
江
戸
砂
子
」
よ
う
も
古
い
記
録

の

一
つ
で
あ
る
）。
庭
で

以
上
の
雨
書
よ
う
も
ず
つ
と
古

く
、
延
賓
八
年
正
月
（
一
六
八
〇
年
）に
出
版
の

「
江
戸
方

角
安
見
国
」
を
播
く
に
、
此
頃
に
は
未
だ
中
坂
は
開
難
さ

れ
な
か
つ
た
と
見
え
て
記
し
て
な
い
が
、九
段
坂
、
モ
チ
ノ

木
坂
、
二
合
年
坂
は
、
名
は
明
記
し
て
な
い
が
明
に
掲
載

し
て
あ
る
。
只
モ
チ
ノ
本
坂
の
北
寄
の
地
に
漠
然
と
　
此

邊
も
ち
の
本
」
と
あ
る
が
、
そ
の
「
本
」
は
「
木
」
の
誤
で
あ

る
こ
と
推
定
す
る
に
難
く
な
い
。
此
の
団
ば
惜
し
い
事
に

は
坂
は
記
琥
だ
け
で
、
組
の
國
坂
、
屏
風
坂
、
上
瑠
璃
坂
、

永
坂
の
如
き
二
三
を
除

い
て
は
、
殆
ん
ど
稀
呼
を
記
し
て

な
い
。
尤
も
其
の
頃
は
坂
に
は

一
々
名
稗
が
無
か
つ
た
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
断
定
す
る
に
は
多
く
の
古
書

や
古
日
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
差
営
う
そ
の
詮

難
に
は
手
を
著
け
な
い
事
に
し
て
置
く
。

明
治
少
し
以
前
出
版
の
江
戸
の
地
固
中
で
最
も
正
確
詳

細
な
の
は
、
麹
町
六
丁
目
の
錦
精
双
紙
店
金
鱗
堂
尾
張
屋

清
七
が
板
元
と
な
つ
て
景
山
致
恭
の
著
に
な
る
虎
の

『
御

江
戸
切
固
』
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
、
此
固
は
嘉
永
五
年

（
一
八
五
二
年
）の
各
に
上
梓
し
た
も
の
で
、
全
二
十
六
日

か
ら
成
う
、
市
内
及
近
郊
を
網
羅
し
、
現
今
で
言
は
ゞ
測

量
部
の

一
萬
分

一
東
京
地
国
に
も
匹
敵
す
る
程
の
も
の
で

あ
る
が
、増
補
改
正
と
銘
を
打
つ
て
あ
る
虎
か
ら
推
す
と
、

初
版
の
も
の
で
は
な
い
が
、
兎
に
角
此
の
時
代
の
地
国
の

上
乗
の
も
の
で
あ
る
。殊
に
町
家
、
植
溜
、
寺
地
、
河
川
、

一
〇
ハ

行 螢 月 四 年 九 正 大
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道
路
、
察
地
等
を
色
分
け
と
し
、
二
屋
敷
に
は
皆
住
居
者

の
姓
名
を
記
入
し
た
外
、
横
町
の
名
、
坂
の
名
、
谷
の
名

を
も
記
し
て
あ
る
の
は
用
意
甚
周
到
で
あ
る
。
其
の
中

『

飯
田
町
　
駿
河
墓
　
小
川
町
絆
固
』
と
題
さ
れ
た
切
国
を

見
る
と
、
九
段
坂
、
中
坂
、
モ
チ
ノ
キ
坂
、
二
今
年
坂
の

邊
も
極
め
て
正
確
に
出
て
居
る
。
し
か
し
生
僣

『
江
戸
線

鹿
子
』
の
再
版
が
出
た
寛
政
二
年
か
ら
百
餘
年
を
経
過
し

た
嘉
永
五
年
の
出
版
で
あ
る
か
ら
、
戸
田
肥
前
守
の
屋
敷

と
い
ス
の
は
見
営
ら
な
い
が
、
其
の
附
近
に
戸
田
七
内
と

い
ス
人
の
邸
が
記
し
て
あ
る
。
こ
れ
等
の
団
書
に
記
す
虚

に
よ
る
と
、
二
百
年
末
二
合
竿
坂
と
呼
び
末
つ
た
坂
は
、

現
今
同
名
を
以
て
知
ら
れ
て
居
る
も
の
と
同

一
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
剣
る
の
で
あ
る
。
即
ち
其
坂
は
、
暁
星
中
學

校
の
前
通
・９
を
十
間
程
も
北
に
行
た
所
で
、
乙
ゝ
か
ら
だ

ら
ノ
ヽ
と

一
丁
餘
も
下
の
方
に
連
績
し
て
は
居
る
が
、
望

岳
憂
と
し
て
は
、
且
又
光
名
の
起
原
か
ら
言
て
も
、
未
だ

暁
星
小
學
校
に
達
し
な
い
内
が
主
要
な
る
部
分
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
二
合
牛
坂
の
眺
望
は
と
い
ふ
と
、
北
の
方
本

郷
皇
や
其
の
下
の
砲
兵
工
廠
の
煙
突
か
ら
吐
出
す
毒
々
し

い
媒
煙
の
彼
方
に
、
超
然
と
し
て
銑
い
光
を
放
つ
虚
の
、

日
光
火
山
群
の

一
部
で
あ
る
。
向
て
左
端
に
は
袈
裟
丸
山

の
略
全
部
が
現
は
れ
、
其
右
は

一
端
少
し
凹
ん
で
か
ら
皇

海
山
が
恐
ろ
し
い
程
急
崚
に
峙
つ
て
居
る
ｏ
皇
海
の
右
は

再
び
低
ま
つ
て
か
ら
、
今
度
は
錫
ケ
岳
が
厳
然
と
座
し
て

居
る
。
錫
ケ
岳
の
右
に
は
高
低
の
差
の
著
し
く
な
い
山
峰

が
連
亘
し
て
、
其
の
背
後
に
は
奥
白
根
が
晩
秋
か
ら
初
夏

に
至
る
迄
は
常
に
自
粧
し
て
饗
立
す
る
の
が
仰
が
れ
る
ｏ

前
白
根
の
東
は
山
脈
が
漸
く
低
下
し
て
、
や
が
で
は
日
光

山
彙
の
盟
主
と
も
稗
す
可
き
男
艦
山
が
現
る
可
き
筈
で
あ

る
が
、
惜
し
い
こ
と
に
は
本
郷
の
墓
に
遮
れ
て
之
と
望
む

乙
と
は
出
来
な
い
ｏ

以
上
述
べ
た
如
く
、
此
庭
か
ら
の
眺
望
は
日
光
火
山
群

の
約
牛
分
は
見
え
る
課
な
の
で
、
坂
の
名
も
亦
そ
れ
に
因

つ
て
日
光
竿
坂
と
古
人
が
名
け
た
の
を
、
何
時
の
頃
か
ら

か
訛
つ
て
二
合
竿
坂
と
書
く
様
に
な
つ
て
し
政
つ
た
の
だ

と
、
私
の
子
供
の
時
に
教

へ
て
貰
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
富

士
見
坂
の
名
が
可
な
う
普
通
で
あ
り
乍
ら
、
其
他
の
山
岳

を
望
む
こ
と
か
ら
名
を
得
た
坂
が
殆
ん
ど
な
い
の
は
、
単

に

一
個
の
傑
出
し
た
山
峰
で
な
い
虜
の
連
山
を
望
ん
で
も

そ
れ
が
何
山
で
あ
る
か
ケ
・知
る
に
困
難
で
あ
る
の
と
、
ユ

維
　
　
録
　
　
○
二
合
キ
坂

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山
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行 獲 月 四 年 九 正 大

雑
　
　
繰
　
　
○
山
の
讃
歌
○
机
上
談
山

｝

一
〇

又
組
括
的
の
名
稀
を
製
る
に
都
合
の
悪
い
と
い
ふ
識
か
ら

し
て
、
あ
ま
ク
他
に
類
例
の
な
い
に
拘
ら
ず
、
古
人
が
如

上
の
山
岳
を
望
ん
で
、
そ
れ
を
日
光
火
山
群
の
一
部
と
断

定
し
、
更
に
之
を
坂
名
と
し
て
應
用
し
た
乙
と
は
甚
面
白

い
事
と
思
ふ
の
で
、
敢
て
餘
白
を
汚
し
て
此
の
記
文
を
掲

げ
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
る
。

二
合
牛
坂
は
私
に
は
親
み
深
い
坂
の
一
つ
で
、
明
治
十

九
年
頃
、
私
が
未
だ
小
學
校
へ
も
通
は
な
い
頃
か
ら
、
晴

天
の
日
に
は
よ
く
日
光
山
を
見
や
う
と
言
て
、
此
の
坂
の

頂
に
立
つ
た
こ
と
の
記
憶
が
、
其
後
に
學
ん
だ
教
科
書
の

内
容
よ
う
も
逢
に
歴
然
と
残
つ
て
居
る
。
加
之
此
の
坂
の

眺
望
は
、
目
黒
の
行
人
坂
の
様
に
、
見
る
も
い
や
な

「
西

洋
館
」
で
遮
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
で
も
晴
天
の
日
に

は
日
光
山
の
牛
を
、
双
眸
に
入
る
ゝ
こ
と
が
出
来
る
。

（武
　
田
　
久
　
吉
）

○
山

の

讃

歌

ち
め
っ
ち
　
　
　
　
　
　
い
き
プ
３

天
地
に
通
ふ
呼
吸

わ
が
命
そ
れ
と
生
き
な
ん

あ

〓
　
　
を
の

　

　

　

ふ
る

天
つ
斧
耐
や
振
ひ
し

綾
に
険
く
心
花
畑
と

し
ら
ぐ
も
　
　
い
　
は
　
へ
　
　
　
と
ば
り

自
雲
の
五
百
重
の
帳

輝
く
や
千
年
の
雪
漢

た
〓

わ
が
魂
の
い
乙
ふ
所
ぞ
　
　
　
（廣
瀬
妻
雄
）

○
机

上

談

山

○
傾
斜
の
威
じ
と
云
ふ
乙
と
は
、
種
々
の
方
面
か
ら
山
岳

誌
上
に
も
度
々
論
じ
ら
れ
て
居
る
が
、
ど
う
も
正
確
に
行

き
に
く
い
も
の
だ
、
こ
れ
が
威
じ
た
だ
け
を
表
は
せ
ば
よ

そ
ゝ
多
立
つ
雲
き
姿
！

電
光
の
閃
く
た
び
に

峰
々
は
雲
よ
り
出
で
ヽ

廣
ら
な
る
胸
打
ち
ひ
ろ
げ

月
星
を
か
ざ
し
て
笑
め
多

森
ふ

ヽ
　

ヽ

ほ

と

ヽ
　

■

は
ひ

か
も

力

″
′
、

ヽ
　
ヽ
　
・

ゝ

い
ご

↓
＾
つ

し

か
漂
ふ
か
を
う

す
鳴
き
た
る
し
じ
ま

し
と
ね

の
菌
ふ
み
分
け

ヽ

「

ヽ

ヽ

と
ら
い
て

，
さ
迷
ふ
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い
と
云
ス
解
澤
で
書
い
た
給
の
様
な
も
の
な
ら
ば
―

正

し
い
蓋
論
は
自
分
は
知
ら
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
も
の
を
給

と
云
て
よ
い
か
如
何
か
は
分
ら
な
い
が
―

富
士
山
が
梯

の
様
だ
つ
た
う
、踏
皇
の
様
だ
つ
た
り
、北
海
道
の
駒
岳
が

天
狗
の
面
の
鼻

（自
分
は
天
狗
と
云
ス
も
の
を
哉
だ
見
な

い
が
、
給
の
天
狗
と
此
頃
の
玩
具
の
天
狗
の
面
と
は
大
分

工
合
が
違
ス
か
ら
）
の
様
だ
つ
た
う
し
た
の
が
、
先
年
本

含
で
主
催
し
て
や
つ
た
山
岳
書
展
覧
會
の
出
品
蓋
中
に
も

あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
差
支
な
い
も
の
と
認
め
て
も

よ
ろ
し
い
が
、
紀
行
文
等
に
傾
斜
を
威
じ
で
角
を
測
つ
て

書
く
事
は
御
免
を
蒙
ら
ね
ば
な
ら
ｎ
。

○
汽
車
が
普
通
に
登
多
得
る
最
大
の
傾
斜
は
四
十
分
の

一

で
、
電
車
の
は
二
十
分
の

一
だ
と
云
ふ
様
な
話
を
小
耳
に

挿
ん
で
居
る
が
、
そ
れ
が
正
し
い
な
ら
前
者
は

一
寸
五
分

勾
配
即
約

一
度
牛
で
、
後
者
は
三
寸
勾
配
即
約
三
度
の
傾

斜
に
な
る
、
汽
車
や
電
車
が
賓
際
に
上
つ
て
居
る
坂
を
見

て
、
此
事
を
思
ひ
合
せ
て
見
る
と
、
大
分
考
へ
が
違
ふ
様

に
な
る
だ
ら
う
と
思
ス
。

〇
富
士
山
の
吉
田
日
の
胸
突
八
丁
は
、
随
分
急
で
あ
る
が

三
十
度
位
な
傾
斜
だ
と
云
ふ
事
だ
、
東
京
で
有
名
な
急
な

雑
　
　
録
　
　
○
机
上
談
山

石
段
の
愛
宕
山
の
男
坂
は
ま
づ
二
十
七
度
と
云
ふ
庭
で
、

東
京
市
中
の
急
な
坂
と
云
つ
て
も
二
十
度
を
越
え
る
も
の

は
殆
無
い
と
云
ふ
事
だ
、
自
分
は
角
度
だ
の
斜
面
な
ど
と

云
ふ
事
を
省
つ
た
時
に
、或
人
に
モ
チ
ノ
木
坂
（麹
町
Ｅ
飯

田
町
に
覆
る
）
は
多
分
四
十
度
位
あ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
と

云
つ
た
ら
、
も
つ
と
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
答
を
得
た

が
、
賓
際
は
大
分
緩
い
傾
斜
の
も
の
で
あ
つ
た
の
だ
。

〇

一
般
土
で
出
来
た
傾
斜
面
は
、
非
常
に
良
い
土
質
で
も

四
十
度
を
越
え
る
と
く
づ
れ
る
も
の
で
、
傾
斜
が
四
十
五

度
と
云
ふ
斜
面
は
、
非
常
に
堅
い
場
合
を
除
け
ば
費
際
に

は
、
決
し
て
出
来
な
い
も
の
だ
と
云
ふ
事
だ
。

○
其
上
煉
瓦
の
上
に
煉
瓦
を
置
い
た
場
合
の
摩
擦
卒
は
極

粗
な
材
料
を
選
ん
だ
場
合
で
も
約
奇
零
七
位
な
の
で
あ
る

か
ら
、
傾
斜
が
三
十
五
度
の
斜
面
上
で
は
滑
つ
て
し
■
う

事
に
な
る
、
地
と
草
軽
と
の
間
の
摩
擦
卒
は
、
恐
ら
く
乙

れ
以
下
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同

格
で
あ
る
と
し
て
も
、
三
十
五
度
の
傾
斜
に
な
つ
た
ら
滑

つ
て
し
ま
う
か
ら
、
こ
ん
な
急
な
斜
面
は
登
れ
は
し
な
い
、

そ
れ
よ
う
急
な
ら
代
い
け
な
い
事
勿
論
だ
、
下
ウ
る
と
し

て
も
と
ま
る
事
が
出
来
な
い
、
つ
ま
り
落
ち
る
の
と
同
じ

一
〓

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山
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行 螢 月 四 年 九 正 大

雑
　
　
録
　
　
○
机
上
談
山
○
諸
高
山
の
登
山
人
員
に
就
て

事
に
な
る
も
の
だ
。

○
「
ネ
イ
／
ド
ブ
ー
ツ
」を
使
つ
た
ら
如
何
か
と
云
ふ
と
、

特
別
に
長
い
釘
を
打
て
、　
一
歩
毎
に
う
ん
と
踏
み
込
ん
だ

ら
知
ら
口
事
、
普
通
の
場
合
で
は
、
土
が
あ
ま
う
急
な
斜

面
で
は
自
然
に
崩
れ
る
と
云
ふ
事
か
ら
推
し
て
、
や
つ
ぱ

う
こ
の
位
な
傾
斜
に
な
つ
て
は
登
れ
な
い
と
云
ふ
事
に
な

る
だ
ら
う
と
思
ふ
。

○
雪
漢
の
傾
斜
は
、
錢
を
用
ひ
ず
に
登
れ
る
も
の
で
は

―
―
表
面
に
凸
凹
が
あ
る
篤
に
多
少
引
か
ヽ
り
は
す
る
が

草
桂
と
の
摩
擦
卒
は
地
に
比
べ
て
甚
少
さ
い
の
で
あ
る
故

―

傾
斜
は
十
度
を
い
く
ら
も
越
え
ま
い
と
思
ふ
、
錢
を

使
ふ
も
の
で
も
三
十
度
な
ん
ぞ
は
無
い
で
あ
ら
う
。
第

一

あ
ん
ま
り
急
で
は
雪
そ
の
も
の
が
滑
つ
て
講
き
は
じ
ま
い

か
ら
。

○
濡
草
軽
で
岩
に
上
る
と
、
氣
持
よ
く
引
つ
い
て
、
階
分

急
な
庭
を
上
れ
る
様
に
思
ス
が

′
、
乙
れ
も
摩
擦
卒
か
ら
考

へ
て
三
十
度
も
あ
る
と
滑
つ
て
し
ま
う
事
に
思
へ
る
、
手

が
ヽ
ち
が
別
に
あ
つ
て
艦
を
引
上
る
場
合
の
足
助
け
の
場

合
は
勿
論
別
だ
が
。

○
紀
行
文
中
に
あ
る
傾
斜
に
は
六
十
度
の
七
十
度
の
と
云

〓

ニ

ふ
庭
が
あ
つ
て
、
そ
れ
を
上
下
し
て
居
る
様
だ
が
、
こ
れ

は
鈴
直
と
な
す
角
を
云
つ
た
も
の
で
ゞ
も
な
い
の
な
ら
、

間
違
つ
た
威
じ
で
書
い
た
も
の
で
、
賞
際
の
話
な
の
で
は

恐
ら
く
無
い
で
あ
ら
う
と
思
ふ
、
自
然
に
足
が
滑
る
庭
は

登
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
ん
な
傾
斜
面
は
自
然
に
崩

れ
て
し
ま
う
か
ら
有
う
得
な
い
か
ら
だ
。

○
巌
の
場
合
は
ど
ん
な
急
な
斜
面
も
あ
り
得
る
か
ら
、
少

々
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
、
摩
擦
率
が

一
を
越
え
る
物
は
無

い
の
で
あ
る
故
、
六
尺
勾
配
即
傾
斜
四
十
五
度

（
傾
度

一

分
の
一
）
に
な
れ
ば
ど
ん
な
も
の
で
も
滑
る
事
請
介
だ
が
、

そ
れ
以
前
に
や
は
う
丹
五
度
位
で
足
が
滑
る
事
に
な
る。だ

ら
う
と
思
ふ
か
ら
恐
ら
く
御
多
分
に
洩
れ
ま
い
と
思
ふ
。

○
山
の
斜
面
は
遠
望
す
る
と
割
合
に
ゆ
る
や
か
に
見
え
る

と
稗
す
る
人
が
折
々
あ
る
か
ら
、
参
考
迄
に
一
寸
乙
ん
な

問
題
を
取
扱
つ
て
見
る
事
に
し
た
。
（
珊
々
兄
）

○
諸
高
山
の
登
山
人
員
に
就
て

大
正
八
年
十

一
月
二
十
九
日
の
信
濃
毎
日
新
聞
は
い
バ
、

今
年
の
夏
期
に
於
て
本
縣
の
高
山
崚
岳
を
政
渉
し
た
も
の
は
雲
の
如
く

に
多
く
あ
つ
た
、
其
の
線
数
に
於
て
昨
年
の
九
高
二
千
五
百
六
十
四
人
に
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比
し
て
三
高
六
千
五
百
七
十
二
人
の
多
数
で
十

一
萬
九
千
百
三
十
六
人
に

上
つ
た
。
何
れ
の
方
面
の
山
に
登
つ
た
お
客
が
多
か
つ
た
か
と
云
ふ
と
共

の
山
岳
別
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

で
あ
る
。
光
の
中
に
は
國
境
に
な
る
も
の
も
勿
論
あ
る
が
、
今
年
は
斯
様

に
山
の
お
客
さ
ん
が
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
衛
昨
年
に
比
し
て
比
較
的
増

加
の
多
い
も
の
を
學
げ
る
と
左
の
如
く
で
あ
る
。
（増
し
た
人
員
）

八

ケ

嶽

二
五
二
八

御

嶽

二
七
八

漢

　

　

問
　
一
五
〇
六
四
　

　

岩

　

　

膏

　

　

四
八
四

駒
　
ケ
　
嶽

　

二
〇
五
四
　

　

白

　

　

馬
　
　
一
五
五
二

俳
し
昨
年
よ
り
減
少
し
た
も
の
も
あ
る
。
即
ち
（減
し
た
人
員
）

焼

嶽

六
八
六

蓼

科

三

七
八

等
で
あ
る
。
叉
昨
年
は
登
山
者
に
就
て
の
事
故
は

一
件
も
な
か
つ
た
が
、

今
年
は
死
傷
者
も
あ
り
秦
病
し
た
も
の
路
に
迷
う
た
も
の
も
あ
り
、
絶
欺

死
者
五
人
ｒ
負
傷
者
二
十
五
人
英
他
三
十
四
人
、
合
計
六
十
四
人
を
出
し

た
。
之
を
細
別
す
る
と
浅
間
山
の
死
者
五
人
、
負
鮮
者
二
人
其
の
他
二
十

一
人
、
赤
石
山
の
迷
子
十
二
人
。
大
黒
山
の
怪
義
人
三
人
其
の
他
二
人
、

北
安
槍
ケ
岳
の
負
傷
者
六
人
英
の
他
十
六
人
、
杓
子
岳
の
負
傷
者
二
人
、

御
嶽
の
迷
子
五
人
、
白
爵
山
の
負
傷
者
十
人
其
他
入
人
等
で
あ
る
。
内
浅

間
の
五
人
の
死
者
は
覺
悟
の
自
殺
で
噴
火
口
に
投
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、

負
場
者
の
中
に
は

一
旦
噴
火
日
に
投
舅
し
た
が
、
死
に
切
れ
ず
し
て
這
ひ

出
し
て
来
て
救
助
さ
れ
た
懇
憾
な
も
の
も
あ
る
。
他
は
登
山
の
途
中
又
は

下
山
に
際
し
て
装
病
し
た
り
、
濃
霧
の
た
め
路
を
迷
つ
た
の
で
あ
る
が
、

斯
く
多
数
の
事
故
の
生
じ
た
の
は
、
登
山
期
に
天
侯
が
比
較
的
不
良
で
、

豫
期
に
反
し
て
激
襲
し
た
の
と
、
大
饉
の
登
山
者
が
増
加
し
、
申
に
は
不

用
意
の
も
の
が
多
か
つ
た
ヽ
め
で
あ
る
。

上
掲
の
表
は
、
諸
高
山
の
登
山
人
員
を
比
較
し
て
見
る

三

一
七
二

三
〇

一
七
四

二
五
八
〇

八
〇

二
三

一
〇
五

三
〇
〇

六

一
〇
〇
七三

四
二
五

一
一
四

三
七
〇

三
三
〇
二

黒 苗 岩 杓 蓮 爺 針

姫 場 菅 子 華 ケ 木

山 山 山 岳 岳 岳 岳

白 大 乗 鎗 東 御 赤 東 守 鳥 太 漫 八

馬罪鞍ケ  石ヂ矢写郎 ケ
山 嶽 嶽 岳 山 嶽 山 岳 山 岳 山 問 岳

大 有 燕 穂 燒 八 恵 千 京 駒 虚 蓼 金
轟^

黒明 高 盛那ァケケ空 峰

北
安
烏
帽
子
　
　
　
一
五
五
　
　
　
北
安
槍
ケ

七
〇

二
七
五

八
九

五
一一　
　
　
埴
科
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行 凌 月 四 年 九 正 大

雑
　
　
鋒
　
　
○
諸
高
山
の
登
山
人
員
に
就
て

に
は
、

一
寸
便
宜
の
方
法
で
あ
る
。
従
来
此
種
の
も
の
も

本
誌
に
出
た
が
、
か
く
多
数
の
山
を
掲
げ
て
説
明
附
と
し

た
も
の
は
な
か
つ
た
。
併
し
其
説
明
が
、
概
括
的
で
あ
る

か
ら
、
少
し
深
く
立
ち
入
つ
て
調
べ
よ
う
と
す
る
と
、
忽

ち
行
き
詰
つ
て
し
ま
う
。
鳥
帽
子
岳
や
硫
黄
岳
は
信
州

一

回
内
に
は
、
四
つ
も
五
つ
も
あ
る
か
ら
、
よ
し

一
つ
や
二

つ
断
は
つ
た
と
て
、
其
他
は
ど
こ
の
も
の
に
該
営
す
る
か

不
明
で
あ
る
。
蓋
新
聞
の
記
事
な
ど
と
捉
へ
て
多
き
を
要

む
る
自
分
の
方
が
、
謬
つ
て
ゐ
る
程
で
な
く
と
も
、
威
服

出
来
な
い
事
か
も
し
れ
ｎ
。
を
は
兎
に
角
、
獲
山
者
の
破

格
に
多
い
の
は
、
御
岳
と
浅
間
山
で
次
は
木
曾
駒
ケ
岳
に

恵
那
山
、
自
馬
岳
に
八
ケ
岳
と
云
ふ
順
で
あ
る
。
軌
れ
も

登
攀
に
は
、

さ
ほ
ど
困
難
で
な

い
上
、
前
者
は
古
家
富

士
、
白
山
、
立
山
等
と
並
び
稀
せ
ら
れ
た
名
山
、
後
者
は

高
山
植
物
、
雪
漢
、
氷
河
遺
跡
な
ど
で
近
家
開
け
た
名
山
、

登
山
者
の
多
い
の
も
無
理
の
な
い
事
と
思
ふ
。
最
少
な
い

の
は
、
仙
丈
ケ
岳
と
東
山
で
あ
る
。
仙
丈
ケ
岳
は
赤
石
山

脈
の
北
鎮
、
高
距

一
萬
八
尺

（御
岳
に
譲
る
事

一
百
尺
）

と
註
せ
ら
る
ヽ
高
山
。
登
攀
も
さ
ほ
ど
困
難
で
な
い
割
合

に
は
登
山
者
が
少
な
い
東
山
は
六
千
尺
内

外
の
山
で
、

何
等
の
奇
趣
も
な
い
か
ら
、
登
山
者
も
至
て
少
な
か
つ
た

わ
け
で
あ
ら
う
。
太
郎
山
の
千
五
百
八
十
人
、虚
室
蔵
の
千

九
百
七
十
人
も
あ
つ
た
の
は
、
ど
ち
ら
も
三
千
尺
内
外
の

低
い
山
で
、
特
筆
す
べ
き
事
情
の
な
い
の
に
、
か
く
多
数

の
登
山
者
の
あ
つ
た
事
は
、
頗
る
異
例
で
あ
る
。
是
等
は

附
近
の
小
學
校
生
徒
の
修
學
旅
行
の
適
地
で
あ
つ
て
、
澤

山
登
つ
た
篤
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
ｃ
さ
て
表
の
登
山

者
数
は
、
ど
ん
な
調
べ
方
を
さ
れ
た
の
か
、
又
賞
際
に
相

違
な
い
も
の
で
あ
ら
う
か
、
疑
ふ
可
き
節
が
少
く
な
い
。

今
具
性
的
に
夫
等
を
指
摘
す
る
事
が
出
来
ｎ
が
、
昨
夏
私

の
見
聞
し
た
時
の
事
を
迪
つ
て
見
れ
ば
、
北
安
烏
帽
子
岳

と
槍
ケ
岳
と
の
間
の
、
野
口
五
郎
岳
、
鷲
笏
島
、
三
俣

（

蓮
華
）、
双
六
等

へ
は
、
少
く
も
敷
名
は
登
つ
た
ょ
う
で

あ
る
。
常
念
山
脈
、
木
曾
山
脈
、
赤
石
山
脈
の
内
で
も
、

ま
だ
大
部
も
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
此
他
知
う
が
た
い
他
府

縣
の
方
面
か
ら
の
も
の
を
加
算
す
る
と
、
或
は
十
二
萬
人

以
上
に
な
う
は
す
ま
い
か
と
思
ふ
。
表
の
正
否
は
先
此
位

と
し
、
此
度
は
其
数
の
扱
ひ
方
を
更

へ
て
山
脈
別
と
す
れ

ば
次
表
の
如
く
に
な
る
。
尤
も
此
山
脈
別
は
正
確
な
る
根

擦
の
上
に
立
つ
た
者
で
は
な
い
と
を
断
つ
て
置
き
た
い
。

一
一一
四
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琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

山
脈
　
　
座
敷
　
　
　
登
山
者
数
　
　
同
上
平
均
敷
　
備
　
　
考

し
他
の
諸
山
脈
の
年
々
俗
化
は
げ
し
き
時
に
あ
う
て
も
、

獨
う
此
厄
を
見
か
れ
て
ゐ
る
の
は
、
却
て
此
山
脈
の
誇
う

と
す
る
所
で
あ
ら
う
。

猫
個
々
の
山
岳
に
つ
き
、
比
較
研
究
す
る
の
も
、
其
方

法
如
何
に
よ
う
て
は
、
至
極
興
味
あ
る
事
で
は
あ
る
が
、

あ
ま
う
長
く
な
う
ユ
つ
盆
々
主
題
に
遠
ざ
か
る
の
を
恐
れ

此
邊
で
欄
筆
す
る
。
（鵜
殿
正
雄
）

赤
石
山
脈

木
曾
山
脈

秩
父
山
脈

常
念
山
脈

安
曇
山
脈

乗
鞍
山
脈

八
岳
山
脈

妙
高
山
脈

浅
間
山
脈

白
根
山
脈

計

四

三

〇

一
〇

、
八

一
四

二

五

九

八

〇

四

、
五

二

二

六

二
、
二

二

四

三
、
七

八

四

一
、
四

〇

一

三

二

、
八

六

四

一
、
〇

九

四

〓

九

二

三

八

一
〇

七

、
五

三

、
六

〇

四

、
六

二

五

、
○

一
九

六

、
Ｏ

四

五

二
、
二

一
二
、
四

四

四

、
八

一
、
八

九

二
、

Ｏ

二

八

〇

、
二

六

、
七

七

二

、
八

二

五

一
、
三

二

人

三

、
七

自
双
六
岳
至
自

馬
岳
（偶
定
）

白
御
岳
至
鎗
ケ

岳
（
恨
定
）

四       一

二 二 五 五 二 五 〇 四 一 三 四

座
敷
で
は
、
安
曇
山
脈
の
十
座
が
第

一
に
多
く
、
其
植

は
皆
五
座
以
下
で
あ
る
。
登
山
者
の
最
多
な
る
は
、
乗
鞍

山
脈
と
浅
間
山
脈
、
次
は
木
曾
山
脈
、
安
曇
山
脈
と
云
ふ

順
で
あ
る
。
而
し
て
其
平
均
敷
も
、
大
鎧
之
れ
と
不
行
し

て
ゐ
る
。
比
較
的
登
山
者
の
多
い
中
で
、
木
曾
山
脈
と
っ

安
曇
山
脈
の
他
は
、
大
低
火
山
脈
の
う
ち
で
あ
る
。
是
等

は
高
さ
も
相
應
に
高
く
、
山
麓
地
帯
か
ら
は
望
見
し
易
く

二
つ
登
攀
も
便
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
赤
石
山
脈
は
、

高
邁
の
鮎
で
は
第

一
等
で
あ
る
が
、
諸
種
の
事
情
か
ら
登

降
甚
困
難
な
る
篤
め
に
、
登
山
者
は
至
つ
て
少
な
い
。
但

雑
　
　
録
　
　
Ｏ
諸
高
山
の
登
山
人
員
に
就
て

一　
一　
二
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維
　
　
報
　
　
○
天
然
紀
念
物
保
存
○
爺
岳
石
室
竣
エ

〇
天
然
記
念
物
保
存

内
務
省
に
て
は
今
回
法
律
に
依
り
天
然
記
念
物
を
保
存
す
る
事
と
な
り
、

此
れ
が
下
調
査
と
し
て
東
京
帝
田
大
學
理
學
博
士
紳
保
小
虎
氏
が
二
日
本
縣

し
、
鍍
物
方
面
に
開
す
る
保
存
物
に
就
き
、　
長
野
高
等
女
學
校
に
て
河
野
校

長
、
八
木
教
論
の
二
氏
と
打
合
を
な
し
、　
日
下
保
存
候
補
物
の
調
査
中
な
る

が
、
愈
同
氏
の
調
査
終
了
の
上
に
於
て
、　
保
存
物
の
決
定
を
見
ば
、
絶
封
に

之
が
探
集
移
韓
等
を
禁
ぜ
ら
れ
、　
同
時
に
回
家
が
保
護
に
任
ず
可
し
と
云
ふ

が
、
河
野
、
八
木
二
氏
の
推
選
せ
る
本
縣
の
保
存
物
は
左
の
如
し
。

氷
河
遺
蹟
　
白
品
尻
の
ニ
ケ
庭
と
葱
手
の
ニ
ケ
所
並
に
上
高
地
島

々
の
ヘ

ツ
ト
ナ
氏
岩
等
で
。
此
の
中
白
馬
尻
の
一
ケ
庭
は
幾
つ
も
の
頭
を
突
き

出
し

て
居
る
岩
が
何
れ
も
氷
河
の
擦
痕
が
歴
然
と
し
て
居
る
。

ア
ラ
ン
石
　
産
地
は
槍
岳
裏
の
高
瀬
川
の
上
流
湯

叉
と
云
ふ
慮
で
、　
長

さ
二
丁
位
の
庭
に
噴
氣
孔
か
ら

石
友
分
を
噴
出
し
て
出
来
た
釜
が
十
位
あ
つ

て
、
其
噴
氣
孔
に
何
等
か
の
小
物
建
が
入
る
と
、

夫
れ
に
石
友
分
が
附
着
し

て
一
つ
の
ア
ラ
ン
石
を
作
る
の
で
あ
る
が
、

大
き
い
の
は
鵜
卵
大
で
中
に
は

五
角
十
二
面
の
も
の
も
あ
る
。　
此
ア
ラ
ン
石
産
地
は
日
本
で
唯
此
の
湯
叉

一

ケ
庭
に
限
ら
れ
て
居
る
。

ア
ラ
レ
花
形
結
晶
　
産
地
は
下
伊
那
郡
大
鹿
村
宇
大
河

原
小
澁
川
の
岸

で
、
水
に
解
け
て
流
れ
て
木
る
石
友
分
が
積
つ
て
花
形
に
な
る
の
で
あ
る
。

天
然
の
隧
道
　
白
骨
温
泉
に
な
る
も
の
で
、
音
石
友
分

を
噴
出
し
て
そ
れ

が
沈
澱
し
て
出
来
た
も
の
で
、
其
下
を
現
在
は
湯
川
が
流
れ
て
橋
に
な

つ
て

居
る
が
、
大
き
さ
は
長
さ
三
間
中
十
間
程
あ
る
。

鬼
ケ
城
の
鐘
乳
洞
　
同
じ
く

自
骨
温
泉
に
あ
る
の
で
、　
一
つ
の
岩
穴
内
に

永
年
水
に
分
解
さ
れ
て
滴
る
石
友
分
が
凝
結
し
て
、　
一
の
桂
と
な
つ
た
も
の

で
、
其
大
き
さ
は
直
径

一
尺
五
寸
高
さ
二
間
餘
あ
る
。

波
紋
岩
　
産
地
ほ
束
筑
摩
郡
生
坂
村
字
上
生
坂
の
犀
川

浩
岸
に
産
す
る
も

の
で
、
海
岸
の
波
が
沈
澱
物
の
工
合
に
依
つ
て
出
ホ
た
も
の
で
あ
る
ｃ

大
口
澤
の
花
尚
石
　
所
在
地
は
東
筑
摩
郡
上
川
手
村
字
調
澤
大
口
澤
に

あ

る
も
の
で
、
九
尺
四
方
位
の
大
石
で
、　
其
附
近
の
地

盤
の
軟
羽
な

る

に
拘

ら
ず
、　
此
地
に
此
石
の
あ
る
の
は
松
本
不
の
地
層
研
究
の
好
個
の
費
料
で
あ

る
と
云
ふ
。

鑓
の
温
泉
　
日
本
ア
ル
プ
ス
系
鑓
嶽
の
温
泉
ぞ
、　
海
抜
八
千
尺
の
高
虎
に

あ
る
か
ら
、　
日
本

一
の
高
庭
の
温
泉
で
あ
る
と
云
ふ
上
か
ら
保
存
の
便
値
充

分
に
あ
る
と
云
ふ
。

別
所
の
範
の
子
石
　
小
縣
郡
別
所
安
桑
寺
裏
山
の
名
の
子
石
ぞ
、　
大
き
さ

六
尺
位
あ
つ
て
、　
地
層
を
形
成
し
た
時
代
を
見
る
に
面
白
い
も
の
で
あ
る
と

云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

此
外
澁
温
泉
の
地
獄
谷
、
中
房
温
泉
の
噴
氣
孔
、
洩
間
山
の
菫
青
石
、　
木

曾
の
慶
覺
の
末
、
棧
、
常
盤
橋
、
氷
瀬
等
の
十
数
ケ
慮
を
睾
げ
て
あ
る
が
、

學
術
上
か
ら
は
何
れ
も
尊

い
も
の
で
、　
充
分
に
保
存
す
可
き
債
値
が
あ
る
と

云
ふ
。
（
八
年
八
月
信
濃
毎
日
新
眼
）

○
爺
岳
石
室
竣
工

雑

報

行 螢 月 四 年 九 正 大
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本
縣
経
螢
に
係
る
日
本
ア
ル
プ
ス
爺
ヶ
嶽
石
室
建
設
は
、　
地
元
平
村
に
於

て
受
負
、
先
月
十
七
日
起
工
八
月
二
日
竣
工
せ
り
。

石
室
は
爺
ケ
嶽
項
上
よ

り
約
十
町
許
り
下
り
た
る
種
蒔
爺
の
種
を
濠
し
た

り
と
言
ひ
鱚

へ
ら
れ
た
る

爺
ケ
池
婆
が

池
の
附
近
に
て
、　
一
面
の
芝
原
に
し
て
天
然
の
岩
石
を
利
用

し
、
極
め
て
堅
固
な
る
物
に
し
て
風
景
も
叉
佳
絶
な
る
好
適
地
な
り
と
、　
近

々
地
元
及
び
有
志
登
山
の
上
小
屋
開
き
を
計
割
中
な
り
。
因
に
北
安
曇
郡
内

に
縣
設
管
は
三
ケ
所
な
る
が
、
爺
ケ
嶽
の
石
室
落
成
は
第

一
番
な
り
。
（
大
正

八
年
六
月
信
濃
毎
日
新
聞
）

○
岩
菅
岩
室
閉
鎖

下
高
井
郡
平
穣
村
山
岳
會
に
て
は
、
縣
設
石
室
閉
鎖
の
篤
去

十
七
日
同
含

幹
事
及
び
人
夫
敷
名
登
山
、風
雪
を
冒
し
防
雪
設
備
を
施
し
、
十
九
日
下
山
せ

り
。

本
年
の
登
山
者
は
石
室
竣
工
に
作
ひ
数
百
名
の
多
数
に
上
り
を
れ
ば
、

明
年
は
山
開
き
を
期
し
、
　

設
備
の
完
全
を
固
り
、　
温
泉
浴
客
登
山
者
の
震

に
多
大
の
便
宜
を
興
ふ
る
由
な
り
。
（
大
正
八
年
十

一
月
十
二
日
信
濃
毎
日
新

聞
）

〇
四
高
山
岳
會

本
含
は
大
正
八
年
四
月
の
創
立
で
、
旅
行
部

（
昔
の
四
高
速
足
部
を
改
種

し
た
の
ぞ
す
）
に
附
鵬
し
て
居
り
ま
す
。
昔

か
ら
、
通
足
部
の
名
で
毎
年
登

山
班
を
三
つ
位
づ
ゝ
組
織
し
て
居
つ
た
の
で
あ
り

ま
す
が
、
今
度
改
め
て
四

高
山
岳
含
を
作
り
、
旅
行
部
に
附
閣
さ
せ
る
事
に
し
た
の
ぞ
す
。
綱
領
と

し

て
は
大
の
二
つ
で
す
。

一
、
私
共
は
山
岳
の
研
究
を
致
し
ま
す
。

一
、
私
共
は
日
本
山
岳
の
登
攀
に
努
め
ま
す
。

◎
第

一
學
期

一
、
夏
期
登
山
隊

本

　

隊

夏
期
登
山
隊
の
本
隊
は
，
日
本
ア
ル
プ
ス
踏
査
班
で
あ
り
ま

し
た
。
多
加

人
員
、
二
十
五
名
。
集
合
地
、
松
本
膵
前
。

行
程
の
概
略

△
七
月
二
十
四
日
。
晴
午
後
雷
雨
。

午
前
八
時
松
本
籐
獲
、
有
明
下
車
。
宮

城
を
経
て
一
五
〇
〇
米
の
高
地
に
あ
る
中
房
温
泉
に
至
り
一
泊
ｃ

△
七
月
二
十
五
日
。
晴
後
曇
。
温
泉
稜
。

燕
岳
よ
り
尾
根
の
新
道
を
鱚
て
大

天
丼
岳
東
天
丼
岳
に
至
り
、
二
俣
小
屋
着
油
。

△
七
月
二
十
六
日
ｏ
曇
。
小
屋
褒
。
常
念
岳
を
か
け
て
槍
澤
小
屋
泊
。

△
七
月
二
十
七
日
ｏ
曇
。
槍
澤
獲
。
槍
ケ
嶽
を
極
め
て
、
上
高
地
温
泉
泊
。

△
七
月
二
十
八
日
。
一象
雨
の
篤
め
、
穂
高
岳
、
奥
穂
高
岳
の
登
攀
中
止
し
上

高
地
滞
在
休
養
。

△
七
月
二
十
九
日
。
雨
。
上
高
地
獲
。
焼
岳
に
登
り
、
不
湯
温
泉
泊
ｕ

△
七
月
二
十
日
。
雨
。
滞
在
休
養
。

△
七
月
二
十
日
。
曇
り
、
荒
し
。
平
湯
稜
ｏ
乗
鞍
岳
を
越
え
、
自
骨
温
泉
泊
。

△
八
月

一
日
。
曇
。
白
骨
よ
り
松
本
へ
。
解
散
。

支
隊
の
活
動

街
ほ
會
員
の
中
に
、
各
地
に
飛
躍
し
た
者
が
澤
山
あ
り
ま
し
た
。

其
の
項

目
だ
け
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

一
、
餌
、立
山
班
。

一
、
御
岳
登
山
。

一
、
自
峰
山
脈
縦
走
。

一
、
八
ツ
嶽

登
山
。

一
、
自
山
登
山
。

一
、
北
海
道
の
諸
火
山
。
　
一
、
磐
梯
山
登
り
０

一
、
四
國
石
槌
山
登
山
。

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

維
　
　
報
　
　
Ｏ
岩
菅
岩
室
閉
鎮
〇
四
高
山
岳
會

一　
一　
七

(1259)



行 螢 月 四 年 九 正 大

雑
　
　
報
　
　
〇
四
高
山
岳
含

一　
一
〈

二
、
第

一
回
山
岳
展
覧
倉

十
月
十
六
日
、
秋
季
陸
上
運
動
含
の
営
日
、
山
岳
趣
味
宣
簿

と
山
岳
研
究

の
震
、
第

一
回
山
岳
展
覧
含
を
、市
村
教
授
の
博
物
賓
験
室
に
開
き
ま
し
た
。

公
開
時
間
は
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
ゞ
、
種
客
は
二
千
五
百
餘
名
．

瀧
員
の
篤
め
、
多
数
の
参
根
希
望
を
謝
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
、

其
の
人
達
に
は
氣
の
議
で
し
た
。

最
後
に
中
橋
文
相
や
南
文
部
夫
官
を
初
め
知
事
な
ど
も
蓼
槻
へし
て
行
か
れ

ま
し
た
。

第

一
回
山
岳
展
覧
含
出
品
目
録
の
概
要

一
、
標
本
類

市
村
教
授
　
立
山
凄
見
の
新
高
山
植
物
　
　
　
　
　
　
五
種

同
　
　
　
　
高
山
種
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
種

四
高
生
物
學
教
室
　
ら
い
て
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一

同
　
　
　
頴
微
鏡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
墓

四
高
地
質
學
数
室
　
鍍
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
識

外
に
、
生
徒
英
他
の
標
本
類

二
、
生
品

（高
山
植
物
）

四
高
生
物
學
教
室
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
難

田
中
ア
ル
プ
ス
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
轟

二
中
山
岳
含
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
轟

外
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
轟

三
、
書
籍
類

林
教
授
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
勝

四
高
日
書
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
五
肝

縣
立
同
書
館
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
六
冊

四
高
山
岳
含
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
勝

同
　
　
地
固
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数
十
枚

四
、
鴬
員
類

林
教
授
　
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
枚

同
　
　
　
高
山
深
谷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
四
枚

吉
澤
庄
作
氏
　
高
山
植
物
景
親
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
教

四
高
山
岳
會
　
日
本
北
ア
ル
プ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
八
枚

二
中
山
岳
會
　
篤
員
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
枚

五
、
登
山
用
具
及
準
備
品
類

四
高
地
質
學
教
室
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
識

西
村
教
授
　
登
山
用
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
識

四
高
山
岳
會
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
轟

〓
Ｆ
ヨ
ｐ】Ｆ
ｏＨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
轟

英
薬
局
　
登
山
用
薬
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
議

明
治
屋
、
石
川
屋
　
登
山
食
料
品
　
　
　
　
　
　
　
数
十
識

其
他
商
店
　
登
山
用
具
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

三
、
第

一
回
山
岳
講
演
會

十
月
廿
一
日
。
天
長
況
日
午
後

一
時
か
ら
、
至
誠

堂
で
、
山
岳
展
覧
會
と

同
じ
目
的
で
山
岳
講
演
會
を
開
き
ま
し
た
。

會
す
る
者
二
百
餘
名
。
皆
同
じ

趣
味
の
下
に
集
つ
た
人
々
だ
け
に
、
極
め
て
静
粛
に
謹
聴
さ

れ
閉
會
は
電
氣

が
つ
い
て
か
ら
で
し
た
。

叉
出
演
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
演
題
の
も
と
に
、
何
者

に
も
抑
東
さ
れ
ぬ
自
由
の
褒
表
を
さ
れ
、
非
常
に
愉
快
な
集
合
で
し
た
。

開
會
の
辞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
　
授
　
高
　
畠
　
喜
　
市
氏

(260))



琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

雑
　
　
軽
　
　
〇
四
高
山
岳
含
○
山
岳
寛
具
頑
布

一　
一　
九

教 縣 教 教 生 上 生
間

授 學 授 授 徒 徒 徒

這
松
の
本
州
に
於
け
る
分
布

山
岳
憧
憬
の
精
神
的
考
察

漢
谷
の
美

（
上
高
地
と
黒
部
）

登
山
の
趣
味

高
山
積
物
に
就
い
て

白
山

山
登
り
と
云
ふ
こ
と

時
間
が
足
ら
な
か
つ
た
篤
に
か
教
授
高
橋
純

一
氏
の

『高
山
の
岩
石
に
就

い
て
』
と
校
長
溝
淵
進
馬
氏
の

『
ス
ウ
イ
ス
ア
ル
プ
ス
』
と
の
講

演
を
舞
聴

す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
の
は
、
奥
々
も
残
念
で
あ

り
ま
し
た
。
然
し
な

ほ
二
學
期
も
三
學
期
も
講
演
會
は
開
か
れ
る
筈
で
す
か
ら
、　
其
の
時
は
き
つ

と
葬
聴
す
る
事
が
出
来
る
で
せ
う
。

四
、
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
に

一
撃
期
中
は
方
々
へ
出
か
け
ま
し
た
。
其
の
項
目
だ
け
を
あ

げ
て
置
き
ま

す

。

第
七
回
、
倶
利
伽
羅
山
。
十
一
月
二
日
（
日
曜
、快
晴
）

一
行
三
十
二
名

第
八
回
、
後
谷
。
十

一
月
八
、
九
日

（
土
日
、雨
）
　

一
行
二
十
七
名

第
九
回
、
湯
涌
温
泉
。
十

一
月
十
六
日
（
日
曜
、快
晴
）

一
行
二
十
三
名

第
十
回
、
晩
秋
の
吉
野
八
景
。
十
一
月
十
三
日
（
日
、快
晴
）
一
行
十
六
名

第
十

一
回
、
金
石
の
無
線
電
信
、
十
二
月
七
日
（
日
、曇
）
一
行
二
十
五
名

四
高
山
岳
含
の
事
業

（
こ
れ
は
勿
論
旅
行
部
の
一
部
分
で
す
が
）
は
、　
第

一
學
期
に
大
饉
上
に
の
べ
た
や
う
な
事
を
し
ま
し
た
。

（
大
正
八
年
十
二
月
末
　
四
高
生
　
産
　
瀬
　
壽
　
雄
）

○
山
岳
篤
具
頒
布

信
濃
山
岳
含
に
て
は
、　
同
含
篤
良
部
の
特
撰
に
成
れ
る
山
岳
並
に
山
岳
に

関
係
あ
る
篤
員
を
慶
く
同
好
者
に
分
つ
可
く
、　
第

一
韓
は
既
に
大
正
八
年
十

月
に
褒
行
し
た
り
と
い
ふ
。

頌
布
要
項
は
次
の
如
し
。

′頌
布
篤
員
は
本
會
篤
興
部
の
特
に
撮
影
し
た
る
新
篤
具
の
み

に
し
て
従
来

世
間
に
流
布
し
た
る
も
の
に
非
ず

頌
布
篤
員
は
毎
月

一
回
二
葉
宛
の
カ
ビ
ネ
剣
印
霊
紙
と
す

印
霊
紙
は
優
等
品
を
撰
み
美
術
的
に
調
製
す
、

其
の
種
類
の
撰
鐸
、
色
調

等
は
本
含
の
任
意
と
す

頑
布
を
受
け
ん
と
す
る
者
は
左
の
會
費
を
必
ず
前
納
す
る
も
の
と
す
、

逸

料
は
本
會
の
負
糖
と
す

一
ケ
月
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
ニハ　
　
拾
　
　
錢

牛
ケ
年
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
参

曰

五

拾

錢

一
ケ
年
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
七
　
　
　
　
　
同

含
費

一
ケ
年
分
前
納
者
に
封
し
て
は
本
會
適
宜
の
時
に
於

て
別
に
寛
員

一

閉 山 山
會 岳 岳
の と の
辞 宗 精

教 耐
心 的

影
響

警
教 教 學

博
授 授 士

第

一
回
。
戸
室
山
ｃ
九
月
十

一
日
（日
曜
、
雨
）

第
二
回
ｏ
兜
山
。
　
九
月
十
四
日
（
水
曜
、
快
晴
）

第
二
回
。
野
田
山
。
九
月
十
八
日
（
日
曜
、
快
晴
）

第
四
回
。
警
王
山
。
十
月
五
日
（日
曜
、
曇
）

第
五
同
。
倉
ケ
嶽
じ
十
月
十
二
日
（日
曜
、
快
晴
）

第
六
回
。
黒
部
。
　

十
月
十
七
、
十
八
、
十
九
日
（
快
晴
）

高 高 松 西 加 市 林 廣 高 澤

畠 畠 原
村

藤 醤 平
'中

贅杉
「

:

員  ↑り北  圭 畿
喜 喜 三 _賢   _「 T

尋 二 太

市 市 郎 郎 三 塘 木
氏 '氏 氏 氏 氏 氏 氏 雄 郎 郎

一
行
五
十
一
名

一
行
五
十
九
名

一
行
四
十
五
名

一
行
百
〇

一
名

一
行
二
十
二
名

一
行
十
三
名

(1261)



雑
　
　
報
　
　
○
會
員
通
信

行 獲 月 四 年 九 正 大

一　
一一
〇

と
か
の
紅
管
し
て
る
伐
探
は
、
随
分
奥
ま
て
荒
し

て
居
ま
す
、
浅
間
敷
次
第

で
す
。
（
十
一
月
十
四
日
梓
山
に
て
日
高
信
六
郎
、
中
塚
癸
巳
男
）

△
昨
日
革
騎
食
糧
防
寒
具
等
を
背
負
込
み
て
自
根
山
に
登
る
、
九
月
の
大
洪

水
に
て
白
根
澤
大
分
荒
れ
た

る
と
結
氷
と
に
て
、
登
攀
あ
ま
り
容
易
な
ら
ず
、

し
か
し
中
腹
以
下
は
紅
葉
に
美
粧
し
、　
以
上
は
霜
桂
、
新
雪
氷
桂
樹
氷
等
に

て
美
親
叉
異
親
な
り
。　
山
上
の
眺
塁
は
南
方
は
や
ヽ
雲
あ
り
し
も
、
北
よ
り

西
北
の
方
及
西
方
の
一
部
は
全
く
雲
な
く
、
飯
豊
や
平
ケ

岳
方
面
の
新
雲
銀

よ
り
も
美
し
、
自
根
山
項
よ
り
上
州
に
下
り
、
御
釜
を
横
ぎ
り
密
林

を
穿
ち

て
遠
島
居
に
下
る
ｃ
鋸
途
清
水
よ
り
日
暮
れ
例
の
提
澄
を
鶏
し
て
金
精
峠
を

こ
ゆ
、
日
光
側
八
合
目
（？
）
以
下
の
路
全
く
流
失
し
（
九
月
の
大
雨
に
て
）
澤

を
下
り
不
少
大
困
難
を
普
む
。
然
し
無
事
湯
元

に
着
く
。
奥
白
根
は
本
月
十

一
日
が
新
雲
、
前
白
根
、
金
精
峠
等
は
二
十
一
日
が
初
雪
な

り
。
此
夜
湯
元

は
大
雨
、
山
で
は

そ
れ
が
雲
に
て
、
今
朝
男
鎧
、
大
小
員
名
子
、
太
郎
、
前

白
根
、
山
王
帽
子
皆
綿
帽
子
を
破
り
、
美
槻

を
極
む
９
本
日
中
輝
寺
以
下
は

大
霧
な
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
午
後
日
光
に
着
く
。
（
八
年
十
月
二
十
四
日
口
光

に
て
武
田
久
吉
）

△
秋
晴
れ
を
豫
期
し
て
山
へ
菱
り
申
候
ｏ
豊
野
よ
り
高
座
迄
快

晴
に
て
、
近

い
山
々
を
少
々
望
み
得
申
候
ｏ
紅
葉
殊
の
外
美
し
く
、
特
に
四

阿
山
の
東
面

の
傾
斜
の
色
氣
に
入
り
申
侯
。
高
座
よ
り
自
根
越
え
澁
峠
越
え

に
職
補

へ
参

る
日
は
霧
小
便
に
て
不
快
に
候
ひ
き
。
ホ
自
根
へ
も
登

ら
ず
、
澁
峠
も
何
も

見
え
ず
候
っ
此
日
あ
や
ふ
や
な
天
氣
を
胃
し
て
岩
菅

へ
登
り
候

も
一
面
の
霧
。

加
ふ
る
に
雨
に
て
何
も
見
え
ず
、
項
上
の
小
屋
に
て
武
田
博
士
の
所
感
を

震
へ
な
が
ら
讃
み
て
下
り
た
る
の
み
に
候
。
本
田
珍
ら
し

き
好
時
に
て
、
早

朝
よ
り
第
二
回
の
岩
菅
登
山
を
な
す
、　
北
ア
ル
プ
ス
は
勿
論
、
八
ケ
岳
、
富

葉
を
無
代
進
塁
す

須
布
を
受
け
た
る
篇
具
を
複
富
せ
ん
と
す
る
者
は
其
の
要
途
を
明

に
し
豫

め
本
會
の
承
諾
を
経
る
こ
と
を
要
す

頌
布
篤
員
の
内
、
或
る
特
定
の
印
霊
を
希
望
せ
ら
る
ゝ
向
き
に
は
左
の
貸

費
に
て
需
め
に
應
ず
・

金
二
　
十
　
錢

金
参
　
拾
　
錢

金
萱
同
四
拾
錢

金
式
同
五
拾
錢

金
四
園
五
拾
錢

此
の
分
は
外
に
選
料
を
中
し
受
け
絶
て
前
金
と
す

希
望
の
向
は
長
野
縣
松
本
市
中
町
三
丁
目
牧
伊
二
郎
氏
方

信
濃
山
岳
含
事
務

所
宛
に
照
含
叉
は
中
込
ま
る
ヽ
が
可
な
ら
ん
。

○
含
員
通
信

△
拝
啓
。
小
生
友
人
四
人
と
共
に
祗
母
山
登
山
を
試
み
、
津
留
よ
り
登
り
尾

手
鍍
山
に
下
り
、
此
夜
遅
く
営
地
に
安
看
仕
り
候
ｏ
津
留
よ
り

の
登
り
は
割

合
に
業
に
て
、　
三
時
間
程
に
過
ぎ
す
候
。
好
個
の
登
山
日
和
に
て
、
九
州
は

一
眸
の
中
に
有
之
候
。
は
か
ら
ず
も
紅
葉
の
盛
り
に

て
、
中
腹
以
上
は
全
山

紅
に
燃
え
、
誠
に
見
事
に
て
有
之
候
り
（
八
年
十
月
十
二
日

九
州
竹
田
に
て

岩
永
信
雄
）

△
国
師
の
項
上
か
ら
も
乾
徳
山
が
見
え
ま
し
た
。

時
間
不
足
で
金
峯
は
や
め

ま
し
た
、
そ
れ
で
も
晴
く
な
つ
て
白
木
屋
に
着
き
ま
し
た
ｏ
原
因
に
ニ
ツ
あ

り
、
あ
ん
ま
り
馬
鹿
ら
し
く
て
葉
書
へ
は
か
け
ま
せ
ん
。

國
師
の
澤
の
浅
野

全 牛 四 カ ポ

ビ ス
ツ

ネ ト

紙 切 切 形 形

教 救 枚 救 枚
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読 二 第 年 四 十 第 岳 山

士
、
秩
父
連
山
、
赤
城
、
日
光
火
山
群
、
至
佛
、
饉
、
苗
場
、
魚
沼
の
駒
等
、

有
も
名
の
あ
る
山
は
何
も
か
も
望
み
申
候

、′
裏
岩
菅
よ
り
鳥

帽
子
を
経
て
北

ヽ
下
る
も
或
は
東

へ
澤
を
下
る
も
案
外
容
易
げ
に
候
。
苗

場
の
南
面
は
員
黒

な
針
葉
樹
と
狐
色
の
芝
と
に
て
中
々
美
し
く
候
。
岩
菅
の
尾

根
の
上
ほ
切
明

も
あ
り
笹
も
割
合
に
短
く
葉
に
候
。
佐
武
流
や
何
か
も
此
調
子
な

ら
業
な
る

や
も
知
れ
ず
と
存
ぜ
ら
れ
候
。
梯
子
澤
は
中
々
面
白

い
澤
に
て
加
ふ

る
に
楽

に
候
。
澤
を
上
る
の
は
思
の
外
愉
快
な
る
■
感
じ
釜
澤
を
想
ひ
居
候
。
（
八
年

十
月
十
二
日
信
州
資
補
に
て
藤
島
敏
男
）

△
三
日
間
休
が
貰

ヽ
ま
し
た
故
、
シ
ヤ
モ
ニ
ー

に
出
掛
け
て
来
ま
し
た
、
丁

度
モ
ン
プ
ラ
ン
の
風
下
に
あ
る
の
で
す
が
、
今
日
は
雲
で
何
に
も

見
え
ま
せ

ん
。
水
河
の
舌
は
か
な
り
近
く
ざ
見
ま
し
た
。
平
生
な

ら
渡
れ
る
の
で
す
け

れ
ど
今
は
雪
が
深
く
て
駄
目
だ
さ

う
で
す
。
ス
キ
ー
の
稽
古
を
し
て
縮
る
つ

も
り
で
す
、
巴
里
か
ら
十
七
時
間
か
ヽ
り
ま
す
、
夜
行
で
木
て
夜
行

で
踊
る

の
で
す
。

（
大
正
九
年

一
月
二
日
夜
守
島
伍
郎
）

△
急
に
皇
海
登
山
を
思
ひ
立
ち
、
藤
島
君
と
同

件
し
て
十

一
月

（
八
年
）
十

六
日
湊
草
構
を
出
稜
、
足
尾
線
の
原
向
に
下
車
し
、
ギ
リ
メ
キ

の
・越
中
屋
に

一
油
す
。
渡
良
瀬
川
の
潜
岸
に
は
街
ほ
紅
葉
の
散
り
残
れ
る
を
見
る
。

十
七

日
早
朝
原
よ
り
尾
根
繹
ひ
に
根
利
山
に
登
る
途
中
雨
ふ
リ
ホ
リ
、
加
ふ
る
に

笹
深
き
震
大
に
困
難
せ
し
も
、　
翌
朝
雨
を
衝
い
て
砥
澤
に
下
る
こ
と
を
得
、

吉
田
留
吉
方
に
宿
る
。
十
九
日
砥
澤
よ
り
不
動
澤
に
出
で
不

動
澤
の
左
股
を

運
り
、　
午
後
二
時
皇
海
山
三
角
難
着
。
西
よ
り
北
は
雲
あ
り
し
も
、
南
ア
ル

プ
ス
の
一
部
、
秩
父
連
峯
、
上
信
國
境
の
諸
山
、
笠
ケ
岳
、
錫
ケ
岳
よ
り
奥

白
根
、
太
郎
、
印〕彊
等
を
菫
み
得
た
り
で、
奥
白
根
に
少
し
雪
あ

り
し
の
み
に

て
、
他
は
連
日
の
曖
氣
に
清
え
失
せ
て
か
、
此
方
面
に
雪
を
見
ず

。
皇
海
の

維
　
　
報
　
　
○
會
員
通
信

項
上
に
は
庚
中
二
柱
大
群
と
大
書
せ
る
飢
あ
り
、
下
野
に
て

所
謂
庚
中
山
の

奥
院
大
嶽
山
な
る
も
の
は
、
此
山
に
外
な
ら
ぎ
る
こ
と
を
知

れ
，
。
項
上
よ

り
國
境
を
南
に
辱
ひ
て
銀
山
越
の
峠
道
に
出
で
、
少
し
く
上
州
側
に
下
り
た

る
鐵
索
運
鞣
所
の
小
屋
に
泊
め
て
貰
ふ
、
風
呂
の
贅
澤
な
る
に
驚
く
。
二
十

日
早
起
窓
を
開
け
ば
正
面
に
雪
光

銑
き
苗
場
。、
佐
武
流
、
仙
ノ
倉
、
萬
太
郎

の
諸
山
を
望
む
、
仙
ノ
倉
殊
に
雄
渾
を
極
め
た
一り
。
そ
れ
よ
り
峠
を
愉
え
て

途
中
馬
鹿
げ
た
滑
稽
を
演
じ
つ
ゝ
銀
山
平

に
下
り
、
い
や
な
鍍
山
の
建
物
の

間
を
通
り
抜
け
、
ま
た
原
向
よ
り
汽
車
に
乗
り
て
も

と
の
浅
草
瞬
に
舞
ひ
戻

る
。
此
附
近
の
山
は
足
尾
鍍
山
あ
る
篤
に
盛
に
伐
探
さ
れ
、　
其
跡
に
落
葉
松

を
殖
林
せ
る
を
見
る
、ヽ
中
に
は
立
派
な
林
と
な
れ
る
も
あ
り
。
概
し
て
丈
の
高

き
笹
繁
り
合
ひ
て
園
境
の
切
明
は
既
に
笹
に
掩
は
れ
、
其
間
を
分

け
歩
く
困

難
に
意
外
の
時
間
を
要
し
た
り
、
上
野
州
國
境
連
山
の
縦
走
は
先
づ

駄
目
と

見
て
可
な
ら
ん
。
　
（
木
暮
理
太
郎
）

△
八
ケ
嶽
の
秋
色
を
探
ら
ん
と
、　
十
月
八
日
（
八
年
）新
宿
十
一
時
二
十
四
分

の
夜
行
に
乗
り
、
翌
九
日
朝
七
時
牛
茅
野
騨
着
。

二
里
牛
大
門
峠
麓
北
―――
村

湯
川
匠
に
着
。
十
月
十
日
午
前
八
時
牛
出
稜
、
芹
澤
、
糸
萱
、
須
栗
平
の
村

を
経
て
、
務
野
原
に
出
る
、
秋
革
乱
れ
正
午
の
日
光
曖
か
な
り
。

鳴
岩
川
を

渡
り
、
夏
澤
峠
路
に
出
る
森
林
中
に
て
際
雨
に
合
ふ
。

自
樺
、
桂
の
紅
葉
最

も
美
く
し
。

峠
の
頭
上
に
て
稀
れ
な
る
大
雹
降
り
、
氣
候

一
憂
す
の
本
澤
温

泉
に
降
も
、
午
後
三
時
。

日
下
閑
散
な
り
、
続
に
湯
治
客
を
見
る
ば
か
り
、

三
階
に
て
硫
黄
岳
の
傾
斜
面
に
秋
の
月
高
し
。

十
月
十

一
日
谷
か
ら
吹
き
あ

げ
る
朝
風
に
眠
覺
む
。
　
八
時
宿
を
出
獲
、
霜
を
ふ
ん
で
峠
の
峯
に
行
く
、
硫

黄
岳
に
登
る
、
秋
の
山
項
寂
漢
た
り
。

横
岳
よ
り
赤
岳
に
向
ふ
西
側
の
岩
に

水
桂
が
盛
ん
に
さ
が
つ
て
ゐ
る
。

本
年
建
設
せ
し
石
小
屋
も
寂
し
く
、
新
ら

〓

〓
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行 螢 月 四 年 九 正 大

雑
　
　
報
　
　
○
會
員
通
信

し
い
本
の
香
が
す
る
ｃ

赤
岳
の
項
上
に
も
温
泉
で
造
つ
た
耐
泄
が
秋
の
空
に

浮

い
て
ゐ
る
。
展
塁
も
自
由
な
り
。
谷
か
ら
吹
き
上
げ
る
風
が
中
々
冷
た
し
。

二
時
間
ば
か
り
項
上
に
て
篤
生
す
、
罰
路
に
つ
く
、　
温
泉
に
浴
し
て
脚
を
延

ぼ
す
、
十
月
十
二
日
八
時
出
登
夏
澤
峠
の
項
上
よ
り
、　
天
狗
岳
（
根
石
嶽
）
の

斜
面
の
森
林
を
登
る
、
朝
露
深
し
、
北
ア
ル
プ
ス
の
雪
輝
け
り
、
天
狗
嶽
の

項
上
よ
り
綸
下
に
北
側
の
ハ
ヒ
松
に
あ
る
唐
澤
を
五
百
メ
ー
ト
ル
降
る
、

断

涯
を
森
林
に
か
ら
み
、
瀧
に
出
る
、
街
ほ
降
る
．
唐
澤
鍍
泉
場
に
若
く
、
午

後

一
時
宿
の
裏
よ
り
登
り
、

南
佐
久
郡
紹
子
の
湯
よ
り
湖
東
村
白
井
手
方
面

に
通
ず
る
小
径
に
出
て
、
猶
ほ
澁
の
湯
に
行
く
、
其
れ
よ
り
里
道
を
降
り
、

澁
川
に
添
ふ
た
明
治
湯
に
着
、
唐
澤
の
湯
か
ら
約

一
里
牛
、

裾
野
の
小
径
を

西
北
に
降
る
事

一
里
、
立
科
横
岳
の
間
よ
り
流
る
ゝ
瀧
ノ
湯
川
に
出
る
、

瀧

ノ
湯
、
新
湯
、
小
齊
湯
、
登
れ
ば

大
河
原
峠
よ
り
佐
久
方
面
に
鶏
ず
、　
一
里

降
つ
て
湯
川
匠
に
午
後
七
時
掃
着
。
（湯
川
に
て
茨
木
猪
之
吉
）

△
拝
啓
小
生
昨
年
十
二
月
中
旬
以
来
、公
務
を
帯
び
て
石
狩
國
上
川
郡
愛
別
の

奥
テ
ク
ル
ペ
ツ
（
知
末
別
）
に
参
り
居
り
、
最
早
ニ
ケ
月
許
り
と
云
ふ
も
の
を

電
燈
、
煤
畑
の
類
か
ら
隔
離
さ
れ
て
来
て
る
大
第
で
す
。

勿
論
新
年
も
心
許

り
の
維
煮
を
硯
つ
て

こ
の
山
中
に
迎
ヽ
ま
し
た
―
―
珍
ら
し
い
快
晴
の
内
に

―
―
‐。

営
地
は
宗
谷
線
比
布
騨
よ
り
石
狩
川
の
上
流

ヽ
八
里
の
留
邊
志
部
を

経
て
、
夏
に
支
流
ル
ベ
ン
ユ
ベ
ツ
の
上
流
ヽ
三
里
、合
計
十
一
里
、
北
見
峠
に

通
ず
る
國
道
よ
り
は
約
牛
里
、　
チ
ク
ル
ベ
ツ
の
漢
谷
に
入
り
込
み
た
る
所
に

て
ｒ
北
海
道
本
島
中
央
部
の
一
雄
峰

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
岳
の
話
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
大
概
の
日
は
ニ
セ
イ
カ
ウ
シ
ペ
岳
の
ど
こ
迄
も
吾
人
を
威
嚇
し
な
け

れ
ば
止
ま
な
い
様
な
、　
物
凄
い
し
か
し
崇
高
な
純
白
な
山
容
を
手
に
取
る
様

に
近
く
仰
ぎ
得
る
の
ぞ
あ
り
ま
す
。
　
そ
し
て
そ
の
中
腹
以
下
及
附
近
の
山
岳

の
大
部
分
は
、
針
葉
樹
の
勝
つ
た
黒

い
森
林
に
覆
は
れ
て
居
り
ま
し
て
、　
そ

の
内
の
全
性
か
ら
見
て
は
殆
ん
ど
所
在
の
剣
然
し
な
い
位
な
小
部
分
に
、　
只

今
澤
伐
法
に
よ
る
伐
木
が
行
は
れ
て
居
り
ま
す
、　
そ
れ
は
五
尺
有
餘
の
積
雪

を
利
用
し
て
、　
馬
の
ベ
ル
の
音
勇
ま
し
く
チ
ク
ル
ベ
ツ
の
漢
流
迄
搬
出
さ
れ

つ
ヽ
あ
り
ま
す
。

従
業
者
の
議
の
顔
も
赤
黒
く
雪
燒
け
し
て
、
寒
氣
と
い
ふ

も
の
を
全
然
知
ら
な
い
や
う
な
元
氣
が
盗
れ
て
居
る
の
が
見
ら
れ
ま
す
。
ｏ

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
岳
は
常
地
か
ら
望
み
ま
す
と

八
ケ
岳
の
編
笠
に
よ
く
似

た
一
支
峰
を
前
に
し
て
、　
カ
ル
デ
ラ
状
の
谷
が
三
つ
園
い
輸
廊
の
山
項
近
い

部
に
あ
つ
て
、　
い
づ
れ
も
恐
怖
す
べ
き
絶
壁
と
牙
歯
状
の
岩
列
と
で
装
は
れ

て
居
り
ま
す
。
　
い
づ
れ
も
チ
ク
ル
ベ
ツ
の
水
源
で
あ
り
ま
す
が
、
チ
タ
ル
ベ

ツ
の
本
流
は
こ
の
山
の
牛
里
餘
東
方
に
準
ゆ
る
一
高
峯
か
ら
出
て
る
様
に
思

は
れ
ま
す
。
（該
高
峯
は

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
東
側
か
ら

一
五
〇
〇
米
位
の

平
均
高
度
で
連
亘
す
る
山
稜
の

一
端
で
、　
小
泉
秀
雄
氏
の
所
謂
チ
ク
ル
ベ
ツ

山
と
相
呼
應
し
て
居
り
ま
す
）。

チ
タ
ル
ペ
ツ
岳
は
チ
ク
ル
ベ
ツ
と
相
隣
つ
て
ル
ベ
ン
ユ
ベ
ツ
に
開
口
す
る

ト
イ
マ
ル
ク
澤
（
ト
イ
マ
ル
ク
シ
ユ
ベ
ツ
）
の
奥
に
準
ゆ
る
傾
斜
の
緩
な
、　
大

部
分
喬
木
林
に
蔽
は
れ
た
山
で
、

最
高
織
丈
は
中
課
の
様
に
喬
木
帯
か
ら
腕

し
て
尖
形
に
隆
起
し
て
居
り
ま
す
。
こ
の
山
名
は

小
生
の
考

へ
で
は
む
し
ろ

ト
イ
マ
ル
ク
ン
ユ
ベ
ツ
岳
と
云
つ
た
方
が
適
営
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
。

そ
れ
に
ニ
セ
イ
カ
ウ
シ
ベ
岳
の
こ
と
を

こ
の
邊
ぜ
は
チ
ク
ル
ベ
ツ
山
と
云
つ

て
ゐ
ま
す
か
ら
ｏ
　
ブ
ク
ル
ベ
ツ
の
澤
日
か
ら
ル
ベ
ン
ユ
ベ
ツ
の
奥
北
見
峠
の

方
角
を
望
み
ま
す
と
、　
針
葉
樹
林
に
蔽
は
れ
た
唆
急
な
山
に
は
さ
ま
れ
た
狭

い
谷
間
か
ら
、　
チ
ト
カ
ニ
ウ
シ
岳
の
優
れ
た
隆
起
が
行
手
を
塞
い
ぜ
居
り
ま

す
。
ル
ペ
シ
ユ
ベ
ツ
の
封
岸
は
里
種
天
幕
山
な
る
一
峯
（
八
〇
〇
米
位
Ｐ
）
が
迫

〓

〓

(264)



つ
て
、
此
脈
は
東
北
に
奥

へ
奥

へ
と
高
年
し
て
天
甕
岳
に
績
い
て
居
り
ま
す
。

チ
ク
ル
ベ
ツ
の
日
か
ら
約
二
十
丁
入
り
ま
す
と
、　
向
つ
て
右
か
ら
注
い
で

来
る
砂
金
澤
と
い
ふ
一
里
牛
許
り
の
小
支
流
が
あ
り
ま
す
、　
そ
れ
を
奥

へ
入

り
〓
し
て
左
岸
の
急
斜
を
上
る
と
高
璽
に
出
ま
す
、

一
帯
に
エ
ゾ
マ
ツ
、
ト

ド
マ
ツ
、
ア
カ
ニ
ゾ
マ
ツ
、
エ
ゾ
ノ
ダ
ケ
カ
ン
パ
等
に
蔽
は
れ
、
樹
間
を
通
し

て
ヌ
タ
ク
カ
ム
シ
ュ
ツ
ペ
（
大
雪
山
、

里
種
ヌ
タ
ツ
ク
）
の
般
大
な．山
塊
の
眩

い
雪
の
反
映
を
塁
む
こ
と
が
出
来
ま
す
し
、　
ル
ベ
ン
ユ
ベ
ツ
の
方
を
見
返
る

先
に
は
天
壼
岳
の
温
和
な
純
白
な
山
項
を
記
む
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

営
地
か
ら

一
里
牛
ル
ベ
ン
■
ベ
ツ
に
沿
つ
て
、
下
り
ま
す
と
、　
小
字
天
幕

（天
幕
山
は
こ
の
地
名
に
由
来
す
）
に
ル
ペ
シ
ベ
渡
般
場
が
あ
り
ま
し
て
、　
そ

こ
に
は
イ
ン
ナ
イ
澤
と
ウ
エ
ン
ナ
イ
澤
と
が
右
岸
に
注
い
で
居
り
ま
す
。
一寸

見
た
眼
で
は
ウ
エ
ン
ナ
イ
の
方
は

オ
ミ
ツ
ト
さ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
よ

く
氣
を
付
け
て
観
察
す
れ
ば
、
ウ
エ
ン
ナ
イ
は
向
つ
て
左
の
山
間
か
ら
出
て
、

イ
ン
ナ
イ
よ
り
は
下
方
ぞ
ル
ベ
ン
ユ
ベ
ツ
に
合
し
て
居
り
ま
す
。
　
こ
の
ウ
エ

ン
ナ
イ
の
奥
に
は
里
構
ス
リ
バ
チ
山
と
呼
ば
る
、
八
〇
〇
米

許
り
の
峯
が
順

著
の
高
年
を
見
せ
て
ゐ
ま
す
。

天
襲
岳
は
イ
ン
ナ
イ
を
湖
つ
て
山
項
に
達
し

得
る
と
云
ひ
ま
す
。

先
年
陸
地
測
量
部
長
に
同
行
し
た
人
夫
の
話
で
は
、
山

項
に
は
五
葉
松
（
催
松
の
意
）が

一
面
に
繁
ま
し
て
、

非
常
に
心
地
よ
い
山
だ

と
い
つ
て
居
り
ま
し
た
ｏ

天
幕
か
ら
更
に
一
里
牛
下
れ
ば
留
邊
志
部
の
市
街
地
で
、

旗
舎
二
（
田
邊
、

藤
本
）、
郵
便
局

（
電
信
な
し
ｙ
等
の
備
は
つ
た
、
日
用
品
の
大
抵
調
ふ
地
に

出
ま
す
。

石
狩
本
流
と
ル
ベ
ン
ユ
ベ
ツ
の
合
流
羅
の
不
野
で
、
現
に
計
菫
さ

れ
て
る
旭
川
よ
り
営
地
を
経
て
、　
北
見

へ
通
ず
る
鐵
道
が
敷
設
さ
れ
た
暁
に

は
、
日
覺
し
い
妻
展
を
豫
期
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
反
タ
ク
カ
ム
シ
ュ
ツ
ペ
岳
、

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
山
は
、
こ
ゝ
か
ら
限
り
な
い
雄
大
き
に
仰
が
れ
ま
す
。

こ
の
地
か
ら
マ
ク
ン
ペ
ツ
渡
船
場
を
経
て
、　
石
狩
川
の
左
岸
マ
ク
ン
ペ
ツ

（員
動
別
）
の
慶
々
し
た
段
丘
上
の
道
路
を

一
里
牛
上
れ
ば
、

路
は

一
時
白
川

（
ン
ク
カ
ペ
ケ
レ
ベ
ツ
）
に
下
つ
て
、
叉
段
丘
を
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。

山
岳

十
二
年
二
、
三
競
の
小
泉
氏
の
記
事
に
は
、
石
狩
川
の
右
岸
の
路
し
か
記
載
さ́

れ
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
夏
は
知
ら
ず
冬
期
は

殆
ん
ど
そ
ん
な
路
は
顧
ら
れ
な

い
有
様
で
す
。
更
に
一
里
の
熊
ノ
澤
日
の
渡
船
腸
を
経
て
、
自
樺
馬
、
は
ん
の

き
馬
、
や
な
ぎ
周
、
き
は
だ
馬
の
ス
ク
ス
ク
と

伸
び
て
茂
つ
た
林
を
乗
せ
た

デ
ル
タ
（申
島
と
云
ふ
）
を
通
過
し
て
、
層
雲
別
の
耕
地
に
導
か
れ
ま
す
。
こ

の
デ
ル
タ
は
夏
は
全
く
隔
離
さ
れ
る
の
で
、　
そ
の
内
に
入
り
込
ん
だ
兎
等
は

よ
く
手
取
り
に
さ
れ
る
さ
う
で
す
。

批
大
な
右
岸
の
経
壁
、
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
怪
奇
、
ヌ
タ
ク
カ
ム
シ
ユ
ツ
ペ

の
雄
偉
に
驚
異
し
つ
ヽ
約

一
里
、　
個
橋
を
右
岸
に
渡
れ
ば
、
こ
ゝ
に
も
吾
等

の
伐
木
事
務
所
が
設
置
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
　
こ
ヽ
は
天
慕
澤
の
日
で
、
こ
の

澤
は
小
泉
氏
の
北
鎮
岳
、
比
布
岳
の
間
か
ら
職
源
し
て
居
る
ら
し
く
、　
上
流

迄
約
六
里
と
は
二
人
の
言
で
あ
り
ま
す
。

約

一
里
牛
上
流
に
美
事
な
瀧
が
あ

り
ま
す
ｏ

夏
は
鱒
が
大
群
を
な
し
て
上
る
と
云
ひ
ま
す
。
天
幕
澤
日
か
ら
石

狩
本
流
を
牛
里
上
れ
ば
、
レ
コ
マ
ン
ペ
ツ
（
俗
爾
ョ
コ
マ
ン
ペ
）
の
澤
口
に
参

り
ま
す
。

そ
の
間
は
物
凄
い
森
林
ぜ
、
タ
ル
．ミ
、
ヤ
チ
ダ
モ
等
の
良
木
が
多

生
し
て
居
り
ま
す
。
　
ン
コ
マ
ン
４
ツ
は
小
泉
氏
の
北
鎮
岳
と
凌
雲
岳
と
の
間

か
ら
姜
源
し
て
居
つ
て
、
雨
岸
は
ス
パ
ラ
ン
イ
絶
壁
つ
ゞ
き
で
す
。
　
ニ
ホ
ヒ

シ
ダ
、
ツ
ル
デ
ン
ダ
、
カ
ラ
タ
サ
ン
ダ
、
ダ
・イ
モ
ン
デ
サ
ウ
、　
チ
ン
マ
ゼ
キ

セ
ウ
、
コ
ス
ギ
ラ
ン
等
の
着
生
植
物
が
識
別
出
来
ま
す
。

叉
蘇
苔
地
衣
も
驚

く
べ
き
多
様
の
色
彩
と
憂
化
と
を
持
つ
て
附
着
し
て
居
り
ま
す
。

殊
に
エ
ビ

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

維
　
　
報
　
　
○
會
員
温
信

一
一一
三
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雑
　
　
報
　
　
○
含
員
通
信

ゴ
ケ
は
多
生
し
て
居
る
様
で
す
。
　
こ
の
澤
の
右
岸
の
尾
根
に
立
て
ば
、
凌
雲

岳
、
北
鉱
岳
等
は
手
に
と
る
様
に
望
ま
れ
ま
す
し
、　
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
岳
は

右
か
ら
湯
ノ
岳
、
飢
岩
、
牙
ケ
峯
、
奥
ノ
岳
、
本
岳
、
笠
ケ
峯

（
以
上
新
爾
）

の
順
に
連
な
り
。　
そ
の
雄
偉
な
山
容
は
小
生
を
し
て
悦
惚
た
ら
し
む
る
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。　
以
上
の
自
川
、
熊
ノ
澤
、
天
幕
澤
、
レ
コ
マ
ン
ペ
ツ
等
の

名
利
も
、
小
泉
氏
は
記
載
さ
れ
て
居
ら
れ
ま
せ
ん
。

叉
濁
川
、
北
鎮
澤
等
は

果
し
て
ど
れ
に
営
る
か
も

一
寸
難
解
で
あ
り
ま
す
。

雲
山
碧
水
の
絶
勝
は
こ

の
レ
コ
マ
ン
ペ
ツ
澤
の
口
附
近
か
ら
員
態
を
現
は
し
て
参
り
ま
す
。
岩
壁
、

森
林
、
水
流
の
調
和
せ
る
美
と
奇
と
は
禿
筆
の
及
ぶ
虚
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ン
コ
マ
ン
ペ
ツ
澤
の
日
か
ら
約

一
里
石
狩
川
の
上
流
に
は
、　
層
雲
別
温
泉

が
湧
出
し
て
居
り
ま
す
。

小
生
は
未
だ
探
勝
の
よ
す
が
を
得
ま
せ
ん
が
、
夏

の
湯
治
に
は
限
り
な
い
愉
快
な
庭
だ
と
云
ひ
ま
す
。

米
味
嗜
持
参
で
そ
こ
の

パ
ラ
ツ
ク
に
起
臥
し
、
ヤ
マ
ベ
を
釣
り
鱒
を
漁
し
、　
フ
キ
、
ア
イ
ヌ
ン
サ
ビ

を
摘
ん
で
暮
ら
十
日
の
愉
快
は
、　
人
夫
共
の
雑
談
に
慶
ヽ
出
る
題
材
で
あ
り

ま
す
。

石
狩
川
本
流
の
記
事
を
今
終
る
に
望
み
ま
し
て
、　
猶
記
し
度

い
こ
と
は
ニ

セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
飢
岩
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
形
状
は
宛
然
富
員
に
見
る
マ
ツ

テ
ル
ホ
ル
ン
を
縮
小
し
た
様
で
、　
親
望
話
に
よ
り
ま
し
て
は
他
の
峰
々
は
全

部
隠
蔽
さ
れ
て
、　
こ
の
峰
の
み
が
針
葉
樹
林
を
前
景
に
鉾
え
て
参
り
ま
す
。

夏
は
雪
が
湾
失
す
る
の
で
餘
程
興
味
を
殺
が
る
ヽ
で
せ
う
が
、　
今
の
純
自
な

崇
高
な
峰
頭
は
、
何
と
云
つ
て
も
マ
ツ
テ
ル
ホ
ル
ン
そ
の
も
の
で
あ
る
と
思

ひ
度

い
も
の
が
あ
り
ま
す
の

そ
れ
か
ら
餘
程
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
、
好

晴
で
し
た
が
風
の
張
い
日
の
こ
と
で
し
た
、　
ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
の
項
は
噴
畑

を
見
る
様
に
ス
パ
ラ
ン
イ
勢
で
、　
白
い
も
の
が
西
か
ら
東
ヽ
舞
ひ
立
ち
、
叉

一　
一一
四

そ
れ
が
靡

い
て
居
り
ま
し
た
、　
こ
れ
は
勿
論
乾
燥
し
た
雪
の
悽
じ
い
運
動
な

の
で
あ
り
ま
し
た
が
、　
何
と
も
形
容
し
難
い
悽
壮
な
光
景
で
あ
り
ま
し
た
し

叉
別
の
日
の
日
中
エ
ノ
ノ
ダ
ケ
カ
ン
パ
純
林
に
射
し
た
日
光
は
、　
あ
の
木
々

の
結
を
温
か
な
紅
色
に
見
せ
た
こ
と
で
し
た
、　
山
は
時
な
ら
ぬ
花
の
美
を
添

え
た
様
に
見
ら
れ
ま
し
た
。

叉
或
夕
の
こ
と
で
し
た
、
黒

い
雪
雲
を
洩
れ
た

斜
光
が
、
同
じ
木
の
林
を
射
た
時
、　
あ
の
自
茶
け
た
幹
迄
が
員
紅
に
近
い
色

に
燃
え
立
っ
た
こ
と
で
ず
。

叉
或
晴
れ
た
日
、
イ
ツ
モ
黒
い
色
と
し
か
見
え

な
い
沈
ん
だ
森
の
針
葉
樹
の
樹
冠
を
仰
い
だ
時
、

透
明
に
近
い
線
が
そ
こ
に

ぁ
っ
た
こ
と
で
し
た
。

冬
の
こ
の
邊
の
色
は
大
抵
の
日
は
白
と
黒
と
の
二
色

に
還
元
出
来
る
位
沈
歌
し
て
居
ま
す
が
、　
時
折
は
こ
ん
な
に
ぎ
や
い
だ
情
景

に
も
援
し
得
ま
す
。

そ
れ
か
ら
チ
ク
ル
ペ
ツ
の
方
面
に
戻
り
ま
し
て
一
寸
御
注
意
に
記
し
度
い

こ
と
は
、北
見
峠
の
手
前
に
中
越
と
い
ふ
瞬
逓
が
、
ル
ペ
シ
ベ
か
ら
約
四
里
餘

の
地
識
に
あ
る
様
に
地
同
た
出
て
居
り
ま
す
が
、　
そ
れ
は
現
今
チ
ク
ル
ベ
ツ

の
澤
口
に
移
標
し
て
居
り
ま
す
の
で
、　
ル
ペ
シ
ベ
か
ら
は
一
里
の
路
程
が
縮

め
ら
れ
た
と
に
な
り
ま
す
。
・
そ
れ
で
只
今
は
こ
の
チ
ク
ル
ベ
ツ
の
人
家
が
最

後
で
、　
そ
れ
か
ら
先
は
北
見
峠
の
項
上
迄
全
然
人
家
の
な
い
こ
と
を
御
承
知

願
ひ
度

い
の
で
あ
り
ま
す
。

勿
論
冬
は
チ
タ
ル
ペ
ツ
か
ら
先
は
殆
ど
交
瓶
杜

絶
ぞ
あ
り
ま
す

（峠
の
項
上
の
騨
逓
は
冬
も
人
が
居
住
す
る
と
の
話
で
す
）。

次
に
北
海
道
の
冬
の
草
軽
は
ツ
マ
ゴ
（爪
甲
）
と
云
は
れ
る
一
種
の
も
の
で

勿
論
北
海
道
の
特
色
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
―

草
転
と
ツ
マ
カ
ケ
を

一
つ
に

し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

赤
毛
布
の
足
巻
で
ス
ツ
カ
リ
足
を
包
ん
で
穿
い
た

心
地
は
非
常
に
イ
ヽ
も
の
で
少
し
も
冬
寒
を
感
じ
ま
せ
ん
。

（
大
正
八
年
二
月
五
日

ニ
セ
イ
カ
ウ
ン
ペ
岳
の
漢
谷
に
て
竹
内
亮
）
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○
新
含
員
章
に
就
い
て

来
る
四
月

一
日
よ
う
會
員
全
般
に
貸
典
す
る
こ
と
と
し

た
る
、
本
會
新
會
員
章
は
、
本
含
幹
事
及
評
議
員
に
よ
う

て
提
出
さ
れ
た
る
種
々
の
考
案
を
基
と
し
て
描
き
た
る
数

多
の
国
案
申
よ
ク
、
中
村
、武
田
、梅
澤
の
三
幹
事
よ
う
成

る
特
別
委
員
の
選
定
し
た
る
も
の
に
し
て
、
挿
国
に
見
る

が
如
く
、外
形
を
維
園
形
と
な
し
、其

の
表
面
に
は
Ｊ
・
Ａ
・Ｃ
の
三
字
を
組

合
せ
た
る
モ
ノ
グ
ラ
ム
レ
一、
叉
裏
面

に
は
日
本
山
岳
會
の
五
文
字
を
打
出

し
、概
し
て
簡
潔
を
旨
と
し
た
る
は
、

簡
単
明
瞭
に
し
て
一
見
其
の
何
た
る
か
を
知
う
得
る
と
同

時
に
、
模
造
を
し
て
困
難
な
ら
し
め
得
る
の
利
あ
ｉ
。
筒

裏
面
に
は
ア
ラ
ビ
ヤ
数
字
を
以
て

一
々
會
員
の
番
琥
を
刻

め
う
。
徽
章
の
形
状
は
抜
型
の
製
作
に
甚
し
く
困
難
な
る

精
園
な
る
と
、
字
騰
も
亦
鋼
鐵
の
錦
型
に
彫
る
に
最
容
易

な
ら
ざ
る
曲
線
形
な
れ
ば
、
製
作
の
可
能
な
る
や
を
疑
は

じ
め
た
れ
ど
も
、
幸
に
し
て
東
京
府
立
ェ
藝
學
校
に
依
嘱

し
、
且
其
工
程
の
二
部
並
に
製
作
上
の
監
督
に
は
、
含
員

松
井
幹
雄
氏
を
煩
は
す
こ
と
を
得
た
る
が
故
に
、
原
国
の

趣
を
損
す
る
こ
と
殆
ん
ど
無
之
し
て
、
製
作
を
完
う
し
得

た
る
は
、

一
に
同
氏
の
好
意
に
よ
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
此

庭
に
記
し
て
深
く
感
謝
の
意
を
表
す
。

含
員
章
は
、
其
所
持
者
が
本
會
々
員
た
る
こ
と
を
證
す

る
５物
に
し
て
、
二
裏
面
に
刻
み
た
る
番
琥
は
含
員
名
簿
に

登
載
し
あ
り
、
又
同

一
番
琥
の
會
員
章
は

一
佃
以
上
製
作

す
る
こ
と
な
き
を
以
て
、
若
じ
會
員
章

一
端
紛
失
し
た
る

か
、
又
は
會
員
退
會
す
る
場
合
に
は
、
其
の
番
琥
は
無
数

と
な
る
を
以
て
、無
数
含
員
章
の
番
琥
は
之
を
廣
告
し
て
、

俄
令
斯
か
る
徽
章
を
所
持
す
る
者
あ
う
と
も
、
夫
を
本
會

々
員
と
認
め
ざ
る
も
の
と
す
。
斯
の
如
く
會
員
章
に
刻
み

た
る
番
琥
は
甚
有
意
義
な
る
も
の
な
れ
ば
、
會
員
章
の
貸

僣
は
断
じ
て
な
す
可
か
ら
ざ
る
こ
と
論
を
侯
た
ず
。
従
来

本
含
々
員
に
非
る
者
に
し
て
、
本
含
々
員
章
類
似
の
徽
章

を
侃
用
し
て
山
地
を
旅
行
す
る
不
徳
義
者
あ
り
た
る
や
に

仄
聞
す
。
辮
家
斯
か
る
背
徳
漢
に
選
逓
せ
ら
れ
た
る
場
合

釜
「Eヨ

lil駐

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

會
　
　
報
　
　
○
新
含
員
車
に
就
い
て

一　
一一
五
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行 稜 月 四 年 九 正 大

會
　
　
報
　
　
○
會
員
章
番
競
割
営
に
つ
き
て

は
、
之
を
本
含
事
務
所
に
通
告
せ
ら
れ
ん
乙
と
を
望
む
。

同
時
に
本
會
々
員
は
特
に
行
動
に
注
意
せ
ら
れ
て
本
會
の

名
春
と
各
自
の
徳
望
と
を
傷
け
ざ
ら
ん
こ
と
を
切
望
に
堪

え
ず
。

○
會
員
章
番
琥
割
営
に
つ
き
て

昨
年
六
月
本
會
規
則
と
改
正
し
、
含
員
全
部
に
含
員
章

を
貸
典
す
る
こ
と
ヽ
定
め
、
以
て
其
の
所
持
者
が
本
會
々

員
た
る
の
證
と
な
さ
ん
と
企
て
た
る
が
、
明
治
四
十
二
年

十
二
月
以
前
の
入
會
者
中
に
は
、
會
員
章
を
所
持
せ
ら
れ

ざ
る
會
員
と
、
徽
章
を
自
費
に
て
購
求
せ
ら
れ
た
る
含
員

あ
う
、
又
其
後
の
入
含
者
に
交
附
し
た
る
含
員
章
も
、順
序

不
同
の
嫌
あ
い
て
、
篤
に
全
部
を
整
理
す
る
の
必
要
を
生

じ
た
る
に
際
し
、含
員
章
改
正
の
議
起
り
、爾
家
其
の
形
状

固
案
に
時
を
費
す
こ
と
雨
三
月
、
本
年

一
月
中
旬
に
到
う

て
下
回
成
ク
、
直
に
之
を
彫
刻
に
附
し
、
同
月
下
旬
に
刻

成
う
た
る
も
の
に
雨
三
同
の
修
正
を
加
へ
、
三
月
に
入
う

て
抜
型
の
完
成
せ
る
と
共
に
、
徽
章
賞
際
の
製
作
に
従
事

し
、
三
月
末
を
以
て
終
了
す
る
こ
と
ヽ
し
た
多
。
材
料
は

初
は
黒
味
銅
に
内
定
し
て
、
之
を
本
誌
第
十
三
年
第
三
琥

一　
一一
六

に
豫
告
し
た
れ
共
、
持
家
同

一
材
料
を
得
難
き
虞
あ
り
た

れ
ば
、
豫
定
を
憂
じ
て
純
銅
を
用
ふ
る
こ
と
と
し
た
う
。

含
員
章
の
番
琥
を
全
含
員
に
割
営
つ
る
に
際
し
て
は
、

主
と
し
て
會
員
入
會
の
順
序
に
接
多
、
同
年
月
の
入
含
者

一
名
以
上
之
有
る
場
合
に
は
、
大
正
八
年
十
月
十
四
日
以

前
の
入
含
者
は
、
大
艦
姓
名

の

ア
／
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
と
し

外
國
人
名
以
外
は
、
オ
ホ
は
オ
ー
に
、
カ
ウ
、
コ
フ
は
コ

ー
に
、　
カ
ヒ
、　
カ
ヰ
は
カ
イ
の
如
く
、　
稜
音
に
準
擦
し

て
、
綴
字
又
は
語
源
に
頼
ら
ず
。
大
正
八
年
十
月
十
五
日

以
後
の
入
含
者
は
、
入
含
通
知
に
従
つ
て
排
込
み
た
る
入

含
金
及
含
費
到
着
の
順
序
を
以
て
定
む
る
こ
と
し
た
り
ｏ

大
正
七
年
以
前
に
入
會
の
含
員
中
に
は
、
．含
費
滞
納
の

向
少
か
ら
ず
、
又
規
則
改
正
の
結
果
既
納
の
含
費
に
不
足

額
を
生
じ
た
る
場
合
多
か
う
し
を
以
て
、
夫
等
は
昨
年
十

一
月
以
降
再
参
排
込
を
請
求
し
置
き
た
る
に
も
拘
は
ら
ず

旅
行
其
の
他
の
理
由
に
よ
う
て
、
豫
期
の
時
日
内
に
含
費

の
排
込
を
見
る
と
得
ざ
う
し
は
甚
遺
減
と
す
る
虎
な
う
。

従
て
含
員
章
番
琥
は
、
大
正
九
年
二
月
十
九
日
迄
に
、
大

正
八
年
度
含
費
全
額
を
納
付
さ
れ
た
る
か
、
又
は
其
保
證

あ
う
し
含
員
に
限
多
て
割
営
て
、
其
後
に
於
て
携
込
ま
れ
．
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た
る
含
員
に
は
、
其
排
込
の
順
に
よ
う
て
適
宜
割
営
つ
る

こ
と
ヽ
し
た
う
。

含
員
章
の
貸
興
に
開
し
て
は
、
明
治
四
十
三
年

一
月
以

後
に
入
含
の
含
員
に
は
、奮
含
員
章
と
引
換
又
は
、奮
含
員

章
を
記
念
と
し
て
保
存
す
る
篤
め
再
貸
典
手
績

（『
山
岳
』

第
十
三
年
第
三
琥

三
二
一
頁
の
規
定
）
を
了
せ
ら
れ
た
る

順
序
に
よ
う
、
明
治
四
十
二
年
十
二
月
以
前
の
入
含
者
に

は
、
引
換
の
必
要
無
之
略
、
大
正
九
年
度
含
費
納
付
済
の

含
員
に
限
う
、
四
月

一
日
よ
う
書
留
郵
便
を
以
て
螢
逐
す

る
こ
と
ヽ
し
た
り
。
新
含
員
章
を
受
取
ら
れ
ぎ
る
含
員
は

至
急
其
手
績
を
履
ま
れ
て
本
會
々
員
た
る
の
證
左
を
得
ら

る
可
し
Ｇ○

含
員
名
簿

本
琥
配
本
と
同
時
に
含
員
に
は
會
員
名
簿
を
配
布
し
た

り
。
名
簿
は
本
年
三
月

一
日
現
在
の
含
員
七
百
四
十
九
名

を
牧
録
し
、
従
前
の
不
便
な
る
イ
ロ
ハ
順
を
産
し
て
Ａ
Ｂ

Ｃ
順
と
し
、
又
前
記
の
方
法
に
よ
う
て
割
営
て
た
る
含
員

章
の
番
琥
を
も
附
記
し
た
り
。
二
月
二
十
九
日
迄
に
大
正

八
年
度
含
費
未
納
の
含
員
に
は
、
番
琥
割
営
を
差
控
へ
た

れ
ど
も
、
其
の
後
に
至
う
て
會
費
の
納
入
を
見
た
る
場
合

に
は
、
名
簿
校
了
以
前
に
到
著
し
た
る
場
合
に
は
皆
番
琥

を
記
入
す
る
こ
と
ヽ
せ
り
ｏ

入
含
申
込
者
及
び
紹
介
者

に
告
ぐ

本
含
に
入
含
を
申
込
ま
る
る
場
合
に
は
、
必
ず
含
員
の

紹
介
を
要
す
る
も
の
な
れ
ば
、
紹
介
者
は
入
含
希
望
者
に

封
し
て
本
會
の
性
質
、入
含
手
績
、入
含
後
の
権
利
義
務
に

つ
き
て
充
分
の
説
明
を
な
し
、
入
含
の
手
績
を
誤
う
又
は

本
含
を
了
解
せ
ざ
る
篤
に
生
ず
る
入
含
後
の
失
望
及
義
務

違
背
等
の
起
ら
ざ
ら
ん
様
豫
め
注
意
し
、
入
含
者
が
高

一

義
務
を
履
行
せ
ず
、
又
は
會
員
た
る
の
腱
面
を
傷
く
る
が

如
き
行
動
を
敢
て
な
し
た
る
場
合
に
は
、
其
紹
介
者
が
本

含
に
封
す
る
責
務
を
負
ふ
の
覺
悟
あ
る
こ
と
を
要
す
。
入

含
に
際
し
て
は
現
含
員
三
名
（内

一
名
は
評
議
員

・ヽ́の
紹
介

者
を
以
て
、
規
定
の
申
込
書
各
欄
に
所
要
記
事
を
記
入
し

各
自
捺
印
の
上
之
を
事
務
所
に
毬
附
せ
ら
れ
る
可
し
。
適

法
の
申
込
書
は
之
を
事
務
所
に
於
て
受
理
の
上
、
斡
事
含

（
年
四
同
以
上
開
含
）に
提
出
し
、
出
席
幹
事
中
少
し
も
異

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

含
　
　
報
　
　
○
倉
員
名
簿
○
入
會
申
込
者
及
び
紹
介
者
に
告
ぐ

一　
一一
七

(269)



會
　
　
報
　
　
○
含
費
領
牧
報
告
に
就
て

議
な
き
場
合
に
は
鼓
に
初
め
て
入
含
許
可
と
な
す
も
の
な

う
。
入
含
許
可
の
上
は
其
旨
を
事
務
所
よ
う
入
會
中
込
者

に
通
知
す
可
き
を
以
て
、
直
に
所
定
の
入
會
金
と
共
年
度

の
含
費
と
を
排
込
ま
る
可
き
も
の
と
す
。
此
金
員
事
務
所

に
到
著
ず
れ
ば
、
事
務
風
に
於
て
は
含
員
原
簿
に
入
含
者

の
姓
名
及
含
員
章
番
琥
の
記
入
を
な
し
、
右
了
れ
ば
其
番

琥
の
命
員
章
を
新
入
會
者
に
運
附
す
ｏ
會
員
の
権
利
は
裁

に
初
め
て
生
ず
る
も
の
に
し
て
、
暇
令
入
含
の
許
可
あ
多

と
も
、
含
員
章
の
貸
典
を
受
け
ざ
る
間
は
含
員
た
る
の
権

利
全
く
之
無
き
も
の
と
す
。
會
員
の
権
利
義
務
に
開
し
て

は
本
含
規
則
書
に
明
記
し
あ
ら
。
規
則
書
入
用
の
場
合
に

は
郵
券
二
餞
Ｌ
事
務
所
に
選
ら
る
れ
ば
、
申
込
者
の
含
員

た
る
と
否
と
に
依
ら
ず
、
直
に
之
を
運
附
す
べ
し
。
其
他

本
會
事
務
所
に
宛
て
ヽ
照
會
を
螢
す
る
場
合
ゝ
若
し
返
信

を
要
す
る
時
に
は
必
ず
相
営
返
信
料
を
運
附
せ
ら
る
可
く

然
ら
ざ
る
時
に
は

一
切
返
信
の
責
務
な
き
も
の
と
す
。
叉

俄
令
返
信
料
を
封
入
し
あ
る
も
、
含
務
に
非
る
雑
間
に
封

し
て
は
、
本
含
事
務
所
は
同
答
の
責
な
き
も
の
と
ず
。

本
含
入
會
手
績
は
甚
だ
繁
雑
に
て
、
申
込
者
の
詮
衡
を

厳
密
と
な
し
た
る
馬
、
世
間
往
々
本
含
の
會
員
減
少
策
叉

は
入
會
拒
絶
策
な
り
と
誤
解
す
る
も
の
あ
る
や
に
聞
及
べ

共
、
右
は
會
員
の
選
澤
を
巌
に
し
、
単
に
流
行
の
所
謂
登

山
熱
に
駆
ら
れ
て

一
時
的
好
奇
心
よ
う
入
會
を
欲
す
る
が

如
き
、
軽
挑
浮
薄
な
る
徒
を
避
け
ん
が
篤
め
に
し
て
、
敬

虔
具
摯
な
る
山
岳
愛
好
者
の
末
う
投
ず
る
と
あ
ら
ば
吾
人

は
双
手
を
展
き
て
之
を
数
迎
す
る
に
吝
な
ら
ざ
る
也
。

右
に
連
開
し
て
特
に
注
意
を
促
し
た
き
は
、
現
行
規
則

制
定
以
前
に
入
會
さ
れ
た
る
會
員
に
し
て
入
含
営
時
の
規

定
が
現
今
に
比
し
て
綬
な
り
し
は
言
を
侯
た
ざ
れ
ど
も
、

夫
を
標
準
と
し
て
他
よ
う
非
難
さ
る
る
が
如
き
原
因
を
作

す
こ
と
を
避
く
る
は
勿
論
、自
己
の
品
位
を
高
め
、引
い
て

は
本
會
の
威
信
を
保
つ
に
極
力
留
意
さ
ね
ん
乙
と
を
、
切

望
し
て
止
載
ず
。

○
含
費
領
牧
報
告
に
就
て

前
琥
第
百
丹
四
頁
に
於
て
、
會
費
排
込
の
際
の
領
牧
證

ば
、
誌
上
に
於
け
る
領
牧
報
告
を
以
て
之
に
充
つ
る
こ
と

と
な
す
べ
き
由
を
記
じ
置
き
た
る
も
、
其
後
特
に
會
費
の

領
牧
證
を
請
求
せ
ら
る
ヽ
向
少
な
か
ら
ざ
る
上
、
貯
金
管

理
局
に
於
け
る
手
違
ひ
の
馬
に
、
一議
謬
を
生
じ
た
る
如
き

一　
一一
〈
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場
合
に
は
、
多
く
の
日
数
を
経
る
際
に
は
取
調
甚
困
難
と

な
る
べ
く
、
成
る
べ
く
早
く
照
會
す
る
必
要
あ
る
と
以
て

賞
行
の
便
宜
上
取
扱
方
法
を
更
め
，
今
後
は
誌
上
の
受
領

報
告
ヒ
暦
し
、
排
込
毎
に
本
會
よ
り
端
書
を
以
て
受
領
の

旨
を
通
知
す
る
事
と
す
べ
き
を
以
て
、
其
旨
承
知
さ
れ
た

し
ｏ

○
第
七
回
小
集
會
記
事

大
正
九
年
二
月
八
日
麹
町
Ｅ
紀
尾
井
町
皆
香
園
に
て
開

催
、
午
後

一
時
よ
う
の
豫
定
な
り
し
も
折
柄
の
降
雲
に
て

集
合
や
ゝ
遅
延
の
氣
味
あ
う
し
を
以
て
、
先
雑
談
に
時
ヒ

移
し
、
午
後
二
時
司
含
者
梅
澤
幹
事
開
會
を
宣
し
、
木
暮

氏
を
紹
介
し
て
講
演
に
移
る
。

皇
海
山
に
就
て
　
　
　
　
　
　
木
暮
理
太
郎
氏

氏
が
昨
秋
該
地
方
に
行
は
れ
た
る
詳
細
の
旅
行
談
に
し

て
、
此
多
く
の
人
に
は
名
さ
へ
耳
遠
き
山
岳
を
充
分
に
紹

介
し
た
る
も
の
と
云
ふ
べ
く
、
此
山
は
庚
申
山
の
奥
院
な

り
し
事
を
断
ぜ
ら
れ
た
う
、
追
て
此
記
文
は
山
岳
誌
上
に

掲
載
せ
ら
る
べ
き
も
、
其
暴
雨
中
の
ノ
ン
ヤ
ガ
ミ
の
一
夜

の
如
き
、
集
含
出
席
者
以
外
に
は
受
け
難
き
興
味
あ
る
談

な
，
３
。
滋
に
茶
菓
を
喫
し
て
後

地
形
固
に
就
て
　
　
　
　
　
　
梅
澤
　
親
光
氏

地
形
国
に
開
す
る
雑
話
に
し
て
、
地
形
国
の
定
義
と
其

説
明
と
を
述
べ
、
新
古
敷
種
の
地
固
に
就
て
二
三
の
批
剣

を
加

へ
ら
れ
た
う
、
要
す
る
に
追
て
山
岳
誌
上
に
載
せ
ら

る
べ
き
記
文
の
概
要
と
稗
じ
得
べ
き
も
の
な
り
。

斯
く
し
て
午
後
五
時
牛
散
含
す
、出
席
者
二
十
八
名
、内

會
員
の
氏
名
次
の
如
し
。

辻
本
満
丸
、
松
本
善
二
、
小
林
修
明
、
藤
島
敏
男
、
黒

田
孝
雄
、
伊
藤
新
三
、
横
山
光
太
郎
、
村
越
匡
次
、
武

井
具
澄
、
松
井
幹
雄
、
叉
木
周
夫
、
高
田
達
也
、
鳥
山

悌
成
、
日
高
信
六
郎
、
谷
内
重
夫
、
今
村
巳
之
助
、
高

頭
仁
兵
衛
、
木
暮
理
太
郎
、
田
部
重
治
、
武
田
久
吉
、

梅
澤
親
光
。

○
万
國
山
岳
大
會

ノ
ラ
ン
ス
山
岳
會
の
主
催
に
て
、
本
年
五
月

一
日
よ
う

十
日
間
モ
ナ
コ
に
於
て
聯
合
國
間
に
山
岳
大
會
を
開
く
の

議
あ
り
、
昨
年
二
月
以
降
敷
同
に
亘
う
て
本
會
に
も
代
表

者
を
出
席
せ
し
む
可
き
様
の
交
渉
あ
う
、
或
は

フ
ラ
ン

琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

會

Ｏ
第
七
回
小
集
會
記
事
０
万
國
山
岳
大
會

一
一一
ル
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行 稜 月 四 年 九 正 大

會

　

報
　
　
○
會
務
報
告

一　
三〓
０

ス
山
岳
會
副
會
長
に
し
て
万
國
山
岳
會
長
ガ
ベ
ー
男
爵
よ

う
、
或
は
同
會
幹
事
モ
ン
タ
ニ
ユ
ー
氏
よ
ヶ
我
が
外
務
省

を
通
し
て
加
入
出
席
を
懲
憑
せ
ら
る
る
あ
り
、
本
會
に
於

て
は
再
三
幹
事
會
に
於
て
出
席
の
可
否
能
否
等
を
協
議
す

る
虎
あ
り
し
が
、
昨
年
十

一
月
二
十
六
日
の
評
議
員
含
に

於
て
同
含
に
加
盟
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
地
同
類
の
出
品

を
承
諾
し
た
れ
ど
も
、
適
営
な
る
代
表
者
を
派
遣
す
る
事

不
可
能
な
れ
ば
、
大
含
に
列
席
す
る
こ
と
は
見
合
す
の
止

む
を
得
ざ
る
に
至
れ
う
。
か
く
て
本
年
二
月
十
四
日
附
を

以
て
、
本
含
よ
う
は
陸
地
測
量
部
機
行
五
萬
分

一
地
形
固

中
霧
島
山
、
立
山
「
富
士
山
（
四
枚
績
）、
日
光
（
二
枚
績
）

及
本
會
よ
う
職
行
し
た
る
鋤
岳
登
山
地
日
ヽ
日
本
北
ア
／

プ
ス
憶
測
固
。
北
海
道
中
央
高
地
地
形
固
を
稜
逮
し
、
又

同
十
八
日
武
田
幹
事
本
會
を
代
表
し
て
ガ
ベ
ー
男
欝
に
宛

て
て
就
鮮
を
選
う
旦
「
山
岳
』
前
琥

一
冊
を
螢
遷
し
た
り
。

か
ゝ
る
間
に
フ
ラ
ン
ス
山
岳
含
は
本
含
名
春
含
員
ウ
ェ

ス
ト
ン
氏
を
山
岳
大
含
に
招
待
し
、
同
氏
は
我
が
國
山
岳

の
大
要
及
び
本
命
の
成
立
に
開
し
て
講
演
せ
ら
る
、
事
と

な
う
、其
の
材
料
を
本
含
に
寛
め
ら
れ
た
れ
ば
、特
に
高
頭

幹
事
は
日
本
群
島
の
山
系
概
観

一
篇
を
起
稿
し
、
梅
澤
幹

一
事
は
日
本
山
岳
含
浩
革
略
記

一
篇
を
執
筆
さ
れ
、
田
部
「

一
武
田
雨
幹
事
夫
を
英
諄
し
、
地
同

一
葉
を
添
え
て
ウ
ェ
ス

一
ト
ン
氏
に
選
れ
ら
。
ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
は

四
月
中
旬
英
國
を

．
出
稜
し
て
モ
ナ
コ
に
向
は
る
可
く
、
本
含
の
篤
並
に
我
日

本
の
山
岳
の
篤
に
或
は
快
辮
を
揮
ひ
或
は
小
篇
を
執
筆
せ

ら
る
可
し
と
雖
も
、
勿
論
本
會
幹
事
の

一
員
に
非
る
と
以

て
、本
含
を
代
表
し
て
出
席
せ
ら
る
ゝ
に
は
あ
ら
ず
ｏ
叉
他

日
右
大
含
に
開
し
て
詳
細
な
る
報
道
を
得
ば
、
之
を
誌
上

に
掲
げ
て
讀
者
に
報
道
す
る
の
機
あ
る
べ
し
。

○
會
務
報
告

大
正
九
年
二
月
八
日
午
前
十
時
よ
う
清
水
谷
公
国
内
皆

香
園
に
於
て
幹
事
含
を
開
き
左
記
の
事
項

に

つ
き
協
議

す
。一

、
第
十
三
同
大
會
に
つ
き
て
。
一
、
万
則
山
岳
大
會
に
説
辞
壼
途
の
件
。

一
含
員
草
見
本
承
認
の
件
。
一
、評
議
員
城
数
馬
氏
を
名
春
會
員
に
推
薦
の

件
。（同
氏
は
二
月
二
日
附
を
以
て
名
春
會
員
た
る
事
を
一快
諾
さ
れ
た
る
を

以
て
會
員
名
簿
中
名
春
會
員
の
部
に
追
加
す
可
き
も
の
と
す
）。
一
、
入
會

中
込
者
詮
衡
―
―
入
會
許
可
、
赤
沼
千
尋
、
藤
岡
鍵
蔵
、
橋
本
重
隆
、
乾

喜
六
、海
谷
貫

一
、高
野
孝
一
、
一津
日
常
雄
。
（
以
上
入
會
者
中
大
正
八
年
度

分
『山
岳
』
第
十
四
年
よ
り
配
本
希
望
者
に
は
、
同
年
度
分
會
費
に
営
る
金
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琥 二 第 年 四 十 第 岳 山

式
日
を
入
會
金
と
共
に
納
付
し
て
其
頌
布
を
受
く
る
を
得

可
き

事

に

内

定
ｏ
）

（
出
席
幹
事
）

木
暮
、高
頭
、高
野
、武
田
、
田
部
、梅
澤

二
月
十
四
日
本
含
事
務
所
に
於
て
編
輯
含
を
開
き
、「
山

岳
』
第
十
四
年
第
二
琥
原
稿
を
整
理
す
。

（
出
席
幹
事
）

木
暮
、中
村
、武
田
、梅
澤
。

○
交
換
及
び
寄
賠
固
書

地
學
雑
誌
　
第
二
百
七
十
三
、
四
、
五
脱

史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
　
第
二
巻
第
十
二
競

雁
史
地
理
　
第
二
十
五
巻
　
一
、
二
、
三
盤

ツ
ー
リ
ス
ト
　
第
八
年
第

一
、
二
競

み
づ
ゑ
　
第
百
八
十

一
競

東
京
教
育
博
物
館

一
覧
（
大
正
八
年
）

高
原
評
論
　
二
月
競

山
岳
篇
員
　
第

一
輯

（
欧
文
日
書
は
英
文
欄
に
掲
載
せ
り
）

○

本

會

規

則

抜

率

　

（
大
正
八
年
六
月
改
正
）

第
二
條
　
本
書
ハ
山
岳
二
開
ス
ル
研
究
ヲ
ナ
ス
ツ
以
テ
ロ
的
ト
ス

第
二
條
　
本
含
ハ
第
二
條
ノ
主
旨
二
基
キ
機
一開
雑
誌
「山
岳
」
ヲ
褒
行
ス
、
叉

時
宜

ニ
ヨ
リ
別

二
臨
時
叉

ハ
定
時
′

・
出
板
物
ワ
職

刊

ス
・ル
コ
ト
ア
ル
可
ン

會
　
　
報
　
　
○
交
換

・
及
び
寄
贈
聞
書
し
本
會
規
則
抜
率
○
投
稿
規
定 第

五
條
　
本
會

ハ
會
長
フ
戴
カ
ズ
幹
事
若

干
名
フ
置
ぃ
、

一
切
ノ
會
務
ヲ
虜

理
セ
ン
ム

第
六
條
　
本
會

ハ
別
二
評
議
員
ヲ
置
キ
重
要
ナ
ル
會
務

二
基
興
セ
ン
ム
・

第
十
條
　
本
會
々
員
フ
別
チ
テ
正
會
員
一及
ビ
名
春
會
員
ト
ス
、
名
春
會
員

ハ

本
會
幹
事
ノ
推
薦
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
條
　
正
會
員
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
會
員

三
名
ノ
紹
介
フ
以
テ
住
所

・
姓
名
年
齢
及
ビ
職
業
フ
記
ン
タ
ル
申
込
書
フ
事
務

所
二
途
附
ス
ベ
ン
、
但

ン
紹
介
者
ノ
一
名
ハ
本
會
評
議
員
ス
ル
フ
要
ス
、（
入
會
中
込
一用
紙
ハ
事
務

所

二
備
付
ケ
ア
リ
）

第
十
二
條
　
入
會
ノ
許
否

ハ
幹
事
含
ノ
決
議

ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
三
條
　
入
會
許
可
ノ
通
知
二
接
ン
タ
ル
者
ハ
入
會
金
五
ロ

ニ
含
費
ヲ
添

へ
抑
込
マ
ル
可
ン

第
十
四
條
　
正
含
員
ハ
會
費
年
金
曇
同
ヲ
前
納
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス
（
以
下
略
）

現

任

幹

事

（
七
名
）

・
木
暮
理
太
郎
　
中
村
清
太
郎
　
高
野
鷹
蔵
　
高
頭
仁
兵
術
　
武
田
久
吉

田
部
重
治
　
梅
澤
税
光

評

議

員

（十
四
名
）

城
敷
馬
（在
朝
鮮
）

小
島
久
太
（在
桑
港
）

近
藤
茂
吉
　
三
枝
守
博

辻
本
満
丸
　
辻
村
伊
助
　
山
川
獄
及
ビ
現
任
幹
事
七
名

○
投
稿
規
定

一
、
會
員
は
勿
論
會
員
以
外
の
何
人
も
投
稿
随
意
の
こ
と

一
、
用
紙
は
大
髄
牛
紙
大
叉
は
牛
紙
牛
教
大
、
天
地
左
右

を
あ
け
、
毎
紙
片

一
三
一
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行 破 月 四 年 九 正 大

會

　

報
　
　
○
第
十
二
回
大
會
豫
告

面
の
み
に
字
饉
明
瞭
に
認
め
、
各
行
二
十
二
字
諸
と
し
、
毎
紙
同
一
行
数

の
こ
と

一
、
ヽ
ｏ
「
」
（
）
等
は
各
一
字
割
宛
と
し
、
行
を
夏
む
る
時
は
一
字
下
げ

の
こ
と

一
、
地
名
に
は
片
俄
名
を
振
り
、
漢
字
不
明
に
し
て
宛
字
を
な
す
時
は
其
旨

を
括
弧
内
に
明
記
す
可
き
こ
と

一
、
原
稿
は
必
ず
左
記
宛
て
選
附
の
こ
と

”
東
京
市
本
郷
匠
駒
込
蓬
葉
町
二
十

一
木
暮
方
「山
岳
」編
輯
所

筒
編
輯
に
開
す
る
用
件
は
絶
て
前
記
宛
御
照
含
の
こ
と
、
殊
に
挿
同
篇
員

等
の
あ
る
原
稿
は
其
の
調
製
方
印
刷
方
に
つ
・き

一
應
御
相
談
あ
ら
ば
幸
な

り
、
叉
原
稿
は

一
切
返
戻
せ
ず
。

第
十
三
同
大
會
豫
告

時
日
　
本
る
二
月
九
日
（第
二
日
曜
日
）午
前
十
時
展
覧
會

開
場

合
場
　
東
京
市
赤
坂
Ｅ
溜
池
三
會
堂

（外
濠
電
車
奏
橋
停

留
所
下
車
）

講
演
　
午
後
五
時
年
開
始

三
高
層
の
気
象
現
象

理
學
博
士
　
藤
原
険
平
氏

Ｉ

〓

二
、
イ
エ
ロ
ウ
ス
ト
ー
ン
　
ナ
シ
ョ
ナ
ル

パ
ー
ク
（幻
燈
）

理
學
博
士

中
村
清
二
氏

入
場
は
會
員
た
る
と
否
と
を
問
は
ざ
れ
ど
、
相
営
服
装

の
上
成
べ
く
名
刺
御
携
帯
を
希
望
す
。
小
兄
の
入
場
は
謝

絶
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。

含
場
に
は
上
草
履
の
備
あ
れ
ど
も
靴
又
は
草
履
を
御
便

利
と
す
Ю

本
年
の
陳
列
品
は
特
種
の
物
品
又
は
題
目
に
限
ら
ず
し

て
、
廣
く
山
岳
に
開
す
る
国
書
、
地
固
、
綸
書
、
器
具
、

標
品
等
と
な
す
可
き
を
以
て
、
何
品
に
係
は
ら
ず
出
品
あ

ら
ん
乙
と
を
希
望
す
。
出
品
物
は
営
日
含
場
に
御
持
参
下

さ
る
か
、
又
は
豫
め
事
務
所
迄
現
品
御
層
置
被

下
ば

幸

甚
。

會

　

　

告

大
正
九
年
度
會
費
未

ヽ
納
の．會
員
は
、
至
急
納
付
あ
多
度
く

口
座
登
記
料
を
添
え
ｓ
振
替
貯
金
に
て
排
込
ま
る
ゝ
を
簡

便
と
す
。
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大 大

正 正

九

年

四

月

一
一
十

一二
日

印

刷

九

年

四

月

一
一
十

五

日

壺

．行

〔定

債

金

壼

風
〕

新

潟

縣

一二
島

郡

深

才

村

深

澤

稜
行
兼
編
輯
者

　

高

頭

仁

兵

衛

東
京
市
紳
田
Ｅ
美
土
代
町
二
丁
目

一
番
地

印
　
刷
　
者
　

　

島

　
　
　
連
　

太
　

郎

東
京
市
耐
田
Ｅ
美
土
代
町
二
丁
目

一
番
地

印
　
刷
　
所
　

　

一二
　

　

　

秀

　

　

　

舎

東
京
市
麹
町
Ｅ
富
士
見
町
四
丁
目
六
番
地

螢
　
行
　
所
　
　
　
日
　

本
　

山
　
岳
　
會

振
替
口
座
東
京
四
八
二
九
番

東

京

市

耐

田

直

表

耐

保

町

東

　

　

　

京

　

　

　

堂

著

　

作

櫂

所

　

有

螢

　

一買
　

所



第

九

回
小
集

會

豫
告

末
ら
ん
六

月
二
上
二
日
（第
二
日
曜
日
）
午
後

一
時
よ
う
麹
町
Ｅ
清
水
谷
皆
香
園
に
於
て
、
田
部
幹
事
司
會
者
と
し

て
開
會
す
可
じ
。

営
日
講
演
　
　
　
木
曾
山
脈
の
地
貌
螢
達
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
理
學
士
　
辻
　
村
　
太
　
郎
氏

題
　
　
未

　

定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
學
土
　
田
　
部
　
重
　
治
氏

會
員
以
外
の
末
會
者
は
會
員
の
紹
介
を
要
す
。

山

岳

固

書

大

販

賣

高

頭

式

先

生

編

纂

日

本

山

嶽

志

全

一
冊

日

本

山

岳

含

螢

行

高

山

深

谷

第

四

輯
三

彎

第

八

輯

同
　
　
　
　
　
　
右

山

　

岳

郵〓・臨
権嚇ず轟鶴
・馨
稗
筋
五電
震劫
・。鶴欲
幣
響
導牝舞子嚇”筋

右
雨
種
は
御
注
文
に
先
立
ち
在
品
の
有
無
、
定
債
、
送
料

一
應
御
照
會
を
賜
は
う
候
様
願
上
候
　
敬
白

錬
．藁

朝覇

∝計略
翻

健

全

祗

書

店

正

債

金

式

　

園

選

料

金

式

拾

錢



8    PEOTOGRAPiEIC ILLuSTRATIONS IN TEE JAPANESE PART

PHOTOGBAPEIC ITTUSTBATIONS IN TIIE
JAPANESE PABT.

l'nge
(51) The Suurmit of Chitukaniush.

Sketch. by Mr. 1VI. Takenouchi.
(55) Mt. Nisei-kaushpo. Do.
(57) The Ishikari llange viewed from Nisei-kaushpo.

Sketch. by Mr. M. Takenouchi.
(58) The Yiew torvards east and north-east from the eastern

sido of Nutakkam-ushpo. (In 3 pieces)
Sketch. by Mr. M. Takenouchi.

(59) The eastern side of Nuta,kkam-ushp" seen from & spot
on the right bank of the Sdun-pet.

Sketch. by Mr. M. Takenouchi.
(67) Tuimarukushpet-yama from Shirataki.

The sa,me peak from Chittrkaniush.
Mts. Nisei-kaushpe aud'Iuiraer,rukushpet from Temmaku-
y&rna,. Sketch. by Mr. M. Takenouchi.

TEE ANNUAL MEETING FOR 1920.
The 13th AIlnlual Meeting of our Club will be held at tlЮ

Sankwai― d6ヨ[an,■oar tho U.S.Emba∬ y,Shba―ku,on May 9th.
The iExhibiti9n iRooln wil b0 0pen at 10 A.M.,and工」eCtures Will

cOInnlonce at 5,30 P.M. On
MetoordoJcal Phnomena。 .。 ..。 .....Dre S.Fujiwara.
The Youows樋 )no Na慣Onal Park.......]hlofo S.Nakalmura.
All■Ien■bers are invited to attend tho Meoting,and they are

ontitha to bring their frionds.They are」 so undly Юquested t。

oxhibit anything concorning lnountains,such as nla,ps,phOtO喝
=OphS,pictures,books,scientiEc specimens, inshulmonts,utensih used for

climbing hips,o樋。
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PR00EEDING OF TEE CLUB.

PROCEEDING OF TIHE CLUB。

The Seventh (Dridinary IIeeting 、vas held at tllo:Kiaik60n,
Shimidzud′Lni,on Feb.Sth, 1920,predded by I)rof.Co Ume2nwa。
Theお■OWing leCtreSヽ VeЮ JVen:一‐

An Asceut of Sukai-za,n Mr. B. Kogure.
On Topographical Maps ..............Prof. C. IJmezawa.
Twenty-orlo mernbers and seyen guests wero presont.

TIHE J▲PANESE PART OF THIE JOURNAL。

TlЮ principd articles in the Japane鍵 )Part Of this number
are as fon。 、vs:__

A ILip from Yumatil in the TakasQgれ wa Vaney b Kamik6chi
over l正 七.Washiba,by l生 r.T.:HaIIlata五 .

Mじ.Norikum in snow,by Mr.T。 OnO。

To Kamik6ch in spring,by Mro K.Ihkば a.

AIl熱∞nt of Tswugi― ふ ke via Hを brmOHt6ge,by Mro K.
IIurase.

From the Diary kopt during the Trip abng the Upper 00urse
of the lshikttgawa(with illusttatios),by Mro M.T:bkenOК hi。

l(anotoiwa and Gozen― yalna, COncluded, by I)r. H. Takeda.
Pre∞rvation of VirJn Forests,by Mr.Jo Furuiyo.
On Topographi∈ Ll Maps,by ROfo C.UmOttwac

PLATES IN TIHE J▲ PANESE PART.
Facing page

(8)The pOitt Of cOn■uence Of the Yulnata:Lnd■ Iidttma楓
in tho Tれkasogawa‐ V翻loy. Phot.by Mro To Hamatani.

(32)The view bwards nO■ h_west frOIn lw6zawa_Nokkoshie
The lncrustations of sdpllur spring at YuFnata.

Both phot.b▼ Mr.^To Hamatani
(72)GozOn_yama s∞ n hOm th sum面 t Of O_tako。

Tho SII五n00n Gozen― yaimoa.

0_tとしkeまDen homi{Gozon― yalma.

▲ll photo by.IMI.S.Y[Lmakawa.

7
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6 TIEE NEW CI」 UB BADGE.

esteem 10r thO spirit Of 00nfraternity alm.ong mollntaineers of the.Allied
Countriese

sincere thanks are(lue tO the French Alpine Club for the trouble it
has takeln to ol■laniZe the 10ongress,

We be2 to lnfOrm yOu that We baVe drendy fOrWardeCl SO】 ne l口LapS。

issued bv 5br aovernment and Our Cll■ b,and by the same lnail 、ve take
DlenSure‐ Of Se'Iiding a COpy Of the laSt number Of Our JOurnnl.fOr eXhibi‐
11。n.  They are tO be presentea to the French Alpine Club nfter the
Conaress.

It is with deep reglet that we have tO state that we make a point
of representing Oul Club by one of the OfhCerS Only, a1l of whom are,
hO、・ever, unable to haVe rleaSure Of atten(ling the COngreSS, OWhg tO
tlhe immense distance.

With earnOtt hOFeS fOr the SuCCeSЪ
轟 遺臨 l∫撃 霊 rS,

Dre Ⅱ .Takeda。 (signed)
コ[one Geno Sec.工 A.C.

1圧eanwhilo:Rev◆ wo WestOn,Hon.Me]m.ber Of our Club,。 wを、s

invited bv the French Alが ne Club to Jve an illustraね d,hntern
lecture al the COngress,と しnd he aSI【 ed uS tO let hiln haveれ note

abOut the l五償ory of the Club and｀ a ShOrt aCCOunt Of the prinCir旧 己

rningOs Of JふDan.On this request wo forwarded hiI■ l an aut110ris_

ed EIgish translation of the noね on the History of our Club,

sTx)cially 、vritten by Prof。 (:り . UIpe,甕 :Ъwa, and()f the paI〕 er on t1lo

立 Ountttn Ranges Ьf Japan,S,Cially「 eptted by Mr.Ne Tak2Lめ
,

toge'her.vith tt lnap sho、ving the r2ヽnges.  In the llext nun■ ber

of our Joulnal、ve 五0:P〕 to be able to print au revised tl・ anslation

Of ■便1°・ T[bkat6'S paFer, as it is a very concise articlo on the
sul)iecte▼

Wo aro lookinЯ  for｀ward to get伍 1〕g more nows al〕 out the

congress,and hOpe tO End an oppo武 unity of iゴorming our Mom―

bers thereabout.

TIIE NEW CLUB BADGE.

The New Badge, u,hich is oval in shape and has rr relief
monograrn JAC on the surface, is now reacly for -distribution in
exchaige for the old Baci_ge. It has number on the reverso side,

and is Luotted to all rnernlters rvho il,re not in alTcat's. fn eilse &

noAg." gets lost, its numbc.t shall be adverti zed and. then becorrre

voidl Mernbers, who have not sent bt:r,ck their old btuJges, &ro

kinclly rcquested to do so, 4 their ear'liest conyenieuco, to have

their'l exchanged for ?u New Badge.
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THE INTERNAT10NAL CONGRE駁3 0F ALPINIST鋭

Mattma,Volo L No.4.
Bird―Lore,Vol.XXI,INo.6,XXII,No.1。
Co10radO Chautauqua Bulletin,Vol.IX,Nos.

1--3。

The GeOgraphical JOurnal,vol.LIV,No.5,
LV,Nos.1-・ 2。

Alpina,Jahrgang 27,Nr.13,Jahl「R.28,Nr.1.
La Montal嬰 e,15e.Amn6e,No.139.
Club .AlpinO Ih′ hano, Rivish■ Iensile,Vol.

XXXiVIII,:N.10_-11,12.
Bollettino della SettOne Fiorentina del Co A.

I.,AШЮ X,N。 3--6.
]RevuO “よlpino, 22e et 23e Ann`es, No. 2.
IメEchO des Alpes,55e.ALIIn6o,Nb.11--12,56e

Ann`e,NO。  1-‐ 2。

The取lolmtain Club Of South A■ ica.

La Te]ra d'Algerio,10e Annde,No.1--2。

5

]Portland, 1919。

New・York,1920.

]Boulder, 192(｀ .

I」ondon,コ_919,1920。

Z.irich,1919,1920。

Pと発ris,1919.

Torino,1919.

Firenze,1919.
I」yon, 1919.

(:半eneve,1919,1920「
Calpe Town,」 919。

A_lger,1919。

TIIE INTEBNATTONAT CONGBESS OT'
AtPINISTS.

At the suggestion of the French Alpine Club an fnternational
Congress of Alpinists of the Nlied Countries is going to be held
at Monaco, under the Patrona,ge of If. Il. I[. Prince Albert f. and
the Presidence of Baron F. Gabet, Mrry l.st -lfth. Our CIub
lrod the pleasure of receiving letters and circulars re the Congress
from Baron Gabet, Prrsident of the French Alpine Club,- and
Mr. I[. lVlonta.gnier', A. C., Sec:retary of the Congreis, incitiug rls
to send &n offical delegate. After Several times of mnference the
Cornmittee fina1ly reached the conclnsion that we shall adhere to
the Congress and send map etc. for exhibition, but not send
& delegate. Accorclingly ordnance rx&,ps of the Nikk6 mountains,
Fuii, Tateyamft, and Kirishirna Yolcanoes, together with the Guide
{"p of Tstutgidake, Maps of the l{orthern Ja,panese AIps aud
of Clentral Yezo, issued by our Club, rvere forrvlirded to the Con-
gt€,es. Later a, letter conveying greetings and" best wishes w&s
seut to Baron Gabet, which reads as follows :-

Monsieur Ie Baron F. Gabet, 
TOIly6' Febr,ary l'8tlr' 1920'

Pr€sident dn Congrds de l'Apinisme,
30, Boulevartl des Italiens, Paris.

Deor llaron,
'{hu Japaaese Alpine Club has the honour to present the greet-

ings antl best wishes to ttre International Congress of -Alpinists 
arrd has
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4 ABOUT CLIIB NECKTIE.

melr. l\foleover, pro-Gelman and a,nti-English as were rnfl,uY

Germau-Srviss thriughout the w&r, the 
-Yalai 

gtricles of

Zermatt and Saas FeL ne,yer forgot tJ:eir Euglislr Herrsn, eld
look forward with enger anticipation, of vrhit& lucre is nct the
solo motive, to cliu'rbin[ with th6m once rnore iu happier 4-^y*."

" Za'tnatt, Augu,st I9th." t'JuLl.lN GR,NDE."

ABOUT CLUB NECKTIE.
with referencO tO the suggesttOn]【 nadO by tho :Revo Wo II。

MurTev walton fOr a (:)lub lheo in V01.XIIIo iNo。  l ol our
JoumIL wo had tho pleasure Of feceiving‐ a lettef frOm Mr.Jo H.

Mlitchell, secrettty Treasurer Of the Alが ne Club of Canada,
stating therein as f01lows:

``Witll re2ard to t1lo sugα estion for a club neClrtile・ Ina,do

tllerein yOu ln_ay be interested歓 )knO、v that、 7o have a Club五lbbOn

sinco 1907. 、vhich has the same ]m.eaning as l圧 r.lValtK)n sugttests.

I onc10se a sanaD10 of it.  Green for the treeS. OFeV fOr the rOCk,

whte for the ic8 and snow。 ''         
′υ ″

The sample sO kindly sent by ME Mitchell measures ll in.
in bЮttith and iS Striped 10nJtudindly With a dttk geen,ダ Oy,

and・white.  lt appears therefore the green is intended to represent
the ttee region,the rey the bare rOCk abOVe the umber line,
caplド)d with the white‐ 一‐snow and ico.

wo shan l。。k forwa,rd with interest to receiving any further
suggesuons regarding neckti。 。r anything similar t()it。

tH・ T。
)

CLUB LI]BRARY。

Tho fol101ving publications have been added to tho Club
工五lbrary since I)ec01・nbOr 1919:一一

The Twelfth Annud iRecOrd Of the Ladies'
Sαメ漸聰h 《〕五Inbing clube               Edinbllrgh, 1920。

Bulletin of the American Game PrOtective As―
関)ciation,Vol.VIIL NO.4.       New York,1919.

The]M:。 untaineer, w'。 1。 x:IIo                seattle, 1920.
Tho MOIIntainner Bdetin,Vol.X,NOs.1,3. Seatde,1920。
Buneun of the:Praide Club,NOs.91_一‐93.   Chicago, 1920。
Trail and Tilnberline,No。 17.           I)enVeF,1920.
Tho l直id―Plwinc MEcattne,V01。 XIX,Nos.

1--4.                                IIonolulu, 1920。

24



THE CI′ ILIBING=FASON nI TEE ALrS.

、vaos exceptiolnal; but no、y, after a slFel1 0f al)Out seven 、アeeks
Of al111()st ulュ 1)roken ll10 、veatller, tl10 pealく s around llere llave
never been in better COnditione  llle o七 lier dav. tOgethe■ " 、vitll
my guide Siegfried Burgener, I haVel・ sed the「 Zin風l Rothorn
ill fou`rteen hours, the traverse including the ascent Of the
Trifthorn and a descent by thO Trift cο 2ι Jο働L Tl10 1latterhOrl■ has
been ascended by thO Znlutt α,Dσιι sOveral tillnes this year; Once
byれ lady Vヽith 0110 guide.  IIardly a day has passecl this A.ugust
When there WerO nOt tWenty tO thirty p30メ 0 0n the Summit Of
the LIonte iR′ OSEし, and thO nunlbers 、vhO aSCended the llatterhOFn
by tho orinary route 、vere chie■y trOubled by gllideless clilnbers,

and not by falling stOlles.  .A_t any rate it was nOt stOnes wllicll
fe1l o・ willg to llatural causes tllat  endangered  n■ Oulltailleers,

but the stones perpetudly set falling by clulnsy 2Lnd inexperi―
enced tourists.

“Lovett of those Alメ ne wild■Owers Of whicil sO gre就 れ
v田loty aro to be foundれ round Zermatt will lettn l・ oCretfully that
they have suttbred greatly this year O、▼ing tO t1lo prolonged
drollght and the late, cold spring。  :PersOnally, long as l have
lno、vn `Zernaatt, 1 1lave never seen tlliO ■vild ■01vers sO IX)C)r and
stunted as this seasOIl.  :Except in f〔l.vOurOd spots wl五 ch aro
both: lVell sheltered and 、「atered by sOme lnountain streanl,
thoy are too often sin〕 ply shrivelled up,as,indeed,aIЮ Inany
of the ALlpine pastures, 'which 100k s()Inetilnes as if frO ha.d
passed ovel・ tllem.

“During this month of August,in fact,we have had only
O110 ShOWeF in the Zermatt diStriCt.  TWiCe the 10Cal Ct″ びh「旧
ascended 、vith his ■ock to tho Sch、 varzseO in prOcessiOn, mOre
than 3,000 feet above Zernlatt, tO pr■ y for rain at the foot of
tho l正atterhorn.  Tho £Tst tilne his prayers werO unans・ wered.
A.fo、v days later, therefore, the barOmeter being very low, ho
called upon tlle faitllful to ascend to the SchwarzseO 、vith him
a・gain, telling tllen3.thれ t if the raill did nOt COlne thiS lX)COnd
ti工0,they WOuld haVe tO nlake thO upWardが lgrimage :L thiFd
tinlo――barefoo七 。  On tlleir return a shOⅥ アer fen, but not sultticient
わ do n■∝o than lれ y tho dust.

″ ``Zermatt as a sun3mer resort has undOubtedly built its

hOuSO upOn tlle rOCkSo  TlleFe iS Teally SOl田lething in and abOut
it capablo of attractil〕 g peop10, and attracting thenl year after
yearo  CIonsequently, althougll it has assuredly sllfbred, it has
done so ]much less seriOusly tllan any other SMだ ss tourist resort.

It is safe tO say, indeed, that even if:B」 itish clinlbols should
largely fo‖ ake tho other summer reso■ s of German―spёaking
Switzerland, they arO never lik01y to forget Zermatt,with its
undyillg asssociations witll tho conquest of tho▲ lps by EnJish―

器
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2          TEE OLIBIBING SEASONξ IN THE ALPS.

fOr perhaps no one is less St than tlle averaSp Swiss to、 vn― dweller
to attonlpt a guideless ascent Of a hi211 lnOuntain, as the 10ng
list of this ye渡 's Alメ ne accidOnts already suttcie載 け proTes.

``Had the Swiss COnsular Ol饉 cials in London not put so
nlal■y di“ culties in the、 va.ァ Of ObttLilling visas・ LO passpOrts,a.lld
had it nOt been rul■ Oured that f00d scarcitvっ revailed in S、 vitzer―

land, Zierlm旧此t at any rate 、vOuld probably have had a very fair
nunflber Of :British tOurists this yeaT, oven althOugh lperhaps not a

dnglo o七 ber Swiss sun■ Iner FeSOrt lnigllt haVe had any. Judging
by the accOuntt of thOse おw BHtish,who lave succeded in
getting here, hO。″eveL a visa is not easy t。 。btain,and travening
is trying in many respects。   ■Ioreover,thoro is nO・ w the aclditiOnal
conilphcation that the travener nlust loave s、vitzerland by the
same fЮ ntitt as thtt by which he ent∝ ed it,whi10 the durttion
Of hiS Stり in the count=y is shictly LΠ 五tedo Final珀 乃 a呼
clilnber who wishes tO ・haverso the llattorhorn or crOss the
Th60du10 Pas leading intO Italy cannOt 1low do sO withOut
risking ilnprisonlnent sO s00n as he reaches tho other side Of
the.Alps。

``As fOr f00d cOnditioIIs in S、′
it“賀)rland, One Ⅵアho has been

doI1liciled in the cOuntry sinco befOre the 、var is in as g00d a
pOSittOn aS 130SSib10{Ю  knOWヽ vhat theV arO.  1100d in Zerlnatt
itself is abundant and exce1lont, altllough 1lore, as Of courso
eVeryWhere,hOtel Charnps have been raisod from lfty to o■ o
hundred■Or cOnt.  ]But in such al Dlace as this, マ7here the chief
hotel― k∞fers htte their own farmsi thre is n。

″
lack of anything.

In certain parts Of lS:、 vitzerland, how・ ever, tllero is sti11 1lot t00
1nuCh d」ry producoo A B」 tish C010nel and an OxfOrd dOn
StaVlng at lnV hotel bOth assure n■ O that never sinco ・the beRin―
nin皮l of the・war have thOv eniOved such、vhOlesome and plonlful
fooJ as here;but of colwも e wLttt is tI.。 。f zormatt is lot hue
of all Switzeiand. Thus,in llay last I、 vas staying in On0 0f
t1lo best t,Own hotols in the count]Rア ` and the fOod 、vas sЮ IneagTe
and so lp00r that after dhlner l had to ask t1lo head-lvだ 五ter for
SOn10 breacl and cheese to satisfv mv l■ untter.  In shOrt, f00d cOn_
ditions in S、vitzerland cannOt be said tO bo bad, alld are tending
sねadily tO impЮ ve.

``.A.s for the cOllditions during tl■ is year's clilnbing〔 犯)asoll,in
Zermatt they have been exb貶 bOrdinartt LvOura110。 SO fⅣ our―

ablo a year, indeed, there has nOt been sinco 1911。   In other
parts of the Swiss Alps, however, the weather wa,s bad in
although it has since iraproved. Last rvinfier wa,s not
suowy but late-in the higher mountains snolv fell
tggry - 

ilre ond of Juuo. Consequently tho quontity of
still lyrrg on the Zsrmatt ra,ngos and glaciers €rt the end of
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TE:E CLIMBING SEASON IN
T]日[E ALPS.
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EIOR the fust time since 1914 Zermatt is having & summer
I' se&son slightly recalling those of pre-wa,r days. It may

not be positively crowded with visitors, but most of the hotels
&re well filled. Ooly a, few of the guests a,re British, the decided
major{ty of them being Swiss. Quito half Zermafr,b's visitors,
indeed, ftre French-Srviss, m&ny of whom have probably never
I ofore had an opportunity of soeing this mountain re;ort. Ifually,
it is one of the minor but not least curious results of the w&r
that m&n.y Srviss aro now for the first time able to afford to visit
some of their owu best-known summer resorts.

" Beforo the w&r Zermatt \va,s reputed among Swiss to be
only for " the rich English." Now, ho-wever, the physiognomy
of its surnmer visitors crowd has wholly changed. Among the
rich Swiss rvho &re usurpin.q the place 

- of the rich English in
Zermatb this year are & uumber of w&r " profiteers " rvho have
rnrurle their money in various wa,,ys, avowable and un&vowable ;
tu,nd. even certain German-Srviss journnlists, who, since August,
LgL4, and perhzr,ps even before then, put their pens at the service
of the Germarn General Staff. I{o assernblege; indeed., could, be
more misceJlaneous than that of this year's visitors to Zermatt.
It iucludes & stuprisirg number of statesrnen and diplomatists,
rvho er,t one timo wero in the first rank, but who now ask nothing
snyo to be ieft iu pea,ce to rend. their p&pers aud thus keep track
of the moro oI less depressing fortunes of their r€spective
countries. For the first tirne in Zormatt's history there is also
& spriukling of Asiatics, anrong them some Japanele.

" jl'he hotel-keepors a,ro well enough satisfied with these
guests, Not so, however, the guiCes, rvho of course prefer English
visitors, ancl rvho, affrer fivo lean ye&rs, aro only too anixious for
& Jat ye&r. But most of the l{erusfclnftm here this surnmer
either cannrit clirnb, or do not wish to clirnb, or cannot afford tn
do so. At mosb only about & dozou members of the Alpiue Club
i:avo colno to Switzerland. this yea,r I and., a,s is well known, tho
Srviss thernselvos yery offien do"not employ guides, which is the
main rea,son for tho gteat frequency of accidents to Srviss climbers,
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IL Kogure, Esq.

Ifon. K. .T6.

B. Kogure, Esq.
K. Kojlma, Erq.
S. Kond6, trs.I.
S. Narnmur&, Esq.

(TBE JAPANESE ALPINE CI-.UB.)

Fujimich6 fV: 6, K6jimachi-ku, T6kyO.

Postal Transfer Account: No. 4829 T6ky6.

List of the Offcers (Elonorary).

Elected Nov. 26th, 1919.

General Seeretaries.
N. Tokat6, Dsq. Dr. I[. Talrerln.

Recording Secretary & Treasurer.
Prof. C. Umezawa.

Llbrarian.
T. Taknio, Esq.

Editors.
S. Nakamuna, Erq.

, Couucil.
If. Soigu.sr, Esq..
T. Taknno, Esq.
N. Tokat6, Es.l.
I)r. f[. Tnkedn.
Prof. J. Tcuabe.

PЮ)LJ.Tanaboe

Dr. M. Tsujimoto.
I. Tsujimuro, ldsq.
Prof. C. IJmeznwn.
S. Yamakawa, Esq.

The object of the Club being promotion and diflusiou of the lcnowledge of
mounloins, nnd everything coneerning mouutains, it always welcomes to its
membership those nnxiorrs to.further this.object hy their interest and support.

An appliennt for nd.mission into the Club mtrst, be propnsecl and secondedl
by three of the members, one of whom nrust be a trfember of the Council, nnd
it is necess&ry that he sbould fill up an officil,l form with particulors of ascents
matle or nature of the work nccomplished by himself, and send it in to the
Club. The admissiou will be decidetl at a Meeting of the Officext.

Mrmbers ere requiretl, oD their nclmission into the CIub, to pay Yen 5 ns
entrnne.e fee, and Yen 3 as subscrip{ion for the current ye&r, antl thereafter an
annunl subscription of Yen 3, poyable in nd.vance on the 1st of Jannory in each
yen r. Ptyments to the Cltrb nre to be mnrle through Postnl Transfer Account or
by P.O.O. Neither ctsh nor cbeques ene nccepied.

Mbmbers $re entitled to receive the Club's Periodical Publicotions, They
moy nlso nttend tho Ordinnry'Meetibgs of the CIub and, have occess to the bookg
nncl maps in the Club Library.

Every member shnll receive o Club Boclge on loan, which must be returned,
on his resignntion of membership.

Dlembers who &re rrlvoy more than twelve months DtrL at their request,
opply to be registered &s " Absent }lembers " on payment of Yen 2 for fee.
Absent Members m&y keep Club Badge ; neecl not pny subscription ; shall not
get nny of the Club's Publications; are not privileged to be present nt auy of
the Club's Meetings ; nor ore they entitled to vote. \\'hen rehrraetl they should,
pny the &rreers for the period of obsence, ancl then sholl receive the Club's
Publicatious issnecl during their nbsence. In ense their sbsence be prolongd
more thnn three years, they hove to resign memberslrip, antl retrrrn the Club
Radge. If, however, they rvish to rejoin the CIub hereattcr, they hnve the pri-
vilege of bcing admittctl throrrglr on introd,uction by o Mcneber of the Council

All commtrnicatious should be atldressed to the G6nernl Secretnry. Enguirien
equiring o reply should enclose return post&ge,



SANGAKU

Vole XIV A pril 1920 No。 2

(English Supplement)

CONTENTS

Trn Cr.rugrNc Sue,,soN rN THE Arps . .

AnourCr,unNncrrrn . . . . .

CtunlrgnABr o . . . . .

I'rrn IutnnNATroNArr CoNcnnss or Arrryrsrs .

TgE Nuw Cr,ug Beocn . . o .

PnocuEDrNc oF TEE Cr,un . . . .

Tun JepeNEsE Penr otr TEE Joumrer, . .

Pr,erns rN TEE Jepeluusu Penr . . .

PgoroGBApErc kr,usrneuqNs rN rHE JepeNEsE

Tsn ANNuar, MnnrrNe Fori L920 . . .

T6ky6
Nippon Sangaku]K[wai

P▲GE.

][》▲RT

１

４

４

５

６

７

７

７

８

８





'l'he Journal of the Japansse Alpine Club

6ANGハ KU
Vd.XiV N■ 2

Ａ
Ｕ

，
ル

Ａ
ソ


	山岳_1919年_Part94
	山岳_1919年_Part95
	山岳_1919年_Part96
	山岳_1919年_Part97
	山岳_1919年_Part98
	山岳_1919年_Part99
	山岳_1919年_Part100
	山岳_1919年_Part101
	山岳_1919年_Part102
	山岳_1919年_Part103
	山岳_1919年_Part104
	山岳_1919年_Part105
	山岳_1919年_Part106
	山岳_1919年_Part107
	山岳_1919年_Part108
	山岳_1919年_Part109
	山岳_1919年_Part110
	山岳_1919年_Part111
	山岳_1919年_Part112
	山岳_1919年_Part113
	山岳_1919年_Part114
	山岳_1919年_Part115
	山岳_1919年_Part116
	山岳_1919年_Part117
	山岳_1919年_Part118
	山岳_1919年_Part119
	山岳_1919年_Part120
	山岳_1919年_Part121
	山岳_1919年_Part122
	山岳_1919年_Part123
	山岳_1919年_Part124
	山岳_1919年_Part125
	山岳_1919年_Part126
	山岳_1919年_Part127
	山岳_1919年_Part128
	山岳_1919年_Part129
	山岳_1919年_Part130
	山岳_1919年_Part131
	山岳_1919年_Part132
	山岳_1919年_Part133
	山岳_1919年_Part134
	山岳_1919年_Part135
	山岳_1919年_Part136
	山岳_1919年_Part137
	山岳_1919年_Part138
	山岳_1919年_Part139
	山岳_1919年_Part140
	山岳_1919年_Part141
	山岳_1919年_Part142
	山岳_1919年_Part143
	山岳_1919年_Part144
	山岳_1919年_Part145
	山岳_1919年_Part146
	山岳_1919年_Part147
	山岳_1919年_Part148
	山岳_1919年_Part149
	山岳_1919年_Part150
	山岳_1919年_Part151
	山岳_1919年_Part152
	山岳_1919年_Part153
	山岳_1919年_Part154
	山岳_1919年_Part155
	山岳_1919年_Part156
	山岳_1919年_Part157
	山岳_1919年_Part158
	山岳_1919年_Part159
	山岳_1919年_Part160
	山岳_1919年_Part161
	山岳_1919年_Part162
	山岳_1919年_Part163
	山岳_1919年_Part164
	山岳_1919年_Part165
	山岳_1919年_Part166
	山岳_1919年_Part167
	山岳_1919年_Part168
	山岳_1919年_Part169
	山岳_1919年_Part170
	山岳_1919年_Part171

