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宮

崎

武

夫

ま
　
へ
　
が
　
き

昭
和
九
年
十
二
月
か
ら
笠
十
年

一
月
に
か
け
て
白
頭
山
の
冬
期
登
山
が
京
都
帝
大
學
友
會
旅
行
部
の
現
役
及
び
そ
の
先
輩
よ
り
な
る
京

都
帝
國
大
學
白
頭
山
遠
征
除
に
よ
つ
て
企
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
幸
に
無
事
所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

こ
ゝ
に
は
そ
の
出
俊
か
ら
下
山
に
至
る
間
の
筆
者
を
中
心
と
し
て
の
除
の
行
動
の
概
略
と
装
備
．
食
糧
の
主
な
る
も
の
に
つ
い
て
記
し

て
お
く
。
台
今
回
の
遠
征
の
如
く
、
隊
が
幾
つ
か
の
班
に
分
れ
て
行
動
す
る
場
合
で
は
「　
一
隊
員
を
中
心
と
し
た
記
録
で
は
遠
征
除
の
活

動
の
全
貌
を
物
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
重
複
を
省
み
す
記
録
の
各
所
に
そ
の
ロ
ノ
ヽ
の
隊
全
隊
の
行
動
の
概
要
を
挿
入
し
た
の
は
幾
分

之
に
よ
つ
て
、
前
述
の
歓
を
補
は
ん
が
た
め
で
あ
る
。

今
度
の
山
行
に
お
い
て
は
ご
く
小
規
模
の
も
の
で
あ
つ
た
が
サ
イ
エ
ン
テ
イ
フ
イ
ッ
ク
な
調
査
マ
研
究
も
な
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
方
面

の
こ
と
は
本
文
で
は
鯛
れ
な
い
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
等
の
詳
細
な
デ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
近
く
遠
征
隊
の
名
に
於
い
て
刊
行
さ
れ
る

「白

頭
山
遠
征
除
報
告
」
を
締
讀
さ
れ
た
い
。

冬
の
自
頭
山
　
宮
崎

地

百
萬
分

ノ

一

二
十
萬
分
ノ
一

五
萬
分

ノ

一

固

白
頭
山

白
頭
山
　
悪
山
鎮
　
甲
山

合
水
　
束
興
里
　
含
井
浦
里

善
天
堡
　
胞
胎
里
　
紳
武
城

悪
山
鎮
　
甫
安
所
里

白
頭
山

仲
坪
場

小
白
山

(1)
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農
學
士
理
學
部
講
師

理
學
士
理
學
部
講
師

農
學
士
理
學
部
植
物
學
教
室

髪
學
博
士
警
學
部
外
科
學
教
室

経
済
學
士
大
阪
市
勤
務

法
　
學
　
士

農
學
士
農
摯
部
植
物
遺
倖
學
教
室

農
学
部
學
生

工
學
部
学
生

経
済
學
部
學
生

理
學
部
學
生

文
學
部
學
生

京
都
警
大
学
生

大
阪
朝
日
新
聞
武
員

東
京
朝
日
新
聞
武
員

蒲
田
口
案
内
人
組
合

有
明
案
内
人
組
合

立
山
案
内
人
組
合

隊

　
長

高 西 今

橋
堀

西

榮

健 _ 錦

治 郎 司

加 堀 長 不 奥 宮 浅

谷
藤   り|1吉   崎 井

泰 龍 清  貞 武 東

安 雄 郎 功 雄 夫 一

佐 大 今

伯 牙口 田

宗 山 友

作 松 茂

丸 藤

山 木

四 九

長卜  三二

谷  杉  兄

山  島

佐 勘

博 一 次
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速

征

隊

日

程

昭
和
九
年
十
二
月
二
十
日
　
今
西
隊
長
等
五
名
の
先
曇
員
京
都
曇
、
諸
事
打
合
ぜ
及
び
準
備
の
た
め
京
城
、
悪
山
鎮
に
向
ふ
ｃ

二
十
五
日
　
西
堀
等
十
二
名
よ
り
な
る
木
隊
京
都
螢
、
悪
曲
線
令
水
罪
に
向
ふ
。

二
十
七
日
　
本
隊
正
午
令
水
辱
着
、
午
後

一
時
自
動
車
に
て
出
螢
、
夜
悪
山
鎮
着
、
先
嚢
隊
に
合
す
。

二
十
八
日
　
午
前
十

一
時
牛
自
動
車
に
て
悪
山
鎮
曇
、
午
後
三
時
牛
胞
胎
里
着
、
直
ち
に
荷
物
を
橋
に
積
み
替
へ
る
。
同
地
警
官
駐
在
所
に
体
泊
υ

二
十
九
日
　
晴
　
八
時
牛
胞
胎
里
償
十

一
時
上
興
慶
水
通
過
、
午
後
三
時
牛
監
項
嶺
着
。
夕
方
物
資
金
部
到
着
。
同
地
に
キ
ャ
ム
ブ
。

二

十

日
　
晴
　
ル
ー
ト
偵
察
の
た
め
償
察
班
二
隊
を
出
す
。

三
十

一
日
　
晴
　
ル
ー
ト
偵
察
、
配

（
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ム
ブ
）

一
部
架
設
す
。
К
ま
で
の
道
ふ
み
及
び
輪
途
を
な
す
ｃ

昭
和
十
年

一
月

一
日
　
晴
　
ＢＣ
へ
輪
途
。

一
部
隊
員
К
へ
移
る
。

二
日

三
日

五
＝

六
日

七
日

九
日

十
日

十

一
日

十
二
日

十
二
日

十
四
日

十
五
日

十
六
日

ノヽ

日

晴
　
席
項
嶺
に

一
部
を
残
し
本
除
は
К
へ
移
る
。
償
察
班
は
小
臓
脂
峰
附
近
ま
で
至
り
、
償
察
絡
了
す
ｃ

雪
　
休
養
。

晴
　
第

一
隊
前
進
、

ＣＩ
を
架
設
し
宿
螢
。
全
員
輸
途
に
従
事
す
。

晴
　
第

一
隊
ＣＩＩ
へ
輸
途
を
な
ず
ｃ
飛
行
機
飛
来
し
К
へ
新
聞
、
ガ
ス
マ
ン
ト
ル
を
投
下
で
ｃ

晴
　
第

一
除
釧
を
架
設
し
宿
螢
。

口青
後
雲
　
第

一
隊
十

一
時
四
十
分
に
登
項
。

風
雲
　
滞
在
、
飛
行
機
飛
来
。

晴
　
第
二
隊
は
天
地
に
下
り
宗
徳
寺
に
至
ろ
。

晴
後
曇
雪
　
第
二
除
は
暦
岩
登
項
、
第
二
隊
は
白
岩
登
項
ｃ

晴
　
天
池
及
び
鉗
を
撤
収
し
α
に
下
る
。

晴
　
ＣＩ
を
撤
収
し
全
員
配
に
集
結
、
飛
行
機
飛
楽
し
、
テ
ン
ト
．
食
糧
を
投
下
ず
。

晴
　
休
養
、　
一
部
下
山
。

・
静
一　
本
隊
下
山
　
К

一
部
撤
取
。

・　
乖
壽　
ｒ
撤
収
全
員
胞
胎
里
集
結
。

・
晴
　
胞
胎
里
午
前
十
時
悛
、
並
Ｈ天
堡
に
て
中
食
、
午
後
四
時
悪
山
鎮
着
。

冬
の
白
頭
山
　
宮
崎

(3)



冬
の
自
頭
山
　
宮
崎

十
七
日
・
雲
　
悪
山
鎮
稜
合
水
、
吉
州
を
経
て
京
城
に
向
ふ
ｃ

十
八
日
　
午
後
二
時
京
城
到
着
。
朝
鮮
ホ
テ
ル
に
入
る
。

十
九
日
　
京
城
滞
在
、
絶
督
府
，
軍
司
令
部
等
を
訪
問
。

二
十
日
　
朝
鮮
紳
走
参
葬
。
午
後
二
時
牟

「
ひ
か
り
」
に
て
京
城
出
破
。

二
十

一
日
　
京
都
着
。

二
十
二
日
　
遠
征
除
の
解
散
式
を
行
ふ
。

一　
根
抜
地
恵
山
鎮
ヘ

十
二
月
二
十
五
日
午
前
九
時
五
十
五
分
家
族
や
多
く
の
関
係
者
に
見
途
ら
れ
て
京
都
騨
を
食
つ
た
。
除
員
が
騨
に
来
揃
つ
た
の
は

も
う
か
れ
こ
れ
九
時
牛
ご
ろ
で
、
そ
れ
か
ら
小
川
琢
治
先
生
の
激
帥
の
辞
が
あ
つ
た
の
で
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
は
入
つ
た
と
き
汽
車

は
も
う
着
い
て
ゐ
た
。
大
學
、
三
高
、府
立
讐
大
の
岳
友
達
が
荷
物
を
つ
ぎ
ハ
ヽ
に
運
ん
で
く
れ
や
つ
と
積
み
了
つ
た
と
き
。
汽
車
は

待
ち
粂
ね
て
ゐ
た
か
の
や
う
に
動
き
出
し
た
。
雨
側
の
デ
ッ
キ
は
背
丈
よ
り
も
高
く
い
ろ
ん
な
荷
物
が
積
み
上
げ
て
あ
り
，　
一
性
自

分
の
荷
物
が
漏
れ
な
く
積
み
こ
ま
れ
て
あ
る
の
か
、
ど
こ
に
何
が
あ
る
の
か
さ
つ
ぱ
り
判
ら
な
い
。
今
度
の
山
行
の
大
部
分
の
装
備

品
を
納
入
し
た
西
岡

一
雄
氏
が
最
後
の
打
ち
合
せ
の
た
め
乗
り
こ
む
で
き
た
。
ぁ
れ
は
か
う
い
ふ
風
に
作
り
替
え
て
一
月
五
日
の
飛

行
機
に
託
し
て
配

（
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ム
プ
）
に
投
下
し
て
く
ね
、
そ
れ
か
ら
あ
れ
を
も
う
幾
つ
追
加
し
て
そ
れ
も
飛
行
機
で
、
天
池

測
深
用
の
ロ
ー
プ
は
こ
れ
ノ
ヽ
に
な
ど
ゝ
忙
し
い
一
時
で
あ
る
。

，ｉｌｌ‐
戸
を
す
ぎ
る
と
少
し
落
ち
つ
い
て
き
た
の
で
荷
物
の
薬
理
に
と

(4)



口

剛

Ｅ

（
河

計

卜

瞬

特

ｏ

）

選

口
導

ヨ
津

|ゞ
爵

載
饉

―
プ

√

赫渕

‐:『
爾
剛
■
■





り
か
ゝ
つ
た
。
各．荷
物
に
は
い
ち
／
ヽ
日
の．
丸
帥
の
ェ
フ
を
っ
け
て
散
快
を
防
ぐ
と
ゝ
も
に
卜
数
度
の
乗
換
の
際
牛り
，別
に
便
利
な
．や

う
に
し
た
。
貨
物
と
し
て
途
り
出
せ
な
い
取
扱
注
意
の
観
測
用
の
精
密
機
器
類
や
ラ
ジ
オ
用
品
。
そ
れ
に
こ
の
出
磯
に
や
つ
と
間
に

合
つ
た
品
物
な
ど
全
部
で
五
十
二
簡
も
あ
り
っ
特
別
に
大
き
く
造
ら
せ
た
ル
ッタ
サ
ック
も

一
パ
イ
で
ハ
デ
け
る
ほ
ど
詰
つ
て
ゐ
る
。

そ
の
上
な
か
ノ
ヽ
重
く
、
ち
よ
つ
と
横
手
へ
移
そ
う
と
思
つ
て
も
少
々
の
力
で
は
ビ
ク
と
も
し
な
い
。
や
つ
と
の
こ
と
で
ど
う
に
か

下
開
ま
で
は
こ
れ
で
よ
い
と
い
ふ
程
度
に
片
付
い
た
の
で
ゝ
一
同
の
顔
に
も
や
れ
ノ
ヽ
と
い
ふ
安
堵
の
色
が
た
ゞ
よ
ふ
て
き
た
。
白

頭
山
行
の
準
備
が
忙
し
く
な
つ
た
の
は
十
一
月
ご
ろ
か
ら
の
こ
と
で
あ
つ
た
が
ゝ
そ
れ
か
ら
と
い
ふ
も
の
は
そ
れ
こ
そ
ほ
ん
と
う
に

出
褒
の
前
日
ま
で
ゝ
毎
日
々
々
夜
お
そ
く
な
つ
て
も
諸
用
品
の
考
案
ｂ
註
文
、
種
々
の
交
渉
そ
れ
に
い
ろ
ノ
ヽ
の
買
物
ゝ
荷
造
り
、

褒
途
と
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
果
て
し
な
く
用
事
が
あ
り
っ
幾
十
日
か
の
あ
わ
た
ゞ
し
い
日
を
途
つ
て
ゐ
た
隊
員
と
し
て
は
あ
ま
り
に

も
営
然
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
日
は
久
し
ぶ
り
で
う
ら
ヽ
か
に
晴
れ
上
つ
た
各
に
は
珍
ら
し
い
日
本
晴
で
あ
つ
た
が
、
我
々

の
気
持
も
こ
れ
に
劣
ら
す
は
れ
や
か
で
あ
つ
た
。
こ
の
一
ｂ
ニ
ケ
月
と
い
ふ
も
の
は
準
備
の
こ
と
で
頭
が
一
杯
に
な
つ
て
ゐ
た
が
、

や
つ
と
肩
の
荷
が
す
つ
か
り
下
り
た
の
で
贅
に
期
か
な
氣
持
で
あ
つ
た
。
葉
が
お
ち
て
裸
に
な
つ
て
何
だ
か
う
す
よ
ご
れ
て
ゐ
る
や

う
な
森
も
我
々
の
日
に
は
あ
で
や
か
に
う
つ
つ
た
。
紺
碧
の
海
も
五
月
の
塞
の
や
う
に
麗
し
く
感
ぜ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
誰
れ
も
が
そ

う
思
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
、
ふ
と
ヨ
ッ
ト
の
話
が
出
て
，
一
し
き
り
そ
の
話
題
で
も
ち
き
つ
て
ゐ
た
の
も
あ
な
が
ち
偶
然
で
は
な
い
。

職
業
が
ら
常
日
ご
ろ
港
や
海
べ
り
に
よ
く
出
入
し
て
ゐ
る
私
で
さ
へ
こ
の
日
、
食
堂
車
か
ら
う
ち
眺
め
た
瀬
戸
内
海
や
周
防
灘
は
貧

に
美
し
い
と
思
つ
た
。
こ
ん
な
に
ま
で
明
期
な
海
は
ま
だ
か
つ
て
心
に
映
じ
た
こ
と
が
な
か
つ
た
。
滞
鮮
園
境
に
響
ゆ
る
白
頭
山
の

各
期
初
登
攀
を
目
指
し
て
は
る
ハ
ヽ
出
向
い
て
行
く
そ
の
車
中
で
ゝ
い
ろ
／
ヽ
の
黙
に
お
い
て
「
山
」
と
は
封
瞭
的
な

「海
」
の
美

し
さ
に
み
と
れ
る
と
い
ふ
の
も
心
に
そ
れ
だ
け
の
ゆ
と
り
が
出
来
て
き
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
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下
開
で
は
今
は
門
司
の
ビ
ー
ル
會
祗
に
勤
め
て
ゐ
る
井
上
氏
が
や
つ
て
き
て
美
れ
。
こ
の
邊
の
勝
手
を
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ

か
ら
何
か
と
世
話
を
や
い
て
く
れ
た
。
例
の
五
十
何
箇
と
い
ふ
高
高
の
荷
物
を
連
絡
船
に
積
み
こ
む
の
が
ま
た

一
苦
勢
で
あ
つ
た
。

・

廊
下
は
た
ち
ま
ち

一
杯
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
が
ま
だ
過
牛
の
荷
物
が
残
つ
て
ゐ
る
の
で
ｂ
い
ろ
／
ヽ
と
頼
ん
で
一
つ
の
入
口
を
締
め

切
り
と
し
．
そ
の
入
口
に
つ
ゞ
く
階
段
に
押
し
こ
・ん
で
や
つ
と
ど
う
に
か
き
ま
り
を
つ
け
た
。
こ
ん
な
こ
と
に
大
量
手
間
取
つ
た
の

で
二
時
間
近
く
の
乗
換
時
間
も
残
り
少
く
な
り
ぅ
夕
食
も
そ
こ
ノ
ヽ
に
船
に
か
へ
り
、
井
上
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
ス
タ
ウ
ト
を
廻
じ
飲

み
に
し
て
す
ぐ
に
ね
た
。

釜
山
で
は
猟
銑
の
こ
と
で
西
堀
と
佐
伯
が
忙
し
そ
う
に
あ
ち
こ
ち
し
て
ゐ
る
。
朝
鮮
鐵
道
局
で
は
我
々
一
行
の
た
め
釜
山
か
ら
合

水
ま
で
の
牛
額
切
符
を
釜
山
膵
に
廻
付
し
て
ゐ
る
筈
な
の
だ
が
、
こ
れ
が
ど
こ
に
き
て
ゐ
る
の
か
制
ら
す
、
あ
の
長
い
フ
ォ
ー
ム
を

行
つ
た
り
き
た
り
し
て
ま
ご
／
ヽ
さ
ゝ
れ
た
。
荷
物
の
つ
み
こ
み
も
経
つ
た
。
と
に
か
く
箇
数
が
多
く
っ
か
つ
そ
の
多
く
が
場
損
品

な
の
で
乗
換
は
な
か
／
ヽ
厄
介
で
あ
る
。

禿
げ
上
つ
た
ガ
ラ
ノ
ヽ
の
山
、
そ
の
間
を
ゆ
る
や
か
に
流
れ
ぬ
け
る
河
、見
す
ぼ
ら
し
い
藁
ぶ
き
の
家
、内
地
の
そ
れ
と
は
甚
し
く

異
つ
た
窓
外
の
景
色
を
ぼ
ん
や
り
と
飽
か
す
眺
め
て
ゐ
た
り
、汽
車
が
停
る
と
だ
ゝ
つ
ぴ
ろ
い
フ
ォ
ー
ム
を
物
珍
ら
し
げ
に
散
歩
な
ど

し
て
ゐ
て
朝
食
を
す
ま
し
た
の
は
何
で
も
十
時
を
大
分
す
ぎ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
か
し
こ
ん
な
朝
鮮
風
景
を
い
つ
ま
で
も

眺
め
て
ゐ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
丁
度
す
ぐ
横
手
に
乗
り
合
せ
て
ゐ
る
イ
ン
テ
リ
の
朝
鮮
人
を
相
手
に
ｂ
西
堀
や
輸
途
班
の
も
の

は
盛
ん
に
朝
鮮
語
の
Ａ
・Ｂ
・Ｃ
を
勉
強
し
て
ゐ
る
９
今
度
は
山
で
朝
鮮
人
夫
を
使
役
す
る
開
係
上
、
朝
鮮
の
言
葉
を
幾
分
知
つ
て
を

ら
ね
ば
と
か
ね
ス
ヽ
痛
感
し
て
ゐ
た
が
、
準
備
の
方
に
時
間
が
と
ら
れ
て
ど
う
に
も
そ
こ
ま
で
手
が
廻
ら
な
か
つ
た
。
た
う
と
う
汽

車
の
中
で
の
に
わ
か
仕
込
み
で
ゆ
か
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
人
は
多
分
學
校
の
先
生
か
何
か
ら
し
く
國
文
法
の
こ
と
も

一
通
り
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は
知
つ
て
を
り
、な
か
ノ
ヽ
要
領
よ
く
親
切
に
偉
投
し
て
く
れ
た
。
単
語
を
た
ん
ね
ん
に
手
帖
に
書
き
と
め
て
ゐ
た
が
．練
脅
を
つ
ゞ

け
な
い
の
で
汽
車
を
降
り
る
こ
ろ
に
は
す
つ
か
り
忘
れ
て
し
ま
つ
た
。
無
電
係
の
も
の
も
に
わ
か
仕
込
み
で
あ
る
が
チ
ー
・チ
ィ
ー
・

チ
・チ

と
モ
ー
ル
ス
符
慌
の
復
省
に
餘
念
が
な
い
ｏ
飛
行
機
と
の
交
信
を
受
持
つ
て
ゐ
る
も
の
は
塞
地
連
絡
の
布
板
信
琥
符
作
成
に

議
を
凝
ら
し
て
ゐ
る
。
そ
の
上
今
度
考
案
さ
れ
た
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ス
な
ど
も
少
し
手
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
裁
縫
も
し
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
や
り
出
せ
ば
い
ろ
ん
な
事
柄
が
あ
る
。
何
か
仕
事
を
し
て
ゐ
る
と
時
間
の
た
つ
の
は
早
い
も
の
で
そ
の
う
ち
に
京
城

に
き
て
し
ま
つ
た
。
京
城
で
は
山
友
達
が
澤
山
出
迎
へ
て
く
れ
た
。
「今
年
は
例
年
に
な
く
曖
か
で
す
よ
、漢
江
な
ど
も

一
度
は
つ
た

水
が
と
け
ま
し
た
か
ら
ね
、
こ
ん
な
こ
と
は
賓
際
珍
ら
し
い
で
す
よ
。
こ
の
分
な
ら
山
も
幾
分
は
業
で
せ
う
、し
か
し
凍
傷
に
は
充
分

御
注
意
な
さ
い
」
と
親
切
に
い
つ
て
く
れ
る
。
そ
し
て
我
々
が
着
こ
ん
で
ゐ
る
揃
へ
の
グ
レ
ン
フ
ェ
ル
上
衣
を
見
て

「
山
で
は
ど
ん

な
も
の
を
着
ら
れ
ま
す
か
？
・　
え
ヽ
こ
れ
で
す
つ
て
？
・

こ
ん
な
薄
い
も
の
で
大
丈
夫
で
す
か
ね
、
い
く
ら
曖
い
と
い
つ
て
も
自
頭

山
の
寒
さ
は
随
分
き
び
し
い
で
す
か
ら
ね
。
こ
ん
な
の
で
行
け
ま
す
か
ね
」
と
如
何
に
も
不
安
そ
う
な
の
で
。
こ
の
グ
レ
ン
フ
ェ
ル

上
衣
は
日
本
で
責
地
に
用
ひ
ら
れ
る
の
は
今
度
が
初
め
て
ゞ
あ
る
が
３
極
地
々
方
で
は
こ
れ
ま
で
度
々
用
ひ
ら
れ
て
を
り
、
一
九
三

三
年
の
英
國
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
探
検
隊
に
も
愛
用
さ
れ
て
ゐ
て
。そ
の
す
ば
ら
し
く
卓
越
し
た
性
能
に
つ
い
て
は
す
で
に
試
験
済
み
で
あ

る
こ
と
。
松
方
氏
の
好
意
に
よ
り
責
物
が
や
つ
と
こ
の
間
我
々
の
手
に
は
い
つ
た
の
で
、
そ
の
通
り
の
も
の
を
鐘
紡
で
大
急
ぎ
で
作

ら
せ
た
こ
と
。
こ
ま
ス
ヽ
と
し
た
と
こ
ろ
に
ま
で
細
心
の
注
意
が
排
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
等
に
つ
き
詳
し
く
誘
明
し
た
。
し
か
し

・な
ほ

充
分
に
は
納
得
し
て
も
ら
へ
な
か
つ
た
や
う
だ
。
京
城
の
人
々
の
顔
に
は
危
惧
の
色
が
み
ち
ノ
ヽ
て
ゐ
た
。
も
つ
と
も
グ
レ
ン
フ
ェ

ル
上
衣
に
つ
い
て
心
配
を
か
け
た
の
は
こ
れ
が
初
め
で
は
な
か
つ
た
。
京
都
繹
で
も
こ
ん
な
親
切
な
人
が
あ
つ
た
。
生
愴
嚢
車
時
間

が
差
し
迫
つ
て
ゐ
た
の
で
ゆ
つ
く
り
と
話
を
す
る
間
も
な
く
。
残
念
な
こ
と
に
は
そ
の
姓
名
す
ら
き
ゝ
も
ら
し
た
が
、
わ
ぎ
ノ
ヽ
や
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つ
て
き
て
く
れ
て

「
お
見
受
け
し
た
と
こ
ろ
甚
だ
し
い
軽
装
で
あ
る
が
他
に
急
な
も
の
を
用
意
し
て
ゐ
る
か
。
大
憂
差
出
が
ま
し
い

こ
と
だ
が
自
分
は
最
近
ま
で
か
な
り
永
ら
く
の
間
白
頭
山
の
附
近
で
暮
ら
し
て
ゐ
た
が
、
そ
の
性
験
か
ら
推
し
て
こ
ん
な
服
装
で
は

危
か
し
く
感
ぜ
ら
れ
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
至
急
何
と
か
善
後
策
を
お
と
り
に
な
ら
ぬ
と
凍
傷
は
お
ろ
か
。
生
命
の
危
険
が
あ
り
ま

す
。
充
分
御
要
慎
な
さ
い
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
好
意
に
厚
く
感
謝
し
て
別
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
ゝ
京
城
で
も
ま
た
。

こ
と
に
そ
の
道
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
か
ら
同
じ
や
う
な
こ
と
を
言
は
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
朝
鮮
の
山
を
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
人

人
の
言
葉
で
あ
る
だ
け
に
我
々
も

一
應
は
自
己
批
判
を
し
て
み
た
が
．
澤
山
着
こ
む
ば
か
り
が
能
で
も
な
く
。
こ
れ
だ
け
あ
ね
ば
そ

う
心
配
す
る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
さ
そ
う
に
思
は
れ
た
。

今
度
乗
換
の
吉
州
へ
は
夜
中
の
二
時
す
ぎ
に
つ
く
。
そ
の
上
停
車
時
間
が
わ
づ
か
に
一
分
間
な
の
で
ま
た
／
ヽ
荷
物
の
積
み
卸
し

が
頭
痛
の
種
と
な
つ
て
く
る
。
積
み
お
ろ
し
の
用
意
と
そ
の
部
署
を
決
め
て
、
夕
食
を
済
ま
す
と
早
々
に
痕
豪
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
し

ま
つ
た
。
吉
州
で
は
隊
員
は
も
と
よ
り
ｂ
車
掌
を
初
め
膵
員
線
が
ゝ
り
で
手
偉
つ
て
く
れ
た
が
停
車
時
間
を
三
分
間
も
延
ば
し
て
も

ら
つ
た
。
荷
物
の
鮎
検
が
済
ん
で
や
れ
／
ヽ
と
い
ふ
の
で
ふ
と
氣
が
っ
く
と
耳
は
も
う
感
覺
が
な
く
な
つ
て
を
り
ｔ
鼻
の
先
が
自
く

な
つ
て
ゐ
る
者
も
あ
る
。
北
鮮
の
夜
風
は
流
石
に
厳
し
い
。
だ
ん
ノ
ヽ
身
催
中
に
寒
さ
が
ぞ
く
ノ
ヽ
と
泌
み
こ
ん
で
く
る
の
で
荷
物

は
出
迎
へ
の
宿
の
番
頭
に
委
せ
て
宿
屋
へ
か
け
こ
ん
だ
。

白
岩
へ
行
く
汽
車
は
八
時
す
ぎ
に
出
る
。
停
車
場
に
つ
い
た
と
き
は
丁
度
日
の
出
る
少
し
前
で
あ
つ
た
が
薄
雲
を
着
飾
つ
た
山
が

朝
日
に
映
え
て
紫
や
金
色
に
か
ゞ
や
い
て
ゐ
た
。
汽
車
は
大
部
分
朝
鮮
人
で
満
た
さ
れ
ゝ
ニ
ン
ニ
ク
の
香
が
鼻
を
つ
く
。
途
中
の
南

夕
と
い
ふ
膵
で
は
線
督
府
鐵
道
局
か
ら
遠
征
隊
の
貨
客
輸
途
援
助
の
た
め
特
派
さ
れ
た
飯
山
氏
が
乗
り
こ
ん
で
き
た
。
同
氏
は
京
城

か
ら
先
磯
隊
と
ヽ
も
に
恵
山
鋲
に
至
り
。
本
日
は
我
々
を
出
迎
へ
る
た
め
恵
山
鋲
か
ら
わ
ぎ
／
ヽ
や
つ
て
き
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
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同
氏
か
ら
恵
山
鎮
の
正
確
な
情
況
を
初
め
て
聞
い
た
。
と
い
ふ
の
は
こ
の
と
き
ま
で
耳
に
す
る
ニ
ュ
ー
ス
は
何
れ
も
ま
ち
／
ヽ
で
少

し
も
あ
て
に
な
ら
な
い
。
積
彗
二
尺
と
い
ふ
が
そ
れ
が
惑
山
鎮
の
こ
と
な
の
か
。
胞
胎
里
な
の
か
さ
へ
判
明
し
な
か
つ
た
ほ
ど
で
あ

る
。
そ
れ
か
ら
先
嚢
隊
が
あ
ち
こ
ち
で
い
ろ
／
ヽ
の
交
渉
や
依
頼
を
し
て
廻
つ
て
ゐ
る
が
そ
の
大
性
の
模
様
も
き
い
た
。
何
れ
も
至

極
順
調
に
纏
つ
た
と
の
こ
と
で
一
同
安
心
し
た
。
こ
と
に
一
行
を
護
衛
の
た
め
恵
山
鎮
の
守
備
除
か
ら
派
遣
し
て
く
れ
る
警
備
隊
の

な
か

，に
は
電
信
兵
が
特
に
加
へ
ら
れ
て
あ
る
と
の
こ
と
な
の
で
ｂ
無
電
係
大
い
に
氣
を
よ
く
し
ｂ
チ
ｌ
ｏ
チ
ー
・チ
・チ

の
練
省
も

一

入
活
氣
づ
い
て
き
た
。

汽
車
は
赤
ち
や
け
た
念
な
崖
の
間
を
細
い
流
に
滑
う
て
喘
ぎ
な
が
ら
急
勾
配
を
登
つ
て
行
く
。
山
裾
の
ガ
ラ
ノ
ヽ
の
と
こ
ろ
も
ゝ

す
み
ん
ヽ
ま
で
よ
く
拓
い
て
畑
が
作
ら
れ
て
ゐ
る
。
主
に
燕
夢
を
作
つ
て
ゐ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
い
に
並
ん
だ
畝
の
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
は
さ
ゝ
や
か
な
泥
塗
り
の
家
が
あ
り
ゝ
そ
の
ぐ
る
り
は
き
ま
つ
て
柴
垣
で
と
り
園
ま
れ
て
ゐ
て
、
垣
の
へ
り
に
は
漆
黒
の

豚
が
う
ろ
つ
い
て
ゐ
る
。
こ
の
邊
の
農
家
の
格
好
は
南
鮮
や
京
城
近
く
と
は
大
分
趣
を
異
に
し
て
ゐ
る
。

山
に
日
ま
れ
た
合
水
の
膵
に
つ
い
た
の
は
丁
度
正
午
で
あ
つ
た
。
塞
は
カ
ラ
リ
と
晴
れ
上
つ
て
ゐ
た
が
ｂ
物
凄
く
冷
た
い
風
が

ピ
ュ
ウ
ノ
ヽ
と
吹
い
て
ゐ
た
。
風
の
張
い
と
こ
ろ
と
は
豫
ね
ス
ヽ
聞
か
さ
れ
て
ゐ
た
が
ゝ
そ
の
強
さ
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
冷
た
い
の

に
驚
い
た
。
耳
な
ど
も
痛
く
な
つ
て
き
た
と
思
つ
て
ゐ
る
間
に
も
う
感
覺
が
な
く
な
り
ゝ
手
の
指
な
ど
は
勿
論
の
こ
と
、
掌
が
動
き

に
く
ゝ
な
つ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
何
も
か
も
打
ち
や
ら
か
し
に
し
て
。
急
い
で
瞬
合
に
逃
げ
こ
む
。
そ
の
基
さ
は
不
意
打
で
あ
つ
た
ゞ

け
に
随
分
ひ
ど
く
痛
め
つ
け
ら
れ
た
。
恐
ら
く
今
度
の
朝
鮮
滞
在
中
で
こ
の
と
き
の
寒
さ
が
一
番
ひ
ど
く
感
じ
た
や
う
に
思
ふ
。
持

つ
て
き
た
ゞ
け
の
も
の
を
あ
る
だ
け
着
こ
み
ゝ
最
防
寒
し
て
荷
物
の
と
り
片
付
け
に
出
て
ゝ
ど
う
に
か
ト
ラ
ッ
タ
に
積
み
こ
ん
だ
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
あ
ち
こ
ち
に
は
砂
と
煤
煙
で
友
色
に
う
す
よ
ご
れ
た
雲
が
は
き
溜
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
何
氣
な
し
に
靴
の
先
で
ち
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よ
つ
と
蹴
と
ば
し
て
み
て
驚
い
た
こ
と
に
は
Ｄ
そ
の
雲
は
少
し
も
ク
ラ
ス
ト
し
て
を
ら
ホ
恰
も
た
っ
た
い
ま
降
り
積
つ
た
ば
か
り
の

雪
の
や
う
に
フ
ワ
ノ
ヽ
と
し
て
ゐ
た
。
こ
の
雲
は

一
昨
日
降
つ
た
も
の
で
。
そ
れ
か
ら
は
す
っ
と
毎
日
快
晴
で
陽
が
カ
ン
ノ
ヽ
照
つ

て
ゐ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
の
に
陽
光
の
影
響
を
う
け
た
や
う
な
と
こ
ろ
が
少
し
も
な
い
。
良
質
の
雲
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
敏
感
だ
か
ら
ｂ
如
何
に
北
緯
四
十
三
度
の
翡
い
陽
光
だ
と
は
い
へ
ｂ
相
営
影
響
さ
れ
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
が
ど
う
も
不
思
議
な

こ
と
で
あ
る
。

合
水
か
ら
恵
山
銀
ま
で
は
自
動
車
で
五
時
間
約
二
十
六
里
の
道
の
り
で
あ
る
。
市
大
川
は
合
水
で
三
分
す
る
の
で
水
が
急
に
細
く

な
る
。
砂
と
雪
が
風
に
舞
ひ
上
つ
て
ゐ
る
川
浩
ひ
の
狭
い
石
こ
ろ
道
を
自
動
車
が
走
る
。
雨
側
は
そ
ぎ
立
つ
た
や
う
な
急
な
崖
に
な

つ
て
ゐ
て
い
か
に
も
瞼
阻
な
峡
谷
へ
き
て
ゐ
る
や
う
な
氣
が
す
る
が
、
こ
の
崖
の
す
ぐ
上
に
は
な
だ
ら
か
な
墓
地
が
あ
つ
て
、
そ
こ

に
は
農
家
も
あ
り
、
畑
も
作
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ゝ
そ
の
ま
た

一
段
上
に
は
ひ
ろ
ス
ヽ
と
し
た
高
原
が
ど
こ
ま
で
も
ひ
ら
け
て
ゐ

る
。
そ
の
高
原
に
は
温
枷
地
も
あ
り
Ｄ
大
き
な
池
も
あ
つ
て
冠
情
峰
の
裾
野
を
洗
つ
て
ゐ
る
西
頭
水
や
博
川
水
な
ど
も
そ
の
源
を
こ

の
山
陰
に
褒
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

鳴
緑
側
と
豆
満
側
と
の
分
水
嶺
を
な
す
尾
根
、
そ
の
千
八
百
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
南
雲
嶺
と
い
ふ
峠
が
あ
る
。
成
鏡
南
道
と
北

道
と
の
境
に
な
つ
て
を
り
、
朝
鮮
で
最
も
早
く
雪
を
見
る
峠
の
一
つ
で
、
そ
の
南
麓
の
白
岩
と
ヽ
も
に
寒
氣
こ
と
の
ほ
か
厳
し
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は

一
尺
ば
か
り
の
フ
ワ
ノ
ヽ
と
し
た
雪
が
ぁ
つ
た
。
道
の
北
側
に
は
見
窄
ら
し
い
小
屋
が
一
軒
淋
し
く
建

つ
て
ゐ
る
。
峠
の
茶
屋
と
い
ふ
に
は
あ
ま
り
に
も
風
情
が
な
さ
す
ぎ
る
。
こ
ん
な
基
い
ぅ
淋
し
い
と
こ
ろ
で
一
礎
ど
ん
な
こ
と
を
し

て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
と
好
奇
心
に
か
ら
れ
て
入
日
の
戸
を
押
し
明
け
て
の
ぞ
き
込
ん
だ
が
ぅ
温
突
で
ぬ
く
め
ら
れ
た
室
内
の
生
あ
た

た
か
い
塞
氣
が
こ
れ
を
遮
る
か
の
如
く
、
間
入
者
の
眼
鏡
を
曇
ら
せ
て
し
ま
つ
た
。
こ
の
附
近
に
は
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
の
間
で
は

(10)



浄

コ
暉

（
汁

Ｈ

掃

”
洲

首

餅

暴

再

耐
飾

）

盤

口
導

ヨ

津

瞥
一騨
粁
一

■
■

，
　

■

一　

〓
一
燿

．一一
一■

‥‐‐‐‐―
一
―
‐

_■  ・_■|

．奪
勝
ぎ平
　

　

‘一
鷺
ト

Ｆ

響

√

　

♂

ｒ

∫

ノ





あ
る
が
、
大
田
民
が
燒
き
残
し
た
森
が
あ
り
Ｄ
珍
ら
し
く
も
枝
に
は
さ
る
を
が
せ
ま
で
つ
い
て
ゐ
る
。

南
雲
嶺
の
西
麓
に
嶺
下
と
い
ふ
小
部
落
が
あ
る
。
こ
の
附
近
は
鐵
道
工
事
で
ご
つ
た
返
し
て
ゐ
る
。
ど
ろ
を
塗
り
こ
め
た
小
屋
が

澤
山
建
ち
な
ら
ん
で
ゐ
る
。
吉
州
か
ら
の
汽
車
が
や
が
て
恵
山
鎮
ま
で
伸
び
る
の
で
日
下
建
設
工
事
の
員
最
中
で
あ
る
。
こ
の
延
長

線
の
う
ち
最
も
難
工
事
と
さ
れ
て
ゐ
た
南
雲
嶺
も
今
で
は
全
部
開
撃
を
維
つ
て
も
う
レ
ー
ル
を
敷
く
ば
か
り
に
な
つ
て
ゐ
る
。
飯
山

氏
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
ト
ン
ネ
ル
を
掘
つ
て
ゐ
る
と
き
非
常
に
基
く
た
め
に
作
業
が
豫
定
通
り
に
捗
ら
な
い
、
八
月

の
こ
と
で
あ
つ
た
が
．
丁
度
南
雲
嶺
の
員
下
あ
た
り
で
は
凍
土
に
ぶ
っ
つ
か
つ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
凍
土
が
如
何
な
る
性
質

の
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
想
う
い
ふ
成
因
で
あ
る
か
に
就
い
て
は
深
く
調
査
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
ゝ
如
く
で
あ
る
が
責
に
惜
し
い
こ

と
を
し
た
も
の
だ
。

合
水
と
恵
山
嶺
と
の
丁
度
ま
ん
中
に
鳳
頭
里
と
い
ふ
往
還
随

一
の
部
落
が
あ
る
。
百
三
ｌ
三
十
軒
も
あ
ら
う
か
、
各
家
の
温
突
か

ら
は
黄
煙
自
煙
が
濠
々
と
出
て
を
り
Ｄ
背
後
の
山
か
ら
吹
き
お
ろ
し
て
く
る
冷
た
い
風
が
こ
の
煙
を
押
し
つ
け
て
ゐ
る
の
で
部
落
は

す
つ
か
り
煙
に
つ
ヽ
ま
れ
て
ゐ
る
。
す
ぐ
側
の
小
高
い
所
か
ら
見
る
と
丁
度
雲
が
盆
地
を
包
ん
で
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
雲
に
蔽
は
れ

て
見
る
か
ら
に
す
つ
き
り
と
し
た
甘
坪
嶺
ヘ
ヂ
グ
ザ
グ
を
き
つ
て
登
つ
て
ゆ
く
こ
ろ
に
は
早
く
も
奮
や
み
が
せ
ま
つ
て
き
た
。
夕
陽

に
赤
く
照
ら
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
南
胞
胎
山
で
あ
ら
う
ｏ
馬
上
嶺
か
ら
は
自
頭
山
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
グ
リ
ン
プ
ス
が
得
ら
れ
る
と
い
ふ

の
で
、
何
と
か
し
て
日
の
あ
る
う
ち
に
行
き
つ
き
た
い
も
の
と
心
は
焦
つ
て
も
。
奮
式
の
自
動
車
で
は
ど
う
も
ス
ピ
ー
ド
が
出
す
、

甘
坪
嶺
を
越
え
る
こ
ろ
か
ら
急
に
暮
れ
だ
し
、
馬
上
嶺
に
登
り
つ
い
た
と
き
に
は
足
下
に
恵
山
鎮
の
街
の
灯
が
き
ら
め
き
。
そ
の
外

側
に
凍
結
し
た
鴨
緑
江
が
ほ
ん
の
り
と
自
く
光
つ
て
ゐ
た
。
先
嚢
隊
に
迎
へ
ら
れ
て
恵
山
鎮
に
つ
い
た
の
は
七
時
近
か
つ
た
。
基
い

の
で
出
迎
へ
の
人
々
と
の
挨
拶
も
そ
こ
ノ
ヽ
に
Ｄ
こ
ろ
げ
こ
む
や
う
に
し
て
宿
舎
白
頭
館
に
入
る
。
緞
通
の
上
に
坐
つ
て
ゐ
る
と
温
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突
の
曖
味
が
だ
ん
ノ
ヽ
廻
つ
て
き
て
ｂ
尻
の
方
が
ほ
こ
ノ
ヽ
と
し
て
大
憂
氣
持
が
よ
い
。
温
突
つ
て
い
ゝ
も
の
だ
ね
な
ん
て
温
突
の

速
か
鱒
讃
者
も
出
て
く
る
。
街
上
に
は
少
し
雲
が
あ
る
の
で
人
が
通
る
と
布
吊
を
裂
く
に
似
た
音
が
す
る
。
こ
の
言
は
内
地
で
き
く

の
よ
り
大
分
調
子
が
か
ん
高
い
や
う
だ
。
先
衰
隊
の
人
々
か
ら
い
ろ
／
ヽ
と
状
況
を
き
ゝ
っ
ま
た
そ
の
後
の
京
都
や
本
隊
の
様
子
を

語
り
合
ひ
な
が
ら
夕
食
を
件
に
し
、
ふ
と
氣
が
つ
く
と
藤
木
さ
ん
の
顔
が
み
え
な
い
。　
一
昨
日
末
風
邪
を
ひ
い
て
三
十
九
度
近
い
高

熱
を
出
し
三
階
で
ね
こ
ん
で
ゐ
る
と
の
こ
と
な
の
で
早
速
交
る
ハ
ヽ
見
舞
に
行
つ
た
が
ゝ
も
う
峠
は
越
し
た
も
の
ゝ
如
く
っ
幾
分
元

氣
を
と
り
も
ど
し
て
ゐ
た
。
螢
林
署
ゝ
警
察
署
ゝ
守
備
隊
ゝ
自
動
車
屋
な
ど
か
ら
電
話
が
ひ
つ
き
り
な
し
に
か
、
つ
て
く
る
。・来
訪

者
が
あ
と
か
ら
／
ヽ
と
つ
ゞ
き
。
随
分
あ
わ
た
ゞ
し
い
。
西
堀
と
洩
井
は
夕
食
の
箸
と
お
く
な
り
無
線
電
話
に
つ
い
て
の
打
合
せ
の

た
め
守
備
隊
へ
出
か
け
て
ゆ
く
。
隊
員
は
携
帯
品
の
撃
理
に
忙
し
い
。
念
の
た
め
と
い
ふ
の
で
京
都
辟
か
ら
途
り
出
し
た
二
百
余
箇

の
荷
物
を
い
ち
／
ヽ
黙
検
し
た
と
こ
ろ
。　
一
箇
不
着
に
な
つ
て
ゐ
る
。
途
中
で
ど
こ
か
へ
紛
れ
こ
ん
だ
も
の
ら
し
い
が
ゝ
そ
れ
が
一

畳
何
で
あ
る
の
か
判
ら
な
い
の
で
随
分
心
配
し
た
．
結
局
ガ
ソ
リ
ン
で
あ
る
こ
と
が
や
つ
と
判
つ
た
の
で
自
動
車
屋
で
早
速
買
ひ
入

れ
て
補
充
を
し
た
が
「
こ
れ
が
ガ
ソ
リ
ン
で
あ
つ
た
の
は
洵
に
仕
合
せ
で
あ
つ
た
。

三

胞

胎

里

へ

二
十
八
日
は
い
よ
ノ
ヽ
恵
山
鎮
出
嚢
の
日
で
あ
る
。
床
に
つ
い
て
ゐ
た
藤
木
さ
ん
も
起
き
出
て
き
た
。
座
敷
二
つ
を
打
ち
ぬ
い
た

廣
い
部
屋
で
皆

一
し
よ
に
朝
食
を
撮
る
。
食
事
の
ゝ
ち
今
西
隊
長
か
ら
．
ベ
ー
ス
・キ
ャ
ム
プ
設
立
ま
で
の
間
の
部
署
を
決
定
し
、
そ

れ
ん
ヽ
う
ど
の
や
う
に
嚢
表
し
た
。



本
　
部
　
庶
務
ｂ
計
書
に
開
す
る
事
務
　
今
西
ｂ
浅
井
ゝ
長
谷
川
、
杉
山

偵
察
班
　
ル
ー
ト
ｂ
キ
ャ
ム
プ
地
の
偵
察
磯
見
に
開
す
る
事
項
　
奥
、
兄
島
ゝ
加
藤
、
佐
伯

架
設
班
　
ル
ー
ト
の
修
理
ゝ
テ
ン
ト
の
架
設
　
西
堀
ｂ
千
吉
ゝ
堀
、
大
和

輸
途
班
　
諸
物
資
の
輸
途
　
高
橋
、
宮
崎
ゝ
谷
ゝ
飯
山

通
信
班
　
後
方
連
絡
ゝ
通
信
記
録
に
開
す
る
事
項
　
一膝
木
、
丸
山
、
今
日

恵
山
鋲
の
町
で
選
抜
し
た
十
六
人
の
人
夫
が
宿
屋
に
や
つ
て
き
た
。
皆
よ
い
か
ら
だ
を
し
た
遅
ま
し
い
男
で
あ
る
。
何
れ
も
朝
鮮

服
を
着
て
、
脚
は
ポ
ソ
ン
で
か
た
め
、
守
備
隊
か
ら
借
り
た
毛
胴
着
を
着
こ
ん
で
ゐ
る
。
ち
よ
つ
と
打
ち
見
た
と
こ
ろ
な
か
ノ
ヽ
頼

母
し
そ
う
で
あ
る
。

一
昨
日
つ
い
た
ト
ラ
ッ
ク
一
墓
の
荷
物
は
も
う
胞
胎
里
べ
廻
途
し
て
あ
る
し
ゝ
昨
日
我
々
と
一
緒
に
き
た
ト
ラ

ッ
ク
も
そ
の
ま
ゝ
に
し
て
あ
る
の
で
ゝ
た
ゞ
こ
ゝ
で
買
み
入
れ
た
人
夫
用
の
米
八
斗
、
副
食
物
の
堕
鯖
っ
み
そ
．
の
ろ
し
か
の
皮
ゝ

ス
ト
ー
ブ
。
そ
の
他
荷
造
り
用
の
細
、
細
引
、
立
木
伐
採
用
の
大
鋸
と
い
つ
た
や
う
な
も
の
を
積
み
こ
め
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

か
ら
こ
れ
を
守
備
隊
、
警
察
署
に
廻
し
て
そ
れ
ス
ヽ
の
荷
物
を
積
み
込
ん
だ
。
十
時
ご
ろ

一
同
警
察
署
を
訪
れ
、
鴨
維
江
の
上
流
地

方
に
巣
喰
ふ
馬
匪
賊
の
動
静
に
つ
い
て
諭
明
を
き
ゝ
Ｄ
な
ほ
営
地
方
の
國
境
警
備
状
況
の
概
要
を
も
き
い
た
。
我
々
一
行
の
警
備
っ

聯
絡
に
直
接
嘗
つ
て
ゐ
る
営
署
で
は
、
い
ろ
／
ヽ
と
手
配
を
し
非
常
に
緊
張
し
て
ゐ
る
。
や
が
て
恵
山
鎮
の
中
央
に
あ
る
本
町
の
廣

場
に
向
つ
た
。
そ
こ
は
も
う
人
の
山
．
日
の
丸
の
小
旗
が
波
を
う
つ
て
ゐ
る
。
守
備
隊
ゝ
小
學
生
徒
、国
防
婦
人
含
、町
の
人
々
は
も

と
よ
り
っ
封
岸
の
浦
洲
國
長
白
府
か
ら
も
澤
山
の
人
々
が
や
つ
て
き
て
黒
山
の
人
で
あ
る
。
し
か
し
極
め
て
秩
序
よ
く
雨
側
に
き
ち

ん
と
整
列
し
て
ゐ
る
。　
一
般
の
交
通
は
勿
論
遮
断
さ
れ
て
ゐ
る
。
我
々
が
一
列
横
隊
に
並
ぶ
と
一臓
田
恵
山
鎮
邑
長
が
見
途
り
の
人
々

を
代
表
し
て
激
励
の
挨
拶
を
述
べ
、
今
西
隊
長
が
隊
員

一
同
を
代
表
し
て
こ
れ
に
謝
辞
を
の
べ
た
。
双
方
と
も
短
い
簡
単
な
も
の
で
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冬
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一四

あ
つ
た
が
賃
に
元
氣
の
軍
つ
た
名
挨
拶
で
あ
つ
た
。
つ
い
で
而
田
邑
長
の
変
聾
で
京
大
遠
征
隊
の
高
歳
が
三
唱
さ
れ
た
。
そ
の
雄
叫

は
北
鮮
の
冷
氣
を
ふ
る
わ
し
、
す
み
渡
つ
た
寒
笙
に
街
し
た
。

・國
境
の
町
か
ら
わ
き
昇
る
散
聾
に
は
意
氣
と
、
緊
張
が
み
ち
／
ヽ
て

ゐ
る
。
地
元
の
人
々
か
ら
こ
ん
な
熱
誠
な
見
途
り
と
ゝ
官
民
の
頗
る
行
き
層
い
た
援
助
を
受
け
う
る
我
々
は
資
に
幸
面
な
遠
征
隊
で

あ
る
。
四
豪
の
自
動
車
に
分
乗
す
る
と
老
も
若
き
も
、
男
も
女
も
、
日
々
に
熱
誠
こ
め
て
萬
歳
々
々
と
叫
ん
で
ゐ
る
。
十
一
時
牛
ｂ

わ
れ
る
や
う
な
数
呼
の
聾
と
ゝ
打
ち
ふ
る
日
の
丸
の
旗
の
波
を
く
ゞ
つ
て
自
動
車
が
ゆ
る
や
か
に
滑
り
出
し
た
。
す
べ
て
は
国
境
の

町
な
ら
で
は
味
へ
ぬ
情
景

見ゝ
ら
れ
ぬ
シ
ー
ン
で
あ
る
。
我
々
も
面
映
ゆ
る
こ
と
ゝ
思
ふ
と
ゝ
も
に

地ゝ
元
官
民
の
絶
大
な
好
意
を
目

の
あ
た
り
み
て
如
何
に
心
弧
く
思
つ
た
か
知
れ
な
い
。
我
た
の
す
ぐ
後
に
は
諸
物
資
を
満
載
し
た
二
憂
の
ト
ラ
ッ
タ
が
つ
ゞ
い
て
く

る
。
そ
の
上
に
は
こ
の
町
で
選
抜
し
た
催
躯
の
遅
ま
し
い
十
六
人
の
人
夫
が
ぶ
ら
さ
が
つ
て
ゐ
る
。
彼
等
も
萬
歳
の
聾
に
途
ら
れ
て

勇
躍
登
山
隊
に
参
カーー
す
る
の
で
あ
る
、
獨
り
我
々
の
み
で
な
く
、
町
の
人
々
の
彼
等
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
も
亦
き
わ
め
て
大
き
い
。

町
を
出
は
づ
れ
て
右
折
す
る
と
す
ぐ
鳴
緑
江
時
に
出
る
。
そ
こ
に
は
封
岸
長
白
府
に
波
る
長
い
橋
が
あ
り
、
橋
の
た
も
と
は
憲
兵

が
護
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
邊
の
鴨
緑
江
は
全
部
凍
結
し
て
ゐ
る
。
そ
の
た
め
か
川
幅
は
割
合
に
せ
ま
く
み
え
る
。
左
岸
に
つ
け
ら
れ
た

立
派
な
囲
境
警
備
遭
路
を
六
蔓
の
自
動
車
が
走
る
。
部
除
は
登
山
隊
十
九
名
、
守
備
除
十
三
名
、
警
官
八
名
ぅ
人
夫
十
六
名
計
五
十

六
名
の
多
数
よ
り
な
つ
て
ゐ
る
。
あ
の
熱
狂
的
な
見
送
り
に
引
き
較
べ
る
と
、
古
色
蒼
然
た
る
四
豪
の
自
動
車
、
二
憂
の
ト
ラ
ッ
ク

ー

外
に
一
藁
昨
日
廻
途
し
て
あ
る
が
―
―
‐で
は
い
さ
ゝ
か
物
淋
し
い
感
が
す
る
。
し
ば
ら
く
し
て
渭
淵
浦
の
駐
在
所
に
つ
く
、
恵

山
銀
か
ら

一
里
ば
か
り
。
久
枝
恵
山
銀
警
察
署
長
の
案
内
で
所
内
を
隈
な
く
見
學
し
た
。
馬
匪
賊
襲
末
時
の
防
衛
施
設
、
特
に
工
夫

さ
れ
た
耐
寒
軽
機
関
銃
や
諸
銃
器
、
非
常
信
琥
通
報
等
に
つ
い
て
詳
な
諭
明
が
あ
つ
た
。
馬
匪
賊
の
跳
梁
と
い
ふ
極
め
て
特
殊
な
事

情
が
あ
る
こ
の
地
方
で
。図
境
警
備
に
携
つ
て
ゐ
る
人
々
の
苦
労
は
如
何
ば
か
り
か
と
し
み
ハ
ヽ
想
は
れ
る
と
ゝ
も
に
、
こ
の
馬
匪
賊

(14)



の
存
在
と
い
ふ
こ
と
が
自
頭
山
登
山
に
も
色
力
と
影
響
じ
ぅ
夏
で
さ
へ
も
軍
隊
ま
た
は
警
官
の
護
術
の
も
と
に
わ
づ
か
に
二
ゝ
三
の

登
山
隊
が
山
に
立
ち
入
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
ま
し
て
各
季
の
登
山
に
至
つ
て
は
、
こ
と
の
ほ
か
厳
し
い
寒
氣
は
何
と
か
し
て
凌
ぐ

と
す
る
も
ゝ
登
山
隊
．
護
術
部
隊
、
そ
れ
に
附
随
す
る
人
夫
等
の
た
め
勢
ひ
大
部
隊
と
な
り
、
こ
の
多
人
数
と
物
資
の
増
大
は
登
行

速
度
を
遅
ら
し
ゝ
所
要
目
数
の
逐
加
は
必
然
的
と
な
つ
て
く
る
。
さ
れ
ば
と
い
つ
て
秋
の
う
ち
に
所
要
の
物
資
を
運
び
上
げ
て
お
く

と
い
ふ
こ
と
も
ｂ
馬
眺
賊
が
盛
ん
に
横
行
し
て
ゐ
る
こ
の
邊
で
は
到
底
事
情
が
許
さ
な
い
。
登
山
技
術
そ
の
も
の
よ
り
も
、
種
々
の

困
難
や
複
雑
な
千
地
交
渉
が
附
随
し
て
く
る
の
で
。
各
季
登
山
の
企
も
鶏
年
か
遅
延
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

鴨
緑
江
は
う
ね
ノ
ヽ
と
蛇
行
し
て
ゐ
る
。
こ
の
邊
ま
で
く
る
と
、
南
を
う
け
た
箇
所
は
と
こ
ろ
ス
ヽ
氷
が
融
け
て
川
水
が
奔
流
し

て
ゐ
る
。
道
も
ま
た
川
に
併
行
し
て
曲
り
く
ね
つ
て
ゐ
る
。
水
流
が
こ
ち
ら
に
寄
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
封
岸
の
浦
洲
図
に
ひ
ろ
ハ
ヽ

と
し
た
畑
が
ひ
ら
け
て
ゐ
る
が
、
朝
鮮
側
は
急
な
崖
に
な
つ
て
を
り
、
そ
の
崖
を
き
り
開
い
て
わ
づ
か
に
道
が
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

こ
ん
こ
と
こ
ろ
に
限
つ
て
上
の
溝
か
ら
は
つ
ら
ゝ
が
下
つ
て
を
り
、
時
と
し
て
は
氷
が
街
上
に
ま
で
は
み
出
し
、
青
氷
が
路
一
面
に

蔽
ひ
か
ぶ
さ
つ
て
テ
ラ
ノ
ヽ
に
光
つ
て
ゐ
る
の
で
、
自
動
車
が
ス
リ
ッ
プ
し
そ
う
で
大
憂
氣
持
が
わ
る
い
。
水
流
が
あ
ち
ら
側
に
行

つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
そ
の
反
封
に
朝
鮮
側
に
立
派
な
畑
が
ひ
ろ
ス
ヽ
と
拓
け
て
ゐ
て
．
と
こ
ろ
ハ
ヽ
に
は
農
家
が
黙
在
し
て
ゐ
る
。

こ
ん
な
家
か
ら
は
き
ま
つ
て
ｂ
雲
の
上
に
鮎
々
と
し
た
踏
跡
が
印
さ
れ
、
そ
れ
が
川
の
中
心
ま
で
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
川
の

厚
い
水
に
直
径

一
ゝ
二
尺
位
の
孔
が
穿
つ
て
あ
り
。
朝
鮮
服
を
ま
と
つ
た
婦
人
が
諄
ん
で
パ
ガ
ヂ
で
川
水
を
菱
に
汲
み
こ
ん
で
ゐ
る

―
―
井
戸
の
抄
い
こ
の
邊
で
は
炊
事
は
も
と
よ
り
の
こ
と
ぅ
萬
事
萬
端
川
水
に
よ
つ
て
ゐ
る
―
―
‐責
に
な
ご
や
か
な
闘
境
風
景
で
あ

り
、
あ
の
い
か
め
し
い
警
官
駐
在
所
の
存
在
と
は
全
く
反
封
の
情
景
で
、
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
感
受
さ
れ
る
。
畑
の
端
に
は
こ
れ

ぞ
と
い
ふ
堤
塘
も
見
営
ら
な
い
し
．
家
も
ち
よ
つ
と
打
ち
み
た
と
こ
ろ
で
は
地
盛
り
も
し
て
な
い
や
う
だ
。
こ
ん
な
の
も
雨
量
の
少
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冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一六

い
ゝ
乾
燥
し
た
地
方
な
れ
ば
こ
そ
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し

一
度
大
雨
が
降
つ
た
ら
そ
の
被
害
が
如
何
に
大
き
い
か
を

想
像
す
る
と
慄
然
た
ら
ぎ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
降
水
量
の
多
い
内
地
に
住
み
馴
れ
て
ゐ
る
も
の
ゝ
取
り
越
し
苦
勢
で

あ
ら
う
か
。

部
落
に
つ
く
と
そ
の
土
地
に
駐
在
し
て
ゐ
る
警
官
や
消
防
組
、そ
れ
に
學
童
、村
の
人
々
が

一
列
に
並
ん
で
迎
へ
て
く
れ
る
。
隊
長

は
そ
の
度
ご
と
に
車
を
下
り
て
謝
意
を
の
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
寒
塞
に
な
が
い
問
雲
道
に
じ
つ
と
立
ち
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
出
迎
へ
の
人
々

は
さ
ぞ
か
し
辛
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
鴨
緑
江
に
は
な
れ
ｂ
し
ば
ら
く
し
て
行
き
つ
い
た
普
天
堡
と
い
ふ
部
落
は
七
、
八
十
軒
も
あ
る

大
き
な
村
で
ぅ
こ
ゝ
に
は
モ
ダ
ン
な
設
備
を
誇
る
立
派
な
農
事
試
験
場
が
あ
る
。
例
に
よ
つ
て
澤
山
の
人
々
に
出
迎
へ
ら
れ
ゝ
見
途

ら
れ
て
通
り
す
ぎ
た
。
相
も
憂
ら
な
い
赤
茶
け
た
山
肌
の
間
を
通
り
ぬ
け
て
ゆ
く
ぅ
も
う
こ
れ
か
ら
奥
に
は
村
ら
し
い
村
も
な
く
。

あ
ち
こ
ち
に
三
々
五
々
小
さ
な
農
家
が
黙
在
し
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
賓
泰
里
近
く
な
る
と
将
軍
峰
が
い
か
め
し
い
岩
肌
を
あ
ら

は
し
て
ゐ
る
。
日
か
げ
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
ま
か
い
岩
し
わ
の
間
に
は
、
そ
の
光
り
方
か
ら
推
し
て
水
が
あ
る
ら
し
い
。
貨
泰
里
か
ら

す
ぐ
に
登
り
坂
と
な
リ
ヂ
グ
ザ
グ
が
暫
く
つ
ゞ
く
。
こ
の
坂
の
雨
側
は
畑
で
あ
る
が
畝
の
間
に
は
燒
株
が
澤
山
に
あ
り
最
近
ま
で
人

田
民
が
こ
の
附
近
に
幡
躍
し
て
ゐ
た
こ
と
を
物
語
つ
て
ゐ
る
。
恵
山
鎮
へ
く
る
途
中
の
甘
坪
嶺
や
そ
の
附
近
も
こ
ゝ
と
丁
度
同
じ
や

う
な
畑
が
展
け
て
ゐ
た
。

一
催
森
林
が
き
り
拓
か
れ
。
そ
れ
が
漸
次
畑
に
代
り
、
耕
地
面
積
が
順
次
増
加
し
て
ゆ
く
の
は
よ
い
と
し

て
Ｄ
現
に
こ
ん
な
燒
株
が
澤
山
あ
る
畑
を
み
て
も
ぅ
こ
の
や
う
な
畑
を
耕
し
て
ゐ
る
農
民
は
随
分
え
ら
い
こ
と
だ
ら
う
と
同
情
さ
れ

る
が
．
別
段
大
田
民
を
情
む
氣
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
ん
な
畑
と
ゝ
森

ヽ
と
の
接
績
す
る
あ
た
り
は
何
丁
も
ノ
ヽ
の
間
見
る
も

い
た
ま
し
い
山
人
事
の
跡
が
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
。
責
に

「
人
田
亡
図
」
で
あ
る
。
亭
々
と
伸
び
上
つ
て
ゐ
る
落
葉
松
の
大
木
が
黒
こ
げ

に
な
つ
て
立
ち
枯
れ
し
て
ゐ
る
姿
に
は
何
と
も
言
ひ
表
し
や
う
の
な
い
物
淋
し
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
い
か
に
努
力
の
抄
い
耕
作
方
法
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だ
か
ら
と
は
い
へ
、
ま
た
ど
ん
な
に
森
林
が
豊
富
だ
と
は
い
へ
ｂ
森
を
よ
く
も
焼
き
排
ふ
氣
持
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
心
情

は
む
し
ろ
哀
れ
む
べ
き
も
の
が
あ
る
。
美
し
い
森
林
は
大
田
民
に
ど
ん
ノ
ヽ
焼
き
梯
は
れ
て
ゆ
く
、
た
ま
／
ヽ
陽
営
り
の
悪
い
北
斜

面
に
焼
き
残
さ
れ
た

一
む
れ
の
林
は
温
突
の
燃
料
と
し
て
伐
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
。
北
鮮
の
林
は
賛
に
不
仕
合
せ
で
あ
る
。

こ
の
邊
か
ら
奥
は
こ
の
秋
に
や
つ
と
道
普
請
が
出
来
上
つ
た
ば
か
り
で
、
ま
る
で
我
々
の
た
め
に
改
修
工
事
が
な
さ
れ
た
や
う
な

も
の
で
あ
つ
て
、
幸
に
も
胞
胎
里
ま
で
自
動
車
が
通
じ
た
。
も
し
こ
ん
な
退
屈
な
山
道
を
ト
ボ
／
ヽ
と
歩
か
さ
れ
た
ら
そ
れ
こ
そ
た

ま
つ
た
も
の
で
な
い
。
三
時
牛
今
日
の
泊
り
場
胞
胎
里
の
警
官
駐
在
所
に
つ
い
た
。
こ
ゝ
は
恵
山
銀
か
ら
約
二
十
五
里
ｂ
自
動
車
で

約
三
時
間
ほ
ど
か
ゝ
る
。
満
鮮
の
國
境
線
か
ら
少
し
へ
だ
よ
つ
て
を
り
、
所
謂
國
境
第
二
線
で
あ
る
が
、
こ
の
谷
筋
最
奥
の
部
落
だ

け
に
警
備
も
な
か
ノ
ヽ
厳
重
で
あ
る
。
人
家
は
わ
づ
か
に
二
十
軒
ば
か
り
の
基
村
で
あ
る
が
、
そ
の
割
に
し
て
は
随
分
大
が
ヽ
り
な

駐
在
所
で
。
こ
ゝ
に
二
十
人
近
く
の
警
官
が
駐
在
し
て
ゐ
る
。
駐
在
所
の
周
囲
に
は
か
な
り
深
い
濠
を
め
ぐ
ら
し
、
土
手
を
築
い
て

鐵
條
網
が
は
つ
て
あ
り
、
土
手
の
な
か
は
通
行
が
出
来
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
て
、
す
つ
と
銃
眼
が
し
つ
ら
へ
て
あ
る
と
い
ふ
厳
重
さ

で
．
駐
在
所
と
い
ふ
よ
り
は
む
し
ろ
砦
と
い
つ
た
方
が
適
切
で
あ
ら
う
。
あ
た
り
は
相
も
憂
ら
す
燒
株
が
立
つ
て
ゐ
る
畑
で
あ
る
。

日
営
り
の
よ
い
、
南
む
き
の
斜ヽ
面
な
ど
は
可
な
り
上
の
方
ま
で
畑
が
作
ら
れ
て
あ
る
。
貧
蒻
な
雑
木
林
が
と
こ
ろ
ス
ヽ
に
あ
る
。
谷

間
の
部
落
で
は
あ
る
が
山
奥
に
し
て
は
割
合
に
明
る
い
。

昨
日
こ
ゝ
に
着
い
た
ト
ラ
ッ
ク
一
豪
の
荷
物
は
も
う
機
に
積
み
か
へ
て
あ
る
。
易
損
品
な
ど
は
い
ち
／
ヽ
藁
で
町
暉
に
く
る
ん
で

あ
り
、
細
な
と
こ
ろ
ま
で
親
切
な
注
意
が
排
は
れ
て
ゐ
る
の
に
は
た
ゞ
ノ
ヽ
感
謝
の
外
な
い
。
早
速
桟
を
呼
び
あ
つ
め
、
今
日
中
に

全
部
荷
造
り
を
片
付
け
て
明
朝
は
す
ぐ
に
挽
き
出
せ
る
ば
か
り
に
し
て
置
く
こ
と
に
し
た
。
ま
づ
第

一
に
人
夫
の
統
制
に
と
り
か
ゝ
・

つ
た
。
恵
山
鋲
か
ら
連
れ
て
き
た
十
六
人
に
っ
こ
の
附
近
で
屁
ひ
入
れ
た
八
人
を
加
へ
都
合
二
十
四
人
の
人
夫
を
駐
在
所
の
前
庭
に
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一
列
横
隊
に
な
ら
べ
、物
資
の
輸
途
に
つ
い
て
い
ろ
ノ
ヽ
と
注
意
を
典
へ
、
人
夫
頭
を
任
命
し
Ｄ
自
で
番
琥
を
書
い
た
赤
い
腕
章
を
左

腕
に
つ
け
さ
せ
。　
一
切
番
琥
で
よ
ぶ
こ
と
に
し
た
。
人
夫
頭
を
一
番
に
し
．そ
の
次
に
は
内
地
語
を
解
す
る
も
の
と
い
ふ
風
に
し
て
、

早
速
荷
物
の
整
理
に
と
り
か
ゝ
ら
し
た
。
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
荷
物
を
卸
さ
せ
て
大
催
分
類
を
し
。
そ
の
あ
と
か
ら
順
次
構
に
積
み
こ
ん

で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
駐
在
所
の
前
庭
は
一
パ
イ
の
荷
物
で
、
は
い
つ
て
く
る
機
、
出
て
ゆ
く
牛
ゝ
大
憂
な
混
雑
で
足
の
ふ
み
入
れ
る

餘
地
も
な
い
。
権
は
荷
物
を
の
せ
る
と
ぅ
外
へ
出
て
紐
を
か
け
て
縛
り
つ
け
る
の
で
あ
る
が
ゝ
そ
の
と
き
す
る
い
馬
子
は
我
々
の
日

が
と
ゞ
き
か
ね
る
の
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
荷
物
を
側
の
溝
の
中
へ
ほ
り
こ
ん
だ
り
す
る
の
で
少
し
も
油
断
が
な
ら
な
い
。
集
つ
て

き
た
ゞ
け
の
機
に
は
ま
だ
積
み
き
れ
な
い
の
で
ま
た
様
を
呼
び
に
や
つ
た
り
、
監
就
を
し
た
り
、
四
方
八
方
に
氣
を
配
つ
て
を
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
十
七
一曇
の
様
に
ど
う
に
か
積
み
こ
ん
で
、
薄
暗
く
な
る
こ
ろ
に
は
や
つ
と
荷
物
の
整
理
も
了
つ
た
。
人
夫
達

は
附
近
の
人
家
に
分
宿
さ
せ
、
隊
員
ｂ
守
備
隊
は
駐
在
所
に
泊
つ
た
。
駐
在
所
の
部
屋
に
は
温
突
と
ス
ト
ー
ブ
が
あ
る
。
私
の
部
屋

は
浅
井
、
藤
木
、
丸
山
、
大
和
に
私
の
五
人
で
あ
つ
た
。
食
事
が
す
む
と
藤
木
さ
ん
は
原
稿
を
書
き
は
じ
め
．
丸
山
さ
ん
は
葛
員
機

を
ひ
ね
く
り
廻
し
て
ゐ
る
。
大
和
君
は

「
も
う
暫
く
す
る
と
お
尻
が
ポ
カ
ノ
ヽ
し
て
き
ま
す
よ
」
な
ど
ゝ
い
ひ
な
が
ら
物
珍
ら
し
げ

に
温
突
に
薪
を
く
べ
て
ゐ
る
。
私
は
飛
行
機
と
の
布
板
信
琥
符
琥
追
加
で
西
堀
と
い
ろ
ノ
ヽ
打
ち
合
せ
て
ゐ
る
。
そ
の
う
ち
に
は
藤

木
さ
ん
が
せ
き
を
し
な
が
ら
原
稿
や
窮
員
の
後
方
託
途
ゝ
連
絡
に
つ
い
て
打
ち
合
せ
に
や
つ
て
く
る
。
最
後
の
村
で
あ
る
だ
け
に
何

か
と
打
ち
合
せ
事
項
が
あ
つ
て
忙
し
い
。
輸
途
班
は
今
西
隊
長
と
ヽ
も
に
人
夫
や
推
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
が

容
易
な
こ
と
で
決
ら
な
い
。
つ
ま
り
朝
鮮
人
夫
は
雲
の
上
で
は
度
な
い
、
テ
ン
ト
生
活
を
強
制
す
る
と
逃
亡
の
虞
が
あ
る
ぅ
そ
れ
で

こ
ゝ
か
ら
二
里
ば
か
り
行
つ
た
と
こ
ろ
に
伐
探
小
屋
が
あ
る
か
ら
そ
の
小
屋
に
人
夫
を
泊
め
て
、
そ
こ
か
ら
毎
日
通
は
せ
る
と
い
ふ

こ
と
に
輪
途
計
書
を
憂
更
し
て
は
如
何
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
と
そ
の
往
復
に
時
間
が
な
が
く
か
ゝ
り
、
何
ほ
ど
の

(18:)



輸
途
作
業
も
出
来
な
い
し
ゝ
従
つ
て
日
数
も
長
く
か
ゝ
る
の
で
ぃ
だ
う
し
て
も
こ
ち
ら
の
初
め
の
計
書
通
り
に
や
ら
な
い
と
非
常
に

都
合
が
悪
い
の
で
、
互
に
あ
れ
か
こ
れ
か
と
考
へ
て
ゐ
る
が
な
か
ノ
ヽ
結
着
が
つ
か
な
い
。
守
備
隊
で
も

「朝
鮮
人
が
雪
の
上
で
寝

る
か
ど
う
か
っ
ま
た
寝
る
と
し
た
ら
ど
の
位
の
作
業
能
卒
が
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
。
今
回
の
耐
寒
行
軍
の
一
つ
の
研
究
事
項
と
も

な
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
と
に
か
く
テ
ン
ト
で
度
か
せ
て
み
て
Ｄ
も
し
逃
亡
し
た
ら
。
そ
の
時
は
ま
た
別
の
方
法
を
講
す
る
と
い
ふ
こ

と
に
し
て

　ゝ
一
つ
や
つ
て
み
ま
せ
う
じ
や
な
い
か
」
と
ゝ
我
々
の
計
書
を
極
力
支
持
し
た
の
で
、
豫
定
通
り
取
り
運
ぶ
こ
と
に
や
つ

と
落
ち
つ
い
た
。
初
め
か
ら
未
訓
練
な
人
夫
の
使
役
と
い
ふ
こ
と
が
如
何
に
面
倒
で
あ
る
か
覺
悟
は
し
て
ゐ
た
が
、
ま
づ
恵
山
鎮
に

き
て
ｂ
彼
等
が
雲
の
上
で
は
ね
な
い
だ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
を
聞
い
て
．
こ
い
つ
は
厄
介
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
と
ぅ
案
・の
定
こ
の
こ
と
が

一
番
ご
て
た
。
計
童ユ
や
輸
途
方
法
が
決
つ
て
か
ら
で
も
そ
の
心
配
は

一
通
り
の
こ
と
で
は
な
か
つ
た
。
こ
ん
な
こ
と
を
打
ち
合
せ
て

ゐ
る
間
に
い
つ
し
か
夜
も
更
け
て
ゝ
澄
み
切
つ
た
塞
に
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
粉
を
ま
き
散
ら
し
た
や
う
に
輝
い
て
ゐ
た
澤
山
の
星
が
だ

ん
ソ
ヽ
抄
く
な
り
、
塞
が
少
し
曇
り
氣
味
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
と
友
の
や
う
な
細
か
な
ノ
ヽ
雲
が
お
ち
て
き
た
。
夜
が
ふ
け
る
に
つ
れ

て
ぞ
く
ノ
ヽ
と
冷
え
こ
ん
で
く
る
。
寒
暖
計
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
も
う
零
下
三
十
三
度
に
下
つ
て
ゐ
た
。

三

虚
　
項
　
嶺

二
十
九
日
　
口青
　
夜
間
に
小
雰
ｃ
八
時
牛
胞
胎
里
の
駐
在
所
を
全
員
徒
歩
で
出
曇
。
行
進
順
序
、
尖
兵
二

名
．
守
備
隊
、
登
山
隊
、
朝
鮮
人
夫
（
二
十
四
名
）
、
警
官
隊
、
牛
馬
議

（
二
十
七
菫
〕。

午
後
二
時
牛
先
曇
部
隊
は
虚
項
嶺
（約

一
四
一
〇
米
）
着
、露
螢
準
備
に
着
手
。
牛
馬
機
は
四
時
牛
ご
ろ
到
着
。

後
方
と
の
連
絡
、
警
備
の
た
め
こ
ゝ
ま
で
警
察
の
有
線
電
話
が
特
に
架
設
さ
れ
て
あ
る
ｃ
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宿
螢
は
守
備
除
、
警
冨
隊
は
南
テ
ン
ト
、
登
山
隊
は
北
テ
ン
ト
、
人
夫
二
十
四
名
は
東
テ
ン
ト
に
分
れ
、

各
テ
ン
ト
に
は
何
れ
も
ス
ト
ー
プ
が
あ
る
。

六
時
に
は
全
員
起
き
上
り
何
か
と
用
意
を
と
ゝ
の
へ
、
豫
定
よ
り
三
十
分
お
く
れ
て
八
時
牛
に
出
衰
し
た
。
荷
物
は
全
部
機
に
牧

ま
つ
た
の
で
、各
自
の
手
廻
り
品
は
人
夫
に
措
が
せ
、鳥
員
器
ぐ
ら
ゐ
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
突
こ
ん
だ
ゞ
け
の
軽
装
な
の
で
至
極
業
で
あ
る
。

こ
ゝ
か
ら
ベ
ー
ス
ｏキ
ャ
ム
プ
に
辿
り
つ
く
ま
で
は
馬
匪
賊
の
一
番
危
険
な
Ｅ
域
な
の
で
哨
戒
し
な
が
ら
前
進
し
て
ゆ
く
。
守
備
隊
は

登
山
隊
と
人
夫
、
警
官
隊
は
権
の
護
術
と
い
ふ
こ
と
に
分
捨
を
定
め
、
先
頭
に
は
二
名
の
尖
兵
を
出
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
尖
兵
か

ら
二
丁
ほ
ど
は
な
れ
て
守
備
隊
ゝ
登
山
隊
、
人
夫
等
が
す
ぐ
こ
れ

に

つ
ゞ
き
、
権
は
前
後
を
警
官
隊
に
護
ら
れ
て
順
次
進
ん
で
ゆ

く
。
部
隊
は
昨
日
の
五
十
六
名
の
と
こ
ろ
へ
更
に
警
官
、
人
夫
そ
れ
に
二
十
七
一曇
の
牛
馬
権
と
そ
の
馬
子
達
が
カー‐
は
つ
た
の
で
総
員

は
百
人
を
超
え
、
そ
の
隊
列
は
拠
婉
と
し
て
敷
丁
の
長
き
に
及
ん
だ
。
昨
夜
降
つ
た
新
雪
に
飾
ら
れ
た
野
山
は
朝
の
陽
光
に
冷
た
く

輝
い
て
ゐ
る
。
純
自
の
雲
野
原
に
ポ
ツ
ノ
ヽ
と
し
た
黒
貼
が
何
丁
も
ノ
ヽ
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
。
こ
の
と
き

「
エ
キ
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
」
と

い
ふ
言
葉
が
無
性
に
想
ひ
出
さ
れ
て
き
て
な
ら
な
か
つ
た
。
事
賛
規
模
こ
そ
大
き
い
と
は
い
へ
な
い
に
し
て
も
ゝ
そ
の
組
織
か
ら
み

て
も
、
言
語
を
異
に
し
て
ゐ
る
土
地
に
入
り
こ
み
Ｄ
未
訓
練
な
ボ
ー
タ
ー
を
使
役
す
る
と
い
ふ
黙
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
を
エ
キ
ス
ペ

デ
ィ
シ
ョ
ン
と
呼
ん
で
必
し
も
不
営
で
は
あ
る
ま
い
。
我
々
は
宿
年
の
念
願
や
う
や
く
こ
ゝ
に
叶
つ
て
、
今
日
こ
そ
は
エ
キ
ス
ペ
デ
ィ

シ
ョ
ン
の
力
づ
よ
い
第

一
歩
を
大
地
に
印
し
た
の
だ
。
前
途
に
横
は
つ
て
ゐ
る
種
々
の
困
難
や
幾
多
の
障
害
は
我
々
の
楡
ら
ぎ
る
熱

と
自
信
と
を
以
て
打
ち
克
つ
て
進
ん
で
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。

塞
は
昨
日
も
矢
張
り
そ
う
で
あ
つ
た
が
ｂ
す
つ
き
り
と
晴
れ
上
つ
て
ゐ
る
。
こ
ん
な
に
き
れ
い
に
澄
み
渡
つ
た
塞
は
ま
だ
見
た
こ

と
が
な
い
。
日
本
ア
ル
プ
ス
で
晩
春
や
初
夏
の
候
に
ご
く
稀
に
見
る
青
塞
は
、
水
ネ
氣
が
多
い
せ
い
か
何
と
な
く
ど
ん
よ
り
と
し
て
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を
り
ぃた
め
に
重
ぐ
る
し
い
感
が
み
る
ば
か
り
か
卜や
が
て
雨
の
近‐
い
の
を
想
は
せ
る
も
の
が
あ
る
。
秋
け
は
今
日
の
基
に
や
ゝ
幾
じ

と
す
る
も
こ
ん
な
直
裁
的
な
明
朗
さ
は
求
む
べ
く
も
な
い
。
す
み
ハ
ヽ
ま
で
澄
み
切
つ
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
き
れ
い
に
晴
れ
上
つ
た

笙
は
北
鮮
獨
特
の
も
の
で
あ
ら
う
。
陽
が
す
で
に
高
く
昇
つ
て
ゐ
る
の
に
残
月
が
明
か
に
見
え
る
こ
と
で
も
、
ど
れ
ほ
ど
塞
が
澄
み

波
つ
て
ゐ
る
か
よ
く
想
像
さ
れ
や
う
。
村
は
づ
れ
に
は
ち
よ
つ
と
し
た
急
坂
が
あ
る
。
権
は
折
角
ほ
と
ん
ど
上
ま
で
や
つ
と
辿
り
つ

い
た
の
に
ゾ
ル
ハ
ヽ
と
逆
滑
り
を
し
た
り
、
横
倒
し
に
な
つ
た
ま
ゝ
坂
の
下
ま
で
す
べ
り
落
ち
た
り
ｂ
惨
々
の
態
で
難
澁
を
極
め
て

ゐ
る
。
警
察
の
方
で
は
今
日
中
に
虚
項
嶺
ま
で
行
け
れ
ば
上
々
と
思
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
が
、
我
々
と
し
て
は
出
来
る
だ
け
構
を
利
用

し
て
進
み
た
い
。
虚
項
嶺
か
ら
二
十
丁
ば
か
り
先
の
三
池
淵
ま
で
は
何
と
か
し
て
陽
の
あ
る
う
ち
に
行
き
つ
き
度
い
と
考
へ
て
ゐ
る

の
で
氣
が
氣
で
な
い
が
、
そ
う
か
と
い
つ
て
ど
う
し
や
う
も
な
い
の
で
、
切
株
の
上
に
腰
を
卸
し
て
構
が
上
つ
て
く
る
の
を
待
つ
て

ゐ
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
牛
は
と
に
か
く
と
し
て
、
こ
の
邊
の
小
さ
な
馬
は
翡
い
。
馬
権
は
ど
れ
も
獨
力
で
は
登
り
え
な
い
で
一
つ

の
権
に
二
頭
も
三
頭
も
の
馬
を
つ
け
て
、　
一
一曇
々
々
順
々
に
引
張
り
上
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
悠
長
な
こ
と
を
し
て
ゐ
る
の

で
、
わ
づ
か
七
．
八
丁
の
坂
を
全
部
の
構
が
通
過
す
る
の
に
一
時
間
以
上
も
か
ゝ
つ
た
。
村
は
足
の
下
に
見
え
て
ゐ
る
。
各
家
の
温

突
か
ら
は
白
煙
が
濠
々
と
舞
ひ
上
つ
て
ゐ
る
。
温
突
は
原
始
的
な
焼
房
装
置
で
は
あ
る
が
な
か
ノ
ヽ
旨
く
考
へ
出
さ
れ
て
ゐ
て
。
完

全
燃
燒
す
る
や
う
に
仕
組
ま
れ
て
あ
る
。
そ
の
白
い
ノ
ヽ
煙
が
陽
の
光
を
う
け
て
た
ゞ
に
白
い
ば
か
り
で
な
く
美
し
い
ま
で
に
て
り

輝
き
な
が
ら
静
か
に
、
員
直
ぐ
に
昇
つ
て
ゆ
く
。「煙
直
上
」
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
我
々
が
出
褒
す
る
と
き
側
に
立
つ
て
ば
か

ん
と
眺
め
て
ゐ
た
十
人
あ
ま
り
の
朝
鮮
人
は
矢
張
り
同
じ
と
こ
ろ
に
立
つ
て
ま
だ
我
々
を
見
途
つ
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
彼
等
は
部
隊
の

姿
が
朝
鮮
落
葉
松
の
森
の
中
に
す
つ
か
り
隠
れ
て
し
ま
つ
て
も
。
な
ほ
し
ば
し
は
立
ち
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

急
坂
を
登
り
切
つ
て
し
ま
ふ
と
。
も
う
あ
と
は
脊
の
高
い
落
葉
松
の
森
の
中
の
な
だ
ら
か
な
山
道
を
ど
ん
ノ
ヽ
ゆ
け
ば
三
時
間
た

そ
の
自
頭
山
　
宮
崎
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ら
す
で
上
興
慶
水
の
伐
探
小
屋
に
辿
り
つ
け
る
の
で
あ
る
。
動
物
の
探
集
を
受
持

つ
て
ゐ
る
西
堀
や
佐
伯
は
鐵
砲

一
挺
を
か
つ
い

で
。
雲
を
け
ち
ら
か
し
て
あ
ち
こ
ち
と
飛
び
廻
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
努
力
の
甲
斐
も
な
く
獲
物
は
案
外
に
少
い
。
雲
の
上
に
は
獣
の

足
跡
す
ら
な
い
の
は
我
々
一
同
。
こ
と
に
腕
に
よ
り
を
か
け
て
や
つ
て
き
た
佐
伯
を
抄
な
か
ら
す
落
謄
さ
せ
た
。
大
部
隊
で
は
あ
る

し
。
こ
ん
な
道
草
を
と
つ
て
ゐ
る
の
で
上
興
慶
水
に
つ
い
た
の
は
も
う
正
午
ま
近
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
う
ち
に
棲
も
ボ
ツ
ノ
ヽ

と
つ
き
出
し
た
。
椎
が
き
そ
ろ
ふ
ま
で
三
．
四
人
を
残
し
、
他
は
先
磯
し
て
出
来
る
だ
け
の
露
螢
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

私
等
三
ゝ
四
人
の
輸
途
班
は
権
を
ま
と
め
、
本
隊
の
あ
と
を
追
う
て
間
も
な
く
出
奎
し
た
の
で
あ
る
が
．
こ
の
伐
採
所
を
通
り
ぬ
け

る
の
が
な
か
ノ
ヽ
の
骨
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
縦
横
に
散
乱
し
て
ゐ
る
伐
木
の
上
を
権
は
無
理
無
性
に
押
し
切
つ
て
行
く
の
で
あ
る
が
っ

馬
子
た
ち
は
馬
が
た
め
ら
つ
て
ゐ
て
も
聾
を
大
に
し
て
叱
咤
す
る
だ
け
で
。
懐
手
を
し
て
ゐ
て
一
向
に
手
を
か
し
て
や
ら
な
い
。
様

が
倒
れ
か
ヽ
つ
て
も
ま
だ
手
を
出
さ
な
い
。
こ
ん
な
始
末
で
あ
る
か
ら
伐
木
を
越
え
る
の
に
雄
は
文
字
通
り
の
七
韓
八
倒
で
。
た
う

と
う
較
を
折
つ
た
も
の
が
出
来
た
。
止
む
を
得
す
他
の
権
は
先
に
す
ゝ
ま
せ
、
伐
探
所
ま
で
権
を
買
ひ
に
走
ら
せ
た
り
し
た
。
こ
ん

な
こ
と
を
し
て
ゐ
る
の
で
ま
す
ノ
ヽ
お
く
れ
，
本
隊
と
は
だ
ん
／
ヽ
は
な
れ
ゝ
虚
項
嶺
に
つ
い
た
の
は
も
う
日
暮
れ
前
で
あ
つ
た
。

二
時
間
ば
か
り
前
に
つ
い
た
本
隊
は
薪
や
敷
物
を
作
つ
た
り
．
テ
ン
ト
の
フ
レ
ー
ム
を
伐
つ
た
り
ゝ
出
来
る
だ
け
の
用
意
を
し
て
椎

の
末
着
を
待
ち
わ
び
て
ゐ
た
。
途
中
で
戦
を
折
損
し
た
構
に
相
惜
ス
ト
ー
ブ
や
テ
ン
ト
等
が
積
載
し
て
あ
つ
た
が
．
こ
れ
が
一
番
避

れ
て
つ
い
た
の
で
テ
ン
ト
の
架
設
が
ま
す
／
ヽ
お
く
れ
、
そ
の
上
こ
ゝ
で
は
ど
の
食
糧
梱
を
解
け
ば
よ
い
の
か
、
鍋
釜
や
大
工
道
具

類
は
ど
こ
に
は
い
つ
て
ゐ
る
の
か
ぅ
こ
ん
な
こ
と
は
長
谷
川

一
人
よ
り
制
ら
な
い
の
で
、
あ
ち
ら
で
も
こ
ち
ら
で
も
長
谷
川
ｔ
長
谷

川
と
呼
ん
で
を
り
。
同
粛
は
引
ば
り
凧
に
な
つ
て
ゐ
る
。
と
り
あ
え
す
炊
事
の
用
意
に
と
り
か
、
る
。
そ
の
う
ち
に
夕
や
み
が
せ
ま

つ
て
き
た
。
こ
の
地
方
は
腸
が

・
―ょ
い
る
と
氣
温
は
意
降
し
．
欄
も
な
く
ほ
ゞ
最
低
氣
温
近
く
に
ま
で
下
つ
て
し
ま
ふ
の
で
そ
の
基
さ
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は
急
に
ひ
ど
く
な
る
。
守
備
隊
の
回
錘
型
テ
ン
ト
は
も
う
立
ち
上
つ
て
、
ス
ト
ー
ブ
の
煙
突
か
ら
は
盛
ん
に
人
の
粉
が
出
て
ゐ
る
。

こ
ち
ら
は
や
つ
と
テ
ン
ト
が
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
寒
い
雲
野
原
で
、雲
ま
み
れ
に
な
つ
た
丸
太
を
組
み
立
て
た
り
。縛
り
つ
け
た

り
架
設
作
業
も
業
で
は
な
い
。
そ
れ
が
や
つ
と
出
来
上
る
と
つ
ぎ
に
は
ス
ト
ー
プ
の
組
み
立
て
ゞ
あ
る
が
ｂ
鐵
板
に
鯛
れ
る
と
手
袋

を
は
め
て
ゐ
て
も
手
が
す
ぐ
に
か
じ
か
ん
で
し
ま
つ
て
。
細
か
な
仕
事
は
ど
う
も
思
ふ
や
う
に
ゆ
か
な
い
。
そ
の
上
権
の
顛
覆
や
横

韓
で
鐵
板
が
大
分
デ
コ
ボ
コ
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
っ
ね
じ
釘
の
穴
が
う
ま
く
あ
は
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
で
テ
ン
ト
が
ち
や
ん
と
立
ち

上
り
、
ス
ト
ー
プ
が
景
気
よ
く
燃
え
出
し
た
の
は
か
な
り
お
そ
く
な
つ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
も
テ
ン
ト
に
は
三
〇
〇

燭
光
も
あ
る
と
い
ふ
ガ
ソ
リ
ン
ラ
ン
プ

（
ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
マ
ン
ト
ル
白
熱
燈
）
が
つ
き
じ
め
し
鍋
や
曖
い
汁
を
も
ち
こ
ん

で
く
る
と
皆
急
に
朗
か
に
な
つ
た
。
ス
ト
ー
ブ
も
設
計
の
手
違
ひ
の
た
め
と
か
で
、
少
し
け
む
る
が
落
葉
松
は
ゴ
ー
と
い
つ
て
頗
る

よ
く
燃
え
る
。
あ
た
ゝ
か
い
も
の
が
胃
袋
に
ど
ん
ノ
ヽ
は
い
つ
て
ゆ
く
の
で
外
套
を
ぬ
ぎ
出
し
た
人
も
出
来
た
ほ
ど
で
あ
る
。
人
夫

達
も
米
の
め
し
に
か
ぶ
り
つ
い
て
ゐ
る
０
北
鮮
奥
地
の
雲
の
褥
も
割
合
に
居
心
地
が
よ
い
。
間
も
な
く
匪
賊
の
奇
襲
を
う
け
た
場
合

登
山
隊
は
ど
こ
そ
こ
へ
ｔ
人
夫
達
は
ど
こ
へ
避
難
す
る
や
う
に
と
守
備
隊
長
か
ら
の
通
告
が
あ
り
、
テ
ン
ト
場
の
前
方
に
荷
物
を
移

し
ｂ
そ
れ
で
臨
時
の
バ
リ
ケ
ー
ド
を
急
設
し
て
高

一
に
そ
な
へ
、．
着
創
し
た
歩
晴
が
テ
ン
ト
の
前
に
立
つ
。
三
十
分
交
代
と
の
こ
と

だ
が
こ
の
寒
夜
に
徹
脊
の
歩
哨
勤
務
は
洵
に
恐
縮
千
萬
で
あ
る
。
キ
ャ
ム
プ
の
第

一
夜
は
静
か
に
更
け
て
、
テ
ン
ト
の
灯
は
順
次
沿

さ
れ
て
ゆ
く
，
歩
哨
の
剣
光
だ
け
が
か
す
か
な
光
亡
を
放
つ
て
ゐ
る
。
塞
は
隈
な
く
晴
れ
渡
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
邊
に

夜
の
塞
に
は
星
が
多
い

私
の
胸
に
は
悩
が
多
い

と
い
ふ
但
謡
が
あ
る
が
ゝ
歌
の
文
句
に
違
は
す
随
分
澤
山
の
星
で
あ
る
。
人
夫
達
が
あ
た
つ
て
ゐ
る
焚
人
の
煙
は
員
直
ぐ
に
上
へ
上

冬
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へ
と
昇
つ
て
ゆ
く
。
身
を
切
り
Ｄ
肌
を
さ
し
。
痛
い
や
う
に
感
す
る
寒
さ
ぃ
し
か
し
静
か
で
明
る
い
感
じ
の
す
る
夜
笙
で
あ
る
。
と

ん
な
に
美
し
い
夜
だ
の
に
馬
匪
賊
ど
も
は

一
性
ど
こ
で
我
々
を
待
ち
伏
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
。

一
時
す
ぎ
で
あ
つ
た
ら
う
六
上
場
―

虚
項
嶺
ま
で
三
里
ほ
ど
あ
る
―

か
ら
二
人
の
警
官
が
京
城
放
途
局
嚢
表
の
気
象
通
報
を

書
き
と
つ
た
も
の
を
持
つ
て
聯
絡
に
登
つ
て
き
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
我
々
が
上
興
慶
水
を
お
ひ
る
す
ぎ
に
出
嚢
し
て
か
ら
の
清
息
が

は
い
ら
な
い
の
で
下
の
警
察
署
で
は

一
行
の
安
否
を
心
配
し
ｂ
六
上
場
駐
在
所
へ
電
話
を
か
け
て
Ｄ
登
山
隊
の
情
況
を
見
層
け
て
く

る
や
う
に
と
の
事
で
っ
わ
ざ
／
ヽ
聯
絡
の
た
め
に
冷
た
い
夜
風
を
衝
い
て
や
つ
て
き
て
く
れ
た
の
で
あ
る
が
、
我
々
の
無
事
な
の
を

見
て
安
心
し

「
下
で
は
大
愛
心
配
し
て
ゐ
ま
す
か
ら
っ
無
事
で
あ
る
こ
と
を
早
く
知
ら
せ
て
や
り
ま
せ
う
」
と
い
つ
て
ろ
く
ノ
ヽ
体

憩
も
し
な
い
で
急
い
で
下
つ
て
行
つ
た
。

四

　

ベ
ー

ス
・
キ

ャ
ム
ブ

ヘ

二
十
日
　
晴
　
登
攀
ル
ー
ト
偵
察
の
た
め
奥
偵
察
班
は
白
頭
本
澤
方
面
へ
、
西
堀
偵
察
班
は
神
武
城
方
面
へ

出
獲
。

奥
班
は
午
後
五
時
頃
婦
着
。
同
七
時
吹
雪
模
様
と
な
つ
すこ
の
で
宮
崎
、
飯
山
は
テ
ル
モ
ス
、
食
糧
等
を
携
へ

て
西
堀
班
を
出
迎
へ
に
赴
き
九
時
牛
一
同
無
事
鯖
着
。
協
議
の
結
果
奥
班
の
ル
ー
ト
を
探
る
こ
と
に
決
定
。

か
ら
り
と
晴
れ
上
つ
た
よ
い
お
天
氣
で
あ
る
。
今
日
は
二
つ
の
偵
察
隊
を
出
す
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
白
頭
本
澤
を
見
付
け
て
そ

れ
を
遡
り
頂
上
に
達
し
や
う
と
い
ふ
の
が
大
性
の
プ
ラ
ン
で
あ
る
が
．
白
頭
本
澤
へ
は
紳
武
城

へ
ゆ
く
夏
道
を
辿
つ
て
行
つ
て
澤
の

末
端
を
見
付
け
出
し
。
そ
こ
か
ら
澤
通
し
に
上
つ
て
ゆ
く
迂
回
コ
ー
ス
と
ｂ
森
林
帯
を
斜
に
突
つ
切
つ
て
自
頭
本
澤
の
か
な
り
上
流

(24)



地
貼
に
出
で
こ
れ
を
湖
つ
て
ゆ
く
直
線
コ
ー
ス
の
二
つ
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
Ｄ
今
日
は
そ
れ
ハ
ヽ
の
方
面
に
偵
察
隊
を
出
し
て
ル
ー

ト
の
難
易
。
長
短
ｂ
露
螢
地
等
を
調
査
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
架
設
班
も
本
日
は
偵
察
に
従
事
す
る
こ
と
ゝ
な
り
っ
西
堀
等
四
名
は

迂
回
コ
ー
ス
に
ゝ
奥
班
は
直
線
コ
ー
ス
の
方
に
向
ふ
豫
定
で
あ
る
。
な
る
べ
く
早
く
偵
察
隊
を
出
嚢
さ
す
必
要
が
あ
る
の
で
。
炊
事

営
番
の
私
は
暗
い
う
ち
に
起
き
て
用
意
に
と
り
か
ゝ
つ
た
。
暗
い
と
い
つ
て
も
北
緯
四
十
三
度
の
こ
の
邊
で
は
八
時
ご
ろ
に
な
ら
ぬ

と
日
が
出
な
い
か
ら
左
程
早
く
も
な
い
。
明
け
方
の
冷
た
い
風
が
身
に
泌
み
こ
む
。
テ
ン
ト
で
よ
く
寝
る
か
し
ら
と
案
じ
て
ゐ
た
人

夫
達
も
案
外
元
氣
な
顔
を
し
て
テ
ン
ト
か
ら
出
て
く
る
。
あ
ま
り
慶
む
そ
う
な
顔
を
し
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
熟
睡
は
出
来
た

の
で
あ
ら
う
。
焚
人
を
さ
せ
て
早
速
炊
事
を
命
す
る
。
食
事
の
用
意
が
大
催
出
来
て
か
ら
皆
を
起
す
。
そ
の
こ
ろ
に
は
胸
か
ら
上
の

方
を
落
葉
松
の
林
の
上
に
出
し
て
ゐ
る
南
胞
胎
山
が
桃
色
に
そ
ま
り
出
し
．
や
が
て
塞
氣
も
だ
ん
／
ヽ
暖
か
に
な
つ
て
く
る
。

偵
察
隊
が
テ
ン
ト
を
出
た
の
は
九
時
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
邊
は
危
険
Ｅ
域
な
の
で
各
偵
察
班
に
も
そ
れ
ハ
ヽ
三
、
四
名

づ
ゝ
の
警
備
隊
が
つ
く
。
残
り
の
者
は
こ
ゝ
に
滞
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
り
自
頭
山
の
片
影
さ
へ
見
た
も
の
は
ま
だ

一
人
も
な

く
ｂ
“

（
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ム
プ
）
の
位
置
も
定
ら
す
Ｄ
従
つ
て
都
合
で
は
前
進
キ
ャ
ム
プ
を
三
つ
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
な
い

と
い
ふ
不
安
な
状
態
な
の
で
Ｄ
心
か
ら
の
び
ノ
ヽ
と
休
養
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
の
外
滞
在
と
い
つ
て
も
い
ろ
ノ
ヽ
と
用
事

が
あ
る
。
高
橋
は
寒
曖
計
や
瀑
度
計
を
据
へ
つ
け
て
ゐ
た
が
っ
や
が
て
い
ろ
ん
な
道
具
を
脊
負
つ
て
森
の
中
へ
姿
を
清
し
て
し
ま
つ

た
。
浅
井
は
ア
ン
テ
ナ
を
張
る
と
い
ふ
の
で
木
に
登
つ
た
り
、
木
を
代
り
倒
し
た
り
し
て
ゐ
る
。
鳥
員
班
の
長
谷
川
は
望
遠
レ
ン
ズ

で
南
胞
胎
山
を
ね
ら
つ
て
ゐ
た
が
間
も
な
く
藤
木
さ
ん
等
と
連
れ
立
つ
て
三
池
淵
へ
撮
影
に
行
つ
た
。
こ
れ
と
い
つ
た
藝
を
も
た
な

い
者
た
ち
は
日
の
丸
の
國
旗
を
樹
頭
に
か
ゝ
げ
た
り
，
ス
ト
ー
ブ
の
煙
突
を
直
し
た
り
ｂ
電
話
の
修
繕
の
應
援
人
夫
に
な
つ
た
り
な

か
ノ
ヽ
忙
し
い
。
こ
の
電
話
は
有
線
電
話
で
。
我
々
の
た
め
に
今
度
わ
ざ
／
ヽ
下
か
ら
架
設
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
が
、
昨
日
は
電
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話
が
通
じ
な
か
つ
た
ば
か
り
に
村
の
人
々
に
と
ん
だ
心
配
を
か
け
た
。
そ
れ
で
今
日
中
に
ど
う
し
て
も
修
復
を
了
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
輸
途
班
は
荷
物
の
薬
理
に
忙
し
い
。
荷
物
と
い
つ
て
も
ト
ラ
ッ
ク
三
憂
分
の
物
資
の
整
頓
と
い
へ
ば
な
か
／
ヽ
大
憂
で

あ
る
。
荷
物
に
は
い
ち
／
ヽ
番
琥
が
ベ
ン
キ
で
書
き
こ
ん
で
あ
り
．
К
Ｃ‐
側
行
は
青
ｂ
赤
。
自
の
ベ
ン
キ
で
書
き
分
け
て
あ
る
。
手

元
に
は
内
容
品
の
リ
ス
ト
を
持
つ
て
ゐ
て
そ
れ
に
よ
り
っ
急
ぐ
物
の
順
番
に
並
べ
。
そ
れ
を
入
夫
達
に
適
営
な
重
さ
に
仕
分
け
さ
す

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
す
つ
と
一
列
に
並
べ
て
お
い
て
も
明
朝
措
ぎ
出
す
の
に
便
利
な
や
う
に
し
て
お
く
。
こ
ん
な
事
柄
は
人
夫
を

四
．
五
人
呼
ん
で
き
て
、
自
分
は
丸
太
の
上
に
ぢ
つ
と
腰
を
お
ろ
し
て
ゐ
て
ゝ
舌
と
指
先
だ
け
動
か
し
て
を
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で

あ
る
か
ら
忙
し
い
と
い
つ
て
も
業
で
あ
る
。
明
日
か
ら
は
輸
途
で
忙
し
く
な
る
の
で
他
の
人
夫
た
ち
に
は
ど
し
／
ヽ
薪
を
伐
ら
し

た
。
彼
等
の
薪
割
は

，１‐―‐
技
に
幾
く
。
そ
れ
に
力
量
も
あ
る
の
で
見
て
ゐ
て
も
氣
持
ち
が
よ
い
。
賓
に
見
事
な
も
の
で
あ
る
。

奥
班
を
護
術
し
て
行
つ
た
警
官
は
四
時
ご
ろ
に
節
つ
て
き
た
。
奥
た
ち
が
テ
ン
ト
に
節
り
つ
い
た
時
は
も
う
薄
暗
か
つ
た
か
ら
五

時
ご
ろ
で
あ
つ
た
ら
う
。
小
白
澤
へ
の
途
中
に
は
ひ
ど
い
山
人
事
の
あ
と
が
あ
つ
て
、
道
筋
は
あ
ま
り
す
つ
き
り
と
し
て
ゐ
な
い
こ

と
。
そ
れ
に
倒
本
が
と
て
も
ひ
ど
い
の
で
割
合
に
行
程
が
捗
ら
な
い
こ
と
。
そ
の
た
め
白
頭
本
澤
ま
で
到
達
出
来
な
か
つ
た
こ
と
っ

中
の
小
白
澤
に
は
水
が
あ
り
そ
う
な
こ
と
等
を
夕
食
を
し
な
が
ら
語
り
聞
か
せ
て
く
れ
た
。
水
が
あ
り
そ
う
な
ど
い
ふ
一
事
が
我
々

の
心
に
非
常
に
弧
く
ひ
ゞ
い
た
。
そ
の
う
ち
に
天
氣
は
少
し
く
づ
れ
氣
味
と
な
り
。
風
が
出
て
き
た
。
七
時
に
な
る
が
西
堀
等
は
師

つ
て
こ
な
い
。
警
備
隊
に
つ
い
て
行
つ
て
ゐ
た
人
夫
が
手
紙
を
も
つ
て
蹄
つ
て
き
た
。
そ
れ
に
は

「登
山
隊
未
だ
節
ら
す
ｂ
天
候
険
一

悪
に
な
り
つ
ゝ
あ
る
を
も
つ
て
一
行
の
安
否
氣
遣
は
る
。　
一
同
は
焚
人
を
し
て
登
山
隊
を
待
ち
つ
ゝ
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
た
。
と

り
あ
へ
す
そ
の
人
夫
に
食
糧
を
持
た
し
て
ま
た
引
き
返
さ
せ
た
。
こ
の
人
夫
は
賓
泰
里
の
者
で
あ
る
が
．
こ
の
邊
の
男
に
し
て
は
勇

敢
で
、
革
獨
で
偉
令
に
立
つ
て
ゐ
た
。
間
も
な
く
飯
山
氏
と
ヽ
も
に
私
が
食
糧
を
も
つ
て
一
行
を
迎
へ
に
行
つ
た
。
つ
め
た
い
夜
風
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を
つ
い
て
三
池
淵
を
つ
ゝ
き
り
神
武
城
の
方
へ
少
し
行
つ
た
と
こ
ろ
で
丁
度
西
堀
班
や
兵
隊
さ
ん
が
師
つ
て
く
る
の
に
出
合
つ
た
。

皆
は
な
か
ノ
ヽ
元
氣
で
あ
る
。「奥
班
は
齢
つ
て
ゐ
る
か
ｂ
白
頭
本
澤
ま
で
行
つ
た
か
．
何
ッ
行
け
な
か
つ
た
？
い
俺
達
は
澤
を
た
う

と
う
見
つ
け
、そ
れ
を
澤
通
し
に
少
し
湖
つ
て
き
た
ぞ
．
ボ
サ
も
何
も
な
う
て
、大
き
な
奴
が
と
こ
ろ
ハ
ヽ
に
あ
り
。
そ
れ
が
丁
度
よ

い
加
減
に
な
、
そ
ら
す
つ
き
り
し
て
ゐ
る
ぞ
」
な
ど
ゝ
早
速
状
況
を
き
か
さ
れ
た
。
テ
ン
ト
ヘ
婦
つ
て
き
て
か
ら
も
同
じ
や
う
な
こ

と
を
繰
返
し
強
調
じ
．
ル
ー
ト
と
し
て
は
常
然
こ
ち
ら
を
と
る
可
き
だ
と
つ
け
加
へ
た
。
結
局
今
西
隊
長
は
行
程
の
関
係
上
奥
班
の

ル
ー
ト
を
と
る
こ
と
ヽ
し
、
明
三
十

一
日
か
ら
前
進
を
開
始
す
る
こ
と
に
決
定
し
て
架
設
班
ｔ輸
途
班
に
そ
れ
ス
ヽ
準
備
を
命
じ
た
ｏ

二
十

一
日
　
晴
　
偵
察
班
は
早
朝
、
架
設
班
は
幕
螢
材
料

一
式
を
携
へ
て
出
償
。

一
四
三
０
米
の
水
の
あ
る

と
こ
ろ
に
ベ
ー
ス
ｏ
キ
ャ
ム
プ
の
位
置
を
決
定
し
、　
一
部
の
架
設
を
絡
る
。
輸
途
班
は
朝
鮮
人
夫
と
ヽ
も
に
九

時
ご
ろ
出
螢
。
本
日
は
道
踏
み
を
主
目
的
と
し
、
荷
物
は
各
自
四
、
五
貫
位
と
す
る
。

各
班
と
も
午
後
四
時
ご
ろ
か
ら
順
次
虚
項
嶺
に
帰
着
。

偵
察
班
は
落
葉
松
の
大
密
林
に
妨
げ
ら
れ
て
硯
野
を
奪
は
れ
、
そ
の
上
無
数
の
倒
木
に
阻
ま
れ
て
行
進
意
の

如
く
な
ら
す
絡
に
自
頭
本
澤
に
到
達
し
得
す
。
こ
れ
が
曇
見
に
金
力
を
注
ぐ
こ
と
ヽ
な
り
、
西
堀
、偵
察
班
に
加

ほヽ
る
。

三
十
一
日
も
よ
く
晴
れ
た
籠
か
な
日
で
あ
つ
た
。
奥
偵
察
班
は
八
時
す
ぎ
に
も
う
出
褒
し
た
。
架
設
班
が
幕
螢
材
料
を
分
措
し
て

重
い
荷
を
措
い
で
偵
察
班
の
す
ぐ
後
に
つ
ゞ
く
。
ＢＣ
で
差
し
あ
た
り
入
用
な
品
物
を
措
い
だ
輪
途
部
隊
が
警
官
隊
に
護
衛
さ
れ
て
出

褒
し
た
の
は
九
時
ご
ろ
で
あ
つ
た
。
数
多
く
の
人
夫
達
は
シ
ュ
プ
ー
ル
の
横
手
に
一
列
に
並
び
隊
伍
を
整
へ
て
行
進
す
る
。
途
中
で

は
ラ
ッ
セ
ル
の
交
代
を
教
へ
た
り
な
ど
し
つ
ゝ
三
池
淵
に
辿
り
つ
く
、
こ
ゝ
か
ら
は
小
白
山
を
目
指
し
て
三
池
淵
の
水
上
を
渡
り
ｂ

雑
木
林
に
入
る
。
道
は
起
伏
が
極
め
て
抄
く
．
登
つ
て
ゐ
る
の
か
下
つ
て
ゐ
る
の
か
判
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
落
葉
松
の
林
の
な
か
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を
倒
木
を
右
に
或
は
左
に
よ
け
つ
ゝ
北
東
目
指
し
て
た
ゞ
ど
ん
／
ヽ
行
く
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
積
雲
は
虚
項
嶺
附
近
よ
り
幾
分
深

く
大
催
三
Ｄ
四
尺
位
の
も
の
で
．
人
夫
達
は
相
営
に
ぶ
か
つ
て
ゐ
た
。
パ
リ
ノ
ヽ
―

急
げ
／
＼
―

と
い
つ
て
先
を
急
が
せ
て
ゐ

る
が
行
程
は
割
合
に
捗
ら
な
い
。
ま
だ
牛
分
も
こ
な
い
う
ち
に
中
食
の
時
間
が
き
て
し
ま
つ
た
。
こ
の
分
で
は
今
日
も
ま
た
夜
行
進

か
と
思
つ
て
ゐ
る
と
間
も
な
く
山
人
事
の
跡
に
は
い
り
、
谷
が
引
き
返
し
て
き
て
田
は
す
ぐ
そ
こ
だ
と
い
つ
た
の
で
人
夫
達
は
急
に

元
氣
を
出
し
ｂ
三
時
す
ぎ
に
落
葉
松
の
密
林
に
か
こ
ま
れ
た
テ
ン
ト
場
に
つ
い
た
。
そ
こ
で
は
架
設
班
が
も
う
テ
ン
ト
の
架
設
を
了

つ
て
焚
人
に
あ
た
つ
て
ゐ
て
，
ホ
ッ
ト
レ
モ
ン
を
御
馳
走
し
て
く
れ
た
。
テ
ン
ト
場
の
側
の
上
手
の
下
か
ら
は
泉
が
渡
々
と
湧
き
出

て
ゐ
る
。
高
物
凍
る
と
い
ふ
こ
ん
な
山
の
中
で
っ
こ
ん
な
綺
麗
な
湧
水
を
掘
り
あ
て
る
な
ん
て
偶
然
と
は
い
へ
責
に
幸
運
で
あ
つ

た
。
警
官
も

「
各
は
非
常
に
水
の
少
い
山
で
す
の
に
」
と
大
憂
感
心
し
て
ゐ
た
、
恰
も
我
々
が
水
の
あ
り
か
を
豫
見
し
て
ゐ
た
か
の

や
う
に
。
事
責
軍
隊
に
し
て
も
．
警
官
隊
に
し
て
も
我
力
に
紳
武
城
廻
り
の
コ
ー
ス
卸
ち
夏
道
を
と
る
や
う
に
す
ゝ
め
て
ゐ
た
。
そ

れ
だ
の
に
私
達
は
近
道
を
し
た
の
で
内
心
非
常
に
危
ん
で
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
、
き
て
み
る
と
本
の
混
ん
で
ゐ
な
い
と
こ
ろ
を
割
合
に

無
駄
も
な
く
う
ま
く
通
り
ぬ
け
て
ゐ
る
し
。
そ
れ
に
水
ま
で
掘
り
あ
て
ゝ
ゐ
る
の
で
大
憂
感
心
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
は
見
通
し
の

き
か
な
い
林
の
中
で
は
ど
う
し
て
方
向
を
見
定
め
て
行
く
の
か
ゝ
な
ど
ゝ
交
も
ス
ヽ
た
づ
ね
ら
れ
た
。
人
夫
達
は
荷
物
を
置
い
て
御

褒
美
の
煙
草
を
も
ら
ひ
Ｄ
い
そ
／
ヽ
と
齢
り
出
し
た
。
架
設
班
、
偵
察
班
も
そ
れ
ハ
ヽ
引
き
上
げ
て
き
た
が
。
結
局
足
の
お
そ
い
人

夫
達
を
つ
れ
て
ゐ
る
輸
途
班
が
一
番
遅
れ
ゝ
虚
項
嶺
に
齢
り
つ
い
た
と
き
は
も
う
と
つ
ぷ
り
と
暮
れ
て
ゐ
た
。
偵
察
班
は
今
日
も
白

頭
本
澤
ま
で
行
け
な
い
で
師
つ
て
き
た
。
倒
木
と
密
林
に
妨
げ
ら
れ
て
右
往
左
往
し
、
自
頭
本
澤
の
近
く
へ
き
て
ゐ
る
の
に
は
違
ひ

な
い
と
判
つ
て
ゐ
な
が
ら
ゝ
澤
を
突
き
と
め
て
く
る
時
間
の
餘
裕
が
な
く
、
己
む
を
得
す
引
き
返
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

今
日
は
大
晦
日
な
の
で
忘
年
含
を
や
つ
た
。
配
の
架
設
が
す
で
に
一
部
了
つ
て
ゐ
る
の
で
も
う
そ
ご
に
泊
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
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夜
は
全
員
打
ち
揃
つ
て
忘
年
含
を
や
ら
う
と
い
ふ
の
で
慎
察
班
も
わ
ざ
／
ヽ
締
つ
て
き
た
の
で
あ
る
。
雲
の
噴
彎
に
ち
よ
こ
ん
と
建

つ
て
ゐ
る
小
さ
な
テ
ン
ト
の
な
か
で
賑
か
な
忘
年
含
が
始
ま
つ
た
。
問
も
な
く
兵
隊
さ
ん
が
く
る
。
警
官
も
く
る
。
大
さ
う
盛
ん
な

忘
年
含
で
あ
る
。
暫
く
す
る
と
今
度
は
兵
隊
さ
ん
の
テ
ン
ト
か
ら
餘
興
を
や
る
か
ら
と
誘
ひ
に
き
た
。
な
か
ノ
ヽ
匿
し
藝
の
上
手
な

人
も
ゐ
た
。
北
鮮
地
方
に
き
て
ゐ
る
兵
隊
さ
ん
は
大
抵
東
北
地
方
の
雲
國
育
ち
の
人
が
多
い
や
う
だ
が
、
今
度
き
て
ゐ
た
兵
隊
さ
ん

も
一臓
島
．
山
形
雨
縣
の
人
が
多
く
。私
は
朝
鮮
の
北
端
で
思
ひ
が
け
な
く
も
、東
北
訛
の
歌
を
耳
に
し
て
大
愛
な
つ
か
し
く
思
つ
た
。

一
性
こ
ん
な
大
部
隊
で
所
調
ポ
ー
ラ
ー
・メ
ソ
ッド
と
い
ふ
や
う
な
方
法
を
と
つ
て
前
進
を
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
と
ゝ
全
員
が
一
ケ
所
に

集
結
す
る
や
う
な
機
合
は
案
外
に
少
い
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
ど
な
ど
も
、
二
十
日
近
く
山
に
は
い
つ
て
ゐ
た
が
全
員
打
ち
揃
つ
て
一

ケ
所
に
ゐ
た
の
は
わ
づ
か
五
晩
位
の
も
の
で
あ
つ
た
。
か
う
な
る
と
チ
ー
ム
ｏ
ワ
ー
ク
が
大
憂
六
ケ
し
く
な
つ
て
く
る
。
む
し
ろ
チ

ー
ム
・ワ
ー
ク
と
い
ふ
よ
り
は
も
つ
と
廣
い
意
味
の

「
人
の
和
」
と
い
ふ
こ
と
が
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
だ
と
つ
く
ハ
ヽ
思
つ
た
。

ど
の
ス
ポ
ー
ツ
で
も
。
ま
た
張
ち
ス
ポ
ー
ツ
の
み
に
限
つ
た
事
柄
で
は
な
い
だ
ら
う
が
ぅ
国
際
登
山
隊
と
い
つ
た
風
の
ビ
ッ
ク
ア
ッ

プ
チ
ー
ム
や
、
寄
合
世
帯
が
と
か
く
破
綻
し
や
す
い
こ
と
も
高
更
取
り
越
し
苦
労
で
も
な
く
。
ま
た
頑
迷
固
順
な
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
の
我
儘
な
言
葉
だ
と
も
早
々
に
断
じ
去
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。

昭
和
十
年

一
月

一
ロ
　
ロ青
　
守
備
除
、警
備
隊
、警
官
隊
、登
山
除
、人
夫
等
全
員
整
列
し
て
通
葬
式
を
行
ふ
。

輪
途
班
は
二
十
餘
人
の
ポ
ー
タ
ー
に
ＣＩ
、
側
川
の
荷
物
を
運
搬
越
し
む
、　
一
人
約
八
貫
位
。

偵
察
班
五
名
及
び
浅
井
は
十
時
虚
項
嶺
を
費
つ
て
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ム
プ
に
向
ひ
、
同
地
泊
。

朝
鮮
に
き
て
か
ら
ま
だ
曇
つ
た
日
は

一
日
も
な
い
。
今
日
の
元
旦
も
矢
張
り
連
日
に
劣
ら
ぬ
快
晴
で
あ
る
。
八
時
牛
ご
ろ
に
は
守

備
隊
ゝ
警
官
隊
ゝ
登
山
隊
Ｄ
人
夫
等
が

一
列
横
隊
に
並
ん
で
遜
昇
式
を
行
つ
た
。
こ
の
こ
ろ
ｂ
南
胞
胎
山
の
肩
か
ら
日
が
漸
く
出
て

冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一冗
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冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一言

き
た
。
正
月
は
い
つ
も
山
の
中
で
暮
し
て
ゐ
る
私
逹
で
は
あ
る
が
Ｄ
流
石
に
こ
の
と
き
は
い
ひ
得
ぬ
感
慨
に
浸
り
っ
族
情
は
ひ
し
ひ

し
と
胸
を
打
つ
も
の
が
あ
つ
た
。

今
日
は
輪
途
班
が
第

一
番
に
出
嚢
し
た
。
ＣＩ
用
の
荷
物
を
運
ぶ
の
で
あ
る
。
も
う
道
が
出
来
て
ゐ
る
の
で
荷
は
重
い
が
早
く
捗

り
Ｄ
暮
れ
な
い
う
ち
に
鯖
つ
て
き
た
。
偵
察
班
は
正
午
ご
ろ
に
変
つ
て
“
に
泊
り
ゝ
翌
二
日
に
は
白
頭
本
澤
を
つ
き
と
め
、
長
駆
し

て
山
頂
部
附
近
の
情
況
偵
察
を
も
敢
行
し
や
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
西
堀
も
加
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
晩
は
人
員
が
減
つ
た
の

で
テ
ン
ト
に
は
大
分
餘
裕
が
出
来
て
き
た
。

ニ
ロ
　
ロ青
　
本
部
を
虚
項
嶺
の
中
縫
テ
ン
ト
よ
り
К
に
移
す
。
隊
員
も
相
嘗
重
量
の
荷
物
を
運
搬
し
、
人
大

は
約
八
貫
の
荷
を
持
つ
て
К
へ
往
復
す
。
虚
項
嶺
に
は
残
存
荷
物
管
理
の
た
め
高
橋
、
飯
山
の
二
名
残
留
。

К
に
一
夜
を
明
し
た
偵
察
班
は
八
時
出
曇
、
絡
に
本
澤
を
突
き
止
め
、
澤
通
し
に
湖
行
を
つ
ゞ
け
、
三
時
牛

森
林
限
界
を
突
破
Ｌ
、
小
臓
脂
峰
の
北
方
ま
で
強
行
偵
察
、
九
時
ご
ろ
田
に
還
る
。
偵
察
隊
よ
り
山
項
部
の
詳

細
な
状
況
報
告
あ
り
。

つ
ぎ
の
日
も
ま
た
快
晴
Ｄ
虚
項
嶺
に
は
守
備
隊
の
テ
ン
ト

一
つ
を
残
し
て
К
へ
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
人
夫
に
は
幕
螢
材
料
と
田

行
き
の
荷
物
を
持
た
し
，
隊
員
は
寝
袋
や
炊
事
道
具
を
持
つ
て
十
時
ご
ろ
に
出
褒
し
た
。
久
し
ぶ
り
で
重
い
ル
ッ
ク
を
持
つ
と
骨
身

に
こ
た
へ
て
き
て
辛
ら
い
。
例
の
だ
ら
／
ヽ
道
を
約
五
時
間
で
関
に
辿
り
つ
い
た
。
テ
ン
ト
を
架
設
し
た
り
。
立
木
を
伐
つ
た
り
忙

し
い
。
そ
れ
で
も
К
の
架
設
が
い
よ
ノ
ヽ
経
了
す
る
の
だ
と
思
ふ
と
氣
も
落
ち
つ
い
て
流
石
に
嬉
し
い
。
К
宛
に
な
つ
て
ゐ
る
荷
物

は
片
端
か
ら
相
包
を
ほ
ど
い
て
整
理
す
る
。
そ
の
う
ち
に
は
ス
キ
ー
架
け
ま
で
出
来
る
と
い
ふ
始
末
で
。
永
久
施
設
―
―
大
げ
さ
な

言
葉
だ
が
‐
―
，と
い
つ
た
や
う
な
氣
分
が
横
盗
し
て
ゐ
る
。
落
葉
松
の
大
密
林
の
間
の
ほ
ん
の
猫
の
額
の
や
う
な
せ
ま
い
塞
地
に
テ

ン
ト
を
張
つ
て
ゐ
る
の
で
．
少
し
陰
氣
な
感
じ
が
あ
る
の
と
。
山
人
事
の
跡
が
す
ぐ
そ
ば
ま
で
末
て
ゐ
て
Ｄ
木
肌
の
焼
け
た
痛
ま
し
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い
落
葉
松
が
立
つ
て
ゐ
る
の
が
―
‐―
テ
ン
ト
場
か
ら
は
見
え
な
い
が
―
―
い
さ
ゝ
か
氣
に
か
ゝ
る
。
製
材
小
屋
の
や
う
な
嫌
な
と
こ

ろ
だ
と
西
堀
が
い
つ
た
が
、
な
る
ほ
ど
そ
う
い
へ
ば
伐
探
小
屋
の
や
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
わ
づ
か
ば
か
り
の
塞
地
に
テ
ン
ト
が
押

し
あ
つ
て
立
つ
て
ゐ
る
の
で
、
フ
レ
ー
ム
と
フ
レ
ー
ム
と
が
衝
き
あ
わ
さ
つ
て
ゐ
る
。
側
で
は
鋸
の
音
が
し
て
ゐ
る
し
、
ア
ン
テ
ナ

の
邪
魔
に
な
る
樹
木
が
幾
本
も
伐
り
倒
さ
れ
る
。
そ
の
度
ご
と
に
枝
と
枝
と
が
鯛
れ
合
つ
て
ガ
サ
ノ
ヽ
と
音
が
し
た
か
と
思
ふ
と
、

ド
ッ
カ
ン
と
い
ふ
大
音
と
ヽ
も
に
地
響
が
し
て
く
る
。
伐
木
を
引
つ
ぱ
つ
て
く
る
か
け
聾
．
割
本
に
す
る
斧
の
音
、
こ
う
な
つ
て
く

る
と
伐
木
丁
々
と
い
つ
た
や
う
な
風
情
な
ど
は
微
塵
も
な
く
。
こ
れ
で
は
ど
う
し
て
も
飯
場
氣
分
で
あ
る
。
し
か
し
西
堀
が
い
ふ
ほ

ど
氣
持
の
わ
る
い
虎
で
も
な
く
。
風
営
り
の
抄
な
そ
う
な
落
ち
つ
い
た
泊
り
場
で
あ
る
。
八
時
ご
ろ
西
堀
．
奥
等
の
偵
察
隊
が
掃
つ

て
き
て
．
今
日
は
自
頭
本
澤
を
澤
通
し
に
登
つ
て
森
林
限
界
を
突
破
し
ゝ
小
臓
脂
峰
の
横
ま
で
行
つ
て
き
た
、
自
頭
本
澤
は
よ
い
澤

だ
ぞ
ゝ
上
の
方
は
ビ
ュ
ー
ノ
ヽ
吹
い
て
ゐ
た
な
ど
ゝ
語
つ
て
皆
を
大
焚
攪
ば
せ
て
く
れ
た
。
こ
れ
に
勢
づ
い
て
今
ま
で
は
控
へ
勝
ち

に
し
て
ゐ
た
御
馳
走
が
出
だ
し
た
。
今
度
農
學
部
で
作
つ
て
き
た
罐
詰
や
乾
燥
野
英
が
隊
員
の
腹
を
充
た
し
て
く
れ
る
。
食
慾
も
培

進
し
て
ゐ
る
時
分
な
の
で
何
を
喰
べ
て
も
う
ま
い
。

三
日
　
曇
の
ち
雪
。
新
積
雲
約
十
五
セ
ン
チ
０
休
養
。
高
橋
は
人
大
を
卒
ゐ
て
К
着
。
飯
山
は
下
山
ｃ
物
資

輸
途
ほ
ゞ
完
了
の
た
め
人
夫
は
六
名
を
残
し
他
は
下
山
。
警
備
除
も
全
部
配
に
移
動
を
完
了
。

三
日
の
朝
は
初
め
て
ど
ん
よ
り
と
曇
つ
た
い
や
な
塞
模
様
で
あ
つ
た
。
九
時
ご
ろ
か
ら
は
友
の
や
う
な
細
か
い
雲
片
が
お
ち
は
じ

め
た
。
し
か
し
、
い
よ
／
ヽ
今
日
か
ら
白
頭
山
の
核
心
め
ざ
し
て
じ
わ
／
ヽ
と
攻
め
よ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
隊
員
の
意
氣
は
頗

る
軒
昂
で
あ
る
。
出
嚢
の
準
備
を
し
て
ゐ
る
と
き
隊
長
は
突
然

「
本
日
全
員
体
養
」
と
宣
し
た
。
輸
途
に
、
偵
察
に
、
物
資
の
整
理

に
ｂ
こ
の
地
に
き
て
か
ら
と
い
ふ
も
の
は
忙
し
い
日
を
途
つ
て
ゐ
る
の
で
こ
の
日
の
体
養
は
大
憂
う
れ
し
か
つ
た
。
ひ
る
前
か
ら
雪

冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〓〓

は
し
ん
ノ
ヽ
と
ふ
り
出
し
た
。
二
時
ご
ろ
守
備
隊
ゝ
警
官
隊
が
田
に
到
着
し
ｂ
人
夫
十
六
人
も
荷
物
を
持
つ
て
同
行
し
て
き
た
。
今

日
で
荷
物
の
輸
途
も
大
性
了
る
の
で
こ
の
十
六
人
は
解
屋
す
る
こ
と
に
し
た
。
十
六
人
の
う
ち
九
名
は
守
備
隊
に
雇
は
れ
ｂ
七
人
は

よ
れ
／
ヽ
に
な
つ
た
朝
鮮
銀
行
の
紙
幣
を
手
に
し
て
い
そ
ノ
ヽ
と
山
を
下
つ
た
。
四
時
牛
ご
ろ
高
橋
が
残
り
の
人
夫
を
つ
れ
て
登
つ

て
き
た
。
こ
れ
で
全
員
“
に
結
集
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
自
頭
山
登
頂
の
豫
備
工
作
が
全
部
完
了
し
た
の
で
い
よ
ノ
ヽ
登
攀
に

か
ゝ
る
こ
と
ゝ
し
っ
次
の
や
う
に
部
隊
の
編
制
替
を
行
つ
た
。

第

一
突
撃
隊
　
奥

（
リ
ー
ダ
ー
）
千
吉
、
堀
、
兄
島
、
加
藤
。
谷
、
佐
伯
の
七
名
、
四
日
配
衰
。
ＣＩ
ｍ
を
架
設
し
Ｄ
白
頭
山
の
最

高
貼
大
正
峰
に
登
る
。

第
二
突
撃
隊
　
今
西

（
リ
ー
ダ
ー
）
西
堀
Ｄ
高
橋
、
洩
井
、
大
和
の
五
名
ｂ
六
日
出
嚢
、
第

一
隊
を
掩
護
し
つ
ゝ
前
進
じ
。
天
池

の
調
査
及
び
第
三
高
峰
の
居
岩

（
二
七
三
七
米
）
に
登
る
。

第
三
突
撃
隊
　
宮
崎

（
リ
ー
ダ
ー
）
長
谷
川
、
杉
山
、
藤
本
．
丸
山
、
今
日
の
六
名
ｂ
七
日
出
資
、
前
進
部
隊
の
掩
護
を
な
し
つ

つ
、
側
よ
り
第
二
高
峰
の
白
岩

（
二
七
四

一
米
）
へ
往
復
す
る
。

詳
細
な
行
動
表
が
各
隊
に
通
告
さ
れ
、隊
長
か
ら
種
々
の
命
令
や
注
意
が
あ
り
，各
隊
と
も
い
ろ
／
ヽ
と
作
戦
計
書
を
た
て
る
の
に

忙
し
い
。
緊
張
と
歎
喜
の
ひ
と
時
で
あ
る
。
第

一
突
撃
除
は
現
役
部
隊
で
、
白
頭
山
の
最
高
動
を
目
指
し
て
〕県
先
に
登
攀
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
隊
に
加
へ
ら
れ
た
者
は
嬉
し
そ
う
な
ほ
ゝ
笑
を
浮
か
べ
て
ゐ
る
。
昨
日
恵
山
鎮
営
林
署
の
宇
津
木
さ
ん
が
虚
項
嶺
ま
で

慰
間
に
登
つ
て
き
て
、そ
の
と
き
お
餅
を
ど
つ
さ
り
も
ら
つ
た
。
そ
れ
を
高
橋
が
運
び
上
げ
て
く
れ
た
の
で
一
同
大
攪
び
で
。多
少
急

性
胃
描
張
に
な
つ
て
ゐ
る
隊
員
ど
も
は
、
食
後
で
あ
る
が
餅
を
ス
ト
ー
ブ
の
上
で
焼
き
Ｄ
汁
の
中
に
ほ
り
こ
ん
で
お
ぞ
う
に
を
作
り

わ
づ
か
に
正
月
氣
分
に
浸
つ
た
。
す
る
と
問
も
な
く
、
我
々
は
生
理
賃
験
の
封
照
に
な
つ
た
。
背
筋
力
計
と
か
い
ふ
ひ
ど
く
力
の
要
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る
奴
を
引
張
ら
さ
れ
た
り
。
血
駆
の
試
験
を
さ
れ
た
り
し
た
。
浅
井
と
谷
が
こ
ま
ハ
ヽ
と
し
た
デ
ー
タ
ー
を
と
つ
て
ゐ
る
。

五
　
一剛
　
　
　
進

四
目
　
晴
　
前
進
キ
ャ
ム
ブ
用
の
物
資
を
全
員
分
指
し
九
時
出
螢
、
（
各
員
の
荷
物
は
八
貫
乃
至
九
貫
）
午
後

三
時
小
朧
脂
澤
と
自
頭
本
澤
と
の
出
合

（約

一
七
〇
〇
米
）
に
到
着
、
直
ち
に
ＣＩ
を
架
設
。

前
進
キ
ャ
ム
プ
に
は
我
が
回
最
初
の
ポ
ー
ラ
ー
・
テ
ン
ト
を
使
用
。

奥
、
不
吉
、
堀
、
谷
、
佐
伯
、
大
和
の
六
名
を
こ
ゝ
に
残
し
他
は
К
に
婦
る
。
こ
の
夜
ＣＩ
の
最
低
気
温
零
下

四
十

一
度
、
守
備
除
の
テ
ン
ト
で
は
零
下
四
十
三
度

（
遠
征
中
に
測
ら
れ
た
最
低
）
。

ね
る
と
き
ま
だ
盛
ん
に
降
り
つ
ゞ
い
て
ゐ
た
雲
も
こ
の
朝
か
ら
り
と
霧
れ
あ
が
つ
て
杢
に
は
一
黙
の
雲
も
な
く
澄
み
渡
つ
て
ゐ

る
。
恰
も
我
等
の
第

一
突
撃
隊
の
出
褒
を
就
す
る
か
の
や
う
に
。
テ
ン
ト
の
前
に
皆
集
つ
て
第

一
隊
の
出
資
の
た
め
に
エ
ホ
ッ
ホ
を
三

唱
し
た
。
そ
の
馨
は
随
分
と
元
氣
で
ゝ
勇
批
な
雄
叫
び
で
あ
つ
た
が
、
だ
ゝ
つ
ぴ
ろ
い
森
の
中
の
こ
と
ゝ
て
何
の
反
響
も
な
く
。
勿
論

街
も
し
な
い
。
す
―
つ
と
落
葉
松
の
森
に
吸
ひ
こ
ま
れ
て
し
ま
つ
た
。
ＣＩ
ｍ
用
の
荷
物
、
そ
れ
に
重
い
。ラ
ジ
オ
用
品
ｂ
幕
螢
材
料
等

の
高
高
の
荷
物
は
と
て
も
ル
ッ
ク
に
は
は
い
り
切
ら
な
い
で
頭
よ
り
も
ま
だ
高
く
積
み
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
全
員
八
ｂ
九
貫
の
荷
物

を
措
い
で
九
時
に
出
嚢
し
た
。
昨
日
一
日
中
ひ
つ
き
り
な
し
に
降
り
つ
ゞ
い
て
ゐ
た
彗
は
約
五
寸
ほ
ど
積
つ
て
ゐ
て
、偵
察
隊
の
シ
ュ

プ
ー
ル
も
大
分
吹
き
沿
さ
れ
て
ゐ
る
。
荷
物
が
重
い
の
で
皆
よ
ろ
／
ヽ
と
し
て
歩
い
て
ゐ
る
。
林
は
こ
ん
で
は
ゐ
る
が
小
さ
な
ボ

サ
が
な
い
の
で
氣
持
の
よ
い
林
間
行
進
を
つ
ゞ
け
て
ゆ
け
る
。
倒
木
も
割
合
に
少
く
な
つ
た
。
こ
の
倒
木
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
に
よ

つ
て
は
算
を
乱
し
て
バ
タ
／
ヽ
と
見
事
に
倒
れ
て
を
り
，
資
に
惨
惰
た
る
光
景
を
呈
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
ご
く

一
部
の
Ｅ
域
に
限
ら

そ
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一重
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冬
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〓西

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
少
し
離
れ
る
と
そ
こ
に
は
枯
木
が
群
を
な
し
て
立
つ
て
ゐ
る
。
枯
木
で
も
立
つ
て
ゐ
る

の
に
そ
の
近
所
に
は
こ
ん
な
に
澤
山
の
倒
木
が
あ
り
。
そ
の
封
照
が
非
常
に
奇
異
の
感
を
い
だ
か
せ
る
。
し
か
も
多
く
の
場
合
か
う

い
ふ
倒
木
Ｅ
域
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
は
線
を
な
し
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
旋
風
の
中
心
が
通
過
し
た
あ
と
に
こ
の
や
う
な
細
長
い
倒
木
Ｅ

域
が
出
来
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
邊
は
一
帯
に
岩
盤
で
あ
つ
て
土
壌
は
ご
く
浅
い
そ
う
で
あ
る
か
ら
ｔ
根
は
地
中
ふ
か
く
入
り
得
な

い
の
で
ゝ
少
し
ひ
ど
い
風
が
吹
く
と

一
た
ま
り
も
な
く
バ
タ
ノ
ヽ
と
倒
れ
て
し
ま
ふ
ら
し
い
。
К
を
出
て
一
時
間
あ
ま
り
も
す
る
と

自
頭
本
澤
に
は
い
つ
た
。
こ
の
澤
を
見
つ
け
出
す
の
に
偵
察
隊
は
随
分
苦
勢
を
さ
ゝ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
澤
に
は
い
る
少
し
手
前
に

小
丘
陵
が
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
の
で
な
る
ほ
ど
ち
よ
つ
と
見
つ
け
苦
く
そ
う
な
地
形
で
あ
る
。
澤
に
は
二
段
の
典
型
的
な
段
丘
が
出
来
て

ゐ
る
。
澤
の
中
は
か
な
り
廣
く
、
絶
好
の
ル
ー
ト
で
、主
に
河
原
を
行
く
。雨
岸
が
せ
め
よ
せ
て
き
て
澤
が
せ
ま
く
な
つ
て
ゐ
る
と
こ

ろ
は
ゝ
丁
度
林
間
に
つ
け
ら
れ
た
切
り
開
き
の
中
を
行
く
や
う
な
気
持
が
す
る
。
大
雨
が
降
つ
た
直
後
に
は
瀧
に
で
も
な
る
ら
し
い

箇
所
も
二
三
二
あ
つ
た
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
は

一
〇
米
ば
か
り
も
登
り
さ
へ
す
れ
ば
。そ
こ
に
は
幅
の
廣
い
段
丘
が
開
け
て
ゐ
る
か
ら
そ

の
林
の
間
を
行
け
ば
よ
い
の
で
、
高
廻
り
の
苦
心
と
い
ふ
も
の
も
更
に
な
い
。
荷
が
重
い
の
で
休
み
ノ
ヽ
行
く
。
現
役
の
若
い
も
の

で
も
ふ
う
ノ
ヽ
い
つ
て
ゐ
る
。
二
時
ご
ろ
風
が
出
て
き
た
。
彗
面
に
は
鱗
状
の
小
波
が
出
来
て
ゐ
て
偵
察
隊
の
シ
ュ
プ
ー
ル
も
完
全

に
吹
き
滑
さ
れ
て
ゐ
る
。
ス
ト
ッ
ク
の
リ
ン
グ
が
雲
面
か
ら
離
れ
る
度
毎
に
パ
ッ
と
粉
雲
が
散
つ
て
ゆ
く
。
風
は
責
に
冷
た
い
。
漠

水
が
あ
と
か
ら
ノ
ヽ
と
出
て
く
る
の
に
は
施
す
術
も
な
く
皆
往
生
し
た
。
間
も
な
く
河
原
が
急
に
展
け
て
Ｄ
廣
河
原
と
い
つ
た
風
の

と
こ
ろ
に
出
た
。
こ
ゝ
は
自
頭
本
澤
と
鮮
奥
澤
と
の
出
合
ひ
で
あ
る
。
風
か
げ
に
は
い
つ
て
少
し
息
を
入
れ
て
、
ま
た
寒
風
を
衝
い

て
出
か
け
る
。
そ
れ
か
ら

一
時
間
ほ
ど
す
る
と
ま
た
前
に
も
増
し
て
ひ
ろ
ハ
ヽ
と
し
た
河
原
に
出
た
。
こ
れ
は
白
頭
本
澤
と
小
臓
脂

澤
と
が
合
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
横
手
の
小
丘
に
登
る
と
落
葉
松
の
小
枝
の
間
か
ら
白
頭
山
の
上
牛
分
が
は
る
か
彼
方
に
小
さ
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く
見
え
て
ゐ
る
。
い
つ
し
か
荷
を
お
い
て
皆
小
丘
の
上
に
集
り
ｂ
望
遠
鏡
を
交
る
ハ
ヽ
廻
し
て
山
を
眺
め
て
ゐ
る
。
頂
上
附
近
に

濠
た
と
舞
ひ
上
つ
て
ゐ
る
雲
煙
と
も
あ
ら
わ
な
地
肌
が
風
の
張
さ
の
一
通
り
で
な
い
こ
と
を
何
よ
り
も
雄
辮
に
物
語
つ
て
を
り
も
思

は
す
こ
り
や
凄
い
ぞ
と
武
者
ぶ
る
ひ
を
し
た
。
こ
ゝ
を
ＣＩ
に
す
る
と
翌
日
は
定
界
碑
ま
で
行
け
る
か
想
う
か
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て

議
論
が
は
じ
ま
つ
た
。
偵
察
隊
に
加
つ
て
こ
の
附
近
を
す
つ
と
見
廻
つ
た
西
堀
は
も
う

一
時
間
ほ
ど
前
進
す
る
や
う
に
と
主
張
し
て

ゐ
た
が
、
重
荷
に
疲
れ
た
の
か
軟
論
が
勝
を
占
め
Ｄ
結
局
こ
ゝ
が
ＣＩ
に
決
定
さ
れ
た
。
今
夜
こ
ゝ
に
は
第

一
突
撃
隊
員
の
う
ち
奥
、

千
吉
。
堀
ゝ
谷
ｔ
佐
伯
ｂ
大
和
の
六
名
が
泊
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
風
営
り
の
な
る
べ
く
抄
な
そ
う
な
と
こ
ろ
を
物
色
し
て
ゐ
る

と
。
テ
ン
ト
を
風
営
り
の
張
い
と
こ
ろ
に
張
つ
て
耐
風
試
験
を
し
て
み
て
は
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
，
小
丘
の
す
ぐ
下
の
風
道
に
張
る

こ
と
に
し
た
。
こ
の
附
近
と
も
鮮
奥
澤
の
出
合
附
近
と
に
は
澤
筋
か
ら
少
し
横
手
に
は
い
る
と
ま
る
で
庭
園
の
や
う
に
こ
ぢ
ん
ま
り

と
落
ち
つ
い
て
ゐ
て
，風
営
り
の
少
い
静
か
そ
う
な
と
こ
ろ
が
随
所
に
あ
り
大
量
気
持
の
よ
い
泊
り
場
が
あ
る
。
テ
ン
ト
の
周
園
に
荷

物
を
置
き
っ
塞
に
な
つ
た
ル
ッ
ク
を
背
に
し
て
配
へ
と
三
段
滑
走
を
は
じ
め
る
。
重
荷
に
悩
ま
さ
れ
て
喘
ど
ノ
ヽ
や
つ
て
き
た
道
も

塞
身
に
な
り
追
風
を
う
け
る
と
随
分
業
で
あ
り
行
程
も
捗
る
。
こ
ん
な
調
子
な
ら
も
う

一
時
間
位
は
前
進
を
つ
ゞ
け
る
こ
と
も
出
来

た
の
に
な
ど
ヽ
今
に
な
つ
て
勝
手
な
熱
を
昇
げ
出
す
も
の
も
あ
つ
た
。
何
で
も
暗
く
な
ら
な
い
う
ち
に
出
来
る
だ
け
行
つ
て
お
き
度

い
と
い
ふ
の
で
皆
ピ
ッ
チ
を
ぐ
ん
ノ
ヽ
上
げ
た
。
自
頭
本
澤
か
ら
別
れ
る
と
こ
ろ
で
は
も
う
暗
く
な
つ
て
腿
尺
を
鼎
ぜ
す
ゝ
夜
風
は

身
を
刺
す
や
う
に
冷
た
く
な
つ
て
き
た
。
な
だ
ら
か
に
起
伏
し
て
ゐ
る
森
の
間
を
ヘ
ッド
ラ
イ
ト
を
頼
り
に
進
む
。
三
十
分
ば
か
り
し

て
ゝ
も
う
К
近
く
な
つ
て
か
ら
で
あ
る
が
。
ど
れ
も
こ
れ
も
電
灯
の
光
が
蒻
く
な
り
ゝ
維
に
は
螢
の
光
の
や
う
に
な
つ
て
し
ま
つ
て

全
く
照
明
の
用
を
な
さ
な
く
な
つ
た
。
ま
る
で
急
に
盲
に
な
つ
た
や
う
な
も
の
で
行
進
意
の
如
く
捗
ら
す
、
わ
づ
か
ば
か
り
の
距
離

を
節
る
の
に
随
分
時
間
を
喰
ひ
、
相
営
お
そ
く
な
つ
て
か
ら
К
に
か
へ
り
つ
い
た
。
電
池
は
今
朝
取
り
か
へ
て
行
つ
た
の
に
も
う
清

冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一菫
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冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二六

え
る
な
ん
て
不
思
議
だ
と
思
つ
て
、
ス
ト
ー
プ
の
上
に
置
い
て
み
た
と
こ
ろ
ゝ
み
る
ソ
ヽ
う
ち
に
灯
が
明
る
く
な
つ
て
き
た
。
矢
張

電
池
が
凍
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
寒
唆
計
は
零
下
三
十
五
度
に
下
つ
て
ゐ
た
。
夕
食
が
す
ん
で
か
ら
は
昨
夜
の
つ
ゞ
き
で

血
墜
．
脈
膊
ｂ
背
筋
力
等
の
調
査
が
あ
つ
た
。

こ
の
夜
の
こ
と
で
あ
つ
た
、
α
で
は
た
う
と
う
零
下
四
十

一
度
に
下
つ
た
。
虚
項
嶺
で
露
螢
を
初
め
て
か
ら
零
下
三
十
度
以
下
に

は
た
び
ノ
ヽ
下
つ
た
が
、
零
下
四
十
度
を
超
し
た
の
は
こ
の
夜
が
初
め
て
ゞ
あ
り
ｂ
ま
た
こ
の
晩
だ
け
の
こ
と
で
も
あ
つ
た
。
こ
の

日
ＣＩ
近
く
へ
き
た
と
き
の
風
は
貧
に
冷
た
く
、
婦
り
に
は
電
池
が
凍
つ
た
り
し
て
、
こ
の
基
さ
は
格
別
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
が
た
う

と
う
零
下
四
十
度
を
超
し
た
。
し
か
し
初
め
て
経
験
し
た
こ
の
零
下
四
十

一
度
と
い
ふ
寒
さ
は
―
―
何
れ
こ
れ
は
排
廃
の
こ
ろ
で
あ

り
。
そ
の
と
き
は
勿
論
行
動
は
し
て
ゐ
な
い
が
―
―
我
々
に
と
つ
て
は
さ
ほ
ど
辛
い
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
北
鮮
に
入
つ
て
か
ら

二
Ｄ
三
日
間
位
で
こ
の
地
の
基
さ
に
馴
化
し
た
や
う
で
ゝ
こ
れ
は
思
つ
て
ゐ
た
よ
り
短
期
日
の
う
ち
に
馴
化
出
来
た
。
し
か
し
塞
さ

も
零
下
三
十
度
を
超
す
と
相
営
冷
た
く
感
す
る
。
皮
膚
感
覺
の
上
か
ら
い
ふ
と
―
―
瀑
度
も
大
い
に
関
係
す
る
が
―

ど
う
も
こ
の

あ
た
り
に
一
つ
の
段
階
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
の
次
の
段
階
が
大
催
ど
の
邊
か
今
度
は
制
ら
な
か
つ
た
。

五
日
　
晴
　
ＣＩ
に
あ
つ
た
第

一
突
撃
隊
は
側
用
の
物
資
を
携
行
し
，
大
和
を
残
し
て
九
時
出
壼
、
折
か
ら
の

強
風
を
衝
い
て
定
界
碑
附
近
ま
で
前
進
Ｌ
荷
物
を
置
い
て
ＣＩ
に
戻
る
。
今
西
、
兄
島
、
加
藤
が
ＢＣ
よ
り
ＣＩ
に
移

る

。正
午
朝
日
新
聞
走
の
長
友
機
飛
来
し
、
十
二
月
二
十
六
日
以
後
の
新
聞
、
ガ
ス
マ
ン
ト
ル
、
通
信
筒
を
配
に

投
下
。
無
線
電
話
と
地
上
の
布
板
信
琥
と
を
以
て
空
地
間
の
連
絡
を
行
ふ
ｃ

昨
夜
の
基
さ
も
何
虎

へ
い
つ
た
の
か
ｂ
日
が
昇
り
出
す
と
あ
た

ヽ
か
く
な
つ
て
き
た
。
今
日
も
よ
く
晴
れ
渡
つ
た
好
い
お
天
氣
で

あ
る
。
正
午
ご
ろ
に
飛
行
機
が
く
る
筈
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
ラ
デ
オ
係
の
浅
井
は
配
線
を
し
た
り
。
電
池
や
何
か
を
ス
ト
ー
ヴ
で
唆
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め
た
り
し
て
交
信
の
用
意
を
し
て
ゐ
る
。
焚
人
を
し
て
食
煙
信
糖
を
す
る
た
め
に
杉
山
が
青
葉
を
蒐
め
に
廻
つ
て
ゐ
る
。
私
等
は
筵
、

キ
ハ
ツ
油
等
の
嚢
煙
材
料
や
布
板
信
糖
を
入
夫
に
措
が
せ
て
も
よ
り
の
塞
地
へ
出
か
け
て
行
つ
た
。ま
づ
焚
人
を
し
て
も布
板
信
糖
を

作
り
も
信
慌
を
制
り
易
く
す
る
た
め
そ
の
政
わ
り
の
ボ
サ
を
刈
り
と
つ
て
ゐ
る
と
早
や
三
池
淵
の
方
に
胡
航
粒
が
見
え
だ
し
た
。
爆

音
が
風
に
乗
つ
て
偉
は
つ
て
く
る
。
豫
定
よ
り
少
し
早
か
つ
た
の
で
随
分
あ
わ
て
た
。　
一
生
懸
命
に
落
葉
松
の
枝
を
排
つ
て
青
葉
を

く
す
べ
た
が
焚
人
が
充
分
に
出
来
て
ゐ
な
い
う
ち
で
あ
つ
た
の
で
思
ふ
や
う
に
煙
が
出
な
い
。
フ
ワ
／
ヽ
と
し
た
僅
か
ば
か
り
の
煙

は
す
ぐ
風
に
吹
き
滑
さ
れ
て
し
ま
つ
て
高
く
は
昇
ら
な
い
う
ち
に
紺
碧
の
塞
に
と
け
こ
ん
で
し
ま
ふ
。
飛
行
機
は
我
々
の
ゐ
る
位
置

が
制
ら
な
い
も
の
か
静
武
城
の
方
に
飛
び
去
り
、
そ
の
上
を
し
き
り
に
旋
回
し
て
К
を
探
じ
求
め
て
ゐ
る
。
多
分
紳
武
城
方
面
に
す

つ
と
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
偵
察
隊
の
古
い
シ
ュ
プ
ー
ル
を
辿
つ
て
行
つ
た
も
の
ら
し
い
。
い
く
ら
経
つ
て
も
こ
ち
ら
に
や
つ
て
来
な
い
の

で
責
に
氣
が
氣
で
な
く
、
機
首
が
こ
ち
ら
に
向
く
と
焚
人
に
雲
を
か
け
る
。
す
る
と
瞬
間
濠
々
た
る
白
煙
が
上
る
。
こ
ん
な
こ
と
を

幾
度
か
繰
返
し
て
ゐ
た
。
飛
行
機
は
旋
回
を
止
め
て
白
頭
山
の
頂
上
の
方
へ
行
つ
た
。
山
を

一
っ
三
度
ぐ
る
り
と
廻
つ
て
か
ら
神
武

城
の
方
に
ゆ
き
。
ま
た
し
き
り
に
旋
回
を
く
り
返
し
て
ゐ
る
。
や
つ
と
ＣＩ
を
嚢
見
し
た
ら
し
い
。
自
頭
本
澤
の
員
中
に
つ
い
て
ゐ
る

シ
ョ
プ
ー
ル
を
辿
つ
て
修
に
森
の
中
か
ら
幽
か
に
立
ち
昇
つ
て
ゐ
る
煙
を
嚢
見
し
、
ぐ
ん
ノ
ヽ
と
機
首
を
下
げ
て
き
た
。
Ｎ
の
上
を

低
く
、
ご
く
ゆ
つ
く
り
と
二
、
三
度
旋
回
し
ゝ
赤
布
を
つ
け
た
も
の
を
二
、
三
箇
投
下
し
て
ゝ
も
と
き
た
三
池
淵
の
方
へ
機
影
を
没

し
た
。
飛
行
機
か
ら
は
十
二
月
二
十
五
日
以
来
の
新
聞
が
三
揃
へ
と
、
通
信
筒
Ｄ
ガ
ス
ｃ
マ
ン
ト
ル
が
百
箇
投
下
さ
れ
た
。
ガ
ス
・
マ

ン
ト
ル
は
三
打
ば
か
り
が
ど
こ
か
に
紛
れ
こ
ん
で
判
ら
な
く
な
つ
た
の
で
飛
行
機
か
ら
投
下
し
て
く
れ
る
や
う
、
大
急
ぎ
で
電
請
し

た
も
の
で
あ
る
。
ガ
ス
・
マ
ン
ト
ル
が
切
れ
そ
う
で
み
や
ノ
ヽ
し
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
で
ほ
つ
と
安
心
し
た
。
通
信
筒
か
ら
は
天
氣
固
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
ｂ
天
池
の
結
氷
状
況
の
報
告
等
が
出
て
き
た
。
機
上
と
配
間
の
ラ
ジ
オ
交
信
は
ど
う
も
旨
く
ゆ
か
な
か
つ
た
。
こ
ち
ら
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は
随
分
頑
張
つ
て
嚢
信
し
て
ゐ
る
の
に
何
の
應
答
も
な
い
。
首
を
か
し
げ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
へ
通
信
筒
が
お
ち
て
き
て
、「
本
日
窮
買
班

同
乗
の
た
め
ラ
デ
オ

・
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
末
ら
す
交
信
不
能
」
と
あ
つ
た
。

今
西
や
第

一
隊
の
も
の
は
飛
行
機
を
見
途
つ
て
ＣＩ
へ
登
つ
て
行
つ
た
。
西
堀
は
紫
外
線
測
定
器
を
人
夫
に
措
が
し
て
出
て
ゆ
く
。

高
橋
は
落
葉
松
や
唐
檜
の
枝
ぶ
り
か
何
か
を
忙
し
そ
う
に
撮
影
し
て
ゐ
る
”
私
も
つ
い
て
出
て
物
珍
ら
し
げ
に
側
を
う
ろ
／
ヽ
し
て

ゐ
た
が
ゝ
何
の
役
に
も
立
た
す
ｂ
ど
う
も
邪
魔
に
な
り
そ
う
な
の
で
テ
ン
ト
に
鯖
つ
て
中
食
の
用
意
で
も
す
る
こ
と
に
し
た
。
食
事

が
了
る
と
皆
新
聞
を
引
ぱ
り
出
し
て
護
ん
で
ゐ
る
。　
一
月

一
日
の
新
聞
で
あ
つ
た
か
。
バ
ー
ド
の
南
極
の
記
事
が
出
て
を
り
。
そ
の

中
に
は
ラ
ヂ
オ
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
ゐ
た
が
羹
井
が
い
た
く
感
心
し
て
ゐ
た
。

六
日
　
”青
　
第
一
突
撃
除
は
奥
と
今
西
と
が
交
代
し
、
午
前
十
一
時
牛
α
出
壼
、
午
後
五
時
ご
ろ
強
風
の
吹

き
す
さ
ぶ
う
ち
で
、
定
界
碑
直
下
に
側
を
設
く
。

第
二
突
撃
隊
と
第
二
突
撃
隊
り
宮
崎
、
九
山
は
Ｎ
よ
り
Ｃ‐
へ
。

人
夫
六
名
К
よ
り
ＣＩ
へ
物
資
の
残
り
を
運
搬
往
復
。

六
日
ｂ
第
二
隊
が
ｃＩ
へ
向
け
出
磯
す
る
。
連
絡
掩
護
の
都
合
上
私
と
丸
山
氏
の
二
人
が
第
二
隊
と
同
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
補
充

の
荷
物
も
か
な
り
に
あ
る
が
こ
の
間
ほ
ど
重
く
は
な
い
。
天
氣
も
相
愛
ら
す
よ
い
。
ゆ
つ
く
り
と
歩
い
て
行
つ
た
が
三
時
ご
ろ
ＣＩ
に

辿
り
つ
い
た
。
丘
の
上
の
落
葉
松
の
樹
頭
に
く
ゝ
り
つ
け
て
あ
る
日
の
丸
の
旗
が
非
常
に
は
つ
き
り
と
見
立
つ
て
ゐ
る
。
第

一
隊
の

奥
が
残
つ
て
ゐ
た
。
雨
足
の
小
指
を
凍
傷
に
や
ら
れ
た
の
で
こ
ゝ
で
静
養
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
増
岩
山
の
肩
に
タ
ロ
が
は
入
つ
て

し
ま
ふ
と
ぐ
ん
／
ヽ
と
冷
え
こ
ん
で
く
る
。
し
か
し
佳
心
地
は
上
々
で
あ
る
。
ボ
ー
ラ
ー
テ
ン
ト
に
も
ガ
ソ
リ
ン
ラ
ン
プ
が
灯
つ
た
。

ラ
ン
プ
を
持
ち
こ
む
と
，
テ
ン
ト
の
内
は
た
ち
ま
ち
零
下
十
度
位
に
ぐ
つ
と
上
る
。
奥
は
雨
足
が
凍
傷
に
な
つ
て
ゐ
て
も
ま
だ
頂
上

を
諦
め
粂
ね
て
を
り
。
メ
ジ
シ
ン
・ボ
ッ
ク
ス
を
側
に
引
き
よ
せ
て
手
常
に
餘
念
が
な
い
。
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七
日
　
晴
夕
刻
降
雲
っ
漸
次
荒
模
襟
と
な
る
。

第

一
隊
は
今
西
除
長
と
ヽ
も
に
九
時
四
十
分
釧
獲
、
十
一
時
四
十
分
最
高
峰
な
る
大
正
峰
に
登
頂
し
午
後

一

時
牛
釧
に
婦
着
。
指
揮
、
聯
絡
掩
護
の
関
係
上
今
西
、
佐
伯
は
釧
撤
収
ま
で
止
る
こ
と
ヽ
な
り
、
他
の
第

一
除

員
は
午
後
二
時
曇
、
五
時
牛
∝
着
、
夕
食
を
と
り
堀
を
残
し
て
七
時
曇
．
十
一
時
牛
К
に
婦
着
。

第
二
隊
は
　
午
前
九
時
牛
ＣＩ
を
曇
し
、
午
後
二
時
牛
側
に
入
る
。

第
二
除
の
残
員
は
午
前
九
時
牛
К
獲
、
午
後
三
時
牛
ＣＩ
に
着
く
。

三
寒
に
は
い
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
毎
日
よ
い
天
氣
が
つ
ゞ
く
。
今
日
は
十
時
ご
ろ
に
西
堀
等
の
第
二
除
を
途
り
出
し
て
か
ら
。
薪
を

伐
つ
た
り
。
附
近
を
撮
影
し
て
廻
つ
た
り
．
テ
ン
ト
を
掃
除
し
て
片
付
け
た
り
し
て
ゐ
る
と
も
う
三
時
ご
ろ
に
な
つ
た
。
間
も
な
く

第
三
隊
の
エ
ホ
ッ
ホ
が
聞
え
て
く
る
。
長
谷
川
の
顔
色
が
随
分
悪
い
と
思
つ
て
ゐ
た
ら
す
ぐ
に
痕
こ
ん
で
し
ま
つ
た
。
幾
日
も
ノ
ヽ

の
長
い
問
澄
み
渡
つ
て
ゐ
た
塞
が
お
ひ
る
す
ぎ
か
ら
少
し
濁
り
だ
し
た
。
颯
た
た
る
風
が
と
き
ハ
ヽ
吹
き
ぬ
け
る
。
増
岩
山
の
肩
あ

た
り
の
落
葉
松
は
大
分
揺
れ
だ
し
た
。
ど
う
も
荒
模
様
で
あ
る
。
第

一
隊
は
ま
だ
下
つ
て
こ
な
い
、
今
朝
の
天
候
で
あ
れ
ば
頂
上
ヘ

は
間
違
ひ
な
く
登
つ
て
は
ゐ
る
で
あ
ら
う
が
。
何
れ
に
し
て
も
こ
の
時
間
で
は
夕
飯
を
喰
は
せ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
チ
ノ
ヽ

に
凍
つ
て
自
く
な
つ
て
ゐ
る
残
飯
に
湯
や
味
喩
を
入
れ
て
お
じ
あ
を
作
り
だ
し
た
。
う
ど
ん
も
出
来
た
。
ミ
ル
ク
も
熱
く
な
り
、
も

う
薄
暮
と
な
つ
た
の
に
ま
だ
鯖
つ
て
こ
な
い
。
折
角
の
あ
つ
い
雑
炊
も
冷
え
て
し
ま
ふ
。
飯
を
お
椀
に
よ
そ
つ
て
喰
べ
て
ゐ
る
う
ち

に
ゎ
お
椀
の
ふ
ち
の
方
か
ら
ど
ん
ノ
ヽ
凍
り
出
す
と
い
ふ
寒
さ
で
あ
る
か
ら
人
か
ら
卸
す
と
す
ぐ
に
冷
た
く
な
り
ゝ
や
が
て
カ
チ
カ

チ
に
凍
つ
て
し
ま
ふ
の
で
た
ま
ら
な
い
。
第

一
隊
は
一
畳
何
を
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
と
額
に
し
わ
を
よ
せ
、
出
迎
へ
に
ゆ
く
準
備

を
し
て
ゐ
る
と
元
氣
な
エ
ホ
ッ
ホ
が
き
こ
え
て
き
た
。
テ
ン
ト
を
飛
び
出
し
て
み
る
と
谷
の
奥
の
方
で
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
が
五
ツ
六
ツ

ち
ら
ノ
ヽ
と
光
つ
て
ゐ
る
。
早
速
こ
ち
ら
か
ら
も
エ
ホ
ッ
ホ
を
叫
ぶ
と
す
ぐ
に
返
事
が
あ
つ
た
。
そ
の
聾
の
元
氣
な
こ
と
か
ら
推
し

冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一元

(39)



冬
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て
登
頂
は
無
事
に
成
功
し
た
事
が
判
つ
た
。
そ
れ
！
　
と
い
ふ
の
で
お
じ
あ
を
焼
め
た
り
。
ミ
ル
ク
を
人
に
か
け
た
り
歎
待
す
る
の

に
大
騒
ぎ
で
あ
る
。

十

一
時
四
十
何
分
か
に
無
事
登
頂
し
た
こ
と
ｂ
天
池
に
張
り
つ
め
て
ゐ
る
水
の
美
麗
な
こ
と
り
頂
上
で
は
風
が
強
く
て
嘉
員
機
が

ゆ
ら
ノ
ヽ
と
揺
れ
る
の
で
三
脚
を
押
へ
て
ゐ
て
や
つ
と
パ
ノ
ラ
マ
鳥
員
を
撮
つ
た
こ
と
、
森
林
帯
を
出
は
づ
れ
る
と
雲
が
少
い
こ
と

等
そ
の
他
山
頂
部
の
情
況
を
詳
し
く
語
り
き
か
せ
て
く
れ
た
。
各
期
初
登
攀
に
成
功
し
た
彼
等
は
至
極
元
氣
で
あ
る
。
我
々
も
色
々

な
模
様
を
親
し
く
聞
い
て
大
い
に
愉
快
に
な
つ
た
。
連
日
に
互
る
偵
察
Ｄ
輸
途
、
架
設
作
業
の
労
苦
が
い
ま
や
つ
と
酬
い
ら
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
。
こ
の
外
に
居
岩
が
責
に
立
派
な
山
で
あ
る
こ
と
。
白
岩
へ
は
大
分
遠
い
こ
と
等
も
報
告
し
て
く
れ
た
こ
と
は
覺
え
て

ゐ
る
が
っ
そ
の
と
き
は
別
段
氣
に
も
と
ま
ら
な
か
つ
た
。
大
正
峰
の
登
攀
に
成
功
し
て
く
れ
た
悦
び
で
胸
が
一
杯
で
あ
つ
た
。
風
が

だ
ん
／
ヽ
吹
き
つ
の
つ
て
き
た
。
焚
人
は
風
に
煽
ら
ね
て
ゴ
１
／
ヽ
と
音
を
た
て
な
が
ら
燃
え
さ
か
つ
て
ゐ
る
。
山
の
方
の
基
は
曇

り
だ
し
Ｄ
そ
の
う
ち
に
風
に
は
彗
が
ま
じ
つ
て
き
た
。
第

一
突
撃
隊
は
天
氣
運
が
非
常
に
よ
か
つ
た
。

第

一
隊
が
配
へ
向
つ
て
出
嚢
し
て
か
ら
ＣＩ
で
は
夕
食
で
あ
る
。
も
う
肩
の
荷
が
す
つ
か
り
卸
り
た
の
で
こ
の
日
の
晩
餐
は
賓
に
う

ま
か
つ
た
。
何
の
話
を
し
て
も
愉
快
で
た
ま
ら
な
い
。
テ
ン
ト
の
外
は
風
の
音
と
ヽ
も
に
更
け
て
ゆ
く
。

八
日
　
雪
の
ち
晴
　
風
強
し
、
本
田
各
除
と
も
滞
在
。
正
午
す
ぎ
引
以
下
漸
次
晴
れ
模
様
と
な
る
ｃ
昨
夜
牛

か
ら
今
朝
に
か
け
て
強
風
物
凄
く
安
眠
出
来
す
。
正
午
朝
日
の
長
友
機
が
吹
雪
を
衝
ｒ
て
ＣＩ
に
飛
来
。

何
時
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
つ
た
か
風
の
音
に
限
を
醒
す
と
テ
ン
ト
の
天
丼
は
じ
き
り
に
推
れ
て
ゐ
る
。
ビ
ュ
ー
ツ
主
張
い
風
が
吹
い

て
く
る
と
テ
ン
ト
は
ぐ
つ
と
へ
ち
ゃ
が
つ
て
し
ま
ふ
が
竹
製
の
フ
レ
ー
ム
は
直
ぐ
に
起
き
直
つ
て
く
れ
る
。
幾
度
も
／
ヽ
こ
ん
な
こ

と
を
繰
り
返
し
て
ゐ
る
う
ち
に
風
下
側
の
竹
が
つ
ぎ
め
の
と
こ
ろ
か
ら

一
本
折
れ
た
。
寝
袋
か
ら
ご
そ
ノ
ヽ
と
這
ひ
出
て
豫
備
の
竹
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を
添
木
に
し
て
應
念
修
理
を
し
た
が
。
こ
ん
な
に
な
る
の
は
綱
の
引
つ
ば
り
方
が
悪
く
っ
補
張
が
充
分
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
外
は

ま
だ
ま
つ
暗
で
も
雲
ま
じ
り
の
風
は
な
か
／
ヽ
止
み
そ
う
も
な
く
っ
風
道
に
立
つ
て
ゐ
る
テ
ン
ト
を
手
厳
し
く
吹
き
つ
け
る
。
明
る

く
な
つ
て
少
し
づ
ゝ
風
が
鎮
ま
り
か
け
る
ま
で
に
竹
が
も
う

一
本
折
れ
た
。
焚
人
は
す
つ
か
り
雲
に
埋
も
れ
て
し
ま
つ
て
。
そ
の
ま

わ
り
に
置
い
て
あ
つ
た
食
糧
や
食
器
の
あ
り
か
も
判
ら
な
い
。
枯
本
に
ぶ
ら
下
つ
て
も
雲
ま
み
れ
に
な
つ
て
ゐ
る
基
暖
計
の
度
盛
は

零
下
三
十
四
度
を
示
し
て
ゐ
た
。
こ
の
天
候
で
は
上
の
除
は
到
底
前
進
出
来
ま
い
か
ら
。
第
二
隊
は
滞
在
す
る
こ
と
に
決
め
、
十
時

ご
ろ
大
分
風
が
静
ま
つ
て
き
た
の
で
テ
ン
ト
の
綱
を
は
り
直
し
た
り
３
雲
を
か
き
の
け
て
米
や
味
嗜
を
掘
り
出
し
に
か
ゝ
つ
た
。

今
日
は
飛
行
機
が
く
る
は
づ
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
風
で
は
多
分
末
な
い
と
は
思
つ
た
が
ぅ
と
に
か
く
布
板
信
流
だ
け
は
出
し

て
お
い
た
。
テ
ン
ト
の
な
か
で
ね
こ
ろ
ん
で
ゐ
る
と
愛
な
音
が
し
て
ゐ
る
や
う
な
の
で
外
に
出
て
み
る
と
ま
が
ふ
方
も
な
い
飛
行
機

の
爆
音
で
あ
る
。
罪
々
と
ふ
る
彗
の
な
か
に
機
影
が
ご
く
幽
か
に
み
え
る
。
ひ
ど
く
風
に
煽
ら
れ
て
旋
廻
も
思
ふ
や
う
に
出
来
な
い

ら
し
い
。
通
信
筒
を
落
し
て
早
々
に
鯖
つ
て
行
つ
た
。
通
信
筒
に
は

「
雲
ふ
か
く
し
て
頂
上
不
明
、
天
池
へ
の
投
下
不
能
ゝ
明
日
投

下
す
」
と
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
が
あ
つ
て
間
も
な
く
う
す
紙
を
は
ぐ
や
う
に
本
が
晴
れ
だ
し
た
。
風
に
は
こ
ば
れ
て
き
た
雲
が
暫
く

の
間
ち
ら
つ
い
て
ゐ
た
が
。
や
が
て
い
つ
も
の
通
り
の
快
晴
に
な
つ
た
。
飛
行
機
も
も
う
三
十
分
ば
か
り
遅
く
き
た
ら
よ
か
つ
た
の

に
残
念
な
こ
と
を
し
た
も
の
だ
、
こ
の
夜
は
昨
夜
に
ひ
き
か
へ
て
賛
に
静
か
で
あ
つ
た
。

九
日
　
晴
　
第
二
除
は
午
前
十
時
Ш
曇
、
天
池
へ
の
乗
越
で
朝
日
機
の
飛
来
を
待
つ
た
が
遂
に
来
ら
ず
、
幕

螢
材
料
は
な
く
、
食
糧
も
少
な
か
つ
た
が
、
敢
然
天
池
に
下
り
、
天
池
の
水
上
を
渡
つ
て
宗
徳
寺
に
四
時
ご
ろ

到
着
し
夜
螢
。
第
二
除
は
長
谷
川
を
残
し
、
奥
を
加
へ
て
午
前
九
時
牟
ＣＩ
曇
、
午
後
四
時
釧
に
到
着
し
た
。

同
夜
の
隊
員
配
置
は

天
池
宗
徳
寺
　
西
堀
、
高
橋
。
浅
井
、
大
和

冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
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冬
の
白
頭
山
　
宮
崎

田
　
今
西
、
宮
崎
、
奥
、
杉
山
、
藤
木
、
九
山
、
佐
伯
、
今
日

∝
　
長
谷
川
、
堀
、
不
吉
、
兄
島
、

К
　
加
藤
、
谷

九
時
ご
ろ
第
三
隊
は
堀
に
見
途
ら
れ
て
白
頭
本
澤
を
登
り
は
じ
め
た
。
ＣＩ
に
つ
く
な
り
寝
こ
ん
で
し
ま
つ
た
長
谷
川
は
ど
う
も
快

方
に
向
は
な
い
の
で
上
む
な
く
ＣＩ
に
残
る
こ
と
ヽ
し
、
凍
傷
で
行
澁
つ
て
ゐ
た
奥
が
第
二
隊
に
加
つ
た
の
で
人
数
は
矢
張
り
元
通
り

の
六
人
で
あ
る
。
昨
日
の
大
吹
彗
で
シ
ュ
プ
ー
ル
は
跡
方
も
な
く
吹
き
沿
さ
れ
て
ゐ
る
。
澤
を
登
り
つ
め
て
尾
根
に
か
ゝ
る
あ
た
り

か
ら
落
葉
松
の
丈
は
低
く
な
り
。
曲
り
く
ね
つ
た
枝
が
お
行
儀
わ
る
く
四
方
に
張
り
出
し
て
ゐ
る
。
こ
ん
な
落
葉
松
も
だ
ん
ノ
ヽ
疎

に
な
つ
て
や
が
て
小
さ
い
の
が
あ
ち
こ
ち
に
ぽ
つ
ノ
ヽ
と
生
え
て
ゐ
る
ば
か
り
に
な
つ
た
。
こ
の
邊
ま
で
く
る
と
雲
は
殆
ど
吹
き
飛

ば
さ
れ
て
ゐ
て
凹
地
に
残
つ
て
ゐ
る
わ
づ
か
ば
か
り
の
雲
も
す
つ
か
り
堅
く
な
つ
て
ゐ
る
。
久
し
ぶ
り
で
草
の
褥
に
腰
を
卸
し
て
長

い
休
憩
を
と
つ
た
。
束
の
方
に
ひ
ろ
ハ
ヽ
と
展
開
し
て
ゐ
る
豆
満
江
の
水
源
地
々
方
の
山
々
は
、
落
葉
松
の
密
林
に
す
つ
か
り
薇
は

れ
て
ゐ
て
文
字
通
り
の
大
樹
海
で
あ
る
。
か
な
り
距
つ
て
ゐ
る
は
づ
の
北
胞
胎
山
は
っ
ま
る
で
赤
外
線
窮
〕県
で
も
見
て
ゐ
る
か
の
や

う
で
デ
ィ
テ
ー
ル
ま
で
は
つ
き
り
と
見
え
て
ゐ
る
。
需
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
ど
こ
に
も
見
営
ら
な
い
。
澄
み
切
つ
た
紺
碧
の
塞
が

果
て
し
な
く
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
。
虚
項
嶺
の
泊
り
場
で
は
つ
い
鼻
の
光
に
見
え
て
ゐ
た
南
胞
胎
山
が
は
る
か
彼
方
に
遠
の
い
て
し
ま
つ

て
ゐ
る
。
随
分
遠
く
ま
で
は
る
″合
ヽ
き
た
も
の
だ
と
い
ま
更
な
が
ら
し
み
ハ
ヽ
と
思
つ
た
。
小
臓
脂
峰
の
横
腹
か
ら
は
増
岩
山
Ｄ
間

白
山
、
臥
獅
峰
ゝ
鮮
奥
山
等
の
一
群
の
山
々
が
光
線
の
開
係
で
大
憂
グ
ロ
テ
ス
ク
に
見
え
る
。
問
白
山
な
ど
は
白
頭
本
澤
附
近
か
ら

は
非
常
に
端
麗
な
姿
に
見
え
て
ゐ
た
が
。
こ
ゝ
か
ら
は
随
分
憂
り
は
て
た
る
格
好
で
あ
る
。
お
ひ
る
ご
ろ
な
の
で
も
う
飛
行
機
が
く

る
時
分
で
あ
る
が
．　
一
向
に
爆
音
が
き
こ
え
て
こ
な
い
。
細
谷
に
残
つ
て
ゐ
る
雪
を
辿
つ
て
八
先
登
り
の
だ
ら
ノ
ヽ
坂
を
上
ヘ
ノ
ヽ

四
二
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と
登
つ
て
行
く
、
間
も
な
く
ア
イ
ゼ
ン
に
は
き
替
へ
た
が
ｂ
附
近
に
は
ス
キ
ー
デ
ボ
に
適
営
な
特
徴
の
あ
る
箇
虎
も
見
営
ら
な
い
の

で
仕
方
な
し
に
措
い
で
ゆ
く
り
附
近

一
帯
は
廣
漠
た
る
大
高
原
な
の
で
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
霧
に
ま
か
れ
た
ら
そ
れ
こ
そ
ど
ん
な
で

あ
ら
う
な
ど
ゝ
語
り
合
ひ
つ
ゝ
喘
ぎ
ノ
ヽ
上
つ
て
ゆ
く
。
紳
武
城
の
方
へ
ゆ
く
澤
と
自
頭
本
澤
の
二
つ
の
澤
が
極
く
相
接
近
し
て
ゐ

て
そ
の
分
水
嶺
が
は
つ
き
り
と
し
て
ゐ
な
い
の
で
上
の
方
か
ら
下
り
て
く
る
場
合
に
は
充
分
注
意
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
臓

脂
峰
の
腹
を
ま
く
あ
た
り
か
ら
ぅ
だ
ん
ノ
ヽ
荷
物
が
肩
に
喰
ひ
込
ん
で
き
て
行
程
は
思
ふ
や
う
に
捗
ら
な
い
。
三
時
ご
ろ
ヘ
ト
ノ
ヽ

に
な
つ
て
定
界
碑
の
す
ぐ
下
に
建
て
ら
れ
た
側
に
た
ど
り
つ
き
。
今
西
と
宗
作
が
迎
へ
て
く
れ
た
。
問
も
な
く
今
西
等
は
大
臓
脂
峰

へ
登
り
に
行
つ
た
。
こ
ゝ
か
ら
大
肺
脂
峰
へ
は
尾
根
通
し
に
行
つ
て
往
復
約
二
時
間
行
程
で
あ
る
。
今
日
飛
行
機
は
た
う
と
う
来
な

か
つ
た
。
西
堀
等
の
第
二
隊
は
コ
ル
で
飛
行
機
の
飛
末
を
待
つ
て
ゐ
た
が
、
午
後
二
時
ご
ろ
修
に
意
を
決
し
て
天
池
に
下
つ
て
、
水

上
を
横
断
し
宗
徳
寺
に
向
つ
た
そ
う
で
あ
る
が
こ
の
寒
塞
に
。
あ
ん
な
破
れ
小
屋
で
は
さ
ぞ
か
し
辛
ら
か
ら
う
と
氣
に
か
ゝ
つ
て
仕

方
が
な
い
。
飛
行
機
も
ど
こ
か
へ
不
時
着
陸
で
も
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
ヽ
こ
の
テ
ン
ト
で
は
憂
鬱
な
話
が
出
る
。
や
は
り

張
い
北
風
が
し
ぢ
ゆ
う
吹
き
つ
け
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
ゝ
の
テ
ン
ト
は
綱
が
き
ち
ん
と
張
つ
て
あ
る
し
。
テ
ン
ト
の
裾
に
は
石
を
置

い
た
り
な
ど
し
て
厳
重
な
補
張
工
作
が
充
分
に
施
し
て
あ
る
の
で
張
風
が
ふ
き
つ
け
て
も
ビ
ク
と
も
せ
す
端
然
と
立
つ
て
ゐ
る
。
こ

ん
な
に
風
の
強
い
な
か
を
高
高
の
荷
物
を
運
び
上
げ
る
の
は
並
大
抵
の
苦
心
で
は
な
く
。
そ
の
日
は
折
あ
し
く
ゝ
殊
の
外
風
の
つ
よ

い
日
で
あ
つ
た
そ
う
だ
が
ゝ
テ
ン
ト
の
架
設
作
業
も

一
通
り
の
こ
と
で
は
な
か
つ
た
ら
う
。
前
進
部
隊
の
勢
は
多
と
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
い
ろ
ノ
ヽ
の
開
係
で
、
明
日
第
二
隊
は
三
つ
に
分
鳥
て
行
動
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
卸
ち
天
池
撮
影
の
た
め
丸
山
。
今
日
の
二

名
は
天
池
に
下
つ
て
宗
徳
寺
に
至
り
第
二
隊
に
合
す
る
こ
と
ぅ
奥
Ｄ
杉
山
は
大
正
峰
に
登
つ
て
ＣＩ
へ
引
き
返
す
こ
と
っ
残
る
藤
本
ｂ

宮
崎
の
雨
名
は
第
三
隊
常
初
の
豫
定
通
り
自
岩
へ
往
復
す
る
こ
と
に
し
た
。
風
の
つ
よ
い
廣
い
野
原
に
佗
し
く
立
つ
て
ゐ
る
テ
ン
ト

冬
の
白
頭
山
　
宮
崎
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冬
の
自
頭
山
　
宮
崎

も
こ
の
晩
は
よ
く
安
眠
出
来
た
。

十
日
　
哺
の
ち
雪
　
第
二
隊
の
洩
井
は
掩
護
、
飛
行
機

へ
の
信
統
等
の
用
務
を
帯
び
て
残
留
、
西
堀
、高
橋
、

大
和
は
午
前
九
時
に
宗
徳
寺
を
撥
し
、
正
午
暦
岩
頂
上
を
極
め
午
後
三
時
宗
徳
寺
に
婦
着
。
第
二
隊
は
三
つ
に

分
れ
、
奥
、
杉
山
は
大
正
峰
に
登
り
ＣＩ

へ
下
る
。
丸
山
、
今
日
は
天
池
に
下
つ
て
宗
徳
寺
に
至
り
第
二
隊
に
合

す
。
宮
崎
、
藤
木
は
白
岩
へ
往
復
。

こ
の
日
風
張
く
加
ふ
る
に
午
後
三
時
頃
よ
り
吹
雪
。
白
岩
へ
は
、
九
時
牛
ＣＩ
曇
、
三
時
十
五
分
白
岩
項
上
、

七
障
釧
婦
着
。

十
日
。
九
時
ご
ろ
に
は
仕
度
を
了
へ
て
行
進
を
は
じ
め
た
。
宗
徳
寺
に
ゐ
る
第
二
隊
へ
食
糧
補
給
に
ゆ
く
宗
作
も

一
緒
に
出
た
。

冷
た
い
風
が
吹
き
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
。
間
も
な
く
大
正
峰
へ
ゆ
く
奥
ｂ
杉
山
に
別
れ
ゝ
谷
間
を
二
時
間
ば
か
り
も
登
り
つ
ゞ
け
て
行
く

と
天
池
へ
乗
越
す
コ
ル
ヘ
出
た
。
天
池
へ
の
下
り
日
と
し
て
は
こ
の
附
近
で
は
恐
ら
く
唯

一
の
箇
虚
で
あ
ら
う
。
な
る
ほ
ど
こ
ゝ
か

ら
の
天
池
や
こ
れ
を
園
む
居
岩
以
下
の
山
た
の
景
観
は
責
に
素
晴
ら
し
い
。
大
密
林
、
そ
れ
に
だ
ゝ
つ
ぴ
ろ
い
高
原
と
い
つ
た
風
の

い
ま
ゝ
で
の
白
頭
山
風
景
と
は
す
つ
か
り
趣
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
急
な
足
を
は
せ
下
つ
て
ぅ
も
う
天
池
の
水
上
を
歩
い
て
ゐ
る
宗
作

の
姿
が
針
の
頭
の
や
う
に
小
さ
く
見
え
る
。
や
が
て
丸
山
ゝ
今
日
の
雨
名
が
下
り
出
す
。
こ
ゝ
の
下
り
は
相
営
急
だ
。
張
い
し
か
も

冷
た
い
風
が
ひ
ど
い
勢
で
吹
き
上
げ
て
く
る
。
私
達
も
や
が
て
尾
根
縦
走
を
は
じ
め
た
。
二
．
六
五
一
米
の
瘤
の
あ
た
り
で
今
西
に

別
れ
、
二
人
き
り
で
軽
石
ま
じ
り
の
風
に
続
弄
さ
れ
な
が
ら
ぼ
ろ
／
ヽ
の
岩
稜
や
、
ふ
き
溜
り
の
雪
の
中
を
も
そ
ノ
ヽ
と
す
ゝ
む
、

居
岩
の
方
か
ら
は
い
や
な
雲
が
む
く
ノ
ヽ
と
出
て
き
て
。
そ
れ
が
だ
ん
ノ
ヽ
こ
ち
ら
へ
吹
き
よ
せ
て
く
る
。
天
池
が
刻
々
に
雲
に
つ

つ
ま
れ
て
ゆ
き
ｂ
天
候
が
だ
ん
／
ヽ
悪
化
し
て
ゆ
く
の
で
心
で
は
随
分
焦
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
足
が
ど
う
も
思
ふ
や
う
に
動
い
て
く
れ

な
い
。
風
に
煽
ら
れ
て
ひ
よ
ろ
ノ
ヽ
と
し
な
が
ら
、
幾
度
か
登
つ
た
り
下
つ
た
り
し
て
三
時
十
五
分
や
つ
と
の
こ
と
で
自
岩
の
頂
上

四
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に
た
ど
り
つ
い
た
。
途
中
別
段
悪
場
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
も
細
い
尾
根
筋
を
縦
走
じ
ぅ
弧
い
風
に
抄
な
か
ら
す
い
た
め
つ
け
ら

れ
て
難
行
に
難
行
を
つ
ゞ
け
ち
や
う
ノ
ヽ
の
こ
と
で
目
指
す
白
岩
の
頂
に
た
ど
り
つ
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
と
き
は
急
う
し
た

の
か
別
に

「
感
激
」
と
い
つ
た
風
の
も
の
は
あ
ま
り
起
ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
っ
附
近
に
散
ら
ば
つ
て
ゐ
る
軽
石
の
大
き

な
塊
を
拾
ひ
集
め
て
き
て
型
の
如
く
ケ
ト
ア
ン
を
つ
み
上
げ
．
ピ
ッ
ケ
ル
を
振
り
上
げ
て
エ
ホ
ッ
ホ
を
叫
ん
だ
。
こ
の
エ
ホ
ッ
ホ
も

唇
を
出
る
や
否
や
つ
よ
い
風
に
吹
き
滑
さ
れ
て
し
ま
つ
て
何
だ
か
張
り
合
ひ
が
な
く
、　
一
そ
う
淋
し
く
も
あ
つ
た
。
風
営
り
を
さ
け

る
た
め
に
寝
ど
ろ
ん
で
ゝ
堅
バ
ン
を
噛
り
だ
し
た
。
雲
が
し
き
り
に
吹
き
つ
け
て
く
る
。
風
に
よ
ろ
め
き
な
が
ら
も
と
き
た
尾
根

を
急
い
で
下
り
だ
し
た
。
ボ
ロ
ノ
ヽ
の
や
せ
尾
根
は
敬
速
し
て
ト
ラ
バ
ー
ス
を
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
わ
ざ
ノ
ヽ

こ
ち
ら
へ
廻
つ
た

だ
け
の
こ
と
も
な
く
ぅ
思
つ
た
ほ
ど
業
で
は
な
か
つ
た
の
み
か
ゎ
が
ら
ノ
ヽ
の
岩
を
蹴
ち
ら
か
し
．
ふ
み
落
し
な
が
ら
よ
ろ
ノ
ヽ
と

進
ま
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
疲
労
は
漸
次
加
は
り
、
少
し
歩
い
て
は
休
み
、
立
ち
上
つ
て
も
す
ぐ
に
ま
た
休
む
。
雲
を
把
ん
で
ロ
ヘ

入
れ
て
か
ら
／
ヽ
に
な
つ
て
ゐ
る
喉
を
わ
づ
か
に
滉
す
の
で
あ
る
が
Ｄ
日
の
中
に
は
砂
が
残
る
。
こ
の
邊
の
彗
は
砂
，―

軽
石
の
粉

―
‐―
だ
ら
け
で
あ
る
。
天
池
へ
の
乗
越
に
辿
り
つ
い
た
こ
ろ
に
は
も
う
暗
く
な
り
。
そ
れ
に
天
池
に
も
雲
が
か
ゝ
つ
て
何
も
見
え
な

く
な
つ
て
ゐ
る
。
側
の
あ
る
高
原
も
雲
が
す
つ
か
り
包
ん
で
、
た
ゞ
大
臓
脂
峰
の
頭
が
雲
海
の
上
に
ち
よ
こ
ん
と
出
て
ゐ
る
ば
か
り

で
あ
る
も
丁
度
大
洋
に
う
か
ぶ
小
島
の
や
う
な
格
好
で
。
風
に
は
雲
さ
へ
混
つ
て
き
た
。
こ
の
雲
の
な
か
で
。
暗
く
な
つ
て
か
ら
．

あ
ん
な
贋
い
野
原
で
一
般
ど
う
し
て
テ
ン
ト
を
見
つ
け
出
そ
う
か
と
心
配
し
な
が
ら
下
り
は
じ
め
、
間
も
な
く
雲
の
中
に
吸
ひ
こ
ま

れ
て
し
ま
つ
て
全
然
見
透
し
が
き
か
な
く
な
つ
た
。
坂
も
下
り
き
つ
て
廣
い
野
原
の
一
角
に
辿
り
つ
い
た
）
と
こ
ろ
ハ
ヽ
に
は
今
朝

の
ア
イ
ゼ
ン
の
爪
跡
も
見
か
け
た
が
腿
尺
を
誹
ぜ
ぬ
暗
夜
の
こ
と
ヽ
て
す
ぐ
に
見
失
つ
て
し
ま
ふ
。
大
性
の
方
向
を
定
め
て
か
な
り

行
つ
た
と
こ
ろ
で
。
草
の
上
に
腰
を
卸
し
た
。
風
が
あ
る
か
ら
そ
の
う
ち
に
は
ど
こ
か
雲
も
切
れ
て
何
か
見
え
る
だ
ら
う
と
思
つ
て

冬
の
白
頭
山
　
宮
崎
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冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四六

三
十
分
ば
か
り
も
待
つ
て
ゐ
た
が
一
向
に
そ
ん
な
氣
配
も
な
く
っ
む
し
ろ
ま
す
／
ヽ
ひ
ど
い
吹
雲
に
な
る
の
で
じ
止
む
な
く
ま
た
歩

き
出
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
営
も
ｂ
自
信
も
な
い
た
ゞ
の
そ
ゞ
ろ
歩
き
で
あ
り
。
責
に
頼
り
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
五
分
ほ
ど
す
る

と
吹
彗
の
奥
に
か
す
か
な
灯
が
見
え
た
。
今
西
が
我
々
を
出
迎
へ
に
き
て
く
れ
た
の
で
あ
る
．
こ
の
と
き
は
賓
に
嬉
し
く
．急
に
元
氣

が
出
て
駈
け
出
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
軽
石
ま
じ
り
の
雲
を
噛
つ
て
ゐ
た
日
が
間
も
な
く
ブ
ラ
ン
デ
ー
の
香
高
い
ゝ
あ
つ
い
紅
茶
を
啜

つ
た
。
テ
ン
ト
ヘ
は
七
時
ご
ろ
に
蹄
り
つ
い
た
。
今
西
や
宗
作
が
ひ
ど
く
喜
ん
で
く
れ
、
あ
の
無
口
な
宗
作
さ
へ
も
が
ゝ
あ
ゝ
よ
か

つ
た
／
ヽ
と
何
度
も
繰
り
返
し
て
ゐ
た
。
こ
の
二
人
の
焼
び
に
つ
り
こ
ま
れ
て
、
こ
の
と
き
に
な
つ
て
漸
く
登
頂
の
漱
び
が
こ
み
上

げ
て
き
た
。
第
二
隊
も
居
岩
に
多
分
成
功
し
た
ら
し
い
と
の
こ
と
で
ま
す
／
ヽ
嬉
し
く
な
つ
た
。
塞
は
墨
を
流
し
た
や
う
に
ま
つ
暗

に
な
り
ｂ
暗
雲
の
な
か
に
立
つ
て
ゐ
る
テ
ン
ト
を
強
い
風
が
ひ
つ
き
り
な
し
に
吹
き
つ
け
て
ゐ
る
。
雪
が
横
ざ
ま
に
飛
ん
で
ゆ
く
．

す
ご
い
吹
雲
に
な
つ
た
。
今
西
が
迎
へ
に
き
て
く
れ
な
か
つ
た
ら
こ
ん
な
荒
れ
の
な
か
を
靭
ま
で
営
も
な
く
う
ろ
／
ヽ
と
し
て
居
ら

ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
シ
ュラ
ー
フ
ザ
ック
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
か
ら
も
自
岩
の
模
様
や
「
宗
徳
寺
へ
往
復
し
て
き
た
宗

作
が
語
る
天
池
の
話
に
花
が
さ
い
た
。
上
か
ら
見
下
し
て
ゐ
る
と
き
天
池
は
三
池
淵
よ
り
小
さ
い
と
思
つ
て
ゐ
た
が
、
水
の
上
に
下

り
て
み
る
と
あ
ま
り
に
廣
い
の
で
驚
い
た
と
か
。
天
池
の
水
に
は
縦
横
に
ク
ラ
ッ
ク
が
入
り
乱
れ
、
そ
れ
が
す
き
通
つ
て
見
え
て
ゐ

る
の
で
丁
度
友
染
模
様
を
見
て
ゐ
る
や
う
で
責
に
綺
麗
で
あ
つ
た
と
か
．
宗
徳
寺
は
破
れ
寺
な
が
ら
三
重
に
な
つ
て
を
り
、
も
と
は

相
営
の
寺
で
あ
つ
た
ら
し
い
等
と
か
た
り
き
か
せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
居
岩
登
頂
の
成
否
と
飛
行
機
の
こ
と
ゝ
が
案
ぜ
ら
れ

一
抹
の
不
安
は
拭
ふ
べ
く
も
な
か
つ
た
。

十
一
日
　
晴
　
平
吉
、
杉
山
は
ＣＩ
を
九
時
に
出
壼
、
間
白
山
に
登
頂
し
、
配
へ
午
後
十
時
に
婦
着
。

長
谷
川
快
方
に
赴
き
配
に
下
る
。
第
二
隊
及
び
丸
山
、
今
日
は
宗
徳
寺
を
引
き
あ
げ
午
後
二
障
釧
を
へ
て
α
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へ
下
つ
た
。
第
二
隊
に
ｍ
で
第
二
隊
と
合
し
餌
を
撤
収
し
て
ＣＩ
に
下
ろ
。

朝
お
き
出
た
こ
ろ
ぅ
風
は
相
憂
ら
す
吹
き
つ
ゞ
け
て
ゐ
た
が
っ
雲
は
止
ん
で
塞
は
大
分
晴
れ
て
ゐ
た
。
こ
の
テ
ン
ト
も
今
日
撤
牧

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
食
糧
が
少
く
な
つ
て
き
た
。
残
つ
て
ゐ
る
も
の
は
順
次
片
付
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
も
う
美
味
い
も
の
も
な

い
。
こ
の
朝
は
飯
鍋
に
制
節
を
入
れ
て
鰹
飯
を
作
つ
て
わ
づ
か
に
腹
を
満
た
し
た
。
直
径
十
尺
に
足
ら
な
い
こ
ん
な
小
さ
な
テ
ン
ト

も

さゝ
て
撤
牧
と
な
る
と
何
か
と
取
り
片
付
け
る
の
に
手
間
の
か
ゝ
る
も
の
で
か
れ
こ
れ
お
ひ
る
前
ま
で
か
ゝ
つ
た
。第
二
隊
は
一
時

す
ぎ
に
お
り
て
き
た
。
聾
が
と
ゞ
く
や
う
に
な
る
や
否
や
ｂ
居
岩
は
ど
う
だ
つ
た
か
と
ど
な
れ
ば
。
あ
ち
ら
か
ら
は
自
岩
へ
は
行
け

た
か
と
専
ね
て
く
る
。
や
が
て
無
事
に
成
功
し
た
の
を
互
に
祀
幅
し
合
ひ
ゝ
朝
の
残
り
の
鰹
飯
を
か
き
あ
つ
め
て
少
し
づ
ゝ
頒
け
あ

つ
て
食
べ
ｂ
二
時
ゝ
荷
物
を
ま
と
め
ｂ
テ
ン
ト
の
あ
と
に
は
念
の
た
め

「
天
池
へ
の
物
資
投
下
不
要
」
と
い
ふ
布
板
信
糖
を
出
し
ば
　
Ｄ

な
つ
し
に
し
て
下
山
の
途
に
つ
い
た
。
第
二
隊
と
第
三
隊
、
そ
れ
に
今
西
に
宗
作
を
加
へ
た
一
行
十
人
が
期
か
に
ゝ
賑
か
に
下
り
だ
　
“

す
。
飛
び
残
つ
て
堅
く
な
つ
て
ゐ
る
谷
間
の
雲
の
上
を
制
動
を
か
け
な
が
ら
滑
つ
て
ゆ
く
、
森
林
帯
に
入
る
と
風
も
お
ち
ゝ
雲
は
軟

く
な
つ
た
が
ス
ロ
ー
プ
が
ゆ
る
や
か
な
の
で
殆
ど
滑
ら
な
い
、
そ
の
う
ち
に
は
日
も
暮
れ
て
き
た
。
電
灯
を
つ
け
て
ベ
ッ
タ
／
ヽ
と

干
地
行
進
を
つ
ゞ
け
ＣＩ
に
つ
い
た
の
は
七
時
す
ぎ
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
こ
に
は
兄
島
が
配
か
ら
い
ろ
／
ヽ
の
食
糧
を
も
つ
て
掩
護

に
上
つ
て
ゐ
て
呉
れ
た
の
で
三
日
ぶ
り
で
御
馳
走
を
口
に
す
る
こ
Ｌ
が
出
来
た
。

十
二
日
　
晴
　
天
池
へ
幕
螢
材
料
の
投
下
。
水
結
面
爆
破
の
た
め
朝
日
の
長
友
機
正
午
ご
ろ
飛
来
。
ＣＩ
で
は

「
天
池
へ
の
投
下
不
要
」
の
信
琥
を
出
し
た
と
こ
ろ
通
信
筒
、
テ
ン
ト
、
若
千
の
食
料
を
投
下
し
て
行
つ
た
。

配
に
あ
る
隊
員
は
ＣＩ
の
撤
取
作
業
援
助
の
た
め
人
夫
を
つ
れ
て
正
午
す
ぎ
帆
に
着
「撤
収
、荷
造
り
を
な
し
「

午
後
五
時
ご
ろ
一
同
配
に
漏
還
。
八
日
ぶ
り
で
全
員
К
に
集
合
ｃ

冬
の
白
頭
山
　
宮
崎

四
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冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四ハ

静
穏
で
麗
な
朝
が
訪
れ
た
。
風
は
そ
よ
と
も
吹
い
て
ゐ
な
い
。
す
つ
か
り
伸
び
て
十

一
時
ご
ろ
か
ら
ボ
ツ
／
ヽ
と
下
り
初
め
た
。

十
二
時
に
は
第

一
隊
の
も
の
が
入
夫
を
つ
れ
て
撤
牧
援
助
に
上
つ
て
末
て
く
れ
た
。
丁
度
こ
の
と
き
八
日
以
来
天
候
不
良
の
た
め
止

む
な
く
飛
行
を
見
合
せ
て
ゐ
た
長
友
機
が
天
池
へ
の
幕
螢
材
料
投
下
ｔ
氷
結
面
爆
破
の
た
め
や
つ
て
き
た
。
大
急
ぎ
で

「
天
池
へ
の

物
資
投
下
不
要
」
の
信
櫨
を
出
し
た
。
幾
回
ヽ
／
ヽ
テ
ン
ト
の
上
を
旋
回
し
。
氣
墜
状
態
が
よ
い
の
か
う
ん
と
低
塞
飛
行
を
し
、
信

′通
筒
か
ら
食
糧
っ
テ
ン
ト
等
を
投
下
し
Ｄ
名
残
り
惜
じ
げ
に
な
ほ
も
旋
回
を
つ
ゞ
け
つ
ゝ
南
の
方
へ
機
影
を
没
し
た
。
荷
造
を
し
て

重
い
ラ
ジ
オ
用
品
な
ど
を
ま
た
措
い
で
К
へ
は
夕
方
に
辿
り
つ
い
た
。「馬
匪
賊
接
近
す
」
と
の
情
報
が
昨
日
村
か
ら
と
ゞ
い
た
の
で

兵
隊
さ
ん
達
は
大
憂
緊
張
し
て
ゐ
る
。
四
日
に
第

一
隊
が
出
嚢
し
て
か
ら
各
隊
は
順
次
前
進
し
。
八
日
ぶ
り
で
全
員
が
К
に
結
集
し

た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
八
日
間
に
は
自
頭
山
の
最
高
鮎
た
る
大
正
峰
。
第
二
高
峰
の
自
岩
。第
三
高
峰
の
居
岩
へ
の
登
頂
に
成
功
し
、

大
臓
脂
峰
．
間
白
山
へ
も
そ
れ
ハ
ヽ
足
跡
を
印
し
た
。
し
か
も
全
員
無
事
で
些
少
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
も
起
ら
な
か
つ
た
の
は
貴
に
天

佑
と
も
い
ふ
べ
く
。
全
員
よ
く
そ
の
部
署
と
任
務
を
理
解
し
て
一
糸
飢
れ
ぬ
統
制
ぶ
り
を
示
し
。
高
事
極
め
て
ス
ム
ー
ス
に
進
捗
し

た
の
は
永
年
に
二
つ
て
培
は
れ
て
き
た

「
人
の
和
」
の
賜
物
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
や
う
。
日
満
雨
國
旗
を
背
影
に
し
て
一
同
杯
を
高

ら
か
に
差
し
上
げ
て
お
互
ひ
の
奮
闘
と
成
功
を
祀
し
合
ひ
。
つ
い
で
追
撃
部
隊
と
撤
牧
係
が
左
の
通
り
組
織
さ
れ
た
。

北
胞
胎
山
　
ガ
島

（
リ
ー
ダ
ー
）
加
藤
．
谷
．
佐
伯

南
胞
胎
山
　
干
吉

（
リ
ー
ダ
ー
）
堀
。
大
和

小

白

山
　
今
西

（
リ
ー
ダ
ー
）
西
堀
、
今
田

撤

牧

係
　
高
橋
Ｄ
浅
井
．
宮
崎
、
長
谷
川
。
杉
山

奥
ゝ
藤
木
ｂ
丸
山
の
三
名
は
連
絡
の
た
め
十
三
日
下
山
。
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卸
ち
附
近
に
衛
星
的
に
散
在
す
る
南
北
胞
胎
山
。
小
由
山
へ
の
追
撃
部
隊
を
編
制
す
る
と
ヽ
も
に
撤
牧
係
を
も
作
り
っ
明
十
三
日
か

ら
そ
れ
ス
ヽ
行
動
を
起
す
こ
と
ヽ
な
つ
た
。
や
が
て
賑
か
な
慰
勢
の
宴
が
張
ら
れ
。
兵
隊
さ
ん
や
警
官
も
坐
を
と
も
に
し
て
互
ひ
に

そ
の
健
闘
を
讃
え
勢
を
塙
つ
た
。
人
夫
達
も
間
も
な
く
下
山
出
来
る
の
で
流
石
に
嬉
し
い
ら
し
く
大
喋
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
夜
の
ア
リ

ラ
ン
の
調
べ
に
．は
特
に
元
氣
が
こ
も
つ
て
ゐ
た
。
賃
際
彼
等
は
よ
く
動
い
て
く
れ
た
。
そ
の
作
業
ぶ
り
は
賃
に
誠
貴
そ
の
も
の
で
あ

つ
て
、
内
地
に
渡
末
し
て
ゐ
る
朝
鮮
人
か
ら
類
推
し
て
京
都
で
い
ろ
ノ
ヘ
と
考
へ
て
ゐ
た
取
越
苦
勢
が
全
部
杷
憂
に
了
つ
た
の
は
我

我
に
と
つ
て
洵
に
仕
合
せ
で
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
ｔ
彼
等
の
名
誉
の
た
め
に
も
特
筆
大
書
し
て
お
か
る
べ
き
事
柄
で
あ
ら
う
。
基

い
夜
は
静
か
に
更
け
て
ゆ
く
ゝ
テ
ン
ト
か
ら
は
ラ
ン
プ
の
爆
々
た
る
光
と
，
ア
リ
ラ
ン
の
調
べ
が
お
そ
く
ま
で
洩
れ
て
ゐ
た
。

六
　
ベ
ー
ス
・キ
ャ
ム
ブ
撤
牧

十
三
日
　
晴

青
胞
胎
山
に
向
ふ
李
吉
除
は
十
時
Ｅ
を
出
賛
し
て
胞
胎
里
に
下
り
、
警
官
駐
在
所
に
泊
る
。

奥
、
藤
木
、
九
山
は
李
吉
除
と
と
も
に
胞
胎
里
に
下
り
、
藤
木
、
丸
山
は
悪
山
鎮
に
直
行
。

北
胞
胎
山
に
向
ふ
見
島
隊
は
正
午
К
を
出
壼
し
三
池
淵
に
幕
替
ｃ
小
白
由
に
向
つ
た
今
西
隊
は
午
後
九
時
К

婦
還
、
但
ｔ
時
間
不
足
の
た
め
登
頂
ぜ
す
。

十
三
日
の
午
前
十
時
に
は
十
吉
隊
と
連
絡
係
と
を
途
り
出
し
、
兄
島
隊
も
正
午
ご
ろ
に
出
か
け
て
行
つ
て
．
併
せ
て
十
人
も
減
つ

た
の
で
テ
ン
ト
は
ひ
ろ
ハ
ヽ
と
し
た
。
人
夫
に
は
撤
牧
の
準
備
を
さ
せ
た
。

十
四
日
　
雪
　
藤
本
、
丸
山
京
城
に
向
ふ
。
李
吉
除
は
南
胞
胎
山
に
向
つ
た
が
、
降
雲
に
妨
げ
ら
れ
て
二
〇

〇
〇
米
附
近
か
ら
引
き
返
し
た
。
見
島
除
は
北
胞
胎
山
へ
向
つ
て
三
池
淵
を
出
薇
し
た
が
風
雪
に
悟
ま
さ
れ
、

冬
の
自
頭
…山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四ん
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冬
の
自
頭
山
　
宮
崎一

八
〇
〇
来
附
近
で
日
波
と
な
り
偶
然
に
曇
見
し
■
小
屋
に
俄
泊
。

今
西
、
西
堀
、
洩
井
、
長
谷
川
等
は
人
夫
を
つ
れ
て
二
時
ご
ろ
に
К
を
獲
ち
胞
胎
里
へ
下
る
。
К
で
は
テ
ン

ト
も
た
ヽ
み
、
撤
敗
の
準
備
全
く
出
来
上
つ
た
が
、
運
搬
人
馬
が
午
後
四
時
牛
漸
く
到
着
、
然
も
深
雪
と
吹
雪

の
角
め
馬
背
に
よ
る
輪
途
を
断
念
す
る
の
己
む
な
き
に
立
ち
到
り
胞
胎
里
か
ら
人
夫
の
應
援
を
求
め
、　
一
方
宮

崎
、
杉
山
は
七
人
の
馬
子
に
荷
物
を
指
が
し
て
八ヽ
時
牛
К
を
獲
Ｌ
。
午
前
零
時
牛
慮
項
嶺
着
。
高
橋
、
今
日
は

荷
造
し
た
テ
ン
ト
を
ほ
ど
い
て
К
に
泊
る
。

営
夜
の
除
員
配
置
は
、
北
胞
胎
出
の
小
屋
、
兄
島
除
。
胞
胎
里
、
不
吉
隊
と
今
西
「
西
堀
、
洩
井
、長
谷
川
。

虚
項
嶺
、
宮
崎
、
杉
山
。
К
高
橋
、
今
日
。

十
四
日
は
朝
か
ら
雪
が
ふ
り
つ
ゞ
い
て
ゐ
た
が
、
十
時
ご
ろ
に
は
テ
ン
ト
も
た
ヽ
み
。
す
つ
か
り
荷
造
り
も
出
来
て
物
資
輪
途
の

た
め
に
登
つ
て
く
る
筈
に
な
つ
て
ゐ
る
七
頭
の
馬
の
末
着
を
待
つ
て
ゐ
た
。
十
二
時
に
な
つ
て
も
馬
子
達
は
こ
な
い
の
で
ま
た
食
器

を
と
り
出
し
て
中
食
を
し
た
。
二
時
に
な
つ
て
も

一
向
や
つ
て
く
る
氣
は
い
も
な
い
ｂ
い
つ
ま
で
も
荷
物
の
側
に
じ
つ
と
し
て
ゐ
る

わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
の
で
ゝ
撤
牧
係
に
四
名
を
残
じ
ゝ
今
西
等
は
二
時
す
ぎ
に
情
況
を
見
か
た
ハ
ヽ
五
名
の
人
夫
を
つ
れ
て
下
つ
て

行
つ
た
。
テ
ン
ト
も
片
付
き
人
も
減
つ
た
の
で
急
に
森
閑
と
し
て
き
た
。
こ
の
邊
が
ざ
わ
つ
い
て
ゐ
た
間
ど
こ
か
へ
姿
を
晦
し
て
ゐ

た
紹
が
木
の
洞
か
ら
旬
ひ
出
し
て
き
て
，
朽
木
の
上
を
ち
よ
こ
／
ヽ
と
し
て
ゐ
る
。
頭
の
上
に
は
雷
鳥
も
き
て
ゐ
る
。
何
れ
。
テ
ン

ト
の
周
園
に
捨
て
ヽ
あ
る
残
飯
に
眼
を
光
ら
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
大
勢
の
も
の
が
二
週
間
も
こ
ゝ
К
に
滞
在
し
て
ゐ
た
の
で
林

も
相
営
に
荒
れ
、附
近
も
か
な
り
散
ら
か
つ
て
ゐ
る
。紙
居
類
は
焚
人
の
中
に
ど
ん
ノ
ヽ
ほ
り
こ
み
残
つ
た
食
糧
は

一
箇
所
に
あ
つ
め

て
テ
ン
ト
の
グ
ラ
ン
ド
シ
ー
ン
を
被
せ
て
お
い
た
。
ど
う
せ
近
日
中
に
馬
匪
賊
ど
も
が
漁
り
に
く
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
午
後
四
時
ご

ろ
に
な
つ
て
馬
が
つ
い
た
。
人
も
馬
も
と
も
に
か
な
り
疲
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
し
か
し
も
う
時
間
も
か
な
り
お
そ
い
の
で
馬
子
達
に

バ
ン
を
や
つ
て
大
念
ぎ
で
馬
に
荷
を
つ
け
て
出
資
さ
せ
た
。
し
か
し
ゝ
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
馬
子
た
ち
の
城
高
い
聾
が
つ
い
そ
こ
で
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し
て
ゐ
る
。　
一
向
に
進
行
し
て
ゐ
な
い
ら
し
い
。
私
達
は
夕
食
を
食
べ
て
か
ら
出
か
け
る
つ
も
り
で
そ
の
用
意
を
し
て
ゐ
る
と
馬
子

達
は
打
ち
揃
つ
て
戻
‐つ
て
き
た
。
こ
の
荷
物
で
は
と
て
も
行
け
な
い
か
ら
と
い
つ
て
荷
を
置
き
に
鯖
つ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
三
分
の
一
位
の
荷
を
卸
し
て
す
ぐ
出
か
け
た
が
や
は
り
行
進
は
捗
ら
な
い
や
う
で
あ
る
。
食
事
が
了
つ
た
の
で
様
子
を
見
に
行

く
と
吹
雪
と
深
彗
に
悩
ま
さ
れ
て
馬
は
バ
タ
／
ヽ
倒
れ
る
。
倒
れ
た
馬
を
引
き
起
そ
う
と
し
て
馬
子
も
倒
れ
る
と
い
ふ
始
末
で
ぅ
雲

ま
み
れ
に
な
つ
た
人
と
馬
と
荷
物
の
一
群
が
暗
と
吹
雲
に
包
ま
れ
て
貧
に
惨
惰
た
る
光
景
を
呈
し
て
ゐ
る
。
人
と
馬
と
の
苦
し
そ
う

な
息
づ
か
ひ
が
あ
た
り
の
静
寂
を
わ
づ
か
に
破
つ
て
ゐ
る
。
馬
背
に
よ
る
輸
途
は
断
念
す
る
の
己
む
な
き
状
態
な
の
で
、
ま
た
ノ
ヽ

配
に
引
き
返
さ
せ
ゝ
馬
の
荷
物
を
全
部
卸
さ
せ
、
馬
子
に
五
貫
ば
か
り
の
荷
を
持
た
せ
塞
馬
を
ひ
い
て
下
ら
し
た
。
こ
の
と
き
は
も

う
八
時
ご
ろ
で
依
然
と
し
て
雲
は
じ
ん
ノ
ヽ
と
ふ
り
つ
ゞ
い
て
を
り
ぅ
風
さ
へ
出
て
き
て
今
日
の
輸
途
作
業
は
困
難
を
き
わ
め
た
。ヽ

馬
背
に
よ
る
輸
途
計
書
が
折
か
ら
の
降
雪
の
た
め
完
全
に
挫
折
し
た
の
で
折
角
登
つ
て
き
て
く
れ
た
馬
も
何
の
役
に
も
た
ヽ
す
荷
物

は
大
部
分
配
に
残
つ
た
。
荷
造
を
ほ
ど
き
、
回
形
テ
ン
ト
と
と
り
出
し
て
高
橋
と
今
田
は
こ
ゝ
に
止
る
こ
と
ゝ
し
。
杉
山
に
私
。
そ

れ
か
ら
警
官
が
つ
き
添
う
て
馬
子
達
と
ヽ
も
に
虚
項
嶺
に
向
つ
た
。
塞
身
に
な
つ
た
馬
は
ど
う
に
か
雲
を
ふ
み
わ
け
て
行
く
が
、
今

朝
馬
糧
を
も
ら
つ
た
だ
け
な
の
で
大
分
腹
が
へ
つ
て
ゐ
る
ら
し
く
相
営
蒻
つ
て
ゐ
る
。
ひ
よ
ろ
ノ
ヽ
に
な
つ
た
人
と
馬
が
虚
項
嶺
に

つ
い
た
の
は
十
二
時
を
す
ぎ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
こ
に
は
兵
隊
さ
ん
が
四
Ｄ
五
人
残
つ
て
ゐ
て
く
れ
た
。
二
人
の
警
官
は

人
夫
の
増
援
依
頼
の
た
め
直
ち
に
下
つ
て
呉
れ
た
。
馬
子
達
は
だ
れ
も
馬
糧
を
持
つ
て
き
て
ゐ
な
い
の
で
上
興
慶
水
ま
で
七
頭
分
の

馬
糧
を
取
り
に
警
官
と
ゝ
も
に
一
名
下
ら
せ
た
。
虚
項
嶺
の
テ
ン
ト
は
今
朝
す
で
に
撤
牧
を
了
つ
て
ゐ
る
の
で
鋸
も
斧
も
な
く
、　
一

本
の
薪
を
と
る
術
も
な
い
。
馬
子
逹
は
附
近
に
あ
る
燃
え
残
り
の
小
枝
を
か
き
集
め
て
き
て
小
さ
な
焚
人
を
し
て
そ
の
周
園
に
障
つ

て
ゐ
る
。
何
の
用
意
も
し
て
こ
な
い
の
に
吹
雲
の
中
を
夜
行
軍
さ
ゝ
れ

，
そ
の
上
思
ひ
が
け
な
く
も
雲
野
原
で
露
誉
を
さ
ゝ
れ
た
の
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で
馬
子
達
は
随
分
閉
日
し
て
ゐ
た
。
杉
山
と
私
は
側
に
あ
る
お
堂
の
中
に
は
い
つ
て
横
に
な
つ
た
。
小
さ
な
お
堂
で
頭
と
足
が
つ
か

へ
る
の
で
「
海
老
の
や
う
に
な
つ
て
二
人
が
幸
う
じ
て
横
に
な
れ
た
。
す
き
間
か
ら
は
雪
が
ど
ん
／
ヽ
吹
き
こ
ん
で
く
る
の
で
上
衣

を
頭
か
ら
か
ぶ
つ
て
寝
た
。
寝
て
み
る
と
思
つ
た
ほ
ど
も
基
く
は
な
い
が
、
腹
が
す
い
て
仕
方
が
な
い
の
で
堅
バ
ジ
を
，と
り
出
し
て

ポ
リ
ノ
ヽ
と
噛
り
な
が
ら
い
つ
の
間
に
か
寝
入
つ
て
し
ま
つ
た
。

十
五
日
　
雲
　
こ
の
雲
は
十
六
日
の
明
け
方
ま
で
降
り
つ
ゞ
い
た
が
虚
項
嶺
で
は
新
雲
量
約
二
十
セ
ン
チ
Ｏ

兄
島
除
は
北
胞
胎
山
の
登
行
を
縫
績
、
然
し
コ
ン
デ
イ
シ
ョ
ン
悪
く
二
一
〇
〇
米
附
近
か
ら
引
き
返
し
、
十

二
時
ご
ろ
虚
項
嶺
を
通
り
胞
胎
里
へ
四
時
牛
到
着
。

撒
収
作
業
は
こ
の
降
雲
の
た
め
捗
ら
ず
、
昨
夜
胞
胎
里
に
下
つ
て
馬
議
を
待
ち
わ
び
て
ゐ
た
今
西
等
は
夜
の

二
時
牛
ご
ろ
人
夫
十
五
名
К
に
急
派
頼
む
と
の
電
話
が
あ
り
、
線
動
員
で
附
近
の
民
家
を
た
ヽ
き
起
Ｌ
．
ポ
ー

タ
ー
の
狩
出
し
に
努
め
漸
く
十
五
人
を
揃
へ
午
前
四
時
す
ぎ
李
吉
、
大
和
が
引
肇
Ｌ
て
出
曇
、
К
へ
向
ふ
。
К

で
は
彼
等
の
勢
を
稿
つ
て
中
食
を
興
へ
すこ
。各
々
八
貫
位
の
荷
物
を
持
た
ぜ
て
虚
項
嶺
へ
下
ら
ぜ
七
時
頃
到
着
、

こ
ヽ
で
雄
に
積
み
替
へ
、
胞
胎
里
へ
は
午
前
二
時
着
。
初
め
の
豫
定
よ
り
は

一
＝
牛
も
遅
れ
た
が
撤
収
作
業
全

く
完
了
、
京
城
に
向
つ
た
藤
木
、
丸
山
の
ほ
か
全
隊
員
胞
胎
里
に
集
結
「

五
時
ご
ろ
に
は
兵
隊

・さん
が
下
つ
た
。
す
る
と
問
も
な
く
馬
子
達
は
い
ろ
／
ヽ
な
日
賛
を
も
う
け
―
手
を
か
へ
品
を
か
へ
下
山
じ

や
う
と
し
て
ゐ
る
。
杉
山
と
二
人
で
い
ろ
／
ヽ
と
な
だ
め
す
か
し
て
慰
留
に
努
め
た
の
で
あ
る
が
た
う
と
う
逃
亡
者
を
出
し
た
。
結

局
馬
子
二
人
に
ポ
ー
タ
ー
一
人
だ
け
が
残
つ
た
。
朝
に
な
つ
て
も
彗
は
ま
だ
降
り
つ
ゞ
い
て
を
り
。
も
う
〓
ヽ
四
寸
も
積
つ
て
ゐ
る
。

九
時
ご
ろ
に
二
人
の
馬
子
と
人
夫

一
名
を
К
に
向
け
出
磯
さ
せ
て
お
い
て
ｂ
私
と
杉
山
は
逃
亡
馬
子
の
補
充
を
す
る
た
め
に
上
興
慶

水
へ
連
絡
に
下
つ
た
。
夜
行
軍
、
睡
眠
不
足
等
が
た
ゝ
つ
て
歩
く
だ
け
で
も
な
か
ノ
ヽ
辛
い
。　
一
里
ほ
ど
行
つ
た
と
こ
ろ
で
千
吉
と

大
和
が
十
五
人
の
ポ
ー
タ
ー
を
つ
れ
て
上
つ
て
き
た
。
К
に
残
つ
た
荷
物
は
こ
れ
で
大
催
片
付
く
だ
ら
う
と
の
見
込
が
つ
い
た
の
で
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ポ
ー
タ
ー
達
と
ヽ
も
に
虚
項
嶺
に
引
き
返
し
ｂ
人
夫
達
に
バ
ン
を
頒
け
て
や
つ
た
。
大
和
が
入
夫
を
引
卒
し
て
田
へ
と
急
い
だ
。
そ

の
う
ち
に
は
今
暁
逃
亡
し
た
馬
子
達
が
引
き
返
し
て
き
て
、
私
達
に
ベ
コ
ノ
ヽ
と
頭
を
下
げ
て
ゐ
る
。
何
を
言
つ
て
ゐ
る
の
か
判
ら

な
い
が
多
分
謝
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。
こ
れ
は
上
興
慶
水
で
警
官
に
出
合
ひ
っ
う
ん
と
叱
り
と
ば
さ
れ
た
の
で
。
馬
に
食
べ
物
を
典

へ
る
や
否
や
大
念
ぎ
で
虚
項
嶺
へ
引
き
返
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
輪
途
の
方
も
大
催
目
鼻
が
つ
い
て
き
た
の
で
す
つ
か
り
氣

を
よ
く
し
ゝ
枯
枝
を
拾
ひ
集
め
て
焚
人
を
し
Ｄ
茶
を
沸
し
て
バ
ン
を
喰
べ
て
ゐ
る
と
兄
島
隊
が
婦
つ
て
き
た
。
昨
日
は
行
き
暮
れ
て

偶
然
見
つ
か
つ
た
漁
師
小
屋
に
泊
つ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
干
吉
は
大
憂
攪
ん
で
早
速
本
隊
に
通
告
す
る
た
め
に
急
い
で
下
つ
て
行

つ
た
。
私
達
は
虚
項
嶺
ま
で
き
て
ゐ
る
荷
物
を
二
墓
の
機
に
積
み
こ
ん
で
兄
島
隊
と
ヽ
も
に
二
時
ど
ろ
出
嚢
し
一
胞
胎
里
へ
向

つ

た
。
夕
方
上
興
慶
水
に
つ
い
た
が
馬
様
が
非
常
に
遅
れ
て
ゐ
る
の
で
兄
島
隊
の
み
光
に
下
り
。
私
達
は
こ
ゝ
の
高
瀬
伐
探
事
務
所
に

入
つ
て
権
の
末
着
を
待
つ
て
ゐ
た
。
権
が
き
た
の
は
八
時
ご
ろ
の
こ
と
で
人
馬
と
も
に
蒻
つ
て
ゐ
る
の
で
そ
れ
ス
ヽ
食
事
を
さ
せ
て

休
憩
し
て
ゐ
る
と
高
橋
が
田
か
ら
下
つ
て
き
た
ｏ
十

一
時
ご
ろ
に
は
大
和
、
今
田
、
ポ
ー
タ
ー
。
そ
れ
に
馬
権
も
末
着
し
た
。　
一
同

は
腹
ご
し
ら
へ
を
し
て

・、
二
氣
に
胞
胎
里
ま
で
張
行
軍
を
つ
ゞ
け
る
こ
と
ヽ
し
た
。
間
も
な
く
吹
雪
を
つ
い
て
出
か
け
る
。
こ
の
邊

か
ら
は
道
が
よ
く
踏
ん
で
あ
る
の
で
権
も
よ
く
滑
り
。
行
程
は
ど
ん
ハ
ヽ
捗
る
ｐ
馬
子
達
は
昨
晩

一
睡
も
せ
ず
ｂ
そ
の
上
今
日
は
こ

の
張
行
軍
で
あ
る
か
ら
居
眠
り
な
が
ら
歩
い
て
ゐ
る
。
・胞
胎
里
の
す
ぐ
上
の
急
坂
で
は
行
く
と
き
と
同
様
ま
た
様
の
・横
韓
や
ら
顛
覆

が
あ
つ
た
。
暗
夜
の
こ
と
ゝ
て
負
傷
者
が
出
ね
ば
よ
・い
が
と
案
じ
て
ゐ
た
が
幸
に
も

一
同
無
事
で
午
後
二
時
ご
ろ
に
は
全
部
胞
胎
里

の
警
官
駐
在
所
に
締
着
し
た
。
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冬
の‐自，
頭
山
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七
　
主
な
る
携
帯
防
寒
具
及
び
食
糧

最
後
に
今
度
の
遠
征
に
使
用
さ
れ
た
装
備
ｂ
食
糧
等
に
つ
い
て
簡
単
に
記
し
て
お
か
う
。

防
風
衣
　
自
頭
山
は
風
が
大
分
張
そ
う
な
の
で
防
風
衣
に
つ
い
て
い
ろ
／
ヽ
と
考
へ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
一松
方
氏
の
御
好
意
に
よ
り
ｂ

所
謂
グ
レ
ン
フ
ェ
ル
の
上
衣
を
親
し
く
手
に
す
る
機
會
を
得
た
。
協
議
の
結
果
こ
れ
を
携
行
す
る
こ
と
ヽ
し
早
速
鐘
紡
へ
註
文
じ
ゝ

出
嚢
直
前
に
や
つ
と
出
来
上
つ
た
。
生
地
は
勿
論
国
産
で
あ
る
。
型
は
外
国
固
書
の
窮
員
な
ど
に
出
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
が
ｂ
す
つ

か
り
二
重
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
防
風
保
温
力
は
責
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
吹
き
倒
さ
れ
る
や
う
な
張
風
の
裡
に
あ
つ
て
も
ち
こ
れ

を
着
て
を
れ
ば
風
の
た
め
に
基
い
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
か
つ
た
。
そ
の
上
細
い
糸
で
織
つ
た
布
地
を
用
ひ
て
あ
る
の
で

些
と
み
る
と
防
水
布
地
の
や
う
で
，
か
つ
ラ
シ
ヤ
や
サ
ー
ジ
な
ど
よ
り
丈
夫
で
あ
り
。
ま
た
毛
皮
な
ど
よ
り
す
つ
と
軽
装
で
あ
る
か

ら
、
テ
ン
ト
の
架
設
作
業
や
そ
の
他
い
ろ
ノ
ヽ
の
作
業
に
便
利
で
あ
る
。
ズ
ボ
ン
も
や
は
り
二
重
に
な
つ
て
ゐ
て
．
太
く
作
り
ｂ
ス

キ
ー
靴
を
履
い
た
ま
ゝ
で
着
腕
が
出
来
る
や
う
に
し
て
あ
る
。
裾
は
紐
で
く
ゝ
る
。
腿
の
所
は
ゲ
ー
ト
ル
を
つ
け
る
か
。
紐
で
脚
に

し
ば
り
つ
け
て
ア
イ
ゼ
ン
の
爪
な
ど
が
ひ
つ
か
ゝ
ら
な
い
や
う
に
す
る
。
上
は
長
ぐ
ｂ
か
れ
こ
れ
乳
の
近
く
ま
で
も
と
ゞ
い
た
．
バ

ン
ド
は
ニ
ケ
所
に
つ
け
て
あ
る
。
所
謂
ェ
ム
ボ
タ
ン
は
な
い
。
用
便
の
と
き
は
一
々
バ
ン
ド
を
解
く
必
要
が
あ
つ
た
が
．
塞
氣
が
非

常
に
乾
燥
し
て
ゐ
る
の
で
小
便
は
日
に
二
。
三
度
位
で
あ
つ
た
か
ら
エ
ム
ボ
タ
ン
の
な
い
こ
と
も
不
自
由
で
は
な
か
つ
た
。

毛
皮
外
套
　
防
寒
用
の
も
の
と
し
て
は
北
海
道
産
の
大
の
皮
で
外
套
を
作
つ
た
。
頭
巾
付
き
で
、
頭
巾
は
吹
雪
の
と
き
な
ど
に
は

ひ
も
で
ひ
き
し
ぼ
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
あ
た
ヽ
か
で
あ
つ
た
。
ＣＩ
へ
輸
途
を
し
て
行
く
と
き
で

五
四
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あ
つ
た
が
，
防
風
衣
と
ぅ
こ
の
毛
皮
外
套
と
二
者
の
比
較
を
休
憩
中
に
や
つ
て
み
た
。
そ
の
日
は
快
晴
で
時
間
は
正
午
ご
ろ
っ
谷
間

で
あ
つ
た
の
で
風
は
少
し
も
な
く
、
氣
温
は
零
下
十
三
度
で
あ
つ
た
。

一
番
上
に
こ
の
外
套
を
着
て
ゐ
た
が
外
套
の
内
側
へ
寒
暖
計

を
突
込
ん
で
み
る
と
七
度
近
く
も
あ
つ
て
Ｄ
外
套
の
内
と
外
と
で
は
十
七
Ｄ
八
度
の
温
度
差
が
あ
る
。
上
衣
ｂ
手
ョッ
キ
と
順
々
に
中

へ
入
れ
て
ゆ
く
と
着
物

一
枚
で
大
催
五
度
位
ち
が
ふ
。
グ
レ
ン
フ
ェ
ル
上
衣
で
は
そ
の
内
側
と
外
側
と
の
温
度
差
は
五
ｂ
六
度
で
あ

つ
た
。
普
通
の
サ
ー
ジ
の
服
で
も
大
催
と
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
好
奇
心
に
か
ら
れ
て
ふ
と
や
つ
て
み
た
ま
で
の
こ
と
で
あ

り
。
そ
の
や
り
方
も
ル
ー
ズ
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
基
に
し
て
と
や
か
く
と
い
ふ
の
は
差
し
控
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
．

人
催
に
感
す
る
寒
さ
は
氣
温
、
温
度
．
風
等
の
種
々
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
温
度
差
だ
け
を
以
つ
て
一
概
に
論
じ
去

る
こ
と
は
出
来
な
い
が
。
こ
れ
を
要
す
る
に
も
雨
者
を
適
営
に
使
ひ
わ
け
る
事
が
肝
要
な
の
で
あ
ら
う
。

オ
ー
バ
ー
シ
ュ
‥
ス
　
靴
の
凍
結
を
防
ぐ
た
め
に
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ス
と
い
ふ
も
の
を
作
つ
た
。
こ
れ
は
外
国
で
は
割
合
に
利
用

さ
れ
て
ゐ
る
も
の
ら
し
い
が
。
今
度
作
つ
た
の
は
靴
底
は
ア
ザ
ラ
シ
の
皮
で
毛
を
外
側
に
出
し
、
上
の
方
は
大
皮
と
羊
度
と
の
二
通

り
を
作
つ
た
が
何
れ
も
毛
は
内
側
に
な
つ
て
ゐ
る
。
ス
キ
ー
の
耳
金
の
営
る
箇
所
に
は
外
側
か
ら
営
皮
を
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
非
常

に
よ
か
つ
た
、
如
何
に
寒
く
な
つ
て
も
ぅ
ま
た
夜
行
軍
を
し
て
も
靴
が
凍
つ
て
堅
く
な
る
や
う
な
こ
と
は
な
か
つ
た
。
ま
た
こ
れ
を

履
か
な
い
人
は
夜
行
進
な
ど
を
す
る
と
汗
が
凍
つ
て
靴
下
と
靴
と
の
間
に
霜
が
出
来
る
。
オ
ー
バ
ト
シ
ュ
ー
ス
を
つ
け
て
を
れ
ば
こ

ん
な
こ
と
は
な
い
。
羊
皮
も
大
皮
も
大
性
同
じ
や
う
な
貴
績
で
あ
つ
た
。
今
度
こ
の
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ス
を
胞
胎
里
出
登
以
来
履
い

て
ゐ
た
が
「
登
頂
し
て
ベ
ー
ス
ｏ
キ
ャ
ム
プ
に
修
繕
し
う
る
程
度
の
小
破
状
態
で
戻
つ
て
き
た
の
は
少
な
く
、
大
抵
は
修
理
出
来
な

い
程
度
に
大
破
損
し
た
の
で
途
中
で
投
げ
捨
て
ヽ
き
た
。

手
袋
　
略
舵
七
の
薄
手
の
五
本
指
の
も
の
三
つ
っ
毛
絲
あ
み
ス
キ
ー
手
袋

一
つ
ゝ
犬
毛
皮
の
一
本
指
の
手
袋

一
つ
を
持
つ
て
ゐ
た

冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五五
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冬
の
白
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〓六

が
、
大
抵
二
枚
も
あ
れ
ば
大
丈
夫
で
あ
つ
た
が
Ｄ
架
設
作
業
や
ｒ
荷
造
り
を
手
偉
は
さ
れ
る
と
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
穴
が
あ
く
の
で

取
替
品
を
必
要
と
し
た
。

テ
ン
ト
ヽ
大
き
な
の
を
三
つ
、
小
二
つ
、
外
に
飛
行
機
か
ら

τ
つ
き
て
三
つ
・、
都
合
六
つ
あ
つ
た
。
虚
項
嶺
で
は
一
番
大
き
い
テ

ン
ト
に
全
員
ね
て
ゐ
た
が
、
少
し
窮
屈
で
あ
つ
た
。
К
に
移
つ
て
か
ら
は
二
つ
は
り
Ｏ
ｏＢ
と
現
役
と
分
れ
、
外
に
朝
鮮
人
夫
三
名
宛

を
容
れ
て
ゐ
た
。
食
事
、協
議
な
ど
は
０
・Ｂ
の
テ
ン
ト
の
方
で
や
つ
た
。
外
に
倉
庫
用
に
持
つ
て
き
た
テ
ン
ト
は
虚
項
嶺
で
は
人
夫

が
は
い
り
К
で
は
守
備
隊
と
警
官
隊
が
使
用
し
た
。
テ
ン
ト
は
輸
途
の
使
宜
上
な
る
べ
く
薄
地
の
も
の
を
撰
び
ｂ
張
り
方
を
工
夫
じ

て
、
生
地
の
薄
い
の
を
補
張
し
た
。
印
ち
落
葉
松
の
細
く
て
長
い
の
を
撰
ん
で
こ
れ
で
フ
レ
ー
ム
を
作
り
，
そ
れ
に
テ
ン
ト
を
つ
り

下
げ
て
縛
り
つ
け
る
の
で
あ
る
。
架
設
の
と
き
は
少
々
厄
介
だ
が
一
度
張
つ
て
し
ま
ふ
と
長
い
間
は
り
つ
ゞ
け
て
ゐ
て
も
た
る
ん
だ

り
、
傾
い
た
り
し
な
い
の
で
却
つ
て
世
話
が
な
い
。
そ
れ
に
品
り
下
げ
式
の
テ
ン
ト
だ
と
、
内
側
に
は
ポ
ー
ル
が
な
い
の
で
大
憂

ひ
ろ
び
ろ
と
し
て
ゐ
る
。
К
は
二
張
Ｌ
も
こ
の
式
で
あ
つ
た
。
ベ
ン
テ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
は
何
も
な
か
つ
た
が
、
そ
れ
で
別
段
ど
う

も
な
か
つ
た
。
た
ゞ
ス
ト
ー
ブ
の
煙
突
か
ら
出
た
人
の
粉
が
テ
ン
ト
の
上
に
落
ち
る
と
ｂ
す
ぐ
に
燒
け
、
そ
れ
が
見
る
ノ
ヽ
う
ち
に

す
つ
―
と
燒
け
横
つ
て
ゆ
く
，
そ
の
度
毎
に
肩
車
を
し
て
浩
す
の
で
あ
る
が
貴
に
際
限
が
な
か
つ
た
。
煙
突
に
い
ろ
ノ
ヽ
と
工
夫
を

加
へ
て
大
分
良
く
な
つ
た
が
、
そ
れ
で
も
撤
牧
す
る
こ
ろ
に
は
煙
突
の
附
近
の
屋
根
は
布
地
よ
り
も
焼
け
て
ブ
ラ
ン
ク
に
な
つ
て
ゐ

る
所
の
面
積
の
方
が
大
に
な
つ
た
位
で
あ
る
。
布
地
の
防
水
加
工
は
必
す
不
燃
性
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
肝
要
と
思
つ
た
。
現
に
古

い
方
の
テ
ン
ト
は
大
正
十
何
年
か
の
春
に
三
高
が
奉
黒
部
の
東
澤
へ
は
い
る
と
き
に
作
ら
れ
た
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
に
こ

げ
は
し
な
か
つ
た
。

ＣＩ
ｔ
側
は
と
も
に
回
形
テ
ン
ト
ー
ー
正
し
く
い
へ
ば
六
角
型
―
‐―
を
用
み
た
。
こ
れ
は
一
九
三
三
年
の
エ
ヴ

，ェ
レ
ス
ト
登
山
に
用
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ひ
ら
ね
た
も
の
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
直
径
は
ＣＩ
は
十
三
尺
Ｄ
側
は
十
尺
と
し
た
。
高
さ
は
テ
ン
ト
の
中
で
立
て

る
や
う
に
と
い
ふ
の
で
雨
方
と
も
五
尺
五
寸
位
と
し
た
。
，牧
容
人
員
は
十
人
と
八
人
位
が
せ
い
ス
ヽ
で
五
、
六
人
で
あ
れ
ば
ゆ
つ
く

り
し
て
ゐ
る
。
二
重
張
り
で
ゝ
生
地
は
通
稀
バ
ル
ー
ン
シ
ル
ク
と
い
ふ
も
の
を
用
ひ
た
。
、グ
ラ
ン
ド
シ
ー
ツ
は
テ
ン
ト
に
縫
ひ
つ
け

て
あ
る
一
フ
レ
ー
ム
は
竹
で
あ
る
が
、
竹
を
三
枚
は
り
合
せ
た
も
の
を
用
ひ
た
。
外
側
は
六
方
へ
綱
を
は
り
こ
れ
で
補
張
を
す
る
。・

こ
の
テ
ン
ト
は
軽
く
．
牧
容
力
も
大
で
あ
り
、
そ
れ
で
ゐ
て
内
側
が
廣
く
用
ひ
ら
れ
る
。
丸
型
で
あ
る
か
ら
風
に
も
大
憂
張
い

し
一
ｍ
な
ど
は
六
日
五
晩
張
風
に
吹
き
曝
さ
れ
通
し
で
あ
つ
た
が
、
ど
う
も
な
か
つ
た
。
あ
の
風
の
張
い
定
界
碑
附
近
で
は
、
こ
の

テ
ン
‥―、
が
な
か
つ
た
ら
相
嘗
苦
じ
め
ら
れ
て
ゐ
た
事
で
あ
ら
う

・。
こ
れ
に
は
ス
ト
ー
ブ
そ
の
他
の
焼
房
具
は
な
い
。
田
で
は
テ
ン
ト

の
内
で
炊
事
し
て
ゐ
た
。
外
は
風
が
つ
よ
く
雲
を
と
り
に
出
る
の
が
せ
い
ム
ヽ
で
あ
つ
た
か
ら
。
ＣＩ
ｍ
に
は
炊
事
に
ガ
ソ
リ
ン
コ
ン

ロ
が
二
つ
宛
配
世
し
て
あ
る
。

シ
ュ
ラ
ー
フ
ザ
ッ
ク
　
試
験
の
意
味
も
あ
つ
た
の
で
い
ろ
／
ヽ
の
種
類
の
も
の
を
も
つ
て
行
つ
た
。

員
綿
　
六
百
匁
の
員
綿
を
入
れ
袋
の
生
地
は
絹
納
で
そ
の
上
は
防
水
布
で
包
ん
だ
。
下
に
カ
ボ
ッ
ク
を
敷
く
。

翡
根
蒲
国
　
普
通
の
効
根
蒲
国
で
そ
の
上
を
防
水
布
で
包
ん
で
あ
る
。
こ
れ
も
背
中
は
カ
ボ
ッ
ク
を
敷
く
。

〕県
綿
と
毛
皮
　
一二
百
匁
の
員
綿
を
失
張
り
絹
紬
の
袋
の
中
に
入
れ
、
こ
の
袋
を
更
に
毛
度
の
寝
袋
の
内
側
に
入
れ
る
。
こ
の
毛
皮

に
は
大
と
の
ろ
し
か
と
玲
羊
の
三
通
り
あ
つ
た
。

防
基
や
寝
心
地
の
み
に
つ
い
て
い
へ
ば
員
綿
と
毛
皮
の
コ
ン
ビ
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
が
最
も
よ
く
ゝ
翡
根
が
一
番
人
気
が
な
か
つ

た
。
今
度
の
基
さ
で
は
買
綿
だ
け
の
袋
で
も
充
分
で
あ
つ
た
。
服
を
す
つ
か
り
腕
い
で
シ
ぉ
ツ
と
ズ
ボ
ン
だ
け
に
な
つ
て
は
い
つ
て

ゐ
た
が
。
そ
れ
で
も
寒
さ
の
た
め
に
目
が
さ
め
た
事
な
ど
は
別
に
な
か
つ
た
や
ヶ
だ
。
α
ｍ
で
も
、
そ
れ
で
充
分
安
眠
出
来
た
。
今

冬
の
白
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二七
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条
ら
自
頭
山
　
宮
崎‥　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五ハ

度
の
山
は
塞
氣
が
乾
燥
し
て
ゐ
た
の
で
員
綿
の
袋
が
大
成
功
で
あ‐
つ
た
が
っ
他
の
地
方
の
山
で
も
こ
れ
と
同
等
の
成
績
を
期
待
し
て

良
い
か
ど
う
か
は
ま
だ
解
決
さ
れ
て
ゐ
な
い
や
う
だ
。

懐
壇
　
各
種
の
懐
燿
を
比
較
し
て
み
た
が
結
局
七
一臓
懐
燎
と
い
ふ
の
を
持
つ
て
行
つ
た
。
懐
燎
友
は
三
千
も
き
て
ゐ
た
。
ど
う
も

人
持
ち
が
悪
く
。
そ
の
世
話
が
厄
介
で
あ
つ
た
。
天
池
隊
が
宗
徳
寺
で
二
晩
ビ
ヮ
ー
ク
し
た
と
き
は
相
営
活
用
さ
れ
た
ら
し
い
が
ゝ

そ
の
他
で
は
必
要
な
か
つ
た
の
で
殆
ん
ど
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
し
か
し
懐
燎
は
今
後
も
つ
と
弘
く
活
用
さ
れ
て
も
い
ヽ
も
の

で
あ
ら
う
。

ラ
ン
プ
　
ラ
テ
ル
ネ
も
ハ持
つ
て
行
つ
た
が
こ
れ
は
豫
備
で
っ
昭
明
用
と
し
て
は
ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
マ
ン
ト
ル
白
熱
燈
を
つ

け
て
ゐ
た
。
こ
の
ラ
ン
プ
は
大
三
、
小
一
で
三
百
燭
光
と
Ｄ
二
燭
光
と
か
で
っ
と
に
か
く
明
る
か
つ
た
し
。
ま
た
些
と
し
た
慢
房
に

も‥
な
る
。
ＣＩ
で
は
テ
ン
ト
も
小
さ
い
の
で
大
分
焼
ま
つ
た
。
こ
れ
で
除
員
の
気
持
ち
も
随
分
期
か
に
な
つ
た
し
ゝ
凌
ぎ
よ
く
も
あ
つ

た
。
ラ
ン
プ
や
コ
ン
ロ
用
の
ガ
ソ
リ
ン
は
四
罐
持
つ
て
行
つ
た
。

電
燈
　
夜
間
行
進
用
と
し
て
耐
寒
電
池
と
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
を
各
自
持
つ
て
を
り
、
替
電
池
も
澤
山
運
び
上
げ
た
。
釧
で
は
こ
の
電

燈
を
照
明
用
に
つ
け
て
ゐ
た
。

ラ
デ
オ
　
ラ
ヂ
オ
用
品
は
配
と
ＣＩ
に
澤
山
き
て
ゐ
た
。
私
は
こ
の
方
面
の
こ
と
は
一
向
に
判
ら
な
い
が
結
局
キ
ャ
ム
プ
間
の
連
絡

は
不
結
果
に
了
り
ゝ
た
ゞ
京
城
放
途
局
の
気
象
通
報
や
ら
、
支
那
の
放
途
唱
歌
を
聞
い
た
位
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
ＣＩ
へ
は
随
分
重
い

思
ひ
を
さ
ゝ
れ
て
運
ん
だ
の
だ
が
ど
う
も
残
念
で
な
ら
な
か
つ
た
。

貪
糧
　
主
食
は
米
に
よ
る
こ
と
ヽ
し
ミ
ル
ク
バ
ン
を
補
助
食
と
し
た
。
山
中
で
洗
米
の
煩
を
避
け
る
た
め
水
品
米
を
買
ひ
入
れ
て

一
石
も
つ
て
行
つ
た
。
中
食
は
ミ
ル
ク
パ
ン
に
し
、
側
は
朝
と
書
は
パ
ン
と
い
ふ
こ
と
に
し
て
ゐ
た
。
米
は
流
石
に
美
味
か
つ
た
。
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丁
度

一
石
要
つ
た
。
人
夫
達
に
は
恵
山
鎮
で
米
を
八
斗
買
ひ
入
れ
ぅ
間
も
な
く
更
ら
に
一
石
二
斗
を
追
加
し
た
が
。
こ
れ
は
二
斗
ば

か
り
残
つ
た
。
α‐
で
は
米
を
炊
く
の
に
墜
力
鍋
を
用
ひ
た
。

酒
　
理
化
學
研
究
所
で
特
に
作
つ
て
も
ら
つ
た
五
０
％
の
ウ
イ
ス
キ
ー
一
斗
．
そ
の
他
に
ラ
ム
。
ジ
ン
な
ど
が
取
り
交
ぜ
十
本
ほ

ど
持
つ
て
行
つ
た
Ｏ
ホ
ッ
ト
レ
モ
ン
や
ホ
ッ
ト
オ
レ
ン
デ
の
素
を
作
つ
て
も
ら
つ
て
持
つ
て
行
つ
た
。
卸
ち
こ
れ
を
少
し
コ
ッ
プ
に

入
れ
湯
を
注
ぐ
と
ホ
ッ
ト
レ
モ
ン
な
り
ゝ
ホ
ッ
ト
オ
レ
ン
デ
が
出
来
る
、
こ
れ
に
砂
糖
を
入
れ
て
の
む
の
で
あ
る
。
と
も
に
結
果
は

良
好
で
あ
つ
た
が
オ
レ
ン
デ
の
方
が
特
に
美
味
か
つ
た
。

み
そ
は
陸
軍
の
粉
末
味
噛
で
、
醤
油
は
三
河
の
大
津
屋
の
醤
油
の
素
を
持
つ
て
行
つ
た
、
何
れ
も
好
成
績
で
あ
つ
た
。

副
食
物
は
主
と
し
て
乾
物
、
罐
詰
、
乾
燥
野
架
等
で
あ
つ
た
。
乾
物
は
和
布
ｂ
椎
茸
ゝ
高
野
豆
腐
，
干
瓢
ぅ
湯
葉
等
で
別
に
附
言

す
る
こ
と
は
な
い
。

罐
詰
　
食
料
品
店
で
買
ひ
入
れ
た
も
の
と
大
學
農
學
部
で
作
つ
た
も
の
と
あ
る
。
買
ひ
入
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
亦
附
言
す

る
要
は
な
い
。
大
學
で
作
つ
た
麒
詰
は
ベ
ー
コ
ン
ゝ
チ
キ
ン
の
ト
マ
ト
煮
、
チ
キ
ン
、
焼
豚
の
四
種
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
よ
い
材
料

を
仕
入
れ
て
も
大
學
で
食
堂
を
経
営
し
て
ゐ
る
ア
ヅ
マ
ヤ
の
主
人
に
調
理
し
て
も
ら
ひ
Ｄ
農
學
部
の
誉
養
學
教
室
で
罐
詰
に
し
て
も

ら
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
薄
味
が
つ
け
て
あ
り
っ
ラ
イ
ス
カ
レ
ー
．
ス
ー
プ
。
煮
付
等
何
の
材
料
と
し
て
も
使
み
う
る
や
う
に

し
て
あ
る
。
こ
れ
が
何
れ
も
大
好
評
を
博
じ
ゝ
副
食
物
と
し
て
は
殆
ん
ど
こ
れ
を
食
べ
て
ゐ
た
。
そ
れ
だ
の
に
少
し
も
飽
い
て
こ
な

か
つ
た
。
そ
れ
の
み
か
。
そ
れ
が
あ
つ
た
の
で
食
物
に
は
一
向
不
自
由
せ
す
。
山
で
よ
く
起
り
勝
ち
な
何
を
喰
つ
て
見
た
い
と
い
ふ

や
う
な
食
慾
も
殆
ん
ど
起
ら
な
か
つ
た
。

乾
燥
野
楽
　
矢
張
り
大
學
の
農
學
部
で
作
成
し
た
。
今
度
持
つ
て
ゐ
つ
た
種
類
は
蓬
蓮
草
。
人
参
．
牛
芳
。
自
楽
、
葱
ｂ
玉
葱
じ

冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
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冬
の
自
頭
山
　
宮
崎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一６

林
檎
ゝ
馬
鈴
薯
Ｄ
澤
庵
漬
で
あ
つ
た
。
何
れ
も
低
温
乾
燥
し
て
あ
り
ｂ
螢
養
分
は
損
は
れ
て
ゐ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
使
用
の

牛
日
ほ
ど
前
か
ら
水
に
浸
し
て
お
く
と
殆
ん
ど
原
状
に
回
復
し
ゝ
口
あ
た
り
、
味
ひ
等
も
大
催
に
お
い
て
よ
く
。
う
つ
か
り
食
べ
て

ゐ
る
と
こ
わ
が
乾
燥
野
二栗
だ
と
は
氣
が
つ
か
な
い
ほ
ど
で
あ
つ
た
。
た
ゞ
そ
の
香
で
あ
る
が
こ
れ
ば
か
り
は
ど
う
と
も
致
し
方
が
な

か
つ
た
。
牛
芳
．
人
参
い
白
英
等
が
こ
と
に
成
績
よ
く
葱
は
や
ゝ
劣
つ
て
ゐ
た
や
う
だ
。
乾
燥
野
楽
は
目
方
が
軽
く
な
り
、
嵩
が
低

く
な
る
の
で
輪
途
上
大
憂
便
利
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
長
日
間
の
貯
蔵
に
も
よ
く
耐

へ
興
味
腐
敗
の
虞
が
な
い
の
で
、
そ
の
用
途

は
可
な
り
弘
い
も
の
ゝ
や
う
に
思
は
れ
る
。
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ダ
オ

ル
ク
・
ジ
ム
メ
ル
の

「デ
ｆ

ア
ル
ペ

ン
」

を
め
ぐ
り
て

辻
　
　
　
荘

　

　

一

昭
和
十
年
二
月
十
四
日
第
六
十
五
個
小
集
會
に
於
け
る
講
演
を
骨
子
と
し
た
る
も
の

（
編
者
）

ジ
ム
メ
ル
が
稀
に
見
る
多
方
面
的
哲
學
者
で
あ
る

こ
と
は
、
彼
の
著
作
目
鋒
に
よ
つ
て
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
．
そ
れ
よ
り
も

‐
フ
イ
ロ
ゾ
フ
イ
ツ
シ
エ
　
ク
ル
ト

‐ウ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　

・
　

　

　

　

，
　
　
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
ブ
レ
エ
メ
　
デ
ア
　
ゲ
シ
ヒ
ツ
フ
イ
ロ
ゾ
フ
イ

「
哲

學

的

文

化
」
な
る
論
文
集
を
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
る
方
が
ゝ
更
に
便
利
で
あ
ら
う
。
彼
は

「
歴
史

哲
學

の
諸

問
題
」

を
、「
貨

幣

の

哲

學
」
を
書
い
た
と
同
時
に
上
記
の
小
論
文
に
お
い
て
、
或
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
、

ロ
ダ
ン
を
論
じ
ｔ
或
は
流

行
ず
胃
瞼
を
論
じ
ｂ
更
に
ニ
ケ
ッ
ト
リ
イ
を
論
じ
て
っ
あ
ら
ゆ
る
文
化
現
象
を
ぅ
彼
獨
自
の
哲
學
的
立
脚
粘
か
ら
論
じ
去
り
、
論
き

末
る
あ
た
り
ゝ
責
に
彼
の
頭
脳
の
犀
利
に
し
て
か
つ
廣
大
な
る
を
ｂ
あ
リ
ノ
ヽ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
る
や
う
な
氣
が
す
る
。
こ
の
如
き

傾
向
は
賛
に
彼
が
そ
の
営
時
に
お
い
て
は
未
だ
そ
れ
ほ
ど
流
行
語
と
し
て
通
用
し
な
か
つ
た
所
の
ゝ
生
哲
學
の
研
究
者
の

一
人
で
あ

る
こ
と
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
従
つ
て
彼
の
諭
き
末
る
虎
は
す
べ
て
生
哲
學
の
立
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
つ

て
、
今
そ
れ
に
つ
、い
て
考
へ・ん
と
す
る
彼
の
山
岳
論
　
デ
ィ
。ア
ル
ペ
ン
」
も
ｂ
こ
の
小
論
文
集
に
お
さ
め
ら
れ
て
、
同
じ
立
場
か
ら

考
へ
つ
ら
ぬ
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
幸
う
じ
て
数
頁
に
二
る
小
論
文
は
北
川
淳

一
郎
氏
編

「
四
國
ア
ル
プ
ス
」
の
う
ち
に
．
大
意
が
抄
講
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
．

含
鼻
黒

・田
氏
の
高
教
に
よ
つ
て
如
り
得
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
精
護
す
る
暇
が
典
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
故
に
、
こ
の
少
文
は
氏
の
努

ゲ
ナ
ル
ク
・ジ
ム
メ
ル
の
「デ
イ
・ア
ル
ペ
ツ
」
を
め
ぐ
り
、́
　
辻ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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ゲ
ナ
ル
ク
・ジ
ム
メ
ル
の
「
デ
ィ
・ア
ル
ベ
ン
」
を
め
ぐ
り
て
　
一辻
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六一一

カ
に
比
し
て
屋
上
屋
を
架
す
る
愚
拳
と
な
り
了
る
こ
と
を
私
か
に
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ｂ
今
は
一
度
私
見
を
陳
べ
て
大
方
の
叱
正

を
ま
つ
の
勇
を
政
え
て
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
北
川
氏
は
ジ
ム
メ
ル
を
目
し
て
新
カ
ン
ト
派
の
哲
學
者
で
あ
る
と
し
て
居
ら
れ

る
や
う
に
見
う
け
ら
れ
る
が
。自
分
は
始
め
に
陳
べ
た
如
く
、別
の
立
脚
貼
に
よ
つ
て
彼
を
生
哲
學
者
の
一
人
に
見
な
し
度
い
．
と
云

ふ
の
は
彼
が
好
ん
で
用
ふ
る
鼎
證
法
を
も
つ
て
．
彼
の
方
法
論
の
中
心
で
あ
る
と
見
た
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
全
く
枝
葉

ケ
ンヒツフイ
ロゾ
フイ
デ
ア
ゲ
ェゲ
ン

の
問
題
で
あ
り
ゝ
彼
の
山
岳
観
と
は
直
接
に
関
係
な
き
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
カ
ウ
フ
マ
ン
編

「
現

代

の
歴
史

哲

學
」
を
参
看
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
み
、
こ
の
黙
に
立
入
る
こ
と
を
避
け
て
．
直
ち
に
彼
の
山
岳
概
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
し
か

し
彼
の
山
岳
親
を
単
に
紹
介
す
る
に
止
ま
ら
す
し
て
、
彼
の
思
想
の
う
ち
ゝ
自
分
の
考
と
相
容
れ
な
い
黙
が
あ
る
故
に
彼
を
批
評
す

る
態
度
を
取
ら
う
と
思
ふ
。
然
ら
ば
果
し
て
自
分
に
一
定
の
山
岳
観
が
あ
る
か
否
か
を
よ
く
吟
味
す
る
こ
と
は
第

一
の
義
務
で
あ

る
。
自
分
は
未
だ
欧
洲
ア
ル
プ
ス
の
景
観
に
接
し
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
純
粋
の
水
彗
的
景
観
の
間
に
身
を
置
い
た
こ
と
も
な
い
。

か
ゝ
る
経
歴
の
も
の
が
山
岳
景
観
に
つ
い
て
の
一
家
言
を
作
す
こ
と
は
軽
卒
の
嫌
が
な
い
で
も
な
い
が
．幸
に
し
て
我
々
人
間
に
は
、

か
な
り
の
鮎
ま
で
他
人
の
経
験
を
了
解
す
る
と
云
ふ
能
力
が
典
へ
ら
れ
て
ゐ
て
も
多
く
の
登
山
者
が
か
ヽ
る
境
地
に
身
を
置
い
た
時

の
感
銘
を
ゝ
文
章
や
言
語
を
と
ほ
し
て
よ
く
了
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
勿
論
あ
る
種
の
人
格
に
は
こ
の
種
の
了
解
が
全

然
不
可
能
な
こ
と
も
あ
る
が
。
自
分
は
幸
に
し
て
山
を
愛
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
は
敢
え
て
人
後
に
落
ち
な
い
つ
も
り
で
あ
る
故

に
も
直
接
の
経
験
は
貧
翡
で
あ
ら
う
が
．
山
岳
景
観
を
諭
く
資
格
に
お
い
て
企
然
快
如
し
て
ゐ
る
と
は
考
へ
な
い
。

か
ゝ
る
方
法
に
よ
つ
て
考
へ
ら
れ
た
る
自
分
の
山
岳
親
を
あ
ら
か
じ
め
開
陳
し
て
お
く
こ
と
は
論
の
順
序
と
し
て
鋏
く
べ
か
ら
ぎ

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
今
そ
れ
を
喋
々
す
る
ま
で
も
な
く
「
ジ
ム
メ
ル
に
開
す
る
自
分
の
考
を
陳
べ
る
に
営
つ
て
自
ら
明
ら
か
に

な
つ
て
行
く
で
あ
ら
う
し
。
ま
た
特
に
必
要
と
せ
ら
れ
る
向
は
自
分
の
今
ま
で
に
典
へ
ら
れ
た
機
合
に
書
き
く
だ
し
た
も
の
を
参
看
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せ
ら
れ
る
こ
と
を
の
ぞ
む
。

ジ
ム
メ
ル
が
風
景
を
論
じ
た
機
含
は
こ
の

「
デ
ｒ
ア
ル
ペ
ン
」
の
み
で
な
く

「
デ
ｒ
ル
イ
イ
ネ
」
が
あ
る
。
夙
に
谷
川
徹
三
氏
は

こ
の
論
文
の
趣
意
に
よ
つ
て

「
山
」
と
題
す
る
一
論
文
を
も
の
し
。
日
本
の
山
岳
景
観
の
代
表
た
る
富
士
山
の
美
を
読
明
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る

（一論
文
集

「感
傷
と
反
省
」
所
載
）
。
こ
の
敬
服
す
べ

，き
考
察
に
お
い
て

一
デ
／
ア
ル
ベ
ン
」
を
援
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
．
山
の
構
成
を
、
上
に
響
え
立
た
む
と
す
る
力
と
も
こ
れ
を
み
き
た
ほ
さ
ん
と
す
る
力
と
の
釣
合
に
よ
つ
て
諭
明
せ
ん
と

す
る
所
は
主
と
し
て

「
デ
ｒ
ル
イ
イ
ネ
」
に
依
つ
た
と
思
は
れ
る
貼
で
あ
つ
て
。
山
と
人
間
と
の
つ
な
が
り
は
、
こ
の
二
つ
の
力
を

所
縁
と
し
て
成
立
す
る
と
パ
こ
の
論
文
、
特
に
谷
川
氏
の
解
澤
に
よ
れ
ば
じ
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

「
デ
ｒ
ア
ル
ベ
ン
」

に
お
け
る

，ジ
ム
メ
ル
の
諭
は
更
に
汎
く
な
つ
て
ゐ
て
。
人
と
山
と
の
つ
な
が
り
を
種
々
の
契
機
に
よ
つ
て
求
め
て
ゐ
る
。
す
で
に

「
山
」
に
お
い
て
も
こ
の
意
が
じ
る
さ
れ
て
あ
る
が
、
自
分
は
こ
の
黙
を
更
に
張
調
し
て
。
主
と
し
て
こ
の
論
文
に
よ
つ
て
考
へ
て

見
た
い
と
思
ふ
。

彼
は
先
づ
山
岳
の
大
き
さ
な
る
黙
に
つ
い
て
の
省
察
か
ら
論
を
引
き
出
す
。
従
来
の
美
學
諸
諭
に
お
い
て
は
．
形
の
大
き
さ
は
あ

ま

・
り
問
題
に
せ
ら
れ
す
ゝ
主
と
し
て
形
式
上
の
釣
合
等
に
よ
つ
て
．
も
の
の
形
の
美
し
さ
が
訟
か
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
つ
た
が
。
彼

は
こ
の
形
式
上
の
諸
契
機
に
大
き
さ
を
加
へ
や
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
従
前
の
形
式
美
學
の
と
く
が
如
く
っ
も
の
の
か
た
ち
の

美
し
さ
が
革
に
釣
合
や
線
の
う
ご
き
方
等
の
み
で
識
明
さ
れ
得
る
な
ら
ば
、
ミ
ケ
ラ

・ン
ジ
ェ
ロ
の
亘
大
な
ダ
ヴ
ィ
デ
の
像
を
そ
の
釣

合
の
ま
ゝ
小
型
に
ち
ゞ
む
る
も
な
ほ
そ
の
美
を
保
存
す
る
こ
と
と
な
り
ゝ
全
く
事
責
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
故
に
　ゝ
一
の
形
式
的
美

は
つ
ね
に

ヽ
そ
の
形
式
が
成
立
せ
る
大
き
さ
を
度
外
醜
す
る
こ
と

・は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
物
中
の
あ
る
も
の
は
殆
ん

ど
た
の
大
き
さ
の
制
限
を
う
け
な
い
も
の
が
あ
る
之
彼

‐
は
云
ふ
。
そ
れ
は
印
ち
人
催
で
あ
る
。
人
性
の
美
に
つ
い
て
古
末
か
ら
多
数

ゲ
ナ
ル
ク
・ジ
ム
メ
ル
の

「
デ
ィ
・
ア
ル
ベ
ン
」
を
め
ぐ
り
て
　
辻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
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ダ
オ
ル
ク
・ジ
ム
メ
ル
の

「
デ
ィ
・ア
々
ベ
ン
」
を
め
ぐ
り
て

「辻
十　
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の
説
明
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
が
り
こ
れ
に
は
人
性
の
絶
封
的
大
き
さ
は
殆
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
ゐ
な
い

・程
、
人
鎧
は
大
小
の
形
に
或
は

仲
大
し
ゝ
或
は
縮
少
し
て
も
そ
の
特
有
の
形
式
美
は
憂
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
人
催
像
は
大
小
と
り
ど
り
に
藝
術
品
と
し

て
成
立
し
得
る
。
大
は
奈
良
の
大
佛
よ
り
小
は
人
形
に
至
る
迄
そ
れ
ら
は
人
性
と
し
て
の
美
し
さ
を
失
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
反
し
て
山
岳
は
そ
の
ま
ゝ
の
大
き
さ
で
な
く
て
は
そ
の
固
有
の
感
銘
を
典
へ
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
彼
は
断
言
す
る
。
こ
の
断
言

は
卸
ち
山
岳
を
造
形
美
術
の
封
象
と
な
す
こ
と
の
不
可
能
を
同
時
に
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
黙
に
注
意
す
れ
ば
彼
の
言
は
や
ゝ

疑
は
し
く
響
く
如
く
感
ぜ
ら
れ
な
い
で
は
な
い
Ｐ
卸
ち
我
ら
は
セ
ガ
ン
テ
ィ
ニ
を
有
し
。
ホ
ド
ラ
ア
を
有
す
る
。
こ
れ
は
皆
山
を
描

い
て
成
功
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
ジ
ム
メ
ル
は
こ
れ
に
封
し
て
云
ふ
、
こ
れ
ら
有
名
の
山
岳
書
家
は
種
力
の
技
巧
に

よ
つ
て
、
山
の
大
き
さ
を
直
接
な
ら
す
、
間
接
に
カ
ン
プ
ス
に
う
つ
す
か
ゝ
或
は
大
き
さ
を
描
き
出
す
こ
と
を
避
け
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
部
ち
自
然
物
の
う
ち
に
お
い
て
人
性
と
山
岳
は
大
き
さ
の
貼
に
つ
い
て
は
封
瞭
的
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
位
置
づ

け
の
根
本
の
理
由
は
今
更
誘
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
人
間
と
山
岳
と
の
、
人
間
に
封
す
る
位
置
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

一
日
し

て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
部
ち
我
々
は
人
間
で
あ
る
が
故
に
、
人
間
の
形
は
最
も
親
し
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
大
小
如
何
に
係
ら
す
人

間
と
し
て
ｂ
仲
間
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
か
つ
人
間
の
形
は
あ
ら
ゆ
る
貼
に
お
い
て
自
然
物
中
最
も
幣
然
た
る
釣
合
の
形
式

を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
ぅ
こ
の
形
式
上
の
整
頓
は
、
大
き
さ
の
制
肘
を
う
く
る
に
は
、
あ
ま
り
に
強
力
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
の
契
機
［
帥
ち
親
熟
と
形
式
の
整
頓
に
よ
つ
て
．
人
性
は
大
小
の
大
き
さ
の
間
を
融
通
無
碍
に
往
末
し
得
る
が
、
山
か
ら

一
度

そ
の
大
き
さ
を
奪
へ．ば
そ
の
固
有
の
性
質
を
大
ふ
。
こ
の
理
由
は
■
に
出
岳
が
無
形
式
な
る
に
よ
．る
と
彼
は
云
ふ
。
人
性
の
形
式
美

は
既
に
先
人
が
磯
見
し
た
る
如
ぐ
．
そ
の
輸
廓
線
の
流
麗
‐
各
部
分
の
長
さ
の
均
衡
、
類
形
の
反
復
．
又
は
場
合
に
よ
つ
て
は
左
右

均
齊
に‐
よ
つ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
山
岳
は
富
士
山
の
如
き
特
殊
の
場
合
の
外
ゝ
こ
れ
ら
の
條
件
に
殆
ん
ど
適
合
し
な
い
。
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こ
の
故
に
山
岳
は
無
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
す
人
性
に
お
い
て
は
常
に
肉
が
骨
格
を
包
み
ゝ
物
理
的
器
械
的
構
成
の
あ
と
を

止
め
な
い
が
、
山
岳
に
お
い
て
は
大
小
の
岩
石
が
無
秩
序
に
積
み
上
げ
ら
れ
ｂ
骨
格
が
露
出
し
、
そ
れ
に
鯛
る
れ
ば
傷
を
う
く
る
の

憂
を
抱
か
し
め
る
。
山
岳
は
革
に
無
形
式
な
る
に
止
ま
ら
す
し
て
、
形
式
を
積
極
的
に
破
壌
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
す
ら
示
す
も
の
で

あ
る
。

か
ゝ
る
性
質
、
卸
ち
無
形
式
そ
の
も
の
の
如
き
山
岳
が
な
ほ
一
種
の
力
を
有
し
て
そ
の
形
式
的
美
を
感
ぜ
し
む
る
は
貸
に
そ
れ
が

Ｅ
大
な
る
が
故
で
あ
る
。
亘
大
な
る
も
の
は
、
彼
に
従
へ
ば
超
時
間
的
で
あ
る
。
超
時
間
性
は
す
な
は
ち
静
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
互
大
な
る
山
岳
に
封
す
る
時

　ゝ
一
種
の
落
着
か
ぎ
る
心
持
、
無
力
、
不
安
を
感
ぜ
す
に
は
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か

つ
こ
の
超
時
間
性
の
静
と
不
安
と
は
い
づ
れ
も
自
己
の
心
内
に
お
け
る
直
接
の
経
験
で
は
あ
る
故
に
、
こ
の
全
然
相
反
せ
る
二
つ
の

生
活
感
情
が
互
に
闘
争
し
て
ゐ
る
状
態
を
経
験
し
ｂ
更
に
山
岳
そ
の
も
の
の
う
ち
に
此
の
二
つ
の
感
情
が
綜
合
さ
れ
て
ゐ
る
と
親
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
綜
合
に
山
岳
の
力
が
存
し
、
こ
の
力
の
故
に
我
ら
は
山
を
美
と
見
出
し
。
そ
れ
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ら

う
。
美
術
史
論
者
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ア
の
誘
を
借
り
来
る
な
ら
ば

我ゝ
ら
は
山
岳
の
超
時
間
的
静
的
契
機
に
開
し
て
は
感
情
移
入
を
な
し
ｂ

山
岳
の
我
々
に
典
ふ
る
不
安
の
印
象
は
ぅ
こ
の
不
安
を
除
く
も
の
と
し
て
山
岳
を
抽
象
し
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
複
雑
な
る
。
相
反

せ
る
要
素
を
ふ
く
む
所
の
催
験
は
責
に
山
岳
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
解
し
末
る
時
我
ら
が
山
岳
に
封
し
て

感
す
る
特
有
の
感
情
は
ジ
ム
メ
ル
に
よ
つ
て
巧
み
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
る
を
褒
見
す
る
の
で
あ
る
。
山
岳
の
有
す
る
材
料
性
ｂ
換
言

す
れ
ば
骨
格
の
露
骨
せ
る
黙
に
開
す
る
物
を
そ
ろ
し
さ
を
彼
は
不
安
の
感
情
の
基
礎
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
っ
こ
れ
も
勿
論

一
契

機
を
な
す
に
は
相
違
な
い
、し
か
し
そ
れ
に
も
優
つ
て
山
岳
に
封
す
る
自
己
の
無
力
よ
り
褒
す
る
不
安
の
方
が
更
に
大
で
あ
り
。
こ
れ

と
か
れ
と
が
直
ち
に
融
合
し
て
一
の
よ
り
大
な
る
不
安
の
感
情
を
醸
し
出
す
で
あ
ら
う
こ
と
は
容
易
に
看
取
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
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ジ
ム
メ
ル
の
こ
の
考
へ
方
は
極
め
て
暗
示
に
富
ん
で
ゐ
る
。
こ
の
静
と
不
安
と
の
鼎
證
法
的
な
関
係
以
前
に
湖
る
な
ら
ば
ギ
と
め

二
つ
の
契
機
の
封
立
は
貴
に
所
謂
静
観
的
登
山
と
攻
撃
的
登
山
と
の
封
立
を
示
唆
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
し
あ
る
登
山
者
が
主

と
し
て
超
時
間
的
な
山
を
の
み
見
て
ゝ
そ
の
不
易
な
る
黙
に
自
己
の
精
神
の
動
格
を
托
し
て
解
消
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
彼
は
所
謂
静
一

槻
派
と
な
る
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
山
岳
の
不
易
の
方
面
を
見
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
。
そ
の
人
は
あ
ま
り
山
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な

い
し
。
ま
た
あ
ま
り
陰
阻
な
山
に
登
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
行
篤
は
そ
の
登
山
者
を
苦
し
め
る
こ
と
で
あ
り
っ

従
つ
て
山
岳
に
封
し
て
攻
撃
的
に
行
鶯
せ
し
め
な
い
で
は
お
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
延
い
て
は
登
山
者
は
精
紳
上
の
怠
惰
を
末
す
お

そ
れ
が
十
分
に
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
か
ゝ
る
人
は
行
鶯
せ
ぎ
る
故
に
常
に
山
岳
か
ら
の
感
銘
を
う
け
入
れ
て
ゐ
さ
へ
す
れ
ば
ｂ
そ
の

人
の
山
に
求
む
る
所
は
十
分
に
満
足
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
低
い
山
に
必
然
的
に
附
島
し
て
ゐ
る
森
林

漢ゝ
流
、高
原
の

牧
場
等
は
何
ら
の
努
力
を
須
ひ
す
し
て
、
そ
の
ま
ゝ
人
間
に
近
き
も
の
と
観
ぜ
ら
れ
る
故
に
。
こ
ゝ
に
は
生
命
の
振
張
と
充
責
へ
の

情
熱
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
。
途
に
は
山
岳
な
ら
ぎ
る
も
の
に
よ
つ
て
そ
の
人
の
求
む
る
所
を
み
た
さ
ん
と
す
る
に
至
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
登
山
者
と
し
て
は
悲
し
む
べ
き
結
果
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
て
山
岳
の
不
安
な
る
契
機
に
の
み
着
目

す
る
な
ら
ば
，
あ
る
人
は
山
と
縁
な
き
衆
生
と
な
り
了
る
。
た
ゞ
山
岳
は
恐
し
き
ｔ
居
心
地
の
悪
き
も
の
た
る
に
止
ま
り
。
そ
の
う

ち
に
美
は
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
未
だ
人
智
が
幼
稚
で
あ
つ
た
中
世
紀
に
お
い
て
人
々
は
山
岳
を
た
ゞ
只
管
に
お
そ
れ
る
ば

か
り
で
決
し
て
こ
れ
に
近
づ
か
う
と
は
し
な
か
つ
た
が
．
文
藝
復
興
期
に
至
つ
て
は
じ
め
て
山
岳
の
美
が
い
く
ら
か
見
出
さ
れ
た
。

賓
に
文
藝
復
興
期
の
精
神
は
自
分
の
力
を
信
じ
て
ゐ
た
故
に
っ
自
然
か
ら
の
脅
迫
に
属
し
な
か
つ
た
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
ぅ
見
な
れ
な

い
山
の
景
色
に
躍
倒
さ
れ
る
こ
と
な
く
こ
の
駆
迫
と
不
安
に
耐
え
て
Ｄ
静
と
不
安
と
の
融
合
を
味
得
し
得
た
の
で
あ
る
。
所
謂
攻
撃

的
登
山
の
理
想
は
こ
ゝ
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
徒
ら
に
血
氣
に
任
せ
て
不
安
に
身
を
投
す
る
こ
と
は
攻
撃
的
登
山
の
牛
解
者
で
あ
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リ
ト
決‥
し
て
正
し
き
認
識
を
も
つ
た
人
と
は
云
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
ゞ
一
っ
重
要
な
こ
と
は
攻
撃
的
登
山
は
、
さ
き
に
注
意‐
し

た
如
く
極
め
て
張
盛
な
る
精
神
力
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
ｂ
こ
の
精
神
力
こ
そ
は
静
観
的
登
山
者
の
あ
る
も
の
に
は
全
然
快

如
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
責
で
あ
る
。
静
観
的
登
山
は
あ
る
時
に
は
精
ｌｉｌｌ‐
の
怠
惰
を
末
す
危
険
を
件
ふ
の
で
あ
る
が
、
攻
撃
的
登
山
に

お
い
て
は
怠
惰
は
絶
封
に
ゆ
る
さ
れ
な
い
で
つ
ね
に
緊
張
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
緊
張
に
耐
え
る
精
神
と
性
力
が
攻
撃

的
登
山
者
の
必
須
の
條
件
で
あ
り
、
こ
れ
を
鋏
く
所
に
は
員
の
登
山
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
攻
撃
的
登

山
者
の
み
が
〕県
の
登
山
者
で
あ
り
ゝ
山
の
美
は
か
ゝ
る
登
山
者
に
よ
つ
て
の
み
は
じ
め
て
味
得
さ
れ
る
と
断
言
し
て
よ
い
。
し
か
し

て
か
ゝ
る
張
盛
な
る
身
性
と
精
紳
と
は
青
年
に
お
い
て
の
み
、
或
は
極
め
て
少
数
の
壮
年
に
お
い
て
の
み
期
待
し
得
る
も
の
で
あ
る

故
に
Ｄ
登
山
は
青
年
を
中
心
と
し
て
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
結
果
を
末
す
。
老
年
者
又
は
健
康
の
十
分
で
な
い
も
の

ゝ
登
山
は
Ｄ
青
年
時
代
の
攻
撃
的
登
山
の
豊
か
な
る
健
験
が
基
礎
を
な
し
て
ゐ
な
い
限
り
ｂ
極
め
て
偏
し
た
位
置
を
典
へ
ら
れ
る
に

す
ぎ
な
い
こ
と
も
Ｄ
こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
自
か
ら
浜
生
す
る
も
の
で
あ
る
。

再
び
ジ
ム
メ
ル
に
立
齢
る
。
今
ま
で
に
考
へ
ら
れ
た
所
は
形
式
と
し
て
の
山
岳
で
あ
つ
た
が
、
形
式
な
る
も
の
が
生
き
る
の
は
そ

れ
に
附
典
せ
ら
れ
た
る
生
命
に
擦
る
の
外
は
な
い
。
従
つ
て
彼
は
形
式
を
中
心
と
し
て
考
へ
た
後
に
生
命
に
つ
い
て
の
考
察
に
う
つ

つ
た
の
は
営
然
の
ふ
む
べ
き
順
序
で
あ
つ
た
。
そ
れ
に
立
入
る
前
に
敢
え
て
私
見
を
も
つ
て
彼
の
考
へ
の
途
を
と
ゝ
の
へ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
形
式
は
生
命
の
客
槻
化
で
あ
る
と
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
生
哲
學
的
藝
術
論
者
の
日
に
筆
に
す
る
所
で
あ
る
。
先
に
考
へ
た

如
く
人
健
藝
術
が
最
も
藝
術
ら
し
き
藝
術
と
し
た
の
は
っ
そ
の
形
式
的
契
機
が
最
も
整
頓
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で

も
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
が
自
己
と
同
じ
人
間
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
故
に
人
催
藝
術
に
似
た
藝
術
．
卸
ち
人
間
に
最
も
近
き

も
の
を
描
篤
せ
ん
と
意
国
す
る
藝
術
ほ
ど
生
命
的
債
値
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ヤ
神
殿
建
築
の
柱
の
エ
ン
タ
シ
ス
等
が
力
と
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ム
メ
ル
の
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デ
ィ
・ア
ル
ベ
ン
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を
め
ぐ
り
て
　
辻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一（バ

親
し
さ
を
感
ぜ
じ
め
る
の
は
こ
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
う
ｏ
こ
の
鮎
か
ら
山
岳
を
考
察
す
る
な
ら
ば
山
岳
の
有
す
る
形
式
的
契

機
か
ら
は
殆
ん
ど
何
物
を
も
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
開
し
て
ジ
ム
メ
ル
は
如
何
に
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら

彼
の
考
に
よ
れ
ば
無
形
式
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
そ
の
一
は
形
式
完
成
前
の
無
形
式
、
そ
の
二
は
形
式
完
成
後
の
無
形
式
で

あ
る
。
完
成
前
の
無
形
式
は
若
々
し
い
如
何
に
も
力
に
満
ち
た
感
を
件
ふ
。
幼
兄
の
ま
る
ノ
ヽ
と
肥
満
せ
る
、少
女
の
伸
々
と
せ
る
、

い
づ
れ
も
完
成
前
の
無
形
式
に
件
ふ
美
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
慶
墟
に
見
ら
れ
る
美
は
形
式
完
成
後
の
美
で
あ
る
。
建
設
へ
の
努

力
と
。
破
壌
へ
の
傾
向
と
の
二
つ
は
共
に
形
式
の
否
定
で
あ
る
。
か
く
考
へ
末
つ
て
山
岳
を
見
る
な
ら
ば
、
異
つ
た
尉
誇
法
的
な
も

の
が
そ
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
変
見
す
る
。
こ
の
黙
に
想
到
し
た
彼
の
洞
察
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ら
う
。
山
岳
は
貧
に
若
く
し

て
か
つ
老
い
た
る
も
の
で
あ
る
。
山
岳
は
日
夜
崩
壊
し
つ
ゝ
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
ゝ
岩
石
は
絶
え
す
下
へ
下
へ
と
力
を
失
つ
て
崩
れ

落
ち
つ
ヽ
あ
る
。
か
ゝ
る
岩
石
の
形
成
す
る
景
槻
は
Ｄ
有
り
し
日
の
さ
か
り
を
偲
ば
し
む
る
淋
し
い
感
じ
を
件
ふ
こ
と
が
あ
る
。
丈

短
か
い
牧
草
の
原
の
う
ち
に
所
々
と
り
の
こ
さ
れ
た
大
き
な
岩
ゝ
谷
の
経
り
に
積
み
か
さ
な
つ
た
石
。
こ
れ
ら
は
そ
の
一
つ
の
例
で

あ
る
。
同
時
に
山
岳
は
形
式
完
成
以
前
の
無
形
式
の
美
を
具
へ
て
ゐ
る
。
銑
い
山
岳
は
本
木
の
地
球
の
重
力
に
絶
え
す
反
抗
し
て
ゐ

る
も
の
で
あ
つ
て
こ
の
争
闘
に
耐
え
て
山
岳
が
奪
立
し
て
ゐ
る
限
り
。
山
の
成
立
の
要
素
た
る
岩
石
は
つ
ね
に
形
式
に
向
つ
て
努
力

し
つ
ゝ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
岩
石
が
つ
く
る
所
の
景
観
は
荒
き
努
力
を
示
す
。
こ
の
二
種
類
の
景
観
が
錯
綜
し
て
ゐ
る
虎

に
山
岳
美
の
特
異
性
が
存
し
、
こ
の
特
異
性
は
他
の
景
親
に
求
む
る
こ
と
は
や
ゝ
困
難
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
ジ
ム
メ
ル
は
こ

の
生
命
的
契
機
を
と
り
上
げ
て
山
岳
に
お
け
る
複
雑
な
る
美
の
相
を
明
ら
か
に
し
た
。
前
に
彼
は
静
と
不
安
を
直
接
に
そ
の
形
式
か

ら
導
き
出
し
て
。
そ
の
綜
合
を
山
岳
に
お
い
て
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
っ
こ
の
た
び
は
形
式
完
成
の
前
後
の
状
態
の
生
命
的

・契
機
の

う

か
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綜
合
を
山
岳
に
お
い
て
見
出
し
た
の
で
あ
つ
た
。

ジ
ム
メ
ル
の
こ
の
思
索
の
あ
と
を
辿
る
時
ゝ
我
々
は
日
本
の
名
山
た
る
不
二
山
に
つ
い
て
考
へ
る
や
う
に
誘
惑
さ
れ
る
。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
す
で
に
谷
川
氏
の

「山
」
に
つ
く
さ
れ
て
ゐ
る
枚
に
こ
ゝ
に
は
贅
す
る
必
要
は
な
い
。
た
ゞ
我
々
日
本
人
の
父
祀
が
あ

る
意
味
に
お
い
て
完
成
後
の
額
慶
に
件
ふ
美
に
と
ら
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
見
出
し
ｂ
か
つ
そ
の
類
産
の
美
の
内
容
が
比
較
的
若
々
し

い
封
数
曲
線
で
あ
る
故
に
必
ら
す
し
も
ｂ
類
慶
の
み
の
美
で
は
な
い
こ
と
を
も
併
せ
て
認
識
し
て
ゐ
た
こ
と
を
見
出
す
こ
と
を
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
は
ア
ル
ベ
ン
の
景
親
と
し
て
は
決
し
て
徹
底
的
の
境
地
で
は
な
い
。
庚
く
山
岳
景
槻
と
云
へ
ば
山
地
景
親
ゝ
ア
ル
プ
ス
的
景

観
及
び
水
雲
地
景
槻
と
分
け
て
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
今
迄
吾
々
が
問
題
に
し
て
ゐ
た
の
は
ア
ル
ペ
ン
ラ
ン
ド
シ
ャ
フ
ト
で
あ

つ
た
。
ジ
ム
メ
ル
は
こ
れ
に
立
止
ま
る
こ
と
な
く
し
て
、
フ
ィ
ル
ン
ラ
ン
ド
シ
ャ
フ
ト
に
至
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
水
雪
地
帯
の
特

徴
は
無
生
命
で
あ
る
貼
で
あ
る
。
こ
の
地
に
長
時
間
在
る
こ
と
は
単
に
生
理
的
に
人
を
殺
す
の
み
な
ら
す
。
精
神
的
に
も
死
を
味
は

じ
め
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
こ
に
何
ら
の
運
動
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
森
林
や
漢
流
Ｄ
特
に
後
者
は
生
命
そ
の
も
の
ゝ
姿
で
あ
り
．
そ

こ
に
憂
化
褒
展
が
徹
底
的
に
象
徴
化
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
水
雲
地
帯
に
は
白

一
色
の
濃
淡
が
あ
る
の
み
で
ｂ
温
度
は
低
く
動
物
の

姿
も
極
め
て
稀
で
あ
る
。
登
山
者
は
岩
石
に
封
し
て
不
安
を
感
す
る
が
、
技
術
と
意
志
と
を
も
つ
て
そ
の
不
安
を
克
服
す
る
こ
と
に

慣
れ
た
上
は
ゝ
あ
る
程
度
ま
で
不
安
の
念
を
打
消
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
水
雲
の
間
に
あ
つ
て
は
岩
石
の
間
と
同
じ

心
持
で
居
る
こ
と
は
殆
ん
ど
出
来
な
い
で
、
よ
り
物
凄
い
ぅ
よ
り
奥
行
の
知
れ
な
い
淋
し
さ
、
卸
ち
非
生
命
的
な
感
情
に
う
ち
か
た

れ
さ
う
に
な
る
。
水
雲
地
の
美
は
墳
墓
の
美
で
あ
り
，
死
そ
の
も
の
よ
姿
で
あ
る
。
こ
の
地
に
お
い
て
人
は
た
ゞ
自
己
の
無
力
を
感

じ
て
永
遠
そ
の
も
の
を
意
識
し
．
人
間
以
上
の
大
な
る
も
の
へ
の
研
願
婦
依
を
直
槻
す
る
と
彼
は
云
ふ
。
卸
ち
岩
石
に
封
し
て
は
我

ゲ
ナ
ル
ク
・ジ
ム
メ
ル
の
「
デ
ィ
・ア
ル
ベ
ン
」
を
め
ぐ
り
て
　
一辻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
充
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ゲ
ナ
ル
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ル
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ぐ
り
て
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我
は
生
を
延
長
し
得
る
の
で
あ
る
が
ぅ
氷
雲
に
封
し
て
は
吾
々
の
生
を
延
長
し
っ
移
入
す
る
こ
と
は
拒
否
さ
わ
て
ゐ
る
。
印
ち
氷
雲

を
鎧
へ
る
山
岳
は
人
間
の
歴
史
に
封
し
て
つ
ね
に
否
定
的
に
作
用
し
，
生
と
生
と
を
互
に
隔
離
し
。そ
の
相
互
の
影
響
を
阻
害
す
る
。

し
か
し
海
洋
は
そ
れ
に
反
し
て
人
間
の
運
命
や
褒
展
を
象
徴
化
し
ｂ
人
と
人
と
を
結
合
す
る
や
う
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上

氷
雲
地
帯
は
山
地
と
異
り
絶
封
高
の
性
質
を
有
す
る
。　
一
般
に
山
岳
は
平
地
よ
り
も
高
く
、
山
頂
に
あ
れ
ば
手
地
を
見
下
す
こ
と
が

出
来
。
こ
ゝ
に
一
種
の
征
服
感
が
お
こ
り
ゝ
こ
れ
が
登
山
な
る
行
鶯
を
し
て
快
な
ら
し
め
る
一
要
素
と
な
つ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
が
っ自
分
の
経
験
及
び
若
干
の
他
人
の
云
ふ
所
を
綜
合
す
る
に
。
こ
れ
は
必
ら
ず
し
も
必
須
の
要
素
で
は
な
い
。
む
じ

ろ
高
峻
な
る
山
岳
に
登
れ
ば
干
地
と
の
高
距
を
感
す
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
に
見
ら
れ
ぎ
る
恒
常
の
水
雲
地
帯
に
入
る
時
に
は
必
ら

す
や
絶
封
高
を
感
じ
て
、
千
地
の
こ
と
は
全
く
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
干
地
が
全
く
人
間
的
で
。
低
十
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
中
級
の
山
は
こ
に
と
の
封
比
に
お
い
て
成
立
す
る
高
峻
で
あ
つ
て
、
未
だ
到
ら
ぎ
る
の
境
地
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
も
可

能
で
あ
ら
う
。
も
し
登
山
者
が
か
ゝ
る
山
地
に
お
い
て
の
み
満
足
し
て
ゐ
る
と
す
る
な
ら
ば
ゝ
そ
の
人
は
未
だ
理
想
的
な
登
山
者
で

あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
岩
石
を
ふ
み
こ
え
Ｄ
水
雲
の
う
ち
に
身
を
お
く
こ
そ
登
山
者
の
員
の
欲
求
で
あ
る
と

云
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
絶
封
高
こ
そ
は
、
生
と
の
封
比
に
お
い
て
ゞ
は
な
く
そ
れ
自
身
と
し
て
成
立
す
る
超
越
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
水
雲
地
帯
は
藝
術
的
描
窮
に
耐
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
所
謂
美
し
き
山
岳
風
景
は
殆
ん
ど
常
に
前
景
に
比
較
的

生
的
契
機
の
明
ら
か
に
把
握
す
る
風
景
ｂ
例
へ
ば
山
地
植
物
の
色
美
し
き
花
盛
り
、
牛
Ｄ
羊
の
む
れ
あ
そ
ぶ
牧
場
等
を
有
し
ゝ
は
る

か
遠
景
に
こ
れ
と
の
封
比
が
成
立
す
る
や
う
に
水
雪
の
山
岳
を
描
鳥
す
る
に
止
ま
り
，
〕県
の
絶
封
高
は
描
出
さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
は

注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る

（
こ
の
思
想
に
よ
つ
て
自
分
が
セ
ガ
ン
テ
ィ
ニ
を
論
じ
た
も
の
が

「山
」
昭
和
九
年
十
二
月
読
に
牧
め
ら

れ
て
ゐ
る
）
。　
し
か
し
高
峻
は
本
来
低
干
に
封
し
て
云
■
語
で
あ
つ
て
。
絶
封
高
な
る
親
念
は
そ
れ
自
身
と
し
て
矛
盾
で
あ
る
。
岩
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石
の
山
は
濤
誇
法
的
に
そ
の
美
を
。
そ
の
生
的
契
機
を
云
ひ
あ
ら
は
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
つ
た
が
っ
水
雲
地
帯
の
絶
封
高
に
お

い
て
は
矛
盾
を
そ
の
ま
ゝ
に
綜
合
的
に
直
槻
す
る
方
法
に
依
ら
ざ
れ
ば
。
そ
の
美
を
感
得
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
超
人
に
あ
ら
ぎ
わ
ば
こ
の
地
の
景
観
を
美
と
見
出
ず
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
は
我
等
人
間
に
と
つ
て
は
憂
韓
極

ま
り
な
き
も
の
で
あ
る
が
ぅ
紳
の
限
か
ら
見
る
時
に
は

一
つ
の
動
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
山
岳
の
水
雲
地
帯
は
紳
の
限
に
映
す
る
歴

史
の
相
を
象
徴
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

ジ
ム
メ
ル
は
斯
の
如
く
考
へ
去
つ
た
。
数
多
き
山
岳
美
論
の
う
ち
に
．
か
く
の
如
く
深
く
徹
す
る
所
の
も
の
は
多
く
の
登
山
家
の

愛
護
を
得
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
分
と
し
て
は
こ
の
優
れ
た
エ
ッ
セ
イ
の
あ
る
部
分
に
開
し
て
異
見
を
さ
し
は
さ
む

こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
ジ
ム
メ
ル
の
考
が
至
ら
な
か
つ
た
が
故
の
も
の
で
は
な
く
。
彼
が
生
き
た
時
代
と
現
在
と
の
時
間
の
差
か

ら
起
る
も
の
で
あ
つ
て
。敢
え
て
彼
を
論
難
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
先
づ
山
岳
の
形
式
が
不
整
頓
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ｂ
こ
れ
に

も
係
ら
す
こ
れ
を
美
と
見
出
す
根
援
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
こ
と
は
上
に
よ
つ
て
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
彼
の
云
ふ
如
く

山
岳
の
醜
覺
上
の
形
式
は
我
々
に
と
つ
て
も
果
し
て
不
整
頓
で
あ
る
か
。
こ
の
黙
は
一
應
の
考
察
を
要
す
る
こ
と
ゝ
思
ふ
。
そ
の
た

め
に
我
々
は
ホ
メ
ー
ル
か
ら
出
褒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ラ
ス
キ
ン
の

「
近
代
書
家
論
」
第
三
巻
第
十
三
章
第
十
五
節
以
下
に
記
さ

れ
た
虎
に
よ
る
な
ら
ば
っ
こ
の
営
時
の
ギ
リ
シ
ヤ
人
の
美
と
見
た
風
景
は
極
め
て
感
覺
的
な
も
の
で
あ
つ
た
。
足
鯛
り
っ
香
等
の
如

き
所
謂
低
級
感
覺
の
快
美
な
る
も
。の
が
Ｄ
美
し
き
牧
場
の
風
景
を
形
成
す
る
大
き
な
要
素
で
あ
り
ｂ
ま
た
水
氣
が
あ
る
こ
と
も
他
の

大
き
な
要
素
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
螢
養
本
能
と
の
関
係
に
お
い
て
始
め
て
理
解
し
得
る
こ
と
で
あ
つ
て
ゝ
生
の
槻
念
は
極
め
て
狭
き

範
国
内
に
お
い
て
。
そ
の
延
長
と
移
入
と
を
見
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
一
方
彼
ホ
メ
ー
ル
が
、更
に
ギ
リ
シ
ヤ
の
造
形
藝
術
家
が
、

人
性
を
描
嘉
す
る
に
如
何
に
巧
で
あ
つ
た
か
。
か
ゝ
る
こ
と
は
責
に
ホ
メ
ー
ル
を
も
つ
て
代
表
せ
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ヤ
人
が
殆
ん
ど
山

ゲ
ナ
ル
ク
・ジ
ム
メ
ル
の
「
デ
ィ
・ア
ル
ベ
ン
」
を
め
ぐ
り
て
　
一辻
一　
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一
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岳
に
開
し
て
は
縁
の
な
い
衆
生
で
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
を
示
す
。
尖
銑
な
る
山
岳
は
彼
に
と
つ
て
は
む
し
ろ
邪
悪
で
さ
へ
あ
つ
た
。

こ
の
時
代
の
ギ
リ
シ
ヤ
人
の
生
の
感
情
は
本
能
と
極
め
て
密
接
に
む
す
び
つ
い
て
ゐ
て
そ
れ
以
上
に
出
る
こ
と
な
く
、形
而
上
學
的
ｂ

宗
教
的
に
飛
躍
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
更
に
ラ
ス
キ
ン
の
解
羅
に
従
つ
て
中
世
に
入
る
と
き
，
山
岳
は
い

く
ら
か
異
つ
た
風
に
眺
め
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
同
書
第
十
四
章
第
四
節
に
あ
げ
ら
わ
た
。
こ
の
憂
化
の
理
由
は
重
要
で

あ
る
と
思
は
れ
る
。
印
ち
中
世
紀
の
騎
士
は
干
凡
な
ら
ぎ
る
風
景
を
感
傷
的
に
た
の
し
む
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
た
黙
で
ギ
リ
シ
ヤ
人
と

正
に
反
封
で
あ
つ
て
，
平
凡
な
ら
ぎ
る
風
景
の
享
受
は
卸
ち
彼
ら
の
生
命
感
の
接
充
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
ン
は
殆
ん
ど
人

種
の
差
を
問
題
に
し
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
が
。
こ
の
自
然
槻
の
差
は
賃
に
こ
の
黙
か
ら
の
み
理
解
せ
ら
る
ゝ
の
外
途
は
な
い
。
し

か
し
か
ゝ
る
浪
漫
的
な
る
中
世
紀
も
支
藝
復
興
を
経
て
啓
蒙
時
代
に
至
り
。
更
に
ド
イ
ツ
の
古
典
時
代
に
至
る
と
餘
程
ギ
リ
シ
ヤ
的

要
素
が
入
り
末
る
。
こ．
の
黙
は
ラ
ス
キ
ン
に
よ
つ
て
は
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
ｂゲ
エ
テ
が
そ
の
イ
タ
リ
イ
ヘ
の
途
上
ｂ

ア
ル
プ
ス
の
峠
を
越
し
た
。
こ
の
時
の
彼
の
日
記
に
は
漢
谷
か
ら
眺
め
ら
れ
た
ア
ル
プ
ス
の
雲
山
を
美
し
い
と
見
、
山
間
に
お
け
る

人
文
に
つ
い
て
興
味
を
感
じ
て
は
ゐ
る
が
、
山
岳
景
観
と
の
精
神
的
交
流
は
殆
ん
ど
見
ら
ね
な
い
。
更
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス

テ
ル
の
う
ち
の
ミ
ニ
ョ
ン
の
歌
の
中
に
山
は
龍
の
棲
む
所
と
表
象
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
生
命
感
の
充
資
の
兆
候
で
あ
る
か
も
知

れ
な
い
が
横
張
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
次
い
で
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
浜
や
オ
オ
フ
ェ
ル
ベ
ッ
ク
の
復
古
的
浪
漫
主
義
が
お
こ
る
。

ラ
ス
キ
ン
は

「
プ
レ
ラ
フ
ァ
エ
リ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
お
い
て
こ
の
浪
漫
主
義
を
あ
る
黙
ま
で
保
護
し
、
タ
ア
ナ
ア
を
そ
の
派
に
績
く
も
の
Ｄ

或
は
忠
責
な
る
自
然
描
嘉
の
完
成
者
と
し
て
賞
讃
し
た
の
で
あ
つ
た
。
（
エ
ヴ
リ
マ
ン
ス
　
ラ
イ
ブ
ラ
リ
所
牧

「
『①
ヵ
”
も
Ｆ
ｏ澤
一∽日

”
●
鮎
ｏ諄
Ｒ

Ｕ
∽∽”
Ч
∽
口
も
ｏ
●
＞
『Ｆ
づ”
”
①
卜
識
）

し
か
し
概
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
浪
漫
浜
は
基
督
教
的
中
世
紀
の
色
彩
に
染
み
て
ゐ

て
、
こ
の
黙
が
ラ
ス
キ
ン
の
一
面
と
相
通
す
る
も
の
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
更
に
ジ
ム
メ
ル
が
生
き
た
時
代
と
図
と
は
前
者
に
比
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し
て
や
ゝ
敬
虔
さ
の
足
り
な
い
人
間
中
心
的
な
も
の
で
あ
つ
た
。
浪
漫
浜
の
思
想
家
の
あ
る
も
の
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
韓
向
し
た
こ
と

に
意
味
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
中
世
紀
的
な
る
も
の
へ
の
復
節
で
あ
ら
う
ｏ
し
か
し
ジ
ム
メ
ル
の
思
想
は
よ
リ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的

で
あ
つ
て
ゝ
自
己
の
う
ち
に
紳
を
見
出
す
態
度
に
出
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
も
帥
を
超
越
的
な
も
の
と
考
へ
ゝ
氷
雲
地
帯
は
か
ゝ
る
神
の

象
徴
で
あ
る
と
考
へ
た
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
貼
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
開
し
て
は
ラ
ス
キ
ン
と
ジ
ム
メ
ル
と
は
や
ゝ
反
封
の

位
置
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
ジ
ム
メ
ル
の
生
命
感
が
極
め
て
充
贅
し
か
つ
接
張
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
．
ラ
ス
キ

ン
に
比
し
て
直
ち
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
生
命
感
は
時
代
と
共
に
進
歩
装
展
す
る
も
の
で
あ
つ
て
ぅ
す
で
に
ジ
ム

メ
ル
と
我
々
と
の
間
に
も
こ
の
黙
に
開
し
て
は
相
営
の
差
が
出
来
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
生
命
感
が
彼
の
も
の
に
比
し
て
更
に
廣
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
り
機
械
美
の
論
さ
へ
も
正
営
と
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て

證
朗
さ
れ
る
。
前
時
代
の
人
々
が
醜
な
り
と
見
た
商
業
建
築
の
様
式
や
ゝ
鐵
の
面
と
線
と
の
交
錯
は
我
ら
の
う
ち
に
一
種
の
英
雄
的

な
心
持
っ
し
か
も
サ
ン
ｏ
テ
ク
ジ
ュ
ペ
リ
が

「
夜
間
飛
行
」
の
主
人
公
に
よ
つ
て
表
は
さ
ん
と
し
た
心
持
に
似
た
心
持
を
単
な
る
聯

想
で
な
く
。
更
に
密
接
な
或
は
必
然
な
も
の
と
し
て
ゝ
そ
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
か
つ
て
ギ
リ
シ
ヤ
の
哲
人
が
唱

導
し
た
如
く
。
有
釜
な
る
が
故
に
美
な
り
と
の
親
念
か
ら
で
は
な
く
。
革
に
形
式
と
し
て
機
械
の
美
．
素
材
の
美
を
見
る
こ
と
が
出

来
る
。
こ
の
や
う
な
眼
の
持
主
は
ゝ
ジ
ム
メ
ル
と
同
じ
や
う
に
山
岳
を
不
統

一
な
も
の
と
見
。
そ
の
う
ち
に
存
す
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ

ク
に
よ
つ
て
の
み
山
岳
に
み
き
つ
け
ら
れ
て
ゐ
て
よ
い
で
あ
ら
う
か
。
自
分
は
敢
え
て
否
と
答
へ
た
い
。
卸
ち
我
々
は
す
で
に
こ
の

デ
ィ
ア
レ
タ
テ
ィ
タ
を
通
過
し
た
水
準
に
到
達
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
特
に
現
在
の
青
年
登
山
者
は
単
に
場
数
を
踏
ん
で
ゐ
る
と
云
ふ

有
利
な
條
件
に
よ
る
の
み
な
ら
す
ゝ
は
じ
め
か
ら
山
岳
景
観
を
美
し
と
見
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
テ
エ
ゼ
に
封
し
て
。
ア
ン

テ
ィ
テ
エ
ゼ
が
措
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
が
ゝ
自
分
は
不
明
に
し
て
そ
れ
を
意
識
し
得
な
い
。
か
つ
て
松
島
、
橋
立
、
厳
島
を

ゲ
ナ
ル
タ
・ジ
ム
メ
ル
の
「
デ
ィ
・ア
ル
ベ
ン
」
を
め
ぐ
り
て
　
辻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七三
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ゲ
オ
ル
ク
・ジ
ム
メ
ル
の
「
デ
ィ
・ア
ル
ベ
ン
」
を
め
ぐ
り
て
　
辻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七四

美
と
し
た
日
本
人
は
今
や
こ
れ
ら
よ
り
も
更
に
開
放
的
な

（
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
云
ふ
意
に
お
い
て
）
風
景
を
美
と
な
し
つ
ゝ
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
極
束
の
島
國
、
山
岳
ら
し
い
も
の
の
極
め
て
少
数
の
み
を
有
す
る
我
邦
に
お
け
る
わ
れ
ら
の
考
へ
す
ら
。
彼
ジ

ム
メ
ル
の
抱
い
た
山
岳
景
観
論
と
異
つ
た
。
更
に
廣
き
生
命
感
を
基
礎
と
せ
る
山
岳
美
論
を
樹
立
す
る
資
格
が
興
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と

思
ふ
。

こ
の
新
ら
し
き
山
岳
美
論
は
行
鶯
を
出
嚢
黙
と
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
行
篤
の
う
ち
に
お
い
て
は
山
岳
と
登
山
者
と
の
間
に
は
何

ら
の
間
隙
は
な
い
。
特
に
我
ら
日
本
人
に
お
い
て
は
自
然
と
の
精
神
的
交
流
が
容
易
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
。
こ
の
黙
は
西
洋
人

が
つ
ね
に
自
然
と
人
生
と
の
封
立
の
意
識
を
も
つ
の
と
は
か
な
り
の
距
離
が
あ
る
。
西
洋
人
が
山
岳
と
自
己
と
の
距
離
を
感
じ
つ
ム

思
索
し
た
結
果
は
そ
の
ま
よ
に
我
ら
の
山
岳
美
論
と
な
す
こ
と
に
は
若
干
無
理
が
あ
る
。
眺
め
ら
れ
た
山
は
．
革
に
眺
め
ら
れ
た
山

以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
登
山
者
の
立
場
に
お
い
て
の
山
岳
美
論
の
う
ち
の
山
岳
は
Ｄ
眺
め
ら
れ
た
印
ち
距
離
を
へ
だ
て
た
山
岳
で

は
な
く
ゎ
我
身
我
が
い
の
ち
を
托
す
る
も
の
で
あ
る
。
眺
め
ら
れ
た
山
の
美
は
す
で
に
客
祝
的
な
、
生
命
の
う
す
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
命
を
托
す
る
山
は
自
己
の
一
部
で
あ
る
。
或
は
自
己
と
山
岳
と
は
封
立
の
形
式
に
よ
る
存
在
で
は
な
い
。
主
槻
客
親
の
未
だ

分
裂
せ
ぎ
る
前
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
黙
か
ら
褒
生
す
る
性
験
的
な
何
も
の
か
こ
そ
、
静
末
の
山
岳
美
論
の
根
本
概
念
を
な
す
も
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
我
ら
は
あ
ま
り
に
も
山
岳
を
客
観
醜
す
ぎ
て
ゐ
た
。
し
か
し
世
は
す
で
に
行
鶯
の
世
と
な
つ
た
。
善
か
れ
悪
か

れ
、
行
鶯
が
理
論
を
生
産
す
る
時
代
に
な
つ
て
来
た
時
に
、
山
岳
美
論
の
み
が
と
り
の
こ
さ
れ
て
ゐ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
は
な
い
。

主
槻
客
親
の
未
だ
分
れ
ぎ
る
混
沌
の
時
期
を
表
現
す
る
方
法
は
た
ゞ
象
徴
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
粘
が
山
岳
文
學
の
出
褒
貼
で
も

あ
り
、
ま
た
山
岳
美
論
の
基
礎
で
で
も
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
。
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ア
イ
ヌ
の
作
る
山
小
屋
　
犬
飼

ア
イ
ヌ
の
作
る
山
小
屋大

飼

哲

夫

現
在
に
於
い
て
は
、
北
海
道
内
に
は
純
血
の
ア
イ
ヌ
族
が
抄
い
様
に
ゝ
ア
イ
ヌ
と
構
せ
ら

れ
て
残
つ
て
ゐ
る
者
の
中
に
さ
へ
所
謂
和
人
と
異
つ
た
昔
の
ア
イ
ヌ
式
の
生
活
様
式
を
な
す

も
の
は
勿
論
．
そ
れ
を
知
つ
て
ゐ
る
者
も
先
づ
古
老
を
除
い
て
は
無
い
と
云
へ
る
。
そ
の
音

蝦
夷
と
云
は
れ
て
ゐ
た
時
代
の
北
海
道
に
鹿
ｂ
熊
等
の
野
獣
が
多
く
、
河
に
は
魚
馬
が
浴
れ

た
時
に
。
ア
イ
ヌ
が
山
野
を
獲
物
を
漁
つ
て
駆
け
巡
つ
て
な
し
て
ゐ
た
狩
猫
生
活
は
ｂ
今
で

は
そ
の
面
影
さ
へ
留
る
こ
と
な
く
全
く
普
通
の
生
活
に
な
り
き
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
今
更
此
虎

に
特
記
す
べ
き
こ
と
で
も
な
い
。
従
つ
て
彼
等
の
現
今
の
登
山
や
山
生
活
に
於
い
て
も
山
を

よ
く
知
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
外
に
何
等
の
特
性
を
も
見
出
せ
な
い
。

然
し
乍
ら
、
そ
の
昔
物
資
の
窮
乏
し
て
ゐ
た
蝦
夷
時
代
に
ア
イ
ヌ
間
に
自
ら
嚢
達
し
た
生

活
様
式
は
。
今
日
に
於
い
て
も
登
山
そ
の
他
の
山
生
活
に
参
考
と
な
る
こ
と
が
決
し
て
少
く

な
い
。
文
明
の
恩
恵
に
浴
し
た
我
々
は
っ
逢
に
ア
イ
ヌ
を
凌
い
で
夫
々
適
應
し
た
物
を
使
用

し
て
ゐ
る
か
ら
，
営
時
に
於
け
る
ア
イ
ヌ
の
服
装
の
中
に
は
っ
我
々
が
特
に
今
用
ひ
て
便
利

七
三
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ア
イ
ヌ
の
作…
る‥山
小
屋‐
　
大
餌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七．六

で
あ
る
も
の
と
て
は
な
い
が
、
こ
れ
に
反
し
て
キ
ャ
ム
ピ
ン
グ
や
雨
除
．け
の
方
法
は
嘗
て
は
ア
イ
ヌ
が
天
幕
等
の
な
か
つ
た
時
代
に

全
く
行
く
先
々
で
自
然
に
存
在
す
る
材
料
を
用
ひ
て
タ
シ
ロ
（
ナ
タ
に
類
す
る
双
物
）

一
本
で
細
工
し
た
ア
イ
ヌ
獨
特
の
も
の
が
あ

り
吾
々
が
場
合
に
よ
り
利
用
し
て
便
宜
を
得
る
こ
と
が
多
い
。

先
づ
各
の
積
彗
期
の
キ
ャ
ム
ピ
ン
グ
を
述
べ
れ
ば
場
所
に
よ
り
方
式
も
異
る
が
大
性
主
な
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
く
防
寒
衣
服
よ
り

寧
ろ
焚
人
に
よ
り
暖
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
森
林
中
で
は
雲
の
中
で
斜
に
出
て
ゐ
る
大
木
を
撰
び
こ
れ
を
背
に
そ
の
前
で
焚
人
を
し

て
寝
る
。
尤
も
こ
れ
が
エ
ゾ
松
等
で
あ
れ
ば
根
下
は
雲
が
少
く
枝
が
垂
れ
下
り
自
然
の
園
を
な
し
更
に
雲
が
降
つ
て
も
樹
上
か
ら
雲

塊
の
落
下
が
な
い
か
ら
危
険
は
少
い
か
ら
別
に
細
工
を
要
し
な
い
が
、
他
の
喬
木
で
あ
れ
ば
側
面
丈
を
樹
枝
等
で
簡
単
に
園
ひ
前
を

開
い
て
置
く
。
斜
の
本
を
撲
ぶ
の
は
落
雲
を
防
ぐ
こ
と
に
も
な
る
が
ｂ
焚
人
の
輻
射
熱
を
受
け
且
樹
幹
が
煙
筒
代
用
に
な
り
通
風
を

よ
く
し
煙
が
銅
ひ
上
る
か
ら
充
分
な
曖
を
取
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
大
本
の
な
い
土
地
で
は
先
づ
雪
を

一
坪
か
二
坪
位
な
る
可
く
深

く
除
け
且
つ
こ
れ
を
周
園
に
高
く
積
ん
で
穴
の
様
に
な
し
こ
の
上
を
周
り
か
ら
木
の
枝
等
で
薇
ふ
こ
と
も
あ
る
が
そ
の
ま
上
の
こ
と

も
あ
る
。
兎
に
角
穴
の
中
央
を
燿
に
し
て
焚
人
を
す
る
の
で
あ
る
が
穴
が
充
分
深
く
て
下
土
に
接
し
て
居
れ
ば
人
持
が
よ
く
。
焚
人

の
曖
氣
で
櫨
座
が
沈
降
す
る
こ
と
が
な
い
が
ゝ
数
米
に
及
ぶ
積
雲
中
で
こ
の
作
業
は
相
営
な
道
具
と
努
力
を
要
す
る
か
ら
普
通
は
少

し
掘
つ
て
か
ら
足
で
踏
ん
で
彗
を
固
め
憶
座
と
し
て
雲
の
上
に
丸
太
を
列
べ
そ
の
上
で
焚
人
を
な
し
沈
下
を
防
ぐ
様
に
す
る
。
こ
の

際
ナ
ヽ
カ
マ
ド
が
一
番
燒
け
悪
い
か
ら
燎
座
に
適
す
る
が
、
こ
れ
が
な
い
時
は
な
る
可
く
太
い
木
を
用
ふ
る
。
場
合
に
よ
り
直
径
二

三
寸
の
枝
を
敷
き
そ
の
上
に
彗
を
薄
く
踏
み
つ
け
更
に
叉
枝
を
敷
き
数
居
に
重
ね
て
座
を
作
り
焚
人
す
る
こ
と
も
あ
る
。
最
も
理
想

的
な
の
は
川
の
端
か
又
は
崖
等
の
上
の
表
は
れ
た
筒
所
の
附
近
で
こ
の
穴
を
作
り
小
石
か
土
を
彗
を
踏
み
固
め
た
上
に
敷
き
そ
の
上

に
焚
人
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
精
こ
準
備
を
整
へ
た
場
合
に
行
ふ
雲
中
の
キ
ャ
ム
ピ
ン
グ
で
あ
る
が
Ｄ
焚
人
が
不
可
能
な
場
合

(76)



の
露
螢
に
は
ア
イ
ヌ
は
ト
ド
松
の
業
を
用
ひ
た
。
印
ち
長
さ
一
。
二
米
の
な
る
可
く
業
の
多
い
枝
を
取
り
彗
を
排
ひ
落
し
て
こ
れ
を

厚
く
彗
の
中
に
敷
き
。
そ
の
上
に
痕
て
更
に
な
る
可
く
多
く
同
様
な
枝
葉
を
自
分
の
上
に
根
本
を
揃
へ
て
積
み
重
ね
蒲
国
を
着
た
如

く
に
す
る
方
法
で
、
道
に
迷
つ
た
時
な
ど
の
應
急
策
で
比
較
的
曖
い
も
の
だ
と
メ
ノ
コ
（
ア
イ
ヌ
の
女
）
が
語
つ
て
ゐ
た
。
―

ナ

イ
ヌ
人
は
こ
の
小
屋
は
出
機
の
時
作
る
か
ら
大
と
共
に
寝
て
互
に
曖
め
合
ふ
て
焚
人
の
暖
を
補
ふ
こ
と
が
多
い
。

彗
の
な
い
時
分
に
作
る
ア
イ
ヌ
の
山
小
屋
は
シ
シ
ェ
と
か
ク
チ
ャ
（猿
小
合
）
と
牌
し
ゝ
木
の
枝
、
皮
、蕗
の
葉
等
を
用
ひ
て
作
り

数
日
間
は
そ
の
ま
ゝ
使
用
し
長
く
使
用
す
る
時
は
更
に
修
理
し
て
用
ふ
る
。
又
ア
イ
ヌ
は
雨
が
激
し
く
な
る
と
随
所
に
こ
の
山
小
屋

を
作
つ
て
避
難
す
る
こ
と
が
あ
る
。
今
で
も
石
狩
川
ゴ
晋
更
川
等
の
上
流
地
方
の
森
林
中
に
至
る
と
魚
釣
や
狩
猫
の
時
に
使
用
し
た

こ
の
山
小
屋
の
跡
を
確
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第

一
固
　
蕗
小
屋
の
骨
組
の
作
り
方

争

ア
イ
ヌ
の
作
る
山
小
屋
　
大
飼
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ア
イ
ヌ
の
作
る
山
小
屋
　
犬
飼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七〈

今
阿
寒
地
方
の
ア
イ
ヌ
土
佐
藤
太
郎
の
蕗
小
屋
を
例
に
し
て
そ
の
作
り
方
を
諭
明
す
れ
ば
右
の
如
く
で
あ
る
。
先
づ
直
後
五
・
六

セ
ン
チ
長
さ
二
米
位
の
棒
を
二
本
作
り
こ
れ
を
一
米
牛
位
の
間
隔
に
的
の
如
く
に
挿
し
込
ん
で
立
て
。
次
に
０
の
如
く
左
右
か
ら
支

へ
且
屋
根
の
梁
と
な
す
。
こ
れ
等
は
線
べ
て
柳
等
の
丈
夫
な
木
皮
で
結
び
つ
け
，
次
に
０
の
如
く
棟
を
つ
け
更
に
後
方
か
ら
前
後
に

揺
が
な
い
様
に
支
柱
を
入
れ
る
。
こ
の
際
ア
イ
ヌ
な
ら
入
日
は
必
す
宗
教
的
に
西
方
に
向
ふ
様
に
作
る
。
こ
れ
で
支
柱
は
全
部
前
後

左
右
共
支
へ
ら
れ
て
動
格
し
な
い
。
次
に
は
０
の
如
く
屋
根
の
樽
木
を
入
れ
。
こ
れ
が
出
来
上
る
と
葉
の
着
い
た
小
枝
を
０
の
如
く

に
根
本
を
下
に
密
に
立
て
掛
け
枝
の
先
端
を
樽
木
に
巻
き
つ
け
て
動
か
な
い
様
に
す
る
。
こ
れ
が
小
屋
の
骨
組
み
で
、
ス
に
蕗
の
葉

の
表
面
を
内
に
向
け
下
の
方
か
ら
屋
根
ケ
葺
き
上
げ
て
行
き
。
所
々
小
枝
に
貫
き
挿
し
て
落
下
を
防
ぎ
幾
枚
も
重
ね
て
最
後
に
棟
を

葺
く
。
小
屋
の
後
方
は
葉
の
著
い
た
小
枝
で
塞
ぐ
の
で
あ
る
。
（第
二
固
第
三
固
参
照
）

こ
れ
丈
の
動
作
を
す
る
時
間
は
約
舟
分
間

で
ゝ
若
じ
雨
の
激
し
い
時
は
片
側
丈
の
屋
根
を
葺
い
て
入
り
小
止
み
を
待
つ
て
他
の
側
を
葺
く
様
に
し
て
ゐ
る
。
小
屋
の
中
央
に
は

簡
単
な
焚
人
を
な
し
得
て
こ
れ
位
の
魔
さ
な
ら
二
人
を
牧
容
す
る
に
足
る
。
ア
イ
ヌ
は
こ
の
小
屋
の
前
に
二
米
ば
か
り
の
生
木
に
夫

々
家
系
に
よ
り
定
数
の
制
り
か
け
を
作
り
。
又
に
な
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
猟
か
ら
館
る
と
Ｄ
直
に
猟
具
を
掛
け
て
幸
を
前
つ
然
る
後

に
小
屋
内
に
持
ち
込
む
様
に
し
て
ゐ
る
。
こ
の
本
を
パ
ツ
カ
イ
ネ
と
云
ふ
。
又
獲
物
が
あ
つ
た
時
に
は
入
日
か
ら
持
ち
込
ま
す
に
小

屋
の
後
方
部
ち
東
側
に
小
窓
を
作
つ
て
そ
こ
か
ら
入
れ
る
。
こ
れ
は
昔
か
ら
の
ア
イ
ヌ
の
宗
教
心
か
ら
末
た
習
慣
で
．
東
の
窓
は
紳

聖
な
も
の
と
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
北
海
道
に
於
い
て
は
蕗
の
葉
は
非
常
に
大
き
い
物
が
あ
る
か
ら
日
除
サ
．
雨
露
除
け
等
に
利

用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
胃
頭
の
挿
国
は
安
政
年
間
に
松
浦
竹
四
郎
氏
が
石
狩
を
探
陰
し
た
時
の
石
狩
日
誌
中
に
あ
る
国
で
蕗
の
葉

を
天
幕
代
用
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(78)



ア
イ
ヌ
の
作
る
山
小
屋
　
大
飼

第 二 岡 蕗 小屋 の最 初 の 骨 組

壷
れ

上の後最の難ノ
‐

．蕗目三第
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ア
イ
ヌ
の
作
る
山
小
屋
　
大
飼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八〇

蕗
の
葉
の
な
い
時
や
蕗
の
な
い
所
で
は
そ
の
代
り
に
ト
ド
松
、
エ
ゾ
松
の
枝
葉
ゝ
そ
の
他
潤
葉
樹
の
枝
葉
ｂ
笹
の
葉
、
イ
タ
ド
リ

等
を
用
ひ
て
屋
根
及
び
側
壁
に
す
る
が
最
も
使
は
れ
る
も
の
は
ド
ロ
、
柳
、
ト
ド
松
等
の
比
較
的
厚
皮
の
本
皮
で
、
長
さ
二
米
位
に

立
木
の
皮
に
上
下
に
輸
切
り
を
つ
け
て
次
に
縦
線
を
切
つ
て
剥
ぎ
と
り
こ
れ
を
重
ね
て
屋
根
や
壁
に
使
用
す
る
。
第
四
国
は
主
と
し

て
エ
ゾ
松
の
枝
で
作
つ
た
も
の
で
第
五
固
は
こ
れ
に
ド
ロ
の
本
の
皮
を
交
へ
て
作
つ
た
小
屋
で
あ
る
。
石
狩
川
の
上
流
の
川
邊
や
洲

の
中
の
林
に
は
所
々
に
斯
く
し
て
利
が
れ
た
枯
木
の
大
木
が
立
つ
て
ゐ
る
。
第
六
固
は
筵
を
用
ひ
て
作
つ
た
ア
イ
ヌ
小
屋
で
大
性
の

第四固 ユニイシカリ上流のエダ松を材料とした小屋

(黒瀬大一氏撮)

第五Ii轟  ユニイシカリ上流の板を用ひた小屋

(黒瀬大一氏撮)

(′80)
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ア
イ
ヌ
の
作
る
山
小
屋
　
犬
飼

第六固 オコタンペ川日の熊取りのための

'1=を

用ひた山小屋

(黒瀬太一氏撮)

形
式
が
窺
は
れ
る
。

近
年
に
な
つ
て
和
人
が
澤
山
北
海
道
に
入
り
込
ん
で
か
ら
は
本
邦
で
昔

か
ら
作
つ
て
ゐ
た
昇
み
小
屋
と
稀
す
る
も
の
で
数
本
の
棒
を
中
央
で
結
び

合
せ
て
こ
れ
に
屋
根
掛
け
を
し
た
小
屋
を
ア
イ
ヌ
が
作
る
こ
と
も
あ
る
が

雨
漏
り
を
完
全
に
防
ぐ
に
は
昔
か
ら
作
つ
て
ゐ
た
ア
イ
ヌ
式
の
山
小
屋
の

方
が
適
し
て
ゐ
る
。

序
に
夏
の
間
の
ア
イ
ヌ
の
非
常
食
糧
で
吾
々
に
も
利
用
し
得
る
も
の
は

蕗
で
あ
る
。
そ
の
調
理
法
は
彼
等
は
多
く
蕗
の
菫
を
友
の
中
に
入
れ
て
蒸

し
焼
き
に
し
て
食
ふ
が
ア
ク
味
が
と
れ
て
食
ひ
易
く
な
る
。
又
特
に
蕗
の

童
の
中
に
ヤ
マ
ベ
ｂ
イ
ワ
ナ
の
小
さ
い
も
の
を
入
れ
て
蒸
し
焼
き
に
し
て

食
つ
て
ゐ
る
が
蓋
じ
鮮
借
生
活
中
を
慰
め
る
珍
味
で
あ
る
。

(81)



王
堂
チ
ェ
ム
バ
ν
ン
先
生

小

島

島

水

登
山
者
か
ら
看
る
と
っ
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
の
名
は
、
明
治
早
期
の
登
山
時
代
に
っ
挽
早
く
ぅ
し
か
も
鮮
明
に
掲
示
さ
れ
た
光
胆

者
の
標
札
で
あ
る
。
こ
ヽ
に
早
期
登
山
時
代
と
い
ふ
の
は
、
明
治
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
。
所
謂
日
本
ア
ル
プ
ス
と
呼
ば
れ
る
と

こ
ろ
の
。
甲
斐
、
信
濃
、
飛
騨
あ
た
り
の
連
嶺
探
稔
に
、
西
洋
人

（主
と
し
て
英
国
人
）
が
．
先
駆
の
働
き
を
な
し
た
時
代
で
あ
る
Ｄ

日
本
人
の
登
山
者
で
ｂ
今
日

「故
老
」
と
か

「先
達
」
と
か
言
は
れ
て
ゐ
る
老
人
た
ち
は
．
大
性
に
於
い
て
、
明
治
の
申
期
乃
至
後

期
に
活
動
し
た
と
言
つ
た
方
が
っ
正
鵠
を
得
て
ゐ
る
だ
ら
う
、
今
更
ら
し
く
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
頃
は
ゝ
日
本
ア
ル
プ
ス
と

い
ふ
名
櫓
も
ぅ
世
間
に
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
し

（但
し
明
治
後
期
は
別
）
又
参
謀
本
部
の
賛
測
地
国
も
、
未
だ
出
版
さ
れ
て
ゐ
な
い
ど

こ
ろ
か
っ
賛
測
に
も
着
手
し
て
無
か
つ
た
山
地
も
多
く
ゝ
殆
ん
ど
こ
の
部
分
は
ゝ
白
紙
の
山
岳
地
、
晴
黒
の
秘
密
国
で
あ
つ
た
ゝ
そ

れ
に
日
鼻
を
つ
け
た
の
は
、
何
と
言
つ
て
も
英
人
牧
師

（現
に
本
含
の
名
巻
含
員
）

ウ
ォ
ル
タ
ア
・ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
が
。　
一
八
九
六

年

（
明
治
二
十
九
年
）
に
ｂ
倫
敦
の
書
難
ジ
ョ
ン
ｏ
マ
ア
レ
イ
か
ら
刊
行
さ
れ
た

「
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
探
槍
記
」
と
い
ふ
一
書
で
あ

る
、
こ
の
本
は
．
今
で
は
、
あ
ま
り
に
有
名
で
．
岡
村
精

一
氏
の
邦
諄
革
行
本
も
出
て
ゐ
る
か
ら
ぅ
改
め
て
紹
介
を
要
し
な
い
が
．

私
た
ち
は
、
営
時
こ
の
原
本
に
教
へ
ら
れ
て
、
日
本
ア
ル
プ
ス
地
方
に
対
す
る
登
山
慾
を
、
い
や
が
上
に
生
長
さ
せ
て
行
つ
た
。

′こ
の
本
を
護
む
と
、
第

一
章
の
と
こ
ろ
に
，
著
者

（
ウ
ェ
ス
ト
ン
）
は
、
数
年
前
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
教
授
に
依
つ
て
、
熱
烈
に
読
か

(82)



れ
た
日
本
ア
ル
プ
ス
に
．
初
め
て
注
意
を
向
け
る
や
う
に
な
っ
た
、
と
書
い
て
あ
る
ぃ
そ
し
て
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
に
依
つ
て
「
い
み
じ

く
も
日
本
ア
ル
プ
ス
と
呼
ば
れ
た
る
」
と
も
言
つ
て
ゐ
る
。
私
が
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
教
授
の
名
を
知
つ
た
の
も
ｂ
永
久
に
記
憶
す
る
や

う
に
な
つ
た
の
も
。
そ
れ
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
本
だ
け
で
、
推
断
す
る
と
ず
貫
際
最
初
に

「
日
本
ア
ル
プ
ス
」
と

い
ふ
名
構
を
唱
へ
た
の
は
ゝ
明
言
は
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
ゝ
チ
ヱ
ム
バ
レ
ン
先
生
で
あ
る
ら
し
く
も
思
は
れ
た
か
ら
、私
は
早
計
に
も
ｂ

こ
の
名
稀
は
ゝ
先
生
が
ゝ
新
構
と
し
て
附
し
た
も
の
と
信
じ
、
自
分
の
早
期
の
山
に
開
す
る
著
作
物
に
、
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
の
命
名
で

あ
る
か
の
如
く
に
書
い
た
の
が
ゝ
い
ろ
ん
な
書
物
に
韓
載
せ
ら
れ
、「
日
本
ア
ル
プ
ス
と
は
、
英
人
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
の
命
名
す
る
所
に

し
て
」
な
ど
と
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
後
に
研
究
の
進
む
に
随
つ
て
。
こ
の
名
は
大
阪
造
幣
廠
に
雇
は
れ
た
英
人
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・

ガ
ウ
ラ
ン
ド
の
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
解
つ
た
が
Ｄ
そ
れ
に
し
て
も
っ
最
初
に
こ
の
名
を
印
刷
し
た
の
は
、
ア
ー
ネ

ス
ト
・
サ
ト
ウ
先
生
で
、
そ
れ
を
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
が
縦
承
し
、
更
に
こ
の
名
構
を
確
定
的
に
設
立
し
た
の
は
、
前
記
ウ
ェ
ス
ト
　
８３

ン
の
著
書
で
あ
る
。

そ
の
事
を
ぅ
や
ヽ
詳
し
く
述
べ
さ
せ
て
も
ら
ふ
　ゝ
一
人
八
一
年

（
明
治
十
四
年
）
に
Ｄ
英
國
公
使
館

（営
時
は
大
使
館
で
は
無
か

つ
た
）
附
書
記
官
の
ア
ー
ネ
ス
ト
ｏ
メ
ー
ソ
ン
・サ
ト
ウ
先
生
ゝ
及
び
退
役
海
軍
士
官
ユ
ー
・デ
ｌ
ｏ
ヱ
ス
・
ハ
ウ
ス
雨
氏
の
共
編

「
中

部
及
び
北
方
日
本
旅
行
案
内
」
を
、
横
濱
本
町
二
十
八
番
館
の
ケ
リ
ー
耐
か
ら
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
、
既
に
編
輯
資
料
を
、
魔

汎
な
る
範
園
に
互
つ
て
ゝ
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
と
．
英
文
學
教
授
の
ア
ス
ト
ン
先
生
に
仰
ぎ
、
大
和
の
吉
野
地
方
、
信
濃
飛
騨
山
塊

の
地
質
、
及
び
信
飛
山
塊
の
主
要
高
峰
の
記
事
は
．
前
記
ガ
ウ
ラ
ン
ド
の
提
供
を
受
け
、
岩
鷲
山
・岩
木
山
・弊
梯
山
の
登
山
記
は
ｂ

他
の
北
方
日
本
の
山
岳
記
事
と
共
に
、
地
震
學
者
の
ミ
ル
ン
教
授
か
ら
、「
八
ヶ
岳
・白
山
・及
び
立
山
」
は
、
無
機
化
學
の
教
授
ア
ト

キ
ン
ソ
ン
の
述
作
か
ら
、
材
料
を
獲
た
趣
を
．
序
文

（
一
八
八
一
年
二
月

一
日
付
）
に
述
べ
て
ゐ
ら
れ
る

（但
し
．
何
々
教
授
と
い

王
堂
チ
ヱ
ム
バ
レ
ン
先
生
　
小
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈三



王
堂
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
発
生
　
小
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈四

ふ
肩
書
き
は
、
私
が
註
澤
的
の
意
味
を
持
た
せ
て
Ｄ
添
加
し
た
の
で
あ
る
。
誤
り
が
あ
つ
た
ら
．
私
の
責
任
で
あ
る
）
が
、
こ
の
本

は
、
山
岳
地
に
開
す
る
限
り
ゝ
詳
密
と
は
い
へ
な
い
が
、
併
し
信
飛
地
方
の
大
連
嶺
に
封
し
て
、
日
本
ア
ル
プ
ス
と
稀
し
て
然
る
べ

き
旨
を
っ
初
め
て
印
刷
物
に
記
述
し
た
の
は
、
正
に
サ
ト
ウ
先
生
等
の
本
書
、
越
中
飛
騨
の
部
Ｄ
緒
論

（第
二
六
五
頁
）
に
於
い
て

で
あ
る
。

十
年
の
後
ｂ
部
ち

一
八
九

一
年

（
明
治
二
十
四
年
）
に
至
つ
て
ゝ
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
は
、
友
人
グ
ブ
ル
ュ
ー
・
ビ
ー
・
メ
ー
ソ

ン
と
共
同
し
て
、
本
書
の
版
檀
を
譲
り
受
け
ら
れ
た
ｂ
そ
の
頃
は
．
日
本
内
地
に
鐵
道
の
新
た
な
る
開
通
も
多
く
、
国
の
風
貌
も
、

大
な
る
憂
化
を
末
じ
ゝ
旅
行
道
の
革
命
も
生
じ
た
の
で
．
根
本
的
に
改
訂
を
施
さ
れ
ゝ
地
国
十
五
枚
を
添
へ
、
「
日
本
旅
行
案
内
」

の
名
の
下
に
、
ケ
リ
ー
●ウ
オ
ル
シ
ュ
耐
ゝ
及
び
倫
敦
の
ジ
ョ
ン
ｏ
マ
ア
レ
イ
共
同
出
版
と
し
て
確
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
は
、
既
に

ウ
ヱ
ス
ト
ン
が
渡
日
し
て
ゝ
神
戸
の
一
教
含
を
牧
し
て
ゐ
た
し
ｂ
ウ
ェ
ス
ト
ン
か
ら
も
ゝ
材
料
を
受
け
た
趣
を
断
は
つ
て
あ
る
が
ゎ

本
巷
所
載
の
立
山
・槍
ヶ
岳
。針
木
峠
・信
州
駒
ヶ
岳
・白
山
等
の
記
述
は
ゝ
寧
ろ
ガ
ウ
ラ
ン
ド
氏
、
サ
ト
ウ
先
生
．
チ
ヱ
ム
バ
レ
ン
先

生
等
の
、
登
山
経
験
及
び
資
料
の
拾
牧
が
典
つ
て
力
あ
る
こ
と
を
推
察
せ
ら
れ
る
ゝ
何
と
な
れ
ば
ゝ
営
時
は
未
だ
ウ
ェ
ス
ト
ン
も
ち

是
等
の
諸
高
山
に
登
つ
て
居
ら
す
、
そ
の
他
に
於
い
て
は
、
小
泉
八
雲
、
ベ
ル
ツ
博
士
、
ラ
イ
ン
博
士
、
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
先
生
等
の

諸
氏
も
、
材
料
を
供
給
さ
れ
て
ゐ
る
が
ゝ
是
等
の
諸
家
は
ゝ
登
山
家
を
以
つ
て
目
す
べ
き
で
な
い
か
ら
で
あ
る
、
因
み
に
言
ふ
ゝ
私

の
所
蔵
し
て
ゐ
る
一
八
九

一
年
版
の
本
書
は
、
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
よ
り
、
亘
知
部
忠
承
博
士
へ
の
献
呈
本
で
ゃ
亘
知
部
博
士
の
手

署
が
あ
る
、
今
は
雨
先
生
共
に
亡
く
．
友
情
記
念
の
本
巷
が
、
後
學
、
私
の
手
に
愛
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
。

以
後
、
本
書
は
数
版
を
重
ね
ゝ
版
毎
に
新
材
料
を
増
加
し
ゝ
日
本
地
理
資
料
と
し
て
は
、
革
に
外
人
が
、
依
つ
て
以
つ
て
信
憑
す

る
の
み
な
ら
す
、
日
本
人
も
ｔ
殊
に
山
岳
地
飛Ｔ
の
記
述
や
案
内
は
．
本
邦
の
學
者
と
雌
も
、
本
書
か
ら
翻
講
す
る
外
に
は
．
東
京
の
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「
地
學
雑
誌
」
又
は
、
人
山
方
面
に
於
て
Ｄ
震
災
豫
防
調
査
合
の
報
告
ぐ
ら
ゐ
を
除
い
て
、′
頼
る
と
こ
ろ
が
無
い
と
い
ふ
状
態
で
あ
つ

た
、
例
へ
ば
明
治
二
十
七
年
に
初
版
を
褒
行
し
て
一
代
の
風
景
槻
を
一
愛
さ
せ
た
と
思
は
れ
る
矧
川
志
賀
重
昂
先
生

（本
含
の
名
碁

含
員
．
既
に
物
故
せ
ら
る
）
の

「
日
本
風
景
論
」
も
、
日
本
ア
ル
プ
ス
と
い
ふ
名
こ
そ
、
製
用
し
な
か
つ
た
が

（但
し
ゝ
他
の
同
氏

の
論
文
で
は
．
採
用
し
て
ゐ
ら
れ
る
）
信
飛
地
方
の
人
山
以
外
の
諸
高
山
を
記
述
す
る
に
営
つ
て
は
、
材
料
を
随
分
多
く
外
人
な
る

チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
の

「
日
本
旅
行
案
内
」
か
ら
ｂ
邦
詳
す
る
の
止
む
を
得
な
か
つ
た
こ
と
は
ゝ
今
日
か
ら
論
す
れ
ば
、
不
見
識
の

や
う
で
も
あ
る
が
、
営
時
は
、
さ
う
す
る
よ
り
外
ｂ
材
料
が
獲
ら
れ
な
か
つ
た
の
だ
か
ら
、
何
と
も
致
し
方
は
な
い
、
斯
く
言
ふ
私

は
。
「
日
本
風
景
論
」
と
ウ
ェ
ス
ト
ン
の

「
日
本
ア
ル
プ
ス
」
に
教

へ
ら
に
、
啓
嚢
ゝ
激
食
さ
れ
た

こ
と
は
非
常
な
も
の
で
、
湖
源

す
る
と
、
チ
ヱ
ム
バ
レ
ン
先
生
の

「
日
本
旅
行
案
内
」
に
辿
り
若
く
の
だ
か
ら
ｂ
明
治
早
期
登
山
時
代
の
山
岳
文
献
に
於
け
る
チ
ヱ

ム
バ
レ
ン
先
生
の
功
績
は
、
偉
大
な
も
の
で
あ
る
。

尤
も
、
資
を
言

へ
ば
、
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
の
傑
れ
た
る
連
作
は
、
む
し
ろ
他
の
方
面
に
存
す
る
、
高
葉
集
ｔ
古
今
集
、
謡
曲
等

を
英
詳
さ
れ
た

「
日
本
上
代
の
詩
歌
」
（
明
治
十
三
年
）
を
初
め
と
し
て
。
「
英
詳
古
事
記
」
（
明
治
十
六
年
）
「
日
本
小
文
典
」
（
明
治

二
十
年
）
「
日
本
事
情
」
（
明
治
二
十
三
年
）
の
如
き
名
作
を
績
々
刊
行
せ
ら
れ
ゝ
殊
に

「
日
本
事
情
」
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
の

「
日
本

ア
ル
プ
ス
」
に
も
参
照
さ
れ
て
ゐ
る
し
、
外
人
に
日
本
の
事
情
を
知
ら
せ
た
名
著
と
し
て
、
海
外
に
ま
で
影
響
す
る
と
こ
ろ
頗
る
多

か
つ
た
が
、
登
山
家
の
看
貼
か
ら
醜
る
時
に
は
、
た
と
ひ
輯
製
的
の
も
の
で
あ
つ
て
、
創
作
的
で
な
か
つ
た
に
し
て
も
、一‐日
本
旅
行

案
内
」
が
ゝ
白
紙
の
山
岳
地
、
暗
黒
の
秘
密
園
な
る
日
本
ア
ル
プ
ス
に
投
典
し
た
、
赫
々
た
る
光
明
感
に
眩
惑
し
た
こ
と
を
自
由
す

る
ゝ
念
の
た
め
に

「
日
本
旅
行
案
内
」
の
出
版
年
月
を
左
に
列
記
す
る
。

日
本
旅
行
案
内
改
訂
第
三
版
　
　
一
八
九

一
年

（
明
治
十
四
年
）

王
堂
チ
ヱ
ム
バ
レ
ン
先
生
、
小
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈五
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王
堂
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
　
小
島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈六

同
　
　
　
培
補
訂
正
第
四
版
　
　
一
八
九
四
年

（
同
　
十
七
年
）

同
　
　
　
増
補
訂
正
第
五
版
　
　
一
八
九
九
年

（
同
　
汁
二
年
）

同
　
　
　
　
　
訂
正
第
六
版
　
　
一
九
〇

一
年

（
同
　
汁
四
年
）

同
　
　
　
　
　
訂
正
第
七
版
　
　
一
九
〇
三
年

（
同
　
廿
六
年
）

同
　
　
　
増
補
訂
正
第
八
版
　
　
一
九
〇
七
年

（
同
　
四
十
年
）

同
　
　
　
　
　
　
　
第
九
版
　
　
一
九

一
八
年

（大

正

七

年
）

こ
の
中
の
第
四
版

（
明
治
二
十
七
年
）
に
至
る
と
、
既
に
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
．
信
飛
地
方
に
盛
ん
に
登
山
を
開
始
し
、
倫
敦
の

「
ア
ル

バ
イ
ン
・ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
に
も
、
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
記
の
第

一
報

（
明
治
十
六
年
五
月
琥
）
を
途
つ
て
ゐ
る
程
で
ゝ
富
士
川
―

天

龍
谷
の
間
の
、
山
岳
地
及
び
飛
騨
越
中
の
諸
高
山
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
改
訂
に
待
つ
こ
と
多
大
で
あ
る
旨
を
っ
序
文
で
謝
意
を
表
し

て
ゐ
る
。

し
か
も
ゝ
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
は
．
革
に
記
述
者
た
る
に
止
ま
ら
す
ゝ
自
身
で
、
明
治
の
早
期
に
ゝ
信
州
大
町
か
ら
越
中
立
山
ま

で
ゝ
針
ノ
木
峠
を
経
て
、
冒
険
旅
行
を
敢
行
さ
れ
て
ゐ
る
、
尤
も
私
は
．
未
だ
そ
の
年
月
を
審
ら
か
に
し
な
い
が
．
先
生
は
明
治
六

年
，
二
十
三
歳
の
時
に
ゝ
始
め
て
日
本
に
末
航
せ
ら
れ
ゝ
針
ノ
木
峠
の
記
事
は
、
サ
ト
ウ
先
生
の
前
記

「
中
部
日
本
案
内
」
（
明
治
十

四
年
）
に
も
掲
げ
ら
れ
、
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
の
手
に
．
日
本
旅
行
案
内
の
版
雄
が
館
し
て
か
ら
針
ノ
木
の
記
事
が
増
補
さ
れ
た
に

し
て
も
ゝ
薔
作

（
明
治
十
四
年
版
）
が
依
然
基
本
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
中
か
ら
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
の
観
察
記
録
を
ゝ
分
離

さ
せ
て
Ｄ
登
山
の
年
月
を
判
定
す
る
と
い
ふ
方
法
を
取
る
こ
と
は
ゝ
困
難
で
あ
る
、
と
も
か
く
も
ぅ
そ
の
営
時
ゝ
針
ノ
木
峠
を
鍮
え

る
と
い
ふ
こ
と
は
．
非
常
の
難
事
で
あ
つ
て
も
私
が
先
生
と
文
通
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
も
ｂ
針
ノ
木
峠
の
道
路
の
模
様
を
、
先
生
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に
手
紙
で
教
へ
て
い
た
ゞ
い
た
の
に
、
始
ま
つ
て
ゐ
る
。

そ
の
手
紙
を
い
た
ゞ
い
た
の
は
．
ハ
ッ
キ
リ
と
年
月
を
お
ぼ
え
て
ゐ
な
い
が
ゝ
恐
ら
く
明
治
三
十
九
年
頃
で
あ
つ
た
と
思
ふ
、
先

生
は
明
治
二
十
三
年
に
、
東
京
帝
国
大
學
文
學
部
の
教
師
を
ｂ
多
病
の
た
め
に
辞
職
せ
ら
れ
、
大
學
か
ら
ｂ
名
誉
教
授
の
構
糖
を
購

な
ん
な

ら
れ
、
箱
根
宮
ノ
下
に
隠
棲
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
恰
も
明
治
四
十
年
版
の
日
本
旅
行
案
内

（第
八
版
）
嚢
行
に
垂
ん
と
し
て
ゐ
た
時
だ

と
お
も
ふ
ゝ
そ
の
本
の
原
稿
の
一
部
Ｄ
針
ノ
木
峠
に
係
は
る
と
こ
ろ
の
校
正
刷
に
、
朱
筆
を
入
れ
ら
れ
た
の
を
封
入
せ
ら
れ
て
ゝ
私

（先
生
）
と
共
同
著
者
メ
ー
ソ
ン
氏
の
知
悉
せ
る
限
り
の
Ｄ
針
ノ
木
峠
の
道
筋
ゝ
そ
の
他
の
模
様
は
こ
の
原
稿
に
蓋
き
て
ゐ
る
と
言

つ
て
Ｄ
お
手
紙
を
添
え
て
下
す
つ
た
、
そ
の
折
り
に
．
交
換
と
い
ふ
意
味
で
も
無
か
つ
た
ら
う
が
、
先
生
は
日
下
印
刷
中
の
本
書
新

版
に
牧
む
べ
く
ｔ
自
馬
嶽
の
記
事
に
就
い
て
、
私
に
材
料
の
供
給
を
依
頼
せ
ら
れ
た
、
そ
の
前
版

（
明
治
汁
六
年
版
）
ま
で
の

「
日

本
旅
行
案
内
」
に
は
ゝ
大
蓮
華
の
名
の
下
に
、
白
馬
嶽
と
近
似
し
た
山
の
記
事
が
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
ウ
ェ
ス
ト

ン
の
供
給
に
係
は
つ
た
も
の
で
っ
ウ
ェ
ス
ト
ン
の

「
日
本
ア
ル
プ
ス
」
「亦
大
蓮
華
の
登
山
記
あ
つ
て
、
自
馬
嶽
の
名
は

一
切
見
る
と

こ
ろ
が
な
い
、
自
馬
嶽
は
．
日
本
の
登
山
家
、
そ
れ
も
高
山
植
物
研
究
家
の
間
に
っ
夙
に
名
が
高
か
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
明
治

三
十
五
年
に
山
崎
直
方
博
士
（営
時
は
理
學
士
、
日
本
山
岳
會
員
ゝ
今
は
故
人
と
な
ら
れ
た
）
が
、
嶽
の
中
腹
、
葱
干
邊
で
ｂ
氷
河
の

遺
跡
な
る
も
の
を
嚢
見
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
報
告
が
あ
つ
て
ゝ
學
界
を
騒
が
せ
た
後
と
て
．
特
に
先
生
の
注
意
を
惹
か
れ
た
も
の
で
あ

る
と
想
は
れ
る
ぅ
営
時
私
は
ゝ
未
だ
白
馬
嶽
に
登
つ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
が
っ
友
人
や
雑
誌
な
ど
か
ら
聞
知
綜
合
し
て
材
料
を
整
理
し

て
も
至
つ
て
簡
単
で
は
あ
つ
た
が
、
先
生
に
途
附
し
た
こ
と
が
あ
る
、
印
刷
成
つ
て
先
生
か
ら
　
ヨ
〓

，
多
①
”
二
Ｆ
ｏ
■

８
日
■
一３

日
８

，

と
印
刷
し
た
紙
片
を
扶
む
だ
第
八
版
の
．
恵
購
を
受
け
た
が
、
書
中
初
め
て

（
こ
の
案
内
記
と
し
て
は
）
自
馬
岳
の
項
が
．

大
蓮
華
峰
の
記
述
と
は
別
に
ゝ
獨
立
し
て
牧
め
ら
れ
。
氷
河
遺
跡
嚢
見
の
こ
と
も
書
き
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
ゎ
僅
か
二
十
行
ぐ
ら
ゐ
の
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島
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
〈

簡
単
な
も
の
で
１
今
日
か
ら
見
れ
ば
ｂ
全
く
以
て
物
足
ら
な
さ
過
ぎ
る
が
。
そ
れ
は
私
の
供
給
し
た
資
料
が
．
貧
蒻
を
極
め
て
ゐ
た

か
ら
で
あ
る
。

私
は
っ
先
生
の
御
手
紙
を
っ
大
切
に
保
存
し
て
、
嘗
て
日
本
山
岳
會
の
大
合
に
も
ゝ
解
論
を
附
し
て
、
陳
列
し
た
こ
と
が
あ
つ
た

が
ゝ
私
の
渡
米
後
っ
大
震
災
の
騒
ぎ
で
ｂ
宅
は
燒
け
は
し
な
か
つ
た
が
、
家
族
の
避
遁
後
ｂ
塞
屋
へ
一
揆
的
避
難
者
の
間
入
が
あ
つ

た
ヽ
め
．
多
く
の
貴
重
な
る
山
岳
文
献
資
料

（
主
と
し
て
手
紙
原
稿
類
）
が
っ
行
衛
不
明
に
な
り
、
先
生
の
手
紙
も
、
未
だ
に
見
つ

か
ら
な
い
の
で
遺
憾
に
思
つ
て
ゐ
る
。

先
生
は
ｂ
箱
根
宮
ノ
下
逗
留
時
代
に
ち
よ
く
私
の
勤
務
し
て
ゐ
る
横
濱
正
金
銀
行
横
濱
本
店
の
窓
日
か
ら
、
私
に
聾
を
か
け
て
下

さ
れ
た
、
恰
度
私
が
外
人
預
金
係
で
あ
つ
て
、
窓
口
に
デ
ス
ク
を
世
い
て
ゐ
た
の
で
。
先
生
の
通
帳
を
扱
つ
て
あ
げ
な
が
ら
Ｄ
山
の

話
や
、
山
岳
文
學
の
話
を
伺
つ
た
こ
と
も
．
度
々
あ
つ
た
、
記
憶
に
存
し
た
こ
と
を
ｂ　
一
つ
二
つ
憶
ひ
出
す
と
。
私
は
明
治
四
十
年

十
月
二
十
七
日
に
、
営
時
紳
奈
川
中
學
に
通
學
の
弟
榮

（
現
日
本
山
岳
含
員
）
を
連
れ
ｂ
御
殿
場
を
午
前
三
時
に
出
立
っ
午
後

一
時

三
十
分
に
っ
創
ヶ
峰
に
達
し
た
が
ｂ
新
雪
は
八
合
日
か
ら
見
え
出
し
て
ゝ
絶
頂
に
つ
ゞ
い
て
ゐ
た
。
そ
の
新
雲
の
状
態
等
を
検
べ
て

「
横
濱
貿
易
新
聞
」
紙
上
に

「
雲
中
富
士
登
山
記
」
と
題
し
て
雨
三
日
に
亘
つ
て
ｂ
紀
行
を
連
載
し
た
。
今
な
ら
十
月
頃
の
秋
山
に
っ

雲
中
登
山
も
、
凄
ま
じ
い
と
ｂ
笑
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
。
そ
の
営
時
は
Ｄ
十
月
末
と
な
つ
て
は
ｂ
剛
力
を
得
る
す
ら
困
難
で
。
皆

ん
な
農
事
に
忙
が
し
く
。
相
手
に
し
て
も
く
れ
な
か
つ
た
し
、
勿
論
登
山
者
な
ど
は
ｂ　
一
人
も
無
く
、
塞
山
寂
真
の
き
は
み
で
あ
つ

た
っ
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
は
、
毎
日
そ
の
紀
行
を
讀
ま
れ
た
さ
う
で
ｂ
私
に
そ
の
こ
と
も
話
さ
れ
た
パ
こ
の
一
文
は
．
明
治
四
十

一

年
九
月
刊
行
の
拙
著

「
山
水
美
論
」
に
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
）
何
に
し
ろ
ぅ
語
學
の
天
才
で
ｂ
博
言
學
の
素
養
が
あ
り
。
日
本
人
に
す

ら
、
難
解
の
古
事
記
を
英
詳
す
る
く
ら
ゐ
の
、
根
氣
の
強
い
、
理
智
の
明
晰
な
先
生
の
こ
と
だ
か
ら
、
私
の
洩
薄
な
文
章
を
讀
ん
で
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下
す
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
ｂ
既
に
赤
面
の
至
り
で
あ
る
。

も

一
つ
。
営
時
私
は
ｂ
ラ
ス
キ
ン
崇
舞
で
ｂ
荀
く
も
ラ
ス
キ
ン
に
開
す
る
著
作
は
、
取
り
寄
せ
て
Ｄ
解
り
も
し
な
い
癖
に
、
日
を

通
さ
な
い
と
氣
が
済
ま
な
い
程
で
あ
つ
た
、　
一
九
〇
四
年
倫
敦
の
ジ
ョ
ン
・
マ
ア
レ
イ
か
ら
出
版
さ
れ
た
キ
ッ
チ
ン
と
い
ふ
人
の
著
‐オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ル
ド
に
於
け
る
ラ
ス
キ
ン
及
び
共
の
他
の
研
究
」
と
い
ふ
革
行
本
を
ぅ
丸
善
か
ら
購
入
し
た
が
、
共
の
第

一
章
に

脚
ｓ
ｏ江
●
”
け
〇
嵐
ｏ
ａ
ｂ
ｏ
”
口
暉
●
鮎
①『ｍ
Ｓ
Ｑ
轟
一①
”
●
２
”
∽
∽】社
の
「
ｏ
お
∽８
ヽ
と
あ
る
題
か
ら
し
て

先ゝ
づ
解
ら
な
い
。
こ
の
「
ア

ン
グ
ア
グ
ラ
ヂ
ェ
ヱ
ー
ト
」
と

「
ス
レ
ー
ド
・プ
ロ
フ
ェ
ッ
ソ
ル
」
の
稀
慌
及
び
職
分
に
就
い
て
、
見
嘗
が
附
か
な
か
つ
た
の
で
ゝ
チ

ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
が
窓
日
に
見
え
た
と
き
を
メ
捉
ま
へ
て
。
そ
の
意
味
を
質
し
た
が
、
英
国
人
の
先
生
の
こ
と
だ
か
ら
、
言
下
に
明

解
を
典
へ
ら
れ
る
か
と
思
ひ
の
外
Ｄ
暫
く
沈
吟
し
て
ゝ
充
分
に
諭
明
を
し
て
下
さ
ら
な
か
つ
た
の
は
ｂ
少
ス
意
外
で
あ
つ
た
、
尤
も

日
本
と
英
国
と
は
ゝ
大
學
の
組
織
も
違
ふ
し
、
殊
に
大
學
の
職
制
に
縁
故
の
な
い
私
に
．
説
明
し
て
も
。
理
解
困
難
と
思
は
れ
た
か

も
知
に
な
い
ぅ
別
の
こ
と
だ
が
、
私
の

「
日
本
ア
ル
プ
ス
」
第

一
巷
に
っ
漢
流
に
立
て
る
ラ
ス
キ
ン
の
省
像
を
入
れ
た
の
は
．
前
記

キ
ッ
チ
ン
の
本
書
に
、
フ
ホ
ト
グ
ラ
ビ
ウ
ア
製
版
で
巷
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
の
を
ゝ
韓
鳥
し
た
の
で
あ
る
ぅ
原
書
は
所
謂
ラ
フ
ェ
ー
ル

前
派
頭
日
の
一
人
ｂ
ジ
ョ
ン
●
ミ
レ
ー
ス
の
作
で
あ
る
。

か
う
書
い
て
ゐ
て
も
．
銀
行
の
窓
口
で
．
月
に
一
回
ぐ
ら
ゐ
は
ゝ
お
日
に
か
ゝ
つ
た
先
生
の
ぅ
氣
品
の
漂
つ
て
ゐ
る
細
面
が
．
在

ま
す
が
如
く
ゝ
眼
前
に
浮
ん
で
来
る
。
先
生
の
性
格
か
ら
ゝ
お
も
ざ
し
か
ら
．
漢
學
流
に
形
容
す
れ
ば
ゝ
清
疫
鶴
の
如
し
で
ｂ
静
か

に
っ
ポ
ツ
リ
「
ポ
ツ
リ
と
ゝ
澄
み
切
つ
た
言
葉
使
ひ
の
。
上
品
で
町
嘩
な
こ
と
は
。
好
學
的
な
。
研
究
的
な
、
態
度
と
精
神
が
お
の

づ
と
流
露
し
て
ゐ
る
、
粗
野
な
る
銀
行
の
一
小
倫
が
、
い
か
に
恐
縮
し
て
し
ま
つ
た
こ
と
か
ｒ
今
考
へ
て
も
い
ぢ
け
て
し
ま
ふ
が
．

そ
れ
は
併
し
、
先
生
の
氣
高
い
精
神
に
撲
た
れ
た
か
ら
で
ｂ
先
生
の
態
度
は
ゝ
親
し
み
易
く
、
隔
て
と
て
は
更
に
無
い
。
氣
の
措
け

王
堂
チ
ヱ
ム
バ
レ
ン
先
生
　
小
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な
い
老
人
で
あ
つ
た
。
只
だ
先
生
は
．
平
生
病
氣
克
ち
で
、
俗
に

「
影
が
薄
い
」
と
い
ふ
や
う
な
ぃ
翡
々
し
さ
の
感
銘
を
受
け
た
。

先
生
の
日
本
渡
末
は
。
明
治
ぶ
年
で
ゝ
恰
も
私
が
誕
生
し
た
年
で
あ
る
か
ら
Ｄ
正
金
銀
行
で
お
日
に
か
ゝ
つ
た
と
き
の
先
生
は
「
今

か
ら
逆
算
す
る
と
、
五
十
五
・六
才

（
明
治
四
十
年
前
後
と
し
て
）
で
し
か
な
い
．
卸
ち
今
日
の
私
よ
り
も
ｂ
若
年
で
あ
ら
れ
た
が
「

餘
程
御
老
性
の
や
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。　

・
つ
は
私
が
ｂ
営
時
若
か
つ
た
ゝ
め
も
あ
ら
う
が
ｂ
先
生
も
、
あ
ま
り
御
丈
夫
と
も
思
は

れ
な
か
つ
た
。

私
は
ｂ
先
生
の
お
手
紙
を
失
つ
た
こ
と
を
、
前
に
述
べ
た
が
Ｄ
先
生
が
明
治
四
十
四
年
二
月
に
、
日
本
を
去
ら
れ
て
か
ら
後
の
こ

と
も
私
が
米
国
か
ら
館
朝
し
て
後
の
こ
と
っ
紳
田
の
吉
本
屋
か
ら
、
偶
然
に
も
、
先
生
の
蔵
書
印
あ
る
古
版
本
を
探
し
出
し
た
。
・嚢

行
年
代
不
明
で
あ
る
が
．
江
戸
時
代
に
於
い
て
京
都
の
書
林
通
三
條
須
磨
勘
兵
術

（弘
簡
堂
）
か
ら
。
版
行
さ
れ
た
西
川
風
の
浮
世

書
墨
招
の
三
冊
本
で
も「鳥
獣
草
花
結
本
初
心
道
じ
る
べ
」
と
題
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
Ｄ
毎
巷
々
頭
に
、
先
生
の
蔵
書
印

と
、
長
方
形
の
朱
肉
印
が
ゝ
押
捺
さ
れ
て
ゐ
る
．
こ
ゝ
で
遅
蒔
な
が
ら
、
先
生
の
全
姓
名
　
９１

ペ

シ

ル
　
　
ホ
ー
ル

を
撃
げ
る
と
ｂ
”
”
∽〓
目
”
〓
Ｏ
Ｆ
”
Ｂ
σ
①ニ
ュ
い
で
あ
る
、
”
”
ｏ〓
は
辞
書
を
引
く
と
。
希
臓

語

”
”
∽壼
８
●
か
ら
来
た
言
葉
で
、
英
語
の

河
ｏ
て
ュ

則
ち

「
王
」
に
営
る

　ゝ
ロ
ュ
一
の

「堂
」
な
る
こ
と
は
ゴ
百
を
倹
た
す
。
先
生
が
王
堂
と
琥
せ
ら
れ
る
所
以
で
、
外
国
人
が
、
漢
學
者
流
に
、
琥
を
附
け
る
の
は
、
或

其

二
堂
薇
書

は
サ
ト
ウ
先
生
あ
た
り
が
、

最
初
に
試
み
ら
れ
た
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
印
ち
サ
ト

ウ
先
生
の
蔵
書
印
は

王
堂
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
　
小
島

と
あ
り
、
ア

ス
ト
ン
先
生

も
、
亦
詈
便

に
依
ら
れ
て

ル
一

崖
道
蔵
害
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市
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レ
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小
島
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と
い
ふ
印
影
を
押
捺
さ
れ
て
ゐ
ら
れ
る
ゝ
併
じ
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
の
王
堂
は
二

居
日
本
的
で
あ
る
Ｄ
日
本
の
最
近
の
哲
學
者
で
ｂ

今
は
故
人
と
な
ら
れ
た
が
、
田
中
王
堂
と
い
ふ
論
客
が
あ
つ
た
。
偶
ま
琥
の
同

一
か
ら
．
憶
ひ
出
さ
れ
た
ま
ゝ
ｂ
附
記
し
て
置
く
。

次
に
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
の
、
王
堂
印
の
蔵
書
庫
に
就
い
て
ゝ
文
學
博
士
佐
々
木
信
綱
氏
は
、
左
の
如
く
記
述
さ
れ
て
ゐ
る
パ
「
心

の
花
」
第
二
十
九
巻
第
四
琥
）

先
生
は
っ
箱
根
を
愛
さ
れ
て
、
宮
の
下
富
士
屋
ホ
テ
ル
の
、
日
本
建
の
東
端
。
二
十
七
、
二
十
八
琥
の
雨
室
に
夏
を
、
本
舘
の

角
の
日
あ
た
り
の
よ
い
四
十
五
、
四
十
六
琥
雨
室
に
各
を
、
過
さ
れ
た
、
し
か
し
て
ホ
テ
ル
の
構
内
な
る
熊
野
紳
祗
の
傍
に
、

書
庫
を
建
て
て
、
夙
く
バ
シ
ル
・
ホ
ー
ル
を
、
王
堂
と
詳
さ
れ
っ
英
王
堂
蔵
書
と
い
ふ
印
を
つ
く
ら
れ
た
が
。
そ
の
印
を
押
し

た
約

一
萬
数
千
巻
の
書
を
．
を
さ
め
ら
れ
た
こ
の
書
庫
は
、
書
間
は
書
齋
に
さ
れ
て
を
つ
た
の
で
ゝ
明
星
が
岳
に
向
ふ
窓
の
邊

に
っ
揺
り
椅
子
に
竹
つ
て
。
或
は
秘
書
を
し
て
書
物
を
讀
ま
し
め
、
或
は
薔
式
な
萬
年
筆
を
用
ゐ
て
は
ゝ
著
書
の
訂
正
を
、
絶

え
す
し
て
を
ら
れ
た
。

或
は
思
ふ
、
私
の
入
手
し
た
縮
本
も
。
こ
の
箱
根
の
書
庫
か
ら
洩
れ
出
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
た
と
ひ
ゝ
さ
う
で
あ
っ
て
も
Ｄ

な
く
て
も
ゝ
如
何
に
し
て
先
生
の
蔵
本
が
、
市
に
出
た
か
は
、
私
の
典
か
り
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
申
す
■
日
本
旅
行
案
内
」
の
共
同
著
者
ゝ
メ
ー
ソ
ン
氏
は
、
晩
年
に
な
つ
て
、
不
幸
に
も
錘
倉
で
、
大
震
災
に
邁
ひ
Ｄ
歴
死

せ
ら
れ
た
が
、
チ
ヱ
ム
バ
レ
ン
先
生
は
ｂ
日
本
を
去
ら
れ
て
か
ら
、
風
光
明
媚
な
る
ジ
ェ
ネ
ー
ヴ
の
レ
ー
マ
ン
湖
時
で
っ
静
か
に
餘

生
を
途
ら
れ
、
本
年
二
月
十
五
日
、
同
湖
時
の
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
ｏホ
テ
ル
で
、
八
十
五
歳
の
高
齢
を
保
つ
て
、
永
眠
さ
れ
た
の
は
っ
清

一臓
羨
や
む
べ
き
で
あ
る
ゝ
先
生
は
若
い
と
き
か
ら
ゝ
批
年
時
代
ま
で
、
最
も
日
本
の
風
物
を
愛
せ
ら
れ
．
老
後
は
、
ア
ル
プ
ス
の
水

光
山
色
に
親
し
ま
れ
。
そ
こ
で
天
壽
を
完
う
さ
れ
た
。
影
が
薄
い
と
思
つ
た
の
は
、
焉
く
ん
ぞ
知
ら
む
。
本
性
は
斯
の
如
く
張
き
も
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の
で
あ
つ
た
。

日
本
山
岳
の
記
念
す
べ
き
恩
人
と
し
て
ｂ
サ
ト
ウ
先
生
。
ガ
ウ
ラ
ン
ド
氏
は
、
私
の
相
見
え
ぎ
る
故
人
だ
か
ら
、
今
言
は
ず
、
チ

ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
。
メ
ー
ソ
ン
氏
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
と
っ
こ
の
三
老
人
を
並
べ
て
考
へ
る
と
，
南
書
の
虎
漢
三
笑
と
い
つ
た
や
う
な

風
格
を
憶
ひ
出
す
が
ｂ
今
日
餘
生
を
保
つ
て
ゐ
る
の
は
Ｄ
さ
す
が
に

一
番
若
い
ウ
ェ
ス
ト
ン
老

一
人
で
。
そ
れ
す
ら
ｂ
氣
の
毒
な
ほ

ど
に
老
表
さ
れ
て
ゐ
る
と
聞
く
ｂ
私
は
暮
春
の
愛
惜
を
以
て
。
こ
の
痛
々
し
い
唯

一
の
残
存
者
に
っ
壽
永
か
れ
と
希
ふ
こ
と
ゝ
切
り

で
あ
る
。

チ
ヱ
ム
バ
レ
ン
先
生
逝
か
れ
る
や
ぅ
佐
々
木
博
士
は
．
歌
道
の
雑
誌

「
心
の
花
」
の
た
め
に
。
私
に

一
文
を
徴
さ
る
、
私
は

「
早

期
登
山
時
代
の
チ
ヱ
ム
バ
レ
ン
先
生
」
と
題
し
た
短
文
を
同
誌
に
寄
せ
た

（載
せ
て
四
月
琥
に
在
り
）
そ
の
後
に
な
つ
て
、
不
備
誤

謬
の
貼
が
あ
つ
た
の
に
鑑
み
。
且
つ
は
又
右
の

「
心
の
花
」
や
。
四
月
の

「
國
語
と
國
文
學
」
に
出
で
た

「
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
教
授
追

悼
鋒
」
に
依
つ
て
教

へ
ら
れ
た
と
こ
ろ
も
多
く
ｔ
既
出
の

「
早
期
登
山
時
代
の
チ
ェ
ン
バ
ン
ン
先
生
」
を
骨
子
と
し
て
ｂ
重
ね
て
本

文
を
起
草
し
た
。

文
中
、
先
輩
外
人
の
氏
名
に
封
し
。
或
は
先
生
、
或
は
氏
、
或
は
呼
び
捨
て
等
「
盤
裁
不
一
な
る
こ
と
を
覺
つ
た
が
．
迂
つ
か
り
。
さ
う
書
け
て

し
ま
つ
た
の
で
、
就
中
ウ
ェ
ス
ト
ン
に
封
す
る
呼
び
捨
て
な
ど
は
、
あ
ま
り
に
親
密
な
た
め
で
あ
る
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
も
微
笑
こ
そ
す
れ
、
叱
り
は

し
ま
ひ
と
思
ふ
、
と
言
ふ
こ
と
さ
へ
ぶ
他
人
行
儀
か
。

王
堂
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
先
生
　
小
島
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支
那
文
献
に
表
は
れ
た
白
頭
山

大

田

喜

久

雄

一

今
各
東
大
遠
征
隊
の
記
録
的
な
登
攀
に
営
つ
て
．
東
西
雨
朝

日
新
聞
が
鳴
物
入
り
で
吹
聴
し
た
結
果
、
満
鮮
園
境
に
年
立
す

る
白
頭
山
の
存
在
が
極
め
て
明
確
に
世
人
の
臓
裡
に
印
象
附
け

支
那
文
献
に
表
は
れ
た
自
頭
山

ら
れ
た
。
元
末
白
頭
山
又
は
長
白
山
は
．
我
が
図
定
教
科
書
に

載
せ
ら
れ
て
は
ゐ
る
が
満
鮮
現
地
の
人
々
又
は
特
殊
の
関
係
に

置
か
れ
る
人
々
を
除
い
て
は
も
大
多
数
の
世
人
は
此
の
山
の
存

在
を
忘
却
し
ゝ
た
と
へ
名
前
は
知
つ
て
ゐ
て
も
何
虎
に
在
る
か

と
云
ふ
こ
と
に
至
つ
て
は
皆
日
見
営
の
つ
か
ぬ
人
々
が
多
か
つ

た
と
云
は
れ
る
程
我
が
国
人
に
は
縁
速
い
存
在
で
あ
つ
た
。
然

る
に
此
の
山
は
新
興
満
洲
関
人
に
は
共
の
事
直
、
清
朝
登
群
の

霊
山
と
し
て
一
つ
の
箪
崇
の
日
標
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
日
滞

雨
図
開
係
の
極
め
て
密
接
し
た
今
日
、
時
に
と
つ
て
興
味
あ
る
　
う

問
題
で
あ
る
と
ム
ヘ
よ
う
。
此
の
滞
鮮
闘
境
の
最
高
峯
は

一
催
　
く

如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
山
で
あ
つ
た
か
．
古
末
支
那
人
は
如

何
に
見
て
ゐ
た
か
等
．
支
那
文
献
上
に
表
は
れ
た
自
頭
山
に
就

い
て
以
下
若
十
の
考
察
を
試
み
て
み
よ
う
。

含
ほ
白
頭
山
に
開
す
る
文
献
は
梓
書
房
よ
り
薇
行
さ
れ
る
東
大
遠
征

除
の
報
告
書
巷
末
に
列
記
し
て
あ
り
、地
質
銀
物
學
上
の
文
献
は
渡
邊

武
男
、長
澤
住
熊
両
氏

『朝
鮮
成
北
の
山
々
「
冠
帽
峯
机
山
峯
及
白
頭

山
』
（「
山
岳
」
第
二
十
七
巷
第
二
焼
）、
山
成
不
二
麿
氏

『白
頭
山
』

（「地
學
雑
誌
」
第
四
十
年
）
渡
邊
武
男
氏

『白
頭
火
山
』
（「火
山
」第

カ
エ



支
那
文
献
に
表
は
れ
た
自
頭
山

二
巻
第
一
琥
）
後
尾
に
列
撃
さ
れ
て
を
り
、ス
た
朝
鮮
鍍
業
會
よ
り
立

石
巖
氏
が
昭
和
八
年
十
月
に
『朝
鮮
に
於
け
る
地
質
及
鍍
物
の
調
査
滑

革
競
文
献
』
を
編
ん
で
を
ら
れ
る
か
ら
特
に
此
の
方
面
に
興
味
あ
る
讀

者
は
参
照
さ
れ
る
と
便
宜
で
あ
る
。

二

先
づ
第

一
に
自
頭
山
の
山
名
の
出
来
す
る
所
以
で
あ
る
が
、

自
頭
山
は
朝
鮮
に
於
い
て
行
は
れ
る
稀
呼
で
あ
つ
て
、
現
今
支

那
人
は
之
を
長
白
山
と
呼
ん
で
ゐ
る
。

『
北
塞
記
略
』
の

「
白
頭
山
考

」
に
、

「白
頭
山
。
在
茂
山
府
西
三
百
六
里
。
古
名
不
成
山
。中
国
之
人
謂
之

長
白
。
束
方
之
人
謂
之
白
頭
。
蓋
山
極
高
。
四
時
常
水
雰
ｃ
故
名
。」

と
記
し
て
此
の
黙
を
明
確
に
扱
つ
て
ゐ
る
。

「
東
関
文
献
備
考
」
に
Ｄ

「白
頭
山
在
茂
山
府
西
三
百
五
十
里
。」

「
海
左
地
国
説
』
に
、

「白
頭
山
首
起
西
北
。
直
下
大
荒
。
至
此
陸
立
。
其
高
不
知
幾
千
高

偲
。
山
厳
有
池
。
如
人
順
穴
。
周
可
二
三
十
里
。
水
色
駒
黒
不
測
。四

月
水
雰
委
積
。
望
之
漠
漠

一
銀
海
也
。
山
形
在
遠
若
覆
白
甕
。
及
登

力六

厳
。
四
園
微
凸
中
窪
如
仰
甕
日
向
上
外
白
内
赤
。
四
壁
側
立
。
若
糊

丹
埴
折
。
其
北
数
尺
水
溢
出
角
瀑
。
卸
黒
龍
江
源
也
。
徒
岡
脊
而
下

三
四
里
。
始
得
鴨
緑
之
源
。」

一ぜ英
耐
朝
賓
鑑
』
に
、

「
丁
亥
秋
七
月
。
左
議
政
韓
翼
蕃
言
。
白
頭
山
乃
是
我
回
之
朝
宗
山
。

雨
北
道
叉
鴛
國
朝
獲
鮮
乏
地
。
北
嶽
祀
秩
。
今
宜
移
設
干
白
頭
山
也
。

上
下
詢
大
臣
。
奉
朝
賀
愈
拓
基
日
。
我
園
諸
山
。
皆
残
脈
於
白
頭
山
。

而
山
之
傍
近
。
ス
是
列
聖
曇
洋
之
地
。
立
団
近
四
百
年
。
台
未
崇
祀
。

恐
是
閥
典
ｃ
白
山
之
祀
。
臣
無
容
別
議
。
上
従
之
。
命
成
鏡
道
臣
。
鐸

地
於
甲
山
府
八
十
里
雲
籠
堡
北
望
徳
坪
。
建
閣
。
望
祀
於
白
頭
山
。」

「
東
國
典
地
勝
覧
』
巷
之
五
十

「
含
寧
都
護
府
」
の
條
に
、

「白
頭
山
。
帥
長
白
山
也
。
在
府
西
七
八
日
程
。山
几
三
暦
。
高
三
百

里
。
横
二
千
里
。
共
融
有
渾
。
周
八
十
里
。南
流
角
鴨
緑
江
。
北
流
翁

松
花
江
。
角
混
同
江
ｃ
東
北
流
角
蘇
下
江
。角
速
干
江
。
東
流
角
豆
満

江
。
大
明

一
統
志
。
東
流
翁
阿
也
苦
河
。
疑
指
速
干
江
也
。」

と
し
て
白
頭
山
の
名
榊
を
用
ひ
ゝ
韓

の
光
武
年
間
に
編
纂
せ
ら

れ
た
韓
関
北
界
の
境
界
地
域
踏
査
書
た
る

『
北
輿
要
選
』
に
は
ｔ

上
編
に
於
て
は
ゝ
白
頭
古
蹟
政
、
白
頭
薔
彊
政
、白
頭
固
本
政
、

白
頭
碑
記
政
ゝ
下
編
に
於
て
は
．
探
界
公
文
政
ｂ勘
界
公
文
政
、
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察
界
公
文
政
ゝ
査
界
牧
丈
費
等
、
朝
鮮
側
の
文
献
に
は
盛
ん
に

自
頭
山
の
名
稀
を
使
川
し
て
ゐ
る
。

長
白
山
の
滞
洲
名
は
果
勒
敏
珊
延
阿
林
と
云
移
ゝ
果
勒
敏
は

長
、
珊
延
は
自
ゝ
阿
林
は
山
を
意
味
す
る
。

「
盛
京
通
志
」
に
、

「
長
白
山
。
卸
果
勒
敏
珊
延
阿
林
。
在
吉
林
城
束
。
紺
折
而
南
。横
二

千
餘
里
。
東
自
寧
古
塔
。
西
至
奉
天
府
。
諸
山
皆
螢
脈
予
此
。山
鑽
右

渾
。
爵
鴨
線
混
同
固
側
三
江
之
源
。
古
名
不
成
山
。
亦
名
太
白
山
。亦

ル
綱
ムＨＨ
‥―‥円
。
」

「
吉
林
通
志
」

に
、

「
長
自
由
。
回
語
日
果
勒
敏
珊
延
阿
林
。
在
吉
林
城
東
南
六
百
餘
里
。

横
亘
千
餘
里
。
本
漢
元
菟
郡
境
。
漢
口
単
単
大
嶺
。
魏
日
蓋
馬
大
山
。

後
魏
曰
大
自
由
。
叉
日
徒
大
。
口
徒
大
。
日
大
皇
。
皆

一
山
也
。
共
名

日
長
白
山
則
金
始
。
叉
曰
白
山
。
在
元
開
発
路
奮
會
寧
縣
南
六
十
里
・

明
三
萬
衛
東
北
千
餘
里
。
東
至
寧
古
塔
。
西
至
奉
天
府
。諸
山
皆
螢
脈

於
此
。山
高
約
百
里
。
山
項
有
池
。
五
峯
間
続
如
屏
。
南

一
峯
精
下
如

門
。
中
渾
杏
窃
。
距
岸
五
十
丈
許
。
用
間
約
二
四
十
里
。
山
之
四
用
百

泉
奔
注
。
西
南
流
入
海
者
翁
鴨
緑
江
。
東
南
流
入
海
者
角
岡
側
江
）北

流
入
海
者
鴛
混
同
江
。」

支
那
文
献
に
表
は
れ
た
白
頭
山

「
満
洲
源
流
考
」
に
．

「長
白
山
在
吉
林
鳥
拉
城
東
南
。
横
二
千
餘
里
。東
自
寧
古
塔
。
西
至

本
天
府
。
諸
山
皆
破
脈
於
此
山
。
厳
有
浮
。角
鴨
絲
混
同
愛
淳
三
江
之

源
。
古
名
不
成
山
。
亦
名
大
白
山
。
亦
白
山
。
亦
名
徒
大
山
。亦
名
大

末
山
。
其
名
長
白
山
則
金
始
也
。」

白
頭
山
と
云
ひ
、
長
自
山
と
云
ひ
ゝ
共
の
名
格
の
起
る
所
以
の

も
の
は
、
此
の
山
の
形
態
に
因
つ
た
も
の
で
ゝ
白
色
と
云
ふ
感

じ
が
強
く
遠
望
す
る
者
に
典
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
山
名
に
就

い
て
は
従
来
幾
多
の
憂
遷
が
あ
つ
た
が
多
く
は
此
の
自
色
と
云

ふ
意
味
感
を
張
調
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
小
川
琢
治
博
士
に

従

へ
ば
、
白
頭
山
は
共
の
高
度
雲
線
に
達
し
な
い
が
古
末
白
山

の
名
が
あ
る
の
は
ゝ
此
の
山
を
構
成
せ
る
熔
岩
の
白
色
喘
々
、

周
邊
の
粘
緑
黒
色
な
る
針
葉
樹
林
に
反
棚
せ
る
に
因
る
も
の
で

あ
る
と
云
つ
て
を
ら
れ
る
。

三

然
ら
ば
此
の
山
の
初
め
て
文
献
上
に
表
は
れ
て
来
る
の
は
何

時
頃
か
と
云
ふ
に
、「
山
海
経
」
の

「
大
荒
北
経
」
に
、

「大
荒
之
中
布
山
。
名
不
成
。
在
瀬
恨
氏
之
闘
。」

九
七
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支
那
文
献
に
表
は
れ
た
白
頭
山

と
あ
Ｌ
。
「
晋
書
』
「東
夷
偉
」
に
、

「粛
恨
氏
。
一
名
把
婁
。
在
不
成
山
北
。
去
夫
餘
可
六
十
日
行
。東
濱

大
海
。
西
接
寇
漫
汗
國
。
北
極
蒻
水
。
其
土
界
廣
表
数
千
里
。」

と
云
ふ
記
事
が
あ
り
、
更
に

『
通
典
』
に
ゝ

「描
婁
卸
古
粛
惧
。
其
國
在
不
成
山
北
。」

一ｃ太
干
賞
字
記
』
に
、

「担
婁
回
在
不
成
山
北
。
夫
餘
北
千
里
。」

と
述
べ
て
ゐ
る
の
が
あ
る
。
『
満
洲
源
流
考
』
、
「
吉
林
通
志
「

「
盛
京
通
志
」
の
撰
者
は
何
れ
も
不
成
山
を
以
て
白
頭
山
に
営

て
て
ゐ
る
が
、
支
那
邊
難
に
活
躍
せ
る
粛
惧
民
族
の
住
地
が
明

確
に
何
虎
な
る
か
に
疑
間
の
あ
る
現
代
で
は
果
し
て
不
成
山
が

自
頭
山
に
営
る
や
否
や
は
頓
に
断
定
致
し
難
い
性
質
の
も
の
で

あ
る
。
而
も
不
咸
山
は

「ゝ
太
干
御
覧
」
、
『輸
苑
」
の
註
ゝ
一ｕ史
記

正
義
』
ぅ
及
び
『
後
漢
書
」
「
孔
融
偉
」
の
註
に
引
く
「粛
惧
國
記
」

の
粛
惧
の
境
域
に
開
す
る
文
献
に
は
何
れ
に
も
見
営
ら
な
い
。

「
山
海
経
」
の
不
成
山
は
確
資
な
る
地
理
上
の
知
識
に
基
く
と

こ
ろ
が
あ
る
か
と
云
ふ
に
も
同
書
の
性
質
上
俄
に
そ
う
考

へ
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
「
晋
晋
」
の
不
成
山
は

「
山
海
経
」
に
抜

ル
〈

つ
た
も
の
で
ｂ
そ
れ
を
担
婁
の
南
の
山
と
し
た
の
は
編
者
の
社

撰
は
免
れ
難
い
。
従
つ
て
不
成
山
は
不
明
の
山
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。
「
北
塞
記
略
』
の

「
白
頭
山
考
」
に
は
、

「接
不
成
山
標
東
史
。
北
温
株
鵜
。
皆
云
在
不
成
山
北
。
以
此
推
之
。

似
在
我
回
界
内
。
而
不
知
何
山
角
古
之
不
成
也
。
今
以
白
頭
山
藤
之

不
成
若
。
何
所
擦
敷
。」

と
拳
げ
て
不
成
山
の
自
頭
山
な
る
根
抜
の
薄
弱
な
る
こ
と
を
指

摘
し
て
ゐ
る
。
尤
も
満
鮮
地
方
に
於
い
て
白
頭
山
は
最
も
著
し

い
山
で
あ
る
か
ら
或
は
之
に
常
て
る
の
も
必
し
も
不
営
で
は
な
　
”

い
か
も
知
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ζ

此
の
山
に
開
す
る
精
こ
詳
細
な
る
記
事
の
文
献
上
に
表
は
れ

て
来
る
の
は

「
魏
苦
』
の

「徒
太
山
Ｌ

「
北
史
ｎ一
の
「
従
太
山
」

で
あ
る
。
一ｕ魏
書
』
巷

一
百

「
勿
吉
國
列
偉
」
の
條
に
、

「勿
吉
回
南
有
徒
大
山
。
魏
言
大
白
。
有
虎
豹
熊
猥
。
不
害
人
。人
不

得
山
上
捜
汗
。
行
運
山
者
。
皆
以
物
盛
。」

と
あ
り
、
又
た

「
北
史
」
巷
九
十
四
「
勿
吉
國
列
偉
」
の
條
に
、

「勿
吉
園
右
従
大
山
若
。
華
皇
太
皇
。俗
甚
敬
之
υ人
不
得
山
上
漢
汗
。

行
経
山
者
。
以
物
盛
去
。
上
有
熊
熊
豹
狼
。
皆
不
害
人
。
人
亦
不
敢



拠秋
。」

卸
ち

『
魏
書
」
に
は
徒
太
山
↓
北
史
」
に
は
従
大
山
と
し
て
記

載
さ
れ
て
ゐ
る
が

『ゝ
新
唐
書
「
軟
輛
偉
」
に
、

「
株
鵜
居
瀬
慎
地
。
粟
末
部
居
最
市
。
抵
大
白
山
。
亦
日
徒
大
山
。典

高
麗
接
。」

と
あ
り
、
又
た

「
隋
書
』
も
徒
大
山
と
記
し
て
ゐ
る
か
ら
恐
ら

く
は
北
史
の
従
太
山
は
徒
大
山
の
誤
り
と
見
る
可
き
で
は
な
か

ら
う
か
。

長
白
山
の
名
が
初
め
て
用
ひ
ら
れ
た
の
は
既
に
「
吉
林
通
志
』

に
記
さ
れ
た
の
を
示
し
た
が
如
く
、「
契
丹
國
志
』
。
「
金
史
』
に

見
え
る
の
が
始
め
で
あ
る
。

『
契
丹
國
志
』
に
ゝ

「
長
白
山
。在
冷
山
東
南
千
餘
里
。
乃
白
衣
観
音
所
居
。共
山
含
獣
皆
白
ご

一．金
史
』
に
ゝ

「女
員
地
有
混
同
江
長
白
山
。
混
同
江
亦
云
黒
龍
江
。
所
謂
白
山
黒

水
是
也
。

昭
祀
耀
武
至
子
白
山
。
入
予
肇
賓
孔
関
之
地
。
所
至
克
捷
。
還
綴
佛
貢

水
。

會
掌
府
會
寧
縣
有
長
泊
山
。

支
那
文
献
に
表
は
れ
た
白
頭
山

大
定
十
二
年
。
有
ｉｆＪ
言
ｃ
長
白
山
在
興
王
之
地
。
膿
合
章
崇
。
議
封
欝

建
廟
宇
。
十
二
月
。謹
部
大
常
挙
士
院
奏
。
本
赦
旨
。封
興
図
菫
應
王
。

卸
共
山
北
地
。建
廟
宇
。」

大
定
十
七
年
、
省
臣
奏
。成
十
府
路
一
千
六
百
餘
戸
ｃ
自
陳
皆
長
白
山

錫
馨
珊
織
河
女
具
人
。
遼
時
食
角
猟
。
戸
移
居
干
此
。
琥
伊
勒
敦
部
。

本
朝
之
興
。
首
詣
軍
降
。
働
居
本
部
。
今
乞
産
正
。
従
之
。

章
宗
泰
和
二
年
。
遺
使
報
謝
千
長
白
山
。

昭
祀
族
人
果
布
者
。
従
昭
祀
燿
武
。
至
干
白
山
。

温
都
布
拉
。
始
居
長
白
山
阿
布
緻
河
Ｇ
徒
隆
州
額
勒
敏
河
ｃ

昭
蔵
燿
武
。
至
於
青
嶺
白
山
。
舒
嘔
佐
之
也
。」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勁

爾
来
長
白
山
の
名
は
支
那
人
が
襲
用
し
て
現
今
に
至
つ
た
も
の
　
Ｃ

で
。
共
の
以
後

の
文
献
に
は
必
す
長
白
山
の
名
が
用
ひ
ら
れ
て

ゐ
る
。
例

へ
ば
．

『
元

一
統
志
」
に
ゝ

「
開
元
路
長
白
山
在
奮
會
寧
縣
南
六
十
里
。
横
二
千
里
。
高
二
百
里
ｃ

其
項
有
渾
。
周
八
十
里
。
淵
深
莫
測
ｃ
南
流
於
鴨
線
江
。
北
流
於
混

同
江
。
今
呼
鴛
松
阿
里
江
。
東
流
翁
愛
呼
河
。」

「
明

一
統
志
』
に
っ

「
長
白
山
在
三
萬
術
東
北
千
餘
里
Ｇ
故
會
寧
府
南
六
十
里
。
横
二
千

ん
わ



支
那
文
献
に
表
は
れ
た
白
頭
山

里
。
高
三
百
里
。
其
跛
有
渾
。
周
八
十
里
。
淵
深
莫
測
。南
流
角
鴨
線

江
。
北
流
角
混
同
江
。
東
流
角
阿
雅
哺
河
。今
考
西
南
流
入
海
者
角
鴨

緑
江
。
東
南
流
入
海
者
角
固
側
江
。
北
流
入
海
者
篤
混
同
江
。並
無
阿

雅
哺
河
之
名
。
古
今
牌
名
之
異
也
。」

街
以
上
諭
明
し
た
山
名
の
外
に
．
「後
漢
書
」
、
『
魏
志
』
、「
冊

府
元
縄
』
等
に
革
々
大
嶺
の
名
あ
り
ｂ
又
た

『
魏
志
』
に
蓋
馬

大
山
の
名
あ
り
、
「吉
林
通
志
」
の
編
考
は
何
れ
も
之
を
自
頭

山
に
営
て
て
ゐ
る
が
、
直
接
是
等
の
文
献
を
研
究
し
て
も
共
の

正
確
な
位
置
は
明
か
で
な
い
。
革
々
大
嶺
は
南
北
の
走
向
を
有

し
、
滞
鮮
境
の
分
水
嶺
で
あ
る
も
の
の
如
く
．「満
洲
源
流
考
」

の
編
者
は

「
革
々
」
と
満
洲
語
の

「
善
延
」
が
相
似
て
ゐ
る
か

ら
卸
ち
長
白
山
な
ら
ん
と
註
澤
し
て
ゐ
る
が
ゝ
直
に
之
に
唱
服

す
べ
き
や
否
や
は
疑
間
で
あ
る
。
蓋
馬
大
山
も
亦
た
北
鮮
に
在

る
こ
と
は
制
る
が
、
卸
ち
長
白
山
で
あ
る
と
断
定
す
る
に
は
材

料
が
甚
だ
少
い
。

四

既
に
晨
こ
掲
げ
た
文
献
に
依
つ
て
白
頭
山
の
所
在
は
ゝ
吉
林

の
東
南
方
に
営
り
、
滞
鮮
交
界
地
に
幡
居
す
る
最
高
峯
で
．
諸

一〇
〇

山
の
盟
主
と
な
り
、
山
鑽
に
鴨
緑
ゝ
混
同

（
松
花
）
、
日
欄
（
豆

満
）
三
江
の
水
源
と
な
る
渾
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
然
し

な
が
ら
現
今
に
於
い
て
も
倫
朝
鮮
側
の
地
理
は
貴
地
踏
査
に
依

つ
て
比
較
的
に
明
僚
に
さ
れ
て
ゐ
る
が
、　
一
度
満
洲
國
側
に
足

を
踏
み
入
る
れ
ば
、
鬱
蒼
た
る
原
始
林
の
中
に
あ
つ
て
猛
獣
の

害
と
補
こ
人
煙
に
近
き
附
近
は
馬
賊
出
浅
の
危
険
に
爆
ら
さ
れ

て
四
近
の
地
理
が
殆
ど
正
確
に
調
べ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
従
つ
て

是
等
の
事
柄
が
原
因
し
て
、
正
確
な
る
貴
地
測
量
国
が
出
版
さ

れ
て
お
ら
す
・、
文
献
に
は
自
頭
山
頂
上
の
天
池
が
三
江
の
水
源

で
あ
る
と
簡
単
に
片
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
が
如
く
見
え
る
が
、
事

責
は
必
す
し
も
斯
様
に
簡
単
明
僚
な
も
の
で
も
な
い
。
日
本
群

島
の
如
き
島
嶼
国
で
は
分
水
界
は
主
要
山
脈
の
走
向
に
一
致
し

て
、宛
も
屋
根
よ
り
雨
水
が
相
背
流
す
る
が
如
き
河
流
が
多
く
、

水
系
と
地
勢
と
の
開
係
は
餘
り
複
雑
で
は
な
い
が
、
大
陸
に
於

い
て
は
之
と
反
封
に
．
時
々
水
系
は
複
雑
極
ま

る
も

の
で
あ

る
こ
と
が
あ
る
。
晴
黒
大
陸
の
名
を
以
て
探
検
家
の
競
う
て
遠

征
し
た
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
於
け
る
ニ
ー
ヂ
ェ
ル
、
ナ
イ
ル
、
ザ

ム
ベ
ジ
、
コ
ン
ゴ
の
諸
大
河
上
流
相
互
開
の
係
ゝ
ア
ジ
ア
大
陸

(100)



に
於
け
る
メ
コ
ム‐。
メ
ナ
ム
．
イ
ラ
フ
ヂ
諸
大
河
水
源
、責
河
、

揚
子
江
上
流
々
域
地
方
の
錯
線
せ
る
状
態
等
は
何
れ
も
近
世
ま

で
は
附
近
の
地
理
が
不
明
の
ま
ゝ
残
さ
れ
、
或
は
共
の
儘
現
在

に
至
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
を
小
規
模
に
し
た
も
の
は
此
の

自
頭
山
三
江
水
源
地
附
近
の
地
勢
で
ゝ
花
向
山石
、
片
麻
岩
の
地

盤
よ
り
な
る
複
雑
な
る
高
原
性
の
地
勢
は
容
易
に
近
づ
き
難
き

も
の
と
し
て
ゐ
る
が
故
で
あ
る
。
天
池
よ
り
流
出
す
る
も
の
は

松
花
江
の
源
流
た
る
三
道
江
で
あ
つ
て
、
鳴
緑
、
国
側
雨
江
は

自
頭
山
頂
附
近
の
諸
水
を
蒐
め
て
流
下
し
、
天
池
よ
り
褒
し
て

お
ら
す
ゝ
而
も
従
来
支
那
文
献
で
は
松
花
江
の
水
源
は
白
頭
山

西
北
漢
谷‐
よ
り
嚢
す
る
頭
道
江
を
本
流
と
さ
れ
て
ゐ
た
が
．
之

は

「吉
林
通
志
』
編
者
の
謬
見
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ら
う
と

云
ふ
結
論
の
み
革
に
述
べ
て
三
江
水
源
問
題
の
考
誇
に
は
此
虎

で
は
鯛
れ
な
い
。

五

白
頭
山
は
清
朝
褒
詳
の
霊
山
と
し
て
清
朝
人
奪
崇
の
封
象
と

な
り
、
延
い
て
清
朝
の
皇
室
を
迎
へ
た
新
興
満
洲
国
人
亦
祀
先

褒
群
の
興
域
と
し
て
崇
昇
の
念
厚
き
こ
と
は
前
述
し
た
と
こ
ろ

支
那
文
献
に
表
は
れ
た
白
頭
山

で
あ
る
が
、
之
に
開
し
て
は
次
の
如
き
天
女
偉
諭
が
あ
り
．
建

図
の
歴
史
と
し
て
碁
明
で
あ
る
。

『
滞
洲
源
流
考
」
に
、

「謹
稽
貧
録
。
長
白
山
オ
。
有
布
庫
哩
山
ｃ
共
下
右
池
。
日
布
勒
瑚
哩
ｃ

相
博
。
有
三
天
女
沿
於
池
。
神
鵠
街
朱
昇
ｃ
置
季
女
衣
。季
女
含
日
中
。

勿
巳
入
腹
。
遂
有
身
。
尋
産
一
男
。
生
而
能
言
。
礎
貌
奇
異
。
及
長
。

母
告
以
呑
朱
巣
之
故
。
因
錫
之
姓
。
角
愛
親
覺
羅
。
名
之
曰
布
庫
哩
雅

順
。
典
小
畑
乗
之
。
母
遂
凌
空
去
。
加
順
流
至
河
歩
。
千
是
登
岸
。
折

柳
及
薔
角
坐
具
。
端
坐
共
上
。
共
地
右
三
姓
。
争
角
雄
長
。
日
構
兵
雙

殺
ｃ
有
取
水
河
歩
者
。
見
而
異
之
。
婦
語
人
口
。
汝
等
勿
争
。
吾
取
水
　
１０‐

河
歩
。
見
一
男
子
。
察
其
貌
。
非
常
人
也
。
天
小
虚
生
此
人
。
衆
往
槻

皆
以
角
異
。
因
詰
所
由
来
。
答
曰
。
我
天
女
所
生
。
天
生
我
以
定
汝
等

之
乱
者
。
且
告
以
姓
名
。
衆
曰
。
此
天
生
聖
人
也
。
不
可
使
之
徒
行
。

乃
交
手
角
昇
ｃ
迎
至
家
。
三
姓
者
議
推
角
國
主
。
以
女
妻
之
。
奉
欝
貝

勒
。
共
乱
乃
定
。
遂
居
長
白
山
東
部
多
哩
城
。
闘
続
蒲
洲
。
是
角
開
基

之
始
。
越
数
世
遭
寇
飢
。宗
族
多
遇
害
。
有
幼
子
遁
有
荒
野
。
賊
追
之
。

含
有
瀞
鵠
止
共
首
。
追
者
途
望
棲
鵠
虎
。
疑
角
枯
木
。
中
道
而
返
。
乃

得
免
。
際
共
身
以
維
焉
。
叉
再
博
角
肇
祀
原
皇
帝
。
是
此
山
賞
鴛
清
億

高
年
横
詳
重
地
云
。」

一〇
一



支
那
文
献
に
表
は
れ
た
白
頭
山

『
盛
京
通
志
』
に
も
同
様
の
記
事
を
掲
げ
て
居
り
、
印
ち
清

朝
の
祀
先
愛
親
覺
羅
氏
が
長
白
山
の
東
、
布
庫
哩
山
の
麓
ｂ
布

勒
瑚
里
の
池
附
近
を
誕
生
地
と
し
て
長
じ
て
三
姓
の
騒
飢
を
干

定
し
、
都
多
理
城
に
撲
つ
て
着
々
基
礎
を
聞
め
、
破
竹
の
勢
を

以
て
西
方
に
雄
団
を
仲
ば
し
ゝ
漢
民
族
の
本
土
を
席
持
し
て
明

朝
に
代
つ
て
清
朝
十
二
世
三
百
九
十
七
年
の
基
を
拓
き
北
京
に

都
す
る
迄
の
由
緒
あ
る
食
詳
の
地
と
同
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
清
史
稿
“一
「
太
祀
本
紀
」
に
も
ぅ

「
大
祀
承
天
廣
運
。
聖
徳
紳
功
。
肇
紀
立
極
。
仁
孝
容
武
。
端
毅
欽
安
。

弘
文
定
業
。
高
皇
帝
姓
愛
机
覺
羅
氏
。
講
努
爾
吟
齊
。
其
先
蓋
金
造

部
。
始
証
布
庫
里
薙
順
。
母
日
佛
庫
倫
。
相
博
感
朱
果
而
準
。
精
長
定

三
姓
之
乱
。
衆
奉
角
員
勒
。
居
長
白
山
東
。
俄
漠
悪
之
野
俄
柴
里
城
。

続
其
部
周
日
満
洲
。」

と
記
し
て

『
満
洲
源
流
考
」
の
識
を
裏
書
き
し
て
ゐ
る
。

さ
れ
ば
こ
そ
清
朝
で
は
長
白
山
を
箪
崇
し
、「満
洲
源
流
考
一

『
盛
京
通
志
≒
「
吉
林
通
志
「

『
大
清

一
統
志
』
等
の
記
事
に
従

へ
ば
ゝ
長
白
山
の
紳
を
箪
ん
で
ゝ
吉
林
城
の
西
南
九
里
の
地
に

あ
る
温
徳
衡
山
卸
ち
望
祭
山
に
奉
遷
し
て
毎
年
泰
秋
二
季
に
祭

一〇
二

典
を
催
し
Ｄ
盛
大
な
儀
式
を
行
ひ
Ｄ
吉
林
膳
軍
副
都
統
が
祭
主

と
な
り
、
盛
京
畦
部
よ
り
役
人
を
派
遣
し
、
大
祭
に
は
皇
帝
は

祭
文
を
奉
つ
て
長
白
山
紳
の
雲
を
安
ん
じ
。
大
臣
を
特
浜
す
る

の
が
例
と
な
つ
て
ゐ
る
。
売
三
十

一
年
に
は
望
祭
殿
を
建
設
し

て
ゐ
る
。
乾
隆
八
年
に
は
御
製
駐
躍
吉
林
境
望
仰
長
白
山
の
詩

が
あ
り
、
同
じ
く
十
七
年
に
は
御
製
長
自
由
瑞
樹
歌
、
同
じ
く

十
九
年
に
は
御
製
望
祭
長
白
山
詩
が
あ
り
。
皇
窒
が
卒
先
し
て

祀
宗
の
業
を
安
ん
じ
て
ゐ
ら
れ
る
。
康
熙
十
六
年
（「
大
清

一
統

志
』
、「
盛
京
通
志
「
「吉
林
通
志
』
等
に
は
十
七
年
と
し
て
ゐ
る
　
②

が
ぅ
之
は
十
六
年
の
誤
り
で
あ
ら
う
）
に
は
直
宗
褒
詳
の
地
の
　
α

地
理
を
明
か
に
す
る
た
め
勅
命
を
奉
じ
て
内
大
臣
覺
羅
武
穆
納

等
が
登
山
し
て
を
り
、
同
じ
く
二
十
三
年
再
び
駐
防
協
領
の
勒

帆
等
が
長
白
山
に
派
遣
さ
れ
て
ゐ
る
。
康
熙
十
六
年
に
特
浜
さ

れ
た

一
行
の
道
程
ゝ
旅
行
記
は
方
象
英
の
封
長
白
山
記
に
詳
し

い
か
ら
左
に
企
文
を
記
し
て
み
よ
う
。

「康
熙
十
有
六
年
四
月
望
。上
以
長
白
山
螢
洋
要
地
。特
命
内
大
臣
覺
羅

武
某
。
一
等
侍
術
朱
親
随
侍
衛
費
燿
色
υ
一
等
侍
術
塞
護
濃
等
。於
大

暑
前
馳
騨
往
。
五
月
四
日
啓
行
。
十
四
日
至
盛
京
。二
十
二
月
至
工
囃
。



宣
論
鎮
守
寿
軍
等
。
召
村
荘
猫
戸
。
皆
無
知
長
白
者
。
都
統
尼
雅
漢
族

祀
戴
穆
布
管
。
世
探
猿
。
以
老
退
間
。
自
言
祀
居
額
黒
訥
陰
。
聞
其
父

嘗
云
。
猫
鹿
長
白
山
。
員
以
婦
。
四
日
可
抵
家
。
以
此
度
之
長
白
山
距

訥
陰
営
不
遠
。
因
問
訥
陰
路
幾
何
。
猿
戸
哺
劇
大
額
黒
等
日
。
陸
行

十
日
。
水
路
乗
小
舟
二
十
日
。
乃
命
猟
人
喀
劇
前
導
。
各
持
二
月
糧
。

叉
慮
食
蓋
馬
乏
不
能
掃
。
也
期
持
軍
巴
海
。
載
米

一
舟
。
候
於
訥
陰
。

子
是
鳴
劇
大
額
黒
等
由
舟
。
覺
羅
肇
圏
山
大
薩
布
素
由
陸
。
六
月
二
＝

啓
行
。
経
丈
徳
痕
河
。
阿
虎
山
。
庫
納
訥
林
郡
爾
薩
河
。
渾
洗
河
。
法

布
爾
堪
河
。
納
丹
佛
勒
地
方
。
輝
螢
江
。
法
河
水
。
敦
林
巴
克
呼
河
。

納
爾
渾
河
。
敦
敦
山
。
卓
龍
官
河
。
几
数
十
庭
。
抵
訥
陰
。
而
鴫
嘲
大

等
亦
至
。
蓋
自
江
逆
湖
。
由
瓦
努
湖
河
。

至
佛
多
和
河
。
復
順
流
来

會
。
纏
七
日
耳
。
十

一
日
資
訥
陰
。

一
望
林
芥
。
遂
不
得
路
。
蔭
布
素

卒
族
甲
二
百
人
。
伐
未
開
道
。
十
二
日
悉
衆
行
。
是
日
薩
布
素
遣
顧
慄

等
。
先
後
馳
報
前
進
。
約
百
数
十
里
。
登

一
山
。
升
樹
而
望
。
通
見
遠

峯
白
光
片
片
殆
長
白
山
也
。
因
留
唱
劇
大
額
黒
督
。
釆
珠
蜂
。
十
四
Ｈ
。

典
薩
布
素
等
會
。
密
樹
茂
林
。
端
靡
開
踏
。
十
六
Ｈ
黎
明
。
聞
鶴
鳴
六

七
鷲
。
雲
霧
迷
漫
。
不
復
見
山
。
乃
従
鶴
鳴
虎
兌
径
。
得
鹿
膜
。
循
之

以
進
。
則
山
麓
実
。
始
至

一
虎
。
樹
木
環
密
。
中
頗
坦
雨
回
。
有
草
無

木
。
前
臨
水
。
林
蓋
庭
有
白
樺
木
。
宛
如
栽
植
。
香
木
叢
生
。
黄
花

爛
漫
。
随
移
駐
林
中
。
然
雲
霧
漫
漫
。
無
所
見
也
。
衆
性
惑
。
前
語
綸

支
那
文
献
に
表
は
れ
た
白
頭
山

音
。
濃
甫
畢
。
雲
披
霧
捲
。
歴
歴
可
親
。
英
不
競
呼
牌
異
。
遂
攀
磨
而

上
。
有
勝
地
。
不
般
如
童
。
逹
望
山
形
長
潤
。
近
規
頗
岡
。所
見
白
光
ｃ

皆
水
雲
也
。
山
高
約
百
里
。
五
峰
環
続
。
憑
水
而
立
。
項
有
池
。約
二

四
十
里
。
無
草
木
。
碧
水
澄
清
。
波
文
蕩
濠
。続
池
諸
峰
。
望
之
格
格

若
墜
。
観
者
骸
焉
。
南

一
峯
精
低
。
宛
然
如
門
。
池
水
不
流
。
山
間
則

庭
虎
有
水
。
左
流
角
松
阿
里
Ｉ
劇
河
。
右
流
角
大
小
訥
陰
河
。
贈
眺
之

頃
。
峰
頭
沸
鹿

一
群
ｕ
皆
骸
逸
。
惟
七
鹿
忽
墜
落
。
衆
喜
口
。
神
賜
也
ｃ

蓋
登
山
適
七
人
。
時
正
乏
食
。
拝
而
受
之
。
回
首
望
山
。
後
復
雲
霧
。

遂
千
十
八
日
南
同
Ｑ
至
前
登
山
高
望
庭
。
一
気
沓
冥
。
井
不
見
有
山
光

実
。
二
十

一
日
。
至
二
訥
陰
河
合
流
虎
。
二
十
五
日
。
至
恰
庫
河
則
陰

東
流
合
虎
也
。
二
十
九
日
。
由
恰
庫
河
。
歴
色
克
騰
固
。
白
黒
鳴
爾
漢
。

哺
大
渾
薩
満
。
薩
克
。錫
法
克
錫
松
河
。
里
多
渾
大
江
。
険
絶
庭
几
九
。
七

月
二
日
。
次
工
劇
。
十
二
日
。
抵
寧
古
塔
。
遍
開
會
寧
諸
府
。
入
月
二

十

一
日
。
還
盛
京
。
具
疏
聞
。
上
以
駿
詳
之
地
。
奇
蹟
甚
多
。
山
霊
宜

加
封
流
。
下
内
閣
濃
部
儀
。
封
角
長
白
山
之
紳
。
歳
時
享
祀
。
如
五
嶽

焉
。
夫
封
山
之
典
。
肇
始
唐
虞
。
然
報
祀
嶽
漬
。
非
有
閥
於
鍾
洋
之
自

也
。
志
稀
長
白
山
。
横
二
千
里
。
高
二
百
里
ｃ
厳
右
渾
。
周
八
十
里
。南

注
鴛
鴨
緑
。
北
流
鴛
混
同
。
回
家
龍
興
所
自
。
然
至
今
無
知
共
庭
若
。

容
慮
周
詳
。
穆
然
念
凪
宗
所
由
。
出
専
官
訪
求
。
備
雁
瞼
異
ｃ
卒
光
大

典
。
以
答
瀞
麻
。
其
享
天
心
而
致
菫
脱
宜
哉
。
謹
搬
原
疏
。綴
葺
角
記
。

一〇
二
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支
那
文
献
に
表
は
れ
た
自
頭
山

用
志
千
萬
世
無
彊
之
盛
云
。」

是
に
由
つ
て
之
を
観
れ
ば
、
六
月
三
日
に
吉
林
を
出
変
し
て
七

月
二
日
に
吉
林
に
鯖
着
す
る
ま
で
丁
度

一
ケ
月
の
日
数
を
費
し

て
を
り
、
猫
師
を
道
案
内
と
し
て
路
を
拓
い
て
進
行
す
る
有
様

は
各
闘
何
虎
も
同
様
で
あ
る
。
蓋
筒
ほ
暗
い
密
林
地
帯
で
は
あ

り
、
加
ふ
る
に
猛
獣
の
害
も
あ
つ
て
滞
洲
側
よ
り
の
登
山
は
極

め
て
稀
で
あ
つ
て
ゝ
此
の

「
封
長
白
山
記
」
は
殆
ん
ど
唯

一
の

白
頭
山
登
高
記
で
あ
ら
う
。

｛ハ

白
頭
山
は
満
洲
側
よ
り
は
清
朝
褒
詳
の
雛
山
と
し
て
上
下
の

崇
舞
を
蒐
め
た
が
、
朝
鮮
側
よ
り
も
亦
正
先
食
稚
の
鍛
山
と
し

て
同
じ
く
奪
崇
の
標
と
な
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
朝
鮮
側
の
文
献
に

依
つ
て
極
め
て
明
瞭
に
さ
れ
て
ゐ
る
。
高
山
が
常
に
民
間
信
仰

の
日
標
と
な
る
こ
と
は
世
界
共
通
の
思
想
で
あ
る
が
、
最
高
の

山
岳
が
偶
然
に
も
祀
先
磯
詳
の
偉
諭
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と

は
興
味
深
い
貼
と
云
へ
よ
う
。
朝
鮮
側
に
於
い
て
は
此
の
偉
諭

的
な
信
仰
問
題
の
外
に
、
滞
鮮
國
境
設
定
の
政
治
問
題
の
た
め

古
外
震

こ
登
山
さ
れ
た
こ
と
は
一．北
輿
要
選
」
、
「
北
基
記
略
』
等

一〇
四

に
牧
め
ら
れ
た
各
社
の
記
事
に
依
つ
て
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
０

地
形
の
比
較
的
簡
単
に
し
て
登
山
の
容
易
な
る
監
も
典
つ
て
力

あ
り
と
云
へ
よ
う
。
山
頂
附
近
の
比
較
的
詳
細
な
記
載
は
前
記

の
文
献
に
従
ふ
の
外
な
く
、
満
洲
側
の
も
の
で
は
民
国
十
九
年

編
修
の
「撫
松
縣
志
」
に
書
か
れ
た
、

「
長
白
山
位
於
縣
之
東
南
境
。
土
人
名
日
老
白
山
。
四
時
望
之
。
色
白
異

常
。
故
名
長
白
山
。
中
有
天
池
。
環
池
多
奇
峰
。
大
者
日
白
雲
。
日
冠

見
。
日
白
頭
。
日
三
奇
。
口
天
警
。
日
芝
盤
。
小
者
有
十
。
日
玉
柱
。

日
梯
雲
。
日
臥
虎
。
日
孤
隼
。
日
紫
霞
。
曰
華
蓋
。
日
鐵
壁
。
日
龍
門
。

ヽ
プ

ロ
親
＝
。
日
錫
屏
。
ス
有
伏
龍
岡
。
難
冠
岩
。
湖
日
坂
。
懸
雪
崖
。
軟
　
鰍

石
崖
。
四
同
環
続
。
池
之
た
右
有
三
泉
。
日
金
縦
。
日
玉
漿
。
日
隠
流
。

池
之
東
北
有
三
山
。
日
麟
轡
。
日
鳳
椰
。
日
碧
螺
。
偶
値
天
期
氣
清
。

臨
池
縦
目
。
則
怪
石
壁
立
。
絢
爛
照
人
ｃ
其
気
象
之
雄
厚
。
山
勢
之
呼

嗅
。
不
特
角
撫
松
請
山
之
主
峯
。
処
我
遼
寧
全
省
第

一
名
山
也
。
高
約

二
十
六
里
。
角
東
北
各
省
諸
山
之
最
高
峰
。
周
約
二
百
里
。
居
於
撫
松

長
白
安
同
三
縣
之
間
。」

の
記
事
が
柏

こ
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。

七

之
を
要
す
る
に
．白
頭
山
は
満
鮮
國
境
に
鮮
立
す
る
高
距
二
、



七
三
〇
米
の
最
高
峯
で
ｂ
山
厳
に
人
口
湖
天
池
を
有
す
る
一
大

人
山
で
あ

，
。
地
質
上
の
替
力
が
及
ぼ
す
複
雑
な
る
高
原
性
の

地
勢
の
た
め
、
松
花
、
鳴
緑
、
団
側
三
江
の
水
源
地
に
営
り
な

が
ら
水
源
に
就
い
て
は
種
々
の
識
が
行
は
れ
ｂ
殊
に
滞
洲
側
は

斧
鐵
を
入
れ
ぎ
る
鬱
蒼
た
る
原
始
林
で
ゝ
附
近
の
正
確
な
地
理

が
未
だ
に
明
か
と
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
之
に
反
し
て
朝
鮮
側
は
比

較
的
傾
斜
の
綾
漫
で
森
林
地
帯
が
少
き
た
め
古
末
登
山
者
ヽ
あ

り
、
精
こ
正
確
な
地
国
も
登
行
さ
れ
ゝ
科
學
的
な
調
査
も
進
め

ら
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
山
名
に
就
い
て
は
古
末
種
々
愛
遷

が
あ
つ
た
が
結
局
外
槻
上
の
形
式
よ
り
由
末
し
、
白
色
の
山
と

云
ふ
意
味
を
表
は
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
岳
崇
舞
の
世
界
共
通

の
例
に
も
れ
す
清
朝
以
来
特
に
奪
崇
の
中
心
と
な
り
ゝ
朝
鮮
側

よ
り
も
亦
此
虎
で
は
詳
し
く
説
明
し
な
か
つ
た
が
藤
宗
嚢
詳
の

雲
域
と
し
て
非
常
な
信
仰
を
上
下
共
に
國
民
の
脳
裡
深
く
植
ゑ

込
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

支
那
文
献
に
表
は
れ
た
自
頭
山

一
〇
五
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天
保
五
年
の
大
墓
登
山
記

笹

谷

良

造

江
戸
期
の
大
基
登
山
記

大
峰
山
登
山
の
歴
史
は
ｂ
た
と
へ
確
た
る
史
上
の
證
左
は

な
い
に
し
ろ
Ｄ
千
年
の
古
に
遡
り
得
る
に
反
し
て
。
僅
か
数

里
の
距
離
に
あ
る
大
一曇
ヶ
原
山
は
．
江
戸
中
期
に
至
つ
て
三

三
の
地
理
書
に
そ
の
断
片
的
な
記
述
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

登
山
記
に
な
る
と
。
私
の
知
つ
て
ゐ
る
限
り
に
於
い
て
は
ゝ

江
戸
中
期
に
な
つ
て
始
め
て
世
上
に
現
は
れ
る
。
正
確
な
る

年
次
は
明
か
で
は
な
い
が
、
寛
政
年
間
に
南
書
の
大
家
た
る

紀
州
の
野
呂
介
石
が
登
山
し
て
、「
嘉
嶽
渉
歴
略
記
」
を
遺
し

た
。
こ
れ
が
大
憂
登
山
記
の
最
初
で
は
な
い
か
と
思
つ
て
ゐ

る
。
次
い
で
同
じ
く
紀
州
落
の
本
草
學
者
畔
田
年
山
の
大
嘉
ヶ

原
に
開
す
る
詳
細
な
る
記
述
と
地
固
と
を
載
せ
た

「吉
野
郡

名
山
固
誌
」
が
あ
る
。
地
理
書
で
あ
つ
て
登
山
記
で
は
な
い

一〇
六

が
，
明
か
に
登
山
に
よ
つ
て
得
た
記
録
で
あ
り
、
且
驚
異
に

値
す
る
親
切
な
る
筆
致
で
あ
る
。
こ
の
著
述
の
完
成
年
次
も

不
明
だ
が
．
弘
化
年
間
を
去
る
事
遠
く
な
い
と
思
は
れ
る
鮎

が
あ
る
か
ら
。
前
述
の
介
石
の
登
山
記
よ
り
も
凡
そ
五
十
年

後
と
思
は
れ
る
。
第
三
は
帥
ち
本
稿
に
於
い
て
紹
介
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
Ｄ
紀
州
の
儒
學
者
仁
井
田
好
古
の
長
子
た
る

長
群
が
天
保
五
年
秋
に
登
山
し
た
紀
行
で
あ
つ
て
。「登
大
憂

山
記
」
と
題
す
る
一
書
で
あ
る
。
江
戸
末
期
の
幕
府
探
葉
使

で
あ
つ
た
植
村
政
勝
も
。
大
和

一
円
を
歩
き
廻
つ
た
が
。
大

憂
ヶ
原
山
に
は
登
ら
な
か
つ
た
ら
し
い
か
ら
ｂ
江
戸
時
代
の

大
一量
登
山
記
は
前
述
の
三
書
が
現
在
知
ら
れ
て
ゐ
る
総
て
ゞ

あ
る
。仁

井
田
長
群
氏

こ
の
登
山
記
は
っ
餘
り
に
長
文
で
な
い
上
に
。
指
南
器
．

千
里
鏡
な
ど
を
利
用
し
て
ゐ
る
貼
で
．
中
々
面
白
い
と
思
つ

た
の
で
、
全
文
を
掲
げ
て
紹
介
す
る
事
に
し
た
か
ら
ｂ
そ
の

内
容
は
讀
者
諸
氏
の
御
精
護
に
お
任
か
せ
す
る
こ
と
に
し
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て
。
そ
の
概
要
を
も
説
明
す
る
煩
を
さ
け
よ
う
。
た
ゞ
讀
者

諸
氏
の
た
め
に
二
三
の
記
事
を
録
し
て
御
参
考
に
供
す
る
事

と
し
た
い
。

此
の
書
を
い
ち
早
く
世
に
紹
介
せ
ら
れ
た
の
は
。
河
東
碧

梧
桐
氏
で
あ
つ
た
。
Ｌ
に
大
正
八
九
年
頃
二
吉
野
群
山

¨
と

い
ふ
一
文
に
共
の
一
節
を
引
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ど

う
い
ふ
誤
解
で
あ
つ
た
か
ゝ
共
の
著
書
を
仁
井
田
好
古
の
著

と
し
て
あ
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
更
に
後
に
述
べ
る
積
り

で
あ
る
が
ゝ
私
は
こ
の
碧
梧
桐
氏
の
一
文
を
讀
ん
で

「
登
大

亭
山
記
」
な
る
も
の
が
世
に
存
す
る
事
を
知
り
．
多
年
そ
の

一
護
を
整
ん
で
ゐ
た
が
ゝ
昨
年
末
に
至
つ
て
和
歌
山
縣
立
固

書
館
に
そ
の
窮
本
の
あ
る
事
を
知
り
．
漸
く
そ
の
潟
を
讐
す

る
を
得
た
。
今
こ
ゝ
に
掲
載
し
た
も
の
は
そ
の
窮
本
に
よ
つ

た
の
で
あ
る
。
長
群
自
筆
本
の
有
無
に
つ
い
て
は
全
く
未
知

で
あ
る
の
は
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
る
。

父
の
仁
井
田
好
古
は
微
賤
の
家
よ
り
身
を
起
し
，
紀
落
随

一
の
儒
者
と
な
つ
た
立
志
偉
中
の
人
で
あ
つ
た
。
毛
詩
の
研

究
で
は
支
那
の
學
者
を
さ
へ
驚
か
し
た
と
惇

へ
ら
れ

て
ゐ

天
保
五
年
の
大
華
登
山
記

る
。
然
し
そ
の
大
業
は
何
と
い
つ
て
も
「紀
伊
図
績
風
土
記
‘一

と
い
ふ
百
冊
に
近
い
大
著
述
で
ゴ
数
あ
る
地
方
誌
で
も
稀
に

見
る
も
の
で
あ
る
。
著
述
の
完
壁
は
期
す
る
事
困
難
で
あ
る

が
、
本
書
は
紀
州

一
開
を
記
述
し
て
餘
す
所
な
し
と
い
つ
て

い
ヽ
も
の
で
、
経
＜
も
の
ゝ
常
に
想
ひ
起
す
の
は
、
そ
の
著

述
の
如
何
に
苦
心
を
要
し
た
か
の
貼
で
あ
る
。

「登
大
嘉
山

記
」
も
．
績
風
上
記
編
纂
の
た
め
の
一
副
産
物
な
る
を
思
ヘ

ば
，
そ
の
員
摯
な
る
態
度
に
は
敬
服
の
他
は
な
い
。

「大
憂
ヶ
原
山
」
は
和
歌
山
と
は
正
反
封
の
。
紀
州
東
端

に
位
す
る
。
従
つ
て
績
風
土
記
を
編
す
る
に
営
つ
て
一
應
調

査
す
る
必
要
が
あ
つ
た
。
卸
ち
迷
信
的
に
題
魅
旭
趣
の
住
む

境
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
ゐ
た
た
め
に
ｂ
適
営
な
る
記
述
を
見

出
す
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
ゝ
天
保
五
年
十

一

月
ぅ
仁
井
田
父
子
及
び
國
學
者
加
納
諸
千
の
三
人
は
、
逢
々

と
貧
地
踏
査
に
赴
い
た
。
然
し
父
の
好
古
は
ｂ
老
齢
の
た
め

で
あ
つ
た
か
。
探
険
の
域
を
腕
し
な
か
つ
た
大
一彙
登
山
行
に

は
加
は
ら
す
ら
山
麓
に
あ
つ
て
待
機
じ
。
若
く
し
て
元
氣
な

長
群
と
諸
十
と
が
行
に
営
つ
た
。
文
中
家
（笏
。
家
大
入
と
橋

一〇
七
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天
保
五
年
の
大
菫
登
山
記

す
る
は
卸
ち
父
の
好
古
の
事
で
あ
る
。

諸

牛

の

歌

長
群
と
行
を
共
に
し
た
加
納
諸
平
に
は
、
登
山
記
が
あ
る

か
ど
う
か
知
ら
ぬ
が
ゝ
或
は
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

は
れ
る
。
然
し
そ
の
時
に
和
歌
を
作
つ
た
事
は
り
已
に
長
群

の
登
山
記
に
も

一
二
首
見
え
て
ゐ
る
が
、
諸
千
の
歌
集

「
柿

園
詠
草
」
に
は
所
々
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
諸
十
の
歌

に
つ
い
て
は
，
昨
年
の
二
月
に

「
ケ
ル
ン
」
誌
上
で
京
都
大

學
の
新
村
博
士
が
詳
細
に
紹
介
せ
ら
れ
た
。
短
歌
五
首
．
長

歌

一
首
で
、
博
士
が
山
岳
文
學
の
雄
篇
だ
と
云
は
れ
て
ゐ
る

が
、
ま
こ
と
に
珍
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
た
ゞ
こ
の

「
柿
園

詠
草
」
で
は
登
山
年
次
が
出
て
ゐ
な
い
の
で
ｂ
い
つ
の
登
山

の
折
の
作
で
あ
つ
た
か
不
明
で
あ
つ
た
が
ゝ
私
は
前
述
の
碧

梧
桐
氏
が
引
用
さ
れ
た
部
分
か
ら
推
し
て
，
多
分
天
保
五
年

だ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
を
。
そ
の
年
の
七
月

に
同

じ

「
ケ

ル

ン
」
に
載
せ
て
お
い
た
。
そ
の
後
長
群
の
登
山
記
の
全
文
を

見
る
を
得
て
そ
の
貼
が
確
責
と
な
つ
た
他
に
、
諸
十
の
長
歌

一〇
〈

で
は
ど
う
い
ふ
順
路
を
取
つ
た
か
、
も
う

一
つ
判
然
と
し
な

い
所
が
あ
つ
た
が
ぅ
今
こ
の
登
山
記
と
封
照
し
て
見
て
、
不

明
の
個
所
を
明
か
に
す
る
事
が
出
来
て
ゝ
何
よ
り
も
愉
快
に

思
つ
て
ゐ
る
。
卸
ち
長
群
の
登
山
記
は
Ｄ
革
に
登
山
記
と
し

て
珍
ら
し
く
且
面
白
い
の
み
な
ら
ず
、
諸
十
の
歌
の
註
澤
と

し
て
も
役
立
つ
の
で
あ
る
。
出
来
る
な
ら
ば
諸
千
の
一
百
九

十
七
旬
か
ら
成
る
雄
大
な
る
長
歌
を
も
併
せ
載
せ
て
封
照
の

便
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
己
に

「
ヶ
ル
ン
」
誌
上
に
出

た
も
の
で
あ
り
、
又
「
柿
園
詠
革
‐・・は
何
度
も
活
版
に
な
つ
て

ゐ
る
か
ら
ゝ
煩
を
厭
う
て
掲
載
を
見
あ
は
せ
た
。
心
あ
る
諸

氏
は
つ
い
て
封
照
の
努
を
取
ら
れ
た
い
。
筒
「柿
園
詠
草
」
に

は
績
編
が
あ
つ
て
。
そ
れ
も
近
々
出
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

こ
の
長
群
の
登
山
記
に
引
用
し
て
あ
る
諸
千
の
「
臣
の
本
」
云

云
の
歌
は
「
柿
園
詠
草
‐・に
は
見
え
な
い
が
、
或
は
績
編
に
で

も
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
さ
う
す
れ
ば
街
他
に
大
嘉
登
山
の

和
歌
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
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登

大

一量
山

記

仁

井

田
長

群
撰

大
憂
山
は
市
方
の
高
嶽
に
し
て
紀
勢
和
三
図
の
堺
に
あ
り
、

古
よ

，
人
跡
不
通
の
地
な
り
。
熊
野
吉
野
の
山
嶽
は
天
下
の
知

る
所
に
し
て
ゝ
共
名
あ
る
山
川
は
貧
に
千
を
以
て
数
ふ
べ
し
。

共
高
大
な
る
は
大
嘉
を
冠
首
と
す
。
責
に
畿
内
南
海
衆
嶽
の
宗

な
り
。
熊
を
取
り
奇
貨
を
求
め
又
良
材
を
求
め
て
博
を
仕
出
す

者
ｂ
或
は
山
中
に
小
屋
を
掛
る
事
あ
り
て
、
希
に
共

一
斑
を
知

る
而
己
。　
一
山
を
通
覧
し
て
共
企
形
を
知
る
者
絶
て
な
し
。
家

（″
（
父
仁
井
田
好
古
を
さ
す
、
筆
者
註
）
風
土
記
修
撰
の
命
を

蒙
り
、
長
群
等
亦
共
事
に
典
り
、
郡
邑
を
用
覧
し
古
跡
を
尋
ね

地
理
を
考
へ
風
俗
を
察
説
す
。
今
年
天
保
五
年
熊
野
を
巡
説
し

て
十
月
十
四
日
相
賀
薦
引
本
浦
に
至
る
。
此
地
大
一彙
山
を
去
る

事
積
近
し
。
荘
の
大
長
龍
勢
七

を
呼
び
て
大
嘉
山
登
嶺
の
事
を

陳
ぶ
。
大
長
愕
然
と
し
て
日
怯
し
て
合
は
す
。
答
ふ
る
事
能
は

天
保
五
年
の
大
壺
登
山
記

ぎ
る
事
敷
頃
、
や
ゝ
あ
り
て
云
ふ
。
人
跡
不
通
の
域
妖
魅
属
鬼

の
其
窟
、
君
等
登
ら
せ
給
は
ん
や
と
。
滞
坐
共
状
を
笑
ふ
。
大

長
色
定
り
て
漸
に
い
ふ
。
大
東
山
上
共
慶
大
は
云
ふ
も
更
也
．

四
方
皆
絶
壁
に
し
て
登
る
に
由
な
し
、
唯
共
尾
筋

一
二
級
に
攀

ぢ
隣
る
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
共
地
皆
簿
竹
密
比
す
る
事
幾
許
里

な
る
事
を
知
ら
す
。
山
中
に
入
る
者
鮮
宿
す
る
事
数
日
な
り
０

さ
れ
ば
山
を
出
る
事
能
は
す
。
君
等
こ
れ
に
登
ら
む
と
し
給
ふ
、

暴
虎
翡
河
の
戒
を
犯
し
給
ふ
に
あ
ら
す
や
。
群
等
是
を
聞
ぎ
る

如
く
に
し
て
唯
掛
導
す
る
者
あ
り
や
と
問
ふ
。
大
長
已
む
事
を

得
す
し
て
日
ゝ
ぉ
濯
村
桓
紬
村

の
中
或
は
是
あ
ら
む
。
是
に
於

て
木
津
村
の
中
に
募
る
。太
右
術
門
孫
市
二
人
の
者
募
に
應
ず
。

二
人
い
ふ
、
某
年
猫
師
と
某
谷
に
あ
る
事

一
月
、
某
年
英
谷
に

あ
り
て
博
を
仕
出
し
た
る
事
数
月
ｂ
山
中
の
全
形
を
排
へ
す
と

い
へ
ど
も
、
共
山
中
に
あ
る
時
過
る
所
の
樹
木
、
或
は
枝
を
折

り
或
は
樹
皮
を
刺
ぎ
日
標
を
な
し
世
け
り
。
山
に
入
て
こ
れ
を

求
め
ば
或
は
大
に
迷
は
ぎ
る
べ
し
と
云
。
群
等
是
に
於
て
策
を

決
し
二
人
に
命
じ
て
料
導
を
な
さ
し
む
。
長
群
共
山
の
形
状
大

勢
を
概
す
る
に
．
共
山
高
さ
一
日
牛
程
ｂ
重
岡
複
嶺
共
数
を
知

一〇
ル
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天
保
五
年
の
大
菫
登
山
記

る
べ
か
ら
す
。
共
絶
頂
干
暇
な
る
所
を
大
墓
が
原
之
い
ふ
。
四

方
皆
絶
壁
に
し
て
共
千
噴
な
る
所
大
抵
周
廻
三
日
程
ｂ
山
麓
周

廻
七
日
程
、
是
よ
り
以
内
人
跡
絶
た
り
。
四
方
絶
壁
の
中
山
脈

相
連
な
る
も
の
四
あ
り
、
共
束
の
方
に
走
れ
る
峰
警
大
抵
二
十

里
許
、
志
州
鳥
綱
に
至
り
て
海
に
沈
む
。
勢
志
二
州
此
山
脈
を

界
之
す
。
大
杉
谷
朝
熊
等
共
間
に
あ
り
ゝ
共
水
を
勢
州
宮
川
と

す
。
共
市
の
方
に
走
れ
る
峰
情
凡
三
十
里
餘
、
本
國
新
官
に
至

り
て
海
に
沈
む
．
共
間
に
北
山
・入
鹿
・尾
呂
志

。
大
野
の
諸
山

委
遅
と
し
て
連
続
す
。
共
水
を
上
は
北
山
川
と
い
ひ
、
下
は
熊

野
川
と
い
ふ
。
共
西
之
方
に
走
れ
る
峰
管
凡
五
十
里
許
ゝ
本
国

加
藤

・
大
崎
に
至
り
て
海
に
沈
む
。
共
間
に
大
峰
あ
り
吉
野
あ

り
天
川
あ
り
高
野
あ
り
ゝ
横
峰
。生
石
・藤
白
等
の
諸
山
皆
隷
島

す
。
共
水
を
上
に
し
て
吉
野
川
と
し
下
に
し
て
は
紀
川
と
す
。

共
北
の
方
に
走
れ
る
峰
替
凡
五
十
ユ
許
ゝ
濃
州
に
し
て
木
曾
川

に
沈
む
。
大
和
ｏ伊
賀
。近
江
と
伊
勢
と
を
分
堺
す
。
共
間
高
見

嶽
ｏ回
見
獄
。三
輸
山
ｏ春
日
山
・鈴
鹿
山
・柚
岳
。三
闘
嶺
等
を
隷

属
す
。
此
四
の
山
脈
よ
り
畿
内
南
方
千
峰
万
嶺
皆
枝
分
し
て
大

豪
山
共
上
頭
に
あ
り
。
故
に
衆
嶽
の
宗
と
い
ふ
。
山
麓
ま
で
は

一
一〇

松
杉
檜
相
あ
れ
共
牛
腹
よ
り
上
は
松
形
檜
栢
な
く
ゝ
石
南
樹
鳥

竹
の
み
に
し
て
稀
に
五
葉
の
松
あ
り
。
山
峰
及
原
は
悉
武
那
樅

に
し
て
他
樹
な
し
。
鳥
獣
物
虫
の
類
も
叉
な
し
。
風
烈
ｔ
き
を

以
て
木
皆
の
び
す
。
幡
屈
し
て
林
泉
の
樹
の
人
篤
を
以
て
作
り

な
す
が
如
し
。
絶
頂
三
峰
あ
り
。
第

一
を
日
本
が
原
と
云
ふ
．

日
本
中
を
望
観
す
と
い
ふ
を
以
て
名
附
く
。
共
南
に
あ
る
を
片

原
嘉
と
い
ふ
。
共
名
文
字
の
如
樹
木
な
き
原
な
り
、
共
南
に
あ

る
を
大
禿
と
い
ふ
ゝ
亦
樹
木
な
き
赤
峰
な
り
。
三
峰
は
大
豪
原

の
東
堺
に
し
て
和
州
勢
州
愛
に
分
れ
て
絶
壁
な
り
。
大
禿
の
庭

叉
紀
州
と
堺
す
。
勢
州
は
大
杉
谷
の
奥
也
。
紀
州
は
相
賀
組

‘

木
津
村
の
乱
辻
山
に
接
し
て
北
な
る
絶
壁
は
、
和
州
入
波
姥
谷

の
山
奥
に
し
て
紀
川
の
源
な
り
。
南
の
絶
壁
は
悉
石
壁
に
し
て

大
豪
原
の
水
三
漢
と
な
り
、
石
壁
に
至
り
て
三
つ
の
瀧
と
な
り

大
和
の
北
山
よ
り
海
下
す
、
是
を
束
の
瀧
中
の
瀧
西
の
瀧
と
い

ふ
。
共
瀧
の
高
さ
い
づ
れ
も
皆
八
丁
許
あ
り
と
い
ふ
。
是
北
山

川
の
源
な
り
。
西
の
絶
壁
は
大
和
北
山
の
高
瀬
の
山
奥
に
し
て

姥
峰
に
接
す
。
是
大
嘉
の
形
勢
の
大
概
也
。
響
導
の
者
い
ふ
、

大
嘉
山
四
方
絶
壁
な
れ
ば
尾
筋
を
偉
ふ
に
あ
ら
ぎ
れ
ば
登
る
べ
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か
ら
す
。
東
方
に
二
の
尾
筋
あ
り
、
巽
隅
の
尾
筋
は
大
禿
に
至

る
。
近
年
山
稼
の
者
な
く
簿
竹
密
茂
に
し
て
一
歩
も
進
む
べ
か

ら
す
。
民
隅
の
尾
筋
は
日
本
原
に
至
る
、
険
難
な
り
と
い
へ
ど

も
簿
竹
紺
稀
に
し
て
登
り
易
し
。
是
に
於
て
大
豪
の
民
隅
に
綱

導
せ
し
む
。
十
月
十
五
日
登
嶺
す
。
大
長
乞
て
日
ゝ
人
多
き
時

は
食
績
か
す
ゝ
人
少
け
れ
ば
防
守
乏
し
、
批
男
健
歩
の
者
に
非

れ
ば
此
選
に
充
が
た
し
．
粛
等
自
ら
選
び
給
へ
。
是
に
於
て
長

群
及
諸
千
二
人
行
に
営
る
。
群
の
僕

一
人
鈴
を
持
て
従
ふ
。
大

長
代

一
人
制
社
は
嗣
帳
書

一
人
剌
計
乱
御
指
南
器
千
里
鏡
を
持
て

督
行
す
。
掛
導
二
人
、　
一
人
は
地
を
持

　ゝ
一
人
は
斧
を
持
ゝ
米

糧
を
負
ひ
釜
席
を
携
ふ
る
も
の
五
人
、
上
下
凡
十
二
人
、
外
に

数
人
共
日
の
中
飯
を
負
措
す
。
味
爽
古
本
村
に
至
り
漢
に
入
る

事

一
里
許
、
大
よ
り
峰
を
越
へ
谷
を
渉
り

　ゝ
一
歩
は

一
歩
よ
り

高
く

一
峰
は
一
峰
よ
り
瞼
な
り
。
路
釜
こ
細
く
石
釜
尖
る
、
共

俊
絶
な
る
に
至
て
は
石
角
を
攀
ぢ
羅
葛
を
欄
り
て
登
る
。
氣
息

喘
々
と
し
て
績
き
が
た
し
。
或
は
十
餘
歩
に
て
一
体
し
、
或
は

五
六
歩
に
し
て
一
体
す
。
既
し
て
日
停
午
に
至
り
僅
に
干
虎
を

得
て
午
飯
す
。
飯
畢
り
て
負
措
す
る
も
の
数
人
辞
し
て
婦
る
。

天
保
五
年
の
大
壺
登
山
記

大
抵
大
豪
山
の
麓
に
て
は
路
傾
歓
険
な
肛
ど
も
一
線
路
の
た
ど

る
べ
き
は
あ
り
し
に
ｂ漸
山
麓
に
近
く
し
て
細
道
も
亦
絶
し
て
ｔ

株
奔
塗
来
し
て
足
を
投
す
べ
き
所
な
し
。
綺
導
の
者
前
に
在
り

て
樹
を
代
り
草
奔
を
押
開
き
て
登
る
事
牛
里
許
ｔ
少
し
く
千
庭

を
得
た
り
。
是
を
堂
倉
と
い
ふ
ゝ
此
地
は
勢
州
に
腸
し
て
大
杉

谷
の
迫
詰
な
―夕
と
い
ふ
。
此
虎
山
谷

一
面
の
積
雲
に
し
て
寒
風

堪
が
た
し
。
因
り
て
お
も
ふ
に
、是
地
大
嘉
の
山
麓
な
り
と
も
。

今
登
り
来
る
路
程
の
遜
な
る
と
積
雲
の
形
状
を
見
れ
ば
、
此
土

の
高
き
事
既
に
中
天
の
上
に
至
て
世
外
に
あ
る
の
想
を
な
せ
　
Ｄ

り
。
側
に
壌
れ
た
る
小
屋
二
宇
あ
り
、
近
き
頃
博
を
仕
出
し
た
　
Ｃ

る
跡
と
い
ふ
。
時
に
日
既
に
西
山
に
落
ち
谷
底
柑
暗
し
。
響
導

の
者
此
小
屋
を
捺
と
し
て
一
宿
す
べ
し
と
。
部
ち
斧
を
振
ひ
て

大
樹
を
伐
倒
し
共
枝
葉
を
探
て
小
屋
の
四
方
に
扶
み
上
を
覆

ひ
ゝ
共
幹
を
節
断
し
て
薪
と
な
し
大
に
燎
を
な
さ
じ
め
、
又
茶

を
焼
き
飯
を
炊
ぐ
ゝ
俄
頃
に
し
て
排
ず
、諸
千
歌

一
章
を
賦
す
。

深
山
本
の
本
き
り
た
つ
と
斧
と
れ
ば
杢
も
と
ゞ
ろ
に
嵐
吹
く

也
燎
人
を
盛
に
し
て
陽
気
を
助
け
山
療
陰
瓶
を
防
ぐ
。
衆
皆
人
を

一
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天
採
五
年
の
大
菫
登
山
記

中
に
し
て
環
■
す
、時
に
明
月
餃
然
と
し
て
雲
色
谷
凄
然
た
り
。

驚
嵐
仙
岳
に
響
き
寒
滅
骨
を
刺
す
。
少
時
あ
り
て
腰
雨
暴
に
過

ぎ
衆
墾
皆
震
ふ
。
既
に
し
雨
霧
れ
月
色
蒼
然
た
り
。
衆
皆
疲
困

甚
と
い
へ
ど
も
意
中
危
性
を
抱
く
を
以
て
眠
に
就
く
者
な
し
。

唯
薪
を
加
へ
て
人
勢
を
助
く
る
の
み
。
俄
に
し
て
響
導
の
者
西

の
方
を
指
し
て
謂
て
目
．
日
本
原
此
頂
上
に
あ
り
、
今
既
に
夜

牛
な
り
、
数
を
去
り
て
攀
隣
ら
ば
暁
天
に
は
必
日
本
原
に
至
る

べ
し
、
朝
日
の
海
面
に
湧
く
時
富
士
峰
を
望
む
。
共
奇
い
ふ
ベ

か
ら
す
。
長
群
兵
部
と
覺
へ
す
起
ち
て
賜
躍
し
て
日
、
快
哉
此

言
、疲
困
を
忘
る
べ
し
。
乃
衆
を
し
て
大
矩
敷
十
を
作
ら
し
む
。

明
月
天
に
あ
れ
ど
も
樹
林
陰
騎
し
て
暗
夜
の
如
し
。
衆
皆
手
毎

に
煙
を
乗
り
相
照
し
て
登
る
。
響
導
の
者
二
人
前
行
し
て
路
を

披
き
相
呼
び
て
相
應
ふ
。
既
に
し
て
隔
る
事
敷
町
ゝ
聾
相
通
ぜ

す
、
地
を
放
ち
て
共
在
る
所
を
知
ら
し
む
。
衆
地
聾
を
認
て
共

虎
に
向
ふ
。
・巌
角
を
攀
ぢ
幕
蔓
を
援
き
、
市
に
迷
ひ
北
に
陥
り

時
に
人
数
を
算
へ
て
行
く
。
暁
天
果
し
て
日
本
原
の
東
邊
に
至

る
事
を
得
た
り
。
時
に
東
方
己
に
明
け
て
爛
霞
騰
起
し
て
日
輸

洋
中
に
湧
出
た
り
。
志
州
勢
州
の
地
皆
眼
下
に
あ
れ
ど
も
ぉ
夫

一
三

よ
り
東
は
畑
霞
蒼
た
と
し
て
富
士
峰
を
説
る
べ
か
ら
す
Ｐ
遺
憾

甚
し
。
響
導
の
者
い
ふ
ゝ
大
抵
雨
風
三
日
の
後
朝
日
の
時
東
望

す
れ
ば
っ参
遠
尾
濃
四
州
を
望
み
富
士
峰
を
海
中
に
観
つ
べ
し
。

東
風
三
日
の
後
タ
ロ
の
時
西
望
す
れ
ば
中
回
路
の
海
陸
を
遠
望

す
べ
し
、
此
連
日
風
な
き
を
以
て
望
む
所
緩
に
近
き
に
留
ま
れ

り
と
い
ふ
。
因
り
て
遠
限
鏡
を
以
て
是
を
望
む
に
Ｄ
醜
る
所
畿

内
の
山
河
志
州
勢
州
熊
野
の
み
。
初
山
に
登
ら
ん
と
議
せ
し
時

衆
皆
い
ふ
Ｄ
古
末
相
偉
ふ
、
大
蔓
山
に
一
足
の
鬼
あ
り
も
是
山

難
な
り
ｂ
故
に
山
に
入
る
者
多
く
婦
る
事
を
得
す
と
。
相
顧
て

皆
色
を
失
。
大
人
に
こ
れ
を
論
し
て
日
ゝ
此
皆
利
を
以
て
登
る

も
の
ゝ
云
所
也
。
今
大
憂
山
の
絶
頂
に
登
り
共
至
る
所
を
窮
む

る
者
は
是
公
命
な
り
。
山
鬼
何
ぞ
害
を
な
す
事
を
得
ん
。
余
爾

等
が
篤
に
一
絶
を
賦
し
て
山
鬼
を
論
さ
ん
。
山
鬼
是
を
醜
ば
必

恐
れ
て
避
け
隈
る
べ
し
。
自
今
以
後
山
に
入
る
者
此
詩
を
懐
せ

ば
．
山
鬼
の
害
を
免
べ
し
。
衆
是
を
聞
て
喜
て
色
を
生
じ
た
り

き
。
因
り
て
表
木
を
制
り
て
共
詩
を
録
し
て
是
を
携
へ
、
日
本

原
の
中
央
に
建
つ
。

乾
坤
唯

一
氣
　
地
察
又
天
明
　
高
古
柱
紺
内
。
何
容
邪
物
生
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天
保
五
年
歳
次
甲
午
各
十
月
十
六
日
奉
命
巡
醜
隣
日
本
原
而

書
焉
　
紀
落
仁
井
田
長
祥
　
源

一
父
加
納
諸
十
兵
部
建

諸
千
樅
の
本
の
多
き
を
見
て
又
歌

一
革
を
賦
す
。

臣
の
本
の
立
る
を
見
れ
ば
人
日
な
き
山
さ
へ
君
に
靡
也
け
り

日
本
原
の
西
を
巴
嶽
と
い
ふ
。
吉
野
川
熊
野
川
宮
川
の
川
源
な

り
ｂ
世
に
偉
ふ
る
歌
に

大
墓
や
巴
に
三
の
水
上
は
熊
野
に
よ
し
の
伊
勢
の
官
川

と
あ
る
、
此
虎
を
い
ふ
な
り
。
叉
世
人
多
く
い
ふ
、
巴
嶽
に
巴

淵
と
い
ふ
あ
り
て
、
い
と
廣
く
葎
荻
な
ど
高
く
茂
り
藤
か
づ
ら

生
じ
け
り
、洩
き
澤
な
ど
ゃ
う
の
水
に
見
ゆ
れ
ど
も
い
と
，深
く
ゝ

風
吹
け
ば
共
茂
生
の
露
落
ち
つ
も
り
川
の
水
か
さ
を
な
し
ゝ
北

よ
り
吹
ば
熊
野
川
の
水
を
ま
し
ゝ
西
よ
り
吹
ば
伊
勢
の
官
川
の

な
が
れ
を
添
へ
、
東
よ
り
吹
け
ば
吉
野
川
の
水
か
さ
ま
さ
る
と

い
ふ
事
、
あ
ら
ぬ
虚
言
な
り
。
さ
れ
ど
も
共
諺
に
て
共
山
の
奥

深
く
人
跡
絶
へ
た
る
地
な
る
事
思
や
ら
る
。
南
に
韓
じ
て
片
原

一曇
に
至
る
。
片
原
一彙
樹
木
の
無
き
虎
、
根
笹

一
面
に
生
び
茂
り

て
青
豊
を
敷
が
如
し
。
此
に
坐
し
て
速
望
す
る
に
、
四
邊
の
樹

木
幡
屈
結
磐
し
て
是
を
望
む
に
深
山
高
岳
の
内
に
あ
る
事
を
覺

天
保
五
年
の
大
奎
登
山
記

え
す
。
人
功
を
以
て
作
り
な
せ
る
別
壁
の
趣
あ
り
。
枚
に
此
虎

を
義
経
の
屋
敷
跡
と
名
づ
く
。
側
に
小
池
あ
り
、
晴
雨
に
拘
ら

す
水
の
あ
る
時
あ
り
、叉
無
き
時
あ
り
。
．是

一
奇
な
り
と
い
ふ
。

衆
皆
疲
困
し
て
覺
え
す
恨
寝
す
。
大
秀
こ
の
南
に
あ
り
。
至
る

オ
シ

事
あ
た
は
す
。
大
禿
に
牛
石
と
い
ふ
あ
り
。或
は
駆
石
と
い
ふ
。

相
偉
ふ
。昔
役
行
者
牛
鬼
を
押
た
る
所
な
り
。共
ふ
せ
残
り
を
理

源
大
師
此
牛
石
に
封
じ
込
じ
と
い
ふ
。
此
石
に
障
る
者
あ
れ
ば

白
日
瞑
間
に
な
り
、
選
尺
を
排
へ
ぎ
る
に
至
る
と
て
猟
師
な
ど

恐
れ
て
近
よ
ら
す
。
叉
大
禿
の
側
に
自
壊
と
い
ふ
山
壌
崩
し
て

横
八
町
長
さ
一
里
の
直
立
の
絶
壁
あ
り
。
此
虎
嘆
子
多
じ
↓
山

民
こ
に
を
堕
か
ら
と
い
ふ
、共
壊
の
側
に
雁

窟
と
い
ふ
あ
り
し

深
さ
知
る
者
な
し
。雁
数
寓
共
内
に
住
め
り
と
い
ふ
。
叉
共
側
に

大
蛇
倉
と
い
ふ
千
一尋
の
石
壁
あ
り
、
何
れ
も
瞼
絶
の
地
に
し
て

人
跡
至
り
が
た
し
と
い
ふ
。
大
憂
ヶ
原
の
共
通
催
三
漢
に
分
か

る
れ
ど
も

細ゝ
漢
数
岐
そ
の
間
を
縦
横
せ
り
。
叉
原
の
中

一
面
の

鬱
樹
に
し
て
敷
尊
の
外
見
る
所
な
し
。
枚
に
共
際
限
を
知
る
べ

か
ら
す
。
響
導
の
者
共
目
標
せ
し
樹
木
を
尊
ぬ
れ
ど
も
得
す
。

原
の
中
に
屡
迷
ひ
て
行
く
虎
を
知
ら
す
。
因
り
て
磁
石
を
取
り

一
三
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天
保
五
年
の
大
墓
登
山
記

て
共
方
位
を
考
へ
唯
西
に
向
ひ
て
往
き
ゝ
左
右
に
奔
走
し
て
僅

に
名
護
屋
谷
に
出
で
午
飯
す
。
名
護
屋
谷
と
は
昔
名
護
屋
の
者

此
谷
の
山
材
を
買
ひ
樺
を
仕
出
せ
る
故
に
構
す
と
い
ふ
。
大
和

谷
に
越
ゆ
。
大
和
谷
と
い
ふ
は
大
和
の
者
昔
時
此
谷
に
て
樽
を

仕
出
せ
る
枚
に
稀
す
と
い
ふ
。
又
迷
ひ
て
往
所
を
失
ふ
。幸
く
し

て
高
野
谷
に
至
る
。
昔
弘
法
大
師
高
野
を
開
く
前
此
大
夢
原
を

伽
藍
の
地
に
せ
ん
と
て
地
形
を
見
ん
篤
に
登
山
あ
り
、
故
に
名

づ
く
と
い
ふ
。
此
読
は
誤
り
に
て
高
野
谷
は
小
屋
谷
に
て
亦
材

木
を
仕
出
す
者
の
小
屋
を
掛
し
名
な
る
べ
し
０
夫
よ
り
山
葵
谷

に
越
ゆ
。
此
谷
山
葵
多
く
産
す
。
散
に
名
と
す
。
山
葵
を
取
ら

し
め
て
家
土
産
と
す
。
是
よ
り
北
の
方
大
杉
谷
の
境
に
芍
薬
谷

と
い
ふ
小
谷
あ
り
、
芍
薬
多
き
故
に
名
づ
く
。
莉
谷
と
い
ふ
小

谷
あ
り
、
莉
多
き
故
に
名
づ
く
と
い
ふ
。
亦
入
の
波
の
境
に
温

泉
あ
り
、
味
誠
し
。
百
蛇
末
り
て
浴
す
と
い
ふ
。
漸
進
み
て
大

嘉
原
の
西
北
の
極
に
至
る
ぅ
時
に
日
既
に
暮
に
薄
る
。
糾
導
の

考
の
日
、是
よ
り
尾
筋
の
峰
を
偉
ひ
姥
峰
に
降
る
べ
し
、共
路
程

を
計
る
に
大
抵
二
里
許
と
い
ふ
。
左
右
皆
絶
壁
簿
竹
綱
密
に
し

て
高
さ
丈
餘
ｂ
是
を
押
開
き
て
行
く
、
共
難
険
堂
倉
谷
を
出
し

一
一四

時
に
勝
る
べ
し
。
二
人
前
行
し
て
胞
を
放
ち
て
共
行
方
へ
知
ら

し
む
べ
し
。
君
等
地
聾
を
認
て
誤
り
給
ひ
そ
と
い
ふ
。
因
り
て

篇
竹
の
内
に
中
に
入
る
に
一
人
進
め
ば
竹
其
跡
を
封
じ
て
前
人

見
え
す
ゝ
後
人
又
見
え
す
。
大
に
啓
を
放
ち
互
に
相
呼
應
し
て

行
き
、
時
六
人
を
数
へ
て
地
聾
の
響
く
方
に
向
ふ
。
響
導
の
者

と
い
へ
ど
も
時
と
し
て
方
角
を
失
ひ
、
磁
石
を
以
て
向
ふ
所
を

定
て
叉
前
行
す
。
月
輸
高
く
頂
上
に
懸
り
て
左
右
前
後
醜
る
所

な
く
。
時
々
地
聾
の
深
谷
に
響
く
を
聞
の
み
。
何
れ
の
時
か
此

中
を
出
て
。
何
れ
の
時
か
向
ふ
所
に
至
る
べ
き
と
思
ふ
に
。
身

の
毛
よ
だ
ち
て
物
冷
じ
。
夜
三
更
漸
姥
峰
に
降
り
始
て
一
條
の

路
に
出
る
事
を
得
て
。　
一
統
に
蘇
息
の
想
ひ
を
な
し
互
に
其
恙

を
賀
す
。
斯
日
若
夜
明
て
堂
倉
を
嚢
じ
叉
大
秀
に
登
ら
ば
、
原

の
中
に
二
宿
す
る
に
あ
ら
ぎ
れ
ば
此
に
至
る
事
を
得
す
と
い

ふ
。
是
よ
り
往
く
事
牛
里
許
に
し
て
山
堂

一
宇
投
宿
す
べ
き
あ

り
て
ゝ
初
て
人
を
見
る
事
を
得
た
り
。
此
所
南
を
大
和
北
山
Ｌ

し
，
北
を
大
和
姥
谷
と
す
。
雨
方
と
も
に
人
里
を
去
る
事
各
一一

里
。
此
峰
の
東
を
大
壷
と
し
西
を
大
峰
と
す
。
此
峰
登
降
六
里

の
高
峰
な
れ
ど
も
東
西
の
高
山
に
く
ら
ぶ
れ
ば
猫
阜
ま
し
と
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す
。
故
に
こ
の
峰
を
越
ゆ
る
に
あ
ら
ぎ
れ
ば
吉
野
と
北
山
と
の

往
末
絶
べ
し
。
相
偉
ふ
、
此
峰
に
し
て
夜
に
入
れ
ば
姥
兄
は
れ

て
人
を
喰
ふ
と
て
、
世
人
恐
れ
て
夜
行
す
る
者
な
し
。
山
民
相

謀
り
て
此
お
堂
を
建
て
往
来
の
者
止
宿
の
所
と
す
。
此
夜
堂
中

に
宿
す
る
者
数
人
あ
り
。
衆
の
至
る
を
見
て
驚
き
且
怪
み
ゝ
夜

中
粛
等
如
何
に
し
て
技
に
来
る
と
い
ふ
。
大
蔓
山
を
船
る
を
聞

て
日
、
多
賀
々
々
と
嘆
構
し
て
止
ま
す
。
十
七
日
夙
に
起
て
南

行
し
山
を
降
る
事
二
里
許
に
し
て
初
て
人
里
に
出
る
事
を
得
た

り
。
共
所
を
高
瀬
村
と
い
ふ
。
こ
ゝ
に
て
午
飯
す
。
是
よ
り
東

行
し
。日
暮
出
口
村
に
至
り
て
宿
す
。
此
地
大
墓
山
の
正
南
に
在

り
て
三
瀧
の
水
合
し
て
鼓
に
出
る
を
以
て
出
日
の
名
あ
り
。
貧

に
北
山
川
の
上
源
也
。夜
山
民
大
一曇
の
事
に
熟
せ
る
者
を
集
め
。

糾
導
の
者
と
供
に
地
形
及
山
脈
水
脈
の
経
緯
を
討
論
じ
ｂ
衆
言

を
参
考
し
て
共
貴
な
る
者
を
折
中
し
。
長
群
親
筆
を
探
り
て
大

壷
山
の
国
を
作
る
。
共
小
名
に
至
り
て
は
山
に
入
る
者
の
一
時

の
標
名
な
れ
ば
、
人
異
れ
ば
橋
も
亦
異
り
。
今
擦
あ
り
て
通
名

と
す
べ
き
も
の
を
と
り
て
剛
中
に
載
す
。
宿
の
主
い
ふ
。
此
数

年
前
奈
良
の
役
人
十
九
人
大
豪
原
に
登
り
て
地
形
を
考
ふ
る
事

天
保
五
年
の
大
菫
登
山
記

あ
り
。
山
中
に
あ
る
事
十
餘
日
．
吏
山
を
巡
り
路
に
迷
ひ
て
大

に
餞
餓
に
及
び
辛
く
し
て
薔
路
を
尋
ね
得
た
り
。
さ
れ
ば
縦
地

理
に
熟
せ
る
者
と
い
へ
ど
も
山
上
に
三
宿
す
る
に
あ
ら
ぎ
れ
ば

容
易
に
山
状
を
養
す
べ
か
ら
す
。粛
等
紀
州
を
立
て
住
に
三
日
ゝ

大
憂
の
原
を
過
ぎ
て
此
に
至
る
。
如
何
に
し
て
地
理
に
熟
し
給

ふ
や
。
衆
皆
笑
ふ
。
十
八
日
夙
に
出
日
を
衰
す
、
俊
坂
棧
道
或

は
度
索
し
て
通
す
。
龍
辻
に
至
り
て
午
飯
す
。
姦
を
紀
州
東
西

の
界
と
す
。
左
右
悉
簿
竹
な
り
。
龍
辻
の
右
を
天
竺
納
戸
と
い

ふ
。
深
山
な
る
を
い
ふ
な
り
。
叉
雷
峠
と
い
ふ
あ
り
。
黄
昏
古
　
Ｄ

津
村
に
至
る
。
里
人
等
迎
へ
て
無
事
を
賀
す
。
共
明
日
家
大
入
　
０

等
に
長
嶋
に
相
含
し
も
大
一曇
の
国
を
出
し
形
勢
の
大
綱
を
指
貼

す
。
家
大
人
い
ふ
。
千
農
萬
墾
吾
目
中
に
あ
り
。
因
て
群
等
に

代
り
て
二
絶
を
賦
す
。

大
嘉
雲
嶽
躍
一二
闘
　
峻
響
樺
天
氣
勢
雄

誰
道
川
源
如
巴
字
　
千
崖
高
堅
失
東
西

日
本
原
頭
望
大
糠
　
海
天
日
湧
富
峰
明

二
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天
保
五
年
の
大
菫
登
山
記

託
身
知
在
居
雲
表
　
一
縮
乾
坤
入
眼
晴

接
す
る
に
大
豪
山
今
三
図
の
境
に
在
り
と
い
へ
ど
も
、
紀
に

あ
る
も
の
一
分
．
勢
に
あ
る
も
の
三
分
、和
に
あ
る
も
の
七
分
ｔ

然
れ
ど
も
大
一彙
原
の
大
和
の
地
と
な
れ
る
は
い
と
後
の
世
の
事

に
て
も和
州
北
山
荘
十
四
簡
村
の
地
は
奮
本
国
北
山
郷
に
し
て
ゞ

大
一曇
原
悉
紀
州
の
地
な
り
。
然
ら
ば
紀
に
あ
る
も
の
七
分
ゝ
勢

に
あ
る
も
の
三
分
、
和
に
あ
る
も
の
一
分
な
り
。
し
か
し
考
ヘ

た
る
四
の
證
あ
り
。
光
地
勢
に
ょ
‐り
考
ふ
る
に
、
大
一彙
原
よ
り

姥
峰
大
峰
に
至
ヶ
。
共
峰
筋
よ
り
北
に
落
る
水
は
吉
野
川
に
落

ち
、
市
に
落
る
水
は
熊
野
川
に
落
れ
ば
、
此
水
流
雨
国
の
境
な

る
べ
し
。
是

一
の
誰
な
り
。
叉
北
山
の
稀
紀
州
に
あ
り
て
は
固‐

よ
り
営
れ
り
、
和
州
に
あ
り
て
は
南
山
と
い
ふ
べ
じ
。
北
山
と

い
ふ
べ
か
ら
す
、是
二
の
誇
な
り
。
和
州
北
山
市
西
野
村
賓
泉
寺

槻
青
大
士
籠
記
に
、
市
帝
勅
順
寺
紀
州
牟
婁
郡
熊
野
奥
北
山
内

泉
村
興
泉
寺
　
永
享
九
年
丁
巳
二
月
建
之
　
開
山
事
僻
　
と
あ

り
。
是
三
の
證
な

，
。
又
安
永
年
間
本
国
北
山
郷
の
村
民
窮
迫

し
て
家
財
を
費
し
者
あ
‥り
。
隣
村
の
者
専
長
持
を
買
得
た
り
。

一
一六
　
　
．

共
長
持
の
齢
の
河
ぎ
を
計
り
底
を
破
Ｌ
で
醜
る
に
っ
二
重
底
に

し
て
共
中
に
古
き
文
書
を
蔵
む
。
紀
和
雨
國
彊
界
の
事
を
書
せ

り
。
共
文
に
擦
れ
ば

古ゝ
紀
州
の
地
今
和
州
に
入
る
も
の
多
し
。

因
り
て
官
に
訴
べ
く
古
に
復
せ
ん
事
を
請
ひ
し
事
あ
り
。
是
四

の
誰
な
り
。
戦
争
の
世
互
に
相
力
奪
し
て
古
制
を
失
ふ
も
の
多

か
る
べ
し
。
慶
長
鍵
嚢

（戦
ひ
の
牧
ま
る
を
い
ふ
ｂ
筆
者
註
）

の
後
諸
国
の
彊
界
を
定
む
る
に
一
悉
古
制
を
考
ら
る
ゝ
に
暇
あ

ら
す
ゝ
営
時
私
に
定
め
末
り
し
を
用
ら
る
ヽ
も
有
け
ん
か
し
。

囲
に
い
ふ
、
前
に
書
ぜ
る
姥
峰
と
い
ふ
は
、
紳
武
天
皇
の
御
由
緒
あ

る
地
な
り
。
日
本
書
紀
を
考
ふ
る
に
、神
武
天
皇
東
征
の
時
熊
野
よ
り‐

大
和
に
入
ら
越
給
ふ
事
を
書
し
て
、
皇
師
欲
”趣
二中
洲
・而
山
中
瞼
絶

無
二復
可
／
行
之
路
一乃
投
迫
不
ノ
知
三其
所
・̈抜
渉
一時
夜
夢
　
天
照
大
紳

訓
二干
天
皇
一日
、
険
今
澄
二頭
入
処
烏
↓宜
以
鴛
二卿
導
者
一某
有
二頭
八

処
烏
一自
ン空
翔
降
、天
皇
口
此
鳥
之
楽
自
叶
二洋
夢
↓我
皇
祀
　
天
照
大

紳
欲
三
以
助
二成
果
業
↓平
二是
時
・人
件
氏
之
遠
祀
日
臣
命
師
二大
爽
日
一

督
二癖
九
戒
↓
路
／
山
啓
／
行
乃
尋
二烏
所
フ向
仰
就
而
迫
ノ
之
遂
達
二
千
菟

タ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
ゥ
ヵ
チ

田
下
縣
一閣
続
二共
所
ノ
至
之
庭
一日
二菟
田
穿
邑
↓
と
あ
り
。
頭
入
処
烏

と
は
共
山
川
を
跛
渉
す
る
状
を
讃
せ
る
暁
に
し
て
、共
人
の
名
を
賀
茂

建
角
命

と
ｒ
ふ
事
は
山
城
風
土
記
姓
代
録
等
に
見
え
た
り
。
其
導
き
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奉
り
し
道
今
地
形
を
以
て
考
ふ
る
に
、決
な
く
熊
野
新
宮
よ
り
北
山
に

至
り
姥
峰
を
越
え
て
宇
陀
の
穿
邑
に
至
ら
越
給
ひ
し
な
り
。
姥
峰
は

今
猶
山
民
の
外
通
路
な
き
地
な
る
に
、数
千
歳
の
古
帝
者
の
紳
祀
の
御

通
行
あ
り
し
共
銀
難
賞
に
思
ひ
や
ら
る
。

ス
因
に
い
ふ
。
賀
茂
建
角
命
、天
皇
を
導
き
本
り
後
葛
城
の
賀
茂
に
留

り
遂
に
出
城
の
賀
茂
に
留
る
と
あ
り
。
よ
り
て
役
小
角
の
事
を
考
ふ

る
に
「　
崇
耐
天
皇
の
時
、
大
國
生
命
の
子
孫
に
大
田
田
根
子
と
い
ふ

人
あ
り
。
賀
茂
氏
の
祀
な
り
ｏ
役
小
角
は
共
族
な
り
。
或
ほ
博
ふ
、
大

田
田
根
子
の
曾
祀
母
は
建
角
身
命
の
女
な
り
。
さ
れ
ば
小
角
の
禁
呪
を

持
し
鬼
紳
を
役
使
し
、名
山
大
嶽
を
祓
渉
し
て
熊
野
よ
り
大
峰
の
道
を

踏
開
き
。葛
城
に
修
業
越
し
も
皆
頭
八
処
烏
の
遺
法
を
紹
述
ぜ
し
な
ら

む
。

叉
因
に
い
ふ
ｂ
前
に
書
せ
る
小
瀬
姥
谷
等
は
南
朝
の
遺
王
王

子
の
御
由
緒
あ
・る
地
な
り
。
後
地
山
天
皇
の
御
孫
箪
義
王
の
御

子
算
秀
王
、
次
に
忠
義
王
と
い
ふ
あ
り
。
南
方
の
武
士
等
取
立

奉
り
ｔ
奪
秀
王
は
大
河
内
に
生
し
μ
鳩
ぽ
蹴

忠
義
王
は
河
野
谷

に
坐
す
ｂ
衿
蛾
画
硼

村‐．
椰

り‐‐‐
村
此
の
高
瀬
村
に
南
帝
山
龍
門
寺
と

い
ふ
寺
あ
り
、
此
の
寺
は
奪
秀
王
の
御
開
基
の
よ
し
に
て
、
御

位
牌
あ
り
。
営
時
開
基
南
帝
王
∵
宮
自
天
勝
公
正
聖
佛
と
あ
り

天
保
五
年
の
大
壺
登
山
記

て
ｂ
王
此
所
に
住
給
ひ
て
讀
た
ま
ふ
と
て
寺
偉
に
残
れ
る
歌

の
が
れ
末
て
身
を
お
く
山
の
柴
の
戸
に
月
も
心
を
あ
は
せ
て

ぞ
す
む

長
藤
元
年
赤
松
の
黛
遺
王
子
を
拭
し
奉
り
、
北
山
吉
野
等
の
者

と
戦
闘
せ
し
事
，諸
書
に
見
え
た
り
。共
の
遺
雌
か
れ
こ
れ
の
こ

れ
り
。
龍
間
寺
に
王
の
御
遺
物
也
と
て
っ
古
き
香
燎
花
遼
燭
墓

あ
り
。今
遺
雌
を
一響
ね
見
れ
ば
懐
古
の
情
感
浜
と
ゞ
め
あ
へ
す
。

嘉
永
二
年
己
酉
暮
春
鳥
之
　
　
　
　
　
．
手
・
野
　
氏

一ヽ
、
讃
者
の
便
を
思
ひ
句
讀
紺
を
施
し
、愛
盤
俄
名
を
普
通
の
不
俄

名
に
改
め
た
他
、私
意
を
以
て

一
字
も
訂
正
に
し
な
か
つ
た
。「
い

ず
れ
も
」
、「
覺
へ
す
」
等
の
俣
名
遣
ひ
も
そ
の
ま
ヽ
に
し
て
お
い

た
。
叉
途
俄
名
法
が
出
来
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
、江
戸
時
代
の
文

に
は
、「
入
て
」
、「絶
た
り
」
な
ど
の
や
う
に
、
り
や
え
を
途
つ
て

な
い
事
が
多

い
。
少
々
讀
み
．つ
ら
い
け
れ
ど
も
原
文
の
よ
ヽ
の

方
が
よ
い
と
思
つ
た
の
で
、
こ
れ
も

一
切
改
め
て
ゐ
な
い
。

一
、
表
紙
の
題
箋
に
は

「
大
菫
山
登
嶽
記
全
」
と
あ
り
、内
題
に
は

「
登
大
菫
山
記
」
と
あ
る
。
題
箋
は
後
人
が
つ
け
た
か
も
知
れ
な

二
七
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鳳
凰
登
山
真
の
片
影

い
と
思
つ
た
の
で
、
内
題
の
方
を
取
る
こ
と
に
し
た
。
　
．

一
、
和
歌
山
固
書
館
本
の
表
紙
裏
に
次
の
文
を
墨
書
し
た
紙
が
は

り
つ
け
て
あ
る
。

「
日
本
給
入
新
聞
　
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日
　
二
十
八
銃

大
和
国
大
菫
ク
原
の
開
墾
工
事
は
愈
々
来
る
二
月
よ
り
着
手

さ
る
ゝ
に
付
、
天
保
五
年
の
頃
紀
州
藩
生
の
命
を
奉
じ
て
、

同
藩
士
石
井
田
長
群
氏
が
貧
地
槍
分
し
た
る
共
時
の
紀
行
書

を
取
寄
せ
、
参
考
と
し
て
昨
今
取
調
べ
中
な
り
と
。」

一
、
仁
井
田
好
古
は
明
和
七
年
（
二
四
三
〇
）
生
、
嘉
永
元
年

（
二

五
〇
八
）
歿
、
年
七
十
九
歳
。
仁
井
田
長
群
は
寛
政
十
一
年

（
二

四
五
九
）
生
、
安
政
六
年

（
二
五
一
九
）
歿
、
年
六
十
一
歳
。

加
納
諸
李
は
文
化
元
年
（
二
四
六
四
）
生
、
安
政
四
年

（
二
五
一

七
）
歿
「
年
五
十
四
歳
。
卸
ち
登
山
の
年
を
勘
定
し
て
見
る
と
多

少
誤
算
は
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
「
好
古
は
六
十
五
。長
群
は
三
十

五
、諸
干
は
三
十

一
と
い
ふ
事
に
な
る
。
二
人
共
に
若
盛
り
で
あ

る

。

一
、
本
文
中
に
「
大
菫
ヶ
原
山
の
間
」
を
作
つ
た
と
あ
る
。
今
和
歌

山
田
書
館
に
「奎
嶽
全
固
」
と
題
Ｌ
た
見
取
固
襟
の
も
の
が
あ
つ

て
、「
大
塾
山
之
同
．
天
保
八
西
年
、
田
邊
藩
中
、勝
本
瀧
左
術
門

篤
之
」
と
同
中
に
記
し
て
あ
る
。
大
き
さ
は

一
寸
忘
失
し
た
が
、

一
一〈

新
聞
紙
四
頁
位
あ
つ
た
と
思
ぶ
。
長
群
の
書
い
た
も
の
は
或
は

こ
れ
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
が
、確
證
は
何
も
な
い
か
ら
断
言

出
来
な
い
。

一
、
本
文
中
に
不
薇
名
で
振
暇
名
を
施
し
た
の
は
筆
者
の
も
の
で
。

片
暇
名
の
も
の
は
原
本
に
施
ｔ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
原
本
は
牛
紙
大
、
二
十
枚
の
も
の
で
、
大
き
な
字
で
七
八
行

・ｌ
ｔ

書
い
て
あ
つ
た
ｏ
行
数
及
び
字
詰
は
忘
失
し
た
。

鳳
鳳
登
山
史
の
片
影

小

屋

息

子

一
、
山
岳
宗
教
の
起
元
と
役
君
小
角

上
古
宗
教
の
幼
稚
時
代
ゝ
日
月
と
共
に
信
仰
の
封
照
と
な
つ

た
も
の
は
山
岳
で
あ
る
。
之
れ
は
何
れ
の
国
に
於
い
て
も
．
宗

教
食
逹
上
の
経
路
で
あ
つ
て
ｔ
我
関
で
は
持
統
天
皇
の
御
代
ｔ

役
粛
小
角
と
云
ふ
人
が
現
は
れ
．山
岳
崇
昇
の
宗
教
を
始
め
た
。

彼
は
三
十
二
歳
に
し
て
家
を
捨
て
，
大
和
闘
葛
城
山
に
籠
居
す

る
事
三
十
年
．
苦
修
練
業
の
結
果
ｂ
途
に
得
道
高
能
の
域
に
達
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し
た
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
彼
は
後
世
役
行
者
と
謂
は
れ
、
怪
奇

物
語
の
主
人
公
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
が
ｂ
そ
れ
は
博
學
多

能
な
る
彼
の
行
鶯
が
ち
営
代
の
人
々
の
意
表
に
出
で
ゝ
ゐ
た
事

が
多
か
つ
た
篤
め
の
誇
張
で
あ
る
。
営
時
彼
は
っ
全
国
著
名
な

る
山
岳
を
跛
渉
し
ｂ
信
仰
を
捧
げ
る
と
共
に
，
道
を
弘
め
民
衆

を
済
度
じ
Ｄ
世
に
貢
献
す
る
た
も
亦
少
く
な
か
つ
た
と
云
ふ
。

共
の
頃
山
梨
縣
に
も
巡
行
し
ｂ
精
進
の
湖
に
沐
浴
じ
．
富
岳
に

渉
つ
て
修
行
し
た
と
云
ふ
事
が
ｂ
甲
斐
文
献
に
載
せ
て
あ
る
。

後
彼
は
ぅ
韓
人
の
証
告
に
囚
り
っ
妖
妄
奇
術
を
以
つ
て
民
衆
を

惑
は
す
者
と
さ
れ
．
文
武
天
皇
の
御
代
篤
め
に
捕
は
れ
て
伊
豆

に
流
さ
れ
た
が
Ｐ
程
な
く
赦
に
逢
ひ
．
母
と
件
に
唐
に
走
つ
た

と
し
大
日
本
史
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
彼
に
よ
つ
て
始
め
ら
れ
た

山
岳
宗
教
が
ゝ
卸
ち
今
に
惇
は
る
修
験
道
で
あ
る
。

修
験
道
は
営
時
急
速
な
る
勢
を
以
つ
て
っ
廣
く
各
地
に
行
き

亘
り
ｂ
共
の
教
を
受
け
。
流
を
汲
ん
だ
所
謂
行
者

（山
伏
と
も

亦
道
者
と
も
云
ふ
）
に
よ
つ
て
。
到
る
所
の
山
岳
は
開
か
れ
ゝ

諸
人
讃
仰
の
築
地
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
四
邊
峻
嶺
を
以
つ
て

園
ま
れ
た
山
梨
縣
の
如
き
。
彼
等
修
業
の
道
場
と
す
る
に
最
も

鳳
風
登
山
史
の
片
影

相
應
し
く
。あ
る
程
度
の
盛
況
を
呈
し
た
で
あ
ら
う
事
は
、
駒
Ｄ

鳳
鳳
．
白
根
等
南
ア
ル
プ
ス
の
主
峰
を
初
め
っ
圏
僕
す
る
諸
山

に
‐ｉじ
る
紳
佛
や
っ
日
碑
偉
諭
の
類
が
、
多
く
は
彼
等
を
中
心
に

し
て
ゐ
る
事
に
よ
つ
て
も
ｔ
窺
ふ
事
が
出
来
る
。

二
、
鳳
風
山
の
信
仰
と
樽
読

就
中
鳳
風
山
は
ぅ
共
の
分
峰
の
総
べ
て
に
も
大
日
如
末
．
地

蔵
尊
っ
観
世
舌
菩
薩
．
薬
師
如
末
の
諸
悌
が
勘
請
分
祀
さ
れ
。

古
き
信
仰
の
跡
を
留
め
て
ゐ
る
が
っ
更
に
此
の
山
に
は
ｂ
此
の

山
の
み
が
持
つ
、
奇
し
く
も
尊
き
惇
諭
が
あ
つ
て
ゝ
特
に
信
仰

の
古
き
と
Ｄ
篤
き
を
誇
つ
て
ゐ
る
。

「鳳
凰
山
。
昔
　
＾
、
奈
良
の
法
皇
営
国
に
流
さ
れ
給
ひ
て
、
此
の
山
に
渉

り
、
都
を
菓
ひ
給
ふ
よ
り
、
法
皇
ヶ
嶽
と
云
ふ
と
な
ん
、西
河
内
領

奈
良
日
と
云
虎
に
、
法
皇
の
住
み
給
ひ
し
趾
と
て
、
礎
今
に
存
ぜ

り
。」
（
甲
斐
名
勝
志
）

「鳳
凰
山
。
昔
，
法
皇
都
よ
り
違
々
此
の
國
に
下
ら
越
給
ひ
、山
中
に
入

ら
越
給
ひ
て
還
御
な
し
と
。
併
し
、
何
れ
の
頃
に
も
、法
皇
り
甲
州

へ
入
ら
越
給
ふ
事
を
聞
か
す
。
ス
．
弓
制
道
鏡
都
よ
り
、法
皇
な
り

〓
九
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鳳
凰
登
山
奥
の
片
影

と
僣
し
て
國
民
を
欺
き
し
と
も
云
。
後
、奈
良
法
皇
な
り
し
と
云
博

う
れ
ど
も
、諸
史
に
も
見
へ
す
。」
（
裏
見
寒
話
）

と
Ｄ
云
ふ
の
が
共
の
偉
諭
で
あ
つ
て
、
今
省
ほ
山
麓
の
人
々
が

深
く
信
じ
て
語
る
誇
り
で
あ
る
。
偉
諭
中
の
奈
良
法
皇
と
云
ふ

は
。
人
皇
四
十
六
代
孝
謙
天
皇
、
御
落
飾
後
の
御
機
琥
で
あ
る

と
附
記
し
て
あ
る
。

又
Ｄ
鳳
凰
山
名
起
因
の

一
諭
と
し
て
、
山
麓
声
倉
の
古
刹
ｂ

鳳
凰
山
大
費
寺

（
今
は
佳
職
な
く
．
縁
寺
北
亘
摩
郡
紳
山
村
、

鳳
凰
山
願
成
寺
佐
藤
佳
職
粂
務
）
由
末
記
に
、

「申
斐
囲
白
根
ノ
麓
二
住
居
候
、自
鳳
凰
卜
申
者
有
之
、
御
導
来
リ

候
庭
、鳳
凰
柴
ノ
庵
ヲ
絡
ビ
罷
在
候
、従
ノ夫
鳳
凰
卜
右
宗
見
和
台
御

雨
人
、年
末
同
居
罷
在
候
上
、
宗
見
和
含
観
音
菩
薩
ヲ
有
二造
立
一本

尊
卜
泰
二尊
敬
一華
厳
宗
法
績
山
大
賓
寺
於
建
立
仕
罷
在
候
庭
、共
後

営
固
奈
良
出
村
ュ
「人
皇
四
十
六
代
孝
謙
天
皇
様
卜
本
／中
王
機
、御

通
被
翁
遊
候
節
、法
績
山
大
費
寺
卜
中
候
得
共
、
柴
ノ
庵
同
様
二
候

庭
「君
襟
御
逗
留
破
成
与
仰
有
之
故‐
、
難
有
御
請
仕
候
、
御
逗
留
ノ

内
御
奇
有
之
、共
後
法
績
山
改
、鳳
凰
山
大
賓
寺
山
続
破
下
置
候
面
、

従
ノ夫
奈
良
田
村
へ
御
越
破
篤
遊
供
而
、
早
速
御
君
様
白
鳳
凰
依
ニ

御
召
一直
様
罷
出
奉
ノ井
二御
章
顔
・候
虎
、
種
々
御
尋
有
之
候
付
、具

一二〇

二
御
答
申
上
候
得
着
、然
者
其
方
御
君
榛
へ
御
奉
公
可
仕
旨
破
仰
聞

候
付
「難
有
御
請
仕
、
従
ノ夫
御
奉
公
仕
年
末
罷
在
債
。」

と
み
る
。
此
の
由
末
記
は
昔
か
ら
門
外
不
出
の
篤
め
ｂ
廣
く
知

ら
れ
て
居
な
か
つ
た
が
ｂ今
夏
親
交
久
し
き
佐
藤
師
に
よ
つ
て
Ｄ

他
の
寺
賓
と
共
に
示
さ
れ
た
の
を
ゝ
乞
ふ
て
鳥
し
取
つ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
由
末
記
と
云
ひ
ｂ
前
の
偉
論
と
云
ひ
．
吾
正
史
の

上
か
ら
言
へ
ば
。
何
等
擦
り
虎
な
く
。　
一
顧
の
値
も
無
い
事
で

は
あ
る
が
、
何
れ
も
千
百
数
十
年
の
昔
Ｄ
而
も
長
れ
多
く
も
ｂ

孝
謙
帝
に
御
関
係
の
有
る
事
ば
か
り
で
あ
る
。是
れ
を
見
て
も
っ

如
何
に
此
の
山
が
、
永
き
信
仰
の
歴
史
を
持
つ
て
ゐ
る
か
ゞ
Ｄ

肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
鳳
風
山
千
古
の
秘
扉
を
開
く

甲
斐
駒
の
男
性
的
山
肌
に
接
鯛
す
る
よ
り
も
ぅ
南
ア
ル
プ
ス

の
王
者
を
以
つ
て
誇
り
氣
の
．
北
岳
を
脚
下
に
踏
み
躙
る
よ
り

も
，
何
よ
り
も
鳳
風
山
に
登
る
の
が
私
は
好
き
で
あ
る

・。
そ
れ

は
此
の
山
の
幾
多
の
箪
き
偉
論
に
。
久
し
き
憧
憬
を
持
つ
た
の
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と
。
全
山
悉
く
信
仰
に
覆
は
れ
る
。
此
の
山
の
雰
園
氣
に
浸
り
　
　
旦里
七
百
匁
。
金
場
製
に
し
て
光
澤
あ
る
友
黒
色
を
呈
す
。
表
面

度
い
た
め
と
。
そ
し

て
此
の
二
つ
の
氣
分

に
陶
酢
し
な
が
ら
．

此
の
山
の
因
縁
を
探

ね
廻
る
の
が
嬉
し
い

か
ら
で
あ
る
。

此
の
夏
も
。　
一
週

間
の
餘
暇
を
得
ｂ
鳳

風
山
に
登
り
数
々
の

遺
物
を
嚢
見
し
得
ｂ

そ
れ
に
よ
つ
て
幾
百

千
年
、
繊
獣
の
内
に

過
ぎ
末
つ
た
Ｄ
鳳
風

登
山
史
の
片
影
を
窺

ふ
事
が
出
来
た
。

一
、
懸
佛

一
面
。

径
九
寸
七
分
、
重

鳳
凰
登
山
奥
の
片
影

中
央
に
。
五
寸
餘
の

佛
座
像
の
浮
き
彫
り

あ
り
、
裏
面
粗
雑
に

し
て
虎
々
に
緑
青
を

生
ぜ
る
部
分
あ
り
、

佛
像
の
部
は
中
塞
を

な
す
。
邊
縁
二
重
に

し
て
三
個
の
支
持
黙

を
附
す

　ゝ
一
文
字
の

記
入
な
く
。
年
代
金

く
不
明
。

此
の
懸
佛
に
就
い

て
。
甲
斐
文
書
に

「
鳳
凰
山
。
一
説
に
、

項
上
の
祠
中
に
掛

鏡
あ
り
、
往
時
盗

を
あ
り
て
之
窺
み
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鳳
凰
登
山
史
の
片
影

去
ら
ん
と
せ
し
に
、
祠
前
の
岩
間
．
急
に
窄
ま
り
て
行
く
事

能
は

す
、
長
れ
て
立
婦
り
、鏡
を
含
け
ば
道
復
開
け
て
始
め
の
如
く
な
り

し
と
云
。

（
甲
斐
回
誌
）

掛
鏡
と
云
ふ
の
は
．
恰
も
回
鏡
に
座
像
を
配
着
せ
る
如
き
形

態
を
鶯
す
が
故
に
．
営
時
の
人
々
は
ｂ斯
く
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

叉
後
世
ゝ
此
の
山
を
祗
地
と
し
て
ゝ
天
照
大
紳
を
奉
祀
し
た
時

代
が
あ
つ
た
が
っ
共
の
時
代
よ
り
大
紳
を
管
掌
し
末
つ
た
。
山

麓
駒
城
村
の
神
官
ｂ
小
池
家
の
営
主
、
忠
正
氏
所
蔵
の
鳳
凰
山

由
緒
書
中
に

「鳳
凰
山
大
紳
。

祭
諄
。
天
照
大
紳
。

祭
日
「
九
月
九
日
。

走
領
，
六
千
三
百
六
十
余
坪
。
石
鳥
居
高
八
人
。
山
項
に
御
鏡
、大

さ
尺
詐
、中
に
御
影
代
あ
り
、　
一
面
。
烈
風
、
ス
は
山
崩
等
に
て
、

土
中
に
埋
れ
候
哉
、
今
は
御
座
な
く
候
。」

と
あ
る
。
何
れ
も
此
の
品
を
指
す
事
は
僚
か
で
あ
る
が
ｂ
確
固

た
る
存
在
を
示
し
て
な
い
。
向
ほ
亦

「鳳
凰
山
。
絶
項
の
岩
の
上
に
、
黄
金
に
鉾
た
る
、三
寸
許
の
衣
冠
の
像

あ
り
。
鳳
凰
標
現
と
云
、是
れ
奈
良
法
皇
の
御
影
な
り
と
ぞ
「
昔
よ

一三

り
盗
あ
り
て
、此
像
を
続
み
去
ら
ん
と
す
れ
ば
、
重
き
こ
と
盤
石
の

如
し
、
故
に
盗
み
去
る
こ
と
を
不
得
。」
（
甲
斐
名
勝
志
）

前
記
甲
斐
國
誌
懸
佛
の
内
容
に
類
似
し
て
ゐ
る
が
．
懸
佛
の
外

に
ｂ
黄
金
像
の
存
在
を
暗
示
し
．
一
段
と
私
の
興
味
を
そ
ゝ
つ

て
ゐ
る
。
何
れ
に
し
て
も
。怪
奇
な
る
偉
諭
の
附
随
す
る
事
は
ｂ

古
末
雲
験
灼
か
な
る
と
示
し
「
信
仰
の
盛
ん
な
る
を
語
る
も
の

で
あ
る
。

二
ｂ
古
錢
。
十
四
枚
。

何
れ
も
穴
錢
で
あ
る
が
っ
内
四
枚
は
邦
錢
で
あ
つ
て
。
十
枚
は
　
わ

支
那
錢
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｃ

Ｌ
邦
錢
。
線
べ
て
が
寛
永
通
費
で
あ
る
。

２
。支
那
錢
。
十
枚
十
様
ゝ
悉
く
時
代
を
異
に
し
て
ゐ
る
が
Ｄ
共

の
大
部
分
が
宋
錢
で
あ
る
。

イ
Ｄ
開
元
通
費
。
吾
國
に
最
も
古
く
体
は
つ
た
支
那
銭
で
あ

つ
て
。
唐
初
代
高
祀
の
武
徳
四
年
初
め
て
鋳
造
し
て
以
来
、

唐
末
代
に
至
る
迄
。
織
績
鋳
作
せ
る
を
以
つ
て
。
同
名
に
も

係
ら
す
様
々
の
型
態
が
あ
る
。

口
Ｄ
成
手
元
賓
。
北
宋
三
代
　
員
宗
恒
の
成
十
年
間
の
鋳
造



ハ
。
天
薦
通
贅
。
同
期
天
薦
年
間
の
鋳
造
。

二
。
景
徳
元
賓
。
同
朝
景
徳
年
間
の
鋳
造
。

ホ
．
治
千
元
責
。
北
宋
五
代
ゝ
英
宗
曙
の
治
干
元
年
鋳
作
。

へ
．
熙
事
元
責
。
北
宋
六
代
り
紳
宗
頭
の
熙
寧
年
間
の
鋳
造

卜
ｂ
元
腑
通
費
。
北
宋
七
代
ゎ
哲
宗
惚
の
元
備
年
間
の
鋳
造

チ
ゝ
政
和
通
費
。
哲
の
次
朝
ｂ
徽
宗
倍
の
鋳
作

り
．
紹
聖
元
賓
。
同
期
．
紹
聖
年
間
の
鋳
造

ヌ
ｂ
永
業
通
賓
。
明
朝
永
業
九
年
の
鋳
作

三
Ｄ
創
鉾
類
及
び
鎌
。

何
れ
も
五
寸
内
外
の
鐵
製
摸
造
品
で
あ
つ
て
。
現
今
稽
荷
詣

者
が
っ
祗
前
に
奉
納
す
る
鐵
鋲
製
小
島
居
の
類
と
っ
性
質
を
同

じ
ふ
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

以
上
三
種
は
研
究
の
篤
め
ｂ
手
元
へ
持
ち
節
つ
て
あ
る
が
、

山
頂
に
残
し
た
も
の
に

四
Ｄ
小
石
嗣
及
び
石
佛
。
共
の
他

山
頂
の
各
峰
に
祠
ら
れ
て
ゐ
る
が
っ
多
く
は
無
銘
で
あ
る
。

或
は
風
化
し
て
文
字
清
耗
せ
る
か
ゝ
そ
の
内
幸
う
じ
て
文
字
を

讀
み
得
る
も
の
に
っ
天
文
十
一
年
と
刻
ん
だ
の
が
あ
り
、
精
こ

鳳
凰
登
山
上
の
片
影

明
僚
な
る
も
の
に
Ｄ
天
保
八
年
と
記
入
し
た
の
が
あ
る
。
更
に

下
つ
て
、
明
治
二
十
四
年
と
願
主
名
を
刻
ん
だ
も
の
が
最
も
新

し
い
。
石
佛
は
何
れ
も

一
尺
前
後
の
小
性
で
。
共
の
数
も
百
餘

に
及
ん
で
ゐ
る
。
然
じ
っ
信
仰
に
乏
し
い
心
な
き
登
山
者
の
角

め
に
傷
け
ら
れ
も
原
形
を
維
持
す
る
も
の
の
な
い
の
は
遺
憾
で

あ
る
。
筒
ほ
此
の
外
に
、登
山
者
の
注
目
を
引
く
も
の
は
じ地
蔵

岳
頂
相
擁
し
て
奪
立
す
る
三
大
岩
盤
の
第

一
基
底
を
篤
す
に
似

た
る
ゝ
大
岩
石
の
南
面
槻
音
岳
と
相
封
じ
．
縦
約
五
尺
、
横
凡

そ
三
尺
、
深
さ
四
五
寸
の
長
方
形
の
彫
り
込
み
で
あ
る
。
岩
表

及
び
苔
蘇
の
模
様
よ
り
考
察
し
て
．
相
営
の
古
さ
を
も
つ
て
ゐ

る
。
現
在
は
不
似
合
ひ
に
も
，方
三
寸
ば
か
り
高
さ
尺
二
三
寸
。

大
日
如
末
と
刻
め
る
小
石
塔
を
載
せ
て
あ
る
が
．往
時
必
す
や
。

何
等
か
の
必
要
に
よ
つ
て
せ
ら
れ
た
事
は
疑
ふ
餘
地
が
な
い
。

五
．
口
碑
偉
諭
の
貴
き
を
知
る
。

前
項
迄
は
何
れ
も
形
あ
る
物
性
で
あ
る
が
。
本
項
は
そ
ね
に

反
し
。
無
形
の
牧
穫
で
あ
つ
て
、
し
か
も
私
に
は
こ
れ
が
最
も

便
値
あ
る
紀
念
品
で
あ
る
。
昔
か
ら
各
地
に
謳
は
れ
る
日
碑
偉

論
の
類
は
、殆
ん
ど
数
へ
き
れ
な
い
程
澤
山
あ
る
が
、私
は
今
迄

〓
三
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鳳
凰
登
伸
真
の
片
影

そ
れ
を
顧
み
た
事
が
な
か
つ
た
。
数
年
末
ｂ
鳳
凰
仙
の
研
究
に

心
を
寄
せ
て
か
ら
も
、
多
く
の
人
々
か
ら
Ｄ
叉
色
々
の
古
文
書

か
ら
，此
の
山
に
欄
す
る
様
々
の
日
碑
偉
論
を
聞
き
如
つ
た
が
、

そ
れ
を
決
し
て
歴
史
的
債
値
あ
る
も
の
と
は
し
な
か
つ
た
。
只

だ
ゝ
神
秘
的
童
話
に
封
す
る
と
同
様
の
ぅ　
一
種
の
憧
れ
を
も
つ

て
ゐ
た
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
然
る
に
今
回
ｂ
懸
佛
の
出
現
に
よ

つ
て
。
従
来
の
偉
諭
に
封
す
る
概
念
は
全
く

一
愛
じ
Ｄ
偉
諭
の

歴
史
的
慣
値
を
認
識
し
た
。

前
記
諸
項
の
事
物
が
ゝ
私
に
と
つ
て
何
れ
も
貴
き
紀
念
品
で

あ
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
が
ゝ
更
に
こ
れ
等
の
事
物
は
．
鳳
風

登
山
史
を
探
る
上
に
、
よ
り
以
上
の
重
要
性
を
持
つ
て
ゐ
る
。

印
ち
．
従
来
偉
諭
と
想
像
の
外
、
全
く
不
明
で
あ
つ
た
鳳
風
山

史
も
。
前
記
各
項
を
適
確
に
考
證
す
る
事
に
よ
つ
て
も　
一
茫
の

光
明
に
浴
す
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
ゝ
歴
史
的

學
識
と
、
考
古
學
上
の
智
能
に
鋏
け
て
ゐ
る
私
に
は
、
そ
れ
は

極
め
て
難
事
で
あ
る
が
Ｄ
所
有
者
の
特
樅
を
以
つ
て
、
以
下
三

三
の
愚
考
を
加
へ
、
先
輩
諸
氏
の
御
批
判
と
Ｄ
御
垂
数
を
乞
ふ

事
に
す
る
。

四
、
懸
佛
の
研
究

懸
佛
が
紳
佛
の
主
催
と
し
て
奉
祀
さ
れ
た
事
は
Ｐ
昔
か
ら
で

あ
つ
て
、
吾
図
で
は
佛
教
渡
末
と
共
に
、
輸
入
さ
れ
た
も
の
と

云
は
れ
て
ゐ
る
。
現
在
山
梨
縣
祗
寺
申
ｂ
懸
佛
を
費
物
或
は
主

性
と
す
る
も
の
は
、
二
十
餘
祗
寺
に
及
ん
で
ゐ
る
が
、
多
く
は

徳
川
時
代
に
ｂ
共
の

ヽ
附
近
の
鋳
工
が
製
作
し
て
奉
納
し
た
も
の

で
あ
る
。
中
、
最
も
著
明
な
る
は
ぅ
中
亘
摩
郡
鷹
尾
山
三
崎
明

紳
、
同
じ
く
鷹
尾
山
椛
現
．
同
じ
く
鷹
尾
寺
所
蔵
の
三
面
と
。

東
八
代
郡
南
八
代
村
。
天
員
山
白
性
院
所
蔵
の
一
面
と
っ
都
合

四
面
で
あ
る
。
此
の
四
面
に
つ
い
て
古
記
録
に
は

「御
崎
明
神
。
向
山
櫂
現
、
三
盤
王
子
（大
蔦
王
子
も
大
壽
命
王
子
．
大

智
徳
王
子
俗
二
文
珠
卜
再
ス
）
フ
配
祀
ス
。
掛
鏡
一
面
、
回
鏡
八
寸

六
分
、中
央
二
衣
冠
ノ
神
像
フ
刻
ス
、
左
方
二
三
盤
王
子
、
甲
斐
回

八
日
御
牧
北
高
尾
、右
方
二
天
薦
元
年
。大
歳
癸
巳
十
二
月
十
五
日
、

共
ノ
背
二
大
勘
進
蓮
華
坊
排
慶
卜
刻
セ
リ
０」

「鷹
尾
山
椛
現
。
文
珠
フ
祀
り
、不
動
フ
配
ス
。
叉
近
頃
土
中
ヨ
リ
掛
鏡

フ
得
ク
リ
、面
二
降
三
十
明
王
ノ
像
フ
銭
メ
、
背
二
建
仁
元
年
大
歳

一
二
諄
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癸
亥
二
月
十

一
日
、願
主
僧
排
革
卜
刻
セ
リ
。
別
常
フ
ェ
言
新
義
ト

ス
。
」

「
鷹
屋
山
鷹
尾
寺
。
慎
言
宗
明
五
寺
末
、
儀
丹
上
人
賓
亀
年
中
ノ
草
創
ｃ

寺
費

二
唐
銅
ノ
掛
鏡
ァ
リ
、面

二
降
三
十
明
至
ノ
像
ヲ
彫
り
、
建
仁

三
年
大
歳
癸
亥
正
月
十

一
日
、
願
主
僧
糾
尊
ト
ア
リ
。
一

と
あ

る
。

更
に
残
る

一
面
は
り

天
良
山
自
性
院
。
臨
済
宗
妙
心
寺
末
、
古
鏡
一
面
ア
リ
、二
百
年
許
前

二
土
中
ヨ
リ
得
タ
リ
、征
一
人
一
寸
、
縁
二
重
、大
日
像
フ
中
央
二
、

左
右
二
花
瓶
フ
刻
ス
、
無
銘
、
古
時
ノ
掛
鏡
ナ
リ
。

と
あ
る
。
簡
ほ
鷹
尾
山
中
の
祗
寺
は
ゝ
何
れ
も
員
言
宗
に
開
係

し
も
誹
箪
耕
慶
は
共
に
員
言
体
で
あ
つ
て
、
師
弟
関
係
に
あ
る

ら
し
い
。
自
性
院
の
掛
鏡
は
三
百
年
前
の
変
掘
と
の
み
で
、
何

時
の
頃
よ
り
三
百
年
前
で
あ
る
か
制
明
し
な
い
。

・恐
ら
く
は
、

由
末
記
を
書
い
た
時
よ
り
の
年
敷
で
あ
ら
う
が
ぅ
共
の
時
代
も

瞭
か
で
な
い
。
人
々
の
語
る
虎
に
よ
れ
ば
、
千
年
餘
を
経
過
し

た
も
の
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
ｂ
果
し
て
如
何
で
あ
る
か
。

今ヽ
回
出
現
の
懸
佛
も
ぅ
鳳
風
山
築
の
主
催
で
あ
る
事
は
前
記

古
文
書
Ｄ
並
に
由
緒
書
に
よ
つ
て
瞭
か
で
あ
る
。
昔
か
ら
Ｄ
鳳

鳳
凰
登
山
上
の
片
影

風
山
鍾
を
大
日
如
末
で
あ
る
と
云
ひ
、
又
鳳
胤
樅
現
で
あ
る
と

も
云
ふ
が
、佛
書
に
法
王
柳
ち
大
日
と
あ
る
を
見
れ
ば
ｂ雨
者
或

は
同

一
と
も
考

へ
ら
れ
る
。
此
の
雨
者
の
本
催
に
就
い
て
は
、

後
章
に
詳
し
く
読
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、先
づ
．懸
佛
中
の
座
像

及
び
製
作
年
代
ゝ
共
の
他
を
明
か
に
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

私
は
十

一
月
九
日
、
山
梨
縣
開
食
主
事
．
遠
藤
朝
三
氏
の
紹

介
を
も
つ
て
文
部
省
に
出
頭
し
。
斯
界
の
権
威
．
上
田
三
十
氏

を
訪
ひ
懸
佛
の
鑑
定
を
乞
ひ
ゝ
親
し
く
共
の
教
を
受
け
た
。
同

氏
鑑
定
の
要
項
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

一
、
鋳
鋼
製
懸
佛
。

一
、
主
催
大
日
如
末
。

一
ｔ
室
町
或
は
錘
倉
時
代
の
作
。

一
ｔ
概
計
。
窒
町
時
代
以
後
の
も
の
で
は
絶
封
に
な
い
、
此
の

種
の
も
の
が
紳
佛
の
主
性
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
は
古
く
か
ら
で

あ
つ
て
、
高
山
な
ど
に
は
多
く
行
者
の
手
に
よ
つ
て
奉
祀
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
上
代
の
も
の
は
小
型
で
軽
い
の
が
多
く
Ｄ
此
の

様
に
大
型
で
ゝ
重
い
の
を
見
た
事
が
な
い
。
製
作
の
進
歩
か
ら

み
る
と
室
町
、
或
は
鎌
倉
時
代
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
。
然

一量
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鳳
凰
登
山
史
の
片
影

し
ｂ
此
虎
に
一
つ
の
疑
間
が
あ
る
。
そ
れ
は
室
町
鎌
倉
時
代
の

も
の
と
す
れ
ば
ゝ
年
代
と
奉
納
主
の
名
前
が
刻
ん
で
あ
る
が
．

今
迄
の
例
で
あ
る
。
然
る
に
ぅ
こ
れ
に
は
そ
れ
が
な
い
の
で
Ｄ

或
は
室
町
錐
倉
時
代
よ
り
。
す
つ
と
前
か
も
知
ら
ん
。
そ
の
黙

は
．
街
ほ
研
究
の
餘
地
が
あ
る
。
上
代
の
も
の
と
し
て
ゝ
斯
か

る
大
物
は
甚
だ
稀
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
ぅ
懸
佛
は
珍
品
の

部
に
属
す
る
。

上
田
氏
の
鑑
定
に
よ
つ
て
。
懸
佛
の
像
影
が
大
日
如
来
で
あ

る
事
が
判
然
し
た
。
し
て
み
る
と
此
の
山
の
主
催
が
っ
大
日
如

末
で
あ
る
と
す
る
日
碑
は
的
確
で
あ
る
。
街
ほ
ｂ
懸
佛
鋳
作
を

窒
町
，
或
は
鎌
倉
時
代
と
云
は
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
も
ぅ

吾
鳳
鳳
山
は
Ｄ
既
に
五
百
年
の
昔
、多
く
の
登
山
者
を
抱
擁
じ
ゝ

山
岳
醜
讃
の
聾
を
恣
に
し
た
事
が
僚
か
で
あ
る
。
然
し
も
私
は

更
に
一
歩
を
進
め
、
大
日
如
末
並
に
鳳
風
樅
現
の
本
惟
と
。
こ

れ
を
崇
昇
し
た
人
物
、
並
に
そ
の
年
代
を
探
り
．
上
田
氏
の
意

見
と
封
照
研
究
し
た
な
ら
ば
、
亦
あ
る
新
事
責
を
捕
へ
得
る
で

あ
ら
ら
と
の
、
崚上
み
を
以
つ
て
筆
を
進
め
る
。

一二六

五
、
大

日

如

木

大
日
如
末
は
員
言
宗
の
本
箪
で
あ
る
。
元
来
佛
教
は
，
宗
旨

に
よ
つ
て
本
箪
の
名
櫓
を
異
に
す
る
が
ゝ
何
れ
も
佛
教
の
開
耐

で
あ
る
。
歴
史
的
人
物
澤
迦
を
。
各
宗
派
の
教
義
に
則
り
ｂ
理

想
化
し
た
。
架
塞
的
人
格
に
捧
げ
る
稀
呼
で
あ
る
。
如
末
ｂ
爾

陀
ぅ
爾
勒
、
菩
薩
．
箪
等
何
れ
も
そ
れ
で
あ
る
。
員
言
宗
に
於

い
て
も
。
全
く
こ
れ
と
同
理
で
、羅
迦
を
佛
化
再
生
し
た
者
が
ｂ

部
ち
大
日
如
来
で
あ
る
。鳳
風
山
の
主
性
が
大
日
如
末
で
あ
る
ｂ　
瑯

大
日
如
末
が
真
言
宗
の
本
算
で
あ
る
以
上
、此
の
山
の
開
祀
は
ｂ

員
言
宗
の
僻
侶
か
。
少
く
と
も
共
の
信
者
で
あ
る
事
は
想
像
に

難
く
な
い
。
そ
こ
で
Ｄ
員
言
宗
は
如
何
な
る
人
に
よ
つ
て
始
め

ら
れ
ゝ
如
何
な
る
経
路
を
以
つ
て
。
褒
逹
し
た
か
を
知
る
必
要

が
起
る
。
佛
教
史
に
於
け
る
員
言
宗
の
沿
長
は
共
の
全
盛
時
代

は
．
千
安
初
期
桓
武
天
皇
の
末
期
よ
り
。
干
安
中
期
末
後
冷
泉

天
皇
の
御
代
あ
た
り
迄
で
あ
つ
て
、
別
け
て
も
段
賑
を
極
め
た

の
は
，
■
海
の
入
唐
師
朝
後
よ
り
入
定
迄
の
ぅ
十
年
間
で
あ
る



事
が
推
測
出
来
る
。
平
安
末
期
に
は
。
既
に
人
心
離
反
の
傾
向

あ
る
に
加
へ
ゝ
時
代
に
適
合
し
た
新
宗
の
起
立
が
多
か
つ
た
翁

め
に
ゝ
下
り
坂
に
な
つ
て
ゐ
る
。

後
項
の
篤
め
に
っ
山
梨
縣
に
於
け
る
員
言
宗
の
賛
遷
を
．
簡

単
に
述
べ
て
お
か
う
。
今
っ
山
梨
縣
祗
寺
史
を
見
る
に
．
古
剰

の
大
部
分
は
、
初
め
法
相
。
華
厳
の
如
き
奈
良
時
代
の
宗
義
に

依
つ
て
建
立
し
。
後
改
宗
し
て
員
言
を
捧
じ
。
更
に
曹
洞
宗
に

改
め
て
現
代
に
及
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
は
日
本
佛
教
史
の
愛
遷
に

致
し
て
ゐ
る
が
ゎ
現
今
の
山
梨
縣
各
宗
分
布
状
態
に
示
す
如

く
ら
曹
洞
宗
の
八
割
を
占
む
る
は
，
戦
國
時
代
の
国
主
ゝ
武
田

信
玄
が
同
宗
の
大
信
者
で
あ
つ
た
事
に
起
因
す
る
。
塞
海
は
入

唐
前
後
各

一
回
。開
東
を
巡
遊
布
教
し
た
が
っ山
梨
縣
に
入
錫
じ

た
事
は
諸
記
録
中
に
見
え
な
い
。
然
し
、
共
の
遺
跡
と
し
て
、

到
る
虎
口
碑
に
残
つ
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
、
彼
の
入
峡
は
一
概

に
否
定
す
る
事
は
出
来
き
な
い
。
営
時
既
に
、
甲
斐
の
関
府
と

伊
豆
は
。　
一
路
官
道

（後
に
錘
倉
街
道
と
な
る
）
に
よ
つ
て
連

絡
し
て
ゐ
た
事
が
，
和
名
抄
や
。
延
喜
抄
に
散
見
す
る
の
を
見

て
も
。
共
の
族
程
は
必
す
し
も
難
事
で
は
な
か
つ
た
。
就
中
ｂ

鳳
凰
登
山
史
の
片
影

吾
が
鳳
風
山
に
開
す
る
偉
諭
の

一
つ
と
し
て

弘
法
大
師
は
「高
野
山
を
選
ふ
に
先
立
ち
、
山
梨
縣
の
販
峰
鳳
凰
山

を
入
定
の
地
と
し
て
調
査
し
た
が
、腹
実
よ
り
、　
一
谷
一
峯
が
物
足

り
な
か
つ
た
発
に
、
断
念
し
て
高
野
を
賜
は
つ
た
。

と
言
ふ
の
が
あ
る
。
共
の
時
大
師
は
も
山
麓
に
在
つ
た
法
相
宗

の

一
草
庵
に
滞
留
し
ゝ
大
い
に
員
言
の
妙
諦
を
諭
き
勘
め
た
と

云
ふ
事
で
あ
る
。
大
師
滞
在
の
草
庵
は
。
共
の
後
再
度
の
改
宗

と
改
名
は
あ
つ
た
が
、
今
省
ほ
曹
洞
宗
の
古
利
ゝ
萬
松
山
宗
泉

院
と
し
て
榮

へ
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
の
清
息
を
語
る
。
左
記
瑞
光

庵
書
上

（
瑞
光
庵
は
員
言
宗
営
時
の
寺
稀
）
は
じ
今
寺
費
の

一

つ
と
し
て
秘
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
。

「
瑞
光
庵
書
上
ｃ

営
庵
は
元
法
相
宗
に
し
て
元
興
寺
末
に
候
、智
逹
を
見
て
開
祀
と
な

す
。智
達
庵
と
中
し
千
時
齊
明
天
皇
七
年
に
御
座
候
、
従
／大
専
達
．

員
悪
、
直
齊
．
風
雅
、
風
雄
、
長
隆
相
績
し
て
大
に
本
宗
を
弘
道

せ
り
。
員
達
に
至
り
て
、弘
法
大
師
の
附
法
と
な
り
、
後
弘
仁
十
三

年
、大
師
此
虎
に
錫
を
投
じ
教
化
せ
ら
る
。
乃
韓
じ
て
員
言
宗
と
な

る
、大
師
及
去
宣
玉
は
く
、
我
密
教
の
瑞
光
に
依
り
、
庵
の
繁
榮
無

疑
是
よ
り
瑞
光
庵
と
名
附
く
。

一二
七
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鳳
凰
登
山
史
の
片
影

（
以
下
歴
代
庵
轟
ノ
法
名
ア
ル
モ
略
ス
）

右
之
通
相
改
差
上
中
候
　
　
以
上

甲
斐
回
巨
摩
郡
回
角
卿

員
言
宗
瑞
光
庵
三
十
八
十
一　
俊
　
　
育
　
書
剣

徳
治
二
丁
未
七
月
朔

寺

走

奉

行

所
」

大
師
巡
錫
の
年
代
、
共
の
他
に
信
じ
難
い
黙
が
な
い
で
は
な

い
が
っ
兎
に
角
我
が
図
古
代
の
佛
教
は
法
相
、
三
輪
．
倶
合
．

成
貴
ｂ
律
、
華
農
等
ゝ
所
調
古
京

（奈
良
）
六
宗
の
盛
時
で
あ

つ
て
、
各
地
に
散
在
し
た
寺
院
は
、
組
べ
て
此
の
中
に
含
ま
れ

て
ゐ
た
事
は
確
賛
で
あ
る
。
元
興
寺
は
Ｄ
吾
が
国
最
古
の
法
相

宗
寺
院
で
。
奈
良
猿
澤
池
の
南
邊
に
在
り
。
北
邊
に
在
つ
た
興

一臓
寺
と
共
に
り
同
宗
の
双
壁
で
あ
つ
た
事
が
歴
史
に
見
え
る
。

勿
論
今
は
跡
形
も
な
い
。
開
祗
智
達
も
歴
史
上
有
名
の
僻
侶
で

あ
つ
て
ｒ
齊
明
天
皇
四
年
、勅
に
よ
り
て
智
通
と
共
に
入
唐
し
．

玄
井
に
師
事
し
た
事
が
書
記
に
見
え
る
が
、
斯
か
る
有
名
人
物

が
常
時
山
梨
縣
に
下
り
、　
一
庵
を
開
い
た
か
否
や
は
、
数
考
を

要
す
べ
き
で
あ
る
が
ぅ
此
の
寺
院
の
古
刹
で
あ
る
事
を
誇
抜
立

て
る
に
は
ぅ
古
き
日
碑
と
共
に
十
分
に
役
立
つ
。
此
の
外
、
塞

一二
〈

海
入
甲
の
古
記
録
ど
し
て
，
前
記
鳳
凰
山
由
緒
書
中
に
も

「往
昔
弘
仁
の
頃
、
輝
空
海
雨
乞
と
し
て
登
山
、
本
走
に
地
蔵
、
親

音
等
諸
経
を
、
・讀
誦
の
虎
と
申
偉
へ
候
」

と
云
ふ
の
が
あ
る
。
平
安
時
代
、
さ
ら
ぬ
だ
に
員
言
宗
の
旺
盛

を
極
め
た
と
云
ふ
に
も
塞
海
自
ら
錫
杖
を
進
め
た
と
云
へ
ば
．

共
の
結
果
は
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る
。

彗
風
雹
雨
数
百
千
年
、
鳳
鳳
山
頂
恢
寡
孤
獨
で
あ
つ
た
大
日

如
末
も
ぅ
日
本
佛
教
史
の
概
略
と
。
本
縣
真
言
宗
の
消
息
に
よ

つ
て
、
如
何
や
ら
身
寄
が
僚
り
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
項
　
狩

に
護
つ
て
も
次
項
鳳
風
椛
現
の
身
元
調
査
に
移
ら
う
。
　
　
　
　
Ｃ

六
、
鳳

凪

椎

現

大
日
如
末
と
共
に
、
鳳
風
山
類
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
鳳

風
椛
現
と
は
抑
も
何
者
で
あ
る
か
を
本
項
に
於
い
て
関
明
し
や

う
。
樅
現
と
云
ふ
言
葉
の
、
最
も
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
修
験

道
で
あ
る
。
修
瞼
道
が
役
君
小
角
を
始
祀
と
す
る
事
は
、
胃
頭

に
述
べ
て
あ
る
。
修
騎
道
は
、
宗
教
上
の
性
質
か
ら
言
へ
ば
、



宛
も
神
祗
と
佛
教
の
。
合
の
子
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
が
ゎ
宗

教
史
上
に
は
ぃ
役
君
小
角
を
佛
教
徒
と
し
て
取
扱
つ
て
居
る
。

恐
ら
く
ゝ
彼
は
っ
開
闘
以
来
大
和
民
族
に
偉
は
る
紳
祗
と
．
古

く
か
ら
大
陸
よ
り
偉
は
つ
た
道
教
を
骨
子
と
し
て
、
之
れ
に
共

の
後
偉
は
つ
た
。
密
教
の
妙
諦
を
粉
飾
し
て
、
此
の
一
派
を
工

夫
し
た
も
の
と
解
す
る
事
が
で
き
る
。
従
つ
て
も
密
数
の
改
題

に
等
し
い
員
言
宗
と
り
著
し
く
類
似
し
ゝ
契
印
ゝ
指
法
及
び
呪

文
所
疇
の
俄
式
の
如
き
，
殆
ん
ど
同

一
の
貼
が
少
く
な
い
。
但

し
ゝ
開
祀
営
時
の
本
箪
が
，
何
者
で
あ
つ
た
か
は
Ｄ
寡
讀
に
し

て
逸
し
て
ゐ
る
が
ｒ
後
世
に
至
つ
て
、
椛
現
を
主
神
に
す
る
事

は
今
に
憂
り
が
な
い
。
之
の
宗
旨
を
捧
す
る
所
謂
行
者

（
山
伏

又
は
道
者
と
も
云
ふ
）
は
、
深
山
幽
谷
の
間
を
修
業
の
道
場
と

す
る
が
、
此
の
黙
は
、
千
安
の
員
言
っ
天
一曇
に
一
歩
先
ん
じ
て

ゐ
る
親
が
あ
る
。
古
末
ゝ
有
名
の
道
場
と
し
て
吉
野
連
山
。
加

賀
の
自
山
、
出
％
の
“
黒
山
、
月
山
ゝ
湯
殿
山
、九
州
の
彦
山
ゝ

信
州
の
戸
際
山
っ
下
野
の
日
光
山
ｂ
二
荒
山
等
が
あ
る
。
此
の

他
全
国
著
名
の
山
岳
に
は
ぅ
多
く
こ
れ
等
の
人
々
の
足
跡
が
刻

ま
れ
じ
今
に
至
る
種
々
の
話
題
が
偉
つ
て
ゐ
る
。
此
の
宗
教
も

鳳
凰
登
山
史
の
片
影

又
、
千
安
初
期
文
徳
天
皇
時
代
よ
り
。中
期
堀
川
天
皇
の
頃
迄
ｂ

約
二
百
数
十
年
間
の
隆
昌
時
代
の
あ
つ
た
事
を
っ
想
像
す
る
事

が
出
来
る
。
そ
れ
は
，
此
の
間
大
和
の
吉
野
、
金
峰
等
を
道
場

の
地
と
し
て
賜
は
つ
た
り
ｂ
又
宮
中
よ
り
幣
‐ｉ‐
の
援
助
を
受
け

た
事
が
ｂ
史
上
に
散
見
す
る
か
ら
で
あ
る
。

干
安
初
期
末
、
佛
教
徒
の
間
に
本
地
垂
述
訟
な
る
も
の
が
唱

へ
ら
れ
Ｄ
紳
佛
を
全
く
混
滑
す
る
に
至
つ
た
。
此
の
誘
に
従
ヘ

ば
、
紳
を
確
現
と
呼
び
、
佛
陀
菩
薩
が
衆
生
済
度
の
篤
め
に
ｂ

椛
り
に
現
は
れ
給
ふ
の
意
で
あ
る
と
云
ふ
。
卸
ち
、
吾
図
で
は

神
を
確
現
と
呼
ぶ
が
ゝ
責
は
こ
れ
等
の
神
の
本
地
。
換
言
す
れ

ば
本
性
は
，
佛
で
あ
り
Ｄ
共
の
佛
が
述
を
垂
れ
た
も
の
が
．
吾

国
の

，ｉｌｌ…
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
諭
は
ぅ
初
め
は
概
括

的
に
、
吾
回
の
紳
を
佛
陀
の
垂
れ
と
し
た
が
、
各
宗
共
こ
れ
に

満
足
せ
す
。
更
に
此
の
論
を
延
長
細
別
し
て
ｂ
各
紳
の
各
本
地

佛
を
決
定
す
る
様
に
な
つ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
ゝ
如
末
の
述
を

垂
れ
た
も
の
が
っ
椛
現
と
云
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
従
つ
て
大

日
如
末
は
．
鳳
風
椛
現
の
本
地
佛
で
あ
つ
て
、
全
く
同

一
の
主

性
で
あ
る
事
が
解
る
。
只
だ
；ｌｉ‐卜
佛
二
教
に
於
い
て
ｔ
各
自
主
催

一元
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鳳
凰
登
山
史
の
片
影

の
名
稿
を
異
に
し
ｂ
共
の
形
態
を
分
つ
に
過
ぎ
な
い
。
虎
が
．

こ
ゝ
で
肝
要
な
の
は
っ
雨
者
の
時
代
的
Ｅ
別
を
瞭
か
に
す
る
事

で
あ
る
。
帥
ち
、
此
の
読
の
嚢
唱
前
は
、
此
の
山
の
主
催
は
大

日
如
来
の
み
で
あ
つ
た
が
ｂ
後
唱
後
、新
に
鳳
鳳
樅
現
を
祀
り
。

信
仰
の
中
心
に
加
へ
た
事
を
記
憶
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
解
り

易
く
言
へ
ば
ゝ
鳳
凰
椛
現
は
大
日
如
末
奉
祀
後
の
、
あ
る
時
代

に
っ
修
験
道
を
信
仰
す
る
何
人
か
に
よ
つ
て
、
勘
請
祭
祀
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
に
な
る
。
賓
は
私
も
，
本
地
垂
述
諭

を
知
る
に
及
び
最
近
迄
極
力
否
定
し
て
ゐ
た
っ
前
記
甲
斐
名
勝

誌
中
の
鳳
凰
樅
現
黄
金
像
の
存
在
を
、
此
の
頃
ゝ
ど
う
や
ら
肯

定
し
度
く
な
つ
て
来
た
。

七
、
古
錢
の
研
究

錢
貨
が
顆
殻
、
魚
英
と
共
に
ｔ
紳
佛
の
報
賽
に
供
せ
ら
れ
る

事
は
ゝ
吾
國
古
末
の
風
習
で
あ
つ
て
Ｄ
此
の
度
鳳
鳳
山
頂
で
磯

見
さ
れ
た
古
錢
も
．亦
或
る
時
代
の
信
仰
者
が
山
塞
に
捧
げ
た
、

賽
錢
の
遺
留
で
あ
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
錢
貨
は
文
化
褒
達

一三
〇

に
件
ふ
、
自
然
の
要
求
で
あ
る
か
ら

何ゝ
れ
の
國
に
於
い
て
も
き

製
作
年
代
が
史
上
瞭
か
に
留
め
て
あ
る
。
従
つ
て
、
古
錢
の
研

究
調
査
は
っ
あ
る
程
度
迄
っ
割
合
に
容
易
で
あ
る
。
殊
に
、
此

の
度
鳳
鳳
山
頂
で
褒
見
さ
れ
た
。
古
銭
十
四
枚
中
っ
十
枚
が
支

那
錢
で
あ
り
ｂ
更
に
共
の
中
ゝ
八
枚
が
宋
錢
で
あ
る
事
は
，
著

し
く
共
の
研
究
範
囲
を
縮
め
る
詳
に
な
る
。
又
、
此
の
研
究
が

直
接
鳳
風
山
史
の
重
要
な
る
證
明
者
で
あ
る
事
は
勿
論
で
あ
る

が
っ
支
那
錢
の
我
國
に
輸
出
さ
れ
る
に
至
つ
た
経
路
は
日
支
貿

易
関
係
の
こ
と
に
な
つ
て
問
題
と
直
接
開
係
な
い
か
ら
こ
ゝ
に

省
く
が
ぅ
要
す
る
に
干
安
以
降
、
室
町
に
至
る
六
百
年
の
久
し

き
に
互
り
ゝ
吾
が
国
の
通
貨
は
ｂ
専
ら
宋
錢
永
業
錢
の
支
那
銭

で
あ
つ
た
が
ぅ
挑
山
時
代
に
至
つ
て
、
村
上
帝
以
来
中
絶
の
吾

が
鋳
錢
事
業
も
。
永
槃
通
費
の
模
倣
鋳
造
に
よ
つ
て
漸
く
復
活

し
、
更
に
江
戸
時
代
に
入
つ
て
釜
こ
盛
業
に
な
る
に
及
び
ｔ
さ

し
も
旺
盛
で
あ
つ
た
支
那
錢
も
、
何
時
し
か
影
を
潜
め
．
明
治

時
代
に
至
つ
て
は
っ　
一
種
の
骨
薫
品
と
し
て
．
却
つ
て
一
部
の

人
に
愛
好
さ
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
宋
錢
の
輸
入
通
行

に
つ
い
て
ゝ
二
三
の
史
書
中
に
は
っ
鉄
倉
．
室
町
の
頃
を
以
つ

(130)



て
殆
ん
ど
決
定
的
に
書
い
て
あ
る
の
を
見
た
が
、
外
交
貿
易
史

に
よ
れ
ば
、
決
し
て
然
ら
す
。
寧
ろ
千
安
中
期
に
於
い
て
ｂ
最

も
盛
ん
の
様
に
想
は
れ
る
。

八
、
石
祠
石
塔
石
佛
共
の
他
に
就
絆
て

石
祠
は
ゝ
前
記
の
通
り
大
部
分
が
無
銘
で
あ
る
篤
め
、
詳
細

を
知
る
事
は
出
来
な
い
。
石
祠
は
形
態
「
様
式
に
よ
つ
て
。
共

の
年
代
を
知
る
事
が
出
来
る
そ
う
で
あ
る
が
、
洩
學
に
し
て
共

の
域
に
至
ら
な
い
。
次
期
登
山
の
折
、
精
査
し
て
今
回
の
快
を

補
ふ
事
に
す
る
。

石
塔
は
ｏ
明
治
十
四
年
と
記
銘
の
も
の
及
び
他
に

一
本
あ
る

ば
か
り
で
あ
る
か
ら
。
多
く
語
る
要
が
な
い
。

石
佛
は
っ
多
数
に
安
置
さ
れ
て
ゐ
る
が
、前
に
述
べ
た
通
り
ｂ

殆
ど
傷
物
ば
か
り
で
あ
る
。
石
佛
を
此
の
山
に
祀
つ
た
の
は
地

蔵
ｂ
槻
音
．
葉
師
を
勘
請
し
て
以
来
と
想
ふ
が
ｂ
何
時
代
に
此

の
三
佛
を
祀
つ
た
か
瞭
か
で
な
い
。
宗
教
史
に
、
千
安
の
頃
此

の
三
佛
を
信
仰
す
る
宗
浜
が
勃
興
し
三
二
十
三
ケ
所
巡
腱
や
。

鳳
凰
登
山
史
の
片
影

三
十
三
ケ
寺
詣
り
な
ど
の
風
は
り
此
の
時
代
に
初
ま
つ
た
と
あ

る
が
、
或
は
此
の
時
代
の
勘
請
で
は
な
い
か
と
考

へ
る
。
地
蔵

に
子
供
は
付
き
も
の
で
此
の
山
の
地
蔵
は
、
特
に
子
授
け
地
蔵

を
標
傍
し
、
子
賓
の
無
い
婦
人
間
に
信
仰
が
篤
い
。
又
地
蔵
岳

頂
三
尺
に
五
尺
の
彫
り
込
み
に
就
い
て
。
私
は
懸
佛
の
品
し
場

所
と
し
て
久
し
く
信
じ
て
ゐ
た
が
ぅ
共
の
後
山
麓
清
哲
村
の
古

文
書
中
よ
り
。
青
木
村
紳
祗
並
に
鳳
凰
山
明
細
書

（
文
化
三
年

所
記
）
な
る
も
の
を
窮
じ
取
つ
た
が
、
共
の
中
に

「柳
澤
甲
斐
守
様
御
領
國
の
期
、享
保
八
年
中
野
村
屋
久
兵
術
と
申
　
助

者
、大
命
を
蒙
り
地
蔵
ヶ
岳
に
よ
■
金
山
を
日
付
け
。
上
様
へ
申
上
　
Ｃ

候
庭
大
満
足
に
思
召
さ
れ
、野
村
屋
を
大
本
願
と
し
て
早
速
問
府
開

き

（鍍
山
ノ
掘
り
始
メ
式
）
を
催
し
、大
日
如
茶
様
の
御
賓
前
に
四

人
持
程
の
大
鏡
を
納
め
奉
り
、宿
願
成
就
を
所
念
の
折
柄
あ
な
不
思

議
で
、　
一
天
念
わ
か
に
か
き
曇
り
、山
鳴
り
動
き
大
風
雨
に
て
、
野

村
屋
始
め
皆
の
衆
共
千
似
の
谷
底
に
吹
き
落
さ
れ
、二
日
目
漸
く
目

醍
め
麓
の
里
に
来
て
見
れ
ば
、小
春
日
和
の
天
気
に
て
微
塵
も
憂
リ

し
事
な
し
，
野
村
屋
始
め
皆
の
衆
大
に
恐
れ
を
な
し
て
、誰
れ
一
人

と
し
て
生
け
る
心
地
な
し
。
こ
は
如
茶
地
蔵
様
の
霊
慮
の
怒
り
、罰

常
り
よ
と
し
て
沙
汰
止
み
と
な
り
申
候
。」

三
一



鳳
凰
登
山
史
の
片
影

と
あ
る
事
よ
り
考
へ
て
。
此
の
彫
り
込
み
は
ｂ
野
村
屋
久
兵
衛

が
大
鏡
を
歓
入
納
奉
す
る
篤
め
の
も
の
と
想
像
す
る
事
が
出
来

る
。
三
尺
に
五
尺
の
方
鏡
は
Ｄ
恰
も
四
人
持
ち
の
大
さ
に
一
致

し
て
ゐ
る
。
山
麓
柳
澤
邊
の
日
碑
に
因
れ
ば
ｂ
往
時
山
頂
近
く

の
路
傍
に
唐
鋼
の
大
鏡
が
捨
て
ら
れ
て
み
た
が
、
今
は
行
衛
不

明
と
な
つ
た
と
の
事
で
あ
る
。
此
の
三
黙
の
一
致
よ
り
推
察
す

れ
ば
、
野
村
屋
の
古
事
は
確
貧
と
見
る
事
が
出
来
る
。
更
に
明

細
書
中
大
日
如
末
様
御
賓
前
に
云
々
と
あ
る
を
見
れ
ば
懸
佛
は

彫
り
込
み
の
上
部
、
部
ち
二
枚
の
岩
盤
の
一
部
に
奉
祀
さ
れ
て

ゐ
た
事
が
解
る
。
数
百
千
年
の
昔
ｂ
回
頭
黒
衣
の
僣
形
が
只
管

信
仰
の
力
に
よ
つ
て
ぅ
天
塞
に
響
ゆ
る
彼
の
岩
盤
を
攀
ぢ
登
る

景
態
は
、想
像
し
て
さ
へ
も
箪
き
極
み
で
あ
る
。
因
に
云
ふ
が
、

此
虎
に
見
逃
す
事
の
出
来
な
い
の
は
ｂ
天
憂
に
度
謄
を
抜
か
れ

中
止
し
た
野
村
屋
久
兵
衛
登
見
の
金
鍍
で
あ
る
。
共
の
後
何
人

に
よ
つ
て
褒
掘
さ
れ
た
事
を
聞
か
な
い
。今
何
れ
に
か
在
つ
て
、

昭
和
の
久
兵
術
を
待
つ
で
あ
ら
う
。

〓
〓

九
、
創
鉾
類
と
鎌
に
就
い
て

こ
れ
等
の
も
の
に
就
い
て
は
じ
上
田
氏
は
単
に
江
戸
時
代
の

行
者
に
よ
つ
て
捧
げ
ら
れ
た
も
の
と
の
み
で
、
多
く
を
語
ら
な

か
つ
た
。
勿
論
こ
れ
に
就
い
て
も
ｂ
大
い
に
研
究
の
餘
地
は
あ

る
で
あ
ら
う
が
、前
項
と
共
に
後
日
不
備
を
整
へ
る
事
に
す
る
。

十
、
結

　

論

以
上
各
項
に
互
り
、
甚
だ
雑
然
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
綜
合
考
察
す
れ
ば
、
大
催
次
の
如
く
。
鳳
鳳
登
山
史
の
概
要

を
窺
ふ
事
が
出
来
る
。

一
。
開
山
は
奈
良
時
代
よ
り
干
安
初
期
の
間
に
於
い
て
、
密
教

（員
言
）
信
者
に
よ
つ
て
な
さ
る
。

一
、
奈
良
法
皇
御
登
山
の
偉
諭
を
考
慮
に
入
れ
る
。
前
に
書
き

漏
し
た
が
、
此
の
山
に
南
御
室
、
北
御
室
の
地
名
が
残
り
、
今

は
登
山
小
合
が
建
て
、
あ
る
。
御
室
な
る
名
稀
は
、
法
皇
の
曾
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房
を
呼
ぶ
に
用
ゐ
る
言
葉
で
あ
つ
て
、
決
し
て
臣
下
に
用
ゆ
ベ

き
で
な
い
事
か
ら
考
へ
る
と
，
此
の
偉
諭
に
思
ひ
常
る
事
が
あ

る
。
然
し
「
法
皇
な
る
制
度
は
奈
良
朝
に
は
無
く
。
千
安
朝
に

至
り
、
醍
醐
天
皇
が
上
皇

（宇
多
天
皇
）
の
落
飾
に
際
し
奉
つ

た
の
が
始
め
で
あ
る
か
ら
。　
一
寸
矛
盾
で
あ
る
が
っ
或
は
前
記

裏
見
寒
話
に
あ
る
如
く
、
道
鏡
が
法
王
と
稀
し
登
山
し
た
か
も

知
ら
ん
。
此
の
疑
間
を
最
初
に
懐
い
た
の
は
ぅ
碩
學
荻
生
租
末

で
あ
る
。
彼
は
峡
中
紀
行
に

間
二鳳
凰
山
一則
神
鳥
来
栖
庭
、
字
或
作
二法
王
↓法
王
大
Ｈ
也
。
現
ニ

瑞
山
上
「或
口
法
王
諮
ノ東
時
、渉
二此
山
一望
〓京
師
一予
疑
二共
角
二道

鏡
一也
。

と
云
つ
て
ゐ
る
。
道
鏡
は
密
数
の
信
者
で
あ
る
。
兎
に
角
、
此

の
場
合
Ｄ
登
山
者
の
何
人
で
あ
る
か
は
問
題
で
は
な
い
。

二
っ
弘
法
大
師
の
登
山
は
。
決
定
的
と
み
て
よ
い
。
同
時
に
、

大
師
に
よ
つ
て
大
日
如
末
を
勘
請
さ
れ
た
と
も
想
像
出
来
る
。

筒
ほ
績
．い
て
、
多
く
の
高
借
が
、
名
峰
を
慕
つ
て
登
渉
し
た
事

が
、
山
麓
の
日
碑
に
残
つ
て
ゐ
る
。

三
Ｄ
和
銅
開
珍
ｂ
高
年
通
安
、
神
功
通
費
等
と
共
に
．
営
時
行

鳳
凰
登
山
史
の
片
影

は
れ
た
支
那
錢
、
開
元
通
贅
が
山
頂
に
嚢
見
さ
れ
た
。

四
ｂ
上
田
氏
は
懸
佛
鑑
定
に
際
し
、
名
銘
な
き
貼
に
疑
間
を
残

し

て
ゐ
る
。

懸
佛
研
究
の
項
に
あ
る
如
く
、
七
百
数
十
年
前
建
仁
年
間
の
鋳

作
に
す
ら
、
記
銘
し
て
あ
る
の
を
見
れ
ば
ゝ
鉄
倉
室
町
時
代
の

も
の
に
は
営
然
そ
れ
が
無
く
て
は
な
ら
ん
。
し
て
見
れ
ば
鳳
風

山
の
懸
佛
は
ゝ
上
田
氏
の
疑
間
の
如
く
ゝ
上
代
の
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
ん
。
恐
ら
く
奈
良
、
或
は
平
安
初
期
の
鋳
作
と
考
へ

ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＞

五
、
山
岳
宗
教
の
企
盛
時
代
で
あ
る
。
既
に
各
項
に
述
べ
た
如
　
。

く
、
都
市
佛
教
を
厭
ひ
、
塞
海
、最
澄
を
始
め
多
く
の
高
倫
が
、

修
験
道
者
の
後
を
追
ふ
如
く
、
盛
ん
に
山
岳
を
道
場
と
し
て
、

伽
藍
を
建
立
し
た
時
代
で
あ
る
。

二
ｂ
登
山
の
盛
時
は
ゝ
千
安
中
期
よ
り
鎌
倉
時
代
に
及
ぶ
。

一
、
本
地
垂
述
諭
起
る
や
、
従
来
佛
教
徒
を
主
と
し
て
ゐ
た
此

の
山
に
ゝ
新
た
に
鳳
凰
樅
現
を
勘
請
し
、
修
験
道

（紳
数
）
者

の
登
山
を
激
増
し
た
。

二
、
此
の
時
代
に
流
行
し
た
宋
銭
が
、
賽
錢
の
大
部
分
を
占
め

一量



鳳
凰
登
山
史
の
片
影

て
ゐ
る
。

〓
「
鉄
倉
時
代
の
通
貨
ゝ
永
業
通
費
を
嚢
見
し
た
。

三
ゝ
開
山
以
来
明
治
時
代
迄
、
信
仰
登
山
者
を
絶
た
す
。

前
記
諸
條
の
外
に
、

一
、
天
文
十

一
年
と
記
名
す
る
石
祠
、
及
び
同
程
度
の
古
色
を

も
つ
ゝ
石
耐
多
数
に
安
置
さ
る
。

二
．
地
蔵
ゝ
親
言
ぅ
薬
師
を
動
請
し
た
の
は
ｂ
室
町
時
代
と
想

像
す
る
。

三
、
寛
永
通
費
の
褒
見
ゝ
及
び
野
村
屋
の
古
事
。

四
、
剣
鉾
ゝ
鎌
等
江
戸
時
代
の
報
賽
物
破
見
。

五
ゝ
天
保
八
年
の
記
名
あ
る
石
祠
あ
り
。
叉
明
治
二
十
四
年
奉

納
の
石
塔
あ
り
。

四
、
明
治
末
よ
り
大
正
中
年
頃
迄
、　
一
時
登
山
を
絶
つ
た
が
、

こ
れ
を
楔
機
に
、
現
在
の
趣
味
登
山
時
代
を
招
来
す
。

首
題
に
封
し
。
内
容
甚
だ
不
備
で
あ
る
が
ゝ
こ
れ
で
大
要
は

つ
き
た
麹評
で
あ
る
。
一
行
な
り
と
も
ゝ
御
参
考
に
な
れ
ば
幸
甚

で
あ
る
。
欄
筆
に
臨
み
、
街
ほ
一
言
附
記
し
度
い
事
は
ゝ
今
回

一破
見
さ
れ
た
品
々
が
ゝ
此
の
山
の
登
山
史
を
考
誰
す
る
よ
き
資

一三
四

料
で
あ
る
と
同
時
に
ｂ数
年
前
先
輩
諸
氏
の
論
争
を
喚
起
し
た
Ｄ

鳳
凰
山
名
論
の
解
決
に
も
、
亦
得
難
き
物
的
證
擦
品
で
あ
る
事

で
あ
る
。

鳳
凰
山
名
論
は
、
改
め
て
云
ふ
迄
も
な
く
、
甲
論
者
は
現
在

の
鳳
風
山
名
は
ゝ
古
書
に
徴
し
て
間
違
ひ
で
あ
る
。
事
責
は
ゝ

鳳
凰
山
と
地
蔵
ゝ
観
音
ｂ
薬
師
の
三
山
は
別
個
の
も
の
で
あ
つ

て
も
現
在
云
ふ
地
蔵
岳
が
。
印
ち
鳳
風
山
で
あ
る
。
そ
し
て
地

蔵
岳
と
呼
ぶ
一
峰
は
ｂ
他
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
云
ふ
読
に
封

し
ゝ
乙
論
者
は
、否
、現
在
名
が
正
し
い
と
云
ふ
の
が
、
此
の
議

論
の
焦
黙
で
あ
る
。
何
れ
も
相
営
の
根
擦
は
あ
る
が
、
古
書
に

よ
れ
ば
甲
論
者
の
諭
く
虎
を
以
つ
て
正
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
古
書
を
更
に
裏
書
す
る
も
の
が
、
今
回
出
現
の
諸
品
で

あ
る
。
印
ち
、遺
物
中
二
枚
の
寛
永
通
貨
を
除
い
た
組
べ
て
と
っ

古
石
祠
の
大
部
分
は
．
地
蔵
岳

（古
書
に
云
ふ
鳳
凰
山
）
頂
に

在
つ
た
。
若
し
乙
論
者
の
云
ふ
如
く
、
三
山
を
線
紳
し
て
鳳
凰

山
と
す
る
な
ら
ば
、
遺
物
の
多
く
は
共
の
主
峰
、
観
音
岳
頂
に

無
く
て
は
な
ら
ん
。
然
る
に
此
虎
に
は
僅
か
に
二
枚
の
寛
永
通

費
が
、
一
部
分
の
石
佛
と
ぅ
石
祠
の
前
に
在
つ
た
ば
か
り
で
あ
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る
。
此
の
事
貰
に
よ
つ
て
も
古
書
を
尊
重
す
る
甲
論
者
の
論
の

正
し
い
事
を
知
る
事
が
出
来
る
。
然
し
ｂ
私
は
現
在
の
山
名
に

つ
い
て
、
何
等
の
不
満
を
抱
く
者
で
は
無
く
、
寧
ろ
乙
論
者
と

共
に
ｂ
現
在
を
箪
貴
す
る

一
人
で
あ
る
が
、
山
名
論
は
鳳
風
山

史
を
綴
る
に
ゝ
重
要
な
る
項
目
の

一
つ
で
あ
る
か
ら
ゝ
附
記
し

て
参
考
に
供
し
た
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
九
、　
一
二

　ゝ
一
五

本
稿
執
筆
の
後
，
文
中
に
訂
正
を
要
す
る
箇
所
を
多
く
壼
見
し
た

が
、
こ
ゝ
に
は
そ
の
ま
ヽ
と
し
て
獲
表
す
る
。
暫
定
稿
と
し
て
讀
ま

れ
ん
こ
と
を
附
記
す
。

足

高

山

小

記

渡

邊

獨

逸

足
高
山
は
富
士
山
の
南
方
駿
河
河
と
の
中
間
に
踏
躍
す
る
湾

大
山
で
、足
高
と
は
富
士
山
の
脚
下
な
る
高
山
の
意
で
あ
ら
う
。

甲
斐
國
志
に
も

「長
濱
村
の
南
の
山
を
足
和
田
山
と
い
ふ
、
駿

州
の
足
高
ｂ
足
柄
を
合
せ
て
富
士
三
足
と
稀
す
」
云
々
と
見
え

る
。

・

足

高

山

小

記

近
頃
共
の
山
名
に
愛
鷹
を
専
ら
用
ふ
る
の
で
あ
る
が
高
葉
集

仙
覺
抄
ゝ
回
関
雑
記
ｂ和
漢
三
才
岡
縮
、駿
州
名
勝
志
等
古
文
献

の
山
名
は
皆
足
高
で
あ
る
。
愛
鷹
は
古
末
足
高
の
最
南
端
に
位

す
る

一
峯
の
構
で
あ
つ
た
の
を
、
共
の
山
頂
に
鎮
座
す
る
愛
鷹

明
神
桃
澤
紳
祀
を
封
照
と
し
た
信
仰
登
山
全
盛
期
の
影
響
が
斯

く
あ
ら
し
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。

足
高
山
は
所
謂
富
士
人
山
脈
中
の
人
山
で
、
第
三
紀
末
に
於

い
て
富
士
よ
り
は
先
に
天
城
ゝ
箱
根
と
共
に
形
成
さ
れ
た
。
共

の
北
方
か
ら
望
ん
だ
の
で
は
ゝ
山
頂
の
分
岐
と
富
士
の
噴
出
物

被
覆
の
た
め
に
人
山
と
し
て
の
特
性
を
見
る
こ
と
は
少
い
が
ぅ

南
方
か
ら
は
緩
慢
な
裾
野
を
沼
津
千
原
に
曳
き
ｂ
過
去
に
於
い

て
共
の
噴
出
物
を
流
下
放
射
し
た
状
態
が
首
肯
出
来
る
で
あ
ら

う
。「富

士
に
岳
く
ら
べ
せ
ん
と
て
日
本
へ
末
る
を
足
柄
の
明
紳
け

崩
さ
せ
給
ひ
」
云
々
と
偉
ふ
足
高
の
山
頂
は
、
越
前
岳

（
一
五

〇
五
米
）
を
盟
主
と
し
て
Ｄ
黒
岳

（
一
〇
八
〇
米
）
ゝ
呼
子
岳

（
三
二
一
三
米
）
も
大
岳

（
一
二
五
三
米
）
．
位
牌
岳
（
一
四
五
七

米
）
愛
鷹
山

（
一
一
八
七
米
）
の
六
峯
に
分
た
れ
、
Ｈ
形
を
な

〓
〓
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し
て
熊
ヶ
谷
ゝ
大
澤
の
雨
入
口
を
擁
し
て
ゐ
る
。
鋸
岳
は
共
の

雨
人
口
の
障
壁
を
な
す
所
の
峻
嶺
で
ｂ
呼
子
岳
位
牌
岳
間
二
粁

に
及
ん
で
平
均

一
三
〇
〇
米
。
其
の
峨
々
と
し
て
中
塞
に
律
ゆ

る
幾
多
の
奇
峯
が
斯
く
崎
立
し
て
ゐ
る
の
は
、
全
く
熊
ヶ
谷
人

口
に
接
し
て
大
澤
が
爆
裂
し
た
事
に
基
因
す
る
も
の
と
云
は
れ

て
ゐ
る
。

熊
ヶ
谷
は
足
高
人
山
を
構
成
す
る
諸
熔
岩
を
流
出
し
た
人
口

で
、
山
頂
の
中
央
に
位
す
る
楕
同
形
の
凹
窪
地
は
．長
径
二
粁
ｂ

短
径

一
・五
粁
ｂ
深
さ
五
〇
〇
米
と
謂
は
れ
、
四
月
は
絶
壁
を
な

し
て
登
攀
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
口
底
は
高
短
八
〇

〇
米
、
今
筒
噴
氣
孔
死
滅
の
形
跡
、
温
泉
湧
出
の
證
、
及
び
往

時

一
大
人
口
湖
を
な
し
た
こ
と
等
窺
は
れ
る
と
の
事
で
あ
る
。

人
口
は
大
岳
、
呼
子
岳
．
鋸
岳
、
位
牌
岳
が
園
む
所
の
深
淵

で
．
人
口
瀬
ｂ
須
津
川
は
西
南
隅
か
ら
峡
流
し
て
婉
虹
浮
島
に

注
い
で
ゐ
る
。

大
澤
は
爆
裂
人
口
趾
で
ゝ
黒
岳
、
越
前
岳
Ｄ
呼
子
岳

鋸ゝ
岳
ゝ

位
牌
岳
が
周
囲
に
律
へ
て
ゐ
る
。御
殿
場
方
面
か
ら
望
ん
だ
時
ｂ

分
岐
し
た
山
頂
の
下
方
に
営
つ
て
Ｉ
顎
を
東
方
に
向
つ
て
開
放

〓
一六

し
た
様
に
見
え
る
の
が
夫
で
あ
る
。
内
壁
亦
極
め
て
急
峻
で
殊

に
鋸
岳
附
近
の
如
き
は
登
攀
す
べ
き
術
は
な
い
。
人
口
底
に
は

熊
ヶ
谷
人
口
に
於
け
る
と
同
様
に
幾
多
の
岩
脈
が
鋸
岳
に
直
角

に
走
る
を
見
る
外
、
水
蒸
氣
の
た
め
に
緒
愛
さ
れ
た
岩
塊
が
彩

し
く
散
在
し
て
営
時
を
物
語
る
か
の
如
く
で
あ
る
。

此
の
爆
裂
作
用
は
疑
ひ
も
な
く
山
性
形
成
後
既
に
満
山
樹
木

鬱
蒼
た
る
営
時
の
出
来
事
で
、
大
澤
入
日
や
下
和
田
漢
谷
ゝ
桑

崎
漢
谷
か
ら
掘
出
さ
れ
た
埋
木
は
共
の
山
頂
飛
散
と
共
に
碑
破

せ
ら
れ
た
亘
木
が
泥
土
と
共
に
推
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

足
高
山
の
漢
谷
は

一
般
に
深
刻
さ
れ
て
ゐ
る
。
大
澤
、長
窪
ゝ

下
和
田
ゝ
須
津
Ｄ
桑
崎
の
諸
漢
谷
が
共
の
主
な
る
も
の
で
人
口

を
中
心
と
し
て
輻
射
状
に
分
布
し
て
ゐ
る
ｃ
促
人
は
百
澤
と
呼

び
中
に
は
人
跡
未
踏
の
も
の
も
あ
り
、
或
は
往
々
人
口
趾
と
問

違
へ
ら
れ
た
り
す
る
も
の
が
あ
る
。
斯
く
の
如
く
深
刻
せ
ら
れ

た
所
以
は
り
曲
末
足
高
人
山
の
基
部
は
饒
多
な
る
集
塊
質
泥
流

の
噴
出
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
共
の
上
居
部
を
被
覆

し
た
諸
熔
岩
流
は
極
め
て
少
量
で
あ
つ
た
。
枚
に
大
澤
の
大
爆

裂
の
影
響
は
経
に
共
の
業
部
深
く
Ｉ
大
な
る
縄
裂
を
生
じ
ゝ
こ
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れ
が
長
年
の
浸
蝕
作
用
を
蒙
つ
た
ゝ
め
ゝ
今
日
の
状
態
を
離
生

し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

大
澤
の
爆
裂
は
足
高
最
後
の
人
山
活
動
で
．
斯
く
し
て
山
形

を
憂
じ
た
が
以
後
は
全
く
銀
静
に
婦
し
た
の
で
あ
る
。

登
山
地
と
し
て
の
足
高
の
特
徴
は
共
の
雄
大
な
る
眺
望
と
壮

年
期
間
析
人
山
と
し
て
の
足
高
自
性
の
特
徴
、
印
ち
原
始
林
、

怪
巌
奇
石
、
深
漢
、
高
山
植
物
等
に
恵
ま
れ
た
る
こ
と
で
、
共

の
縦
走
も
横
断
も
一
日
で
踏
破
出
来
る
た
め
、
理
想
的
な
週
末

登
山
地
と
云
ふ
こ
と
を
得
べ
く
、
京
濱
の
地
か
ら
最
も
簡
単
に

所
謂
耐
秘
境
を
探
ら
ん
と
す
る
都
人
士
に
は
比
類
な
き
境
地
で

あ
ら
う
。

コ
ー
ス
は
縦
走
す
る
も
の
と
横
断
す
る
も
の
を
主
と
し
、
他

に
鞍
部
に
於
い
て
共
の
何
れ
に
か
合
す
る
補
助

コ
ー
ス
が
あ

る
。御

殿
場
膵
か
ら
富
士
山
市
日
と
し
て
知
ら
れ
た
須
山
村
を
起

黙
と
し
て
黒
岳
．
越
前
岳
ゝ
呼
子
岳
、
鋸
岳
ｂ
位
牌
岳
、
愛
鷹

山
を
極
め
て
ゝ
沼
津
或
は
原
に
出
る
の
が
縦
走
コ
ー
ス
で
、
全

行
程
十
里
十

一
時
間
、
横
断
コ
ー
ス
は
須
山
村
よ
り
入
る
も
の

足
高
山
小
記

と
す
れ
ば
。
大
澤
人
日
か
ら
鋸
岳
を
越
え
ゝ
熊
ヶ
谷
人
口
に
降

つ
て
鈴
川
膵
に
連
絡
す
る
ゝ
全
行
程
七
里
で
ｂ
八
時
間
を
要
す

る
で
あ
ら
う
。

前
若
は
足
高
六
峯
を
極
め
な
が
ら
雨
入
口
を
Ｓ
形
に
迂
回
す

る
最
も
憂
化
に
富
め
る
コ
ー
ス
で
、崇
高
な
富
士
見
一量
の
富
士
、

駿
河
湾
を
背
景
と
す
る
針
岳
の
仙
境
、
原
始
林
の
静
寂
Ｄ
怪
巌

奇
石
を
彩
る
可
憐
な
高
山
植
物
．
珍
鳥
の
囀
り
等
次
か
ら
次
ヘ

と
展
開
さ
れ
る
山
岳
的
趣
味
は
登
山
者
の
み
知
る
境
地
で
あ
ら

う

。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｄ

愛
鷹
山
は
足
高
人
山
の
最
南
端
の
一
峯
で
駿
河
湾
の
眺
望
絶
　
０

佳
な
る
を
以
つ
て
知
ら
れ
ｔ
且
共
の
山
頂
に
は
郷
祗
桃
洋
紳
祗

が
鎮
座
す
る
。
祭
紳
は
建
御
名
方
紳
ゝ
相
殿
に
瑣
々
杵
命
、
木

花
喰
耶
姫
命
を
配
祀
す
る
。

祗
記
に
云
ふ

「営
祗
創
建
は
孝
繋
天
皇
元
年
四
月
八
日
始
め

て
愛
鷹
山
に
鎮
座
す
」
と
。
延
喜
式
に

「駿
河
國
駿
河
郡
桃
澤

神
祗
」
と
載
せ
ら
れ
た
古
祀
で
ｂ
共
の
下
之
宮
は
建
久
年
間
源

頼
靭
公
の
勘
請
創
建
し
た
も
の
で
あ
る
。

有
名
な
る
愛
鷹
牧
場
は
今
街
共
の
遺
跡
を
存
す
。
共
の
起
源

三
七
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建
久
五
年
源
頼
朝
祗
殿
を
再
興
し
た
る
折
ｂ
愛
鷹

一
山
の
芝
地

を
紳
領
と
し
、
且
祭
岬
が
榊
馬
を
愛
さ
せ
給
ふ
と
の
祗
博
に
よ

つ
て
、
牝
牡
の
馬
種
九
十
九
頭
を
奉
献
牧
畜
せ
し
め
た
も
の
で

あ
つ
た
が
、
明
治
三
年
慶
止
せ
ら
れ
て
全
く
共
の
種
を
絶
つ
に

至
つ
た
。
同
祗
テーーーー‐
主
奥
津
氏
は
天
保
年
中

一
碑
を
境
内
に
建
て

事
由
を
刻
し
た
の
で
附
記
し
て
参
考
に
供
す
る
。

愛
鷹
山
碑
陰
記

維
昔
建
久
中
ｂ
鐵
倉
右
幕
府
ゝ
報
饗
駿
之
愛
鷹
明
神
耐
ゝ
奉

以
鯛
九
十
九
匹
ゝ
及
永
藤
中
。
今
川
氏
割
擦
駿
府
ｔ
寄
印
記
予

共
祠
ゝ
載
以
耐
馬
之
事

・
、
爾
後
百
有
餘
年
、
寛
政
之
初
政
属
維

新
ゝ
百
廣
倶
興
、
石
見
守
岩
本
正
倫
、
奉
旨
、
線
括
諸
牧
、
於

是
使
僚
馬
園
田
。
中
村
二
人
ゝ
先
入
愛
鷹
山
、
巡
察
地
勢
、
二

吏
蹄
奉
日
、
此
地
可
牧
ｂ
正
倫
栗
議
起
駿
ｂ
自
原
繹
入
、
謁
愛

鷹
耐
ゝ
使
祠
官
丹
後
守
義
次
っ
笠
共
方
位
吉
凶
、
義
次
辞
以
不

能
、
正
倫
日
　
然
帥
抽
銭
決
之
　
義
次
日
　
我
耐
所
奉
唯
こ
一

道
　
以
故
不
用
銭
　
請
公
干
以
紙
製
銭
．
正
倫
獣
座
久
之
　
歎

日
ｂ
神
不
用
銭
　
吾
何
以
篤
之
哉
Ｄ
惟
こ
誠
意
可
以
問
テｌｉ‐―‐
ｂ
“

一夭

詠
和
歌

一
首
り
朗
誦
再
三
Ｄ
既
而
日
ｂ
紳
意
既
定
ｂ
急
命
諸
吏

新
築
牧
地
　
貴
寛
政
八
年
十

一
月
五
日
也
　
土
人
群
集
　
不
日

経
螢
元
野
ゝ
尾
上
。
霞
三
牧
既
成
、
釜
丁
巳
三
月
。
正
侃
再
末

臨
牧
、
捕
馬
数
百
頭
ゝ
以
充
官
厩
之
用
、
共
餘
散
弩
四
方
．
叉

拝
三
頭
　
奉
進
紳
耐
、
経
篤
恒
例
　
共
後
跡
牝
蕃
息
　
膜
験
篤

群
　
以
篤
諸
牧
之
最
　
蓋
正
倫
誠
意
所
致
　
紳
感
不
可
証
也

因
鍋
共
和
歌
予
貞
眠
　
又
記
榮
由
以
垂
不
朽
云
。

紳
　
納
　
　
　
　
従
五
位
下
　
　
岩
本
石
見
守
正
倫

い
や
た
か
き
愛
鷹
山
に
の
ぼ
り
つ
ゝ

神
と
粛
と
の
道
を
あ
ふ
が
ん

天
保
十
有
二
年
歳
次
辛
丑
十

一
月

本

祠
神

主
　
従
五
位
下
　
但
馬
守
奥
津
義
晋
立

京
都
直
學
士
　
従
五
位
下
　
固
書
頭
成
島
司
直
接

後
者
印
ち
横
断
コ
ー
ス
は
錯
岳
を
分
水
嶺
と
し
　
人
口
を
貫

流
す
る
大
澤
ゝ
須
津
川
に
浩
ひ
て
上
下
す
る
も
の
で
、
足
高
の

開
岨
松
永
敏
男
氏
の
遭
難
さ
れ
た
松
永
漢
谷
を
始
め
玲
羊
の
安

佳
地
で
あ
る
深
谷
連
接
し
、
共
の
徹
頭
徹
尾
峡
谷
通
過
の
た
め

眺
望
は
得
ら
れ
な
い
が
。そ
の
鶯
め
．身
の
駆
せ
ら
る
ヽ
か
の
如
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き
峡
谷
美
は
３
名
瀑
大
柵
と
共
に
本

コ
ー
ス
の
特
徴
で
あ
る
。

足
高
は
之
を
概
括
す
る
と

一
大
森
林
で
ゝ
殊
に
山
頂
及
び
雨

入
日
附
近
は
原
始
林
で
あ
る
。
高
山
植
物
は
夙
に
共
の
自豆
庫
と

し
て
構
せ
ら
れ
、
十
有
五
種
の
つ
ゝ
じ
の
費
常
な
る
と
共
に
特

筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

登
山
期
は
春
の
つ
ゝ
じ
ゝ
夏
の
高
山
植
物
．
秋
の
紅
葉
。
各

の
霧
氷
何
れ
も
結
構
で
あ
る
が
、
新
線
と
つ
ゝ
じ
の
二
月
、
紅

葉
の
十
月
が
高
人
向
の
季
節
で
あ
ら
う
。

足
高
は
比
較
的
浚
水
が
少
い
、
山
頂
近
く
各
所
に
湧
水
褒
々

た
る
も
の
が
あ
つ
て
も
何
時
し
か
浚
流
が
乾
河
と
な
る
は
珍
ら

し
く
な
い
。

今
や
足
高
も
共
の
南
部
に
於
け
る
信
仰
登
山
期
卸
ち
愛
鷹
可

能
時
代
か
ら
寧
ろ
北
部
鋸
岳
附
近
を
主
と
す
る
探
勝
的
な
登
山

期
が
招
末
せ
ら
れ
た
。
玲
瑞
な
富
士
Ｄ
凄
相
な
足
高
。
何
た
る

吾
等
郷
上
の
誇
り
で
あ
ら
う
。
待
望
久
し
く
鶴
首
し
た
丹
那
隧

道
も
開
通
し
、
三
島
ゝ
沼
津
を
起
＝
と
す
る
須
山
口
富
士
登
山

道
が
あ
の
難
峯
を
足
高
、
沼
津
、
三
島
．
伊
豆
等
の
景
勝
温
泉

郷
と
連
絡
せ
し
む
る
の
も
近
い
こ
と
で
あ
ら
う
。

足
高
山
小
記

一三
ん
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フ
レ
ツ
シ
フ
イ
ー
ル
ド
を
想
ふ

松
　
方
　
一二
　
郎

一　

風

　

　

貌

現
貸
に
Ｅ
人
と
い
ふ
も
の
が
存
在
し
て
ゐ
た
も

の
か
ど
う

か
。
と
も
あ
れ
私
自
身
の
経
験
か
ら
す
れ
ば
死
ん
だ
フ
レ
ッ
シ

フ
ィ
ー
ル
ド
程
本
末
の
意
味
で
の
亘
人
を
連
想
さ
せ
た
人
は

な
い
。
夏
の
初
め
に
開
か
れ
る
地
學
協
合
の
例
年
の
晩
餐
含
の

席
上
で
あ
つ
た
か
、
各
の
山

岳

合
の
大
含
の
席
上
で
あ
つ
た

か
ゝ
初
め
て
此
の
偉
大
な
る
山
岳
人
の
面
影
に
接
し
た
そ
の
時

の
印
象
は
。
今
の
世
の
中
で
は
も
う
ど
ん
な
山
奥
に
行
つ
て
も

出
合
は
す
こ
と
の
な
い
、
物
語
り
に
よ
く
聞
く
、
そ
の
Ｉ
人
に

廻
り
逢
つ
た
と
い
つ
た
も
の
に
近
か
つ
た
。
そ
の
人
は
っ
大
げ

さ
に
云
へ
ば
、
確
に
見
上
げ
る
程
大
き
く
。
そ
れ
も
た
ゞ
鶴
の

や
う
に
細
く
高
い
の
で
は
な
く
て
ぃ
が
つ
し
り
と
Ｄ　
一
つ
の
大

き
な
岩
塊
の
や
う
な
感
じ
を
典
へ
た
。
そ
し
て
そ
の
人
が
叉
恐

一四
〇

ろ
し
く
や
さ
し
い
聾
で
大
入
し
く
静
か
に
物
を
云
ふ
邊
り
も
ゝ

な
に
と
な
く
、
本
営
の
Ｅ
人
と
い
ふ
も
の
が
。
そ
の
外
観
と
は

反
封
に
、
性
質
は
静
か
で
人
な
つ
つ
こ
く
も
親
切
で
あ
る
と
云

つ
た
風
の
。
自
分
の
勝
手
な
想
像
に
丁
度
符
合
し
た
や
う
で
、

念
々
以
て
ゝ
此
の
人
こ
そ
は
Ｅ
人
な
の
だ
と
考
へ
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
が
九
十
歳
（
日
本
の
数
へ
方
）
で
亡
く

な
つ
た
時
ｂ
恐
ら
く
彼
は
所
謂

「黄
金
時
代
」
の
唯

一
の
残
存

考
で
あ
ら
う
と
云
は
れ
た
。何
れ
に
し
て
も
、彼
の
風
貌
に
は
今

日
の
ど
の
山
の
世
界
に
も
無
い
或
る
も
の
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は

宛
も
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ヤ
朝
の
全
盛
と
ウ
ィ
ム
パ
ー
や
ｂ
テ
ィ
ン
グ

ル
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
時
代
の
登
山
の
隆
昌
と
が
一
人
の
人
格
に
結

晶
し
た
や
う
な
感
じ
で
あ
つ
た
。
そ
の
上
に
彼
の
生
涯
は
そ
の

儘
、
コ
ー
カ
サ
ス
か
ら
ア
フ
リ
ヵ
、印
度
へ
と
伸
び
て
行
つ
た
近

世
探
稔
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
の
だ
。
一
世
紀
牛
に
餘
る
登
山

史
上
に
活
躍
し
た
多
く
の
光
雌
者
の
中
か
ら
精
帰
と
呼
ば
れ
ゝ

一
騎
常
千
と
謳
は
れ
る
山
岳
人
を
十
人
や
二
十
人
選
び
出
す
こ

と
は
決
し
て
難
し
く
な
い
。科
學
的
に
、又
は
文
學
的
に
我
々
に
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恭
き
る
所
の
な
い
遺
産
を
残
し
た
人
も
決
し
て
少
く
な
い
。
然

し
て
そ
の

「柄
」
と

「格
」
と
の
両
方
か
ら
云
つ
て
フ
レ
ッ
シ

フ
ィ
ー
ル
ド
程
の
偉
大
さ
を
併
せ
備
へ
た
人
が
何
人
居
た
こ
と

だ
ら
う
。
彼
の
存
在
に
は
り
澤
山
の
人
家
が
建
て
込
ん
だ
中
に

一
つ
際
立
つ
て
律
え
立
つ
伽
藍
を
想
は
せ
る
も
の
が
確
に
あ
つ

た
。
こ
ん
な
こ
と
が
我
々
を
し
て
別
の
意
味
で
も
彼
を
巨
人
と

呼
ば
し
め
る
の
に
充
分
な
理
由
を
典
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。

二
　
登
山
家
及
び
探
検
家
と
し
て

そ
れ
自
身
が
立
派
な

一
冊
の
本
に
な
る
や
う
な
此
の
偉
大
な

山
岳
人
の
生
涯
を
私
は
今
此
虎
に
書
か
う
と
は
思
は
な
い
。
彼

―
―
　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ルバイ
ン・タラブ
・レ

の
登
山
探
槍
の
生
涯
の
使
概
を
列
べ
た
丈
け
で
も
山
岳

含

々

員
録
で
は
尤
に
二
十
頁
が
費
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
ゝ
此
の
大
伽

藍
の
面
影
を
博
へ
る
の
に
は
ぅ
矢
張
り
も
地
上
か
ら
ド
ー
ム

の
頂
貼
迄
何
尺
だ
と
か
、
フ
ァ
サ
ー
ド
が
端
か
ら
端
ま
で
何

尺
だ
と
か
っ
あ
ら
ま
し
午
ら
お
ほ
よ
そ
の
綱
目
を
列
べ
る
の
が

早
い
。

弘
化
二
年
と
調
へ
ば
．
我
々
の
生
活
に
は
歴
史
の
讀
本
を
通

。

フ
レ
ッ
シ
フ
イ
ー
ル
ド
を
想
ふ

し
て
以
外
殆
ん
ど
何
等
の
因
縁
も
な
い
程
遠
い
。
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ

ー
ル
ド
は
夫
の
間
宮
林
蔵
が
六
十
五
歳
で
歿
し
た
此
の
弘
化
二

年

（
一
八
四
五
年
）
に
生
れ
た
。
山
好
き
で
通
つ
た
母
に
育
て

ら
れ
た
彼
は
生
れ
る
と
か
ら
山
岳
人
と
し
て
の

一
生
を
途
る

運
命
に
あ
つ
た
。
十
七
歳
に
し
て
モ
ン
テ
・
ネ
ロ
の
初
登
攀
を

し
二

八
六
四
年
に
十
歳
で
ア
ル
パ
イ
ン
・ク
ラ
ブ
の
合
員
と
な

つ
た
。
宛
も
本
朝
に
於
い
て
は
幕
府
征
長
の
師
を
起
し
ｂ
佐
久

間
象
山
兇
及
に
斃
れ
天
下
を
基
げ
て
物
情
騒
然
た
る
元
治
元
年

の
音
の
話
で
あ
る
。
明
治
二
年
函
館
戦
争
の
頃
に
。
彼
は
早
く

も
ク
ブ
ラ
の
委
員
の
席
に
列
し
。　
一
八
七
二
年

（
明
治
五
年
）

か
ら
九
年
間
ア
ル
パ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
編
纂
者
と
な
つ
て

居
た
。
そ
し
て
一
八
九
三
年
か
ら
の
三
年
の
間
は
ク
ラ
ブ
の
含

長
の
地
位
に
就
い
た
。
我
々
の
長
老
ウ
ェ
ス
ト
ン
師
が
ク
ラ
ブ

の
合
員
に
推
さ
れ
た
の
は
此
の
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
含
長

時
代
の
こ
と
で
あ
り
。
今
か
ら
四
十
餘
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
一
九
二
五
年
．
ク
ラ
ブ
含
員
た
る
こ
と
六
十
年
に
及
ん

で
撃
げ
ら
れ
て
名
爆
“倉
員
と
な
つ
た
。

ア
ル
バ
イ
ン
・
ク
ラ
ブ
の
兄
弟
分
と
も
稀
す
べ
き
地
學
協
含

亜
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フ
レ
ッ
シ
フ
イ
ー
ル
ド
を
想
ふ

の
合
員
に
撃
げ
ら
れ
た
の
は
一
八
六
九
年
、
彼
の
第

一
回
コ
ー

カ
サ
ス
旅
行
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
一
八
八
一
年
か

ら

一
八
九
四
年
に
か
け
て
の
十
四
年
間
彼
は
名
誉
幹
事
と
し
て

地
學
協
含
の
今
日
の
地
位
を
確
立
す
る
上
に
並
々
な
ら
ぬ
努
力

を
献
げ
た
。
「
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
・ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
の
嚢
刊
も
彼

の
在
職
中
の
仕
事
で
あ
り
ｔ
色
々
の
反
封
を
敢
然
押
切
つ
て
講

演
に
幻
燈
使
用
を
試
み
た
の
も
彼
の
磯
案
で
あ
つ
た
と
の
事
Ｄ

そ
し
て
任
期
の
最
後
の
年
に
は
途
に
宿
願
を
達
し
て
地
學
協
含

の
フ
ェ
ロ
ー
に
婦
人
を
も
加
へ
る
こ
と
を
貴
現
し
て
重
大
な

一

期
を
割
し
た
。
降
つ
て
大
戦
時
代
（
一
九
一
四
―

一
七
年
）
に

は
倉
長
と
し
て
営
時
の
名
誉
幹
事
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ト
と
共
に

合
の
鶯
め
に
蓋
痒
す
る
所
多
く
ｂ
晩
年
は
元
老
と
し
て
協
含
の

経
身
評
議
員
た
る
の
名
誉
を
典
へ
ら
れ
っ
死
に
至
る
迄
エ
ヴ

ェ

レ
ス
ト
委
員
含
の
特
別
委
員
と
し
て
そ
の
名
を
列
ね
た
。

彼
の
長
い
。
そ
し
て
廣
い
範
囲
に
及
ん
だ
登
攀
の
経
歴
を
簡

単
に
要
約
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
六
十
年
代
か
ら

八
十
年
代
に
か
け
て
ア
ル
プ
ス
か
ら
コ
ー
カ
サ
ス
に
及
ん
だ
彼

の
三
十
に
近
い
初
登
攀
の
表
を
撃
げ
た
所
で
。
そ
れ
は
彼
の
山

一四
二

岳
人
と
し
て
の
業
績
全
性
に
比
べ
て
は
餘
つ
に
も
小
さ
い
。

殊
に
、
彼
は
一
生
涯
を
通
じ
て
ゝ
一
度
も
所
謂
山
藝
的
登
攀

に
興
味
を
持
つ
た
こ
と
が
な
く
っ
自
ら
山
間
放
浪
者
を
以
て
任

じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
っ
登
ら
れ
た
山
の
名
が
如
何
に
多
く

拳
げ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
彼
の
山
岳
人
と
し
て
の
生
涯
の
説
明

と
し
て
は
恐
ろ
し
く
貧
蒻
な
材
料
に
過
ぎ
な
い
。

恨
り
に
ア
ル
プ
ス
を
除
外
し
て
見
れ
ば
Ｄ
彼
の
足
跡
は
コ
ー

カ
サ
ス
ゝ
ア
フ
リ
カ
、
印
度
に
及
び
ゝ
然
も
何
れ
も
ぅ
開
拓
者

と
し
て
。
夫
々
の
地
方
で
何
等
か
の
割
期
的
の
足
跡
を
遺
し
て

居
る
。
カ
ズ
ベ
ク
や
エ
ル
ブ
ル
ー
ズ
東
峯
の
初
登
攀
を
し
た
第

一
回
の
コ
ー
カ
サ
ス
登
攀
は
遠
く
湖
つ
て
彼
の
十
四
の
時
の
こ

と
で
あ
り
。
年
代
か
ら
云
へ
ば
宛
も
我
が
明
治
元
年
の
こ
と
で

あ
る
。
二
十
年
の
後
彼
は
再
び
コ
ー
カ
サ
ス
探
検
を
試
み
て
ゐ

る
。
グ
ル
バ
、
テ
ー
ト
ヌ
ル
ド
ｂ
シ
ョ
ー
グ
等
の
初
登
攀
に
成

功
し
た

一
八
八
七
年
の
探
検
と
。
ド
ン
キ
ン
隊
の
捜
査
を
目
的

と
し
Ｄ
ラ
イ
ラ
の
北
西
峯
初
登
攀
に
成
功
し
た

一
八
八
九
年
の

探
槍
と
が
之
で
あ
る
。
そ
し
て
十
年
の
後

一
八
九
九
年
に
は
シ

キ
ム
か
ら
ネ
ポ
ー
ル
に
か
け
て
。
大
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ン
ガ
一
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川
の
探
検
を
行
ひ
、　
一
九
〇
五
年
に
は
マ
ム
氏
と
相
携
へ
て
未

踏
の
頂
ル
ー
ウ
ェ
ン
ゾ
リ
を
目
指
し
て
ア
フ
リ
カ
の
奥
地
に
入

つ
た
。
調
ふ
ま
で
も
な
く
六
十
の
坂
を
越
し
て
後
の
こ
と
で
あ

る
。
然
も
大
戦
勃
嚢
常
時
彼
は
中
央
ア
ジ
ア
探
稔
を
計
書
中
で

あ
つ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
齢
七
十
に
及
ん
で
も
筒
且
つ
ル

大
な
探
検
計
書
を
抱
い
て
ゐ
た
詳
で
あ
る
。

Ｌ
一　
著
逃
を
通
し
て

登
山
家
並
び
に
探
検
家
と
し
て
の
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
の

偉
大
な
足
跡
は
幸
に
し
て
彼
自
身
の
著
述
に
よ
つ
て
永
久
に
我

我
共
同
の
世
襲
財
産
と
し
て
遺
さ
れ
て
ゐ
る
。
最
初
の
コ
ー
カ

サ
ス
旅
行
の
記
録
は

「
中
央
コ
ー
カ
サ
ス
及
び
バ
シ
ャ
ン
旅
行

記
」
（
一
八
六
九
年
）
と
し
て
嚢
行
さ
れ
て
ゐ
る
が
．
そ
の
後
の

コ
ー
カ
サ
ス
探
検
の
報
告
は

一
八
九
六
年
に
褒
行
さ
れ
た

『
コ

ー
カ
サ
ス
探
検
』
の
二
巷
か
ら
な
る
大
冊
と
し
て
公
け
に
さ
れ

四
十
年
後
の
今
日
街
此
の
地
方
に
開
す
る
最
も
重
要
な
文
献
と

し
て
、何
人
も
先
づ
絡
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
カ
ン
チ
ェ

ン
ジ
ャ
ン
ガ
探
槍
の
記
録
は

『
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ン
ガ

一
周
』

フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
を
想
ふ

の
題
の
下
に
一
九
〇
三
年
公
け
に
さ
れ
た
が
之
亦
今
日
既
に
古

典
と
し
て
．
シ
キ
ム
ｏ
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
封
す
る
開
心
の
増
大
す
る

と
共
に
各
々
そ
の
重
要
性
を
褒
揮
し
つ
ヽ
あ
る
。

勿
論
ア
ル
プ
ス
に
開
し
て
も
彼
は
屋
々
筆
を
と
つ
て
ゐ
る
。

然
じ
著
述
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
は

一
八
六
五
年
に
嚢
行
さ
れ

た

「
ト
ノ
ン
か
ら
ト
レ
ン
ト
ヘ
』
並
び
に
一
八
七
五
年
に
公
け

に
さ
れ
た
『
イ
タ
リ
ア
●
ア
ル
プ
ス
』
の
二
著
で
あ
る
。
多
く
の

人
が
北
か
ら
ア
ル
プ
ス
を
眺
め
て
居
た
営
時
。
彼
が
既
に
南
か

』
ア
ル
プ
ス
を
眺
め
て
ゐ
た
こ
と
は
。

一
生
涯
を
通
じ
て
現
は

れ
た
彼
の
先
駆
者
的
性
格
を
よ
く
物
語
つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え

る
。
一
八
七
〇
年
代
で
は
ウ
ィ
ム
パ
ー
の

『
ア
ル
プ
ス
登
攀
記
』

と
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
の

「
イ
タ
リ
ア
ｏ
ア
ル
プ
ス
」
と
が

登
山
界
を
風
靡
し
た
二
大
著
述
で
あ
つ
た
。

「
イ
タ
リ
ア
ｏ
ア
ル
プ
ス
』
で
彼
は

「
ま
る
で
世
界
が
彗
線

を
Ｅ
切
り
と
し
て
始
り
そ
れ
か
ら
下
の
事
物
は
ま
る
で
問
題
に

な
ら
な
い
や
う
な
書
き
振
り
は
慎
ん
だ
心
算
り
だ
」
と
書
い
て

ゐ
る
。「
勿
論
雲
の
山
を
全
然
除
外
し
て
し
ま
ふ
こ
と
は
出
来
な

い
。
然
し
Ｄ
私
は
雲
の
山
は
風
景
の
中
で
も
そ
れ
本
来
の
場
所

一四
三
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フ
レ
ッ
シ
フ
イ
ー
ル
ド
を
想
ふ

に
置
い
て
お
い
て
ゝ
出
来
る
丈
け
此
の
雲
の
山
を
遠
く
か
ら
眺

め
や
う
と
努
め
た
。」
か
う
彼
は
公
然
と
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

さ
う
し
て
最
も
知
ら
れ
る
こ
と
の
少
い
、
図
境
線
上
の
ア
ル
プ

ス
運
峯
を
跛
渉
す
る
人
々
か
ら
は
ま
る
で
見
向
き
も
さ
れ
な
か

つ
た
ロ
ム
バ
ル
ヂ
ア
の
山
々
に
思
ひ
の
備
の
謹
讃
を
献
げ
た
。

マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
初
登
攀
か
ら
ラ
ｏメ
イ
ジ
ュ
の
初
登
攀
迄
の

間
の
十
年
間
の
こ
と
故
、
人
々
は
只
管
に
新
登
路
の
開
拓
に
打

込
み
、又
或
る
者
は
既
に
雙
態
的
な
ヴ
ァリ
ア
ン
テ
の
褒
見
に
夢

中
に
な
ら
う
と
し
て
ゐ
た
。
然
も

一
方
に
は
早
く
も

「
ア
ル
プ

ス
は
登
り
蓋
さ
れ
た
」
「登
山
は
行
詰
つ
た
」
と
い
ふ
や
う
な
私

語
き
が
何
虎
か
ら
と
も
な
く
起
り
始
め
て
ゐ
た
。
そ
の
時
代
に
．

彼
は
獣
々
と
し
て
た
ゞ
そ
の
著
述
を
通
し
一
つ
の
大
き
な
抗
議

を
提
出
し
た
。
之
こ
そ
は
正
に
大
き
な
革
命
的
な
仕
事
で
あ
つ

た
。
彼
が
牛
世
紀
の
後
に
公
け
に
し
た
彼
と
し
て
最
後
の
公
刊

書
が

『
雲
線
の
下
』
な
る
表
題
を
典
へ
ら
れ
た
こ
と
は
此
の
意

味
か
ら
し
て
全
く
興
味
が
深
い
。「自
分
は
登
山
家
で
あ
る
。
然

し
少
く
と
も
同
じ
程
度
に
自
分
は
旅
行
者
だ
」
と
い
ふ
や
う
な

一
節
が
此
の
著
の
序
文
に
あ
る
。「
ビ
ッ
ケ
ル
を
背
負
つ
て
水
の

一
四
四

世
界
を
歩
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
時
に
は
蝙
蝠
を
片
手
に
山
の

中
を
歩
い
た
も
の
だ
」
、と
云
ふ
彼
の
意
味
は
山
登
り
は
氷
と
岩

の
世
界
丈
け
だ
な
ん
て
窮
屈
な
考
へ
は
止
じ
給

へ
と
い
ふ
意
味

な
の
だ
。
尤
も
彼
は
彼

一
流
の
性
格
か
ら
そ
ん
な
毒
古
は
吐
か

な
い
。
た
ゞ
コ
ー
カ
サ
ス
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
や
ア
フ
リ
カ
を
跨
に
か

け
た
摯
句
の
彼
か
ら
こ
ん
な
事
を
聞
か
さ
れ
て
我
々
は
嫌
で
も

何
か
考
へ
さ
せ
ら
れ
て
了
ふ
の
で
あ
る
。
彼
は
山
の
深
さ
と
魔

さ
と
を
教
へ
た
。
鳴
物
も
叩
か
す
諭
教
も
垂
れ
す
し
て
多
く
の

人
の
篤
め
に
新
し
い
天
地
を
開
き
、
新
し
い
喜
び
を
費
し
た
。

此
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
彼
は
．
ウ
ィ
ム
パ
ー
と
は
全
く
封
臨
的

な
意
味
で
も
っ
同
じ
や
う
に
重
大
な
役
割
を
果
し
た
偉
大
な
る

先
駆
者
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

然
じ
ゝ
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
文
献
的
事
績
を
述
べ
る
に
営

つ
て
、彼
の
文
學
ｏ歴
史
の
方
面
に
封
す
る
貢
献
に
言
及
し
な
い

こ
と
は
許
さ
れ
た
い
。
第

一
に
摯
げ
ら
れ
る
も
の
は
謂
ふ
迄
も

な
ぐ
『
ド
ゥ
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
偉
』
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
に

一
世

の
山
岳
誌
家
モ
ン
タ
ニ
エ
ー
と
名
を
列
ね
て
公
け
に
さ
れ
た
此

の
著
述
は
ｏ
ジ
ェ
ネ
ー
ヴ
大
學
が
彼
に
名
誉
博
士
を
贈
る
程
重
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大
な
業
績
で
あ
つ
た
。
一
九

一
四
年
の
「
再
び
ハ
ン
ニ
バ
ル
に
就

い
て
』
も
彼
に
歴
史
學
若
と
し
て
の
確
手
た
る
地
歩
を
典
へ
た

研
究
で
あ
る
。
革
行
本
と
し
て
出
な
か
つ
た
彼
の
史
論
り書
論
．

文
學
論
に
至
つ
て
は
全
く
数
へ
拳
げ
る
に
違
が
な
い
程
多
い
。

筆
の
人
と
し
て
の
彼
の
高
い
水
準
は
っ
彼
の
何
れ
の
著
述
を

絡
い
て
見
て
も
立
所
に
諒
解
せ
ら
れ
る
。
詩
集
と
し
て
獨
立
し

て
公
け
に
さ
れ
た

「山
に
寄
せ
て
』
（
一
九

一
四
年
）
の
一
巷
を

開
く
迄
も
な
い
。
勿
論
問
題
が
革
に
筆
の
問
題
で
は
な
く
，
廣

い
意
味
で
の
教
養
の
深
さ
に
Ｄ
よ
り
多
く
開
聯
し
て
ゐ
る
こ
と

は
謂
ふ
迄
も
な
い
が
。

四
　
日
本
と
の
因
縁

此
の
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
が
曾
つ
て
我
々
の
山
野
に
親
じ

み
殊
の
外
日
本
の
風
物
を
愛
し
た
と
い
ふ
事
貧
は
我
々
と
し
て

は
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

シ
ベ
リ
ア
鐵
道
で
大
陸
を
横
断
し
て
浦
堕
か
ら
日
本
へ
と
フ

レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
が
乗
込
ん
だ
の
は

一
九

一
三
年

（大
正
三

年
）
九
月
の
事
で
あ
る
。
日
本
で
の
世
話
役
は
営
時
横
濱
在
住

ブ
レ
ッ
シ
フ
イ
ー
ル
ド
を
想
ふ

の
ウ
ェ
ス
ト
ン
師
夫
妻
で
あ
つ
た
。
然
し
彼
が
日
本
の
山
ら
ｔ

い
山
に
踏
込
ん
だ
の
は
そ
れ
か
ら
北
京
旅
行
を
維
へ
て
後
の
こ

と
で
。
十

一
月
の
初
旬
、
島
々
谷
の
紅
葉
を
愛
で
つ
ゝ
徳
本
を

越
え
、
新
彗
の
穂
高
を
讃
へ
Ｄ上
高
地
で
は
温
泉
に
疲
を
体
め
，

績
い
て
稲
核
か
ら
島
々
へ
と
出
た
の
で
あ
る
。
前
後
三
日
の
族

乍
ら
ｂ
族
な
れ
た
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
は
此
の
三
日
の
経
験

を
以
て
し
て
日
本
の
山
の
含
蓄
を
確
り
と
理
解
し
た
や
う
に
見

え
る
。

日
本
旅
行
に
つ
い
て
彼
の
書
い
た
所
の
も
の
が
よ
く
之
を
證

明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

高
野
．
梅
澤
。
三
枝
「
小
島
ｂ
近
藤
、
加
賀
氏
等
日
本
山
岳

含
の
有
志
が
相
寄
つ
て
雨
国
の
範
清
で
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド

氏
を
主
賓
に
し
て
ウ
ェ
ス
ト
ン
師
夫
妻
．
志
賀
重
昂
氏
を
陪
賓

に
据
え
て
晩
餐
を
催
し
た
の
は
彼
が
山
か
ら
下
つ
た
直
ぐ
の
十

一
月
十
一
日
の
こ
と
で
招
宴
後
二
日
に
し
て
氏
は
カ
ナ
ダ
ヘ
と

去
つ
た
。

「山
岳
」
第
八
巷
第
三
琥
に
は
数
迎
宴
営
時
の
模
様
を
左
の

如
く
記
し
て
居
る
。

一
四
五
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フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
を
想
ふ

席
上
志
賀
氏
は
、
フ
ッ
レ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
氏
及
び
ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
夫

妻
の
た
め
に
、
・菊
花
と
月
と
題
し
て
英
語
に
て
、日
本
思
想
よ
り
看
た

る
雨
者
に
就
き
て
の
小
講
話
あ
り
。
フ
氏
等
は
、常
日
恰
ｔ
宮
城
の
観

菊
御
宴
に
陪
Ｌ
て
、後
こ
の
席
に
列
ぜ
ら
れ
、
折
し
も
水
輸
高
く
空
に

懸
り
て
、
清
光
大
川
の
水
に
落
ち
た
る
時
と
て
、
講
話
に

一
層
の
興
味

を
添
へ
、
欣
聴
越
ら
れ
た
り
、
畢
り
て
席
上
の
舞
妓
を
呼
び
山
岳
に
因

め
る

「
山
姥
」
、
菊
花
に
因
み
て

「
菊
の
壽
」
二
番
を
舞
は
し
め
た
る

は
、
主
人
側
の
心
づ
か
ひ
な
り
き
。

志
賀
氏
は
，
卸
席

一
聯
を
回
占
ぜ
ら
れ
、
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
氏

は
原
作
者
の
解
説
を
聞
き
て
、之
れ
を
英
詳
す
る
な
ど
、
清
興
深
か
り

き
、
フ
氏
は
、山
岳
趣
味
の
傍
ら
日
本
の
美
術
を
愛
好
ぜ
ら
れ
、
北
齋

の
風
景
版
蓋
を
、
多
く
蔵
越
ら
る
ゝ
由
に
て
、大
川
端
の
夜
景
を
、
欄

干
よ
り
眺
め
ら
れ
、本
国
に
於
け
る
ウ
ィ
ス
ラ
ア
の
夜
景
蓋
に
似
た
り

と
、
賞
越
ら
れ
ぬ
。
宴
絡
る
こ
ろ
、氏
は
答
辞
を
述
べ
ら
れ
、
本
邦
山

岳
研
究
の
盛
運
に
向
は
ん
こ
と
を
就
薦
し
、且
山
岳
研
究
を
精
神
修
養

上
に
も
及
ぼ
さ
れ
た
き
希
望
を
述
べ
、営
夜
の
歎
迎
を
謝
し
て
、
八
時

牛
散
會
し
た
り
。

フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
は
彼
の

『
雲
線
の
下
』
に
日
本
旅
行

に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
ゐ
る
が
ぅ
そ
の
章
の
経
末
に
引
用
さ

れ
て
ゐ
る

「乾
杯
の
辞
」
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は
恐
ら
く
営
時
の
志
賀
重
昂
氏
の
詩
の，
翻
詳
で
あ
ら
う
。

「
山
岳
趣
味
の
傍
ら
。
日
本
の
美
術
を
愛
好
せ
ら
れ
」
と
い

ふ
一
節
は
倫
敦
で
の
初
封
面
の
湖
り
彼
の
白
い
イ
ー
ヴ
ニ
ン
グ

の
シ
ャ
ツ
の
ボ
タ
ン
が
貝
作
り
で
も
な
け
れ
ば
た
ゞ
の
金
で
も

な
く
っ
小
さ
な
刀
の
日
貫
に
細
工
し
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を

想
ひ
出
さ
せ
る
。
何
し
ろ
大
き
な
胸
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
目
立
　
の

ち
も
し
な
か
つ
た
が
。
そ
れ
で
も
赤
銅
に
金
の
象
嵌
か
何
か
を
　
Ｃ

し
た
上
に
彫
を
加
へ
た
ホ
フ
イ
ト
ｏ
シ
ャ
ツ
の
ボ
タ
ン
な
ん
か

が
有
り
得
や
う
と
は
考
へ
て
居
な
か
つ
た
丈
け
に
ｂ
奇
異
の
感

な
き
を
得
な
か
つ
た
こ
と
は
事
責
で
あ
る
。
彼
が
日
本
訪
問
以

来
永
く
日
本
の
風
物
に
特
別
の
懐
し
み
を
持
つ
て
居
た
こ
と
は

こ
ん
な
所
に
も
現
は
れ
て
居
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

何
ね
に
し
て
も
彼
と
日
本
山
岳
含
と
の
関
係
は
爾
末
二
十
餘

年
に
互
り
連
綿
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。
二
十
五
周
年
記
念
に
贈

つ
た
武
田
博
士
の
『
富
士
山
』
別
装
に
封
し
て
も
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー



ル
ギ
氏
は
そ
の
フ
ォ
レ
ス
■
・
ロ
ウ
の
家
か
ら
遜
々
郷
重
な
受
領

の
通
知
を
途
ら
れ
た
。
そ
し
て
之
が
含
と
し
て
受
取
つ
た
氏
か

は
の
最
後
の
沿
息
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
彙
清
招
宴
の
席
で
の

記
念
撮
影
は
為
員
屋
が
レ
ン
ズ
の
前
で
フ
ラ
ッ
シ
を
焚
い
て
惜

し
く
も
無
駄
と
な
つ
た
。
営
時
記
念
に
と
氏
の
署
名
を
得
た
含

所
蔵
の
『
〓
ｌ
ヵ
サ
ス
探
検
』
も
亦
震
災
で
烏
有
に
蹄
し
た
。
従

つ
て
此
の
八
十
七
歳
の
老
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
筆
蹟
は
含
と

し
て
は
唯

て
の
故
人
を
忍
ぶ
記
念
の
品
と
な
つ
た
諄
で
あ
る
。

五

亘

木

倒

る

ブ
ラ
イ
ス
卿
．
マ
ム
氏
、
曾
つ
て
日
本
の
山
野
に
遊
ん
だ
此

の
二
人
の
高
名
な
る
山
岳
人
は
共
に
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
に

先
ん
じ
て
去
つ
た
。
そ
し
て、
此
の
二
人
の
篤
め
に

「
ア
ル
パ
イ

ン
ｏ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
に
追
悼
鉄
を
書
い
た
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル

ド
そ
の
人
も
途
に
過
ぎ
じ
人
と
な
つ
た
。

一
昨
年
暮
の
ア
ル
バ
イ
ン
・
ク
ラ
ブ
の
大
含
の
店
上
ｂ
含
長

の
挨
拶
の
中
に
一
八
六
〇
年
代
に
含
員
に
な
つ
た
古
老
が
五
人

今
日
筒
元
氣
で
残
つ
て
ゐ
る
と
み
つ
た
。
そ
し
て
一
同
之
等
大

フ
レ
ッ
シ
フ
イ
ー
ル
ド
を
想
ふ

先
輩
等
の
篤
め
に
杯
を
拳
げ
て
健
康
を
所
つ
た
こ
と
で
あ

つ

た
。
然
し

「
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
老
な
ど
は
近
頃
は
と
ん
と

も
う
倫
敦
に
顔
も
出
さ
な
い
」
と
聞
い
て
私
は
少
な
か
ら
す
氣

に
病
ん
だ
り
。
折
角
此
虎
迄
末
年
ら
遂
に
そ
の
偉
容
に
接
す
る

の
機
含
を
得
す
に
鯖
る
の
か
と
思
つ
て
一
入
藝
残
り
に
考
へ
た

こ
と
で
あ
つ
た
。
日
本
に
蹄
つ
て
か
ら
も
氣
掛
り
で
あ
つ
た
自

分
は
昨
年
二
月
八
日
の
小
集
會
の
席
上
で
思
は
す
彼
の
こ
と
に

語
り
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
彼
が
宛
も
そ
の
頃
既
に
臨
経
の
床

に
在
つ
た
等
と
は
東
京
に
居
て
は
知
る
よ
し
も
な
か
つ
た
。
彼

は
そ
の
翌
二
月
九
日
永
い
眠
に
入
つ
た
の
で
あ
る
。
享
年
満
八

十
八
歳
と
十
ケ
月
で
あ
つ
た
。

臨
絡
の
床
に
が
つ
た
彼
は
口
癖
の
や
う
に

一
フ
ラ
ン
ソ
ア
「

フ
ラ
ン
ソ
ア
」
と
彼
の
永
年
の
好
き
件
侶
で
あ
つ
た

一
代
の
名

山
案
内
フ
ラ
ン
ソ
ア
・デ
ヴ
ア
ッ
ス
ー
の
名
を
呼
ん
だ
と
云
ふ
話

だ
。
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
探
楡
の
問
題
な
ど
も
昏
々
と
し
て
眠
に
落
ぢ

た
彼
が
繰
返
し
獨
リ
ビ
ち
た
事
柄
で
あ
つ
た
。「
フ
ラ
ン
ソ
ア
．

靴
を
持
つ
て
来
い
。
さ
め
念
々
，出
食
だ
」
こ
ん
な
こ
と
を
譜
言

に
日
走
つ
て
は
看
病
の
人
達
を
困
ら
せ
た
と
云
ふ
話
は
，
彼
が

一四
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ク

レ
ッ
シ
フ
ィ
ト
ル
ド
を
想
ふ

世
間
嫌
ひ
で
遠
慮
深
く
。
天
下
の
差
し
が
り
や
と
し
て
通
つ
て

居
た
丈
け
に
Ｄ
そ
し
て
よ
く
ノ
ヽ
で
ゞ
も
な
け
れ
ば
仲
間
に
封

し
て
さ
へ
自
分
の
山
物
語
な
ど
は
し
な
か
つ
た
と
い
ふ
人
で
あ

つ
た
丈
け
に
「想
像
し
た
丈
け
で
も
胸
の
つ
ま
る
想
ひ
が
あ
る
。

「
充
分
に
し
て
完
全
な
る
生
涯
」
。
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
は
大

ブ
ラ
イ
ス
卿
の
生
涯
を
斯
く
評
し
た
。
然
じ
登
山
家
、歴
史
家
、

探
検
家
ｂ
地
理
學
者
じ
文
學
者
ゝ
詩
人
そ
の
何
れ
の
道
に
於
い

て
も
往
く
所
と
し
て
可
な
ら
ぎ
る
は
無
く
ゝ
然
も
九
十
の
齢
を

恵
ま
れ
て
。大
往
生
を
途
げ
た
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
そ
の
人
こ

そ
は
此
の
評
を
受
け
る
に
値
す
る
人
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
。

・
”
・“
一
】ｏ
く
ｏ
ｏ
出
”
①
”
●
けЧ
”
●
鮎

り
嘔
『ｏ
Ｏ
ｏ
【ｏ
“
『
　
・■
〓
【
∽
ｏ
ｏ
●

ｏ
”
『
『Ч
　
σ
”
０
】内
一Ｆ
Ｏ
【目
０
口
●
””
】口
①
①
『
一〇
Ｆ
一∽
り
０ヽ
０
①
『
∽
０

，
０
『①
」
）

と
謳
は
れ
た
彼
が
途
に
三
高
尺
の
世
界
に
師
る
機
含
を
典
へ
ら

れ
な
か
つ
た
こ
と
は
資
に
事
賛
だ
。
然
し
凡
そ
之
以
上
に

「滞

た
さ
れ
て
快
く
る
所
な
き
」
生
涯
を
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
だ

ら
う
か
。

フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ギ
逝
い
て
一
年
有
牛
ゝ
我
々
は
日
一
日

と
釜
々
彼
の
偉
大
さ
を
感
ぜ
ぎ
る
を
得
な
い
。

二
四
〈

「
一
九
二
五
年
二
月
十

一
日
現
在
ア
ル
バ
イ
ン
・ク
ラ
ブ
の
會

員
は
六
百
八
十
七
人
で
あ
る
が
り
そ
の
中
で
九
十
歳
を
超
え
た

含
員
は
五
人
、
八
十
歳
を
超
え
た
含
員
は
二
十
五
人
に
及
ん
で

ゐ
る
」
と
最
近
の
「
ア
ル
バ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」は
書
い
て
ゐ

る
。
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
存
命
し
。
今
年
の
二
月
六
日
に
九
十

五
歳

（
一
八
四

一
年
三
月
八
日
生
で
あ
る
か
ら
正
営
に
云
へ
ば

浦
九
十
四
歳
に
二
日
足
り
な
い
詳
で
あ
る
が
）
で
長
逝
し
た
制

事
オ
リ
ヴ
ァ
ー
●
ウ
ェ
ン
デ
ル
・
ホ
ル
ム
ス
が
加
は
つ
た
な
ら

ば
九
十
歳
以
上
の
合
員
は
も
う
二
人
増
え
た
詳
な
の
で
あ
る
。

長
命
だ
け
が
値
打
を
つ
け
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
含
の
場
合

で
も
個
人
の
場
合
で
も
同
じ
事
だ
。
然
し
如
何
に
新
進
氣
銑
の

士
に
富
み
Ｄ
来
年
は
昼
み
か
け
て
再
び
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
見
え

や
う
と
云
ふ
ア
ル
パ
イ
ン
・ク
ラ
ブ
と
雖
も
、古
い
含
員
や
長
老

を
作
り
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
彼
等
の
現
在
の
地
位
そ
の
物

が
之
等
大
先
輩
の
肩
の
上
に
築
か
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。

英
國
並
に
世
界
の
山
岳
界
に
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
が
占
め

て
ゐ
た
地
位
が
大
き
い
丈
け
に
。
彼
の
死
か
ら
来
る
損
失
は
全

く
償
ふ
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。

(1慇)



遭

難

報

告

鹿
島
槍
ヶ
岳
に
於
け
る
内
藤
況
三
氏

の
遭
難

第
三
高
等
學
校
山
岳
部
員
内
藤
況
三
氏
は
昭
和
九
年
十

一
月

四
日
午
前
七
時
大
町
に
到
着
。
後
か
ら
の
推
定
で
あ
る
が
Ｄ
先

づ
大
町
で
食
糧
等
を
補
充
し
た
後
．
徒
歩
で
鹿
島
に
向
つ
た
ら

し
く
ｂ
午
後
二
時
頃
同
部
落
宮
坂
彦
治
氏
方
を
訪
れ
た
が
。
同

氏
不
在
で
あ
つ
た
た
め
狩
野
治
喜
衛
氏
に
面
含
じ
。
同
日
は
螢

林
署
の
造
林
小
屋
に
泊
つ
た
。
こ
の
小
屋
に
は
同
日
天
狗
尾
根

に
登
つ
て
ゐ
た
東
京
商
大
山
岳
部
員
小
谷
部
全
助
、森
脇
芳
之
ゝ

高
野
勇

一
の
三
氏
が
そ
の
前
日
宿
泊
し
．
不
要
な
品
を
置
き
残

し
て
置
い
た
。
内
藤
氏
は
商
大
隊
も
東
尾
根
に
登
つ
て
居
る
と

思
つ
た
ら
し
く
ら
笠
日
出
磯
に
際
し
て
次
の
如
き
文
を
書
い
た

紙
片
を
小
屋
に
残
し
て
行
つ
た
。

・
御
留
守
中
を
使
用
さ
せ
て
頂
き
失
祀
し
ま
し
た
。
諸
兄
の

適

難

報

告

後
を
追
つ
て
東
尾
根
を
一
週
間
程
調
べ
る
豫
定
で
す
。
今
．
明

日
共
山
へ
寝
ま
す
。

十
月
五
日
朝
　
三
高
山
岳
部
　
　
内
　
藤
　
況
　
一二
」

な
ほ
こ
の
小
屋
に
は
内
藤
氏
の
遺
品
と
し
て
携
飛Ｔ
天
幕

一

枚
ゝ
制
服
上
衣
。
制
帽
、
飯
盆
、
米
二
升
が
残
つ
て
居
た
。

五
日
ま
で
の
山
の
天
候
は
ま
だ
秋
で
。雲
は
降
つ
て
は
滑
え
、

降
つ
て
は
沿
え
し
て
五
日
頃
に
は
鹿
島
槍
ヶ
岳
の
頂
上
の
邊
で

も
少
し
し
か
な
か
つ
た
ら
し
く
．
か
す
か
に
薄
化
粧
を
し
て
居

る
程
度
で
あ
つ
た
。
こ
の
意
外
に
少
な
い
積
彗
と
好
天
氣
に
氣

を
よ
く
し
て
内
藤
氏
は
勇
躍
し
て
東
尾
根
に
向
つ
た
ら
し
い
。

五
日
正
午
頃
大
冷
澤
二
俣
の
下
手
に
新
築
中
の
ス
キ
ー
小
屋
を

通
過
し
そ
こ
に
働
い
て
居
る
大
工
と
し
ば
ら
く
話
を
し
。
こ
ゝ

を
通
り
す
ぎ
て
北
俣
に
入
つ
た
。
五
個
の
晩
は
何
虎
で
泊
つ
た

か
不
明
で
あ
る
が
ｂ
商
大
の
一
行
の
報
告
を
根
抜
と
し
て
判
断

す
れ
ば
多
分
笹
喰
の
邊
ら
し
く
。
三
の
澤
を
登
路
に
選
ん
だ
ら

し
く
思
は
れ
る
。
商
大
の
一
行
が
内
藤
氏
の
姿
を
初
め
て
認
め

た
の
は
六
日
午
後
四
時
牛
頃
ゝ
第
二
岩
峯
の
頭
へ
姿
を
現
し
た

時
で
あ
つ
た

（
此
の
時
は
も
う
日
も
傾
い
て
そ
ろ
／
ヽ
天
候
が

一四
れ
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崩
れ
よ
う
と
し
て
居
た
）
。商
大
の
一
行
と
内
藤
氏
と
は
互
に
呼

び
合
つ
た
り
，
大
聾
で
話
を
し
た
。「第

一
岩
峯
は
ど
う
し
た
」

と
云
ふ
商
大
側
の
間
に
封
じ
内
藤
氏
は
「草
附
を
巷
い
た
」
と
答

へ
た
。
冷
側
を
港
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
岩
峯
も
冷
側
を
登
つ

た
ら
し
い
。
第
二
岩
峯
の
頭
か
ら
は
尾
根
通
し
を
素
晴
し
い
元

氣
で
身
軽
に
ド
ン
／
ヽ
登
り
↓
商
大
の
組
が
天
狗
の
鼻
に
着
い

た
時
に
は
す
つ
と
光
へ
行
つ
て
し
ま

つ
て
居
た

（
午
後
六
時

頃
）
。商
大
の
一
行
は
此
虎
で
野
螢
を
し
た
が
，
午
後
七
時
頃
釣

尾
根
南
槍
寄
り
に
灯
の
動
く
の
を．
見
た
。
営
時
最
低
氣
温
零
下

八
度
。
幾
分
吹
雲
い
て
居
た
。
エ
ー
ホ
ー
と
呼
ぶ
と
三
度
に
一

度
位
内
藤
氏
よ
り
の
應
答
が
あ
つ
た
。
こ
の
夜
は
毛
布
と
員
綿

の
寝
袋
で
商
大
の
組
は
充
分
安
眠
出
来
た
。
商
大
組
が
七
時
ゝ

袋
に
も
ぐ
つ
て
し
ま
つ
て
か
ら
の
事
は
わ
か
ら
な
い
が
ぅ
第
二

岩
峯
で
見
た
時
は
ル
ッ
ク
サ
ッ
ク
も
ピ
ッ
ケ
ル
も
持
つ
て
居
た

の
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
後
此
の
日
（
六
日
）
か
七
日
の
朝
か
に
ｂ

釣
尾
根
か
南
槍
の
登
り
に
誤
つ
て
ス
リ
ッ
プ
し
Ｄ
黒
部
側
へ
墜

落
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
何
時
頃
で
あ
る
か
は
全

然
不
明
で
あ
る
。

一三
〇

翌
日

（七

′
日
）
商
大
組
は
午
前
八
時
出
嚢
し
，
冷
小
屋
へ
伺

は
ん
と
北
槍
を
越
え
て
も
午
前
九
時
釣
尾
根
最
低
部
よ
り
や
ゝ

南
槍
に
寄
つ
た
邊
で
吹
雲
の
中
か
ら
エ
ー
ホ
ー
の
聾
を
聞

い

た
。
商
大
の
一
行
は
愛
な
虎
で
野
借
し
た
も
の
だ
と
思
ひ
な
が

ら
も
ぅ
ま
さ
か
遭
難
し
た
と
は
思
は
す
「
一
緒
に
行
き
ま
せ
う
」

と
叫
ん
で
上
つ
て
末
る
の
を
待
つ
た
。
吹
雲
の
た
め
に
姿
は
見

え
な
か
つ
た
が
聾
は
聞
え
、
共
の
間
不
完
全
な
含
話
を
か
は
じ

た
位
で
あ
つ
た
と
云
ふ
。前
夜
末
吹
雲
は
止
ま
す
、
一
夜
の
中
に

釣
尾
根
は
既
に
二
尺
の
新
雲
で
覆
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
。
近
寄

つ
て
来
る
時
に
聞
い
た
事
は

一′昨
晩
こ
の
ま
．ゝ
で
野
営
し
た
の

で
清
耗
し
た
」
「
ス
リ
ッ
プ
し
て
湾
耗
し
た
」
「
ど
こ
の
方
で
す

か
」
等
で
あ
る
。
そ
の
様
に
し
て
商
大
の
一
行
は
小
一
時
間
も

寒
さ
に
ふ
る
へ
な
が
ら
待
つ
て
ゐ
た
が
ぅ
姿
が
見
え
る
ま
で
そ

ん
な
に
疲
労
困
備
一し
て
ゐ
る
と
は
思
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
吹
雲

の
中
に
ば
ん
や
り
と
現
れ
て
来
る
内
藤
氏
を
見
る
と
。
ル
ッ
ク

サ
ッ
ク
も
ピ
ッ
ケ
ル
も
な
く
。
危
つ
か
し
い
足
取
り
で
キ
ッ
ク

ス
テ
ッ
プ
を
作
つ
て
商
大
組
の
居
る
虎
ま
で
登
つ
て
来
た
。
こ

の
時
内
藤
氏
は
毛
の
ス
エ
ー
タ
ー
の
上
に
ウ
イ
ン
ド
ヤ
ッ
ケ
を

.(150)



着
て
居
り
ぅす
つ
か
り
ぬ
れ
て
居
た
。
右
手
に
は
軍
除
用
手
袋
．

左
手
は
ス
キ
ー
手
袋
を
は
め
，
ス
キ
ー
帽
は
か
ぶ
つ
て
居
た
が

眠
鏡
は
既
に
無
か
つ
た
。
右
顔
打
撲
傷
を
負
ひ
．
か
な
り
腫
れ

て
居
た
。
又
靴
紐
が
片
方
ほ
ど
け
て
居
た
。
ア
イ
ゼ
ン
は
は
め

て
居
な
か
つ
た
。
尾
根
に
着
く
迄
は
割
合
元
氣
で
あ
つ
た
が
っ

尾
根
の
上
に
出
る
と
意
に
催
が
ふ
ら
／
ヽ
し
出
し
た
。
己
に
全

身
凍
傷
に
胃
さ
れ
て
ゐ
た
ら
し
ぐ
Ｄ
急
に
言
も
も
つ
れ
出
し
た

や
う
で
あ
り
、
腰
を
下
す

こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
そ
し
て

「
ル
ッ・ク
サ
ッ
ク
を
ど
う
し
た
」
と
の
間
に
封
し

「
一
の
澤
に

置
い
て
来
ま
し
た
」
と
答
へ
ゝ
不
客
に
思
つ
て
聞
き
な
ほ
す
と

「落
し
た
」
と
答
へ
た
。
そ
れ
か
ら
の
合
話
は
充
分
に
聞
き
と

り
難
く
．
「
三
高
の
内
藤
況
三
‐
と
名
乗
る
ば
か
り
だ
つ
た
。

商
大
の
一
行
は
既
に
三
悦
を
山
に
露
螢
し
。
食
糧
も
鋏
乏
し

て
ゐ
た
の
で
．
僅
か
に
残
し
た
バ
ン
の
一
片
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

と
を
典
へ
内
藤
氏
を

一
緒
に
連
れ
て
行
か
う
と
し
て
っ
ロ
ー
プ

で
性
を
互
に
し
ば
り
合
つ
た

（
三
番
目
）
が
内
藤
氏
は
既
に
殆

ん
ど
歩
け
す
、
ビ
ッニ
γ
ル
を
借
し
て
も
手
か
ら
落
し
．
シ
ュ
リ

ン
ゲ
に
手
を
通
す
こ
と
も
出
来
な
か
つ
た
。
そ
の
中
に
も
う

一

遭

難
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言
も
褒
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
．
催
が
非
常
に
不
安
定
に

な
つ
て
、
眼
を
閉
じ
て
昏
々
と
し
て
眠
ら
う
と
す
る
か
の
や
う

に
見
え
た
。
商
大
の
一
行
は
約
二
時
間
も
吹
雲
の
中
で
苦
努
じ

た
が
ゎ
吹
雲
は
需
々
張
く
な
る
ば
か
り
で
あ
り
、
三
人
共
豫
定

が
の
び
た
篤
め
に
食
糧
が
全
然
な
く
。
且
三
日
間
の
野
誉
で
相

嘗
疲
勢
し
、
到
底
南
槍
の
登
り
の
岩
場
を
内
藤
氏
を
連
れ
て
上

る
事
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
、
三
人
の
寝
袋
を
出
し
て
重
ね
、

そ
の
中
に
内
藤
氏
を
入
れ
た
。
そ
の
時
既
に
内
藤
氏
は
性
が
利

か
な
か
つ
た
ら
し
く
、
抱
い
て
入
に
よ
う
と
し
た
が
、
片
足
は
　
Ｄ

自
分
で
入
れ
た
が
他
方
は
曲
げ
た
ま
ゝ
で
入
れ
よ
う
と
は
し
な
　
０

か
つ
た
程
で
あ
つ
た
。
寝
袋
を
捨
細
で
尾
根
の
岩
に
確
保
し
て

鹿
島
側
に
置
い
て
、「行
つ
て
来
る
」
と
云
ふ
と

「う
ん
」
と
答

へ
た
。
歩
き
出
し
て
か
ら
思
ひ
か
へ
し
姓
名
原
籍
を
た
づ
ね
る

と
ち
や
ん
と
答
へ
た
が
。
そ
れ
か
ら
後
は
何
を
云
つ
て
も

「
あ

の
ね
、
あ
の
ね
、
内
藤
況
三
」
等
と
く
り
か
へ
す
だ
け
で
あ
つ

た
。
水
砂
糖
を
目
の
中
へ
入
れ
て
や
つ
た
時
は
も
う
す
や
ノ
ヽ

と
寝
て
居
た
。

商
大
の
一
行
は
急
を
報
す
べ
く
、
南
槍
を
登
り
、
冷
小
屋
に

一五
一
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至
り
ゝ
重
い
綱
や
カ
ン
ジ
キ
類
を
置
き
、
尾
根
道
を
ひ
た
走
り

に
走
り
下
り
て
、
六
時
頃
二
俣
へ
着
き
、
大
工
を
連
れ
て
鹿
島

に
着
い
た

（午
後
八
時
牛
頃
）
。
鹿
島
の
人
に
救
援
を
頼

ん
だ

が
ｂ
折
悪
し
く
若
い
者
は
働
き
に
出
て
村
に
居
ら
す
。
巳
む
な

く
大
町
に
救
援
を
求
め
る
篤
め
に
狩
野
及
び
官
坂
爾
氏
は
直
ち

に
吹
雪
を
つ
い
て
大
町
へ
走
り

封ゝ
山
館
に
急
報
し
て
（午
後
十

二
時
）「
直
ち
に
人
夫
の
手
配
を
封
山
館
主
百
瀬
慎
太
郎
氏
に
依

頼
し
、
又
三
高
へ
電
報
を
打
つ
た
。
次
い
で
大
町
署
へ
出
頭
し

事
情
を
の
べ
た
。
そ
こ
で
巡
査
部
長
堀
内
信
次
郎
氏
は
隊
長
と

な
り
ｂ
人
夫
九
名
を
引
卒
し
て
八
日
午
前
九
時
大
町
を
出
褒
、

鹿
島
に
て
商
大
の
一
行
三
人
、
及
び
東
尾
根
偵
察
の
鶯
め
鹿
島

に
滞
在
し
て
居
た
法
政
大
學
山
岳
部
岡
田
友
二
郎
、山
中
利
貞
、

小
原
武
雄
の
三
氏
ゝ
有
明
人
夫
近
藤

一
雄
を
加
へ
て
出
嚢
。
同

日
は
二
俣
小
屋
迄
上
つ
て
一
泊
し
た
。
天
候
は
相
貸
ら
す
恢
復

せ
す
。
山
の
状
態
は
全
く
各
山
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

救
援
作
業
は
新
雲
の
角
め
非
常
な
困
難
に
遭
遇
し
、
京
都
か

ら
も
救
援
隊
が
到
著
し
た
が
ｂ如
何
と
も
手
の
下
し
や
う
な
く
、

救
援
隊
は
遭
難
現
状
に
到
達
す
る
ま
で
前
後

一
週
間
に
五
る
苦

一二
二

闘
を
餘
俵
な
く
さ
れ
、漸
く
十
六
日
遺
骸
を
冷
小
屋
に
牧
容
し
。

十
七
日
鹿
島
に
下
り
ｔ
十
八
日
大
町
で
人
葬
に
附
し
た
。

へ第
三
高
等
學
校
山
岳
部
壁
行
遭
難
販
末
報
告
に
よ
る
）

御
嶽
に
於
け
る
俵
、
馬
嶋
雨
氏
の
遭
難

第
三
高
等
學
校
山
岳
部
員
俵
、
馬
嶋
雨
氏
は

一
人
に
つ
き
米

二
升
五
合
．
副
食
物
ぅ
。ハ
ン
ニ
日
分
及
び
非
常
食
糧
を
持
ち
、

防
基
具
は
翡
根
の
シ
ェ
ラ
ー
フ
ザ

ッ
タ
携
帯
テ
ン
ト
共
の
他
の

物
を
持
つ
て
昭
和
九
年
十
月
三
日
京
都
を
出
磯
御
嶽

に
向

つ

た
。俵

、馬
嶋
雨
氏
は
王
瀧
よ
り
土
浦
を
過
り
王
瀧
川
を
湖
行
し
ｔ

頂
上
に
達
し
、
そ
れ
よ
り
嶽
の
湯
を
通
り
落
合

へ
出
て
九
日
齢

京
す
る
豫
定
で
あ
つ
た
。
然
る
に
十
日

ｏ
十

一
日
と
豫
定
よ
り

二
日
も
た
つ
た
が
、
何
等
報
知
が
な
い
の
で
途
に
捜
索
隊
を
出

す
こ
と
に
な
り
、
捜
索
隊
は
十
二
日
午
前

一
時
京
都
破
の
汽
車

で
御
嶽

へ
向
つ
た
。

投
索
隊
は
十

一
月
十
三
＝
王
瀧
川
支
流
小
坂
谷
の
出
合
に
二

人
の
靴
跡
を
認
め
、
出
合
か
ら
本
流
を
少
し
湖
つ
た
体
泊
所
で

(152)



俵

一
行
の
入
山
最
初
の
夜

（
十
一
月
四
日
）
の
宿
泊
を
確
認
し

た
。
更
に
翌
十
四
日
、
八
重
グ
ル
の
出
合
ｂ
魚
止
め
の
瀧
の
下

流
で
焚
人
の
跡
を
変
見
し
た
が
第
三
日

（
十

一
月
六
日
）
以
後

の
足
跡
は
全
く
嚢
見
し
得
す
。
十

一
月
五
日
よ
り
再
び
六
日
間

に
互
り
第
二
回
捜
索
を
試
み
た
が
ゝ
新
雲
の
篤
め
行
動
意
の
如

く
な
ら
す

殊ゝ
に
新
雪
の
た
め
山
の
状
態
は
日
一
日
と
憂
化
し
ゝ

途
に
目
的
を
達
せ
す
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
。

（第
三
高
等
學
校
山
岳
部
曇
行
遭
難
顛
末
報
告
に
よ
る
）

立
山
地
獄
谷
に
於
け
る
佐
伯
宗
作
氏

の
邁
難

本
報
告
は
慶
應
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
の
中
村
知
一
氏
筆
小
肝
子
『佐
伯
宗
作

遭
難
の
員
相
』
に
よ
つ
て
編
者
が
そ
の
責
任
に
於
い
て
適
宙
に
接
配
し

た
も
の
で
あ
る
。
要
約
載
録
を
許
可
さ
れ
た
中
村
氏
に
厚
く
御
濃
を

述
べ
る
次
第
で
あ
る
。
（
編
者
）

一
、
出
資
よ
り
遭
難
前
日
ま
で

大
阪
の
中
村
知

一
、
山
田
奈
良
雄
雨
氏
は
、
山
案
内
佐
伯
宗

作
を
件
つ
て
昭
和
十
年
四
月
十
七
日
、
声
峡
を
出
資
し
た
。
目

邁

難

報

告

的
は
春
の
立
山
ｂ
銀
登
山
に
あ
つ
た
。
中
村
氏
に
よ
る
と
↓
宗

作
は
陽
に
こ
そ
焼
け
て
ゐ
た
が
っ
何
虎
と
無
く
元
氣
な
く
』
見

受
け
ら
れ
た
。
藤
橋
．
材
木
坂
を
経
て
そ
の
日
は
ブ
ナ
小
屋
に

一
油
、
夜
牛
よ
り
豫
報
通
り
天
候
崩
れ
ｂ
風
の
音
に
廃
方
に
は

雨
の
青
さ
へ
加
は
つ
た
。

四
月
二
十
八
日
．
天
候
は
曇
り
、
雨
は
小
止
み
と
な
つ
た
の

で
ゝ
八
時
出
資
。
弘
法
茶
屋
に
至
る
頃
、
南
風
漸
く
張
く
感
ぜ

ら
れ
ゝ
小
雨
の
中
を
午
後

一
時
過
ぎ
Ｄ
追
分
小
屋
着
。
雨
は
間

も
な
く
止
ん
だ
。
宗
作
は
鐵
砲
を
持
ち
天
狗
干
へ
。
晩
に
は
宗

作
を
中
心
に
し
て
白
頭
山
の
話
に
花
が
喰
い
た
。

四
月
二
十
九
日
、
矢
張
天
氣
悪
く
。
た
ゞ
雨
が
落
ち
る
程
で

も
な
い
の
で
八
時
に
出
嚢
Ｄ
天
狗
干
の
左
を
廻
り
、
天
狗
干
小

合
着
。
少
憩
後
出
嚢
Ｄ
地
獄
谷
の
入
口
で
十
分
程
体
む
頃
、
雨

氣
を
含
ん
だ
南
西
風
が
吹
き
出
し
た
。
雷
鳥
澤
の
登
り
も
上
牛

分
は
霧
に
包
ま
れ
た
。
地
獄
谷
の
噴
煙
は
相
轡
ら
す
硫
黄
臭
を

嚢
し
て
ゴ
ウ
ノ
ヽ
と
な
つ
て
ゐ
る
。
見
な
れ
な
い
う
ん
と
西
よ

り
に
も
新
し
く

一
ケ
所
か
ら
旺
ん
に
噴
い
て
ゐ
た
。
雨
は
次
第

に
劇
し
く
雷
島
澤
を
登
り
．
乗
越
小
屋
に
つ
い
た
時
は
濡
鼠
で

〓

ニ
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適
，難
報
ム「

あ
っ
た
っ
天
候
は
釜
々
悪
く
、
夜
に
入
り
吹
雲
に
な
つ
た
。

四
月
三
十
日
の
午
後
、
三
三
十
分
乗
越
に
出
て
見
た
。
此
の

頃
は
．
大
分
風
も
な
ど
風
速
十
米
乃
至
十
五
米
に
な
り
っ
数
日

前
ま
で
岩
の
出
て
ゐ
た
来
越
に
も
二
尺
程
の
新
彗
を
見
た
。
氣

温
は
経
目
戸
外
、
零
下
七
卜
九
度
ｂ
室
内
一
度
牛
―
零
下
三
度

で
あ
つ
た
。
二
十
九
日
よ
り
遭
難
嘗
日
ま
で
小
合
に
泊
つ
た
の

は
，
中
村
氏

一
行
の
外
に
、
金
澤
警
大
の
内
田
太
一
氏
ｂ
同
校

先
輩
青
木
浩
氏
、
及
び
案
内
翌
太
郎
。
早
大
山
岳
部
員
佐
藤
ｂ

廣
瀬
雨
氏
及
び
川
西
飛
行
機
製
作
所
員
三
名
で
あ
つ
た
。
共
の

夜
に
入
つ
て
西
風
は
徐
々
猛
烈
と
な
り
、
表
人
の
篤
め
か
ゝ
宗

作
す
ら
頭
痛
を
感
じ
た
。
五
月

一
日
も
吹
雲
で
二
三
問
し
か
先

が
見
え
な
い
。
風
速
三
十
米
以
上
、
気
温
零
下
十
度
。
修
日
吹

雪
き
頭
痛
は
昨
日
よ
り
も
劇
し
い
。
二
日
も
吹
雲
。
風
精
卜ヽ
鋲

ま
る
。
室
内
氣
温
零
下
三
度
、
戸
外
零
下
丸
度
。
〓
一日
、
相
雙

ら
す
の
吹
彗
で
天
候
抜
復
の
見
込
な
く
、
級
を
断
念
。
下
山
と

決
し
た
が
っ
午
後
に
な
つ
て
も
風
止
ま
す
下
山
を
見
合
せ
る
。

午
後
四
時
飢
澤
小
屋
と
の
中
間
ま
で
滑
つ
て
引
返
し
た
。
飢
澤

側
に
僅
か
降
る
と
っ
銀
の
裾
邊
り
が
見
え
る
位
に
、
天
候
は
抜

一三
鯛

復
し
た
。
夕
食
後
戸
外
に
出
る
と
ゝ
今
迄
五
日
間
吹
雲
き
通
し

た
風
雲
も
ｂ
静
ま
り
大
日
岳
も
。
爾
陀
ヶ
原
の
雲
原
も
、
繕
か

に
．
夕
間
を
通
し
て
脚
下
に
横
た
は
つ
て
ゐ
た
。
銀
も
駄
目
な

の
で
。
明
日
室
堂
を
経
て
雄
山
に
登
り
芦
時
に
婦
る
こ
と
に
決

心
し
た
。二

Ｄ
遭
　
　
　
難

五
月
四
日
五
時
前
に
起
床
。
『
戸
を
開
け
る
と
ぅ
風
は
弧
い
。

大
日
の
右
の
肩
の
上
友
色
の
雲
が
一
杯
接
が
つ
て
ゐ
る
。
そ
の

雲
に
封
照
し
て
、
鶴
ヶ
御
前
に
績
く
尾
根
に
、
雷
鳥
澤
よ
り
吹

き
上
げ
る
彗
煙
が
ｂ
低
く
ｂ
舞
ひ
上
つ
て
ゐ
る
。
と
も
か
く
乗

越
小
屋
を
七
時
二
十
分
出
嚢
し
た
。
風
は
張
く
、
息
が
出
来
な

い
程
で
あ
つ
た
が
、
二
十
間
も
下
る
と
大
し
た
事
は
な
か
つ
た
。

ブ
ナ
小
屋
の
邊
り
ま
で
見
透
が
き
く
。
小
屋
に
滞
在
の
人
全
部

が
揃
つ
て
下
つ
て
来
た
。
雷
鳥
澤
の
下
で
待
ち
合
せ
た
。
風
は

此
の
邊
り
で
は
全
く
無
く
氣
温
零
度
ゝ
少
時
休
憩
し
た
。
そ
の

う
ち
に
宗
作
は
海
豹
度
を
ス
キ
ー
に
つ
け
、
獣
つ
て
ド
ン
ド
ン

歩
き
出
し
て
、
地
獄
谷
の
入
ロ
ヘ
進
ん
で
ゐ
た
。
す
ぐ
あ
と
を

山
田
粛
が
つ
い
て
ゐ
た
。
私

（以
下
私
と
は
中
村
氏
を
さ
す
）

(154)



は
三
番
目
に
十
四
五
間
違
れ
て
つ
い
て
行
き
、
少
し
下
る
所
で

追
ひ
つ
き
．山
田
粛
よ
リ
ス
キ
ー
が
滑
つ
た
の
で
追
ひ
抜
き
。大

き
な
ケ
ル
ン
の
あ
る
川
で
は
じ
宗
作
。私
、早
大
佐
藤
氏
の
順
で

進
ん
だ
。
…
…
何
時
も
よ
く
噴
い
て
ゐ
る
穴
を
左
に
見
．
雲
橋

を
す
ぎ
る
頃
私
の
ワ
ッ
ク
ス
が
っ
後
滑
り
を
し
た
の
で
っ
シ
ュ

プ
ー
ル
か
ら
外
れ
て
ｂ
右
手
に
出
た
。
少
し
進
ん
で
叉
ｂ
宗
作

の
後
に
つ
い
た
。
此
の
間
に
ｂ
申
ユ太
郎
が
宗
作
と
ラ
ッ
セ
ル
を

代
つ
た
。
地
獄
谷
も
。
二
十
九
日
に
通
つ
た
時
よ
り
見
れ
ば
Ｄ

新
雪
四
ｔ
五
尺
増
し
て
ゐ
た
。
豊
太
郎
．
宗
作
．
私
．
佐
藤
氏

の
順
に
先
頭
は
歩
い
て
行
き
、地
獄
谷
も
持
に
移
ら
ん
と
し
て
Ｄ

何
時
も
道
松
の
出
て
ゐ
る
尾
根
を
目
が
け
て
稽
こ
上
り
か
ゝ
つ

た
時
ｂ
突
然
国二太
郎
が
ス
キ
ー
を
着
け
た
ま
主
晋
も
な
く
、
雪

穴
に
落
ち
込
ん
だ
。
餘
り
に
突
衰
的
な
の
で
も
唯
普
通
の
穴
に

落
ち
た
位
に
宗
作
も
私
も
考
へ
て
ゐ
た
。
一
下
三
秒
後

恐ゝ
ろ
し

い
叫
聾
を
上
げ
て
豊
太
郎
は
穴
よ
り
顔
を
出
し
た
。
彼
の
顔
は

苦
痛
に
歪
め
ら
れ
、
油
汗
が
タ
ラ
ノ
ヽ
と
顔
に
流
れ
再
び
ド
ツ

と
穴
の
中
に
倒
れ
た
。
そ
の
瞬
間
宗
作
は
じ
鵬
ん
だ
と
思
つ
た

ら
、
ス
キ
ー
も
ル
ッ
ク
も
腕
し
ｔ
私
が

「危
い
！
待
て
」
と
云

遭
難
報
告

ふ
と
同
時
に
、
宗
作
は
銃
い
叫
盤
を
褒
じ
穴
の
中
に
姿
を
清
じ

た
。
私
は
す
ぐ
穴
の
虎
へ
駈
け
よ
つ
た
。
宗
作
は
穴
の
中
で
一

度
躍
ん
で
盟
太
郎
の
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
外
し

（豊
太
郎
を
引
き

上
げ
た
時
は
着
け
て
ゐ
た
ス
キ
ー
は
完
全
に
腕
げ
て
ゐ
た
）
。双

手
で

（雨
杖
を
一
本
ど
っ
ち
か
の
手
に
持
つ
た
ま
ゝ
）
豊
太
郎

の
胴
を
か
ゝ
え
パ
宗
作
は
西
向
き
に
と
び
込
み
、
そ
の
ま
ゝ
豊

太
郎
を
抱
く
．
豊
太
郎
の
顔
は
東
向
き
）
抱
き
上
げ
や
う
と
し

た
そ
の
時
に
国
屁太
郎
は
全
く
氣
力
な
く
ゝ
グ
ン
ナ
リ
と
し
て
ゐ

た
。
そ
れ
を
宗
作
が
路
ん
で
抱
き
上
げ
や
う
と
し
た
。
抱
い
た

瞬
間
宗
作
の
顔
色
は
友
色
と
愛
じ
た
。
咄
嵯
に
亜
硫
酸
ガ
ス
の

穴
と
私
は
直
感
し
た
の
で
，
出
来
得
る
限
り
ｂ
ガ
ス
を
放
出
し

や
う
と
、
二
。
三
回
雨
杖
で
穴
の
周
園
の
雲
を
叩
き
落
さ
う
と

し
た
が
。
そ
ん
な
手
綾
い
事
で
は
駄
目
な
の
で
、
右
手
の
雨
杖

を
突
出
し
宗
作
に
向
つ
て
↓
此
に
棚
ま
れ
」
と
叫
ん
だ
。
聞
え

た
の
か
っ
宗
作
は
も
が
き
苦
し
み
乍
ら
．
友
色
に
な
つ
た
油
汗

の
に
じ
ん
だ
顔
を
振
り
向
き
つ
ゝ
右
手
を
出
し
た
が
Ｄ
最
早
双

眼
は
塞
ろ
と
な
り
っ
あ
ら
ぬ
方
を
見
詰
め
て
ゐ
た
が
ゝ
そ
れ
で

も
左
手
で
翌
太
郎
を
抱
い
て
ゐ
た
。
再
び
私
が
「杖
に
掴
ま
れ
」

一五
五
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道

難

報

告

と
呼
ん
だ
時
ｂ
苦
し
さ
う
に
顔
を
歪
め
、
二
・
三
回
急
は
し
く

息
を
し
て
ｂ
二
人
と
も
抱
き
合
つ
た
ま
ゝ
ゝ
宗
作
が
下
に
な
つ

て
ド
ツ
と
倒
れ
た
。
此
の
間
僅
に
五
秒
内
外
の
出
来
事
に
す
ぎ

な
か
つ
た
。Ｌ

三
、
救

出

と
救
援

『
私
は

一
度
ス
キ
ー
を
腕
し
て
，
す
ぐ
宗
作
の
ル
ッ
ク
サ
ッ
ク

か
ら
ザ
イ
ル
を
つ
か
み
出
し
て
．
穴
よ
り
北
に
向
け
て
雪
上
に

引
つ
ぱ
つ
た
。
私
が
ザ
イ
ル
を
出
し
て
ゐ
る
間
に
、
私
の
後
に

あ
つ
た
早
大
の
廣
瀬
ｂ
佐
藤
雨
氏
．
川
西
飛
行
機
製
作
所
の
人

が
穴
の
周
国
に
集
つ
て
来
ら
れ
ゝ
上
に
な
つ
て
ゐ
る
豊
太
郎
の

ル
ッ
ク
サ
ッ
ク
の
負
皮
に
ザ
イ
ル
を
通
し
て
、
敏
速
に
幽
二太
郎
を

引
き
上
げ
に
か
ゝ
つ
た
。　
一
度
豊
太
郎
は
ル
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
下

に
上
向
き
に
な
つ
て
引
上
げ
ら
れ
た
が
．
負
皮
が
切
れ
す
り
落

ち
か
け
ゝ
危
く
誰
か
ゞ
彼
の
肩
を
つ
か
み
偶
然
に
下
向
き
に
な

つ
て
上
牛
身
を
穴
か
ら
乗
り
出
し
た
の
で
。
協
力
此
を
引
き
上

げ
た
。
そ
れ
に
要
し
た
時
間
は
墜
落
後
ゝ
僅
か
に
三
分
か
三
分

牛
の
事
で
あ
つ
た
。
豊
太
郎
は
泡
を
吹
く
様
な
日
付
き
そ
し
，

牛
ば
瞳
孔
開
き
ゝ
氣
狂
ひ
の
様
に
雲
上
を
襲
韓
し
手
も
付
け

一
五
六

ら
れ
な
か
つ
た
。
幽
二太
郎
は
救
出
直
後
脈
樽
微
弱
で
危
険
な
状

態
と
な
つ
た
の
で
讐
學
士
青
木
浩
氏
ｂ
金
澤
讐
大
内
田
大

一
氏

の
手
に
よ
つ
て
ビ
タ
カ
ン
フ
ア
ー
一
本
を
注
射
し
た
。
そ
の
た

め
脈
樽
蘇
り
っ
狂
へ
る
如
く
暴
れ
廻
つ
て
ゐ
た
豊
太
郎
も
静
ま

る
。一υ豊

太
郎
に
手
営
中
Ｄ
私
は
宗
作
の
安
危
を
氣
遣
ひ
Ｄ
直
ち

に
雲
穴
に
駈
せ
よ
れ
ば
宗
作
は
深
さ
目
測
東
側
四
尺
内
外
ｔ
西

側
五
尺
五
六
寸
穴
の
底
ゝ
北
寄
り
に
下
向
き
に
頭
を
西
に
し
倒

れ
て
居
り
、
如
何
と
も
施
す
術
も
な
く
。
宗
作
の
顔
色
（横
顔
）

は
友
色
よ
り
土
色
に
憂
じ
。　
一
刻
も
猜
豫
を
許
さ
ず
、
宗
作
を

殺
し
て
な
る
も
の
か
と
云
ふ
考
へ
が
頭

一
杯
に
な
つ
た
。
瞬
時

に
凡
ゆ
る
救
出
法
を
考
慮
し
た
が
最
善
の
方
法
は
只

一
つ
、
自

ら
穴
に
入
る
こ
と
で
あ
つ
た
。」

そ
こ
で
中
村
氏
は

『
幽
ユ太
郎
を
引
き
上
げ
た
ザ
イ
ル
を
、
身

に
付
け
ｂ　
一
端
を
宗
作
の
身
催
を
縛
る
た
め
。
約
二
米
社
餘
裕

を
と
り
ぅ
他
端
二
十
米
餘
程
は
ｔ
山
田
君
初
め
ゝ
早
大
ゝ
川
西

の
人
々
に
確
保
し
て
貰
ひ
、
手
拭
に
て
、
鼻
、
日
に
マ
ス
ク
を

し
て
、
深
呼
吸
し
て
穴
の
中
の
作
業
を
試
み
る
べ
く
．
出
来
る
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だ
け
緩
か
に
っ
穴
の
底
に
下
り
た
。
穴
の
底
は
精
ヽヽ
乾
い
て
。

緑
色
が
ヽ
つ
た
硫
黄
を
多
量
に
含
ん
だ
上
で
あ
つ
て
し宗
作
は
．

頭
を
西
向
き
に
し
て
ゝ
俯
伏
し
に
ぅ
穴
の
底
の
北
寄
り
の
縁
に

倒
れ
て
居
り
、
顔
は
牛
ば
北
に
首
を
ね
じ
。
左
頬
を
地
に
つ
け

て
ゐ
た
。
丁
度
宗
作
の
顔
を
つ
け
て
ゐ
る
所
邊
り
が
っ
亜
硫
酸

ガ
ス
の
噴
氣
孔
に
な
つ
て
ゐ
た
。
直
に
ゝ
胸
に
手
を
あ
て
ヽ
見

た
が
。
心
臓
は
停
止
し
て
居
り
。
次
に
顔
を
反
封
に
南
向
け
ｂ

限
を
見
た
が
腫
孔
は
完
全
に
開
い
て
ゐ
た
。
左
頼
を
干
手
で
打

つ
て
見
た
が
感
覺
は
な
い
。
す
ぐ
雨
脚
に
確
賓
に
ギ
イ
ル
を
結

び
付
け
、
穴
か
ら
夢
中
で
と
び
出
し
た
。
ザ
イ
ル
が
ぐ
ん
ハ
ヽ

引
つ
ぱ
ら
れ
た
の
で
。
私
は
息
が
上
ま
り
そ
う
に
な
つ
た
。　
一

度
ザ
イ
ル
を
緩
め
て
ゝ
私
の
身
催
か
ら
解
き
っ
豊
太
郎
を
引
き

上
げ
た
如
く
北
に
引
つ
ぱ
つ
た
が
ｂ
宗
作
の
身
性
の
位
置
と
直

角
に
な
る
の
で
ｂ
東
に
廻
つ
て
ｂ
穴
の
東
縁
よ
り
引
上
げ
た
。

私
は
穴
の
縁
で
ゝ
先
づ
足
だ
け
塞
に
浮
か
し
、
上
に
持
ち
上
げ

て
お
い
て
ｂ
全
員
協
力
し
て
。
一
氣
に
引
上
げ
た
。
そ
れ
は
豊

太
郎
墜
落
後
四
分
―
五
分
迄
の
時
間
で
あ
つ
た
。

「
上
げ
る
と
同
時
に
青
木

内ゝ
田
雨
氏
が
脈
樽
を
調
べ
た
が
．

遭
難
報

告

最
早
絶
望
と
な
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
で
も
直
ぐ
。
ビ
タ
カ
ン
フ
ア

ー
を
二
本
績
け
て
注
射
し
ｔ
穴
よ
り
五
、
六
問
宗
作
を
北
に
運

び
、
す
ぐ
人
工
呼
吸
を
開
始
し
た
。
五
．
六
分
人
工
呼
吸
を
試

み
た
が
ゝ
穴
よ
り
餘
り
に
近
接
し
っ
劇
し
く
硫
黄
臭
を
感
じ
る

の
で
，
七
八
問
運
び

尾ゝ
根
の
中
程
の
通
風
の
良
い
所
へ
運
び
じ

ビ
タ
カ
ン
フ
ア
ー
一
本
注
射
し
直
ぐ
人
工
呼
吸
を
縫
績
し
た
。

幽
ユ太
郎
は
最
早
ｂ
暴
れ
廻
ら
ず
、
ル
ッ
ク
の
上
に
腰
を
下
し
ｂ

寒
い
ノ
ヽ
と
連
呼
し
な
が
ら
震
え
て
ゐ
た
の
で
色
々
の
も
の
を

着
せ
た
。
二
．
三
人
は
豊
太
郎
を
看
護
し
Ｄ
他
の
者
は
全
部
宗

作
の
人
工
呼
吸
に
交
互
に
替
つ
て
最
後
の
期
待
を
抱
い
て
試
み

た
。』光

づ
連
絡
に
つ
い
て
は

『
早
大
の
方
に
。
す
ぐ
天
狗
干
の
番

人
を
呼
ん
で
末
て
貰
ふ
様
依
頼
し
た
。
そ
の
頃
。
別
山
乗
越
の

主
志
鷹
雄
之
氏
が
雷
鳥
澤
を
下
り
て
。
地
獄
谷
を
通
ら
す
。
室

堂
に
行
く
の
を
認
め
た
の
で
り
之
に
救
援
を
乞
ふ
た
。
偶
々
室

堂
よ
り
下
山
の
佐
伯
醐
二次
氏
も
現
場
に
駈
け
つ
け
て
く
れ
ゝ
叉

早
大
の
方
に
依
頼
し
た
天
狗
干
小
屋
番
人
佐
伯
七
蔵
氏
及
び
藤

木
氏
も
三
四
十
分
後
に
駈
け
つ
け
唯
突
然
な
此
の
惨
事
に
全
く

一
義
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適
難
報

告

言
葉
も
な
く
、
最
後
の
す
綾
の
望
み
を
入
工
呼
吸
に
期
待
し
。

全
員
労
を
お
し
ｉ
す
ゝ
宗
作
の
篤
め
人
工
呼
吸
を
や
つ
て
下
さ

つ
た
。
豊
次
氏
に
宗
作
遭
難
看
護
手
営‥
中
の
悲
報
を
芦
崎
寺
に

偉
へ
る
篤
め
下
山
し
て
貰
つ
た
。
豊
太
郎
は
か
な
り
、
顔
色
を

依
復
し
，
寒
さ
を
訴
え
↓
大
丈
夫
か
？
」
・と
聞
く
と

「
ウ
ン
大

丈
夫
だ
」
と
答
へ
得
る
位
に
な
つ
た
が
、
意
識
は
牛
ば
乱
れ
て

居
る
様
に
認
め
ら
れ
た
。
幽
見太
郎
は
基
さ
を
訴
え
る
度
を
増
し

た
、
コ
ッ　
フヽ
ェ
ル
に
紅
茶
を
沸
じ
．
興
奮
剤
と
し
て
典
へ
ご

ア

ン
ナ
カ
を

一
本
内
田
氏
が
注
射
し
た
。

『
九
時
十
分
頃
ｔ
私
が
宗
作
の
腹
部
を
入
工
呼
吸
し
て
ゐ
た

頃
．
急
に
彼
の
性
温
の
下
降
が
冷
く
掌
に
感
じ
初
め
た
。
そ
の

少
し
前
迄
は
油
汗
に
皮
膚
は
ネ
チ
ノ
ヽ
と
し
て
ゐ
た
が
、
此
の

頃
よ
り
汗
は
水
の
様
に
冷
く
般
温
は
グ
ン
メ
ヘ
下
つ
て
行
く
。

「
一
チ
エ
イ
。
一

，
ニ
ィ
」
と
十
八
呼
吸
を
算
え
る
懸
聾
の
み

が
聞
え
、
獣

々
と
懸
命
に
人
工
呼
吸
を
績
け
た
。
懸
聾
は
っ
と

も
す
れ
ば
早
く
な
り
勝
ち
と
な
る
。
青
木
ゴ
門
田
雨
氏
は
つ
き

切
り
で
。
宗
作
の
脈
を
取
つ
て
居
ら
れ
た
。
幽
塁太
郎
も
何
時
迄

も
、地
獄
谷
に
置
い
て
お
く
の
も
良
く
な
い
の
で
．
ジ
キ
タ
ミ
ン

一三
ハ

一
本
打
ち
ｂ十
時
頃

一
人
付
添
ひ
天
狗
干
の
小
屋
へ
向
は
し
た
。

早
大
の
方
二
人
に
、
電
報
打
電
を
依
頼
し
一
声
崎
寺
に
下
山
じ

て
頂
く
事
に
し
た
。

「
宗
作
は
釜
々
盤
温
下
降
じ
。
人
工
呼
吸
に
よ
る
吸
息
は
行

は
れ
た
が
っ
維
に
脈
を
蘇
す
事
出
来
得
す
最
後
の
ジ
キ
タ
ミ
ン

一
本
を
注
射
し
ゝ
絶
望
と
知
り
つ
ゝ
十

一
時
牛
迄
績
け
た
。
最

後
に
。
青
木
氏
が
っ
宗
作
の
心
臓
を
胸
部
か
ら
。
一
分
間
七
十

回
の
割
に
て
叩
く
心
臓
接
摩
法
を
試
み
た
が
ゝ
此
の
最
後
手
段

も
塞
し
く
、全
く
絶
望
と
な
つ
た
。

一
代
の
名
案
内
人
と
し
て
一

名
高
か
り
し
佐
伯
宗
作
は
悲
し
い
屍
と
憂
じ
た
。
日
は
牛
ば
開

き
、
日
も
僅
か
に
開
い
て
ゐ
た
顔
色
も
陽
に
燒
け
て
元
氣
そ
う

だ
。
ま
る
で
眠
つ
て
ゐ
る
様
な
、
ち
つ
と
も
。
苦
痛
の
表
れ
て

な
い
安
ら
か
な
顔
だ
つ
た
。』

「
か
く
し
て
遺
骸
搬
出
の
事
は
別
山
乗
越
志
鷹
雄
之
氏
ｂ
天

狗
干
佐
伯
七
蔵
氏
が
懇
ろ
に
宗
作
の
遺
骸
を
運
ぶ
用
意
を
し
て

下
さ
つ
た
。
兎
に
角
天
狗
千
小
屋
に
下
る
事
に
し
て
．宗
作
、翌

太
郎
雨
名
を
引
上
げ
た
ザ
イ
ル
で
遺
骸
を
引
つ
ば
つ
た
が
．
新

彗
深
く
仲
々
捗
ら
ぬ
。
八
人
の
手
に
よ
つ
て
一
時
間
程
費
し
て
ゝ
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や
つ
と
天
狗
干
の
小
屋
の
見
え
る
尾
根
迄
引
き
上
げ
た
。
天
候

は‐
再
び
勝
れ
、
醜
界
は
霧
で
開
さ
れ
た
１

一
■
な
な
り
の
澤
を

越
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
　
・
、
遺
骸
は
た
ゞ
ス
キ
ー
の
上
に
の
せ
ザ
イ
・

ル
と
細
引
で
縛
つ
た
の
み
な
の
で
ぅ
色
々
準
備
の
た
め

一
同
天

狗
干
小
屋
迄
下
る
事
に
し
た
。
吹
雪
い
て
来
た
の
で
遺
骸
の
埋

浅
を
縣
念
し
て
天
狗
千
の
途
中
の
一
地
黙
に
置
い
て
十
二
時
四

十
分
天
狗
干
小
屋
に
下
つ
た
。
此
虎
で
今
迄
御
養
力
願
つ
た
紳

戸
川
西
飛
行
機
の
三
人
の
方
に
下
山
し
て
頂
く
事
に
し
た
。
吹

雲
は
釜
々
荒
狂
ひ
。
午
後
絶
に
っ
佐
伯
七
蔵
ｂ
志
鷹
雄
之
ぅ
藤

本
三
氏
だ
け
室
堂
に
っ
食
料
ｂ
燃
料
を
取
り
に
行
き
蹄
路
毛
布

で
宗
作
の
遺
骸
を
包
ん
で
く
る
と

一
時
頃
出
た
。
小
合
の
三
階

で
寝
て
ゐ
た
豊
太
郎
も
下
り
て
末
て
も「自
分
も
行
く
」
と
云
つ

た
の
を
っ
青
木
ｂ
内
田
雨
氏
が
之
を
止
め
ｒ
三
人
の
御
養
力
を

待
つ
事
に
し
た
。
出
か
け
て
間
も
な
く
、
追
分
の
志
鷹
新
次
郎

氏
が
急
を
き
い
て
應
援
に
，か
け
つ
け
て
下
さ
つ
た
。
前
記
三
氏

は
三
時
間
の
後
Ｄ
吹
雲
の
た
め
ぅ
遺
骸
の
地
黙
不
明
で
不
得
止

小
合
に
蹄
着
。
間
も
な
く
日
暮
と
な
り
宗
作
の
遺
骸
を
。
あ
の

寒
風
吹
き
す
さ
む
尾
根
に
放
置
す
る
事
は
ｂ
遺
族
に
封
し
て
も

適

難

報

告

忍
び
な
か
つ
た
が
天
狗
干
迄
運
ぶ
事
は
本
Ｈ
は
断
念
し
た
。

「
ハ
計
も
朝
吹
彗
い
て
ゐ
た
。
八
時
頃
よ
り
見
透
が
効
い
た

の
で
豊
太
郎
を
不
在
番
に
し
て
。他
八
名
遺
骸
の
地
貼
に
急
ぎ
．

ス
キ
ー
に
釘
を
打
ち
ゝ
機
と
な
し
ぅ
宗
作
の
遺
骸
を
毛
布
で
．

包
み
な
ほ
し
て
、
悲
し
き
行
列
を
作
り
ｂ
力
無
き
懸
難
で
遺
骸

を
引
き
下
し
っ
澤
を
越
え
て
よ
り
、
ス
キ
ー
を
着
し
て
引
つ
ば

つ
た
。、
ス
キ
ー
を
着
し
た
篤
み
、
案
外
捗
り
。
十
一
時
頃
天
狗

干
小
屋
よ
り
三
、
四
丁
東
に
て
榮
作
氏
ゝ
喜

一
氏
を
加
へ
る
先

褒
救
援
隊
に
含
し
。
宗
作
の
遺
骸
を
渡
し
た
。』
か
く
し
て
遺

骸
は
彼
の
同
僚
に
よ
つ
て
手
厚
く
守
ら
れ
午
後
七
時
声
時
に
安

着
し
た
。四

、
下
　
　
　
　
山

五
月
五
日
一
方
中
村
氏
等
は
ゝ
天
狗
干
に
て
蓋
食
を
喫
し
て

ゐ
る
間
に
っ
小
屋
を
出
遅
れ
て
ゐ
る
内
に
非
常
な
る
吹
雲
襲
末

し
ｂ
釜
々
荒
狂
ふ
の
で
餘
儀
な
く
宗
作
の
遺
骸
に
附
添
ひ
得
す

天
狗
干
に
第
二
夜
を
迎
へ
た
。

五
月
六
日
．
珍
し
い
快
晴
に
七
時
出
食
Ｄ
追
分
弘
法
を
経
て

ブ
ナ
小
屋
の
手
前
で
も的
ユ太
郎
．七
蔵
雨
氏
に
含
ひ
．
材
木
坂
の

一二
ル
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中
頃
に
て
志
鷹
雄
之
．
山
田
雨
氏
及
び
金
澤
讐
大
の
先
輩
に
會

ふ
。
藤
橋
の
誉
林
署
小
屋
の
前
に
て
ｂ誉
林
署
戸
田
氏
に
面
合
っ

藤
橋
に
て
ゝ
山
岳
取
締
駐
在
巡
査
吉
野
氏
に
遭
難
の
報
告
を
な

し
、声
崎
に
向
ふ
。
途
中
で
豊
太
郎
の
父
榮
次
郎
氏

業ゝ
作
氏
に

出
迎
へ
ら
れ
ゝ
榮
作
氏
に
件
は
れ
．
宗
作
の
家
へ
重
い
足
を
運

ぶ
。
二
日
前
の
元
氣
な
宗
作
は
．北
枕
に
頭
か
ら
白
布
を
か
ぶ
つ

て
安
世
さ
れ
て
ゐ
た
。中
村
氏
の
日
か
ら
榮
作
氏
に
も宗
作
の
遭

難
を
出
嚢
営
日
よ
り
、
遭
難
．
絶
望
と
な
る
迄
の
経
過
が
話
さ

れ
た
。
そ
の
夜
お
通
夜
に
一
代
の
名
案
内
人
宗
作
を
失
つ
た
宗

作

一
家
の
み
な
ら
す
ゝ
声
崚
寺
全
性
が
悲
嘆
に
暮
れ
て
ゐ
た
。

五
月
七
日

最ゝ
後
の
お
通
夜
ｂ祭
檀
は
立
派
に
飾
ら
れ
。
生
前

の
偉
大
な
る
名
案
内
人
を
悼
む
弔
電
弔
文
の
数
々
が
難
前
に
供

え
ら
れ
た
。賑
か
だ
け
れ
ど
も
悲
じ
む
べ
き
お
通
夜
で
あ
つ
た
。

八
日
の
宗
作
の
葬
儀
は
立
派
で
あ
つ
た
。
彼
の
生
前
の
偉
大
な

る
功
績
と
ゝ
最
後
の
犠
牲
的
行
篤
に
依
つ
て
。
組
合
葬
が
螢
な

ま
れ
た
。
千
蔵
の
後
縫
者
と
云
は
れ
た
宗
作
は
縁
故
深
い
平
成

氏
が
葬
俵
委
員
長
と
な
り
．
立
派
に
替
な
ま
れ
た
。

二
六
〇

一
ノ
倉
洋
に
於
け
る
山
口
敏
彦
、

一職
田

一
雄
雨
氏
の
遭
難

一
。
登

山
者

氏
名

東
京
慈
大
ぅ
本
科
三
年
　
　
山
口
敏
彦
　
二
六
才

同
　
　
　
　
豫
科
二
年
　
　
一臓
田

一
雄
　
二
〇
才

≡

登

山

計

書

昭
和
十
年
四
月
二
十
八
日
ゝ
上
野
嚢
―
土
合
山
ノ
家
り
午
後

偵
察
。
四
月
二
十
九
日
．
土
合
山
ノ
家
―

一
ノ
倉
澤
又
は
二
と

三
と
の
間
の
尾
根
―
シ
ン
セ
ン
の
右
―

一
ノ
倉
頂
―
西
黒
澤
―

山
ノ
家
。
四
月
三
十
日
ｂ
夕
又
は
五
月

一
日
正
午
蹄
京
豫
定
。

通
信
部
―
大
森
Ｅ
久
ヶ
原
町
六
〇
四
、
小
山
昇
り
部
有
品
ｂ

ザ
イ
ル
三
〇
．
ツ
ェ
ル
ト
サ
ッ
ク

一
ｔ
ハ
ム
マ
ー

一
。　
ハ
ー
ケ

ン
六
、
ア
イ
ス
ピ
ト
ン
ニ
．
カ
ラ
ビ
ナ
ー
三
ぅ
ワ
ッ
パ
ニ
。

一
■

登
山
並
び
に
邁
難
経
過

四
月
二
十
八
日
午
前
八
時
二
十
分
。
上
野
嚢
Ｄ
正
午
頃
山
ノ

家
着
ｂ
午
後

一
ノ
倉
澤
偵
察
．

二
十
九
日
．
午
前
二
時
牛
山
ノ
家
出
褒
ゝ
午
前
曇
後
雨
ｂ
午
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後
に
到
り
濃
霧
風
雨
烈
し
く

一
ノ
澤
ニ
ノ
澤
間
の
尾
根
に
嵐
の

夜
を

一
泊
。

三
十
日
Ｄ
張
烈
な
る
吹
彗
．
更
に
登
り
ニ
ノ
澤
の
頭
附
近
に

て
ニ
ノ
澤
に
墜
落
せ
る
も
の
と
推
定
す
。

四
。
措
　
　
　
　
置

Ａ
　
通
　
　
　
知

四
月
三
十
日
ゝ
午
前
八
時
牛
二
十
九
日
現
地
に
在
り
た
る
日

本
登
高
會
員
知
人
よ
り
高
本
文

一
氏
に
電
話
あ
り
。

「
山
口
。
一臓
田
雨
君
が
昨
二
十
九
Ｈ
午
前
二
時
牛
ニ
ノ
澤
瀧

澤
間
の
尾
根
を
登
る
と
山
ノ
家
に
云
ひ
捨
て
出
嚢
せ
る
も
午
後

二
時
頃
よ
り
天
候
険
悪
と
な
り
登
攀
者
の
云
ひ
残
せ
し
言
に
従

へ
ば
五
月

一
日
ま
で
に
蹄
る
筈
な
る
も
直
ち
に
以
て
遭
難
と
断

す
可
か
ら
ぎ
る
も
天
候
の
険
悪
は
業
観
を
許
さ
ぎ
る
を
以
て
少

し
早
過
ぎ
る
と
は
思
ふ
も
お
知
ら
せ
す
る
Ｌ
と
。

こ
ゝ
に
於
て
高
木
氏
は
東
京
病
院
に
庚
瀬
甚
吾
氏
を
訪
び
善

後
策
を
講
じ
先
づ
本
部
を
東
京
病
院
耳
鼻
科
内
に
置
き
，
部
員

先
輩
に
通
信
を
変
じ
夕
刻
山
ノ
家
か
ら
の
報
告
を
ま
ち
て
具
催

的
活
動
を
す
る
こ
と
に
決
定
せ
り
。
午
後
部
員
、
先
輩
等
の
集

遭

難

報

告

合
と
共
に
救
援
隊
を
組
織
し
先
嚢
二
名
午
後
六
時
牛
上
野
を
嚢

し
。
十
時
五
十
分
頃
湯
檜
曾
よ
り
事
態
は
業
槻
を
許
さ
す
と
の

状
況
報
告
あ
り
。
筒
又
別
に
土
合
山
ノ
家
か
ら
も
不
安
の
報
あ

り
た
り
。

Ｂ
　
捜

　

　

索

部
員
、
先
輩
等
十
名
の
救
援
隊
は
午
後
十

一
時
牛
上
野
を
磯

す
Ｄ
五
月

一
日
早
朝
湯
檜
曾
着
，
光
嚢
二
名
と
合
し
更
に
地
元

人
夫
二
名
を
屋
ひ
土
合
山
ノ
家
に
到
る
、
部
員

一
名
は
湯
檜
曾

本
家
族
館
に
残
り
山
ノ
家
東
京
間
の
通
信
連
絡
の
任
に
営
る
、

山
ノ
家
に
て
プ
ラ
ン
を
立
て
全
員
十
三
名
を
五
班
に
分
ち
午
前

七
時
捜
索
に
出
嚢
す
。

行
　
　
動

第

一
班
　
一
ノ
倉

一
ノ
澤
　
二
名
一一

人
夫
　
二
名

第
二
班

同

　

ニ
ノ
澤
　
二
名
）

山
ノ
家
館
着
午
後
三
時

第
二
班
　
マ
チ
ガ
澤
　
　
　
一二
名
一
谷
川
岳
北
ノ
耳
―

第
四
班
　
西
黒
澤
　
　
　
　
一二
名
一
西
黒
澤

山
ノ
家
蹄
着
午
後
五
時

一六
一
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遭
難
報
告

第
五
班
ゝ
山
ノ
家
。
一
名
ｂ
通
信
連
絡
員
と
す
。

報
　
　
告

以
上
五
班
全
部
の
活
動
の
結
果
は
濃
霧
風
雪
甚
し
く
岩
壁
は

新
雲
附
着
し
水
を
以
て
被
は
れ
展
望
も
不
可
能
に
し
て
っ
彼
等

遭
難
の
地
鮎
と
目
せ
ら
れ
じ
地
黙

（
ニ
ノ
澤
と
瀧
澤
と
の
間
の

尾
根
）
に
近
づ
く
こ
と
を
許
さ
ざ
り
し
を
以
て
適
難
者
嚢
見
の

手
掛
り
を
得
る
に
到
ら
す
。
常
時
の
積
雲
状
況
は

一
ソ
澤
ニ
ノ

澤
附
近
四
―
五
寸
．
回
境
附
近
で
は
二
尺
以
上
あ
り
た
り
。

二
月
一
日
夜

一
。
家
族
に
通
知
す
る
こ
と
。

二
Ｄ
本
格
的
捜
索
を
行
ふ
こ
と
。

三
ｂ
捜
索
隊
用
の
食
料
品
ぅ
道
具
、
人
夫
を
集
め
る
こ
と
。

四
ゝ
通
信
線
、
山
ノ
家
…
土
合
信
統
所
―
湯
檜
曾
辟
―
本
家

族
館
―
東
京
病
院
耳
鼻
科
ｂ
を
全
か
ら
し
む
る
こ
と
。

等
を
検
討
し
決
定
す
。

五
月
二
日
早
朝
、
杉
本
部
長
以
下
先
輩
Ｄ
部
員
等
十
名
山
ノ

家
着
ぅ
山
口
氏
親
族
五
名
湯
檜
曾
着
。

準
備
整
ふ
も
風
雲
更
に
烈
し
く

一
時
捜
索
行
動
を
見
合
は
せ

一六
二

ん
と
す
る
も
筒
ほ
可
能
な
る
地
黙
を
印
ち
マ
チ
ガ
澤

一
ノ
澤
間

の
シ
ン
セ
ン
東
山
稜
の
下
牛
の
尾
根

（雨
名
の
露
路
の
一
ツ
と

推
定
せ
ら
れ
し
と
こ
ろ
）
を
部
員
十
二
名
に
て
捜
査
す
る
も
何

等
手
掛
り
な
し
。
山
ノ
家
午
前
十
時
出
嚢
―
マ
チ
ガ
澤
―
尾
根

―

一
ノ
澤
前
澤
―

一
ノ
倉
―
山
ノ
家
。

夜
魔
瀬
、
一鵬
田
氏
家
族
と
共
に
五
名
湯
檜
曾
着
。

五
月
三
日
．
風
雲
烈
し
く
捜
索
を
見
合
は
せ
四
日
の
プ
ラ
ン

を
立
て
る
。
午
後
家
族
の
人
々
を

一
ノ
倉
澤
國
道
ま
で
案
内
す

る
。五

月
四
日
ぅ
曇
無
風
氣
温
少
し
く
上
昇
。夕
刻
よ
り
雨
あ
り
。

第

一
班
Ｄ
四
名
．
援
助
班
三
名

山
ノ
家
午
前
四
時
牛
出
嚢
―

一
ノ
澤
の
鞍
部

（
八
・
三
〇
）

―
ニ
ノ
澤
の
頭

（
二
ｏ
Ｏ
Ｏ
）
―
西
黒
澤

（
四
・
○
○
）
―
山

ノ
家
午
後
六
時
二
十
分
婦
着
。

ニ
ノ
澤
の
頭
附
近
に
於
い
て
奮
雪
上
に
足
跡
褒
見
し
之
を
踏

み
て
登
る
ゝ
足
跡
は

一
ノ
倉
澤
側
を
か
ら
む
こ
と
約
二
十
米
に

て
尾
根
に
出
る
、
こ
の
尾
根
は
銑
き
彗
稜
を
な
し
マ
チ
ガ
澤

一

倉
澤
双
方
に
急
激
に
落
下
し
更
に
二
十
米
に
し
て
マ
チ
ガ
澤
側
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に
傾
け
る
二
三
の
凸
起
を
形
成
す
。
足
跡
は
こ
の
雲
稜
に
出
で

て
よ
り
不
明
。

第
二
班
、
二
名

山
ノ
家

（
四

・
三
〇
）
―

一
ノ
澤
ニ
ノ
澤
間
の
尾
根
に
取
つ

く

（
六
・〇
〇
）
―
登
攀

（
二
・三
〇
）
―
引
返
―
山
ノ
家
（
六
・

四
〇
）

尾
根
に
て

一
ゝ
ブ
ッ
シ
ュ
の
枝
に
ア
イ
ゼ

ン
の
爪
跡
。

二
ゝ
雲
面
に
ス
テ
ッ
プ
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
跡
。

三
Ｄ
折
れ
本
に
ア
イ
ゼ

ン
の
爪
跡
。

等
を
稜
見
し
足
跡
を
偉
つ
て
午
後
二
時
牛
ま
で
登
り
第

一
班
の

ニ
ノ
澤
の
頭
に
達
す
る
を
見
双
方
か
ら
足
跡
磯
見
の
連
絡
を
な

し
直
ち
に
引
返
す
。

第
三
班
Ｄ

一
名
。
人
夫
二
名

土
樽
―
高
太
郎
谷
―
谷
川
岳
頂
―
山
ノ
家

第
四
班
ｂ

一
名
、
人
夫
二
名

土
樽
―
茂
倉
谷
―
茂
倉
ノ
頂
―
蓬
峠
―
山
ノ
家
　

・

人
夫

一
名
は
蓬
峠
よ
り
蓬
澤
を
下
り
土
種
に
到
り
そ
の
間
を

遭

難

報

告

捜
索
す
。

第
五
班
、
三
名

山
ノ
家
―
芝
倉
澤
―
一
ノ
倉
頂
―
國
境
尾
根
―
谷
川
岳
ド
西

黒
澤
―
山
ノ
家

第
六
班
ｂ
人
夫
三
名

谷
川
温
泉
―
天
紳
峠
―
山
ノ
家

第
七
班

ニ
ノ
澤
封
側
尾
根
に
て
観
測

第
八
班

一
ノ
倉
澤
國
道
テ
ン
ト
地
黙
に
て
観
測

第
三
班
よ
り
第
八
班
ま
で
は
手
掛
り
ら
し
き
も
の
な
し

以
上
各
班
凡
て
の
行
動
結
果
を
綜
合
検
討
す
る
に

一
っ
足
跡
嚢
見
に
開
し
種
々
な
る
憶
測
を
な
せ
る
も
足
跡
が

残
り
得
る
期
間
内
に
こ
の
尾
根
を
登
り
た
る
を
雨
名
以
外
に
聞

か
ぎ
る
こ
と
。

二
ｒ
雨
名
の
記
載
せ
る
登
山
計
書
表
に
よ
り
雨
名
の
足
跡
と

断
定
す
る
を
先
づ
安
営
と
す
る
。

三
ｂ
足
跡
は
同
尾
根
の
上
部
並
び
に
下
部
に
存
じ
一
つ
の
登

一奎
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遭
難

報

告

路
と
し
て
連
開
あ
り
。

四
、
足
跡
は
ニ
ノ
澤
の
頭
附
近
に
ま
で
達
し
雲
稜
に
向
つ
て

進
め
る
も
雲
稜
に
て
は
新
彗
の
た
め
嚢
見
し
得
す
。

五
、
若
し
マ
チ
ガ
澤
に
塗
落
せ
る
も
の
と
す
れ
ば
そ
の
状
態

よ
り
し
て
致
命
的
と
は
考
へ
ら
れ
す
。
生
命
に
開
す
る
こ
と
な

く
婦
り
得
る
か
又
途
中
に
留
る
も
二
月
一
日
同
方
面
を
捜
索
し

た
る
結
果
は
何
等
嚢
見
せ
ら
れ
ざ
り
き
な
り
。

六
ｂ
更
に
若
し
雲
稜
を
進
み
て
谷
川
岳
北
の
耳
に
到
達
し
國

境
に
出
で
た
り
と
す
る
も
五
月

一
日
同
地
黙
を
投
索
し
た
る
時

何
等
の
手
掛
り
も
な
か
り
き
。

七
Ｄ
又
登
路
を
引
返
し
た
る
も
の
と
は
営
時
の
状
態
に
在
り

て
は
考
へ
ら
れ
す
。

八
ｂ
依
つ
て
同
雲
稜
登
攀
中
に
ニ
ノ
澤
に
墜
落
し
た
る
も
の

と
考
へ
ら
れ
る
。

九
、
然
ら
ば
途
中
に
引
懸
り
て
在
る
か
下
ま
で
落
ち
た
る

か

十
ｂ
途
申
に
懸
つ
て
在
る
と
す
れ
ば
反
封
側

一
ノ
倉
尾
根
等

か
ら
の
観
測
に
よ
つ
て
も
何
等
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
く
又
新

一六
燿

雲
の
た
め
に
各
の
状
態
と
な
れ
る
三
ノ
澤
登
攀
は
雲
崩
の
危
瞼

を
と
も
な
ひ
目
下
の
と
こ
ろ
不
可
能
で
あ
る
。

十

一
っ
下
ま
で
落
ち
た
る
も
の
と
す
れ
ば
ニ
ノ
澤
の
下
部
に

は
そ
の
雪
漢
の
経
端
に
近
く
岩
と
奮
雲
と
の
境
す
る
と
こ
ろ
に

断
居
を
な
せ
る
ク
レ
ヴ
ァ
ス
あ
り
て
こ
の
中
に
落
ち
込
み
た
る

も
の
か
ｔ
而
も
こ
の
ク
レ
ヴ
ァ
ス
に
は
常
に
ニ
ノ
澤
か

・ら
の
雲

崩
落
ち
末
り
て
凡
て
埋
浅
す
る
を
認
む
る
故
に
死
催
は
ク
レ
ヴ

ァ
ス
の
申
に
落
ち
更
に
デ
ブ
リ
に
よ
つ
て
覆
は
れ
た
る
も
の
に

非
す
や
と
推
定
し
決
論
す
る
。

以
上
の
推
論
に
基
き
次
の
如
き
計
書
を
立
て
賛
行
す
。

Ａ
　
一
一ノ
澤
下
部
の
ク
レ
ヴ
ァ
ス
を
掘
る
こ
と
。

Ｂ
　
人
夫
を
雇
ふ
こ
と
、
二
十
餘
名

五
月
五
日

午
前

一
時
山
ノ
家
出
磯
三
時
薔
國
道
テ
ン
ト
地
着
、
ク
レ
ヴ
ァ

ス
を
掘
る
に
は
彗
崩
な
き
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ｄ

然
る
に
奮
國
道
に
到
る
少
し
く
前
よ
り
小
雨
あ
り
ゝ
止
む
見
込

み
も
な
く
雲
崩
の
危
険
を
豫
想
し
暫
く
作
業
を
見
合
は
せ
る
こ

と
に
せ
り
。
暫
時
に
し
て
も
な
ほ
小
雨
は
止
ま
す
。
作
業
賛
行
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点

(116:〕 )
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遭
ｔ難
報
告

困
難
と
な
る
を
以
て
計
書
を
断
念
せ
り
っ
而
も
天
候
に
筒
ほ
頼

む
と
こ
ろ
あ
り
て
未
明
ま
で
天
候
快
復
を
待
つ
も
依
然

止
ま

す
。
加
ふ
る
に
彗
崩
の
音
も
聞
え
て
全
く
断
念
す
る
に
到
る
。

午
前
七
時
先
輩
、部
員
並
び
に
家
族
全
部
テ
ン
ト
地
に
集
合
っ

遭
難
地
貼
に
向
つ
て
獣
躊
。

午
後
九
時
よ
り
雨
名
の
遺
品
を
俄
の
難
と
し
蜜
朝
六
時
ま
で

通
夜
。

Ｃ
　
引
　
　
　
上

五
月
六
日
午
前
七
時
今
後
の
方
針
に
開
し
協
議
の
結
果
今
後

の
投
索
は
相
営
の
長
期
間
に
亘
り
雲
崩
の
危
険
な
き
時
を
選
ば

ね
ば
な
ら
ぬ
関
係
上
且
つ
磯
掘
作
業
は
人
夫
を
以
て
す
る
も
可

能
な
る
故
に
一
先
づ
大
部
分
の
部
員
を
鯖
校
せ
し
め
今
後
の
作

業
観
測
に
充
分
な
る
だ
け
の
部
員
を
七
名
山
ノ
家
に
残
留
せ
し

め
こ
ゝ
に
捜
索
除
は
一
先
づ
解
散
し
て
雲
解
け
を
待
つ
こ
と
と

決
定
せ
り
。

午
後
部
長
以
下
三
十
名
並
び
に
家
族
の
人
々
は
引
上
げ
て
タ

刻
節
京
せ
り
。

追
　
　
記

戸交

残
留
七
名
の
部
員
は
こ
の
後
六
日
よ
り
十
日
に
到
る
ま
で
西

黒
澤
。
マ
チ
ガ
澤
ｂ
一
ノ
倉
澤
に
互
り
再
三
偵
察
を
績
行
し
二

フ
澤
断
居
磯
掘
作
業
を
人
夫
十
二
名
を
加
へ
て
八
日
早
朝
三
時

間
に
二
つ
て
行
へ
る
も
何
等
の
手
掛
り
も
磯
見
す
る
能
は
す
。

十
日
夜

一
先
づ
引
上
げ
て
婦
京
せ
り
。

Ｄ
　
今
後
の
方
針

一
Ｄ
山
ノ
家
住
人
に
偵
察
を
依
頼
す
。

二
っ
適
営
の
時
を
選
び
特
定
せ
る
部
員
を
交
代

に
途
り
偵

察
ゝ
観
測
を
な
さ
し
む
。

三
Ｄ
雲
解
を
待
ち
雲
崩
の
危
険
な
き
に
及
び
ニ
ノ
澤
の
登
攀

を
行
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（東
京
慈
悪
讐
大
山
岳
部
）
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固

書

紹

介

紀

行

Ｅ

随

筆

田
部
　
重
治
著

四
六
判
二
〇
九
頁

・
定
債

一
回
二
十
錢

大
村
書
店
嚢
行

此
の
本
は
、表
題
の
示
す
通
り
、紀
行
文
と
随
筆
と
か
ら
成
つ
て
ゐ
る
。

併
し
随
筆
の
方
は
、随
想
を
も
の
し
た
と
い
ふ
に
は
、
少
し
理
窟
の
勝
ち

過
ぎ
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
。
然
か
も
そ
の
中
に
は
、登
山
の
本
質
論
に
開

す
る
も
の
も
相
営
あ
り
、
一
時
流
行
し
た

「
山
岳
文
學
」
に
開
す
る
も
の

も
あ
る
。

之
等
の
登
山
の
本
質
論
に
就
て
こ
そ

此ゝ
の
本
は
、
相
嘗
批
剣
さ
れ
る

べ
き
も
の
だ
と
思
ふ
け
れ
ど
も
、新
刊
批
評
欄
で
簡
単
な
言
葉
で
之
に
鯛

れ
る
場
合
は
、或
は
著
者
に
封
Ｌ
濃
を
失
す
る
嫌
も
あ
る
の
で
、
之
等
の

諭
逃
に
野
し
て
は
、他
の
機
會
に
綸
ヽ
詳
し
く
思
ふ
所
を
述
べ
る
つ
も
り

で
あ
る
。
従
つ
て
此
庭
に
は
、そ
れ
等
の
諸
篇
に
は
鯛
れ
ず
に
置
く
ｃ

此
の
本
を
讀
了
し
た
後
の
感
想
を
云
へ
ば
、本
と
し
て
甚
し
く
編
纂
の

日

書

紹

介

手
際
の
悪
い
こ
と
が
目
立
つ
て
感
じ
ら
れ
た
。
か
う
し
た
短
い
（
五
、
六

頁
の
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
）
、
そ
の
時
々
に
書
い
た
も
の
を
後
に
集
め

て
、　
一
ル
の
本
と
し
て
出
版
す
る
場
合
に
は
、今

一
度
手
を
加
へ
て
、
矢

張
り

一
般
の
本
で
あ
る
以
上
に
「首
尾

一
貫
し
た
本
ら
し
い
も
の
で
あ
つ

て
欲
し
い
。
同
じ
事
が
、多
少
の
言
葉
遣
ひ
の
相
違
こ
そ
あ
れ
、
何
度
も

繰
り
返
さ
れ
て
出
て
来
る
の
は
、本
と
し
て
の
盤
裁
か
ら
云
つ
て
央
し
て

上
々
と
は
云
へ
な
い
。
例
へ
ば
、双
六
池
が
音
と
比
べ
て
見
違
え
る
程
汚

く
な
つ
た
こ
と
を
、著
者
は
痛
嘆
Ｌ
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
同
じ
こ
と
が
三
度

も
繰
返
さ
れ
る
と
、興
が
殺
が
れ
る
。
殊
に
九
二
頁
の
所
と
、　
一
四
九
頁

の
所
と
は
、殆
ど
同
じ
言
葉
で
書
か
れ
て
あ
る
の
で
、
後
の
方
を
讀
ん
で

ゐ
る
時
、
オ
ヤ
本
を
開
け
損
な
つ
て
、同
じ
所
を
繰
り
返
し
て
叉
誼
ん
で

る
の
か
な
と
思
つ
た
位
で
あ
る
。
著
者
と
し
て
は
捨
て
難
い
も
の
で
あ

ら
う
が
、何
れ
か
を
何
と
か
さ
れ
た
ら
ば
と
思
は
さ
れ
た
。
そ
う
云
へ
ば
、

此
の
双
六
池
の
出
て
ゐ
る
こ
の
紀
行
文
、
「
そ
の
頃
を
追
う
て
」
と

「烏

帽
子
岳
よ
り
中
ノ
湯
ま
で
」
と
は
，同
じ
紀
行
を
、　
一
つ
は
詳
し
く
。　
一

は
簡
単
に
書
い
た
ゞ
け
の
も
の
ゝ
様
に
思
は
れ
る
。
秩
父
に
就
て
の
随

想
、
紀
行
文
に
も
、か
う
し
た
重
複
繰
り
返
し
が
多
蝿
ざ
た
様
に
思
ふ
。

あ
つ
ち
こ
つ
ち
の
雑
誌
な
ど
へ
書
か
れ
る
場
合
に
は
、同
じ
こ
と
を
色

々
に
書
き
改
め
て
り
か
れ
る
の
も
、
大
墜
面
白
い
こ
と
ヽ
思
ふ
け
れ
ど
、

一
般
の
本
の
中
へ
、之
を
皆
集
め
ら
れ
る
の
は
、
本
と
し
て
型
が
と
ヽ
の

一奄
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固

書ヽ

紹
・介

は
な
い
。
そ
の
黙
で
、此
の
本
は
第

一
に
，
田
部
氏
の
筆
格
に
似
合
は
な

い
、
雑
駁
の
感
じ
を
典
へ
る
。

此
の
本
に
載
せ
ら
れ
た
紀
行
文
を
讀
ん
で
、正
直
な
所
、
私
は
失
望
し

た
。
私
の
期
待
が
大
き
過
ぎ
た
角
め
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
登
山
を
内
省

的
に
味
得
す
る
こ
と
を
以
て
、登
山
の
本
然
な
り
と
断
す
る
著
者
か
ら
、

最
も
味
ｉｔ
ふ
べ
き
紀
行
文
を
期
待
す
る
の
も
無
理
は
な
か
ら
う
。

此
の
本
に
編
め
ら
れ
た
数
々
の
紀
行
文
か
ら
は
、
自
然
の
美
Ｌ
さ
を
、

考
へ
深
く
捕
へ
出
し
て
来
る
田
部
氏
を
、少
し
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
な

か
つ
た
。
何
庭
を
ど
う
通
つ
て
、何
が
あ
つ
て
、
何
を
見
て
、
何
を
食
べ

て
、何
虎
に
泊
つ
た
と
い
ふ
様
な
、
単
な
る
記
録
を
詳
し
く
逃
べ
た
も
の

に
し
か
過
ぎ
な
い
。
例
へ
ば

「
蓼
科
の
高
原
」
か
ら
抜
書
き
し
て
見
る
。

「
こ
ゝ
の
牧
場
の
小
屋
の
手
前
か
ら
右
に
蓼
科
登
山
道
が
別
れ
て
ゐ

る
。
駒
場
の
牧
場
を
見
すこ
く
な
け
れ
ば
、大
門
峠
を
越
ゆ
る
こ
と
な
し

に
、あ
の
池
ノ
干
に
滑
ふ
大
道
を
行
け
ば
自
然
に
蓼
科
牧
場
に
達
し
得

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
私
達
は

こ
ゝ
の
牧
場
を
流
れ
る
漢
流
に
渇
を

い
や
し
て
、
や
が
て
右
に
蓼
科
登
山
道
へ
さ
し
か
ヽ
つ
た
。
」

「
湯
澤
銀
泉
は
聯
想
し
て
ゐ
た
よ
り
は
感
じ
が
よ
く
、
三
階
の
部
屋
で

凍
し
い
風
を
あ
び
て
ゐ
る
と
、膚
寒
い
感
じ
が
し
た
。
湯
に
は
い
つ
て

か
ら
飯
を
食
べ
絡
る
と
、れ
む
く
な
つ
て
、ぐ
つ
す
り
疲
て
仕
舞
つ
た
。

あ
く
れ
ば
、天
気
が
昨
日
よ
り
幾
分
悪
く
な
つ
て
、
十
時
過
ぎ
に
乗
合

一〓（バ
ヽ

・に
の
つ
て
望
月
，に
至
り
、そ
こ
か
ら
更
に
田
中
罪
へ
と
向
つ
た
。」

此
の
同
じ
道
を
害
つ
て
旗
し
た
人
に
と
つ
て
な
ら
ば
、之
を
讀
み
な
が
・

ら
、
営
つ
て
の
日
の
自
分
の
族
を
回
想
す
る
よ
す
が
と
も
な
ら
う
が
、，何
一

も
知
ら
な
い
人
に
と
つ
て
は
、何
度
護
み
返
し
て
も
、
た
ゞ
土
地
の
名
前

と
、時
間
の
経
過
を
知
る
だ
け
で
、
何
の
感
興
も
起
さ
れ
な
け
れ
ば
、
著

若
の
紀
行
に
就
て
何
の
印
象
も
典
へ
ら
れ
な
い
・。
此
の
本
に
載
ぜ
ら
れ

た
紀
行
文
か
ら
は
、
風
景
の
給
蓋
的
印
象
を
得
る
こ
と
も
出
来
な
け
れ

ば
「ス
旅
に
於
け
る
著
者
の
思
想
を
聴
く
こ
と
も
出
来
な
い
。
田
部
氏
か

ら
期
待
す
る
も
の
と
し
て
は
最
も
一貧
し
い
紀
行
文
で
あ
る
。
・

理
窟
抜
き
の
軽
い
随
筆
の
中
に
は
、
い
ゝ
も
の
が
幾
つ
か
あ
つ
た
。
之

等
の
随
筆
の
中
に
は
、
他
の
田
部
氏
の
著
書
の
中
に
書
か
れ
た
も
の
と
、

重
複
し
て
居
り
、然
も
他
の
本
に
あ
つ
た
も
の
ゝ
方
が
優
れ
て
ゐ
る
様
な

の
が
あ
る
。

夏
に
理
窟
の
勝
つ
た
随
筆
に
就
て
は
、
私
は
、田
部
氏
が
も
つ
と
想
を

練
ら
れ
て
、
随
筆
な
ぞ
と
中
途
牛
端
に
ぜ
す
に
、
一
貫
し
た
田
部
氏
の
登

出
に
封
す
る
思
想
を
、書
か
れ
た
ら
ば
と
思
つ
て
ゐ
る
。
私
達
の
先
輩
か

ら
、
最
も
期
待
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、啓
嚢
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
多
い
も
の
で
あ
る
と
期
待
し
て
ゐ
る
。

田
部
氏
の
先
に
著
は
さ
れ
た
、
二
肝
の
山
の
本
に
封
す
る
私
の
記
憶
か

ら
剣
断
し
て
、
此
の
本
は
、最
も
落
ち
る
も
の
だ
と
思
ふ
。
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最
後
に
、
著
本
は
、
序
文
で
、
「
山
に
開
す
る
著
述
は
こ
れ
で
二
肝
に

な
る
。
若
し
著
者
の
山
に
開
す
る
考
を
見
よ
う
と
す
る
人
が
あ
ら
ば
、そ

の

一
つ
に
よ
つ
て
、断
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
護
者
に
希
望
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
共
の
一
部
を
断
片
的
に
取
つ
て
審
議
さ
れ
る
こ
と
は
、著
者
の

精
神
に
徹
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
滋
に
云
つ
て
置
き
た
い
。」
と
述

べ
て
あ
る
。

之
は
恐
ら
く
、
著
者
の
山
岳
人
と
Ｌ
て
の
人
格
、或
は
生
命
に
対
す
る

批
剣
へ
の
断
り
書
き
だ
と
思
ふ
。
此
の
本
を
、
一
般
の
本
と
し
て
批
評
す

る
こ
と
は
、此
の
序
文
の
断
り
書
き
に
鯛
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
ふ
。

既
に
一
冊
の
本
と
し
て
世
に
出
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
「
山
岳
」

の
編
輯
者
が
、私
に
此
の
本
の
批
評
を
命
じ
ら
れ
た
の
も
、
恐
ら
く
同
様

な
考
へ
か
ら
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浦
松
佐
美
大
鄭
）

白
馬
連
峯
ど
高
瀬
漢
谷

冠
松
次
郎
著

四
六
制
。三
九
七
頁
・定
慣
二
園
五
十
錢

梓
書
房
版

「
こ
の
書
は
私
の
黒
部
流
域
を
中
心
と
し
た
、著
逃
の
最
後
の
も
の
で
あ

る
ρ
…
‥
恐
ら
ぐ
今
後
、自
分
は
か
う
云
ふ
や
う
な
、　
一
つ
の
山
地
の
纏

同

書

紹

介

つ
た
概
槻
、紀
行
等
を
書
く
こ
と
は
出
来
ま
い
。
こ
れ
が
最
後
の
も
の
で
、

そ
の
意
味
で
、本
書
は
私
に
は
柳
か
名
残
を
惜
ま
る
ゝ
記
念
出
版
で
あ
る

と
思
つ
て
ゐ
る
。」
之
は
著
者
の
序
文
で
あ
る
。
か
う
書
か
れ
た
の
を
讀

む
と
讀
若
も

・何
と
な
く
し
ん
み
り
と
此
の
書
を
手
に
す
る
や
う
な
気
分

に
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
が
、考
へ
て
見
れ
ば
著
者
程
古
く
か
ら
山
に
親
し

み
、
然
も
今
日
衛
第

一
線
に
立
つ
て
旺
ん
に
山
に
入
つ
て
居
る
人
は
少

い
。
巻
末
の
省
像
が
示
す
如
く
、流
石
に
操
上
げ
の
邊
り
に
は
馴
か
霜
の

降
り
た
の
を
認
め
る
が
、
著
者
が
都
會
に
於
い
て
よ
り
も
山
中
に
於
ｒ

て
、よ
り
容
易
に
見
出
さ
れ
得
る
こ
と
は
今
日
と
雖
も

一
向
に
憂
り
が
な

い
所
を
見
れ
ば
、そ
ん
な
に
哀
傷
的
な
気
分
を
持
つ
に
も
営
ら
な
い
マ
う

だ
。
何
れ
に
し
て
も
、「
黒
部
漢
谷
」
に
始
つ
て
、
「
立
山
群
峯
」
「
飢
岳
」

「
黒
部
」
「
双
六
谷
」
「
後
立
山
連
峯
」
此
の
七
年
間
に
於
け
る
著
者
の
黒

部
流
域
に
封
す
る
筆
を
通
し
て
の
献
身
は
、著
者
の
足
跡
そ
の
も，
の
と
共

に
、永
く
我
々
の
登
山
史
上
に
遺
る

一
つ
の
雁
然
た
る
存
在
で
あ
る
。

「白
馬
連
峯
と
高
瀬
漢
谷
」
は
大
別
し
て
二
部
に
分
た
れ
る
。
第

一
部
は

此
の
表
題
の
地
域
の
概
説
で
あ
り
、第
二
部
ｔｔ
紀
行
と
随
筆
と
で
あ
る
。

内
容
は
必
す
し
も
自
馬
や
高
瀬
谷
に
限
定
さ
れ
て
居
な
い
。

第

一
部
は
山
に
入
る
に
常
つ
て
は
必
譲
の
部
分
で
あ
る
が
、直
接
関
係

が
な
け
れ
ば
必
要
な
時
迄
棚
に
蔵
つ
て
お
い
て
も
い
ゝ
。
要
す
る
に
問
題

の
取
扱
ひ
方
が
客
観
的
で
あ
る
。
第
二
部
は
反
封
に
山
よ
り

も
著
者
が

一充
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固

書

紹

介

表
面
に
乗
出
し
て
居
る
。

第
二
部
の
最
初
に
出
て
ゐ
る

「
山
は
歩
か
れ
て
ゐ
る
か
」は
著
者
が
本

賞
に
そ
の
腹
の
中
に
あ
る

一
物
を
投
げ
つ
け
た

一
つ
の
爆
弾
宣
言
で
あ

り
、之
に
同
感
の
意
を
表
す
る
者
は
決
し
て
少
く
あ
る
よ
い
。
日
本
の
山

は
―
―
日
本
ア
ル
プ
ス
も
勿
論
の
こ
と
だ
が
―

決
し
て
ま
だ
到
底
登

り
蓋
さ
れ
て
は
居
な
い
。
第
二
部
で
は
何
と
云
つ
て
も
「
銀
座
と
ア
ル
プ

ス
」
式
の
純
粋
の
随
筆
が
面
白
い
。
然
し

「
自
然
美
と
水
力
電
気
」
と
い

ふ
や
う
な
短
い
も
の
に
逆
つ
た
著
者
の
熱
情
を
も
見
逃
ず
課
に
は
行
〃

な
い
。
年
輩
か
ら
云
へ
ば
、我
々
輩
の
通
に
先
輩
で
あ
る
著
者
に
此
の
若

さ
と
同
志
と
を
見
出
す
こ
と
は
此
の
上
な
く
楡
快
で
も
あ
り
、ス
後
輩
に

と
つ
て
の
よ
い
刺
戦
で
も
あ
る
。

挿
入
さ
れ
た
篤
員
は
流
石
に
何
れ
も
爽
快
な
る
も
の
、定
償
が
驚
く
可

く
廉
偵
で
あ
る
こ
と
も
特
筆
に
値
す
る
。
　
　
　
　
　
（
松
方
二
郎
）
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０
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ニ
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ω
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心

ｏ　
Ｆ
Ｏ
●
鮎
〇
●
・　
ド
⑬
ω
心

・

著
者
、
マ
レ
イ
ｏウ
ォ
ル
ト
ン
の
名
は
、
我
々
に
は
視
し
み
の
深
い
も

の
で
あ
る
。
我
々
は
氏
自
身
の
菫
潜
登
山
談
を
小
集
倉
の
講
演
で
聴
い

一七
〇

た
こ
と
も
あ
り
、氏
の
紀
行
文
が

『
山
岳
』
を
飾
つ
た
こ
と
も
あ
る
。
彼

の
日
本
滞
在
期
は

一
九

一
六
年
頃
か
ら

一
九
三
二
年
ま
で
で
あ
つ
た
が
、

そ
の
間
に
彼
の
試
み
た
登
山
の
記
録
を
集
め
た
も
の
が
、
こ
の
一
勝
に
な

つ
て
公
に
さ
れ
た
課
で
あ
る
。

本
書
の
巻
頭
、
小
島
烏
水
氏
の
序
文
に
は

『探
瞼
時
代
に
於
け
る
ウ
ェ

ス
ト
ン
の
成
せ
る
功
業
と
相
並
ん
で
、我
が
日
本
の
山
岳
は
、
フ
ル
ト
ン

氏
に
依
つ
て
、新
し
い
名
著
を
寄
典
さ
れ
た
課
で
あ
る
。
我
等
日
本
山
岳

人
の
愧
び
大
な
る
も
の
が
あ
る
、
こ
ゝ
に
絶
東
よ
り
、
歓
呼
を
途
る
』
と

あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
と
ウ
ォ
ル
ト
ン
氏
と
の
間
に
は
、

大
き
な
時
代
の
差
異
が
あ

る
。
二
人
の
日
本
の
登
山
の
歴
史
に
於
け
る

地
位
も
異
れ
ば
、日
本
の
山
に
封
す
る
観
方
自
慢
も
自
ら
異
る
。
時
代
的

に
見
て
、前
者
を
以
つ
て

『
日
本
ア
ル
プ
ス
探
瞼
時
代
』
の
人
と
す
る
な

ら
ば
、後
者
は
正
に
そ
の

『
流
行
時
代
』
の
人
で
あ
る
。

『
流
行
時
代
』
に
現
は
れ
た
ウ
ォ
ル
ト
ン
氏
が
こ
の
著
書
の
う

ち
に
取

扱
つ
て
ゐ
る
題
目
は
、蔓
湾
の
如
き
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
は
、
我
々
の

間
に
は
す
で
に
語
り
つ
く
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、従
つ
て
そ
れ
ら
の
内
容

を

一
々
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
は
必
要
で
は

な

い
。
た
ゞ
本
著
の
組
立

を
説
明
す
る
意
味
か
ら
全
健
を
順
を
逐
ふ
て

一
警
す
る
。

著
者
は
、
そ
の
自
序
に
於
て
、
各
章
の
も
つ
特
色
に

一
言
し
て
、
ウ
ェ

ス
ト
ン
時
代
の
日
本
の
山
と
現
今
の
山
と
を
比
較
し
、た
ゞ
今
も
昔
も
墜
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り
な
い
一
つ
の
條
件
と
し

て
日
本
に
於
け
る
天
候
の
不
安
定
を
撃
げ
「

『
こ
の
本
の
う
ち
で
雨
の
こ
と
を
書
き
た
て
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

雨
を
ぬ
き
に
し
て
は
、日
本
に
於
け
る
登
山
の
完
全
な
記
述
と
は
な
ら
な

い
』
と
述
べ
て
ゐ
る
。
我
々
日
本
の
生
活
は
雨
と
極
め
て
密
接
な
関
係
に

あ
る
所
か
ら
習
慣
と
な
つ
て
了
つ
て
、雨
の
こ
と
が
紀
行
文
に
ど
ん
な
に

多
く
出
て
来
て
も
、我
々
に
は
餘
り
気
に
な
ら
な
い
が
、
外
国
人
に
と
つ

て
は
餘
程
気
に
な
る
ら
し
く
、現
に
出
版
の
相
談
を
受
け
て
ウ
ォ
ル
ト
ン

氏
の
原
稿
を
讀
ん
だ

一
書
難
主
人
は
そ
れ
を
讀
ん
で
い
た
く
憂
鬱
に
な

つ
た
と
告
白
し
、
或
る
部
分
の
制
除
を
思
告
し
た
と
い
ふ
話
だ
。

第

一
章
は

『
山
々
へ
の
序
言
』
と
題
し
、著
者
の
少
年
時
代
に
於
け
る

南
阿
の
、ま
た
ス
ノ
ゥ
ド
ン
の
思
出
か
ら
、山
と
の
関
係
を
説
い
て
ゐ
る
。

『
私
は
九
才
の
時
山
へ
…
…
』
と
い
ふ
書
き
ぶ
り
は
、
そ
れ
を
書
く
人
の

年
齢
や
経
歴
に
よ
つ
て
随
分
憂
な
印
象
を
護
者
に
典
へ
る
も
の
だ
。―
―

ス
マ
イ
ス
な
ど
も

，
つ
て
ゐ
る
が
、此
の
手
は
兎
か
く
キ
ザ
で
目
ざ
は
り

だ
。
―
―

こ
ん
な
事
は
こ
の
場
合
別
問
題
で
あ
る
が
、と
も
か
く
著
者
の

山
登
り
ら
し
い
山
登
り
は
日
本
で
始
ま
つ
て
ゐ
る
。
斯
く
し
て

一
九

一

七
年
の
燕
―
槍
（
日
本
ア
ル
プ
ス
の
最
初
の
旅
行
）
と
一
九

一
八
年
の
焼
、

槍
―
穂
高
の
縦
走
と
が
先
づ
物
語
ら
れ
る
。

第
二
章
以
下

口
ぎ

『
Ｒ
８
８
”
―
葡
萄
牙
語
の

『
美
し
い
島
』
―
と
題

し
、著
者
の
最
も
得
意
と
す
る
車
湾
風
物
並
に
菫
潜
山
岳
に
次
の
四
章
を

固

書

紹

介

割
い
て
ゐ
る
。
即
ち
第
二
章
で
は
壼
潜
風
物

一
般
を
、第
二
章
で
次
高
及

び
ハ
パ
ノ
ラ
ウ
、
第
四
章
に
南
湖
大
山
、中
央
尖
山
を
、
そ
し
て
第
五
章

に
新
高
山
を
誌
し
て
ゐ
る
ｃ

そ
れ
か
ら
内
地
に
戻
つ
て
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
さ
ん
を
あ
れ
程
に
感
慨
さ
せ

た
木
曾
御
岳
の
宗
教
に
先
づ
第
六
章
を
さ
き
、次
い
で
第
七
章
に
は
御
岳

よ
り
乗
鞍

へ
（
一
九
二
七
年
）
を
、第
八
章
に
は
第
二
回
御
岳
登
山
（
一
九

二

一
年
）
を
誌
し
て
後
、韓
じ
て
南
ア
ル
プ
ス
に
筆
を
向
け
「
第
九
章
に

は
甲
斐
駒
―
仙
丈
―
間
―
農
鳥
を
、第
十
章
に
は
農
鳥
―
間
―
堕
見
―
小

河
内
―
悪
澤
を
、第
十

一
章
に
赤
石
―
兎
―
聖
―
上
河
内
（
一
九
二
六
年
）

を
，第
十
二
章
に
木
層
駒

（
一
九
二
七
年
）
を
、
と
四
回
の
縦
走
を
記
録
　
Ｄ

し
、夏
に
北
ア
ル
プ
ス
に

一
韓
し
て
、
第
十
三
章
に
針
木
―
立
山
―
郷
ｌ
　
α

鹿
島
槍
―
白
馬
を
語
り
日
本
ア
ル
プ
ス
と
別
れ
，第
十
四
章
に
は
東
北
に

韓
じ
て
蔵
王
及
び
盤
梯
に
及
び
、第
十
五
章
に
は
再
び
南
に
屋
久
島
を
訪

れ
、第
十
六
章
に
秩
父
三
峯
、第
十
七
章
に
筑
波
を
、そ
し
て
第
十
八
章
に

日
光
を
語
つ
て
、
最
後
に
短
い
エ
ビ
ロ
ー
グ
で
絡
つ
て
ゐ
る
。

倫
巷
末
に
は
、内
地
及
び
菫
潜
の
山
岳
高
度
表
、
日
本
語
彙
、
並
び
に

索
引
が
添
付
さ
れ
て
あ
る
。

窮
員
は
、著
者
自
作
の
も
の
と
そ
の
他
全
部
二
十
六
面
。
我
々
に
は
珍

ら
し
く
な
い
風
物
も
の
が
あ
る
が
撰
帯
は

い
ゝ
ｏ

御
岳
講
の
の
ぼ
り
を
表
紙
に
捺
し
た
装
慎
１１
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
の
員
似

一士



固

書

紹

介

た
も
の
か
、
私
と
し
て
は

『遊
山
地
』
の
や
う
な

さ
つ
ば
り
し
た
も
の

を
と
り
た
い
。

本
文
通
覧
の
感
想
は
、全
文
至
つ
て
無
味
乾
燥
な
砂
を
か
む
如
き
味
ひ

で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
然
Ｌ
そ
れ
は
あ
な
が
ち
筆
者
の
み
の
責

任
で
は
あ
る
よ
い
。
筆
者
に
日
本
の
山
を
知
ら
な

い
人
を
讀
者
と
し
て

ゐ
る
の
で
あ
り
、従
つ
て
、
我
々
と
し
て
は
時
に
退
風
を
感
ぜ
ざ
る
を
得

な
い
の
も
巳
む
を
得
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
我
々
と
し
て
は
も
つ
と
ウ
ォ

ル
ト

ン
氏
自
身
の
眼
に
映
じ
た
儘
の
日
本
の
山
の
感
想
が
聞
き
た
い
詳

だ
。
日
本
の
生
活
に
も
馴
れ
、言
葉
に
も
巧
み
な
氏
の
こ
と
で
は
あ
つ
た

が
、氏
の
日
本
山
岳
観
が
も
つ
と
語
ら
れ
て
居
た
な
ら
ば
我
々
は
進
に
此

の
本
に
封
し
深
い
興
味
を
持
つ
た
こ
と
だ
ら
う
。
然
Ｌ
我
々
は
，著
者
の

十
年
餘
に
わ
た
る
登
山
に
封
し
て
は
十
三
分
の
敬
意
を
排
ふ
も
の
だ
。

日
本
ア
ル
プ
ス
を
初
め
、北
は
蔵
王
か
ら
南
は
肇
潜
に
及
ん
で
ゐ
て
そ
の

足
跡
の
廣
さ
に
封
し
驚
異
を
感
じ
な
い
も
の
は
少
く
な
い
と
思
ふ
。

ウ
ェ
ス
ト
ン
の
本
は

今
日

一
つ
の
立
派
な
古
典
的
存
在
と
な
つ
て
ゐ

る
。
古
典
と
は
た
ゞ
古
い
と
い
ふ
の
で
も
な
け
れ
ば
、叉
た
ゞ
過
去
に
重

要
な
役
割
を
巣
Ｌ
た
と
い
ふ
丈
け
で
も
な
い
。
旅
行
案
内
が
多
く
そ
の

現
在
的
効
用
を
失
ふ
と
共
に
捨
て
ら
れ
る
の
は
そ
れ
に
古
典
偵
値
が
な

い
か
ら
で
あ
ら
う
。

ウ
ォ
ル
ト
ン
氏
の
著
は
「そ
の
内
容
に
盛
ら
れ
た
範
日
の
廣
さ
か
ら
Ｌ

一場
ニ

て
も
、地
名
そ
の
他
の
正
確
さ
か
ら
し
て
も
日
本
に
於
け
る
登
山
の
立
派

な
紹
介
で
あ
る
。
然
し
何
と
な
く
我
々
が
、物
足
り
な
く
感
す
る
の
は
餘

り
に
線
て
が
事
務
的
に
虎
理
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。

然
し
そ
れ
は
―

前
に
も
述
べ
た
通
り
―

必
す
し
も
著
者
の
責
任
で

は
な
い
。
ス
著
し
著
者
に
そ
の
責
任
の
幾
分
が
あ
る
と
し
て
む
「そ
れ
は

寧
ろ
著
者
の
時
代
が
大
部
分
を
負
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
黒
田
孝
雄
）
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山
岳
語
棄
、
山
岳
書
目
録
、
引
照

と
い
ふ
各
方
面
の
第

一
人
者
の
執
筆
の
協
力
に
よ
る
本
著
の
紹
介
は
、

こ
れ
で
充
分
に
つ
き
て
ゐ
る
。

こ
ゝ
に
は
全
巻
に
わ
た
る
詳
細
な
る
紹
介
並
に
批
評
は
差
控
え
て
置

間

書

紹

介

く
が
、た
ゞ
我
々
と
し
て
最
も
興
味
の
あ
る
ロ
ン
グ
ス
タ
フ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ

紹
介
と
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
日
本
紹
介
を
稽
ヽ
詳
し
く
博

へ
て
置
き
た
い
ｏ

×
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
×

ロ
ン
グ
ス
タ
フ
の
湾
常
し
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
、日
次
の
通
り
。
七
節
に
互

る
が
頁
数
で
数
へ
れ
ば
、僅
か
に
二
十
頁
に
足
ら
な
い
。
こ
の
短
い
内
に
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
全
山
系
を
説
明
し
了
し
て
ゐ
る
。
よ
く
コ
ン
サ
イ
ズ
さ
れ
、少

し
の
無
駄
な
し
に
逃
べ
て
あ
る
所
、
長
く
彼
の
地
に
あ
つ
た
彼
に
し
て

初
め
て
よ
く
な
し
得
る
所
で
あ
ら
う
と
つ
く
づ
く
感
ぜ
さ
越
ら
れ
る
。

第
十
七
章
に
於
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
意
味
。地
形
、
動
植
物
等
に
つ
い
て
概

説
を
典
へ
すこ
ロ
ン
グ
ス
タ
フ
は
、次
の
二
章
に
於
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
旅
行
、

登
山
、
岩
登
り
に
つ
い
て
、多
く
の
ア
ド
プ
ァ
イ
ス
と
ヒ
ン
ト
を
典
へ
く

れ
て
あ
る
。
そ
の
何
れ
も
が
よ
い
暗
示
に
富
ん
で
居
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
に
開
し
て
、先
づ
第

一
に
問
題
と
な
る
の
は
暇
と
金
と
で
あ

る
が
、自
由
に
使
へ
る
時
間
が
長
け
れ
ば
長
い
程
、
比
較
的
安
あ
が
り
に

す
む
Ｌ
、
反
封
に
、時
間
の
制
限
が
短
か
い
程
比
較
的
高
く
つ
く
も
の
で

あ
る
。
次
に
は
登
山
家
或
は
旅
行
家
自
ら
の
メ
ン
タ
ル
な
準
備
が
必
要

で
、そ
の
地
の
風
物
に
規
Ｌ
む
た
め
に
は
、
先
づ
言
語
か
ら
始
め
る
。
ヒ

ン
ド
ス
タ
ニ
ー
を
少
し
か
ぢ
つ
て
置
け
ば
よ
い
。
次
に
は
目
的
地
の
事

を
書
い
た
も
の
を
よ
く
讀
ん
で
置
い
て
、そ
の
風
土
省
慣
を
研
究
し
て
置

く
。
こ
れ
丈
け
準
備
出
来
れ
ば
、気
の
置
け
な
い
二
三
の
友
逹
と
、
四
ケ

一も
三
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介

月
位
の
間
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の

一
シ
ー
ズ
ン
を
し
か
も
ア
ル
プ
ス
に
費
す
位
の

費
用
で
喩
快
に
途
つ
て
来
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

尤
も
そ
れ
は
小
規
模
な
登
山
、
旅
行
に
つ
い
て
ゞ
あ
る
が
、大
規
模
な

も
の
と
な
つ
て
は
、ス
特
別
の
用
意
が
必
要
で
あ
る
。
エ
プ
ェ
レ
ス
ト
の

場
合
の
マ
う
に
、今
日

「
新
聞
」
か
ら
無
形
有
形
の
援
助
を
獲
る
こ
と
は

必
要
で
あ
る
が
、し
か
し
こ
の
場
合

Ｏ
ξ

”
”
８
ｏ
】ｏ
■
ｏ
諄
●
２
”く
Ｆ
”

喘ｏ『
いお
ｏ〓
巴
ｏ
り
ｏ
と
い
ふ
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

次
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ガ
イ
ド
の
こ
と
、
プ
ル
ー
ス
、
ケ
ラ
ス
等
の
訓
練
に

よ
つ
て
．土
着
人
の
う
ち
に
も
多
く
の
優
秀
な
措
夫
が
養
成
さ
れ
、
彼
等

が
多
く
の
登
攀
に
偉
れ
た
功
績
を
残
し
つ
ヽ
あ
る
が
、今
日
で
は
次
第
に

そ
の
中
か
ら
、ガ
イ
ド
の
養
成
も
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
し
か
し
充

分
に
熟
練
し
た
登
山
家
な
ら
ば
、か
ヽ
る
土
人
達
を
友
と
し
て
登
る
こ
と

も
で
き
る
。
そ
れ
に
は
、土
人
達
の
尊
敬
と
信
頼
と
を
得
る
や
う
に
、
ま

た
そ
の
使
用
す
る
下
男
と
土
人
と
の
関
係
、
イ
ン
ド
特
有
の
厳
格
な
階
級

差
別
の
こ
と
に
も
注
意
を
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
。

岩
登
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
領
域
は
な
ほ
無
限
で
、
ア
ル

プ
ス
の
几
て
の
峯
が
ス
パ
イ
ク
さ
れ
ヽ
カ
ウ
カ
サ
ス
の
ウ
シ
ュ
バ
が
女
の

足
で
業
に
日
帰
り
さ
れ
る
今
日
で
も
、
ム
ス
タ
フ
タ
ウ
ァ
や
サ
ル
ト
ロ
ス

パ
イ
ャ
ー
ス
は
、今
も
征
項
さ
れ
す
に
残
つ
て
ゐ
る
。
今
日
で
は
こ
の
方

面
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
便
値
は
、
全
く
低
く
評
償
さ
れ
て
ゐ
る
。

一七
四

雪
の
状
態
は
こ
ゝ
で
は
ア
ル
プ
ス
よ
り
も
複
雑
で
あ
つ
て
、
ア
ル
プ
ス

の
夏
と
冬
と
が
同
時
に
見
出
さ
れ
、東
及
び
北
の
斜
面
と
南
及
び
西
の
そ

れ
は
全
く
異
つ
て
ゐ
る
。
雪
の
ス
ロ
ー
プ
は
、
ア
ル
プ
ス
よ
り
も
念
で
、

雪
崩
も
大
規
模
で
、そ
の
危
険
も
従
つ
て
甚
大
で
、
新
雲
後
三
日
‐間
は
近

づ
く
こ
と
を
さ
け
る
べ
き
で
あ
る
。

暴
風
雨
は
、そ
れ
に
よ
つ
て
起
る
洪
水
と
共
に
、
殊
に
ヒ
ン
ゾ
ー
ク
シ

の
方
面
で
は
注
意
を
要
す
る
。
大
き
な
高
い
峯
々
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
特
有

の
嵐
が
あ
る

（
モ
ン
ス
ー
ン
と
は
無
関
係
に
）
。
し
か
し
こ
の
モ
ン
ス
ー

ン
は
六
月
末
か
ら
始
ま
り
、市
の
方
の
部
分
に
特
に
そ
の
威
力
を
獲
揮
す

る
が
、北
の
方
マ
ラ
ダ
ク
の
方
で
は
大
し
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
モ
ン
ス

ー
ン
の
絡
つ
た
九
月
に
よ
い
天
気
が
つ
ゞ
く
が
、十
月
高
い
所
に
新
雲
が

亦
る
ま
で
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
最
も
よ
い
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
で
は
ガ
イ
ド
プ
ッ
ク
が
な
い
の
で
偵
察
は
必
要
で
あ
る
。
雪

斜
面
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
は
、眼
に
見
た
以
上
に
急
で
あ
る
、
初
め
て
ヒ
マ
ラ

ヤ
の
山
々
に
接
す
る
人
々
に
と
つ
て
は
．
距
離
の
観
念
が
狂
ひ
易
い
。と

ま
れ
、地
岡
に
よ
つ
て
よ
く
研
究
の
上
ｆ
貴
地
に
於
い
て
よ
い
グ
ラ
ス
に

よ

つ
て
目
指
す
峯
の
ル
ー
ト
を
偵
察
Ｌ
て
最
も
近
い
と
思
は
れ
る
ル
ー

ト
を
自
ら
撰
ぶ
の
が
，
一
つ
の
成
功
の
繊
訣
で
あ
る
。

装
備
は
ア
ル
プ
ス
と
餘
り
異
ら
な
い
、高
い
所
で
は
カ
ラ
コ
ラ
ム
に
イ

タ
リ
ア
隊
の
使
用
し
すこ
靴
、
軟
い
ウ
イ
ン
ド
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
ソ
ラ
・
ト
ビ
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の
帽
子
、
り
る
い
軽
い
疲
袋
、小
さ
な
換
氣
装
置
と
下
敷
を
縫
込
ん
だ
テ

ン
ト
０
下
の
方
で
は
フ
ラ
ン
ネ
ル
の
軽
い
着
物
、疲
具
も
必
要
で
あ
る
。

一
九
二
八
年
設
立
の

ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
ク
ラ
プ
は
、
登
山
者
に
便
宜
を
興

へ
、最
近
の
情
勢
も
よ
く
報
告
し
て
く
れ
る
。
皆
仕
事
の
片
手
間
に
す
る

仕
事
だ
か
ら
、自
分
の
回
で
剣
る
や
う
な
事
は
問
合
ぜ
な
い
や
う
に
し
た

い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
ロ
ン
グ
ス
タ
フ
は
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
と
ヒ
ン
ト
を
絡
つ
て
ゐ
る
。

次
の
数
章
は
、
地
域
別
に
各
山
系
を
案
内
的
に
紹
介
し
て
ゐ
る
。

パ
ミ
ー
ル
、
ア
ラ
イ
パ
ミ
ー
ル
、
天
山
、
ク
エ
ン
ル
ー
ン
の
山
岳
は
、

蘇
、
支
雨
国
内
の
政
治
的
事
情
も
関
係
あ
つ
て
、非
常
に
接
近
し
が
た
い

し
、
ス
、
金
、暇
、準
備
を
充
分
に
整
へ
な
け
れ
ば
成
功
を
期
し
得
な
い
。

ま
た
ヒ
ン
ダ
ー
ク
シ
、
ム
ス
タ
フ
ー
カ
ラ
コ
ラ
ム
も
略
そ
れ
と
同
じ
や
う

な
状
況
で
あ
る
。
従
つ
て
費
用
の
方
は
第
二
と
し
て
も
、時
間
的
に
制
限

さ
れ
な
い
こ
と
が
、
こ
の
北
部
旅
行
の
第

一
の
問
題
で
あ
ら
う
ｏ
と
ま

れ
、
こ
の
部
分
は
、
登
山
よ
り
も
、む
し
ろ
水
河
探
瞼
の
方
面
か
ら
の
研

究
旅
行
に
適
し
て
ゐ
る
。

ク
ル
、
ス
ピ
テ
ー
ラ
ホ
ー
ル
、
バ
シ
ャ
ー
ル
の
山
々
は
普
通
の
登
山
家

に
は
無
脱
さ
れ
て
ゐ
る
が
、高
さ
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
、
接
近
も
極
め

て
業
で
安
上
り
だ
、
庭
女
峯
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
ゐ
る
か
ら
、ど
れ
で
も
好

き
な
奴
を
搬
ん
で
登
れ
る
ｃ
休
暇
利
用
の
登
山
家
が

よ
く
登
る
所
で
あ

固

書

紹

介

ス
一
。ガ

ル
ワ
ー
ル
と
ク
マ
ウ
ン
と
の
ア
ル
プ
ス
的
な
構
造
は
、そ
の
美
は
し

い
森
林
、花
鳥
と
共
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
最
も
美
は
し
い
地
方
で
あ
る
。
ガ
ン

ゴ
ト
リ
、
カ
メ
ッ
ト
、
パ
ン
チ
・チ
ュ
リ
、
ナ
ン
グ
デ
デ
ィ
に
分
れ
、
政

治
的
に
面
倒
の
少
く
、
近
接
も
比
較
的
手
軽
で
あ
る
か
ら
、比
較
的
簡
短

に
し
か
も
相
賞
手
硬
い
ク
ラ
イ
ム
を
享
築
し
、
一
方
そ
の
自
然
美
に
接
し

得
る
の
が
、こ
の
地
方
の
特
色
で
あ
る
。

ネ
パ
ー
ル
は
政
治
的
に
極
め
て
厄
介
な
地
方
で
。探
瞼
家
に
は
全
く
閉

鎖
さ
れ
て
あ
て
、
大
規
模
な
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
，入
回
は
難
し

い

が
、
〓
丁
四
人
の
土
着
民
を
友
と
し
た
パ
ア
テ
イ
な
ら
ば
差
支
へ
な
い
ら
　
つ

し
い
。
案
外
素
晴
ら
し
い
登
山
が
期
待
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
　
　
　
Ｃ

エ
デ
ェ
レ
ス
ト
に
開
し
て
は
前
後
四
回
の
登
攀
を
簡
約
し
、絡
来
の
登

攀
は
必
ず
モ
ン
ス
ー
ン
の
前
に
行
ふ
べ
き
で
、
エ
プ
ェ
レ
ス
ト
の
コ
ン
デ

ィ
シ
ョ
ン
は
四
月
が
最
も
よ
く
、
第
ニ
キ
ャ
ン
プ
は
五
月

一
日
前
に
設
け

る
、
そ
し
て
ル
ー
ト
は
、
ノ
ー
ト
ン
ル
ー
ト
を
と
る
こ
と
な
ど
、
詳
細
に

逃
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

シ
ッ
キ
ム
は
、従
来
多
く
の
人
々
に
よ
つ
て
最
も
頻
繁
に
登
攀
さ
れ
、

カ
ン
チ
ェ
ン
の
如
き
尤
物
も
控
へ
て
ゐ
る
が
、
運
搬
が
距
離
の
割
合
に
高

く
つ
く
こ
と
、雰
の
状
態
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
中
で
最
も
悪
い
こ
と
、
し
か
も
麓

の
漢
谷
は
熱
帯
的
で
不
健
康
な
る
こ
と
な
ど
の
、不
利
な
條
件
も
あ
る
。

一七
五



岡

書

紹

介

プ
ー
タ
ン
は
特
殊
の
任
務
を
有
す

る
旅
行
家
の
み
が
入
回
を
許
可
さ

れ
、従
つ
て
登
山
家
の
側
か
ら
は
全
く
未
開
地
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
以

束
の
支
那
回
境
の
部
分
と
同
じ
で
あ
る
が
、持
茶
登
山
家
の
活
動
が
こ
の

方
面
で
大
い
に
期
待
さ
れ
て
ゐ
る
。

か
く
し
て

ロ
ン
グ
ス
タ
フ
は

最
後
に
次
の
や
う
に
要
約
し
て
筆
を
欄

く
。
繰
返
し
て
云
へ
ば
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
出
曇
す
る
た
め
に
は
先
づ
自
ら
を

準
備
す
る
面
倒
を
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
。
高
さ
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
、

ア
ル
プ
ス
よ
り
も
安
上
り
で
あ
る
。
雲
と
岩
の
難
し
さ
を
撰
ぶ
な
ら
ば

限
り
は
な
い
が
、技
能
的
な
難
し
さ
は
、
ア
ル
プ
ス
、
カ
ウ
カ
サ
ス
に
経

験
し
すこ
所
よ
り
も
確
か
に

一
段
上
で
あ
る
。

含
ま
だ
ノ
ヽ
我
々
に
と
つ
て
大
切
な
こ
と
も
詳
し
く
攀
げ
て
あ
る
が
、

こ
ゝ
に
は
以
上
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
止
め
て
置
く
、
ロ
ン
グ
ス
タ
フ
の
上

に
逃
べ
た
や
う
な
様
々
の
注
意
に
、言
葉
は
簡
潔
で
あ
る
が
、
り
つ
く
り

と
味
つ
て
見
た
い
、
含
蓄
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

Ｘ
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
×

ウ

ェ
ス
ト
ン
に
従
つ
て
日
本
に
目
を
韓
じ
て
見
マ
う
。
第
二
十
八
草

で
日
本
の
山
岳
が
取
扱
は
れ
て
あ
る
。

日
本
の
主
山
系
は

そ
の
全
面
積
の
四
分
の
三
を
占
め
る
こ
と
か
ら
説

き
は
じ
め
て
、樺
太
か
ら
南
下
す
る
北
方
山
系
と
支
那

・
菫
潜
か
ら
入
つ

て
来
る
南
山
系
と
の
接
合
貼
が
日
本
ア
ル
プ
ス
で
あ
り
。そ
の
間
に
噴
出

」七六

す
る
富
士
山
を
そ
の
代
表
と
す
る
火
山
系
の
介
在
す
る
こ
と
な
ど
、日
本

の
山
岳
に
つ
い
て

一
應
の
概
念
を
興
へ
る
。

日
本
ア
ル
プ
ス
を
ロ
ン
バ
ル
デ
ア
不
原
か
ら
望
む
ア
ル
プ
ｏ
マ
リ
テ
イ

ム
マ
ベ
ル
ガ
マ
ス
ク
ｏ
ア
ル
プ
ス
と
比
較
す
る
高
度
七
廣
さ
を
持
つ
と
云

つ
て
，
日
本
ア
ル
プ
ス
を
北
南
に
分
つ
て
夫
々
の
特
徴
に
つ
い
て
、ま
た

そ
こ
の
動
植
物
を
述
べ
た
の
ち
、韓
じ
て
富
士
山
を
説
明
し
、
そ
の
冬
期

登
山
の
こ
と
に
及
ん
で
ゐ
る
。

そ
れ
か
ら
日
本
の
山
岳
が
約
四
十
年
以
前
「外
國
」
の
登
山
家
に
よ
つ

て
初
め
て
日
本
の
登
山
界
の
注
目
さ
る
ゝ
に
至
つ
て
か
ら
、急
速
な
曇
展

が
見
ら
れ
、
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
登
山
が
戸
外
運
動
の
最
も
普

遍
的
な
も
の
と
な
つ
主
こ
と
か
ら
、登
山
道
の
開
拓
、山
小
屋
の
建
設
、案

内
人
組
合
の
組
織
、地
間
の
製
作
な
ど
の
こ
と
ま
で
逃
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

韓
じ
て
日
本
山
岳
含
の
こ
と
，學
校
山
岳
部
の
こ
と
、「山
目
記
」
の
こ

と
な
ど
を
述
べ
、
之
を
評
し
て

「
ｏ
ｇ
げ
ぞ

多
①
８
ｏｏけ
多
ｏ
８
暉
”
〓
ヽ

８
８

，
①計①
く
ｏτ
８
ｏ
ｏ
喘
〓
∽
″
Ｆ
鮎

口̈
①
凛
∽”８
８
と
書
い
て
ゐ
る
が
、

汗
顔
の
至
り
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
節
を
改
め
て
北
ア
ル
プ
ス
の
説
明
に
入
り
、自
馬
、鹿
島
槍
、

針
ノ
木
、
立
山
、
飢
、
燕
、
槍
穂
高
、
乗
鞍
、
御
岳
、
駒
に
及
び
、南
ア

ル
プ
ス
で
は
甲
斐
駒
、
北
岳
、
鳳
凰
、
仙
丈
「赤
石
に
ふ
れ
て
か
な
り
詳

細
な
案
内
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
説
明
ぶ
り
も
親
切
に
、
ア
プ
ン
ー
デ
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イ
ト
に
行
は
れ
て
あ
る
。

第
二
十
九
章
で
も
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
携
常
で
、初
め
朝
鮮
の
こ
と
が
逃
べ

て
あ
り
、
白
頭
山
、
金
剛
山
、
集
仙
年
、
五
峰
の
こ
と
を
僅
か
に

一
頁
の

う
ち
に
要
領
よ
く
説
明
さ
れ
て
居
る
。
つ
い
で
華
湾
に
入
つ
て
、新
高
、

次
高
の
こ
と
な
ど
か
な
り
に
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
居
り
、奎
湾
山
岳
會
の

こ
と
に
も
言
及
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
南
湖
大
山
、中
央
尖
山
の
こ
と
も

出
て
ゐ
る
。

×
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
　
×

以
上
簡
単
で
ｌｔ
あ
る
が

ヒ
マ
ラ
ヤ
と
日
本
と
の
部
分
的
紹
介
を
絡
つ

た
つ
も
り
で
あ
る
。

本
著
全
般
か
ら
受
け
る
所
感
を
最
後
に

一
言
し
て
置
か
う
。

全
章
何
れ
も
そ
の
道
、そ
の
道
の
第

一
人
者
に
よ
つ
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
だ
け
に
、
何
れ
も
傑
れ
て
ゐ
る
。
何
の
一
章
を

一
つ
取
出
し
て

も
、立
派
な
獨
立
し
な
も
の
と
し
て
成
立
し
得
る
も
の
ば
か
り
。
全
盤
の

編
輯
に
営
つ
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
腕
前
も
肯
首
し
得
る
。

挿
入
さ
れ
た
窮
曇
は
全
部
で
百
三
十
面
と
い
ふ
多
数
に
上
つ
て
ゐ
る
。

テ
ク
ニ
ー
ク
、高
山
植
物
に
開
す
る
も
の
を
除
い
て
は
、
多
く
世
界
の
山

々
の
第
長
で
あ
り
、よ
く
蒐
集
さ
れ
て
ゐ
る
。

そ
へ
ら
れ
て
あ
る
地
同
は
・、
英
国
、
ア
ル
プ
ス
、欧
洲
、
ア
フ
リ
カ
、

ア
ジ
ア
、
ニ
ュ
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
北
・南
ア
メ
リ
カ
、
日
本
と
大
機
に
世
界
を

固
・書

紹

介

網
羅
し
た
九
面
か
ら
成
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
地
同
は
「
恐
ら
く
こ
の
本

に
は
最
も
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ
も
の
、第

一
に
青
色
刷
の
そ
れ
は
、
見
た
眠

に
は
顔
る
感
じ
が
悪
ｒ
。

ロ
ン
ズ
デ
ー
ル
の
『
登
山
術
』
は
、
英
語
で
書
か
れ
た
こ
の
種
の
著
書

と
し
て
三
度
目
の
試
み
で
あ
る
と

い
へ
る
。
卸
ち
登
山
術
に
開
す
る
綜

合
的
著
述
と
し
て
第

一
に
撃
げ
ら
れ
る
の
は
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
叢
書
の
デ

ン
ト
の

『登
山
術
』
（
一
人
九
二
年
）
で
あ
り
、そ
の
次
に
位
す
る
の
が
、

ヤ
ン
グ
の

『
マ
ウ
ン
テ
ン
ク
ラ
フ
ト
』
（
一
九
二
〇
年
）
そ
し
て
第
二
が

こ
の
ス
ベ
ン
サ
ー
で
あ
る
。
こ
の
三
ル
を
並
べ
て
見
る
と
、そ
れ
ん
ヽ
特

色
が
あ
る
が
、そ
れ
た
ヽ
そ
の
時
代
を
遺
憾
な
く
反
映
し
て
ゐ
る
の
に
先

づ
注
目

さ
れ
る
。
デ
ン
ト
の
著
が

十
九
世
紀
末
葉
の
イ
ギ
リ
ス
登
山
家

の
水
準
を
示
す
も
の
と
す
れ
ば
、
ヤ
ン
グ
の
そ
れ
は
大
戦
前
後
の
水
準
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
ス
ベ
ン
サ
ー
編
輯
の
本
著
は

一
九
二
〇
年
代
の
登
山

術
の
水
準
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
ヤ
ン
グ
を
除
い
て
、前
後
四
十
年
も
各
々
相
隔
つ
た
デ
ン
ト
と

ス
ベ
ン
サ
ー
を
比
較
す
る
こ
と
は
稽
ミ
穏
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、全
盤
か

ら
見
て
こ
の
二
冊
の
編
輯
振
を
比
較
す
る
と
、そ
こ
に
も
大
き
な
憂
化
が

見
ら
れ
る
。
第

一
に
目
に
止
ま
る
の
は
執
筆
者
の
顔
ぶ
れ
の
憂
化
で
あ

る
。
デ
ン
ト
が
英
国
人
の
み
の
會
員
の
協
力
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
た
の

が
、
ス
ベ
ン
サ
ー
で
は
英
国
人
の
み
な
ら
す
、獨
、佛
、米
と
各
国
に
あ
る

一七
七
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固

書

紹

介

會
員
も
こ
れ
に
参
し
て
ゐ
る
こ
と
で
、こ
れ
は

一
面
か
ら
見
れ
ば
英
国
山

岳
會
の
曇
展
を
物
語
る
こ
と
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
大
き
な
締
条遷

で
あ
る
。

デ
ン
ト
に
見
ら
れ
る
諷
刺
的
な
面
白
い
カ
ッ
ト
を
入
れ
た
り
と
り
あ

る
編
輯
ぶ
り
、そ
れ
か
ら
受
け
る
エ
ッ
タ
リ
し
た
気
持
は
、
ロ
ン
ズ
デ
ー

ル
で
は
見
出
さ
れ
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
ギ
ッ
チ
リ
組
ま
れ
た
組
方
は
、明

か
に
近
代
的
な
ぜ
ヽ
こ
ま
し
さ
を
感
ぜ
ぎ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
氣

持
は
デ
ン
ト
に
あ
る

０
・
Ｕ
・
〓
”
諄
０ｌ
ｏ
”
８
ｏ
〓
８
■
８
ｏ
ｏ
ｈ
”

〓
ｏ
ｃ
ュ
“〓
ｏ８

の
如
き
章
が

一
つ
も
入
つ
て
な
い
こ
と
か
ら
も
感
ぜ
ら

れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
デ
ン
ト
ー
ヤ
ン
グ
ー
ス
ベ
ン
サ
ー
を
貫
く
英
國
的

の
惇
統
は
、最
近
、
山
の
ハ
ン
ド
プ
ッ
ク
と
し
て
出
版
さ
れ
た
Ｄ
Ｏ̈
Ａ
Ｖ

の
・『
ア
ル
ピ
ネ
ス
・
ハ
ン
ド
プ
フ
』
Ｃ
Ａ
Ｆ

・
Ｇ
Ｈ
Ｍ
共
編
の

『
マ
ニ
ュ

ア
ル
・ダ
ル
ビ
ニ
ス
ム
』
の
如
く
に
現
は
れ
て
居
る
大
陸
の
惇
統
と
比
較

す
る
と
き
、
更
に

一
居
明
確
に
く
み
と
ら
れ
る
。
こ
の
大
陸
の
二
著
は
、

記
述
は
如
何
に
も
科
學
的
で
、取
扱
ふ
項
目
の
分
類
も
系
統
立
つ
て
は
ゐ

る
が
、そ
れ
ら
か
ら
英
国
式
の
温
か
味
を
く
み
と
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

と
同
時
に
英
国
の
三
種
は
記
述
こ
そ
科
學
的
で
は
あ
る
が
、項
目
の
分
類

な
ど
が
自
由
で
あ
つ
て
、そ
れ
か
ら
は
科
學
的
の
冷
た
さ
を
何
等
受
け
な

い
。
何
か
登
山
史
の
事
で
も
、簡
単
に
ナ
イ
ン
ン
と
調
べ
た
い
と
い
ふ
場

合
に
は
、大
陸
の
方
に
至
つ
て
重
賓
で
１１
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
五
種
を

一七八

並
べ
て
置
い
て
、
び
よ
つ
ぶ
し
に
何
気
な
く
ひ
ろ
ひ
讀
み
し
た
い
と
い
ぶ

場
合
に
手
の
出
る
の
は
．
英
国
の
本
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

（
黒
田
孝
雄
）
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金
日
　

報

含

務

報

告

】
月
定
例
理
事
會

一
月
十
五
日
會
事
務
所

出
席
　
高
頭
、
鳥
山
、
松
方
、
田
日
、
額
田
、
里
一日
、
櫻
井
．逸
見
、横
、

藤
島

（
以
下
委
任
）
磯
野
、
三
日
、
飯
塚

一
、
昭
和
十
年
度
事
務
分
捨
左
の
通
り
決
定
ぜ
リ

會
　
計
　
鳥
山
、
飯
塚

庶

．務
　
鳥
山
、
皿
一日
、
磯
野

編
　
輯
　
松
方
．
逸
見
、
森
日
、
一漏
島
．
機
野
、
里
一田

山
口
記
　
田
日
、
里
一田
、
藤
島
、
角
田

（
嚇
託
）

會
　
報
　
額
日
、
櫻
井
、
逸
見

固
　
書
　
三
日
、
松
方
、
磯
野

調
　
査
　
田
日
、
三
日
、
松
方

二
月
定
例
理
事
會

二
月
七
日
會
事
務
所

出
席
　
高
頭
、
小
島
ゝ
冠
．
棋
、
藤
島
．
松
方
、
三
日
、
鳥
山
、
飯
球
。

含
　
　
　
　
報

別
宮
、
田
日
、
櫻
井
。
磯
野
、
森
間
、
逸
見
、
額
田
、
黒
田
．
角
田

（
嚇
託
）

一
、
「
山
口
記
」
編
輯
報
告

一
、
次
回
小
集
會
の
作

一
、
日
書
基
金
の
件

一
、
二
十
周
年
記
念
事
業

一
、
「
山
岳
」
二
十
九
年
二
焼
報
告

一
、
十
年
度
山
岳
編
輯
の
件

一
、
大
手
氏
銅
像
建
設
に
就
い
て
山
岳
會
よ
り
寄
附
の
件

（
小
島
）

臨
時
役
員
縄
含

二
月
十
四
日
會
事
務
所

出
席
　
高
頭
、
木
暮
、
小
島
、
藤
島
、
松
方
、
里
一日
、
額
田
、
飯
塚
、逸

見
、
櫻
井
、
田
口
、
磯
野

（
以
下
委
任
）
武
田
、
高
野
、山
川
、近
藤
「

冠
、
中
村
、
木
村
、
三
枝
、
鳥
山
．
別
宮
、
薦
島

役
員
線
會

一
、
會
則

（
第
九
條
　
評
議
員
推
薦
に
開
す
る
條
項
）
の
愛
夏
の
件
、條

文
立
案
の
上
改
め
て
議
す
る
こ
と

一
、
創
立
二
十
周
年
を
記
念
し
て
左
の
事
業
を
行
ふ
に
決
す

山
岳
同
書
展
覧
會

（
二
月
開
催
）

三
十
周
年
記
念
有
志
晩
餐
會

（
五
月
開
催
）

一七
カ
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會
　
　
　
報

開
西
に
於
け
る
講
演
會

（
十
月
開
催
の
豫
定
）

記
念
出
版
物
版
行
の
件

つ
ゞ
い
て

二
月
定
例
理
事
會

一
、
「
山
岳
」
編
輯
の
件

一
、
「
山
日
記
」
編
輯
の
件

四
月
定
例
理
事
含

四
月
十

一
日
於
晩
翠
軒

出
席
　
十同
野
、
高
頭
、
小
島
、
松
方
、
鳥
山
、
藤
島
、
磯
野
、
森
田
、額

田
、
薦
島
、
逸
見
、
三
田
、
飯
塚
、
里
一日
、
冠
、
日
日

一
、
會
則
第
九
條
立
案
の
件

一
、
「
山
岳
」
編
輯
に
開
す
る
件

一
、
山
岳
固
書
展
覧
倉
の
件

つ
ゞ
い
て
渡
佛
す
る
評
議
員
藤
島
敏
男
氏
の
途
別
會
を
開
催
ず
。

五
月
定
例
理
事
會

五
月
九
日
會
事
務
所

出
席
　
高
頭
、
木
暮
、
鳥
山
、
飯
塚
、
逸
見
、
森
日
、
田
日
、
松
方
（
以

下
委
任
）
小
島
、
■
一日
、
三
田

一
、
「
山
岳
」
第
二
十
年
第

一
続
編
輯
報
告

一
、
會
則
第
九
條
改
正
案
の
件

一八〇

一
、
第
六
十
七
回
小
集
會
開
催
の
件

一
、
山
岳
間
書
展
覧
會
に
関
す
る
、
事
務
並
に
會
計
報
告

一
、
「
山
口
記
」
編
輯
報
告

一
、
ポ
リ
ツ
ア
氏
極
地
冬
山
参
加
勧
誘
に
開
す
る
件

六
月
定
例
理
事
會

六
月
十
三
日
午
後
六
時
牛
會
事
務
所

出
席
　
高
頭
、
小
島
、
横
、
松
方
、
額
田
、
森
田
、
逸
見
、
櫻
井
、
田

日
、
里
一田

一
、
會
員
省
像
募
集
の
件

一
、
「
山
口
記
」
破
行
報
告

一
、
「
山
岳
」
第

一
流
編
輯
報
告

一
、
研
究
懇
談
會
開
催
報
告

五
　
・
ＩＩ
三
十
日

高
橋
理
事
上
京
を
期
と
し
白
頭
山
登
攀
に
つ
き
こ
の
種

の
會
合
を
開
催
ぜ
り
、
今
後
引
績
き
催
す
こ
′と
に
決
オ
。

一
、
今
三
十
周
年
記
念
事
業
の

一
つ
と
し
て
、山
岳
邁
難
救
難
制
度
の
研

究
を
な
す
こ
と
に
決
す
。

昭
和
九
年
度
會
員
大
會

昭
和
九
年
十
二
月
十
三
日
午
後
七
時
よ
り

昭
和
九
年
度
會
員
大
會
を

開
催
す
ｃ
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高
頭
含
長
よ
り
先
づ

一
場
の
挨
拶
あ
り
。次
い
で
松
方
理
事
は

一
般
含

務
報
告
、
「
山
岳
」
、
「
山
口
記
」
。山
小
屋
共
の
他
主
な
る
事
業
報
告
の
後
、

登
山
界
全
般
に
瓦
る
昭
和
九
年
中
の
簡
明
な
る
レ
ビ
ュ
ウ
を
行
ひ
、鳥
山

理
事
の
會
計
報
告
あ
つ
て
閉
會
。

中
原
繁
之
助

　

一品
頭
仁
兵
術

　

小

島

久

大

　

森

田

勝

彦

黒

田
孝

雄

績

い
て
左
の
講
演
に
移
る
。

白
頭

山
登

攀

　

　

　

　

　

　

　

　

兄

島

勘

次

氏

木
幕
氏
の
紹
介
に
て
、今
年
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
朝
鮮
の
山
族
に
過
し

た
會
員
兄
島
勘
次
氏
の
白
頭
山
共
の
他
面
白
い
登
山
談
が
あ
つ
た
ｏ
夏

に
美
麗
な
る
多
数
の
幻
燈
に
よ
つ
て
見
な
れ
ぬ
山
の
姿
は
吾
々
の
前
に

次
々
と
展
開
越
ら
れ
興
味
深
い
一
夜
を
過
し
た
。

第
六
十
五
回
小
集
會

二
月
十
四
日
於
三
含
堂

一
、
ゲ
ナ
ル
ク
・ジ
ム
メ
ル
の
山
岳
観
を
中
心
と
し
て

會
員
　
辻
　
墓

一
氏

松
方
理
事
の
紹
介
で
辻
氏
の
講
演
に
入
る
。
内
容
は
ジ
ム
メ
ル
の
「
デ

ィ
ｏ
ア
ル
ベ
ン
」
の
大
意
を
紹
介
し
つ
ヽ
そ
れ
に
封
す
る
氏
の
見
解
を
約
一

時
間
牛
に
わ
た
つ
て
逃
べ
ら
れ
た
。
ジ
ム
メ
ル
の
論
ぜ
る

ア
ル
ベ
ン
的

景
観
の
極
端
は
水
雲
地
帯
に
し
て
、そ
の
美
観
は
、
感
情
移
人
を
拒
否
し

て
絶
封
的
譜
、歴
史
の
う
ち
に
あ
り
て
動
か
ざ
る
も
の
を
象
徴
す
る
所
に

あ
り
と
越
る
も
、講
演
者
は
文
化
の
破
達
に
従
ひ
、
生
の
概
念
の
振
充
が

行
は
れ
、従
来
生
を
拒
否
越
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
る
も
の
が
、
新
ら
し

一全

出
　
席
　
者

笈

川

　

一

伊
藤
直
二
郎

中

司

文
夫

飛

川

維

之

木

村

一
男

長

澤

佳
熊

木

村

鍍

吉

飯
塚
篤
之
助

吉

田
祀

二

紳

谷
　
恭

浅

原

重
縫

精
山
清
太
郎

長

沼
　
重

小

林
　
丘

湯

漉
　
藤

含

山

崎

武

士

岡

本

勝

二

松

方

二
郎

角

田

吉

夫

長
島

春

雄

岡

田
喜

一

荒
井
道
太
郎

高

橋

健

治

田

日

一
部

吉

田

竹

志

村

尾

金

二

野

口
末

延

谷
　
重

雄

岡
田
友
治
耶

廣

瀬
　
潔

判

薦
田
嘉
四
耶

山

口
清

秀

鳥

山

悌

成

宇
田
川
久
太
郎

木
暮
理
太
郎

伊
藤
秀
五
耶

三

木

高

琴

見
島

勘

次

小
林
太
刀
夫

橋
本
晋
七
耶

黒

田

正
夫

鍋
倉

英

大

近

藤

恒

雄

足
立
源

一
部

田
邊

主

計

富

田

恒

雄

岩
崎
京
二
郎

大

澤

照

貞

加

藤

恭

平

中
原
繁
之
助

津

田

周

二

茨
木
猪
之
吉

本

郷

常

幸

西

川

倍

義

斎

藤

雄

三

園

村
　
孝

逸

見

真

雄

安
田
登
西
次

渡

邊

　
漸

川

上

言兼
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會
　
　
　
報

き
生
観
念
よ
り

見
れ
ば
却
つ
て
生
に
充
満
ぜ
る
も
の
と
な
る
こ
と
を

一

般
藝
術
及
自
然
美
に
つ
い
て
例
證
し
、持
来
に
お
い
て
は
水
雪
地
帯
に
お

い
て
も
十
分
な
る
生
感
情
の
移
入
が
行
は
れ
「
特
に
登
山
行
動
に
よ
る

生
化
が
行
は
る
ヽ
こ
と
に
よ
つ
て
、
ジ
ム
メ
ル
の
考
を
更
１１
曇
展
止
揚
し

得
る
も
の
な
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
。
（
本
統
辻
氏
論
文
参
照
）

講
演
後
松
方
．
小
島
雨
氏
の
質
疑
應
答
が
辻
氏
と
の
間
に
行
は
れ
た
。

参

會
　
者

高
頭
仁
兵
術
　
　
松
方

二
郎
　
　
酒

井

忠

一　
　
石
塚
秀
次
郎

飯
塚
篤
之
助
　
　
一鵬
田
嘉
四
郎

　

茨
木
猪
之
吉

　

里
一
田
孝

雄

内
田
桂

一
部
　
　
小

林
　
丘
　
　
湯

浅
　
山厳
　
　
堀

田
爾

一

洩

原

重

縫

　

伊

勢

　
環

　

泉
　
員

善

　

櫻
井

信

雄

慈
留
邊
留
ジ
ャ
ン
東
　
良

〓
一
　

士口
田
竹

志

　

田

中

菅

雄

岡

本

勝

一
一　
　
土

屋

鎮

雄

　

橋
本
晋
七
耶

　

磯
員
藤
大
耶

小
島

久

太

　

藤

島

敏

男

　

田

口

一
部

　

逸

見

真

雄

西

川

信

義

　

中

司

文

大

　

岩
崎
京
二
郎

　

飛

川

維

之

島

田
　
巽

　

廣

瀬
　
潔

　

田
邊

主

計

　

木

村

一
男

川
喜
田
壮
大
耶
　
田

代
霊

爾

　

外
に
會
員
外
十
二
名

第
六
十
六
回
小
集
書

（開
西
）

四
月
十
日
午
後
七
時
大
阪
堂

，ビ
ル
清
交
流

一〈ニ

別
宮
理
事
司
會
に
て
開
催
左
記
議
演
あ
り
。

一
、
自
頭
山
登
山
に
就
て

（
ポ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
と
自
頭
山
）

宮

崎

武

夫

氏

一
、
自
頭
山
登
山
準
備
に
就
て
　
　
　
　
　
長
谷
川
清
三
郎
氏

三
十
周
年
記
念
晩
餐
會

五
月
四
日
午
後
六
時
よ
り
京
橋
中
央
事
に
於
て
開
か
る
。
岡
書
展
覧

會
を
見
て
、
そ
れ
か
ら
プ
ラ
ノ
ヽ
行
け
る
襟
目
論
ん
だ
の
が
、常
つ
た
の

か
後
に
記
す
る
様
な
大
盛
會
で
あ
つ
た
。
殊
に
費
起
人
、
オ
リ
デ
ナ
ル
・

メ
ン
バ
ー
の
元
気
盛
ん
な
る
姿
、叉
現
役
の
學
生
メ
ン
バ
ー
の
出
や
け
し

た
顔
を
多
数
見
出
し
た
事
は
非
常
な
る
喜
び
で
あ
つ
た
。

先
づ
控
室
で
記
念
撮
影
の
後
、食
堂
を
開
き
含
長
、
長
老
を
中
心
に
各

自
任
意
に
席
を
占
め
、
談
笑
、
随
虎
に
涌
く
。

食
後
、高
頭
會
長
の
ト
ー
ス
ト
に
よ
り
山
岳
含
の
角
め
に
乾
杯
の
後
、

松
方
、
鷹
野
、
小
島
と
順
次
、順
途
り
に
前
者
の
指
名
に
よ
つ
て
立
ち
以

下
辻
村
、
辻
、
近
藤
、
別
宮
、
茨
木
、
三
日
、
佐
藤

と
そ
れ
た
ヽ

一
説

あ
り
、さ
な
が
ら

「
山
岳
」
の
活
歴
史
を
ひ
も
ど
く
が
如
き
盛
親
で
あ
つ

た
。
殊
に
、小
島
さ
ん
の
チ
ェ
ム
バ
レ
ン
の
話
や
、
こ
の
種
會
合
等
に
出

席
さ
れ
る
事
の
極
め
て
稀
れ
と
問
及
ぶ
辻
村
大
郎
氏
が
「博
物
の
友
」
と

云
ふ
雑
誌
に
、

――‐
岳
含
の
店
告
が
あ
つ
た
の
で
初
め
て
そ
の
存
在
を
知
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り
「
入
會
す
る
に
到
つ
た
と
の
話
、
茨
木
さ
ん
の

「
私
は
本
常
は
非
常
に

若
い
の
だ
が
、年
寄
と
ば
か
り
つ
き
あ
つ
て
居
た
の
で
こ
ん
な
に
頭
が
は

げ
た
」
説
等
．
印
象
に
残
つ
た
興
味
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
。

卓
を
撤
し
て
さ
ら
に
隣
室
に
到
り
、紫
煙
の
内
に
大
肇
、
高
鷲
涌
き
起

り
十
分
歎
を
蓋
し
、
絡
つ
た
の
は
十
時
過
で
あ
つ
た
。

こ
の
三
十
周
年
に
あ
た
り
、か
く
も
盛
大
な
山
岳
會
の
威
容
を
見
、
今

さ
ら
な
が
ら
力
張
く
感
す
る
と
共
に
、来
る
可
き
四
十
周
年
．
五
十
周
年

に
は
、
こ
の
力
を
土
菫
と
し
て
、
さ
ら
に
一
歩
前
進
、
世
界
山
岳
界
の
何

等
か
意
義
あ
る
貢
献
を
な
し
得
べ
き
事
を
思
つ
た
の
は
筆
者
の
み
で
あ

つ
た
ら
う
か
。
絡
り
に
、
こ
の
盛
會
に
棋
、
藤
島
雨
君
が
出
席
出
来
な
か

つ
た
事
を
深
く
遺
憾
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
磯
野
記
）

出
　
席
　
者

高
頭
仁
兵
術
　
　
田

口

一
耶

　

松

方

二
郎

　

爽
木
猪
之
吉

行

方

沼

束

　

里
¨
田
孝

雄

　

小

島

久

大

　

大

熊

保

夫

高

野

鷹

蔵

　

磯

野

計

蔵

　

別
宮

貞

俊

　

辻
　
荘

一

岩

永

信

雄

　

一鵬
田
嘉
四
郎

　

高
未
菊
三
鄭

　

近

藤

茂

古

本

多

友

司

　

八
木
橋
豊
吉

　

森

田

勝

彦

　

村
田
数
之
亮

木

村

一
男

　

伊
藤
直
二
郎

　

廣

瀬

　
潔

　

田
村

正

男

石
澤

五

男

　

岡

本

信

三

　

村

瀬

久

保

　

飯
塚
篤
之
助

辻

村

太
郎

　

山石
崎
京
二
郎
、一購

岡
埜
徳
之
助

　

島

田
　

巽

會
　
　
　
報

三
十
周
年
記
念
山
岳
圏
書
展
覧
會

本
會
創
立
三
十
周
年
記
念
事
業
の

一
つ
で
あ
る
固
書
展
覧
會
は
二
月

二
日
か
ら
七
日
迄
五
日
間
日
本
橋
丸
善
書
店
模
上
で
開
か
れ
た
ｃ

出
品
は
和
書
二
十
二
部
、洋
書
百
八
十
二
部
、地
同
給
同
類
三
十
四
部
ゝ

他
に
登
山
家
の
省
像
、筆
蹟
等
、
陳
列
棚
か
ら
壁
ま
で
山
の
本
と
地
固
類

で
全
く
流
れ
る
ば
か
り
の
盛
況
を
呈
し
た
。
場
所
の
制
限
か
ら

一
勝
々

々
の
本
を
よ
り
鄭
重
に
陳
べ
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
こ
と
、地
同
を

一

時
に
展
覧
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
こ
と
が
心
残
り
で
あ
り
、且
つ
會

期
が
僅
か
に
五
日
間
で
あ
つ
た
こ
と
が
憾
み
で
は
あ
つ
すこ
が
、前
後
五
日

間
の
間
に
、少
く
と
も

一
千
名
の
同
好
の
十
の
眼
を
築
し
ま
越
た
丼
思
へ

ば
陳
列
品
の
蒐
集
や
陳
列
に
盤
し
た
係
り
の
勢
力
は
大
い
に
酬
わ
れ
た

と
云
ふ
可
き
で
あ
ら
う
。

陳
列
品
が
若
十
の
例
外
を
除
い
て
は

全
部
倉
員
並
に
會
固
書
室
の
蔵

品
で
あ
つ
た
こ
と
、
殊
に
、時
間
の
関
係
そ
の
他
か
ら
極
く
少
数
の
含
員

に
出
品
を
乞
ふ
た
の
に
も
拘
ら
す
、之
丈
け
の
多
角
的
で
不
衡
の
と
れ
た

一全
・

田

中

菅

雄

逸

見
員

雄

紳

谷
　
恭

木

村

鍍

吉

三

田
幸

夫

山

崎

和

一

三

浦
　
新

吉

田
竹

志

谷

日

現

古

早

川

義

耶

佐

藤

文

二

以
上
四
十
六
名

小
森
宮
章
正

石
塚
秀
次
郎

田

邊

主

計
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・合
【　
　
　
　
報

山
岳
固
書
を
蒐
集
展
覧
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
に
特
筆
す
べ
き
事
柄

で
あ
ら
う
ｏ

陳
列
用
ケ
ー
ス
は
上
か
ら
覗
く
甜
子
ケ
ー
ス
が
五
菫
、
大
書
棚
が
三

個
、
小
書
棚
が
二
個
で
あ
つ
た
。

こ
の
内
小
書
棚
が
會
場
の
入
日
に
置
か
れ
て
、日
本
山
岳
會
の
歴
史
に

殊
に
由
緒
の
深
い
文
献
が
此
虎
に
祭
り
込
ま
れ
た
。
例
へ
ば
會
公
井
「
山

岳
」
二
十
余
巻
。
「
日
木
ア
ル
プ
ス
」
四
巻
、
「
日
本
山
嶽
志
Ｌ
前
後
八
輯

の
奮
「
高
山
深
谷
」
大
揃
ひ
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
の

「
日
本
ア
ル
プ
ス
」
等
が

そ
れ
で
あ
る
。
此
の
他
マ
ム
の
「
ア
ル
バ
イ
ン
・ク
ラ
ブ
・
レ
ジ
ス
タ
ー
」

三
巷
、
シ
ュ
ト
ゥ
ー
デ
ル
の

「
瑞
西
ア
ル
プ
ス
登
攀
誌
」
、
ア
ル
パ
イ
ン
・

ク
ラ
プ
の

「
項
、峠
及
び
水
河
」
三
輯
等
も
此
虎
に
仲
間
入
り
を
し
■
。

最
初
の
構
子
ケ
ー
ス
三
個
は
何
れ
も
欧
洲
ア
ル
プ
ス
に
開
聯
し
た
も

の
、第

一
は

コ
ン
ウ
ェ
イ
の

「
ア
ル
プ
ス
」
豪
華
版
、
プ
ロ
ッ
ク
ド
ン
の

「
ア
ル
プ
ス
の
峠
」
二
巻
、
カ
ン
ニ
ン
ガ
ム
の

「
ア
ル
プ
ス
の
先
樅
者
」

等
の
大
版
物
の
他
、
ク
ー
リ
ッ
デ
、
マ
ム
メ
リ
ー
．
ウ
ィ
ル
ス
、
テ
ィ
ン

グ
ル
等
謂
は
ゞ
、英
国
系
の
登
山
家
の
作
で
、
ア
ル
プ
ス
を
開
拓
し
叉
登

攀
し
た
時
代
を
忽
ば
越
る
も
の
が
多
か
つ
た
ｃ

次
の
棚
で
は
幾
分
方
面
が
憂
一つ
て
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
、
ド
ロ
ミ
ー
テ
の
物

が
入
り
、そ
れ
に
ジ
ャ
ゾ
ェ
ル
、
ゴ
ー
、
ク
ギ
ー
、
ウ
ィ
ン
ク
ラ
ー
等
の

佛
獨
換
の
登
攀
者
の
活
動
が
陳
列
品
を
通
し
て
物
語
ら
れ
て
居
た
が
、中

一〈
四

央
に
壁
に
つ
け
て
置
か
れ
た
大
き

ｒ
平
棚
は
陳
列
品
全
部
が
モ
ン
・プ
ラ

ン
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
に
集
中
さ
れ
て
居
た
。
勿
論
ド
ゥ
・
ン
シ
ュ
ー
ル
、

ウ
ィ
ム
パ
ー
の
作
が
先
づ
出
る
の
は
営
然
、
ギ
ー
ド
・
レ
イ
の
諸
著
も
此

虎
に
は
な
く
て
な
ら
な
い
。
ハ
ド
ソ
ン
の

「
意
思
あ
る
所
に
途
あ
り
」
等

と
並
ん
で
ア
ル
バ
ー
ト
・
ス
ミ
ス
の

「
モ
ン
・プ
ラ
ン
」が
出
て
居
る
の
も

面
白
い
。
エ
デ
プ
ト
會
館
の
有
名
な
モ
ン
・プ
ラ
ン
・
パ
ノ
ラ
マ
の
筋
書

―
ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
よ
り
本
會
へ
の
寄
賠
品
―
な
ど
ど
ん
な
古
書
の
目
録

に
も
出
て
茶
な
い
珍
品
も
あ
れ
ば
、山
の
本
と
し
て
は
な
く
て
な
ら
ぬ
ラ

ス
キ
ン
の

「
近
世
書
家
論
」
の
初
版
も
、
ラ
ス
キ
ン
自
署
入
り
の
窮
員
と

一
緒
に
出
て
居
■
。
ウ
ィ
ム
パ
ー
の
「
ア
ル
プ
ス
登
攀
記
」
の
決
定
版
も

堂
々
た
る
自
署
入
り
の
品
。
何
れ
に
し
て
も
か
う
や
つ
て
見
る
と
，
登

攀
史
上
の
ア
ル
プ
ス
黄
金
時
代
は
文
献
の
上
で
も
黄
金
時
代
の
観
が
あ

る
。此

の
棚
と
向
ひ
合
つ
た
壁
に
は
額
入
り
で
シ
ュ
ラ
ー
ギ
ン
ト
ワ
イ
ト

の
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
の
綸
が
懸
つ
て
ゐ
て
、そ
ゞ
ろ
に
垂
涎
お
く
能
は
ぎ
る

も
の
が
あ
る
が
、そ
の
下
の
ベ
ン
チ
に
列
ん
だ
の
は
山
岳
固
書
道
の
餓
鬼

仲
間
、書
食
時
に
抜
け
出
し
た
事
故
、
會
走
に
掃
ら
れ
ば
な
ら
す
、
さ
れ

ば
と
て
去
る
に
も
去
り
難
し
と
い
つ
た
顔
ば
か
り
、
や
れ
何
の
大
郎
兵
衛

が
ウ
ィ
ム
パ
ー
の
自
署
本
を
持
つ
て
居
る
の
は
甚
だ
怪
し
か
ら
ぬ
と
か
「

某
の
牛
兵
術
所
蔵
の
豪
華
本
に
身
分
不
相
應
だ
の
と
、何
れ
も
自
分
の
こ
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と
は
棚
に
あ
げ
て
喧
し
き
ば
か
り
。

ベ
ン
チ
の
次
の
構
子
ケ
ー
ス
は
書
翰
と
筆
蹟
、そ
れ
に
珍
中
の
珍
と
も

稀
す
べ
き
マ
ル
テ
ル
の
著
と
「
立
山
登
臨
固
記
」
が
同
居
。
書
翰
に
は
フ

ム
ボ
ル
ト
、
テ
イ
ン
ダ
ル
、
プ
ラ
イ
ス
、ウ
ィ
ム
パ
ー
．
フ
ォ
ー
プ
ス
、
ラ
ス

キ
ン
等
々
ア
ル
プ
ス
と
は
切
つ
て
も
切
れ
ぬ
人
々
の
筆
蹟
、悪
筆
か
達
筆

か
は
剣
ら
ぬ
が
相
宙
讀
み
に
く
い
の
も
あ
る
の
に
気
を
強
く
す
る
輩
も

あ
る
。
遺
稿
の
自
眉
は
辻
村
氏
の
「綾
ス
ウ
ィ
ス
ロ
記
」
の
原
稿
、湯
本
の

山
出
し
の
デ
プ
リ
の
中
か
ら
破
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
故
人
を
記
念

す
る
角
め
に
心
を
込
め
て
造
ら
れ
た
装
訂
、見
返
し
等
見
て
ゐ
れ
ば
限
り

が
な
い
。
そ
の
隣
り
が
立
山
で
逝
つ
れ
板
倉
氏
、ザ
ラ
紙
ノ
ー
ト
に
認
め

た
記
録
な
ど
が
故
人
の
風
格
を
物
語
る
。
そ
の
次
に
列
ん
だ
故
大
島
氏

の
原
稿

一
束
、何
れ
も
故
人
の
筆
ま
め
さ
と
そ
の
道
へ
の
精
進
を
語
つ
て

餘
り
あ
る
も
の
、ど
れ
も
之
れ
も
見
飽
き
ぬ
も
の
ば
か
り
だ
が
、
プ
ル
ー

ス
持
軍
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
ロ
誌
に
至
つ
て
は

正
に
見
る
者
を
し
て
唖
然
た
ら

し
め
る
。
ど
う
し
て
之
を
フ
ー
ラ
ー
か
ら
貰
つ
た
も
の
か
、相
手
が
相
営

の
山
男
故
、
真
逆
脅
し
た
も
の
で
も
あ
る
よ
い
が
、驚
く
に
耐
へ
た
こ
と

で
あ
る
。
ア
ル
プ
ス
で
は
山
案
内
を
つ
れ
て
歩
く
と
、そ
の
あ
と
で
登
攀

記
録
を
そ
の
山
案
内
の
手
帳
に
書
込
ん
で
や
る
の
が
慣
し
だ
が
、
プ
ル
ー

ス
の
手
記
は
、同
じ
目
的
で
ク
ル
、
ラ
ホ
ー
ル
を
歩
い
た
時
の
日
記
を
書

い
て
常
時
の
山
案
内
フ
ー
ラ
ー
に
興
へ
た
も
の
、此
の
品
は
三
田
氏
の
奸

含
　
　
　
　
報

意
に
よ
り
展
覧
含
を
機
會
に
今
後
會
で
保
律
す
る
こ
と
ヽ
な
つ
た
。

和
書
ケ
ー
ス
に
は
さ
す
が
に
今
迄
の
横
文
字
の
世
界
と
は

ま
る
で
違

つ
た
感
じ
が

流
れ
て
ゐ
る
。
労
々
稀
槻
書
に
重
肺
を
置
い
た
此
の
箱
に

は
古
い
道
中
記
等
も
あ
つ
■
が
、和
書
に
つ
い
て
は
何
れ
に
し
て
も
絡
末

再
び
日
本
山
岳
會
の
名
に
於
い
て
大
々
的
の
展
覧
會
を
開
催
し
な
け
れ

ば
な
る
よ
い
。
然
し
何
れ
に
し
て
も
持
茶
へ
の
前
楽
と
し
て
は

此
の

一

箱
の
蒐
集
も
充
分
食
慾
構
進
剤
と
し
て
の
役
目
を
果
し
て
居
る
。

か
う
や
つ
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
、市
子
越
し
に
、
押
ず
な
押
す
な
と
列

ん
だ
名
著
奇
書
を
順
歴
し
た
摯
旬
、
突
営
り
の
大
書
棚
に
ぶ
つ
か
る
と
、

之
れ
は
大
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
棚
で
あ
る
。　
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
攀
記
四
巻
は

勿

論
、
ア
プ
ル
ヂ
公
の

「
カ
ラ
コ
ー
ラ
ム
」
。
護
む
讀
ま
ぬ
は
別
と
し
て
イ

タ
リ
ア
語
の
豪
華
版
な
ど
目
映
い
ば
か
り
、天
丼
知
ら
す
に
値
段
の
上
つ

て
行
く
フ
レ
ッ
シ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
「
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ン
ガ
」
が
員
中
に

落
若
き
排
つ
た
具
合
な
ど
も
清
々
し
い
。

隣
り
の
大
書
棚
は

一
韓
Ｌ
て
ア
フ
リ
カ
大
陸
と
南
北
ア
メ
リ
カ
、然
し

上
段
中
央
に
は
ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
の
省
像
と
彼
の
著
書
三
肝
を
初
め
日
本

関
係
の
書
物
が
列
ぶ
、
下
の
方
は
フ
レ
ッ
シ
フ
イ
ー
ル
ド
の
コ
ー
カ
サ
ス

の
歴
史
的
著
述
の
豪
華
版
二
冊
、
同
じ

「
セ
イ
ン
ト
・
エ
ラ
イ
ア
ス
」
で

も
此
の
棚
に
の
さ
ば
つ
た
品
は
、
リ
ボ
ン
で
木
端
を
し
ば
る
と
い
ふ
念
入

り
の
豪
華
版
、
ア
フ
リ
ヵ
は
ル
ー
ウ
ェ
ン
ダ
リ
、
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
登
攀

一〈
五

(18」 )



一
枚
き
り
の
地
闘
や
箱
園
が
之
程
迄
面
白
い
も
の
と
は
思
は
な
か
つ

t
と 、
白
状
L
t
人
が
居
ろ
か
居
な
い
か
は
知
ら
な
い
が 、
少
く
と
も

本

報
告
者
の
如
き
は
一
枚
の
地
岡
の
持
つ
含
怒
の
深
さ
に
仝
＜

繁い
き
人
つ

t
一
人
で
あ
っ
t°
地
図
の
胚
史
な
ど
に
一
府
明
ろ
け
れ
は
必
す一
枚

の
地
閻
和
眺
め
て
何
H
か
な
栗
し
む
こ
と
が
出
来
ろ
の
で
あ
ら、
ぅ
等
と

ろ
深
い
闊
心
が
よ
く
出
て
居
て
面
白
い
。

は
玉
闇
壺
貞
秀
り
紙
の
模
型
が
何
と
云
つ
て
も 、

彼一
流
の
地
形
に
引
す

て
あ
ろ
と
か°
瞼
岡
で
は
矢
張
り
富
士
111 、
立
Ill
か
多
い
が 、
富
+
111
で

人
か
ら
見
れ
ば
地
図
作
製
技
術
か
ら
し
て
も
非
常
に
興
昧
の
あ
ろ
も
の一

最
後
の
ケ
ー
ス
に
は
丸
音
の
成
の
子 、
「
ア
ル
バ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」

が
列
ぴ 、
會
か
ら
は
登
111
技
術
闊
係
の
も
の 、
文
径
美
術 、
他
記 、
各
國

山
岳
會
の
合
報
等
を
列
ぺ
t°

と
り

ぐ
に
興
昧
深
い
も
の
ば
か
り 、
地
閤
な
ど
は
そ
の
一
っ
I
＼

か
恐

ら
く
は
そ
の
時
代
の
測
柑
技
術 、
地
理
常
識
な
反
映
す
る
貴
重
品
で
あ

そ
の
巾
に
滉
つ
て
か
、

つ
て
ゐ
ろ
が 、
束
砂
照
の
乱
に
馳
せ
参
じ

た
磯
林

大
尉
の
所
蔵
し

れ
と
い
ふ
「
東
國
一
統
全
園」
等
も

面
白
い
0

そ
の
道
の一

ろ
0

ア
ガ
シ
先
生
り
有
名
な
ォ
ー

ペ
ラ
ー

ル
水
河
の
岩
小
屋
の
同
等
も

硝
子
棚
の
中
の
品
か
さ`
っ
て
あ
る
ゃ
う
に
壁
面
に
掲
げ
ら

れ
た
品
も

い
丈
け
に
後
光
が
指
す
想
ひ
か
す
ろ 。

記
り
敷
々
に
至
っ
て
は 、
平
索
は
一
寸
そ
の
姿
在
拝
む
こ
と
も
出
来
な

命

報

考
へ
て 、
口
盆g
に
n
分
の
無
智
を
嘆
じ

た
こ
と
で
あ
っ
t°

終
り
に 、
展
党
會
の
準
備
か
ら

後
始
末
ま
で
H

夜 、
一
方
な
ら
ぬ
好
意

と
助
力，
匁汀
せ
ら
れ
尺
會
場
主
の
丸
蒋
苦
府
並
に
店
員
の
方
々
に 、

會

と
し
て
の
感
謝
の
意
む
衣
す
る 。

(
s
.

M
)
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机
脱
ス ｀
令
長
及
副
貪
長
ノ
任
期
ハ
三
ケ
年
ト

ス

値
シ

第

七

條

合
此
及
副
會
長
ハ
役
員
総
令
二
於
テ
役
只
ノ
内
ョ
lJ

之
ヲ

副
會
長
之
二
代
ル

第
1
ヽ

1

/
 

條

會
長
ハ
本・
令
ヲ

代
表
ス

但
シ

會
長
二
事
故
ア
ル
場
令
ハ

事
十
五
名 、
監
事
二
名
以
内

合
長一
名 、
副
令
長
若
千
名 、
評
議
且
十
五
名
以
内 、
理

第

五

條

第

四

條

木
命＂
＾
侮
年
大
會
及
小
集
會
ヲ
開
ク

本
會
二
左
ノ
役
員
ヲ

置
ク

②

其
他
登
山
者
ノ
銘
メ
適
宜
ノ
事
業

又
ハ
定
時
ノ
出
版
物
刊
行

①

機
圃
雑
誌
「
山
岳」
ノ
発
行 、
又
時
宜
二
依
リ

臨
時

ヲ
鈴
ス

第

條

木
命
久
前
條
二
褐
ケ
ク
ル
目
的
ヲ

逹
ス
ル
ク
メ
左
ノ
事
業

且
相
互
ノ
連
絡
視
睦
ヲ
闊
ル
ヲ
目
的
ト
ス

研
究・ン
以
テ
健
全
ナ
ル
登
山
氣
風
ノ
振
興
ヲ

期
シ
且
ツ
會

第第

條

本
合
ハ
111
岳
二
関
ス
ル
科
泉 、
文
學 、
秘
術
其
他一
切
ヲ

條

ッ
ク

本
命リ
ヲ
U

本
111
岳
會
(Japanese
Alpine
 Club)
卜

名

日

本

山

岳
會
々

則
（
昭
和
十
年
七
月
改
正）

(189)



第 第

九 ′、

條 イ|夕【

第
　
十
　
條

第

十

一
條

第

十

二
條

第

十

三
條

第

十

四

條

第

十

五

條

第

十

六
條

會
　
　
　
報

役
員
ト
シ
テ
任
期
満
了
シ
タ
ル
場
合
ハ
會
長
副
會
長
ト
シ

テ
ノ
任
期
満
了
前
卜
雖
モ
交
替
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

評
議
員

ハ
本
會
ノ
重
要
會
務
フ
審
議
ス

評
議
員

ハ
元
役
員
タ
リ
シ
會
員
中
ヨ
リ
評
議
員
會
ノ
推
薦

セ
ル
若
ヲ
以
テ
之
二
任
ス
　
但
シ
必
要
二
應
シ
本
會
々
員

ニ
シ
テ
前
項
二
該
宙
セ
サ
ル
者
卜
難
モ
評
議
員
會
特
二
之

フ
推
薦
ス
ル
時
ハ
評
議
員
タ
ル
コ
ト
フ
得

評
議
員
ノ
任
期
ハ
三
年
ト
ス
　
但
シ
重
任
ソ
妨
ケ
ス

評
議
員

ハ
互
選
ヲ
以
テ
常
任
評
議
員
若
千
名
ヲ
選
任
ス

常
任
評
議
員

ハ
評
議
員
會
ヲ
代
表
シ
テ
會
務
二
参
典
ス
其

任
期
ハ
三
年
ト
ス

理
事

ハ
別
二
定
ム
ル
細
則

二
依
り
候
補
者
中
ヨ
リ
會
員
ノ

投
票
フ
以
テ
之
ヲ
選
任
ス
共
任
期
ハ
三
年
ト
シ
、
理
事
定

員
数
ノ
三
分
ノ
一
フ
毎
年
改
選
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
シ
引
績
キ
重
任
ス
ル
コ
ー
ヲ
得
ス

監
事

ハ
評
議
員
含

二
於
テ
會
員
中
ヨ
リ
之
フ
推
薦
ス
共
任

期
ハ
三
年
ト
ス
　
但
シ
重
任
フ
妨
ク
ス

役
員
線
會

ハ
評
議
員
、
理
事
ヲ
以
テ
組
織
ス

役
員
線
會
、
評
議
員
會
及
理
事
會
ノ
議
長
ハ
含
長
之
二
宙

ル
　
但
シ
會
長
二
尭
支
ア
ル
ト
キ
ハ
副
會
長
之
二
代
ル

役
員

ハ
任
期
満
了
後
卜
雖
モ
後
任
者
ノ
就
任
ス
ル
迄
ハ
共

一ル〇

任
務
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

役
員
二
鋏
員
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
各
條
二
依
り
夫
々
之

ヲ
補
充
ス
　
補
歓
役
員
ノ
任
期
ハ
前
任
者
ノ
残
任
期
ト
ス

前
項
ノ
場
合

二
於
テ
特

二
補
敏
フ
必
要
ト
セ
サ
ル
ト
キ
ハ

次
ノ
改
選
期
迄
之
フ
行
ハ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得

役
員
線
會
、
評
議
員
會
及
理
事
會

ハ
會
長
之
フ
招
集
ス

役
員
線
會

ハ
役
員
三
分
ノ
一
以
上
評
議
員
會

ハ
評
議
員
二

分
ノ
一
以
上
理
事
會

ハ
理
事
二
分
′
一
以
上
出
席
ス
ル
こ

非
レ
ハ
議
決
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

役
員
絶
會
、
評
議
員
會
及
理
事
會
ノ
議
決

ハ
出
席
者
ノ
過

牛
数
フ
以
テ
之
ヲ
定
ム
可
否
同
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
議
長
ノ
決

ス
ル
所

二
依
ル

役
員

ハ
線
テ
無
報
酬
ト
ス
　
但
シ
其
職
務
ノ
ク
メ
必
要
ナ

ル
賓
費
及
旅
費
ヲ
給
典
ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ

本
含

ハ
會
員
ヲ
分
チ
ノ‐ｉ
ノ
三
種
ト
ス

一
、
通
常
會
員
　
　
含
費
年
額
六
園
フ
納
ム
ル
者

二
、
経
身
會
員
　
　
一
時
金
百
園
以
上
ヲ
納
メ
タ
ル
者

〓
■

名
春
含
員
　
　
役
員
會
二
於
テ
推
薦
シ
タ
ル
者

右
ノ
ニ
、
三
二
該
常
ス
ル
會
員

ハ
爾
後
含
員
籍
ヲ
有
ス
ル

間

ハ
含
費
納
付
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス

第

十

七

條

第

十

八
條

第

十

九

條

第

二
十

條

第
二
十

一
條
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第
二
十
二
條
　
本
會
々
員
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
會
員
二
名
ノ
紹
介
ヲ
以
テ

中
込
ム
モ
ノ
ト
ス
、
入
會
許
可
ノ
通
知
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ

入
會
金
五
日
二
會
費
フ
添
へ
排
込
ム
モ
ノ
ト
ス
　
入
會
許

可
ノ
通
知
ア
リ
タ
ル
後

一
ケ
月
以
内
二
右
ノ
手
績
フ
ナ
サ

サ
ル
者
ハ
入
會
ノ
詐
可
ヲ
取
湾
サ
ル
可
シ

第
二
十
三
條
　
入
會
ノ
許
否
ハ
理
事
會
ノ
決
議
二
依
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
四
條
　
木
會
會
則
ノ
疑
夏

ハ
役
員
総
會
ノ
決
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
二
十
五
條
　
前
條
ノ
決
議
ハ
役
員
三
分
ノ
ニ
以
上
出
席
シ
共
出
席
者
三

分
ノ
ニ
以
上
ノ
同
意
ヲ
得
ル

コ
ト
フ
要
ス

第
二
十
六
條
　
木
含

ハ
適
賞
卜
認
ム
ル
地
方
二
支
部
フ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

支
部
規
則

ハ
役
員
線
會
二
於
テ
之
フ
定
ム

細

　
　
　
則

一
、
ＡＷ
嚇興
■
ハル鶴
二
閣
囲
ス
ル
モ
ノ

（
イ
）

會
費
ハ
毎
年
二
月
末
日
迄
こ
納
付
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

（
口
）

毎
年

一
月

一
ロ
ョ
リ
八
月
二
十

一
日
迄
ノ
入
會
者
二
限
り
其
年

度
ノ
會
費
フ
ニ
ケ
月
間
延
納
ス
ル
コ
ト
フ
得
　
但
シ
此
適
用
ヲ
受

ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
共
旨
入
會
申
込
卜
同
時

こ
申
出
ス
可
シ

（
ハ
）

毎
年
九
月

一
日
以
後
ノ
入
會
者
二
封
シ
テ
ハ
共
年
度
ノ
會
費
フ

免
除
ス

（
二
）

本
會

ハ
會
員
二
會
員
章
フ
交
付
ス
會
員
章
ヲ
紛
失
シ
タ
ル
モ
ノ

會
　
　
　
　
報

ハ
貧
費
フ
以
テ
再
交
付
ブ
受
ク
ル
コ
ト
フ
得

（
ホ
）

本
含
ハ
機
関
雑
誌

「
山
岳
」
フ
毎
年
曇
行

ン
毎
統

一
部
フ
木
會

會
員
二
頒
布
ス
　
但
シ
毎
年
九
月

一
日
以
後
ノ
入
會
者
ニ
ハ
頒
布

セ
ス

（
へ
）

毎
年
九
月

一
日
以
後
ノ
入
會
若
力
共
年
度
ノ
雑
誌

「
山
岳
」
ノ

頌
布
ヲ
希
望
ス
ル
ト
キ
ハ
夏
二
一
ケ
年
分
ノ
雑
誌
代
フ
納
ム
ル
コ

ト
フ
要
ス

（
卜
）

本
會
會
員
ハ
別
二
定
ム
ル
所
二
依
り
本
會
所
蔵
ノ
固
書
ヲ
開
寛

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

（
チ
）

會
員
ニ
シ
テ
運
會
フ
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
共
旨
事
務
所
二
必
ス
書
面

フ
リ
テ
申
出

ン
ヘ
シ

（
り
）

會
員

ニ
シ
テ
本
含
ノ
齢
面
フ
毀
損
シ
ス

ハ
含
費
納
付
ノ
義
務
フ

怠
リ
タ
ル
者

ハ
理
事
會
ノ
決
議
二
依
り
除
名
ス

（
ヌ
）

本
會

ハ
既
納
ノ
金
品
フ
一
切
返
付
セ
ス

（
ル
）

回
盤
加
入
者
ノ
代
表
者
交
付
シ
タ
ル
場
合

ニ
ハ
新
奮
雨
代
表
者

ノ
連
署
フ
以
テ
代
表
者
憂
夏
届
フ
提
出
ス
ヘ
シ

（
ヲ
）

本
會
集
會
室
及
固
書
室
フ
東
京
市
芝
匡
琴
不
町

一
番
地
不
二
屋

ビ
ル
三
階
三
〇
七
枕
室
二
置
ク

（
ワ
）

海
外
旅
行
共
他
ノ
理
由
ニ
ョ
リ
十
二
ケ
月
以
上
、
三
十
六
ケ
Ｊｌ

以
下
ノ
間
不
在
ト
ナ
ル
場
合
ハ
、
會
員

ハ
共
ノ
理
由
、
不
在
期
間

等
ヲ
詳
記
シ
、
取
扱
手
数
料
金
試
闘
フ
添
へ
事
務
所
二
届
出
ン
ル

死
一
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會
　
　
　
報

事
ニ
ョ
リ
テ
、
不
在
會
員
ノ
取
扱
フ
受
ク
ル
事
フ
得
．
此
場
合

ニ

ハ
不
在
期
間

ハ
倉
員
章
フ
返
納
ス
ル
ニ
及
ハ
ス
、
含
費
納
付
ノ
義

務
ナ
キ
モ
本
會
ノ
出
版
物
ノ
頒
布
フ
受
ク
ル
事
フ
得
ス

ニ
、
理
事
選
挙

二
開
ス
ル
モ
ノ

（
イ
）

理
事
定
員
十
五
名
ノ
内
三
名
ハ
之
フ
開
西
在
住
ノ
會
員
中
コ
リ

選
任
ス

（
口
）

役
員
線
會

ハ
理
事
改
選
叉
ハ
快
員
補
充
ノ
際
二
會
員
中
コ
リ
候

補
者
フ
推
薦
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

（
ハ
）

會
員
中
十
名
以
上
ノ
推
薦
ニ
ョ
リ
含
員
中
ヨ
リ
一
名
ノ
候
補
者

フ
摯
ク
ル
コ
ト
フ
得
　
但
シ
一
候
補
者
ヲ
推
薦
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
他

ノ
候
補
者
ヲ
推
薦
ス
ル
コ
ト
フ
得
ス

（
二
）

理
事
候
補
者
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
入
會
後
満
三
ケ
年
フ
経
タ
ル
コ

ト
フ
要
ス

（
ホ
）

圏
般
ノ
代
表
若
タ
ル
資
格
二
於
テ
含
員
タ
ル
モ
ノ
ハ
候
補
者
タ

ル
コ
ト
フ
得
ス

（
へ
）

候
補
者
ノ
氏
名

ハ
豫
メ
本
會
ョ
リ
全
會
員
二
通
知
シ
投
票
ヲ
求

ム
ル
モ
ノ
ト
ス

（
卜
）

候
補
者
ノ
数
ヵ
改
選
ス
ハ
補
充
セ
ラ
ル
ヘ
キ
定
員
ノ
数
ァ
超
過

セ
サ
ル
ト
キ
ハ
投
票
フ
要
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

（
チ
）

改
選
ノ
際
五
名
ノ
内

一
名
ハ
開
西
在
住
ノ
理
事
ト
ス

（
り
）

投
票

ハ
記
名
連
記
投
票
ト
ス

開
西
支
部
規
則
（昭
和
十
年
七
月
）

Ｈ
本
山
岳
含
開
西
支
部

ハ
ロ
本
山
岳
會
々
則
第
二
十
六
條

ノ
規
定
ニ
ョ
リ
左
ノ
匡
域
内
二
在
住
ス
ル
倉
員
ヲ
以
テ
構

成
ス

大
阪
府
．
京
都
府
、
兵
庫
縣
、
滋
賀
縣
、
二
重
縣
．
奈
良

縣
、
和
歌
山
縣

支
部
二
委
員
拾
名
以
内
フ
置
ク

委
員

ハ
支
部
匡
域
在
住
會
員
中
ヨ
リ
會
長
之
フ
依
嚇
シ
共

任
期

ハ
式
ケ
年
ト
ス
　
但
シ
重
任
ヲ
妨
ケ
ス

支
部
事
務
ハ
本
含
開
西
在
住
理
事
之
フ
携
任
シ
委
員
之
フ

輔
佐
ス

支
部
経
費

ハ
本
會

一
般
會
計
ノ
一
部
フ
以
テ
之
二
充
ン
、

翁
支
部

ハ
必
要
二
應
シ
有
志
ノ
寄
附
ヲ
仰
ク
ロ
ト
フ
得

支
部
ハ
毎
年

一
回
支
部
線
會
ヲ
開
キ
的
時
小
集
會
フ
催
ス

支
部
規
則
ノ
愛
夏
ハ
設
員
蘊
會
ノ
決
議
フ
以
テ
之
フ
定
ム

第

イ床

一
一　
條

三
　
條

四
　
條

五
　
條

第   第   第 第第 第

七 六

條 條

一九
二
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「
山
岳
」
投
稿
規
定

一
、
投
稿
は
何
人
も
自
由
と
す
。
日
本
山
岳
會
員
た
る
と
然
ら
ざ

る
と
を
間
に
す
。

一
、
原
稿
の
探
否
は
理
事
會
に
於
て
決
定
す
。

一
、
原
稿
は
返
却
せ
ざ
る
も
の
と
す
。

一
、
別
刷
所
要
の
向
は
そ
の
旨
原
稿
に
朱
記
せ
ら
れ
た
し
、
そ
の

費
用
は
筆
者
の
負
措
と
す
。

一
「
原
稿
に
は
そ
の
榎
概
を
付
ぜ
ら
れ
た
し
。

一
、
紀
行
に
は
概
念
団
を
添
付
ぜ
ら
れ
た
し
。

一
、
篤
員
は
光
澤
印
蓋
紙
に
焼
付
け
ら
れ
度
、
裏
面
或
は
別
紙
に

説
明
記
入
を
乞
ふ
。

一
、
校
正
は
編
輯
者
に

一
任
せ
ら
れ
た
し
。

一
、
地
名
及
び
外
国
語
は
特
に
明
確
に
書
か
れ
度
、
地
名
に
は
振

俄
名
を
附
ぜ
ら
れ
度
し
。

原
稿
蒐
集
所

東
京
市
芝
匝
琴
不
町

■
不
二
屋
ビ
ル
．三
〇
七
統
室

日
本
山
岳
會

編
輯
所

原
稿
用
紙
所
要
の
向
は
前
記
編
輯
所
宛
て
申
込
み
あ
り
度
Ｌ
。

會
　
　
報
　
　
「
山
岳
」
投
稿
規
定

昭
和
十
年
七
月
二
十
五
日
印
刷

〔
定
慣
金
式
園
五
拾
錢
〕

昭
和
十
年
七
月
三
十

一
日
褒
行

東
京
市
芝
Ｅ
琴
千
町

一
、不
二
屋
ビ
ル
内

褒
行
所

日

本

山

岳

會

電

話

芝

一
六

四

九

番

振
替
日
座
東
京
四
八
二
九
番

東
京
市
牛
込
匡
市
谷
仲
ノ
町
二
人

編
輯
余
嚢
行
者
　
　
黒

　

田

　

孝

　

雄

東
京
市
紳
田
匡
紳
保
町
一
ノ
三
四

印

刷

者

高

田

壬

午

郎

東

京

市

紳

保

町

嚢

　

賣
　
所

　

東

　

　

京

　

　

堂

東
京
市
牛
込
匡
富
久
町

一
側

廣

告

取
扱
所

　

進

　

　

恒

　

　

祗

有所権作著

刷印店支京束堂明開蔵。會式株
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内】【容

日

本

山

岳

（冒
編

（大
改
訂
）

―
■
嘔

観

日

　

記

ヽ
自
昭
和

十

年
六
月

一　
ロ
ノ

〆
至
昭
和
十

一
年
五
月
十

一
日
ヽ

一九
四

８

６

″

″

″

８

″

６

″

″

″

８

″

″

７０

５０

５０

５０

５０

５０

５０

５０

５０

５０

５５

５０

５０

５０

３

２

３

２

３

２

３ａ

３

３

１

２

２ｂ

・ｃ

３ｄ

版年五二九―

附袋裏紙表 載牛菊

錢四料途 回…債定

暦

ｏ
日

記

欄

　

　

　

　

登

山

経
歴

欄

自

由

日

記
欄

　

　

　

　

佳
　

所
　

欄

登

山

の
注
意
　
　
　
　
　
帝
室
林
野
局
ｏ螢
林
署
所
在
地

遭

難

信

琥

　

　

日

程

表

各

期

杏
一
山
　
　
　
　
　
全
国
登
山
圏
性

一
覧

服
装
・用
具
・貧
料
登
山
用
品
表

各
国
主
要
山
岳
含

一
覧

登
山
川
食
料
品
目
鋒
　
　
　
山
岳
葛
員
要
項

應
急
手
営
及
び
登
山
術
生
　

地
固
使
用
上
の
注
意

本
邦
主
要
山
岳
高
度
表
　
　
十
種
雲
級

表

本
邦
主
要
峠
高
度
表
　
　
　
星
　
　
　
　
固

外
国
の
高
山
百
座
　
　
　
　
地

名

解

護

各
国
主
要
峠
高
度
表
　
　
　
日
本
山
岳
含
々
則

山
　

小
　

屋
　
　
　
　
　
寒
曖
計
比
較
表

高
山
植
物
探
取
規
定
　
　
　
度

　
量

　

衡

山
　

案
　
・内

山
岳
国
書
展
覧
會
目
録
別
冊

ヒ
資
　
並
製
金
五
十
錢
也

ヽ
四
錢
ノ

，
１
　
上
製
金

壺

回

也

／途
料
ヽ

釧

６

８

″

″

″

″

″

″

″

″

″

″

″

″

便

００

００

００

００

Ю

７０

，
００

００

，
００

７０

７０

７０

７０

７０

定

２
．
Ｌ

Ｌ

Ｌ

　

　

ｌ
。

１
。

１
．

Ｎ

一」一Ⅳ
Ｖ
″
Ⅵ
″
〃
Ｖ‐・
″
″
Ⅷ
″
″
Ⅸ
″

東
京
市
芝
圧
琴
李
町

一
番
地
五
枕

不
二
屋
ビ
／
三
〇
七
琥

日

本

山
岳

會

振
替
東
京
四
八
二
九
番

電
話
芝
４３

一
六
四
九
番

「 山岳」バックナンバー定債

No.定 債  選料Ｖｏ．。Ⅸ
皿
″
Ｗ
″
ＸＶ‐″

Ｖ

″

″

″

Ｘ

XXI

XXⅡ I

XXII

|

|

a奥 上州粧。 b黒部枕。 C第二奥勿粧。 d菫潜被。
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25。 越中国立山諄定並略御縁起名所附固

立山声跡寺蔵板 大版木板岡

26. 越中国立山藤定名所附国別営岩崎寺

大版木板固

其   他

伊 能 忠 敬

27.山 城 b大 和 b伊 賀

伊能忠敬所製大岡 第百十四 文化二年 (1"5)

28。 撮 津 國 繕 固

肉筆 徳川初期 (慶長國縮回 P)

29.伯 者大 山寺 略給 国

木板 嗜然縮富

30。 東 図 一 統 全 国

掛幅 朝鮮製布地肉筆

『 明治十六年一月朝鮮國京城二於テ之ヲ求ム議体大尉.武 田御用掛』と朱書あり。

31.地 球 典 地 全 国

掛福 文化庚午七年 (1810)春  詠婦齋主人校修 温其軒蔵版 江都I11'工 江

川八左衛門

32。 地 固 彩 色

明治六年 (1873)新鋳 陸軍文庫 佛田教師 如爾檀聞。大助牧 小菅智淵、
八等出仕 用上寛。中助教 原胤親 製

我1国 に於ける最初の陸軍洋式地国の日式 (佛霞式).銅版.彩色Э

33。 木曾御嶽 山 雷鳥古 |:副

掛幅板物

御鳥蒻院御製『 白山の松の水陰にやすらひて云々』を『御激の松のこかげに』と恣
に改黛 して利用せるがをかし。

34. 御 符 (狼に開する)

武州三峰市中祗 狼の狛大

甲州山梨岡市中灘1 狼
金峰山火盗猪鹿退除符 狼

( 56 )



信・ 飛・ 越 三 国

15。 信濃園名所古跡給国

着色大版縮固ち信濃図名所古跡給固『禁賣買』とあり年代不明。

16.飛 馨 國 中 全 国

内筆着色、御機 乗ゝ鞍も鎗、穂高.笠 t白 山等囲境山塊主峯の眺見日高山を中心に
取 国む。

法 橋 玉隆 固

17。 信 州浅 間 山 略給 固

江戸時代木板 別営所宗旨員言御室御所 御ゝ寺敷所。員集寺諄定院t松岡定

孝刻

浅間山項は海門諄定、火車岳、浮土平等の名あ り『 毎年四月八日山開ニテ八月八日
マデ男女サンケイ多 シ』 と云へば湊間は女人禁制には非ざりじ如 し。

18.信 濃 國 駒 嶽 略 国

木 1反 も明治中期に登行のものか木曾駒の薔国は割合に少し。

武 井  磨

19.信 州 戸 隠 山 惣 略 固

戸除村 藤井筑靡 明治三十年 (1897)

袋紙には『 全国』本文にに『 惣略同』とあ り。高妻祠の ところを海面より賞測七千
三百二十尺と言Eせ り。

20.信 州 御 嶽 山 剛 面

木板 王瀧村里宮小瀬河出板

21.木 曾 御 嶽 山 員 国

着色縦長木板 (明治早期 ?)

22.木 曾 御 嶽 山 給 国

木板大版 江戸時代 従面島騨御機山頂迄行程十里餘略固王瀧口限

23.信 州木曾御嶽山給国

明治初期 示中主黒澤村武居若狭守源定矩とあり

24.越 中 国 立 山 之 国

彩色木枢小固
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闘 東 及 東 北 地 方

7. 翡州湯殿月山解黒山御参詣案内記

『上総國周集郡中富邑施主行人中泰納之』とあり.施印本.角 印御城下。丸印御参

詣所。△印御闘所。案内記と稗すれど縮回を入れぎる文字同面なり。

8.磐 梯 山 噴 人 顛 末

東京 依田周左衛門 明治二十一年 (1888)七 月十五日

粗悪なる本版刷にて説明の辞を添ゆ、噴火後も十日以内に出版したるものらしく江
カハラバン

戸時代の所謂瓦板 に類似のものなり。営時は拙速を拿びたるにしても噴火後書にか

きi板に起 し解説を附するに十日を費やししものと見ゆ.定債三錢と記す。

甲・ 駿・ 違 三 団

9.甲 斐 國 古 固

着色大版、年代不明なるも文字稚拙,描 固疎野なるが中に風趣あり江戸初期より

遅からぎるべじ。

10.駿 遠 参 全 国

一折、大日本全国の内.井上氏蔵版とあり。富士山経項の解説に村山口九合目より

左 りの方の眺望を詳説せり。東台麓人光親記、製本所馬喰町四丁目吉田屋文三郎。年

代未詳、蓋 し江戸末期ならむ。

11.富 士 山彩 色 木 板 団

江戸時代 境道院目壽の題詞あり、施主飯塚氏、宗門書堂村上勘兵衛.書工各務氏

元諸。上部に富士山絶頂之固を添ゆ.勘請諸年の名をしるせるは今の人には珍らし、

須走口を主 とす。日蓮宗徒のための施印本。

12.富 士 山 東 口須 走

木板 東口御師行事枢、東都伯楽街的左堂窪俊満模篤

浮世給師の模篤は珍重すべし寛政頃の日板が惜しい哉板木磨滅して鮮明ならず。

麗 山 白石 団

13. 富士山表 口買面之固

富士山別宙村山興法寺三坊蔵板

五雲亭橋本玉蘭齋貞秀案

14.富 士 山 紙 製 模 型

嘉永戊中元年 (1848)
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北  海  道

1 蝦 夷 全 国

筆富 一折 元級時代 (“8卜lη3)か

全 国

日本橋北室町三丁目 須原屋市兵衛梓 :天明五年 (1785)

童多野省吾、源高知著

3.蝦 夷 地 全 国

木板 一折 嘉永七年甲寅 (1854)

松 浦 竹 四郎

4。 東西蝦夷山川地理取調固

木板 十八折 著者療版 安政六年巳末 (1859)

東西蝦夷山川地理取調固十六折の他に、几例『番合之団、案内土人名籍』(首 )及

び『地名.境界、場所。里敷。人別.泊家、山川。本名、名所』(尾)の 二折を添ゆ。

阿 部 弘 撰

5.北 海 道 國 郡 全 国

一折 開拓使蔵板 明治二年 (1869)

伊能、高橋t近藤諸家の測量並に魯人クルウセンステル測験書その他 一二洋書に

援るとある。

邊士末曼外十四名

6. 日本蝦夷地質要略之固

銅版 開拓使刊行 明治九年 (1876)五 月

我國所製最初の地質固.地質學長 邊士木曼 (ス ミス・ライマン)之 を製 しt地質補

助、顆士門老b山内徳.秋山美丸.精垣徹.桑田知明t三澤思表.高橋譲三 賀ゝ田貞

一 .坂市太郎.齋藤武治,島 田純一、山際永吾。前田精明.西山正吾之を助くとあ

り。尺鹿二百萬分之一。

( 53 )

岡

國

子
夷

林

蝦２

木 恢 一 折





181. Yountt CeOfFew WhthrOp.

LIountain craft.

22)(14: pp.xvil,603. London,■4ethuen。  1920。

デント編纂の『登山術』(18")以来の結合的登山技術書である。前世紀末から今
世紀にかけては登山術の上にも著 しい進歩もあつたし、又、登山家の海外に勇飛する

敷も増加 し範園も著 しく廣まつてある。従つてデント編 纂 の時代に比して内容には

自ら非常な養化がなければならない。ヤングの著は此の三十年の進歩を表現する意
味に於いて頗る興味が深いが、登山術、或は事ろ、登山道にかけてヤングの述べる所
は誠に合蓄に富み正に再讀三讃に値するものが多い。技術的方面は大部分ヤング自

身措営し.海外にliゝ ける登攀に開 してはレバーン、フインチ、マム、コンウエイ、ウ
オラストン、ロングスタフ等夫々の第一流の人11勿が筆を執つてわる。

182. Zsigmondy,Em正 1.

]Die Gefahren der Alpen. :Erfahrungen und iRatschlage von iEmil

zsigrnOndy, vё llig neu bearbeitet und erganzt vOn w.Paulke.

:Finfte Auf. 20.5x14: ppe xv,367. 17Vien,:Eldlinger.

登山の危険を系統的に説明し之の豫防を論 じたものである。エ ミール●ツイグモン

デイーの原著によリパウルケが書改めたもので、此の種著述の先謳者ぜあり 又古典

で もある。本書は 1922年 更にバウルケによつて書改められ ミユ ンヘン、ローテル書

店から重版せられ今日に及んで居る。
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スを背景とする山小屋一つ一つの美 しい篤員は篤員としても優れたものが多 くも山

小屋の設計者にとつても好箇の材料である。

177. Sektion Uto SoA.C.

R.atgeber ftir iBIergsteiger.

zweite verbesserte und vermehrte Auglage.

20x13: pp.xi,524. Zirich,Ftissli。  1920。

瑞西山岳會ッユーリヒ支部編纂の『登山家提要』。登山技術は固より。衛上。準備

等から気象t地質.植物等をも合み、巷頭には瑞西登山史の一車がある。ルトゲルス

の雲崩の章や、ノ`イムの地質諭等は殆んど歴史的文献とされて居るが.権威もあり然

も手頃で編纂方法も懇切を極めてある。

178. Spencer,Sydney.

Mountaineering t′ I｀he Lonsdale Library).

21.5x14: pp。 383。  ■′ondon,Seeley Service. 1934.

デントの『登山術』ヤング′)同 種の編纂につく
°
ものと見 ることがI:1木 る。デントの

著が十九世紀木葉のイギ リス登山家の水準 を示す もの とすれば、ヤングのそれは 大

戦前後の水準を示すものぜあ りもスペンサー編輯の本著は更に下つて 1930年 代の登

山術の水準を現はすものと云ふ ことが出来る。前二著が僅の例外を除いてはさうで

あつた如 く本著も英闘山岳倉會員を動員して作 られたものであるがゎヤング、ウイル

ソン.ミ ー ド等の他にbヘ ーク、プランシエ、リクマース、ノー リントン等四籍 を異

にする會員の名を見出すことは興味が深い。本の仕組 も前二著を延 長接 大 したもの

と見る可 く、但 し地方別の山岳解説が全性の牛以上を占めてゎることが注目をな く。

日本内地 及び朝鮮の二革がウエストンの筆によつて附加されたことも一つの新 しい

鮎である。

179。  Why=コper,Edward,

I::【 o、v to use the aneroid barorneter.

22x15.5: pp.61。  London, Murray. 1891.

ウイムパーのア ンデス行の目的の一つは水銀パロメーターとアネロイドとの 比較

であった。本書の第一章は その結果が諭ぜられてあ り。第二章 は1lt験的 つ比較であ

り、以下はアネロイドによる高度の測定についての考察である。

180. W■1田)n,Claude.

卜lountaineering,with illustrations by:Ellls Carr.

17)(11.5: pp.vi,203。  London,Blell。  1893。

オール・イングランド叢書なるスポーツ叢書の一冊 として書かれたもの徹頭徹尾賞

用を主 として叙逃された所に本書の値打がある。後のアルバイン●クラプの會長且つ

は営年英国山岳界のガイドレス登攀者達の先頭に立つて アルプスを縦 横 したウイル

ソンの書 として見れば特別の興味が深い。
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172. Knlck,C.
Die Klubhitten der Sektion Uto,S.AoC.

23x14◆5: pop。 111. Zuricho Sek.Uto,o.AoC。  1922。

スウイス山岳會ウトー(チ ユーリヒ)支部所属の倶業部小屋を富員並に設計岡によ
り紹介したもの。附録として十一枚の設計国があるだけにこの本は小さい乍らSoA.C.

の山小屋帖よりも寧ろ袋々には一層便利な参考資料ぞある。

173。  Klurz,Mapcd。

Alpinisnle hivernal. Le skieur dans les Alpes. Pr6face de M.

ЁdOuard sauvage.

22。 5x14.5: pp.xvi,393. P)aris, P)ayot。  1925。

アルプスの各期登山にかけては一 なの雄である著者が、深 き経験 を基 として書い

た各期登山に開する解説書 D我国に於ても嘗て故大島亮吉氏によつてその一部が 紹

介 された。美 しき痛員 を挿む。

174。  Raeburn,Har01d.
Mountaineering.A,rt.

16x13: pp.xii,274。  London,Unwin3 1920。

アルプス、カウカサスもヒマラヤに廣範囲の足跡を残 した著者がs多年の盤瞼に基
いて祗述した技術書であるがっこの種の書に有 りがちな無味乾燥さを感 じない。

175. ROyal CeOgraphical SOciety.

IIIints to travelers,scientinc and general″  
′
I｀enth editiOn,revised

and corrected。

17x12: Vol I. pp.xv,470。  Surveying and practical astronomyo V・ 01.

II. pp. vii, 318. Meterology, p1lotOgraphy, geology, natural llistory, an‐

thropology, industry and cOn■ merce, archae010gy, Inedical, etco London,

■
｀
he lRoyal Geographical SOciety. 1921.

英國地學協含の権威 と知識 とを網羅 して編纂 された旅行者のための心得帳である°

但 し此の書での『 旅行者』とは事ろ探粉家の意に近い。考古學。人類學 。地質學、測

量術。天文 気ゝ象等の項 を細羅 して居るのは之が需めである。 ミル博士、ガーウツド

教:授 .ダ ツクウオース博士、サー。ジヨン●ケルテイー.ホ ーガルス博士。フレツシフ

イール ド等英國地學 協會 をして今日あ らしめたのに貢献する所多かつた諸擢威が夫
々の項目を分措 してある。

176。  Schweizer AIpenclub.
Clubhutten des Se.A,。 C.

20.5× 29: I´ausanne,Sメ L〔〕. 1928.

スウイス山岳會本部編纂にかかる。同山岳會所属の山小屋のアルバムであ りも線敷

百敷十に及ぶ山小屋の位置 並に小屋の牧容人員その他要綱も記 されてある.。 アルプ
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VH.技 術 そ の 他

168. AmonymOus.
′
I｀he r00iClimber'S guide tO St.JOhn's.

21x14: pp.31。 Cambridge,Metcalた 。 1921。

厳格な登山書 と云ふことは出来ないがゝ登山交献界の特異の存在として知られた

ものである。ケムプリツヂ大學の 七イント●ジヨンズ●コレツヂの屋根 登攀のガイド
プツクであり、挿給入りで懇切丁率を極めたもの。英国登山界にケムプリツヂ派が活

躍 してわるのは一説には多数有能の士が此の脱藍で育てられるからだとのこと。

169。 Chb Abh Fr田 19ais.

Manuel d'alpinisme.

22。 5x14。 5: Tom Io iPartie scientinque, pp. viil, 393; ′
rOnl II. :Partie

tecllnique,pp.296. Chambё ry, I〕ardele  1934.

フランス山岳含が GH.M。 (グ ループ●ドウ・オート●モンターニユ)と 共同編纂 し
た登山入門書。科學 と技術 との二篇に分たれてある。獨換山岳會の′ヽ ントブツフニ巻
と封比すれば編輯ぶ りも異 り自ら特 色が出て居て興味が深い。

170。 Dent C.T.
MOuntaineering,(lrhe・ ]Badminton Library)with contributiOns by

W.RIo Con'w'ay, I〕 .Vro Freshield, C. Ec Mathews, C.Pllkington,
Sir]Fo P)ol10ck,I・I.Go Willink,and an intrOductiOn by Mre Justice
Wills.

Large paper editione 24。 5x19: pp.xxii,481. I´ ondOn,:Longrnans,Gl・ een.｀
 1892.

登山術に開する最初の線合的著述である。登山技術に開する各章の他に歴史的記
述 もある。登山術の獲達 した今 日記述の或る物は過去のものとなつてあるにも拘 ら
ず、幾度び讀 返 してもその都度得る所少 くない。堂々たる古典書 と云ふ可きであ ら
う0挿給やカツト等に封する打込み方にも十九世紀ならではと思はれる餘裕 もあ り。
謂はぼ座右愛玩の書に列すべきもの。大割本は限定二百五十部印刷 されたが,普及版
は八折版で刊行され頗る人口に″會久 した。

171。 Deutscher und oetereichischer Alpenveh.

Alpines Handbuch.

26)(18: iBd.I.pp.495;]Bdo II.pp.422. I′ eipzig,BIrOckhaus。  1931。

獨換山岳會の有する各専門家 と資料 とによつて編輯 された山岳の手引ではあるが .

1宛 然山岳エンサイクロペデイアの期がある。

(48｀



163. Rey,Cddo.
Aube alpine. Traduit de l'italien par Ёn■lle caillard. ID)essins de

Andr6 Jacquese

23)(18: pp.59. lChalnbё ry,D)ardel。  1925。

後年偉大なる登山家 として識 られた著者が、その幼かりし日、アルプスの麓に於け
る生ひ立ちを追想 した随筆風のもの。簡素なペ ン書 を挿む。

164. Ruskh,John.

Modern painterso V・ ol.IV。,containing Part V.C)f rnountaul beauty_

26x18: pp,xii,411. I´ ondon,Snlith,11ldere 1856.

ラスキンの『 近代書家論』第四巻は山岳美論に全革を捧げ、ラスキンが崇舞せる書

家 タアナアの薔的地形及び光線、こ:1:曇術の秘奥よリー般 (但 しアルプスを主とす)の 山

岳論に移 り。山の材料 山ゝの彫刻、山の形態等ゝ精級に論辮言E逃、全世界の山岳親 を

一憂せる古典的名著たり。原本なる第一版 本巻にはラスキン自作 のエツチングχ自

身の描客せる山岳、漢谷書等をラスキン監督の下に 専門版書家に彫摺せ しめ 之を挿

給 とせ るものなるが、文 章 と給書 と相侯つて第十九世紀英國文學美術に互れる不朽
なる傑作 と云ふ も溢美にあらぎるべ し。

165。 Young,C.W.
Wind and hill,poemse

18)(12.5: pp.viil,106。  I´ondon,Smith,Eldere 1909.

ヤングの詩集。必ず しも山のみを詠 じたものぜはない。然 し山を愛 し自然 を愛 しも

自由と原始に憧れる著者の心は至る所に見出される。

166. `―一――一一

April and rain,poerns.

19)(13: pp。 32。  London,Sidg、rick t&Jackson. 1923.

ヤングの詩集Э『 四月の歌』『 山のユーモア』『 雨』の二部からなり三十三の詩を集

録 してある。

167. WVollaston,Mal¬「 .

Letters and diaries of A. F.Ro Wallaston, selected and edited

by Mary Wollaston,with a preface by Sir]Henry:N'e¬ w・bol色

21.5x14: pp.xili,261. Cainbridge,University Press. 1933.

ルーウエンゾリ、蘭領ニユギニアに更に 1921に はエヴエレス ト遠征に加はつたウ

オラストン (1875-1930〕 が 家族 ,C途 つた手紙 と折にふれて書 き遺 した日誌を彼の死

後夫人が編輯せるもの。彼の紀行は軍行本 としては纏 つたものが少ない今日、これ こ

そは彼の残 した足跡 を迪 る重要な文献である。
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158。  Ctos,Charles.

Prёs des n6v6s et des glaciers. Impressibns alpestres.

22.5x14。 5・. ppe xiv,254。  Paris,Fischbacher.

ゴーの幾つかの著作中山岳関係の著逃の代表的なものである。

159。 K3ni&F.N.,Lory,u.A.
Alte Schweizer′ rrachten.

15X10: pp.277. Ztrich,Montana。  1924.

瑞西二十二州の所 さまざまの風俗を書いたゝ書家ケーニヒ(176卜1832)。 ローリ父

子 (1%鉾1840)。 (1784-1846)そ の他の原書 を在製 しニコラス博士の序文 を附 したも

のぜある。

160. IMia80n,A.E.(Vr.

Running water.

17 x ll: pp.ii,320。  :London,lE)ent.

小説家 としてのメーゾンの名を知 らぬ人は少いが 登山家としての彼 を知 る人は少
い。本書はメ_ゾ ンの数多い 小説の中で特に山に縁の深いものとして多 く護まれた

もので.初版は 1907年刊行 され爾本色 々の版 を重ねてわる。 シヤモニーを中心 とし

た此の小説で著者は アルジヤンチエール登攀や ブレンヴア尾根縦走の場面でアルバ

イン●クラプの一會員 としての蘊蓄を遺憾なく傾けてある。

161. Mum】m,Amold,L.
′
I｀he」生lpine(Club resister.

3 vol. 22x14: vol.Io pp.vili,391; vol.IIo ppe vii,375; volo III.ppe

vii,349. I″OndOn,Arnolde 1923, 1925, 1928。

英国山岳會 (Alpine Club)會 員の銘々体。第一巻は 185卜 1863年 、第二巻は 186←
1876年 ,第二巻は 187卜 1890年 夫 々の時代に含員 となつた會員の簡単な一般的博
記、il錐 山細歴その他山岳関係の寄共に関する詳細 を極めた記録である。第 二巻はマム

(1859-1927)の逝去後出版 されてあるが、アルプスは闘より,几 そ探険史乃至登攀史
に13月日心を有 するものにとつて此の レヂスター三巻程無誰蔵の費庫は少い。

162. Pye,Da宙 d.

Ceorge Leigh Mallory,a lnemoir.

21x14.5: pp. 183。  Oxford liJniversity lPress,London。  1927。

1924年 エヴエレス ト登攀に雷つて,ア ーヴインとともに登頂 を期 して出麦 したま
ま行方不明となつたマロリーを追悼 して彼の親友パイの著はした偉記的追想録。人
としてのマロリーの面影 もよく出て居て アルプスやエヴエレストでの彼の満躍の光
.景 も覗はれる。
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154。  VヽOⅡastOn,Ao F.R.
From Ruwenzori tO the Congo. .A naturalist's iourney acrOss

Africa.

14 ×22: pp.xxv,315. :London,Murray. 1908.

1906年大英博物館が派遣 したオギルヴイー●グラント探 険隊 に加はつた著者のル

ーウエンゾリ登山記、キング●エ ドワー ド峯ゝゾウオニク峯に登頂 したが .他は天候

不良のためと準備不足のために不成功に経つて居る。

V.ニ ュー・ ジー ラン ド

155.FitzCenld,E.A.
climbs in the lN・ ew Zealand Alps。

24x18: ppe xvi,363. New York,Scribner。  1896。

ニユージーランド登 山史 に 名を残 すフイツツジェラル ド (1871-1931)の 1894-

1895年 ニユージーランド行の記録である。営時間題のマウント●クツクは彼の到着に

先立ち登頂 され彼はニユージーランド最高峯初登攀の機會を失つたが.セ フトン、シ

ーリイ、タスマン、ジルバーホ,レ ンの登攀に成功 して掃関 した。本書はマコーミツク

の挿檜 と著者の撮影になる富員が挿入 されて 1896年刊行 されたが,彼には他に 1896

年のアンデス探検を記録 した Highest Andes(1899)な る著逃がある。

VL文 學、美 術、憾 記

156◆  IDana,Willialm S.B.
′
I｀he Swiss chalet book。

26x20: pp.151. New Y・ork,Comstock。  1913.

著者 Danaは米國人であるが瑞西のシヤレー (山 小合)に 興味を有 し特にそれを

研究する目的 を以て瑞西に

'1長

行 しスケツチ、富員 .平 面 固等を作 りその原構造ゃ装

飾 .戸 、窓、パルコニー、小合の内部、家具等 まで詳細 に記述してある。素 と米国

民にシヤレーの美 を知 らせるために執筆 したものぞあるが我 々日本人に収つても芍

くt瑞西の山郷風景に憧憬する限 リー 讀の慣値はあると思ふ、国版 も多数参考用に

]:r争 入されてある。

157。  Fr〔
"L■

eld,D)ouglasヽ V.

1[Jnto the hills。

17 x ll: ppo vili, 120。  lL,ondon,Arnol(1. 1914。

詩集。大著『 カウカサス探検記』の巻頭に掲 《・る亡友 ドンキンを悼むの詩 “
・W.F.

D。,1888''其 他 を牧む。
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15× 22: pp.xv,572. :London,Kegal Paul,Trench. 1886.

ジヨンス トンの 1884年 の探険はキリマンジヤロ登攀の先駆をなすものであるが ,

項に達 し得ず漸 く雲線に到達 し得たに過ぎなかつた。 しか し1889年マイヤー博士の

初登項に先立つこと五年先駆者 としてのジヨンストンの貢献 は没却することが出来

ない。この書には登山記の外同地方の気象っ動植物。人類學、言語學等に開 し詳細な

研究を残表 して居る。多数の挿縮及地固はすべて著者の手に成 る。

151. MeyeL DL Han3.
Across Elast African glacier. .An account of the■rst ascent fo

KilimattarOo Translation"om the German by E.H.S.Caldere

25)(18:ppe xx,404e London,I)1lilip. 1891.

キリマンジヤロ初登瓢 1889)の 記録を獨逸文から英詳 したもの。著者マイヤ
"は

1“7年に初めて比の山に志 し.1889年漸 く最高峯キボー登頂に成功 した。

152. ―一――一一

Der Kilimanttaro,Reisen und Studien。

RIit 4 tafein in:Falbendruck, 16 Tafeln in iLichtdruck,20 in iBuchdruck,

2 Forbigen originalkarten und 103 Text Blldern.

20× 30: pp.xvi,436. ]BIerlin,I)ietrich Rellner.  1900。

キリマンジヤロの 初登攀者であるマイヤー博士が 1839年 、Ludwig Purtschener

を件つて Ratzel氷河から。この峯に初登項 した際の記録で、同峯の文献 としては代

表的のもの。1848年 レツドマ ン初めて此の山を変 見し、1861,1862年 佐力爾年に亘 り

デツケンの ドイツ登攀除之を試登すゝマイヤーはその後を受けて 1887,1888雨 年に

試登 しも1889年二回目の登攀で成功 したものであるが、この登項に依つて KibOの

大 火目が初めて世に紹介されたわけぜある。マイヤーはその後 1898年に t此 の地を

訪れてゐる。

153. Moore,J.E.Se
′
I｀o the L〔 ountains of the l、 4oon,being an account of tlle modern

aspect of Clentral Africa,and of son■ e little knOv√ n regions travers‐

ed by the′ ranganyika iExpedittion,in 1899 and 1900。

22〉(16: pp.xvi,350。  :London,Iilurst&]Blacket。  1901.

アプルデ公のルーウエンゾリ初登攀 (1906)に 先立つて数回此の所謂『 月の山』の

登攀が試みられてゐるが、ム…アの探検除は此の山塊の尾根に到着 した最初のもの

である。尤 も此の探検除の目的は 1905年のフレツシフィール ド●マム除 の如 く登攀

を目的 としたものではないか ら、本書は率ろ地理、地質 .動物調査を主 としたタンガ

ニーカ探検族衝記と見 るべ きである。
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146. Dutton,E.A.T.
IKenya l√ountain,with an introduCtion by Hilaire:Belloc.

18× 25。 5: ppo xv,219。  I´OndOn,Clape. 1929。

アフリカ第二の高峯ケンヤを語る書で。この山が PIwyn Harris,E.E.Shipton,

G.Ao Sommerたlt等 の果政な登山家の目標であつた時代が過ぎて、その森林地帯に

も自動車の音が喧 しい時代 となつて本た。それを嘆 く著者が、まだ饉に偲び得る音を

懐んで この山を記 した書である。

147。  Filippi,Filippo de.

Ruw'enzori,an account of the expeditiOn Of HcIこ IIO PrinCe Luigi

Amedeo of Savoy,Duke of Abnlzzl,with a prefaCe by H・ R.H.

the lDuke ofノ俎bruzzi。

18× 25。 5: ppe xvi,403. LondOn, C)Onstablee 1909.

1906年 4月 より同年 9月 に到 るアプルヂ公―行の探粉:除 の記録で ,ル ーウエンゾ

リ及び附近の高峯六座の中五座に登項 するといふ 成功振 りぜぁった。1888年 スタン

レーが比の山を獲見 して後二十一年目のことであ り。フンフシフイール ド.マ ム登攀

除の試登 (1905)の 4年のことである。著者 Filippiは この行には参加 しなかつたが、

乞はれて目記、手帳その他の資料を集めてこの一 ,J卜 を纏めた。アプルヂ公の他の探命

同様ゝヴイツ l・ リオ、セルラが富員 .li晨影の腕を振つてわるが。その他詳細な學術的研

究も獲表されてゎる。

148。 (―一―一一一

D)er Ruwenzorio E)rforschung und erSte E)rsteigung seiner hё ChSten

Cipfel von Ludwig Almadeus von SaVOyen,HerZOg der Abruzzen.

15.5× 23: pp.xii,471. Leipzig,BrockhauS.

上記のアプルヂ公一行の探ii針記の獨辞。

149。  Freiberg,I'Iermann.

D)as :R.11、venzorigebirge, ZentralafriCa.  IEine landerkundliche

Skizze.

15◆5× 23: pp. 111. Leipzig,VOgel。  1929。

ルーウエンゾリに開する學術的研究で學位論文として提出されたもの、著者li恩

師にして同地方への先謳者且キリマンジヤロ峯の初登項者 Dr.Hans Meyerに この

書を献 じて居る。巷尾:こ 208冊に渡るこの山の文献を克微すo

150. JoFanstonr H. tr{.

The Kilima-njaro expeciltion. A record of scientific exploration

in eastern equatorial Africa ancl a general description of the

natur:il hist oty, Ianguages and cornmerce of the Kilima-njaro
disti:ict.
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23x17: ppe xxil, 147;Supplementary appendiX ppe XXiv,456. ILondon,

1ソ[urray. 1892。

1867年 ,1869年のグ リーランド行 と 1901年 と 1904の カナダ行 との間 に扶 まる

ウィムパーの海外探検である。このア ンデス行の目的は 高度が如何に登山者に影響

するか、世界最高の山の登山に封 して高度がどの程度の障害となるか。を確めるにあ

つた。営時ヒマラャやチ リーのアンデスは政治的事情から不便な状態にあつたので b

最高峯チムボラゾをもつ エクアドール図のアンデスが彼の目的に撰ばれた。マツタ

ホル ンで有名なカンル及びその従弟ルイが行を共にしてゐるが彼は 1879年 より1880

年にかけての一年足 らずの間をこの赤道直下の世界にすごした。彼はチムボラゾ、ア

ンテイサナ、カヤムベ等の初登攀 .コ トパクンの登攀に成功 じt数多の貴重な科學的

材料を蒐めて蹄関 した。分冊附録は彼が 蒐集 したものを材料 としてボンネイ教 授 を

は じめ 15人の科學者が研究 した結果である。

143. lⅥrilcOx,1ハ |アalter DⅥ righte

rI｀he]Rockies of Canada.

24.5× 27: pp.vili,309c New York,iPutnanl。  1900。

1897年刊行 ``Camping in the Canadian ROckieS''を 改訂檎補 したものて
゛
、 カ

ナダ・ロツキー旅行記.探検記であり同時に同地帯の一般的叙逃である。著者撮影の

篤員による挿縮が非常にいい。

IV.ア フ リ カ

144。  Abnlzz:,S.A.Ro II Pr:ncipe Luigi AmedeO di SavOia Duca
De」i.

1l Ruwenzori.

P)arte Scientincao Resultati della osservazioni e studi cOnapiuti sul mate‐

riale raccOltO dalla Spedizlone。  17× 25: Volume I. Zo01ogia iBotanica.

pp,vii,603。  V・ oluimte II. Geologia Petrograna e r√ ineralogia. pp.xix,286

Milano, U】 rice IIoepli。   1909。

アプルデ公の探検の際に随件 した科學者の報告を蒐録 した『 ルーウエンプリ』の科

學篇 ,各巻共、多数の富員資料を添へてあるが、第二巷にはルーウエンゾリー帯の山

岳富員が豊富である。

145. lDundas,Charles.
Klilimanjaro and its people.AL hお tory of the WaChagga,the士

laws, custOrns and legends, together with some account of the
highest mountain in A■ ica.

14.5× 22: pp.349◆  London,H.F.&Witherby。  1924.

第一章にキリマ ンデヤロ峯の登攀記を掲げ 以ゝ下 t同地方の歴史、宗教、慣脅、偉

説、法律等々についての研究を記す。
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138。  ,Pal=ner,I‐ Ioward.

圧ゝ。untaineering and exp10ratiOn in the Selkirks. A record of
p10neer v″ Ork arnOng the canadian Alps,1908-1912.

23.5〉(15.5: ppe xvii, 439.

カナダ。ロツキー、セルカーク山地ゎ登攀記録て'あ る。『 カナダ。ロツキー登攀案内』

(1921,1930)の 共著者であるパーマーは特に此の地方の開拓者 として知 られ、彼の貢

献 をii巳念する鶯めパーマー・ピーク.パーマー氷河等の名がつけられてある。彼は後

(1916-1927)更 に奥地山岳の登攀探検をしてわろが 1931年 には A pioneer of the

Canadian Alpsな る一著を著 してゎる。

139。  StutAeld,Iltugh E.Me and Jo Norman Clollie.

clin■bs and exp10ratiOn in the canadian:Rockies.

22.5〉く11.5: pp.xli,343. lLondOn,lLongrllans,Green. 1903。

マウント●スタツ トフイール ドの名はマ ウント・アルバ ータ、マ ウント●ウーレイの

名 と共 に 我が登 山界に親 は しい名であ るが、本書 は その名の起 るカナダ山岳開拓者

の一人 スタツ トフイール ドが 1898年 .1900年 も1902年 の三回に亘 る探検 を同行者

ノーマ ン●コリー と共 に 叙 iliLし たものであ り、 コ リーの 1897年 の探検言E妹 も加へ ら

れ てわ る。 ス ダツ トアイール ドは コ リーの 他に 1893,1902年 には ウー レイを件 ひぅ

1900年 にはスベ ンサーを件つてあ る。

140。  OTllori=理 Fton,J.Monroe.
′
I｀he glittering lnountains of(Canada, a record of exploration

and pioneer ascents in the lCanadian iR.ockies, 1914-1924。

22x15: pp.xxii,31oo Philadelphia,Lca.

パーマーと『 カナダ。ロツキー登攀案内記』を共著 した藩者 ソーリントンは米国人

で早 くからカナダ・ ロツキー踏査に精進 した一人としてパーマーと並び構せ られるが

讐 を業 とし乍らアルプス古文献の研 究者 としても知 られてある著者のことであるか

ら、此の ロツキー登攀十年の記録にも,随所に彼わ史的考證が見出される。彼には前

述書 の他 1932年 に Mont Blanc SideshOWの 題で刊行 されたアルバート●スミス評

′博がある。

141。 Wheeler,A.0。
The Selkirk Rangee

24x16: vol.I.pp.xvii,459e c)tta'w'a. 1905.

カナダ政府から獲行された測量調査報告。但し同地方の探検.登山の史的記述をも

合みパーマーの著とならんで此の地方に開する一流の権威書 と稿せられる。

!42. Whymper, Edward.
Travels amongst the Great Andes of the Equador, rvith supple-

mentary appendix.
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134. Hutchings,J.M。

In the heart Of the Sierras.

22X16: pp.xil,496. ・
Yb Senlitc V'alley,()ld cabin。  1886.

著者ハツチングスは早 くか らヨセミテ漢谷に籠居し Old Cabinな る木賃小合式の

宿屋を経誉 し交通不便の時代に遊客を遠方 より馬車にて 招 致 し、ヨセミテの紹介に

是れ努めたものである。本書はヨ七 ミテ漢谷 の百科全書的案内記で歴史、地理、博物
にまで及び大版 496頁 .陸地 測量部地岡 (1878-1879年 の賞測)一葉の他に大小固
版百五十三個 を挿入 してある。共後 ヨセ ミテは 釜 々高名になり國立公園に編入せ ら

れ著者の小合は強制的に1)日 11免 されて破毀せ られ 著者は不通なる先駆者 として残落 し

本書 も今 ごは前代の吉地理書 として稀に吉本屋の店頭に姿 を「I晰 すのみである。

135. King,clarence.

L10untaineering in the Sicrra]N・evada。

20x14: pp.292. lBoston,0)sgood。  1872.

シェラ・ ネヴアグ (カ リフオルニア)の登山探検は 1860-1670年 代に加州地質調査
局長ホイツトニーの卒ゆる學衛探検除の賞査に負ふところ最も多い。その探検除中
の勇者 |ま 本書の著者クラレンス●キングである。彼は 1842年 に上れ二十歳の青年と
して加州に韓 じシエラ・ネヴアダ連嶺の登山を連続的に政行 し山脈中の最高黙に登 リ
Mte Whitneyと 命名し又 Mto Tyndallを 変見命名した。その他 Mte Shastaに 於
ては氷河を愛見報告 した。それ等の記述は絶べて本書に牧められてある。著者の米國
山岳文献に於ける功努は恰かも英国に於けるチングルつ位置に匹敵するものであら
う。1901年 十二月アリゾナに歿す。本書は安にシエラoネ ヴアダ山岳探検記としては
古典として永久に残るものて'あ る。

136。  ]鞭eany,Edmond S.

Mount Rainier,a record of exp10ration.

22x14: pp.xi, 325。   New lFOrk, L〔 acmillan.  1916。

ワシントン大學の歴史教授である著者には米関大手洋岸北西部を中心 とした歴史
的著逃が少 くないが 『ゝ レニア探検史』 もその一つである。本書はヴアンクーヴアー

が 1792年に初めて此の山を獲見 した嚢端から 1870年のステーヴ ンス指軍の初めて
の登頂その後の探検を夫々の文献から原文を抜率載録 して 各革毎に編者の説明を添
へて編纂 したものである。

137.(〕 utranl,Sir Janles.

In the heart of the Canadian:Rockies.

21。 5x15: ppe xii,466。  New lrork, ユ江aclnillanc

カナダ・ ロツキーの。一般的叙述 と見 るべきものであるが,1906年以み|ミ カナダに移 り
住み 1901年にウイムパーと、■902年 にはコリー等 とロツキー探 検を共にしてゐる
著者 0864-1925)に して初めて比の種著述を政てし得るものであらう。本書 1905年

初版今日に及んで居る。
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を餘儀なくされてある。然し、登攀の準備に於ても方法に於ても1910年 .1912年 雨

回の探検は入力を誰したものとして推稀されてゎる。挿縮、富員も多 く、■つ附近一

帯の略国も添附してあるO

130e Ccnway,Sir Martin。
「

I｀he lBolivian Andese A record of clilnbing and exploration in

the Clordillera iRibal in the years 1898 and 1900。

22.5× 15: pp. ix,403。   lLondon, IIIarper。   1901。

1892年 にカラコラムに入 り、1894年 にアツプスを端から端へかけ、績ぃて 1896,

1897雨年にはスピツツベルゲン探検に幕したコンウエイは1898-1900年 の期間を南

米探検に献げてある。本書は探検家としてのコンウエイの悼尾の活躍ぞあつた南米

行の前年を記録 したもので イリマーニ初登攀並に雨国に亘るソラータ試登を叙逃し

たものである。

131。  Cook,Frederick A.
〔I｀o the top of the continent. I)iscovery,exploratlon and adven‐

ture in sub_arctic Alaska, the nrst ascent of IMitc McKinley, 1903-

1906。

23)(16: pp.xxl,321。  Nev/York, 〕D)Oubleday,Page. 1908.

1∞3,1906同1年 の北米最高峯マツキンレイ試登の記録。第二回探験には後にマツ

キンレイ試登を繰 返 してあるパーカー教授。ブラウンの二人が件つてゐるが、1906

年のクツクの所謂マツキ ンレイ初登頂は甚だ怪 しいとの定語を得、従つて 1910年 ′)

ロイ ドの初登攀が員正の初登攀 と公認されるに至つてゐる`]

132。  ID)rake,Samuel Adams。

The heart Of the WVhite Mountains, their legend and scenery

with illustratiOns by w.IIIanlilton(Gibsone

30× 23: ppe xii,318. I´ OndOn,(Chatto&Winds。  1882.

北米アパラキアの北部 .マ ウント・ワシントンを主峯 とするホフイト●マウンテン

ス紹介。

133。  IFttippi,IFilippo de.

T｀he Ascent of Mount Sto Elias,Alaska,by H.R.I・ Io Prince Luigi

AmedeO di Savoia lDuke of the Abbrl.貶;zi, narrated by Filippo de

iFilippl illustrated by Vittorio Sella and translated by Signora

Linda Villari。

lE}ditiOn de luxe。  29× 20: pp.xlii,240. :London, Clonstable。  1900。

アプルデ公の1897年 のセイント●エライアス登攀記録。営時公歳十五歳、北極ぅル

_ウ エンゾリ、カラコラムと次々に績 V｀ た大探検行の最初のものである。ヴイツトリ

オ・セルラの窮員も美 しく、誠に多彩にして光輝に富む公の探検家として首途を就ふ

に相應 しい豪華版である。
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1886年 の満洲旅行記である。旅行記とは云つても内容は探検記に近く、明治十年
代に既に英閣人によつて新 く迄満洲の地が縦横に肱渉されてゎたのかと考へれば―

驚を喫せぎるを得ない。旅行の目的がロシアのシベリア継略の賞情路査にあつたこ

とは謂ふ迄もなく。一行は吉林を中心 として輝春。三姓.チ チ′ヽル等至る所でロシア0

コザツク兵の前嗜線を就察してぁる()同行 したヤングノ`ズバンドは別に彼の中央ア

ジアヘの探険記と共に一著を著してわる。書名『 長自由』の起る所以は一行が北から

松花江と湖り、此の関境山頂探険をした所から木るが、日給にはヤングノ`ズバンド筆
をもととした天池の色刷なども載せてある。

127. Heim,ArnO盟 .

byfinya Gongkar,Forschungreise ins Hochgebirge von chinesisch
′
I｀ibet,Erlebnisse und Entdeckungen.

23.5)く 15: pp.244. Huber,Blerlin。  1933。

1933年 テリス。モーア等のノ`一ヴアー ド大學 |:摯 の一行によつて初 登 頂 されたミニ

ヤ・ゴンカアを中心 とする支那チベツトめ探検記録。但 し本書記す所の中山大學の川

邊調査国は 193い 1931年 に同地方を歩いたものでも著者ハイムは右調査除の 除長で

あつた。調査国は ミニヤ●ゴノカアを中心に数多の山岳 を獲見、測量 してあるが。西

部支那國境山脈を紹介 した単 fi本 として貴重なるものの一つであるc

IIL南 北 ア メ リ カ

128. Bade,WV」 liam FredeFiC.
′
I｀he life and letters of John Muire

2 vols。  21× 24: vol.I. pp. vil,380; vol.II. pp.4[4。  Boston, Mifnne

1924.

シェラ山中の哲人、偉大なる自然人 ミユーア (1838-1914)の 惇記並に書輸集Эヨ七

ミテ、カリフオルニア、アラスカの山々に ミユーアの足跡の及ぶ所は廣い。 フエヤウ

エザー山麓の ミユア氷河の名も彼の名を不朽ならしめん とて附けられたものである。

129。 Browne,EelmOre.
′
I｀he cOnquest of Mount LIcI【 inley◆  

′
:rhe story of three expedi‐

tiOns thrOugh the Alaskan wilderness to R4ount McKinley, N・ orth

America's highest and linOst inaccessible mountain. .Appendix by

Herschel Co Parker。

23x15.5: pp.xvii,381. New Y・ ork,Patnan■ . 1913.

1906年 のクック、パーカー.プ ラウン3杏査に初り、1910年 のパーカー。ブラウン

試登を叙逃し、1912年 の第二回登攀によんである。最後の登攀は大機により各期に

試みられたものぜあるが、一行は最後の頂上を日前に見乍ら吹雲わ鶯め引返すこと
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如 く資本化せざりし以前の時代 とて奮日本の郷上風景 宛 ら購る如 く我なァ)(ら 慎つか

しき級かな り。

122。 Walton,The Re▼.w.H.lMurray.
Scrambles in Japan and Forinosa.

22.5x14。 5: pp.304. ]:′ ondon,Arn01d。  1934.

著者が 1915-1932の 日本滞在中の登山記録。日本アルプスは調ふに及ばず、北は東

北蔵王から南は屋久島、藁湾に及び、その足跡は正にウエストン氏以上であつたO新
しい姿 としての日本山岳 を紹介 したものとしてウェス トンの歴史的名著に次 く

゛
もの

である。

123。  1鴨reston,The Rev.Walter◆

I、/1。untaineering and exploratiOn in the Japanese Alps.

23.5x16: pp.xiv, 346。  ]London, Murray。   1896.

解説の必要ない有名な本であるが、志賀重昂著の日本風景論 と二年後れて 出たこ

の『 日本アルプス』は,共に日本の近代山岳文献の双璧である′フ彼の第一回日本滞在

中 1881-1894に 行はれた北アルプス登攀 わ紀行であり、日本山岳に開するウエスト

ン最初の書である。

124. ―一一―一一一

′
rhe PlaygrOund of the Far East.

21.51×114: pp.x,333. ]LondOn,ゝ ′Iurray. 1918.

謂はば第二の『日本アルプス』である。ウエストン第二 (1902-1905)、 三回 (1911-

1915)の i'ツ 在中の日本アルプス紀行を1集めたるもので最初の著述に比し南アルプスの,

記違が多い。

125。 一一―一一一

Av√ ayfarer in unfamlliar Japan.

19.5)(15.5: ppe x,207. LOndon,Methuen。  1925`

本著はゥエストンの近業の一つであるが、日本の餘 り知 られて居ない 地方 を歩い

た印象記であり、必ず しも山岳文献 とは稀 されないが、日本近代金山の父 とも稀すべ

きウエス トンの日本槻 を物語る好個の材料である。

1?,6. Jamee, tr:[. E. M.
The Lolg White N(cuntain or a journe;r in L4anchuria, lvith

some account of the histcr-'r-, 1,'eople, adrniaistration and religion
of that count4;.

2? X 14.5 : pp. xxiii, 5C2. Lcndon, tr-cngrnans, Green. 1E86.

(37)
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`I｀

hird edition. 23x16: ppe xvii,409. ][´ ondon,Murray. 1896,

ヤングハズバ ンド大尉 (今の Sir Francis Younghusband)の歴史 的 な軍馬tア ジ

ア大陸横断記である。旅行はジエイムス氏に同件 した浦洲旅行に始 り.ゴ ビ沙 漢 横

断。ムスタフ峠越えで一段落 してわる。明治十年代の満洲旅行記 としても、北京から

中央アジアに績 く東西雨世界を結ぶ 古典的交通路の記録 としても重要な 文献である

が。彼の殆んど古りIι 的なヒマラヤ越えは 途に彼の名をヒマラヤ探検の先離者 として

不朽にしたものである。

118。  YOunghusLand,Sir Francis.

Kiashirrliro Painted by IⅥ iajor E.Molyneux。

20.5)(15: ppo xili,238。  London,Black. 1909。

カシミアに開する旅行っ狩猿、風俗、歴史、産業っ登攀等にわたつてヤング′ヽズバ

ンドが記述 し、モ リニユーが一〕〔:し し`給を32枚挿 入してゐる。カシミアを知るには好

個且つJl:味 ある著作である。

119。 ―一―一一

Wonders of the IIilnalaya。

22:× 114: ppe vil, 210. ]:′ ondon, 1'Aurray。   1924.

ヤングノ`ズバ ンドが 若かりし日のヒマラヤ探検の想 ひ出を通つて書 き記 したもの

で少年少女の議物 として書かれたものて
゛
あるがヒマラヤ探検

。の先駆者 ロバート・ シヨ

ウの甥 として印度に上れ、経始 ヒマラヤに接 しその自然の内に育 くまれたヤングハ

ズバ ンド牛生の自叙体 とも云ふ可きものである。

日  本

120c Startt Frederたk.

Fujiyalm.a,the sacred lnountain of Japan。

23x16: pp. 155. (C)hicago,Ciovici‐ hlcGlee. 1924.

『 お札博士』壽多有の著っ1917,1919年 の紀行の外に地質、11物 、或|'歴史、詩歌 .

1〔會蓋に現はれた富士山など、几ゆる就角から富士山を論 してあり、外り1語 にか れ`た

富士山の文献 としては 蓋 し其右に出づるも(ま ない。多 くの風景版藍からとられた挿|

国も美 しい。故曾我部一紅に献げられたもの。

121. Steinitzer,WilLelnl。

Japanische BIergfahrtene wanderungen fern vOn′rouristenpfaden.

22x16: pp. 119. 卜〔unchen,Reinllardte 1918。

著者 は岐阜 。長 野、松本等に遊び。駒 ケ岳 (甲斐 )、 上高地 、槍 ケ岳 ,穂高山、焼

岳 .立山、サ ラ峠 、針木峠 、戸 11書 、妙高山、駒ケ岳 (木曾 )、 富士山等に登山、その

紀行 を本書 に11欠 めた り、本書 に珍 らしきは 窮員版に 1´ て未だ 日本 の山岳 地が 今 日の
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22x14.5: ppo xxvi,475, :London, BlacikwoOd.  1875。

1875年 に著者が シムラからカンミールにかけてヒマラヤの前山地帯 を歩いた紀行

である。こけおどかしや 素人臭い記述の上の誤謬 も少からず正機不明の日綸等 も手

饉つて却つて宙時間題になつた りしたものである。

112. Workman,F.B.and W.H.Worimane
ln the ice world of Himalaya.

20。 5× 13.5: pepe xvi,204. :London,IJnwin。  1901,

後年 ヒマラヤに数度の探検 を行つた著者夫妻の第一回の遠征記録。1898年 にはラ

ダーク、ヌプラ等 4,300米 から 5,500米 の峠を 17回 も越え、次 Vヽ で 1889年に 1ま ざ

アフオ水河を探繊 してある。

113. ――一―――一

Ice_bound heights of the mylustagh.

24x16: pp.x,421。  ]London,lClonstable. 1908.

1902-1903年 バルテスタンに於ける著者 夫妻の登攀記録。チヨゴルンマ
,′k河 を探検

してチヨゴル ンマに登頂 ピラミツド・ ピークでは 6,880米迄趣 してある。夫妻 として

は第二回
`′

Dヒ マラヤ行である。

114.―一一―一―

P)eaks and glaciers of Nun Kun.

24x16: ppe xvi,204。  〕London,(C)Onstable。  1909。

1906年 著者夫妻がヌンクンに入つた時の記録。このとき夫人はピナクル・ピークに

登頂し、女子 としての登高記録を残 したO

115.―一 ― 一
′
I｀he call of the snow・ y Hispar.

24x16: ppo xvi,297. :L′ ondon,(C)Onstablee 1910。

著者夫婦第四回のヒマラャ行の記録で、この1908年 にはヒスパア氷河をヒスパア
パスまで「I写 なく探検 しビイアフオ氷河に降りたO

116.―一 一 一
′
IIw'o sunllners in the ice‐ wilds of Elastern〕 Karakoranl.

23x16: ppe 271。  :London, lJnwine  1917.

著者夫妻が1911-1912年 に於けるカラコラム遠征記録で、シアチエン.パ ル lヽ
口の

水河を探検した時のものである。彼等はこの行を最後としてヒマラヤから退いた。

117. `Y'ounghusband,Claptain`Frank E.
′
I｀he heart Of a Continent: a naITative of travels in Manchuria.

across the Gobi desert, thrOugh tlle IIIimalaya, the lPamirs and
〈⊂)hitral, 1884-1894.
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1905年 ロングスタフと共にガルフール、ラダクに行つた宙時の紀行。本著にはロ

ングスタフがグルラマンダータ登 山記を一章書いてわる。カイラス附近の事もよく

書かれてあり。この地方の貴重な文献である。

107. SImythe,F.S.
Kamet conquered.

23.5x15。 5: pp.xvi,420. I′ ondon,(3)ollanz. 1932。

カンチエンデヤンガの経験 を以つてスマイスが.グ リーン、 シッフ・トン、バアニ、

ビユーマンの英國少批隊を組織 して 1931年 、東カメット氷河から初登頂 した記録で

ある。カメツトの登頂は ミードの 1913年 の試登以本時期の問題だといはれたが、こ

れに登攀 した彼等の功績は失はれない。

108. Vi38e■ H00ft,Jel濶 Ly.

」LInOng the]KarakOrunl glaciers in 1925,with contributions by

Phe C.Visser.

22。 5x16。5: pp.x,303。  L,ondon,Arnold。  1926.

カラコラムに於ける 1925年 ノ)フ イツサー夫妻初めての探険記録。この時は一行は
パ ツラ氷河 を探 li針 してある。

109. Waddell,iMttOr L.A。
Among the I:[ilnalayase

21)(15: pp.xvi,452。  London,Constable. 1900。

十九世紀のシツキム探検者 として名高いフデルの著、1888-1896年 にわたるシツキ

ム抜渉記である。牧むる虎、テイスタ河の源流 .ラ ッチユ ング、ラッチエン雨漢谷の

探 検、チベツト通商路に営るジエ レツプ●ラ紀行、カンチエンデヤンガ南面の探査更に

ネパール旅行記等。就中 グラハムのカプルー登頂問題について本書が論 じてわるこ

とは。同問題が後年コンウエイ.コ リー、フレツシユフイール ド、ウオークマン、レ

ーバーン、ロングスタフ等によつて諭争の的 となつたものだけにb仲 々興味がある。

110. Wessels,C.
E}arly Jesuit travellers in lCentral Asia, 1603-1721.

25x16。5: pp.xvi,344. Hague,Nijhoh。  1924.

最近デンデリーの博記を編 1,尋 したジエスイット教會の著者が 1603-1721年 の間、
中央アジアに布致の旅に出た八名の信偶の日記手紙によつて彼等の組行を編韓せる

ものである。

111. Wilson, Andrew.
The Abode of Snow. Observation of a ;ourney from Chinese

Tibet to the Indian Caucasus, through the upper valleys of the
Ilimalaya.
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104. Ruttledge,Hughe

lE}verest 1933.

25.5x17。 5:  ppe xili, 39o. 二′OndOn, IIIodder&Stoughton。   1934。

。ラットレツヂをリーダーとする 1933年 の第四回のエヴエレス ト遠征の記録。豫想

外の悪天氣のため第四回の畢 t敗れた。1924年 の行に残|さ れた ビツケルなどの残見.

スマイスの 8,534米 (P)迄の登攀が此の年の大 きな牧獲であつた。前三者 と共にヒマ

ラヤ文献中の歴巻 と鷲すべきものである。

105。  Schlagintweit,IIermann,Adolphe,and lRobert de。

Results of a scientinc inission tO India and high.A.sia,undertalKen

betl″
・een the years 1854 and 1858,by order of the directors of the

honourable iEast lndia(Company。

33× 27: Lcipzig,Blrockhaus,L′ondon,Tribner.
「ヽol. I. AstrollolΠ lical deternlinations of latitudes and longitudes and

lnagnetic Ol)ser、 ,atiOns during scientinc lnissiOn to lndia and high .Asia,

precedt〕 d by general intrOductOry repOrtso pp. xil, 494.  1861.  /ヽol. II.

G・eneral hypsOrnetry Of lndia, the I:Iilnalaya, and Vヽestern l｀ibct Ⅵ7ith

sectiOns acrOss the chains Of tlle I(arakOrurn and I(uenluene pp.xvi, 549.

1862.  
・
Vol III. R.oute‐ book of the western parts of the llinlalaya, 

′
ribet,

and C.entral」 生sia; and geOgraphical glossary frorn the languages of lndia

and′ribet. pp.xx,293。  1863。   Vol IV. L.〔 eteorology of lndia and ana‐

lysis cf the physical conditions of lndia,the IIin■ alaya,ヽVestern Tibet and
′
Ilurl【 istano  pp. xvi, 586。   1866。

Atlas. 95× 63: P)art I. 」L.Title and dedicationo B. :Panoralllas and

views, Co Mapso  Part II.  rLo Pal〕 orama and views. B. Panoramic
pro■les of the snOwy ranges of high Asia. Part III.Ac Panoramas and
vieヽ″s. B. fゝaps.  IPart I・ Ve A. :Panoranlas and vie、 vs. B. 11lustrations.

C. Maps。

ヘルマ ン、ロバル ト、ア ドル フの シユラーギ ントフイ ト三兄弟が東印度含 1lLの 命に

ょって 1855-1853年 ヒマラヤ 及び 中央 アジアに測 最並に學 術探 検を行 つたときの報

告。 1855年 ア ドル フ、ヘルマ ンと雨 入がイビ・ガ ミン (カ メツ ト)に 於 て 6,780米 に

達 した (常時 としての一記録 〕こ と.其後 ロバー トが カ シユ ガールで匪賊の兇手に斃

れ たことは有名な話 となつてあ るが 、アルプスでの 水雲登攀 の経験 を持つたもの cD

ヒマラヤ登攀 は 彼等 を以 て 嘴矢 となす と謂はれ る丈 けに ヒマラヤに於 ける彼等 のパ

イオニア・ウオークは本著 と共 に ヒマラヤ登攀史 を飾 るものである。年代的に見 て既

に古典 には相違ないが、その記述は 今 日に於 てもfFl〕 この方面 の 有要な参考資料たる

を失はない。

106. SherriDg, Charles, A.
Western Tibet and the British borderland.

25 x 15.5 : pp. viii, 367. London, Arnold. 1906.
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27.5ィ ×22: ppe 103。  Calcutta, Bengal SeCretariat F)ress. 1885.

営時印魔ベンゴール政府秘書官であつたマコーンイのシツキム●チベツト●ミツン

ヨンの報告でも比の種報告は此の時代のヒマラヤ踏査記録として重要な地位を占め

てある。マコーレイは此の行でラッチユング、ラツチエン雨漢谷の奥地まで入つてゐ

るが本書は旅行中に書かれた日記を主 としたもので、ll,こ むる虎の 22枚の密着焼富員

はシツキム高地の氣分をよくつたへて面白い。

loOo Merzbacher,D)ro Cottfried.
′
I｀he ccntral′rian_shan rnountains, 1902-1903.

22。 5× 15:  pp.294.  L4urray, :London。   1905。

著者 (1846-1926)が バン.カ イデル.コ ス トネルと共に 1902-1903年 天山に入つ

たときの記録。メルツバツヘルにとつては第二日の天山探検。第一回 :ま プルチエラー

と共に中央カウカサス探 検 宙 時 (1891-1892)こ れを訪れて居る。第二回の探 検は

1907-1908年 に行はれた。天山山脈の紀行文献 として|よ 珍 らしいものぜある。

101. Mumm,Ao L.
Five rnonths in the lilimalayac Ft record of n■ ountain travel in

Garh、val and KashiI.nir.

25x16: pp.xv,263. London,Arnold。  1909.

ヵメッ lヽ が登頂 されるまぜは人間が登つた世界最高の山頂 :よ トリゾール 23,406吹

でぁった。1907年 のコングスタフの比の登頂は爾来二十餘年に互 り世界の記録 とな

つたのであるが。マム (1859-1927)の 本書はマム、ブルース、ロングスタフニ人の此

の時のガルワール登攀記録を中心 として書かれたものである。

102. NOrton,Lieut._CoI.E.F.
′
rhe nght for]Everest: 1924.

23.5x16。5: pp. x, 372. LondOn, Arnold.  1925.

ノー トンを除長 とす る 1924年 の第 二回ユヴエ レス ト遠征記録。第二回 の攻 率は前

のル ー トを迫 ひ。ノー トン、ソマヴエルが 8,534米 まで達 し久 V｀ で マ ロリsア ーヴイ

ンが出残 、そのまま行方不 明 となつた。

103。  FLickmerS,W.Ro u.a.

Alai‐Pamir]Expedition, 1923,ヽrorl:iunge Berichte der deutschen

Teilnehmer.

22。 5× 15: pp。  196. Blerlin, I)ie Notgeineinschaft der deutschen Wissen‐

sclh.aft。   1929。

1928年に行はれた獨蘇聯合のアライ、トランス●アライ、パ ミール探検に際 しピク・

フイツケル、 ピク●レニンなどに日発 しい登諄覇E録を残 したリツクマース、ボルヘル

ス、アルフイン.シ ユナイグー等獨逸の報告書。
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1906-1908年 のヘデインのヒマラヤ探検記。カシミールからカラコラムを越えて西
蔵に入 り西部 ヒマラヤ山脈の間を縦横に探検 した 二年餘に亘 る苦岡 と獲見との 記録
である。第二巷は前二巻に封する補巻であ り。西蔵踏査の歴史に開する三章 も含まれ
てある。三巻何れもヘデイン獨特の水彩書の挿査が窮員版 又は原色版で思ふ存分載
録 されて居り異彩 を放つて居る。

96. H00ker,JOseph iD)alton.

I11lnalayan journals; Or, notes of a naturalist in BIengal, the

Sikkim and iN・ epal 11[imalayas, the lKhasia mOuntains,etc。

2 vols. 22x14: vol. I. pp. xxil, 408; vol. II. ppe xii,487. London,

Murraye  1854.

植物學者 としての著者 (1817-1911)が ,1848-1850年 にわたリシツキムやネパール
に深 く入つて植物を1観察 した営時の探検記ゝ同 じフーカーの ヒマラヤ植物研究の貴
重文献 と共に,敷少い初期のヒマラヤ文 献 として古典 の一つに数へ られる。本書は
後上下 ,質 巻を併せて一巻 として縮刷発行 された。

97. Howard‐Bury,Lieut。‐Col.C.K.
Mount Everest,the recOnnaissance, 1921。

23.5x16.5: ppe x,356e London,」 qLrnold. 1922.

ノヽフード●ブュ リを除長 とする 1921年 の第一回エヴエンスト遠征記録。マロリ バゝ

ロック、フイーラアがノースコルの上 (7010米)に逹 して、エヴエレスト登攀路を壺
見 したことは、この踏査の最大枚獲であつた。然 しヒマラヤ探険の大先輩ぜあるケラ
ス博士が中途にして病のため

'噴

れたことは償ふ可らぎる損失ぜあつた。ケラス博士は
1907年 以来 シツキムに於て特にカンチエンジヤンガを中心に数多の登路を開 拓 し、
カンチエンジヤンガに封する造詣は その右に出づるものなかつた。 この年 も秋に 登:

るべきカプルーの登路探究に シキムに居たが。それ を中止 してこの行に参加 し,不幸
に してエヴエ レス ト探 検最初の犠牲者 となつたものである。本書には他に大版の限

定版がある。

98。  KnolⅣ lton,Elizabetile
′
Ilhe]Nlaked Mountain。

24x15.5: pp.335. New York,iPutnanl。  1933e

1932年ナンガパルバッ ト試登のメルクル除に加はつた唯一の婦人の手になる遠征
報告。登攀除はナンガパルバットそのものでは 6,900米附近まで しか達 しなかつた
が、ラキォット・ピーク、西チヨングラ・ ピークに登頂 した。1934年 メルクルは再び
ドイツ除をZ率壺ひてこれに挑んだが 天候激艶のため 除長メルクル自身を初め多 くの犠
牲者 を出 して痛ま しくも敗退 して了つた。

99. Macaulay, Colman.
Report of a mission to Sikkim and the Tibetan frontier, with a

memorandum on our relations with Tibet.
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ブライド・ピイクに登攀 .7,500米 の記録を残 した。附録の地固パノラマ富員は別り1肝

をなし豪華なるものである。

91.

I(aral(oranl and Western I:【 ilnalaya, 1909, an account of the

expedition of][I.IこHc Prince lLuigi AInedeo of Savoy:Dluke of the

ハLbbruZZi。

2 vols。  26。 5× 21: pp.xii,469. :London,{C)onstable. 1912。

アブルヂ公 1909年のカラコラム遠征記録の英詳本。

92.
′
I｀he ltalian expedition to the IIhnalaya,Karakoram and E)astern

II｀urkestan (1913-1914).

25x19: ppe xvi,528。  ]L′ondon,(C)onstable。   1932.

フイリツピを除長 とし、アレツンオ、アベツテイ、ダイネリ、ペテイガスといふ除

員から成 るイタリアのカラコラム遠征除記録の英詳。 ンモ氷河 .デプサン高地の 探

検等が此の行の牧獲であつた。世界大戦が起 らなかつたら、一層大きな壼見もあつた

らうと云はれてある。

93. Freshtteld,D)Ouglas W。

Round Kangchenjunga, a narrative of rnountain travel and
exploration.

25x16: pp.xvi,373. :London,Arnold。  1903.

パウエル以下 ドイツ登攀除の二回に亘 る果政な試登や 国際登攀'除の鳴1'勿 入りの行

列でカンチエンジヤンガは近年著 しく問 題 となつてある。然 しフレツシフイール ド

こそはカンチエンジヤンガ探検の押 しも押 され もせぬ先 駆 者である。本 書 は 氏の

1"9年の探検記録であり、カンチエンジヤンガ山塊 を一月 した報告である。

94. CuiIIarmO』 ,Dr.J.Jacol.

Six l■ois dans l'I:[imalaya le Klarakorunl etl'Hindu‐ I《ush. V・oyages
et explorations aus plus hautes lnontagnes du mOndee

23.5x16.5: pp. iii,363。  Neuchatel,SandOz.

1902年 パルトロ氷河を迎り K2の北東面から目指した、ニツケンンタイン、クロ

ウンイ、ノウルス、バンネルゝウエスリー、ギヤルモオの遠征除の記録。

95。  Hedin,Sven.
Trans‐ 11【imalaya. I)iscoveries and adventures in′ I｀ibet.

22.5x14.5: vol.I.ppe xxlii,436; vol.IIe ppe xvii,423; volo III.pp.xv,

414e  lLondon, L4acmillan.  1909-1913。
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る。1933-1934年 にわ たつて原著者 の一人 sir Sydney Burrardは Dr.A,M.Herron
の助力 を得て改訂版 を刊行 したがっ新板は三部 に分れ 、第 二部

‐
ごは氷河の ことも逃ベ

てあ り.地 名な ど訂正 され た。

86。 Collie,J.NOrman.

Climi)ing on the Himalaya and other in_ountain ranges.

22x14: pp, vii,315。  Edinburgh,Douglas。  1902.

アルプスは国よリヒマラヤ、カナダ等に 及んだコリーの山岳肥丈を集めたもので

あるが、ヒマラヤの部分が大部分 を占め,ヒ マラヤ登攀史も合まれて居 り,就中ナン

ガ・パルバツトのマムメリーの最期 も本書に記録 されてある。

87. COnway,Wiliam Martin.
c)lirnbing and exp10ratiOn in the Karakoranl‐ Himalayas. WVith

three hundred illustratiOns by A.IDe L`IcCorinick.

24.5x16.5: pp.xxvili, 709. London, lJn、 vin。  1894.

コンウエイの 1892年 四月乃至十月のカラコラム探検記録、後年のエヴエンス トの

勇府ブルース(11時 中佐)及び山岳書家 として知 られたマコーミツクが同行 し測量に

はエツケンンタインが従つてある。探 i検 家 としてのコンウエイの四大探検の最初の

ものであり、カラコラム探検奥上に一時期 を割する最初の大規模のもので、アブルヂ

公、スポレツト公或はウオークマン、フイツサー等の探機の先駆 をなすものぞある。

88. Dyhrenfurth,G.0.
IIIimalaya,unsere lExpedition, 1930.

23・〉(15。5: pp。 380。  lBerlin,Scherl。  1931。

カンチエンジヤンガに挑むだ 1930年 国際遠征除の記録。此の除はパヴア リア除 と

は反封にカンチエン氷河によつて試登 したが失敗に帰 し、近 くのジヨンソン●ピーク

などに登つた。

89. Eckenstein,Oscar.

The Karakorams and Kashmir,an account of a journey.

19.5x13: pp. xvi, 253. :London,IJnwine 1896。

コンウエイし'Dカ ラコラム遠征 (1892年 )に 加はつた一人エツケンシタインの日記盤

の記録。

9a FiLpi,Fillipo de.
La spedizione nel Kiarakoralne Ё nell'ilnalaya C)ccidentale.

26:×121: pp. xix,471;appendix, pp. 110。  13ologna,Zanichelli. 1912。

アプルデ公 (1873-1%3)の 1909年 カラコラム遠征記録()ア プルデ公 、フイ リピ、

セル ラ、プロシユ レル、ペテイガスの一行 は 1909年 K・ を目ざ してカラコラムに入

つた。―行 は K2の周囲に登 路 を求 めつつ 探査 したにす ぎなかつたが 、附近にあ る
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82。  Bruce,Mttor the Hon.Ce C。
Twenty years in the I:[ilnalaya.

225x14.5: pp゛ xii,331. :London,ノ 牡rnold. 1910◆

シキム、ネパールからクマオンゝガルフールを経 てパルチスタン、チラス.チ トラ

ールに至る大 ヒマラヤを前後十九年に亘 る探検 .登攀、旅行の経験に基いて叙述説明
し、その山貌の上に現れた封照、住民の多様 さを描いたものである。誠にブルースに

して初めて可能なる企てと云ふ可 きであるが ブルース夫人も婦人の立場から見たヒ
マラヤ旅行親 を巻末に書添 えてある。

.83. Bruce,Lieut。 ‐CoE.the IIOne Cc〔L.

Kulu and LahouL

22x14.5: pp.xil,307. London,Arnold. 1914.

前著者 |こ 同ビ。探検を主とした幾多のヒマラヤ文献に封 し、プルース中佐 (今の代
,格 )の タル、ラホウル紀行は全 く異つた屁角からヒマラヤを見たものである。探検家
としてブルースの名は廣 く識られて居るが。此の旅行ではプルースは必ずしも標高
の高いこと、人里 を遠ざかることを限日とせずも休暇を利用 した比較的氣軽な登攀の

封象として殊更に一萬尺から一萬五六千尺程度の山岳地帯を・I壁 んで歩いてある。ヒ
マンイアン0ク ラブ創立等を続って漸 く勃興の氣運に向ひつつあるヒマラヤでの所謂
ホリデー・クライミングの先駆を鶯すものと云ふべきである。最後の一章『婦人の立
場から』は同行のプルース夫人の筆になる。

84。  BIEECe,B遷 gadie卜Ceneral IIOno C.C.and other members
of the eЖ peditiOn.

〔I｀he assault of r4ount]Everest, 1922.

23.5X16.5: ppo x,339。  :London,Arnold。   1923。

ブルース指軍 を リーダ ーとす る 1922年 の第二回のエヴエ ンス ト遠征 の記録 、前年

のル ー トに従つて、ノースコール を登 り、東山稜 か ら試登 マ ロリー、ノール トン、ソ

マヴエルの組 は 8,225米 まで、フインチ とジオ フレイ●ブル ースの組 は S,321米 にま

で逹 した。

85.Burrard,C010nd S.G.and H.H.Hayden.
A sketch of the geography and ge010gy Ofthe IIimalaya moun‐

tains and′ ribete

Part  I. The high peaks of Asia.

Part II. 
´
rhe principal mountain ranges of」 牡sia.

P)art III. 
′
The rivers of the Hilnalaya and′ I｀ibet.

P)art I・ 7。  `The ge01ogy of the IIIilnalaya.

30× 22.5:  ppe 230。   Cialcutta, Superintendent Governrnent F)rinting,

I】ndia。   1907-1908.

四部 に分れて詳細 にヒマラヤの山系、水系 を説 明 した本書 成、三十年後の今 日に於

て もなほ ヒマラヤ研究の一権威書で、ヒマラヤ研究者が必ず坐右 に備へ るべ き書 であ
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1868年 .1886年及 1889年 の三度のコウカサスに於ける著者 自身の登攀記録 とコ

ッキン、ホルダー、ウ"レ イ、デシーの寄稿による登攀記.セ ルラ、ドンキンなどの

手になる篤員 .こ の二つによつて、コウカサス山岳文献の最高峯 をなす本書は 1888

年ヨウカサスに最後を途げたドンキンに捧げられてあるが、ドンキン探索の有名な

一節 も合まれてゎる。

79. CrOve,F.C.
``′ I｀he frosty Claucasus。 '' An account of a lⅣ alk through part of

the range and of an ascent of]Elbruz in the smmer of 1874.

19x13: ppe iv,341。  London,LongIIlans,G}reen。  1875.

1874年のコーカサス探検記録、此の探検にはム…ア、ウオーカー、ガーデイナーの

二人が同行 してわるが本書は旅行記録として優れた一典型とされて居り、ウオーカー

の高員をもとにして刻んだウイムパーの挿豊が入つて居る。グローヴ(1838-1902)は
後 (1884-1田6)ァ ルバイン●クラプの會長の地位に就ぃたが、18Ю 年には営時問題と
なつたガードルス トンの著書を引用し登攀に際しての案内者有無の優劣を論 じたり
して居る。アルプスではグローヴの名は常にウイムパー、チンダルに次いでマツター

ホルンと結びつけられて居る。彼はイタリア側からの第二回 (登山家 としての最初の

もの)登攀者であり、ツエルマツト側からの第五回目の登攀も行つてある。

II.ア  ジ ア

ヒマ ラ ヤ 及 中 央 ア ジ ア

80。  Bauer,P.
Im Kampf um den Himalaja,Der erste deutsche Angrif auf

den iKiangchendzё nga 1929.

23。 5)(15.5: ppe 174。  Minch,en,Knorr u.IIirsch. 1931.

果敢沈着な登攀 を以て一世 を驚倒せ じめたバウエル以下のパヴア リア除。1鯰9年

の第一回カンチエン登攀記録.此 の年パウエル除はゼム氷河から東北稜によりZ“0

米に達 した。

81

Um den iKlanヽ ch,D)er zw'eite deutchen oAngrttf auf den ICang‐

chendzё nga 1931.

23。 5X15.5: pp.191。  Munchen,Knorr u.I・ Iirscih。  1933.

1931に 於けるパヴア リア隊の第二回カンチエンジヤンガ攻略の記録。 一行は第一

回同様東北稜から突撃 ZηO米まで達 したが シヤラアと人夫一人を喪ひ途に退却の

止むなきに至つた。1934年 、以上二回にわたる遠征の記録は Ihmpf um den Hima―
layaと して出版された。
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ス ビ ッツ ベ ル ゲ ン

75. Conwdyt Sir Martin.
The first crossing of Spitsbergen, being an accoutlt of an inland

journey of exploration and survey, with descriptions of several
mountain ascents, of boat expeditions in ice fjord, of voyage
to North-East-Land, the Seven Islands, dorvn Hinloopen Straits,
nearly to Wiches Land, and into most of the fjorcls of Spitsbergen,
and of an almost complete circumnavigation of the main island.
With contributions by J. 'W'. Gregory, A. Trevor-Battye, and E. l.
Garwood.

24 x L7.5: pp, xii, 371. London, Dent. 1897.

L896 4tr.xjl r'BlEJFi\IJ rcE,A z € v v 4pr'v*ftffifi:tflc

76.

With ski and sledge over arctic glaciers.  11lustrated frorn

photographs taken by:E◆ J.Garwood.
20× 13.5: pp.vi,240。  I´Ondon, D)ent. 1898.

コンウエイ1897年 の第ニロ スピツツベルダン探検紅行。前年同様六月から八月迄

に至るもの.第二回探粉はスキーを利用 したことで注目されてあるが.此の探検で コ

ンウエイはホルンスンノ●ティンドに.l銹 つてゐろ。

コ カ サ ス

77. F“ shfield,Dou」 as聯「 .

II｀ravels in the lCentral Caucasus and iBashan including visits to

Ararat and′rabreez and ascent of IKazbek and iElbruz.

21x14: pp.xili,509。  London,Long:Υlan s,Green. 1869。

シリアに始 リコーカサスに維つた 1868年のフレツシフイール ド、タッカーの登攀

探検記であるニカズベク、エルブルーズ東峯の初登攀|に 成功 したのは此の時の事であ

る。笛時 フレツシフイール ド二十四歳であつた。従つて 本書は彼 二十五歳の 時の作

である。

78.
′
I｀he exploration of the Caucasus, with illustratiOns by¬ VittOriO

Sella。

2 vols. 31× 24:  volo I. ppe xxili, 278; volo IIo ppe x, 290。  London,
Arnold。 1896.
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72. Yeld,Ceorge.

Scrarnbles in the Elastern(Graians,1878-1897.

20)(15: ppe xvil,279. L.ondon,1〔 Jnwin。  1900。

著者は 1896年 以木三十年の永 きにニ リ Alpine Journalの 編輯に宙 りも現にアル

バイン●クラブ名春會員の一人である0本書は 1878-1"7年の約二十年間に東部グラ

イアン・アルプス地方の登山記で地同一枚 t岡版二十枚 を挿んである。本文は九章よ

り成 る。地国は伊太利政府調製の原同を縮少スケツチしたもので COgne山 脈に属す

る山岳及び水河の一覚同ざ本文 と併せ讀むと興味が深い。

73。  `Y'Oung,Ceoffrey WinthrOp.

On high hillso Melm.ories of the Alps.

22x14: ppe xiv, 368. Iど OndOn,RIethuene 1927.

1910年 前後 の時代 に於ぃてヤングの名はアルフ・スの端から端まで響 き渡つてお

た。シヤモニーやヴア リスの山間に紡徊ふ人は今もヤングの遺 した足跡 を見 る。グレ

ポンの東側ざあるとかグシパルテンホルンの西 尾根 或はジヨラス.プルイヤール尾

根、等々、何れもその上のヤングの活躍 を思は じめる。本書 は果敢、卓抜を以て鳴る

之等ヤングの登攀記録 を中心とした 彼の山岳文章を集めたものであるが,詩 人とし

ても聞えた彼のことであるからその文章は 又それ自身として護まれるに値するもの

であるノヤング今竹 健在なるも欧洲 た職に傷き一脚を失ひ爾卒往年の飛躍は想ひも

及ばない。然 し彼の著は能 く登攀の勇 としての彼 を物語 り、又 依然山に想ひを凝 ら

す彼 を映 して餘 りある。

74。  Zsign■Ondy,Dr.Eコ 直.

Inl Hochgebirgee Wanderungen von iD)r.Emil Zsigmondy. 〕√it

A.bbildungen von E.Ce Colinpton.

26x16.5: pp.xv,365。  I′eipzig,I)unker u. I「Iumblot. 1889.

1885年のメィジュ遭難宙時 ツイグモンデイは二十四II曳 であつた。ウイ_ンの警科

大學 を11:て 兵役を了へ 漸 く讐師 として立つた ばか りであつた。然 し宙時ツイグモン

デイ兄弟.プルチエラー,シ ユルツ等は既に獨・塊登山界の新進と謳はれアルプスを

越えて遠 くドフイネに迄 蒻根 を延ば して居た。エミールの不慮の死は此の活躍の項

鮎に襲ひ末つた。『 アルプスの危険』の著者ぞあつた彼がメイジユ登攀のより安全な

ルートを索 つて然もその途に斃れたことは如何にも悲傷的であ り,宿命的で もある。

Im HOchgebirgeは 彼が生前書遺 した登攀記を韓録 し、編者 Ke ScЫ uzが巻末に彼

の最後を語る一章を加へたものである。登山家 としてユ 又 山岳蓋家 として名あるコ

ムプ トンの挿竹は比の書の値打 を倍加 してある。
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68. Wil18,A:fred.

WanderingS among the high Alps.

SeCOnd editiOn,revised,Ⅵ7ith additions. 18 x ll.5: ppe xix,426. :London,

lBentley. 1858.

近代登山史はウイルズ (1828-1912)の ヴエツターホルン登摯 (1854)に 始るときヽ

云はれてある。科學者 としてアルプスに入つた人はウイルス以前にも少 くなセヽ、然 し
一法律家 として維 始 したウイルスは全 く集 しみを目的 としてアルプス旅行 を行つた

最初 の一人で ある。此の意味で 此の書はアルプス登攀文献中ぜ特殊の地位を持つて

わる。1856年初版が刊行 され後二年に して若干の追加を添へて再版 された。

69. “一――一―,

``′rhe lEagle's iNest'' in the valley Of Sixt; a sulnmer holmie

arnong the Alps:together、 rith sOrne excursions arnOng the great

glaciers.

19X12: pp.xviii,327e London, Green,LOngrnane 1860。

ジエネーヴからシヤモニーに行 くのには今 も昔もアルヴの河 をi,;用 るわけだが.シ ク
ス トの谷は 此めアルヴのボンヌヴイーユの上で 本流に合流する一交流に副ふ。謂は
ば シヤモニーの裏谷の一つである。『鷲の巣』 とぃふのは此の谷にウィルスが誉んだ
別荘の名で本著は此の『果』を取園む美 しい自然の記逸を目的 としたものぞある。 シ

ヤモニー街道には シヤラバ ンが 通つても.シ クストの谷は恐 らくは今に昔乍 らの風
物 を残 してわるであ らう0

70。 ヒWilson,(】 laude.

An epitorne Of ifty years'climbing.

22〉ぐ17: pp. 119. London。  1933。

アルプスに幾多の輝かしい記録を残 したウイルソンが 自分の登攀五十年を記念す
る鶯めその登山紅歴 を綴 り知友に頒つたもの。本書は 125部限定本で 勿論非賣の品
ぞある。自分の登山紅歴 をか くも詳細に残 した著者の丹念き、また前後 238回 もの
ガイドレス●クライムにただの一度のアクシデントも起 して居ない彼の技能の優秀 さ
にはただ驚入るの外はない。

71. 1ぼinI【ler,Ceorg.

:Elmpor! Georg Winklers′ ragebuch. In Melm.orianl。  :Ein R.eigen
von iBergfahrten hervorragender」生lpinisten vOn heutc.

25◆ 5)く 16: ppe xii,324. Leipzig,Glrethlene

若 くしてアルプスの華 と散つたゲオルグ0ウ インクラーの追悼 を目的 として Erich
Kёnigに より編纂されたもので ,ウ インクラー自身の登攀手記書輸 及び知友の紀行
を集めてある。革獨登攀者 として識 られたウインクラーが歎 々として遺 した足跡 を
迪る唯一の書 ざある。1869年 生れであるから彼が 1888年 にヴアイスホルンで溝息を
絶つた時はまだ蒲十歳にはなつてゐなかつた。登山期間は十二歳の時からその死に
至る八年間に亘 リドロミーテの山々から愈|々 雲 と氷の四千米級の 山にかからうと云
ふ所で彼は菱れたのである。
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アルプス登攀奥の上でエ ドワー ド・ウイムパー (1840-1911)の 名は餘 りにも有名で

ある。此の書はウイムパーが 最初に世に問ふたアルフ・ス登攀記で 前後六回に互るマ

ツターホルン試登並に 1865年 の初登攀。それに績いて起つた悲傷的な遭難、を始め

とし、ドフイネtシ ヤモニー、ヴア リス等各地の登攀記録 を輯録 し.彼 自らの挿維を入

れたものである。アルプス文TI,Itの 古典中の古典 とも稀すべきものぞある。本書 1871

年に初版 を獲行 し同年夏に再版 し忽にして敷千部 を賣表 してあるOア ルプス文献中

之程多 く讀 まれたものもなければ、又、之程多 くの人を残奮せ しめ山に謳 り立てたも

のもない。

63. 一一一一一一
′
I｀he ascent of the〕 ylatterhorne

22.5)く。16: pp.xxil,325。  London,htturray。  1880。

1871年に刊行 された『 アルプス登攣記』の第三版に営 るものであるが、比の版は

18"年 に始めて新装をi;`避 らして現れてわる。ウイムパーは比の版では原著の或 る部

分 を省略 し、特に『 マツターホルン登摯』なる1題下に公けに したが.第一、第二版同

様マツターホルン以外の登拳記をも含んである。

64. ―一――一一

scranQbles amOngst the Alps in the years 1860-1869。

FOurth edition. 23x16: ppe xviil,468. London,Murray. 1893.

『 アルプス登攀記』第二版に相営する『 マツターホルン登攀』が出てから十餘年後、

ウイムパーは決定版 として此の第四版を公けに した。内容は第一、第二版を上豪に訂

正4ヤ :1町 とを施 したものであ り、従つて 賞質的には古版 よりも優 るものと云ふことが

出来 ろ。

65.― 一一一一

scrarnbles aI.nOngst the Alps in the years 1860-1869。

15.5x10。5: pp.vii,480。  :London,Nelson.

『 アルプス登攀記』の縮刷版であ り第四版によつた簾債普及版である。

66. ‐一一一一一

(clharnOnix and the range of Mont]BlanCo A guide.

19x13: ppθ  xiv, 189。  I′ondon,Murray.  1896.

ウイムパーの筆になるシヤモニー案内記であるが、シヤモニーを中心 とした登 攀

奥 tあ れば、山岳 i豊 難史 も合 まれて居て唯の案内書 とは大いに趣 を異に してゎる。彼

の経焉の地で もあるシヤモニーの谷に彼が献げた愛着は 此の一個の案内書 を通 して

も覗ひ知 られる。

67. ‐一一一一一
′
rhe valley Of zernlatt and the Matterhorn. A guide.

19x13: ppe xiv,212. lLondon,Murray. 1897.

彼のシヤモニー案内記に'相封するもの、マツターホルン初登攀者 としてウイムパ

…が ツエルマツト由亦記を書 く最上の費格を備へて居ることは謂ふ貫乞もない。
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58.

Ober Gletscher und Gipfel.

20〉く12.5: pp.447. Zirich,Rentsch。  1931。

ゴツトリープ0シ トウ…デルが 1825-1866年 間にアルプスに残 した数 々の登攀記録

を編纂 したもので編韓には Ernst Jennyが 営つてゎる。

59. .Tuckett,F.F.

A pioneer in the high Alps, alpine diarics and letters of F.F.
′
I｀ uckett, 1856-1874◆

22x14.5: ppe x,372。  :LOndon,Arnold. 1920。

『彼は無暴の攀を政てしたことは一度,も なく、又人に見せかける燒めに登つたこと

もない』とフレツシフイールドは著者 タケツト(1834-1913)を 評してある。1853年

から1883年 に至る長年に互る輝かしい登攀組睡は~貫 して此の面目を貰いて居る。

本書は彼の没後その遺 した書 輸並に手記を基として編纂されたもので 1856年 乃至

1874年 の期間に互るもの。彼の常時登山界に占めてわた地位からして、おのづから

一つの側面から見たアルプス1:鋭攀史とも見ることが出木る。

60。  ''ryndall,John.
′
I｀he glaciel‐ s of the Alps,being a narrative of excurslons and

ascents,an account Of the origin and phenonlena Of glaciers,and

exposition of the physical prinCipleS tO Which they are related。

20x13: pp.xx,444. iLondon,LOngrnans,G}reen. 1860。

アルプス古典の一である。科學者としてのチングル (1820-1893)は 儀|り にも有名

であるが、アルフ・スでは彼の名はヴアイスホルンの利登攀者、マツターホルン登攀の

一先謳者 として人口に胸失してある。『 アルプスの水河』は二部からなり、第一部は

アルプスli反行記よりなり、第二部が科學的研究となつてわる。

61.

][110urs Of excrcise in the Alps.
′
rhird editiOn.  19.5x12.5: pp. xli, 475.  I′ ondon, I´ongln.anS, Green.

1873。

『 アルプスの1)it河 』IH版後十一年にして出たのが此のアルプス旅行記ぜあるが,本

書 の根中争をなす所は ``vacatiOn tOurtts''と し,て 18604Fに ,叉 ``λ40untaineering

in 1861''と して 1862年 に刊行 したものに筆を加へたものであるのアルプス登攀の

記録 として彼の第一書に比 し一段 の進境を示 してわることは争はれない。

62.WPLympeL Edward。

scrambles alηOngst the Alps in the years 1860-1869。

22.5× 16: ppe xvili,432。  London,Murray。  1871。
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るが、讐師を志 し乍 ら筆 を以て世に知 られることになつた ス ミスの『 モン●プラン』

は.彼 のパノラマ興行と相侯つて、十九世紀中期 の登山勃興の氣運醸成に貢献する所

大であつた。

55。

A hand‐ book of Mro Albert Smith's ``ascent of Mont iBlanc,''

v′ ith outline engravings of the ascent.

11)く 18: pp。 38. London.

スミスの名を不朽ならしめたロンドン、ビカデイリー、エヂプト館のパノラマの目

鎌:で ある。エヂプ ト造 りのホールを入ると瑞西の シヤン…式の舞豪が出来てゐて、そ

の奥にパノラマが見える、そ して舞盛右の演崚か らモン●プラン登攀の説明をすると

いふ仕組であつた。七イント●パーナー ドの員物が御目見得 して婦人連の人気を一人

(匹 )で背負つた りしても営時 ロンドンーの見世 1:勿 として鳴らした。興業は内容を 少

しづつ愛へ乍らもスミスの死に至る迄で績けられ、彼が死ななかつたならば何時ま

で績 くことか剣 らなかつたらうとさへ 云はれたものだ。そして そのパノラマの中で

は何時もモン●ブランが一番人気があつた。

56. Stephen,Leslie.
′
I｀he playground of Europe。

19x12.5: ppe x,321. :London, LongI・ Ilans, Creen。  1871。

所調アルプス古典の一つとしてウイムパー、チンダルの書 と並び稀せ られるべき

ものも思想家、歴史家 .或は文學者 として幾多の仕事を遺 した人ぜある人けにステイ

ヴン(1832-1904)の 著は特にその文章 を以て重んぜ られてあるが。彼は同時に幾つか

の初登摯によつて黄 金時代のアルプス登摯史にその名を遺 してある。此の書は後 に

ンルヴアー●ラィブラリーの一般 として若千の追加をして再刊 された。

57。  Studer,G.
1[:「ber Eis und Schnee. I)ie ht'chsten{Gipfel der Schweiz und die

G)eschichte ihrer:Besteigung.

18.5x12: Berne Dalp.

I. Abtheilung: iBerner‐ Alpene pp.iv,300. 1869`

II. Abtheilung: Walliser‐ Alpeno pp. iv,330. 1870。

III. Abtheilung: Blernina. ppe v,302。  1871。

Supplernentband: pp,xi,392。  1883。

瑞西山岳界の先ド:罐者 の一人であるゴツ トリープ0ン トウーデル (1804-1890)は父 ゴ

ツ トリープ・ ジグムン トoン トウーデルの子 として公離人の職 と山 岳 愛 とを受け維 い

だ ()本書 はアルプ スの登摯史 を各峯 別に編纂 したものであ り、その内容の魔汎詳細 な

黒占。その年代の古 き貼 か らして正 にボールの『 アルバ イン●ガ イ ド』に比すべ きもの

で ある。六十九歳 の高齢 を以てモ ン●プラン登攀 を敢行 した といふ著者 の根氣 と精力

とを以 てして初 めて可能 と云ふべ ぎ書であ る。
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(C)hanbery,lE)ardel。  1925。

“II Monte CervinO"の 佛課本。篤員は英澤本 よりも邊に多 く挿入 されて居 り又

能 く多様な此の山の相貌 を物語つても居るが、ルビーノの挿縮が 虐待 されて居るの

が惜 しい。

51。 ―一一一一

P)eaks and precipices, scrambles in the lDlolomites and Savoy.

Translated fr01n the ltalian by Jo E.Co Eaton.

26)く 17。5: pp◆ 238。  London,lLJnwin。  1914.

アル ピニズモ●アクロ′ヾテイコの英詳。 レイ獨特のスタイルで書 かれたこの書物は

山の古典 として残 るべ きものて
゛
あ らう。グレポン、シヤルモ、レカン.ド ルー.エ ギ

ーユ●ヴエル ト等のシヤモニーの山々、或は ドロミーテの多 くの岩峰の最難ルー トの

1登攀記録 を合む。

52。  Saussure,Horace‐ B16nedict de.

VOyages dans les Alpes,prё c6d6s d'un essai sur l'histoire natu―

relle des environs de(Genё ve.

20.5x13: Genё ve,lBarde, 〕颯anget= 1780-1796.

ドウ●ソシユール (1740-1799)の 名 とアルプスとは切 り離すことは出来ない。彼の

1787年 のモン●プラン登攀 。1788年のコル・ ドウ●ジエアン登攀或は 1789年 のテオ ド

ル●パス登攀等はそれ自身がアルプス開拓奥の一節であり、アルプス研究残展の一段

階をなすものであつた。彼のアルプス紀行は四折版四冊 となつて 1779,1786,1796年

に夫:々 残行 され、又八折版 として八冊に分けて 1780-1796年 に何れ もニユーシヤテ

ルから装行 された。本書は後のものである。

53。  SchusteL Claud。

P)eaks and pleasat pastures。

23)(14。 5: pp.227。  (Эxford,(〕 larendon。  1911.

登山記録の集録 とは云ふものの、その筆致が著しく支學的なるが故に寧ろ山岳丈

學書の一つと構せられてある。筆者にとつては特定の頂きや特定の峠はさして重大

問題ではない、勿論登山家仲間を相手に書いた技術的な報告ぞもない。然 し共虎に著

者獨特の境地もあり.本書の値打もあると云ふ可きである。

54。 Smith,Albert.

h〔ont BIanc by Albert Smitho With a memoir ofthe author by
Edn■und Yatese

16.5× 10: ppe xxxvi, 299. London,Ward and iLock。  1860。

アルバート●スミス (1816-1860)は アルプス登攀史に名を掲げる:数 多 くの登山家の

中で最 も多彩な存在である。彼がモン●プラン登攀 (1851)の後にロンドンで 催 した

『 モン●プラン登攀』のパノラマ程 常 時のアルプス熱 を煽つたものはないとされてみ
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イングル シユビツツニで遭難する迄 彼はその短い生涯 を果敢な 山登 りに捧げ.能 く

営時の敗洲登山界に新生面 を開 拓 した。彼は特に ドロミーテの山々を愛 しこの方面

に彼が印 した足跡は甚だ魔い。彼が途に ドロミーテの岩峰に華 々しい生涯を維った

のも故ありと云ふ可きである。それは彼にとつては 七回日のフユンフフイングルス

ピツツエ登攀であつた。本書は メイ夫人の編する虎で、同夫人による彼の最後の 登

攀 を首め,11史 多の山行の「1巳事をもつて埋められてある。

47. Ramuz,C.‐ F.et Edim.Bille.

I″e village dans la montagne.

36× 27: I)p.260。  ]Lausanne, P'ayOte 1903.

アルプスを族する者にとつてsア ルプス山間の住民の生活は 何物にも代へ難い。想

ひ出の種ぜある。本書 iま 瑞西山村の風物 と生活 とを来朴直裁 な綸 と文 とを以て描 くゝ

挿結は政て亘匠の手になるものではないが、山を愛する人の筆として 雅趣愛すべき

ものがある。

48. Ratti,Abate Achille.

Climbs on Alpine peaks by Abate .Achille Ratti, I.nountaineer

(no、v Pope Pius XI.)translated by J.E.Co Eatone 
・
Ⅵrith a fore‐

word by lDouglas iFreshneld, and an intrOductiOn by the :Right

R.eve Lo Ce Casartelli,Bisllop of Salford。

22x14: ppe 136. I.′ ondon,1:Jnwin. 1923。

謂ふまぜもなく現在のローマ法 皇ピウス十一世の著書ぜある。フレツシフイール

ドの十餘頁に互る序文は法皇の登山家としての組歴を物語つて餘す所がないが法皇

はイタリア人最初のモンテ●ローザ東壁登攀者の一人として知られてわる。本書の大

部分を占める所も此のモンテ●ローザ東壁登攀記録である。

49. IRtey,Cuido.
′
Ilhe 14atterhorn. With an introduction by lE〕 dmondo de Arnicise

′
I｀ranslated from the ltalian by Jo E,C.Eaton。

25x18: pp.336◆  London,Unwin。  1907.

“II Monte Cervino''『 マツターホル ン』(1904)の 英詳である。マツターホルンの

名が第一に連想 させるものはウイムパーの名である。次 vヽ で我々はチングル、グロー

ヴ、マムメリー、ベンナルを想起しマクニアーツやカレ,ル を想ふ。然 してその次に本

るものがフルグ尾根の初登攀者である我が ギ ド・ レイである。『 一つの山の鶯めに一

冊の本』 と云へば人袈裟にも開えるが.山がマツタホルンであ り、書 く人 が レイで

あれば誠に宙然で もある。その位此の山は多様多彩であ り、又 レイの此の山に献げた

熱情は大きい。本書枚むる多 くの挿絶 (エ ドアル ド・ルビーノ筆)や富員 も美 しい。

50.

Le Mont Cervin.
Espinasse-Mongenet.

Ouvrage traduit de l'italien par Mme L.
Pr6face de E. de Amicis.
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43。 Moore,A.Ⅵr.

The Alps in 1864, a private journal. Edited by.Alex.:Bo W.
Kennedy.

25x16: pp.xxv,444。  IEdinburgh,lDouglas. 19o2.

『 ム…ア程初登攀にかけて腕を持ち旦つ山運の好かつた人は無かつた』 と,本書 の

編者 ケネデイーが書いてめるが.1860年代から18Ю 年代にかけて営時の登山界の第
一 線 に立 ち。西は ドフイネか ら東 は遠 くコーカサスに至る山々を席捲 したムーア

(1841-1田 7)の一生は或る意味で登山勃興時代の歴史その物である。ムーアは本来此
の1:蔭 くべ く詳細な登攀1記録 を一冊の本に纏める望みを持つてわたが、本職の 印度省

官吏としての生活の多忙か らその望みを果さず、11笙 にもとの盤で 百部内クトを印刷に

附 し知友に分つた。本書はその私 刊 本 を基 としてケネデーが編纂 したも′)で あるが

1864年 の山旅で ム…アは三度び ウイムパーと行 を共に し、六つの峠 とエクランの初

登攀に成功 しゝ更にモン●プランのプレンヴア水河からの初登攀|を 行つてある。

44。 Mummery,A.R
My climbs in the Alps and Caucasus.

Second edition. 26。 5x18: pp.xii, 360。  ]L′ondon, Unwine 1895。

アルフ・ス登攀の黄金時代 をウイムパーの著書 が代表するならば,十九世紀末葉か

ら今世紀初頃にかけての新 しい登山。マムメリー自身の言葉 を引用すれば『純枠の遊

び』 としての登山の勃興 した時代を最 もよく代表するものは 此の著であらぅ。1855

年に生れた著者は 1871年 初めてアルプスを訪れ 1888年 及び 1890年 にはコーカサス

に赴 き1895年 ヒマラヤに遠征 しナ ンガ●パルバツトで遭難、二人のグルカ兵と共にそ

の一生 を経つた。ヴア リス.シ ヤモニーのアルプスを歩 く者はマツターホルンに、グ
レポンにその他到る所にマムメリーの障大なる足跡 と見る。コーカサス.デ ィクタウ

はマムメリーの初登攀する所ぜある。本書は 之等幾多の果敢 なる登攀について彼 自

身が記 した所 を集めたもので、彼がヒマラヤヘの旅へ出立する直前に 印刷に廻 され

たものである。彼死して後 た人の序文並に彼の友ホブノン(J.A.Hobson)の 記す所
の追想録を1:たせて 1903年 に改定版が列行 されてゐる。

45。

My climbs in the Alps and(Caucasus. 可Vith an intrOductiOn by

Mrsc h4ummery and an appreciation by J. ノL. ][][ObsOn.

15.5x10。 5: pp。 379。  lLondon, Nelson.

『 アルプス及びコーカサス登攀』の改定版 を Nelson Libraryの 一 として縮刷 した

ものである。

46. Norrnan-Nerrurda, M.y.
The climbs of Norman-Neruda. Edited, and with an account of

his last climb, by May Norman-Neruda.
22 x 15 : pp. 335. London, Unwin. 1899.
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人であるが,大職中の激務が著 しく著者の健康 を損 じ途に職争絡末問もな く瑞 西ヴ

エヴエイの療養院で 長逝 した。瑞西の シヤレー特有の彫刻文字の研究の一章等はそ

れ丈けでも興味が深い。

40. Lehner,W.
:Die Eroberung der Alpen.

25× 18: pp.xl,727. Minchen, IiIOChalpenVerlag。  1924。

アルプス登攀史、第一部史編はモン●ブラン初登攀に至る迄の歴史。第二部はチロ

ール・ドロミーテの所調東部アルプスに於ける登攀史.第二部は瑞西以西の西部アル

プスに於けるそれ。第四部はヒマラヤ コゝーカサスその他アルプス外の地方での探検

登攀史.挿蓋も多い。11難 く可き努力の結品である。

41。  鵬低artel,Peter.

An accOunt Of the glaciers or ice Alps in Savoy,in two letters,

One frOnl an iElnglish gentlernan to his friend at{Geneva; the

Other frOFn Peter Martel,engineer,tO the said iEnglish gentleman.

26× 201 pp.28. I`ondon, 1744.

サヴオイ水河を報告 した二・i醜 の手紙で一通は 1741年に英國の一紳士からジエネヴ

アの有名なる蓋家 Aalandに 宛てた佛文手紙の英課他の一通は著者 Peter Martelか

らサヴオイ氷河旅行の通信を前記の英國紳士に宛てたもので これも佛文からの英課 .

この二通 を合 して脚註を加へ 銅版地同一葉 .岡版二葉 を加へ 紙表装に仕立て Peter

Martelが 印刷人とな リー志六片の代領で資賣 したものである。恐 らく英文ぜアルプ

スの水河 を報告したものは本書 が最 初であらう。併 し今では

'睡

めて稀本の部に用 し

販ろくべ き高慣が要求されてある。竹ほアルフ・スの最高峰 Mont Blancの 名が地岡

に載つたのは本書挿入の地国が最初のものぞある故に Co Eo MatheWSの有名なる

『 モン●ブラン年代記』には本書の企文を附録 としてフアクシミルに模刻 し右の地固

をも在製挿入 してある。

42. 置ヽathews,Chanes Edward.
′
I｀1lc annals of Mont]Blanc. AI・ nonograph, 、″ith a Chapter on

the ge。 1。gy of the l.。 untain,by Prof.′ r.c. Bonney.

22x14.L・. ppe xxiv,368。  LOndOn, Unwin. 1898.

シヤモニーのクーテの庭には此の高名なる登山家の鶯に建てられた記念碑がある。

1856年以来今世紀初期に至る約牛世紀に互 リマシウス (1834-1905)の 名はシヤモニ

ーからヴア リスの谷にかけて響き亘つてわた。アルバイン●クラプの創立者の一人と

して八代日の倉長 に推 され死に至る迄會の鶯に蓋す所多かつた彼は 叉一方故郷バー

ミンガムでの有力者 として此の都市獲民の馬にも少か らぬ 力を致 したが。彼が経始

最 も打込んだものはアルプスであり、それに彼れの人並 外れた歴史に封する熱情が

結ばれて此の『 モン●ブラン年代記』となつたものである。登攀年代記は固より、ボン

ネイ教授のモン●ブラン地質論の一革 も添えられも附鋒にはマルテルの水河に開する

手記のフアクシミルも出てわる。
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36。

Alpine ineinoriese Vヽith a bibliographical and literary notice by

Eugene]Rarnbert. ■
｀
ranslated and with an introduction by W. I・ I.

Chesson.

20.5x14:pp.vi,444。  :London,IJnwin. 1894.

ジヤヴエルの名著の英滞、今日普及 してわる原著 と異 り.佛原著二版の篤めのラム

ベールの数十頁に二 る評惇的序文が詳載 されてあることと、詳 者 チエツソンの序文

の故に単なる英謹書 たる以上の値打 を持てある。

37. Kennedy,Edward Shirley.

Peaks,passes,and glaciers; bemg excursions by mcrnbers of
the Alpine{Clubo Second series.

2 volurnes. 21x14: pp. vol. I, xiv, 445; vol. II, viil, 541。  ■ondon,

Longman,Green,I″ Ongl■ans,and R.oberts. 1862。

1859年 刊行の同名の書の績谷として獲行されたものOタ ケツト.ス テイーヴン、
ウイムパー等の名が筆者の中に出て木てある。第一輯に比し内容の地理的範囲も著

しく廣まつて居る。ノールウエイ.ア イスランドからアルプスっチロール.ド フイネ

の各地に及び。編纂も此の第二:|:i暮ぞは地方別に組織的に記録を分類 して列べてある。

編者ケネデイー(181卜1898)は 宙時ボールに次いで第二代目のアルバイン●クラブ會

長の地位にあつた。アルバイン0ク ラブの倉員が初めて定期刊行物の形式でその登攀|

記録を獲表するに至つたのは此の第二輯嚢行の釜1863年 のことである。

38. KugL Dr.Julius.

Aus dem Leben eines IBergsteigers.

]E)ritte Aunage。  24.5x17.5: pp。 350。  Miinchen, Rother, 1931.

クギーの名とユ リア●アルプスとは宛もウイムバーとマツターホル ンの如 く離すこ

とが出来ない。然 しクギーはユ リア・アルプスの主 としてその勇名を故郷の山間に訂1電

はれたばかりではな く、その足跡はツエルマツトからシヤモニーにも及んで居る。ユ

リアの山々を熱愛 したクギーその人の日から,ユ リアや ドロミテの山々は西 部アル

プスの山々と比べれば 到 底その規模に於いても難 しさに於いても及ぶ ものでな く西

アルプスの登攀の豫備校に過ぎないぅと聞かされることは誠に興味が深いが ,共虎に

クギーの面目躍如たるものがある。 彼のコリー、マムメリー等 との 迎近の光景など

にもクギーの恐ろしく謙護な美 しい性格が覗はれる。初版は 1925年に刊行 された。

39. ILarden,WValter.

]Recollections of an oldュ inountaineer.

23x14◆5:  ppe xv,320。  :London,Arnold. 1910。

ウオルター・ ラルデン(1855-1919)の 山岳関係文章 を集めたもの。年代的には 1880'

年代から大職前に至るものである。ジヤヴエルがア ンニヴエールの谷 を愛 し,ウ イル

スが シクストの谷 を第二の故郷 としたや うに、ラルデンはアロルラの谷に打込んだ

( 16 )



20x13: ppe xl, 312。  LOndOn, LOngman, BrOwn, Green, Long]mtans,

lR10berts. 1857.

アルパイン●クラプの倉II立 は著者 (1825-1882)に 負ふ所たきいとされてあるが ,本

書は 1855,1856年 のアルプス紀行 を級つたものでウイルス.ス テイーヴン等の著書

と共にアルプス革分時代の文::iltと して貴重なものとされてある。

33. lHludson,The lRev.C,harles,and E)dw,ard Shirley Kennedy.

where there's a lⅣ ni there's a way: an ascent of LIont ]Blanc,

by a nevr route and without guideso Second editione With t、 vo

ascents of Rttonte]Rosa.

20)(125: ppe xvi 143。  LOndon, Longman, Blrown,G}reen,LongIIlans,

and iRoberts。   1856.

所謂アルプス登攀の黄金時代は新登攀記録に 経始 し,幾多のアルプスでの山頂は

一應此の 1860年 を中心 とした前後十年の間に登頂 されて居る。然 し同 じ時代に於い

て既に一方には新登路による登攀 わ試みが現れ、モン・プランが専 らその舞壷|と なつ

てゎた。1355年 のケネデイー (1817-1898)ノ ド`ソン(1828-1865)等 のモン●プラン登

攀 |ま 、案内無 しの最初の登攀であつたことと、サン●ジエルヴエから直接の登頂であ

つたことから少からず注目を,惹 vヽ た。1856年一年の間に版を重ねた事賞が賞時此の

登攀が如何に問題 とされたかを物語る。

34. King,Rev.S.W.
′
I｀he ltalian valleyS Of the iPennine」LlpS: a tOur tllrOugh all the

rOr11■ntic and less_freqllented ``vals'' of Northern Piernont, frolin,

the Tarentaise to lGries.

20×1 13: pp.viil,558. London,RIurray。  1853.

交通の残達 した瑞西側に比べれば 同じアルプスでもィタリア側は 兎角忘れられ勝

ちである。キング (1821-1868)の 著は比較 的人の訪れることの少い此のイタリア側

の風物を叙 したものであ り。フレツシフイール ドの名著『 イタリア・アルプス』と列び

1織せ られるものである。内容は地質、植物.動物等の記述のみならず佳氏.建 1'Iミ等に

も及んで居 り,ノ ン`ニバルの通過峠論等歴史的所論 をも合む。

35. JaveⅡ e,Emile.

souvenirs d'un Alpiniste,preface de Henry BOrdeaux de l'Aca‐

demle iFranCalse.

18.5x12: pp. 307.  lPaFiS,P)ayOt, 1920。

詩想豊かな登山家 としてジヤヴエル (1847-18錦 )の名は餘 りにも有名である0愛誦

すべき珠玉の文 を連ねた山岳書 と云へば、佛語にあつては誰 しも先づ本書 を推すに

躊躇せぬであらう。アンリー・ボル ドウの序文亦本著者の山岳文學上に於ける地位を

説:き つ くしてわるO
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篤員の原物を貼 付 してあるのが一寸異様である。殊に氷河に重きを置いて氷河の成

因。現象、職分等を論逃してあるチングルの先蕃『アルプスの水河』の影響を多く受

けてゐることは著者の序文及び本文からも看収せられる。本文十三車、富員圏版二十

八枚、そしてその霧員は學術的に要鮎が置かれてある。

29. Gilbert,Josiah,and C.C.ChurchⅢ .

′
I｀he lDolomite mountains. ]E)xcursions through′ ryrol, Carinthia,

Carnlola and Friulic

21x15: pp.xx,576. I′ ondon,I″ ongman,G}reen,I′Ongman,]Roberts and

Greene  1864.

Dolomite山 岳文献 としては最 も古ぃ方である。著著等は 1861,1862及び 1863年

に亘つて Tyrol,Carinthia,CarniOla及 び Friuli地方か ら登山旅行 をしたもので著

塙等の賞富に基づいた風景描為を着色石販に製 版 してあるがい ヽ出舛(だ。その外に

有名なるウイムパーの彫 刻 した木板固をも入れてある。最後に D01omite山 地の地

質上の論文 と着色地質同一葉が添えられてある。

30。 CirdlcstOne,Rev.Ao G.
′
I｀he high Alps without guides: being a narrative of adventures

in switzerland, tOgether with chapters on the practicality of such

lnOde Of mOuntaineering,and sulggestions for its accolnplishn■ cnt.

21× 14: pp. 181. London,Longinans,G}reen. 1870。

ガイドレスoク ライミングの先駆者ガードルストン(1832-190助 の著書である。本

書枚むる所の登攀は多 く彼の學生時代のものであるが、案内の有無の問題が英国登

山界で盛に問題にされた営時出た此の著はアルバイン●クラブで討議の題日に薫 り上

げたりして少からぬ注目をないた。賞時は案内なしの山登は全 く晏 宙性を訣 くとい

ふ見解が歴倒的であつたが、後三十年ならずして英國山岳界にも勃 然 としてガイド

レスの猛者が績出した。ガードルストンは身を信籍に置き死に至るまでロンドン、ク

ラフアム●パークのオール●七インツ教含のヴイカーとして激務に従事 した人ぜある。

31. GribLle,Francis.

lI｀he early L〔ountaincers。

21)(14: pp.xiv,338。  :London,Unwin. 1899.

アルプス登攀先駆者の業績 を述 したもの。1786年のモン●プラン初登攀から 1854

年のアルフレツド・ウイルスのヴエツターホルン登攀迄をアルプス登攀の黎明期 とォ簿

するならば。本書は有史以来か ら此の黎明期に亘 る人類の登山史である。モン・プラ

ン登攀やそれより逢に湖るゲスナー、ジムラーゝシヨイヒツァー等の業績を逃べ、ウ

インダム、マルテルの手記の如き1稀親書 からは原文をその性韓録 してみる。

32. Hinchliff' Thomas'\il'.
Summer months among the Alps: with the ascent of Monte

Rosa.
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24。 Freshfield,DOnglas,W.
Italian Alps,sketches in the mOuntains Of′ ricino,:Lonlbardy,the

′
I｀rencino,and・V・enetia.

16.5X13.5: pp.xvi,385. London,:Longrnans,Glreen. 1875。

1870年 代に最 も廣 く讀まれ s又多 くの人を山に臓 り立 てたものはウイムパーの『 ア

ルプス登攀記』とフレツシフィール ド(1845-1934)の『 イタリア●アルフ・ス』ぞある

と云はれてある。キングがペンニン●アルプスをイタリア側から眺めてあるに封 しフ

レツシフイール ドはサン●ゴツタル ドからエンガデインにかけてのアルプスを南側か

ら眺め,ラ ゴ●マジヨーン、ラゴ・デイ・コモを瞑田む山塊 を叙違してある。

25.一 ――一―

Hamibal once nnore.

22x14: pp。 120. ]L´ondon, Arnold。   1914。

ノ` ンニバルが どの峠を越えてイタリアに乗込んだかは長い間の羅史家の間の問題

であるの此の書はフレツシフイール ドの比の問題に封する寄興ぞ。彼の歴史家 として

.の 面 目を獲輝 した少敷の著述の一つである。

26. ―一一一一
′
I｀ he life of]:Iorace‐ B16nё dict de Saussure.

231×117: pp。 479。  ]L´ondon, Arnolde 1920。

探検1家 登ゝ山家 として全く比類なき業績を遺 したフレツシフイール ドは,歴史家 と

しても幾多の貢献をしてある ドウ・ ソシユール簿はその中の最 も重要な一つである0

モン●プラン登攀:、 氷河研究等でアルプス登攀史に不朽の名を遺 したドウ・ ソシユール

その人については殆んど説明を要 しない。調はば 本書 :よ 偉大なる山岳人の手になる

偉大なる山岳人の惇記である。山岳誌家 としてクリーツヂとiLび 稀せ られるモンタ

ニエー (1877-1933)が 本書著述に雷つては重要な協力を献げてある。

27. ――一―一一

Belo、汀 the snow line.

221x114: pp.vi,270。  :London, lC)onstable。   1923.

雲線の上を歩 くと同 じく彗線以下 をも紡徊ひ、機操 をする必要のないや うな容 易

な山登 りにも興味を持つた、謂はぼ登攀者であると同様に旅行者で もあるもと自ら序

文で逃べてあるフレツシフイ_ル ドの雲線下紡徊 の記録 を集めたものであるが、却つ

て二人フレツシフイール ドの面 目躍如たるものがある。上高地や妙義:を 訪れた 1913

年著者の本邦滞在営時の記録 も載録されてわる。

、28. Ceorge,H.B.
The Oberland and its glaciers: exp10red and illustrated With

lce‐ axe and carnera.

27× 22: pp.xil,243。  :London, Blennett。  1866.

オーバ ーラン ド●アルプスの山岳 及び水河 を記述 した ものであ るが題名の通 り国版
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20. FischeL Andreas.

HOc車geblgswanderungen in den Alpen und iln Kaukasus.

20x14: pp.vil,311. 1919。  Neue lFolge,pp.v,226. 1924. F｀ rauenfeld,

IIuber.

マイリンダンの谷の産ぞあるフイツシヤーは山案 内として人生の第一歩を踏み出
した珍 らしい紹歴の持主である。後 グリンデルフル ドの小學校に1鰺せ られ。次いで學
位 を授けられてバーゼルの中學校に教鞭 をとつた。正に立志博中′)人である。然 し彼
の山への献身は・i竺 に絡始壁る所な く、遂にその生命を.彼の父及び兄 と同 じく、山に

献げたc技術からしては勿論教養 からしても第一流の山岳 人に鍛え上げ られた彼であ
れば、その率も亦尋常のものではない。本書 二答はフイツシヤーの上前書 vヽ た所を集
めたもので、前後二回のコーカサス探検記をも合み s又 、首容には編 者Ernst Jenny
による博言Eを も牧めてある。

21。 FOrbes,James I).

〔Ilravels through the Alps of SavOy and other parts of the
P)ennine chain with observatiOns On the phenornena Of glaciers.

25x18: pp.x.424. Edinburgh,Black,1843.

氷河學 (Glacio10gy)が 起つたのは至つて近代のことであるがその籠興 とも大成音
とも云ふべきは ェディンバラ_大學教授 フオープス先生の サヴオイに於けるアルプ
ス登山探検の結果著逃せられたる本書ざ出品されたのは共第一版ぞある。シヤモニイ
の『 水の海』の研究、ツエルマツト附近か ら Mont Cervin,Monte R03aの 水河研
究に及んである。精巧美麗なる襲術的石版九枚、精密 なる鋼版地固二枚、説明的スケ
ツチ敷結 を牧めてある高山水河の研究書 として最大の腰威書である。

22。  ‐―一一―‐―

「
I｀he tOur Of lИ 10nt]Blanc and of RIonte lRosa, being a persOnaI

narratiVe, abridged frOnl the authOr's ``Travels in the Alps of

Savoy,''etc。

17× 12: pp.xi,230。  Edinburgh,Black, 1855。

1843年 に愛行 された『 アルプス

'1反

行祀』から水河研究の部分 を除 き登山記録に開
する部分のみを縮刷 したものである。

23。  ―――――一

TraVelS through the Alpsc New edition revised and annoted by

W.A.Bo C001idge.

23)(16: pp.xxxviii,572. I″ ondon,Black◆  1900.

フオープスが『 アルプス旅行記』を刊行 したのは 1843年 の事ぜあるが本書はクー
リツヂが 右書 C脚誰を附 して在 刻 したものである。然 し原著か らの種刻は本書の第
一部たるサヴオイ及ペ ンニン●アルプス旅行記にlLり 、本書第二部以下はクーリツヂ
が他の著スは雑誌から救 出 して来たものである。此の意味からして本改訂版はクー
リツヂの序文、脚註以外に更に別の値打を持つてある。
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は謂ふ迄 もないが、デントは ドウリユに封 し十八日の登攀を試み十九回目に漸 く成
功 して居る。文章濶達諸誰亦一流 讐者であつた著者はその道に於いても名をなして

わるが、■に廣 くは『 バ ドミントン叢書』の『登山術』の編者 としても知 られてある。

16.Edwads,Amelia B.

IJntrodden peaks and unfrequented valleys:a lnidsunllner ramble

in the I)olomites.

21.5)く 16: pp.xxvi,385。  LondOn, Longnlan、 G}reen. 1873。

本書に取材せ られたぼ域はチロールの市東地方で普通に D010miteSと 呼ばれた石

友岩特有の山貌 を露出するところである。著者の族程を朱 線 入 りで示 した着色地固

一葉の外に大小の同版は木日本版から成つてある木板藝術 としては稽や説 明 的であ

るが傑作 もある。 この地方は 1868年 に Ballの案内記が出版 され るまでは殆んど知

られなかつたE域であつたが 著者に依つて虎女峰や未墾地の開かれたのが少な くは

ない。

17. Fellenberg,EdmOnd vOn.

]E)er Ruf der:Bergeo I)ie E)rschliessung der]Berner I― Iochalpen.

20x13: pp。 358. Zurich,Rentsch. 1925.

フエル レンベルク(1838-1902)が ベルナー・オーパーランドを中心 として1862-1883

年の間に行つた敷々の登攀の記録 をイエンニィ(Ernst Jeanny)が 蒐集編韓せるもの。

18. Field,A.E.and Sydney Spencer.

P)eakS,paSSeS and glaCierS. By lneFnberS Of the,Alpine(Club.

Tllird series. 21〉 (14: ppe xi,307. London,Methuen。  1932。

同名の第一、第二輯 に績 くものである。然 し第二輯 は既に一度アルバ イン●ジヤ…

ナルに残表 されたものか らの抜率であ り、此の意味で その動機 を異にする。内容 に盛

られた所′■1860年 代 か ら1870年 代初頃 に至 るもので 、アダ ムス●レイ リー、グロー

ヴ、ウオーカー、ムーア、マ シウス、ケネデイー、フ レツ シフ イール ド等 の文章が韓

録 され てあ る。

19。  Finch,G.I.
IIlhe n■ aking of a lm.ountaineer◆

23。5x15.5: pp。 340。  London,ArrO、vsmith. 1924.

1922年 の第二回エヴエレスト登攀記録を請んだ者はジヨージ・ フインチの名を忘

れることは出来ない。濠洲に生れ瑞西で育つた著者は チユーリヒ學生山岳會の一員

として早 くからアルプスに名を知られて居たもので、本書 もこの大部分は彼のアルプ

スでの登攀記行から成立つてある。フインチは英園青年の精市中振興を眼指 して比の

登山家としての自分の生ひ立ちを編んだと書いてあるが、此の書から多 くを學び、又

多くの喜びを抽出し得るものは必ずしも英国青年とは限らない。誠に快適の書 と云

ふべきである。
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第六章はアルプスの本盤、その周日の祗會並に動植物を説明し、第七、第八雨章でア
ルプス及その峠の歴史を叙 し。第九、第十雨章でアルプス開拓並に登攀の歴史を取扱
ひ、更に績いて山案内.ア ルプス各地方別の説明等、始んどアルプス百科全書の観が
ある。附録には高度表、登攀年代誌.文献目録等を載録して全く完壁と稗すべきもの

である。

12.

A list of the writings (nOt being reviews of books)dating from

1868 to 1912 and relatillg to the Alps or Switzerland.

Privately printed(150 copies)。  23x16: pp。 37。  G}rindelwald,JakOber‐

IPeter.  1912.

クーリツヂの著作目録。クーリツヂの歴史家、山岳誌家としての伸大な業績を知る

好個の資料である。

13.

Alphe studiese

22.5〉(14.5: ppe x`ii,307. I`ondon,I′ ongrllans,Glreene 1912.

『登攀』、『 アルプスの歴史』s『雪線下山岳』の二部からなる。クーリツヂの筆にな

る数多くの池作から著者自らが選澤 したもの。山岳誌家として前後IC比類なしとさ

れたクーリツヂは、登山家としても営代に並ぶもの少しとされた人であり、特にドフ

イネの開拓者。1874年 のヴエツターホルン、1879年のシンツクホルン各期登攀では

各期登山の先駆者とも稀せられるに至つた。1909年 以来死に至る迄グリンデルワル

ドに定佳したが、彼の足跡は佛、瑞、伊三國に跨 りその登頂数は裕に千に及んだと稗
せ られる。本書第一部には.有名なチングル追想記が含まれて居る。

14。 Cunninghalm,C..D.and Cap.W.de V√ .Abney.
I｀he ploneers of the Alps.

32。 5× 25.5: ppo x,287. :London,]Low, Marston,Searle′  and Rivingtone

1887.

開拓時代のアルプス登攀史 並に営時勇名を馳せた山案内の銘々俸。第一部登山残

達史は 1387-1885年 を四期に分つて叙述しっ更にガイ ドレス登攀、各期登攀ゝ登山

用具、山案内術等の各章を附加 してある。山案内銘々博の部分は物故 並びに 営時現

存山案内の猛者を網羅 し、彼等の省像 も掲げてある。

■5. Dent,Cllhton.

Above the snow line. Mountaineering sketches bet、Ⅳeen 1870

and 1880.

With twO engravings by Edward Whymper and an illustration by Percy

Macquoid. 20x12: ppe xiv,327。  London,Longinans, G}reen. 1885。

エギーユ・ ドウ・ ドウルユの初登攀者として知 られたデント(1850-1912)の 著書。ア

ルプス登攀記中の自眉である。ドウリユ登攀が本書中の最 も興味ある部分であること

(10)



費 してあるが.ア ルプ。マ リテイムから始つた此の大旅行は モン●ブランからオ"′ヾ

"ラ ンドに至 り、再び南下 して ヴア リスに入 り、1更 に 北上ォーバーランドから中央

アルプスに走 り、チロールを経て途に ア ンコーグルで幕 を開ぢてわる。行程百哩 s

伊・佛・瑞・喚四ケ国に誇 り、前後三十九の峠を越え二十一の頂上を極めてある。コン

ウエイは此の山間放浪でゝ放射状登山に封する縦走登山主義 とも不諄すべき一つの登

山形式を賞践 して放浪派のために萬丈の気 を吐いてある。後此の書は 1900年 に縮刷

され、更に 1933年 Traveners'Libraryの 一冊 として刊行 された。

8。

The Alps.

D)elx,ribed by Wo Martin lConway,painted by A.I)。 Mc{Cornlicl【 .

26.5× 21: ppe x,294. IEdition de luXee London,Black. 1904.

1901年 コンウエイは自分の愛娘を件つて二十九年前に學校の子供 として初めて登

ったプライトホル ンに帰つて来た。アルプスは国より カゝラコラム、スピツツベルゲ

ン。南米等に及んだ 多様多彩な探粉 と登攀 との学生が いみ じくも彼にとつての最初

の頂きであつた此のプライトホルン登攀で開ぢられたのである。『 アルプス』の著は

彼が山の生活の要 約 として山に、そして山を愛する人々に献げた エセイを集めたも

のと見ることが出来る。『 カラコラム』以来彼の著書には附物のマコーミツクの色刷

の挿書 も一際限立つて美 しい。

9.

h〔Ountain l・nelrnories,a pilgrilnage of rOInanCe.

23.5x16: pp.282。  :London,{C)assell。  1920.

書名の示す如 く、過去の山行 を回 想 風に級つたもの。舞蔓はアルプス、ヵラコラ

ム、スピツツベルゲン、ア ンデス等に亘つてある。コンウエイは美術批批家、歴史家 t

登山家ゝ探検家,政治家、その何れの分野に於ぃても面 目を愛揮 してあるが、本書は

登山家.探検家 としての彼の一面に就いて物語つたものであ り、後 1933年 に『一登

山家の自叙博』なる題下に TraVe■erS'Libraryの中の一冊 として復刻 された。

lo. cOdidge,W.A.B.
Swiss travel and Swiss guide‐ book.

16x12.5: pp.xi,336。  :LOndon,]Longlnans,G}reen. 1889.

瑞西に於ける旅行様式の養選、案内記の残達の跡を迪つた文献考證が 第一部 を占

め第二部は今 日では登山の中心 として 名だたるツエルマツ トの歴史的研究となつて

居る。

11.

′
I｀he Alps in nature and history.

22x14: pp.xx,440。  London,Methuen. 1908。

クーリツヂ (18Ю-1926)の 名著である。表題の示す通 り自然 及び歴史から見たア

ルプスの叙述。アルプス全盤 を封象として書かれたもので、之程充賞 したものは前後

その比 を見ない。著者が 一世無比の山岳誌家 として 名ある所以である。第一章乃至
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も賞時の時世を物語るやうで興 味が深い。 1926年績巻二冊と合せたもの 抜ヽ率 が
Evewman's Library中 の一冊として刊行された。

4。 Berlepsch,H.

'I｀

he Alps or sketches of life and nature in the mountains.

Translated by the R.eve I.′eslie Stephen.,with 17 plates from designs by

E)■11l Rittmeyer。   22.5 1x 15:  ppe iv, 407.  London, I′ongnlan,(Green,
Longinan,and R.oberts。  1861。

本書はベルレフ・ンユの Die Alpen in Natur‐ und Lebensbildernを レスリ・ ステイ

ヴンが英詳 したもの。この本のアルプスの自然及び人間のヴイヴイツドで 詩的な描

葛が如何に歓迎されたかは、著者の死後原著が第五版まで版 を重ねたことで も證明

される。

5。 BOnncv,T.C.
T｀he building of the Alps.

22x14。5:  ppe 384。  ][´ondon,Unwin。   1912.

アルプスの地質.地形、氷河動植物 を論 じ。その人文地理 .登攀史に及ぶ3恐ろし

く廣範国に亘る題 目を包括 したものである。登山家であ り科學者である著者にして

初めて可能な事柄である。

6。  IBrockedon,William。

11lustrations of the passes of the Alps,by、 Fhich ltaly cOmmuni‐

cates with iFrance,Switzerland,and Germany.

331x.24: Volume the nrst,cOntaining the]Little Saint iBernard,tlle Mont

C・enOvre,the Mont Clenis,the Mont Saint(3)othard,the G}reat Saint Blernard,

and the h〔 ont Stelvio. ]828。  Volunle the second,containing the Cornice,

the lGrilnsel and the Gries,the]Bernardin and the Splugen, the iBrenner,

the′rende and the.A.rgentiare, and tlle Silnplon. 1829. London.

アルプスに開心 を持つ人は営然その項|こ と頂 きとの間に低 く横はつてある峠路に

心をなかれる。アルプスを扶んで展開 した北欧 と南欧 との文化の 跡 を迪る人々には

竹更 ら此の二つの 文明を結びつけた 交通路が興味のある問題である。プロツクドン

の「アルプスの峠」は菅に夫々の峠路の同を集めたのであるのみな らず、夫々の峠の

自亦 とも書言Eし たことから、一暦興味ある著書 と云ふべきである。

7. IC10nway,Sir WVilhanl Martin.

II｀he Alps from end to end。

With 100 full page illustrations by A.I)cM'Clormick. 24)く 17: pp.xii,

403. :London,(C)onstablee  1895。

1892年にカラコラムに入つたコンウエイ (今の Lord COnway of Allington)は

此の探検に同件 したグルカ兵二人をつれて 1894年アルプスを訪れ六月の初めから八

月の末迄八十六日間をアルプス山中に過 した。―行はその問賓に六十五日を登攀に

( 8 )



洋 書 の 部

欧   州

ア ル プ ス

1.Ag_siz,L.
:Etudes sur les glacierse D)essi.n6sd'aprё s nature parJph.BIettannier.

41 x30: Neuc.hatel, Nicolet。  1840。

水河學者の開祗 とも云ふべきルィ●アガ ンイ先生の氷河研究論文の附国 と見るべき

ものであらう。大版の着色石版十四面、その中には有名な Hugiの 穴小舎 (こ の中に

立てこもつてアールの水河 を観察研究 したのである)も あ り、種々の水河現象を克明

にヽ描篤 してある。石版はこの時代が嚢詳の創造期 とて繹拙、怪奇なところもあるが、

それであて學術的の説明には事快かないだけの要黙が把握 されてわる。

2. Aul崎 o,John.

Narrative of an ascent to the summit of RIOnt iBlanc, on the

Eighth and Ninth of A_ugust,1827.
′
rhird editione 17)(12: ppe xii, 119. London,I′ ongrnan,:BrOWn,Glreen,

and iLongrnans. 1856。

1786年 の初登攀から1851年 のアルバート・ス ミスの 登攀まで、此のキ世紀餘の間

に前後三十七回のモン●プラン登攀が記録されてあるが、アウルジヨーの登攀は1827

年で初登攀から敷へて十六回目に営る。 山案内の間に扶まつて二本の棒につかまつ

て歩いた時代の話である。1856年刊行本は最後の版で初版出版以来三十年近 く超.つ

て街此の縮刷版が残行される程、此の書は宙時人気を呼んだものである。

3. BaⅡ,John.

P)eaks,passes,and glaciers. A series of excurslOns by mernbers

of the Alpine Club.

21x14: pp.xvi,520。  London,LOngman,lGreen,I“Ongman,and Roberts.

1859。

アルバイン●クラプの創立は 1857年 となつてゐる。そして本書はクラブが最初に

編纂 した登山記の輯録。編者ジヨン●ボール (1818‐1889)は 初代の會長である。寄稿

家の中にはウイルスゝチングル、マシウス等の名 も見え、最後に ボールがアルプス

旅行者の篤めに心得書 を書いたり,ア ルプス高度表を附けた りしてわる所が 如何に

( 7 )



小 島 烏 水

31.日 本 ア ル プ ス

23x16:東京 前川文榮閣
(第一巻)pp。 318,附録 13. 明治四十三年 (1910)

第 二 巷 pp。 304.     明治四十四年 (1911)

第 二 巻 pp。 294.     明治四十五年 (1912)

第 四 巷 pp.317。   大 工 四 年 (1915リ

第一巻初版には『第一巻』の字なし。

第一巻.自 然の藝術とラスキンの山岳論、第二巻、日本アルプスの風景諭、第二

巷.日 本の水河問題、第四巻ゝ山岳崇舞論など、が各巷の主要論文である。
外に紀行あり。自峰山脈 (第一巻)は 明治四十年の失敗記及び四十一年に於ける高

頭.田村雨氏 との自峰及び地蔵、鳳風の維走記であり、日本北アルプス縦断記 (第
二巻)は 同四十三 (liに 於ける高頭、高野の雨氏と共に槍、双六と雲 ノ平に出で黒部を
こへて薬師に縦走した時の記録。また谷より峰へ (第二巻)は明治四十四年著者が穂
高より槍へ縦走し、更に宮川池より明澤申に登つた記録。双六谷 (第 四巻)は 大正三年
七月著者が双六谷を探検 し笠に登つた時の組行である。何れも日本アルプス探険時
代の登山記録として貴重なる文献である。箱、表紙、見返し、挿薔等夫々織日、大下D

丸山、茨木、小杉、中澤、中村 ,武井、杉浦、赤城、橋本、鈴木等 諸書伯の手にな
り意匠萬端趣好を凝す。

日本 山岳 會

32.高  山  深  谷

第一一人11辱 東京 日本山岳含 明治四十三年一大正六年 (1910-1917)

日本山善會の山岳富員集『 高山深谷』は、明治四十三年以来大正六年まで毎年一秩
宛つ編韓装行され、各秩とも十二枚の密着焼富員から成つて居 り、辻村伊助氏作スイ
ス風物篤員を集めた第六韓を除いては.日 本アルプスの嘉員が大部分を占めてある。
一韓の獲行部数は 100部前後。一韓毎に編韓者自ら密着焼付けたもの。

辻 村 伊 助

33.ス ウ イ ス 日 記

23x16。5: pp]266 東京 横山書店 大二十一年 (1∞2)

本文二六へ頁、シユレツクホルン群峰地固五萬分 ノー。赤線著者登路及びスウイス

略同百九十萬分 ノーロを添ゆ。篤員国版殊に秀 く
゛
れたり。

((〕 )
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高

日６２

式

山 嶽 志

15:pp.1075。  東京 博文館 明治三十九年 〔1906)

家人によつて登山を禁止された著者の不満が十年に餘る地誌の文献渉独の後、こ

の彪大なる山岳志を造 り上げた。一つの山岳古典 として、重要な参考資料たるは勿

論、日本登山界に奥へた刺戦からしても歴史的文献たるを失はない。榎本武揚の題

字、石黒忠恵。三島毅 建ゝ部遜吾、小川琢治の諸家の序文、依田百川氏の抜、小島烏

水氏の撰修の言6著者の言についで、山岳地固、篤員があり.索引についで、小島ゝ

大手晟.著者の登山術の解説、矢津、添中保.志賀.山時、野中、石川.坪井、佐藤の

諸氏による山岳漑論、原田.小川雨氏にょる日本物質構造論.つ いで本書の主盤をな

す山岳各論に入る。山名考.所在。標高、登路などにつき各種文献を引用 し.山岳噴

火年表.山岳表で維つてわる。

li颯 府犀東 手扁百穂書

27. 不  二  一  月

26x19: pp.li,79。 東京 隆文館 明治四十年 (1907)

著者が手扁氏と共に富士登山及び山麓一月せる時の牧獲で、図府氏の筆.平面氏の

彩書.相待つて名山富士を描 《。

小島烏水補修

28.富 士 山 大 観

15 x ll: pp.2%。 東京 如山堂書店 明治四十年 (1907)

本書は明治三十二年『小国民』の臨時増刊として出版された『富士山奇観』を烏水

氏の補筆して新に発表したもの。

小 島 烏 水

29. `雲    表

12。5× 9: pp.210.東京 左久良書房 明治四十年 (1907)

本著の骨子をなす『 日本アルプスの南牛』は、古 く『山岳』に牧録 されたもので.

著者明治三十九年に於ける一つの登山記録である。著者の友横瀬夜雨に献げられ彼

を病床になく'さ むる篤め特に小型に造られた。挿書 丸山晩霞.中澤弘光氏作各一葉。

小 島 烏 水

30.山 水 美 論

18x13: pp.266。 東京 如山堂書店 明治四十一年 (1908)

明治三十六年より四十年にかけての紀行文、風景論等の内より選 らばれたるもの、

『 甲斐山岳の形態美』、『雲中富士登山記』、『 日本アルプスなる名稗』、『紅行文論』等。

挿書、大下藤久郎氏上高地風景水給一葉。

(5)



小.島 烏水撰

20. 旅   行   談

15 x ll: pp.224.東 京 内外出版協會 明治三十五年 (1902)

撰者の『文庫』時代、日本人は旅行をどう見るかの疑間を抱きち諸方面に旅行談を

募集し、そのうちから面白いものを烏水氏が撰集 したものでも中には着手山や立山の

ことも出てぁる。ともかく賞時に於ける日本人の旅行経験談で、仲々興味が深い。

高島北海書並に著

21.鳥 山 要 訣

2x15: pp.78。 175固 東京 束陽堂 明治三十六年 (1∞3)

北海道 千ゝ島.東北より本州中部、九州に及び外四の山にも及ぶ.着色地質固三葉
を添ゆ、乗鞍 御ゝ嶽、槍ケ岳等の海生固あり、本文は地質學的に、山水書殊に山の結

書を考察せり。毅法固.花満山岳員景日.火山形態固.水層岩形態固.瀑布形態同等

を賓葛を以て解説す。

小 島 鳥 水

22. 不   二   山

19x13: ppo li,208。 東京 如山堂書店 明治三十八年 (1905)

上中下の三篇に分たれゝ上篇に自然美を論 じ、中篇に裾野や各地から富士を眺め、

下篇には富士に登 り、その霧、月、雲。日の出を論 じてある。附録 として『金剛杖』.

『不二研究に費する国書書籍』が添へてある。

小 島 烏 水

23.日 本 山 水 論

21x15: pp.357.東京 隆文館 明治三十八年 (1905)

従木の日本の風景観を一楚させたといはれる志賀重昂氏の『 日本風景論』の出版後
十年、小島氏の本著が刊行された。我国の山岳美、森林美、漢谷美を論 じ、一面には

登山の注意.準備をも説いて剰す所がない。

小 島 烏 水

24。 鳥 水 文 集

19x13: pp.365。 東京 本郷書院 明治三十九年 (1906)

著者の論文集。『高山植物』の一篇あり。

小 島 烏 水

25.山 水 無 蓋 蔵

19x12.5:pp.312.東 京 隆文館 明治三十九年 (1906)

鎗ケ嶽探検記。秋の水曾街道、乗鞍機に登る記、飛騨縦断記等の紀行文を集めたる

もの。序文、島崎藤村氏、挿結二葉.丸山晩霞氏。

(4)



伊藤圭介著、榊 ギ1芳野狡補

14. 日本物産志b信濃部

上下雨谷 25.5x18: 41,40枚  文部省 紀元二千五百三十七年 (明治十

年 )(1877)

明治早期の博物學書にして、上巻にハヒマッ.コ マクサ等、下巻に雷鳥bカ モンン、

其他所産鍍物の記述あり。『 コマクサ』の條に『木曾御嶽の絶頂に近きニノ池、三ノ

池の邊に生ず駒ケ嶽にもあり乗鞍嶽には殊に多 し』と記す。又『雷鳥の胃中の食を検

せ しに′ヽヒマツ、イノ`モモ、ッガザクラ等の嫌芽花賞等あり』と記す。

志 賀 重 昂

15日 本 風 景 論

22.5x15: pp 219.東京 政教識 明治十七年 (1894)十 月

本文二百十九頁初版のこととて正 誤 表を添ゆ。表紙は樋畑雲湖氏面の本曾駒ケ岳

を用ゆ。

高 島 得 三

16。 欧 洲 山 水 奇 勝

25x18。 5: I。 佛蘭西 22固 .IL伊太利 7固ゝ蘇格蘭 11固 .北海漁嘉蔵版

明治十六年 (1893)

北海漁夫作、折本書帖。フランスの部にはサランシユ村より見たる白山 (モ ン●ブ

ラン)そ の他 シヤモニーの山 及々びピレネーの山々の同を合む。イタリアの部には北

イタリアの湖水風景、スコットランドの部にもベン●ネビスその他山地風景数多し。

小 島 烏 水

17.蒻  頭  小  景

18。5x13: pp.154。 東京 新鐸成 明治三十二年 (1899)

著者の虎女出版。多摩川を湖り、丹波山を喩へ 昇ゝ仙峡に遊ぶなど、甲斐の山水を・

紹介してある。

小 島 烏 水

18.銀    河

18。5x13:pp.164.東京 内外出版協會 明治三十三年 (1∞0)

各の富士。富士の姿縮など富士に開すものの外、箱根t丹波山の記文もある。

高 橋 白 山

19。 自  山  文  集

全五巻 (三冊に合輯)21x15: 25,24,31枚  明治三十五年 (1902)

信州高速藩士高橋白山の文集.文久癸亥 (1863)、 鷲津毅堂、明治三十四年依田百川

等あ序あり、全漢文。中房温泉、自崩岳
′東駒岳 )。 御嶽 (本曾).布り1山 、湊問嶽等

の登攀記あり。殊に自崩岳は明治十五年 (1882)九 月の登山にして早期の登山文献に

属す。

( 3 )



榊原守郁撰
7. 立嶽登臨固記 附 江都方位国記

27x18。5: 7枚 嘉永五壬子年 (1852)

立山叙岳北針木山後立山餓鬼岳等を固示す。別に鳥融的富生回あり天保甲辰(1844)

六月二十六日源守郁登臨於立嶽之国とあり。和本、彩色篤本 (稀 )現に存在する富本
として恐らく雨二部を出でざらむ。

8. 富士山用達 諸国道 中定宿附

7x16.5: 75枚 横長の細本 安政六年 (1859)

富士山用逹根本表口執事の看版標記あり、大宮表日(警道)に ての出板か。日上に、

『此通 り木のかんぼんをかけ置中候是を目賞に御泊り可成下候尤諸事賞意に御世話仕

候必賣女飯盛などは決雨おすすめ不申候』とあり巻尾に富士雲薬の廣告を添ゆ。

逐日庵萩の員垣生年七十餘歳書

9. 富士山御縁年山本記

篤本 25。5x16.5: 28枚  文久二戊年 (1862)

富士御縁年記の外に甲斐國御嶽山金櫻粛申離の奮記を合級す。

10.木 曾 御 ,,議 山 固 記

17x12.5: 12ォ女
ヒロメ ドコロ

板本、御嶽山の案内記にして詳固敷葉ありも容尾に覺明博木昴中法丸.岳草同.弘 所、
木曾面島宿岩屋嘉左衛門とあり。

甲斐國瀧口氏源恭親謹述

11。 富 士 山 根 元 費 記

板本 25。5x17.5: 24枚 椿林堂蔵版

紳佛混合時代の富士山の教書。

12. 立科 山略博記 附 八 ガ嶽

板本 Z。5x15。5: 7枚 年代未詳、江戸中期頃か

八ケ嶽鎮座大紳として八柱雷大紳 (や つはしらいかづちのおほんかみ)を 畢げ此利|

嶽ごとに一座づつ鎮座在しまし五穀のみのりを守るとありも御冠山に鵜の鳥住むと

記載せり霊鳥欧として雷鳥、雷獣の項日あり。

明 治 時 代 及 び そ の 後

13. 白山調査記 附 浩革

篤本 26.5x18: 6枚
本文には白山測量略記 (石川縣)と あ り、『 今回石川縣に於て能美郡地誌編輯のた

め本年の夏始めて賞地測量をな したり因 りて左に其の調査する所 を略記す』 とあれ

ども年月を記せず、然れ ども明治六年以後のものなることは明らかな り。又最初の賞
地測量記なるに相違な し。内閣の罫紙赤枠十三行詰めに浮記本文六枚。

( 2 )



和 書 の 部

江 戸 時 代

1.木 曾 道 中 記

55 x ll: 24枚 正徳六丙申年 (1716)

京都より木曾街道を経て熊谷に至る道中記。巻末裏表紙内側に次の書込あり。『此

木曾道中記者工徳六年二月出版二相成初テ此道中記出本版本五十三冊壼賣其後天明

五年二比版少 手々入書 シテ出版ス賓二珠本ナリト可云。天保十三年寅二月一日記之』。

後藤梨春纂韓

2.震   雷   記

22.5x16: 15准免

明和末年頃の出板かっ梧陰庵蔵板。板本。明和二年 (1765)七 月二十二日相州大山

に落る雷獣や加賀白山の雷鳥を記述せり。雷獣と雷鳥の同入 り。

山城澤元性

3.漫 遊 文 草

全五巻 18x12:26,37,27,37,31枚  寛政元年 (1789)

富士山、金洞山 (妙義)っ 榛名山.岐蘇等の漢文紀行、敷固を挟む。中に富士山絶

:頂岡あり0

加 茂 季 鷹

4。 不  士  日 記

25x18:47枚 文化十一年 (1814)

徒木の富士紀行が何れも富士を眺めての紀行であるに反 し,本書はその登山日記

として特に注目されてわる。即ち彼の寛攻二年 (1790)に於ける登山記録であるが.

また几ゆる方面から富士を論 じてもぁる。

十返舎一九撰

5.諸 国 名 山 往 末

17◆5X12.53 12枚 江戸横山町、岩戸屋喜三郎梓 文政七年 (1824)二 月

所謂名山を紹介したもの。隅回川往来と合勝になつ居る。

山 田 貞 賓

6.芙 蓉 奇 観 全 国

18。5x23。5: 15固 文政十一成子 (1828)

折本書帖。駿府住人山田貞賞篤す所の富士十五態。

( 1 )



展覧會期中目録記載の品以外に登山案内書、登

山地固t外国山岳含刊行雑誌類等をも陳列し、

又登 山家の省像、書翰等 をも併せ展覧する。
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几   例

■。 出品は日本山岳會同書室蔵書を根幹とし、之に會員並に知友か

らの貸興品を加へたものであり、準簡期日の不足から會員全盤に訴ヘ

て魔く出品を仰 ぐことも出来ず。比較的限られた範囲からの出品を陳

列 し得たに過ぎない。會場の廣さからする制限もっ出品黒占数を限定し

た他の原因ではあるが。

2.和書並に地国に於いて充分廣く出品を仰 ぐことの出木なかつた

ことは残念であつたが.和書に開しては辮木更めて一層全般的の展覧

會開催の運びに至る可く、それによつて今回の快を補ふことも出来や

うと考へる。

3. 出品の撰澤標準は和書洋書各々多少異る。即ち、和書にあつて

は率ろ本邦山岳 8‖ 係の稀親書を陳列するに努め。次いで本邦登山史に

重要な役割を演 じた文献を集めるに努力した。洋書にあつてはゝ古典

として一定の地位を確立したものを網羅するを志し、必ずしも年代の

古き、或は稀少性を求めず、几そ山岳回書克集 として、一定の雛形た

るべき蒐集を造 り上げ、然る故に稀親書の類を之に加へた。従つて洋

書陳列品中には現に市販中のものも少くない。

4. 目録記載に営つては、著者名.標題、剣の大きさ、頁敷.壼行所、

並に年代等の記載を主 とし、之に展覧會準備に携つた會員若千名分措

の上、必要に應 じて簡単な説明を加へた。書目により畿行年敷の明記

なきものもあるが、特に断 り書なき限り、年代は初版壼行年度を示す。

要目記載の順序は便宜上多少の前後を生 じてわる。標尺は総て糎。

5。 目録に於ける書目分類は和書は年代的に分たれ、洋書は地方的

に分類の上著者別に列べてある。然し一つの書物にして,欧洲アルプ

ス、コーカサス等二地方以上に亘るものも少くない。かかる場合は夫

々の書の内容により。それの重心の在る所に従つて分類挿入 した。



は し が き

現在に於ける日本の登山はb既に1顧著なる祗含現象となつてゐる。素よ

り山岳國なる本邦に於てはゝ営然のことであるが。併し登山を今日の如 く

盛んに誘導啓嚢したのは、過去の日本に始ける導師先達の。宗教的開山の

偉業と餘徳に依るのは勿論であり、更にb近世西欧に於けるアルプスの探

検登山b科學研究ゝ文學描鳥等がし興かつて大に力あることも否み得られ

ない。

それ等廣義の山岳及び登山を扱つた文學、並びに研究資料なる地国ゝ記

録。一枚招の類から、先人の手輸。鳥員等に亘つて古今東西を間はすb拾

牧且撰澤した展覧會は、疾 くに開かるべくして、未だ開かれてゐなかつた.

偶々本年はb日 本山岳會設立の第三十年に営るところから、記念事業の一

として、鼓に第一回の山岳国書展覧含を開 くことにした。場所に制限があ

つて、規模はおのづと小さく、出品は可なりに精選 したつもりでもぅ少数

人士の所蔵品に偏りb時日の切迫から汎 く求めてゐない等の不備はb之を

認めるが.抑 もアルビニストのb山岳愛に於けるや、数量や範国の問題を

超越して、個々の出品物に封してもそれぞれ 密接なる感情と愛着を持ち得

られることと思ふ。何となれば、封象は自然の偉大なる存在とも云ふべき

山岳で、文書b固書の類は、それ等に封する敬愛と驚嘆の記録であり。表

現である故である。さればゝこの種の小展覧會 も、小展覧會なりに、開含

の意義を持つと思ふ。

昭 和 十 年 五 月

日 本 山 岳 會



於 東 京 日 本 橋

丸 善 本 店 棲 上

自昭和十年五 月三 日

至  同  五月七日



JAPANESE ALPIⅣ E CLUB
Fχ″JβrrrθⅣ ο/4二 P/ⅣF
z/rFR4 ry.RE,〃 αク,ゴ′θJ

山 岳 固 書 展 覧 會 目 録

創 立 丹 週 年 記 念

日 本 山 岳 會
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