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登山の変質

一
九
六
○
年
生
ま
れ
の
こ
の
ガ
イ
ド
は
一
九
八
五
年
三
月
一
日
、
冬
の
ア
イ
ガ
ー
北
壁
を
わ
ず
か
十
時

ク
リ
ス
ト
フ
・
プ
ロ
フ
イ
。

間
で
登
り
き
っ
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
長
谷
川
恒
男
が
初
め
て
冬
期
単
独
登
肇
し
た
時
、
八
日
か
か
っ
て

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
信
じ
が
た
い
ス
ピ
ー
ド
で
あ
る
。
同
じ
年
の
七
月
二
十
五
日
に
は
、
三
大
北
壁
の
ワ
ン
デ
イ
・
ア
ッ
セ
ン
ト
に
挑

戦
、
移
動
に
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
助
け
を
借
り
て
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
、
ア
イ
ガ
ー
、
グ
ラ
ン
ド
・
ジ
ョ
ラ
ス
の
順
序
で
二
十
五
時
間
四
十
五

分
で
完
登
し
た
。
正
味
登
筆
時
間
は
十
五
時
間
五
十
分
で
あ
る
。

三
大
北
壁
の
連
続
登
肇
は
、
翌
八
六
年
三
月
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ァ
の
二
十
六
才
の
登
山
家
、
ト
ム
・
チ
ェ
セ
ン
が
挑
戦
し
て
い
る
。

全
く
自
力
の
登
肇
で
、
六
’
七
日
に
ア
イ
ガ
ー
を
十
二
時
間
、
グ
ラ
ン
ド
・
ジ
ョ
ラ
ス
を
北
壁
ラ
ン
ス
ー
ル
か
ら
四
時
間
で
登
り
、
十
一

日
夜
か
ら
十
二
日
に
か
け
て
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
を
十
時
間
で
登
り
き
っ
た
。
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
助
け
な
し
に
一
週
間
以
内
に
三
つ
の
北
壁

を
お
と
し
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
も
の
す
ご
い
体
力
と
ス
ピ
ー
ド
だ
。

冬
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
《

で
も
テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
。 ア

ル

登
山
の
変
質
Ｉ
い
ま
何
か
が
変
り
つ
つ
あ
る
Ｉ

ア
ル
プ
ス
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
、
そ
し
て
日
本
の
山
々
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
足
音
は
？

プ
ス
三
大
北
壁
を
わ
ず
か
四
十
時
間
五
十
分
で
連
続
登
肇
し
た
男
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
こ
の
夏
、
日
本

江
本
嘉

伸
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プ
ロ
フ
ィ
は
八
七
年
三
月
十
二
日
、
再
度
機
動
力
を
駆
使
し
て
冬
期
の
三
大
北
壁
に
挑
ん
だ
。
大
が
か
り
な
撮
影
態
勢
が
と
ら
れ
た
ら

し
く
、
テ
レ
ビ
画
面
は
時
に
接
近
し
て
、
時
に
離
れ
て
空
か
ら
、
標
高
差
千
研
の
グ
ラ
ン
ド
・
ジ
ョ
ラ
ス
の
雪
壁
を
ダ
ブ
ル
・
ア
ッ
ク
ス

で
ぐ
い
ぐ
い
登
る
ク
ラ
イ
マ
ー
の
一
挙
手
一
投
足
を
と
ら
え
る
。
五
時
間
五
十
分
で
登
頂
、
下
山
は
何
と
パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
を
使
っ
て
の

空
中
降
下
で
あ
る
。
ア
ル
プ
ス
の
豪
華
な
風
景
に
、
時
折
足
を
振
っ
て
ブ
ラ
ン
コ
で
も
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
風
情
。
降
り
立
つ
と

す
ぐ
車
と
ヘ
リ
を
乗
り
つ
い
で
、
夫
人
と
も
ど
も
ア
イ
ガ
ー
の
取
り
つ
き
地
点
へ
急
ぐ
。

標
高
差
千
八
百
牌
の
ア
イ
ガ
ー
北
壁
は
、
夜
の
登
肇
と
な
り
、
予
定
よ
り
大
分
手
こ
ず
っ
た
ら
し
い
。
闇
に
包
ま
れ
て
、
本
人
の
姿
は

見
え
な
い
が
「
先
へ
行
け
な
い
。
電
池
が
切
れ
て
真
っ
暗
だ
」
な
ど
と
、
無
線
を
通
し
て
聞
こ
え
る
声
が
、
か
え
っ
て
臨
場
感
を
高
め

る
。
十
七
時
間
五
十
分
か
け
て
登
頂
。
「
今
回
は
参
っ
た
よ
」
と
、
さ
す
が
に
パ
テ
を
み
せ
る
が
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ハ
ー
ラ
ー
ら
四
人

が
半
世
紀
前
の
一
九
三
八
年
七
月
に
初
め
て
こ
の
壁
を
登
り
き
っ
た
時
は
八
十
五
時
間
か
か
っ
て
い
る
の
だ
。

最
後
の
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
は
や
は
り
取
り
つ
き
ま
で
ヘ
リ
で
運
ば
れ
、
六
時
間
で
完
登
、
結
局
移
動
を
含
め
四
十
時
間
五
十
分
で
三
つ

の
北
壁
を
登
り
き
っ
た
。
「
四
つ
目
は
願
い
下
げ
に
し
た
い
な
」
が
、
英
雄
の
感
想
だ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
ア
ル
パ
イ
ン
・
ス
タ
イ
ル
が
い
か
に
ス
ピ
ー
ド
登
肇
の
時
代
に
は
い
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
ヘ
リ
を
含
め
た
「
道
具
」
が
い

か
に
日
常
の
登
華
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
か
、
を
如
実
に
示
す
テ
レ
ビ
・
シ
ョ
ー
だ
っ
た
が
、
ス
ピ
ー
ド
登
肇
は
い
ま
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
も

主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
も
う
一
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
、
二
十
五
才
の
ブ
ノ
ワ
・
シ
ャ
ム
ー
が
実
証
し
て
い
る
。

八
六
年
六
月
二
十
日
、
ブ
ロ
ー
ド
・
ピ
ー
ク
（
八
○
四
七
牌
）
の
Ｂ
Ｃ
か
ら
の
日
帰
り
登
頂
を
な
し
と
げ
た
（
正
確
に
は
二
十
四
時
間

以
内
登
頂
。
こ
れ
は
二
年
前
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ク
シ
ス
ト
フ
・
ヴ
ィ
エ
リ
ッ
キ
も
や
っ
て
い
る
）
・
彼
は
、
翌
七
月
五
日
、
今
度
は
Ｋ
２

（
八
六
二
断
）
で
似
た
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
。
四
日
午
後
六
時
に
Ｂ
Ｃ
を
出
発
、
二
十
二
時
間
三
十
分
後
の
五
日
午
後
四
時
半
に
は

て
つ
ぺ
ん
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｋ
２
が
二
十
四
時
間
以
内
に
登
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
。

「
ク
ォ
ー
タ
８
０
０
０
」
と
名
付
け
ら
れ
た
彼
の
隊
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ク
ル
ト
・
デ
ィ
ー
ム
ベ
ル
ガ
ー
、
イ
ギ
リ
ス
女
性
の
ジ

ュ
リ
ー
・
チ
ュ
リ
ス
も
撮
影
班
と
し
て
参
加
し
て
い
た
。
二
人
は
八
月
四
日
に
登
頂
を
果
た
す
が
、
激
し
い
嵐
に
最
終
キ
ャ
ン
プ
に
閉
じ

8



登山の変質

込
め
ら
れ
、

に
新
し
い
。

イ
タ
リ
ア
人
が
「
五
年
が
か
り
で
八
千
Ｍ
洲
峰
全
山
を
登
っ
て
し
ま
お
う
」
と
企
画
し
た
「
ク
ォ
ー
タ
８
０
０
０
」
隊
の
活
動
は
、
ヒ
マ

ラ
ヤ
新
時
代
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
八
六
年
に
は
最
初
の
試
み
で
あ
る
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
ー
（
八
○
六
八
卿
）
と
同
Ⅱ
（
八

○
三
五
牌
）
の
登
頂
に
成
功
し
て
お
り
、
第
三
次
に
当
た
る
八
七
年
に
は
パ
キ
ス
タ
ン
領
に
残
っ
た
最
後
の
八
千
燭
峰
、
ナ
ン
ガ
・
パ
ル

、
ハ
ッ
ト
（
八
二
一
五
卿
）
に
挑
戦
し
た
。
そ
し
て
、
シ
ャ
ム
ー
は
こ
こ
で
も
、
Ｂ
Ｃ
か
ら
二
十
三
時
間
で
登
頂
、
通
算
三
つ
の
「
八
千
勝

峰
ワ
ン
デ
イ
・
ア
ッ
セ
ン
ト
」
を
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
仲
間
が
先
行
し
て
ト
レ
イ
ル
を
つ
け
る
と
い
う
や
り
方
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
速
い
。
最
新
の
報
告
で
は
、
あ
の

モ
ヘ
レ
ス
ト
で
す
ら
二
十
二
時
間
（
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ル
ク
。
、
ハ
タ
ー
ル
）
で
登
ら
れ
た
。
ス
ピ
ー
ド
Ⅱ
安
全
の
論
理
は
、
近
年
よ
く
言
わ

れ
る
こ
と
だ
が
、
好
み
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
今
後
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
ス
ピ
ー
ド
を
競
う
時
代
が
し
ば
ら
く
続
き
そ
う
で
あ
る
。

は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
史
が
当
初
考
え
て
い
た
以
上
に
早
く
来
た
。
無
論
、
山
そ
の
も
の
は
変
わ
っ
て
い
な
い
か
ら

八
千
Ｍ
の
大
衆
化
危
険
は
十
分
存
在
す
る
。
し
か
し
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
質
し
た
。
今
年
八
八
年
八
月
八
日
、
ガ
ッ
シ
ャ

ブ
ル
ム
Ⅱ
に
五
人
が
登
頂
し
た
橋
本
し
を
り
隊
長
以
下
十
一
人
か
ら
成
る
日
本
・
女
子
登
筆
ク
ラ
ブ
隊
の
体
験
も
、
時
代
を
物
語
っ
て
い

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、
ア
メ
リ
カ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
日
本
と
、
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
周
辺
は
各
国
隊
で
大

変
な
賑
わ
い
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
比
較
的
ル
ー
ト
の
容
易
な
Ｇ
Ⅱ
は
そ
れ
だ
け
人
気
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

二
千
研
近
い
フ
ィ
ッ
ク
ス
・
ロ
ー
プ
を
準
備
、
三
個
所
の
前
進
キ
ャ
ン
プ
を
出
し
て
頂
上
を
攻
略
し
た
女
子
登
肇
ク
ラ
ブ
隊
の
古
典
的

と
言
え
る
登
り
方
に
対
し
て
、
外
国
隊
の
多
く
は
「
ア
ル
パ
イ
ン
・
ス
タ
イ
ル
」
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
何
が
な
ん
で
も
先
行
す
る
、
と
い

う
元
気
隊
ば
か
り
で
は
な
く
、
ラ
ッ
セ
ル
の
苦
労
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に
、
女
子
隊
の
後
を
常
に
つ
い
て
行
く
合
理
主
義
の
パ
ー
テ
ィ

も
い
た
ら
し
い
。

る
0

チ
ュ
リ
ス
は
衰
弱
死
、
結
局
こ
の
夏
の
Ｋ
２
で
、
十
三
人
も
の
ベ
テ
ラ
ン
ク
ラ
イ
マ
ー
が
遭
難
死
し
た
こ
と
は
、
今
も
記
憶
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進
出
も
近
年
の
刺
激
的
傾
向
と
言
え
る
。

興
味
あ
る
の
は
、
一
種
の
省
一

象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
種
の
省
エ

るた
0 0

十
四
座
と
い
わ
れ
る
（
実
際
に
は
ピ
ー
ク
数
は
も
っ
と
多
じ
八
千
腕
峰
の
全
て
に
立
っ
た
人
間
が
二
人
出
た
こ
と
も
、
特
筆
さ
れ

る
。
イ
タ
リ
ア
の
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
メ
ス
ナ
ー
が
そ
の
一
人
目
だ
っ
た
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
完
全
な
ア
ル
パ
イ
ン
・
ス
タ
イ
ル
を
持
ち
込
ん

だ
こ
の
希
有
な
登
山
家
の
名
は
永
久
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
肇
史
に
刻
み
込
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

二
人
目
の
十
四
座
登
頂
者
で
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
イ
エ
ジ
・
ク
ク
チ
カ
を
は
じ
め
東
欧
の
登
山
家
の
活
躍
や
韓
国
登
山
界
の
ヒ
マ
ラ
ヤ

ろ
う
。 「

あ
の
フ
ィ
ッ
ク
ス
は
私
が
フ
ラ
ン
ス
隊
か
ら
買
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
使
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
ド
イ
ツ
の
登
山
家
は
言
っ
て
き
た
し
、

「
ス
イ
ス
隊
の
Ｃ
２
と
Ｃ
３
の
テ
ン
ト
と
あ
な
た
た
ち
の
テ
ン
ト
を
交
換
し
な
い
か
」
と
の
話
も
持
ち
か
け
ら
れ
た
と
い
う
。

少
人
数
が
最
小
限
の
装
備
で
効
率
的
に
八
千
脚
を
登
る
に
は
、
こ
う
い
う
取
り
引
き
も
必
要
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も

た
く
さ
ん
の
パ
ー
テ
ィ
ー
が
夏
の
剣
や
穂
高
の
よ
う
に
は
い
っ
て
き
て
成
立
す
る
話
で
あ
る
。
一
口
に
ア
ル
パ
イ
ン
・
ス
タ
イ
ル
と
い
っ

て
も
、
レ
ベ
ル
は
い
ろ
い
ろ
で
、
「
で
き
る
だ
け
手
間
を
か
け
ず
に
」
登
ろ
う
と
す
る
結
果
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
、
あ
る
よ
う
だ
。

山
の
世
界
が
変
わ
っ
た
と
い
う
話
を
よ
く
聞
く
。
実
は
か
な
り
以
前
か
ら
こ
の
こ
と
は
言
わ
れ
て
き
た
気
が

ヒ
マ
ラ
ヤ
に
限
ら
ず
、

す
る
が
、
最
近
に
な
っ
て
一
層
そ
れ
が
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
な
ら
、
登
山
の
世
界
の
何
が
ど
ん
な

ふ
う
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の
か
、
今
、
山
で
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
か
、
を
た
ま
に
は
時
間
を
か
け
て
考
え
て
み
る
の
も
い
い
だ

ま
ず
、
海
外
を
舞
台
に
最
近
起
き
て
い
る
こ
と
を
思
い
つ
く
ま
ま
あ
げ
て
み
よ
う
。
世
界
最
高
峰
、
エ
ベ
レ
ス
ト
（
あ
る
い
は
サ
ガ
ル

マ
ー
タ
、
あ
る
い
は
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
初
登
頂
以
来
三
十
五
年
た
っ
て
、
東
壁
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
ル
ー
ト
が
登
ら
れ

た
。
無
酸
素
、
厳
冬
期
、
単
独
、
女
性
初
、
五
度
登
頂
な
ど
、
に
ぎ
や
か
な
冠
を
つ
け
て
延
べ
登
頂
者
数
は
二
百
二
十
人
に
達
し
て
い

ネ
策
と
い
う
べ
き
か
、
フ
ィ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
ロ
ー
プ
や
高
所
に
張
っ
た
テ
ン
ト
が
そ
の
ま
ま
売
買
の
対
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登山の変質

「
国
際
隊
」
と
い
う
と
、
か
つ
て
は
い
か
に
も
大
が
か
り
な
響
き
が
あ
っ
た
が
、
登
山
許
可
取
得
の
簡
便
化
と
経
費
の
節
約
を
目
的
と

し
た
各
国
混
成
隊
の
増
加
も
注
目
に
値
す
る
。
「
国
」
を
離
れ
た
独
特
の
山
遊
び
人
の
世
界
が
そ
こ
に
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
ら
だ
．
地
球
の
環
境
問
題
な
ど
で
、
こ
う
し
た
連
帯
は
将
来
よ
り
深
い
意
味
を
持
つ
の
で
は
、
と
私
は
期
待
し
て
い
る
。
登
山
家
同
士

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
重
要
で
あ
る
。

大
が
か
り
で
は
な
い
、
小
さ
な
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
が
各
国
を
通
じ
て
主
流
に
な
り
、
ス
キ
ー
、
パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
、
ハ
ン
グ
グ
ラ

イ
ダ
ー
、
カ
ヌ
ー
な
ど
他
の
ジ
ャ
ン
ル
で
使
わ
れ
て
き
た
道
具
を
併
用
し
た
登
山
が
目
立
っ
て
き
た
。
冒
頭
、
プ
ロ
フ
ィ
の
例
で
あ
げ
た

よ
う
に
そ
れ
は
ア
ル
プ
ス
で
始
ま
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
持
ち
込
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

よ
う
に
見
え
る
フ
リ
ー
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
隆
盛
も
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
重
要
だ
。
庭
先
で
で

既
成
の
登
山
と
一
線
を
画
し
て
い
る

き
る
、
可
能
性
へ
の
挑
戦
と
い
お
う
か
、
肩
に
力
を
入
れ
ず
に
大
い
な
る
困
難
に
挑
む
ク
ラ
イ

肩
に
力
を
入
れ
ず
に
大
い
な
る
困
難
に
挑
む
ク
ラ
イ

溌
鐸
鍛
鐸
識
塞
鐸
瞬
鍛
錘
－
斗
今
鍾
変
え
罰
叶
来
事
洵
。

蝿錘

アルプスの空に舞う

マ
ー
た
ち
は
、
い
ま
世
界
中
に
ふ
え
つ
つ
あ
る
。

日
本
の
国
内
を
見
て
み
よ
う
。
フ
リ
ー
・
ク
ラ

イ
ミ
ン
グ
の
舞
台
が
あ
ち
こ
ち
に
広
が
っ
て
い
る

反
面
、
「
山
に
登
ら
な
く
な
っ
た
若
者
た
ち
」
の

話
を
よ
く
聞
く
。
大
学
山
岳
部
は
相
変
わ
ら
ず
低

迷
し
て
い
る
し
、
山
々
は
四
十
才
以
上
の
登
山
者

が
主
流
だ
。
穂
高
や
三
俣
蓮
華
の
小
屋
へ
行
け
ば

わ
か
る
が
、
三
千
脚
の
稜
線
に
か
こ
ま
れ
て
雰
囲

気
に
あ
ふ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
料
理
や
コ
ー
ヒ
ー
を
楽

し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
従
来
の
山
の
イ
メ
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高
い
で
っ
ば
り
、
一

所
だ
っ
た
か
ら
だ
。

そ
の
意
味
で
は
、
登
山
は
昔
も
今
も
終
始
個
人
的
な
行
為
で
あ
る
。
百
人
の
登
山
家
が
参
加
す
る
大
パ
ー
テ
ィ
ー
で
何
人
か
登
れ
ば

「
成
功
」
と
い
う
の
は
本
当
は
お
か
し
い
。
て
つ
・
へ
ん
の
視
野
を
獲
得
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
間
は
登
山
の
本
来
の
満
足
は
得
ら
れ
な

い
か
ら
だ
。
知
的
抑
制
力
あ
る
動
物
で
あ
る
人
間
は
勿
論
、
「
登
れ
な
か
っ
た
満
足
」
を
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
ら
れ
る
が
、
程
度
は
と
も

あ
れ
誰
も
心
の
底
で
は
敗
北
感
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
で
て
つ
・
へ
ん
に
立
つ
こ
と
が
日
常
化
し
て
く
れ
ば
、
優
先
順
位
は
変
わ
っ
て
く
る
。
大
勢
の
人
間
に
踏
ま
れ
た
頂
き

は
、
な
ぜ
か
そ
の
素
晴
ら
し
い
パ
ノ
ラ
マ
を
も
っ
て
し
て
も
感
動
の
質
量
が
小
さ
く
な
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ル
プ
ス
で
も
、

日
本
の
三
千
腕
峰
で
も
、
あ
る
時
期
か
ら
登
頂
そ
の
も
の
よ
り
「
壁
」
や
「
谷
」
か
ら
の
登
肇
、
そ
れ
も
夏
よ
り
冬
の
厳
し
い
条
件
下
で

の
登
肇
の
方
が
価
値
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。
ボ
ル
ト
や
ア
イ
ス
ハ
ー
ヶ
ン
、
パ
イ
ル
か
ら
ハ
ン
モ
ッ
ク
に
い
た
る
ま
で
登
肇
用
具
が
次
々

に
考
案
さ
れ
、
ザ
イ
ル
、
テ
ン
ト
、
靴
、
ゥ
エ
ア
な
ど
の
装
備
も
強
靱
、
軽
量
化
し
た
。
そ
れ
ら
の
新
兵
器
に
支
え
ら
れ
て
、
一
つ
の
壁

小
さ
な
コ
ン
サ
ー
ト
や
写
真
展
を
や
る
山
小
屋
も
あ
っ
て
、
何
や
ら
山
の
文
化
人
集
会
所
の
様
相
も
な
い
で
は
な
い
が
、
山
に
新
し
い

感
覚
を
持
ち
込
も
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
登
る
側
が
そ
う
い
う
も
の
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
と
都
会
の
接
点
が

昔
に
比
べ
ぐ
ん
と
近
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
体
は
若
者
で
は
な
い
。
テ
ン
ト
、
ウ
エ
ア
、
用
具
な
ど
あ
ら
ゆ
る
装
備
が
軽
量

化
、
機
能
的
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
若
い
世
代
が
山
に
登
り
た
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
大
ざ
っ
ぱ
に
登
山
を
取
り
巻
く
環
境
の
諸
相
を
あ
げ
て
み
た
が
、
こ
れ
ら
の
傾
向
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
何
か
。
登

山
の
多
様
化
と
い
え
ば
無
難
だ
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
山
以
外
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
含
め
た
「
遊
び
の
精
神
」
の
拡
大
と
い
う
こ
と
で

言
う
ま
で
も
な
く
、
山
に
登
る
と
い
う
行
為
は
、
本
来
探
検
精
神
と
不
可
分
の
も
の
だ
っ
た
。
人
は
な
ぜ
山
に
登
る
の
か
、
と
言
え

ば
、
そ
の
向
こ
う
に
何
が
あ
る
の
か
知
り
た
い
、
見
た
い
と
い
う
衝
動
が
抑
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
地
球
で
最
も

高
い
で
っ
ば
り
、
エ
ベ
レ
ス
ト
の
初
登
頂
が
な
ぜ
大
騒
ぎ
に
値
し
た
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
は
こ
れ
以
上
目
線
を
上
げ
ず
に
済
む
唯
一
の
場

は
な
い
か
、
と
思
う
。
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登山の変質

頂
き
を
意
識
し
な
い
登
肇
も
や
が
て
現
れ
た
。
難
度
を
追
求
す
る
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
で
、
も
と
も
と
ゲ
レ
ン
デ
で
生
ま
れ
た
の
だ
と
思

う
。
ハ
ー
ケ
ン
や
ボ
ル
ト
を
使
わ
ず
に
岩
と
遊
ぶ
フ
リ
ー
・
ソ
ロ
を
私
が
初
め
て
見
た
の
は
、
も
う
二
十
年
以
上
も
昔
、
三
つ
峠
の
岩
場

で
だ
っ
た
。
当
時
は
私
も
ノ
ー
ザ
イ
ル
で
一
般
ル
ー
ト
を
登
り
下
り
で
き
た
か
ら
、
確
保
な
し
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
自
体
に
は
驚
か
な
か
っ

た
が
、
一
人
の
ク
ラ
イ
マ
ー
が
あ
ま
り
に
優
雅
に
難
度
の
高
い
岩
と
た
わ
む
れ
る
の
を
見
て
、
荘
然
と
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

す
で
に
ヨ
セ
ミ
テ
の
岩
場
で
は
、
本
格
的
な
フ
リ
ー
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
生
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
や
が
て
、
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
と
い

う
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
が
広
が
り
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
た
め
と
思
っ
て
い
た
岩
と
の
た
わ
む
れ
が
そ
れ
自
体
で
一
つ
の
世
界
と
な
っ
た
。

垂
直
、
ま
た
は
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
し
て
い
る
壁
に
上
半
身
裸
で
ぶ
ら
下
が
る
ク
ラ
イ
マ
ー
の
姿
に
衝
撃
を
受
け
た
登
山
家
は
少
な
く
な
い

は
ず
だ
。
い
く
ら
素
手
で
立
ち
向
か
う
と
い
っ
て
も
、
ち
ょ
っ
と
、
と
い
う
感
じ
で
、
岩
場
で
は
長
袖
、
長
ズ
ボ
ン
が
当
然
の
既
成
の
登

山
常
識
で
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
驚
き
を
よ
そ
に
ク
ラ
イ
マ
ー
た
ち
は
、
ど
ん
ど
ん
活
躍
の
場
を
広
げ
て
い
っ
た
。
以
前
は
登
肇
対
象
に
な
ら
な
か

っ
た
岩
場
に
い
く
つ
も
の
困
難
な
ル
ー
ト
が
ひ
か
れ
、
筋
肉
を
鍛
え
上
げ
た
男
や
女
が
軽
や
か
に
ダ
ン
ス
を
舞
っ
た
。
も
と
も
と
落
ち
る

こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
と
語
弊
が
あ
る
が
、
フ
リ
ー
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
は
確
保
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
限
り
、
過
去
の

ロ
ッ
ク
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
と
較
べ
て
困
難
度
は
高
い
一
方
で
安
全
な
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
河
原
に
転
が
っ
て
い
る
よ
う
な
石
（
ボ
ル
ダ
ー
）

を
筆
じ
る
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
に
し
て
も
、
高
度
は
あ
ま
り
な
い
の
で
、
遭
難
相
次
ぐ
と
い
う
事
態
に
は
な
り
得
な
い
。

に
幾
本
も
の
新
た
な
ル
ー
ト
が
隣
あ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
。

そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
困
難
な
ル
ー
ト
、
い
わ
ゆ
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
抜
け
て
ク
ラ
イ
マ
ー
た
ち
が
必
ず
目
指
す
場
所
が
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
声

ど
ん
な
先
鋭
的
な
登
山
で
も
、
そ
れ
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
、
と
思
う
。
時
間
切
れ
で
や
む
な
く
壁
を
抜
け
た
所
で
尾
根
通
し
、
あ
る
い

は
懸
垂
下
降
で
下
山
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
完
登
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
頂
き
に
達
し
な
け
れ
ば
、
単
な
る
崖
登
り
に
な

っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。

頂
き
で
あ
る
。
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今
日
の
よ
う
に
、
力
と
技
術
の
公
開
競
技
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
次
に
来
る
発
想
は
決
ま
っ
て
い
る
。

何
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。
「
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
」
が
五
輪
種
目
の
一
つ
に
な
る
な
ん
て
、
過
去
誰
が
発
想
し
た
だ
ろ
う
。
無
論
ま
だ

ア
イ
デ
ア
段
階
だ
が
、
既
に
本
気
で
こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
人
た
ち
が
お
り
、
そ
の
う
ち
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
種
目
ぐ
ら
い
に
は

確
実
に
登
場
し
て
く
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
女
性
の
部
の
方
が
多
分
人
気
が
出
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
、
い
ま
や
古
典
と
も
い
う
べ
き
テ
ー
マ
に
つ
い
て
こ
こ
で
考
え
て
み
る
。
そ
の
理
由
の
一
端
が
、
い
ま

大
学
山
岳
部
の
凋
落
述
べ
て
き
た
事
柄
の
背
後
に
ち
ら
つ
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
か
ら
だ
。

四
年
な
り
五
年
な
り
、
の
貴
重
な
遊
び
の
時
間
（
学
問
の
、
な
ど
と
い
う
若
者
が
い
た
ら
お
目
に
か
か
り
た
い
く
ら
い
だ
）
を
、
た
て

系
列
の
価
値
観
に
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ク
ラ
ブ
に
捧
げ
た
く
な
い
、
と
い
う
気
持
ち
が
青
年
た
ち
の
間
に
ま
ず
あ
る
だ
ろ

う
。
山
へ
行
く
の
は
一
人
で
も
で
き
る
。
Ｏ
Ｂ
を
含
め
、
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
基
本
に
つ
い
て
し
ち
面
倒
く
さ
く
訓
戒
を
垂
れ
る
よ
う
な
暗

い
先
輩
ど
も
の
存
在
は
「
疲
れ
る
」
ば
か
り
だ
。

そ
れ
に
、
山
だ
け
や
っ
て
り
や
い
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
ス
キ
ー
も
、
ヨ
ッ
ト
も
ス
キ
ュ
ー
バ
・
ダ
イ
ビ
ン
グ
も
軽
く
こ
な
し
て
ま

な
か
っ
た
。

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
登
山
の
世
界
と
だ
い
ぶ
趣
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
快
適
な
条
件
下
、
短
時
間
で
登
り
き
る
た
め
の
機
能
的
な
ウ
エ
ア
。
ピ
ン
ク
や
黄
や
緑
の
、
さ
な
が
ら
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
ド
・
ス

イ
ミ
ン
グ
の
ご
と
き
派
手
な
デ
ザ
イ
ン
は
、
岩
を
筆
じ
る
こ
と
の
快
楽
を
叫
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
こ
に
は
何
か
と
求
道
者
の
匂
い

を
ふ
り
ま
き
た
が
る
オ
ー
ル
ド
・
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
イ
マ
ー
の
影
も
な
い
。

最
近
、
フ
ラ
ン
ス
は
じ
め
ョ
－
ロ
ッ
パ
各
地
で
盛
ん
に
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
・
コ
ン
ペ
は
、
い
ま
や
ク
ラ
イ
ミ
ン

グ
が
「
見
せ
る
世
界
」
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
パ
リ
の
屋
内
体
育
館
で
八
八
年
一
月
に
開
か
れ
た
国
際
大
会
で

は
、
高
さ
一
九
・
五
勝
の
人
工
壁
に
世
界
を
代
表
す
る
男
女
ク
ラ
イ
マ
ー
が
腕
を
競
い
、
六
千
人
の
観
客
を
湧
か
せ
た
。
も
と
も
と
ソ
連

な
ど
で
は
早
く
か
ら
岩
登
り
競
技
大
会
を
や
っ
て
い
た
。
た
だ
、
観
客
を
念
頭
に
い
れ
た
こ
の
よ
う
な
賞
金
つ
き
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
は
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登山の変質

利
用
で
あ
る
。

求
道
的
と
い
う
言
葉
が
適
当
か
ど
う
か
別
に
し
て
、
山
岳
部
の
世
界
に
は
ほ
か
の
ス
ポ
ー
ツ
・
ク
ラ
ブ
と
は
違
う
質
の
、
独
特
の
緊
張

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
多
分
命
の
問
題
が
い
つ
も
つ
い
て
ま
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
思
う
。
山
に
対
す
る
お
そ
れ
．
そ
れ
を
壮
年
の
登

山
者
の
多
く
も
抱
い
て
登
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
人
間
は
あ
れ
こ
れ
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
山
を
楽
し
む
手
段
を
考
え
出
し
て
き
た
。
最
近
目
立
つ
の
は
、
空
と
水
の

夏
の
三
千
研
稜
線
で
も
、
若
者
よ
り
は
壮
年
世
代
の
男
女
が
目
立
つ
。
テ
ン
ト
場
や
小
屋
を
早
立
ち
し
て
じ
っ
く
り
じ
っ
く
り
歩
く
こ

れ
ら
の
人
た
ち
を
見
る
と
、
大
学
山
岳
部
の
伝
統
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
彼
ら
が
あ
る
部
分
を
引
き
継
い
だ
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
て
く

声
ハ
ノ
◎

ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
の
変
化
。
結
局
は
そ
う
い
う
言
葉
で
く
く
る
し
か
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
ど
う
せ
や
る
な
ら
、
フ
リ
ー
・
ク
ラ

イ
ミ
ン
グ
の
か
ら
っ
と
し
た
世
界
の
方
が
心
を
と
ら
え
る
だ
ろ
う
。

足
慣
ら
し
に
、
よ
く
奥
多
摩
の
山
へ
走
り
に
行
く
が
、
電
車
の
中
に
い
わ
ゆ
る
中
高
年
登
山
者
ま
た
は
ハ
イ
カ
ｉ
が
多
い
の
に
は
感
嘆

す
る
。
皆
コ
ー
ル
テ
ン
の
帽
子
、
ニ
ッ
カ
ー
ズ
ボ
ン
、
軽
登
山
靴
と
い
っ
た
本
格
的
い
で
た
ち
で
、
耳
に
入
っ
て
く
る
話
の
様
子
で
は
ほ

と
ん
ど
毎
週
山
に
出
か
け
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。

八
十
才
生
き
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
こ
の
国
で
、
仕
事
の
第
一
線
を
退
こ
う
と
し
て
い
る
人
々
の
心
が
大
自
然
に
向
か
っ
て
い

く
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
る
気
が
す
る
。
も
と
も
と
好
き
だ
っ
た
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
新
し
い
世
界
の
と
び
ら
を
叩
い
た
人
も
い
る
だ
ろ

あ
、
人
並
。
山
岳
部
な
碑

る
）
組
織
は
重
す
ぎ
る
。

人
並
。
山
岳
部
な
ど

る
0

冒
頭
の
北
壁
ス
ピ
ー
ド
男
、
プ
ロ
フ
ィ
が
グ
ラ
ン
ド
・
ジ
ョ
ラ
ス
の
て
つ
・
へ
ん
か
ら
麓
に
舞
い
降
り
た
よ
う
に
、
パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
は

い
ま
や
冒
険
的
ク
ラ
イ
マ
ー
の
下
山
の
足
と
な
っ
て
い
る
。
チ
ョ
ー
・
オ
ュ
ー
の
頂
き
か
ら
高
橋
和
之
が
飛
ん
だ
よ
う
に
八
千
脚
か
ら
で

と
い
う
ま
か
り
間
違
え
ば
在
学
中
そ
れ
だ
け
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
（
そ
し
て
多
少
の
危
険
の
あ
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つ
ま
る
と
こ
ろ
山
の
て
つ
ぺ
ん
に
ど
れ
だ
け
深
い
感
動
を
も
っ
て
立
て
る
か
、
と
い
う
遊
び
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考

登
山
と
は
、

え
て
い
る
．
地
球
最
高
峰
の
頂
き
に
第
一
番
に
立
つ
こ
と
だ
け
が
最
大
の
感
動
と
す
る
人
に
と
っ
て
は
、
一
九
五
三
年

五
月
二
十
九
日
に
夢
は
断
ち
切
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ア
イ
ガ
ー
の
北
壁
を
初
登
肇
し
た
か
っ
た
人
は
半
世
紀
前
の
一
九
三
八
年
七
月
二

十
四
日
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ハ
ー
ラ
ー
た
ち
四
人
と
ザ
イ
ル
を
組
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
が
登
り
尽
く
さ
れ
、
エ
ベ
レ
ス
ト
に
五
回
も
登
る
猛
烈
男
（
ネ
パ
ー
ル
人
の
ス
ン
ダ
レ
）
が
出
て
く
る
時
代
で
は
、

普
遍
的
な
価
値
を
持
つ
登
頂
は
見
出
し
に
く
い
。
だ
か
ら
、
登
山
家
た
ち
は
あ
れ
や
こ
れ
や
頭
を
ひ
ね
り
、
大
義
名
分
を
考
え
出
す
の
に

水
の
利
用
と
は
、
カ
ヌ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。
山
登
り
と
不
可
分
の
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
市
民
権
を
得
て
い
る
よ
う
だ
が
、
日
本
で
は
カ
ヌ

ー
・
フ
ァ
ン
は
ふ
え
て
い
て
も
、
登
山
行
為
に
取
り
入
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
エ
ベ
レ
ス
ト
山
麓
を
流
れ
る
急
流
、
ド
ゥ
ド
・

コ
シ
を
カ
ヌ
ー
で
下
り
る
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
の
冒
険
を
こ
れ
ま
た
テ
レ
ビ
で
見
た
が
、
よ
く
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
れ
る
も
の
だ
、
と
感
心

す
る
ほ
ど
激
し
い
川
下
り
だ
っ
た
。
さ
ん
ざ
ん
水
中
に
カ
ヌ
ー
ご
と
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、
そ
の
都
度
水
の
底
か
ら
何
度
で
も
這
い
上
が
っ

て
く
る
男
た
ち
の
満
足
気
な
顔
を
見
る
と
、
遊
び
と
は
本
当
に
限
り
な
い
世
界
な
の
だ
、
と
気
づ
か
さ
れ
る
。

ア
ゥ
ト
ド
ァ
ー
・
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
言
葉
は
、
い
つ
頃
日
本
に
定
着
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ヌ
ー
や
マ
ウ
ン
テ
ン
・
バ
イ
ク
だ
け
で
な

く
、
小
屋
の
建
て
方
、
料
理
の
や
り
方
な
ど
野
外
生
活
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
あ
ち
こ
ち
の
メ
デ
ィ
ア
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
登
山
を

取
り
巻
く
環
境
は
こ
う
し
て
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
き
、
山
の
イ
メ
ー
ジ
は
あ
る
意
味
で
拡
散
さ
れ
て
い
っ
た
。

グ
ー
、

し
た
。

さ
え
そ
れ
は
可
能
な
の
だ
。
ス
キ
ー
を
は
い
た
ら
降
り
ら
れ
な
い
所
が
な
い
、
と
言
え
る
く
ら
い
に
果
敢
に
ス
キ
ー
滑
走
を
や
り
続
け
て

き
た
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ン
・
マ
ル
ク
・
ポ
ワ
バ
ン
も
、
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅱ
峰
の
頂
上
か
ら
ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー
降
下
を
や
っ
て

み
せ
た
。
超
一
流
の
ク
ラ
イ
マ
ー
で
も
あ
る
ボ
ワ
バ
ン
は
、
困
難
な
ア
ル
プ
ス
の
壁
を
連
続
登
肇
し
な
が
ら
、
ス
キ
ー
、
ハ
ン
グ
グ
ラ
イ

ダ
ー
、
パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
を
駆
使
し
て
、
「
下
り
の
も
う
一
つ
の
冒
険
」
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
、
と
い
う
点
で
パ
イ
オ
ニ
ア
の
役
割
を
は
た

頂
き
の
感
動
に
つ
い
て
の
話
に
戻
す
。
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登山の変質

全
力
を
あ
げ
る
が
、
結
局
、
最
後
は
自
分
ら
し
い
頂
き
を
踏
め
る
か
ど

う
か
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

登
山
界
か
ら
は
も
っ
ぱ
ら
皮
肉
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
八
八
年
春

の
エ
ベ
レ
ス
ト
三
国
合
同
登
山
は
、
そ
の
意
味
で
は
残
さ
れ
た
大
義
名

分
を
か
き
集
め
て
の
大
が
か
り
な
試
み
だ
っ
た
。
し
か
し
、
初
め
か
ら

登
れ
て
当
た
り
前
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
た
め
に
、
登
肇
内
容
そ
の
も

の
よ
り
は
、
金
を
出
し
た
テ
レ
ビ
や
新
聞
に
取
材
の
現
場
を
提
供
す
る

謡
役
割
が
も
っ
ぱ
ら
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
登
山
が
メ
デ
ィ
ア
の

御
素
材
に
な
る
こ
と
は
そ
れ
ま
で
も
数
多
く
あ
っ
た
が
、
「
て
つ
。
へ
ん
か

峠
ら
の
生
中
継
」
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
さ
が
、
登
山
行
為
を
越
え
て
し
ま

登立
っ
た
と
い
う
点
で
、
特
異
な
ケ
ー
ス
と
言
え
る
。

国諏
大
げ
さ
な
も
の
よ
り
小
さ
い
も
の
の
方
が
い
い
、
と
い
う
時
代
だ
。

涯
こ
れ
か
ら
の
山
登
り
は
も
っ
と
も
っ
と
個
人
の
志
向
を
強
め
て
い
く

シ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
普
遍
的
な
価
値
観
と
は
絶
縁
す
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
メ
ス
ナ
ー
と
ク
ク
チ
カ
が
果
た
し
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
八
千

胱
峰
十
四
座
登
頂
（
前
述
の
「
ク
ォ
ー
タ
８
０
０
０
」
隊
が
ね
ら
っ
て

い
る
）
は
、
す
で
に
三
番
煎
じ
だ
か
ら
今
後
は
大
し
た
意
味
は
持
た
な

い
。
ど
う
せ
な
ら
ヤ
ル
ン
カ
ン
や
ロ
ー
ッ
ェ
・
シ
ャ
ー
ル
な
ど
十
四
座

か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
八
千
牌
を
ね
ら
っ
て
ほ
し
い
し
、
わ
ざ
と
エ
ペ
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レ
ス
ト
に
登
っ
て
や
ら
な
い
十
三
座
登
頂
な
ど
と
い
う
の
も
い
い
。
ラ
ン
ニ
ン
グ
登
山
の
猛
者
の
中
に
は
例
の
「
日
本
百
名
山
」
を
一
ヵ

月
で
登
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
人
が
い
る
し
、
海
外
の
山
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
限
ら
な
い
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
大
陸
で
一
つ
ず

つ
非
常
に
面
白
い
山
登
り
（
最
高
峰
が
面
白
い
と
は
限
ら
な
い
）
を
や
っ
て
み
る
の
も
い
い
。

登
山
は
、
長
い
間
極
め
て
精
神
的
な
要
素
を
持
つ
行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
国
の
内
外
を
問
わ
ず
山
の
先
達
た
ち
は
激
し
い
登
肇
の

一
方
で
、
思
索
的
な
、
詩
の
よ
う
な
文
章
を
書
き
残
し
た
。
用
具
の
普
及
と
ス
ピ
ー
ド
化
で
す
っ
か
り
忙
し
く
な
っ
た
現
代
の
ク
ラ
イ
マ

ー
に
は
、
そ
ん
な
ヒ
マ
は
な
い
。
モ
ン
・
プ
ラ
ン
に
登
り
四
時
間
四
十
七
分
、
下
り
二
時
間
と
い
う
特
急
記
録
が
生
ま
れ
る
時
代
で
あ

る
。
人
々
は
テ
ニ
ス
を
や
る
よ
う
な
感
覚
で
気
軽
に
壁
に
取
り
つ
き
、
空
を
舞
う
よ
う
に
見
え
る
。

思
え
ば
、
「
の
ろ
の
ろ
、
一
所
懸
命
」
皆
、
登
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
早
く
歩
き
た
く
と
も
荷
は
肩
に
食
い
込
む
し
、
靴
は
重
い
。

そ
ん
な
登
り
方
に
つ
き
あ
っ
て
い
ら
れ
な
い
先
端
部
分
が
、
軽
や
か
に
山
と
遊
び
出
し
た
、
と
言
っ
て
も
い
い
。
筋
肉
を
鍛
え
、
思
い

っ
き
り
空
に
飛
翔
す
る
人
間
た
ち
は
「
登
山
家
」
と
い
う
よ
り
は
「
自
然
遊
び
人
」
と
呼
ん
で
も
ら
い
た
い
だ
ろ
う
。

女
性
た
ち
の
中
に
も
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ン
が
誕
生
し
つ
つ
あ
る
。
マ
ラ
ソ
ン
や
ボ
デ
ィ
ビ
ル
で
男
た
ち
の
領
域
と
さ
れ
て
い
た
分
野
に
進

出
し
た
彼
女
た
ち
は
、
フ
リ
ー
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
舞
台
で
も
高
難
度
の
ル
ー
ト
を
あ
ざ
や
か
に
こ
な
す
。

フ
リ
ー
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
記
録
に
は
「
ム
ー
ブ
」
「
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
」
「
ジ
ャ
ミ
ン
グ
」
「
ロ
ワ
ー
ダ
ウ
ン
」
な
ど
の
聞
き
な
れ
な
い

言
葉
が
頻
繁
に
出
て
く
る
。
そ
れ
が
、
新
た
な
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
な
る
か
ど
う
か
は
疑
問
だ
が
、
中
に
は
独
特
の
リ
ズ
ム
と
ユ
ー
モ
ア

感
覚
に
溢
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
大
体
百
リ
ー
ダ
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｋ
Ｏ
」
「
ほ
ん
に
ゃ
ら
ご
っ
こ
」
「
水
曜
日
の
シ
ン
デ
レ
ラ
」
と
聞
い
て

ル
ー
ト
名
（
い
ず
れ
も
小
川
山
の
岩
場
）
と
わ
か
る
人
は
、
旧
式
の
登
山
者
の
中
に
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
感
覚
で
岩
と
遊

ル
ー
ト
名
（
い
酉

登
山
の
変
質
と
い
う
、
や
っ
か
い
な
テ
ー
マ
と
取
り
組
ん
で
、
じ
き
に
こ
れ
は
我
々
の
日
常
と
も
関
わ
る
こ
と
な
の
だ
と
、
気
づ
い

た
。
山
の
世
界
だ
け
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
時
代
が
ゆ
っ
く
り
変
容
し
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
か
ら
当
分
は
山
の
世
界
で
も
「
軽
さ
」
が
強
調
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
軽
薄
、
で
は
な
い
。
相
当
刺
激
的
な
登
筆
を
し
て
も
、
気
負
う

ん
で
い
る
の
だ
。
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登山の変質

先
人
た
ち
が
、
必
死
で
刻
み
込
ん
で
き
た
登
肇
の
記
録
に
も
こ
だ
わ
り
た
い
。
今
ふ
う
に
言
え
ば
「
だ
さ
い
、
暗
い
」
も
の
も
あ
る

が
、
そ
こ
に
流
れ
る
情
熱
は
、
こ
れ
か
ら
も
生
き
続
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

軽
や
か
さ
に
魅
か
れ
な
が
ら
、
ふ
り
こ
の
如
く
揺
れ
て
、
山
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

こ
と
の
な
い
精
神
の
軽
や
か
さ
で
あ
る
。
重
い
も
の
は
要
ら
な
い
。
「
征
服
」
も
「
遠
征
」
も
ナ
ン
セ
ン
ス
。
「
頂
き
」
す
ら
大
し
て
意
味

を
持
た
な
い
。
し
た
い
よ
う
に
や
っ
て
、
時
に
は
身
軽
に
ほ
か
の
世
界
に
転
身
す
る
。

そ
う
い
う
時
代
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
、
私
は
な
お
「
頂
き
」
に
は
こ
だ
わ
り
た
い
。
北
穂
の
て
つ
・
へ
ん
か
ら
Ｂ
沢
や
Ｃ
沢
を
下
っ

て
滝
谷
を
登
華
す
る
こ
と
の
違
和
感
に
こ
だ
わ
っ
て
、
毎
年
の
よ
う
に
雪
の
蒲
田
川
か
ら
第
一
尾
根
を
め
ざ
し
た
時
の
こ
と
を
忘
れ
る
わ

け
に
い
か
な
い
。

豪，

I
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本
会
が
昭
和
五
年
（
一
九
三
○
）
に
創
刊
し
、
戦
時
中
一
時
と
だ
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
半
世
紀
以
上
も
連
綿
と
刊
行
さ
れ
て

し
お
り

き
た
『
山
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
会
員
各
位
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
『
山
日
記
の
栞
』
と
な
る
と
、
古
い
会
員
は
と
も
か
く
、

新
し
い
会
員
の
な
か
に
は
知
ら
な
い
方
が
多
い
と
思
う
。

そ
れ
は
一
口
に
言
う
と
、
戦
後
『
山
日
記
』
が
復
刊
さ
れ
て
間
も
な
く
、
当
時
の
編
集
担
当
者
た
ち
が
、
『
山
日
記
』
の
販
売
を
促
進

す
る
た
め
に
、
苦
心
し
て
作
り
上
げ
た
宣
伝
用
の
小
誌
と
言
っ
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
製
作
者
の
一
人
で
あ
る
村
山
雅
美
氏
は
、
こ
れ
を

「
山
日
記
の
ポ
ン
ビ
キ
」
と
言
っ
て
い
る
。
ポ
ン
ピ
キ
と
は
客
引
き
（
あ
ま
り
よ
い
意
味
に
は
使
わ
れ
な
い
が
）
の
意
で
あ
る
。

実
は
、
先
年
こ
の
栞
が
、
発
行
所
の
茗
渓
堂
に
も
完
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
、
本
会
の
図
書
室
は
ど
う
か
と
調
べ
た
と
こ
ろ
、

ぺ
ｌ
ジ

そ
こ
に
も
完
全
に
揃
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
っ
た
。
も
と
も
と
精
々
三
○
頁
ば
か
り
の
小
誌
で
、
発
行
さ
れ
た
の
が
一
九
五
○
年
代
の
初

し
ろ
も
の

め
か
ら
六
○
年
代
の
終
わ
り
ま
で
の
十
数
年
間
で
あ
っ
た
た
め
、
散
快
さ
れ
る
憂
目
に
あ
い
や
す
い
代
物
で
あ
っ
た
。
幸
い
私
の
手
許
に

殆
ど
全
部
揃
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
当
時
、
コ
ピ
ー
を
二
部
作
成
し
、
一
部
は
本
会
図
書
室
に
納
め
、
一
部
は
茗
渓
堂
に
渡
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
。

『
山
日
記
の
栞
』
が
単
な
る
宣
伝
誌
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
、
敢
え
て
一
文
を
草
す
る
価
値
の
な
い
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
編
集

『
山
日
記
の
栞
』
の
こ
と

ｌ
日
本
山
岳
会
百
年
史
の
資
料
ノ
ー
ト
と
し
て
Ｉ

望
月
達
夫
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『山日記の栞』のこと

者
の
文
章
に
は
短
い
な
が
ら
、
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
の
『
山
日
記
』
作
成
上
の
意
図
、
そ
れ
に
注
が
れ
た
編
集
者
の
情
熱
な
ど
が
、
率
直

に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
、
会
史
の
一
端
を
知
る
う
え
で
矢
張
り
見
の
が
し
難
い
資
料
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
毎
号
十
名
ぐ
ら
い
の
会
員
会
友
か
ら
執
筆
を
求
め
た
随
想
に
は
、
い
ま
読
み
返
し
て
み
て
も
掬
す
べ
き
内
容
の
も
の
が
少
な
く

な
く
、
そ
の
点
か
ら
も
閑
却
す
べ
き
で
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
会
の
正
史
を
綴
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
栞
な
ど
は
む
し
ろ
重
視
さ
れ
る
も

と
く
ひ
つ

の
で
は
な
か
ろ
う
が
、
先
に
禿
筆
を
執
っ
た
有
志
閑
談
会
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
（
『
山
岳
』
第
八
十
一
年
’
一
九
八
六
年
Ｉ
参
照
）
、
本
会
の

よ
う
に
ユ
ニ
ー
ク
な
会
の
伝
統
は
、
案
外
こ
の
よ
う
な
、
会
の
公
式
な
事
業
で
な
い
も
の
の
な
か
に
如
実
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
そ
の
こ
と
も
、
栞
の
編
集
に
一
度
も
か
か
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
私
が
、
栞
に
対
す
る
愛
着
絶
ち
が
た
く
、
敢
え
て
筆
を
執
っ
た
理
由

の う
O

一

い
ま
私
の
手
許
に
残
っ
て
い
る
栞
に
よ
る
と
、
最
初
に
発
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
十
月
頃
で
、
題
名
に
は
栞
の

文
字
が
、
ま
だ
ど
こ
に
も
使
用
さ
れ
ず
、
『
山
日
記
一
九
五
三
お
知
ら
せ
』
と
し
て
、
日
本
山
岳
会
の
マ
ー
ク
を
ほ
ぼ
中
央
に
あ
し

ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
型
は
『
山
日
記
』
と
同
じ
Ｅ
・
留
日
×
ｇ
ｏ
日
の
い
わ
ゆ
る
文
庫
判
で
、
『
山
日
記
』
の
ヵ
や
ハ
ー
に
使
わ
れ
た
濃

赤
色
の
ラ
シ
ャ
紙
が
表
紙
に
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
の
色
彩
は
僅
か
一
回
の
例
外
（
一
九
五
四
年
版
の
榿
色
）
を
除
き
、
爾
後
す
べ
て
の
栞

と
こ
ろ
で
、
栞
の
号
数
の
こ
と
に
触
れ
る
と
、
元
々
こ
の
栞
は
、
当
初
か
ら
計
画
的
に
毎
年
一
回
必
ず
発
行
さ
れ
る
と
き
ま
っ
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
た
め
か
、
号
数
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
十
二
月
頃
に
発
行
さ
れ
た
一
九
六
○
年

版
の
編
集
後
記
に
「
八
山
日
記
Ｖ
の
栞
も
こ
れ
で
九
冊
目
に
な
っ
た
」
と
あ
る
の
で
、
一
九
六
○
年
版
が
九
冊
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
だ
が
、
私
の
手
許
の
栞
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
八
冊
目
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
み
る
か
ぎ
り
、
先
の
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
の
前
年

に
一
冊
発
行
さ
れ
て
い
な
い
と
、
冊
数
が
符
合
し
な
く
な
る
。

こ
の
辺
が
甚
だ
暖
昧
な
と
こ
ろ
で
、
先
に
も
「
私
の
手
許
に
殆
ど
全
部
…
…
」
と
書
き
、
完
全
に
と
は
書
か
な
か
っ
た
理
由
だ
が
、
そ

の
細
か
い
点
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
読
者
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
、
栞
の
全
貌
を
表
示
し
て
み
た
い
。

に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
栞
の
［

つ
で
あ
る
。
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号
数
一
題
名
一
頁
数
一
発
行
年
月
一
編
集
者
一
罎
鍬
一
摘

8 7 2 13４
山
日
記

５
山
日
記
の
栞

６
山
日
記
の
栞

９
一
山
日
記
の
栞
一
九
六
○
年
版

10

山
日
記
の
栞

山
日
記
の
栞

山
日
記
浄
銅
唾
逵

山
日
記
一
九
五
四
年
版

山
日
記
の
栞
一
九
六
一
年
版

（
筆
者
の
手
許
に
な
い
も
の
）

一
九
五
五
年
版

一
九
五
六
年
版

一
九
五
八
年
版

一
九
五
七
年
版

一
九
五
九
年
版

認
写
真
８

“
写
真
２

記
写
真
２

2824202420

一
九
五
二
年

（
昭
和
二
十
七
）

十
月一

九
五
三
年

（
昭
和
二
十
八
）

十
二
月

一
九
五
四
年

（
昭
和
二
十
九
）

十
二
月

一
九
五
五
年

（
昭
和
三
十
）

十
二
月

十/-,－十,-､一一一
九
五
八
年

（
昭
和
三
十
三
）

十
二
月

十,-､一'十,ﾍー

鶉九|鶉九九
五
九

昭
和
三
十
四

二
月九

六
○

昭
和
三
十
五

二
月

五
七
年
春

三
十
二
）
本汎

五
六
年
小
倉
茂
暉

三
十
一
）
木
保
太
郎

丸
秀
夫
．

、-/年

朗恒加

､-/年

村
山
雅
美
・
林
和
夫
・
雨
宮
濃
赤

淳
三

蔀
仙
癖
篝
淳
誌
荊
誌
野
癖
正
榿
覗
睡
錐
粕
課
」
の
文
字
初
め

松
丸
秀
夫
・
藤
井
健
・
大
木

保
太
郎
・
戸
野
昭
・
皆
川
完
濃
赤
頚
城
に
「
山
日
記
」
の
栞
と

大
塚
博
美
・
藤
井
健
・
大
木

保
太
郎
・
皆
川
完
一
・
相
蘇
濃
赤
蓋
蝿
詐
輌
池
試
「
栞
」
の
文

良
正
・
松
丸
秀
夫
・
渡
辺
公
平

小
倉
茂
暉
・
皆
川
完
一
・
大

木
保
太
郎
・
春
田
俊
郎
・
松
濃
赤

丸
秀
夫
・
渡
辺
公
平

加
藤
元
一
・
小
泉
満
・
宇
田

川
允
敏
・
徳
久
珠
朗

加
藤
元
一
・
高
島
勤
・
甲
斐

恒
夫
・
金
須
久
枝
・
徳
久
珠

公久加
田
俊
郎
・
加
藤
元
一
・
坂

矩
祥
・
斎
藤
光
司
・
田
島

・
高
島
勤
・
徳
久
珠
朗

藤
元
一
・
篠
原
敏
弘
・
徳

珠
雄
・
富
岡
卓
也
・
渡
辺

平

濃
赤

濃
赤

濃
赤

濃
赤

編
集
後
記
に
「
八
山
日
記
Ｖ

の
栞
も
こ
れ
で
９
冊
目
に
な

っ
た
」
と
あ
る

弓
山
日
記
の
栞
』
が
早
く
も

、
号
を
数
え
る
と
知
り
…
」

（
村
山
）
の
記
述
が
あ
る
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『山日記の栞』のこと

６１

山
日
記
の
栞
走
勃
酷
臨

一
九
六
八

皿
山
日
記
の
栞

鴫
一
山
日
記
の
栞

〔
註
〕

一
、
号
数
は
表
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
筆
者
が
便
宜
上
つ
け
た
も
の

で
あ
る
。
以
下
本
文
で
も
×
号
と
し
て
記
述
す
る
。

二
、
第
一
号
は
筆
者
の
手
許
に
な
い
（
詳
細
は
本
文
で
説
明
し
た
）
。

三
、
発
行
年
月
日
に
つ
い
て
は
、
栞
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
殆

ど
で
あ
る
た
め
、
推
定
し
た
も
の
が
多
い
。
即
ち
、
当
該
年
の
『
山
日

記
』
は
、
前
年
の
十
月
乃
至
十
二
月
に
発
行
さ
れ
る
慣
行
で
あ
っ
た
か

ら
、
栞
も
、
宣
伝
誌
の
性
質
上
当
然
そ
の
よ
う
に
考
え
た
。
例
え
ば
、

一
九
六
○
年
版
の
『
山
日
記
の
栞
』
は
、
『
山
日
記
一
九
六
○
年
版
』

が
一
九
五
九
年
の
十
月
’
十
二
月
に
発
行
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
直
前

ｕ
山
日
記
の
栞
一
九
六
二
年
版

哩
山
日
記
の
栞
一
九
六
三
年
版

山
日
記
の
栞
一
九
六
三
年
版

13

一

鋤

山
日
記
の
栞
一
九
六
四
年
版
鋤

・

九
年
合
併
版

一
九
六
五
年
版

一
九
六
六
・

七
年
合
併
版

24Qワ
リ臼
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一
九
六
一
年

（
昭
和
三
十
六
）
渡
辺
公
平
・
皆
川
完
一

十
二
月

一
九
六
二
年

（
昭
和
三
十
七
）
皆
川
完
一
・
大
貫
良
夫

十
二
月

一
九
六
三
年

（
昭
和
三
十
八
）
皆
川
完
一
・
岩
佐
吉
雄

十
月
一
日

一
九
六
五
年

（
昭
和
四
十
）
皆
川
完
一
（
代
表
）

八
月
一
日

←
瀞
報
壁
雛
轄
男
水
瀧
蝿
恭
水
噺

一
九
六
八
年
？
大
貫
良
夫
・
水
野
弥
彦
・
鹿

（
昭
和
四
十
三
）
野
勝
彦
・
村
瀬
満
男

内伊
通藤
雄寿

・男
水・

瀬杉
昭野
典弘

・恭
水・

野竹

か
、
ほ
ぼ
同
時
に
発
行
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
た
。

た
だ
、
発
行
所
の
都
合
等
で
、
稀
れ
に
当
該
年
の
一
月
に
な
っ
て

『
山
日
記
』
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
栞
も
ま
た
一
月
に
ず
れ
込
ん
だ
か
も
判
ら
な
い
が
、
い
ま

そ
れ
を
つ
き
と
め
る
術
が
な
い
の
で
、
右
の
様
に
一
様
に
扱
っ
た
。
第

十
四
号
及
び
第
十
五
号
、
第
十
六
号
の
合
併
号
に
於
て
、
か
な
り
不
規

則
の
発
行
に
な
っ
た
。

四
、
編
集
者
は
、
栞
だ
け
の
編
集
者
が
判
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も

の
と
が
あ
る
の
で
、
『
山
日
記
』
の
編
集
者
全
員
を
一
応
列
挙
し
て
お

い
た
。

幕 ’ 幕驚 曝
濃
赤
一

濃
赤

ｌ
‐I ’

I’
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五
、
第
四
号
’
一
九
五
五
年
版
の
栞
に
は
、
大
佛
次
郎
作
『
旅
路
』
の
っ
た
こ
と
で
、
た
く
ま
ず
し
て
『
山
日
記
』
の
宣
伝
に
な
っ
た
と
、
編

一
節
、
「
赤
い
ク
ロ
オ
ス
表
紙
の
山
日
記
の
中
に
：
…
・
」
が
、
表
紙
の
集
者
た
ち
が
考
え
て
の
措
置
で
あ
っ
た
。

２
に
か
な
り
長
く
引
用
さ
れ
た
。
当
時
、
関
係
者
の
間
で
も
話
題
と
な

以
上
表
示
し
た
も
の
が
、
栞
の
全
貌
で
あ
る
。
た
だ
し
第
一
号
と
記
し
た
も
の
が
、
私
の
手
許
に
は
残
っ
て
い
な
い
。
く
ど
い
よ
う
だ

が
、
そ
の
こ
と
は
第
九
号
の
編
集
後
記
で
あ
る
「
栞
の
編
集
を
終
っ
て
」
の
一
文
で
、
初
め
て
私
が
気
が
つ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
後
記
の

筆
者
は
Ｋ
・
Ｗ
と
あ
る
の
で
渡
辺
公
平
氏
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
文
中
で
同
氏
は
「
い
ち
ば
ん
最
初
は
、
た
し
か
鳥
海
山
で
国

民
体
育
大
会
が
行
わ
れ
た
年
に
、
国
体
に
集
っ
て
く
る
全
国
の
登
山
者
諸
氏
に
、
そ
の
次
の
年
の
八
山
日
記
Ｖ
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と

思
い
、
そ
の
紹
介
と
宣
伝
を
か
ね
て
、
予
告
篇
の
つ
も
り
で
編
集
し
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。

鳥
海
山
で
国
体
登
山
の
行
わ
れ
た
の
は
、
第
七
回
の
国
体
で
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
の
秋
で
あ
る
か
ら
、
も
し
そ
れ
が
正
し

け
れ
ば
、
表
の
第
二
号
が
最
初
の
号
と
な
る
わ
け
で
、
既
に
こ
こ
に
誤
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

結
論
を
急
が
ず
に
、
更
に
第
十
号
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
最
後
の
方
に
、
初
期
の
編
集
者
の
一
人
だ
っ
た
村
山
雅
美
氏
が
『
ぼ
ん
引
』

に
よ
せ
て
」
の
短
文
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
弓
山
日
記
の
栞
』
が
早
く
も
加
号
を
数
え
る
と
知
り
驚
い
た
。
十
年
一
昔
と
一
口

に
い
う
が
、
八
山
日
記
Ｖ
に
ま
つ
わ
る
時
の
う
つ
り
は
、
私
に
は
南
極
、
マ
ナ
ス
ル
、
国
体
の
情
景
が
交
錯
す
る
。
た
し
か
鳥
海
で
国
体

登
山
の
行
な
わ
れ
た
頃
で
あ
っ
た
と
思
う
。
相
棒
の
Ａ
君
（
注
ｌ
雨
宮
淳
三
氏
と
推
定
）
と
図
り
八
山
日
記
Ｖ
の
予
告
版
を
計
画
し
た
の
で

あ
る
。
。
：
…
」
と
述
べ
、
こ
こ
で
も
鳥
海
山
国
体
登
山
が
引
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
編
者
の
言
葉
」
を
み
る
と
、
「
八
山
日

記
の
栞
Ｖ
も
こ
れ
で
第
、
冊
目
に
な
る
．
…
…
昭
和
妬
年
鳥
海
山
で
国
体
登
山
が
開
か
れ
た
時
に
…
…
」
と
あ
る
が
、
こ
の
昭
和
二
十
五

年
は
誤
り
で
、
前
述
の
よ
う
に
昭
和
二
十
七
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
号
、
第
十
号
共
に
夫
々
九
冊
目
、
十
冊
目
と
二
回
に
亘
っ
て
明
記
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
栞
が
、
そ
れ
ま
で
に
何
十
冊
と
発
行
さ

れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
そ
ん
な
簡
単
な
こ
と
が
二
度
ま
で
誤
っ
て
記
さ
れ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
第
一
号
が
当
然
あ
っ
た
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
表
に
は
、
第
二
号
の
前
に
一
冊
が
あ
る
と
示
し
た
。
し
か
し
ま
た
、
鳥
海
山
国
体
登
山
で
配
布
さ
れ
た
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第
二
号

て
下
さ
っ
た
が
、
告

た
だ
け
な
か
っ
た
。

ま
た
発
行
所
の
茗
渓
堂
に
於
て
も
、
こ
の
解
答
は
同
様
に
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
万
一
、
会
員
の
な
か
で
、
明
快
な
解
答
を
寄
せ
て
い

た
だ
け
る
方
が
あ
る
な
ら
、
是
非
ご
教
示
を
賜
り
た
い
。

最
終
的
に
私
は
、
表
示
し
た
第
二
号
が
創
刊
号
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
、
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

の
が
最
初
で
あ
る
と
、
二
度
一

か
、
と
の
推
定
も
な
り
た
つ
。

二
度
ま

第
三
号
（
目
次
に
初
め
て
栞
の
文
字
が
使
用
さ
れ
た
）

『
山
日
記
』
に
挿
入
す
る
写
真
版
八
頁
を
添
付
。

内
容
煮
つ
め
た
味
Ⅱ
松
方
三
郎
、
テ
ン
シ
ン
の
家
の
お
茶
Ⅱ
村
山
雅
美
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
師
に
ほ
め
ら
れ
た
「
山
日
記
」
Ⅱ
田
辺
主
計
、

村
山
氏
の
文
中
、
同
氏
が
詞

て
い
る
点
を
特
記
し
て
お
く
。 『山

深
田
久
彌
、
吉
沢
一
郎
、

が
短
文
を
寄
せ
て
い
る
。

や
や
細
か
い
こ
と
を
繧
々
記
し
て
し
ま
っ
た
が
、
次
に
は
栞
の
内
容
を
主
と
し
て
、
号
数
別
に
述
べ
て
み
た
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
年
当
事
者
の
村
山
氏
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
同
氏
は
態
々
雨
宮
氏
（
現
在
鹿
児
島
在
住
）
に
も
き
き
合
わ
せ

ト
さ
っ
た
が
、
何
分
、
古
い
こ
と
で
あ
り
両
氏
の
記
憶
か
ら
は
明
確
な
解
答
が
得
ら
れ
ず
、
第
一
号
に
該
当
す
る
資
料
も
見
出
し
て
い

「
編
輯
室
よ
り
」
と
し
て
村
山
雅
美
、
林
和
夫
、
雨
宮
淳
三
の
三
氏
の
短
文
が
あ
り
、
「
購
読
の
諸
家
よ
り
（
到
着
順
）
」
と
し
て
松
方

三
郎
、
藤
島
敏
男
、
明
大
山
岳
部
中
尾
正
武
、
学
習
院
山
岳
部
鈴
木
迪
明
、
桐
明
高
校
山
岳
部
佐
藤
正
衛
、
明
大
山
岳
部
大
塚
清
一
、

深
田
久
彌
、
吉
沢
一
郎
、
渡
辺
公
平
、
角
田
吉
夫
、
田
辺
主
計
、
坂
倉
登
喜
子
、
見
学
玄
、
冠
松
次
郎
、
成
瀬
岩
雄
、
島
田
巽
の
諸
氏

で
も
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
第
一
号
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
で
、
第
二
号
が
最
初
で
は
な
い

日
記
』
の
編
集
に
係
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昨
年
（
即
ち
昭
和
二
十
六
年
Ⅱ
一
九
五
一
）
と
明
記
し
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『山日記の栞』のこと

第
四
号

非
登
山
家
必
携
Ⅱ
戸
塚
文
子
、
ア
コ
ン
カ
グ
ァ
峯
で
の
一
日
Ⅱ
今
村
俊
輔
、
僕
の
山
行
と
カ
メ
ラ
Ⅱ
風
見
武
秀
、
妙
な
因
縁
Ⅱ
久
米
庸

孝
、
ぼ
く
の
「
山
日
記
」
Ⅱ
山
川
勇
一
郎
、
ス
キ
ー
ッ
ァ
ー
と
「
山
日
記
Ｔ
沢
田
武
志
、
山
の
ス
ケ
ー
ル
Ⅱ
海
野
治
良
、
エ
峯
登
頂
の

報
到
る
！
Ⅱ
竹
節
作
太
、
山
へ
行
く
前
の
準
備
の
手
帖
Ⅱ
黒
田
初
子
、
高
山
植
物
図
譜
に
つ
い
て
Ⅱ
山
下
一
夫
、
富
士
か
い
わ
い
Ⅱ
百

瀬
舜
太
郎
、
雪
の
八
幡
平
と
八
甲
田
Ⅱ
村
井
米
子
、
編
輯
室
か
ら
、
愛
用
者
の
希
望
に
応
え
て
Ⅱ
林
和
夫
、
新
し
い
試
み
へ
の
苦
心
Ⅱ

写
真
版
二
頁
を
添
付
。

内
容
平
原
に
聟
ゆ
る
山
々
Ⅱ
伊
藤
秀
五
郎
、
ピ
ッ
ケ
ル
談
義
Ⅱ
西
岡
一
雄
、
ガ
ネ
ッ
シ
ュ
・
ヒ
マ
ー
ル
と
い
う
山
Ⅱ
諏
訪
多
栄
蔵
、

大
雪
山
花
譜
Ⅱ
山
下
一
夫
、
ヒ
マ
ラ
ャ
ヘ
の
夢
Ⅱ
吉
沢
一
郎
、
山
岳
小
百
科
辞
典
Ⅱ
深
田
久
彌
、
や
ま
と
う
た
Ⅱ
山
本
学
治
、
山
の
時

間
Ⅱ
袋
一
平
、
国
体
の
思
い
出
Ⅱ
跡
部
昌
三
、
大
雪
山
を
囲
む
ア
イ
ヌ
地
名
Ⅱ
奥
田
五
郎
、
国
体
登
山
の
愉
し
さ
Ⅱ
星
野
重
、
座
右
の

書
Ⅱ
松
方
三
郎
、
編
輯
室
よ
り
Ⅱ
戸
野
昭
、
山
日
記
へ
の
注
文
Ⅱ
高
橋
定
昌

戸
野
氏
の
一
文
は
五
頁
半
に
及
ぶ
長
文
の
も
の
で
、
編
集
者
の
熱
情
の
強
さ
を
よ
く
現
わ
し
て
い
る
。

な
お
栞
の
表
紙
は
濃
赤
色
の
ラ
シ
ャ
紙
で
、
『
山
日
記
』
の
カ
バ
ー
に
使
わ
れ
た
も
の
と
同
じ
だ
が
、
そ
の
カ
ッ
ト
は
一
九
五
五
年
版

’
一
九
五
七
年
版
の
三
冊
が
当
該
年
の
『
山
日
記
』
の
カ
バ
ー
と
ち
が
い
、
一
九
五
八
年
版
’
一
九
六
五
年
版
の
栞
は
『
山
日
記
』
の

カ
バ
ー
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
一
九
六
六
・
六
七
年
版
は
『
山
日
記
』
の
カ
バ
ー
と
ち
が
う
が
、
一
九
六
八
・
六
九
年
版
は
一
九
六
九

ね
ぎ
ら

林
和
夫
氏
の
文
中
に
、
戦
後
に
な
っ
て
茗
渓
堂
が
『
山
日
記
』
出
版
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
苦
労
に
対
し
て
槁
い
の
言
葉
が

や
ま
き
ち

書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
号
の
最
後
に
近
刊
予
告
と
し
て
、
『
山
の
幸
』
な
る
山
の
文
集
が
、
昭
和
二
十
九
年
初
頭
に
発
行
さ
れ
る

旨
の
広
告
文
が
載
っ
て
い
る
。
編
集
者
は
村
山
、
雨
宮
、
朝
比
奈
菊
雄
の
三
氏
。
こ
れ
は
『
山
な
み
』
と
書
名
を
か
え
、
昭
和
三
十
年

五
月
に
発
行
さ
れ
た
。
茗
渓
堂
発
行
の
山
岳
書
と
し
て
は
、
ご
く
初
期
の
も
の
で
あ
る
。

最
後
の
三
二
頁
に
栞
の
説
明
が
や
や
詳
し
く
な
さ
れ
て
い
る
。

戸
野
昭

っワ
ー0



第
五
号
（
こ
の
号
か
ら
一

写
真
版
二
頁
を
添
付
。

年
版
の
『
山
日
記
』
の
カ
バ
ー
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

な
お
本
号
の
表
紙
は
白
川
洋
作
氏
、
カ
ッ
ト
は
長
谷
川
三
千
春
氏
だ
が
、
長
谷
川
氏
は
そ
の
後
一
九
七
五
年
ま
で
二
十
年
に
亘
っ
て
カ

バ
ー
の
カ
ッ
ト
を
描
か
れ
た
。
『
山
日
記
』
及
び
栞
に
と
っ
て
は
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
と
思
う
が
、
本
会
員
名
簿
に
も
そ
の
名

は
な
く
、
会
員
中
で
同
氏
を
よ
く
知
っ
て
い
る
方
は
む
し
ろ
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
般
、
茗
渓
堂
の
坂
本
矩
祥
氏
か
ら
聞
い

た
と
こ
ろ
で
は
、
長
谷
川
氏
は
渡
辺
公
平
氏
の
都
新
聞
時
代
か
ら
の
友
人
で
、
一
陽
会
所
属
の
画
家
で
あ
り
、
『
山
日
記
』
の
カ
バ
ー

の
カ
ッ
ト
を
画
く
よ
う
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
は
、
渡
辺
氏
と
の
関
係
か
ら
で
あ
る
。
同
氏
は
好
日
山
荘
ま
で
出
か
け
て
、
山
の
道
具
の

ス
ケ
ッ
チ
を
し
た
由
。
既
に
故
人
に
な
ら
れ
た
。

本
号
の
栞
の
表
紙
の
２
に
大
佛
次
郎
作
の
『
旅
路
』
か
ら
、
長
文
の
引
用
が
あ
る
こ
と
は
、
前
述
「
註
」
の
五
の
通
り
で
あ
る
。

五
号
（
こ
の
号
か
ら
表
紙
に
も
栞
の
文
字
が
入
る
）

内
容
高
校
登
山
と
そ
の
指
導
者
の
た
め
に
Ⅱ
山
日
記
編
集
室
、
私
の
「
山
日
記
」
利
用
法
Ⅱ
藤
島
敏
男
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
一
九
五
五
’
五

六
Ⅱ
吉
沢
一
郎
、
山
の
歌
Ⅱ
辻
荘
一
、
高
校
山
岳
部
の
在
り
方
Ⅱ
伊
藤
洋
平
、
山
で
読
む
本
Ⅱ
串
田
孫
一
、
季
節
の
ス
ロ
ー
プ
Ⅱ
藤
木

九
三
、
丹
沢
の
今
昔
Ⅱ
長
越
茂
雄
、
マ
ナ
ス
ル
の
テ
ン
ト
Ⅱ
大
塚
博
美
、
編
輯
室
よ
り
Ⅱ
松
丸
秀
夫

表
紙
の
３
に
は
Ｋ
・
Ｗ
（
渡
辺
公
平
氏
）
の
サ
イ
ン
で
「
編
集
者
の
言
葉
」
が
あ
る
が
、
次
に
要
点
を
再
録
し
て
お
き
た
い
。
「
こ
の

さ
さ
や
か
な
小
冊
子
は
、
た
だ
『
山
日
記
』
の
宣
伝
の
た
め
に
編
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
（
中
略
）
一
人
で
も
『
山
日
記
』
の
愛
読

者
が
ふ
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
わ
が
国
の
登
山
者
の
教
養
を
高
め
、
情
操
を
深
く
す
る
も
の
だ
と
い
う
強
い
自
負
の
よ
う
な
も
の
を

『
山
日
記
』
の
編
集
者
は
誰
で
も
持
っ
て
い
る
。
せ
ん
え
つ
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
昔
か
ら
こ
の
く
ら
い
の
情
熱
を
も
っ

て
、
こ
の
『
山
日
記
』
は
執
筆
も
さ
れ
、
編
集
も
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
も
云
い
す
ぎ
で
は
な
い
。
（
中
略
）
単
な
る
宣
伝
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
な
ら
ば
、
読
み
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
倶
れ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
が
な
く
、
こ
の
小
冊
子
が
、
こ
れ
は

こ
れ
な
り
に
登
山
愛
好
者
の
愉
し
い
読
物
と
し
て
、
い
つ
ま
で
も
登
山
者
の
ポ
ケ
ッ
ト
や
机
上
に
保
存
さ
れ
る
よ
う
、
岳
界
の
エ
キ
ス
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『山日記の栞』のこと

第
七
号

第
六
号

第
九
号

第
八
号

内
容
七
○
○
○
ｍ
以
上
の
山
々
Ⅱ
深
田
久
弥
、
南
ア
ル
プ
ス
へ
の
郷
愁
Ⅱ
日
高
信
六
郎
、
乗
鞍
山
頂
の
冬
ご
も
り
Ⅱ
森
下
博
三
、
山

で
食
べ
る
こ
と
の
楽
し
み
Ⅱ
小
原
勝
郎
、
一
九
五
八
年
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
Ⅱ
吉
沢
一
郎
、
登
山
講
習
会
と
テ
キ
ス
ト
Ⅱ
川
又
恒
一
、
穂
高
昨

今
Ⅱ
梶
本
徳
次
郎
、
ペ
ン
ギ
ン
と
山
男
た
ち
Ⅱ
朝
比
奈
菊
雄
、
編
集
室
よ
り
Ⅱ
徳
久
珠
朗

内
容
南
極
・
山
・
人
Ⅱ
藤
木
九
三
、
マ
ナ
ス
ル
の
頂
上
Ⅱ
日
下
田
実
、
ナ
イ
ロ
ン
と
ビ
ニ
ロ
ン
Ⅱ
大
塚
博
美
、
一
九
五
六
年
の
ヒ
マ

ラ
ヤ
Ⅱ
吉
沢
一
郎
、
「
山
日
記
」
Ｉ
私
に
と
っ
て
は
大
切
な
「
字
引
」
Ⅱ
田
辺
主
計
、
日
本
に
お
け
る
ガ
ル
ッ
ェ
ン
君
Ⅱ
松
田
雄
一
、
晩

秋
の
蓬
峠
越
え
Ⅱ
渡
辺
公
平
、
机
上
ヒ
マ
ラ
ャ
ニ
ス
ト
Ⅱ
深
田
久
弥
、
編
集
室
よ
り
Ⅱ
松
丸
秀
夫

内
容
山
案
内
そ
の
他
Ⅱ
冠
松
次
郎
、
山
の
気
象
と
八
山
日
記
Ｖ
Ⅱ
氷
見
順
一
、
〃
山
の
旅
〃
を
書
い
た
頃
Ⅱ
河
田
禎
、
ヒ
マ
ル
チ
ュ

リ
の
キ
ャ
ン
プ
で
Ⅱ
村
木
潤
次
郎
、
月
山
の
山
小
舎
Ⅱ
山
下
一
夫
、
山
登
り
の
弓
国
自
侭
Ⅱ
麻
生
武
治
、
金
山
行
Ⅱ
日
高
信
六
郎
、

一
九
五
九
年
の
登
頂
Ⅱ
吉
沢
一
郎
、
人
シ
気
の
な
い
山
Ⅱ
望
月
達
夫
、
八
甲
田
山
昨
今
Ⅱ
三
浦
敬
三
、
レ
ー
ル
ダ
ー
ル
の
秋
Ｉ
北
欧
ヴ

ァ
ン
デ
ル
ン
グ
ー
Ⅱ
雨
宮
淳
三
、
７
号
台
風
後
の
山
Ⅱ
百
瀬
舜
太
郎
、
編
集
室
よ
り
Ⅱ
徳
久
珠
朗
、
栞
の
編
集
を
終
っ
て
Ⅱ
Ｋ
・
Ｗ
本

号
の
編
集
後
記
に
Ｋ
・
Ｗ
（
渡
辺
公
平
氏
）
が
栞
も
こ
れ
で
九
冊
目
…
・
・
・
と
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
。
こ
こ
に
は
、
そ
れ

に
続
く
と
こ
ろ
を
少
し
抜
い
て
み
た
い
。
「
八
栞
Ｖ
は
八
栞
Ｖ
と
し
て
一
つ
の
独
立
し
た
読
物
と
し
て
の
性
格
を
次
第
に
明
ら
か
に
し

内
容
飯
豊
山
に
登
る
Ⅱ
藤
島
敏
男
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ブ
ー
ル
の
天
幕
Ⅱ
加
藤
泰
安
、
無
題
Ⅱ
田
辺
主
計
、
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
頂
上
Ⅱ

後
藤
董
子
、
黒
部
峡
谷
の
今
昔
Ⅱ
冠
松
次
郎
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
想
い
出
Ⅱ
今
井
友
之
助
、
あ
る
登
山
家
Ⅱ
渡
辺
公
平
、
メ
ル
ボ
ル

ン
大
学
山
岳
部
の
集
会
Ⅱ
松
方
三
郎
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
考
Ⅱ
深
田
久
彌
、
八
山
日
記
Ｖ
編
集
の
思
い
出
Ⅱ
松
丸
秀
夫
、
編
者
の
言
葉
Ⅱ
Ｈ
生

パ
ー
ト
に
含
蓄
に
富
ん
だ
玉
稿
を
頂
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
後
略
）
」
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第
十
号

て
き
た
（
中
略
）
週
刊
雑
誌
的
な
そ
の
場
限
り
の
読
み
物
ば
か
り
を
集
め
た
も
の
で
は
な
く
、
読
ん
で
楽
し
い
と
同
時
に
、
何
等
か
の

意
味
に
お
い
て
山
を
愛
す
る
人
た
ち
の
心
の
カ
テ
と
な
り
、
う
ぬ
ぼ
れ
る
よ
う
だ
が
、
事
実
ま
た
そ
う
い
っ
た
八
栞
Ｖ
を
毎
年
つ
く
る

こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
片
々
た
る
小
冊
子
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
山
岳
界
の
諸
先
輩
や
岳
人
諸
氏
の
愛
情
に
育

く
ま
れ
て
、
小
さ
い
な
が
ら
も
読
み
ご
た
え
の
あ
る
独
自
の
境
地
を
ひ
ら
い
て
き
た
。
今
後
も
こ
う
し
た
風
格
を
濃
く
し
て
行
き
た
い

し
、
ま
た
必
ず
行
け
る
と
い
う
確
信
が
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
八
栞
Ｖ
は
八
山
日
記
Ｖ
の
単
な
る
宣
伝
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と

す
る
に
あ
き
足
ら
ず
、
こ
れ
を
一
つ
の
独
立
し
た
読
物
と
し
て
八
山
日
記
Ｖ
の
愛
読
者
、
各
地
の
岳
人
諸
兄
に
サ
ー
ビ
ス
す
る
と
い
う

精
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
編
集
者
も
ま
た
楽
し
み
な
が
ら
編
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
（
後
略
）
」

因
に
渡
辺
公
平
氏
は
、
こ
の
年
の
『
山
日
記
』
の
編
集
者
に
は
名
前
が
見
ら
れ
ぬ
か
ら
、
栞
の
編
集
を
専
ら
担
当
し
た
と
解
さ
れ
る
。

内
容
チ
ロ
ー
ル
の
山
旅
Ⅱ
岩
動
洋
二
、
原
始
時
代
の
山
Ⅱ
湊
正
雄
、
山
で
死
ぬ
な
Ⅱ
田
中
澄
江
、
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
の
Ｂ
Ｃ
に
て
Ⅱ
交

野
武
一
、
読
書
の
楽
し
み
Ⅱ
成
瀬
岩
雄
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
プ
リ
ン
ス
Ⅱ
並
河
治
、
便
通
Ⅱ
住
吉
仙
也
、
「
ぼ
ん
引
」
に
よ
せ
て
Ⅱ
村
山
雅

美
、
愛
読
者
カ
ー
ド
か
ら
、
編
者
の
言
葉
Ⅱ
Ｋ
・
Ｗ

右
の
村
山
氏
の
文
章
の
冒
頭
に
栞
が
早
く
も
、
号
を
数
え
る
：
：
：
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
が
、
そ
の
続
き
を
こ
こ

に
記
し
て
お
く
。
「
た
し
か
鳥
海
で
国
体
登
山
の
行
な
わ
れ
た
頃
で
あ
っ
た
と
思
う
。
相
棒
の
Ａ
君
と
図
り
八
山
日
記
Ｖ
の
予
告
版
を

計
画
し
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
『
山
日
記
の
栞
』
と
い
う
名
は
つ
い
ぞ
わ
れ
わ
れ
の
口
に
は
上
ら
ず
、
こ
れ
を
『
ぼ
ん
引
』
と
呼
ん
で

い
た
。
／
生
み
の
親
よ
り
育
て
の
親
と
い
う
通
り
『
ぼ
ん
引
』
の
成
長
は
目
覚
し
か
っ
た
．
松
方
さ
ん
は
八
山
日
記
Ｖ
を
煮
し
め
た
味

と
い
わ
れ
た
が
、
雪
ど
け
の
野
に
つ
む
山
菜
の
新
鮮
味
が
こ
の
小
冊
子
の
身
上
で
あ
る
。
八
山
日
記
Ｖ
に
ま
さ
る
期
待
を
こ
の
小
冊
子

に
よ
せ
て
、
か
っ
て
の
「
ぼ
ん
引
」
同
人
Ａ
君
と
、
南
の
果
て
を
目
指
し
て
一
路
南
下
す
る
機
会
が
一
○
年
目
に
巡
り
来
た
と
は
、

『
ぼ
ん
引
』
の
縁
は
ま
た
奇
な
も
の
で
あ
る
」
。
当
時
村
山
氏
は
第
二
次
南
極
観
測
及
び
越
冬
隊
長
で
あ
っ
た
。

ま
た
「
編
者
の
言
葉
」
の
中
に
、
栞
が
こ
れ
で
、
冊
目
に
な
る
．
…
：
の
記
述
の
あ
る
点
も
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
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『山日記の栞』のこと

第
十
三
号

第
十
二
号

内
容
内
容

第
十
一
号

内
容

軍
治
、

内
容

内
容
初
心
Ⅱ
浦
松
佐
美
太
郎
、
エ
ベ
レ
ス
ト
の
高
度
Ⅱ
吉
沢
一
郎
、
四
時
四
五
分
Ⅱ
草
野
心
平
、
あ
る
夏
の
思
い
出
Ⅱ
白
井
久
夫
、

移
動
編
集
会
議
Ⅱ
渡
辺
公
平
、
現
実
主
義
Ⅱ
桑
原
武
夫
、
チ
ロ
ル
ハ
ッ
ト
Ⅱ
石
渡
清
、
ド
ッ
コ
沼
の
四
季
と
私
Ⅱ
岩
動
静
留
、
あ
る
先

蹴
者
Ⅱ
朝
比
奈
菊
雄
、
山
の
歌
Ⅱ
朝
倉
宏
、
編
集
後
記
Ⅱ
（
完
）

本
号
で
栞
と
し
て
は
初
め
て
奥
付
が
つ
き
、
発
行
日
が
昭
和
三
十
八
年
十
月
一
日
と
明
記
さ
れ
た
。

「
山
日
記
」
の
歩
み
Ⅱ
松
方
三
郎
、
焼
岳
の
噴
火
Ⅱ
小
林
国
夫
、
山
ダ
ニ
Ⅱ
戸
川
幸
夫
、
女
性
登
山
者
と
山
小
屋
の
飯
Ⅱ
穂
苅

三
寿
雄
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
ス
キ
ー
・
登
山
学
校
Ⅱ
岡
村
崔
、
山
の
食
慾
Ⅱ
水
野
祥
太
郎
、
南
極
糞
談
義
Ⅱ
村
山
雅
美
、
ド
ル
パ
タ
ン
の

チ
ベ
ッ
ト
人
Ⅱ
石
坂
昭
二
郎
、
地
図
あ
れ
こ
れ
Ⅱ
佐
藤
洸
、
編
集
室
よ
り
Ⅱ
大
貫
良
夫
、
編
集
後
記
Ⅱ
皆
川
完
一

皆
川
氏
の
後
記
か
ら
抜
幸
し
て
み
る
。
「
（
前
略
）
こ
う
な
る
と
宣
伝
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
い
う
よ
り
は
、
別
冊
八
山
の
豆
随
筆
集
Ｖ
と
で

も
い
っ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
自
負
し
て
い
る
。
（
中
略
）
こ
ち
ら
か
ら
お
願
い
し
た
執
筆
者
は
み
な
こ
こ
ろ
よ
く
珠
玉
の
随

想
を
お
寄
せ
下
さ
り
、
八
山
日
記
の
栞
Ｖ
の
フ
ァ
ン
も
年
々
増
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
（
後
略
）
」

双
六
か
い
わ
い
Ⅱ
中
村
清
太
郎
、
ガ
ル
ッ
ェ
ン
の
思
い
出
Ⅱ
細
川
沙
多
子
、
穂
高
小
屋
と
重
太
郎
Ⅱ
折
井
健
一
、
Ｐ
羽
Ⅱ
篠
田

軍
治
、
北
海
道
ブ
ー
ム
と
原
野
Ⅱ
坂
本
直
行
、
チ
チ
カ
カ
湖
の
印
象
Ⅱ
吉
沢
一
郎
、
バ
ス
開
通
後
の
大
台
ガ
原
Ⅱ
仲
西
政
一
郎
、
山
小

屋
の
不
快
指
数
Ⅱ
渡
辺
公
平
、
雨
Ⅱ
金
坂
一
郎
、
愛
読
者
カ
ー
ド
か
ら
、
編
集
室
か
ら
Ⅱ
皆
川
完
一
、
あ
と
が
き
Ⅱ
編
者

栞
の
「
あ
と
が
き
」
に
、
「
（
前
略
）
い
つ
も
な
ら
八
山
日
記
Ｖ
の
前
に
で
き
あ
が
る
の
で
す
が
、
今
年
は
逆
に
な
り
そ
う
で
す
。
（
後

略
）
」
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
因
に
十
一
月
四
日
の
日
付
が
あ
る
。

本
号
の
二
○
頁
（
最
終
）
に
、
槙
有
恒
・
松
方
三
郎
監
修
、
日
本
山
岳
会
編
『
山
日
記
小
辞
典
』
な
る
も
の
が
、
明
一
九
六
一
年
初
夏

に
刊
行
予
定
の
広
告
が
一
頁
に
亘
っ
て
出
て
い
る
が
、
右
は
遂
に
上
梓
さ
れ
ず
に
終
っ
て
い
る
。
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第
十
四
号

第
十
五
号
（
一
九
六
六
・
七
年
合

内
容
異
邦
人
Ⅱ
加
藤
泰
安
、

郎
、
カ
ラ
コ
ル
ム
の
組
頭
Ⅱ
藤

原
達
、
フ
ク
ロ
ウ
の
洞
穴
Ⅱ
大

少
し
む
か
し
の
話
Ⅱ
初
見
一
雄

号
（
一
九
六
六
・
七
年
合

本
号
の
発
行
年
月
日
は
奥
付
に
よ
る
と
昭
和
四
一
年
二
一
月
一
日
で
あ
る
。

第
十
六
号
（
一
九
六
八
・
九
年
合
併
版
）

内
容
極
点
旅
行
Ⅱ
村
山
雅
美
、
カ
ラ
コ
ラ
ム
と
ド
ク
ト
ル
マ
ン
ボ
ウ
Ⅱ
小
谷
隆
一
、
山
の
絵
Ⅱ
深
田
久
弥
、
ネ
パ
ー
ル
の
旅
よ
り
Ⅱ

伊
藤
邦
幸
、
山
を
見
て
あ
る
記
Ⅱ
丹
部
節
雄
、
秩
父
雑
記
Ⅱ
清
水
武
甲
、
軽
装
論
の
根
拠
Ⅱ
松
方
三
郎
、
霧
の
帽
Ⅱ
見
学
玄
、
ア
ン
デ

ス
の
小
村
に
て
Ⅱ
友
枝
啓
泰
、
南
極
大
陸
の
旅
行
Ⅱ
池
戸
誠
二
郎
、
結
晶
と
砕
片
Ⅱ
大
貫
良
夫

内
容
〃
赤
い
表
紙
の
〃
物
語
り
Ⅱ
久
米
庸
孝
、
幻
の
巨
峰
Ⅱ
松
田
雄
一
、
殺
し
た
り
殺
さ
れ
た
り
し
た
話
Ⅱ
中
屋
健
一
、
北
の
旅
で

の
あ
る
日
Ⅱ
三
田
幸
夫
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
蝶
Ⅱ
春
田
俊
郎
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
言
始
Ⅱ
小
林
義
正
、
和
山
の
宿
Ⅱ
串
田
孫
一
、
南
極
劇
場
こ
ぼ
れ

話
Ⅱ
松
田
達
郎
、
八
十
里
越
え
Ⅱ
佐
藤
金
一
、
山
旅
古
今
Ⅱ
馬
場
忠
三
郎
、
台
湾
の
山
Ⅱ
山
本
朋
三
郎
、
ヨ
ー
デ
ル
Ⅱ
本
多
勝
一
、
南

ア
と
大
井
川
Ⅱ
柴
田
昌
亮
、
飯
豊
の
国
体
Ⅱ
斎
藤
平
七
、
編
集
後
記
Ⅱ
皆
川

本
号
は
発
行
が
大
い
に
お
く
れ
た
。
「
い
つ
も
な
ら
八
山
日
記
Ｖ
と
同
時
に
前
年
中
に
出
す
の
が
な
ら
わ
し
で
し
た
が
、
今
回
は
お
く

れ
に
お
く
れ
て
、
つ
い
に
六
五
年
の
秋
山
の
候
と
は
な
り
ま
し
た
。
」
と
後
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
奥
付
の
発
行
年
月
日
は
昭
和
四

れ
に
お
ノ
、
れ
て
、
つ
い
に

そ
し
て
「
こ
の
栞
を
お
友
達
に
さ
し
上
げ
た
い
お
方
は
、
そ
の
住
所
と
お
名
前
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
美
し
い
山
の
絵
ハ
ガ
キ
と
一
緒

に
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

○
年
八
月
一
日
で
あ
っ
た
。

併
版
）

異
邦
人
Ⅱ
加
藤
泰
安
、
南
極
よ
も
や
ま
話
Ⅱ
武
藤
晃
、
北
極
カ
ワ
ヒ
メ
マ
ス
Ⅱ
須
江
ひ
ろ
子
、
豪
胆
な
若
者
た
ち
Ⅱ
田
口
ニ

カ
ラ
コ
ル
ム
の
組
頭
Ⅱ
藤
本
慶
光
、
朝
熊
参
り
Ⅱ
河
合
茂
美
、
山
・
ス
キ
ー
・
テ
ニ
ス
Ⅱ
田
中
薫
、
カ
ト
マ
ン
ズ
・
ハ
イ
ク
Ⅱ
神

・
フ
ク
ロ
ウ
の
洞
穴
Ⅱ
大
貫
良
夫
、
湯
浜
温
泉
Ⅱ
渡
辺
公
平
、
あ
る
「
シ
ゴ
キ
」
Ⅱ
加
藤
喜
一
郎
、
Ｗ
さ
ん
の
こ
と
Ⅱ
平
野
清
茂
、
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『山日記の栞』のこと

栞
の
内
容
は
絞
上
の
通
り
だ
が
、
一
見
し
て
執
筆
者
の
顔
振
れ
の
多
彩
な
こ
と
が
、
先
ず
目
に
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
或
る
個
人

の
著
作
目
録
を
作
る
場
合
な
ど
、
栞
に
収
載
さ
れ
た
著
作
の
漏
れ
や
す
い
こ
と
に
も
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
執
筆
者
で
す
ら
、
書
い
た
こ

と
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
私
は
一
度
も
『
山
日
記
』
及
び
『
山
日
記
の
栞
』
の
編
集
に
加
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
。

そ
う
い
う
立
場
に
あ
る
私
が
、
栞
の
編
集
に
携
わ
っ
た
何
人
か
の
会
員
が
現
在
お
ら
れ
る
の
を
差
し
お
い
て
、
本
稿
の
如
き
を
執
筆
す
る

こ
と
に
、
自
ら
靭
か
の
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
偶
々
私
の
手
許
に
、
栞
が
ほ
ぼ
完
全
に
残
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
（
会
員
の
な

か
に
は
他
に
も
完
備
さ
れ
て
い
る
方
が
、
必
ず
や
お
ら
れ
る
と
は
思
う
が
）
、
臆
面
も
な
く
筆
を
執
っ
た
ま
で
で
あ
る
。

従
っ
て
、
編
集
担
当
の
方
た
ち
か
ら
見
る
と
、
誤
っ
た
記
述
、
少
な
く
も
不
適
当
な
記
述
が
な
い
と
は
言
い
難
い
か
も
知
れ
ぬ
。
ま

た
、
大
事
な
点
を
書
き
漏
ら
し
て
い
る
か
も
判
ら
な
い
。
そ
れ
ら
を
指
摘
さ
れ
、
教
示
さ
れ
る
会
員
の
あ
る
こ
と
を
希
望
し
て
巳
ま
な

い
０

本
号
に
は
編
集
後
記
も
、
ま
た
奥
付
も
な
い
の
で
現
在
で
は
正
確
な
発
行
年
月
日
が
判
ら
な
い
。

巻
末
に
七
頁
に
亘
っ
て
「
茗
渓
堂
の
山
の
本
」
の
広
告
と
解
説
が
つ
い
て
い
る
。
茗
渓
堂
発
行
の
山
岳
書
が
ふ
え
て
き
た
状
況
を
物
語

本
号
を
以
っ
て
栞
は
終
刊
と
な
っ
て
い
る

ら
が
お
こ
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

っ
て
い
る
。

一
方
、
栞
が
『
山
日
記
』
の
編
集
と
や
や
遊
離
し
て
き
た
状
態
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
と
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
編
集
は
茗
渓
堂
社
長
自
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一
昨
年
『
山
岳
』
編
集
者
か
ら
私
が
依
頼
さ
れ
た
題
目
は
、
『
山
日
記
』
と
『
山
日
記
の
栞
』
の
両
方
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
『
山
日

記
』
の
方
は
、
本
会
の
出
版
事
業
か
ら
い
う
と
、
『
山
岳
』
、
会
報
『
山
』
と
共
に
三
本
の
柱
の
一
つ
で
、
そ
の
重
要
度
は
到
底
栞
の
比
で

は
な
い
。
『
山
日
記
』
の
史
的
記
述
こ
そ
、
本
会
の
歴
史
の
な
か
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
重
要
な
項
目
で
あ
る
。

た
め
ら

こ
れ
を
記
述
す
る
場
合
に
、
果
た
し
て
私
が
適
任
な
の
か
ど
う
か
、
省
み
て
軌
か
陦
曙
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
私
は
曽
て

一
度
も
『
山
日
記
』
の
編
集
に
携
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
戦
前
は
と
も
か
く
と
し
て
、
戦
後
の
『
山
日
記
』
の
編
集
を
振
り
返

っ
て
も
、
多
年
に
亘
り
尽
力
さ
れ
た
松
丸
秀
夫
、
皆
川
完
一
、
大
貫
良
夫
等
の
諸
氏
が
健
在
で
あ
り
、
ま
だ
他
に
も
私
の
気
の
つ
か
な
い

諸
氏
が
お
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
う
。
本
会
と
し
て
『
山
日
記
』
の
史
的
記
述
を
残
す
の
で
あ
れ
ば
、
先
ず
第
一
に
、
そ
う
し
た
方
々
の
意

見
を
き
か
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
私
の
陦
曙
す
る
理
由
の
主
な
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
『
山
日
記
』
の
戦
前
時
代
に
つ
い
て
気
の
つ
い
た
点
を
左
に
摘
記
し
て
お
き
た
い
．

創
刊
当
時
の
会
の
記
録
と
し
て
は
、
役
員
会
（
理
事
会
）
議
事
録
が
失
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
『
山
岳
』
お
年
２
号
所
載
の
松
方
三
郎

弓
山
日
記
』
発
刊
に
就
て
」
が
、
私
の
見
た
殆
ど
唯
一
の
記
録
で
あ
る
。
た
だ
幸
い
な
こ
と
に
出
版
者
、
岡
茂
雄
氏
（
梓
書
房
主
）
が

貴
重
な
一
文
弓
山
日
記
』
創
刊
の
経
緯
」
（
同
氏
著
『
炉
辺
山
話
』
・
昭
和
釦
年
刊
・
所
収
）
を
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
見
逃
が
し
て

貴
重
な
一
文

ま
た
、

介
は
『
巾

て
い
る
。 た、

は
な
る
ま
い
。

〔
附
記
〕『

山
日
記
』
に
つ
い
て

ロ
ン
ス
デ
ー
ル
叢
書
の
一
巻
と
し
て
、
一
九
三
四
年
イ
ギ
リ
ス
で
刊
行
さ
れ
た
《
《
言
。
ロ
ロ
冨
冒
の
①
昌
眉
雪
〕
（
本
書
の
詳
細
な
図
書
紹

『
山
岳
』
鋤
年
１
号
を
参
照
）
に
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
師
に
よ
っ
て
日
本
山
岳
会
と
『
山
日
記
』
の
こ
と
が
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
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『山日記の栞』のこと
●

目
胃
］
眉
目
①
の
①
と
凰
口
①
Ｑ
号
ｌ
弓
馬
曽
冨
ロ
①
の
①
筐
宮
口
の
Ｑ
号
．
胃
鴨
辱
日
自
侭
＆
耳
・
言
号
の
尉
旦
の
砦
①
国
ｇ
ｏ
①
］
ロ

国
巨
８
℃
①
色
目
』
吾
①
○
四
画
四
日
色
ロ
両
Ｃ
Ｏ
弄
昌
夛
自
○
冒
口
冨
日
の
画
面
閉
凹
日
①
目
ず
①
吋
吾
巷
具
め
○
日
①
ｍ
Ｃ
Ｐ
言
宜
一
①
旨
①
煙
叶
与
巴
｝
吾
①
己
吋
冒
ｏ
言
昌

○

巨
冒
ぐ
の
刷
昌
の
、
四
国
」
目
印
ロ
宮
旦
昏
①
岳
品
関
屋
”
ず
伽
呂
○
○
戸
彦
四
ぐ
①
や
一
房
①
○
箆
○
＆
四
目
』
○
四
日
胃
箆
頤
①
〉
日
○
口
回
国
日
①
①
ロ
ロ
四
○
官
房

。

●
Ｃ

ｅ

●

旦
昏
巴
Ｈ
ｏ
急
己
．
勺
①
号
§
⑳
吾
①
日
○
の
芽
同
①
目
色
烏
四
臣
①
胃
琶
①
ぐ
①
日
の
貝
呉
吾
①
］
・
少
．
。
』
⑫
岳
①
ロ
ロ
ゥ
胃
呉
ご
昌
呉
四
毎
画
目
』
ず
○
○
穴
ざ
吋

昌
冒
忌
①
厨
・
○
巨
昏
①
一
目
①
の
旦
凹
言
①
亭
斥
昌
○
笥
口
聾
凰
脇
目
○
』
①
一
〕
①
昌
匡
①
」
標
ざ
ミ
Ｒ
‐
ン
奇
罪
罰
（
食
四
日
○
巨
口
冨
冒
己
冒
ｑ
ご
）
》
胃
○
ず
画
ず
ご

●

号
①
日
○
禺
号
Ｏ
８
ｐ
ｍ
彦
辱
８
日
亘
里
①
ぐ
○
盲
日
①
烏
芦
扇
底
目
』
旨
①
凶
普
①
国
８
．
弓
声
①
旨
き
昌
巨
鼻
５
口
］
芹
８
口
冨
旨
、
閉
８
８
具
①
い
、

●
■

由

○

彦
巨
訂
暫
蓉
犀
①
幽
竺
凸
吋
①
、
の
ゆ
め
○
冷
房
彦
①
ぐ
色
目
Ｏ
ｐ
ｍ
ｍ
ロ
ー
』
ゆ
め
四
ｍ
ｍ
。
。
］
四
宮
○
口
の
〕
①
ロ
ロ
』
ロ
ロ
］
の
巨
詳
》
の
言
．
画
四
吋
①
帛
口
胃
四
目
」
』
ロ
ぐ
画
］
口
い
ず
］
①
》
四
ｍ
ｍ
Ｈ
①
胃
蔚

■

●
Ｐ

。

旨
昌
己
○
鼻
四
口
庁
。
。
ロ
ロ
の
の
］
叩
○
目
計
彦
①
ぐ
國
吋
］
』
巨
函
○
○
口
』
岸
ざ
ロ
の
四
旨
』
』
一
頭
①
Ｈ
①
ロ
。
①
ｍ
○
烏
の
巨
貝
貝
巨
①
吋
蝕
ロ
旦
与
ご
』
旨
芹
の
儲
、
屋
旨
冒
す
』
旨
い
Ｈ
①
の
己
の
ｇ
』
ぐ
⑦
岸
昌
・

■
■

④

①

シ
］
｝
号
①
冒
冒
わ
ぢ
巴
の
江
目
ぬ
き
。
昌
旨
の
、
ゞ
具
葛
匡
呂
昏
閂
①
胃
①
日
曲
目
瀞
胃
①
旨
ｇ
ｏ
昌
乱
・
四
国
包
昏
①
口
①
。
①
朗
色
ｑ
頁
①
８
具
５
口
の

守
○
ず
の
凹
聖
○
℃
芹
①
ユ
芦
口
も
Ｈ
○
○
口
ロ
ロ
ｍ
守
犀
①
自
助
①
○
局
骨
辱
①
彦
巨
苗
一
口
《
ず
①
牌
目
．
こ
く
彦
芦
庁
肖
目
四
国
］
○
帛
芹
医
①
砂
ロ
ロ
属
目
①
Ｈ
Ｈ
Ｃ
口
誌
①
の
］
』
①
Ｈ
昌
昌
目
一
望
』
目
骨
医
①

■

ぐ
國
匡
①
曽
酔
弄
毎
①
の
①
四
吋
⑦
口
、
自
由
］
｝
昌
奔
○
ヶ
①
い
く
○
芦
堅
①
旦
肖
昌
芹
犀
①
罰
昌
旨
計
①
塊
○
三
弓
』
旨
い
岸
。
《
ず
①
』
卸
昌
”
①
吋
○
哺
幽
ぐ
ぃ
昌
四
旨
○
ず
①
⑳
、
目
芹
尉
ロ
ロ
帛
○
鼻
巨
目
色
計
①

●
■

芹
苛
呉
庁
彦
芦
、
営
昌
ぐ
四
盲
煙
匡
①
ぐ
○
盲
目
①
］
い
む
昂
冒
５
口
。
口
々
目
］
四
℃
四
目
の
、
①
〕
ず
回
芹
芹
可
の
甘
き
ロ
ロ
呉
５
口
〕
再
○
○
口
国
］
ロ
の
の
彦
○
匡
箆
ず
曽
巴
畠
日
の
回
国
の

■
■

①

。

●

ず
の
○
○
口
の
ロ
岸
の
』
且
ご
岸
医
弄
彦
①
禺
竺
○
南
○
口
①
○
○
貝
］
己
①
拝
①
ロ
芹
詳
○
吋
①
四
堅
色
ロ
』
芹
○
首
四
目
の
言
守
①
］
扇
○
○
口
芹
の
ロ
蕨
．

な
お
、
『
山
日
記
の
栞
一
九
五
四
年
版
』
に
田
辺
主
計
氏
が
書
か
れ
た
「
ウ
ェ
ス
ト
ン
師
に
ほ
め
ら
れ
た
『
山
日
記
』
」
は
、
右
の
こ

な
お
、
『
山
日
記
の
栞
一
九
五

と
を
簡
潔
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

（
一
九
八
八
年
六
月
）
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▽
ま
え
が
き

一
九
八
八
年
五
月
五
日
、
稀
に
見
る
好
天
に
恵
ま
れ
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
／
サ

ガ
ル
マ
タ
の
頂
を
越
え
て
の
縦
走
は
成
功
し
、
Ｔ
Ｖ
中
継
も
併
せ
十
分
な
成
果

を
収
め
ま
し
た
。

南
・
北
か
ら
三
名
ず
つ
の
縦
走
隊
員
、
北
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
隊
員
三
名
、
Ｔ

Ｖ
隊
員
三
名
、
合
計
十
二
名
が
山
頂
に
立
ち
、
各
々
の
任
務
を
は
た
し
ま
し

た
。

特
に
Ｔ
Ｖ
中
継
に
よ
る
山
頂
か
ら
の
大
観
は
、
世
界
各
国
の
人
々
に
多
大
の

感
銘
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

四
月
下
旬
か
ら
安
定
し
た
天
候
の
も
と
で
、
三
国
隊
員
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

と
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
得
た
成
功
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

当
初
か
ら
、
一
日
で
、
一
チ
ャ
ン
ス
の
ト
ラ
イ
で
目
的
を
達
成
出
来
る
と
は

だ
れ
も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
終
キ
ャ
ン
プ
、
Ｃ
７

を
八
六
八
○
肘
に
設
営
す
る
こ
と
が
タ
ク
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
最
重
要
課
題
だ
と
し

〔
中
・
日
・
ネ
三
国
友
好
登
山
隊
〕

中
国
・
日
本
・
ネ
パ
ー
ル
一
九
八
八
年

チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
／
サ
ガ
ル
マ
タ
友
好
登
山
隊
登
山
を
顧
み
て

て
全
力
を
投
入
し
、
予
定
通
り
こ
れ
を
建
設
し
た
時
は
、
半
ば
目
的
を
達
し
た

思
い
で
し
た
。

従
来
か
ら
見
れ
ば
、
Ｔ
Ｖ
中
継
が
登
山
隊
の
負
担
に
な
る
こ
と
は
当
然
で
す

が
、
今
回
は
、
当
初
か
ら
別
個
の
も
の
と
考
え
ず
、
二
つ
を
一
つ
と
し
て
タ
ク

テ
ィ
ッ
ク
ス
を
組
み
ま
し
た
。
頂
上
に
テ
ン
ト
を
押
し
上
げ
る
余
裕
が
な
く
て

は
、
と
い
う
意
気
込
み
で
し
た
。

ま
た
、
五
月
五
日
、
子
供
の
日
を
交
差
縦
走
予
定
日
、
す
な
わ
ち
、
Ｔ
Ｖ
衛

星
中
継
の
日
と
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
Ｔ
Ｖ
側
の
都
合
か
ら
決
め

ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
登
山
隊
側
か
ら
見
て
も
、
モ
ン
ス
ー
ン

前
、
五
月
上
旬
の
天
候
安
定
期
の
第
一
次
の
ト
ラ
イ
は
、
タ
ク
テ
ィ
ッ
ク
ス
上

の
セ
オ
リ
ー
で
も
あ
る
し
、
異
議
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
、
Ｘ
デ
ー

を
明
確
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
日
程
、
荷
上
げ
管
理
が
、
五
月
五

日
を
頂
点
と
し
て
、
逆
算
し
、
明
確
に
運
行
プ
ラ
ン
が
作
成
さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト

も
あ
り
ま
し
た
。

大
塚
博
美
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▽
発
端
・
理
事
会
の
決
定

当
初
こ
の
計
画
は
、
本
会
の
東
海
支
部
が
中
国
と
か
か
わ
り
を
持
ち
、
ネ
パ

ー
ル
側
と
の
折
衝
を
経
て
骨
格
を
作
り
上
げ
、
一
九
八
六
年
一
月
に
本
部
に
移

譲
の
申
し
入
れ
が
あ
り
ま
し
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
読
売
新
聞
社
か
ら
、
読

売
グ
ル
ー
プ
全
体
を
あ
げ
て
こ
の
登
山
計
画
を
支
援
し
、
共
催
し
た
い
と
い
う

特
に
む
ず
か
し
い
と
予
想
さ
れ
た
の
は
、
山
登
り
や
Ｔ
Ｖ
中
継
の
実
際
面
で

な
く
、
国
際
協
力
の
三
国
友
好
、
親
善
交
流
の
メ
ン
タ
ル
な
面
で
あ
り
ま
し

た
。
歴
史
、
風
俗
、
習
慣
、
価
値
観
の
異
な
る
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
と
、
日
本
の

若
い
登
山
者
達
が
、
厳
し
い
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
超
高
所
の
登
山
活
動
の
中
で
い
い
チ

ー
ム
ワ
ー
ク
が
と
れ
る
か
、
意
志
の
疎
通
を
は
か
る
言
葉
の
障
害
を
ど
う
乗
り

越
え
る
か
な
ど
、
人
の
和
が
成
功
の
鍵
と
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
大
き
な
心

配
の
種
で
し
た
。

そ
し
て
、
サ
ガ
ル
マ
タ
と
呼
称
し
、
南
側
の
ル
ー
ト
を
領
土
と
す
る
ネ
パ
ー

ル
王
国
。
同
様
に
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
ル
ー
ト
を
領
有
す
る
中
華
人
民
共
和

国
。
三
国
が
平
等
の
原
則
に
立
っ
て
、
対
等
の
立
場
で
登
山
隊
を
編
成
し
、
何

事
に
お
い
て
も
平
等
に
お
こ
な
う
、
と
い
う
大
前
提
の
合
同
登
山
隊
に
あ
っ

て
、
日
本
隊
の
立
場
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
ま
し
た
。

三
国
の
登
山
観
、
合
同
登
山
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
の
喰
い
違
い
は
当
然

で
、
大
事
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
素
直
な
意
見
交
換
・
討
議
を
通
じ
て
、
共
通

の
目
的
達
成
の
た
め
の
具
体
的
な
登
山
計
画
、
各
国
の
任
務
分
担
の
合
意
を
得

る
こ
と
で
し
た
。

登
山
の
実
際
は
、
両
隊
長
の
報
告
に
ゆ
ず
り
、
三
国
間
交
渉
を
通
じ
こ
の
登

山
を
振
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

申
し
入
れ
が
あ
り
ま
し
た
。

私
達
は
持
込
み
企
画
に
ス
ポ
ン
サ
ー
が
つ
い
て
来
た
と
い
う
現
実
に
戸
惑
い

ま
し
た
。
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
登
山
で
は
、
夢
と
ロ
マ
ン
、
創
造
性
が
根
本
に
あ
っ
て
初

め
て
計
画
が
育
っ
て
い
く
の
で
、
違
和
感
は
否
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
計
画
内
容
を
よ
く
吟
味
す
る
一
方
、
会
員
に
は
、
多
数
の
経
験
者
、
現

役
ク
ラ
イ
マ
ー
が
い
る
の
で
、
機
会
を
設
け
、
長
老
、
若
手
の
意
見
を
聞
き
、

じ
っ
く
り
対
応
を
き
め
て
い
き
ま
し
た
。

八
六
年
四
月
下
旬
、
Ｃ
Ｍ
Ａ
（
中
国
登
山
協
会
）
の
史
占
春
主
席
は
、
こ
の

計
画
推
進
の
た
め
来
日
し
、
関
係
有
力
議
員
を
訪
問
し
た
後
、
一
夕
、
Ｊ
Ａ
Ｃ

招
待
の
席
上
の
挨
拶
で
「
Ｊ
Ａ
Ｃ
は
こ
の
計
画
に
参
加
の
責
務
が
あ
る
」
と
熱

望
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
も
や
も
や
し
て
い
た
ふ
ん
囲
気
は
、
こ
れ
で
吹
飛
ん
で

し
ま
い
ま
し
た
。

中
国
国
内
の
登
山
に
は
、
一
九
八
○
年
登
山
開
放
後
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山

許
可
第
一
号
を
日
本
が
許
さ
れ
、
北
壁
初
登
肇
、
北
東
稜
登
頂
の
栄
光
あ
る
記

録
を
登
山
史
に
残
し
、
そ
の
後
数
多
く
の
登
山
隊
が
奥
地
の
未
踏
の
山
々
に
向

い
、
夢
や
希
望
を
果
し
ま
し
た
。

ネ
パ
ー
ル
に
つ
い
て
は
な
お
一
層
で
す
。

一
九
五
○
年
開
国
以
来
、
一
九
五
六
年
の
マ
ナ
ス
ル
初
登
頂
以
降
ど
れ
だ
け

の
数
の
登
山
隊
が
、
ど
れ
だ
け
の
山
々
へ
行
っ
た
か
、
日
本
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
ブ
ー

ム
が
起
き
た
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で
す
。

今
度
の
三
国
友
好
登
山
に
参
加
協
力
す
る
に
つ
い
て
は
、
日
本
山
岳
会
に

は
、
歴
史
的
に
見
て
も
そ
の
責
任
と
義
務
が
あ
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。

八
六
年
五
月
の
理
事
会
で
は
、
こ
の
計
画
に
参
加
し
、
協
力
す
る
こ
と
を
決

定
し
、
取
扱
い
を
会
長
、
両
副
会
長
に
一
任
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
早
速
次
の
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懸
案
事
項
を
処
理
し
ま
し
た
。

伽
Ｃ
Ｍ
Ａ
へ
参
加
受
諾
の
文
書
を
出
す
。

②
東
海
支
部
へ
、
移
譲
受
諾
の
文
書
を
出
す
。

③
読
売
グ
ル
ー
プ
の
共
催
を
受
諾
し
文
書
を
作
成
、
挨
拶
に
行
く
。

例
日
山
協
も
含
め
、
四
社
の
共
催
と
す
る
。

⑤
募
金
活
動
を
行
う
。
ｌ
会
員
・
企
業
ｌ

当
初
、
私
達
の
気
持
の
中
に
は
、
熱
烈
な
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
受
け
、
国
際
信
義

や
義
理
の
手
前
か
ら
、
止
む
を
得
ま
い
、
と
い
う
受
身
の
ス
タ
ン
ス
や
、
時
流

に
反
す
る
重
厚
な
極
地
法
登
山
に
対
す
る
拒
否
感
は
あ
り
ま
し
た
が
、
Ｊ
Ａ
Ｃ

が
や
る
と
決
定
し
た
か
ら
に
は
、
こ
の
登
山
に
対
す
る
理
念
を
明
確
に
し
、
計

画
を
固
め
て
行
き
ま
し
た
。

「
裏
方
に
徹
し
て
協
力
し
よ
う
」
が
基
本
で
し
た
が
、
中
・
ネ
と
の
関
係
を

見
れ
ば
、
何
事
に
よ
ら
ず
日
本
側
が
根
廻
し
役
を
つ
と
め
、
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を

と
ら
ね
ば
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

北
か
ら
は
、
独
立
し
た
Ｔ
Ｖ
隊
も
、
登
山
隊
と
同
数
の
メ
ン
や
ハ
ー
が
日
本
か

ら
参
加
す
る
こ
と
か
ら
も
南
北
の
タ
ク
テ
ィ
ッ
ク
ス
、
物
資
の
調
達
と
荷
上
げ

等
、
や
は
り
、
日
本
隊
が
中
心
に
な
っ
て
、
計
画
し
、
準
備
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

南
側
に
つ
い
て
も
、
あ
く
ま
で
も
ネ
パ
ー
ル
の
自
主
性
を
前
面
に
、
ま
た
こ

れ
ま
で
接
衝
し
て
来
た
東
海
支
部
の
実
績
を
尊
重
し
て
ま
か
せ
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

経
済
援
助
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
理
事
会
決
定
以
前
か
ら
、
読
売
新
聞
社

か
ら
読
売
グ
ル
ー
プ
あ
げ
て
の
支
援
の
約
束
が
あ
り
ま
し
た
の
で
中
国
、
ネ
パ

ー
ル
へ
の
経
済
援
助
に
つ
い
て
は
心
強
か
っ
た
が
、
す
べ
て
親
方
日
の
丸
と
い

う
悪
弊
を
排
し
、
個
人
負
担
と
自
主
性
を
重
ん
ず
る
た
め
自
助
努
力
の
募
金
活

動
を
行
い
、
不
測
の
事
態
に
備
え
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ
Ｃ
が
主
催
す
る
登
山
で
あ
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
会
員
が
関
心
を
寄
せ
、

理
解
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、
会
報
の
「
山
」
に
は
、

そ
の
都
度
報
告
を
の
せ
、
Ｐ
Ｒ
に
つ
と
め
ま
し
た
。

一
九
八
六
年
十
二
月
号
配
郷
）
か
ら
八
八
年
六
月
号
縮
珊
）
ま
で
の

間
、
十
三
号
に
わ
た
っ
て
、
編
集
者
の
協
力
を
得
て
、
紙
面
を
借
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

▽
異
文
化
合
同
登
山
の
心
配
は
杷
憂
だ
っ
た

国
際
登
山
隊
が
空
中
分
解
し
た
例
は
し
ば
し
ば
見
聞
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ

れ
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
所
登
山
で
は
、
人
の
和
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
大
切
さ
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
若
い
登
山
家
が
、
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
の
人
た
ち
と
同

あ
い
あ
い

じ
釜
の
メ
シ
を
喰
い
な
が
ら
和
気
謁
々
の
中
で
交
流
を
お
こ
な
っ
て
お
り
ま
し

た
。
国
際
交
流
、
真
の
友
好
の
姿
で
し
ょ
う
。

今
西
会
長
と
と
も
に
私
は
Ｂ
Ｃ
に
滞
在
し
、
こ
の
模
様
を
見
、
若
い
者
へ
の

信
頼
と
誇
り
を
強
く
感
じ
、
感
激
い
た
し
ま
し
た
。
一
番
心
配
だ
っ
た
友
好
登

山
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
老
婆
心
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。

南
北
合
せ
て
二
八
二
人
の
大
世
帯
で
す
。
個
々
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
欲
求
不
満

も
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
当
然
だ
と
思
い
ま
す
が
、
何
事
に
よ
ら
ず
満
点
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
立
場
を
替
え
て
、
違
う
観
点
か
ら
そ
れ
を
見
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
解
決
策
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

▽
議
定
書
の
調
印
ま
で
の
三
国
会
談
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八
八
年
春
に
登
山
実
施
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
か
ら
み
れ
ば
、
一
年
前
の

八
七
年
一
月
に
は
三
国
間
の
合
意
が
出
来
上
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
向
っ
て
、
八
六
年
七
月
の
日
・
中
予
備
会
談
か
ら
始
ま
り
、
二
国
問
、

三
国
会
談
な
ど
、
六
回
に
わ
た
っ
て
、
精
力
的
に
お
こ
な
い
ま
し
た
。
月
に
一

回
と
い
う
ペ
ー
ス
に
な
り
ま
し
た
。
次
の
通
り
で
す
。

八
六
年
七
月
、
北
京
、
日
・
中
予
備
会
談
（
大
塚
）
。
八
月
、
東
京
、
日
・
中
．

ネ
。
三
者
初
顔
合
せ
、
基
本
計
画
案
、
参
加
の
確
認
（
今
西
会
長
、
両
副
会
長

ほ
か
）
。
九
月
、
カ
ト
マ
ン
ズ
、
三
国
会
談
、
具
体
的
打
合
せ
に
入
る
（
山
田
、

大
塚
、
湯
浅
）
。
十
月
、
香
港
、
日
・
ネ
会
談
（
湯
浅
、
橋
本
）
。
十
二
月
、
北

京
、
日
・
中
（
大
塚
、
橋
本
、
磯
野
）
。
八
七
年
一
月
、
箱
根
、
三
国
会
談
（
会

長
ほ
か
大
塚
、
斉
藤
、
橋
本
、
湯
浅
ら
）
。

最
初
は
手
さ
ぐ
り
で
し
た
が
、
軌
道
に
乗
っ
た
の
は
九
月
の
カ
ト
マ
ン
ズ
三

国
会
談
以
降
で
し
た
。

対
中
国
交
渉
に
は
、
八
四
年
の
日
・
中
ナ
ム
ナ
ニ
峰
登
山
を
参
考
に
い
た
し

ま
し
た
。

国
家
的
事
業
と
し
て
取
組
む
中
国
、
そ
れ
ぞ
れ
参
加
す
る
三
国
隊
員
の
意
識
、

価
値
観
、
登
山
観
の
違
い
。
平
等
の
原
則
と
登
山
の
実
体
と
の
違
い
等
々
。
当

初
は
こ
れ
ら
登
山
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
の
す
り
合
わ
せ
か
ら
始
め
て
ゆ

き
ま
し
た
。
共
通
の
目
的
を
安
全
確
実
に
成
功
さ
せ
よ
う
と
い
う
大
き
な
目
標

の
下
で
討
議
を
通
じ
て
、
お
互
い
に
理
解
を
深
め
て
行
き
ま
し
た
。

特
に
、
予
測
出
来
な
い
天
候
、
自
然
条
件
の
下
で
お
こ
な
う
む
ず
か
し
い
登

山
で
あ
る
の
で
、
縦
走
隊
の
編
成
が
各
国
一
名
ず
つ
平
等
の
理
想
に
な
ら
ず
変

則
的
な
組
合
せ
の
パ
ー
テ
ィ
と
な
っ
て
も
、
つ
ま
り
、
ど
こ
の
国
と
か
、
誰
々

と
い
う
所
属
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
成
功
は
、
三
国
登
山
隊
共
通
の
栄
誉
で
、
個
々

の
国
や
個
人
に
属
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
今
回
の
三
国
登
山
に
と
っ
て
、
根
本
理
念
に
関
す
る
重
大
な
こ
と

で
し
た
。

ネ
パ
ー
ル
と
は
つ
き
合
い
が
深
い
の
で
、
こ
ち
ら
側
の
戸
惑
い
は
あ
ま
り
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
彼
等
が
こ
の
よ
う
な
独
立
し
た
大
き
な
登
山
隊
を
編
成
し
、
外
国

と
対
等
の
立
場
に
立
っ
て
の
合
同
登
山
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
エ
ベ
レ
ス

ト
の
サ
ミ
ッ
タ
ー
の
シ
ェ
ル
パ
を
中
心
に
、
好
機
到
れ
り
、
ネ
パ
ー
ル
側
は
お

れ
た
ち
の
庭
だ
か
ら
ま
か
し
て
く
れ
、
と
意
気
軒
昂
た
る
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
、
雇
用
関
係
に
あ
る
と

き
の
柔
和
な
シ
ェ
ル
パ
の
目
が
、
自
主
独
立
の
隊
員
と
し
て
、
や
る
気
満
々
に

輝
い
て
見
え
て
き
ま
し
た
。
高
所
に
強
い
、
個
性
的
な
彼
等
の
力
を
、
組
織
的

な
管
理
登
山
ｌ
極
地
法
登
山
ｌ
の
中
で
う
ま
く
集
束
し
、
三
国
友
好
の
チ

ー
ム
ワ
ー
ク
の
要
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
日
本
の
登
山
技
術
援
助
の
任
務

は
重
大
で
し
た
。

議
定
書
は
、
今
回
の
登
山
の
憲
法
で
し
た
。
本
文
と
付
帯
事
項
か
ら
な
る
そ

れ
に
は
、
今
回
の
登
山
の
理
念
と
方
策
が
明
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

八
七
年
一
月
末
、
箱
根
の
合
宿
会
談
に
お
い
て
草
案
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
の
作
成
に
は
、
読
売
新
聞
側
実
行
委
員
、
編
集
委
員
牛
木
素
吉
郎
氏
の
卓

抜
な
技
価
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
付
記
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て

二
月
二
十
四
日
、
北
京
の
調
印
式
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
、
箱
根
会
談
後
、
血
糖
値
七
○
○
を
越
え
る
糖
尿
病
に
倒
れ
、
三
月
い

っ
ぱ
い
入
院
の
事
態
と
な
り
、
調
印
式
に
立
合
う
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
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た
。

北
京
で
は
、
三
国
国
家
首
脳
立
合
い
の
下
で
、
各
山
岳
会
長
が
議
定
書
に
署

名
、
引
続
き
、
各
国
首
脳
の
支
持
、
後
援
社
の
支
援
の
署
名
が
お
こ
な
わ
れ
、

こ
の
計
画
の
基
盤
が
成
立
い
た
し
ま
し
た
。

土
俵
は
つ
い
に
出
来
上
っ
た
の
で
す
。

▽
三
国
の
任
務
。
各
国
分
担
事
項

三
国
友
好
登
山
準
備
の
実
際
面
で
最
も
重
要
な
点
は
、
各
国
が
何
を
分
担

し
、
隊
の
編
成
は
ど
う
な
る
か
、
そ
し
て
経
費
の
分
担
は
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
物
、
人
、
金
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

議
定
書
の
付
帯
事
項
に
は
そ
れ
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
記
載
し
て
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
が
、
一
言
で
い
い
ま
す
と
次
の
通
り
で
す
。

八
分
担
Ｖ
ホ
ス
ト
側
に
な
る
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
の
任
務
は
、
三
国
隊
員
の
自

国
内
で
の
宿
泊
と
移
動
と
Ｂ
Ｃ
ま
で
の
物
資
輸
送
（
航
空
機
、
汽
車
、
ト
ラ
ッ

ク
）
を
受
持
つ
・
中
国
側
の
例
で
い
え
ば
日
本
隊
員
の
受
け
入
れ
は
北
京
か
ら

始
ま
り
、
成
都
を
経
て
ラ
サ
ま
で
の
宿
泊
と
航
空
機
の
手
配
、
ラ
サ
か
ら
Ｂ
Ｃ

ま
で
の
宿
泊
と
車
の
手
配
等
約
十
日
間
の
移
動
に
関
す
る
す
べ
て
で
あ
り
ま

す
。
物
資
は
天
津
で
の
船
荷
の
通
関
と
北
京
ま
で
の
貨
車
輸
送
、
そ
し
て
Ｂ
Ｃ

ま
で
の
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
関
す
る
す
べ
て
を
受
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
北
、
南
の
Ｂ
Ｃ
設
営
、
生
活
に
必
要
な
食
糧
、
炊
事
、
燃
料
な
ど
は

中
国
、
ネ
パ
ー
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
受
持
つ
。
日
本
側
は
、
南
・
北
両
側
の
Ｂ
Ｃ
以

上
で
登
山
に
必
要
な
装
具
、
食
糧
、
酸
素
、
通
信
、
医
療
な
ど
三
国
分
の
物
資

の
す
嬢
へ
て
を
受
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

八
分
担
項
目
Ｖ
三
国
の
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

八
中
国
登
山
協
会
の
分
担
項
目
Ｖ

一
、
全
員
の
中
国
国
内
の
交
通
費
と
宿
泊
・
食
費

二
、
物
資
、
装
備
、
機
材
、
食
品
な
ど
の
中
国
国
内
の
輸
送

三
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
の
自
動
車
と
運
転
手

四
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
の
設
備

五
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
の
炊
事
用
具

六
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
の
大
部
分
の
食
糧

七
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
の
燃
料

八
、
南
北
両
側
全
員
の
羽
毛
装
備
（
寝
袋
・
上
着
・
ズ
ボ
ン
・
帽
子
・
チ
ョ

ッ
キ
・
手
袋
・
靴
下
）

九
、
中
国
人
要
員
の
保
険
料

十
、
中
国
人
高
所
協
力
員
の
給
料

土
、
中
国
人
の
南
側
要
員
の
ネ
パ
ー
ル
ま
で
の
往
復
旅
費

主
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
救
急
用
大
型
酸
素
ボ
ン
ベ

室
、
Ｂ
Ｃ
か
ら
Ａ
Ｂ
Ｃ
ま
で
の
ヤ
ク
に
よ
る
輸
送

日
本
山
岳
会
は
、
Ｃ
Ｍ
Ａ
の
任
務
に
対
し
、
二
○
万
人
民
元
を
援
助
す

る
。

Ａ
ネ
パ
ー
ル
山
岳
協
会
の
分
担
項
目
Ｖ

一
、
食
糧

（
Ａ
）
キ
ャ
ラ
バ
ン
七
日
間

（
Ｂ
）
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
四
十
日
間

二
、
燃
料
お
よ
び
炊
事
用
具

三
、
輸
送
お
よ
び
航
空
機
チ
ャ
ー
タ
ー

四
、
国
内
航
空
運
賃
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菫
、
ネ
パ
ー
ル
人
隊
員
、
準
隊
員
用
登
山
靴

室
、
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
・
シ
ェ
ル
パ
用
装
備

茜
、
連
絡
官
お
よ
び
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
要
員
の
装
備
費
（
羽
毛
装
備
を
除
く
）

麦
、
国
立
公
園
入
園
料
、
キ
ャ
ン
プ
地
謝
礼
、
そ
の
他

日
本
山
岳
会
は
、
Ｎ
Ｍ
Ａ
の
任
務
に
対
し
、
五
五
○
万
ネ
パ
ー
ル
ル
ピ
ー

を
援
助
す
る
。

八
日
本
山
岳
会
の
分
担
項
目
Ｖ

一
、
南
北
両
側
の
登
山
要
員
の
登
山
装
備
と
用
具

二
、
南
北
両
側
の
高
所
で
の
装
備
、
機
材
、
テ
ン
ト
、
食
糧
、
燃
料
お
よ
び

炊
事
用
具

三
、
南
北
両
側
の
高
所
で
の
酸
素
と
そ
の
付
属
品

四
、
南
北
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
の
食
糧
の
一
部

五
、
南
北
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
の
医
療
器
材
と
薬
品

六
、
南
北
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
の
気
象
観
測
機
材

七
、
南
北
両
側
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
、
北
京
、
カ
ト
マ
ン
ズ
、
ラ
サ
の
通
信

機
材

八
、
南
北
高
所
連
絡
用
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー

ネ
パ
ー
ル
人
要
員
の
賃
金
お
よ
び
保
険
料

航
空
貨
物
料
金
（
登
山
靴
輸
入
用
）

梱
包
資
材

ホ
テ
ル
代

チ
ベ
ッ
ト
側
ネ
パ
ー
ル
隊
員
、
要
員
の
移
動
費
・
宿
泊
費
・
食
費

輸
入
関
税
お
よ
び
輸
入
許
可
料
（
登
山
靴
輸
入
用
）

輸
入
関
税
お
よ
び
輸
入
許
可
料

ポ
ー
タ
ー
の
保
険
お
よ
び
装
備

▽
隊
の
編
成

三
国
の
合
同
登
山
で
あ
り
ま
す
の
で
、
北
京
に
総
指
揮
部
を
置
き
登
山
活
動

の
最
高
決
議
機
関
と
し
、
三
国
の
総
隊
長
が
指
揮
に
当
り
、
首
席
総
隊
長
に

は
、
中
国
登
山
協
会
々
長
の
史
占
春
主
席
が
就
任
し
ま
し
た
。
指
令
は
無
線
連

絡
に
よ
り
、
両
Ｂ
Ｃ
指
揮
部
に
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。

登
山
隊
は
一
覧
表
の
通
り
、
二
八
二
名
の
大
人
数
と
な
り
ま
し
た
が
、
中
核

と
な
る
登
筆
隊
員
は
各
国
共
に
隊
長
以
下
一
六
名
で
あ
り
、
南
・
北
の
ル
ー
ト

に
よ
っ
て
、
協
力
員
、
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
・
ポ
ー
タ
ー
の
人
員
が
編
成
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
Ｔ
Ｖ
班
が
独
立
し
た
隊
と
し
て
北
に
中
継
基
地
を
置
き
、
南
・
北

に
配
置
さ
れ
、
制
作
責
任
者
が
隊
長
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
北
側
に
は
、

登
肇
隊
員
の
数
を
越
え
る
Ｔ
Ｖ
・
報
道
の
隊
員
が
入
り
活
動
す
る
た
め
に
、
日

本
の
北
側
統
括
隊
長
を
設
け
、
主
任
医
師
の
斎
藤
惇
生
氏
が
こ
れ
に
当
り
ま
し

た
。

Ｂ
Ｃ
以
上
の
登
山
活
動
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
南
北
各
々
三
国
の
隊
長
の

協
議
に
よ
り
進
め
ま
し
た
が
、
北
は
中
国
、
南
は
ネ
パ
ー
ル
の
各
隊
長
が
責
任

者
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
Ａ
Ｂ
Ｃ
以
上
の
登
華
隊
長
は
、
南
北
と
も
に
日
本
が

当
り
、
副
登
肇
隊
長
と
し
て
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
か
ら
お
の
お
の
就
任
し
、
補
佐

九
、
日
本
人
要
員
の
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
へ
の
往
復
旅
費

十
、
日
本
の
物
資
の
中
国
お
よ
び
ネ
パ
ー
ル
へ
の
輸
送
と
返
送
費
用

士
、
日
本
人
要
員
の
保
険
料

士
一
、
全
登
山
隊
員
が
使
用
す
る
羽
毛
装
備
製
作
用
生
地
お
よ
び
フ
ァ
ス
ナ
ー

（
三
○
○
人
分
）
の
提
供

圭
一
、
南
北
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
使
用
す
る
発
電
設
備
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総指揮部Headquarters

|鯛
ネパール

NEPAL
中国

CHINA

総顧問

Patron

後援総顧問

ChiefSupporter

李夢華

LiMenHua
０
．
１

。
■
上
■
己
１
ｊ

ｈ
Ｏ

鮨
鮨

Ｙ
Ｙ

雄
唾
垂
郵

義
唖
與
諏

内
ｈ
林
叱

櫻
鎚
小
Ｋ

R.N・パンディ

R､N.Pandey

今西壽雄

Tm月nlshiToshio

総隊長

GeneralLeader

クマール・カドガ

KumarKhadga
円ikT円、Shah

*史占春

ShiZanChun

ﾉ､ルヵ・グルン

HarkaGurung
許 競

XuJing

大塚博美

OtSukaHiroyoShi
副総隊長

Deputy
GeneralLeader

＊首席総隊長TheFirstGeneralLeader

｢

’日本隊名誉総隊長 橋本龍太郎

H・GeneralLeaderforJapaneseParty lHashimotoRyutaro
I

’’ 斎藤惇生

SaitoAtsuo

日本隊北側統括隊長（登山隊医師兼任）

mT･ijinateLeaderForNorthSide

JapaneseParty(TeamD"ter) ’
▽
日
本
の
準
備

二
月
末
北
京
で
の
調
印
後
、
国
内
の
登
山
組
織
を
編
成
い
た
し
ま
し
た
。

主
催
は
㈱
日
本
山
岳
会
を
中
心
に
、
㈱
日
本
山
岳
協
会
、
読
売
新
聞
社
、
日

本
テ
レ
ビ
の
四
社
の
共
催
と
し
、
後
援
は
文
部
省
、
外
務
省
。
最
高
決
議
機
関

と
し
て
登
山
委
員
会
（
委
員
長
、
今
西
寿
雄
）
、
実
施
の
中
心
に
な
る
実
行
委

員
会
（
委
員
長
、
大
塚
博
美
）
、
事
務
局
（
事
務
局
長
、
橋
本
清
）
を
設
置
し
、

共
催
四
社
か
ら
必
要
な
委
員
が
就
任
し
ま
し
た
。
特
に
登
山
委
員
会
に
は
顧
問

を
置
き
、
日
本
隊
を
代
表
す
る
総
顧
問
の
桜
内
義
雄
議
員
を
は
じ
め
と
す
る
議

員
の
諸
先
生
、
共
催
各
社
か
ら
代
表
者
の
方
々
に
就
任
し
て
頂
き
ま
し
た
。

ま
た
実
施
団
体
で
あ
る
日
本
山
岳
会
は
、
そ
の
責
任
に
お
い
て
、
募
金
活
動

の
た
め
、
募
金
委
員
会
（
委
員
長
、
西
堀
栄
三
郎
）
を
設
け
ま
し
た
。

す
る
形
を
と
り
ま
し
た
。

▽
隊
員
の
公
募
と
選
考

山
の
様
相
も
資
金
も
、
お
お
よ
そ
の
見
当
が
つ
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
登
山

に
見
合
う
隊
員
の
選
考
が
最
重
要
課
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。
中
国
は
チ
ベ
ッ
ト

山
岳
協
会
か
ら
の
精
鋭
を
中
心
に
、
ネ
パ
ー
ル
か
ら
は
、
シ
ェ
ル
パ
を
隊
員
と

し
て
、
い
ず
れ
も
高
所
に
お
け
る
強
さ
に
は
定
評
が
あ
り
ま
す
。

各
国
の
隊
員
数
は
、
議
定
書
の
編
成
に
よ
り
平
等
に
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
ホ

ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
は
、
補
充
、
交
替
が
出
来
る
有
利
な
点

が
あ
る
が
、
多
け
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

中
国
・
ネ
パ
ー
ル
各
々
に
登
山
を
し
て
い
る
日
本
側
が
、
三
国
の
問
を
と
り

も
っ
て
、
協
調
の
実
を
挙
げ
な
け
れ
ば
、
い
い
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
出
来
ま
せ
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運転手Driver

メールランナーMailRunner

装具係Equipment

埋 訳Interpreter
，マ

気象係WeatherReporter

通信係TelegraphOperator

医 療MedicalDoctor

１
１
１

2 2

１
１

２
６

２
５

:
１ ４

８

5 5

４
１
４
２
２
３

４
１
１

１
４
２
２
４

１
２

１
１
２
１
３

2１
２

1

２
２ ’

ト

2

計 28 21 5 31 4 8 19陽

テレビ班TVSta硅

I ’テレビ隊隊長TVTeamLeader

テレビBC隊員TVBCMember

テレビBC以上隊員AboveBC

TV隊サーダーSirderforTV

TV隊シェルパSherpaforTV

１
８
５
１
０

１
１
１

１
８
５

１
１

６
５

6

１
０１ 5

計 45 0 34 11 11 0 6 5
報道隊員NewsStaf

’ １
３
４

２
２
４

記 者Journalist

写 真Photographer

技 術TeChnician

報道隊シェルパSherpaforP.

ラジオRadioStaff

5 1９
２
４
２
１

３
２
４

５
２

2

32

1

計 18 6 9 3 10 ２

’ ’ '30 1 22 1 34 1 ’4 143 1 65総 計TOTAL 282 '52 44

（注）①＊は第一登山隊長。②日本隊統括隊長は斎藤惇生。医師兼任。③北側運転手のうち日本報道隊員用’。
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ん
。
隊
員
選
考
の
基
準
と
し
て
、
八
○
○
○
腕
の
高
所
登
山
経
験
を
第
一
と
し
、

裏
方
に
徹
す
る
今
回
の
登
山
の
主
旨
を
理
解
出
来
、
協
調
性
の
あ
る
人
柄
を
重

視
し
ま
し
た
。

全
国
の
支
部
長
な
ら
び
に
高
所
登
山
経
験
者
を
通
じ
隊
員
を
公
募
し
ま
し

た
。
八
七
年
三
月
十
五
日
締
切
り
に
は
東
北
か
ら
九
州
に
わ
た
り
五
九
名
の
応

募
者
が
あ
り
ま
し
た
が
、
登
山
経
験
と
年
齢
な
ど
か
ら
み
て
、
全
員
が
第
一
の

基
準
を
満
た
す
の
は
困
難
な
実
情
で
し
た
。
八
○
○
○
腕
以
上
の
無
酸
素
、
ア

ル
パ
イ
ン
ス
タ
イ
ル
の
登
山
を
実
施
し
て
い
る
第
一
線
の
ク
ラ
イ
マ
ー
の
一
部

は
、
こ
の
三
国
登
山
に
は
魅
力
を
持
た
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

八
七
年
四
月
四
日
、
五
日
の
両
日
、
神
田
事
務
局
で
、
会
長
、
副
会
長
を
は

じ
め
、
隊
長
、
登
肇
隊
長
を
中
心
に
幹
部
九
名
の
立
合
い
で
面
接
を
行
い
、
第

一
次
隊
員
候
補
者
三
六
名
を
選
考
し
、
具
体
的
な
準
備
に
入
り
ま
し
た
。

そ
の
後
有
力
隊
員
候
補
で
あ
っ
た
鈴
木
章
氏
が
Ｋ
２
で
遭
難
し
、
和
田
氏
も

登
山
事
故
で
負
傷
し
候
補
か
ら
外
れ
ま
し
た
。
山
田
昇
氏
が
北
側
を
希
望
し
参

加
表
明
し
た
の
は
六
月
に
入
っ
て
か
ら
で
し
た
が
、
彼
の
参
加
に
よ
っ
て
強
力

な
隊
員
編
成
と
な
り
ま
し
た
。

十
月
の
実
行
委
員
会
、
臨
時
理
事
会
で
隊
員
の
承
認
を
得
、
正
式
発
表
を
行

い
ま
し
た
。

▽
物
資
の
準
備

日
本
の
準
備
す
べ
き
物
資
は
莫
大
な
量
と
な
り
ま
し
た
。
酸
素
、
高
所
登
山

靴
以
外
は
す
べ
て
国
内
で
準
備
し
ま
し
た
が
、
羽
毛
製
品
（
寝
袋
、
羽
毛
服
上

下
、
手
袋
な
ど
）
は
中
国
が
縫
製
し
ま
し
た
。
新
素
材
は
ウ
エ
ア
ー
・
羽
毛
製

品
生
地
と
し
て
ユ
ニ
チ
カ
の
デ
ィ
ン
カ
ム
・
新
製
品
ダ
ン
ロ
ッ
プ
天
幕
。
特
に

高
所
用
テ
ン
ト
は
四
○
燭
一
秒
の
風
洞
実
験
に
十
分
耐
え
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど

の
装
具
、
食
糧
は
、
市
販
の
物
で
十
分
カ
バ
ー
が
出
来
た
こ
と
を
思
う
と
、
日

本
の
科
学
・
産
業
技
術
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

＋
月
末
に
約
三
○
ト
ン
の
物
資
の
集
結
を
終
り
、
十
一
月
中
に
梱
包
を
終
え
、

十
二
月
上
旬
に
天
津
、
カ
ル
カ
ッ
タ
に
向
け
各
々
船
出
し
を
完
了
い
た
し
ま
し

た
。
国
内
準
備
の
総
量
は
、
約
六
九
ト
ン
（
登
山
・
四
○
、
Ｔ
Ｖ
・
二
八
、
新
聞

一
）
で
し
た
。
ほ
か
に
中
国
側
準
備
物
資
（
食
糧
、
燃
料
、
大
型
軍
用
天
幕
）
約

三
○
ト
ン
、
Ｂ
Ｃ
へ
の
輸
送
ト
ラ
ッ
ク
は
四
三
台
、
Ｂ
Ｃ
大
型
テ
ン
ト
は
三
七
張
に

達
し
ま
し
た
。
ネ
パ
ー
ル
側
の
準
備
は
約
一
五
ト
ン
に
な
り
、
悪
天
候
の
た
め
に

ル
ク
ラ
ヘ
の
空
輸
便
が
確
保
出
来
ず
、
登
山
の
運
行
に
支
障
を
き
た
し
ま
し
た
。

▽
隊
員
全
体
集
会

東
北
か
ら
九
州
に
わ
た
る
隊
員
候
補
の
一
泊
の
全
体
会
議
を
持
つ
と
約
百
万

円
か
か
り
ま
し
た
。
東
京
を
中
心
に
、
東
海
、
関
西
と
開
催
い
た
し
ま
し
た
が
、

全
員
が
顔
見
知
り
に
な
り
、
準
備
を
円
滑
に
す
す
め
る
た
め
月
一
回
、
延
べ
十

一
回
の
集
会
を
持
ち
ま
し
た
。
こ
の
隊
の
性
格
上
の
必
要
な
経
費
と
い
う
べ
き

で
し
ょ
う
。

東
京
中
心
の
隊
員
は
一
○
人
と
少
な
く
、
食
糧
、
輸
送
、
梱
包
を
中
心
に
、

装
備
は
関
西
（
重
広
）
が
中
心
に
受
持
ち
ま
し
た
。

第
一
回
集
会
は
来
の
宮
Ｎ
Ｔ
Ｖ
寮
で
お
こ
な
い
、
こ
の
登
山
の
特
殊
性
、
三

国
友
好
登
山
の
趣
旨
、
異
文
化
登
山
の
実
態
ｌ
ナ
ム
ナ
ニ
登
山
ｌ
な
ど
か
ら
話

し
、
登
山
の
全
体
像
を
認
識
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
第
二
回
は
名
古
屋
尾
上
支

部
長
方
会
議
室
で
、
基
本
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
ポ
リ
シ
ー
が
明
示
さ
れ
ま
し
た
。

八
七
年
九
月
の
第
四
回
集
会
ま
で
は
候
補
の
身
分
の
ま
ま
で
あ
り
ま
し
た
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日・中・ネ三国友好登山隊

キャンプと日程

5月5日

チョモランマ8,848mサガルマタ

8,500m
日

8

6

熟‘",噸繩ﾊ／
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. 一中国(ロンフク氷河）
CHlNA(Ron9bukGlacier）

アイスフォーノ

3月I 鋤､5,350m

L
ネバ罠ル(クーンブ氷河）
NEPAL(KhumbuGlacier）

▽
三
国
実
務
者
会
談

議
定
書
調
印
に
よ
っ
て
、
三
国
友
好
登
山
の
基
本
計
画
と
各
国
の
任
務
、
経

済
援
助
な
ど
、
合
意
が
出
来
上
り
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
具
体
的
実
施
に
つ
い

て
、
リ
ー
ダ
ー
、
実
務
者
会
談
を
開
催
し
、
細
部
の
煮
つ
め
を
七
回
に
わ
た
っ

て
次
の
通
り
お
こ
な
い
ま
し
た
。

八
七
年
三
月
、
カ
ト
マ
ン
ズ
、
日
・
ネ
、
Ｎ
Ｍ
Ａ
（
ネ
パ
ー
ル
山
岳
協
会
）

の
業
務
、
予
算
の
実
務
会
談
（
湯
浅
）
。
五
月
、
北
京
、
中
・
日
、
タ
ク
テ
ィ
ッ

ク
ス
中
心
実
務
会
談
（
橋
本
、
重
広
）
。
六
月
、
カ
ト
マ
ン
ズ
、
日
・
ネ
、
予

算
実
務
会
談
（
湯
浅
、
磯
野
）
。
七
月
、
香
港
、
中
日
・
ネ
、
予
算
会
談
（
橋

本
、
湯
浅
）
。
十
月
北
京
、
中
・
日
、
輸
送
・
通
信
実
務
会
談
（
伊
丹
、
貫
田
）
。

カ
ト
マ
ン
ズ
、
日
・
ネ
、
輸
送
、
食
糧
、
タ
ク
テ
ィ
ッ
ク
ス
会
談
（
磯
野
）
。

八
八
年
一
月
、
カ
ト
マ
ン
ズ
、
中
・
日
・
ネ
、
リ
ー
ダ
ー
会
談
（
橋
本
、
重
広
、

湯
浅
、
磯
野
）
、
総
指
揮
部
会
談
（
今
西
、
大
塚
）
、
準
備
の
総
括
、
点
検
と
実

施
の
最
終
打
合
せ
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
準
備
万
端
整
っ
た
状
況
で

外
国
記
者
会
見
を
お
こ
な
い
、
世
界
に
発
表
し
ま
し
た
。
翌
一
月
二
十
五
日
、

三
国
友
好
登
山
の
結
団
式
が
カ
ト
マ
ン
ズ
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
ホ
テ
ル
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
橋
本
龍
太
郎
名
誉
総
隊
長
も
出
席
さ
れ
、
ネ
パ
ー
ル
側
の
一
方
な

ら
ぬ
熱
気
を
感
じ
ま
し
た
。

が
、
十
月
に
正
式
に
隊
員
と
決
定
し
て
か
ら
は
、
一
段
と
準
備
に
拍
車
が
か
か

り
ま
し
た
。

▽
募
金
ｌ
会
員
・
企
業
Ｉ

５

会
員
募
金
の
目
標
は
八
○
○
人
、
一
口
五
○
○
○
円
、
目
標
五
○
○
万
円
と
４



し
、
積
極
的
に
呼
び
か
け
ま
し
た
と
こ
ろ
、
協
力
を
得
、
八
五
四
人
、
九
六
九

万
五
六
○
○
円
（
会
報
訓
号
八
八
年
七
月
号
）
に
な
り
ま
し
た
。

会
報
を
通
じ
、
機
会
あ
る
ご
と
に
会
員
に
報
告
し
て
き
た
努
力
が
報
い
ら

れ
、
目
的
を
達
し
、
会
の
主
催
事
業
の
趣
旨
に
沿
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

ま
た
企
業
募
金
（
七
○
○
○
万
円
）
は
、
日
体
協
の
免
税
寄
付
枠
を
日
山
協

共
催
事
業
と
し
て
受
け
、
経
団
連
の
協
力
を
得
て
そ
の
加
盟
各
団
体
、
連
合
会

に
割
当
て
を
し
て
頂
き
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
側
は
関
東
、
東
海
、
関
西
の
三
地
区
に
分
れ

て
、
各
連
合
会
に
接
衝
し
ま
し
た
。

こ
ち
ら
は
概
略
七
○
鈩
川
の
成
績
で
ま
あ
ま
あ
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
た
。

経
費
の
決
算
は
こ
れ
か
ら
で
す
が
、
議
定
書
調
印
時
は
二
五
四
人
の
総
数
が

実
施
の
段
階
で
二
八
二
人
と
一
○
沙
Ⅱ
余
り
増
加
し
ま
し
た
。
南
・
北
・
Ｔ
Ｖ

と
三
つ
の
登
山
隊
の
規
模
、
重
厚
な
準
備
量
か
ら
か
な
り
の
物
資
増
加
と
な
り

ま
し
た
。
後
援
社
か
ら
の
援
助
金
不
足
分
は
、
予
備
金
と
し
て
募
金
額
で
補
う

こ
と
が
出
来
、
面
目
を
果
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

ま
た
物
品
の
寄
贈
、
輸
送
（
人
と
物
）
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
依
頼
に
力
を
注

ぎ
、
推
定
概
算
七
○
○
○
万
円
の
現
物
寄
付
協
力
を
頂
く
こ
と
が
出
来
、
各
隊

員
の
努
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
関
係
企
業
の
ご
支
援
に
本
当
に
有
難
く
感
謝

の
極
み
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
な
い
と
大
変
苦
労
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ

れ
に
し
て
も
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
信
用
と
底
力
は
、
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
絶
大
な
も
の

を
痛
感
い
た
し
ま
し
た
。

成
功
の
喜
び
は
、
こ
れ
ら
多
く
の
支
援
の
会
員
や
企
業
の
関
係
者
と
分
ち
合

う
べ
き
も
の
と
思
い
ま
す
。
紙
上
を
借
り
て
こ
こ
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

▽
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

南
・
北
同
時
進
行
の
登
山
活
動
、
両
隊
が
独
自
に
行
動
す
る
連
絡
の
ト
ラ
ン

シ
ー
、
ハ
ー
は
三
系
統
ず
つ
六
系
統
、
南
・
北
連
絡
に
一
系
統
、
計
七
系
統
。
五

月
五
日
、
ラ
ン
デ
ブ
ー
成
功
の
た
め
に
は
、
南
、
北
と
も
に
日
々
綿
密
な
連
絡

打
合
せ
が
必
要
で
あ
り
ま
し
た
。
詳
細
は
、
報
告
書
の
担
当
に
譲
り
ま
す
が
、

各
国
に
一
系
統
ず
つ
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
割
り
当
て
、
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
を
各
キ
ャ

ン
プ
に
配
置
し
ま
し
た
の
で
、
両
サ
イ
ド
、
三
国
分
で
三
十
六
台
に
な
り
ま
し

た
。

ま
た
北
京
総
指
揮
部
と
Ｂ
Ｃ
間
の
連
絡
の
た
め
、
ラ
サ
経
由
の
無
線
系
統
を

設
置
し
ま
し
た
。

極
地
法
登
山
は
、
換
言
す
れ
ば
、
荷
上
げ
管
理
に
つ
き
る
訳
で
す
か
ら
、
責

任
者
の
的
確
な
指
示
と
、
そ
の
実
行
の
可
否
の
確
認
が
直
接
登
山
活
動
に
影
響

を
及
ぼ
し
て
き
ま
す
。
日
々
の
定
時
連
絡
は
、
登
山
の
一
歩
一
歩
の
積
み
重
ね

の
記
録
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
し
た
。

両
隊
長
は
Ｂ
Ｃ
で
頑
張
り
、
北
側
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
は
伊
丹
、
ノ
ー
ス
コ
ル
に
は
重

広
登
華
リ
ー
ダ
ー
が
全
期
間
張
付
き
、
南
側
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
は
磯
野
登
華
リ
ー
ダ
ー

が
任
務
に
当
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
二
つ
の
人
工
衛
星
を
使
用
し
た
報
道
体
制
、
Ｔ
Ｖ
は
イ
ン
テ
ル
サ
ッ

ト
、
新
聞
は
船
舶
通
信
の
海
事
衛
星
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
。

登
華
の
詳
細
は
別
項
に
譲
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
登
山
活
動
に
直
接
威
力
を

発
揮
し
た
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
に
つ
い
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

四
月
二
十
一
日
、
南
側
で
水
腰
ド
ク
タ
ー
の
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。
南
Ｂ

Ｃ
か
ら
北
Ｂ
Ｃ
へ
即
時
情
報
は
刻
々
的
確
に
入
り
ま
し
た
。
そ
し
て
死
亡
が
確

認
さ
れ
ま
し
て
か
ら
、
東
京
本
部
へ
は
、
そ
の
新
聞
の
ラ
イ
ン
を
使
っ
て
報
告
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垂
▽
最
後
に

祝
賀
会
が
、
カ
ト
マ
ン
ズ
（
五
月
二
十
七
日
）
、
北
京
（
六
月
三
日
）
、
東
京

ネ．
（
六
月
十
七
日
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

日
．
「
中
国
・
ネ
パ
ー
ル
の
皆
さ
ん
に
、
こ
ん
な
に
喜
ん
で
も
ら
っ
て
、
ほ
ん
ま

中
に
よ
か
っ
た
な
あ
、
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
し
ん
ど
い
な
あ
」
と
今
西
会
長
は
し

日・ネ三国 友好登山隊

い
た
し
ま
し
た
が
、
登
録
加
入
の
自
動
電
話
機
を
使
い
ま
し
た
。

チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
Ｂ
Ｃ
か
ら
五
千
キ
ロ
の
彼
方
の
東
京
へ
ダ
イ
ヤ
ル
ポ
タ
ン
を

十
数
個
押
す
だ
け
で
、
あ
っ
と
い
う
間
に
通
話
可
能
、
全
く
驚
く
べ
き
威
力
で

し
た
。
遺
族
へ
の
連
絡
、
カ
ト
マ
ン
ズ
で
の
日
程
な
ど
、
瞬
時
に
情
報
を
交
換

出
来
ま
し
た
。
こ
れ
が
ネ
パ
ー
ル
側
だ
け
の
登
山
を
考
え
た
場
合
、
多
く
の
日

時
と
、
錯
綜
し
た
情
報
が
行
き
交
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
日
々
の
運
行
表
、
報
告
な
ど
、
原
稿
送
稿
業
務
の
空
き
間
を
見
て
は
利

用
い
た
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
す
べ
て
、
北
側
の
地
形
の
天
恵
と
い
え
ま
し
ょ

う
。
Ｂ
Ｃ
ま
で
、
大
き
な
ト
ラ
ッ
ク
が
入
れ
な
け
れ
ば
と
て
も
出
来
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
新
聞
の
速
報
の
威
力
も
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
今
日
の
行

動
が
、
明
日
の
朝
刊
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
Ｂ
Ｃ
建
設
の
カ
ラ
ー
写
真

が
、
記
事
と
共
に
送
ら
れ
た
こ
と
は
全
く
画
期
的
な
報
道
で
し
た
。

ロ
ー
・
ラ
に
ア
ン
テ
ナ
を
設
け
、
南
側
か
ら
の
原
稿
（
記
事
と
写
真
）
を
受

け
、
北
と
併
せ
交
互
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
送
稿
し
て
お
り
ま
し
た
。

ど
こ
で
も
、
ど
の
隊
で
も
こ
の
よ
う
な
送
信
設
備
を
設
置
出
来
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
ま
や
そ
の
気
に
な
っ
て
衛
星
通
信
を
利
用
す
れ
ば
、
地
球

上
の
情
報
交
換
は
手
の
内
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

み
じ
み
洩
ら
し
て
い
ま
し
た
。

短
い
こ
の
一
言
に
万
感
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
終
り
よ
け
れ
ば
す
べ

て
よ
し
、
で
し
た
。
諸
々
の
喜
怒
哀
楽
は
成
功
し
た
お
か
げ
で
す
べ
て
喜
び
に

包
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
。

「
・
…
：
こ
れ
か
ら
し
ん
ど
い
な
あ
」
と
思
わ
ず
洩
ら
し
た
言
葉
は
意
味
深
長

だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
一
面
に
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
め
ぐ
る
ア
ジ
ア
の
諸
国

Ｉ
中
国
、
イ
ン
ド
、
韓
国
、
ネ
パ
ー
ル
、
パ
キ
ス
タ
ン
等
ｌ
と
の
国
際
交

流
が
今
後
、
い
や
応
な
し
に
日
本
の
登
山
界
の
肩
に
か
か
っ
て
来
る
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
二
十
一
世
紀
へ
向
け
て
の
、
ク
ラ
ブ
と
し
て
の
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
在
り
方

と
強
く
か
ら
ん
で
、
無
視
出
来
な
い
と
い
う
見
通
し
を
感
じ
た
も
の
と
思
い
ま

し
た
。

終
っ
て
み
て
、
こ
れ
だ
け
莫
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
た
登
山
で
あ
っ
て
み

れ
ば
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
と
し
て
も
、
個
人
と
し
て
も
、
収
穫
な
く
し
て
は
間
尺
に
合
い

ま
せ
ん
。
そ
れ
を
生
か
す
も
殺
す
も
、
こ
れ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
、
志
半
ば
に
し
て
病
い
に
倒
れ
た
水
腰
ド
ク
タ
ー
を
悼
む
と
と
も
に
、
こ
の

計
画
に
参
画
し
た
隊
員
の
責
務
だ
と
思
い
ま
す
。
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本
隊
出
発

北
側
本
隊
は
二
月
二
二
日
、
成
田
を
出
発
。
北

京
、
成
都
を
経
由
、
空
路
に
て
ラ
サ
に
到
着
、
こ

こ
で
、
中
国
隊
員
と
合
流
、
熱
い
歓
迎
を
受
け

る
。
ラ
サ
で
は
、
物
資
の
点
検
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
の

出
発
準
備
に
あ
た
る
。
物
資
の
輸
送
に
関
し
て
は

中
国
が
担
当
し
て
く
れ
、
非
常
に
ス
ム
ー
ズ
に
ベ

ー
ス
キ
ャ
ン
プ
へ
搬
入
し
て
く
れ
た
。

本
隊
は
二
月
二
九
日
、
ラ
サ
よ
り
陸
路
に
て
シ

ガ
ッ
ェ
に
移
動
。
三
○
日
、
シ
ガ
ッ
ェ
よ
り
シ
ガ

ー
ル
に
入
る
。
こ
こ
で
ネ
パ
ー
ル
隊
員
と
合
流
、

三
国
の
隊
員
が
初
め
て
全
員
そ
ろ
う
。
大
部
隊
だ

が
意
気
投
合
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
入
る
べ
く
高

度
順
化
を
行
な
い
出
発
の
準
備
を
す
る
。
シ
ガ
ー

ル
に
五
日
間
滞
在
。

〔
中
・
日
・
ネ
三
国
友
好
登
山
隊
〕

隊
長
日
誌
（
北
隊
）

Ｂ
Ｃ
建
設
・
本
格
的
活
動
に
入
る

三
月
六
日
、
予
定
通
り
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
入

る
。
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
は
、
本
格
的
登
山
活
動

を
前
に
キ
ャ
ン
プ
の
建
設
、
装
備
、
食
糧
等
の
点

検
と
、
休
む
間
も
な
く
働
く
。
三
月
一
○
日
の
開

村
式
を
迎
え
、
い
よ
い
よ
本
格
的
登
山
活
動
に
入

る
。
第
一
期
は
、
Ｃ
３
ま
で
の
ヤ
ク
輸
送
と
Ｃ
３

か
ら
Ｃ
４
へ
の
ル
ー
ト
工
作
。
Ｃ
４
へ
の
荷
上
げ

だ
が
、
Ｃ
４
へ
隊
員
が
入
る
と
同
時
に
Ｃ
５
へ
の

ル
ー
ト
エ
作
が
始
ま
り
、
第
二
期
へ
突
入
。
Ｃ
４

か
ら
Ｃ
５
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
は
、
七
四
五
○
牌
に

風
口
と
い
わ
れ
る
強
風
帯
が
あ
り
、
強
風
に
は
ば

ま
れ
て
ル
ー
ト
が
拓
け
ず
苦
戦
す
る
。
強
風
を
押

し
て
の
ル
ー
ト
工
作
だ
っ
た
が
、
七
七
九
○
勝
の

Ｃ
５
予
定
地
よ
り
上
部
七
九
○
○
脚
ま
で
ル
ー
ト

橋
本

清

を
の
ば
す
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
ル
ー
ト
が
ひ
ら
け
る
ま
で
非
常
な
苦
戦
を

し
い
ら
れ
た
が
、
上
部
に
キ
ャ
ン
プ
を
上
げ
る
こ

と
が
出
来
、
有
利
な
展
開
と
な
る
。

Ｃ
５
を
建
設
、
荷
上
げ
と
同
時
に
Ｃ
６
八
二
○

○
断
へ
ル
ー
ト
工
作
が
始
ま
る
。
こ
の
頃
（
四
月

九
日
）
に
な
る
と
、
風
も
弱
ま
り
、
荷
上
げ
の
ピ

ッ
チ
も
あ
が
る
。
荷
上
げ
は
三
国
の
隊
員
が
平
等

に
上
げ
る
こ
と
を
原
則
に
、
各
国
三
名
ず
つ
九
名

の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
み
、
荷
上
げ
を
行
な

う
。
こ
の
た
め
、
日
本
隊
員
に
負
荷
が
か
か
り
苦

戦
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
三
国
平
等
を
原
則

に
、
隊
員
み
な
よ
く
が
ん
ば
り
、
予
定
通
り
の
隊

荷
を
Ｃ
６
へ
上
げ
、
第
二
期
を
終
了
す
る
。
日

本
、
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
の
全
隊
員
は
、
休
養
の
た

め
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
集
結
、
一
週
間
の
休
養
を

と
る
。
い
よ
い
よ
五
月
五
日
の
交
差
縦
走
を
大
目

標
に
、
三
国
で
調
整
を
行
な
い
、
第
三
期
の
登
山

行
動
を
決
め
た
。

ア
タ
ッ
ク
態
勢
と
と
の
う

第
一
期
、
第
二
期
と
も
非
常
に
順
調
に
進
み
、

計
画
通
り
の
運
行
を
作
る
事
が
出
来
た
。
縦
走
隊

は
各
国
一
名
ず
つ
の
三
名
と
し
、
頂
上
サ
ポ
ー
ト

隊
も
、
各
国
か
ら
一
名
の
計
三
名
と
、
計
画
通
り
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中・日・ネ三国友好登山隊

の
メ
ン
バ
ー
を
送
り
こ
む
こ
と
と
す
る
。

四
月
二
三
日
、
第
三
期
に
突
入
、
先
行
隊
が
出

発
。
順
次
、
隊
員
は
上
部
へ
移
動
。
休
養
期
間

中
、
各
キ
ャ
ン
プ
に
被
害
も
な
く
順
調
。
み
ん
な

ベ
ス
ト
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
、
Ｃ
３
（
Ａ
Ｂ
Ｃ
）
と

Ｃ
４
の
前
進
キ
ャ
ン
プ
に
集
結
、
ア
タ
ッ
ク
態
勢

に
入
る
・
ア
タ
ッ
ク
隊
の
選
考
に
あ
た
っ
て
は
、

第
一
期
、
第
二
期
の
登
山
活
動
を
通
じ
、
任
務
を

確
実
に
消
化
し
、
特
に
上
部
キ
ャ
ン
プ
へ
の
荷
上

げ
の
ス
ピ
ー
ド
な
ど
を
参
考
に
隊
員
を
選
考
。
日

本
隊
員
は
第
一
次
縦
走
隊
・
山
田
昇
、
サ
ポ
ー
ト

隊
・
山
本
宗
彦
、
第
二
次
縦
走
隊
・
三
谷
統
一

郎
、
サ
ポ
ー
ト
隊
・
馬
場
哲
也
と
す
る
。
こ
の
選

考
に
関
し
て
は
、
日
本
隊
ヘ
ッ
ド
ク
オ
ー
タ
ー
も

全
員
一
致
で
決
定
す
る
。

四
月
三
○
日
、
縦
走
隊
、
サ
ポ
ー
ト
隊
は
五
月

五
日
の
交
差
縦
走
に
向
け
Ｃ
３
を
出
発
、
Ｃ
４

へ
・
予
定
通
り
Ｃ
４
に
入
る
。

五
月
一
日
、
晴
、
縦
走
隊
、
サ
ポ
ー
ト
隊
、
Ｔ

Ｖ
隊
は
Ｃ
４
か
ら
Ｃ
５
へ
移
動
。
天
候
に
も
恵
ま

れ
順
調
に
。

五
月
二
日
、
晴
。
縦
走
隊
は
、
Ｃ
５
よ
り
Ｃ
６

に
移
動
。
Ｃ
６
に
到
着
後
、
Ｃ
７
に
向
け
ル
ー
ト

工
作
を
行
な
う
。
稜
線
ま
で
六
ピ
ッ
チ
の
ル
ー
ト

騨鴬
鍔

溌
嶽
:鐸

ノースコルのC4
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工
作
を
行
な
い
、
予
定
通
り
進
む
。
順
調
に
一
歩

前
進
だ
。
サ
ポ
ー
ト
隊
は
Ｃ
５
で
休
養
。
五
月
三

日
、
天
候
は
良
く
な
い
が
、
縦
走
隊
は
昨
日
の
ル

ー
ト
エ
作
の
上
、
第
一
ス
テ
ッ
プ
の
上
部
雪
田
を

通
過
、
リ
ッ
ジ
ま
で
ル
ー
ト
工
作
を
行
な
う
。
ガ

ス
の
中
で
の
登
肇
に
非
常
に
緊
張
す
る
。
サ
ポ
ー

ト
隊
は
Ｃ
５
よ
り
Ｃ
６
に
移
動
、
Ｃ
６
に
縦
走

隊
、
サ
ポ
ー
ト
隊
、
Ｔ
Ｖ
隊
が
集
結
。
な
お
、
こ

の
日
Ｃ
６
よ
り
Ｃ
７
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
ネ
パ
ー
ル

隊
員
四
名
も
Ｃ
６
に
入
る
。

五
月
四
日
、
縦
走
隊
、
サ
ポ
ー
ト
隊
、
Ｔ
Ｖ
隊

の
九
名
と
Ｃ
７
へ
の
サ
ポ
ー
ト
隊
四
名
は
Ｃ
７
へ

向
け
出
発
、
稜
線
ま
で
は
ル
ー
ト
工
作
が
し
て
あ

り
、
順
調
に
進
む
。
Ｃ
７
に
は
予
定
通
り
に
入

る
。
キ
ャ
ン
プ
を
建
設
し
、
ア
タ
ッ
ク
に
必
要
な

登
肇
具
、
酸
素
、
食
糧
も
上
が
り
、
ア
タ
ッ
ク
態

勢
が
と
と
の
う
。
心
配
な
の
は
天
候
だ
け
だ
。

ア
タ
ッ
ク

五
月
五
日
、
午
前
三
時
、
重
広
登
は
ん
隊
長
が

山
田
を
起
す
無
線
で
こ
の
日
が
始
ま
る
。
Ｃ
７
で

は
風
は
強
い
が
快
晴
、
出
発
の
準
備
に
か
か
る
。

６
時
⑩
分
、
縦
走
隊
三
名
は
強
風
を
つ
い
て
出

発
。
し
か
し
行
動
の
出
来
る
状
態
で
は
な
く
、
す

ぐ
引
返
す
。
テ
ン
ト
に
も
ぐ
り
天
気
待
ち
、
ア
ダ

ツ
ク
態
勢
に
入
っ
て
最
後
の
時
間
待
ち
。
天
気
が

良
い
の
が
救
い
だ
。

８
時
鋤
分
、
縦
走
隊
は
少
し
風
が
弱
く
な
っ
た

の
で
出
発
す
る
。
順
調
に
進
み
、
第
２
ス
テ
ッ

プ
、
ラ
ダ
ー
を
通
過
。
、
時
鋤
分
、
第
２
ス
テ
ッ

プ
の
上
に
出
る
。
こ
こ
か
ら
は
稜
線
上
を
頂
上

へ
、
三
角
雪
田
を
哩
時
泌
分
に
ぬ
け
、
哩
時
帥

分
、
縦
走
隊
ツ
ェ
リ
ン
・
ド
ル
ジ
ェ
、
ア
ン
・
ラ

ク
パ
、
山
田
昇
の
順
で
頂
上
に
立
つ
。
こ
の
こ

ろ
サ
ポ
ー
ト
隊
、
Ｔ
Ｖ
隊
は
、
三
角
雪
田
に
て
苦

戦
、
な
か
な
か
進
ま
ず
、
縦
走
隊
は
頂
上
で
南
隊

と
北
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
隊
を
待
つ
。
サ
ポ
ー
ト
隊

が
縦
走
用
酸
素
を
あ
げ
て
来
る
か
ら
だ
。

待
つ
こ
と
－
時
間
半
、
南
隊
も
サ
ポ
ー
ト
隊
も

上
が
っ
て
来
な
い
・
縦
走
隊
三
名
は
、
南
側
Ｃ
４

サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
向
け
降
り
だ
す
。
残
り
酸
素
が
少

な
い
の
で
非
常
に
気
に
な
る
。
し
か
し
、
ス
ピ
ー

ド
が
あ
り
、
縦
走
隊
三
名
は
明
る
い
う
ち
南
側
Ｃ

４
に
着
く
。

サ
ポ
ー
ト
隊
の
山
本
宗
彦
、
４
時
５
分
、
登

頂
。
Ｔ
Ｖ
隊
も
同
じ
頃
登
頂
。
南
か
ら
の
縦
走
隊

も
登
頂
。
南
側
の
縦
走
隊
、
北
側
サ
ポ
ー
ト
隊
、

Ｔ
Ｖ
隊
は
北
側
Ｃ
６
へ
向
け
下
山
。
Ｃ
７
、
四
時

如
分
、
小
休
止
の
後
、
Ｃ
６
へ
向
う
。
Ｃ
６
に
は

翌
朝
３
時
扣
分
、
全
員
帰
幕
。
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
の

間
一
髪
の
帰
幕
と
な
る
。

五
月
六
日
、
第
二
次
縦
走
隊
員
と
サ
ポ
ー
ト
隊

員
６
名
が
Ｃ
５
へ
荷
上
げ
、
二
次
ア
タ
ッ
ク
に
そ

な
え
る
。
こ
の
頃
、
北
京
総
指
揮
部
よ
り
中
止
の

要
請
が
来
る
。
現
地
で
は
、
す
で
に
第
二
次
計
画

に
突
入
し
て
お
り
、
物
資
、
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
と

も
充
分
な
の
で
納
得
出
来
ず
、
指
揮
部
で
は
初
期

の
目
的
を
す
べ
て
達
成
し
た
の
で
中
止
に
し
た
い

と
の
意
向
、
現
場
と
指
揮
部
で
再
々
論
議
を
し
た

が
、
翌
七
日
、
再
度
の
登
山
終
了
宣
言
の
命
令
に

よ
り
、
第
二
次
縦
走
隊
を
中
止
と
す
る
。
全
員
く

や
し
さ
の
中
に
登
山
を
終
了
、
撤
収
に
入
る
。

回
顧

今
回
の
三
国
登
山
を
ふ
り
返
っ
た
と
き
、
三
国

の
隊
員
が
力
を
あ
わ
せ
、
つ
ね
に
上
部
へ
荷
上
げ

を
お
こ
な
い
、
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
の
位
置
も
予
定

地
よ
り
上
部
に
建
設
で
き
た
こ
と
は
成
功
へ
の
大

き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
三
国
の
リ
ー

ダ
ー
陣
を
は
じ
め
隊
員
各
々
が
三
国
平
等
の
原
則

の
も
と
に
理
解
し
あ
い
、
苦
労
を
と
も
に
し
た
こ

と
で
、
こ
の
計
画
と
達
成
で
き
た
も
の
と
信
じ
て

い
る
。

50



中・日・ネ三国友好登山隊

二
月
二
四
日
、
磯
野
登
筆
隊
長
以
下
一
二
名

（
報
道
四
名
を
含
む
）
の
先
発
隊
が
出
発
。
三
月

八
日
湯
浅
以
下
二
二
名
（
報
道
五
名
を
含
む
）
の

本
隊
が
北
隊
（
二
月
二
二
日
出
発
）
よ
り
遅
れ
て

成
田
を
出
発
、
カ
ト
マ
ン
ズ
に
向
っ
た
。

先
発
隊
の
主
要
任
務
は
、
ネ
パ
ー
ル
山
岳
協
会

（
以
下
Ｎ
Ｍ
Ａ
と
略
称
）
の
担
当
す
る
通
関
業
務

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
キ
ャ
ラ
バ
ン
出
発
地
で
あ
る

ル
ク
ラ
に
お
け
る
個
人
装
備
支
給
と
い
う
作
業
で

あ
っ
た
。
こ
れ
だ
け
の
任
務
に
従
事
す
る
た
め

に
、
当
初
予
定
し
て
い
た
三
名
と
い
う
先
発
隊
員

を
八
名
に
増
員
決
定
し
た
の
は
一
月
中
旬
、
そ
し

て
そ
れ
は
つ
ぎ
の
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

計
画
原
案
作
成
に
あ
た
っ
て
の
隊
長
の
指
示

は
、
ル
ク
ラ
か
ら
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
一
六
日
、
登
肇

八
中
・
日
・
ネ
三
国
友
好
登
山
隊
ｖ

南
側
登
山
隊
報
告

期
間
（
登
頂
ま
で
）
五
○
日
、
南
側
登
筆
計
画
は

常
に
北
側
登
華
計
画
の
〃
受
け
身
″
の
形
で
立

案
・
実
行
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
登
華
計
画
原
案
が
梱
包
の
終
了
し
た
段

階
で
は
キ
ャ
ラ
バ
ン
一
六
日
、
登
頂
日
数
三
六
日

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
五
月
五
日
前
提
の
予

備
日
数
も
な
い
。
登
頂
日
数
は
最
低
四
○
日
’
四

五
日
を
要
す
る
。
し
か
し
、
書
面
に
な
っ
た
登
筆

計
画
は
印
刷
に
付
さ
れ
、
独
り
歩
き
を
し
は
じ
め

て
い
た
。
東
京
不
在
と
い
う
こ
と
も
さ
り
な
が

ら
、
こ
れ
は
隊
長
で
あ
る
わ
た
く
し
の
重
大
な
責

任
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
な
る
べ
く
決
定
済
み
の
隊
全
体
の
ス

ヶ
ジ
一
一
－
ル
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
こ
と
を
前
提

に
、
登
頂
日
数
四
○
’
五
○
日
を
確
保
す
る
た
め

湯
浅
道
男

の
行
動
計
画
の
修
正
案
を
磯
野
と
共
に
一
二
月
末

に
作
成
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
ひ
と
り
で
も
多

く
の
若
手
隊
員
を
先
発
隊
と
し
て
可
能
な
限
り
送

り
込
み
、
高
所
順
応
を
済
ま
せ
、
本
隊
Ｂ
Ｃ
到
着

ま
で
に
Ｂ
Ｃ
整
備
と
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
の
ル
ー
ト

エ
作
を
完
了
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
手

隊
員
最
低
五
○
日
、
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
隊
員
最
低
四
○

日
の
Ｂ
Ｃ
以
上
登
頂
ま
で
の
登
山
活
動
を
実
質
的

に
確
保
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

二
月
二
五
日
、
磯
野
ら
先
発
隊
カ
ト
マ
ン
ズ

着
。
三
月
一
日
ル
ク
ラ
集
結
、
三
月
四
日
キ
ャ
ラ

バ
ン
開
始
の
予
定
が
大
幅
に
遅
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
南
側
は
、
種
々
の
問
題
が
山
積
、
折
り
し
も

ト
レ
ッ
キ
ン
グ
シ
ー
ズ
ン
の
最
盛
期
、
加
え
て
天

候
不
順
も
重
な
り
ル
ク
ラ
フ
ラ
イ
ト
も
ま
ま
な
ら

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
三
月
三
日
、
八
名
の
隊

員
を
ル
ク
ラ
ヘ
送
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
も
の

の
、
ル
ク
ラ
に
全
員
集
結
で
き
た
の
は
三
月
二

日
。
ル
ク
ラ
出
発
は
三
月
一
四
日
、
先
発
隊
は
一

○
日
遅
れ
の
出
発
と
な
っ
た
。
そ
の
問
、
磯
野
、

相
馬
は
Ｎ
Ｍ
Ａ
と
の
連
夜
の
追
加
予
算
請
求
の
会

議
で
人
質
同
然
の
カ
ト
マ
ン
ズ
滞
在
、
予
算
会
議

カ
ト
マ
ン
ズ
よ
り
Ｂ
Ｃ
ま
で
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は
湯
浅
が
引
き
継
ぐ
旨
を
Ｎ
Ｍ
Ａ
に
国
際
電
話
を

入
れ
、
よ
う
や
く
磯
野
は
ル
ク
ラ
入
り
す
る
こ
と

が
で
き
た
、
と
い
う
始
末
で
あ
っ
た
。

湯
浅
ら
本
隊
は
、
三
月
一
○
日
カ
ト
マ
ン
ズ

着
。
夜
九
時
王
振
華
隊
長
ら
中
国
隊
も
宿
舎
で
あ

る
ブ
ル
ー
ス
タ
ー
・
ホ
テ
ル
に
到
着
。
ク
ン
ガ
シ

ェ
ル
パ
・
ネ
パ
ー
ル
隊
長
も
ホ
テ
ル
に
来
て
早
速

第
一
回
の
会
談
。
一
二
日
の
Ｎ
Ｍ
Ａ
主
催
の
晩
さ

ん
会
終
了
後
、
遂
次
ル
ク
ラ
入
り
す
る
こ
と
等
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
打
合
わ
せ
、
何
よ
り
も
大
切
な

こ
と
は
、
①
ク
ン
ガ
隊
長
が
主
席
隊
長
で
あ
る
こ

と
、
②
重
要
な
問
題
は
常
に
話
し
合
う
こ
と
、
③

今
日
か
ら
は
三
国
で
な
く
一
つ
の
隊
で
あ
る
こ
と

を
再
確
認
し
合
っ
た
。
ま
ず
は
順
調
な
ス
ベ
リ
出

し
に
ホ
ッ
ト
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。

翌
日
か
ら
、
湯
浅
ら
は
Ｎ
Ｍ
Ａ
と
の
交
渉
、
隊

員
は
隊
荷
の
輸
送
問
題
を
一
気
に
片
づ
け
る
べ
く

奔
走
し
た
。
さ
ら
に
、
突
発
的
問
題
が
発
生
し

た
。
シ
ャ
モ
ニ
の
ガ
イ
ド
と
ス
ン
ダ
レ
君
を
交
え

た
フ
ラ
ン
ス
隊
問
題
で
あ
る
。
登
山
許
可
は
一
四

日
に
は
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
真
偽
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

グ
ル
ン
博
士
は
、
ポ
カ
レ
ル
Ｎ
Ｍ
Ａ
副
会
長
を
通

じ
て
モ
ハ
シ
ン
観
光
大
臣
、
そ
し
て
ビ
ナ
ヤ
氏
に

連
絡
を
と
る
。
の
昌
印
目
言
種
の
手
に
な
る
も

の
で
、
サ
ガ
ル
マ
タ
国
立
公
園
の
全
体
像
の
実
況

を
テ
レ
ビ
放
映
し
、
そ
の
一
部
（
象
徴
）
と
し
て

サ
ガ
ル
マ
タ
の
頂
上
に
最
低
一
名
の
隊
員
を
送
り

込
み
テ
レ
ビ
放
映
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

周
到
な
説
得
力
を
も
っ
て
、
マ
ヘ
ン
ド
ラ
・
ト
ラ

ス
ト
財
団
事
務
局
長
ミ
シ
ュ
ラ
博
士
と
す
で
に
カ

ト
マ
ン
ズ
に
来
て
い
る
の
畠
の
國
凰
冨
恒
氏
が

観
光
省
に
日
参
し
て
い
る
と
い
う
情
報
を
確
認
。

テ
レ
ビ
生
中
継
の
可
能
性
は
と
も
か
く
、
許
可
が

出
れ
ば
、
そ
れ
で
な
く
て
も
遅
れ
て
い
る
わ
れ
わ

れ
の
計
画
は
、
ヤ
ク
や
ポ
ー
タ
ー
不
足
を
さ
ら
に

悪
化
さ
せ
成
功
は
お
ぼ
つ
か
な
く
な
る
。
徹
夜
で

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
橋
本
名
誉
総
隊
長
に
送
り
外
交

ル
ー
ト
の
解
決
を
お
願
い
す
る
。
日
本
大
使
、
中

国
大
使
に
は
、
あ
わ
た
だ
し
く
、
モ
ハ
シ
ン
大
臣

を
訪
問
し
て
い
た
だ
い
た
。
許
可
そ
の
も
の
は
拒

否
で
き
な
い
。
幸
運
な
こ
と
に
モ
ハ
シ
ン
大
臣
、

グ
ル
ン
博
士
、
そ
し
て
ポ
カ
レ
ル
副
会
長
は
親
友

同
志
、
不
許
可
に
等
し
い
五
月
一
五
日
以
降
の
登

山
活
動
許
可
と
い
う
形
で
決
着
を
し
て
い
た
だ
く

（
し
た
が
っ
て
、
本
年
は
断
念
す
る
こ
と
に
な

り
、
同
計
画
は
八
九
年
春
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
）
。
Ｎ
Ｍ
Ａ
と
の
予
算
問
題
は
、
実
行
委

員
長
グ
ル
ン
博
士
の
も
と
で
シ
ャ
ル
マ
Ｎ
Ｍ
Ａ
事

務
局
長
と
話
し
合
い
一
気
に
解
決
す
る
こ
と
が
で

き
た
（
三
月
一
六
日
）
。

不
眠
不
休
と
い
っ
て
よ
い
毎
日
、
さ
ま
ざ
ま
な

友
情
に
よ
っ
て
困
難
な
問
題
を
克
服
で
き
た
。
だ

が
、
毎
日
の
空
港
通
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
候

不
順
（
ル
ク
ラ
降
雪
）
、
強
風
、
ト
レ
ッ
カ
ー
の

増
加
虹
に
よ
っ
て
隊
員
を
ル
ク
ラ
に
送
る
こ
と
が

で
き
な
い
・
大
河
原
夫
妻
の
努
力
に
よ
っ
て
、
一

八
日
に
は
ル
ク
ラ
全
員
集
結
の
目
安
が
つ
い
た
。

だ
が
、
同
日
全
員
空
港
で
待
機
し
た
も
の
の
、
一

便
だ
け
飛
ん
だ
だ
け
で
後
は
キ
ャ
ン
セ
ル
。
こ
れ

以
上
の
遅
れ
は
致
命
的
で
あ
る
。
た
だ
ち
に
ポ
ヵ

レ
ル
副
会
長
と
共
に
ラ
ナ
将
軍
に
依
頼
し
て
軍
用

ヘ
リ
（
プ
ー
マ
）
を
特
別
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
中
国

隊
員
を
中
心
に
ル
ク
ラ
ヘ
。
一
九
日
、
湯
浅
以
下

全
員
が
特
別
チ
ャ
ー
タ
ー
ヘ
リ
を
利
用
し
て
よ
う

や
く
ル
ク
ラ
ヘ
・
つ
づ
い
て
、
午
後
、
軍
用
ヘ
リ

に
よ
っ
て
ク
ン
ガ
隊
長
、
タ
パ
副
隊
長
ら
ネ
パ
ー

ル
隊
員
が
ル
ク
ラ
に
飛
来
し
て
、
と
も
か
く
三
国

首
脳
陣
が
勢
ぞ
ろ
い
。
た
だ
ち
に
会
談
。
と
り
あ

え
ず
、
明
日
、
日
本
隊
が
出
発
。
二
日
遅
れ
で
中

国
隊
・
ネ
パ
ー
ル
隊
出
発
と
い
う
こ
と
で
合
意
。

旧
時
と
異
な
り
、
ロ
ッ
ジ
ッ
ン
グ
の
た
め
全
員
一
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緒
の
行
動
な
ど
で
き
な
い
・
パ
グ
デ
ィ
ン
ニ

泊
）
、
ナ
ム
チ
ェ
（
二
泊
）
、
タ
ン
ポ
チ
ェ
（
二
泊
）
、

ペ
リ
チ
ェ
（
二
泊
）
、
ロ
ブ
ジ
ェ
（
二
泊
）
、
ゴ
ラ
ク

シ
ェ
ッ
プ
を
通
過
し
て
Ｂ
Ｃ
に
三
月
三
○
日
到
着

と
い
う
行
動
予
定
。
ル
ク
ラ
か
ら
九
日
間
の
日
程

で
あ
る
。

最
大
の
問
題
点
は
、
個
人
装
備
を
含
め
て
、
隊

荷
の
三
分
の
一
が
カ
ト
マ
ン
ズ
、
ル
ク
ラ
、
ナ
ム

チ
ェ
に
滞
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
も
信
頼
で

き
る
ラ
ク
パ
・
テ
ン
ジ
ン
が
ル
ク
ラ
に
は
り
つ
い

て
（
登
肇
隊
員
で
あ
る
彼
が
ク
マ
ー
ル
カ
ド
ガ
殿

下
と
Ｂ
Ｃ
入
り
し
た
の
が
、
実
に
登
山
の
終
り
に

近
い
四
月
二
四
日
、
最
終
隊
荷
は
四
月
一
七
日
で

あ
っ
た
）
の
輸
送
計
画
を
信
頼
す
る
以
外
に
は
な

い
０
．

も
う
ひ
と
つ
の
難
問
は
個
人
装
備
の
支
給
に
関

し
て
で
あ
る
。
王
隊
長
と
中
国
報
道
隊
員
か
ら
の

ク
レ
ー
ム
は
い
く
ら
説
明
し
て
も
登
山
中
期
ま

で
、
理
屈
と
し
て
は
了
解
し
て
い
て
も
感
情
面
で

は
納
得
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
は
順
調
に
、
し
か
も
笑
い
の
絶
え

な
い
楽
し
い
毎
日
で
あ
っ
た
。
Ｔ
Ｖ
隊
も
報
道
隊

も
何
の
区
別
も
な
く
一
つ
の
隊
と
な
り
、
本
隊
は

予
定
通
り
三
月
三
○
日
苦
労
の
連
続
の
磯
野
登
華

隊
長
に
出
迎
え
ら
れ
Ｂ
Ｃ
入
り
を
し
た
。
ひ
と
り

の
落
ち
こ
ぼ
れ
も
な
く
、
ほ
ぼ
全
員
Ｂ
Ｃ
以
上
の

行
動
が
約
束
さ
れ
る
体
調
と
ス
ピ
ー
ド
で
Ｂ
Ｃ
入

り
し
た
こ
と
は
快
事
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
・
水
越
ド
ク
タ
ー
の
地
元
住
民
へ
の
サ
ー
ビ

ス
、
Ｔ
Ｖ
隊
、
報
道
隊
の
明
る
い
山
好
き
の
人
柄

も
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
。
ネ
ア
カ
に
徹
す
る
こ

と
／
こ
ん
な
子
供
じ
み
た
こ
と
を
み
ん
な
が
守

職

識
:; ;, 二 LL､癖二1 ニニ

魂E目: :目 :2ｺ職:鱈蕊ｼ目:
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蕊
蕊

詮
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蕊母
鈴

齢

蕊

南隊ABC

ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
は
安
定
し
て
い
る
。
一
五
年

前
の
ス
ケ
ー
ル
の
三
分
の
二
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
二
六
日
に
Ｂ
Ｃ
入
り
し
た
先
発
隊
員
の

う
ち
、
ア
ン
リ
タ
、
ア
ン
カ
ル
マ
を
中
心
と
し
た

ネ
パ
ー
ル
隊
員
と
共
に
、
磯
野
が
二
九
日
、
三
○

日
の
二
日
間
の
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
偵
察
、
大
宮
、

高
野
が
三
○
日
の
ル
ー
ト
偵
察
一
日
を
消
化
し
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
か
ら

全
隊
員
の
登
山
活
動
が
同
時
に
始
ま
る
と
い
っ
て

よ
い
。
明
日
（
三
一
日
）
、
明
後
日
（
四
月
一
日
）

を
Ｂ
Ｃ
建
設
に
あ
て
、
四
月
二
日
か
ら
登
山
活
動

を
開
始
す
る
こ
と
に
し
た
。
ク
ン
ガ
隊
長
、
王
隊

っ
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
。

途
中
、
二
○
日
に
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使

と
の
出
会
い
、
ナ
ム
チ
ェ
か
ら
は
先
発
隊
と
の
交

信
開
始
、
タ
ン
ボ
チ
ェ
で
の
北
側
と
の
初
交
信
の

感
激
、
そ
し
て
ロ
ブ
ジ
ェ
で
は
北
Ｂ
Ｃ
入
り
を
果

し
た
橋
本
名
誉
総
隊
長
と
の
涙
の
交
信
、
す
べ
て

が
忘
れ
ら
れ
な
い
想
い
出
で
あ
る
。
悲
し
い
出
来

事
も
あ
っ
た
。
わ
れ
ら
の
サ
ー
ダ
ー
、
ペ
ン
バ
・

ノ
ル
ブ
が
ロ
ブ
ジ
ェ
で
父
親
の
計
報
に
接
し
て
リ

タ
イ
ア
。Ｂ

Ｃ
よ
り
Ａ
Ｂ
Ｃ
建
設
ま
で
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長
の
到
着
を
待
っ
て
か
ら
行
動
し
た
方
が
よ
い
、

と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
忽
滑
谷
ド
ク
タ
ー
と

共
に
ロ
ブ
ジ
ェ
に
待
機
し
て
も
ら
っ
た
森
本
か

ら
、
「
日
本
隊
だ
け
で
行
動
す
る
の
は
よ
い
が
、

ネ
パ
ー
ル
隊
員
の
行
動
は
ま
か
り
な
ら
ぬ
」
と
い

う
ク
ン
ガ
隊
長
の
意
見
が
送
信
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
か
な
り
感
情
的
な
よ
う
だ
。

翌
三
一
日
、
植
木
、
三
輪
隊
員
の
作
っ
た
苦
心

の
歓
迎
ア
ー
チ
を
く
ぐ
っ
て
、
上
機
嫌
の
ク
ン

ガ
、
王
両
隊
長
を
筆
頭
に
し
た
総
勢
が
夕
刻
Ｂ
Ｃ

に
到
着
。
早
速
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
。
四
月
一
日
は
、

特
に
中
国
隊
員
を
中
心
と
し
た
装
備
と
点
検
を
技

術
交
流
。
行
動
は
四
月
二
日
か
ら
と
い
う
こ
と
に

し
、
夜
は
歓
迎
パ
ー
テ
ィ
で
に
ぎ
わ
う
。
北
側
と

の
交
歓
、
い
よ
い
よ
南
側
も
登
山
活
動
開
始
だ
。

行
動
指
針
は
、
日
本
隊
は
、
磯
野
、
山
本
、
大

宮
、
織
田
、
鈴
木
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
五
チ
ー

ム
、
中
国
隊
は
、
Ａ
チ
ー
ム
Ｉ
Ｄ
チ
ー
ム
の
四
チ

ー
ム
。
ネ
パ
ー
ル
隊
は
、
一
言
で
い
え
ば
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
に
チ
ー
ム
を
構
成
し
た
い
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
登
筆
隊
員
ラ
ク
パ
テ
ン
ジ
ン

は
ナ
ム
チ
ェ
の
輸
送
担
当
、
同
様
に
準
登
華
隊
員

パ
サ
ン
も
Ｂ
Ｃ
サ
ー
ダ
ー
と
し
て
専
従
さ
せ
る
と

い
う
よ
う
に
種
々
の
問
題
に
す
べ
て
対
応
す
る
の

だ
か
ら
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
対
応
す
る
以
外
に
は

な
い
・
特
定
チ
ー
ム
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
む

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
隊
も
、
荷

上
げ
は
高
所
協
力
員
が
す
べ
き
だ
、
と
り
わ
け
、

ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
の
荷
上
げ
は
絶
対
に
し
な
い
、

と
い
う
哲
学
を
一
歩
も
譲
ら
な
い
・

彼
ら
の
よ
り
高
く
登
高
し
よ
う
と
い
う
意
識
を

隊
全
体
の
行
動
に
ど
う
生
か
す
か
だ
。
ネ
パ
ー
ル

隊
も
同
様
、
荷
上
げ
担
当
は
ネ
パ
ー
ル
隊
の
主
要

任
務
だ
と
い
う
自
負
心
を
十
分
に
機
能
さ
せ
る
こ

と
だ
。
激
論
し
て
、
す
べ
て
平
等
だ
／
，
と
い
う

結
論
を
導
き
出
す
時
間
的
余
裕
も
な
い
。
そ
れ
ぞ

れ
が
有
す
る
得
意
の
力
を
組
み
合
わ
せ
て
五
月
五

日
に
き
ち
ん
と
対
応
す
る
こ
と
だ
け
が
重
要
だ
。

四
月
二
日
、
Ｃ
１
に
向
け
て
行
動
開
始
。
大
宮

を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
五
人
、
ピ
ン
ゾ
ー
ら
三
人
の

中
国
隊
、
ナ
ラ
ャ
ン
ら
三
人
の
ネ
パ
ー
ル
隊
、
さ

ら
に
一
○
人
の
シ
ェ
ル
パ
に
よ
っ
て
、
一
気
に
Ｃ

１
ま
で
の
荷
上
げ
に
堪
え
得
る
ル
ー
ト
を
完
成
。

四
月
三
日
、
橋
本
龍
太
郎
名
誉
総
隊
長
を
迎
え
て

Ｂ
Ｃ
開
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
超
多
忙
の
中

を
北
側
Ｂ
Ｃ
訪
問
を
済
ま
せ
、
中
国
道
路
を
越
え

て
、
カ
ト
マ
ン
ズ
か
ら
一
気
に
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で

Ｂ
Ｃ
へ
直
行
さ
れ
た
。
三
国
隊
員
、
特
に
ク
ン
ガ

隊
長
ら
の
感
謝
の
念
は
、
南
側
の
志
気
を
一
気
に

高
め
て
く
れ
た
。

こ
の
期
間
は
な
に
よ
り
も
高
所
順
応
に
専
念
。

ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
・
ポ
ー
タ
ー
一
○
人
’
一
九
人

の
連
日
の
荷
上
げ
。
四
月
四
日
、
早
く
も
Ｃ
１

（
六
一
○
○
勝
）
を
設
営
し
、
日
本
・
磯
野
ら
二

名
、
中
国
・
ピ
ン
ゾ
ー
ら
三
名
、
そ
し
て
ネ
パ
ー

ル
・
ア
ン
カ
ル
マ
ら
三
名
が
Ｃ
１
入
り
。
ア
イ
ス

フ
ォ
ー
ル
ポ
ー
タ
ー
、
高
所
協
力
要
員
（
シ
ェ
ル

パ
）
の
力
絶
大
で
あ
る
。
こ
の
日
、
ネ
パ
ー
ル
側

副
総
隊
長
グ
ル
ン
博
士
Ｂ
Ｃ
来
訪
。
四
月
五
日
、

橋
本
名
誉
総
隊
長
迎
え
の
ヘ
リ
が
Ｂ
Ｃ
に
飛
来
。

離
陸
直
前
、
水
腰
ド
ク
タ
ー
の
注
意
で
オ
イ
ル
パ

イ
プ
の
損
傷
を
発
見
。
大
変
な
事
態
に
な
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
い
ま
考
え
て
も
ゾ
ッ
と
す
る
。
ヘ

リ
を
Ｂ
Ｃ
氷
河
上
に
固
定
、
公
務
予
定
の
変
更
で

き
な
い
先
生
に
二
日
行
程
の
ペ
リ
チ
ェ
ま
で
グ
ル

ン
博
士
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
ニ
名
と
共
に
、
一
気
に
一

日
で
下
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。
鈴
木
、
高

村
、
忽
滑
谷
ド
ク
タ
ー
、
サ
ン
ブ
ー
登
肇
隊
長
ほ

か
三
名
の
シ
ェ
ル
パ
が
同
行
。
夜
七
時
ペ
リ
チ
ェ

に
無
事
到
着
さ
れ
て
ホ
ッ
と
し
た
。

日
本
隊
員
七
名
の
み
行
動
。
磯
野
、
高
野
Ｃ
２

予
定
地
（
六
七
○
○
卿
）
ま
で
ト
レ
ー
ス
。
六
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中・日・ネ三国友好登山隊

日
、
磯
野
ら
Ｃ
２
予
定
地
往
復
、
大
宮
パ
ー
テ
ィ

Ｃ
１
入
り
、
北
村
パ
ー
テ
ィ
Ｃ
１
往
復
。
七
日
、

大
宮
パ
ー
テ
ィ
Ｃ
２
往
復
後
、
中
国
隊
Ａ
チ
ー
ム

（
リ
ン
ッ
ェ
ン
・
ピ
ン
ゾ
ー
、
シ
ャ
オ
チ
ミ
、
揚

久
揮
）
Ｃ
１
入
り
、
ネ
パ
ー
ル
隊
ナ
ラ
ャ
ン
ら
三

名
Ｃ
２
予
定
地
往
復
、
Ｃ
１
へ
の
荷
上
げ
に
一
五

人
の
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
ポ
ー
タ
ー
（
Ｉ
Ｐ
と
略
称
）

を
投
入
。
次
第
に
チ
ー
ム
全
体
の
ペ
ー
ス
が
上

る
。
四
月
八
日
、
大
宮
チ
ー
ム
・
織
田
チ
ー
ム
Ｃ

２
予
定
地
へ
の
荷
上
げ
開
始
。
中
国
隊
に
も
荷
上

げ
を
す
る
よ
う
説
得
。
ハ
ク
パ
ギ
ャ
ル
ブ
ほ
か
二

○
名
の
Ｉ
Ｐ
を
投
入
し
て
Ｃ
１
へ
の
荷
上
げ
完
了

を
急
ぐ
。
中
国
隊
Ｂ
チ
ー
ム
（
ダ
ン
ッ
ェ
ン
・
ド

ル
ジ
ェ
ら
三
名
）
Ｃ
１
往
復
。

四
月
九
日
、
山
本
チ
ー
ム
Ｃ
１
入
り
、
日
中
ネ

一
○
人
で
Ｃ
２
へ
荷
上
げ
。
中
国
隊
Ｃ
チ
ー
ム

（
王
勇
峰
ら
三
名
）
Ｃ
１
往
復
。
Ｉ
Ｐ
一
八
名
Ｃ

１
へ
荷
上
げ
。
Ｂ
Ｃ
入
り
か
ら
の
好
天
続
き
で
計

錘蕊灘

蕊識蕗
織: : ‘:1

譲舞
謬二穂潅. L

舞誤噂
蕊艤識

蘇溌講鑛苧

癖

アイスフォールの登り

画
の
遅
れ
を
回
復
し
つ
つ
あ
る
が
、
悪
天
へ
の
兆

し
。
気
温
が
上
昇
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（
午
前

六
時
マ
イ
ナ
ス
八
度
）
。
四
月
一
○
日
、
Ｂ
Ｃ
は

春
を
告
げ
る
大
雪
。
サ
ン
ブ
ー
登
肇
隊
長
ら
五
名

が
Ｃ
１
入
り
、
山
本
チ
ー
ム
が
Ｃ
２
ま
で
の
ル
ー

ト
工
作
以
外
は
完
全
休
養
日
と
な
る
。

こ
の
日
、
待
望
の
医
療
器
具
到
着
。
読
売
の
大

型
無
線
機
も
到
着
、
こ
れ
で
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
送
信

も
可
能
と
な
る
。
湯
浅
の
頭
痛
の
種
が
一
つ
な
く

な
る
。
読
売
さ
ん
も
ド
ク
タ
ー
陣
も
よ
く
堪
え
て

下
さ
っ
た
と
感
謝
。
早
速
、
眼
底
出
血
の
検
査
、

先
発
隊
の
若
手
隊
員
ほ
ぼ
全
員
と
本
隊
で
は
中
世

古
隊
員
が
症
状
を
発
見
さ
れ
る
。
一
寸
シ
ョ
ッ

ヶ
／
○

四
月
二
日
、
ピ
ン
ゾ
ー
登
華
隊
長
ら
中
国

隊
、
山
本
チ
ー
ム
、
ア
ン
リ
タ
チ
ー
ム
に
よ
っ
て

待
望
の
Ｃ
２
が
建
設
さ
れ
、
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
隊

そ
の
ま
ま
Ｃ
２
滞
在
。
テ
ン
ト
三
張
り
が
設
営
さ

れ
、
約
四
○
○
千
吟
ラ
の
隊
荷
が
集
積
さ
れ
た
。
こ

の
日
、
は
じ
め
て
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
の
崩
壊
が
み

ら
れ
た
。
雪
温
が
上
昇
し
は
じ
め
た
。
Ｃ
１
〈

は
、
ネ
パ
ー
ル
隊
員
、
Ｉ
Ｐ
ら
計
二
五
名
に
よ
っ

て
大
量
の
荷
上
げ
が
敢
行
さ
れ
た
。
計
画
は
順
調

に
進
行
。
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四
月
一
二
日
、
い
よ
い
よ
サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
向
っ

て
行
動
開
始
。
磯
野
チ
ー
ム
が
Ｃ
２
入
り
。
中

国
・
ネ
パ
ー
ル
隊
に
よ
っ
て
ロ
ー
ッ
ェ
フ
ェ
ー

ス
・
ル
ー
ト
エ
作
開
始
。
三
隊
そ
ろ
っ
て
Ａ
Ｂ
Ｃ

滞
在
。
一
三
日
、
磯
野
チ
ー
ム
ら
ロ
ー
ッ
ェ
フ
ェ

ー
ス
の
ル
ー
ト
エ
作
に
加
わ
り
七
二
○
○
腕
近
く

ま
で
迫
る
。
ロ
ー
ッ
ェ
フ
ェ
ー
ス
は
例
年
よ
り
雪

が
少
な
く
テ
ン
ト
設
営
地
点
の
選
択
に
難
渋
。
荷

上
げ
も
そ
の
分
だ
け
負
担
が
か
か
り
そ
う
だ
。
よ

う
や
く
日
本
隊
も
全
員
高
所
順
応
完
了
と
い
う
と

こ
ろ
。
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
往
復
を
拒
絶
す
る
中
国

隊
で
は
、
漢
民
族
の
隊
員
の
順
応
不
全
が
目
立

つ
。
一
四
日
、
磯
野
、
高
野
、
態
崎
の
日
本
隊
だ

け
で
強
風
の
中
を
ル
ー
ト
エ
作
。
Ｂ
Ｃ
は
雪
。
一

五
日
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
朝
か
ら
雪
。
マ
イ
ナ
ス
二
○
度
。

八
時
半
、
王
勇
峰
ら
六
人
、
ア
ン
カ
ル
マ
ら
五
人

の
中
ネ
隊
出
発
。
天
候
悪
く
、
途
中
で
帰
幕
。
一

六
日
、
一
七
日
、
一
八
日
、
天
候
悪
く
、
行
動
の

能
率
が
上
ら
な
い
。
ア
ン
カ
ル
マ
か
ら
直
接
私
に

Ｃ
３
位
置
が
若
干
低
い
が
そ
れ
で
よ
い
か
、
と
の

意
見
を
求
め
て
き
た
。
Ｏ
Ｋ
を
出
す
。

一
九
日
、
明
日
か
ら
は
好
天
の
予
報
。
い
よ
い

サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ

よ
、
ロ
ー
ッ
ェ
フ
ェ
ー
ス
の
Ｃ
３
建
設
の
日
で
あ

る
。
山
本
ら
日
本
隊
四
名
、
シ
ェ
ル
パ
九
名
の
サ

ポ
ー
ト
を
受
け
て
、
ピ
ン
ゾ
ー
ら
中
国
隊
三
名
、

ア
ン
カ
ル
マ
ら
ネ
パ
ー
ル
隊
三
名
が
午
後
二
時
七

三
五
○
脚
地
点
に
Ｃ
３
を
建
設
。
六
人
用
テ
ン
ト

ニ
張
り
を
設
営
し
て
明
日
か
ら
サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
の

ル
ー
ト
エ
作
で
あ
る
。
北
隊
は
、
今
日
か
ら
登
頂

態
勢
前
の
休
養
に
入
る
と
の
こ
と
、
若
干
焦
り
を

感
じ
る
。
水
越
ド
ク
タ
ー
、
中
世
古
、
Ｔ
Ｖ
班
は

カ
ラ
パ
タ
ー
ル
ヘ
・
四
月
二
○
日
、
Ｂ
Ｃ
は
比
較

的
好
天
。
上
部
は
強
風
と
雪
の
た
め
サ
ウ
ス
コ
ル

ヘ
の
ル
ー
ト
工
作
不
能
、
そ
の
ま
ま
停
滞
。
酒
井

チ
ー
ム
Ａ
Ｂ
Ｃ
入
り
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
は
強
風
の
た

め
、
テ
ン
ト
が
飛
ぶ
。
通
信
用
ポ
ー
ル
も
折
損
。

水
腰
ド
ク
タ
ー
ら
一
○
時
過
ぎ
、
カ
ラ
パ
タ
ー
ル

よ
り
帰
る
。
元
気
だ
が
、
疲
れ
た
疲
れ
た
を
連

発
。
で
も
上
機
嫌
。
午
後
八
時
頃
、
疲
れ
て
い
る

の
で
お
先
に
寝
ま
す
と
い
っ
て
帰
幕
。

四
月
一
二
日
（
晴
）
、
想
像
も
し
な
か
っ
た
痛

恨
事
、
水
腰
ド
ク
タ
ー
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
い
つ

も
隊
長
テ
ン
ト
で
早
朝
コ
ー
ヒ
ー
タ
イ
ム
を
過
さ

れ
る
先
生
が
顔
を
み
せ
な
い
・
午
前
一
○
時
、
す

で
に
先
生
は
他
界
さ
れ
て
い
た
。
鈴
木
ド
ク
タ

ー
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
隊
も
含
む
Ｂ
Ｃ
の
す
べ
て

の
医
療
関
係
者
の
一
時
間
余
に
わ
た
る
懸
命
の
蘇

生
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
：
．
．
：
。
折
し
も
、
北

側
Ｂ
Ｃ
の
今
西
総
隊
長
、
大
塚
副
総
隊
長
に
報

告
。
下
山
の
相
談
を
す
る
。
両
隊
長
か
ら
Ｂ
Ｃ
を

離
れ
な
い
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。
水
腰
さ
ん
と
最

も
親
し
い
酒
井
に
高
村
と
共
に
Ｂ
Ｃ
に
帰
る
よ
う

依
頼
。
日
本
式
の
お
通
夜
で
全
隊
員
先
生
と
お
別

れ
を
し
た
。
中
国
隊
、
ネ
パ
ー
ル
隊
も
全
員
参
加

し
て
下
さ
っ
た
。
ク
ン
ガ
隊
長
、
王
隊
長
と
協
議

の
結
果
、
湯
浅
は
カ
ト
マ
ン
ズ
に
遺
体
に
付
添
っ

て
行
く
こ
と
に
決
定
。
タ
ン
ポ
チ
ェ
か
ら
軍
隊
の

ヘ
リ
で
運
ぶ
こ
と
を
了
承
し
て
も
ら
っ
た
．
隊
長

代
理
は
山
本
に
依
頼
。

全
隊
員
四
月
二
二
日
よ
り
本
格
的
な
上
部
荷
上

げ
と
サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
の
ル
ー
ト
エ
作
開
始
。
相
変

わ
ら
ず
の
好
天
を
利
し
て
一
気
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
日
本
隊
も
、
ほ
と
ん
ど
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
集
結

し
Ｃ
３
へ
の
荷
上
げ
に
従
事
す
る
。
ペ
リ
チ
ェ
よ

り
隊
長
交
信
。
二
三
日
、
日
本
、
ネ
パ
ー
ル
各
八

名
ず
つ
で
Ｃ
３
へ
荷
上
げ
。
ル
ー
ト
工
作
隊
は
二

○
ピ
ッ
チ
を
延
ば
し
て
ピ
ス
ト
ル
岩
を
ぬ
け
る
。

ピ
ン
ゾ
ー
、
シ
ャ
オ
チ
ミ
、
ア
ン
リ
タ
が
強
風
の

中
三
時
一
五
分
サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
・
隊
長
タ
ン
ボ
チ

ェ
よ
り
交
信
。
二
四
日
、
大
宮
パ
ー
テ
ィ
Ｃ
３
入
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り
、
渡
辺
パ
ー
テ
ィ
Ｃ
３
へ
の
荷
上
げ
に
従
事
。

湯
浅
午
前
八
時
三
○
分
タ
ン
ボ
チ
ェ
よ
り
ヘ
リ
で

カ
ト
マ
ン
ズ
ヘ
・
有
地
大
使
、
丸
尾
氏
、
大
河
原

氏
に
附
き
そ
わ
れ
、
病
院
へ
解
剖
願
い
と
遺
体
を

収
容
。
浜
口
欣
一
ド
ク
タ
ー
、
柳
沢
昭
夫
両
氏
に

付
き
添
わ
れ
た
水
腰
夫
人
、
令
息
を
空
港
で
出
迎

え
病
院
へ
直
行
。
水
腰
先
生
の
御
遺
体
に
対
面
さ

れ
た
後
、
ホ
テ
ル
へ
帰
っ
て
、
お
詫
び
と
状
況
説

明
。
浜
口
ド
ク
タ
ー
に
よ
る
解
剖
の
結
果
、
死
因

は
く
も
膜
下
出
血
に
よ
る
も
の
と
判
明
し
た
。

二
五
日
、
織
田
パ
ー
テ
ィ
、
ネ
パ
ー
ル
隊
員
五

名
、
中
国
隊
員
三
名
と
共
に
Ｃ
３
へ
荷
上
げ
。
鈴

木
、
北
村
Ｃ
３
入
り
。
大
宮
パ
ー
テ
ィ
は
、
佐

藤
、
加
藤
の
み
サ
ウ
ス
コ
ル
到
達
、
日
本
隊
と
し

て
初
の
サ
ウ
ス
コ
ル
到
着
。
湯
浅
は
早
朝
ペ
リ
チ

ェ
ま
で
ヘ
リ
で
引
き
返
す
。
ペ
リ
チ
ェ
よ
り
Ｂ
Ｃ

と
交
信
。
二
六
日
、
鈴
木
、
北
村
パ
ー
テ
ィ
烈
風

の
中
を
サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
・
山
本
パ
ー
テ
ィ
、
ネ
パ

ー
ル
隊
員
五
名
と
共
に
Ｑ
荷
上
げ
を
兼
ね
て
Ｃ
３

入
り
。
湯
浅
ロ
ブ
ジ
ェ
よ
り
交
信
。

二
七
日
、
サ
ウ
ス
コ
ル
に
待
望
の
テ
ン
ト
が
設

営
さ
れ
た
。
い
よ
い
よ
サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
の
大
量
荷

上
げ
態
勢
作
り
と
最
終
キ
ャ
ン
プ
（
八
五
○
○
燭
）

設
営
へ
向
け
て
、
登
山
隊
の
フ
ァ
イ
ナ
ル
ス
テ
ー

ジ
を
迎
え
た
。
山
本
パ
ー
テ
ィ
、
サ
ウ
ス
コ
ル
手

前
ま
で
荷
上
げ
。
中
国
隊
の
荷
上
げ
の
途
中
デ
ポ

が
目
立
つ
。
い
い
加
減
な
中
国
隊
員
に
よ
る
デ
ポ

方
式
の
た
め
に
、
日
本
隊
員
の
目
の
前
を
Ｑ
ボ
ン

ベ
が
三
本
も
火
を
吹
い
て
落
下
し
て
い
く
。
Ｂ
Ｃ

に
帰
着
し
た
湯
浅
は
、
中
国
・
ネ
パ
ー
ル
両
隊
長

に
御
礼
と
お
詫
び
と
、
そ
し
て
デ
ポ
の
仕
方
に
つ

い
て
の
お
願
い
を
王
隊
長
に
す
る
。
ニ
マ
テ
ン
バ

の
も
と
、
Ｃ
２
か
ら
の
サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
の
ダ
イ
レ

ク
ト
輸
送
の
開
始
に
感
謝
。

四
月
二
八
日
、
明
日
登
頂
隊
員
同
時
発
表
と
い

う
要
請
が
橋
本
北
側
隊
長
か
ら
何
度
も
な
さ
れ

る
。
こ
の
時
点
で
の
隊
員
決
定
は
苦
し
い
・
縦
走

隊
員
の
完
全
な
資
格
は
？
と
問
わ
れ
れ
ば
、
い

ま
の
と
こ
ろ
南
側
全
隊
員
の
な
か
で
も
、
ア
ン
プ

ル
バ
一
人
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
苦
労
を
し

つ
づ
け
て
い
る
ア
ン
カ
ル
マ
が
こ
れ
に
準
ず
る
。

日
本
隊
員
で
サ
ウ
ス
コ
ル
に
完
全
な
形
で
到
達
し

て
い
る
の
は
、
北
村
、
鈴
木
、
加
藤
、
佐
藤
の
四

名
。
も
う
一
週
間
も
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
隊
員

も
ぐ
ん
ぐ
ん
と
伸
び
て
く
る
。
申
し
訳
な
さ
で
一

杯
で
あ
る
。
サ
ン
ブ
ー
タ
マ
ン
か
ら
み
た
日
本
隊

員
へ
の
評
価
も
一
致
。
磯
野
、
山
本
と
個
別
的
に

相
談
、
水
腰
ド
ク
タ
ー
が
い
て
く
だ
さ
っ
た
ら
と

思
う
こ
と
し
き
り
。
縦
走
隊
員
は
、
北
村
、
鈴
木

の
い
ず
れ
か
。
二
人
で
話
し
合
っ
て
み
ろ
、
と
い

っ
て
そ
の
回
答
待
ち
に
し
た
。
最
終
キ
ャ
ン
プ
か

ら
各
国
二
名
、
サ
ウ
ス
コ
ル
か
ら
各
国
二
名
総
計

一
二
名
の
登
頂
計
画
が
可
能
か
ど
う
か
。
こ
の
日

も
烈
風
の
中
、
織
田
、
大
貫
、
井
本
ら
は
サ
ウ
ス

コ
ル
ヘ
懸
命
の
荷
上
げ
を
完
了
。

四
月
二
九
日
、
あ
わ
た
だ
し
い
一
日
が
始
ま
っ

た
。
日
本
側
リ
ー
ダ
ー
会
議
で
隊
長
原
案
が
了

承
。
つ
づ
い
て
全
体
会
議
を
開
催
。
縦
走
登
頂

者
・
北
村
、
Ｃ
５
出
発
の
サ
ポ
ー
ト
・
磯
野
、
サ

ウ
ス
コ
ル
よ
り
の
サ
ポ
ー
ト
鈴
木
、
加
藤
と
発
表

し
た
。
隊
員
全
体
の
賛
成
を
得
て
、
三
国
隊
長
会

議
に
の
ぞ
ん
だ
。
最
終
的
に
は
サ
ウ
ス
コ
ル
到
達

時
に
決
定
す
る
と
い
う
の
が
ク
ン
ガ
隊
長
の
意

見
。
中
国
隊
は
、
ダ
ッ
ェ
リ
ン
（
縦
走
）
、
ピ
ン

ゾ
ー
、
シ
ャ
オ
チ
ミ
、
ベ
ン
バ
ザ
シ
に
内
定
。
ネ

パ
ー
ル
隊
は
、
ア
ン
ブ
ル
バ
、
ス
ン
ダ
レ
、
ア
ン

リ
タ
ま
た
は
ア
ン
カ
ル
マ
そ
し
て
軍
隊
代
表
ト
ッ

プ
・
バ
ハ
ド
ゥ
ー
ル
と
い
う
こ
と
だ
。

四
月
三
○
日
、
Ｔ
Ｖ
の
要
請
か
ら
Ｂ
Ｃ
出
発
を

七
時
、
日
本
隊
、
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
隊
と
順
次
出

交
差
縦
走
に
向
け
て

57



発
。
酔
っ
て
い
る
ス
ン
ダ
レ
を
サ
ン
ブ
ー
と
パ
サ

ン
が
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
し
て
ア
イ
ス
フ
ォ
ー

ル
ま
で
連
れ
て
い
く
姿
に
全
員
爆
笑
。
Ｃ
１
直
下

で
Ｔ
Ｖ
隊
の
長
々
と
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け

た
こ
と
に
、
磯
野
・
Ｔ
Ｖ
隊
は
隊
長
に
一
喝
さ
れ

る
と
い
う
一
場
面
も
あ
っ
た
。

五
月
一
日
、
磯
野
ら
Ａ
Ｂ
Ｃ
入
り
。
サ
ウ
ス
コ

ル
サ
ポ
ー
ト
隊
Ｂ
Ｃ
出
発
。
鈴
木
に
は
、
サ
ウ
ス

コ
ル
出
発
は
午
前
一
時
、
遅
く
と
も
三
時
、
Ｑ
は

早
朝
は
思
い
切
っ
て
毎
分
３
脇
を
基
準
に
し
て
行

動
せ
よ
、
と
子
供
じ
み
た
注
意
を
与
え
て
見
送
っ

た
。
何
故
か
胸
が
し
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
思

い
。
こ
の
日
ネ
パ
ー
ル
隊
は
、
高
所
協
力
要
員
一

○
名
が
Ｃ
２
か
ら
Ｃ
４
へ
と
荷
上
げ
、
Ｃ
３
か
ら

は
ネ
パ
ー
ル
隊
員
が
Ｃ
４
へ
荷
上
げ
。
Ｑ
二
四

本
、
テ
ン
ト
三
張
り
ほ
か
の
荷
上
げ
と
ア
イ
ス
フ

ォ
ー
ル
・
ポ
ー
タ
ー
二
名
が
サ
ウ
ス
コ
ル
に
到
達

し
た
こ
と
を
誇
り
を
も
っ
て
伝
え
た
い
、
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
酒
井
ら
日
本
隊
四
名
Ｃ
２
よ
り
Ｃ

３
へ
荷
上
げ
。
こ
れ
で
、
と
に
か
く
最
終
キ
ャ
ン

プ
設
営
と
交
差
縦
走
の
目
処
が
立
っ
た
。
日
本
隊

員
全
員
が
南
側
荷
上
げ
の
中
心
的
な
存
在
に
な
っ

た
こ
と
も
心
強
い
・

五
月
二
日
、
磯
野
、
北
村
、
青
田
（
Ｔ
Ｖ
）
ら

日
本
隊
Ｃ
３
入
り
。
中
国
隊
・
ネ
パ
ー
ル
隊
も
全

員
Ｃ
３
入
り
。
こ
の
日
、
ナ
ラ
ヤ
ン
ら
ネ
パ
ー
ル

隊
員
・
高
所
協
力
要
員
六
名
に
よ
っ
て
、
八
五
○

○
牌
最
終
キ
ャ
ン
プ
（
実
は
八
三
五
○
勝
で
あ
っ

た
）
に
Ｑ
一
○
本
、
テ
ン
ト
ニ
張
り
、
食
料
一
五

癖
一
ふ
を
荷
上
げ
。
テ
ン
ト
一
張
り
は
設
営
さ
れ
た

が
、
テ
ン
ト
一
張
り
と
Ｑ
一
本
は
キ
ャ
ン
プ
下
一

○
○
慨
地
点
に
デ
ポ
。
明
日
中
あ
る
い
は
最
終
キ

ャ
ン
プ
入
り
す
る
隊
員
に
よ
っ
て
完
全
な
登
頂
態

勢
が
で
き
る
見
通
し
が
つ
い
た
。
鈴
木
、
加
藤
は

二
時
間
で
Ｃ
２
入
り
。
高
村
ら
日
本
隊
三
名
昨
日

に
つ
づ
い
て
Ｑ
六
本
Ｃ
３
へ
荷
上
げ
。
後
は
、
五

月
五
日
に
向
け
て
後
三
日
、
ひ
た
す
ら
頂
き
を
目

指
す
チ
ー
ム
と
し
て
の
コ
ン
セ
ン
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

を
作
り
出
す
こ
と
だ
。

五
月
三
日
、
最
終
キ
ャ
ン
プ
入
り
を
目
前
に
控

え
、
北
も
南
も
ビ
ー
ン
と
し
た
空
気
が
は
り
つ
め

て
い
る
。
午
後
か
ら
天
候
悪
化
の
予
報
で
あ
っ
た

が
、
早
朝
か
ら
上
部
は
ブ
リ
ザ
ー
ド
に
さ
ら
さ
れ

て
い
た
。
磯
野
は
、
「
し
ば
ら
く
待
機
」
の
コ
ー

ル
を
送
っ
て
き
た
。
し
ば
ら
く
し
て
「
本
日
の
行

動
は
無
理
、
鈴
木
、
加
藤
の
Ｃ
３
入
り
を
止
め
て

欲
し
い
」
と
の
コ
ー
ル
。
「
鈴
木
、
加
藤
は
予
定

通
り
Ｃ
２
を
す
で
に
出
発
し
て
、
も
う
す
ぐ
Ｃ
３

入
り
を
す
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
今
日
ど
ん
な
こ
と

を
し
て
も
Ｃ
４
入
り
す
る
、
と
い
う
前
提
で
問
題

を
考
え
て
欲
し
い
。
勿
論
、
そ
れ
ら
の
決
定
は
君

に
委
ね
て
あ
る
し
、
君
以
外
に
判
断
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
い
ま
、
王
隊
長
・
ク
ン
ガ
隊
長
と
相

談
し
て
君
だ
け
は
Ｃ
４
ま
で
Ｑ
を
使
用
す
る
、
と

い
う
了
解
も
得
て
き
た
。
五
月
五
日
が
タ
ー
ゲ
ッ

ト
、
こ
の
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
欲
し
い
。
そ

れ
に
は
今
日
は
、
も
っ
と
天
候
が
悪
化
す
る
前
ｑ

を
使
用
し
て
も
Ｃ
４
入
り
を
敢
行
し
て
く
れ
」
と

コ
ー
ル
バ
ッ
ク
し
た
。
中
国
隊
も
ネ
パ
ー
ル
隊
も

行
動
の
気
配
は
全
く
な
い
と
い
う
。
「
も
し
今
日

Ｃ
４
入
り
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
明
日
は
北
村
、

鈴
木
の
コ
ン
ビ
と
い
う
よ
う
に
計
画
を
変
更
し

て
、
一
気
に
最
終
キ
ャ
ン
プ
入
り
を
さ
せ
る
と
い

う
方
法
も
あ
る
」
と
示
唆
。
九
時
三
○
分
Ｃ
３
入

り
し
た
鈴
木
、
加
藤
か
ら
、
一
た
ん
Ｃ
２
に
帰
り

明
日
一
気
に
サ
ウ
ス
コ
ル
ま
で
上
り
た
い
、
と
の

要
請
が
あ
っ
た
が
こ
れ
を
断
っ
た
の
も
、
磯
野
の

新
し
い
可
能
性
へ
の
判
断
を
期
待
し
た
か
ら
だ
。

二
時
間
後
、
い
よ
い
よ
激
し
く
な
っ
た
ブ
リ
ザ
ー

ド
の
た
め
に
、
磯
野
か
ら
Ｃ
３
滞
在
の
決
定
を
知

ら
せ
て
き
た
。
も
う
無
理
で
あ
ろ
う
。
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命
運
を
分
け
た
日

結
果
論
的
に
は
、
こ
の
日
Ｃ
４
へ
の
登
高
敢
行

の
断
念
が
命
運
を
分
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
の

ス
ポ
ー
ツ
に
と
っ
て
も
必
要
不
可
欠
の
集
中
力

の
有
無
で
あ
る
。
高
野
ら
三
名
Ｃ
３
へ
Ｑ
三
本
荷

上
げ
。
織
田
ら
三
名
Ｃ
２
入
り
。
サ
ウ
ス
コ
ル
か

ら
、
ア
ン
カ
ル
マ
、
ナ
ラ
ヤ
ン
、
ニ
マ
テ
ン
バ
が

Ｃ
２
へ
一
気
に
下
降
。

五
月
四
日
、
若
手
日
本
人
隊
員
は
昨
日
の
指
示

通
り
六
時
に
テ
ン
ト
か
ら
飛
び
出
す
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ま
ず
六
時
三
○
分
、
ア
ン
・
プ
ル

バ
（
ネ
）
を
先
頭
に
、
ダ
ッ
ェ
リ
ン
、
ピ
ン
ゾ
ー

（
中
）
、
さ
ら
に
中
国
隊
、
ネ
パ
ー
ル
隊
の
順
で
七
時

半
に
Ｃ
３
を
出
発
。
最
後
に
、
磯
野
を
先
頭
に
鈴

木
、
北
村
、
加
藤
、
遅
れ
て
Ｃ
２
か
ら
の
ア
ン
カ

ル
マ
、
ス
ン
ダ
レ
、
最
後
に
不
調
の
ト
ッ
プ
・
バ

ハ
ド
ゥ
ー
ル
・
カ
ト
リ
が
後
続
し
た
。
固
定
ロ
ー

プ
使
用
の
た
め
、
ほ
ぼ
こ
の
順
序
で
全
員
サ
ウ
ス

コ
ル
到
着
。
一
二
時
、
日
本
隊
は
、
鈴
木
、
シ
ャ

オ
チ
ミ
ら
中
国
隊
員
、
遅
れ
て
磯
野
、
青
田
の
順

で
到
達
。
ア
ン
・
プ
ル
バ
は
、
ク
ン
ガ
隊
長
の
厳

し
い
命
令
に
よ
っ
て
一
二
時
一
五
分
Ｃ
４
出
発
、

ピ
ン
ゾ
ー
、
ダ
ッ
ェ
リ
ン
（
中
）
が
こ
れ
に
つ
づ

く
。
全
員
Ｑ
を
使
用
し
て
出
発
。
二
一
時
三
○
分

か
ら
一
時
に
か
け
て
北
村
、
加
藤
、
ス
ン
ダ
レ
、

ト
ッ
プ
・
バ
ハ
ド
ゥ
ー
ル
の
順
で
目
の
前
を
登
高

し
は
じ
め
た
ネ
・
中
の
隊
員
を
み
な
が
ら
サ
ウ
ス

コ
ル
に
到
着
。
山
本
ら
Ｃ
２
に
集
結
。

し
か
し
、
サ
ウ
ス
コ
ル
で
磯
野
は
最
悪
の
状
況

を
迎
え
た
。
予
定
し
て
い
た
酸
素
二
四
本
が
な

い
。
三
本
を
ア
ン
プ
ル
バ
ら
が
使
用
し
て
出
発
し

た
の
で
一
二
本
は
あ
る
筈
。
Ｂ
Ｃ
と
Ｃ
２
の
森
本

を
介
し
て
の
再
三
の
交
信
。
鈴
木
、
ア
ン
カ
ル
マ

は
そ
れ
ら
の
情
報
を
頼
り
に
散
在
す
る
デ
ポ
を
探

し
て
サ
ウ
ス
コ
ル
を
走
り
回
る
。
結
果
、
本
隊
の

Ｑ
一
八
本
を
集
め
た
が
、
ほ
と
ん
ど
使
用
済
み
で
、

フ
ル
充
填
の
Ｑ
は
八
本
し
か
な
か
っ
た
。
苦
悩
す

る
磯
野
に
湯
浅
は
、
日
本
隊
員
を
送
り
出
す
こ
と

を
ま
ず
前
提
に
し
て
考
え
よ
、
と
送
信
し
て
仲
介

す
る
森
本
が
困
惑
す
る
場
面
も
あ
っ
た
。
磯
野

は
、
シ
ャ
オ
チ
ミ
ら
中
国
隊
員
、
軍
隊
の
栄
誉
を

守
ろ
う
と
す
る
ト
ッ
プ
・
バ
ハ
ド
ゥ
ー
ル
の
登
高

断
念
と
Ｃ
３
へ
の
下
降
の
説
得
に
苦
労
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
Ｂ
Ｃ
は
、
こ
れ
を
受
け
て
ク
ン
ガ

隊
長
、
王
隊
長
へ
の
上
部
説
得
を
依
頼
。
あ
っ
と

い
う
間
に
二
時
間
を
経
過
、
磯
野
は
意
を
決
し
て

北
村
を
単
独
で
送
り
出
し
た
が
、
ブ
リ
ザ
ー
ド
が

激
し
く
な
り
北
村
は
Ｃ
４
へ
引
き
返
す
。

五
月
五
日
、
待
望
の
交
差
縦
走
の
日
で
あ
る
。

午
前
○
時
三
○
分
、
一
時
三
○
分
、
ム
ダ
を
承
知

で
サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
送
信
。
与
え
ら
れ
た
条
件
の
も

と
で
、
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
考
え
つ
く
す
と
こ
ろ
に
登

山
の
厳
し
さ
と
面
白
さ
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
す
べ

て
の
権
限
は
磯
野
に
一
任
し
て
あ
る
。
磯
野
の
苦

悩
は
い
か
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
。
ク
ン
ガ
隊
長
か

ら
も
何
度
も
問
い
合
わ
せ
が
あ
る
。
本
日
の
サ
ウ

ス
コ
ル
ヘ
の
酸
素
荷
上
げ
量
と
そ
の
到
達
時
間
の

打
合
わ
せ
と
確
認
を
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
北

側
隊
員
の
迎
え
入
れ
態
勢
は
心
配
は
な
い
。
北
村

の
サ
ポ
ー
ト
お
よ
び
翌
日
の
登
頂
の
可
能
性
も
話

し
合
う
。
深
夜
か
ら
の
不
眠
不
休
の
会
談
で
Ｂ
Ｃ

は
多
忙
。
こ
れ
ら
の
諸
々
の
可
能
性
を
示
唆
す
る

た
め
に
も
、
交
信
を
何
度
も
試
み
る
。

よ
う
や
く
五
時
頃
よ
り
Ｃ
２
経
由
の
交
信
開

始
。
ネ
パ
ー
ル
側
交
信
か
ら
、
午
前
五
時
五
分
、

ア
ン
・
ブ
ル
バ
ら
三
人
の
最
終
キ
ャ
ン
プ
出
発
を

知
る
。
同
時
に
、
北
村
が
Ｑ
の
用
意
を
し
て
出
発

準
備
完
了
の
旨
の
連
絡
。
六
時
に
は
出
発
す
る
と

の
こ
と
。
急
げ
／
，

六
時
三
○
分
、
四
人
の
シ
ェ
ル
パ
が
Ｃ
３
よ
り

四
本
の
酸
素
を
も
っ
て
サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
出
発
。
Ｃ
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２
か
ら
サ
ウ
ス
コ
ル
ダ
イ
レ
ク
ト
の
荷
上
げ
の
た

め
に
一
○
人
の
シ
ェ
ル
パ
も
出
発
。
十
分
な
支
援

体
制
、
さ
ら
に
、
Ｃ
３
か
ら
は
、
織
田
、
渡
辺
、

井
本
も
荷
上
げ
。
八
時
四
七
分
、
北
村
よ
り
の
交

信
が
Ｃ
２
経
由
で
入
電
。
最
終
キ
ャ
ン
プ
（
Ｃ
５
）

到
達
。
順
調
と
判
断
。
九
時
三
○
分
、
北
側
と
第

二
次
縦
走
計
画
に
つ
い
て
交
信
。
橋
本
隊
長
に

は
、
そ
の
気
配
が
チ
ラ
つ
く
第
二
次
計
画
が
中
止

に
な
ら
ぬ
よ
う
先
手
を
打
っ
て
北
京
と
連
絡
を
と

っ
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
。

九
時
三
五
分
、
ネ
パ
ー
ル
隊
長
、
中
国
隊
長
用

テ
ン
ト
騒
然
。
想
像
を
超
え
た
ス
ピ
ー
ド
で
、
わ

が
山
田
昇
ら
が
北
東
稜
よ
り
登
頂
し
た
。
重
広
が

三
人
の
登
頂
の
た
め
に
用
意
し
た
で
あ
ろ
う
祝
い

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
贈
る
。
自
信
に
満
ち
た
ね
ぎ
ら

い
と
満
足
の
言
葉
が
聞
く
者
に
ず
っ
し
り
と
伝
わ

っ
て
く
る
。
重
広
登
筆
隊
長
そ
し
て
橋
本
隊
長
へ

南
側
を
代
表
し
て
祝
辞
を
送
信
。
ク
ン
ガ
隊
長
、

王
隊
長
と
共
に
抱
き
合
い
喜
び
を
分
ち
合
う
。
百

沙
川
の
幸
福
感
は
、
北
村
の
登
頂
ま
で
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
○
時
一
五
分
、
よ
う
や
く
磯
野
よ
り
コ
ー

ル
。
い
ま
ま
で
の
経
過
報
告
。
御
苦
労
様
。
後
は

北
村
の
力
と
強
運
に
期
待
し
よ
う
。

読
売
の
撮
影
取
材
フ
ラ
イ
ト
（
一
○
時
三
○

分
）
。
し
か
し
、
南
側
に
は
頂
上
付
近
に
隊
員
は

い
な
い
、
と
い
う
情
報
。

二
時
一
○
分
、
山
田
昇
ら
下
降
開
始
。
北
側

サ
ポ
ー
ト
隊
の
苦
闘
の
様
子
伝
わ
る
。
北
村
の
縦

走
は
あ
き
ら
め
よ
う
・
・
・
…
。

二
時
二
五
分
、
ア
ン
・
プ
ル
バ
Ｑ
不
調
に
よ

り
、
ス
ピ
ー
ド
落
ち
る
が
も
う
す
ぐ
登
頂
す
る
、

と
の
交
信
入
る
。

一
二
時
一
○
分
、
山
田
昇
よ
り
ヒ
ラ
リ
ー
・
ス

テ
ッ
プ
の
下
で
ア
ン
・
プ
ル
バ
ら
南
側
縦
走
隊
員

と
出
合
っ
た
旨
の
交
信
。
な
ぜ
こ
ん
な
に
遅
い
の

だ
ろ
う
。
北
村
の
姿
は
も
ち
ろ
ん
視
野
に
は
な
い

と
の
こ
と
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
サ
ウ
ス
コ
ル
に
Ｑ

一
二
本
、
最
終
キ
ャ
ン
プ
直
下
一
○
○
勝
に
Ｑ
一

本
が
あ
る
の
で
安
心
し
て
下
降
し
て
く
れ
る
よ
う

伝
え
る
。
重
広
と
交
信
。
重
広
と
話
を
し
て
み
た

か
っ
た
か
ら
だ
。
北
側
サ
ポ
ー
ト
隊
は
北
村
を
意

識
せ
ず
に
下
降
し
て
欲
し
い
。
重
広
了
承
。
つ
づ
い

て
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
待
機
し
て
い
る
山
本
に
交
信
。
「
山

ち
ゃ
ん
／
・
北
村
か
ら
の
交
信
が
あ
っ
た
ら
、

た
だ
ち
に
下
降
を
指
示
し
て
欲
し
い
／
北
村
の

命
が
大
切
だ
か
ら
だ
。
隊
長
か
ら
の
命
令
だ
と
伝

え
て
欲
し
い
」
「
了
承
／
必
ず
そ
う
伝
え
る
／
」
。

涙
を
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
申
訳
な
さ
で
一

杯
だ
。一

二
時
二
五
分
、
北
村
よ
り
山
本
に
交
信
が
入

る
。
山
本
が
「
バ
ラ
サ
ー
ブ
か
ら
の
命
令
で
あ

る
。
君
の
生
命
が
大
切
だ
。
だ
か
ら
、
た
だ
ち
に

下
山
す
る
こ
と
」
と
北
村
に
伝
え
て
い
る
。
昨
夜

来
、
何
も
た
べ
て
い
な
い
が
決
し
て
調
子
は
悪
く

な
い
。
山
田
昇
と
会
っ
て
か
ら
下
降
し
た
い
と
の

こ
と
。
現
在
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
で
あ
れ
ば
、
ギ
リ

ギ
リ
の
限
界
ま
で
登
頂
を
試
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
北
村
な
ら
ば
で
き
る
。
し
か
し
、
遭
難
一
歩

手
前
の
登
頂
を
試
み
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
三
国
合
同
登
山
隊
だ
か
ら
だ
。
た
だ
た
だ
詫

び
る
以
外
に
は
な
い
。

一
二
時
四
五
分
、
重
広
に
コ
ー
ル
。
北
村
の
登

頂
断
念
を
伝
え
る
。
適
切
な
処
置
で
あ
ろ
う
、
と

の
コ
ー
ル
バ
ッ
ク
。

一
二
時
五
五
分
、
テ
レ
ビ
隊
、
サ
ポ
ー
ト
隊
登

頂
の
報
伝
わ
る
。
つ
づ
い
て
、
南
側
三
名
も
、
頂

上
か
ら
の
視
野
に
入
っ
て
き
た
と
の
こ
と
。
ネ
パ

ー
ル
隊
長
用
テ
ン
ト
、
中
国
隊
長
用
テ
ン
ト
が
熱

気
に
溢
れ
て
歓
声
を
上
げ
て
い
る
。
複
雑
な
心
境

の
ま
ま
祝
意
を
表
し
に
テ
ン
ト
を
出
る
。
抱
き
つ

か
れ
、
き
つ
く
ホ
ホ
ず
り
を
さ
れ
る
。
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と
に
か
く
、
歴
史
的
な
交
差
縦
走
が
実
現
し

た
。
み
ず
か
ら
を
ふ
る
い
立
た
せ
、
二
次
登
頂
計

画
に
着
手
す
る
。
二
時
四
○
分
、
磯
野
ら
Ｂ
Ｃ

に
帰
着
、
二
時
二
五
分
山
田
昇
ら
サ
ウ
ス
コ
ル
帰

着
、
遅
れ
て
四
時
近
く
北
村
も
サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
・

こ
の
間
、
織
田
ら
三
名
は
、
二
次
登
頂
に
向
け
て

サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
の
荷
上
げ
を
完
遂
。
長
い
五
月
五

日
、
南
側
の
行
動
は
終
っ
た
。
六
時
二
三
分
、
大

塚
副
総
隊
長
と
交
信
。
北
側
隊
員
へ
詑
び
る
。
夕

方
、
ビ
レ
ン
ド
ラ
国
王
よ
り
異
例
の
祝
電
が
あ
っ

た
。
ネ
パ
ー
ル
隊
員
の
意
気
は
益
々
あ
が
っ
た
。

五
月
六
日
か
ら
南
側
は
大
量
登
頂
を
も
っ
て
画

竜
点
晴
を
欠
い
た
五
月
五
日
の
埋
め
合
わ
せ
を
す

べ
く
た
だ
ち
に
行
動
を
開
始
し
た
。
午
後
六
時
、

北
側
大
塚
副
総
隊
長
よ
り
北
京
総
指
揮
部
の
登
山

中
止
命
令
が
伝
え
ら
れ
た
。
王
隊
長
か
ら
は
何
の

話
も
な
い
。
ク
マ
ー
ル
カ
ド
ガ
殿
下
か
ら
は
二
次

登
頂
Ｇ
Ｏ
の
入
電
。
ク
ン
ガ
隊
長
か
ら
は
協
力
要

請
。
五
月
八
日
ま
で
二
一
名
の
登
頂
が
で
き
る
ま

で
に
サ
ウ
ス
コ
ル
に
完
全
に
荷
上
げ
を
完
了
。
今

度
は
、
日
本
隊
主
導
に
よ
る
土
台
作
り
が
で
き
上

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
塚
副
総
隊
長
、
斎
藤
統

登
山
中
止
命
令
後

括
隊
長
を
数
時
間
煩
わ
せ
て
の
説
得
。
五
月
八

日
、
今
西
総
隊
長
か
ら
「
…
・
・
・
最
終
キ
ャ
ン
プ
に

い
て
も
、
日
本
人
の
登
頂
は
あ
き
ら
め
て
欲
し

い
」
旨
の
入
電
。
そ
れ
は
、
八
日
午
前
中
に
送
っ

た
ネ
パ
ー
ル
側
の
日
本
隊
と
共
に
登
り
た
い
、
と

の
公
式
要
請
状
へ
の
返
事
を
も
意
味
し
て
い
た
。

ク
ン
ガ
隊
長
も
泣
き
な
が
ら
納
得
し
て
く
れ
た
。

登
頂
目
前
の
隊
員
達
も
さ
わ
や
か
に
応
じ
て
く
れ

た
。
こ
の
三
日
間
の
湯
浅
と
北
側
と
の
交
信
を
す

べ
て
傍
受
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
五
月
九
日
午
前

七
時
「
・
・
…
・
ネ
パ
ー
ル
隊
員
を
い
ま
送
り
出
し
ま

し
た
。
私
達
は
こ
れ
か
ら
Ｂ
Ｃ
に
下
降
し
ま
す
」

と
い
う
山
本
の
明
る
い
声
を
私
は
終
生
忘
れ
な

い
。
こ
う
し
て
、
三
国
合
同
登
山
は
終
結
し
た
。

翌
日
、
日
本
隊
の
サ
ポ
ー
ト
に
よ
っ
て
、
ネ
パ

ー
ル
隊
単
独
登
頂
と
い
う
新
し
い
歴
史
の
ペ
ー
ジ

が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ス
ン
ダ
レ
五
度
目

の
登
頂
、
パ
ダ
ム
・
バ
ハ
ド
ゥ
ー
ル
は
ロ
イ
ヤ
ル
・

ネ
パ
ー
ル
・
ア
ー
ミ
ー
初
登
頂
と
な
っ
た
。

短
い
春
の
サ
ガ
ル
マ
タ
登
山
は
終
っ
た
。
〃
山

は
逃
げ
な
い
″
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の

若
い
隊
員
達
の
サ
ガ
ル
マ
タ
は
遠
く
へ
去
っ
て
し

ま
っ
た
。
す
べ
て
が
隊
長
で
あ
る
わ
た
く
し
の
責

任
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
い
ま
だ
に
信
ず
る
こ
と

の
で
き
な
い
盟
友
・
水
腰
ド
ク
タ
ー
の
死
は
重
く

の
し
か
か
っ
て
く
る
。
わ
た
く
し
の
配
慮
が
足
り

な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
す
べ
て
の
こ
と
に
、

ど
の
よ
う
に
償
う
べ
き
か
を
知
ら
な
い
。
い
ま
は

唯
お
詑
び
す
る
以
外
に
は
な
い
。
し
か
し
、
す
べ

て
の
人
の
力
に
よ
っ
て
、
こ
の
登
山
隊
の
目
的
は

達
成
し
た
。
日
本
隊
は
、
南
側
か
ら
の
登
頂
隊
員

を
送
り
込
め
な
か
っ
た
。
ど
れ
も
こ
れ
も
隊
長
の

責
任
で
あ
る
。
そ
の
直
接
原
因
も
間
接
原
因
も
．

南
側
日
本
隊
員
は
知
っ
て
い
よ
う
。
八
八
四
八
勝

の
高
さ
は
偉
大
で
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
積
み

重
ね
の
大
切
さ
も
学
ん
だ
。
な
に
よ
り
も
、
チ
ー

ム
に
五
月
五
日
の
集
中
力
を
作
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
、
と
い
う
批
判
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
れ
と
共
に
、
登
筆
者
み
ず
か
ら
の
集
中
力

と
い
う
問
題
も
、
南
側
に
下
降
し
た
山
田
昇
君
の

行
動
か
ら
、
す
べ
て
の
隊
員
が
学
ん
で
く
れ
た
筈

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、

実
践
の
な
か
で
の
み
培
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
ま
は
参
加
し
た
隊
員
諸
兄
が
大
き
く
飛
躍
し
て

く
れ
る
こ
と
を
確
信
す
る
以
外
に
は
な
い
。

最
後
に
す
べ
て
の
関
係
者
と
隊
員
諸
兄
に
心
か

ら
の
謝
意
と
お
詑
び
を
申
し
上
げ
て
、
南
側
登
山

隊
の
報
告
の
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。
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一
九
八
八
年
五
月
五
日
、
廻
時
釦
分
（
北
京
時

間
、
日
本
と
同
じ
、
ネ
パ
ー
ル
時
間
９
時
鋤
分
）
、

頂
上
。
天
気
晴
朗
で
微
風
。
〃
山
田
さ
－
ん
〃
と

呼
び
な
が
ら
、
ツ
ェ
リ
ン
・
ド
ル
ジ
ェ
（
中
・
調

歳
）
と
ア
ン
・
ラ
ク
パ
（
ネ
・
訂
歳
）
の
二
人
は

〃
ワ
ー
ッ
〃
と
抱
き
つ
い
て
来
た
。

〃
よ
か
っ
た
な
あ
－
″
と
握
手
し
て
肩
を
た
た

き
合
っ
た
。

自
分
を
信
頼
し
、
ま
か
せ
切
っ
て
い
た
彼
等
。

キ
ャ
リ
ア
も
年
齢
も
、
私
の
方
が
ず
う
っ
と
上
な

の
で
当
然
か
も
知
れ
な
い
が
、
縦
走
隊
員
が
決
定

さ
れ
て
か
ら
、
三
人
の
中
で
は
自
然
と
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
は
私
が
と
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

三
度
目
の
登
頂
だ
。
つ
き
上
げ
る
感
動
よ
り
、

冷
静
な
、
余
裕
の
あ
る
気
持
で
い
ら
れ
た
。
そ
し

〔
中
・
日
・
ネ
三
国
友
好
登
山
隊
〕

チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
か
ら
サ
ガ
ル
マ
タ
ヘ

初
縦
走
を
完
成
し
て

て
、
北
側
か
ら
ぜ
ひ
登
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
参

加
し
た
の
で
、
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
。

頂
上
で
は
恒
例
の
儀
式
、
記
念
の
写
真
を
撮
り

合
い
、
各
々
独
自
の
行
動
を
し
て
い
た
。

私
は
、
重
広
登
華
リ
ー
ダ
！
と
ト
ラ
ン
シ
ー
バ

ー
交
信
を
し
、
南
側
か
ら
の
縦
走
隊
、
Ｔ
Ｖ
隊
を

少
し
待
つ
こ
と
に
し
た
。

頂
上
で
の
１
時
間
ぐ
ら
い
は
あ
っ
と
い
う
間
に

過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
ノ
ー
ス
コ
ル
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
い

る
仲
間
の
一
人
一
人
と
交
信
し
、
喜
び
を
わ
か
ち

あ
い
、
祝
福
を
受
け
た
。

ツ
ェ
リ
ン
・
ド
ル
ジ
エ
は
フ
ィ
ル
ム
・
チ
ェ
ン

ジ
の
際
素
手
に
な
っ
た
た
め
か
、
手
が
凍
傷
に
な

り
か
か
り
、
足
も
冷
い
と
言
い
出
し
、
ア
ン
・
ラ
ク

パ
も
寒
い
か
ら
下
ろ
う
と
イ
ラ
イ
ラ
し
出
し
た
。

山
田
昇

そ
ん
な
時
に
、
サ
ポ
ー
ト
隊
の
リ
チ
シ
ン
の
姿
が

見
え
て
き
た
の
で
、
少
し
待
つ
こ
と
に
し
た
。

頂
上
に
つ
い
た
彼
に
、
酸
素
を
荷
上
げ
し
た
か
、

と
き
い
た
が
、
〃
な
い
〃
と
い
う
返
事
で
あ
っ
た
。

ア
ン
・
ラ
ク
パ
は
酸
素
二
本
を
か
つ
い
で
き
た

の
で
、
自
分
で
つ
け
か
え
た
。
私
の
は
残
量
鋤
気

圧
だ
っ
た
が
、
下
り
は
い
ら
な
い
と
思
っ
た
の
で

心
配
は
し
な
か
っ
た
。

哩
・
卯
、
頂
上
を
後
に
し
た
。

６
恥
の
ロ
ー
プ
に
ア
ン
ザ
イ
レ
ン
し
、
私
が
ト

ッ
プ
で
ヒ
ラ
リ
ー
ス
テ
ッ
プ
の
頭
ま
で
下
る
と
南

峰
が
見
え
、
南
隊
員
が
登
っ
て
来
る
の
が
目
に
入

っ
た
・
ル
ー
ト
の
見
通
し
が
出
来
て
ホ
ッ
と
し
た
。

登
っ
た
こ
と
の
あ
る
ル
ー
ト
で
も
、
踏
跡
の
な
い

ル
ー
ト
を
降
る
の
は
、
雪
崩
の
危
険
も
あ
る
し
、

嫌
な
も
の
だ
。
こ
れ
で
雪
の
状
態
が
わ
か
り
南
側

の
下
降
へ
の
安
全
性
は
高
ま
っ
た
。

南
隊
も
、
わ
れ
わ
れ
の
ト
レ
ー
ス
に
よ
っ
て
安

全
に
頂
上
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
南

隊
と
は
、
頂
上
と
南
峰
と
の
コ
ル
で
出
会
っ
た
。

お
互
い
に
無
事
を
祝
し
、
一
気
に
サ
ウ
ス
コ
ル
の

Ｃ
４
に
向
っ
て
下
山
し
た
。
略
・
帥
頃
、
南
峰
下

で
独
り
登
っ
て
来
た
北
村
隊
員
と
会
い
、
下
か
ら

の
指
示
通
り
、
一
緒
に
下
る
。
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中・日・ネ三国友好登山隊

Ｃ
４
で
は
、
ス
ン
ダ
レ
と
ア
ン
・
カ
ル
マ
の
二

人
が
私
達
を
迎
え
て
く
れ
た
。
折
か
ら
荷
上
げ
で

Ｃ
４
に
到
着
し
た
井
本
は
、
炊
事
な
ど
サ
ポ
ー
ト

し
よ
う
と
申
し
出
て
く
れ
た
が
、
寝
袋
が
不
足
し

て
い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
下
山
し
て
行
っ
た
。

か
く
し
て
無
事
、
初
縦
走
は
成
功
し
、
翌
日
Ｂ

Ｃ
へ
下
山
し
、
完
了
し
た
。

成
功
の
原
因

北
側
に
つ
い
て
言
え
ば
、
荷
上
げ
管
理
の
う
ま

さ
、
重
広
登
筆
隊
長
の
手
腕
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

き
か
っ
た
と
思
う
。

ル
ー
ト
が
わ
か
り
、
特
別
に
困
難
な
登
華
の
な

い
今
回
の
登
山
で
は
、
天
候
次
第
で
は
あ
る
が
、

成
否
の
鍵
は
荷
上
げ
管
理
に
つ
き
る
訳
で
あ
る
。

Ｂ
Ｃ
・
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
責
任
者
は
荷
上
げ
輸
送
に
努
力

し
、
そ
の
成
果
が
こ
の
成
功
を
支
え
る
陰
の
力
と

な
っ
た
。

三
国
が
対
等
、
平
等
に
荷
上
げ
す
る
と
云
っ
て

も
、
荷
上
げ
、
荷
物
の
管
理
は
三
国
平
等
で
は
出

来
な
い
。
そ
の
辛
い
作
業
が
日
本
隊
員
に
か
か
る

の
は
当
初
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
の
で
、
文
句
な
し

に
積
極
的
に
日
本
側
が
任
務
を
は
た
し
た
訳
だ

が
、
こ
う
い
う
態
度
が
い
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

好
天
も
幸
い
し
、
計
画
通
り
順
調
に
運
ん
だ
の

は
こ
う
い
う
基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
に
よ

り
、
高
所
の
Ｃ
５
・
Ｃ
６
・
Ｃ
７
を
予
定
の
キ
ャ

ン
プ
サ
イ
ト
よ
り
高
い
所
に
設
営
す
る
こ
と
が
出

来
た
と
思
う
。

厳
し
い
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
気
象

春
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
は
極
め
て
厳
し
い
気
象
状

況
で
あ
っ
た
。
私
の
過
去
皿
年
、
お
回
の
ヒ
マ
ラ

ヤ
登
山
の
中
で
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
イ
ン
ド
を
除

く
と
、
哩
回
は
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
、
冬
期

は
６
回
（
サ
ガ
ル
マ
タ
、
マ
ナ
ス
ル
、
ア
ン
ナ
プ

ル
ナ
を
登
頂
）
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
冬
期
の
体

験
よ
り
、
今
回
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
春
は
厳
し
か

っ
た
と
感
ず
る
。
そ
れ
は
風
と
嵐
で
あ
る
。
特
に

３
月
中
の
烈
風
で
Ｂ
Ｃ
の
生
活
は
辛
い
も
の
が
あ

り
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
テ
ン
ト
の
一
部
は
休
養
中
に
吹
き

飛
ぱ
さ
れ
回
収
不
能
の
物
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
ノ
ー
ス
コ
ル
Ｃ
４
か
ら
Ｃ
５
へ
の
ル

ー
ト
エ
作
、
荷
上
げ
に
当
っ
た
４
月
上
旬
、
初
体

験
の
風
と
の
た
た
か
い
で
あ
っ
た
。

特
に
七
五
○
○
牌
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
、
北
東
稜

の
雪
稜
の
終
了
す
る
付
近
は
風
口
と
思
わ
れ
、
北

壁
に
ぶ
ち
当
っ
た
風
が
、
一
気
に
そ
の
付
近
を
吹

き
抜
け
る
よ
う
で
あ
る
。
地
形
的
に
対
比
す
る

と
、
南
の
サ
ウ
ス
・
コ
ル
が
ロ
ー
ッ
ェ
・
フ
ェ
イ

ス
の
風
の
乗
越
し
に
な
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う

で
あ
る
。
風
の
吐
息
と
い
う
か
、
切
れ
目
が
な

く
、
釦
ｌ
鉛
、
／
》
の
強
風
が
グ
ワ
ー
ッ
と
吹
き

荒
れ
て
い
る
。

４
人
で
ル
ー
ト
工
作
の
途
中
で
あ
っ
た
が
、
は

い
つ
く
ば
り
、
岩
に
し
が
み
つ
い
て
息
を
つ
め
、

チ
ョ
ロ
ッ
、
チ
ョ
ロ
ッ
と
動
く
の
が
精
い
っ
ぱ

い
・
気
圧
が
低
い
か
ら
そ
の
分
風
圧
も
減
る
の
だ

ろ
う
が
、
平
地
だ
っ
た
ら
吹
っ
飛
ば
さ
れ
て
い
る

だ
ろ
う
。
フ
ィ
ッ
ク
ド
・
ロ
ー
プ
を
ザ
ッ
ク
か
ら

出
そ
う
と
し
て
も
、
風
が
ザ
ッ
ク
と
身
体
の
間
を

吹
き
込
み
、
も
ぎ
取
ろ
う
と
襲
い
か
か
る
の
で
ザ

ッ
ク
を
外
す
こ
と
が
出
来
ず
、
身
体
ご
と
ザ
ッ
ク

を
預
け
、
ザ
イ
ル
を
出
し
て
も
ら
う
有
様
で
、
こ

ん
な
ひ
ど
い
風
の
状
況
の
中
で
行
動
し
た
の
は
初

め
て
で
あ
っ
た
。

稀
に
見
る
好
天
が
続
い
た
と
い
わ
れ
る
今
年
の

春
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山
で
は
、
風
は
大
敵
で
あ

っ
た
。

最
終
キ
ャ
ン
プ
・
Ｃ
７
八
六
八
○
脚
の
こ
と

最
上
の
位
置
で
、
こ
こ
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

キ
ノ
コ
型
の
岩
が
あ
り
、
四
人
用
の
テ
ン
ト
を
三

張
り
建
て
る
ス
ペ
ー
ス
が
稜
線
上
に
あ
っ
た
。

今
回
は
Ｔ
Ｖ
中
継
を
行
う
目
的
が
あ
る
た
め
、
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八
六
八
○
卿
の
最
終
キ
ャ
ン
プ
確
保
と
物
資
の
集

結
は
最
大
任
務
で
あ
っ
た
の
で
、
５
月
４
日
に
、

縦
走
隊
３
名
（
日
・
中
・
ネ
各
１
名
）
、
荷
上
げ

隊
４
名
（
ネ
）
に
よ
っ
て
ア
タ
ッ
ク
態
勢
が
と
れ

た
と
き
、
成
功
の
確
率
は
非
常
に
高
ま
っ
た
。

少
し
下
の
八
六
○
○
牌
付
近
に
も
、
か
つ
て
の

中
国
登
山
隊
の
キ
ャ
ン
プ
跡
と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
が
、
上
の
方
が
遥
か
に
よ
か
っ
た
。

最
終
キ
ャ
ン
プ
の
夜
ｌ
異
文
化
登
山
の
断
面
ｌ

会
話
や
話
題
に
は
不
自
由
し
な
か
っ
た
。
私
と

ア
ン
・
ラ
ク
パ
が
ネ
パ
リ
ー
で
話
を
す
る
と
、
ツ

ェ
リ
ン
・
ド
ル
ジ
ェ
が
じ
っ
と
聞
い
て
い
て
、
ア

ン
・
ラ
ク
パ
と
チ
ベ
ッ
ト
語
で
話
す
。
ざ
っ
と
こ

ん
な
具
合
で
、
き
わ
め
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
気
分

で
、
こ
れ
に
サ
ポ
ー
ト
メ
ン
バ
の
－
ラ
ク
パ
・
ソ

ナ
が
、
テ
ン
ト
に
入
り
込
ん
で
、
一
層
賑
や
か
で

あ
っ
た
。
夕
食
の
メ
ニ
’
－
－
を
紹
介
し
よ
う
。

㈱
ツ
ァ
ン
パ
を
溶
い
て
ソ
バ
ガ
キ
状
に
し
た
デ

ュ
ロ
ー
。
こ
れ
を
チ
ー
ズ
と
か
ら
し
の
ス
ー

プ
で
た
べ
る
。

叫
カ
ッ
プ
ラ
イ
ス
。
隊
の
用
意
し
た
も
の
で
、

イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
。

州
α
米
令
肉
、
ツ
ァ
ン
パ
を
ス
ー
プ
状
に
し
た

虫
）
の
。

こ
れ
ら
を
交
互
に
調
理
し
て
た
く
た
。
や
は
り

中
心
は
ツ
ァ
ン
パ
で
あ
っ
た
。

日
・
中
・
ネ
三
国
の
異
文
化
の
合
同
登
山
に
つ

い
て
は
、
出
発
前
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
心
配
が
あ
っ

た
が
、
私
は
そ
れ
ほ
ど
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
シ
ェ
ル
パ
に
は
友
人
も
多
い
し
、
私

の
知
ら
な
い
シ
ェ
ル
パ
も
私
の
こ
と
は
知
っ
て
く

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
私
も
い
く
つ
か
の
合
同

登
山
ｌ
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル

ー
の
経
験
が
あ
り
、
ど
の
人
た
ち
と
も
い
ま
で

も
友
人
と
し
て
の
交
際
が
続
い
て
い
る
。
合
同
登

山
の
持
つ
い
い
面
や
楽
し
さ
を
私
は
経
験
し
て
い

る
の
で
、
そ
れ
が
今
回
も
参
加
の
動
機
の
一
つ
で

あ
り
、
大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
。

私
は
、
登
山
家
に
必
要
な
も
の
は
、
体
力
・
技

術
の
ほ
か
に
、
い
い
人
柄
だ
と
思
う
。
山
に
入
っ

て
テ
ン
ト
で
同
じ
釜
の
メ
シ
を
喰
え
ば
、
少
々
の

文
化
の
違
い
は
お
互
い
を
理
解
し
よ
う
、
た
す
け

あ
お
う
と
い
う
こ
と
で
、
問
題
に
は
な
ら
ず
、
う

ま
く
運
ん
だ
。
私
の
場
合
は
、
特
に
そ
う
で
あ
っ

た
が
、
全
体
的
に
見
て
、
友
好
登
山
は
成
果
が
あ

が
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

第
２
ス
テ
ッ
プ
と
上
部
に
つ
い
て

Ｃ
７
か
ら
一
○
○
断
ぐ
ら
い
の
ト
ラ
バ
ー
ス
で

第
２
ス
テ
ッ
プ
の
基
部
に
つ
く
。
第
２
ス
テ
ッ
プ

は
取
付
き
か
ら
ク
ー
ロ
ア
ー
ル
状
の
岩
場
、
チ
ム

ニ
ー
、
雪
壁
、
梯
子
（
鉄
・
ア
ル
ミ
）
の
順
と
な

り
、
そ
の
取
付
き
の
ク
ロ
ー
ア
ー
ル
状
の
岩
場
に

は
一
つ
の
段
が
あ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
急
に
な
っ
て

い
る
。
二
’
三
勝
右
に
逃
げ
て
上
の
一
つ
の
段

に
、
腰
ぐ
ら
い
の
高
さ
の
テ
ー
ブ
ル
状
の
段
が
あ

り
、
そ
の
上
に
乗
っ
て
か
ら
ト
ラ
バ
ー
ス
し
て
チ

ム
ニ
ー
に
入
る
。

ツ
ェ
リ
ン
・
ド
ル
ジ
ェ
が
さ
っ
と
登
っ
て
行
っ

た
が
、
ピ
ト
ン
、
ハ
ン
マ
ー
な
ど
持
っ
て
い
な
い

の
で
私
が
登
っ
て
行
き
、
ピ
ト
ン
２
本
で
ビ
レ
イ

の
支
点
を
つ
く
る
。
岩
が
も
ろ
く
、
ピ
ト
ン
が
う

ま
く
き
か
な
か
っ
た
が
何
と
か
だ
ま
し
な
が
ら
打

っ
た
。
古
い
６
恥
の
フ
ィ
ッ
ク
ス
ド
・
ロ
ー
プ
が

あ
り
、
こ
れ
を
利
用
し
た
。
ピ
レ
イ
し
て
ア
ン
・

ラ
ク
パ
を
登
ら
せ
る
と
、
ツ
ェ
リ
ン
・
ド
ル
ジ
ェ

は
上
に
登
っ
て
い
っ
た
。
ハ
シ
ゴ
下
の
雪
面
に
着

き
、
お
年
の
中
国
隊
の
残
置
し
た
鉄
、
妬
年
の
ス

ペ
イ
ン
隊
が
補
強
し
た
ア
ル
ミ
（
六
’
七
燭
）
の

二
段
の
梯
子
を
登
る
と
、
そ
の
上
に
岩
の
ピ
ナ
ク

ル
が
あ
り
、
こ
れ
を
支
点
に
し
て
ロ
ー
プ
を
フ
ィ

ッ
ク
ス
し
た
。
ハ
シ
ゴ
を
登
り
き
り
、
二
断
ほ
ど

の
垂
壁
を
右
に
廻
り
込
む
と
ガ
ラ
場
に
到
着
ざ
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つ
と
１
時
間
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
あ
と
は
こ
の
ガ

ラ
場
の
斜
面
を
二
○
○
淵
ほ
ど
登
り
稜
線
を
行
く

と
三
角
雪
田
に
つ
く
。
雪
の
状
態
は
一
定
せ
ず
、

軟
か
い
所
は
、
膝
、
腿
、
腰
ぐ
ら
い
ま
で
の
ラ
ッ

セ
ル
が
あ
り
、
ル
ー
ト
は
、
硬
い
、
歩
き
や
す
い

所
を
選
ん
で
、
右
、
左
と
方
向
を
変
え
た
。
あ
る

時
は
東
面
の
カ
ン
シ
エ
ン
氷
河
側
、
ま
た
北
壁
側

を
登
り
そ
の
ま
ま
抜
け
切
っ
た
。

交
信
し
た
り
写
真
を
と
り
な
が
ら
、
最
後
か
ら

登
っ
て
行
っ
た
。
私
は
競
争
す
る
つ
も
り
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
中
国
と
ネ
パ
ー
ル
の
連
中
は
や

は
り
、
ど
ち
ら
が
一
番
に
登
る
か
と
い
う
意
識
は

あ
っ
た
よ
う
だ
。
交
信
、
撮
影
な
ど
の
任
務
を
は

た
し
な
が
ら
、
遅
れ
た
の
は
皿
分
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

ア
ル
パ
イ
ン
ス
タ
イ
ル
と
極
地
法

極
地
法
登
山
は
古
い
や
り
方
で
ア
ル
パ
イ
ン
ス

タ
イ
ル
が
近
代
登
山
だ
と
い
う
短
絡
的
な
認
識
が

あ
り
、
大
き
な
極
地
法
登
山
は
時
代
遅
れ
だ
と
い

う
意
見
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
正
確
に
論
評
出
来
る

の
は
両
法
の
登
山
を
実
践
し
た
者
だ
け
だ
ろ
う
。

メ
ス
ナ
ー
は
極
地
法
登
山
は
や
ら
な
い
し
、
や

ろ
う
と
し
て
も
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
彼

も
最
初
の
頃
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
極
地
法
登

山
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
経
験
を
重
ね
た
末
に
、
無

酸
素
・
単
独
と
い
う
独
創
的
な
登
山
を
行
っ
た
。

ア
ル
パ
イ
ン
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
れ
を
実
践
す
る

に
は
、
強
い
身
体
、
技
術
、
精
神
力
が
い
る
。
自

分
自
身
へ
の
追
求
で
あ
り
、
緊
張
の
持
続
が
要
求

さ
れ
る
。
登
れ
な
い
確
率
も
多
く
、
下
山
の
ル
ー

ト
も
確
保
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
、
リ
ス
ク
が
多

く
な
る
こ
と
も
あ
る
。

極
地
法
登
山
の
む
ず
か
し
さ
も
あ
る
。
リ
ス
ク

を
少
な
く
、
安
全
、
確
実
に
登
山
を
成
功
さ
せ
ら

れ
る
の
が
こ
の
形
式
の
メ
リ
ッ
ト
だ
が
、
そ
れ
は

反
面
デ
メ
リ
ッ
ト
で
も
あ
る
。
タ
ク
テ
ィ
ッ
ク
ス

は
複
雑
に
な
り
む
ず
か
し
く
な
っ
て
く
る
。

私
は
い
ま
ま
で
に
、
短
期
（
鋤
ｌ
鋤
日
）
の
極

地
法
登
山
を
経
験
し
て
き
た
が
、
だ
れ
で
も
出
来

る
も
の
で
は
な
い
・
全
員
登
頂
出
来
る
よ
う
な
登

山
を
実
践
し
た
ら
よ
い
と
思
う
。

ど
ち
ら
の
方
法
が
よ
い
か
で
な
く
、
登
る
ル
ー

ト
に
よ
っ
て
方
法
が
選
択
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
そ

の
選
択
は
あ
く
ま
で
も
個
人
の
経
験
と
判
断
に
よ

え
せ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
山
岳
雑
誌
に
見
ら
れ
る
似
非

な
論
評
や
、
登
山
の
風
潮
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。

登
山

参
加
し
て
よ
か
っ
た
。
中
国
や
ネ
パ
ー
ル
の
友

人
達
も
本
当
に
心
か
ら
喜
ん
で
く
れ
た
。

多
く
の
人
達
と
一
緒
に
山
登
り
が
出
来
る
と
い

う
の
が
参
加
す
る
魅
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
ら
、

成
功
し
て
、
そ
の
上
、
こ
ん
な
多
く
の
友
人
が
出

来
、
人
脈
が
ひ
ろ
が
っ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て

大
き
な
財
産
と
な
っ
た
。
特
に
若
い
連
中
と
知
り

合
い
に
な
っ
た
の
で
、
希
望
が
あ
れ
ば
山
行
を
共

に
し
、
引
張
っ
て
行
き
た
い
し
、
自
分
を
生
か
し

て
行
く
上
に
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
ど
ん
欲
に
吸
収

し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

Ｊ
Ａ
Ｃ
に
は
、
次
の
何
か
を
企
画
し
、
続
け
て

や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

展
望

私
個
人
に
つ
い
て
は
、
冬
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ

（
Ｗ
冬
）
を
終
っ
た
頃
か
ら
、
八
○
○
○
腕
の
皿

座
を
山
田
が
登
る
べ
き
だ
、
と
い
う
励
し
の
声
を

真
剣
に
受
け
と
め
て
い
る
。
残
り
７
座
あ
る
が
、

こ
の
加
月
に
は
中
国
側
か
ら
の
チ
ョ
ー
オ
ュ
ー
と

シ
シ
ャ
パ
ン
マ
を
登
り
に
行
く
の
で
、
あ
と
５
座

（
ネ
パ
ー
ル
ー
、
カ
ラ
コ
ル
ム
４
）
は
如
歳
に
な

る
ま
で
に
果
し
た
い
。
そ
し
て
登
山
が
社
会
的
認

知
を
得
る
の
に
一
助
を
つ
く
し
た
い
。

公F
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○
名
越
実
（
北
）

一
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
頂
上
に
立
ち
た
い
と
い

う
気
は
こ
の
話
が
あ
る
ま
で
は
毛
頭
な
か
っ
た
の

で
、
登
山
活
動
に
つ
い
て
は
、
自
分
と
し
て
は
こ

ん
な
も
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
。
な
ん
と
い
っ
て
も

う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
永
年
あ
こ
が
れ
て
い
た
チ

ベ
ッ
ト
の
地
を
踏
み
、
も
の
の
本
に
読
ん
だ
道
を

た
ど
り
、
寺
々
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
一
番
は
こ
れ

に
つ
き
る
。

二
、
今
度
の
よ
う
な
登
山
の
場
合
、
最
初
に
橋

本
隊
長
も
い
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
半
分
請
負
の
よ

う
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
登
山
活
動
の
中
で
は
楽

〔
中
・
日
・
ネ
三
国
友
好
登
山
隊
〕

五三ニー
、 、 、 、 チ

ョ
モ
ラ
ン
マ
／
サ
ガ
ル
マ
タ
友
好
登
山
隊
に
参
加
し
て

い
ち
ば
ん
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
（
ま
た
は
、
う
れ
し
か
っ
た
と
き
）

い
ち
ば
ん
た
の
し
か
っ
た
こ
と
（
と
き
）

い
ち
ば
ん
困
っ
た
こ
と
（
と
き
）

い
ち
ば
ん
残
念
だ
っ
た
こ
と
（
と
き
）

し
い
よ
う
な
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

や
は
り
帰
り
の
途
中
途
中
で
の
街
で
あ
り
、
買

物
の
掛
け
引
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

三
、
い
ろ
い
ろ
困
っ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
何

と
い
っ
て
も
言
葉
の
問
題
。
と
り
わ
け
中
国
語
は

ま
る
っ
き
り
で
、
片
言
も
し
ゃ
べ
れ
な
か
っ
た
の

で
本
当
に
困
っ
た
。
中
国
の
隊
員
た
ち
と
も
、
も

う
少
し
気
持
を
か
よ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、

自
分
の
中
に
も
変
な
わ
だ
か
ま
り
を
残
す
こ
と
は

な
か
っ
た
と
思
う
の
だ
が
。

四
、
山
屋
と
し
て
は
、
や
は
り
思
う
存
分
の
活

動
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。

今
ま
で
の
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
含
む
長
期

登
山
に
お
い
て
一
度
も
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
な

い
胃
潰
瘍
な
ん
ぞ
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
ひ
と
え
に
自
己
管
理
の
ま
ず
さ
に
あ
る

わ
け
だ
が
、
残
念
と
い
う
よ
り
は
情
け
な
い
気
持

の
方
が
強
い
。

○
三
輪
文
一
（
南
）

一
、
Ｃ
２
ま
で
登
り
、
Ｂ
Ｃ
に
帰
っ
て
来
た
時

に
、
し
ば
ら
く
来
な
か
っ
た
、
家
族
か
ら
の
手
紙

が
ま
と
め
て
到
着
し
ま
し
た
。
子
供
達
が
そ
れ
ぞ

れ
、
元
気
に
新
学
年
に
進
級
し
、
妻
も
頑
張
っ
て

く
れ
て
い
る
様
子
で
、
安
心
す
る
と
同
時
に
大
変

う
れ
し
く
思
っ
た
事
を
思
い
出
し
ま
す
。

二
、
Ｂ
Ｃ
か
ら
の
帰
途
、
我
々
Ｂ
Ｃ
要
員
三
名

は
、
ゴ
ー
キ
ョ
に
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
に
行
き
ま
し

た
。
そ
し
て
ナ
ム
チ
ェ
バ
ザ
ー
ル
近
く
ま
で
下
山

し
て
来
た
時
に
、
ネ
パ
ー
ル
隊
員
達
と
偶
然
出
会

い
ま
し
た
。
彼
等
も
登
山
が
終
了
し
、
少
し
酒
が

入
っ
て
、
大
変
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
ま
し
た
。
満

開
の
石
楠
花
の
中
、
ラ
ジ
オ
ヵ
セ
ッ
ト
の
ボ
リ
ュ

ー
ム
を
一
杯
に
上
げ
て
、
ナ
ム
チ
ェ
ま
で
の
道
を

皆
で
、
ワ
イ
ワ
イ
言
い
な
が
ら
歩
き
ま
し
た
。

三
、
中
国
隊
の
隊
員
と
の
意
思
の
疎
通
が
う
ま

く
い
か
な
か
っ
た
。
も
う
少
し
中
国
語
を
勉
強
し
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○
熊
崎
和
宏
（
南
）

一
、
自
分
は
サ
ミ
ッ
タ
ー
に
も
ア
タ
ッ
カ
ー
に

も
な
れ
な
か
っ
た
の
で
、
特
に
う
れ
し
か
っ
た
こ

と
は
な
か
っ
た
。
で
も
、
日
本
人
隊
員
は
勿
論
だ

が
、
ネ
パ
ー
ル
人
隊
員
や
中
国
人
隊
員
ら
多
く
の

友
人
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
う
れ
し
い
。
下

山
後
、
カ
ト
マ
ン
ズ
で
彼
ら
と
別
れ
る
と
き
、

「
ま
た
き
っ
と
必
ず
一
緒
に
登
り
に
行
き
ま
し
ょ

う
ね
」
と
言
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

二
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
最
中
、
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル

を
登
っ
て
い
る
と
き
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
ク
ウ
ム
を
登

っ
て
い
る
と
き
、
そ
し
て
ロ
ー
ッ
ェ
フ
ェ
ー
ス
を

登
っ
て
い
る
と
き
、
自
分
が
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
を
登

っ
て
い
る
と
実
感
す
る
と
き
、
す
べ
て
が
楽
し
か

っ
た
。

て
お
け
ば
と
、
く
や
ま
れ
ま
す
。
ネ
パ
ー
ル
隊
員

と
は
、
片
言
の
英
語
で
な
ん
と
か
会
話
で
き
た
の

で
す
が
、
中
国
隊
員
と
は
、
英
語
の
で
き
る
ご
く

一
部
の
人
と
し
か
話
せ
な
か
っ
た
。

四
、
南
側
の
日
本
人
が
頂
上
に
行
け
な
か
っ
た

事
等
、
他
に
も
あ
り
ま
す
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も

水
腰
ド
ク
タ
ー
が
御
逝
去
さ
れ
た
事
に
つ
き
ま

す
。
心
よ
り
御
冥
福
を
御
祈
り
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
と
や
は
り
、
メ
イ
ル
ラ
ン
ナ
ー
が
日
本
か

ら
の
手
紙
を
持
っ
て
来
て
く
れ
る
と
き
は
と
て
も

う
れ
し
い
も
の
で
し
た
。

三
、
カ
ト
マ
ン
ズ
へ
下
山
後
二
日
目
に
ひ
ど
い

下
痢
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
一
週
間
お
い
し
い
御
馳

走
を
前
に
し
て
何
も
食
べ
ら
れ
ず
、
と
て
も
悲
し

い
思
い
を
し
た
。

そ
れ
と
、
高
所
の
冷
た
く
乾
燥
し
た
空
気
に
気

管
支
を
や
ら
れ
、
咳
が
止
ま
ら
な
く
な
り
、
肋
骨

ま
で
痛
め
て
し
ま
い
、
寝
返
り
も
打
て
な
い
状
態

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
も
つ
ら
か
っ
た
。

四
、
高
所
で
は
登
り
で
自
分
の
限
界
ま
で
出
し

切
っ
て
し
ま
う
と
、
下
降
中
高
度
障
害
に
や
ら
れ

非
常
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
自
分
は
高
所
で
の

経
験
が
少
な
い
た
め
、
高
度
に
対
す
る
自
分
の
限

界
が
見
極
め
ら
れ
ず
、
ま
た
順
応
の
パ
タ
ー
ン
も

わ
か
ら
な
く
な
り
、
結
果
と
し
て
本
当
に
自
分
の

力
を
出
し
切
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
思
い
が
残
り
大

変
悔
し
い
。
こ
の
悔
し
さ
を
バ
ネ
に
、
こ
れ
か
ら

も
高
峰
へ
の
挑
戦
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。○

増
山
茂
（
北
）

一
、
登
頂
隊
員
が
限
ら
れ
る
今
回
の
如
き
登
山

隊
の
場
合
、
医
師
に
さ
え
自
ら
の
不
調
を
訴
え
る

の
を
濤
跨
し
が
ち
に
な
る
の
だ
が
、
喉
が
頭
が
痛

い
、
咳
が
止
ま
ら
ぬ
、
下
痢
ぎ
み
だ
と
始
終
訴
え

る
ネ
パ
ー
ル
隊
員
が
い
た
。
痩
せ
て
小
柄
な
病
気

持
ち
の
こ
の
男
、
し
か
し
頂
上
サ
ポ
ー
ト
に
選
ば

れ
登
頂
成
功
。
無
事
ノ
ー
ス
コ
ル
に
下
り
て
き

の

た
。
「
ラ
ク
パ
・
ソ
ナ
・
薬
ば
か
り
服
ん
で
よ
く
登

れ
た
な
」
「
ド
ク
タ
ー
サ
ー
ブ
。
ご
め
ん
。
あ
れ

は
う
そ
。
友
だ
ち
が
言
え
な
い
の
で
私
が
代
わ
っ

て
薬
を
貰
っ
て
た
ん
で
す
」
こ
れ
は
自
己
犠
牲
の

精
神
か
、
そ
れ
と
も
計
画
的
略
取
か
：
．
…
。
「
で

も
、
あ
り
が
と
う
、
ド
ク
タ
ー
。
ハ
イ
、
こ
れ
」

昨
日
ひ
ら
っ
た
ぱ
か
り
の
頂
上
の
石
。
複
雑
な
気

持
ち
は
残
る
が
、
ま
あ
う
れ
し
い
よ
れ
。

二
、
言
葉
の
問
題
も
あ
ろ
う
。
ネ
パ
ー
ル
隊
員

に
は
通
ず
る
イ
ン
チ
キ
英
語
も
中
国
人
隊
員
に
は

無
効
で
、
ど
う
も
疎
遠
に
な
り
が
ち
な
間
柄
。
殊

に
筆
談
の
中
国
語
会
話
す
ら
ま
ま
な
ら
ぬ
チ
ベ
ッ

タ
ン
隊
員
。
名
前
さ
え
覚
え
ら
れ
ぬ
。
し
か
し
、

凍
傷
の
治
療
の
間
な
ど
、
〃
ヤ
ポ
ド
ゥ
ゲ
″
〃
カ
ン

ダ
ド
ゥ
ー
″
な
ど
と
チ
ベ
ッ
ト
語
で
話
し
か
け

る
。
《
出
○
司
胃
①
冒
匡
電
》
の
意
と
解
し
た
彼
、

顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
て
〃
ト
ゥ
ジ
ェ
チ
ェ
〃
と
答
え

る
。
治
療
が
終
れ
ば
、
ニ
ヤ
ッ
と
笑
っ
て
差
し
出
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さ
れ
た
の
が
サ
ン
ト
リ
ー
（
に
入
っ
た
ロ
キ
シ

ー
）
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
会
話
と
酒
は
精
神

の
窓
。三

、
咳
は
高
山
病
の
典
型
症
状
だ
と
い
わ
れ

る
。
今
回
も
例
に
漏
れ
ず
、
特
に
六
五
○
○
勝
の

Ａ
Ｂ
Ｃ
以
上
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
隊
員
を
悩
ま
せ

た
。
「
ね
え
、
ド
ク
タ
ー
。
な
ん
で
高
所
で
は
こ

ん
な
に
咳
が
で
る
の
？
乾
い
た
冷
た
い
空
気
の

吸
い
過
ぎ
だ
け
？
気
道
の
レ
セ
プ
タ
ー
を
刺
激

す
る
何
ら
か
の
化
学
物
質
が
岩
層
の
中
に
で
も
あ

る
の
か
し
ら
。
装
備
の
羊
毛
や
羽
毛
が
ア
レ
ル
ギ

ー
反
応
に
関
与
し
て
い
る
の
か
な
。
低
酸
素
や
低

圧
そ
れ
自
体
が
刺
激
要
因
？
肺
胞
壁
に
あ
る
レ

セ
プ
タ
ー
っ
て
何
？
」
「
ね
え
ド
ク
タ
ー
。
こ
の

前
の
鎮
咳
剤
も
抗
生
物
質
も
全
く
効
か
な
か
っ
た

し
、
き
の
う
の
消
炎
剤
も
ダ
メ
。
何
か
ち
ゃ
ん
と

効
く
薬
は
持
っ
て
な
い
の
？
」
・
…
：
そ
ん
な
こ
と

判
っ
て
い
た
ら
、
昼
夜
を
問
わ
ず
ゴ
ボ
ゴ
ボ
苦
し

め
ら
れ
て
い
る
自
分
自
身
の
咳
を
真
っ
先
に
治
し

て
お
る
わ
い
。

四
、
ま
ず
最
初
に
水
腰
皿
の
御
逝
去
。
合
掌
。

次
に
五
月
六
日
夜
の
登
山
終
結
宣
言
。
当
日
の
事

態
の
推
移
は
正
確
に
再
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
二

転
三
転
し
た
総
指
揮
部
の
決
定
は
首
尾
一
貫
し
た

方
針
の
下
に
あ
っ
た
か
否
か
。
そ
の
方
針
は
議
定

書
に
定
め
ら
れ
た
精
神
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
っ

た
か
。
も
し
ポ
リ
シ
ー
の
変
更
が
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
前
の
そ
れ
を
覆
す
に
足
る
合
理
的
な
根
拠
理

由
の
提
示
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
が
問
わ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
・
後
の
評
価
に
耐
え
ぬ
強
権
的
決

定
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
三
国
の
友
好
を
著
し
く

損
な
う
も
の
と
な
ろ
う
。

○

中

世

古

隆

司

（

南

）

一
、
そ
れ
は
、
三
国
間
で
大
事
に
至
る
よ
う
な

大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
で

す
。
実
際
は
い
ろ
ん
な
注
文
、
苦
情
が
中
、
ネ
両

国
よ
り
隊
長
に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
隊
長
あ
る

い
は
担
当
者
の
段
階
で
処
理
さ
れ
、
あ
ま
り
気
ま

ず
く
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
お
蔭
で
湯

浅
隊
長
の
白
髪
が
一
段
と
増
え
た
と
か
。
ま
た
日

本
人
隊
員
同
志
は
特
に
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
も
よ
く
、

み
な
協
調
的
に
事
を
運
ん
だ
の
が
私
に
は
よ
い
印

象
と
し
て
残
り
ま
し
た
。

二
、
登
山
が
中
止
に
な
り
、
隊
員
は
随
時
下
山

し
た
の
で
す
が
、
た
ま
た
ま
私
は
ナ
ム
チ
ェ
で
ア

ー
ミ
ィ
と
シ
ェ
ル
パ
の
合
同
祝
賀
会
に
出
く
わ

し
、
午
後
か
ら
夜
遅
く
ま
で
、
飲
め
や
歌
え
や
踊

れ
や
の
大
さ
わ
ぎ
。
特
に
ア
ー
ミ
ィ
の
一
団
と
シ

ェ
ル
パ
ー
達
の
掛
合
い
の
歌
は
音
楽
好
き
の
私
に

は
最
高
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
ま
た
Ｂ
Ｃ
で
は
ド
ク
タ

ー
の
勧
告
で
禁
酒
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
日
は
解

禁
と
ば
か
り
、
ビ
ー
ル
、
ロ
キ
シ
ー
、
チ
ャ
ン
と

飲
み
に
飲
ん
で
踊
り
ま
し
た
。

三
、
五
月
に
入
り
、
ア
タ
ッ
ク
が
目
前
に
せ
ま

っ
た
頃
に
な
っ
て
、
今
ま
で
の
、
ま
ず
ま
ず
の
好

天
続
き
か
ら
雲
行
き
が
あ
や
し
く
な
り
、
特
に
五

月
三
日
は
完
全
に
悪
化
し
、
四
日
も
引
続
き
よ
く

な
く
、
登
頂
予
定
日
の
五
日
も
早
朝
は
悪
か
っ

た
。
そ
れ
ま
で
気
象
係
の
私
は
の
ん
び
り
と
構
え

て
い
た
が
、
こ
の
三
日
間
は
心
配
で
心
配
で
、
夜

も
お
ち
お
ち
眠
れ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
私
が
じ

た
ば
た
し
て
も
仕
方
が
な
い
こ
と
は
解
っ
て
い
て

も
、
気
象
係
と
名
が
つ
く
と
悪
天
候
に
何
と
な
く

責
任
を
感
じ
て
し
ま
う
か
ら
不
思
議
な
も
の
で

す
。

四
、
そ
れ
は
登
山
の
突
然
の
中
止
で
す
。
五
日

に
日
本
人
登
頂
者
を
出
せ
な
か
っ
た
南
隊
と
し
て

は
、
ど
う
し
て
も
二
次
に
は
成
功
さ
せ
る
べ
く
、

直
ち
に
態
勢
を
立
て
直
し
、
前
進
し
ま
し
た
。
私

が
見
て
い
て
も
隊
員
の
中
に
は
、
気
力
、
体
力
と

も
十
分
登
れ
そ
う
な
者
も
何
人
か
い
た
の
で
、
本

68



中・日・ネ三国友好登山隊

当
に
残
念
で
し
た
。
山
は
逃
げ
な
い
と
は
い
っ
て

も
、
サ
ガ
ル
マ
タ
を
狙
え
る
チ
ャ
ン
ス
は
少
な
い

も
の
で
す
。

い
ち
ば
ん
が
二
つ
あ
る
の
は
お
か
し
い
の
で
す

が
、
水
腰
先
生
を
山
で
亡
く
し
た
こ
と
で
す
。
い

わ
ゆ
る
山
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
で
は
な
か
っ
た
に
し

ろ
、
帰
国
者
が
一
名
欠
け
た
こ
と
は
、
本
当
に
残

念
な
こ
と
で
す
。

○
上
野
幸
人
（
北
）

一
、
な
に
よ
り
も
第
一
次
隊
の
成
功
を
喜
び
た

い
。
そ
し
て
、
私
個
人
と
し
て
は
、
登
山
に
お
け

る
重
広
さ
ん
の
登
肇
隊
長
と
し
て
の
指
導
力
と
山

田
さ
ん
の
す
ば
ら
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
こ
と
が
大
き
な
収
穫
と
な
っ
た
。

二
、
食
事
の
ひ
と
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

隊
員
た
ち
の
お
も
い
の
こ
も
っ
た
料
理
を
食
べ
な

が
ら
仲
間
た
ち
と
の
雑
談
は
と
て
も
楽
し
く
、
疲

れ
を
癒
し
て
く
れ
た
。
こ
の
ひ
と
と
き
は
、
な
に

に
も
か
え
が
た
い
時
間
で
あ
っ
た
。

三
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
の
食
事
当
番
の
と
き
で
あ
る
。

限
ら
れ
た
材
料
を
使
い
、
い
か
に
工
夫
す
る
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の
腕
前
を
発
揮
し
、
し
だ
い
に
エ
ス
カ

レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
た
め
三
順
目
、
四
順
目
と
な

○
奥
淳
一
（
北
）

一
、
ラ
サ
ー
ル
ク
ズ
ー
シ
ガ
ー
ル
Ｉ
Ｂ
Ｃ
と
高

度
を
上
げ
そ
の
度
に
高
度
に
悩
ま
さ
れ
た
。
Ｂ
Ｃ

に
到
着
し
て
も
頭
痛
や
「
む
く
み
」
が
ひ
ど
く
そ

の
中
で
の
作
業
は
大
変
つ
ら
か
っ
た
。
五
月
十
三

日
高
度
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
Ｃ
１
を
往
復
し

た
。
空
身
で
あ
っ
た
が
歩
け
た
。
今
ま
で
の
苦
し

さ
か
ら
Ｂ
Ｃ
以
上
で
歩
け
る
か
不
安
で
あ
っ
た
。

一
歩
一
歩
踏
み
し
め
て
歩
い
た
″
歩
け
る
、
登

山
が
で
き
る
″
私
の
知
人
す
べ
て
に
知
ら
せ
た

か
っ
た
。
「
歩
け
る
登
山
が
で
き
る
」
と
…
…
。

二
、
大
変
一
般
的
だ
け
れ
ど
や
は
り
手
紙
を
受

け
取
る
時
で
す
。
そ
れ
以
外
で
は
食
当
に
な
っ
て

作
っ
た
料
理
が
全
員
に
受
け
た
時
。
好
評
だ
っ
た

メ
ー
豆
１
は
、
か
き
揚
げ
、
カ
ッ
カ
レ
ー
、
フ
レ

ン
チ
ト
ー
ス
ト
、
ｅ
ｔ
ｃ
・
…
・
・
・

三
、
装
備
担
当
の
私
は
シ
ガ
ー
ル
に
て
、
装
備

を
各
国
に
分
配
の
指
揮
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
高
度
障
害
の
ひ
ど
い
私
は
思
う
よ
う
に

る
と
ネ
タ
が
切
れ
て
し
ま
い
、
何
を
作
っ
た
ら
よ

い
か
前
日
か
ら
思
案
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
、
五
月
七
日
中
国
政
府
よ
り
、
日
本
隊
の
登

山
活
動
に
中
止
命
令
を
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

○
Ｉ
‐
‐
神
園
泰
比
古
（
北
）

初
め
て
Ｃ
１
に
到
着
し
た
時
は
感
激
し
た
。
何

に
感
激
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
あ
っ
た
食
料

に
で
あ
る
。
私
は
入
山
以
来
一
ヶ
月
と
少
し
の

間
、
ず
っ
と
Ｂ
Ｃ
に
い
て
、
中
国
人
コ
ッ
ク
の
手

に
よ
る
料
理
を
食
べ
て
い
た
。
こ
の
料
理
が
ま
ず

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
あ
い
に
く
私

の
口
に
は
合
わ
な
か
っ
た
。
食
傷
気
味
の
所
で
よ

う
や
く
Ｂ
Ｃ
を
離
れ
Ｃ
１
に
上
っ
た
。
そ
こ
に
は

大
好
き
な
カ
ッ
プ
ラ
イ
ス
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

〃
ガ
ン
バ
レ
玄
さ
ん
〃
や
〃
レ
ト
ル
ト
の
カ
レ

ー
″
な
ど
Ｂ
Ｃ
で
は
食
べ
れ
な
い
も
の
が
あ
ふ
れ

て
い
た
。
そ
の
晩
、
私
は
あ
れ
や
こ
れ
や
三
人
分

食
べ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
ほ
ど
め
し
が
う
ま
い

と
思
っ
た
こ
と
は
後
に
も
先
に
も
な
か
っ
た
。
こ

の
時
ほ
ど
満
足
感
を
得
て
床
に
就
く
こ
と
が
で
き

た
夜
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば
次
元

の
低
い
話
だ
が
、
逆
に
こ
の
程
度
で
あ
っ
た
と
い

動
け
ず
、
登
鑿
隊
長
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
迷
惑

を
掛
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
の
高
度
と

風
と
寒
さ
に
は
本
当
に
苦
労
し
ま
し
た
。

四
、
い
う
ま
で
も
な
く
登
頂
の
機
会
を
一
度
も

あ
た
え
て
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
。
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Ｏ
Ｉ
Ｉ
馬
場
博
行
（
北
）

一
、
二
、
ど
ん
な
に
山
に
対
す
る
情
熱
が
あ
っ

て
も
、
多
少
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
経
験
を
有
し
て

い
て
も
、
大
規
模
な
遠
征
と
も
な
る
と
、
お
の
ず

と
隊
員
決
定
の
範
囲
は
狭
ま
っ
て
く
る
、
し
か
し

今
回
は
地
方
の
ほ
う
に
も
と
い
う
配
慮
が
あ
り
、

長
い
間
夢
み
た
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
の
登
山
の
チ
ャ
ン

ス
を
掴
め
た
こ
と
、
そ
し
て
真
黒
に
雪
焼
し
、
苦

楽
を
共
に
し
た
、
す
ば
ら
し
い
全
国
の
仲
間
達
と

出
会
っ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
生
涯
忘
れ
る
こ

と
の
で
き
な
い
思
い
出
と
な
っ
た
。

三
、
四
月
十
四
日
八
時
、
意
を
決
し
て
第
五
キ

ャ
ン
プ
か
ら
出
る
。
外
は
冷
凍
庫
の
よ
う
な
外
気

マ
イ
ナ
ス
二
十
五
度
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
肌
を
さ

す
烈
風
に
手
と
足
の
指
は
、
す
ぐ
に
凍
り
つ
い
て

し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
二
度
目
の
八
二
○
○
卿

う
こ
と
だ
ろ
う
、
私
と
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
と
の
か
か

わ
り
が
。

こ
の
次
元
の
延
長
に
あ
る
限
り
、
楽
し
い
こ
と

も
、
困
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
感
情
の
起
伏
は

い
く
つ
か
あ
っ
た
だ
ろ
う
に
、
た
い
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
か
ら
振
り
返

っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
点
残
念
だ
。

へ
の
荷
上
げ
で
あ
る
。
リ
ュ
ッ
ク
の
中
に
酸
素
ボ

ン
ベ
三
本
を
入
れ
、
一
本
は
吸
う
た
め
に
、
感
覚

が
失
わ
れ
た
手
先
で
、
凍
り
つ
い
た
酸
素
ボ
ン
ベ

へ
や
っ
と
の
思
い
で
レ
ギ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
セ
ッ
ト

し
た
。
サ
ァ
こ
れ
で
出
発
で
き
る
。
コ
ッ
ク
を
ひ

ね
る
、
と
こ
ろ
が
酸
素
は
全
然
流
れ
て
こ
な
い
・

い
く
ら
コ
ッ
ク
を
ひ
ね
っ
て
も
レ
ギ
ュ
レ
ー
タ
ー

の
針
は
０
を
さ
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
「
ア
ー
ア
ー

神
様
」
ネ
パ
ー
ル
隊
員
に
よ
っ
て
吸
い
つ
く
さ
れ

た
空
ボ
ン
ベ
に
、
強
風
吹
き
す
さ
ぶ
中
、
必
死
に

な
っ
て
セ
ッ
ト
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
Ｂ
Ｃ
で
十
分
休
養
し
た
の
ち
、
な
に
が
な

ん
で
も
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
「
必
ず
頂

上
に
立
つ
ん
だ
″
」
そ
ん
な
決
意
と
闘
争
心
が
、

身
体
と
心
を
支
配
し
き
っ
て
い
た
。
「
ヨ
シ
″

頑
張
る
ぞ
″
」
僕
は
み
ん
な
に
見
送
ら
れ
な
が
ら

Ａ
Ｂ
Ｃ
を
後
に
し
て
、
約
一
五
キ
ロ
の
食
糧
を
背

負
っ
て
、
ノ
ー
ス
・
コ
ル
へ
向
っ
て
歩
き
だ
し

た
。
し
か
し
第
四
キ
ャ
ン
プ
で
待
っ
て
い
た
の
は

悲
し
い
知
ら
せ
だ
け
だ
っ
た
。
「
今
日
を
最
後
に

Ａ
Ｂ
Ｃ
で
待
機
せ
よ
″
」
僕
は
ァ
然
と
な
り
ヘ
タ

ヘ
タ
と
座
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
一
瞬
僕
は
僕
で

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
頂
が

涙
と
共
に
流
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
華
や
か
な
夢

と
ロ
マ
ン
が
く
だ
け
た
一
瞬
、
僕
は
自
分
の
意
志

と
肉
体
を
最
後
ま
で
、
あ
く
ま
で
美
し
い
、
こ
の

す
ば
ら
し
い
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
に
、
ぶ
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ず
に
終
っ
た
こ
と
が
く
や
し
く
て
た
ま
ら

な
い
。
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
懐
の
中
で
、
わ
ず
か
ば

か
り
か
い
ま
み
た
一
瞬
の
み
で
終
っ
た
こ
と
が
残

念
で
た
ま
ら
な
い
。
ノ
ー
ス
・
コ
ル
か
ら
は
僕
は

魂
の
な
い
マ
リ
オ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
に
た
だ
フ
ラ
フ

ラ
に
な
っ
て
Ａ
Ｂ
Ｃ
へ
と
下
降
し
た
。

○

１

－

１

ｌ

ｌ

大

宮

求

（

南

）

一
、
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
遠
征
二
年
半
く
ら
い
前

に
、
肝
炎
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら

六
千
勝
弱
の
山
に
は
数
回
登
り
に
で
か
け
て
い
た

が
、
八
千
脚
以
上
へ
は
し
ば
ら
く
登
っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
高
所
の
不
安
が
少
し
残
っ
て
い
て
、
現

実
に
山
に
入
っ
て
み
て
、
八
千
脚
の
高
所
で
、
充

分
無
酸
素
で
動
け
た
と
き
。

二
、
入
山
キ
ャ
ラ
バ
ン
時
、
ル
ク
ラ
の
荷
物
フ

ラ
イ
ト
待
ち
時
や
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
の
レ
ス
ト

の
時
に
仲
間
と
、
ト
ラ
ン
プ
な
ど
で
バ
ク
チ
に
興

じ
る
時
間
が
あ
っ
た
こ
と
。

三
、
個
人
装
備
担
当
だ
っ
た
私
に
、
ベ
ー
ス
キ

ャ
ン
プ
で
、
ネ
パ
ー
ル
や
中
国
の
一
部
の
メ
ン
バ
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中・日・ネ三国友好登山隊

１
が
、
隊
の
共
同
装
備
で
あ
る
、
歯
ブ
ラ
シ
、
石

ケ
ン
等
を
大
宮
個
人
に
た
の
め
ば
、
自
由
に
追
加

を
も
ら
え
る
と
錯
覚
し
て
た
の
ん
で
こ
ら
れ
た
こ

し
」
Ｏ

四
、
遠
征
の
後
半
、
ア
タ
ッ
ク
時
、
私
ど
も
第

二
次
ア
タ
ッ
ク
隊
は
、
充
分
酸
素
、
食
糧
、
燃
料

等
荷
上
げ
し
て
、
第
三
キ
ャ
ン
プ
ま
で
上
っ
て
待

機
し
て
い
た
時
、
と
っ
ぜ
ん
急
に
、
第
二
次
ア
タ

ッ
ク
中
止
、
下
山
と
の
指
示
が
出
て
下
山
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
こ
と
。

○
ｌ
‐
山
本
宗
彦
（
北
）

一
、
い
ち
ば
ん
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
や
は
り

頂
上
に
着
い
た
時
で
す
。
今
回
の
登
山
で
は
チ
ョ

モ
ラ
ン
マ
に
す
で
に
何
回
も
登
っ
た
こ
と
の
あ
る

○
Ｉ
ｌ
磯
野
剛
太
（
南
）

一
、
登
肇
隊
員
に
つ
い
て
南
北
と
も
に
無
事
故

で
あ
っ
た
こ
と
。

二
、
期
間
中
を
通
じ
て
新
し
く
若
い
友
人
達
を

得
た
こ
と
。

三
、
指
揮
系
統
が
大
変
複
雑
で
あ
っ
た
こ
と
。

四
、
ま
だ
ま
だ
日
本
の
メ
ン
バ
ー
は
国
際
性
に

乏
し
い
こ
と
。

人
も
い
た
わ
け
で
す
が
、
自
分
に
と
っ
て
は
や
は

り
一
生
の
う
ち
で
一
度
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
出

来
事
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
頂
上

が
目
前
に
、
も
う
四
’
五
脚
に
迫
っ
た
時
な
ん
と

な
く
頂
上
は
本
当
は
も
っ
と
遠
く
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
た
こ
と
。
目
前
に
し
て
非
常
に
心

臓
が
高
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て

登
頂
で
き
た
時
、
そ
れ
ま
で
思
っ
て
も
い
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
涙
が
あ
ふ
れ
て
く
る
の
を
と
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
ま
で
何
度
か
他

の
山
で
登
頂
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
涙
が
で

た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
し
、
そ
れ
に
も
ま
し

て
、
隊
員
を
含
め
て
多
く
の
人
達
の
顔
が
走
馬
灯

の
よ
う
に
浮
か
ん
で
は
消
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
に
い
た
っ
て
は
自
分
で
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
れ
は
、
多
く
の
人
達
の
お
か
げ
で
登
れ

た
ん
だ
ぞ
と
い
う
こ
と
を
何
か
が
自
分
に
い
ま
し

め
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

二
、
楽
し
か
っ
た
こ
と
は
割
と
た
く
さ
ん
あ
り

ま
し
た
が
、
一
番
、
と
い
わ
れ
る
と
少
々
迷
う
と

こ
ろ
で
す
。
が
い
ろ
い
ろ
と
振
り
返
っ
て
み
る
と

日
本
か
ら
来
た
手
紙
を
読
ん
で
い
た
時
か
な
と
い

う
気
が
し
ま
す
。
別
に
手
紙
の
た
め
に
登
っ
て
い

る
わ
け
で
は
少
し
も
な
い
し
、
ま
た
今
回
の
よ
う

に
情
報
が
わ
ず
か
な
時
間
で
日
本
へ
い
っ
て
し
ま

う
よ
う
な
状
況
の
中
で
何
を
い
ま
さ
ら
と
い
う
感

も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
す
が
、
で
も
や
は
り
手

紙
を
受
け
と
る
時
、
そ
し
て
封
を
あ
け
る
時
が
一

番
楽
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
今
は
思
っ
て
い

ま
す
。三

、
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

四
、
何
と
い
っ
て
も
二
次
隊
が
あ
あ
い
っ
た
形

で
中
止
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
今
回
の
山
登
り

は
登
山
で
は
な
い
。
ま
し
て
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
は

あ
り
え
な
い
と
い
う
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
あ
の
中

国
側
の
態
度
・
行
為
は
そ
れ
も
仕
方
が
な
い
、
と

さ
れ
て
し
ま
う
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
、
こ

の
ま
ま
仕
方
が
な
い
で
す
ま
し
て
し
ま
え
ば
、
今

後
第
二
、
第
三
の
友
好
登
山
隊
が
誕
生
す
る
こ
と

は
火
を
み
る
よ
り
も
明
ら
か
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
中
国
と
の
友
好
登
山
は
あ
り
え
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問
を
も
っ
た
ま
ま
今
回
の
登
山

が
終
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
現
場
に
い
た
人
達

が
い
い
人
達
が
多
か
っ
た
だ
け
に
余
計
残
念
で
し

た
。
議
定
書
は
あ
っ
て
な
き
が
ご
と
し
、
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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○
橋
本
清
（
北
）

一
、
今
回
の
登
山
、
計
画
段
階
か
ら
、
五
月
五

日
の
交
差
縦
走
日
を
決
め
、
そ
れ
に
合
せ
て
、
Ｔ

Ｖ
生
中
継
を
行
な
う
と
い
う
無
茶
の
計
画
だ
っ
た

た
め
、
非
常
に
苦
し
い
登
山
を
し
い
ら
れ
、
そ
れ

だ
け
に
五
月
五
日
、
無
事
交
差
縦
走
が
行
え
た
時

は
心
の
荷
物
が
軽
く
な
り
、
ホ
ッ
と
し
た
感
じ
。

そ
れ
だ
け
に
全
員
、
無
事
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
降

り
た
時
、
終
っ
た
と
同
時
に
本
当
に
よ
か
っ
た
な

と
思
っ
た
。
口
に
は
あ
ら
わ
せ
な
い
喜
び
が
あ
り

ま
す
。二

、
こ
の
計
画
が
始
ま
っ
て
か
ら
二
年
以
上
、

三
国
間
の
調
整
、
準
備
の
分
担
、
国
内
準
備
と
長

い
日
月
を
費
や
し
ま
し
た
。
実
際
の
登
鑿
活
動
は

三
ヶ
月
と
長
い
よ
う
な
短
い
登
山
で
し
た
。
こ
の

間
、
た
の
し
か
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
登
っ
て
帰
っ
て
来
た
今
が
一
番
た
の
し

い
時
で
す
。

三
、
今
回
の
登
山
は
、
日
本
、
中
国
、
ネ
パ
ー

ル
と
三
国
登
山
で
し
た
の
で
、
三
国
間
の
調
整
が

う
ま
く
ゆ
か
ず
、
こ
ん
な
時
、
我
々
が
い
く
ら
説

明
し
て
も
理
解
し
て
く
れ
ず
、
山
登
り
の
ち
が
い

か
、
言
葉
の
不
足
か
、
国
の
ち
が
い
か
、
困
り
ま

し
た
。

四
、
五
月
五
日
、
無
事
初
期
の
目
的
を
達
成
、

二
次
縦
走
隊
を
送
る
べ
く
、
五
月
六
日
Ｃ
６
へ
荷

上
げ
。
し
か
し
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
。
う
で
は
日
本
、

中
国
、
ネ
パ
ー
ル
で
、
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
の
中
止

か
続
行
か
に
意
見
が
わ
か
れ
、
最
後
に
中
止
と
決

ま
り
、
こ
の
時
ば
か
り
は
、
残
念
と
く
や
し
さ
が

一
体
と
な
り
、
言
葉
も
出
な
い
程
で
し
た
。
今
で

も
あ
の
二
次
が
と
残
念
で
す
。

○

小

池

英

雄

（

北

）

一
、
二
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
隊
員
だ
け
で
な

く
、
日
本
テ
レ
ビ
、
読
売
新
聞
の
メ
ン
バ
ー
、
そ

し
て
ネ
パ
ー
ル
、
中
国
の
メ
ン
バ
ー
と
知
り
合
い

に
な
れ
、
個
性
あ
ふ
れ
る
人
柄
に
接
す
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
。

三
、
四
月
十
五
日
、
Ｃ
５
か
ら
Ｃ
６
へ
荷
上
げ

の
た
め
ノ
ー
ス
・
コ
ル
（
Ｃ
４
）
か
ら
酸
素
ボ
ン
ベ

を
か
つ
い
で
Ｃ
５
入
り
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、

雪
稜
の
上
部
に
お
い
て
、
五
歩
歩
い
て
は
立
ち
止

ま
ら
な
い
と
息
が
続
か
ず
、
し
ま
い
に
は
雪
に
坐

り
込
ん
で
う
と
う
と
し
て
い
た
。
結
局
、
雪
稜
と

岩
稜
帯
の
境
に
酸
素
ボ
ン
ベ
を
デ
ポ
し
て
し
ま
っ

た
が
、
時
間
を
か
け
れ
ば
Ｃ
５
に
は
行
け
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
翌
日
に
は
荷
上
げ
が
待
つ

て
い
る
。
こ
の
状
態
で
そ
れ
が
十
分
可
能
か
。
Ｃ

５
で
た
だ
メ
シ
を
食
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
葛

藤
の
末
、
任
務
遂
行
の
中
止
を
決
め
た
と
き
。

四
、
五
月
五
日
に
第
一
次
隊
が
交
差
縦
走
・
登

頂
に
成
功
し
、
物
資
・
日
数
に
余
裕
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
第
二
次
、
第
三
次
隊
を
送
り
出
す

こ
と
も
な
く
、
三
国
友
好
登
山
が
終
結
を
む
か

え
、
上
部
へ
の
望
み
を
断
た
れ
た
こ
と
。

（
編
集
注
．
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、

Ｔ
Ｖ
、
報
道
を
除
く
南
北
双
方
の
日
本

人
登
山
隊
員
全
員
に
発
送
し
、
回
答
の

あ
っ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
到
着
順
に
掲

載
し
ま
し
た
）
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チョモランマ峰西稜（1987年秋）

高
所
順
応
と
登
山

登
山
隊
は
、
有
馬
元
治
総
隊
長
以
下
三
十
一
名
、
こ
の
う
ち
登
肇
隊
は
、
登

筆
隊
長
横
山
正
夫
以
下
二
十
名
で
構
成
さ
れ
た
。
登
筆
隊
員
の
高
所
登
山
体
験

者
は
四
名
（
コ
ン
グ
ル
・
チ
ュ
ビ
ェ
峰
七
五
九
五
卿
一
名
、
パ
ー
ス
峰
七
二
八

四
勝
一
名
、
六
○
○
○
折
台
二
名
）
と
少
な
い
た
め
、
高
所
順
応
期
間
を
可
能

な
範
囲
で
長
く
取
っ
た
。
Ｂ
・
Ｃ
建
設
か
ら
撤
収
ま
で
を
九
○
日
間
と
設
定
、

登
頂
の
鍵
は
、
八
○
○
○
勝
以
上
の
高
度
八
四
八
脚
を
ど
う
処
理
す
る
か
が
一

番
の
問
題
で
あ
っ
た
。

「
一
九
八
七
年
の
秋
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
を
西
の
山
の
背
に
沿
っ
て
登
る
こ

と
を
許
可
す
る
」
と
い
う
、
中
国
登
山
協
会
か
ら
の
文
書
が
、
川
上
宛
に
届
い

た
の
は
一
九
八
五
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
部
内
調
整
に
一
年
程
か
か
り
、
東

京
周
辺
の
会
員
を
中
心
と
し
て
本
格
的
な
検
討
・
準
備
に
入
っ
た
の
は
、
翌
年

の
八
月
か
ら
で
あ
る
。
登
山
隊
出
発
ま
で
約
一
年
、
慌
し
い
毎
日
で
あ
っ
た
。

チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
西
稜
（
一
九
八
七
年
秋
）

ル
ー
ト
の
特
徴
は
、
Ｂ
・
Ｃ
（
五
一
五
四
断
）
Ｉ
Ｃ
２
（
五
九
五
○
牌
）
間

比
高
七
九
六
慨
、
水
平
距
離
二
二
キ
ロ
。
Ｃ
２
１
Ｃ
４
（
七
三
○
○
牌
）
間
比
高

一
三
五
○
脚
、
平
均
傾
斜
五
十
度
、
最
大
傾
斜
七
十
度
。
Ｃ
４
１
Ｃ
５
（
七
六

○
○
燭
）
問
比
高
三
○
○
牌
、
水
平
距
離
三
キ
ロ
。
Ｃ
５
１
Ｃ
６
（
八
一
○
○
脚
）

間
比
高
五
○
○
卿
。
Ｃ
６
１
頂
上
（
八
八
四
八
勝
）
間
比
高
七
四
八
僻
。
Ｂ
・

Ｃ
ｌ
頂
上
の
水
平
距
離
約
三
○
キ
ロ
。
水
平
的
に
も
垂
直
的
に
も
長
く
険
し
い
。

Ｃ
２
か
ら
Ｃ
５
ま
で
は
雪
稜
と
な
っ
て
お
り
、
Ｃ
５
上
部
七
六
○
○
牌
以
上

は
、
四
級
四
カ
所
、
五
級
二
カ
所
の
岩
場
を
も
つ
岩
稜
帯
が
中
核
と
な
っ
て
、

頂
上
へ
と
続
い
て
い
る
。
こ
の
間
、
八
○
○
○
腕
前
後
の
雪
の
斜
面
を
除
い

て
、
適
当
な
攻
撃
キ
ャ
ン
プ
地
が
見
当
ら
な
い
。
下
部
キ
ャ
ン
プ
と
上
部
キ
ャ

ン
プ
の
自
然
状
況
に
も
、
か
な
り
な
違
い
が
あ
る
。

現
在
（
一
九
八
八
年
六
月
）
ま
で
、
西
稜
か
ら
登
山
し
た
隊
は
二
二
隊
（
春

九
隊
、
秋
九
隊
、
冬
四
隊
）
だ
が
、
成
功
し
た
の
は
春
の
四
隊
（
ホ
ン
バ
イ
ン

・
ル
ー
ト
ニ
隊
、
ダ
イ
レ
ク
ト
・
ル
ー
ト
ニ
隊
）
の
み
。
秋
の
難
点
は
、
仙
日

川

上

隆
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チョモランマ

8,848m

、
、

凡1

水
i''1

照
時
間
が
短
い
。
②
モ
ン
ス
ー
ン
中
の
降
雪
。
③
モ
ン
ス
ー
ン
明
け
あ
と
の
ジ

ェ
ッ
ト
ス
ト
リ
ー
ム
に
よ
る
強
風
と
寒
気
、
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

我
々
と
し
て
は
、
八
月
上
旬
か
ら
行
動
を
起
こ
し
、
モ
ン
ス
ー
ン
・
ブ
レ
イ

ク
を
利
用
し
て
、
九
月
上
旬
ま
で
に
北
支
稜
か
ら
七
六
○
○
牌
ま
で
の
ル
ー
ト

工
作
と
、
で
き
れ
ば
Ｃ
５
建
設
ま
で
完
成
さ
せ
、
九
月
下
旬
か
ら
予
想
さ
れ
る

モ
ン
ス
ー
ン
明
け
の
晴
天
約
十
日
間
を
利
用
し
て
、
八
一
○
○
腓
地
点
に
Ｃ
６

（
攻
撃
キ
ャ
ン
プ
）
を
建
設
し
、
頂
上
攻
撃
の
メ
ド
を
つ
け
る
作
戦
で
臨
ん

だ
。
と
も
か
く
、
七
三
○
○
牌
以
上
の
西
稜
で
の
滞
在
日
数
を
可
能
な
限
り
減

ら
す
た
め
、
登
肇
の
ス
ピ
ー
ド
・
ア
ッ
プ
が
要
求
さ
れ
る
。
順
序
と
し
て
は
、

先
ず
そ
こ
ま
で
の
高
所
順
応
を
、
時
間
を
か
け
て
上
手
く
や
る
こ
と
で
あ
る
。

１
日
本
に
お
け
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

出
発
一
ヵ
月
前
の
六
月
、
富
士
山
頂
を
利
用
し
七
日
間
の
順
応
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
を
実
施
し
た
。
こ
の
間
、
低
気
圧
が
通
過
し
た
た
め
気
圧
高
度
が
上
昇
し
、

各
人
各
様
で
あ
っ
た
が
、
多
く
の
隊
員
に
障
害
（
頭
痛
、
発
熱
、
む
く
み
、
息

切
れ
、
食
欲
不
振
、
吐
き
気
等
）
が
現
わ
れ
、
よ
い
体
験
に
な
っ
た
。

２
現
地
で
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

仙
北
方
隊
（
十
二
名
）
成
都
（
五
○
○
脚
）
か
ら
一
気
に
ラ
サ
（
三
七
○
○

Ｍ
）
ま
で
高
度
が
上
が
る
た
め
、
通
常
、
初
体
験
者
は
相
当
数
が
高
所
障
害
症

状
を
呈
す
る
。
北
方
隊
の
場
合
、
富
士
山
合
宿
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
一
隊
員

に
、
頭
痛
、
息
切
れ
、
吐
き
気
等
の
症
状
が
で
た
。

②
南
方
隊
（
十
八
名
）
ネ
パ
ー
ル
か
ら
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
、
中
国
・
ニ
ェ
ラ

ム
（
三
六
○
○
卿
）
で
の
順
応
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
あ
と
、
十
分
な
休
養
を
取
ら

な
か
っ
た
た
め
疲
労
が
残
り
、
Ｂ
・
Ｃ
以
上
の
順
応
に
苦
労
し
た
隊
員
が
数
人

で
た
。
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③
北
方
隊
は
、
シ
ガ
ー
ル
（
四
二
八
○
Ｍ
）
に
二
泊
後
、
チ
ョ
ゾ
ン
幕
営
地

四
一
○
○
牌
（
ロ
ン
ブ
ク
川
右
岸
）
を
根
拠
地
と
し
て
、
五
○
○
○
勝
前
後
の

山
を
各
人
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
応
じ
て
、
三
日
’
六
日
間
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
実
施
し
た
。
南
方
隊
も
、
一
部
を
除
き
こ
の
場
所
で
行
っ
た
。
リ
ー
ダ
ー
の

中
に
は
、
一
日
も
早
く
Ｂ
・
Ｃ
入
り
を
実
現
し
た
い
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た

が
、
計
画
通
り
実
行
し
た
。

側
Ｂ
・
Ｃ
で
は
、
ロ
ン
ブ
ク
川
右
岸
に
位
置
す
る
六
三
○
○
牌
の
岩
山
を
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
場
と
し
、
各
人
四
’
七
回
、
順
応
状
況
に
応
じ
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
実
施
し
た
。
チ
ョ
ゾ
ン
で
の
結
果
が
よ
か
っ
た
の
で
、
Ｂ
・
Ｃ
で
の
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
は
各
隊
員
と
も
積
極
的
で
あ
っ
た
。
日
本
を
出
発
し
て
か
ら
Ｂ
・
Ｃ
に

お
け
る
順
応
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
終
了
ま
で
二
十
日
’
二
十
五
日
を
要
し
て
い
る
。

⑤
六
三
○
○
脚
ま
で
の
順
応
に
力
を
入
れ
た
の
で
、
三
名
’
四
名
の
隊
員
を

除
き
、
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
Ｃ
２
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
順
応
が

上
手
く
い
っ
た
と
い
う
安
心
感
か
ら
、
横
山
の
障
害
を
見
過
し
て
し
ま
っ
た
。

強
い
責
任
感
、
弱
気
を
だ
さ
な
い
持
ち
前
の
粘
り
強
さ
、
す
べ
て
が
裏
目
に
で

た
。
い
つ
の
ま
に
か
、
自
己
管
理
能
力
の
限
界
を
越
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
お

よ
そ
横
山
ら
し
く
な
い
事
故
死
で
あ
っ
た
（
九
月
二
日
、
五
七
○
○
澗
の
Ｃ
１

か
ら
単
独
下
山
中
、
東
ロ
ン
ブ
ク
川
渡
渉
点
五
三
○
○
Ｍ
で
滑
落
事
故
。
遺
体

は
、
翌
日
渡
渉
点
よ
り
五
○
○
燭
下
流
で
発
見
さ
れ
た
）
。

３
Ｃ
２
か
ら
上
部
へ
の
展
開

Ｃ
２
以
上
で
行
動
し
た
隊
員
の
ほ
と
ん
ど
は
、
六
三
○
○
’
七
三
○
○
脚
の

間
が
、
今
回
の
登
山
で
一
番
苦
し
か
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
。
酸
素
は
、
Ｃ
４

で
睡
眠
時
毎
分
○
・
二
脇
と
し
た
。
Ｃ
４
ま
で
と
比
較
し
て
、
気
分
は
楽
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
Ｃ
４
へ
の
荷
上
げ
が
渉
ら
な
い
こ
と
と
、
で
き
る
だ

北
支
稜
と
雪
崩

北
支
稜
は
、
末
端
か
ら
西
稜
の
肩
ま
で
の
比
高
一
三
五
○
牌
、
平
均
傾
斜
五

十
度
の
雪
稜
で
あ
る
。
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
は
、
二
三
○
○
脚
使
用
し
た
。
風

は
西
風
が
卓
越
し
て
お
り
、
降
雪
は
支
稜
線
に
沿
っ
て
吹
き
溜
る
た
め
、
稜
線

全
体
が
雪
崩
の
で
や
す
い
危
険
を
孕
ん
で
い
る
。

け
上
部
テ
ン
ト
に
酸
素
を
荷
上
げ
す
る
必
要
か
ら
、
Ｃ
４
で
睡
眠
時
酸
素
を
吸

入
で
き
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
あ
る
程
度
、
滞
在
高
度
に
順
応
し
て
い
た
の
で

問
題
に
な
る
よ
う
な
障
害
は
で
な
か
っ
た
。
Ｃ
４
に
お
け
る
最
多
連
続
滞
在
者

は
涌
井
の
九
日
間
で
あ
る
。
息
切
れ
と
若
干
の
頭
痛
が
で
た
程
度
で
あ
っ
た
。

Ｃ
４
１
Ｃ
５
間
の
行
動
は
無
酸
素
、
Ｃ
５
で
は
睡
眠
時
毎
分
○
・
五
脇
、
上

部
へ
の
行
動
時
毎
分
一
・
○
脇
、
最
高
到
達
点
八
一
○
○
肘
ま
で
三
隊
計
六
回
、

ル
ー
ト
エ
作
と
一
部
資
材
の
荷
上
げ
を
実
施
し
た
。
行
動
中
、
酸
素
マ
ス
ク
の

排
気
弁
や
ジ
ャ
バ
ラ
ホ
ー
ス
の
連
結
管
が
氷
結
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と
、
強
風
・
寒

気
で
苦
し
め
ら
れ
た
が
、
行
動
は
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
ル
パ

は
、
七
三
○
○
脚
以
上
で
は
、
下
痢
、
発
熱
、
軽
い
凍
傷
（
一
度
）
等
に
罹
つ

た
者
が
多
か
っ
た
。
隊
員
も
一
名
、
七
八
○
○
僻
で
ル
ー
ト
エ
作
中
二
度
の
凍

傷
に
罹
っ
た
が
、
手
当
て
が
早
か
っ
た
の
で
後
遺
症
は
残
ら
な
か
っ
た
。

日
本
に
お
け
る
当
初
の
計
画
で
は
、
Ｃ
４
ま
た
は
Ｃ
５
に
滞
在
し
た
隊
員
を

三
隊
に
分
け
、
九
月
上
旬
に
い
っ
た
ん
ニ
ェ
ラ
ム
ま
で
下
山
さ
せ
、
五
日
’
七

日
間
程
度
の
休
養
を
取
ら
せ
る
構
想
だ
っ
た
が
、
こ
の
プ
ラ
ン
は
運
行
上
に
無

理
が
生
じ
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
結
局
、
主
た
る
休
養
キ
ャ
ン
プ
は
Ｂ
・
Ｃ
と

し
、
隊
員
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
応
じ
て
Ｃ
２
１
Ｃ
５
で
の
行
動
の
後
、
事
故

に
よ
る
活
動
中
断
を
含
め
て
五
日
前
後
の
休
養
を
五
回
程
度
実
施
し
た
。
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九
月
十
五
日
、
Ｃ
２
か
ら
ロ
ー
・
ラ
に
向
っ
た
撮
影
隊
は
、
中
央
ロ
ン
プ
ク

氷
河
上
に
散
乱
し
て
い
る
Ｃ
３
（
六
三
○
○
僻
）
の
テ
ン
ト
や
隊
荷
を
発
見
し

た
。
Ｃ
３
の
す
べ
て
が
、
根
こ
そ
ぎ
雪
崩
で
流
出
し
て
い
る
と
の
報
告
で
あ

る
。
早
速
、
山
口
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
Ｃ
２
滞
在
隊
員
に
よ
っ
て
、
流
出
荷
は

集
め
ら
れ
た
。
酸
素
ボ
ン
ベ
、
ガ
ス
ボ
ン
ベ
等
重
い
物
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
の

荷
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

１
Ｃ
３
に
襲
来
し
た
雪
崩

山
発
生
時
期
九
月
十
四
日
二
三
時
三
○
分
頃
（
Ｃ
２
で
雪
崩
の
爆
風
音
聞

こ
え
る
。
こ
の
時
点
で
は
発
生
場
所
不
明
）
。

②
雪
崩
の
種
類
積
雪
量
の
増
加
に
よ
る
乾
燥
雪
崩
。
発
生
の
き
っ
か
け

増
雪
（
風
成
雪
を
含
む
）
。

③
雪
崩
の
型
降
雪
と
風
成
雪
に
よ
る
自
然
発
生
の
襲
来
雪
崩
。

㈹
発
生
地
点
の
高
度
六
三
二
○
Ｍ
付
近
。

⑧
雪
崩
の
規
模
と
崩
壊
し
た
斜
面
幅
六
○
僻
、
長
さ
一
五
○
厨
、
厚
さ
一

・
五
’
二
・
○
脚
の
層
で
雪
崩
れ
る
。
当
日
の
雪
崩
は
、
北
支
稜
六
三
五
○
’

六
二
○
○
脚
の
東
・
西
両
側
面
に
数
本
発
生
し
て
い
た
。

⑥
雪
崩
発
生
地
点
の
地
形
①
斜
面
の
状
況
発
生
面
よ
り
五
○
勝
上
部
に

は
、
大
き
な
岩
が
稜
線
東
側
寄
り
に
露
出
し
て
い
る
。
稜
線
と
東
・
西
側
斜
面

は
、
降
雪
と
風
成
雪
で
形
成
さ
れ
積
雪
量
は
一
○
卿
前
後
で
あ
る
。
西
側
斜
面

下
部
の
傾
斜
は
六
十
’
七
十
度
、
Ｃ
３
か
ら
で
は
中
央
ロ
ン
ブ
ク
氷
河
ま
で
、

直
線
距
離
で
五
○
○
勝
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
東
側
斜
面
は
、
稜
線
上
か
ら
小
さ
な

雪
庇
が
張
り
出
し
、
七
十
度
以
上
の
傾
斜
で
中
央
ロ
ン
ブ
ク
氷
河
に
切
れ
込
ん

で
い
る
。
②
発
生
面
の
傾
斜
Ｃ
３
周
辺
の
場
合
三
十
度
。

、
斜
面
の
方
位
Ｃ
３
が
流
さ
れ
た
斜
面
は
、
西
側
斜
面
。

⑧
気
象
状
況
①
天
候
九
月
十
一
日
、
高
曇
り
後
雪
。
十
二
日
、
一
日
中

雪
が
降
っ
た
り
止
ん
だ
り
。
十
三
日
、
晴
後
雪
。
十
四
日
、
晴
後
雪
。
衣
類
が

濡
れ
る
程
の
湿
っ
ぽ
い
雪
で
あ
っ
た
。
夜
間
に
入
り
、
雪
・
風
と
も
に
や
や
増

加
し
気
温
も
下
っ
た
（
こ
の
頃
の
北
支
稜
は
、
Ｂ
・
Ｃ
が
晴
天
で
も
午
後
に
な

る
と
ロ
ー
・
ラ
か
ら
吹
き
込
ん
で
き
た
ガ
ス
で
稜
線
が
覆
わ
れ
た
。
ガ
ス
に
覆

わ
れ
た
部
分
は
必
ず
雪
と
な
っ
て
い
る
）
。
十
五
日
、
晴
後
雪
が
降
っ
た
り
止

ん
だ
り
。
以
上
Ｃ
２
で
の
天
候
で
あ
る
。
②
積
雪
量
九
月
十
一
日
か
ら
の
積

雪
量
は
、
Ｃ
３
付
近
で
一
’
二
勝
。

⑨
徴
候
九
月
に
入
っ
て
か
ら
徐
々
に
気
温
が
下
降
し
、
モ
ン
ス
ー
ン
・
ブ

レ
イ
ク
が
終
っ
た
九
月
中
旬
か
ら
、
北
支
稜
で
は
降
雪
と
西
風
に
よ
る
風
成
雪

の
影
響
が
顕
著
と
な
っ
た
。
Ｃ
３
は
、
そ
の
度
に
テ
ン
ト
が
三
分
の
二
程
埋
っ

た
。
三
’
四
回
の
除
雪
の
後
、
テ
ン
ト
が
下
方
向
に
少
し
ズ
レ
て
い
た
よ
う
に

感
じ
た
そ
う
で
あ
る
。
一
部
リ
ー
ダ
ー
は
不
安
を
感
じ
た
が
、
直
接
、
雪
崩
に

結
び
つ
く
と
の
認
識
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

２
Ｃ
３
決
定
の
経
緯
と
雪
崩
対
策

Ｃ
３
位
置
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
前
線
リ
ー
ダ
ー
山
口
は
、
数
回
に
わ
た

り
現
場
周
辺
の
偵
察
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
北
支
稜
に
お
け
る
隊
員
の
行

動
と
順
応
、
隊
荷
輸
送
と
集
積
場
所
等
を
綜
合
的
に
考
え
る
と
、
六
三
○
○
勝

地
点
を
除
き
他
に
適
当
の
場
所
な
し
。
こ
の
地
点
、
雪
崩
の
危
険
が
な
い
と
は

い
え
な
い
が
、
他
の
場
所
と
比
べ
安
全
度
は
高
い
と
思
う
、
と
報
告
し
た
。

リ
ー
ダ
ー
会
は
、
再
三
に
わ
た
る
検
討
の
結
果
、
隊
の
安
全
対
策
を
十
分
に

守
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
六
三
○
○
燭
地
点
を
Ｃ
３
位
置
に
決
定
し
た
。

雪
崩
対
策
側
降
雪
中
の
行
動
禁
止
②
行
動
時
、
ル
ー
ト
及
び
テ
ン
ト
位

置
と
そ
の
周
辺
の
積
雪
状
況
チ
ェ
ッ
ク
③
危
険
箇
所
の
通
過
は
、
十
分
に
問
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隔
を
開
け
る
凶
危
険
を
感
じ
た
ら
、
速
や
か
に
退
避
す
る
⑤
Ｃ
３
は
、
原

則
と
し
て
隊
荷
集
積
キ
ャ
ン
プ
と
し
、
晴
天
時
、
雪
崩
の
危
険
が
な
い
と
判
断

し
た
時
の
み
、
登
華
隊
長
の
許
可
を
得
て
泊
る
。

３
登
山
期
間
（
八
月
’
十
月
）
中
、
隊
員
等
が
体
験
し
た
雪
崩

山
九
月
十
四
日
一
三
時
頃
、
Ｃ
３
周
辺
の
積
雪
状
況
を
調
、
へ
て
い
た
山
口
は
、

六
四
五
○
牌
付
近
で
上
か
ら
厚
さ
四
○
諺
程
の
表
層
雪
崩
が
発
生
し
捲
込
ま
れ

た
が
、
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
に
確
保
し
て
い
た
の
で
、
三
卿
程
流
さ
れ
た
だ
け

で
事
な
き
を
得
た
。
一
二
時
頃
か
ら
雪
と
な
り
、
下
降
に
入
る
寸
前
だ
っ
た
。

こ
の
雪
崩
は
、
規
模
を
大
き
く
し
な
が
ら
一
直
線
に
中
央
ロ
ン
ブ
ク
氷
河
に

流
出
し
た
。
Ｃ
３
の
状
況
が
心
配
に
な
っ
た
が
、
影
響
は
な
か
っ
た
。
山
口

は
、
Ｃ
３
泊
り
を
希
望
し
た
が
、
雪
崩
の
危
険
を
感
じ
た
の
で
、
Ｃ
３
に
上
っ

て
い
た
ル
ー
ト
補
修
隊
員
と
も
ど
も
、
即
刻
Ｃ
２
へ
の
下
降
を
指
示
し
た
。

②
十
月
二
十
一
日
、
Ｃ
１
か
ら
下
降
中
の
上
田
は
、
一
三
時
頃
中
央
ロ
ン
ブ

ク
氷
河
右
岸
の
五
五
○
○
燭
地
点
で
、
側
壁
か
ら
発
生
し
た
幅
五
脈
、
長
さ
三

○
牌
の
雪
崩
に
膝
ま
で
埋
っ
た
。
天
候
快
晴
。

③
十
月
二
十
日
、
東
ロ
ン
ブ
ク
氷
河
か
ら
Ｂ
・
Ｃ
に
下
降
中
の
イ
ギ
リ
ス
隊

コ
ッ
ク
一
名
は
、
東
ロ
ン
ブ
ク
川
右
岸
五
三
五
○
脚
地
点
を
歩
行
中
、
幅
八

牌
、
長
さ
三
○
脚
の
雪
崩
に
埋
り
死
亡
し
て
い
る
。

登
山
終
結

横
山
登
華
隊
長
の
事
故
死
の
後
、
有
馬
元
治
総
隊
長
の
決
断
に
従
っ
て
、
九

月
十
九
日
登
山
再
開
。
九
月
二
十
六
日
、
新
Ｃ
３
（
六
九
○
○
屑
）
建
設
。
九

月
二
十
八
日
、
Ｃ
４
を
西
稜
の
肩
に
建
設
。
十
月
三
日
、
西
稜
の
岩
稜
帯
基
部

七
六
○
○
搦
地
点
に
Ｃ
５
建
設
と
、
慌
し
い
展
開
と
な
っ
た
。
日
程
上
の
遅
れ

は
二
十
日
で
あ
る
。
七
三
○
○
勝
以
上
の
西
稜
線
上
で
は
、
数
人
の
シ
ェ
ル
パ

が
体
調
を
崩
し
、
思
う
よ
う
に
荷
上
げ
が
渉
ら
な
か
っ
た
。

十
月
十
八
日
夜
間
よ
り
二
十
日
早
朝
ま
で
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
周
辺
に
襲
来

し
た
サ
イ
ク
ロ
ン
崩
れ
の
暴
風
雪
は
、
Ｃ
２
で
最
大
風
速
三
五
牌
以
上
、
降
雪

量
三
脚
と
大
き
く
、
こ
の
地
方
六
十
年
来
の
悪
天
候
と
な
っ
た
。
Ｃ
２
周
辺
は

怒
涛
の
よ
う
に
荒
れ
狂
う
風
雪
に
す
っ
ぽ
り
お
お
わ
れ
た
。
こ
の
時
Ｃ
２
滞
在

者
は
、
上
部
へ
の
展
開
か
ら
休
養
の
た
め
下
山
し
た
隊
員
が
主
で
あ
っ
た
（
川

上
、
涌
井
、
日
根
野
、
細
田
、
佐
藤
（
敏
）
、
佐
藤
（
今
）
、
河
内
、
杉
江
皿
、

撮
影
隊
北
村
、
明
石
、
以
上
一
○
名
。
シ
ェ
ル
パ
は
、
サ
ー
ダ
ー
、
ナ
ワ
・
ヨ

ン
デ
ン
以
下
一
二
名
。
計
二
二
名
）
。

Ｂ
・
Ｃ
に
お
け
る
松
本
気
象
官
の
予
報
に
よ
れ
ば
、
天
候
は
不
安
定
で
あ
る

が
、
十
八
日
現
在
す
で
に
サ
イ
ク
ロ
ン
は
消
滅
し
、
徐
々
に
回
復
期
に
入
る
。

し
か
し
、
風
・
寒
気
と
も
一
段
と
厳
し
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
十
九
日
、
早
朝
か
ら
の
天
候
は
刻
一
刻
悪
く
な
り
、
九
時
二
○
分
の
ネ
パ

ー
ル
の
気
象
通
報
は
、
本
日
、
ネ
パ
ー
ル
全
土
は
天
候
極
め
て
悪
く
、
ヒ
マ
ラ

ヤ
地
方
は
大
雪
で
あ
る
、
と
報
道
し
て
い
た
。
明
日
は
晴
天
に
な
っ
た
と
し
て

も
、
こ
の
大
雪
と
強
風
で
は
、
北
支
稜
全
体
が
雪
崩
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。

Ｃ
４
に
滞
在
し
て
い
る
山
口
隊
は
、
山
口
、
松
岡
、
吉
田
、
撮
影
隊
村
口
、

井
納
、
シ
ェ
ル
パ
の
ダ
ワ
タ
シ
の
６
名
。
Ｃ
４
隊
員
の
疲
労
、
隊
荷
集
積
量
、

次
の
展
開
、
悪
天
候
等
を
考
え
る
と
、
彼
等
が
消
耗
し
尽
く
す
前
に
Ｃ
２
に
下

ろ
し
、
休
養
を
取
ら
せ
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。
川
上
は
、
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー

プ
が
北
支
稜
に
隈
な
く
展
張
し
て
あ
る
状
況
を
考
え
、
今
な
ら
ば
、
彼
等
の
体

力
・
気
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
Ｃ
２
へ
の
下
降
は
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

九
時
四
○
分
、
着
装
を
完
全
に
し
て
、
必
要
最
低
限
の
個
人
装
備
の
み
を
持
参

ワワ
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し
、
直
ち
に
Ｃ
２
に
下
山
せ
よ
と
指
示
し
た
。

一
○
時
三
○
分
、
山
口
を
ト
ッ
プ
に
下
山
開
始
。
下
る
に
従
っ
て
天
候
は
悪

化
し
、
風
雪
に
視
界
は
と
ざ
さ
れ
る
。
雪
に
埋
っ
た
ロ
ー
プ
の
掘
り
起
し
に
悪

戦
苦
闘
し
な
が
ら
、
一
九
時
三
○
分
ダ
ワ
タ
シ
、
松
岡
、
吉
田
、
山
口
の
順
で

Ｃ
２
に
到
着
し
た
。
殿
を
務
め
た
村
口
、
井
納
は
、
六
二
○
○
勝
の
ル
ー
ト
切

り
替
え
地
点
で
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
を
見
失
っ
た
が
、
約
二
時
間
、
暗
夜
に
砲

岸
す
る
風
雪
の
中
、
死
力
を
尽
し
て
ロ
ー
プ
を
発
見
、
二
一
時
三
○
分
氷
雪
の

鎧
を
纒
っ
た
姿
で
Ｃ
２
に
入
っ
た
。

登
山
期
間
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
粘
り
、
登
頂
が
駄
目
な
ら
、
一
人
で
も
多
く
の
隊

員
を
八
○
○
○
鰄
台
に
立
た
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ

は
、
八
一
○
○
濁
の
Ｃ
６
予
定
地
ま
で
展
張
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
２
に
い
る
隊
員

に
は
、
ま
だ
余
裕
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
、
Ｃ
２
の
テ
ン
ト
は
四
割
が
豪
雪

の
た
め
潰
れ
、
隊
の
主
力
で
あ
る
Ｃ
２
隊
も
心
身
共
に
消
耗
し
始
め
た
感
が
あ

る
。
川
上
は
、
二
二
時
登
山
終
了
と
二
十
日
か
ら
の
撤
収
を
宣
言
し
た
。

八
記
録
概
要
Ｖ

隊
の
名
称
防
衛
大
学
校
山
岳
会
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
登
山
隊

主
催
団
体
防
衛
大
学
校
山
岳
会

活
動
期
間
一
九
八
七
年
八
月
’
十
月

目
的
西
稜
か
ら
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
登
頂

隊
の
編
成
総
隊
長
Ｉ
有
馬
元
治
（
衆
議
院
議
員
）
、
登
山
隊
長
ｌ
川
上
隆
（
防

衛
大
学
校
山
岳
会
々
長
）
、
副
隊
長
ｌ
若
浦
義
弘
（
記
）
、
総
務
ｌ

大
崎
直
彦
（
⑲
）
、
医
官
ｌ
沢
本
裕
明
（
皿
）
・
杉
江
琢
美
（
恥
）
、

撮
影
隊
Ｉ
北
村
皆
雄
（
妬
）
・
明
石
太
郎
（
調
）
・
村
口
徳
行
（
瓢
）
・

井
納
吉
一
（
詔
）
、
記
録
１
頁
神
勇
（
師
）
、
駐
北
京
代
表
ｌ
長
野

陽
一

登
華
隊
長
ｌ
横
山
正
夫
（
“
）
、
隊
員
ｌ
福
楽
動
（
蛆
）
、
山
口
陽

一
郎
（
師
）
、
涌
井
鋼
一
（
幻
）
、
狩
野
隆
平
（
釦
）
、
松
本
圭
一
郎

（
”
）
、
小
林
勇
夫
（
記
）
、
日
根
野
伸
一
（
”
）
、
高
橋
宏
一
郎

（
弱
）
、
上
田
寛
孝
（
お
）
、
細
田
美
紀
男
（
謎
）
、
岩
崎
俊
夫
（
犯
）
、

佐
藤
敏
志
（
調
）
、
松
岡
茂
（
記
）
、
清
沢
幸
則
（
詔
）
、
千
葉
勝

彦
（
弘
）
、
篠
田
力
良
（
鋤
）
、
吉
田
治
（
調
）
、
佐
藤
今
朝
治
（
”
）
、

河
内
正
樹
（
妬
）

シ
ェ
ル
パ
、
サ
ー
ダ
ー
ナ
ワ
・
ヨ
ン
デ
ン
以
下
一
八
名
。

中
国
側
、
連
絡
官
１
超
連
友
、
操
縦
手
Ｉ
溝
金
庭
、
通
訳
Ｉ
董
紅

俊
、
合
計
五
三
名
。

行
動
概
要
七
月
十
五
日
、
日
本
出
発
。
七
月
二
十
九
日
、
Ｂ
・
Ｃ
建
設
。
八

月
六
日
、
Ｃ
１
建
設
。
八
月
十
五
日
、
Ｃ
２
建
設
。
八
月
二
十
九

日
、
旧
Ｃ
３
建
設
。
九
月
二
日
、
横
山
登
華
隊
長
事
故
。
九
月
三

日
’
九
月
十
八
日
、
登
山
活
動
中
断
。
九
月
十
九
日
、
登
山
活
動

再
開
。
九
月
二
十
六
日
、
新
Ｃ
３
建
設
。
九
月
二
十
八
日
、
Ｃ
４

建
設
。
十
月
三
日
、
Ｃ
５
建
設
。
十
月
十
日
、
八
一
○
○
鮒
に
到

達
。
十
月
十
三
日
、
Ｃ
６
予
定
地
ま
で
の
ル
ー
ト
工
作
完
了
。
最

高
到
達
点
八
一
○
○
脚
。
到
達
者
、
松
岡
、
岩
崎
、
千
葉
、
細

田
、
佐
藤
（
今
）
の
五
名
。
五
名
と
も
に
、
海
外
登
山
は
初
め
て

で
あ
る
。
十
月
三
十
日
’
十
一
月
四
日
、
Ｂ
・
Ｃ
撤
収
。

報
告
書
概
要
報
告
書
一
九
八
七
年
十
二
月
発
行

公
式
報
告
書
「
防
衛
大
学
校
山
岳
会
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
登
山
報
告

一
九
八
七
」
一
九
八
八
年
八
月
発
行
予
定
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冬期アンナプルナ南壁初登肇

再
挑
戦
に
よ
る
登
頂

私
ど
も
群
馬
岳
連
は
三
年
前
の
一
九
八
四
’
五
年
の
冬
に
、
七
二
○
○
脚
を

最
高
到
達
点
と
し
て
、
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
壁
登
山
に
失
敗
し
た
。

敗
因
は
私
共
の
カ
ネ
不
足
、
冬
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
降
雪
に
対
し
て
の
認
識
不
足

等
で
あ
っ
た
。
失
敗
し
た
と
は
い
え
、
技
術
的
に
も
決
し
て
登
れ
な
い
ル
ー
ト

で
は
な
い
、
と
強
く
感
じ
た
私
は
近
い
将
来
に
再
起
し
、
雪
辱
を
果
た
す
、
と

決
意
し
た
（
「
山
岳
」
第
八
十
年
参
照
）
。

そ
の
雪
辱
戦
に
よ
る
初
登
肇
で
あ
っ
た
。
十
二
月
二
十
日
、
十
二
時
間
の
登

肇
で
登
頂
に
は
成
功
し
た
が
、
四
名
の
登
頂
者
の
う
ち
二
名
が
下
山
中
に
転
落

死
す
る
と
い
う
悲
運
に
も
見
舞
わ
れ
た
の
が
今
回
の
登
山
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
二
月
、
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
か
ら
寂
し
く
帰
国
し
た
私
に
持
ち
込
ま

れ
た
の
が
映
画
「
植
村
直
己
物
語
」
の
エ
ベ
レ
ス
ト
撮
影
隊
長
の
話
で
あ
っ

た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
経
験
す
る
以
外

に
な
い
、
と
考
え
て
い
た
私
は
隊
長
を
引
き
受
け
、
宮
崎
勉
、
山
田
昇
ら
と
共

冬
期
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
壁
初
登
掌短

期
速
攻
へ
の
戦
略

宮
崎
は
前
回
の
失
敗
・
反
省
の
上
に
た
ち
、
悪
天
候
に
つ
か
ま
る
こ
と
な
く

迅
速
か
つ
安
全
に
登
る
た
め
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
を
再
考
、
再
構
築
し
た
。
眼
目

は
登
山
期
間
を
十
五
日
間
と
す
る
短
期
速
攻
で
あ
る
。
長
期
登
山
は
肉
体
的
、

に
次
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
壁
へ
続
く
群
馬
岳
連
会
員
中
心
の
エ
ベ
レ
ス
ト
撮
影

隊
を
編
成
し
た
。

本
職
の
カ
メ
ラ
マ
ン
を
含
む
十
一
名
の
頂
上
ま
で
の
撮
影
隊
中
、
撮
影
助
手

の
斉
藤
安
平
を
入
れ
る
と
八
名
が
群
馬
岳
連
会
員
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
登
山

は
日
本
人
九
名
、
シ
ェ
ル
パ
ー
名
の
十
一
名
が
撮
影
ア
タ
ッ
ク
隊
と
し
て
サ
ウ

ス
コ
ル
に
入
っ
た
が
、
酸
素
器
具
の
故
障
等
の
理
由
で
七
名
の
登
頂
に
と
ど
ま

っ
た
。
し
か
し
そ
の
う
ち
の
私
を
含
む
五
名
が
群
馬
岳
連
会
員
と
い
う
、
ま
ず

ま
ず
私
の
思
惑
通
り
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
八
名
を
中
心
と
し

た
総
隊
長
以
下
十
四
名
の
登
山
隊
と
な
っ
た
。 八

木
原
圀
明
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精
神
的
に
も
辛
く
、
危
険
な
場
所
に
長
時
間
わ
が
身
を
晒
す
、
と
い
う
「
労
多

く
し
て
、
し
か
も
危
険
な
登
山
」
と
な
る
。

一
番
の
問
題
と
な
る
十
二
月
下
旬
の
悪
天
・
降
雪
を
考
慮
す
れ
ば
、
短
期
速

攻
し
か
な
く
、
我
々
の
経
験
と
実
績
を
も
っ
て
す
れ
ば
充
分
可
能
で
あ
る
と

し
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
先
ず
充
分
な
る
高
所
順
応
計
画

を
た
て
た
〕

も
う
一
つ
は
Ｂ
Ｃ
を
よ
り
南
壁
に
近
づ
け
、
キ
ャ
ン
プ
数
を
減
ら
し
、
よ
し

ん
ぱ
降
雪
が
あ
っ
て
も
、
安
全
に
長
期
戦
に
耐
え
得
る
地
点
へ
の
キ
ャ
ン
プ
建

設
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
隊
が
第
七
キ
ャ
ン
プ
予
定
地
と
し
た
ミ
ニ
ロ
ッ
ク
バ

ン
ド
上
を
第
五
キ
ャ
ン
プ
と
し
、
キ
ャ
ン
プ
数
を
減
ら
す
。
実
際
に
は
七
四
○

○
脚
の
Ｃ
４
が
最
終
キ
ャ
ン
プ
と
な
っ
た
。

十
二
月
前
半
に
登
頂
す
る
と
い
う
の
は
、
十
一
月
初
め
か
ら
こ
の
頃
ま
で
が

一
年
の
う
ち
で
最
も
天
候
の
安
定
す
る
時
期
で
あ
り
、
厳
密
に
考
え
れ
ば
「
冬

期
登
山
で
は
な
い
の
で
は
？
」
と
す
る
我
々
自
身
の
印
象
は
ぬ
ぐ
い
切
れ
な

い
。
し
か
し
、
現
段
階
と
し
て
は
一
月
、
二
月
の
冬
の
真
最
中
の
登
山
は
困
難

す
ぎ
る
た
め
、
次
の
厳
冬
期
登
山
の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
。

十
五
日
間
で
登
る
、
と
し
て
も
慎
重
を
期
し
、
二
月
中
旬
ま
で
の
食
糧
を
用

意
し
た
。
長
び
く
と
い
う
こ
と
は
降
雪
以
外
の
理
由
は
考
え
ら
れ
な
い
。
特
に

ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
壁
の
場
合
は
、
強
風
と
寒
気
の
影
響
は
比
較
的
少
な
い
。
降

雪
で
ロ
ー
プ
等
が
埋
没
し
た
場
合
の
ル
ー
ト
工
作
の
や
り
直
し
を
想
定
し
、
ロ

ー
プ
等
の
登
肇
具
も
二
倍
の
数
量
を
用
意
し
た
。

隊
員
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
経
験

私
は
常
々
隊
員
達
に
こ
う
繰
り
返
し
言
い
続
け
て
き
た
。
「
我
々
の
ヒ
マ
ラ

ヤ
に
お
け
る
経
験
と
実
績
は
、
一
九
七
○
年
の
ポ
ニ
ン
ト
ン
が
率
い
た
イ
ギ
リ

ス
隊
と
は
較
ぶ
べ
く
も
な
い
ほ
ど
上
で
あ
る
。
し
か
も
彼
等
は
寒
気
は
多
少
ゆ

る
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
冬
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
降
雪
量
の
春
に
登
っ
て
い

る
。
そ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
我
々
に
登
れ
な
い
は
ず
が
な
い
。
自
信
を

も
っ
て
南
壁
の
冬
期
登
肇
に
挑
め
」
と
。

事
実
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
降
盛
へ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
の
当
時
の
イ
ギ
リ
ス

隊
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
経
験
は
、
三
名
の
延
べ
六
回
の
み
で
あ
る
。
我
々
の
側
は
と
い

え
ば
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
地
域
」
だ
け
で
、
延
べ
六
十
回
を
数
え
る
。
八
○
○
○
勝
峰

の
登
頂
者
は
八
名
、
延
べ
十
七
回
の
登
頂
を
数
え
て
い
る
。

冬
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
壁
は
、
我
々
の
失
敗
の
あ
と
も
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ス
イ

ス
隊
と
退
け
続
け
て
い
た
。

カ
ト
マ
ン
ズ
、
Ｂ
Ｃ
、
順
応
訓
練

十
月
二
十
九
日
に
本
隊
五
名
が
カ
ト
マ
ン
ズ
入
り
し
た
夜
、
名
塚
、
佐
藤
が

二
台
の
ト
ラ
ッ
ク
と
共
に
ポ
ヵ
ラ
ヘ
出
発
。
「
南
ア
ジ
ア
七
ヶ
国
の
サ
ミ
ッ
ト
」

開
催
直
前
の
交
通
規
制
の
厳
重
な
最
中
で
あ
っ
た
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
は
十
一
月
三
日
か
ら
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
出
発
す

る
。
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
最
適
シ
ー
ズ
ン
の
た
め
、
ポ
ー
タ
ー
集
め
に
苦
労
さ
せ
ら

れ
る
。
マ
チ
ャ
プ
チ
ヤ
ー
ル
Ｂ
Ｃ
ま
で
六
日
間
。
前
回
の
Ｂ
Ｃ
、
今
度
の
南
壁

基
部
の
新
Ｂ
Ｃ
（
四
三
○
○
脚
）
と
計
八
日
間
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
と
な
る
。

高
所
順
応
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
、
テ
ン
ト
ピ
ー
ク
（
五
六
六
三
勝
）
と
グ
レ
ッ

シ
ャ
ー
ド
ー
ム
方
面
の
二
回
、
約
十
日
間
。
テ
ン
ト
ピ
ー
ク
は
十
一
隊
員
に
よ

り
、
合
計
二
十
七
回
登
頂
し
、
グ
レ
ッ
シ
ャ
ー
ド
ー
ム
で
は
七
○
○
○
燭
ラ
イ

ン
ま
で
の
到
達
を
計
画
し
て
い
た
が
、
六
○
○
○
脚
ラ
イ
ン
ま
で
登
っ
た
だ
け
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で
Ｂ
Ｃ
へ
戻
る
。
休
養
と
簡
単
な
登
山
開
始
準
備
に
四
日
間
を
あ
て
る
。

十
一
月
末
の
山
田
、
藤
岡
医
師
の
入
山
時
に
マ
チ
ャ
プ
チ
ャ
ー
ル
Ｂ
Ｃ
で
の

発
電
工
事
中
の
林
克
之
氏
の
転
落
事
故
に
遭
遇
し
、
藤
岡
医
師
が
手
当
し
、
山

田
達
が
呼
ん
だ
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
カ
ト
マ
ン
ズ
へ
送
る
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
も

あ
っ
た
。

アンナプルナI峰南壁ルート図
（1970年のイギリス･ルート）

登
山
開
始
、
キ
ャ
ン
プ
建
設
、
雪
崩
、
降
雪

十
二
月
一
日
、
満
を
持
し
て
の
登
山
開
始
。
ル
ー
ト
は
十
一
月
末
に
確
認
だ

TOP8,091m

〆γ
'

BC4.300m

け
し
て
あ
る
。
ル
ー
ト
エ
作
不
要
の
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
を
登
り
、
Ｃ
１
建
設
。

五
三
○
○
勝
。
翌
日
、
山
田
、
斉
藤
、
小
林
は
Ｃ
２
へ
の
ル
ー
ト
工
作
。
前
回

と
同
ル
ー
ト
の
た
め
早
い
。

十
二
月
三
日
、
ル
ー
ト
エ
作
隊
の
う
し
ろ
か
ら
荷
上
げ
、
Ｃ
２
建
設
隊
が
続

き
、
同
時
に
建
設
し
て
し
ま
う
。
六
一
○
○
脚
。
極
め
て
順
調
。
し
か
し
、
好

事
魔
多
し
と
か
い
う
が
、
こ
の
日
の
午
後
、
南
壁
に
か
か
っ
て
い
た
懸
垂
氷
河

が
崩
壊
し
、
Ｃ
１
が
お
そ
わ
れ
る
。

雪
崩
の
支
流
で
は
あ
っ
た
が
、
直
撃
を
受
け
た
Ｃ
１
は
、
六
張
の
テ
ン
ト
と

九
割
方
上
げ
き
っ
た
上
部
キ
ャ
ン
プ
用
の
装
備
、
食
糧
の
殆
ど
を
飛
ば
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
Ｃ
１
に
い
た
隊
員
、
シ
ェ
ル
パ
十
名
は
氷
の
段
の
下
に
か
く
れ
、

シ
ェ
ル
パ
一
名
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
当
た
っ
て
の
頭
、
肩
の
負
傷
だ
け
で
済
ん
だ
。

Ｂ
Ｃ
に
あ
た
る
予
備
物
資
の
荷
上
げ
に
よ
り
続
行
可
能
。

十
二
月
六
日
、
ル
ー
ト
工
作
は
Ｃ
３
地
点
へ
到
達
。
六
八
五
○
勝
。
し
か

し
、
好
天
続
き
の
南
壁
全
体
か
ら
、
落
石
が
雨
あ
ら
れ
と
降
っ
て
い
る
。
翌
日

Ｃ
３
を
建
設
に
行
く
が
、
サ
イ
ト
を
捜
し
て
い
た
隊
員
が
足
に
頭
大
の
石
を
受

け
、
負
傷
。
幸
い
打
撲
の
み
で
、
翌
日
収
容
す
る
。
キ
ャ
ン
プ
も
下
へ
移
動
す

る
。

土
一
月
十
日
、
正
式
な
Ｃ
３
建
設
日
と
す
る
。
し
か
し
、
天
気
が
下
り
出

し
、
翌
十
一
日
と
う
と
う
降
り
出
す
。
丸
一
日
降
り
続
き
、
Ｃ
２
で
一
瞬
の
積

雪
。
雪
崩
、
落
石
事
故
、
シ
ェ
ル
パ
の
ク
レ
バ
ス
へ
の
転
落
、
降
雪
と
イ
ヤ
な

こ
と
が
続
く
と
、
三
年
前
の
失
敗
を
思
い
出
し
、
暗
い
気
分
に
な
る
。
十
三
日

も
雪
崩
の
危
険
が
あ
り
、
全
キ
ャ
ン
プ
行
動
中
止
。

や
は
り
南
壁
（
彼
等
は
南
東
壁
と
い
っ
た
が
）
を
新
ル
ー
ト
か
ら
登
り
に
来

て
い
た
カ
ナ
ダ
隊
が
、
こ
の
雪
を
潮
に
引
き
揚
げ
た
。
六
一
○
○
勝
ま
で
。
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十
四
日
よ
り
ル
ー
ト
工
作
再
開
。
浮
い
て
い
た
石
が
降
雪
で
押
さ
え
ら
れ
、

落
石
は
減
少
し
た
。
前
回
の
最
高
到
達
点
（
七
二
○
○
蹄
）
を
越
え
、
フ
ラ
ッ

ト
ア
イ
ロ
ン
と
呼
ば
れ
る
岩
壁
の
右
基
部
へ
着
く
。
こ
こ
が
本
ル
ー
ト
の
最
核

心
部
。
岩
場
は
約
一
○
○
Ｍ
。
部
分
的
に
は
か
ぶ
り
気
味
と
な
る
。
こ
こ
を
名

塚
が
四
時
間
少
々
で
突
破
す
る
。

ア
タ
ッ
ク
、
登
頂

十
二
月
二
十
日
、
ま
だ
暗
い
三
時
四
○
分
、
山
田
昇
、
斉
藤
安
平
、
三
枝
照

雄
、
小
林
俊
之
の
四
名
が
ア
タ
ッ
ク
開
始
。
気
温
約
マ
イ
ナ
ス
三
十
五
度
。
無

風
・
快
晴
。
私
は
Ｂ
Ｃ
で
カ
イ
ラ
ス
山
の
ふ
も
と
か
ら
採
っ
て
き
た
と
い
う
ド

ゥ
ー
プ
を
燃
や
し
、
無
事
を
祈
る
。

九
時
、
ミ
ニ
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
着
。
頂
上
岩
壁
に
向
っ
て
雪
壁
、
雪
稜
を
た
ど

る
。
一
二
時
、
頂
上
岩
壁
へ
入
る
。
Ｂ
Ｃ
か
ら
は
双
眼
鏡
に
よ
り
す
べ
て
確
認

フ
ァ
イ
ナ
ル
・
キ
ャ
ン
プ
建
設

十
二
月
十
七
日
、
名
塚
、
三
枝
、
小
林
が
ル
ー
ト
工
作
に
あ
た
り
、
弥
野
、

シ
ェ
ル
パ
一
名
が
建
設
資
材
を
運
び
、
や
は
り
同
時
に
Ｃ
４
建
設
（
七
四
○
○

陣
洲
）
ＯＣ

４
は
雪
稜
で
あ
る
が
、
少
し
削
る
と
硬
い
氷
に
な
っ
て
し
ま
い
、
テ
ン
ト

は
三
分
の
一
程
は
み
出
て
し
ま
う
。
三
名
は
寝
袋
に
も
入
ら
ず
、
身
を
寄
せ
合

っ
て
夜
を
過
ご
す
。

Ｃ
４
か
ら
二
日
間
で
ミ
ニ
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
（
七
七
○
○
脚
）
ま
で
の
ク
ー
ロ

ア
ー
ル
に
ロ
ー
プ
を
固
定
し
、
二
チ
ー
ム
（
六
’
七
名
）
が
ア
タ
ッ
ク
を
か
け

る
こ
と
と
す
る
。

で
き
る
。
二
時
間
か
か
っ
て
頂
上
稜
線
へ
出
た
。
北
側
は
陽
が
当
た
ら
ず
、
微

風
だ
が
寒
い
と
い
う
。
一
五
時
一
七
分
、
登
頂
。
ビ
デ
オ
を
廻
す
。

頂
上
か
ら
は
喜
び
と
感
謝
の
声
が
届
き
、
下
か
ら
は
ね
ぎ
ら
い
と
感
謝
の
声

が
伝
え
ら
れ
た
。
一
五
時
四
八
分
、
山
田
、
斉
藤
が
最
後
か
ら
下
り
始
め
る
。

先
頭
を
下
る
三
枝
の
ス
ピ
ー
ド
に
私
は
す
っ
か
り
安
心
し
き
っ
て
い
た
。

小
林
転
落
、
斉
藤
転
落

と
こ
ろ
が
、
一
時
間
後
、
急
な
頂
上
岩
壁
を
下
り
き
り
、
比
較
的
ゆ
る
い
斜

面
に
出
た
と
こ
ろ
で
小
林
が
転
落
し
て
し
ま
う
。
シ
ュ
カ
ブ
ラ
に
足
を
と
ら
れ

た
よ
う
な
感
じ
で
転
倒
し
た
、
と
山
田
は
い
う
。
山
田
、
斉
藤
は
小
林
の
落
ち

た
斜
面
を
の
ぞ
く
が
、
止
ま
る
は
ず
も
、
助
か
る
は
ず
も
な
い
急
峻
な
南
壁
で

の
転
落
で
あ
る
。
一
瞬
に
し
て
絶
望
と
判
断
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

一
七
時
半
、
残
照
が
南
壁
を
あ
か
く
染
め
る
頃
、
山
田
、
斉
藤
も
固
定
ロ
ー

プ
に
た
ど
り
着
く
。
一
九
時
少
し
前
、
山
田
が
Ｃ
４
帰
着
。
斉
藤
も
す
ぐ
後
ろ

に
い
る
と
い
う
。
キ
ャ
ン
プ
か
ら
声
を
か
け
る
と
返
事
も
聞
こ
え
る
。
三
枝
が

迎
え
に
出
、
声
を
交
し
て
い
た
斉
藤
が
あ
と
わ
ず
か
な
と
こ
ろ
で
「
あ
れ
っ
」

と
い
う
声
を
残
し
て
転
落
し
て
し
ま
う
。

ア
イ
ゼ
ン
が
岩
に
あ
た
り
、
赤
い
火
花
が
暗
闇
に
散
っ
た
。
登
頂
の
喜
び
も

つ
か
の
問
、
小
林
、
斉
藤
が
相
次
い
で
転
落
死
す
る
と
い
う
最
悪
の
結
果
を
招

い
て
し
ま
う
。
悲
喜
の
あ
ま
り
の
落
差
に
言
葉
も
な
い
。
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
を

中
止
し
、
撤
収
。

山
田
、
八
木
原
が
一
足
先
に
下
山
し
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
捜
索
も
空
し

く
、
遺
体
は
お
ろ
か
、
遺
品
の
一
つ
さ
え
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
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登
山
を
終
え
て

冬
期
の
八
○
○
○
脚
峰
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
登
山
が
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ

南
壁
に
お
い
て
、
酸
素
も
使
う
こ
と
な
く
果
た
せ
た
。
入
念
な
高
所
順
応
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
と
休
養
に
よ
る
短
期
速
攻
（
の
部
類
に
入
る
か
？
）
に
よ
り
、
ま
ず

ま
ず
我
々
の
思
い
通
り
の
登
山
が
で
き
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
当
初
の
十
五
日
間
登
頂
は
果
た
せ
ず
、
二
登
頂
隊
員
を
失
っ
て
し

ま
っ
て
は
、
と
て
も
会
心
の
出
来
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

小
林
俊
之
は
群
馬
大
学
を
留
年
し
て
十
九
歳
で
エ
ベ
レ
ス
ト
に
行
き
、
酸
素

を
使
わ
ず
に
サ
ウ
ス
コ
ル
ヘ
ニ
度
到
達
し
、
そ
の
後
の
進
境
著
し
か
っ
た
二
十

二
歳
の
学
生
で
あ
っ
た
。

斉
藤
安
平
は
山
田
昇
と
の
ペ
ア
ー
で
冬
の
マ
ナ
ス
ル
を
ア
ル
パ
イ
ン
ス
タ
イ

ル
で
登
頂
し
、
日
本
山
岳
会
の
初
登
頂
時
の
「
ピ
ー
ス
缶
」
を
持
ち
帰
っ
て
話

題
と
な
っ
た
登
山
や
、
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
ー
峰
・
ペ
ア
ー
ル
ー
ト
の
初
登
筆
者
で
も

あ
っ
た
。

八
記
録
概
要
Ｖ

隊
の
名
称
群

活
動
期
間
一

目
的
ア

隊
の
編
成
総 群ア 一

行
動
概
要

馬
県
冬
期
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
ー
峰
登
山
隊
一
九
八
七
’
八
八
年

ン
ナ
プ
ル
ナ
ー
峰
南
壁
の
冬
期
登
肇

総
隊
長
Ⅱ
星
野
光
（
塁
）
、
隊
長
Ⅱ
八
木
原
圀
明
（
虹
）
、
副
隊

長
Ⅱ
宮
崎
勉
（
釦
）
、
登
肇
隊
長
Ⅱ
山
田
昇
（
師
）
、
隊
員
Ⅱ
斉
藤

安
平
（
錘
）
、
名
塚
秀
二
（
認
）
、
木
村
文
江
（
鋼
）
、
阿
久
沢
芳

雄
（
鋤
）
、
三
枝
照
雄
（
鋤
）
、
佐
藤
光
由
（
配
）
、
神
戸
誠
（
型
）
、

弥
野
光
一
（
鋸
）
、
小
林
俊
之
（
型
）
、
医
師
Ⅱ
藤
岡
俊
樹
（
鋤
）

十
一
月
二
十
二
日
南
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
氷
河
上
に
Ｂ
Ｃ
建
設
（
四
三

九
八
七
年
十
二
月

○
○
勝
）
、
十
一
月
二
十
四
日
’
二
十
六
日
第
二
次
高
所
順
応
（
フ

ル
ー
テ
ッ
ド
ピ
ー
ク
の
六
○
○
○
牌
）
、
十
二
月
一
日
登
山
開
始
、

Ｃ
１
建
設
（
五
三
○
○
踊
）
、
十
二
月
三
日
Ｃ
２
建
設
（
六
一
○

○
牌
）
、
Ｃ
１
雪
崩
に
よ
り
全
滅
、
十
二
月
六
日
Ｃ
３
地
点
到
達
、

十
二
月
十
日
Ｃ
３
建
設
（
六
八
五
○
脚
）
、
十
二
月
十
一
’
十
二

日
降
雪
、
十
二
月
七
日
Ｃ
４
建
設
（
七
四
○
○
断
）
、
十
二
月
十

八
’
十
九
日
ル
ー
ト
エ
作
、
十
二
月
二
十
日
四
名
登
頂
す
る
も
二

名
が
下
山
中
に
転
落
死
、
十
二
月
二
十
二
日
全
員
Ｂ
Ｃ
集
結
、
十

二
月
二
十
七
日
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
捜
索
。
何
も
発
見
で
き

ず
。

記
録
発
表
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
一
九
八
号

東
京
新
聞
社
『
岳
人
』
四
八
九
号

山
と
渓
谷
社
『
山
と
渓
谷
』
六
三
二
号
・
六
三
三
号

山
と
渓
谷
社
『
岩
と
雪
』
一
二
八
号
（
追
悼
）
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一
九
八
六
年
一
○
月
、
東
京
・
日
比
谷
松
本
楼
で
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
登
頂
五

○
周
年
の
祝
賀
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
盛
上
っ
た
席
上
で
は
じ
め
に
記
念

ト
レ
ッ
キ
ン
グ
の
話
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
ん
な
中
で
現
役
学
生
を
中
心
と
し
た

遠
征
隊
を
送
り
出
す
話
に
な
っ
た
。
出
席
者
全
員
の
賛
成
も
あ
り
、
総
会
を
待

た
ず
に
決
定
さ
れ
た
。

さ
て
再
度
の
挑
戦
が
決
っ
た
と
は
言
え
、
イ
ン
ナ
ー
ラ
イ
ン
に
位
置
す
る
た

め
に
難
問
が
残
さ
れ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
日
本
山
岳
会
理
事
で
あ
っ
た
私
が
交

渉
役
の
指
名
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
十
一
月
末
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
仮
申
請
書
を
提

出
し
根
廻
し
を
始
め
た
。
窓
口
と
し
て
Ｎ
・
ク
マ
ー
ル
氏
（
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ニ

ン
ガ
隊
長
）
を
後
に
Ｊ
・
シ
ン
氏
、
コ
ー
リ
氏
（
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
隊
長
）
各

理
事
を
通
じ
交
渉
を
進
め
て
い
っ
た
。
三
氏
か
ら
こ
の
計
画
を
非
常
に
好
意
的

に
受
止
め
て
い
た
だ
け
た
の
で
計
画
が
実
現
す
る
と
の
確
信
を
持
つ
こ
と
が
出

来
た
が
、
や
は
り
許
可
書
が
届
く
ま
で
の
四
カ
月
間
は
不
安
で
一
杯
で
あ
っ

た
。

日
印
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
合
同
登
山

ｌ
立
教
大
学
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
釦
周
年
記
念
登
山
Ｉ

歴
史
に
残
る
山
登
り
へ

一
方
、
暮
か
ら
正
月
に
か
け
て
立
教
鹿
島
槍
山
荘
に
こ
も
り
、
基
本
計
画
に

取
り
組
む
と
同
時
に
、
学
生
達
を
説
得
し
、
私
が
監
督
の
と
き
新
入
部
員
で
あ

っ
た
宮
坂
（
四
年
生
、
カ
カ
サ
イ
ジ
モ
ン
カ
隊
員
）
を
隊
長
と
し
て
、
富
山

（
三
年
）
、
武
石
（
一
年
）
の
三
名
を
ネ
パ
ー
ル
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
・
パ
ー
ミ
ッ

シ
ョ
ン
で
登
れ
る
六
千
脚
ク
ラ
ス
の
ロ
ブ
ジ
ェ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
ピ
ー
ク
に
送
り

出
し
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。
残
念
な
こ
と
に
宮
坂
は
肝

炎
を
患
い
本
隊
に
参
加
出
来
な
か
っ
た
が
、
富
山
、
武
石
の
両
君
が
先
兵
と
し

て
活
躍
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
月
下
旬
、
許
可
の
お
り
る
目
途
が
つ
い
た
旨
の
一
報
が
入
り
、
四
月
中
旬

に
書
類
が
届
き
本
申
請
書
の
作
成
作
業
に
取
掛
っ
て
い
た
そ
の
最
中
に
、
部
の

育
て
の
親
で
あ
る
辻
荘
一
名
誉
教
授
（
元
部
長
、
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員
）
が

永
眠
さ
れ
た
。
学
生
主
体
の
遠
征
を
一
番
ご
心
配
下
さ
っ
て
い
た
先
生
の
崇
高

な
理
想
を
継
承
す
る
こ
と
を
霊
前
に
誓
っ
た
。

太
田
晃
介
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日印ナンダ・コート合同登山

葬
儀
を
終
え
た
後
の
四
月
下
旬
、
今
西
会
長
と
吉
田
宏
氏
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
サ
リ
ー

ン
会
長
宛
の
親
書
を
携
え
て
本
交
渉
の
た
め
第
一
回
目
の
訪
印
を
し
た
。

Ｉ
Ｍ
Ｆ
事
務
局
の
カ
ト
ー
チ
氏
と
の
交
渉
の
結
果
、
当
初
の
厳
冬
期
登
山
計

画
は
、
十
一
月
か
ら
三
月
の
五
カ
月
間
は
登
山
禁
止
期
間
に
な
っ
て
い
る
た
め

認
め
ら
れ
ず
、
十
月
一
日
よ
り
十
月
三
十
一
日
の
一
ヵ
月
間
と
す
る
。
ま
た
イ

ン
ナ
ー
ラ
イ
ン
の
関
係
上
イ
ン
ド
隊
と
七
対
七
の
合
同
登
山
隊
で
、
隊
長
・
医

師
は
イ
ン
ド
側
、
経
費
は
折
半
、
た
だ
し
連
絡
官
の
装
備
費
用
は
日
本
側
負
担

と
い
う
条
件
で
合
意
し
、
早
速
本
申
請
書
を
提
出
受
理
さ
れ
る
。
翌
日
Ｈ
・

Ｃ
・
サ
リ
ー
ン
会
長
宅
に
招
か
れ
、
五
十
年
前
の
我
々
の
先
輩
方
の
偉
業
を
高

く
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
特
別
に
許
可
さ
れ
た
旨
、
細
部
に
わ
た
っ
て
説
明

を
承
り
、
十
日
後
正
式
に
許
可
を
受
け
、
登
山
料
を
支
払
い
手
続
き
は
完
了
し

た
。

五
月
初
旬
に
勇
躍
帰
国
し
、
本
格
的
に
組
織
作
り
に
取
掛
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
学
生
達
が
不
参
加
を
表
明
し
た
の
に
は
戸
惑
い
と
怒
り
を
覚
え
た
。
理
由

を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
親
の
反
対
、
落
弟
、
就
職
の
心
配
等
至
極
も
っ
と
も
の
こ

と
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
一
転
気
を
と
り
な
お
し
て
学
生
達
の
説
得
に
当
る
。

「
お
ま
え
ら
は
歴
史
に
残
る
山
に
登
る
チ
ャ
ン
ス
を
目
前
に
し
な
が
ら
歴
史

か
ら
は
ず
れ
る
人
間
に
な
り
た
い
の
か
。
歴
史
に
残
る
人
間
に
な
れ
、
さ
も
な

い
と
一
生
後
悔
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
殺
し
文
句
で
納
得
さ
せ
て
い
っ

た
。

六
、
七
月
は
食
糧
、
装
備
、
医
薬
品
の
収
集
と
隊
荷
の
パ
ッ
キ
ン
グ
に
務
め

さ
せ
る
。
八
月
中
旬
に
な
り
同
時
に
計
画
さ
れ
て
い
た
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
隊
と
と

も
に
隊
荷
輸
送
の
た
め
ふ
た
た
び
訪
印
す
る
機
会
を
得
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
側
と
最
後
の

詰
め
の
交
渉
に
の
ぞ
む
こ
と
に
な
り
、
牛
窪
浩
総
隊
長
と
サ
リ
ー
ン
会
長
の
会

談
に
始
ま
り
細
部
に
わ
た
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
イ
ン
ド
隊
員
は
四
名

と
な
り
、
そ
の
か
わ
り
に
ネ
パ
ー
ル
・
シ
ェ
ル
パ
五
名
が
追
加
さ
れ
た
。
た
だ

し
シ
ェ
ル
パ
の
費
用
は
日
本
側
負
担
と
な
る
。
我
々
と
し
て
は
シ
ェ
ル
パ
を
使

え
る
と
な
れ
ば
入
山
後
の
行
動
の
負
担
が
半
減
し
、
登
山
活
動
の
展
開
も
ス
ム

ー
ズ
に
計
れ
る
し
見
通
し
も
立
つ
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
隊
は
国

内
航
空
事
情
も
あ
り
、
さ
ん
ざ
ん
の
目
に
合
い
な
が
ら
も
多
く
の
想
い
出
を
残

し
て
一
週
間
遅
れ
の
九
月
初
旬
、
成
田
に
帰
り
着
く
こ
と
が
出
来
た
。

二
週
間
後
の
九
月
二
十
日
、
成
田
を
立
ち
深
夜
の
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
に
着
き
、

そ
の
夜
は
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
に
旅
装
を
解
く
。
二
十
三
日
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
宿
泊
所
に
移

り
、
シ
ェ
ル
パ
と
合
流
し
イ
ン
ド
隊
員
の
到
着
を
待
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
二
十

五
日
出
発
の
予
定
よ
り
三
日
遅
れ
の
二
十
八
日
に
な
り
二
人
の
隊
員
と
連
絡
官

が
到
着
し
、
見
切
発
車
の
恰
好
で
い
よ
い
よ
本
番
に
向
け
て
出
発
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ク
ヲ
ー
氏
二
九
八
四
エ
ベ
レ
ス
ト
隊
長
）
の
音
頭
で
乾
杯
し
、

「
こ
れ
で
す
べ
て
ク
リ
ア
ー
し
た
。
後
は
あ
な
た
達
の
幸
運
を
祈
る
の
み
で
あ

る
」
と
の
言
葉
に
送
ら
れ
て
、
本
隊
は
一
路
ム
ン
シ
ャ
リ
に
向
い
、
イ
ン
ド
隊

長
、
連
絡
官
、
太
田
、
武
田
の
四
名
は
地
方
行
政
府
の
あ
る
ピ
ト
ナ
ガ
ル
に
イ

ン
ナ
ー
ラ
イ
ン
・
パ
ー
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
受
取
る
た
め
タ
ク
シ
ー
で
出
発
し
た
。

二
十
九
日
午
後
三
時
、
よ
う
や
く
行
政
府
に
着
き
、
一
連
の
許
可
書
類
を
提

示
し
、
許
可
証
の
発
行
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
書
類
は
こ
ち
ら

に
は
届
い
て
い
な
い
の
で
発
行
は
出
来
な
い
と
は
ね
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

連
絡
将
校
の
息
・
ラ
ム
ル
と
ヴ
ィ
ジ
ャ
イ
隊
長
が
書
類
を
手
に
喰
い
下
っ
た
の

だ
が
「
ノ
ー
」
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
こ
の
地
の
軍
師
団
長
国
凰
彊
島
関
ク

ラ
ー
氏
は
○
巳
・
ク
ラ
ー
氏
の
実
兄
で
あ
っ
た
の
で
、
（
酎
亨
ラ
ム
ル
と
表
敬

訪
問
し
て
事
情
を
説
明
し
、
仲
介
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
引
受
け
て
い
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た
だ
き
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
に
連
絡
し
て
下
さ
り
、
将
校
ク
ラ

ブ
の
宿
舎
に
お
世
話
に
な
る
。

三
十
日
、
行
政
長
官
と
師
団
長
の
交
渉
は
執
勧
に
続
け
ら
れ
た
が
一
向
に
進

展
が
見
ら
れ
な
い
。
正
論
と
正
論
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
で
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ

っ
た
。
一
方
は
国
際
合
同
登
山
隊
と
し
て
政
府
の
許
可
書
類
も
整
っ
て
い
る
こ

と
を
理
由
に
迫
る
の
だ
が
、
一
方
も
連
絡
書
類
が
届
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
地

方
行
政
府
の
一
存
で
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
お
互
い
の
面
子
の
問
題
に
ま
で

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
夕
方
に
な
り
三
一
Ｉ
デ
リ
ー
よ
り
一
報
が
入
り
、
書
類
は

途
中
の
郡
役
場
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ｇ
マ
ラ
ム
ル
の
説
明
に
よ
れ
ば
こ

こ
か
ら
一
日
の
と
こ
ろ
で
あ
る
ら
し
い
。
師
団
長
は
そ
の
夜
の
う
ち
に
連
絡
将

校
を
派
遣
し
て
下
さ
っ
て
い
た
。

表
敬
訪
問
し
た
際
、
前
二
回
の
挑
戦
で
は
悪
天
候
に
阻
ま
れ
て
い
ず
れ
も
三

十
五
日
以
上
か
か
り
悪
戦
苦
闘
の
登
頂
で
あ
っ
た
こ
と
、
今
回
の
計
画
で
我
々

に
与
え
ら
れ
た
期
間
は
一
ヵ
月
間
で
あ
り
、
入
下
山
に
十
日
は
か
か
り
、
残
さ

れ
た
日
数
は
最
大
二
十
日
間
し
か
な
い
の
で
安
全
か
つ
迅
速
に
終
ら
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
よ
っ
て
一
日
も
無
駄
に
出
来
な
い
と
の
説
明
に
応
え
て
い
た
だ
い
た

格
好
に
な
っ
た
。
十
月
一
日
夕
方
四
時
、
書
類
も
届
き
、
六
時
に
は
入
域
許
可

証
を
手
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
「
明
朝
出
発
し
た
ら
良
い
だ
ろ
う
」
の
言
葉

も
、
気
持
は
す
で
に
ム
ン
シ
ャ
リ
に
待
機
す
る
本
隊
に
飛
ん
で
い
た
た
め
耳
に

入
ら
ず
、
す
ぐ
に
で
も
出
発
し
た
か
っ
た
の
で
お
礼
を
述
争
へ
て
お
別
れ
し
た
。

待
た
せ
て
あ
っ
た
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
は
こ
の
辺
の
地
理
が
わ
か
ら
な
い
し
、

夜
の
峠
道
を
走
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
断
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
師
団
長
は
私

の
は
や
る
気
持
を
察
し
て
、
軍
の
メ
カ
ニ
ッ
ク
ニ
名
と
ジ
ー
プ
を
先
導
さ
す
か

ら
行
っ
て
や
る
よ
う
に
と
説
得
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
一
八
○
キ
ロ
の
峠
道
を
走
り

続
け
、
夜
明
け
前
の
三
時
、
ム
ン
シ
ャ
リ
の
軍
キ
ャ
ン
プ
に
傭
兵
の
グ
ル
ヵ
兵

に
迎
え
ら
れ
、
無
事
着
く
こ
と
が
出
来
た
。

五
十
年
前
と
変
ら
ぬ
山

夜
明
け
の
朝
露
の
中
に
パ
ン
チ
チ
ュ
リ
が
勇
姿
を
現
し
た
。
午
前
四
時
本
隊

と
合
流
し
、
皆
を
起
し
て
出
発
を
告
げ
る
。
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

と
サ
ー
ダ
・
シ
ェ
ル
パ
の
ナ
ウ
ア
ン
と
打
合
せ
、
三
々
五
々
出
発
す
る
。
イ
ン

ナ
ー
ラ
イ
ン
・
チ
ェ
ッ
ク
ポ
ス
ト
の
リ
ラ
ム
に
着
き
、
手
続
き
を
終
え
る
。
三

日
リ
ラ
ム
ー
ブ
ク
デ
ャ
ル
、
四
日
ブ
ク
デ
ヤ
ル
ー
リ
ル
コ
ッ
ト
ー
マ
ル
ト
リ
。

マ
ル
ト
リ
は
広
々
と
開
け
た
草
原
の
台
地
の
突
端
に
位
置
し
、
目
の
前
に
は

中
国
領
チ
ベ
ッ
ト
圏
の
山
々
が
展
開
し
て
お
り
、
今
は
交
易
も
途
絶
え
て
廃
嘘

の
村
と
化
し
て
い
た
。
こ
こ
で
初
め
て
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
が
頭
を
出
す
。
五
日

マ
ル
ト
リ
ー
ロ
ー
ン
、
途
中
山
崩
れ
、
渡
河
地
点
等
で
手
間
ど
り
や
む
な
く
Ｂ

Ｈ
を
設
営
。
渡
河
地
点
で
ポ
ニ
ー
が
引
返
す
。

六
日
、
日
本
隊
五
名
、
シ
ェ
ル
パ
三
名
で
氷
河
の
末
端
モ
レ
ー
ン
の
下
四
一

五
○
燭
地
点
に
Ｂ
Ｃ
を
設
営
。
他
は
シ
ャ
ル
ン
谷
渡
河
地
点
の
隊
荷
の
収
容
に

あ
た
る
。
七
日
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
偵
察
、
日
本
隊
全
員
集
結
。
他
は
Ｂ
Ｈ
ｌ
Ｂ
Ｃ
の

ピ
ス
ト
ン
輸
送
。

入
学
以
来
三
十
年
以
上
、
頭
の
中
に
あ
っ
た
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
の
美
し
い
全

容
を
目
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
山
は
五
十
年
前
と
何
も
変
ら
ず
我
々
を
迎
え

て
く
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
感
慨
も
一
入
で
あ
っ
た
。

八
日
、
日
本
隊
と
シ
ェ
ル
パ
三
名
で
雪
線
で
あ
る
氷
河
の
末
端
五
○
五
○
勝

地
点
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
設
営
、
イ
ン
ド
隊
、
シ
ェ
ル
パ
ー
名
、
ポ
ー
タ
ー
一
四
名
は
Ｂ

Ｈ
ｌ
Ｂ
Ｃ
荷
上
げ
、
九
日
富
山
、
武
石
、
ナ
ウ
ア
ン
、
ペ
ン
パ
Ａ
Ｂ
Ｃ
入
り
。
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2m

イ

十
日
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
ｌ
Ｃ
１
ル
ー
ト
工
作
。
Ｂ
Ｃ
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
間
荷
上
げ
、
Ｂ
Ｈ
撤

収
、
全
員
Ｂ
Ｃ
に
集
結
。
十
一
日
、
氷
雪
壁
の
下
五
七
○
○
牌
地
点
に
Ｃ
１
設

営
。
牛
窪
登
肇
隊
長
、
武
田
、
ア
ジ
ワ
・
シ
ェ
ル
パ
Ｃ
ｌ
入
り
。
ポ
ー
タ
ー
一

四
名
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
荷
上
げ
。
十
二
日
、
先
行
四
名
Ｃ
ｌ
入
り
、
他
は
荷
上
げ
。
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
カ
リ
ー
タ
、
ニ
マ
・
シ
ェ
ル
パ
Ａ
Ｂ
Ｃ
入
り
。

十
三
日
、
Ｃ
１
１
上
部
氷
雪
壁
ル
ー
ト
工
作
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
イ
、
太
田
、
野

村
、
高
橋
の
全
隊
員
が
Ａ
Ｂ
Ｃ
入
り
。
⑦
息
・
ラ
ム
ル
、
キ
ッ
チ
ン
ボ
ー
イ
・

パ
サ
ン
、
テ
ン
ト
キ
ー
パ
ー
の
ソ
ラ
、
ポ
ス
ト
ラ
ン
ナ
ー
二
名
は
Ｂ
Ｃ
入
り
。

ポ
ー
タ
ー
一
二
名
は
二
十
四
日
に
荷
下
ろ
し
に
四
十
五
名
で
登
っ
て
く
る
こ
と

を
約
し
て
下
山
し
て
い
っ
た
。
十
四
日
、
Ｃ
２
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
が
終
る
。
十

五
日
六
一
五
○
勝
地
点
に
Ｃ
２
設
営
。

第
一
次
ア
タ
ッ
ク
メ
ン
バ
ー
の
カ
リ
ー
タ
が
突
然
Ｂ
Ｃ
に
下
っ
て
し
ま
い
、

入
山
以
来
不
調
の
野
村
を
武
田
と
と
も
に
Ｃ
２
入
り
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
十

六
日
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
イ
隊
長
も
Ｂ
Ｃ
に
下
り
て
し
ま
い
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
以
上
は
日
本
隊

の
み
と
な
っ
た
。
牛
窪
、
太
田
は
Ｃ
１
入
り
し
、
武
田
、
野
村
を
Ｃ
２
入
り
さ

せ
る
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
速
攻
で
あ
る
。
高
度
障
害
を
受
け
る
前
に
登
頂
す
る

こ
と
を
決
め
、
明
日
登
頂
す
る
よ
う
指
示
を
出
す
。

十
七
日
富
山
、
野
村
、
武
石
、
武
田
の
学
生
四
名
と
ペ
ン
パ
、
ア
ジ
ュ
ワ
・

シ
ェ
ル
パ
の
六
名
は
午
前
十
時
四
十
五
分
登
頂
に
成
功
。
太
田
、
牛
窪
Ｃ
２

入
り
。
登
頂
後
調
子
の
良
い
富
山
、
武
石
は
一
人
待
つ
高
橋
の
た
め
に
Ａ
Ｂ
Ｃ

入
り
さ
せ
、
不
調
の
野
村
、
武
田
は
Ｃ
１
に
泊
り
、
明
日
の
撤
収
に
備
え
さ
せ

る
。
ア
ジ
ュ
ワ
、
ペ
ン
パ
に
は
明
日
Ｃ
２
に
登
っ
て
く
る
よ
う
指
示
す
る
。

夕
暮
頃
か
ら
今
日
ま
で
連
日
快
晴
で
あ
っ
た
空
模
様
が
あ
や
し
く
な
り
強
風

と
な
る
。
学
生
た
ち
は
安
全
地
帯
ま
で
下
山
し
た
し
、
も
う
心
配
す
る
こ
と
は
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何
も
な
い
。
後
は
天
候
が
明
日
ま
で
も
つ
こ
と
を
祈
る
だ
け
で
あ
る
。
十
八

日
、
太
田
、
牛
窪
ら
四
名
は
四
時
起
床
、
五
時
前
に
出
発
し
、
強
風
の
な
か
十

時
十
五
分
、
故
辻
荘
一
名
誉
教
授
の
写
真
を
胸
に
喜
び
の
登
頂
で
あ
っ
た
。

Ｃ
２
、
Ｃ
１
を
撤
収
し
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
下
る
。
夕
食
後
シ
ェ
ル
パ
た
ち
は
明
朝
撤

収
に
来
る
か
ら
と
暗
闇
の
中
を
Ｂ
Ｃ
に
下
っ
て
い
っ
た
。
十
九
日
全
員
で
Ａ
Ｂ

Ｃ
を
撤
収
し
Ｂ
Ｃ
へ
下
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
差
入
れ
の
ウ
イ
ス
キ
ー
で
乾
杯
し
、
イ
ン

ド
隊
の
祝
福
を
受
け
る
。

二
十
日
、
皆
が
私
の
指
の
凍
傷
を
心
配
し
ピ
ト
ラ
ガ
ル
の
陸
軍
病
院
で
手
当

を
受
け
る
よ
う
勧
め
る
の
で
下
る
こ
と
に
な
り
、
牛
窪
登
肇
隊
長
、
の
恩
・
ラ

ム
ル
、
ポ
ー
タ
ー
の
四
名
は
夜
来
の
雪
に
ヒ
ザ
ま
で
の
ラ
ッ
セ
ル
を
強
い
ら

れ
、
リ
ル
コ
ッ
ト
泊
。
二
十
一
日
ブ
ク
デ
ィ
ヤ
ル
軍
キ
ャ
ン
プ
の
ワ
イ
ヤ
レ
ス

電
話
で
ピ
ト
ラ
ガ
ル
の
軍
本
部
に
登
頂
成
功
の
一
報
を
入
れ
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
へ
の
連

絡
を
頼
む
。
リ
ラ
ム
で
は
ｏ
眉
・
ラ
ム
ル
と
士
官
学
校
同
期
の
指
揮
官
に
迎
え

ら
れ
泊
る
こ
と
に
な
る
。
夕
食
時
ブ
ク
デ
ィ
ヤ
ル
・
キ
ャ
ン
プ
よ
り
緊
急
連
絡

が
入
る
。

「
イ
ン
ド
隊
長
ヴ
ィ
ジ
ャ
イ
が
シ
ェ
ル
パ
と
も
め
ご
と
を
起
し
殴
る
蹴
る
の

暴
力
行
為
を
受
け
た
の
で
シ
ェ
ル
パ
の
逮
捕
を
要
請
し
て
い
る
が
い
か
に
対
応

す
べ
き
か
」
と
。
指
揮
官
、
ｅ
息
・
ラ
ム
ル
と
三
者
で
協
議
し
、
穏
便
に
す
ま

す
こ
と
で
一
致
し
、
後
で
カ
リ
ー
タ
に
情
況
を
聞
き
対
処
す
る
こ
と
に
な
る
。

指
揮
官
は
そ
れ
よ
り
も
今
は
あ
な
た
の
指
の
処
置
を
急
ぐ
ほ
う
が
先
決
で
あ
ろ

う
と
気
づ
か
つ
て
く
れ
る
。

二
十
二
日
、
今
日
は
イ
ン
ド
の
祭
日
で
あ
っ
た
。
夕
暮
に
な
る
と
、
家
々
の

ま
わ
り
に
は
何
百
本
も
の
ロ
ー
ソ
ク
が
灯
さ
れ
、
花
火
が
打
上
げ
ら
れ
、
ま
る

で
わ
れ
わ
れ
の
登
頂
成
功
を
祝
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
七
時
グ
ル

力
傭
兵
部
隊
に
着
き
応
急
手
当
を
受
け
、
救
急
車
の
寝
台
に
揺
ら
れ
ピ
ト
ラ
ガ

ル
陸
軍
病
院
に
向
う
。
着
い
た
の
は
午
前
三
時
で
あ
っ
た
が
多
数
の
人
々
が
出

迎
え
て
く
れ
、
診
察
後
そ
の
ま
ま
入
院
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｂ
Ｃ
の
出
来
事
で
眠
れ
ぬ
ま
ま
朝
を
迎
え
る
と
床
屋
が
来
て
整
髪
と
ヒ
ゲ
を

剃
っ
て
く
れ
る
。
サ
ッ
パ
リ
し
た
と
こ
ろ
へ
師
団
長
Ｂ
・
ク
ラ
ー
氏
が
見
舞
い

に
来
ら
れ
、
成
功
を
祝
っ
て
く
だ
さ
る
。
毎
日
新
聞
へ
の
一
報
を
す
ま
し
て
来

院
し
た
牛
窪
と
の
息
・
ラ
ム
ル
か
ら
牛
窪
浩
教
授
（
総
隊
長
）
の
亡
く
な
ら
れ

た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
。
一
瞬
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

夜
Ｂ
・
ク
ラ
ー
氏
が
御
家
族
を
伴
い
見
舞
い
に
こ
ら
れ
、
牛
窪
教
授
へ
の
悼

辞
を
受
け
る
。
貴
兄
は
大
事
を
成
し
と
げ
た
の
で
あ
る
か
ら
今
は
リ
ラ
ッ
ク
ス

し
、
ス
マ
イ
ル
で
い
る
よ
う
に
と
ね
ぎ
ら
っ
て
く
だ
さ
る
。

二
十
四
日
、
手
術
台
に
上
り
押
え
つ
け
ら
れ
た
時
、
私
は
思
わ
ず
ノ
ー
カ
ッ

ト
と
叫
ん
で
い
た
。
一
皮
剥
ぐ
だ
け
で
手
術
は
終
り
、
指
は
カ
ッ
ト
さ
れ
ず
に

残
っ
た
。
し
か
し
指
先
は
真
黒
で
あ
る
。
い
ず
れ
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
っ

た
。

二
十
五
日
、
本
隊
が
明
日
夕
方
に
は
ム
ン
シ
ャ
リ
に
着
く
と
連
絡
が
入
る
。

二
十
六
日
、
バ
ス
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
ム
ン
シ
ャ
リ
に
向
う
。
二
十
七
日
、
村
を

あ
げ
て
の
祝
賀
会
を
す
ま
せ
た
本
隊
と
合
流
し
、
帰
路
に
着
く
。
二
十
九
日
早

朝
Ｉ
Ｍ
Ｆ
宿
舎
に
入
る
。

十
一
月
五
日
、
サ
リ
ー
ン
会
長
宅
に
お
い
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
理
事
会
が
開
か
れ
、
隊

長
ヴ
ィ
ジ
ャ
イ
と
太
田
が
呼
ば
れ
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
の
討
議
に
入
る
。
サ
リ
ー

ン
会
長
の
挨
拶
が
あ
り
、
今
回
の
登
頂
に
対
し
成
功
し
た
の
は
良
い
の
だ
が
、

Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
し
て
は
は
な
は
だ
遺
憾
で
あ
り
喜
ん
で
祝
福
で
き
な
い
。
隊
長
の
報

告
書
に
よ
れ
ば
イ
ン
ド
隊
員
が
頂
上
に
立
て
な
か
っ
た
こ
と
、
Ｂ
Ｃ
で
の
シ
ェ
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ル
パ
の
暴
力
事
件
、
そ
し
て
連
日
起
っ
た
ポ
ー
タ
ー
と
の
紛
争
も
日
本
隊
が
自

分
勝
手
な
登
山
を
押
し
進
め
た
結
果
生
じ
た
こ
と
で
あ
り
、
責
任
は
す
べ
て
日

本
隊
に
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
本
当
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
が

こ
の
一
年
努
力
し
、
協
力
し
て
き
た
こ
と
が
全
く
報
わ
れ
ず
、
国
際
信
義
に
も

と
り
今
後
日
本
隊
に
対
す
る
協
力
は
出
来
な
い
し
、
明
晩
予
定
さ
れ
て
い
る
祝

賀
会
も
中
止
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
大
変
な
怒
り
よ
う
で
、
怒
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
は
覚
悟
し
て
は
い
た
も
の
の
、
一
時
は
ど
う
な
る
こ
と
や
ら
不

安
で
一
杯
で
あ
っ
た
。
反
論
の
機
会
を
与
え
ら
れ
説
明
を
申
し
上
げ
て
い
る

と
、
イ
ン
ド
隊
長
が
い
ち
い
ち
口
を
は
さ
み
中
断
さ
れ
る
の
で
会
長
も
た
ま
り

か
ね
、
い
ま
は
お
前
に
き
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
日
本
隊
の
隊
長
で
あ
る
太

田
君
に
き
い
て
い
る
の
だ
か
ら
お
前
は
黙
っ
て
い
な
さ
い
と
た
し
な
め
ら
れ

る
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
○
§
・
ラ
ム
ル
、
カ
リ
ー
タ
、
シ
ェ
ル
パ
の
報
告

書
が
届
け
ら
れ
そ
れ
を
読
み
終
る
と
ヴ
ィ
ジ
ャ
イ
隊
長
は
退
席
さ
せ
ら
れ
、
サ

リ
ー
ン
会
長
は
「
わ
れ
わ
れ
は
本
当
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
話
し
合
っ
て
い
た

の
で
あ
り
、
い
ま
す
べ
て
明
る
み
に
な
っ
た
。
本
当
に
お
め
で
と
う
。
君
た
ち

は
国
に
帰
れ
ば
英
雄
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
握
手
を
受
け
、
三
時
間

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
会
議
は
終
っ
た
。
ｚ
・
印
。
重
の
日
イ
ン
ド
で
な
じ
み

に
な
っ
た
英
語
は
こ
れ
で
あ
っ
た
。

十
一
月
六
日
、
予
定
外
で
あ
っ
た
が
Ｈ
・
Ｃ
・
サ
リ
ー
ン
氏
邸
に
野
田
大

使
、
広
瀬
領
事
官
、
日
本
隊
員
が
招
か
れ
パ
ー
テ
ィ
が
催
さ
れ
、
記
念
品
を
頂

く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
夜
の
祝
賀
会
は
四
人
の
大
将
、
各
国
大
使
も
出
席
さ

れ
盛
大
に
催
さ
れ
、
す
べ
て
の
行
事
を
無
事
終
え
て
翌
七
日
、
成
田
に
帰
る
こ

と
が
出
来
た
。
総
費
用
は
全
額
日
本
隊
負
担
で
終
る
こ
と
に
な
っ
た
。

八
記
録
概
要
Ｖ

隊
の
名
称
一
九
八
七
立
教
大
学
山
岳
部
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
登
山
隊

目
ｚ
ｐ
Ｏ
山
少
弔
Ｐ
ｚ
両
の
両
ｚ
Ｐ
ｚ
ｐ
Ｐ
ｌ
嗣
○
自
国
×
勺
両
ロ
月
月
胃
Ｏ
ｚ
ｌ

】
や
、
『

活
動
期
間
一
九
八
七
年
一
○
月

目
的
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
（
六
八
六
一
燭
）
（
五
十
周
年
記
念
）
登
頂

隊
の
編
成
総
隊
長
Ⅱ
牛
窪
浩
（
齢
）
、
立
教
大
学
社
会
学
部
長
、
隊
長
Ⅱ
太
田

晃
介
（
艶
）
、
登
肇
隊
長
Ⅱ
牛
窪
光
政
（
哩
）
、
隊
員
Ⅱ
富
山
晃
（
醜
）
、

野
村
正
樹
（
型
）
、
武
石
浩
明
（
卯
）
、
武
田
剛
（
四
）
、
高
橋
洋
（
喝
）

イ
ン
ド
隊
長
ビ
シ
ャ
イ
・
ラ
ク
ワ
ン
（
犯
）
、
カ
リ
ー
タ
（
銘
）
、

サ
ー
ダ
ー
シ
ェ
ル
パ
ナ
ウ
ア
ン
・
サ
ム
デ
ン
（
妬
）
、
ニ
マ
・
ノ

ル
ブ
（
錨
）
、
ア
ジ
ュ
ワ
（
弘
）
、
・
ヘ
ン
パ
・
ツ
ェ
リ
ン
（
錨
）
、
キ
ッ

チ
ン
ポ
ー
イ
パ
サ
ン
（
恥
）

連
絡
官
の
眉
国
冒
ラ
ム
ル
（
認
）

行
動
概
要
一
○
月
一
七
日
十
時
四
十
五
分
、
富
山
、
野
村
、
武
石
、
武
田
、

ペ
ン
パ
、
ア
ジ
ュ
ワ
登
頂

一
○
月
一
八
日
十
時
十
五
分
、
太
田
、
牛
窪
、
ナ
ゥ
ア
ン
、
ニ
マ

登
頂

記
録
発
表
一
九
八
七
立
教
大
学
山
岳
部
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
登
山
隊
報
告
書
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は
じ
め
に

こ
れ
は
初
登
頂
失
敗
の
記
録
で
あ
る
。

静
岡
大
学
山
岳
会
は
一
九
七
五
年
の
テ
ラ
ム
・
カ
ン
リ
峰
（
七
四
六
四
燭
）

の
初
登
頂
に
成
功
し
た
後
の
十
年
間
、
海
外
登
山
を
実
施
す
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
五
年
に
一
度
の
割
合
い
で
海
外
登
山
を
続
け
て
い
た
の

だ
が
…
…
。

動
け
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
山
岳
会
内
部
で
の
登
山
観
の
衝
突
に
あ
っ

た
。
こ
れ
ま
で
通
り
初
登
頂
主
義
を
貫
こ
う
と
い
う
グ
ル
ー
プ
と
、
八
千
瞬
峰

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ト
を
狙
い
た
い
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
山
の

選
定
で
調
整
が
つ
か
な
く
な
る
と
い
う
事
態
が
起
っ
て
い
た
。

会
員
三
百
名
弱
の
小
さ
な
大
学
山
岳
会
で
は
、
同
時
に
二
つ
の
登
山
隊
を
派

遣
出
来
る
ほ
ど
の
力
量
は
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
。

そ
の
う
ち
、
初
登
頂
主
義
を
主
張
す
る
グ
ル
ー
プ
が
い
っ
せ
い
に
海
外
登
山

計
画
か
ら
手
を
引
く
事
態
と
な
り
、
八
千
腕
峰
の
登
山
計
画
が
進
め
ら
れ
た

中
国
・
皇
冠
峰
登
山
を
顧
み
て

ｌ
そ
の
人
間
的
側
面
Ｉ

が
、
諸
般
の
事
情
か
ら
実
施
に
結
び
つ
か
な
い
ま
ま
時
は
流
れ
た
。
こ
れ
は
小

さ
な
コ
ッ
プ
の
中
の
嵐
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
つ
の
山
岳
会
の
動
き
を
停
止

さ
せ
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。

こ
の
間
に
も
数
少
な
い
世
界
の
著
名
な
未
踏
峰
は
次
々
と
初
登
頂
さ
れ
て
い

た
。

や
は
り
も
う
一
度
未
踏
峰
登
山
に
戻
ろ
う
と
の
意
図
で
研
究
が
続
け
ら
れ

た
。
そ
の
結
果
広
大
な
未
踏
地
域
を
有
す
る
中
国
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
焦
点
を
あ
て
る

こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
初
陣
の
我
々
に
は
情
報
が
不
足
し
て
い
た
。
幸
い
登

山
解
禁
後
の
中
国
を
訪
問
し
た
知
人
、
友
人
は
数
多
く
、
そ
の
気
に
な
り
さ
え

す
れ
ば
必
要
な
情
報
は
た
ち
ま
ち
集
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
多
く
の
人
々
の
協
力
を
得
て
、
目
標
と
す
る
山
は
二
転
三
転
し
た

が
、
中
国
登
山
協
会
は
一
九
八
六
年
七
月
、
つ
い
に
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
カ

ラ
コ
ル
ム
の
未
踏
峰
皇
冠
峰
（
七
二
九
五
牌
）
の
登
山
許
可
を
出
し
て
く
れ

た
。

山
本
良
三
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一
方
、
新
彊
に
学
術
調
査
の
関
心
を
示
し
た
静
岡
大
学
の
研
究
者
達
の
要
望

は
中
国
科
学
院
と
の
合
同
調
査
を
別
働
隊
の
形
で
実
施
す
る
こ
と
で
話
し
合
い

が
ま
と
ま
り
、
こ
こ
に
静
岡
大
学
西
域
学
術
登
山
隊
（
一
九
八
七
）
が
成
立
し

た
。

中
国
登
山
協
会
が
皇
冠
峰
と
命
名
し
た
当
峰
は
、
今
を
去
る
五
十
年
前
、
パ

キ
ス
タ
ン
側
か
ら
か
の
地
を
探
険
し
た
英
国
の
登
山
隊
Ｅ
・
シ
プ
ト
ン
に
よ
っ

（
屯
八
）

て
ク
ラ
ウ
ン
峰
（
Ｑ
ｏ
葛
邑
）
と
呼
ば
れ
た
独
立
山
群
の
盟
主
で
、
パ
キ
ス
タ
ン

と
の
国
境
上
で
は
な
く
、
完
全
に
中
国
領
内
に
位
置
し
、
頂
上
部
に
鋭
い
岩
峰

を
有
す
る
峻
峰
で
あ
る
。

西
蔵
の
麗
峰
と
し
て
知
ら
れ
る
メ
ン
ル
ン
ッ
ェ
峰
（
芥
格
茄
七
一
八
一
脚
、

ガ
ウ
リ
サ
ン
カ
ー
ル
の
隣
峰
）
と
と
も
に
、
現
在
中
国
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
代
表
す
る

未
踏
の
難
峰
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一
九
八
七
年
十
一
月
、
北
京
に
て
議
定
書
が
締
結
さ
れ
、
そ
の
際

に
皇
冠
峰
近
く
の
未
踏
峰
で
あ
る
騏
麟
峰
（
七
○
九
○
脚
）
の
登
山
許
可
も
与

え
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
峰
に
つ
い
て
は
、
全
く
手
を
つ
け
る
余
裕
は

な
か
っ
た
。

登
山
隊
は
、
日
照
時
間
の
長
い
夏
場
（
六
月
’
八
月
）
を
登
山
時
期
に
選

び
、
中
国
大
陸
最
長
の
イ
ン
ス
ガ
イ
テ
ィ
氷
河
上
の
物
資
輸
送
に
約
一
ヶ
月
間

を
費
や
し
、
そ
こ
か
ら
ク
ラ
ウ
ン
氷
河
を
経
て
、
急
峻
な
皇
冠
峰
の
東
南
稜
上

に
テ
ン
ト
を
進
め
た
が
、
七
○
一
○
牌
附
近
に
て
岩
壁
の
突
破
に
失
敗
し
、
頂

上
ま
で
約
二
八
五
僻
を
残
し
て
初
登
頂
に
成
功
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

一
方
、
別
働
し
た
学
術
隊
は
世
界
初
の
学
術
調
査
を
ジ
ュ
ン
ガ
ル
盆
地
周
辺

に
展
開
す
る
と
共
に
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
周
辺
の
調
査
を
も
行
な
い
、
多
く

の
成
果
を
あ
げ
て
成
功
裡
に
第
一
次
隊
の
任
務
を
終
え
た
。

隊
の
人
間
的
側
面

〃
敗
軍
の
将
、
兵
を
語
ら
ず
″
と
い
う
言
葉
を
承
知
の
上
で
、
幾
多
の
問
題

提
起
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
今
回
の
中
国
登
山
を
、
人
間
的
側
面
か
ら
考
察

し
て
み
た
い
。

ま
ず
最
大
の
問
題
は
、
隊
長
を
務
め
た
小
生
が
「
良
好
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
確
立
出
来
な
か
っ
た
」
と
考
え
て
い
る
点
に
あ
る
。
初
登
頂
失
敗
の
理
由
は

表
面
に
は
悪
天
候
、
隊
の
力
量
不
足
、
時
間
切
れ
な
ど
、
い
ず
れ
も
結
果
論
と

し
て
は
当
た
っ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
全
員
が
力
を
出
し
切
っ
た
と
の
気
持
で

帰
国
し
た
か
否
か
を
問
え
ば
、
そ
の
答
は
〃
否
″
と
出
よ
う
。
全
員
の
持
て
る

力
を
十
分
発
揮
さ
せ
得
な
か
っ
た
責
任
は
当
然
リ
ー
ダ
ー
が
負
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。な

ぜ
良
好
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
が
出
来
な
か
っ
た
の
か
、
こ
の
点
は

明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
敗
軍
の
将
た
る
小
生
の
役
割

で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
に
幾
多
の
海
外
登
山
の
報
告
が
あ
る
中
で
、
隊

の
内
幕
を
公
に
し
た
報
告
は
皆
無
に
近
い
。
内
幕
を
さ
ら
け
出
す
と
い
う
こ
と

は
、
仲
間
う
ち
の
恥
部
を
見
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
変
革
期
に
あ
る
大
学
山
岳
部
の
現
状
や
そ
の
海

外
登
山
を
考
え
よ
う
と
す
る
時
、
こ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
認
識
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
あ
え
て
触
れ
る
こ
と
に
し
た
。

紙
面
の
関
係
で
内
容
を
深
く
広
く
考
察
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
の
で
、
そ

当
紙
面
で
は
、
登
山
記
録
の
報
告
の
代
り
に
、
種
々
の
問
題
を
内
包
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
登
山
隊
の
人
間
的
側
面
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
。
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h

の
一
部
を
示
す
に
と
ど
め
る
。

は
じ
め
に
、
中
国
へ
出
発
す
る
前
の
小
生
の
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
記
し
て

み
よ
う
。
過
去
数
回
の
遠
征
経
験
（
い
ず
れ
も
成
功
）
か
ら
、
誰
が
隊
に
参
加

し
よ
う
と
も
充
分
一
緒
に
や
っ
て
ゆ
け
る
と
の
自
信
を
持
っ
て
い
た
。
早
く
い

た
か
く
く

え
ば
高
を
括
っ
て
い
た
。

価
値
観
の
多
様
化
し
た
現
在
、
若
者
は
自
由
奔
放
な
生
き
方
を
好
み
、
枠
に

と
ら
わ
れ
な
い
物
の
見
方
、
考
え
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
充
分
理
解
し

て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
少
な
く
と
も
海
外
登
山
に
参
加
す
る
意

思
の
あ
る
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
事
前
に
関
係
の
あ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
記
録
は
読

み
、
関
連
事
項
に
つ
い
て
は
充
分
勉
強
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
冬
山
の
経
験

も
相
応
に
積
ん
で
き
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。

ま
た
、
出
発
近
く
な
っ
て
参
加
出
来
な
く
な
っ
た
中
核
隊
員
数
名
の
代
り
に

外
部
か
ら
参
加
し
て
も
ら
っ
た
六
名
の
う
ち
、
四
名
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
経
験

者
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
と
人
員
構
成
か
ら
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
た
め
の
必
須

と
も
い
う
べ
き
、
全
員
の
登
山
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
や
認
識
の
統
一
あ

る
い
は
そ
の
確
認
を
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
隊
員
達
が
地
理
的
に
離
れ
ば

な
れ
の
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
、
小
生
が
資
金
集
め
の
た
め
に
そ
う
し
た
こ
と
に

余
裕
が
と
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
。
準
備
も
特
定
の
隊
員

に
集
中
し
が
ち
で
、
全
員
が
力
を
合
わ
せ
る
と
い
う
状
況
を
つ
く
り
出
せ
な
か

っ
た
。
そ
の
結
果
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
現
地
で
登
山
観
、
価
値
観

の
分
裂
が
生
じ
た
。
こ
れ
は
深
刻
な
事
態
を
招
き
、
そ
の
傷
口
は
今
も
深
い
・

驚
憎
す
べ
き
こ
と
に
、
参
加
し
た
山
岳
部
員
及
び
若
手
Ｏ
Ｂ
に
本
格
的
な
日
本

の
冬
山
で
の
経
験
が
不
足
し
て
い
た
。
こ
れ
で
は
自
分
の
登
山
技
量
に
自
信
が

Qワ
ソー
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持
て
る
は
ず
は
な
く
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
に
関
す
る
書
物
一
冊
す
ら
読
ん
で
い
な

い
者
が
い
た
こ
と
は
、
参
加
意
欲
と
目
的
意
識
の
無
さ
を
示
し
て
い
た
。
初
登

頂
を
目
指
す
山
登
り
に
ロ
マ
ン
を
持
っ
て
い
な
い
者
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
当

計
画
の
意
義
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

な
か
に
は
物
見
遊
山
的
な
気
持
で
参
加
し
た
隊
員
も
い
た
。
そ
ん
な
彼
等
が

な
ぜ
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
未
踏
峰
を
目
指
す
登
山
隊
へ
参
加
す
る
気
に
な
っ
た
の
か
。

そ
の
動
機
は
ど
う
や
ら
当
世
風
の
〃
か
っ
こ
い
い
〃
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ

れ
る
風
潮
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
誰
一
人
本
気
で
初
登
頂
出
来
る
と
思
っ
て
い
た

若
手
隊
員
は
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊
に
参
加
す
る
こ
と
に
の

み
意
義
を
見
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
ん
な
彼
等
に
も
言
い
分
は
あ
る
だ
ろ
う
。
「
今
に
な
っ
て
そ
ん

な
こ
と
を
い
う
な
ら
、
な
ぜ
事
前
に
説
明
し
た
り
、
指
示
を
し
な
か
っ
た
の

か
、
そ
れ
を
せ
ず
に
期
待
は
ず
れ
だ
と
言
わ
れ
て
も
、
何
を
期
待
さ
れ
て
い
た

か
も
知
ら
な
か
っ
た
」
と
。

小
生
は
こ
の
よ
う
な
隊
員
を
引
き
連
れ
て
、
中
央
ア
ジ
ア
の
奥
深
く
の
峰
に

挑
も
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
一
部
の
隊
員
の
選
定
を
誤
っ
て
い

た
。
し
か
し
い
ま
さ
ら
引
き
返
せ
な
い
・

楽
し
か
る
べ
き
は
ず
の
海
外
登
山
が
ち
っ
と
も
楽
し
く
な
か
っ
た
の
だ
か

ら
、
ど
こ
か
が
狂
っ
て
い
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
・
親
が
子
供
を
し
か
る

の
は
親
の
子
供
に
対
す
る
愛
情
で
あ
る
如
く
、
小
生
が
若
い
隊
員
に
厳
し
く
注

意
し
た
り
、
叱
る
の
は
同
門
の
後
輩
と
い
う
仲
間
意
識
か
ら
の
愛
情
な
の
だ

が
、
彼
等
は
夜
ご
と
自
分
達
の
テ
ン
ト
で
酒
を
く
み
か
わ
し
て
は
、
そ
ん
な
こ

と
言
わ
れ
る
の
は
論
外
と
い
わ
ぬ
ば
か
り
の
隊
長
批
判
を
続
け
た
と
い
う
。

注
意
の
仕
方
に
も
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

万
事
甘
や
か
さ
れ
て
育
ち
、
規
律
あ
る
団
体
生
活
の
経
験
に
も
乏
し
い
彼
等

に
と
っ
て
は
、
我
慢
の
出
来
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

そ
ん
な
彼
等
を
外
部
か
ら
の
参
加
者
の
一
部
が
な
だ
め
に
廻
る
と
い
っ
た
構

図
が
出
来
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
等
は
隊
長
に
対
し
て
被
害
者
意
識
を
持

つ
集
団
と
し
て
結
集
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
外
部
参
加
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
経

験
者
も
小
生
が
招
聰
し
た
と
は
い
え
、
日
頃
か
ら
の
親
し
い
友
人
と
は
い
え
な

い
人
達
で
あ
っ
た
の
で
、
隊
長
に
相
対
す
る
立
場
か
ら
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ

身
内
の
若
い
隊
員
の
被
害
者
意
識
に
同
情
も
し
く
は
理
解
を
示
す
位
置
の
人
達

で
あ
っ
た
。
両
者
は
隊
長
に
対
時
し
て
結
束
し
た
。
こ
の
段
階
で
隊
は
心
理
的

背
景
に
お
い
て
す
で
に
分
裂
し
て
い
た
。

（
２
）

こ
の
種
の
被
害
者
意
識
問
題
を
考
察
し
た
名
著
に
『
甘
え
の
構
造
』
が
あ

る
。
被
害
者
意
識
と
は
、
甘
え
た
い
の
に
甘
え
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
か
ら

く
る
、
一
種
の
す
ね
た
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
に
及
ん
で
分
裂
回
避

に
動
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
は
小
生
に
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
ま
で
も
山
岳
会
内
で
の
人
間
的
な
ト
ラ
ブ
ル
は
遠
征
の
た
び
ご
と
に
あ

っ
た
。
だ
が
、
決
定
的
な
破
局
に
至
る
よ
う
な
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
同
じ
釜
の
飯
を
食
っ
た
仲
間
意
識
を
共
有
す
る
人
間
集
団
で
あ
り
、
山
岳

会
へ
の
帰
属
意
識
に
つ
い
て
も
何
ら
違
和
感
は
な
く
、
多
少
の
人
間
的
な
気
ま

ず
さ
や
、
わ
だ
か
ま
り
を
残
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
な
点
で
は
一
致
団
結
出
来

た
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。

今
回
は
小
生
に
と
っ
て
も
、
山
岳
会
に
と
っ
て
も
初
め
て
の
外
部
参
加
者
と

の
混
成
隊
で
あ
る
と
共
に
、
全
く
世
代
の
か
け
離
れ
た
、
同
門
と
は
い
え
二
十

歳
台
の
隊
員
を
中
心
と
す
る
登
山
隊
で
あ
っ
た
。

破
局
が
決
定
的
に
な
っ
た
の
は
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
の
全
員
集
会
の
場
で
、
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小
生
は
全
員
の
意
見
を
聞
い
た
上
で
、
後
者
を
選
択
し
た
。
そ
れ
故
に
小
生

を
は
じ
め
年
輩
者
四
名
に
と
っ
て
今
回
の
遠
征
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

意
識
の
背
景
に
は
㈲
、
こ
の
隊
を
具
体
的
に
組
織
し
た
責
任
は
小
生
に
あ

る
。
目
、
山
岳
会
で
は
な
く
大
学
主
催
の
隊
で
あ
る
。
目
、
隊
長
で
あ
る
小
生

が
我
慢
す
れ
ば
、
こ
の
隊
は
崩
壊
し
な
く
て
す
む
。
㈲
、
い
ま
さ
ら
議
論
を
重

ね
て
隊
を
二
分
し
て
も
隊
の
目
的
達
成
の
た
め
に
プ
ラ
ス
に
な
る
か
ど
う
か
わ

か
ら
な
い
・
園
、
誰
が
登
筆
リ
ー
ダ
ー
に
な
ろ
う
と
も
、
必
要
な
装
備
・
食
糧

は
準
備
し
て
き
て
い
る
、
な
ど
が
あ
っ
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
あ
れ
ば
、
こ

の
段
階
で
徹
底
的
な
議
論
を
通
し
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
を
は
か
る
の
が

常
態
で
あ
る
が
、
小
生
の
意
識
の
中
に
は
趣
味
の
世
界
に
ま
で
ビ
ジ
ネ
ス
の
や

り
方
を
持
ち
込
み
た
く
な
い
と
い
う
気
持
が
強
く
、
趣
味
の
世
界
の
論
理
は
ロ

マ
ン
追
求
型
で
あ
る
べ
き
と
の
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
に
、
小
生
の
深
層
で
は
こ
ん
な
状
況
に
直
面
し
た
自
分
に
自
己
嫌
悪

を
感
じ
て
い
た
。
い
ま
さ
ら
何
を
議
論
し
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。

最
も
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
同
門
の
若
手
隊
員
に
ロ
マ
ン
と
感

動
と
使
命
観
が
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
世
界
第
三
位
の
未
踏
峰
の

初
登
頂
を
目
指
す
と
い
う
ロ
マ
ン
を
求
め
て
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
を
越
え

長
が
と
る
か
ら
、
君
達
で
｛

二
者
択
一
の
時
で
あ
っ
た
。

小
生
が
指
名
し
た
登
筆
リ
ー
ダ
ー
候
補
が
そ
の
受
諾
を
拒
否
し
た
と
き
で
あ
っ

た
。
こ
の
ま
ま
で
は
隊
長
に
殺
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
隊
員
が
い
た

と
い
う
。

隊
の
崩
壊
を
覚
悟
の
上
で
激
論
を
す
る
か
、
そ
れ
と
も
「
全
て
の
責
任
は
隊

長
が
と
る
か
ら
、
君
達
で
や
れ
る
だ
け
や
っ
て
み
よ
」
と
い
っ
て
任
せ
る
か
の

て
、
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
自
分
の
気
持
と
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
た
現
実
の

姿
を
思
う
と
暗
漕
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
隊
で
は
自
分
の
考
え

て
い
る
初
登
頂
を
狙
う
山
登
り
の
出
来
な
い
こ
と
を
本
能
的
に
感
じ
て
い
た
。

こ
の
隊
の
中
で
は
初
登
頂
登
華
に
最
も
経
験
の
豊
富
な
自
分
が
後
へ
身
を
引
く

こ
と
で
、
若
い
隊
員
達
が
ど
こ
ま
で
や
れ
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

大
学
山
岳
部
の
あ
る
べ
き
姿

今
回
の
遠
征
を
通
し
て
、
参
加
者
全
員
が
何
ら
か
の
強
い
欲
求
不
満
を
持
っ

た
ま
ま
帰
国
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
の
大
半
は
隊

長
た
る
小
生
の
責
任
で
あ
り
、
全
隊
員
に
申
し
訳
な
い
と
考
え
て
い
る
。
だ

が
、
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
の
背
景
の
一
つ
に
、
こ

こ
十
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
静
岡
大
学
山
岳
部
は
人
気
が
な
く
な
り
、
部
員
数
が
激

減
し
、
名
ば
か
り
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
実
情
が
あ
る
。

な
ぜ
大
学
山
岳
部
は
人
気
が
な
い
の
か
。

か
つ
て
大
学
山
岳
部
に
身
を
置
い
た
者
と
し
て
、
最
近
の
大
学
山
岳
部
の
低

迷
ぶ
り
に
心
を
痛
め
て
い
な
い
者
は
い
な
い
・
時
代
の
風
潮
と
い
っ
て
し
ま
え

ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
何
と
か
な
ら
な
い
も
の
か
。

今
回
の
遠
征
を
機
に
わ
が
大
学
山
岳
部
も
息
を
ふ
き
返
し
て
ほ
し
い
、
と
の

願
い
も
あ
っ
た
の
だ
が
…
：
．
。
山
岳
部
が
現
代
の
学
生
気
質
か
ら
敬
遠
さ
れ
て

い
る
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
が
、
一
つ
に
は
山
岳
部
と
い
う
名
前
か
ら
連
想

す
る
イ
メ
ー
ジ
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｈ
、

統
率
的
イ
メ
ー
ジ
↓
自
由
が
な
い
。
。
、
先
鋭
的
で
冬
山
指
向
の
イ
メ
ー
ジ
↓

危
険
が
い
っ
ぱ
い
。
目
、
重
い
荷
物
を
か
つ
ぐ
イ
メ
ー
ジ
↓
し
ん
ど
い
。
な
ど

が
代
表
的
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
。
も
し
〃
自
由
が
な
く
、
危
険
が
い
つ
ぱ
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い
で
、
し
ん
ど
い
〃
と
い
う
の
が
山
岳
部
の
代
表
的
イ
メ
ー
ジ
な
ら
、
部
員
数

は
減
り
こ
そ
す
れ
、
増
え
る
こ
と
が
な
い
の
は
当
然
と
い
う
時
代
認
識
を
持
つ

必
要
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
、
あ
え
て
山
岳
部
を
選
ん
だ
学
生

は
骨
っ
ぽ
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
人
間
だ
と
思
い
た
い
。
だ
が
、
あ
る
程
度
の

人
数
が
集
ま
ら
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
個
人
山
行
の
域
を
出
な
い
・
と
す
れ

ば
、
団
体
生
活
の
経
験
も
乏
し
く
、
基
礎
訓
練
も
不
充
分
と
な
り
、
強
い
て
言

え
ば
個
人
山
行
の
集
り
に
す
ぎ
な
い
・

こ
の
よ
う
な
世
代
の
山
岳
部
員
を
、
三
十
名
以
上
の
部
員
を
擁
し
た
最
盛
期

の
山
岳
部
員
と
同
様
に
考
え
て
い
た
小
生
の
思
い
違
い
に
今
度
の
こ
と
は
端
を

発
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
生
に
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
若
い

人
達
の
帰
属
意
識
の
希
薄
さ
が
あ
る
。
組
織
母
体
が
大
学
山
岳
会
で
あ
り
、
派

遣
母
体
が
大
学
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
人
達
は
あ
く
ま
で
個
人
と
し
て

の
参
加
を
強
く
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
共
に
仲
間
で

あ
る
と
の
意
識
よ
り
も
、
隊
長
と
隊
員
と
の
関
係
し
か
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
小
生
と
の
対
話
の
欠
如
し
て
い
た
二
十
歳
台
の

若
者
達
は
断
片
的
な
小
生
の
指
示
や
注
意
な
ど
か
ら
、
自
分
が
隊
長
に
ど
う
思

わ
れ
て
い
る
か
を
察
知
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
隊
長
と
う
ま
く

行
か
な
い
と
思
え
ば
、
造
反
す
る
か
、
す
ね
て
し
ま
う
以
外
に
方
法
が
な
い
と

思
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
こ
で
自
分
が
孤
立
し
な
い
た
め
に
は

同
志
を
つ
の
っ
て
か
た
ま
る
し
か
手
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
組
織
へ
の
帰
属
意
識
の
な
い
個
人
が
一
つ
の
集
団
の
中
で
生
き
て
行

く
た
め
の
自
己
防
衛
本
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
帰
属
意
識
と
い
う
共
通
の
土
俵
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が
あ
れ
ば
、
お
互
い
仲
間
な
の
だ
と
い
う
気
持
が
働
く
の
で
、
隊
長
対
隊
員
と

い
う
対
立
構
図
に
は
な
り
得
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

次
に
、
こ
れ
ま
で
の
海
外
遠
征
の
経
験
か
ら
み
る
と
、
今
回
参
加
し
た
人
達

の
自
覚
と
認
識
が
こ
れ
ま
で
の
隊
員
の
そ
れ
と
は
随
分
と
違
っ
て
い
た
に
ち
が

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
自
覚
と
認
識
の
差
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う

か
。
少
し
分
析
し
て
み
る
と
、
初
登
頂
へ
の
意
欲
の
差
に
つ
い
て
は
、
ぜ
ひ
と

も
成
功
さ
せ
た
い
と
い
う
主
体
的
な
気
持
で
取
組
む
の
と
、
出
来
れ
ば
成
功
し

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
協
力
者
的
な
気
持
と
の
差
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
違
い
は
決
定
的
だ
と
思
う
。

ま
た
こ
の
意
欲
を
裏
づ
け
る
経
験
の
有
無
に
つ
い
て
も
、
日
本
の
山
で
四
季

を
通
し
て
ど
れ
だ
け
鍛
え
こ
ん
だ
か
に
よ
り
、
重
要
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
技

術
的
な
自
信
と
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
不
足
し
て
い
た
。
そ
れ
と
当
人
の
社
会

的
意
義
を
認
識
し
て
の
使
命
観
が
あ
る
。

使
命
観
の
な
い
人
間
、
目
的
意
識
の
薄
い
人
間
は
弱
い
と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
基
本
的
に
は
教
育
と
訓
練
な
し
に
は
体
得
し
難
い
価
値
観
と
思

わ
れ
る
が
、
私
の
認
識
が
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
使
命
観
や
目
的
意
識
は
人

間
に
固
有
の
資
質
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
面
で
も
今
回
は
問
題
が
あ
っ

た
よ
う
だ
。

要
す
る
に
、
今
回
の
若
者
は
鍛
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
目
指

す
に
は
早
す
ぎ
た
。
何
も
知
ら
ず
、
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
に
放

り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
、
戸
惑
っ
て
い
た
状
態
が
本
当
の
姿
で
は
な
か
っ
た
の

か
。

不
用
意
に
仲
間
と
思
っ
て
一
緒
に
出
掛
け
、
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
へ
着
く
頃

に
は
お
互
い
に
深
い
溝
が
出
来
て
い
た
と
い
う
悲
し
い
現
実
は
あ
っ
た
が
、
こ

八
記
録
概
要
Ｖ

隊
の
名
称
静
岡
大
学
西
域
学
術
登
山
隊

主
催
団
体
静
岡
大
学

れ
を
他
山
の
石
と
す
る
と
、
今
後
に
残
さ
れ
た
対
策
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

一
昔
前
で
あ
れ
ば
、
急
拠
寄
せ
集
め
て
、
現
地
で
初
め
て
顔
を
合
わ
せ
た
人

間
同
士
で
も
基
本
波
長
が
近
接
し
て
い
た
の
で
、
一
つ
の
ベ
ク
ト
ル
に
合
わ
せ

る
の
に
さ
ほ
ど
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
も
の
だ
が
、
現
在
の
若
者
の
波
長
は

千
差
万
別
で
、
現
地
で
ベ
ク
ト
ル
を
合
わ
せ
る
の
は
不
可
能
に
近
く
、
一
つ
の

方
向
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
逆
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

る
。
国
内
で
鉄
則
通
り
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
、
近
接
波
長
の
人
間
で
チ

ー
ム
を
作
り
上
げ
て
か
ら
出
掛
け
る
こ
と
だ
。

鉄
則
を
は
ず
れ
、
時
代
感
覚
を
忘
れ
て
、
チ
ー
ム
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
浸
透
し

て
い
な
い
見
せ
か
け
の
チ
ー
ム
を
率
い
る
こ
と
は
、
罪
悪
で
は
な
い
に
し
て

も
、
実
に
つ
ま
ら
な
い
・
今
回
は
こ
の
こ
と
を
再
認
識
し
た
海
外
登
山
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
若
い
人
達
と
意
欲
的
な
登
山
を
す
る
に
は
、
そ
の
成
果
は
い
か

な
る
ご
豆
ア
ル
を
事
前
に
作
成
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
初
登
頂
な
ら
ず
の
最
大
の
要
因
は
、
装
備
・
食
糧
の
不
足

や
、
悪
天
候
で
も
な
く
、
実
に
リ
ー
ダ
ー
・
シ
ッ
プ
の
確
立
が
出
来
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
、
人
災
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
小
生
に
ロ

マ
ン
を
通
し
て
心
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
き
あ
げ
る
だ
け
の
人
間
的
魅
力
や
力

量
が
足
り
な
か
っ
た
。

こ
れ
が
今
回
の
遠
征
で
将
た
る
位
置
に
い
た
小
生
の
自
己
批
判
で
あ
る
。
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活
動
期
間
一
九
八
七
年
五
月
’
九
月

目
的
㈹
皇
冠
峰
（
七
二
九
五
脚
）
及
び
騏
麟
峰
（
七
○
九
○
脈
）
の
初
登

頂

㈲
ジ
ュ
ン
ガ
ル
盆
地
及
び
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
周
辺
の
学
術
調
査

隊
の
編
成
総
隊
長
Ⅱ
邨
田
卓
夫
静
岡
大
学
農
学
部
教
授
（
青
果
保
蔵
学
）

弱
歳

登
山
隊
長
Ⅱ
山
本
良
三
ロ
ー
ヌ
・
フ
ー
ラ
ン
薬
品
㈱
開
発
部
長

灯
歳

副
隊
長
Ⅱ
広
瀬
義
輝
味
の
素
㈱
医
薬
事
業
部
課
長
獅
歳

隊
員
Ⅱ
竪
山
隆
三
岡
崎
城
西
高
校
教
諭
⑲
歳
、
近
藤
信
行

作
家
髄
歳
、
星
野
貢
三
友
設
備
工
業
㈱
調
歳
、
落
合
守
和

静
岡
大
学
教
養
部
助
教
授
諏
歳
、
清
水
久
信
医
師
謁
歳
、

清
水
永
保
自
営
業
鋤
歳
、
内
山
一
彦
静
岡
県
立
二
俣
高
校

教
諭
調
歳
、
岡
本
良
治
カ
メ
ラ
マ
ン
鴻
歳
、
桜
井
卓
無

職
お
歳
、
山
本
啓
司
東
京
大
学
大
学
院
地
球
科
学
科
塑

歳
、
水
野
俊
哲
静
岡
大
学
工
学
部
学
生
認
歳
、
田
山
幸
生

静
岡
大
学
理
学
部
学
生
塑
歳

学
術
隊
隊
長
代
行
Ⅱ
大
石
惇
静
岡
大
学
農
学
部
助
教
授
（
園

芸
繁
殖
学
）
蛤
歳

隊
員
Ⅱ
近
田
文
弘
静
岡
大
学
理
学
部
助
教
授
（
植
物
分
類
学
）

坐
歳
、
福
田
明
静
岡
大
学
工
学
部
助
教
授
（
電
気
工
学
）
哩

歳
、
大
村
寛
静
岡
大
学
農
学
部
助
教
授
（
砂
防
工
学
）
坐
歳
、

高
木
敏
彦
静
岡
大
学
農
学
部
助
教
授
（
果
樹
園
芸
学
）
調
歳
、

糠
谷
明
静
岡
大
学
農
学
部
助
手
託
歳
、
森
誠
静
岡
大
学

農
学
部
助
教
授
（
家
畜
飼
育
学
）
謁
歳

報
道
隊
員
Ⅱ
江
木
真
吾
朝
日
新
聞
窃
歳

中
国
側
隊
（
運
転
手
、
コ
ッ
ク
は
除
く
）

登
山
隊
Ⅱ
連
絡
官
尚
子
平
、
副
連
絡
官
張
智
光
、
通
訳
宿

瞳
、
管
理
人
党
小
強

学
術
隊
Ⅱ
鄭
錫
欄
中
国
科
学
院
地
質
研
究
所
、
王
雲
鶴
中
国

科
学
院
新
彊
生
物
土
壌
砂
漠
研
究
所
、
揚
戈
中
国
科
学
院
新
彊

生
物
土
壌
砂
漠
研
究
所
、
郎
楕
永
中
国
科
学
院
植
物
研
究
所
、

張
宏
俊
南
京
農
業
大
学

行
動
概
要
一
九
八
七
年
五
月
二
十
六
日
先
発
隊
日
本
出
発
。
六
月
一
日
に
本

隊
日
本
出
発
。
ウ
ル
ム
チ
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
、
イ
エ
チ
ェ
ン
、
マ
ザ

ー
ダ
ー
ラ
を
経
由
、
六
月
十
八
日
高
度
三
九
○
○
牌
に
Ｂ
Ｃ
設

営
。
イ
ン
ス
ガ
イ
テ
ィ
氷
河
上
の
ル
ー
ト
偵
察
と
荷
上
げ
に
時
間

を
費
や
し
、
七
月
二
十
一
日
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
（
四
四
一
○
卿
）
を
設

置
。
ク
ラ
ウ
ン
氷
河
を
横
断
し
て
七
月
二
十
九
日
に
Ｃ
工
（
五
一

○
○
牌
）
を
設
置
。
ジ
ャ
ン
ダ
ル
ム
を
迂
回
し
東
南
稜
上
の
Ｃ
Ⅱ

（
五
八
○
○
勝
）
設
営
は
八
月
四
日
。
さ
ら
に
ル
ー
ト
を
伸
ば
し

て
、
八
月
十
日
、
Ｃ
Ⅲ
（
六
五
五
○
屑
）
を
設
営
。
東
壁
の
急
峻

な
雪
壁
を
禁
じ
て
、
Ａ
字
状
岩
壁
の
基
部
へ
達
し
、
そ
こ
か
ら
困

難
な
チ
ム
ニ
ー
状
岩
壁
に
挑
む
も
、
突
破
出
来
ず
、
八
月
二
十
二

日
に
最
高
到
達
地
点
（
七
○
一
○
脚
附
近
）
を
も
っ
て
登
筆
を
断

念
。
九
月
一
日
、
Ｂ
Ｃ
撤
収
。

（
学
術
隊
は
省
略
）

報
告
静
岡
大
学
西
域
学
術
登
山
隊
公
式
報
告
書
昭
和
六
十
三
年
秋
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文
献

（
予
定
）

近
藤
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
七
年
七
月
十
四
日

近
藤
『
日
中
文
化
交
流
』
一
九
八
七
年
十
二
月
十
日

近
藤
『
山
梨
日
日
新
聞
』
（
連
載
一
○
回
）
一
九
八
七
年
十
二
月

近
藤
『
季
刊
民
族
学
』
一
九
八
八
年
盤
号

近
藤
『
學
鐙
』
一
九
八
八
年
一
月
号

岡
本
『
山
と
渓
谷
』
一
九
八
八
年
一
月
号

岡
本
『
山
岳
年
鑑
棚
』
（
山
と
溪
谷
社
）

山
本
『
Ｐ
目
①
昼
８
旨
と
巨
冒
①
］
○
巨
旨
巴
』
（
ぐ
巳
．
ｇ
》
ご
認
）

（
１
）
『
地
図
の
空
白
部
』
シ
プ
ト
ン
著
、
諏
訪
多
栄
蔵
訳
、
ヒ

マ
ラ
ヤ
名
著
全
集
八
ｍ
Ｖ
あ
か
ね
書
房
、
一
九
六
七
年
六

月
十
五
日
刷

（
２
）
『
甘
え
の
構
造
』
土
居
健
郎
著
、
弘
文
堂
昭
和
六
十
年

十
月
二
十
日
刷

今
》

P

F⑤侃廊7
一

､ ，

、
勝
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ス
ダ
ル
シ
ャ
ン
・
パ
ル
バ
ッ
ト
は
、
イ
ン
ド
、
ガ
ル
ワ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の

ガ
ン
ジ
ス
河
の
源
流
を
な
す
ガ
ン
ゴ
ト
リ
氷
河
の
支
流
ラ
ク
ト
ヴ
ァ
ル
ン
氷
河

の
北
西
に
位
置
す
る
。

こ
の
山
は
一
九
六
七
年
イ
ン
ド
隊
に
よ
る
初
め
て
の
挑
戦
か
ら
五
回
と
も

（
い
ず
れ
も
イ
ン
ド
隊
）
失
敗
に
終
り
、
外
国
隊
に
解
放
さ
れ
た
の
は
一
九
七

九
年
の
春
で
、
そ
の
二
年
後
の
八
一
年
に
イ
ン
ド
・
フ
ラ
ン
ス
合
同
隊
に
よ
っ

て
東
稜
か
ら
初
め
て
登
頂
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
九
八
三
年
、
日
本
か
ら
初
め
て

慶
応
大
学
隊
が
南
東
稜
か
ら
登
頂
を
試
み
た
が
不
成
功
に
終
っ
た
。
そ
の
翌

年
、
北
大
隊
が
南
西
稜
か
ら
、
続
く
一
九
八
五
年
に
帯
広
わ
ら
じ
の
会
が
東
稜

か
ら
成
功
し
て
い
る
。

富
山
山
想
会
の
創
立
三
十
五
年
記
念
事
業
と
し
て
、
一
ヵ
月
位
の
期
間
で
個

人
負
担
五
○
万
円
以
内
、
そ
れ
で
い
て
六
五
○
○
勝
以
上
の
山
と
い
う
こ
と
で

条
件
を
絞
っ
た
時
、
イ
ン
ド
、
ガ
ル
ワ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
浮
か
び
あ
が
っ

た
。
ま
だ
外
国
隊
に
解
放
さ
れ
て
か
ら
新
し
い
ガ
ン
ゴ
ト
リ
山
群
か
ら
と
い
う

ス
ダ
ル
シ
ャ
ン
・
パ
ル
バ
ッ
ト
一
九
八
八

こ
と
で
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
短
い
、
ス
ダ
ル
シ
ャ
ン
・
パ
ル
バ
ッ
ト
、
六
五
○
七

勝
を
目
標
と
し
た
。
「
ス
ダ
ル
シ
ャ
ン
」
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
〃
魅
力

的
な
″
〃
美
し
い
〃
の
意
で
、
「
パ
ル
バ
ッ
ド
」
は
山
を
示
し
、
名
の
通
り
ガ
ン

ゴ
ト
リ
か
ら
見
た
ス
ダ
ル
シ
ャ
ン
の
西
面
は
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
に
よ
く
似

た
、
魅
力
的
な
美
し
さ
で
あ
っ
た
。

ガ
ン
ゴ
ト
リ
ヘ

四
○
度
Ｃ
以
上
の
気
温
が
毎
日
続
く
デ
リ
ー
。
税
関
の
荷
物
も
本
隊
が
着
い

た
翌
日
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
日
本
大
使
館
と
所
定
の
手
続
き

を
す
ま
せ
、
荷
物
の
パ
ッ
キ
ン
グ
と
、
隊
員
は
毎
日
を
忙
し
く
過
ご
す
。

四
月
三
十
日
、
隊
員
六
人
と
リ
エ
ゾ
ン
（
現
地
連
絡
官
）
、
そ
れ
に
四
○
○

舛
垂
の
荷
物
を
乗
せ
、
北
の
町
リ
シ
ケ
シ
ヘ
と
走
る
。
常
時
八
○
キ
ロ
以
上
の
ス

ピ
ー
ド
で
他
の
車
を
け
ち
ら
す
よ
う
に
、
挨
を
巻
き
上
げ
直
線
の
並
木
道
を
つ

っ
ぱ
し
る
。
一
三
時
三
○
分
リ
シ
ケ
シ
の
ツ
ー
リ
ス
ト
ホ
テ
ル
二
人
二
五
○

円
）
に
着
く
。

木
戸
繁
良
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翌
日
別
の
マ
イ
ク
ロ
が
迎
え
に
来
る
。
荷
物
を
屋
根
に
乗
せ
る
。
途
中
、
登

山
学
校
に
立
ち
寄
り
、
ガ
ン
ジ
ス
川
が
町
の
中
を
流
れ
る
ウ
ッ
タ
ル
ヵ
シ
の
町

に
着
く
。
こ
こ
で
野
菜
、
タ
マ
ゴ
、
ケ
ロ
シ
ン
等
を
購
入
し
、
ツ
ー
リ
ス
ト
ホ

テ
ル
に
入
る
。

翌
日
、
さ
ら
に
ガ
ン
ジ
ス
河
を
さ
か
の
ぼ
り
、
厳
し
い
谷
間
の
道
を
手
に
汗

を
握
り
な
が
ら
ひ
た
す
ら
事
故
の
な
い
こ
と
を
願
う
。
途
中
道
の
真
中
に
大
き

な
石
が
行
手
を
阻
む
が
テ
コ
と
人
手
で
石
を
よ
け
、
ガ
ン
ゴ
ト
リ
に
着
い
た
。

バ
ス
停
か
ら
、
上
流
に
向
っ
て
Ｖ
の
字
の
緑
の
谷
間
の
中
に
白
く
大
き
い
ス
ダ

ル
シ
ャ
ン
が
見
え
る
。
な
ん
て
素
晴
し
い
山
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
山
を
選
ん
だ

こ
と
の
満
足
感
で
一
杯
で
あ
っ
た
。

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ヘ

ガ
ン
ゴ
ト
リ
、
三
○
四
八
僻
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
メ
ッ
カ
で
巡
礼
の
人
々
で

一
杯
。
ツ
ー
リ
ス
ト
ホ
テ
ル
も
予
約
な
し
で
は
泊
れ
な
か
っ
た
。
朝
は
六
度
Ｃ

で
寒
さ
を
感
じ
る
。
こ
こ
か
ら
ポ
ー
タ
ー
二
十
四
名
、
隊
員
そ
の
他
で
三
十
五

名
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
な
る
。
青
空
の
下
、
良
く
整
備
さ
れ
た
道
を
源
流
に
沿
っ

て
右
岸
を
歩
く
。
途
中
日
本
の
年
配
の
旅
行
パ
ー
テ
ィ
に
あ
う
。
松
林
の
チ
ル

バ
ス
を
通
り
、
バ
ギ
ラ
ッ
テ
ィ
峰
が
目
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
こ
ろ
、
開
け
た

三
七
○
○
卿
の
ホ
ジ
バ
サ
に
着
く
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
が
あ
り
、
こ
こ
の
レ

ス
ト
ハ
ウ
ス
は
四
棟
で
、
管
理
人
が
い
て
食
事
も
出
来
る
。
巡
礼
の
人
々
の
憩

い
の
場
所
で
も
あ
っ
た
。

翌
日
、
高
熱
を
出
し
た
藤
村
、
米
田
を
残
し
四
五
○
○
蹄
の
Ｂ
Ｃ
予
定
地
に

向
う
。
こ
の
先
ゴ
ウ
ム
ク
、
四
八
九
二
勝
の
氷
河
の
末
端
ま
で
は
整
備
さ
れ
た

道
が
続
き
、
巡
礼
者
の
た
め
に
馬
で
運
ん
で
も
く
れ
る
。

ガ
ン
ジ
ス
川
の
上
流
、
バ
ギ
ラ
ッ
テ
ィ
川
の
源
流
バ
ギ
ラ
ッ
テ
ィ
氷
河
の
末

端
は
三
○
牌
の
氷
の
壁
が
切
り
立
ち
、
そ
の
下
か
ら
わ
き
で
る
聖
な
る
水
を
汲

み
と
り
持
ち
帰
る
人
、
こ
ご
え
る
よ
う
な
冷
た
い
水
で
沐
浴
す
る
人
々
が
あ

る
。
こ
こ
か
ら
先
は
道
ら
し
い
も
の
も
な
い
。
右
手
、
針
の
よ
う
な
シ
ブ
リ
ン

が
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
背
に
し
て
、
左
に
ラ
ク
ト
ブ
ア
ン
氷
河
に
入
る
。
出

合
付
近
の
モ
レ
ー
ン
は
状
態
が
悪
く
ガ
レ
た
斜
面
の
ト
ラ
バ
ー
ス
は
大
変
だ
っ

た
。
こ
こ
を
抜
け
る
と
穏
や
か
な
モ
レ
ー
ン
と
な
り
歩
き
や
す
い
。
Ｂ
Ｃ
予
定

地
の
四
五
○
○
勝
地
点
は
す
で
に
イ
ン
ド
・
カ
ル
カ
ッ
タ
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の

登
山
隊
に
占
領
さ
れ
、
上
の
四
六
○
○
勝
に
Ｂ
Ｃ
を
置
く
こ
と
に
す
る
が
、
ポ

ー
タ
ー
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
起
こ
り
、
納
得
さ
せ
る
の
に
一
時
間
余
り
費
や
し

た
。

高
度
順
応
そ
し
て
登
華
へ

高
度
順
応
の
た
め
Ｂ
Ｃ
建
設
後
い
っ
た
ん
ゴ
ウ
ム
ク
ま
で
下
る
予
定
だ
っ
た

が
、
ス
ト
ラ
イ
キ
等
が
あ
っ
た
た
め
ポ
ー
タ
ー
全
員
が
着
い
た
頃
は
も
う
薄
暗

く
な
っ
て
い
た
。
五
月
五
日
休
養
と
設
営
。
キ
ジ
を
撃
ち
に
行
っ
て
き
ば
る
と

頭
が
割
れ
る
よ
う
に
痛
い
。
六
日
リ
エ
ゾ
ン
、
コ
ッ
ク
を
残
し
て
ゴ
ウ
ム
ク
に

下
る
。
途
中
、
登
っ
て
く
る
藤
村
に
出
合
う
。
ゴ
ウ
ム
ク
で
は
米
田
君
が
薬
と

体
温
計
を
か
か
え
て
ふ
う
ふ
う
言
っ
て
い
る
。

七
日
、
再
び
Ｂ
Ｃ
に
向
う
。
途
中
で
藤
村
君
が
頭
痛
が
激
し
く
下
っ
て
来

る
。
彼
に
米
田
君
を
つ
け
て
ゴ
ウ
ム
ク
ヘ
下
る
。
わ
り
に
早
く
Ｂ
Ｃ
に
着
い
た

の
で
、
Ｃ
１
ル
ー
ト
の
偵
察
、
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
の
確
認
を
し
な
が
ら
、
四
八

五
○
牌
で
引
返
す
。
八
日
、
一
部
荷
上
げ
と
ル
ー
ト
工
作
。
Ｂ
Ｃ
の
ラ
ク
ト
バ

ン
氷
河
を
登
り
、
ス
ウ
ェ
ッ
ト
バ
ン
氷
河
に
入
る
。
出
合
の
岩
場
に
五
○
脚
の

ロ
ー
プ
を
工
作
し
、
急
し
ゅ
ん
な
ガ
レ
場
を
登
り
氷
河
の
中
位
で
い
や
な
ト
ラ

バ
ー
ス
に
さ
し
か
か
る
。
谷
は
狭
く
な
り
、
登
り
つ
め
る
と
ス
ダ
ル
シ
ャ
ン
東
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パルバット 1988スダルシャレ

面
の
全
容
が
目
に
入
る
。
左
に
東
南
稜
、
右
に
東
稜
。
我
々
は
北
面
か
ら
東
稜

に
取
付
く
こ
と
に
な
る
。
五
一
○
○
Ｍ
ぐ
ら
い
か
ら
雪
面
に
な
り
五
二
○
○
勝

で
開
け
た
広
い
雪
原
帯
と
な
る
。
そ
こ
に
Ｃ
１
を
設
営
し
Ｂ
Ｃ
に
帰
る
。

米
田
、
藤
村
君
も
Ｂ
Ｃ
に
入
っ
て
い
た
。
午
後
か
ら
の
強
風
で
テ
ン
ト
が
つ

ぶ
れ
、
建
て
直
し
、
全
員
が
Ｂ
Ｃ
で
顔
を
合
せ
、
Ｂ
Ｃ
開
き
の
パ
ー
テ
ィ
ー
を

す
る
。九

日
、
全
員
で
荷
上
げ
し
、
尾
島
、
ラ
ヅ
ク
ス
マ
ン
が
Ｃ
１
に
入
る
。
十

日
、
米
田
、
藤
村
は
Ｃ
１
に
入
り
テ
ン
ト
一
張
り
ふ
や
す
。
尾
島
、
ラ
ッ
ク
ス

マ
ン
で
Ｃ
２
入
り
。
藤
村
、
米
田
、
ラ
ッ
ク
ス
マ
ン
で
Ｃ
２
の
設
営
。
尾
島
休

養
、
上
部
の
荷
上
げ
終
る
。

十
二
日
、
Ｃ
２
へ
の
ル
ー
ト
は
多
少
起
伏
の
あ
る
雪
原
帯
の
東
稜
を
巻
き
込

み
北
面
に
出
る
。
長
い
長
い
雪
原
帯
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
五
八
○
○
牌
に

Ｃ
２
。
十
三
日
、
同
じ
く
東
稜
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
、
Ｃ
２
か
ら
東
稜
の
コ
ル
は

七
○
度
の
雪
壁
を
五
○
勝
二
本
フ
ィ
ッ
ク
ス
し
、
コ
ル
に
出
る
。

十
四
日
、
尾
根
上
部
約
六
三
○
○
燭
の
ス
ノ
ー
キ
ャ
ッ
プ
ま
で
工
作
し
時
間

が
あ
れ
ば
頂
上
を
目
ざ
す
予
定
だ
っ
た
が
、
ロ
ー
プ
と
時
間
切
れ
の
た
め
、
ス

ノ
ー
キ
ャ
ッ
プ
か
ら
い
っ
た
ん
下
り
、
約
六
一
○
○
脚
の
岩
場
で
ビ
バ
ー
ク
す

る
。
山
田
は
顔
の
は
れ
が
ひ
ど
く
、
Ｂ
Ｃ
に
下
山
。

十
五
日
、
ビ
バ
ー
ク
地
点
か
ら
Ｃ
２
に
も
ど
り
休
養
。
十
六
日
、
Ｃ
２
を
五

時
四
○
分
出
発
。
昨
日
の
ビ
バ
ー
ク
地
を
過
ぎ
、
ス
ノ
ー
キ
ャ
ッ
プ
を
右
側
に

の
り
こ
え
、
四
ピ
ッ
チ
で
頂
上
に
立
つ
。
十
三
時
五
十
分
。
十
四
時
二
十
五
分

八
記
録
概
要
Ｖ

隊
の
名
称
富富

頂
上
を
後
に
す
る
。
Ｃ
２
、
十
九
時
三
○
分
。

山
イ
ン
ド
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊
一
九
八
八

行
動
概
要

主
催
団
体

行
動
期
間

目
的

隊
の
編
成

記
録
発
表

富
山
山
想
会

一
九
八
八
年
五
月
（
四
月
二
十
七
日
’
六
月
四
日
）

ス
ダ
ル
シ
ャ
ン
・
パ
ル
バ
ッ
ト
の
登
頂

隊
長
・
木
戸
繁
良
（
鉛
）
、
山
田
信
明
（
調
）
、
藤
村
宏
幸
（
調
）
、
前

田
友
子
（
犯
）
、
尾
島
健
誠
（
鉛
）
、
米
田
繁
雄
（
釦
）
、
リ
エ
ゾ
ン
オ

フ
ィ
サ
ー
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｓ
Ｈ
・
Ｋ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｃ
Ｈ

四
月
三
十
日
デ
リ
ー
出
発
。
五
月
二
日
ガ
ン
ゴ
ト
リ
（
三
○
四
八

閥
）
キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始
。
四
日
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
（
四
六
○
○
僻
）

建
設
。
八
日
第
一
キ
ャ
ン
プ
（
五
二
○
○
勝
）
建
設
。
十
一
日
第

二
キ
ャ
ン
プ
（
五
八
○
○
脚
）
建
設
。
十
六
日
ス
ダ
ル
シ
ャ
ン
登

頂
。
十
八
日
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
へ
下
山
。
二
十
一
日
撤
収
。
二

十
四
日
デ
リ
ー
到
着
。

『
山
と
溪
谷
』
、
立
山
の
自
然
を
守
る
会
会
報
説
号
（
鎚
・
８
号
）
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東
京
の
風
下
に
立
た
ず
、
輸
入
文
化
を
咀
噸
し
独
創
的
な
も
の
を
つ
く
り
あ
げ
た
京
都

学
（
岳
）
派
の
活
気
溢
れ
る
実
録
。

登
山
と
学
術
探
検
の
両
刀
を
使
い
わ
け
、
わ
が
国
の
登
山
界
に
独
創
的
な
一

大
勢
力
を
築
き
上
げ
た
京
大
学
士
山
岳
会
（
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
）
の
、
草
分
け
時
代
か

ら
今
日
に
至
る
活
気
溢
れ
る
歴
史
の
実
録
で
あ
る
。
会
員
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
、
斉
藤
清
明
が
会
の
委
嘱
で
執
筆
し
た
も
の
だ
が
、
同
会
五
○
周
年
編
集
委

員
（
近
藤
良
夫
ら
）
の
下
に
集
め
ら
れ
た
彪
大
な
資
料
を
駆
使
し
て
、
会
代
々

の
お
び
た
だ
し
い
数
の
人
間
像
と
そ
の
活
動
を
描
き
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
イ
ン
サ
イ
ド

を
白
日
の
下
に
さ
ら
し
た
あ
た
り
、
さ
な
が
ら
「
水
涛
伝
」
と
い
っ
た
趣
き
あ

り
、
と
同
時
に
一
級
の
登
山
と
探
検
の
資
料
で
も
あ
る
。

戦
前
の
荒
々
し
い
開
拓
時
代
を
語
る
初
め
の
六
章
（
頁
数
で
は
三
割
）
が
白

眉
で
あ
る
。
東
京
の
風
下
に
は
立
た
な
い
、
輸
入
文
化
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
う
ま

く
消
化
し
て
独
創
的
な
も
の
に
作
り
上
げ
る
、
こ
う
い
う
京
都
盆
地
の
歴
史
的

風
土
を
体
現
し
た
の
が
京
大
だ
と
い
え
る
。
文
理
両
科
の
垣
を
越
え
た
結
束
力

今
西
錦
司
編

『
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
の
道
』

’
’

図
書

紹中
央
公
論
社
昭
和
六
十
三
年
五
月
刊
四
六
判

四
二
六
ペ
ー
ジ
定
価
一
八
○
○
円

介

と
綜
合
力
を
も
つ
・
な
か
で
も
三
高
出
は
本
流
と
さ
れ
た
。

今
西
錦
司
、
後
年
彼
の
妹
を
要
っ
た
西
堀
栄
三
郎
と
四
手
井
綱
彦
、
高
橋
健

治
、
桑
原
武
夫
ら
皆
三
高
だ
が
、
彼
ら
の
登
山
は
慶
応
や
早
稲
田
に
く
ら
べ
後

発
だ
っ
た
。
当
時
数
年
の
年
齢
差
は
大
き
い
・
槇
有
恒
の
ア
イ
ガ
ー
の
年
、
揃

っ
て
高
校
生
に
な
る
。
京
大
に
進
ん
だ
年
に
ア
ル
バ
ー
タ
遠
征
の
ニ
ュ
ー
ス
を

き
く
。
彼
ら
は
揃
っ
て
学
者
志
向
で
あ
り
、
彼
ら
の
上
に
国
際
的
な
生
物
学
者
、

日
本
の
ス
キ
ー
の
草
分
け
、
木
原
均
教
授
が
い
た
の
が
幸
い
だ
っ
た
。
木
原
は

Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
初
代
の
会
長
を
引
き
う
け
た
。
彼
の
令
名
に
は
マ
ス
コ
ミ
も
な
び
い

て
く
る
。
今
西
ら
の
登
山
は
初
め
か
ら
何
か
を
編
み
出
す
登
山
だ
っ
た
。
直
線

的
な
近
代
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
ど
こ
か
違
う
。
昭
和
初
頭
、
一
挙
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
登

山
を
決
意
す
る
。
一
挙
と
い
う
の
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
初
登
は
最
も
容
易
な
ル
ー

ト
を
た
ど
る
か
ら
ア
ル
プ
ス
の
高
等
技
術
は
不
用
の
は
ず
と
の
今
西
発
想
に
よ

る
。
甲
南
高
校
出
身
で
仲
間
に
加
わ
っ
た
伊
藤
原
が
訳
し
た
バ
ウ
ア
ー
の
『
ヒ

マ
ラ
ヤ
に
挑
戦
し
て
』
を
た
だ
の
山
の
洋
書
と
し
て
で
は
な
く
、
実
践
的
な
マ

ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
読
み
、
画
期
的
な
極
地
法
を
編
み
出
す
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の

方
法
論
だ
。
実
地
訓
練
の
場
と
し
て
白
頭
山
に
で
か
け
る
。
登
山
だ
が
自
然
と

人
文
観
察
の
文
武
両
道
の
、
京
大
型
遠
征
の
噴
矢
で
あ
る
。
創
始
者
た
ち
が
登

山
家
兼
科
学
者
で
あ
る
の
を
反
映
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
が
戦
後
世
代
を
重
ね

学
者
と
登
山
の
両
人
脈
を
抱
え
込
む
に
つ
れ
、
内
部
の
緊
張
を
生
み
だ
す
。
い

つ
も
両
者
併
用
と
は
い
か
な
く
な
る
。
ど
ち
ら
に
重
点
を
置
く
か
、
の
間
な
ら

ま
だ
納
ま
る
が
、
ど
ち
ら
か
を
切
ら
ぬ
ぱ
な
ら
ぬ
と
な
る
と
最
高
幹
部
を
巻
き

こ
ん
だ
対
立
の
人
間
ド
ラ
マ
に
ま
で
発
展
す
る
。
右
へ
左
へ
と
揺
れ
な
が
ら
前

に
進
む
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
姿
は
大
蛇
の
蛇
行
を
思
わ
せ
る
。

昭
和
十
二
年
初
頭
、
木
原
教
授
を
隊
長
に
大
胆
な
Ｋ
２
遠
征
を
公
表
す
る
。
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図書紹介

大
阪
朝
日
新
聞
社
の
後
援
だ
。
一
番
若
い
隊
員
に
加
藤
泰
安
が
い
た
。
戦
後
京

大
の
登
山
遠
征
の
万
年
副
隊
長
、
今
西
錦
司
に
重
用
さ
れ
た
。
伊
藤
原
が
渡
印

ま
で
し
た
が
、
戦
争
で
Ｋ
２
計
画
は
夢
物
語
に
な
り
、
こ
こ
で
会
の
登
山
の
系

譜
は
い
っ
た
ん
切
れ
る
。
し
か
し
学
術
探
検
の
系
譜
は
大
陸
辺
境
に
於
け
る
フ

ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
で
生
き
続
け
、
今
西
子
飼
い
と
い
わ
れ
た
梅
棹
忠
夫
、
川

喜
田
二
郎
、
中
尾
佐
助
、
吉
良
竜
夫
ら
、
行
動
力
に
溢
れ
た
二
世
の
学
者
グ
ル

ー
プ
が
生
ま
れ
で
る
。

戦
後
、
内
蒙
の
張
家
口
か
ら
引
き
揚
げ
た
今
西
錦
司
は
こ
の
学
者
グ
ル
ー
プ

を
抱
え
て
再
出
発
し
た
。
京
大
に
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
離
れ
て
組
織
を
つ
く
る

自
由
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
木
原
均
を
迎
え
て
探
検
の
た
め
の
団
体
、
生
物
誌

研
究
会
（
Ｆ
Ｆ
）
が
で
き
る
。
こ
の
Ｆ
Ｆ
の
中
か
ら
マ
ナ
ス
ル
が
「
発
見
」
さ

れ
た
。
こ
れ
を
体
し
て
戦
前
か
ら
東
京
住
い
の
西
堀
が
電
撃
的
な
ネ
パ
ー
ル
エ

作
に
成
功
。
今
西
と
西
堀
は
木
原
、
桑
原
の
同
意
を
得
て
大
局
的
立
場
か
ら
マ

ナ
ス
ル
を
Ｊ
Ａ
Ｃ
に
譲
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
登
山
史
上
の
一
大
事
件
で
あ

る
。
こ
れ
は
本
書
か
ら
得
た
評
者
だ
け
の
見
解
だ
が
、
京
都
が
思
う
ま
ま
に
執

っ
た
未
曽
有
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
は
、
今
西
と
西
堀
を
京
都
を
超
え
た
汎
日
本

的
な
Ｖ
Ｉ
Ｐ
に
し
た
。

し
か
し
Ｊ
Ａ
Ｃ
へ
の
移
譲
は
反
発
を
生
ん
だ
。
そ
の
間
に
や
っ
と
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ

が
復
活
し
た
が
、
そ
の
再
建
委
員
長
桑
原
に
対
し
て
、
最
古
参
の
四
手
井
が

「
移
譲
は
背
任
だ
、
切
腹
せ
よ
」
と
迫
っ
た
、
と
あ
る
。
ま
た
若
手
学
者
グ
ル

ー
プ
に
囲
ま
れ
て
い
た
今
西
も
、
古
参
の
目
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
に
若
い
登
山
勢

力
が
育
っ
て
い
た
の
を
、
十
分
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
節
が
あ
る
。
伊
藤
洋

平
、
藤
平
正
夫
、
船
橋
明
賢
、
林
一
彦
、
脇
坂
誠
ら
、
ど
れ
も
三
高
出
で
は
な

い
。
マ
ナ
ス
ル
移
譲
の
反
動
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
戦
中
派
の
今
西
寿
雄
を
リ

１
グ
ー
に
右
の
人
々
を
戦
力
に
し
た
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
四
峰
遠
征
が
、
再
建
Ａ
Ａ

Ｃ
Ｋ
ヒ
マ
ラ
ヤ
第
一
号
と
し
て
送
り
だ
さ
れ
た
。
マ
ナ
ス
ル
一
次
と
同
年
の
秋

で
あ
る
。

か
く
し
て
戦
後
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
学
術
探
検
と
登
山
の
両
翼
に
豊
富
な
人
材
を
持

つ
こ
と
に
な
り
、
近
年
ま
で
の
三
十
年
間
、
学
術
と
登
山
の
両
部
門
で
、
あ
る

い
は
両
部
門
の
合
同
で
次
々
と
大
小
の
遠
征
を
う
っ
て
き
た
。
本
章
は
メ
イ

ン
・
イ
ベ
ン
ト
に
独
立
の
章
を
設
け
て
語
っ
て
く
れ
る
。
カ
ラ
コ
ラ
ム
、
チ
ョ

ゴ
リ
ザ
、
ノ
シ
ャ
ッ
ク
、
サ
ル
ト
ロ
・
カ
ン
リ
、
イ
ン
ド
ラ
サ
ン
、
ヤ
ル
ン
・

カ
ン
、
カ
ン
ペ
ン
チ
ン
、
ナ
ム
ナ
ニ
ヘ
と
。
主
遠
征
に
は
京
大
教
授
の
看
板
を

も
つ
古
参
が
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
が
、
時
代
は
次
々
に
秀
れ
た
後
継
者
を
生
ん
で

き
た
。
本
多
勝
一
の
よ
う
な
別
派
を
生
む
素
地
も
あ
る
。
だ
が
京
大
の
山
に
は

ど
の
時
代
に
も
、
他
の
大
学
に
は
な
い
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
あ
る
。
何
故
か
。
平

た
く
い
え
ば
長
老
た
ち
が
実
力
に
於
い
て
偉
か
っ
た
の
だ
。
南
極
や
ア
フ
リ
カ

を
野
性
的
と
し
か
い
え
な
い
実
力
で
開
拓
す
る
人
達
で
あ
る
。
し
か
し
息
子
や

孫
も
息
ぎ
れ
ひ
と
つ
見
せ
な
か
っ
た
。
長
老
の
重
圧
を
は
ね
返
え
そ
う
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
た
く
わ
え
る
姿
が
、
本
書
で
面
白
く
描
か
れ
て
い
る
。

さ
て
、
今
西
錦
司
が
序
で
語
っ
た
言
葉
に
は
、
遺
言
の
重
い
ひ
び
き
が
あ

る
。
初
登
頂
主
義
を
守
っ
て
い
け
、
高
い
山
は
次
々
に
な
く
な
ろ
う
が
、
科
学

の
メ
ス
を
ぶ
ち
こ
め
ば
、
ま
だ
ま
だ
仕
事
が
あ
る
、
と
。

こ
三
一
十
年
、
登
山
の
世
界
も
高
度
消
費
文
化
に
組
み
こ
ま
れ
大
き
な
変
容

を
と
げ
た
。
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
い
う
な
れ
ば
古
典
派
で
あ
り
、
そ
の
精
神
の
強
い
担

い
手
だ
っ
た
。
会
の
行
動
史
が
精
神
史
の
趣
き
を
も
つ
の
は
そ
の
せ
い
で
あ

る
。
し
か
し
さ
て
、
こ
れ
か
ら
は
…
…
、
本
書
は
ま
た
そ
れ
を
問
い
か
け
て
い

る
よ
う
に
も
読
め
る
。
（
一
九
八
八
年
八
月
田
口
二
郎
）
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六
二
○
○
キ
ロ
、
五
十
余
日
に
お
よ
ぶ
〃
世
界
の
屋
根
“
の
紀
行
。
「
互
い
の
理
解
」

と
「
真
の
友
好
」
の
た
め
に
遠
慮
な
く
書
か
れ
て
い
る
。

著
者
は
、
一
九
八
六
年
の
東
北
大
学
日
中
友
好
西
蔵
学
術
登
山
隊
の
人
文
班

（
学
術
班
）
の
班
長
と
し
て
参
加
し
た
。
そ
の
と
き
の
私
的
な
踏
査
記
と
し
て

本
書
が
出
版
さ
れ
た
。
登
山
隊
は
念
青
唐
古
拉
（
ニ
ェ
ン
チ
ン
タ
ン
グ
ラ
）
主

峰
（
七
一
六
二
勝
）
の
初
登
頂
に
成
功
し
た
。
そ
れ
に
前
後
し
て
、
人
文
班
は

シ
ー
ニ
ン

ラ
サ

四
月
中
旬
西
寧
を
出
発
し
、
青
蔵
公
路
を
南
下
し
て
拉
薩
に
至
り
、
こ
の
付
近

を
調
査
し
た
あ
と
中
尼
公
路
を
経
由
し
て
、
五
月
下
旬
中
国
か
ら
ネ
パ
ー
ル
に

入
り
、
カ
ト
マ
ン
ズ
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
約
一
ケ
月
半
の
中
国
で
の
調
査
見

聞
を
ま
と
め
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

タ
ン
グ
ラ

グ
ラ
タ
ン
ド
ン

わ
た
し
も
そ
の
前
年
（
一
九
八
五
）
、
揚
古
拉
山
脈
の
主
峰
各
拉
丹
冬
雪
山

（
六
六
一
二
燭
）
登
頂
と
揚
子
江
（
長
江
）
正
源
流
踏
査
の
た
め
（
「
山
岳
」
八

十
一
年
、
一
九
八
六
年
）
、
同
じ
青
蔵
公
路
を
通
っ
て
自
然
と
人
文
の
観
察
を

試
み
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
と
の
ほ
か
興
味
を
も
っ
て
読
ん
で
み
た
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
私
の
知
っ
て
い
る
こ
と
や
、
中
国
の
知
人
も
で
て
く
る
の
で
、

な
つ
か
し
さ
を
感
じ
た
。
例
え
ば
、
人
文
班
の
李
軍
連
絡
官
は
、
わ
た
し
た
ち

の
副
連
絡
官
で
あ
っ
た
。
彼
は
チ
ベ
ッ
ト
語
と
漢
語
が
で
き
る
チ
ベ
ッ
ト
族

色
川
大
吉

『
雲
表
の
国
青
海
・
チ
ベ
ッ
ト
踏
査
行
』

小
学
館
一
九
八
八
年
三
月
刊
Ｂ
６
判
三
三
八

ペ
ー
ジ
定
価
一
五
○
○
円

で
、
わ
た
し
た
ち
も
揚
子
江
源
流
で
遊
牧
民
の
テ
ン
ト
を
訪
ね
た
と
き
や
、
ベ

ー
ス
キ
ャ
ン
プ
な
ど
で
、
こ
と
の
ほ
か
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
、
東
北
大
学

術
交
流
団
の
連
絡
官
は
、
中
国
科
学
院
地
質
研
究
所
の
常
子
文
先
生
で
あ
っ

た
。
先
生
は
東
北
大
学
理
学
部
岩
鉱
学
科
卒
業
で
、
日
本
語
が
達
者
な
の
は
当

然
の
こ
と
、
さ
ら
に
久
野
久
先
生
の
『
火
山
及
び
火
山
岩
』
（
岩
波
全
書
一
九

六
、
一
九
五
三
年
初
版
）
を
中
国
語
に
訳
し
て
い
る
。
先
生
と
わ
た
し
は
、
専

門
を
同
じ
く
す
る
こ
と
や
、
四
川
省
Ｉ
雲
南
省
に
か
け
て
の
横
断
山
脈
の
日
中

共
同
地
質
研
究
（
こ
の
一
部
は
「
山
岳
」
八
七
十
九
年
、
一
九
八
四
年
Ｖ
に
踏

査
紀
行
と
し
て
報
告
）
な
ど
の
関
係
か
ら
、
朋
友
の
間
が
ら
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
の
色
川
氏
は
歴
史
学
専
攻
で
あ
り
、
人
文
班
は
、
宗
教

史
、
民
俗
学
、
イ
ン
ド
仏
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
芸
能
、
チ
ベ
ッ
ト
学
、
自
然
環
境

学
、
新
聞
記
者
な
ど
七
名
（
ラ
サ
ま
で
は
六
名
）
で
組
織
さ
れ
た
。
人
文
班
の

調
査
目
的
と
し
て
は
、
次
の
四
テ
ー
マ
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。

。
卜
バ
ン

一
、
入
吐
蕃
道
（
七
世
紀
以
降
、
唐
と
吐
蕃
Ａ
チ
ベ
ッ
ト
Ｖ
を
結
ん
だ
文
明

交
流
公
路
）
を
で
き
る
だ
け
実
地
踏
査
す
る
。
ま
た
青
蔵
公
路
（
西
寧
ｌ
ラ
サ

間
）
と
中
尼
公
路
（
ラ
サ
ー
ネ
パ
ー
ル
・
カ
ト
マ
ン
ズ
間
）
を
完
全
に
踏
破

し
、
「
も
う
一
つ
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
の
実
態
の
確
認
。

二
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
（
日
本
の
大
乗
仏
教
、
と
く
に
密
教
と
同
じ
関
係
に
あ

る
）
の
古
寺
に
お
け
る
信
仰
情
況
、
仏
教
美
術
な
ど
の
文
物
調
査
。

三
、
高
地
農
耕
民
、
遊
牧
民
の
生
活
文
化
の
変
遷
、
と
く
に
文
革
や
社
会
主

義
的
近
代
化
に
よ
る
変
化
の
有
無
な
ど
の
調
査
。

四
、
チ
ベ
ッ
ト
の
自
然
環
境
と
家
畜
や
生
物
と
の
関
係
、
生
態
な
ど
の
観

察
。

以
上
の
テ
ー
マ
と
著
者
の
専
門
か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
由
緒
あ
る
古
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寺
、
古
城
、
宮
殿
な
ど
の
調
査
や
、
こ
れ
ら
と
関
係
し
た
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
チ

ベ
ッ
ト
の
歴
史
に
関
す
る
記
述
が
多
い
・

青
海
省
の
古
寺
で
は
、
混
中
の
タ
ー
ル
寺
、
楽
都
の
チ
ュ
タ
ン
寺
に
つ
い
て

記
し
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、
ラ
サ
の
ポ
タ
ラ
宮
、
チ
ョ
カ

ン
寺
、
セ
ラ
寺
を
は
じ
め
、
ヤ
ル
ル
ン
谷
、
ツ
ェ
タ
ン
、
さ
ら
に
ギ
ャ
ン
ッ

ェ
、
シ
ガ
ッ
ェ
な
ど
の
二
十
ヶ
所
ほ
ど
の
古
寺
や
宮
殿
に
つ
い
て
報
告
し
て
い

る
。
こ
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
古
事
、
歴
史
か
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
と
の
関

係
、
過
去
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
日
本
人
や
外
国
人
、
そ
し
て
現
在
の
状
況
な
ど

に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
文
化
大
革
命
前
と
現
在
と

を
比
較
し
て
い
る
が
、
文
革
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
文
化
遺
産
は
世
界
的
な
損

失
で
あ
っ
た
こ
と
が
し
み
じ
み
と
わ
か
る
。
つ
い
三
十
年
ほ
ど
前
に
、
千
年
以

上
’
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
栄
え
て
き
た
チ
ベ
ッ
ト
文
化
の
歴
史
的
遺
産
が
、
文

革
の
た
め
瞬
時
に
破
壊
さ
れ
た
と
あ
っ
て
は
、
文
革
の
否
定
だ
け
で
は
な
く
、

憤
怒
と
斐
哀
の
感
を
お
ぼ
え
る
。
失
わ
れ
た
も
の
は
、
い
く
ら
修
復
や
再
建
し

て
も
、
過
去
の
も
の
に
戻
り
は
し
な
い
・

プ
ー
ス
ー
ｌ

青
海
湖
付
近
で
は
、
倒
淌
河
の
黒
城
と
、
青
海
湖
西
方
の
伏
俟
城
を
実
測
し

て
い
る
。
伏
俟
城
は
、
青
海
湖
を
中
心
に
三
一
七
年
に
建
国
し
、
吐
蕃
と
戦
っ

卜
ヨ
グ

て
六
六
三
年
に
滅
亡
し
た
吐
谷
潭
の
古
城
と
さ
れ
て
い
る
。
鉄
ト
加
草
原
と
い

っ
て
も
、
荘
漠
と
し
た
砂
原
の
な
か
の
古
城
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
も
訪
れ

た
。
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
外
壁
の
士
塁
と
、
内
壁
の
城
壁
に
一
千
年
以
上
も
前

の
往
古
が
し
の
ば
れ
る
。
と
く
に
四
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
、
青
海
湖
を

含
め
て
中
央
ア
ジ
ア
を
舞
台
に
し
た
、
北
周
、
階
、
吐
谷
潭
、
白
蘭
、
多
弥
、

唐
、
吐
蕃
、
莞
な
ど
の
諸
部
族
や
王
朝
の
攻
防
、
外
交
に
ま
つ
わ
る
栄
枯
盛
衰

は
、
ま
さ
に
歴
史
の
ド
ラ
マ
と
し
て
興
味
が
つ
き
な
い
。

青
海
省
の
都
蘭
で
は
、
発
掘
中
の
王
墓
を
見
学
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
李
連

絡
官
な
ど
の
好
意
と
努
力
に
よ
っ
て
見
学
で
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
同
行
の
プ

ロ
ヵ
メ
ラ
マ
ン
が
撮
影
禁
止
の
淀
を
破
っ
た
た
め
ト
ラ
ブ
ル
が
お
こ
る
。
中
国

人
は
仁
義
を
重
ん
じ
る
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
も
と
く
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い

と
思
う
。
カ
メ
ラ
マ
ン
は
陳
謝
に
つ
と
め
た
が
、
傷
つ
い
た
心
の
問
題
は
複
雑

で
、
い
ち
ど
割
れ
た
コ
ッ
プ
を
元
に
戻
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ラ
サ
南
方
の
ヤ
ル
ル
ン
谷
に
は
、
古
代
チ
ベ
ッ
ト
王
国
（
吐
蕃
）
の
古
墳

群
、
す
な
わ
ち
王
墓
が
十
座
残
っ
て
い
る
。
吐
蕃
王
家
は
ソ
ン
ッ
ェ
ン
・
ガ
ン

ポ
（
五
八
一
’
六
四
九
年
）
か
ら
ダ
ル
マ
・
ウ
ィ
ド
ゥ
ム
テ
ン
（
八
○
九
’
八

四
二
年
）
ま
で
十
名
の
王
が
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（
山
口
瑞
鳳
著
『
チ
ベ
ッ

ト
』
上
・
下
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
八
年
）
。
こ
れ
ら
の
各
王
と
王
墓

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
著
者
独
自
の
推
考
に
よ
っ
て
、
初
代
か
ら
六
代
ま
で
の

王
墓
を
推
定
し
て
い
る
。

著
者
は
一
九
二
五
年
生
で
高
齢
で
あ
る
。
そ
の
た
め
著
者
自
身
も
高
山
病
で

苦
し
む
が
、
そ
れ
以
上
に
岳
友
山
縣
登
氏
の
高
山
病
に
よ
る
死
亡
と
鳥
葬
な
ど

で
心
を
痛
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
悪
条
件
を
乗
り
こ
え
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ

ー
カ
ー
と
し
て
の
調
査
と
責
任
を
全
う
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

著
者
は
、
本
書
を
「
自
由
で
奔
放
な
著
作
」
と
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
か

な
り
思
い
き
っ
た
遠
慮
の
な
い
感
想
や
批
判
的
な
意
見
も
書
か
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
熟
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
た
著
者
が
い
う
よ
う
に
、
「
対
立
は

対
立
、
主
張
す
べ
き
こ
と
は
主
張
し
あ
い
、
友
情
は
友
情
の
つ
き
あ
い
と
し

て
、
互
い
に
理
解
し
て
こ
そ
真
の
友
好
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
考
え
を
最
初
か

ら
最
後
ま
で
通
し
て
い
る
。

な
お
、
人
文
班
に
同
行
し
た
岩
垂
弘
記
者
は
、
『
青
海
・
チ
ベ
ッ
ト
の
旅
』
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（
連
合
出
版
一
九
八
七
年
）
を
公
表
し
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
『
遥
か
な

る
揚
子
江
源
流
、
青
蔵
高
原
学
術
登
山
隊
記
録
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
一

九
八
七
年
）
を
、
ま
た
松
原
正
毅
副
隊
長
は
『
青
蔵
紀
行
一
九
八
八
』
（
中

央
公
論
社
）
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
読
む
と
、
青
蔵
高
原
の

自
然
と
人
文
に
対
し
て
の
理
解
が
ま
す
ま
す
深
ま
る
で
あ
ろ
う
。

（
松
本
径
夫
）

空
に
舞
う
登
山
家
の
カ
メ
ラ
・
ア
イ
が
と
ら
え
た
華
麗
な
高
峰
群
像

ヒ
マ
ラ
ヤ
、
ア
ル
プ
ス
、
ア
フ
リ
カ
、
北
米
、
南
米
の
五
つ
の
地
域
に
わ
た

っ
て
名
だ
た
る
高
峰
群
を
一
冊
の
本
で
観
望
で
き
る
と
は
、
な
ん
と
嬉
し
い
こ

と
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
高
峰
に
登
っ
た
人
た
ち
の
写
真
を
数
多
く
目

に
し
て
、
そ
の
た
び
に
山
の
大
き
さ
に
驚
嘆
し
た
も
の
だ
が
、
山
田
氏
の
撮
っ

た
写
真
は
な
お
い
っ
そ
う
高
く
て
深
く
て
広
い
山
岳
の
様
相
を
こ
れ
で
も
か
こ

れ
で
も
か
と
い
っ
た
ふ
う
に
見
せ
つ
け
る
。
山
々
に
刻
ま
れ
た
フ
ォ
ル
ム
の
、

な
ん
と
い
う
複
雑
さ
、
な
ん
と
い
う
多
様
さ
／
・

飛
行
機
か
ら
撮
ら
れ
た
写
真
は
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
で
も
、

山
を
単
純
に
上
か
ら
見
下
す
の
で
な
し
に
、
横
か
ら
撮
ろ
う
と
す
る
姿
勢
、
山

山
田
圭
一
（
写
真
）
／
佐
貫
亦
男
・
杉
本
誠
（
文
）

『
空
撮
・
世
界
の
名
峰
山
田
圭
一
作
品
集
』

白
水
社
一
九
八
七
年
一
二
月
刊
Ｂ
５
変
型
判

一
五
三
ペ
ー
ジ
定
価
四
八
○
○
円

頂
や
稜
線
の
高
さ
を
ひ
ど
く
超
え
な
い
高
度
か
ら
撮
ろ
う
と
す
る
一
貫
し
た
態

度
が
嬉
し
い
。
た
と
え
空
中
に
舞
っ
て
は
い
て
も
、
こ
の
撮
影
者
は
登
山
す
る

人
に
許
さ
れ
た
高
度
を
逸
脱
し
な
い
。
折
に
ふ
れ
て
登
山
隊
の
た
ど
っ
た
ル
ー

ト
に
つ
い
て
の
記
述
が
そ
え
ら
れ
て
、
登
筆
者
た
ち
の
労
苦
を
し
の
ば
せ
る
こ

と
も
忘
れ
な
い
。
登
山
記
録
の
読
者
に
は
有
難
い
参
考
資
料
に
な
る
。

も
し
も
、
自
分
の
足
を
使
っ
て
登
る
の
で
な
け
れ
ば
登
山
家
で
は
な
い
、
と

い
っ
た
旧
式
な
定
義
に
凝
り
固
ま
っ
て
い
た
の
で
は
、
山
田
氏
の
写
真
集
は
た

ん
な
る
山
好
き
の
写
真
家
の
作
品
集
と
呼
ば
れ
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
自
然
界
の
造
形
美
を
追
求
す
る
だ
け
の
審
美
家
の
目
で
は
こ

の
写
真
集
は
生
ま
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
登
山
と
呼
ば
れ
る
行
為
の
体
験
者

な
ら
で
は
の
視
角
を
本
書
の
写
真
は
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
登
山
家
に
よ
る

写
真
集
の
名
に
立
派
に
あ
た
い
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
書
の
山
岳
写
真

が
如
実
に
証
明
す
る
。

本
書
を
は
じ
め
て
手
に
し
た
時
、
私
は
こ
れ
が
な
ぜ
「
作
品
集
」
と
銘
打
た

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
不
思
議
に
感
じ
た
。
「
写
真
集
」
で
は
な
い
か
。

操
縦
者
の
飛
行
技
術
と
、
高
度
に
発
達
し
た
写
真
技
術
と
に
支
え
ら
れ
た
、
い

わ
ば
技
術
の
産
物
で
あ
っ
て
、
作
品
集
と
呼
ぶ
の
は
妥
当
な
の
か
。
そ
ん
な
疑

問
が
私
の
頭
に
去
来
し
た
。
実
際
、
本
書
に
そ
え
ら
れ
た
撮
影
者
自
身
の
文
章

は
、
い
か
に
も
技
術
者
ら
し
く
も
っ
ぱ
ら
空
中
で
の
撮
影
の
技
術
的
困
難
さ
を

語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
芸
術
や
ら
情
緒
や
ら
に
立
ち
入
る
も
の
で
は
な
い
・

け
れ
ど
も
、
二
度
三
度
と
本
書
を
見
開
く
う
ち
に
、
私
は
自
分
の
疑
問
を
次

の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
解
消
し
は
じ
め
た
。
私
の
推
理
す
る
か
ぎ
り
で
は
、

撮
影
者
は
本
当
の
苦
心
の
部
分
を
語
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
慎
し
み
深
さ
が
私

を
感
動
に
誘
っ
た
。
つ
ま
り
、
関
係
官
庁
と
の
交
渉
と
認
可
の
獲
得
、
パ
イ
ロ

106



図書紹介

ツ
ト
に
対
す
る
説
得
と
誘
導
、
そ
し
て
好
天
を
待
つ
時
間
の
辛
抱
、
そ
う
い
っ

た
こ
と
を
撮
影
者
は
つ
つ
ま
し
く
黙
し
て
語
ら
な
い
。
そ
う
し
た
避
け
て
通
れ

な
い
面
倒
な
プ
ロ
セ
ス
を
含
め
て
考
え
る
に
つ
け
、
得
ら
れ
た
写
真
は
ま
さ
し

く
作
品
集
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
。

『
烏
の
目
で
見
た
ア
ル
プ
ス
』
と
題
さ
れ
た
大
判
の
写
真
集
が
私
の
手
許
に

あ
る
。
一
九
六
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ル
プ
ス
の
空
中
写
真
集

は
、
こ
の
種
の
山
岳
写
真
集
の
、
本
格
的
な
も
の
の
最
初
の
一
つ
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
う
。
こ
の
本
は
、
極
度
に
高
い
所
か
ら
見
下
す
の
で
な
し
に
、
山
肌

に
そ
っ
て
舞
う
烏
の
視
点
か
ら
撮
ら
れ
た
一
四
○
点
ほ
ど
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
を

収
め
て
い
る
。
視
点
の
選
び
方
と
い
う
点
で
は
『
空
撮
・
世
界
の
名
峰
』
の
先

輩
格
と
呼
ん
で
よ
い
。
た
だ
の
空
中
か
ら
の
山
岳
写
真
集
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で

だ
が
、
『
烏
の
目
で
見
た
ア
ル
プ
ス
』
は
、
ス
イ
ス
連
邦
軍
事
部
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
連
邦
国
防
省
、
西
ド
イ
ツ
・
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
州
政
府
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
完
成
で
き
な
い
写
真
集
だ
っ
た
。

な
に
も
山
田
氏
の
写
真
集
の
場
合
に
も
そ
の
種
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た

な
ど
と
推
測
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
十
年
ほ
ど
も
の
ち
の
今
日
で
は
、

種
々
の
条
件
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
と
は
い
え
、
飛
行
機

を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
ル
ー
ト
と
高
度
を
指
示
す
れ
ば
あ
と
は
シ

ャ
ッ
タ
ー
を
押
す
だ
け
、
と
い
う
ほ
ど
単
純
な
こ
と
で
は
よ
も
や
あ
る
ま
い
。

ま
し
て
や
特
定
の
一
地
域
だ
け
で
な
し
に
、
た
が
い
に
遠
く
離
れ
た
高
山
地
帯

の
空
中
を
飛
ぶ
の
は
、
一
時
の
気
紛
れ
で
な
し
う
る
わ
ざ
で
は
な
い
。
科
学
技

術
を
専
攻
す
る
登
山
家
と
い
う
撮
影
者
が
並
々
で
な
い
執
念
を
、
こ
の
写
真
集

で
結
実
さ
せ
た
。
結
果
的
に
そ
れ
は
、
情
熱
が
作
り
出
し
た
も
の
、
つ
ま
り
作

品
集
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

大
森
弘
一
郎
氏
の
日
本
ア
ル
プ
ス
の
空
中
写
真
集
の
存
在
を
過
小
に
評
価
す

る
の
は
私
の
好
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
、
私
は
『
空
撮
・
世
界
の
名
峰
』
を

画
期
的
な
山
岳
写
真
集
な
ど
と
ほ
め
そ
や
す
こ
と
は
し
た
く
な
い
。
本
書
の
撮

影
者
ば
か
り
で
な
く
、
友
情
に
み
ち
た
文
章
を
本
書
に
寄
せ
て
い
る
佐
貫
・
杉

本
の
両
氏
も
、
そ
の
種
の
レ
ッ
テ
ル
が
本
書
に
貼
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
は
い

な
い
だ
ろ
う
。

巻
末
に
は
撮
影
に
利
用
し
た
飛
行
機
の
名
称
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば

か
り
か
、
控
え
目
な
サ
イ
ズ
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
山
岳
写
真
集
の
そ
こ
こ
こ

に
小
さ
く
軽
い
単
葉
機
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
一
つ
、
ト
ラ
イ
デ

ン
ト
が
営
業
路
線
機
の
窓
か
ら
遠
望
し
た
中
国
山
岳
の
写
真
に
そ
え
ら
れ
て
異

彩
を
放
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
は
、
い
ず
れ
も
、
け
な
げ
に
飛
ん
で
く
れ
て
有

難
う
と
い
う
思
い
を
こ
め
た
小
型
機
の
写
真
ば
か
り
。
山
へ
の
愛
情
と
ひ
と
し

い
愛
情
を
小
型
機
に
注
い
だ
こ
と
の
証
明
写
真
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て

本
書
は
、
山
岳
写
真
集
で
あ
る
ば
か
り
か
、
山
と
飛
行
機
と
人
と
の
か
か
わ
り

を
も
の
が
た
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

、
、
、
、
、

一
口
に
登
山
家
も
し
く
は
山
岳
愛
好
家
と
言
っ
て
も
、
山
と
の
か
か
わ
り
方

に
は
人
そ
れ
ぞ
れ
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
さ
り
げ
な
く
収
め
ら
れ
た
小
型
機
の
ス

ナ
ッ
プ
は
、
本
書
の
作
者
の
山
と
の
か
か
わ
り
方
、
そ
れ
も
他
人
に
は
容
易
に

ゆ
ず
り
わ
た
せ
な
い
独
自
の
か
か
わ
り
方
を
示
し
て
い
て
、
私
は
思
わ
ず
微
笑

し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
思
い
を
抱
い
て
ふ
た
た
び
本
書
を
め

く
っ
て
、
私
は
あ
ら
た
め
て
山
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
多
彩
さ
と
奥
深
さ
に
感
じ

入
る
。
（
宮
下
啓
三
）
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ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
胸
に
古
き
よ
き
時
代
の
ア
ル
プ
ス
を
登
っ
た
日
本
人
の
動
向
を
知

る
貴
重
な
文
献

こ
の
本
の
著
者
岡
澤
氏
は
一
九
七
八
年
の
六
月
、
ス
イ
ス
の
グ
リ
ン
デ
ル
ワ

ル
ト
に
名
ガ
イ
ド
の
サ
ム
エ
ル
・
ブ
ラ
ヴ
ァ
ン
ト
氏
を
訪
ね
、
彼
が
大
切
に
所

持
し
て
い
た
山
案
内
人
手
帳
を
見
せ
て
も
ら
う
機
会
を
持
っ
た
。
そ
の
手
帳
に

は
ブ
ラ
ヴ
ァ
ン
ト
が
一
九
二
○
年
か
ら
山
に
案
内
し
た
日
本
人
登
山
者
の
手
に

よ
っ
て
記
さ
れ
た
山
行
と
、
そ
の
感
想
文
が
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
た
。

こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
の
岡
澤
氏
の
驚
き
と
よ
ろ
こ
び
は
容
易
に
推
察
で
き
る

が
、
幸
い
な
こ
と
に
そ
の
山
案
内
人
手
帳
の
中
の
日
本
人
登
山
者
と
関
係
の
あ

る
ペ
ー
ジ
を
カ
メ
ラ
に
お
さ
め
て
お
く
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。

こ
れ
ら
の
写
真
は
、
ま
ず
会
報
「
山
」
に
、
「
ブ
ラ
ヴ
ァ
ン
ト
氏
の
山
案
内

人
手
帳
」
と
題
し
て
、
解
説
と
と
も
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
こ
二
十
数
年
間
ア
ル

プ
ス
登
山
に
打
ち
こ
ん
で
き
た
わ
た
し
は
、
今
世
紀
前
半
、
日
本
人
登
山
者
が

ア
ル
プ
ス
の
ど
の
よ
う
な
ピ
ー
ク
を
、
そ
の
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
か
ら
登
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
に
以
前
か
ら
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
が
、
自
分
で
詳
細

に
調
べ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
八
回
に
わ
た
っ
た
こ
の

連
載
を
読
む
の
は
非
常
な
楽
し
み
だ
っ
た
。

岡
澤
茄
吉

『
ス
イ
ス
山
案
内
人
の
手
帳
よ
り
』

ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
社
一
九
八
七
年
一
○
月

刊
Ａ
５
判
定
価
二
二
○
○
円

岡
澤
氏
の
今
回
の
著
書
は
、
こ
の
と
き
の
原
稿
を
元
に
し
て
執
筆
さ
れ
た
も

の
だ
が
、
発
行
ま
で
に
十
年
近
く
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。
グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ト

と
シ
ェ
ル
マ
ッ
ト
を
ベ
ー
ス
に
活
躍
し
た
十
数
名
の
昔
の
ガ
イ
ド
た
ち
の
手
帳

を
丹
念
に
調
査
す
る
の
に
要
し
た
歳
月
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
内
容
は
き
わ
め

て
正
確
で
、
一
九
二
○
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
日
本
人
登
山
者
の
ア
ル
プ

ス
で
の
動
向
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
文
献
で
、
長
年
に
わ
た
っ
た
著
者

の
地
道
な
研
究
調
査
の
成
果
で
あ
る
。

著
者
も
そ
の
あ
と
が
き
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
本
に
集
め
ら
れ
た
以

外
の
ス
イ
ス
山
案
内
人
手
帳
に
日
本
人
の
記
録
が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う

し
、
ガ
イ
ド
・
レ
ス
登
山
も
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
こ
の
本
に
発
表
さ
れ
て
い
る

の
が
今
世
紀
前
半
、
日
本
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
ア
ル
プ
ス
登
山
の
記
録
の
す

べ
て
で
は
な
い
の
も
事
実
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
こ
の
本
の
価
値
を
下
げ
る
も
の

で
は
毛
頭
な
い
。
貴
重
な
基
礎
文
献
と
し
て
残
る
も
の
だ
。

内
容
を
見
る
と
、
ひ
と
つ
の
特
徴
と
、
い
く
つ
か
の
よ
ろ
こ
ば
し
い
事
実
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
徴
は
、
現
在
の
日
本
人
の
ク
ラ
イ
マ
ー
の
登
肇
対
象

の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ン
・
プ
ラ
ン
山
群
に
集
中
し
て
い
る
の

と
は
逆
に
、
当
時
登
ら
れ
た
ピ
ー
ク
の
大
半
は
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ナ
ー
・
オ
ー
バ

ー
ラ
ン
ト
と
ワ
リ
ス
に
属
し
て
い
る
こ
と
だ
。
案
内
し
た
ガ
イ
ド
た
ち
が
す
べ

て
グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ト
か
シ
ェ
ル
マ
ッ
ト
の
出
身
だ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
も
当
然

の
こ
と
だ
ろ
う
。

よ
ろ
こ
ば
し
い
事
実
の
第
一
は
秩
父
宮
殿
下
が
一
九
二
六
年
の
夏
に
天
候
に

恵
ま
れ
た
実
に
す
ば
ら
し
い
登
山
シ
ー
ズ
ン
を
過
さ
れ
、
ス
イ
ス
の
山
々
を
十

峰
以
上
登
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
殿
下
は
フ
リ
ッ
ッ
・
ス
ト
イ
リ
の
手
帳
に
自

ら
の
手
で
長
い
感
想
文
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ト
を
去
る
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前
に
、
ふ
た
た
び
訪
れ
る
日
の
来
る
こ
と
を
期
待
し
て
、

「
ア
イ
ガ
ー
の
峯
の
白
雪
よ
、
永
遠
に
清
か
れ
、

グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ト
の
人
々
よ
常
に
変
わ
ら
な
い
心
で
い
て
く
れ
。
僕
は
故

郷
に
帰
る
思
い
で
来
る
だ
ろ
う

雍
仁
」

と
書
か
れ
て
お
ら
れ
る
。
殿
下
の
ア
ル
プ
ス
再
訪
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
ア

ル
プ
ス
登
山
は
山
の
お
好
き
な
浩
宮
さ
ま
に
継
承
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の

だ
。

第
二
の
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
は
、
槇
有
恒
氏
に
よ
る
ア
イ
ガ
ー
東
山
稜
の
岩

の
ル
ー
ト
、
田
口
一
郎
、
二
郎
兄
弟
に
よ
る
シ
ュ
レ
ッ
ク
ホ
ル
ン
北
東
壁
の
氷

雪
ル
ー
ト
の
初
登
肇
と
い
っ
た
立
派
な
記
録
が
樹
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
三
の
よ
ろ
こ
び
は
各
務
良
幸
氏
が
す
で
に
時
代
を
先
取
り
し
て
、
現
在
行

な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
継
続
登
肇
の
ス
ピ
ー
ド
・
ク
ラ
イ
ム
を
実
行
し
て
い
た

こ
と
だ
。
と
く
に
ダ
ン
・
デ
ラ
ン
ス
か
ら
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
縦
走
を
一
日
で

仕
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、
ダ
ン
・
デ
ラ
ン
ス
の
二
キ
ロ
に
わ
た
る
長
い
困
難
な

東
稜
が
下
降
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
五
十
年
後
の
今
日
で
も
ビ
ッ
グ
・
ク
ラ

イ
ム
だ
。
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ペ
レ
ン
と
各
務
氏
の
ペ
ア
は
、
次
に
モ
ン
・
プ

ラ
ン
山
群
に
転
身
し
、
グ
レ
ポ
ン
と
ド
リ
ュ
で
岩
登
り
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
重

ね
て
か
ら
、
モ
ン
・
モ
デ
ィ
の
北
東
の
肩
に
抜
け
出
る
南
西
側
稜
を
登
る
新
ル

シ
ェ
ル
マ
ッ
ト
出
身
の
ペ
レ
ン
が
、
当
時
の
ワ
リ
ス
に
ま
だ
い
く
ら
で
も
求

め
ら
れ
た
新
ル
ー
ト
の
開
拓
に
各
務
氏
を
同
行
し
な
い
で
、
当
時
は
日
本
人
登

山
者
が
め
っ
た
に
登
ら
な
か
っ
た
モ
ン
・
プ
ラ
ン
山
群
に
な
ぜ
遠
出
し
た
の

か
、
わ
た
し
に
は
大
変
興
味
あ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
初
登
が
今
世
紀
前
半
、
モ

－
ト
を
十
七
時
間
で
開
拓
し
て
い
る
。

ン
・
プ
ラ
ン
山
群
で
な
さ
れ
た
日
本
人
に
よ
る
唯
一
の
ビ
ッ
グ
・
ク
ラ
イ
ム
に

な
っ
た
。
今
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
日
本
の
若
い
ク
ラ
イ
マ
ー
た
ち
の
目
標
は

ス
イ
ス
の
山
々
か
ら
も
っ
ぱ
ら
モ
ン
・
プ
ラ
ン
山
群
に
移
り
、
数
多
く
の
初
登

肇
が
樹
立
さ
れ
た
。

最
後
に
本
書
の
読
後
感
を
記
す
と
、
六
年
ほ
ど
前
の
会
報
「
山
」
に
田
口
二

郎
氏
が
当
時
を
回
想
し
て
、
「
山
と
私
達
と
の
間
に
は
聖
な
る
心
の
距
離
が
い

つ
も
保
た
れ
て
い
た
。
こ
の
聖
な
る
距
離
こ
そ
が
考
え
て
み
る
と
、
私
達
の
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
源
泉
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
書
い
て
お
ら
れ
た

が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
こ
う
し
た
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
現
代
の
ス
ピ
ー
ド

と
テ
ク
ニ
ッ
ク
だ
け
を
競
い
合
う
よ
う
な
登
山
、
ま
た
頂
上
に
登
る
こ
と
を
目

標
に
す
る
よ
り
も
、
ひ
と
つ
の
ル
ー
ト
の
面
白
い
、
む
ず
か
し
い
箇
所
だ
け
を

登
り
、
あ
と
は
ア
ブ
ザ
イ
レ
ン
で
下
降
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
頭
も
尻
尾
も
な

い
よ
う
な
ク
ラ
イ
ム
か
ら
は
次
第
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
感
じ
が
強

い
。

い
ま
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
に
ア
ル
プ
ス
を
登
っ
て
い
た
人
た
ち
は
、
ア
ル
プ

ス
の
古
き
よ
き
時
代
、
ア
ル
プ
ス
の
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
を
体
験
し
た
幸
せ
な
人

た
ち
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
（
近
藤
等
）
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初
期
の
女
流
登
山
家
の
、
単
な
る
史
実
や
記
録
の
羅
列
で
は
な
く
、
彼
女
た
ち
の
あ
り

し
日
を
祐
佛
さ
せ
る
温
も
り
の
あ
る
一
書
。

フ
ァ
ミ
コ
ン
・
ソ
フ
ト
の
半
分
ほ
ど
し
か
な
い
、
こ
の
小
さ
な
お
し
ゃ
れ
な

豆
本
が
、
お
そ
ら
く
日
本
の
初
期
の
女
流
登
山
家
の
姿
を
書
い
た
、
は
じ
め
て

の
〃
単
行
本
″
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

高
校
で
教
鞭
を
と
り
、
山
耆
の
収
集
家
で
も
あ
る
著
者
は
、
ま
え
が
き
に

「
日
本
の
女
性
登
山
史
な
ど
と
い
っ
た
あ
ら
た
ま
っ
た
も
の
で
な
く
、
女
性
登

山
者
（
家
）
が
書
い
た
本
や
記
録
を
、
興
の
お
も
む
く
ま
ま
に
と
り
上
げ
、
と

り
と
め
の
な
い
山
書
談
義
を
繰
り
広
げ
よ
う
と
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
」
と
記

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
明
治
・
大
正
を
通
じ
て
女
性
の
書
い
た
山
の
本
は
数

冊
、
登
山
史
に
女
性
が
登
場
す
る
こ
と
は
稀
な
現
状
で
、
日
本
山
岳
会
機
関
誌

「
山
岳
」
な
ど
に
載
せ
ら
れ
た
わ
ず
か
な
記
述
（
殆
ん
ど
男
性
に
よ
る
）
と
書

物
を
往
来
し
な
が
ら
ま
と
め
上
げ
て
い
く
難
し
さ
は
随
所
に
察
せ
ら
れ
ま
す
。

さ
て
本
書
は
、
大
正
二
年
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
夫
人
の
槍
ヶ
岳
登
頂
に
筆
を
起
こ

し
、
一
、
明
治
・
大
正
時
代
の
女
性
登
山
二
、
昭
和
前
期
に
お
け
る
女
性
登

山
家
の
著
書
の
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

上
田
茂
春

『
日
本
の
女
流
登
山
家
人
と
本
』

未
来
工
房
昭
和
六
十
二
年
八
月
刊
豆
本
写
真

十
六
ペ
ー
ジ
並
装
版
定
価
二
一
○
○
円
特
装
版

定
価
三
五
○
○
円

一
部
に
は
、
明
治
二
十
八
年
、
野
中
千
代
子
の
富
士
登
山
や
、
「
山
岳
」
第

一
年
第
一
号
に
掲
載
の
「
女
子
霧
ヶ
峰
登
山
記
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
集
団

登
山
が
盛
ん
で
あ
っ
た
状
況
が
述
べ
ら
れ
、
と
く
に
お
茶
の
水
高
女
有
志
富
士

登
山
隊
著
『
不
二
に
の
ぼ
っ
て
』
か
ら
、
口
絵
写
真
に
当
時
の
女
学
生
の
登
山

姿
が
紹
介
さ
れ
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。

二
部
で
は
、
女
性
初
の
山
岳
紀
行
、
昭
和
三
年
刊
斉
藤
美
子
著
『
山
と
女
』
、

い
よ
い
よ
女
性
登
山
家
の
著
書
登
場
と
い
う
書
き
出
し
で
、
同
六
年
刊
、
黒
田

正
夫
・
初
子
著
『
山
之
素
描
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
初
子
と
姻
戚
関
係
に

あ
っ
た
黒
田
（
村
井
）
米
子
の
処
女
作
同
八
年
刊
『
雪
女
性
と
ス
キ
ー
』
に

及
び
、
二
人
の
著
作
、
造
本
、
山
歴
な
ど
に
本
文
一
○
○
ペ
ー
ジ
中
三
十
八
・
ヘ

ー
ジ
を
費
や
し
、
山
耆
の
上
で
の
彼
女
達
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

著
者
が
ウ
ェ
ス
ト
ン
夫
人
の
堀
爽
と
し
た
登
山
姿
や
坊
や
と
間
違
え
ら
れ
た

初
子
の
可
愛
ら
し
い
様
子
な
ど
を
、
憧
慢
と
も
思
え
る
タ
ッ
チ
で
描
い
て
い
る

の
で
、
史
実
や
記
録
に
あ
り
が
ち
な
平
板
さ
は
な
く
、
心
を
遊
ば
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
た
だ
、
昭
和
九
年
浅
間
山
ス
キ
ー
行
で
遭
難
し
た
三
田
姉
妹
の

『
山
に
帰
へ
る
』
を
載
せ
る
な
ら
、
所
属
す
る
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
山
岳
会
を
創
立
し
た

中
村
テ
ル
を
、
『
初
恋
の
山
』
の
川
森
左
智
子
を
書
く
な
ら
、
『
心
に
山
あ
り

て
』
の
筆
者
今
井
喜
美
子
に
筆
を
及
ぼ
し
て
ほ
し
い
気
が
し
ま
し
た
。

山
崎
安
治
著
『
新
稿
日
本
登
山
史
』
、
安
川
茂
雄
著
『
近
代
日
本
登
山
史
』

に
登
場
す
る
女
流
登
山
家
は
数
名
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
昭
和
十
一
年
共
立
社

『
登
山
講
座
』
に
今
井
喜
美
子
が
、
同
三
十
三
年
山
と
溪
谷
社
『
登
山
講
座
』

に
村
井
米
子
が
、
五
十
一
年
成
美
堂
『
女
性
登
山
教
室
』
に
小
倉
薫
子
が
と
い

う
よ
う
に
、
女
性
登
山
家
自
身
が
登
山
史
に
か
か
わ
る
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
ま

す
。
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最
後
に
、
私
ご
と
で
恐
縮
で
す
が
、
い
ま
〃
女
流
登
山
家
人
物
史
″
と
い
う

方
向
で
、
本
人
や
周
り
の
方
々
か
ら
取
材
中
で
す
。
「
ど
な
た
か
ま
と
め
て
く

だ
さ
る
と
有
難
い
。
で
き
れ
ば
女
性
の
手
で
」
と
い
う
著
者
の
あ
と
が
き
に
力

を
得
て
、
寂
実
た
る
ル
ー
ト
な
が
ら
、
女
性
登
山
史
へ
の
ホ
ー
ル
ド
を
探
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

女
性
登
山
が
注
目
を
浴
び
る
昨
今
で
さ
え
、
女
性
に
よ
る
史
実
的
、
記
録
的
著

述
が
極
め
て
少
な
い
と
い
う
現
実
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
一
冊
で
し
た
。

（
児
玉
俊
子
）

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
メ
ス
ナ
ー
、
横
川
文
雄
訳

『
生
き
た
、
還
っ
た
８
０
０
０
ｍ
峰

皿
座
完
登
』東

京
新
聞
出
版
局
一
九
八
七
年
八
月
刊
Ａ
４
変

型
判
二
四
六
ペ
ー
ジ
定
価
六
三
○
○
円

ク
リ
ス
・
ボ
ニ
ン
ト
ン
、
田
口
二
郎
・
中
村
輝
子
訳

『
現
代
の
冒
険
』
（
上
・
下
）

岩
波
書
店
一
九
八
七
年
二
一
月
．
一
九
八
八
年
二

月
刊
Ａ
５
変
型
判
（
上
）
三
二
三
ペ
ー
ジ
．
（
下
）

二
八
二
ペ
ー
ジ
定
価
各
二
八
○
○
円

現
代
の
冒
険
を
実
行
し
た
人
々
の
行
動
の
意
味
を
伝
え
る
、
読
ま
れ
る
べ
き
本
二
つ
。

テ
イ
ル
マ
ン
は
サ
ン
ド
ハ
ー
ス
ト
士
官
学
校
の
講
演
会
で
の
席
上
、
「
遠
征

に
は
ど
う
い
う
準
備
が
要
り
ま
す
か
」
と
の
質
問
に
対
し
、
即
座
に
「
自
分
の

靴
を
は
い
て
出
か
け
な
さ
い
」
と
答
え
た
と
い
う
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
二
つ
の

図
書
に
収
め
ら
れ
た
冒
険
の
数
々
は
、
ま
さ
に
テ
ィ
ル
マ
ン
の
言
葉
を
実
践
し

た
先
蹴
者
達
の
物
語
で
あ
る
。

ま
ず
、
ク
リ
ス
・
ポ
ニ
ト
ン
『
現
代
の
冒
険
』
（
上
・
下
）
で
あ
る
が
、
著
者

は
「
冒
険
と
は
何
か
、
そ
し
て
人
は
な
ぜ
冒
険
す
る
の
か
」
（
原
題
は
〈
《
Ｃ
巨
２

ざ
Ｈ
Ｐ
号
①
昌
員
の
苫
）
を
追
求
す
る
た
め
、
第
二
次
大
戦
後
に
な
さ
れ
た
各
分
野

で
の
代
表
的
な
冒
険
の
記
録
、
す
な
わ
ち
七
つ
の
山
の
記
録
と
三
つ
の
極
地
探

検
、
一
件
の
河
下
り
、
六
個
の
海
洋
探
検
、
そ
し
て
空
、
洞
窟
、
宇
宙
で
の
各

一
個
の
冒
険
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
豊
富
な
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
目
を
通
し
て

紹
介
・
分
析
す
る
。
取
り
敢
え
ず
本
書
に
収
め
ら
れ
た
山
の
記
録
だ
け
を
み
る

と
、
エ
ル
ゾ
ー
グ
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
、
ハ
ン
ト
の
エ
ベ
レ
ス
ト
、
テ
ィ
ッ
ヒ
ー

の
チ
ョ
ー
・
オ
ュ
ー
、
ポ
ナ
ッ
テ
ィ
ー
の
ド
リ
ュ
南
西
ピ
ラ
ー
単
独
登
肇
、
ブ

ー
ル
の
ブ
ロ
ー
ド
・
ピ
ー
ク
、
著
者
自
身
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
壁
、
そ
し
て
メ

ス
ナ
ー
の
ナ
ン
ガ
・
パ
ル
バ
ー
ト
等
で
あ
る
。
な
お
、
故
植
村
直
己
会
員
が
、

日
本
人
と
し
て
は
た
だ
一
人
、
極
地
探
検
の
項
で
扱
わ
れ
て
い
る
。

も
と
よ
り
以
上
の
諸
記
録
は
い
ず
れ
も
我
々
に
は
お
馴
染
み
の
も
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
形
で
一
度
に
纒
め
ら
れ
た
も
の
を
読
む
と
、
そ
れ
ら
に
始
め
て
接

し
た
時
へ
の
軽
い
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
時
は
気
付
か
な

か
っ
た
新
た
な
視
点
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
ポ
ニ
ン
ト
ン
が
そ
の
ま
さ

に
体
験
的
な
共
感
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
冒
険
を
再
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
著
者
自
身
の
山
に
対
す
る
姿
勢
を
表
わ
し
た
も
の
と
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い
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
ボ
ニ
ン
ト
ン
は
冒
険
に
つ
い
て
「
一
定
期
間
に
わ
た
る
旅
も
し

く
は
持
続
的
な
努
力
で
あ
り
、
個
人
個
人
の
肉
体
的
な
技
価
で
克
服
す
る
危
険

と
未
知
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
冒
険
と

は
個
人
が
自
分
の
意
志
で
選
ん
だ
行
為
で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
危
険
は
自

ら
に
課
し
た
も
の
で
、
自
分
以
外
の
何
者
を
も
脅
か
し
た
り
し
な
い
」
（
上
巻

七
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
本
書
で
は
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
人
類

初
の
月
着
陸
も
一
連
の
冒
険
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
ポ
ニ
ン
ト
ン

は
こ
れ
に
つ
い
て
「
こ
れ
ら
二
つ
の
冒
険
（
メ
ス
ナ
ー
の
エ
ベ
レ
ス
ト
単
独
無

酸
素
登
頂
と
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
月
着
陸
ｌ
評
者
注
）
の
根
底
に
あ
る
考

え
方
に
お
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
人
間
を
月
に
送

り
こ
む
こ
と
は
、
冒
険
が
も
つ
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
危

険
へ
の
挑
戦
を
と
も
な
っ
た
未
知
の
世
界
へ
の
巨
大
な
一
歩
で
あ
り
、
ま
た
、

人
類
が
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
異
様
な
自
然
美
へ
の
跳
躍
で
あ
っ
た
。
…
・
・
テ
ス

ト
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
職
業
と
す
る
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
が
私
に
飛
行
体
験
を
語

っ
て
く
れ
た
と
き
の
言
葉
は
岩
壁
登
筆
者
が
語
る
言
葉
と
非
常
に
似
か
よ
っ
て

い
た
。
こ
の
二
つ
の
未
知
へ
の
挑
戦
は
、
手
段
や
性
格
に
お
い
て
全
く
異
な
る

も
の
の
、
そ
の
背
後
に
あ
る
本
質
は
驚
く
ほ
ど
似
か
よ
っ
て
い
る
」
（
下
巻
二

六
一
’
二
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
、
両
者
の
共
通
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ

る
。

評
者
も
、
率
直
に
い
っ
て
、
山
の
記
録
よ
り
も
む
し
ろ
他
の
分
野
で
の
そ
れ

ぞ
れ
の
冒
険
（
家
）
と
そ
れ
に
対
す
る
著
者
の
評
価
の
方
に
興
味
を
ひ
か
れ

た
。
我
々
が
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
て
き
た
山
で
の
冒
険
以
外
の
と
こ
ろ

に
あ
っ
て
、
し
か
し
基
本
的
に
は
同
じ
方
向
を
見
て
い
る
他
の
分
野
で
の
冒
険

と
山
の
経
験
を
通
し
て
心
を
通
じ
あ
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
人
間

と
い
う
複
雑
な
存
在
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
謎
」
（
下
巻
一
七
九
ペ
ー
ジ
）
で

あ
る
人
間
の
冒
険
へ
の
追
求
心
を
よ
り
広
く
探
り
た
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
苦

言
を
一
つ
・
本
翻
訳
に
あ
た
っ
て
訳
者
は
「
そ
の
旅
の
主
た
る
冒
険
的
要
素
が

砂
漠
の
民
と
の
複
雑
な
交
渉
で
あ
る
た
め
」
（
下
巻
二
八
二
ペ
ー
ジ
）
ウ
ィ
ル

フ
レ
ッ
ド
・
テ
シ
ガ
ー
の
「
砂
漠
の
空
白
地
帯
」
を
除
い
た
と
い
う
が
、
む

し
ろ
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
ボ
ニ
ン
ト
ン
は
そ
こ
に
も
う
一
つ
の
冒
険
の
あ

り
か
た
を
見
た
筈
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
除
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
評
者
は
本
書
に
よ
っ
て
読
書
を
堪
能
さ
せ
ら
れ

た
。
本
書
は
読
ま
れ
る
べ
き
図
書
で
あ
る
。

次
に
メ
ス
ナ
ー
『
生
き
た
・
還
っ
た
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
九
八
六
年
一

○
月
ロ
ー
ッ
ェ
の
成
功
に
よ
っ
て
八
○
○
○
瞬
峰
一
四
座
の
全
て
に
登
頂
し
た

直
後
に
、
い
わ
ば
そ
の
総
決
算
と
し
て
書
か
れ
た
そ
れ
ま
で
の
記
録
の
集
大
成

で
あ
り
、
個
々
の
登
山
記
録
と
い
う
よ
り
も
一
四
座
完
登
記
念
写
真
集
と
も
い

う
べ
き
趣
が
つ
よ
い
も
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
一
座
ご
と
に
そ
の
登
肇
史
や
彼

の
登
頂
ル
ー
ト
が
図
形
的
に
示
さ
れ
、
次
い
で
彼
自
身
の
登
頂
記
録
が
簡
略
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
メ
ス
ナ
ー
の
一
四
座
登
頂
等
に
つ
い
て
ま
と

め
て
知
る
に
は
便
利
だ
が
、
本
書
か
ら
メ
ス
ナ
ー
の
全
貌
を
推
し
量
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
彼
が
そ
れ
ま
で
に
書
い
た
個
々
の
記
録
を
読
む
ほ

か
な
い
。

だ
が
本
書
で
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
は
、
メ
ス
ナ
ー
が
一
四
座
完
登
を
果
た

し
た
あ
と
何
を
感
じ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は

本
書
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
四
年
前
か
ら
思
い
つ
い
た
こ
と
が
す
ん

で
し
ま
っ
た
の
で
満
足
し
て
い
た
。
ま
た
他
の
人
々
が
、
ぼ
く
を
利
用
し
て
宣
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伝
し
て
い
た
〃
競
争
″
で
最
初
の
男
と
な
れ
た
こ
と
も
う
れ
し
か
っ
た
。
や
っ

と
、
こ
ん
な
こ
と
も
終
わ
っ
た
。
そ
し
て
明
日
か
ら
八
○
○
○
腕
峰
後
の
時
代

が
い
よ
い
よ
始
ま
る
の
だ
。
自
分
の
行
く
手
に
全
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
の

だ
。
な
に
か
心
が
軽
く
な
っ
た
よ
う
な
、
自
由
に
な
っ
た
よ
う
な
思
い
だ
っ

た
」
（
二
ペ
ー
ジ
）
と
。
ま
さ
に
「
一
六
年
間
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
出
か
け
た
と
い

う
こ
と
は
、
一
六
年
間
に
わ
た
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
辛
苦
を
意
味
す
る
。
生
き

抜
く
と
い
う
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
危
険
の
戒
め
を
守
る
た
め
に
は
、
気
力

の
集
中
が
必
要
で
あ
る
。
一
六
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
何
度
も
敗
退
す
る
こ

と
、
そ
し
て
、
最
初
か
ら
や
り
直
す
こ
と
」
を
続
け
、
そ
し
て
「
自
分
が
生
き

抜
い
て
き
た
こ
と
を
誇
り
に
お
も
っ
て
い
る
」
（
以
上
一
四
ペ
ー
ジ
）
彼
の
実

感
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
本
書
の
原
題
は
《
《
ｑ
冨
吋
庁
罵
》
（
生
き
抜
く
）
で
あ

る
。

だ
が
、
メ
ス
ナ
ー
の
偉
大
さ
は
「
偶
然
の
所
産
」
（
一
二
ペ
ー
ジ
）
に
す
ぎ
な

い
八
○
○
○
脚
峰
の
す
べ
て
に
漫
然
と
登
頂
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
登
肇
に
「
そ
の
都
度
新
し
い
講
想
を
実
現
し
た
い
」
二
四
ペ
ー

ジ
）
と
い
う
「
自
己
を
〃
発
見
″
す
る
た
め
に
は
自
分
を
限
界
状
況
に
直
面
さ

せ
る
必
要
」
を
厭
わ
ず
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
を
自
分
の
力
で
克
服
し
て
、
な

ん
と
か
危
地
を
脱
し
て
安
全
圏
に
達
し
、
そ
れ
ら
の
経
験
か
ら
以
前
よ
り
さ
ら

に
深
い
自
己
発
見
に
導
か
れ
て
い
る
」
〔
以
上
ポ
ニ
ン
ト
ン
・
前
掲
書
（
下
巻
）

二
六
三
ペ
ー
ジ
〕
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
ペ
ー
タ
ー
・
ハ
ー
ベ
ラ
ー
と
共

に
な
し
と
げ
た
エ
ベ
レ
ス
ト
の
無
酸
素
初
登
頂
の
二
年
後
、
彼
は
再
び
チ
ョ
モ

ラ
ン
マ
（
エ
ベ
レ
ス
ト
）
の
単
独
無
酸
素
初
登
頂
に
成
功
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
彼
が
今
ま
で
「
チ
ベ
ッ
ト
を
知
ら
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ

り
も
「
登
山
を
も
う
一
歩
先
ま
で
進
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
（
以
上
七
六

日
本
の
地
球
科
学
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
の
大
展
開
と
進
歩
を
教
え
て
く
れ
る
本
。

本
書
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
、
そ
の
隆
起
上
昇
を
中
心
に
し
て
、
山
脈
形
成

の
あ
り
方
を
、
地
球
科
学
の
各
分
野
の
科
学
者
た
ち
が
多
角
的
に
調
査
研
究
し

た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報
告
書
で
あ
る
。

読
め
ば
誰
で
も
わ
か
る
と
い
っ
た
啓
蒙
書
、
解
説
書
の
た
ぐ
い
で
は
な
い
。

地
球
物
理
、
地
質
、
地
形
、
測
量
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
が
、

こ
れ
ま
で
の
世
界
の
科
学
者
た
ち
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
関
す
る
調
査
研
究
を
総
括
し

な
が
ら
、
自
分
達
の
実
施
し
た
調
査
研
究
に
つ
い
て
報
告
し
、
そ
の
新
知
見
を

も
と
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
脈
形
成
史
を
時
間
的
な
問
題
を
ふ
く
め
て
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
本
で
あ
る
。

ペ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ポ
ニ
ン
ト
ン
は
「
ゴ
ー
ル
志
向
型
の
冒
険
を
行
う
冒
険
家
た
ち
は
・
・
…
未
知

の
こ
と
を
達
成
す
る
際
、
例
外
な
く
二
番
目
で
な
く
一
番
目
を
求
め
る
」
〔
前

掲
書
（
下
巻
）
二
六
九
ペ
ー
ジ
〕
と
い
っ
て
い
る
が
、
本
書
は
メ
ス
ナ
ー
が
そ

の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
有
意
義
な
も
の
で
あ
ろ

う
。
（
三
辺
夏
雄
）

木
崎
甲
子
郎
編
著

『
上
昇
す
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
』

築
地
書
館
一
九
八
八
年
三
月
刊
二
一
四
ペ
ー
ジ

定
価
一
二
、
五
○
○
円
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日
本
の
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
地
球
科
学
の
分
野
に
関
す
る
調
査
研
究
は
、
一
九
五

五
年
の
マ
ナ
ス
ル
偵
察
隊
に
参
加
し
た
北
大
の
橋
本
誠
二
に
始
ま
る
。
以
来
、

北
大
の
研
究
者
達
は
、
一
九
六
二
年
の
安
間
荘
隊
に
よ
る
ア
ル
ン
川
Ｉ
ド
ゥ

ド
・
コ
ー
シ
流
域
か
ら
、
一
九
七
六
’
一
九
七
七
年
の
在
田
一
則
隊
に
よ
る
西

ネ
パ
ー
ル
、
ラ
ラ
湖
地
区
ま
で
と
い
う
具
合
に
、
広
汎
で
継
続
的
な
研
究
を
つ

づ
け
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
成
果
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遠
征
隊
報
告
書
や
学
会
誌
等
に
発
表
さ
れ

た
ほ
か
、
一
九
七
三
年
、
《
《
の
①
○
ざ
題
。
富
冨
ｚ
ｇ
昌
国
目
巴
画
冒
の
●
．
と
い
う

約
三
○
○
群
の
英
文
学
術
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
北
大
ヒ
マ
ラ
ヤ
委
員
会
よ
り
刊

行
さ
れ
て
い
る
。

琉
球
大
学
の
木
崎
甲
子
郎
教
授
は
、
北
大
関
係
者
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
研
究
グ
ル
ー

プ
の
中
心
的
な
存
在
で
も
あ
り
、
学
際
的
に
関
心
の
高
ま
り
を
見
せ
て
き
た
ヒ

マ
ラ
ヤ
上
昇
の
数
千
万
年
に
わ
た
る
プ
ロ
セ
ス
の
全
体
像
を
あ
き
ら
か
に
し
よ

う
と
い
う
テ
ー
マ
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
を
作
り
、
文
部
省
の
科
学
研
究

費
の
海
外
学
術
調
査
の
補
助
金
を
得
て
調
査
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

第
一
回
の
調
査
が
一
九
八
○
年
、
第
二
回
が
一
九
八
二
年
、
第
三
回
が
一
九

八
四
年
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
完
了
し
な
い
調
査
を
、
一
九
八
五
年
に
自
己
資
金

の
み
で
実
施
、
完
了
の
は
こ
び
と
な
っ
た
。

こ
の
研
究
の
成
果
の
う
ち
、
一
九
八
○
年
度
と
一
九
八
二
年
度
調
査
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ネ
パ
ー
ル
の
地
質
学
会
誌
の
特
別
号
と
し
て
英
文
で
印

刷
刊
行
さ
れ
、
一
九
八
四
年
度
調
査
の
も
の
に
つ
い
て
は
メ
ン
零
ハ
ー
が
所
属
の

学
会
に
お
い
て
発
表
、
学
術
雑
誌
に
論
文
や
報
告
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
画
期
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
に
よ
る
い
ろ
い
ろ
な
新
し
い

事
実
の
発
見
に
つ
い
て
、
ま
た
、
現
在
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
地
球
科
学
的
研
究
が
ど
こ

ま
で
進
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
後
そ
う
し
た
問
題
に
取
り
組
み
た
い

と
考
え
て
い
る
若
い
人
や
、
関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
一
般
の
方
々
に
、
こ
の

際
ま
と
め
て
報
告
し
て
お
く
の
が
自
分
達
の
義
務
で
あ
る
と
考
え
た
木
崎
教
授

を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
の
意
向
が
、
こ
の
本
と
な
っ
て
結
実
し
た
の
で
あ

る
。

以
下
、
こ
の
本
の
内
容
を
少
し
く
だ
い
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
は
世
界
各
地
の
他
の
山
脈
に
く
ら
べ
て
ず
ば
抜
け
て
高
い
山

脈
で
あ
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
抜
き
だ
と
、
世
界
最
高
峰
は
南
米
ア
ン
デ
ス
山
脈
の
ア

コ
ン
カ
グ
ア
峰
（
六
九
六
○
厨
）
に
な
る
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
は
、
こ
れ
よ
り
高

い
山
や
峰
が
、
名
前
が
知
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
二
二
峰
あ
る
。
最
高

峰
の
エ
ベ
レ
ス
ト
山
（
中
国
側
で
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
、
ネ
パ
ー
ル
側
で
は
サ
ガ

ル
マ
ー
タ
が
公
式
名
称
）
は
、
前
記
の
ア
コ
ン
カ
グ
ア
峰
よ
り
二
○
○
○
Ｍ
近

く
も
高
い
。
そ
し
て
そ
の
高
い
山
頂
部
を
造
っ
て
い
る
の
は
、
浅
い
海
底
で
で

き
た
砂
や
泥
の
地
層
で
あ
り
、
日
本
隊
の
初
登
頂
だ
っ
た
マ
ナ
ス
ル
（
八
一
六

三
脚
）
の
頂
き
は
、
同
じ
よ
う
な
海
で
で
き
た
地
層
と
、
そ
れ
を
貫
く
花
崗
岩

と
の
境
界
部
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
登
頂
の
写
真
で
も
は
っ
き
り
観
察
で
き

た
。

海
底
に
積
っ
た
土
砂
か
ら
で
き
た
岩
石
が
山
頂
に
あ
る
と
、
昔
そ
こ
が
海
だ

っ
た
と
短
絡
し
て
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
「
そ
こ
」
と
い
う
水
平
、
垂
直
の
位

置
が
海
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
八
八
○
○
勝
の
山
頂
に
海
が

あ
れ
ば
、
地
球
水
没
で
あ
る
。
そ
ん
な
大
量
の
水
は
地
球
上
に
な
い
。

海
で
で
き
た
地
層
や
地
下
深
い
と
こ
ろ
で
で
き
た
岩
石
が
現
在
山
頂
に
み
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
陸
の
移
動
、
隆
起
上
昇
、
侵
食
、
断
層
活
動
、
海
進

海
退
、
傾
動
、
火
山
活
動
な
ど
、
内
的
な
地
殻
の
活
動
と
風
化
、
侵
食
、
運
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搬
、
沈
積
な
ど
外
的
な
作
用
が
か
ら
み
あ
っ
て
働
き
、
変
動
を
く
り
返
し
た
あ

げ
く
、
ま
た
、
変
動
の
途
中
と
し
て
、
現
在
そ
こ
が
山
頂
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
『
上
昇
す
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
が
現
在
の
形
を
と
る
に

至
っ
た
そ
の
変
動
の
い
き
さ
つ
を
、
隆
起
上
昇
を
中
心
テ
ー
マ
に
、
地
質
、
地

球
物
理
、
地
理
な
ど
地
球
科
学
の
各
分
野
に
わ
た
る
研
究
者
が
、
編
者
の
木
崎

甲
子
郎
教
授
を
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
一
九
八
○
’
一
九
八
五
年
に
計
四

回
の
現
地
調
査
を
行
な
い
研
究
し
た
成
果
を
ま
と
め
た
学
術
報
告
書
で
あ
る
。

本
書
の
中
身
は
、
リ
ー
ダ
の
木
崎
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
地
学
研
究
の
概
説
と
自

分
達
の
目
的
意
識
を
第
一
章
に
書
き
、
続
い
て
酒
井
治
孝
を
は
じ
め
と
す
る
メ

ン
バ
ー
が
第
二
章
’
第
一
三
章
の
各
論
を
分
担
執
筆
し
、
最
後
の
一
四
章
で
再

び
木
崎
が
、
各
論
の
研
究
者
た
ち
の
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
紹
介
し
な
が
ら
、
世

界
各
国
の
研
究
者
た
ち
の
研
究
と
合
わ
せ
て
総
合
化
し
、
時
間
の
軸
を
と
ら
え

な
が
ら
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
形
成
史
を
わ
か
り
や
す
い
通
史
の
形
で
ま
と
め
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
形
成
史
の
た
め
に
、
木
崎
教
授
を
中
心
と
す
る
チ
ー
ム

が
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
調
査
し
研
究
し
た
分
野
は
、
地
球
物
理
学
、
一
般
地
質
学
、
構

造
地
質
学
、
岩
石
学
、
堆
積
学
、
古
地
磁
気
学
、
地
形
学
、
測
地
学
な
ど
多
岐

に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
ん
な
調
査
研
究
を
行
な
い
、
ど
ん
な

結
果
が
得
ら
れ
た
か
、
そ
れ
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
隆
起
上
昇
の
時
期
と
量
に
ど

う
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
述
べ
た
の
が
第
二
章
か
ら
第
一
三
章
ま
で
で
あ
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
地
球
上
こ
こ
だ
け
と
い
う
異
常
な
高
さ
、
チ
ベ
ッ
ト
高

原
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
一
帯
に
見
ら
れ
る
他
地
域
の
二
倍
と
い
う
地
殻
の
厚
さ
は
、
ユ

ー
ラ
シ
ア
大
陸
プ
レ
ー
ト
に
イ
ン
ド
亜
大
陸
プ
レ
ー
ト
が
衝
突
し
、
も
ぐ
り
こ

ん
だ
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
一
帯
に
多
い
地
震
の

震
源
地
の
地
下
で
の
分
布
状
況
は
そ
れ
と
矛
盾
し
な
い
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
南
麓
で

は
浅
い
震
源
地
が
、
山
脈
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
だ
ん
だ
ん
深
く
潜
り
込
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

木
崎
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
形
成
史
も
、
こ
の
プ
レ
ー
ト

テ
ク
ト
ニ
ク
ス
を
基
盤
に
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
五
年
間
の
調
査

研
究
で
、
こ
の
本
の
内
容
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
測
量

局
の
測
量
や
ら
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
な
ど
こ
の
山
脈
に
か
か
わ
る
各

国
、
ま
た
、
欧
米
、
日
本
の
科
学
者
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
地
球
科
学
的
な
研
究

す
べ
て
が
、
ソ
ー
ス
デ
ー
タ
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
上
に
新
た
な
前
進
を
加

え
、
よ
り
具
体
的
で
、
す
っ
き
り
し
た
山
脈
形
成
史
を
提
示
し
た
あ
た
り
に
功

績
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
形
成
史
を
略
述
し
よ
う
。

古
生
代
二
畳
紀
、
約
二
億
年
前
、
地
球
上
に
は
、
超
大
陸
パ
ン
ゲ
ァ
が
あ
っ

た
。
い
ま
の
六
大
陸
全
部
が
く
っ
つ
い
た
状
態
の
も
の
だ
。
そ
れ
が
、
中
生
代

三
畳
紀
（
約
一
億
八
千
万
年
前
）
に
は
、
北
米
大
陸
と
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
そ

れ
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
が
一
緒
に
な
っ
た
ま
ま
の
状
態
の
ロ
ー
ラ
シ
ア
大
陸

と
、
そ
の
他
の
大
陸
が
ま
と
ま
っ
た
ゴ
ン
ド
ワ
ナ
大
陸
の
二
つ
が
存
在
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
大
陸
の
間
に
あ
っ
た
海
が
テ
チ
ス
海
で
あ

る
。
こ
の
名
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
出
て
く
る
海
の
女
神
、
テ
チ
ス
（
ト
ロ
イ

戦
争
で
活
躍
す
る
ア
キ
レ
ス
の
母
）
か
ら
と
っ
た
も
の
だ
。
ゴ
ン
ド
ワ
ナ
大
陸

の
名
も
イ
ン
ド
高
原
に
あ
っ
た
古
代
王
国
の
名
か
ら
と
っ
て
い
る
。
こ
の
ゴ
ン

ド
ワ
ナ
大
陸
は
白
亜
紀
ご
ろ
（
約
一
億
三
千
万
年
前
）
、
分
裂
し
て
、
南
米
大

陸
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
島
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
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ア
大
陸
、
南
極
大
陸
と
な
り
、
マ
ン
ト
ル
対
流
に
の
っ
て
移
動
を
は
じ
め
た
。

テ
チ
ス
海
は
、
パ
ン
ゲ
ア
超
大
陸
の
時
代
も
ユ
ー
ラ
シ
ア
部
分
と
ア
フ
リ
カ

Ⅱ
イ
ン
ド
Ⅱ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
部
分
の
問
に
湾
入
す
る
海
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

や
が
て
、
北
上
す
る
イ
ン
ド
亜
大
陸
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
南
部
に
衝
突

し
、
テ
チ
ス
海
に
堆
積
し
た
地
層
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
最
高
所
に
ま
で
持
ち
上

げ
ら
れ
、
海
は
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
ビ
マ
ラ
ヤ
の
地
勢
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
て
お
こ
う
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
は
、
東
西
二
五
○
○
キ
ロ
、
南
に
向
っ
て
ふ
く
ら
ん
だ
弧
状
の

山
脈
だ
が
、
北
側
に
標
高
四
○
○
○
牌
を
こ
え
る
チ
ベ
ッ
ト
大
高
原
が
あ
り
、

そ
の
大
高
原
か
ら
標
高
二
○
○
勝
ば
か
り
の
ヒ
ン
ド
ス
タ
ン
大
平
原
（
ガ
ン
ジ

ス
川
の
平
原
）
に
向
う
南
斜
面
を
や
や
下
っ
た
あ
た
り
に
つ
い
た
て
の
よ
う
に

そ
び
え
る
高
い
山
脈
で
、
大
気
の
対
流
圏
を
わ
け
へ
だ
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
チ
ベ
ッ
ト
高
原
南
斜
面
を
流
下
す
る
川
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
つ
い
た
て
を

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
断
ち
切
っ
て
、
横
谷
を
作
っ
て
ヒ
ン
ド
ス
タ
ン
平
原
に
向
っ

て
流
れ
下
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
最
高
部
稜
線
は
分
水
界
で
は
な
く
、
も
っ
と

北
側
の
山
脈
が
分
水
界
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
分
水
界
か
ら
北
へ
流

れ
る
水
は
、
す
ぐ
北
側
で
、
東
か
西
へ
向
き
を
変
え
る
。
境
に
な
っ
て
い
る
の

は
カ
イ
ラ
ス
山
の
あ
た
り
で
、
西
へ
向
く
イ
ン
ダ
ス
川
、
東
へ
流
れ
る
ヤ
ル
ッ

ァ
ン
ポ
ー
川
に
注
ぐ
か
ら
だ
。
そ
れ
ら
の
川
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
西

端
の
ナ
ン
ガ
・
パ
ル
バ
ッ
ト
、
東
端
の
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
の
山
を
ま
わ
り
込
ん

で
南
に
向
き
を
か
え
て
、
イ
ン
ダ
ス
川
は
ア
ラ
ビ
ヤ
海
へ
、
ヤ
ル
ッ
ァ
ン
ポ
ー

は
、
名
前
を
ブ
ラ
ー
マ
プ
ー
ト
ラ
と
変
え
て
ベ
ン
ガ
ル
湾
へ
注
ぐ
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
最
高
部
を
ふ
く
む
六
○
○
○
’
八
○
○
○
燭
の
山
地
は
、
高

ヒ
マ
ラ
ヤ
帯
と
呼
ば
れ
、
テ
チ
ス
堆
積
物
や
そ
の
下
位
に
あ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
片
麻

岩
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
の
南
側
に
は
、
浅
い
角
度
の
衝
上
断
層
帯
が
あ

っ
て
、
Ｍ
Ｃ
Ｔ
（
主
中
央
衝
上
断
層
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
か
ら

山
地
の
標
高
も
三
○
○
○
脚
以
下
と
低
く
な
っ
て
、
低
ヒ
マ
ラ
ヤ
帯
と
呼
ば
れ

る
。
こ
の
あ
た
り
は
山
や
尾
根
の
高
さ
が
二
五
○
○
’
一
○
○
○
牌
に
そ
ろ
っ

て
い
て
、
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
山
地
は
、
変
成
を
受
け

た
堆
積
岩
類
で
で
き
て
お
り
、
南
は
ず
れ
に
は
、
東
西
に
の
び
る
三
○
○
○
脚

級
の
マ
ハ
バ
ラ
ー
ト
山
脈
が
あ
る
。
高
ヒ
マ
ラ
ヤ
帯
を
横
谷
と
し
て
直
角
に
突

き
抜
け
て
き
た
川
も
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
山
脈
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
、
東
へ
西
へ

と
縦
谷
に
な
っ
て
走
る
。
こ
の
山
脈
の
南
側
に
は
、
Ｍ
Ｂ
Ｔ
（
主
境
界
衝
上
断

層
）
と
呼
ば
れ
る
断
層
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
南
は
、
も
う
一
段
低
い
亜
ヒ
マ
ラ

ヤ
と
言
わ
れ
る
シ
ワ
リ
ク
層
群
か
ら
成
る
一
○
○
○
腓
以
下
の
丘
陵
帯
に
な

る
。
こ
の
丘
陵
が
ヒ
ン
ド
ス
タ
ン
平
原
と
接
す
る
と
こ
ろ
も
、
平
原
の
沖
積
層

と
の
間
に
Ｈ
Ｆ
Ｔ
（
ヒ
マ
ラ
ヤ
前
縁
衝
上
断
層
）
で
区
切
ら
れ
て
い
る
。

さ
あ
、
話
を
ふ
た
た
び
も
と
へ
戻
そ
う
。

こ
れ
ま
で
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
プ
レ
ー
ト
と
し
て
動
い
て
き
た
ゴ
ン
ド
ワ
ナ

大
陸
の
岩
石
は
、
前
に
の
べ
て
き
た
Ｍ
Ｃ
Ｔ
の
南
側
に
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
ふ

う
に
思
わ
れ
て
き
た
が
、
き
ち
ん
と
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
チ
ー

ム
の
酒
井
が
確
認
し
、
テ
チ
ス
海
堆
積
物
や
ゴ
ン
ド
ワ
ナ
起
源
の
岩
石
の
分
布

が
よ
り
く
わ
し
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
Ⅱ
フ
ラ
ン
ス
隊

の
チ
ベ
ッ
ト
調
査
に
よ
り
、
テ
チ
ス
海
の
深
海
部
の
名
残
り
で
あ
る
イ
ン
ダ

ス
Ⅱ
ツ
ァ
ン
ポ
縫
合
帯
の
北
側
に
も
ゴ
ン
ド
ワ
ナ
起
源
の
岩
石
が
古
い
テ
チ
ス

堆
積
物
の
問
に
分
布
し
て
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト
高
原
は
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
先
が

け
て
衝
突
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
が
い
く
つ
も
折
り
重
な
っ
て
で
き
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
か
け
て
き
た
。
楊
子
江
、
怒
江
な
ど
は
そ
の
ブ
ロ
ッ
ク
間
の
縫
合
線
か
ら
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図書紹介

流
れ
出
す
河
川
で
あ
る
。

テ
チ
ス
堆
積
物
は
古
生
代
の
カ
ン
ブ
リ
ア
紀
か
ら
新
生
代
古
第
三
紀
始
新
世

（
約
五
千
万
年
前
）
ま
で
の
地
層
が
厚
く
た
ま
っ
て
い
る
も
の
で
、
浅
い
海
の

底
で
堆
積
し
た
こ
と
が
化
石
か
ら
わ
か
る
。

約
四
○
○
○
万
年
前
ご
ろ
の
漸
新
世
に
は
、
既
に
ラ
サ
ブ
ロ
ッ
ク
が
く
っ
つ

い
て
い
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
、
ネ
オ
テ
チ
ス
海
を
消
滅
さ
せ
て
イ
ン
ド
亜
大

陸
の
プ
レ
ー
ト
が
衝
突
、
三
○
○
○
万
年
前
ご
ろ
、
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
隆

起
、
約
二
○
○
○
年
前
に
な
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
ヒ
マ
ラ
ヤ
帯
が
隆
起
を
始
め

た
。
そ
の
証
拠
は
、
北
か
ら
南
へ
流
下
し
て
堆
積
し
た
ド
ゥ
ム
リ
層
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
で
Ｍ
Ｃ
Ｔ
上
を
す
べ
っ
て
、
カ
ト
マ
ン
ズ
盆
地
、
カ
シ
ミ
ー
ル
盆

地
な
ど
の
ナ
ッ
プ
も
形
成
さ
れ
た
。

メ
ン
バ
ー
の
林
は
、
地
殻
を
粘
性
流
体
と
し
た
、
有
限
要
素
法
に
よ
る
数
値

シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
と
イ
ン
ド
プ
レ
ー
ト

の
衝
突
を
数
値
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
チ
ベ
ッ
ト
高

原
は
出
現
し
、
シ
ワ
リ
ー
ク
層
の
堆
積
す
る
前
縁
盆
地
も
生
れ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
は
出
現
し
な
か
っ
た
。
比
重
の
小
さ
い
ダ
イ
ア
ピ
ル

の
存
在
を
設
定
し
て
も
、
ま
わ
り
か
ら
、
一
○
○
○
脚
ほ
ど
上
昇
す
る
だ
け
で

あ
る
。

Ｍ
Ｃ
Ｔ
附
近
で
、
片
麻
岩
の
縞
模
様
の
中
に
白
い
長
石
の
眼
玉
の
よ
う
な
大

き
い
結
晶
を
持
つ
、
眼
球
片
麻
岩
が
見
ら
れ
る
。
高
ヒ
マ
ラ
ヤ
帯
で
は
、
巨
大

な
も
の
、
マ
ハ
バ
ラ
ー
ト
で
は
切
れ
長
の
眼
の
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
メ
ン
バ

ー
の
加
納
は
、
こ
れ
ら
は
、
片
麻
岩
帯
が
厚
い
と
こ
ろ
の
中
央
は
ゆ
っ
く
り
冷

え
る
の
で
大
眼
玉
が
、
薄
い
と
こ
ろ
で
は
早
く
冷
え
る
の
で
切
れ
長
の
眼
に
な

る
こ
と
を
発
見
、
プ
レ
ヵ
ン
ブ
リ
ァ
の
古
い
片
麻
岩
が
新
第
三
紀
の
Ｍ
Ｃ
Ｔ
の

活
動
に
巻
き
込
ま
れ
て
再
結
晶
し
、
眼
球
片
麻
岩
を
作
り
な
が
ら
断
層
帯
に
入

り
こ
み
、
ブ
ロ
ッ
ク
運
動
の
潤
滑
剤
と
な
っ
て
隆
起
を
助
け
た
と
考
え
て
い

る
。

プ
レ
ー
ト
の
衝
突
後
も
続
く
押
し
合
い
は
、
時
間
を
置
い
て
、
Ｍ
Ｃ
Ｔ
の
衝

上
断
層
の
活
動
の
次
に
、
も
っ
と
南
へ
飛
び
移
っ
て
、
Ｍ
Ｂ
Ｔ
の
活
動
と
な
っ

た
。
長
い
間
ヒ
マ
ラ
ヤ
各
地
の
調
査
を
続
け
て
き
た
メ
ン
バ
ー
の
在
田
は
、
一

五
○
○
万
年
前
ご
ろ
、
Ｍ
Ｃ
Ｔ
が
活
動
し
、
高
ヒ
マ
ラ
ヤ
帯
が
隆
起
、
一
○
○

万
年
前
ご
ろ
Ｍ
Ｂ
Ｔ
が
活
動
し
て
マ
ハ
バ
ラ
ー
ト
山
脈
が
隆
起
し
た
と
考
え
て

い
る
。
シ
ワ
リ
ク
層
群
は
、
一
三
○
○
万
年
前
ご
ろ
か
ら
堆
積
を
は
じ
め
た
。

最
も
下
部
に
は
細
か
い
砂
や
シ
ル
ト
の
層
、
鮮
新
世
の
一
○
○
○
万
年
前
ご
ろ

に
な
る
と
黒
雲
母
の
ま
じ
っ
た
ゴ
マ
シ
オ
砂
岩
の
層
が
現
れ
る
。
こ
れ
は
、
ヒ

マ
ラ
ヤ
片
麻
岩
や
高
ヒ
マ
ラ
ヤ
帯
の
花
崗
岩
が
風
化
侵
食
さ
れ
て
運
ば
れ
て
き

た
た
め
で
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
隆
起
成
長
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、

シ
ワ
リ
ク
丘
陵
（
ネ
パ
ー
ル
で
は
チ
ュ
リ
ア
丘
陵
）
の
堆
積
物
の
調
査
は
、
徳

岡
、
高
安
、
吉
田
、
久
富
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。

彼
等
は
ゞ
ナ
ラ
ヤ
ニ
川
右
岸
の
一
帯
で
綿
密
な
調
査
に
よ
っ
て
、
シ
ワ
リ
ク

層
群
の
全
容
と
、
古
地
磁
気
に
よ
る
編
年
や
緯
度
の
変
化
を
知
り
、
淡
水
貝
化

石
に
よ
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
成
長
の
様
子
、
山
間
盆
地
の
堆
積
物
と
の
関
連
な
ど

か
ら
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
全
体
の
で
き
方
の
後
半
部
を
押
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

動
物
化
石
の
種
類
の
変
化
と
山
脈
隆
起
の
時
代
と
の
関
係
か
ら
、
鮮
新
世

（
約
五
○
○
万
年
前
）
あ
た
り
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
が
南
と
北
の
動
物
群
の
交
流

を
止
め
る
ほ
ど
に
成
長
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
高
安
の
調
査
し
た
淡
水
産

の
貝
類
は
、
三
五
○
万
年
前
か
ら
多
様
化
し
て
い
る
。
約
三
○
○
万
年
前
に
な

る
と
、
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
の
山
や
尾
根
の
ほ
ぼ
平
坦
な
侵
食
面
が
で
き
あ
が
っ
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て
、
こ
ん
ど
は
隆
起
を
始
め
、
シ
ワ
リ
ク
に
珪
岩
質
の
礫
を
供
給
す
る
よ
う
に

な
る
。
古
地
磁
気
を
調
へ
た
吉
田
の
研
究
に
よ
り
、
こ
の
時
期
に
山
脈
が
南
に

ぽ
う
張
し
な
が
ら
大
規
模
に
上
昇
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

シ
ワ
リ
ク
層
の
上
位
の
新
し
い
礫
は
、
丘
陵
化
し
た
シ
ワ
リ
ク
層
そ
の
も
の

か
ら
の
礫
が
入
っ
て
い
る
。

第
四
紀
に
入
る
一
○
○
万
年
前
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
マ
ハ
バ
ラ
ー
ト
山
脈
の

隆
起
が
激
し
く
な
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
い
部
分
を
横
谷
で
抜
け
て
き
た
河
川

は
、
マ
ハ
今
ハ
ラ
ー
ト
の
北
側
を
山
脈
に
沿
っ
た
縦
谷
と
し
て
流
れ
、
低
い
地
点

ま
で
行
っ
て
よ
う
や
く
南
下
す
る
よ
う
な
流
路
に
変
わ
っ
た
。
マ
ハ
バ
ラ
ー
ト

隆
起
以
前
の
ま
っ
す
ぐ
南
下
し
て
い
た
谷
の
名
残
り
や
、
そ
の
下
流
の
扇
状
地

の
地
形
や
地
層
が
、
マ
ハ
バ
ラ
ー
ト
山
脈
上
に
空
谷
と
し
て
、
あ
る
い
は
礫
層

と
し
て
残
っ
て
い
る
。
調
査
し
た
目
崎
に
よ
る
と
、
こ
の
空
谷
の
標
高
と
山
脈

形
成
か
ら
現
在
ま
で
の
時
間
か
ら
、
年
平
均
二
・
四
ミ
リ
の
隆
起
上
昇
が
あ
っ
た

と
い
声
ワ
。

こ
う
し
た
隆
起
に
よ
り
、
カ
ト
マ
ン
ズ
や
カ
シ
ミ
ー
ル
に
は
、
湖
沼
が
出
現

し
た
。
シ
ワ
リ
ク
層
の
粗
粒
堆
積
物
も
こ
の
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
更
新
世
中

期
の
七
○
万
年
前
ご
ろ
に
な
る
と
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
は
ほ
ん
と
う
に
高
く
な
っ

て
、
モ
ン
ス
ー
ン
も
さ
え
ぎ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

在
田
は
、
両
プ
レ
ー
ト
の
衝
突
の
圧
力
は
、
縫
合
線
で
の
押
し
合
い
と
ズ
レ

が
南
に
及
ん
で
、
Ｍ
Ｃ
Ｔ
の
衝
上
断
層
を
引
き
起
し
、
押
す
力
と
抵
抗
力
の
合

力
か
ら
隆
起
力
を
生
じ
て
山
脈
形
成
に
つ
な
が
っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
の

力
は
さ
ら
に
時
間
を
お
い
て
南
方
に
飛
び
移
り
、
Ｍ
Ｂ
Ｔ
の
発
生
と
マ
ハ
バ
ラ

ー
ト
の
隆
起
を
起
こ
し
、
そ
の
次
に
は
、
Ｈ
Ｆ
Ｔ
の
発
生
と
シ
ワ
リ
ク
丘
陵
の

隆
起
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

地
形
学
的
立
場
か
ら
調
査
研
究
に
あ
た
っ
た
岩
田
は
、
河
成
段
丘
面
の
現
河

床
と
の
比
高
か
ら
、
Ｍ
Ｃ
Ｔ
の
活
動
が
終
っ
て
か
ら
も
現
在
も
ふ
く
め
て
高
ヒ

マ
ラ
ヤ
帯
の
隆
起
上
昇
が
激
し
く
継
続
中
で
あ
り
、
曲
隆
的
な
運
動
で
あ
ろ
う

と
し
て
い
る
。
河
道
や
河
床
の
面
か
ら
調
査
し
た
目
崎
も
、
河
道
の
縦
断
面
に

見
ら
れ
る
遷
急
点
が
、
Ｍ
Ｂ
Ｔ
や
Ｈ
Ｆ
Ｔ
で
生
じ
た
も
の
ま
で
、
隆
起
上
昇
の

激
し
い
Ｍ
Ｃ
Ｔ
か
ら
高
ヒ
マ
ラ
ヤ
帯
部
ま
で
移
動
し
て
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
あ
た
り
に
隆
起
上
昇
の
中
心
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

中
田
は
、
二
○
年
ほ
ど
前
の
カ
ル
カ
ッ
タ
大
学
留
学
時
以
来
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山

麓
部
の
活
断
層
に
注
目
し
、
調
査
し
て
き
て
い
る
が
、
空
中
写
真
の
判
読
と
精

力
的
な
広
範
囲
の
現
地
調
査
か
ら
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
活
断
層
の
ほ
と
ん
ど
が
、
北

落
ち
で
山
脈
の
隆
起
と
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ
と
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
内
部
で
は
、

北
西
ｌ
南
東
方
向
の
右
横
ズ
レ
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
北
東
ｌ
南
西
方
向
の
左
横
ズ

レ
が
多
く
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
南
北
圧
縮
に
よ
る
東
西
へ
の
伸
長
を
現
わ
し
、

断
層
に
よ
る
上
昇
は
前
縁
丘
陵
で
見
ら
れ
る
が
、
高
ヒ
マ
ラ
ヤ
帯
は
、
現
在
は

断
層
に
よ
ら
な
い
上
昇
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

大
村
、
横
山
、
久
保
の
三
人
は
、
そ
の
現
在
進
行
中
の
隆
起
上
昇
を
精
密
な

光
波
に
よ
る
距
離
測
量
と
直
接
水
準
測
量
を
、
Ｍ
Ｃ
Ｔ
を
ま
た
ぐ
小
範
囲
で
実

施
し
た
。
結
果
は
、
高
ヒ
マ
ラ
ヤ
側
が
年
間
六
ミ
リ
の
隆
起
上
昇
で
あ
っ
た
。

目
崎
は
、
ネ
パ
ー
ル
河
川
で
の
浮
遊
砂
の
観
測
値
か
ら
、
日
本
で
の
経
験
法

則
を
用
い
て
推
定
し
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
地
削
剥
量
、
年
間
三
’
四
ミ
リ
を
求
め

た
。
さ
ら
に
こ
の
数
値
に
対
応
す
る
山
地
の
隆
起
量
を
年
間
約
一
○
ミ
リ
と
推
定

し
た
。

城
崎
は
、
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
、
第
十
四
章
で
ま
と
め
て
い
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ

は
二
○
○
○
万
年
前
か
ら
ゆ
っ
く
り
隆
起
を
は
じ
め
、
そ
れ
が
北
か
ら
南
へ
と
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波
及
し
て
い
っ
た
。
山
脈
形
成
の
初
期
は
衝
上
断
層
に
と
も
な
う
隆
起
で
、
そ

の
断
層
は
、
南
方
へ
ジ
ャ
ン
プ
し
な
が
ら
、
イ
ン
ダ
ス
Ⅱ
ツ
ァ
ン
ポ
縫
合
帯
↓

Ｍ
Ｃ
Ｔ
↓
Ｍ
Ｂ
Ｔ
↓
Ｈ
Ｆ
Ｔ
と
移
動
し
た
。
そ
の
後
高
ヒ
マ
ラ
ヤ
帯
は
曲
隆

運
動
に
よ
る
隆
起
を
現
在
も
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
地
図
を
見
る
た
び
に
、
あ
る
い
は
地
図
を
描
く
た
び
に
、
中
央

ア
ジ
ア
の
平
面
形
が
気
に
な
っ
て
し
か
た
が
な
い
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
南
へ
の

弧
の
形
成
に
関
係
の
あ
り
そ
う
な
動
き
が
古
地
磁
気
の
調
査
か
ら
浮
か
び
出
し

た
が
、
新
彊
ウ
イ
グ
ル
、
青
海
、
西
蔵
の
範
囲
の
地
形
の
平
面
形
は
、
タ
ク
ラ

マ
カ
ン
盆
地
、
ツ
ァ
イ
ダ
ム
盆
地
、
西
蔵
高
原
、
み
な
ま
ん
中
が
南
北
に
ふ
く

ら
ん
で
広
く
、
東
西
が
細
く
な
る
「
ま
な
こ
型
」
の
平
面
形
を
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
形
に
は
き
っ
と
「
い
わ
く
い
ん
ね
ん
」
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

チ
ト
ワ
ン
の
山
間
盆
地
に
つ
い
て
は
記
述
が
あ
っ
た
が
、
東
西
の
関
連
山
脈
ま

で
ふ
く
め
こ
う
し
た
大
規
模
な
地
勢
の
形
成
に
つ
い
て
も
、
ま
た
イ
ン
ダ
ス
・

ツ
ァ
ン
ポ
川
の
河
川
史
に
つ
い
て
も
問
題
に
し
て
ぜ
ひ
解
決
し
て
欲
し
い
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
隆
起
の
問
題
に
関
連
し
て
は
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
半
島
の
解

氷
に
よ
る
隆
起
の
継
続
の
よ
う
な
こ
と
が
、
氷
期
に
チ
ベ
ッ
ト
高
原
に
氷
雪
が

充
満
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
当
然
起
る
と
考
え
る
べ
き
だ
が
、
こ
の
本
の
中

で
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
問
題
も
加
え
て
欲
し
い
・
仮
説

を
設
定
す
る
場
合
に
、
あ
る
種
の
ヒ
ラ
メ
キ
が
あ
っ
た
方
が
い
い
と
考
え
る

が
、
そ
の
た
め
に
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
と
り
ま
く
大
地
勢
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
を
作
っ
て
、
皆
さ
ん
で
観
察
さ
れ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

わ
た
し
は
、
ダ
ー
ジ
リ
ン
の
登
山
学
校
の
博
物
館
の
大
模
型
に
感
動
し
た
こ
と

が
あ
る
。
い
た
っ
て
大
ざ
っ
ぱ
な
地
形
模
型
の
展
示
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
大

型
模
型
で
見
る
と
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
は
、
ぶ
厚
く
高
い
チ
ベ
ッ
ト
大
高
原
か
ら

イ
ン
ド
平
原
に
落
ち
込
む
大
斜
面
の
上
側
中
腹
の
う
す
っ
ぺ
ら
な
つ
い
た
て
で

あ
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
高
原
側
か
ら
見
お
ろ
す
と
、
そ
の
大
斜
面
の
と
ち
ゅ
う
に

あ
る
つ
い
た
て
の
横
谷
の
は
ざ
ま
か
ら
、
は
る
か
下
の
イ
ン
ド
平
原
が
見
お
ろ

せ
る
こ
と
、
そ
の
は
る
か
な
へ
だ
た
り
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
高
原
の
高
さ
質
量
を
、

ず
し
ん
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
の
報
告
、
論
文
を
書
か
れ
た
方
た
ち
な
ら
、
き
っ
と
そ
う
し
た
ヒ

ン
ト
で
輝
か
し
い
新
大
論
文
が
誕
生
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
も
か
く
、
大
変
な
労
作
で
あ
る
と
共
に
、
日
本
の
地
球
科
学
の
ヒ
マ
ラ
ヤ

で
の
大
展
開
と
進
歩
を
教
え
て
く
れ
る
こ
の
本
に
感
謝
し
、
こ
う
し
た
す
ば
ら

し
い
科
学
者
達
の
多
く
が
日
本
山
岳
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
を
喜
び
た

い
ｏ

な
お
、
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
在
田
一
則
氏
が
、
青
木
書
店
か
ら
『
ヒ
マ
ラ
ヤ

は
な
ぜ
高
い
』
（
地
球
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
③
、
一
九
八
八
年
三
月
、
二
○
○
○

円
）
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
解
説
書
を
出
し
て
い
る
の
で
、
専
門
家
以
外
の
方

は
、
ま
ず
そ
の
本
の
ほ
う
か
ら
読
ま
れ
る
と
い
い
。

最
後
に
、
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
山
中
英
二
君
が
、
一
九
八
三
年
、
二

月
、
南
ア
で
亡
く
な
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
も
、
飯
豊
、
ア
キ

タ
ノ
ノ
ゾ
ミ
の
平
の
調
査
で
は
数
日
間
を
共
に
暮
し
た
仲
間
だ
。
こ
こ
に
御
冥

福
を
お
祈
り
し
て
終
り
と
す
る
。
（
五
百
沢
智
也
）
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会
報
「
山
』
図
書
紹
介
一
覧

’
一
九
八
七
年
度
ｌ

●
四
月
号
（
五
○
二
号
）

ア
サ
ヒ
タ
ウ
ン
ズ
編
『
高
尾
山
身
近
な
自
然
を
考
え
る
』
（
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
社
）

●
五
月
号
（
五
○
三
号
）

日
本
ネ
パ
ー
ル
協
会
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ネ
パ
ー
ル
（
一
九
八
五
こ
（
日
本
ネ
パ
ー
ル

協
会
）

児
玉
茂
著
弓
固
”
ご
シ
ｚ
己
国
、
〕
霞
』
ａ
８
ｌ
⑦
匙
①
発
行
）

●
六
月
号
（
五
○
四
号
）

図
書
紹
介
な
し

●
七
月
号
（
五
○
五
号
）

の
、
言
の
胃
①
『
弓
制
鼻
翫
届
冒
昏
①
冒
昌
目
函
冒
昌
畠
邑
（
Ｆ
ｏ
ｐ
の
ご
国
営
①
。

工
藤
父
母
道
著
『
ほ
ろ
び
ゆ
く
ブ
ナ
の
森
』
（
岩
波
書
店
）

松
方
三
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
浮
世
絵
美
人
画
名
品
展
」
カ
タ
ロ
グ
（
浮
世
絵
太
田
記
念
美

術
館
）

●
八
月
号
（
五
○
六
号
）

畦
倉
実
著
『
水
源
林
の
四
季
ｌ
多
摩
川
上
流
・
緑
と
水
の
レ
ポ
ー
ト
ー
』
（
朝
日
新
聞

社
）●

九
月
号
（
五
○
七
号
）

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
編
集
部
編
『
穂
高
岳
の
岩
場
』
（
白
山
書
房
）

今
井
通
子
著
『
魔
頂
〔
チ
ョ
モ
ラ
ン
ご
』
（
朝
日
新
聞
社
）

玉
村
和
彦
著
『
聖
山
巡
礼
』
（
山
と
渓
谷
社
）

佐
古
清
隆
著
『
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
の
山
歩
き
』
（
山
と
渓
谷
社
）

岩
橋
崇
至
写
真
集
『
黒
部
渓
谷
』
（
山
と
渓
谷
社
）

タ
ウ
ン
情
報
と
や
ま
編
『
と
や
ま
山
歩
き
』
（
Ｃ
・
Ａ
・
Ｐ
発
行
）

上
村
幹
雄
・
遁
所
彊
二
著
『
続
・
片
雲
往
来
』
（
非
売
）

笠
原
藤
七
著
『
川
内
山
と
そ
の
周
辺
』
（
茗
渓
堂
）

「
北
越
雪
譜
」
の
英
訳
本
・
訳
者
ロ
ー
ゼ
・
レ
ッ
サ
ー
書
名
『
普
◎
葛
９
厘
具
ご
弓
巴
の
こ

（
Ｊ
・
ウ
エ
ザ
ヒ
ル
出
版
社
）

●
十
月
号
（
五
○
八
号
）

報
告
書
四
冊

『
氷
壁
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
福
岡
大
学
山
岳
会
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ー
ト
遠
征
隊
登
頂
記
』

『
高
み
を
求
め
て
Ｈ
Ａ
Ｊ
Ｋ
２
登
山
報
告
書
』

『
Ｋ
７
初
登
頂
東
大
ス
キ
ー
山
岳
部
カ
ラ
コ
ル
ム
学
術
登
山
隊
一
九
八
四
』

『
○
国
国
ｚ
⑦
チ
リ
ン
峰
．
七
○
九
○
ｍ
登
肇
と
遭
難
の
報
告
』
（
横
浜
山
岳
会
）

津
田
邦
宏
著
『
屋
久
杉
が
消
え
た
谷
』
（
朝
日
新
聞
社
）

筑
木
力
著
『
山
頂
へ
の
み
ち
ｌ
わ
が
未
踏
峰
探
訪
の
旅
ｌ
』
（
ほ
お
ず
き
書
籍
操
》
加
藤

久
晴
著
『
尾
瀬
は
病
ん
で
い
る
』
（
大
月
書
店
）

橋
本
廣
著
画
文
集
『
山
麓
紀
行
』
（
能
登
印
刷
出
版
部
）

松
本
信
夫
著
『
火
山
の
一
生
地
球
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
②
』
（
青
木
書
店
）

太
田
敬
著
『
守
れ
權
現
』
（
金
星
堂
）

●
十
一
月
号
（
五
○
九
号
）

陳
舜
臣
編
集
・
解
説
『
中
国
辺
境
の
旅
（
全
八
巻
）
』
（
白
水
社
）

平
野
惣
吉
・
山
田
亀
太
郎
・
並
木
晴
政
・
平
野
守
元
述
『
イ
ワ
ナ
・
源
流
の
職
漁
者
』
（
白

日
社
）

小
林
泰
彦
著
『
低
山
道
遥
』
（
山
と
渓
谷
社
）

岡
田
日
郎
『
雲
表
の
わ
が
山
々
』
（
東
京
新
聞
出
版
局
）

小
林
碧
郎
著
句
集
『
雷
鳥
』
（
茗
渓
堂
）

●
十
二
月
号
（
五
一
○
号
）

高
橋
八
十
八
箸
『
雪
国
の
四
季
と
人
間
と
（
山
村
の
博
物
誌
）
』
（
白
日
社
）

藤
丞
局
嶺
著
『
天
葬
の
国
高
原
の
民
』
（
立
風
書
房
）
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山
田
哲
郎
・
横
山
厚
夫
著
『
青
空
と
輝
く
残
雪
の
山
々
』
（
茗
渓
堂
）

宇
江
敏
勝
著
『
木
と
人
間
の
宇
宙
（
１
）
ｌ
若
葉
萌
え
ぃ
づ
る
山
で
』
（
福
音
館
書
店
）

松
本
荏
夫
・
松
原
正
毅
編
著
『
遥
か
な
る
揚
子
江
源
流
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
）

工
藤
茂
美
著
『
五
能
線
沿
線
と
白
神
山
地
の
植
物
』
（
秋
田
魁
新
報
社
）

沢
野
ひ
と
し
対
談
集
『
僕
は
や
っ
ぱ
り
山
と
人
が
好
き
』
（
山
と
渓
谷
社
）

本
山
賢
司
画
文
集
『
海
流
に
の
っ
て
ｌ
僕
と
九
つ
の
島
』
（
山
と
渓
谷
社
）

木
下
是
雄
著
『
物
理
・
山
・
こ
と
ば
』
（
新
樹
社
）

高
木
泰
夫
著
『
奥
美
濃
ｌ
ヤ
ブ
山
登
山
の
す
す
め
』
（
ナ
ヵ
ニ
シ
ャ
出
版
）

Ｒ
・
メ
ス
ナ
ー
著
横
川
文
雄
訳
『
生
き
た
、
還
っ
た
』
（
東
京
新
聞
出
版
局
）

Ｒ
・
メ
ス
ナ
ー
著
横
川
文
雄
訳
『
生
き
た
、
還

山
里
寿
男
画
集
『
春
ふ
た
た
び
』
（
私
家
版
）

久
米
準
著
『
山
の
心

●
二
月
号
（
五
一
二
号
）

ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
パ
イ
著
杉
田
博
訳
『
マ
ロ
リ
ー
追
想
』
（
日
本
山
書
の
会
）

久
米
準
著
『
山
の
心
・
道
し
る
べ
』
（
日
本
教
育
新
聞
社
）

宇
江
敏
勝
著
『
木
と
人
間
の
宇
宙
（
Ⅱ
）
ｌ
青
春
を
川
に
浮
か
べ
る
』
（
福
音
館
書
店
）
岡

澤
祐
吉
著
『
ス
イ
ス
ー
山
案
内
人
の
手
帳
よ
り
』
（
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
社
）
西
澤

憲
一
郎
著
『
ネ
パ
ー
ル
の
社
会
構
造
と
政
治
経
済
』
（
勁
草
書
房
）

●
三
月
号
（
五
一
三
号
）

梅
木
秀
徳
著
『
大
分
の
山
Ｉ
大
分
県
主
要
山
岳
丘
陵
一
覧
』
（
私
家
版
）

栃
木
県
山
岳
連
盟
編
『
栃
木
の
沢
』
（
栃
木
県
山
岳
連
盟
）

深
田
ク
ラ
ブ
著
『
日
本
二
○
○
名
山
』
（
昭
文
社
）

●
一
月
号
（
五
一
一
号
）

L '

や
一
向
》
‘

、
《
《
金
一
』
ゴ
ハ

Ｌ

〃

魁

、

一一
戸
一
、

時

ｰ

、

！ ~

"RW
一
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近
代
登
山
は
西
欧
文
化
移
入
の
産
物

こ
の
ご
ろ
は
、
山
は
ま
っ
た
く
怠
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
恥
し
い
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
は
皆
さ
ん
ご
承
知
の
こ
と
で
す
か
ら
、
謙
遜

す
べ
き
な
ん
で
す
け
ど
、
い
た
し
ま
せ
ん
。
私
は
本
来
お
し
ゃ
べ
り
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
去
年
と
お
と
と
し
、
ち
ょ
っ
と
体
調
を
崩

し
、
そ
こ
へ
、
今
度
は
勲
章
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
新
聞
記
者
諸
君
の
、
好
意
の
あ
る
質
問
な
ど
に
よ
っ
て
、
疲
労
こ
ん
ぱ
い
し
て
お
り

ま
す
。
そ
れ
で
、
文
化
勲
章
受
章
後
の
初
め
て
の
講
演
と
い
う
の
は
、
事
実
と
し
て
は
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
も
う
少
し
ち
ゃ

ん
と
準
備
を
す
る
つ
も
り
で
お
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
う
い
う
事
情
が
発
生
し
ま
し
た
の
で
、
な
ん
に
も
勉
強
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
、
大
変
粗
雑
な
話
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
ど
も
：
…
．
。

演
題
に
「
京
都
に
お
け
る
近
代
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
曙
」
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
大
変
文
学
的
な
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
斎
藤

支
部
長
が
つ
け
て
く
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
の
言
い
た
い
こ
と
は
、
京
都
と
近
代
登
山
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
曙
」

と
い
う
の
は
、
日
が
当
た
り
だ
し
て
か
ら
の
こ
と
は
知
ら
ん
、
と
い
う
含
み
も
あ
る
わ
け
で
す
。
で
、
最
近
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

そ
れ
は
あ
ん
ま
り
知
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
逃
げ
口
上
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

京
都
に
お
け
る
近
代
ア
ル
ピ
’
一
ズ
ム
の
曙

（
以
下
は
四
月
に
亡
く
な
っ
た
会
員
桑
原
武
夫
氏
が
、
京
都
で
開
か
れ
た
昨
年
の
日
本
山
岳
会
全
国
支
部
懇
談
会
で
行
っ
た

記
念
講
演
を
、
生
前
、
氏
の
了
承
を
得
て
文
章
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
速
記
の
整
理
は
京
都
支
部
が
お
こ
な
っ
た
）

桑
原
武
夫
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京都における近代アルピニズムの曙

日
本
で
登
山
と
い
う
こ
と
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
。
登
山
と
い
う
言
葉
の
定
義
を
や
り
出
す
と
大
変
で
す
が
、
修
験
道
な
ど
で
山
登

り
は
し
て
お
り
ま
し
た
。
徳
川
時
代
に
剣
岳
に
登
っ
た
と
か
、
薬
師
か
ら
何
が
出
て
き
た
と
か
、
そ
う
い
う
話
は
み
な
さ
ん
よ
く
ご
存
じ

で
す
か
ら
省
略
い
た
し
ま
す
け
ど
も
、
省
略
す
る
の
は
、
そ
れ
が
悪
い
か
ら
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
徳
川
時
代
に
そ
う
い
う
こ
と

が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
と
し
て
誇
り
に
し
て
い
い
こ
と
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
し
か
し
、
明
治
維
新
以
後
の
登

山
と
は
別
の
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
別
と
言
っ
て
も
同
じ
日
本
の
山
を
日
本
人
が
登
る
の
で
す
か
ら
、
薬
師
な
ら
薬
師
に
登
る
道
は

決
ま
っ
て
ま
す
か
ら
、
ま
っ
た
く
別
の
世
界
と
い
う
こ
と
で
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
明
治
以
後
の
日
本
の
登
山
は
西
洋
文
化
移
入
の
産
物
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
い
つ
始
ま
っ
た
か
、
こ
れ
は
ま
た
む
つ
か
し
い

問
題
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
ご
く
お
お
ざ
っ
ぱ
に
見
て
、
一
九
○
五
年
（
明
治
三
十
八
）
の
日
本
山
岳
会
の
創
立
に
始
ま
る
と
し
て
、
歴
史

的
に
は
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
前
に
志
賀
重
昂
さ
ん
が
『
日
本
風
景
論
』
（
一
八
九
四
年
）
で
山
登
り
せ
ん
と
だ
め
だ
、
と
い

う
こ
と
を
お
書
き
に
な
っ
て
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ウ
ェ
ス
ト
ン
さ
ん
が
や
っ
て
き
た
。
武
田
久
吉
先
生
、
こ
の
方
私
も
お
目
に
か
か
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
怖
い
先
生
で
す
ね
。
大
変
偉
い
先
生
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
言
う
ま
で
も
な
く
小
島
烏
水
、
こ
う
い
う
人
た
ち
の
名
前
が

皆
さ
ん
の
頭
の
中
に
浮
か
ぶ
と
思
い
ま
す
．
そ
う
い
う
人
を
中
心
に
し
て
日
本
山
岳
会
が
作
ら
れ
た
。
そ
れ
が
普
及
し
ま
し
て
今
日
に
至

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
近
代
日
本
人
の
や
っ
て
い
た
登
山
で
は
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
ま
だ
モ
ダ
ン
ァ
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ

も
定
義
を
厳
密
に
し
ま
す
と
難
し
い
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
普
通
の
意
味
で
の
モ
ダ
ン
ァ
ル
ピ
ニ
ズ
ム
は
、
や
は
り
槇
有
恒
さ
ん

か
ら
で
す
ね
。
一
九
一
二
年
（
大
正
十
）
に
ア
イ
ガ
ー
の
東
尾
根
を
登
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
そ
の
始
ま
り
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
一
九
○
五
年
か
ら
お
よ
そ
十
六
年
経
っ
て
る
ん
で
す
・
そ
の
あ
と
浦
松
佐
美
太
郎
さ
ん
と
か
松
方
三
郎
さ
ん
と
か
、
一
々

名
前
は
挙
げ
ま
せ
ん
け
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
で
名
を
挙
げ
た
人
が
出
て
き
ま
す
。
そ
う
し
て
、
新
た
に
躍
進
し
た
技
術
を
踏
ま
え

て
日
本
の
国
土
以
外
に
出
て
み
よ
う
、
つ
ま
り
海
外
遠
征
を
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
、
み
な
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
最
初
に
実
現
し
ま
し
た
の
が
、
一
九
三
六
年
（
昭
和
十
一
）
の
、
ご
承
知
の
立
教
の
堀
田
さ
ん
の
登
ら
れ
た
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
で
す

っ
た
わ
け
で
す
。

123



学
生
が
近
代
登
山
を
担
う

私
自
身
は
つ
ま
ら
ぬ
登
山
家
で
あ
り
ま
す
が
、
私
が
そ
こ
へ
入
っ
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
の
、
第
三
高
等
学
校
、
俗
に
「
三
高
」
と
言

っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
三
高
の
連
中
が
み
な
入
り
ま
し
た
京
大
、
そ
れ
か
ら
同
志
社
、
ま
あ
、
こ
の
辺
り
が
中
心
で
、
む
や
み

に
熱
心
で
あ
り
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
を
身
近
に
見
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
の
関
係
者
の
一
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
己
賛
美
あ

る
い
は
、
仲
間
ぽ
め
に
な
る
恐
れ
が
な
い
、
と
い
う
保
証
は
な
い
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
出
来
る
だ
け
個
人
の
名
前
は
避
け
て
、
詳
し
く

申
し
上
げ
る
こ
と
は
や
め
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
戦
後
の
日
本
人
の
行
っ
た
海
外
登
山
と
、
遠
征
登
山
と
い
う
も
の
は
、
京
都
の
登
山

家
た
ち
の
努
力
な
く
し
て
、
あ
ん
な
に
早
く
始
ま
り
え
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
く
に
西
堀
栄
三
郎
と
い
う
才
能
の
あ
る
人
物
の
名
前

は
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
彼
は
ま
だ
、
開
国
し
て
い
な
い
ネ
パ
ー
ル
に
入
り
こ
ん
で
、
登
山
そ
の
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
す

そ
し
て
、
当
時
の
学
生
山
岳
部
の
業
績
を
ふ
ま
え
て
、
戦
後
に
な
り
ま
す
と
、
日
本
の
近
代
登
山
が
最
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
な
ど
海
外
遠
征
登
山
も
き
わ
め
て
盛
ん
で
、
今
西
寿
雄
さ
ん
、
斎
藤
惇
生
さ
ん
た
ち
が
い
ま
計
画
し
て
い
て
、
来
年
実
現
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
三
国
合
同
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
頂
計
画
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
最
盛
期
は
ま
だ
続
い
て
い
る
。
こ
れ
が
十
年
後
、
ゞ

二
十
年
後
に
ど
う
い
う
展
開
を
す
る
か
、
こ
れ
は
み
な
さ
ん
の
ご
努
力
次
第
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
歴
史
の
中
に
あ
っ
て
、

京
都
も
な
に
ほ
ど
か
の
業
績
を
あ
げ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
を
少
し
お
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
山
岳
会
は
東
京
に
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
関
係
も
あ
っ
て
、
最
初
の
動
き
出
し
は
や
は
り
東
京
が
中
心
で
あ
っ
た
。
公
平
に
見

て
そ
う
考
え
て
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。
九
州
と
か
東
北
と
か
に
も
優
秀
な
方
が
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
心
は
東
京
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
心
の
勢
力
を
成
し
た
の
が
慶
応
大
学
、
早
稲
田
大
学
、
立
教
大
学
、
学
習
院
そ
の
ほ
か
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は

山
に
登
っ
て
は
い
か
ん
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
日
本
で
近
代
登
山
と
い
う
も
の
が
始
ま
っ
た
時
の
主
力
は
学
生

ね
0

で
あ
り
ま
し
た
。
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京都における近代アルピニズムの曙

伊
吹
へ
登
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
．
そ
の
時
に
偶
然
一
緒
に
な
り
ま
し
て
ね
。
慶
応
と
か
早
稲
田
の
、
関
温
泉
で
、
わ
れ
わ
れ
の
よ

く
知
っ
て
い
た
、
も
の
す
ご
く
う
ま
い
人
た
ち
で
す
。
ゲ
レ
ン
デ
で
は
西
堀
よ
り
う
ま
い
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
れ
で
、
頂
上
か
ら
、
一
斉
に

さ
あ
っ
と
滑
り
出
し
た
。
私
な
ど
は
す
ぐ
こ
け
て
ね
、
雪
を
い
っ
ぱ
い
つ
け
て
、
お
く
れ
て
下
り
て
き
た
。
上
へ
行
か
ず
に
待
っ
て
い
た

連
中
に
き
く
と
、
西
堀
栄
三
郎
が
ト
ッ
プ
で
下
り
て
き
て
ね
、
パ
イ
プ
を
一
服
ゆ
っ
く
り
喫
い
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
早
稲
田
、
慶
応
が
到

着
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
連
中
は
服
に
雪
が
つ
い
て
い
る
。
西
堀
は
き
れ
い
に
止
ま
っ
た
時
、
雪
が
ど
こ
に
も
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
こ

れ
で
完
全
に
押
さ
え
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
象
徴
的
な
事
件
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
つ
れ
づ
ね
慶

応
を
目
標
に
し
て
い
て
、
こ
れ
を
抜
き
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。

槙
さ
ん
が
日
本
に
帰
っ
て
来
ら
れ
ま
し
て
、
京
大
の
学
生
集
会
所
で
も
講
演
会
が
あ
り
ま
し
た
。
今
西
錦
司
は
興
奮
措
く
あ
た
わ
ず
、

そ
し
て
、
京
都
だ
け
で
な
く
、
日
本
全
体
の
近
代
登
山
を
、
率
直
に
ゆ
う
て
、
リ
ー
ド
し
た
人
間
の
一
人
と
し
て
、
今
西
錦
司
の
名
前

も
挙
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
決
し
て
、
身
び
い
き
で
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
わ
め
て
個
性
的
な
彼
の

言
動
に
つ
い
て
、
ご
批
判
が
出
て
く
る
と
し
て
も
、
私
は
そ
れ
を
否
定
致
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
彼
の
強
い
信
念
と
先
見
の
明
、
そ
れ
か

ら
冒
険
心
が
あ
っ
て
し
か
も
策
略
に
も
す
ぐ
れ
て
い
た
点
は
、
何
人
も
承
認
せ
ず
に
は
す
ま
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
彼
は
中
学
生
の

こ
ろ
か
ら
説
得
力
を
も
ち
、
統
率
力
に
す
ぐ
れ
た
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
ま
し
た
。
三
高
の
こ
ろ
、
私
た
ち
は
ス
キ
ー
合
宿
に
関
温
泉
に
行
っ

て
お
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
へ
は
慶
応
、
早
稲
田
、
明
治
、
学
習
院
、
一
高
な
ど
も
来
て
お
り
ま
し
た
が
、
滑
っ
て
お
り
ま
し
て
、
ス
キ

ー
が
一
番
、
だ
れ
が
見
て
も
う
ま
い
と
思
っ
た
の
は
、
岡
部
長
量
で
し
た
。
岸
和
田
の
殿
様
の
息
子
、
学
習
院
で
す
ね
。
そ
れ
が
病
気
で

少
し
弱
っ
た
時
に
、
山
ス
キ
ー
で
一
番
う
ま
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
は
否
定
し
難
く
西
堀
栄
三
郎
で
し
た
ね
。
立
山
の
ガ
イ
ド
た
ち
も
そ
う

ぐ
に
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
あ
ざ
や
か
な
政
治
工
作
、
外
交
工
作
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
マ
ナ
ス
ル
登
山
の
許
可
を
取
り
つ
け
た
。

そ
れ
を
京
大
か
ら
日
本
山
岳
会
に
譲
渡
し
て
、
槙
さ
ん
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
、
三
回
目
の
遠
征
で
今
西
寿
雄
君
が
マ
ナ
ス
ル
の
頂
上
に
立

い
っ
て
ま
し
た
。

つ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
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登
山
に
精
進
す
る
決
意
を
固
め
る
わ
け
で
す
が
、
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
成
立
も
、
そ
の
辺
が
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
要
約
す
る
と
、
京
大
の
入
試
の
な
い
学
部
に
そ
ろ
っ
て
入
学
し
、
卒
業
後
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
を
目
標
に
、
京
都
学
士
山
岳
会
と
い
う

も
の
を
つ
く
り
ま
し
た
。
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
と
略
称
し
て
ま
す
け
ど
も
、
そ
れ
の
歴
史
を
目
下
執
筆
中
で
、
来
年
中
に
は
本
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
私
た
ち
だ
け
の
歴
史
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
あ
る
意
味
で
日
本
の
登
山
の
歴
史
の
近
代
編
の
中
の
一
節
に
な
る
も
の
で

す
。
そ
れ
を
お
読
み
願
う
こ
と
に
致
し
ま
し
て
、
そ
の
成
功
と
失
策
は
一
々
申
し
ま
せ
ん
け
ど
も
、
京
都
の
山
登
り
の
連
中
が
あ
る
時
期

に
、
あ
る
形
に
お
い
て
日
本
山
岳
界
に
強
い
刺
激
を
あ
た
え
た
と
、
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
優
れ
た
人

物
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
特
定
の
人
々
の
登
山
技
術
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
企
画
性
に
お
け
る

天
才
に
よ
っ
て
説
明
す
る
だ
け
で
は
、
不
十
分
だ
と
思
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
、
私
は
今
日
、
そ
れ
が
な
ぜ
京
都
で
そ
う
な
っ
た
か
、
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
お
お
げ
さ
に
言
え
ば
、
社
会
的
、
文
化
的
理
由
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
お
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

歴
史
あ
る
土
壌
が
育
む
〃
革
命
〃

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
私
個
人
の
考
え
で
す
。
山
仲
間
と
相
談
の
う
え
の
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
ど
う
し
て
京
都

で
近
代
登
山
が
興
っ
た
か
、
こ
の
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
が
大
変
説
明
し
に
く
い
。
京
都
は
ど
の
案

内
書
に
も
、
伝
統
の
都
、
あ
る
い
は
歴
史
の
都
と
必
ず
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
千
年
の
都
と
も
い
わ
れ
、
あ
と
七
年

ほ
ど
で
建
都
一
二
○
○
年
に
も
な
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
多
く
の
古
い
神
社
、
仏
閣
、
あ
ら
ゆ
る
宗
派
の
本
山
が
こ
こ
に
あ
る
。
芸
事
の

家
元
も
相
当
住
ん
で
ら
っ
し
や
る
。
絵
画
、
芸
事
と
言
う
と
失
礼
か
も
わ
か
ら
ん
け
ど
も
、
お
茶
と
か
生
花
と
か
お
香
と
か
、
お
茶
の
中

に
は
煎
茶
が
あ
り
ま
す
し
…
…
、
そ
う
い
う
広
い
意
味
で
の
家
元
、
古
く
か
ら
の
権
威
の
中
枢
み
た
い
な
も
の
が
、
み
な
こ
こ
に
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
頭
に
浮
か
び
ま
す
か
ら
、
京
都
と
言
え
ば
、
長
く
続
い
た
伝
統
の
都
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
、
そ

れ
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
正
し
い
と
思
う
ん
で
す
。

し
か
し
、
も
し
京
都
の
人
々
が
そ
の
伝
統
と
い
う
も
の
に
寄
り
か
か
っ
て
、
そ
の
上
に
眠
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
は
閉
鎖
的
保
守
社
会
に
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な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
は
都
市
、
あ
る
い
は
国
家
に
と
っ
て
危
険
だ
と
思
い
ま
す
。
転
換
期
に
お
い
て
は
と
く
に
そ
う
で

あ
り
ま
す
。
も
し
、
そ
の
古
く
す
ぐ
れ
た
伝
統
を
、
破
壊
ま
で
い
か
な
く
て
も
、
批
判
す
る
、
改
め
る
、
あ
る
い
は
そ
の
上
に
も
の
を
築

く
、
と
い
う
精
神
、
あ
る
い
は
現
実
行
動
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
地
域
は
潰
れ
る
は
ず
で
す
。

い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
、
京
都
は
滅
び
て
い
な
い
。
優
れ
た
も
の
の
堆
積
の
中
で
、
満
足
で
き
な
く
て
、
そ
れ
か
ら
の
脱
出
を
図
る
と
こ

ろ
に
こ
そ
、
新
し
い
生
き
方
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
道
を
拓
く
と
い
う
こ
と
は
、
昔
か
ら
の
古
い
形
の
幸

せ
、
あ
る
い
は
幸
福
、
つ
ま
り
幸
福
一
号
か
ら
、
古
い
も
の
を
は
ね
の
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
幸
福
、
幸
福
二
号
に
飛
び
う
つ
る

こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
き
つ
い
言
葉
で
い
え
ば
、
革
命
と
い
う
こ
と
で
す
。
意
識
革
命
と
い
っ
た
方
が
い
い
。
新
し
い
こ
と
が
始
ま
る
の

に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
必
ず
あ
る
。
近
代
日
本
を
拓
い
た
明
治
維
新
と
い
う
も
の
も
、
私
は
こ
れ
を
文
化
革
命
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
そ
う
い
う
全
般
的
な
背
景
の
中
で
、
京
都
の
近
代
登
山
も
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
、
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
私
の
や
や
独
断
と
見
え
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
日
本
の
都
会
の

中
で
、
京
都
だ
け
が
西
洋
ふ
う
の
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
似
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
、
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
ほ
か
の
町
は
、
田
舎
で

あ
り
ま
し
て
、
素
晴
ら
し
い
村
で
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
都
会
と
い
う
感
じ
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
明
治
維
新
後

の
、
新
し
い
自
由
は
な
か
っ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
ほ
か
の
都
会
よ
り
、
こ
こ
の
市
民
は
思
想
の
自
由
を
持
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。
都
会
性
を
持
っ
て
お
っ
た
。
そ
れ
は
今
で
も
看
取
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
近
代
的
か
、
と
言
う
と
、

ま
ず
、
め
い
め
い
が
個
人
で
あ
っ
て
、
お
金
に
細
か
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
特
色
で
あ
っ
て
、
つ
ま

り
、
宵
越
し
の
金
（
ぜ
に
）
は
持
た
ん
、
な
ど
と
い
う
、
素
朴
な
考
え
は
決
し
て
持
た
な
い
の
で
す
。

京
の
お
茶
漬
と
い
う
話
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
人
を
訪
問
し
て
、
食
事
時
に
近
く
な
っ
た
の
で
「
失
礼
し
ま
す
」
と
言
う
と
、
「
ま

あ
、
そ
ん
な
こ
と
い
わ
ん
と
、
お
茶
漬
で
も
、
お
茶
漬
し
か
で
け
ま
へ
ん
け
ど
」
。
そ
れ
で
、
私
の
国
の
、
越
前
で
す
け
ど
、
ア
ホ
が
縁

談
の
相
談
に
来
て
い
て
、
も
う
い
つ
。
へ
ん
靴
脱
い
で
、
上
が
っ
て
、
縁
談
が
破
談
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
、
実
話
で
す
。
あ
ん
な
ア
ホ
の

せ
が
れ
に
う
ち
の
娘
は
や
れ
ん
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
タ
ト
エ
話
で
す
け
れ
ど
、
京
都
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
計
算
を
す
る
、
楽
し
い
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で
す
か
ら
、
京
都
は
パ
リ
と
姉
妹
都
市
約
束
を
結
ん
で
ま
す
け
ど
、
西
洋
の
町
と
姉
妹
都
市
に
な
る
資
格
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
京
都

だ
け
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
姉
妹
都
市
に
な
っ
て
相
互
に
感
激
す
る
の
は
、
シ
ャ
ン
ペ
ン
で
乾
杯
す
る
時
だ
け
で
、
や
は
り
お
金
に

細
か
い
パ
リ
人
は
、
今
晩
の
泊
り
は
ど
ち
ら
が
払
う
の
や
る
、
な
ど
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
京
都
だ
け
で
な
く
て
、
例

え
ば
、
大
阪
の
堺
、
こ
れ
は
最
初
の
近
代
都
市
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
織
田
信
長
の
暴
力
、
ゲ
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
潰
さ

れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
文
化
人
、
例
え
ば
千
利
久
と
か
、
そ
う
い
う
人
間
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
堺
と
か
京
都
か
ら
出
て
ま
す

ね
。
仙
台
か
ら
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

る
。
悪
く
言
う
と
必

と
に
は
な
ら
な
い
。

で
す
か
ら
、
京
》

こ
と
と
し
て
計
算
し
て
る
ん
で
す
。
朝
か
ら
勉
強
し
て
い
る
、
商
売
し
て
る
、
祇
園
祭
も
し
て
る
、
祇
園
の
芸
妓
さ
ん
と
遊
ん
だ
り
も
し

て
る
。
し
か
し
、
あ
る
意
味
で
、
自
分
の
個
性
と
い
う
も
の
は
失
わ
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
京
都
へ
来
て
、
い

ろ
ん
な
人
に
付
き
合
っ
て
み
ら
れ
た
ら
わ
か
る
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
頭
が
よ
く
て
、
知
恵
は
働
く
け
ど
も
、
ど
こ
か
さ
ら
っ
と
し
て
い

る
。
悪
く
言
う
と
冷
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
が
わ
か
っ
て
な
け
れ
ば
、
京
都
で
生
活
し
た
、
あ
る
い
は
京
都
を
訪
れ
た
、
と
い
う
こ

市
民
も
そ
れ
に
協
力
し
た
の
で
す
。

京
都
岳
人
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン

そ
う
い
う
背
景
が
あ
る
の
で
す
が
、
京
都
が
今
日
ま
で
も
っ
て
き
た
の
は
、
明
治
維
新
の
危
機
の
切
り
抜
け
方
が
見
事
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
天
皇
が
東
京
へ
移
ら
れ
ま
し
た
。
遷
都
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
京
都
は
最
大
の
危
機
感
に
襲
わ
れ
た
。
危
機
感
だ
け
で
な
く
、
事

実
、
危
機
に
襲
わ
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
槇
村
と
か
北
垣
と
か
い
う
優
れ
た
、
頭
の
い
い
為
政
者
と
申
し
ま
す
か
、
知
事
が
出
て
、
こ

の
ま
ま
で
は
だ
め
だ
、
新
し
い
世
界
に
生
き
な
け
り
ゃ
だ
め
だ
、
と
い
う
こ
と
で
革
新
を
は
か
り
、
大
胆
に
実
行
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

例
え
ば
小
学
校
。
小
学
校
は
ど
こ
に
だ
っ
て
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
小
学
校
の
歴
史
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
全

国
で
京
都
が
一
番
古
い
で
す
ね
。
大
阪
、
東
京
な
ん
て
は
る
か
に
遅
れ
て
ま
す
ね
。
つ
い
そ
こ
の
柳
池
校
と
い
う
の
が
日
本
で
最
初
に
出
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来
ま
し
た
。
そ
し
て
父
兄
の
努
力
で
全
市
に
続
々
と
で
き
た
。
ほ
っ
と
い
て
も
小
学
校
が
生
え
て
く
る
ん
で
は
な
い
ん
で
す
。
金
も
い
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
を
や
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
知
事
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
言
葉
で
い
え
ば
財
界
と
い
う
か
、
が
金
を
出
し
て
、
京

都
の
秀
才
、
若
い
秀
才
を
海
外
に
留
学
さ
し
て
、
そ
の
学
生
中
に
は
、
例
え
ば
、
い
ま
大
き
な
財
閥
に
な
っ
て
い
る
稲
垣
勝
太
郎
が
い
ま

す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
先
程
か
ら
度
々
出
て
い
る
今
西
錦
司
君
の
お
じ
い
さ
ん
も
行
っ
た
一
人
で
す
ね
。
リ
ヨ
ン
に
留
学
し
て
、
新
し
い
機

織
機
技
術
を
京
都
に
導
入
し
た
。
い
ま
は
留
学
生
制
度
と
い
う
も
の
は
ち
っ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
．
し
か
し
、
そ
れ
を
最
初
に
や
っ

た
、
と
い
う
の
が
京
都
の
進
歩
性
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
電
車
、
チ
ン
チ
ン
電
車
と
申
し
ま
す
。
市
電
を
走
ら
せ
た
の
が
、
明
治
二
十
八

年
で
す
。
ち
ょ
っ
と
お
お
げ
さ
な
、
昔
風
な
言
い
方
を
す
る
と
、
東
洋
最
初
の
電
車
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
れ
を
や
っ
た
。
そ

電
車
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
れ
を
や
っ
た
。
そ

当日の桑原武夫氏

れ
か
ら
、
琵
琶
湖
か
ら
京
都
へ
水
を
引
い
て
、
イ
ン
ク
ラ

イ
ン
と
申
し
ま
す
。
琵
琶
湖
疏
水
。
こ
れ
を
ま
か
さ
れ
て

や
っ
た
田
辺
朔
郎
先
生
と
い
う
の
は
、
こ
の
大
事
業
を
や

っ
た
と
き
二
十
二
歳
で
す
ね
。
今
の
金
に
す
る
と
兆
と
い

う
事
業
を
二
十
二
歳
の
青
年
に
、
信
用
し
て
、
命
が
け
で

や
っ
て
く
れ
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
明
治
の
京
都
の
若
々

し
い
精
神
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
京
都
は
、
お
お
い
に

工
業
が
伸
び
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
日
本
で
の
映
画
、
こ
れ
は
京
都
が
最
初
で

す
ね
。
い
ま
は
映
画
村
に
な
っ
て
、
見
世
物
だ
け
が
残
っ

て
い
ま
す
け
ど
も
。
そ
れ
か
ら
自
動
車
、
こ
れ
も
京
都
が

最
初
で
す
ね
。
大
沢
商
会
と
ゅ
う
の
が
最
初
に
売
り
出
し

た
。
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
明
治
の
初
め
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に
、
京
都
は
古
い
も
の
を
か
か
え
な
が
ら
、
新
し
い
こ
と
を
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
ん
、
と
い
う
精
神
が
盛
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
流
れ
の
な

か
に
、
京
都
の
山
登
り
も
位
置
づ
け
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

個
人
の
名
前
を
出
し
す
ぎ
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
西
と
か
西
堀
の
う
ち
は
、
京
都
の
古
く
か
ら
の
町
家
で
す
。
今
西
の
と
こ
は
西
陣
の
織

り
元
。
西
堀
の
と
こ
は
木
綿
問
屋
で
す
。
日
本
に
最
初
に
ア
ー
ル
ベ
ル
グ
・
ス
キ
ー
術
を
導
入
し
た
高
橋
健
二
の
家
は
古
材
木
屋
で
す
。

み
な
古
い
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
、
さ
む
ら
い
の
子
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
京
都
の
人
間
は
古
い
家
、
古
い
伝
統
の

圧
力
の
中
で
生
き
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
一
度
目
覚
め
る
と
、
新
し
い
も
の
へ
の
挺
身
が
熱
を
お
び
る
の
で
し
た
。
そ
こ
か
ら
京

都
人
独
特
の
新
規
好
み
、
よ
く
言
え
ば
、
進
取
の
気
性
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
古
い
伝
統
と
矛
盾
す
る
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
わ
れ

る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
の
考
え
に
よ
る
と
、
す
べ
て
人
生
に
お
け
る
創
造
は
、
矛
盾
の
中
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
、
と
思

山
登
り
に
関
係
し
て
言
え
ば
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
最
初
に
手
を
つ
け
た
の
は
西
本
願
寺
の
大
谷
光
瑞
で
す
。
偉
い
人
で
す
。
ぼ
く
ら
が

三
高
の
時
、
ま
だ
生
き
て
ら
れ
ま
し
た
。
代
表
と
し
て
今
西
錦
司
が
う
か
が
い
ま
し
て
「
わ
れ
わ
れ
も
ヒ
マ
ラ
ャ
ヘ
行
き
た
い
」
と
い
う

と
、
「
そ
れ
は
今
西
さ
ん
お
よ
し
あ
そ
ば
せ
、
あ
ぶ
の
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
」
と
鼻
で
あ
し
ら
わ
れ
て
帰
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

京
都
に
は
石
崎
光
謡
と
い
う
有
名
な
絵
描
き
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
イ
ン
ド
な
ど
へ
行
っ
て
、
熱
帯
の
絵
な
ど
を
お
描
き
に
な

っ
た
。
石
崎
さ
ん
は
私
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
こ
と
を
知
り
た
く
て
お
た
ず
ね
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
あ
ま
り
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ス
キ
ー
で
最
初
に
上
高
地
へ
入
ら
れ
た
田
中
喜
左

衛
門
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
お
金
持
で
、
七
条
の
辺
に
住
ん
で
お
ら
れ
た
。
東
の
冠
松
次
郎
、
西
の
田
中
と
い
わ
れ
て
、
黒
部
に

つ
い
て
の
権
威
で
、
民
間
の
長
老
で
し
た
。
田
中
さ
ん
に
は
、
私
な
ど
は
、
大
変
可
愛
が
っ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。
お
宅
へ
行
き
ま
す

と
、
ア
ル
パ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
が
積
ん
で
あ
る
。
英
語
は
そ
う
お
得
意
で
は
な
か
っ
た
け
ど
、
が
ん
ば
っ
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
関
係
の
と
こ
ろ

に
は
、
赤
い
鉛
筆
で
あ
ち
こ
ち
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
が
つ
け
て
あ
る
。
私
が
、
西
堀
な
ん
か
と
一
緒
に
一
九
二
五
年
三
月
、
仙
丈
岳
と
北

岳
へ
登
っ
た
時
、
単
杖
の
ス
キ
ー
で
一
緒
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
冒
険
を
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
、
い
ま
申
し
上
げ
た
よ
う
な
民

い
ま
す
。
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京都における近代アルピニズムの曙

パ
イ
オ
ニ
ア
精
神
と
創
造
性

京
都
の
学
問
と
い
う
こ
と
に
ち
ょ
っ
と
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
渡
辺
慧
と
い
う
、
大
変
偉
い
物
理
学
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
技
術
研
究
所
長
ま
で
や
っ
た
人
で
す
が
、
こ
の
人
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
、
独
創
性
の
あ
る
新
し
い
学
問
、
国
際
的
に
通
用

す
る
学
問
は
、
日
本
国
に
お
い
て
は
京
都
に
し
か
生
ま
れ
て
い
な
い
、
と
書
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
湯
川
・
朝
永
の
新
し
い
物
理
学
、
そ

れ
か
ら
木
原
均
さ
ん
の
遺
伝
学
。
日
本
人
で
世
界
の
学
会
の
会
長
に
な
っ
た
の
は
こ
の
人
が
初
め
て
で
す
。
世
界
遺
伝
学
会
の
会
長
を
し

て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
今
西
錦
司
を
中
心
と
す
る
サ
ル
学
、
霊
長
類
研
究
、
こ
れ
は
も
う
世
界
を
制
圧
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
内
藤

湖
南
、
狩
野
直
喜
な
ど
を
中
心
と
す
る
東
洋
学
。
西
田
幾
多
郎
、
九
鬼
周
造
な
ど
の
哲
学
。
渡
辺
さ
ん
の
説
は
江
崎
、
福
井
、
利
根
川
ら

の
出
る
前
の
指
摘
で
す
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
論
駁
し
得
な
い
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。
京
都
の
モ
ダ
ン
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
担
い
手
に
は
学

者
に
な
っ
た
人
が
多
い
の
で
す
が
、
・
ハ
イ
オ
ニ
ァ
精
神
の
必
要
を
つ
ね
に
と
な
え
て
い
た
こ
の
連
中
と
、
京
都
の
創
造
的
な
学
風
と
の
つ

な
が
り
は
見
の
が
せ
な
い
点
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

明
治
以
後
の
京
都
は
、
学
界
で
も
ス
ポ
ー
ツ
界
で
も
世
界
に
誇
り
う
る
人
材
を
出
し
て
い
る
が
、
芸
術
の
分
野
で
は
ど
う
か
、
と
い
う

お
た
ず
ね
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
京
都
画
壇
は
東
京
画
壇
を
恐
れ
し
め
る
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
す
。
富
岡
鉄
斎
は
日
本
の
画
家

で
、
世
界
で
最
も
尊
敬
さ
れ
て
い
る
人
で
す
。
こ
れ
は
京
都
を
超
え
て
い
ま
す
が
、
栖
鳳
、
華
岳
、
麦
儂
ら
が
あ
り
、
そ
し
て
梅
原
、
安

井
は
京
都
の
人
で
す
。
し
か
し
、
文
学
は
と
問
わ
れ
る
と
、
私
も
ち
ょ
っ
と
困
る
。
与
謝
野
鉄
幹
、
佐
々
木
茂
索
く
ら
い
し
か
す
ぐ
に
は

頭
に
浮
か
ば
な
い
の
で
す
。
現
存
の
人
は
除
く
と
す
れ
ば
、
選
手
が
少
な
い
。
大
岡
昇
平
、
野
間
宏
、
山
口
誓
子
、
高
安
国
世
、
伊
東
静

雄
な
ど
は
、
私
た
ち
と
同
じ
頃
に
京
都
大
学
で
学
ん
だ
人
で
す
が
、
い
ず
れ
も
京
都
人
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
対
す
る
私
の
解
釈
は
ま

だ
確
立
し
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、
端
的
に
い
っ
て
、
京
都
の
人
間
は
先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
尊
重
が
少
な
い
。
パ

ッ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
評
価
が
低
い
点
が
、
文
学
の
成
長
を
さ
ま
た
げ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

間
人
が
京
都
に
は
お
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
す
ね
。
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京
都
人
が
一
番
ば
か
に
す
る
の
は
ア
ホ
で
す
。
ア
ホ
は
白
痴
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
熱
情
が
激
し
す
ぎ
て
常
軌
を
逸
す
る
人
の
こ
と

で
す
。
パ
ッ
シ
ョ
ン
を
燃
や
す
の
は
い
い
、
し
か
し
、
合
理
性
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
夢
中
に
な
る
ア
ホ
を
京
都
人
は
決
し
て
好
き
で
は

な
い
。
学
者
に
対
す
る
ほ
ど
小
説
家
、
詩
人
を
高
く
買
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
京
都
の
登
山
グ
ル
ー
プ
に

は
、
も
の
す
ご
く
熱
心
な
人
が
い
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
常
軌
を
逸
し
た
無
茶
を
や
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
点
、
説
明
が
ま
だ
不
十
分
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
辺
で
お
し
ま
い
に
し
ま
す
。
ま
と
ま
り
の
な
い
話
を

お
聞
き
下
さ
っ
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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大
橋
今
回
は
立
教
大
学
山
岳
部
の
初
期
の
登
山

と
い
う
こ
と
で
、
堀
田
弥
一
さ
ん
始
め
、
古
い
立

教
の
方
々
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
い
ろ
い
ろ
珍

し
い
お
話
を
伺
わ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
企
画
い
た

し
ま
し
た
。
で
、
今
日
の
引
き
出
し
役
は
近
藤
信

行
さ
ん
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

近
藤
み
な
さ
ん
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
山
岳
史
懇
談
会

立
教
大
学
山
岳
部
初
期
の
登
山

＊
こ
れ
は
一
九
八
八
年
三
月
十
九
日
に

お
こ
な
わ
れ
た
「
第
酪
回
山
岳
史
懇
談

会
」
で
の
堀
田
弥
一
氏
の
話
を
、
紙
数

の
都
合
で
約
半
分
に
ま
と
め
、
同
氏
の

校
閲
を
へ
て
収
録
し
た
も
の
で
す
。

は
非
常
に
有
益
な
会
で
諸
先
輩
の
お
話
を
伺
う
の

を
毎
年
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
、
も

っ
と
早
く
機
会
を
作
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、

昨
年
立
教
大
学
の
若
手
に
よ
る
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト

の
再
登
頂
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ

て
話
を
伺
え
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
こ

こ
に
部
報
を
持
っ
て
来
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

が
、
確
か
大
正
の
末
期
に
旅
行
部
と
し
て
創
立
さ

れ
て
、
堀
田
さ
ん
の
時
代
に
山
岳
部
と
い
う
こ
と

で
発
足
し
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
昭
和
三
年
だ

っ
た
で
し
ょ
う
か
、
雪
の
立
山
に
登
っ
た
こ
と

が
、
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
後
立
山
や

黒
部
と
非
常
に
積
極
的
な
、
先
鋭
的
な
登
山
が
行

わ
れ
た
、
今
日
は
そ
の
登
山
の
社
会
的
背
景
と
か

堀
田
弥
一

で
、
順
序
と
し
て
は
、
登
山
史
の
中
の
立
教
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
部
の
創
立
の
こ
と
か
ら
触
れ

な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
立
教
大
学

の
山
岳
部
が
で
き
た
の
は
大
正
十
二
年
で
す
。
山

岳
部
が
で
き
た
と
い
う
の
は
え
ら
そ
う
に
聞
こ
え

る
ん
で
す
が
、
そ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
子
の

い
ろ
ん
な
事
情
を
含
め
て
、
お
話
い
た
だ
け
た
ら

と
思
い
ま
す
。

堀
田
お
断
り
し
て
お
か
な
く
て
な
ら
な
い
の

は
、
登
山
の
記
録
は
、
本
や
部
報
で
興
味
の
あ
る

と
こ
ろ
は
皆
さ
ん
お
読
み
に
な
れ
ば
わ
か
る
こ
と

だ
し
、
ま
た
そ
れ
を
重
ね
て
話
し
て
い
く
と
非
常

に
長
た
ら
し
く
な
る
。
自
分
の
こ
と
が
中
心
に
な

る
よ
う
で
、
お
聞
き
苦
し
い
こ
と
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
点
は
ご
了
承
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
自
分
の
接
触

し
た
も
の
、
自
分
の
感
覚
で
な
い
と
話
で
き
な
い

こ
と
が
ず
い
ぶ
ん
あ
る
ん
で
す
。
や
っ
ぱ
り
当
時

の
背
景
な
り
時
代
と
い
う
も
の
が
少
し
で
も
わ
か

っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
登
山
の
記
録
を
読
ま
れ
て

も
、
今
と
昔
と
い
ろ
い
ろ
比
較
さ
れ
て
も
わ
か
り

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

立
教
山
岳
部
の
創
立
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権
現
、
こ
れ
は
奥
多
摩
か
ど
こ
か
だ
と
思
う
ん
で

す
が
、
そ
こ
に
行
っ
て
そ
れ
が
創
立
総
会
。
そ
し

て
そ
の
年
の
記
録
と
い
う
の
は
日
光
か
ら
赤
城
と

い
う
こ
の
二
つ
し
か
な
い
。
だ
か
ら
当
時
と
し
て

も
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

昭
和
二
年
に
私
は
立
教
大
学
に
入
っ
た
。
と
こ

ろ
が
大
正
十
年
頃
に
も
う
慶
応
で
は
冬
山
が
始
ま

っ
て
い
る
。

大
正
十
二
年
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
時
代
か
と

い
う
と
、
槇
さ
ん
が
三
田
さ
ん
、
板
倉
さ
ん
と
立

山
に
行
か
れ
て
、
板
倉
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。
立

教
山
岳
部
の
大
正
十
二
年
と
い
う
の
は
、
全
く
お

粗
末
、
十
三
年
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
。
十
四
年
に

な
っ
て
は
じ
め
て
銀
座
通
り
の
烏
帽
子
か
ら
槍
へ

縦
走
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
間
に
大
菩
薩
峠

へ
行
っ
た
と
い
う
の
が
記
録
の
主
を
な
し
て
い
る

よ
う
な
状
態
で
。
だ
か
ら
大
正
十
二
年
の
創
立
と

は
言
っ
て
も
ま
こ
と
に
．
…
．
．
。

た
だ
大
正
十
三
年
か
ら
赤
倉
で
ス
キ
ー
合
宿
を

正
月
に
や
っ
て
い
る
。
そ
の
ス
キ
ー
合
宿
に
集
ま

っ
て
く
る
連
中
は
他
の
部
の
学
生
、
バ
ス
ケ
ッ
ト

部
の
連
中
も
あ
れ
ば
陸
上
競
技
の
連
中
も
い
る
と

い
う
わ
け
で
、
そ
う
い
う
ス
キ
ー
合
宿
で
し
た
。

た
だ
こ
の
ス
キ
ー
合
宿
を
や
っ
て
い
た
た
め
に
、

体
育
会
の
他
の
部
か
ら
の
協
力
が
あ
っ
て
、
初
め

の
間
は
他
の
部
の
予
算
の
中
か
ら
い
く
ら
か
の
金

を
も
ら
っ
て
山
岳
部
の
基
金
に
し
て
い
た
。
少
し

話
が
と
び
ま
す
け
ど
、
私
は
昭
和
二
年
に
入
っ
て

翌
三
年
に
ス
キ
ー
で
立
山
に
行
き
ま
し
た
が
、
そ

の
年
、
体
育
会
の
中
で
公
の
部
と
し
て
認
め
ら
れ

た
。
そ
れ
は
ス
キ
ー
合
宿
に
他
の
運
動
部
の
キ
ャ

プ
テ
ン
だ
と
か
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
参
加
し
て
い

て
、
立
教
の
中
で
社
交
的
な
面
が
あ
っ
た
た
め
に

体
育
会
の
山
岳
部
に
な
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い

う
わ
け
で
立
教
の
山
岳
部
は
、
い
か
に
も
僕
が
昭

和
二
年
に
入
る
ま
で
に
は
山
岳
部
の
形
が
あ
っ
た

よ
う
に
聞
こ
え
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
で
は
な
く

て
。
名
前
も
や
や
こ
し
い
ん
で
、
旅
行
部
に
な
っ

た
り
、
山
岳
部
に
な
っ
た
り
、
ス
キ
ー
山
岳
部
に

な
っ
た
り
、
そ
し
て
昭
和
三
年
の
暮
れ
に
山
岳
部

に
な
り
、
そ
れ
か
ら
山
岳
部
が
本
腰
に
な
っ
て
く

る
わ
け
で
す
。
ま
あ
、
そ
の
へ
ん
が
ほ
ん
と
う
の

創
立
か
も
知
れ
な
い
・

だ
か
ら
創
立
が
古
い
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
活
動

し
出
し
た
の
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
、
そ

う
い
う
具
合
に
思
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
私
が
入

っ
た
の
も
そ
ん
な
わ
け
で
、
実
績
の
な
い
山
岳
部

で
あ
っ
て
、
入
っ
た
の
を
忘
れ
て
い
た
。
そ
し
た

ら
山
岳
部
か
ら
呼
び
出
し
が
あ
っ
た
。
夏
山
の
計

画
が
あ
る
か
ら
行
け
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
。

大
町
、
針
の
木
か
ら
剣
に
行
け
と
。
そ
れ
じ
ゃ

あ
、
く
に
に
帰
る
の
に
ち
ょ
う
ど
い
い
か
ら
と
、

そ
れ
に
参
加
し
た
わ
け
で
す
。
私
自
身
、
予
科
時

代
は
同
級
生
の
友
人
に
誘
わ
れ
て
陸
上
競
技
部
に

入
っ
て
い
た
。
四
百
メ
ー
ト
ル
を
や
っ
と
一
分
五

秒
を
切
る
程
度
で
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、

普
段
の
練
習
が
山
登
り
を
す
る
時
に
役
立
っ
た
。

当
時
の
登
山
と
い
う
も
の
は
、
言
葉
と
し
て
は

ス
ポ
ー
ツ
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
が
出
て
き
た
け
ど
も
、

ス
ポ
ー
ツ
を
や
る
と
い
う
感
覚
じ
ゃ
な
く
て
、
ま

あ
、
山
が
好
き
だ
か
ら
、
旅
行
が
好
き
だ
か
ら
ぐ

ら
い
で
あ
っ
て
、
な
か
な
か
ス
ポ
ー
ツ
的
ま
で
い

っ
て
い
な
い
・
慶
応
山
岳
部
な
ど
は
、
槇
さ
ん
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
山
登
り
を
仕
込
ん
で
こ
ら
れ
た
し

大
島
さ
ん
の
よ
う
に
外
国
の
本
を
読
ん
で
非
常
に

詳
し
い
方
も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
ま
あ
、
相
当
山

登
り
と
し
て
の
哲
学
も
あ
れ
ば
、
情
緒
も
あ
る

し
、
そ
う
い
う
も
の
は
備
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
三

高
の
方
も
ド
イ
ツ
語
な
ど
に
堪
能
な
人
が
あ
っ
た

で
し
ょ
う
か
ら
、
だ
い
ぶ
本
の
上
で
は
詳
し
く
、

従
っ
て
登
山
の
ひ
と
つ
の
理
念
と
い
う
も
の
を
持

っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
だ
。
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話
が
と
ん
で
、
後
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
慶

応
に
お
ら
れ
た
佐
藤
文
二
さ
ん
が
、
私
が
会
社

（
安
田
生
命
保
険
）
へ
入
っ
て
間
も
な
く
京
都
支

店
長
か
ら
人
事
課
長
に
な
っ
て
こ
ら
れ
た
。
ナ
ン

ダ
・
コ
ー
ト
の
時
も
そ
こ
を
通
さ
な
き
ゃ
な
ら
な

い
ん
だ
け
ど
、
人
事
課
長
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な

い
事
だ
し
、
会
社
で
は
一
番
上
の
人
か
ら
話
を
通

し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。

縁
と
い
う
も
の
は
続
く
も
の
で
、
三
田
さ
ん
に

初
め
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
三
田
さ
ん
が
よ
く
佐

藤
文
二
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
来
ら
れ
た
。
そ
の
折
に

僕
が
引
っ
張
り
出
さ
れ
て
、
紹
介
さ
れ
た
。
ま

鑿
当日の堀田氏

た
、
逸
見
真
雄
と
い
う
の
が
僕
の
冬
山
の
た
だ
一

人
の
最
初
は
相
棒
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
僕
よ
り
一

年
上
で
す
け
ど
。
彼
は
佐
々
保
雄
さ
ん
や
坂
本
直

行
と
中
学
時
代
の
同
級
生
に
な
る
。
そ
し
て
山
の

本
に
詳
し
か
っ
た
り
、
松
方
さ
ん
や
浦
松
さ
ん
の

下
働
き
で
、
昭
和
六
、
七
年
頃
か
ら
日
本
山
岳
会

の
会
報
の
編
集
を
や
っ
て
た
。
そ
し
て
僕
ら
が
ナ

ン
ダ
・
コ
ー
ト
へ
行
く
頃
は
、
山
岳
会
の
理
事
で

会
報
の
担
当
だ
っ
た
。
そ
の
逸
見
真
雄
の
長
兄
と

い
う
の
は
、
今
西
さ
ん
の
先
生
で
、
京
都
大
学
の

農
学
部
の
教
授
。
僕
ら
が
学
生
時
代
、
大
沢
の
小

屋
で
今
西
さ
ん
と
初
め
て
会
っ
た
時
、
今
西
さ
ん

は
そ
の
頃
大
学
院
に
で
も
お
ら
れ
た
の
か
、
雪
の

中
の
虫
を
研
究
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
だ
。
逸
見
先

生
の
弟
と
一
緒
だ
と
い
う
こ
と
で
親
し
く
し
て
も

ら
っ
た
。

そ
う
い
う
中
で
、
私
た
ち
に
は
、
誰
も
山
登
り

を
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
・
逸
見
は
本
を

読
ん
で
そ
の
知
識
を
僕
に
教
え
て
く
れ
る
。
実
際

の
山
登
り
は
、
故
人
に
対
し
て
悪
い
か
も
知
れ
な

い
け
れ
ど
、
僕
の
方
は
い
ろ
ん
な
運
動
を
や
っ
て

い
た
か
ら
、
一
年
後
輩
だ
け
ど
山
登
り
の
こ
と
は

私
が
リ
ー
ド
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
だ
け
ど
い
ろ

ん
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
は
逸
見
君
。
そ
し

て
そ
の
後
に
小
原
君
だ
と
か
、
酒
井
君
だ
と
か
、

斯
波
と
か
、
沢
本
と
か
が
加
わ
っ
て
き
た
。

山
岳
部
と
い
う
の
は
、
当
時
お
金
の
か
か
る
部

だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
な
ぜ
か
と
い
う

と
、
山
へ
行
く
時
に
人
夫
を
連
れ
て
行
か
な
き
ゃ

な
ら
な
い
。
そ
れ
で
ま
た
旅
費
も
余
計
に
か
か

る
。
私
の
後
に
出
て
く
る
人
た
ち
は
比
較
的
裕
福

で
、
坊
や
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
、
私
と
す
れ
ば
リ

ー
ド
し
や
す
い
し
、
素
直
だ
し
、
行
く
と
き
の
費

用
に
は
心
配
の
な
い
連
中
だ
っ
た
。
そ
ん
な
金
の

か
か
る
山
登
り
で
も
斯
波
な
ん
か
、
「
斯
波
の
倍

貰
い
」
と
い
っ
て
、
倍
貰
っ
て
く
る
。
斯
波
と
い

う
の
は
、
斯
波
孝
四
郎
と
言
っ
て
、
戦
前
で
す

が
、
三
菱
重
工
の
社
長
、
会
長
を
や
っ
た
人
で
三

菱
財
閥
の
重
鎮
で
し
た
、
そ
の
長
男
。
奥
さ
ん
は

伊
藤
文
吉
さ
ん
（
伊
藤
博
文
の
息
子
で
子
爵
、
日

本
鉱
業
協
会
会
長
）
の
長
女
で
す
。
奥
平
昌
英
は

伯
爵
の
せ
が
れ
だ
し
、
沢
本
辰
雄
は
東
京
で
一
番

大
き
な
ラ
シ
ャ
屋
の
せ
が
れ
で
、
兄
の
一
人
は
三

郎
と
言
っ
て
一
高
、
北
大
の
ス
キ
ー
や
山
で
の
大

先
輩
、
弟
は
松
高
の
山
岳
部
に
い
た
。
そ
れ
か
ら

小
原
勝
郎
君
も
裕
福
だ
っ
た
。
四
、
五
年
後
に
な

る
け
れ
ど
須
賀
、
浜
野
の
仲
間
で
中
島
雷
二
君
な

ど
長
者
番
付
に
載
る
程
の
裕
福
な
家
だ
っ
た
が
、
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本
人
は
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
の
計
画
中
に
病
気
に
な

り
、
我
々
の
帰
国
し
た
日
に
病
死
し
た
。

私
た
ち
は
伝
統
も
何
も
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
自

分
た
ち
で
体
験
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て

人
夫
を
連
れ
て
い
く
の
も
必
ず
一
流
。
芦
峅
で
は

喜
一
、
宗
作
、
南
ア
ル
プ
ス
で
は
戸
台
の
竹
沢
長

衛
の
よ
う
に
。
私
が
初
め
て
立
山
で
出
会
っ
た
志

鷹
喜
一
は
、
三
高
の
人
ら
と
よ
く
行
っ
て
て
、
今

西
さ
ん
、
西
堀
さ
ん
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
彼
は

当
時
宗
作
と
並
び
称
さ
れ
た
ガ
イ
ド
だ
っ
た
。
彼

は
、
剣
沢
の
あ
の
有
名
な
遭
難
の
時
の
発
見
者
で

す
。
と
こ
ろ
が
あ
の
と
き
、
喜
一
が
初
め
て
現
場

に
到
着
し
た
時
掘
り
起
こ
せ
ば
助
か
っ
た
か
も
知

れ
な
い
が
、
一
人
や
二
人
の
力
で
掘
り
起
こ
し
た

っ
て
ど
う
に
も
な
ら
ん
か
ら
、
す
ぐ
下
っ
て
芦
峅

に
注
進
に
来
た
わ
け
。
そ
し
て
当
時
芦
峅
の
冬
山

に
入
る
全
人
夫
を
連
れ
て
、
佐
伯
平
蔵
、
八
郎
な

ど
の
長
老
ま
で
皆
連
れ
て
行
っ
た
わ
け
で
す
。
と

こ
ろ
が
芦
峅
の
優
秀
な
人
夫
が
二
人
も
死
ん
で
い

る
た
め
に
、
喜
一
は
ど
う
も
極
端
に
言
う
と
、
村

八
分
に
な
っ
て
、
そ
の
後
、
だ
ん
だ
ん
異
端
者
扱

い
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
し
て
喜
一
は
、
黒
部
源
流
の
山
々
へ
行
っ
た

頃
は
、
非
常
に
元
気
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
僕

が
黒
部
に
入
る
頃
か
ら
彼
は
怖
い
こ
と
や
危
険
な

こ
と
に
は
非
常
に
消
極
的
に
な
っ
て
い
た
。
だ
か

ら
、
人
夫
と
し
て
僕
は
あ
れ
は
だ
め
だ
か
ら
宗
作

に
と
り
か
え
よ
う
と
。
と
こ
ろ
が
な
か
な
か
と
り

か
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
奥
平
の
時
に

な
っ
て
や
っ
と
宗
作
が
立
教
の
も
の
に
な
っ
た
。

私
や
逸
見
の
時
代
に
は
宗
作
は
手
に
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
。
当
時
宗
作
は
一
番
。
喜
一
は
非
常
に
ハ

イ
カ
ラ
者
で
、
三
高
の
人
た
ち
、
あ
る
い
は
学
習

院
な
ど
冬
山
に
入
る
人
た
ち
に
く
っ
つ
い
て
行
っ

て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
英
語
だ
か
ド
イ
ツ
語
だ
か

彼
自
身
は
意
識
し
な
い
で
い
ろ
ん
な
単
語
を
お
ぼ

え
て
い
て
、
そ
う
い
う
新
し
い
言
葉
を
私
た
ち
は

喜
一
か
ら
聞
い
た
。
そ
れ
に
冬
山
じ
ゃ
、
出
か
け

ら
れ
な
い
日
も
あ
っ
て
、
一
日
中
彼
ら
と
一
緒
に

い
る
も
ん
だ
か
ら
他
の
大
学
の
こ
と
が
、
部
報
よ

り
も
口
伝
て
で
詳
し
く
聞
け
る
わ
け
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
た
ち
が
黒
部
源
頭
の
山

々
を
三
月
に
歩
い
て
、
黒
部
川
か
ら
剣
、
針
ノ

木
、
最
後
は
小
原
た
ち
が
内
蔵
助
か
ら
剣
を
縦
走

し
て
、
馬
場
島
の
方
へ
下
る
と
い
う
よ
う
な
、
昭

和
三
年
を
元
年
と
す
れ
ば
、
昭
和
十
年
ぐ
ら
い
ま

で
は
、
そ
う
い
う
具
合
で
、
昭
和
六
、
七
年
ご
ろ

に
は
ど
ん
ど
ん
記
録
が
進
ん
で
い
た
。

そ
う
い
う
具
合
で
、
ま
あ
は
っ
き
り
言
う
と
、

悪
い
言
葉
で
言
う
と
、
当
時
低
山
趣
味
が
は
や
り

出
し
た
。
情
緒
的
な
山
が
戻
り
か
け
た
わ
け
で

す
。
そ
れ
か
ら
、
岩
登
り
と
い
っ
て
も
興
味
が
な

い
の
は
穂
高
に
し
て
も
部
分
的
に
な
っ
て
山
の
ス

ケ
ー
ル
が
小
さ
い
わ
け
で
す
、
岩
登
り
の
。
小
槍

に
し
た
っ
て
、
高
々
六
十
メ
ー
ト
ル
の
所
で
す
か

ら
。
そ
ん
な
の
よ
り
も
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と

言
っ
た
ら
や
っ
ぱ
り
冬
山
が
一
番
魅
力
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
っ
ち
へ
向
か
っ
て
行
っ
た
わ
け
で
す
。

で
、
関
東
の
学
校
で
も
、
ど
こ
で
も
創
立
者
が
、

事
業
で
も
そ
う
な
ん
で
し
ょ
う
ね
、
活
発
な
時
代

は
非
常
に
レ
ベ
ル
が
上
が
る
わ
け
な
ん
で
す
。
事

業
は
一
生
涯
や
る
け
れ
ど
、
山
登
り
は
、
我
々
学

先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
伝

統
も
な
に
も
な
い
か
ら
一
山
越
す
ご
と
に
新
し
い

記
録
、
次
の
目
標
、
次
の
目
標
と
出
て
く
る
ん
で

す
け
ど
、
よ
そ
の
大
学
で
は
剣
と
穂
高
が
登
ら
れ

る
と
、
も
う
、
目
標
が
薄
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ

で
そ
の
頃
、
は
や
り
出
し
た
の
が
、
中
級
の
山
、

横
へ
の
広
が
り
。
三
月
の
上
越
だ
と
か
、
東
北
の

山
へ
行
く
と
か
、
北
海
道
へ
と
か
・

ヒ
マ
ラ
ヤ
を
意
識
す
る
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1936年のときのパスポート

生
時
代
だ
け
で
、
学
校
出
て
せ
い
ぜ
い
一
、
二
年

ぐ
ら
い
し
か
参
加
し
て
な
い
か
ら
、
非
常
に
寿
命

が
短
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
二
代
目
、
要
す
る
に

次
代
を
継
ぐ
人
が
ど
う
な
る
か
に
よ
っ
て
切
れ
て

し
ま
う
わ
け
で
す
。

ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
で
日
本
の
冬
山
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
新
し
い
所
、
新
し
い
所
を
や
っ
て

い
る
う
ち
に
、
辻
荘
一
先
生
の
所
で
訳
読
会
を
開

い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
と
い
う
も
の
が
我
々
の
間
に
非
常
に
意

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
と
に
奥
平
が
自
分

の
環
境
が
い
い
も
の
で
、
非
常
に
夢
中
に
な
っ

た
。
ま
た
当
時
山
岳
部
に
は
彼
を
中
心
に
し
て
集

ま
っ
て
く
る
連
中
も
多
く
、
そ
の
中
に
優
れ
た
連

中
が
、
例
え
ば
山
県
が
同
級
生
で
、
湯
浅
、
浜
野

が
つ
づ
い
た
。
そ
れ
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
か
な
か

っ
た
優
秀
な
ク
ラ
イ
マ
ー
の
一
人
、
僕
は
ど
う
し

て
も
連
れ
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
須

賀
君
。
戦
後
、
名
古
屋
に
移
り
日
本
山
岳
会
の
東

海
支
部
長
を
し
た
こ
と
の
あ
る
須
賀
太
郎
氏
の
弟

で
須
賀
幹
夫
。
単
独
行
で
三
月
の
剣
の
小
窓
尾
根

か
ら
剣
の
ニ
ー
ド
ル
を
登
っ
た
男
で
、
早
月
尾
根

も
彼
が
冬
期
初
登
華
だ
し
、
そ
う
い
う
連
中
が
い

た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
奥
平
を
中
心
に
集
ま
つ
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て
来
て
、
結
局
最
後
は
奥
平
が
抜
け
て
、
僕
が
支

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
金
持
ち
で
裕
福
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
人
た
ち
は
や
っ
ぱ
り
ど
う
し
た
っ
て
家

の
了
解
を
得
な
い
と
い
け
な
い
。
で
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

に
行
け
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
す
べ
て
の
ス
ポ

ー
ツ
、
山
登
り
に
よ
ら
ず
、
な
ん
で
も
あ
る
程
度

ハ
ン
グ
リ
ー
の
状
態
で
厳
し
い
こ
と
を
し
な
い
限

り
、
一
定
以
上
に
た
だ
の
遊
び
か
ら
抜
け
出
す
た

め
に
は
、
相
当
厳
し
い
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
立
教
の
山
岳
部
の
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
へ
行
く

ま
で
の
後
輩
の
連
中
、
昭
和
七
、
八
年
、
僕
が
出

た
頃
か
ら
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
ハ
ー
ド
な

登
山
の
方
に
向
い
て
い
っ
て
、
斯
波
な
ん
か
も
恵

ま
れ
た
家
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
ツ
ェ
ル
ト
ザ
ッ

ク
で
ビ
バ
ー
ク
し
な
が
ら
冬
期
の
白
馬
か
ら
鹿
島

槍
、
種
池
ま
で
縦
走
し
て
、
だ
ん
だ
ん
厳
し
い
山

登
り
に
す
す
ん
で
い
っ
た
。

で
、
こ
れ
は
も
う
全
く
、
今
の
社
会
に
も
当
て

は
ま
る
。
ま
あ
、
学
生
諸
君
が
山
登
り
す
る
に
し

て
も
、
親
が
か
り
で
、
ど
う
し
て
も
温
床
に
育
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ほ
ん
と
う
に
自
分

の
自
由
っ
て
い
う
も
の
は
、
厳
し
さ
に
耐
え
て
厳

し
さ
を
乗
り
越
え
て
い
く
と
こ
ろ
に
道
が
開
け
て

く
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
点
じ
ゃ
や
っ
ぱ
り

到
達
す
る
と
こ
ろ
は
昔
も
今
も
変
わ
り
な
い
。

メ
ス
ナ
ー
の
よ
う
な
登
り
方
を
す
る
と
い
う
の

は
、
我
々
を
メ
ス
ナ
ー
に
例
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
け
れ
ど
も
、
や
や
そ
の
中
間
の
方
に
あ
っ
て
、

例
え
ば
、
私
が
黒
部
か
ら
鹿
島
槍
へ
登
っ
た
と
き

は
一
時
間
の
歩
き
出
し
の
ピ
ッ
チ
が
高
度
差
で
六

百
燭
。
黒
部
へ
入
る
に
は
克
服
す
る
い
く
つ
か
の

条
件
が
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
い
っ
た
っ
て
雪
崩
の

す
ご
い
所
だ
か
ら
、
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
こ
と
を

知
っ
て
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
立
ち
向
か
う
と
い
え

ば
え
ら
そ
う
だ
け
ど
、
避
け
る
こ
と
で
す
ね
。
ど

う
や
っ
て
避
け
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
分
か
り

切
っ
た
こ
と
で
、
新
雪
の
大
降
り
し
た
時
は
出
な

い
。
雪
が
し
ま
っ
て
か
ら
出
る
、
そ
し
て
見
定
め

て
か
ら
出
る
。
そ
れ
か
ら
急
な
所
に
は
朝
の
五
時

と
か
六
時
く
ら
い
に
は
出
発
し
て
九
時
に
は
も
う

て
つ
ぺ
ん
ま
で
行
っ
て
い
る
こ
と
、
帰
り
は
午
後

四
時
前
後
か
ら
下
り
だ
す
。
そ
う
い
う
具
合
に
、

自
然
の
原
理
に
従
っ
て
。
天
候
だ
っ
て
今
の
よ
う

に
無
線
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
猟
師
の
言

う
こ
と
を
み
ん
な
聞
い
て
身
に
つ
け
て
い
な
き
ゃ

な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
雪
崩
は
ど
う
い
う
種
類
が

あ
る
か
と
か
、
こ
れ
な
ん
か
大
島
亮
吉
さ
ん
が
雪

崩
の
種
類
を
く
わ
し
く
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

い
う
も
の
を
読
ん
で
い
て
現
場
に
ぶ
つ
か
れ
ば
利

用
で
き
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
本
で
読
ん
で
い
て

も
実
地
で
は
通
用
し
な
い
。
自
分
た
ち
で
現
場
に

ぶ
つ
か
っ
て
い
な
い
と
た
だ
知
識
と
し
て
あ
る
だ

け
で
は
だ
め
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
知
識
を
知
っ

て
、
現
場
に
行
っ
て
、
神
経
が
理
屈
で
動
い
て
い

て
は
だ
め
で
、
反
射
的
に
動
く
、
す
べ
て
ス
ポ
ー

ツ
と
い
う
の
は
神
経
が
反
射
的
に
動
く
、
野
球
に

も
セ
オ
リ
ー
が
あ
る
、
ゴ
ル
フ
に
も
セ
オ
リ
ー
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
理
屈
で
知
っ
て
い
る
だ

け
で
は
だ
め
。
正
し
い
型
で
ス
ム
ー
ズ
に
体
が
動

く
に
は
反
射
神
経
が
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ

に
は
練
習
し
か
な
い
。
山
登
り
で
も
冬
の
山
へ
で

き
る
だ
け
多
く
入
っ
て
、
ふ
だ
ん
は
神
経
が
の
ん

び
り
し
て
い
る
け
れ
ど
、
危
険
な
場
所
へ
行
っ
た

ら
い
つ
も
反
射
神
経
が
働
く
か
ど
う
か
と
、
そ
こ

ま
で
い
っ
て
い
な
い
と
、
僕
は
冬
山
へ
入
る
資
格

が
な
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
リ
ー
ダ
ー
の
後
に

だ
け
く
っ
つ
い
て
い
て
、
リ
ー
ダ
ー
の
言
っ
て
い

る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
人
夫
の
、
ガ
イ
ド
の
後
に

く
っ
つ
い
て
い
て
そ
の
言
う
と
お
り
聞
い
て
い
た

ん
で
は
、
山
登
り
は
マ
ス
タ
ー
で
き
な
い
、
そ
う

い
う
こ
と
は
今
の
山
登
り
を
見
て
も
よ
く
わ
か
る

と
思
う
ん
で
す
。
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篭

1936年のパスポート。視察

の為英領印度へ…．,．とある。

鰄郷鴬

繍1954年，マナスルの折の

パスポート，ヒマラヤ登山

のため･････'とある｡
灘灘

私
は
田
口
君
の
訳
し
た
『
現
代
の
冒
険
』
と
い

う
本
を
戴
い
て
、
非
常
に
面
白
く
読
み
ま
し
た
け

ど
も
、
彼
ら
の
や
っ
て
い
る
こ
と
も
、
現
場
で
の

訓
練
と
集
中
力
で
す
ね
。
そ
り
ゃ
、
い
く
ら
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
て
い
う
も
の
を
平
地
で
や
っ
た
っ
て
、

低
い
山
で
や
っ
た
っ
て
、
例
え
ば
、
三
シ
峠
で
い

く
ら
岩
登
り
の
稽
古
を
し
た
っ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
は

通
用
し
な
い
。
や
っ
ぱ
り
六
千
Ｍ
、
七
千
淵
の
岩

登
り
を
ど
ん
ど
ん
経
験
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
、

そ
う
い
う
こ
と
が
肝
腎
じ
ゃ
な
い
か
。

ま
あ
、
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
ナ
ン
ダ
・
コ
ー

ト
と
い
う
も
の
の
背
景
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み

ま
す
と
ね
、
今
の
人
た
ち
は
イ
ン
ド
と
言
え
ば
独

立
国
の
イ
ン
ド
し
か
知
ら
な
い
。
我
々
が
ナ
ン

ダ
・
コ
ー
ト
へ
行
っ
た
頃
の
イ
ン
ド
の
キ
ン
グ
は

イ
ギ
リ
ス
の
キ
ン
グ
で
す
。
実
力
者
は
イ
ン
ド
総

督
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス

へ
た
の
ま
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
で
当
時
、
日
本
で

も
長
谷
川
伝
次
郎
さ
ん
、
鹿
子
木
さ
ん
、
大
谷
探

検
隊
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
、
山
へ
登
る
目

的
で
イ
ギ
リ
ス
か
ら
許
可
を
取
っ
て
な
い
ん
で

す
。
だ
か
ら
あ
あ
い
う
と
こ
ろ
へ
忍
び
込
ん
だ
人

ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
の
背
景
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は
、
長
谷
川
伝
次
郎
さ
ん
も
イ
ン
ド
人
に
な
り
す

ま
し
て
、
河
口
慧
海
さ
ん
も
イ
ン
ド
人
に
な
っ
た

り
ネ
パ
ー
ル
人
に
な
っ
た
り
し
て
行
っ
て
る
わ
け

で
す
。
だ
か
ら
大
谷
探
検
隊
も
イ
ン
ド
の
ブ
ラ
ッ

ク
リ
ス
ト
に
載
っ
て
る
わ
け
で
す
、
み
ん
な
法
を

子1ｺ幸

蕊

と吐 可

溌
鶴
鱗
識
鱗
織
鱗
鋳
鋳
鋼
識
織

鍵
》
蕊
識

．

酔

“

司

ｑ

凸

■

癖騨錘
乳悲上…ﾛ鍔

ナンダ・コートとマナスルのときのパスポート

犯
し
て
い
る
か
ら
、
許
可
書
を
貰
っ
て
い
な
い
所

へ
行
っ
て
い
る
か
ら
。

で
、
我
々
は
ど
う
し
た
っ
て
、
日
本
を
出
る
時

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
正
規
の
許
可
を
と
ら
な
き
ゃ
な

ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
外
務
省
に
い
く
ら
説
明
し

て
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
な
ん
て
当
時
の
外
務
省
は
わ

か
ら
な
い
。
だ
か
ら
外
務
省
を
説
得
す
る
た
め
に

専
属
の
係
り
を
き
め
て
、
時
間
を
か
け
て
説
得
し

た
。
も
ち
ろ
ん
毎
日
新
聞
や
辻
先
生
も
後
押
し
さ

れ
た
。な

ぜ
ガ
ル
ワ
ル
ヘ
行
っ
た
か
と
い
う
と
、
許
可

を
一
番
取
り
や
す
い
所
だ
か
ら
。
仮
に
許
可
が
お

り
た
と
し
て
も
カ
ラ
コ
ラ
ム
な
ん
か
へ
行
く
と
、

ま
た
向
こ
う
で
別
の
許
可
を
も
ら
わ
な
き
ゃ
な
ら

ん
、
シ
ェ
ル
パ
や
費
用
の
か
か
る
も
の
を
抱
え
込

ん
で
、
そ
こ
で
思
わ
ぬ
長
期
間
の
滞
在
を
強
い
ら

れ
た
ら
、
も
う
費
用
で
参
っ
ち
ま
う
。

そ
れ
で
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
当
時
は
ド
イ
ツ
人
や

要
す
る
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
た
い
し
て
は
、
非
常
に

理
解
も
あ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
も
、
日
本
な
ど
と
い

う
国
に
対
し
て
は
、
恐
ら
く
そ
う
い
う
意
味
で
の

理
解
は
非
常
に
薄
い
。
ま
た
意
志
を
理
解
し
て
も

ら
う
の
に
日
本
流
じ
ゃ
通
ら
な
い
。
外
務
省
を
通

し
て
き
っ
ち
り
し
た
許
可
を
取
っ
て
そ
れ
に
従
っ

て
行
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
と
に
か
く
そ
の
許
可

書
を
貰
わ
な
い
限
り
、
物
に
な
ら
な
い
わ
け
で
。

日
本
で
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
き
た
い
と
思
わ
れ
た
方

は
当
時
た
く
さ
ん
あ
っ
た
し
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が

あ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
、
外
務
省
へ
正
式
に
許
可
申

請
を
出
さ
れ
た
方
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
で
、

僕
ら
が
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
へ
行
っ
た
ん
で
、
僕
ら

が
行
っ
て
い
る
間
に
、
あ
わ
て
て
京
都
大
学
で
は

伊
藤
原
氏
が
イ
ン
ド
へ
飛
び
込
ん
で
き
て
、
い
き

な
り
米
沢
総
領
事
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
交
渉
さ
れ

た
、
談
判
さ
れ
た
。
当
時
は
イ
ン
ド
総
督
は
冬
は

カ
ル
カ
ッ
タ
、
夏
は
シ
ム
ラ
、
中
間
期
は
ニ
ュ
ー

デ
リ
ー
に
い
る
わ
け
で
す
。
ち
ょ
う
ど
夏
に
か
か

っ
た
ん
で
、
伊
藤
原
氏
は
シ
ム
ラ
ま
で
行
っ
て
交

渉
し
た
。
そ
れ
で
も
う
一
つ
断
っ
て
お
き
ま
す

が
、
イ
ン
ド
に
は
日
本
大
使
っ
て
も
の
は
お
り
ま

せ
ん
か
ら
、
総
領
事
が
一
番
偉
い
わ
け
で
、
い
く

ら
総
領
事
館
へ
行
っ
て
米
沢
さ
ん
を
責
め
た
っ

て
、
や
っ
ぱ
り
外
務
省
に
正
式
に
届
け
を
し
て
、

僕
ら
も
許
可
を
と
る
の
に
二
カ
月
間
も
か
か
っ
た

ん
だ
か
ら
、
急
に
飛
び
出
し
て
行
っ
て
許
可
を
と

れ
る
な
ん
て
い
う
の
は
・
・
・
・
・
・
。
こ
と
に
Ｋ
２
、
カ

ラ
コ
ラ
ム
に
行
こ
う
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
複
雑
な

手
続
き
が
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
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ま
あ
そ
う
い
う
状
況
下
で
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
に

行
っ
た
ん
で
す
が
、
第
一
次
欧
州
戦
争
の
後
は
日

本
は
金
持
ち
に
な
っ
た
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ん

か
行
く
と
随
分
優
遇
を
う
け
た
人
も
あ
る
け
れ
ど

も
、
イ
ン
ド
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
下
に
あ

る
国
で
は
日
本
人
と
い
う
も
の
は
一
流
国
扱
い
さ

れ
な
い
で
、
従
っ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ

シ
ョ
ン
な
ん
て
言
っ
た
っ
て
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約

の
黄
禍
が
た
た
っ
て
い
る
よ
う
な
、
あ
の
し
っ
ぽ

を
ひ
い
た
よ
う
な
も
の
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
し

た
。

僕
ら
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
く
時
に
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
に
着
く
頃
か
ら
日
本
人
は
こ
の
ご
ろ
少
し
の
ぼ

せ
て
い
る
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
っ
て
少
し
頭
を
冷

や
し
て
来
い
な
ん
て
、
言
う
連
中
も
い
た
わ
け
で

す
。
そ
れ
で
も
外
務
省
が
く
れ
た
パ
ス
ポ
ー
ト
の

中
に
は
登
山
な
ん
て
書
い
て
な
い
・
英
領
イ
ン
ド

へ
視
察
の
た
め
行
く
と
書
い
て
あ
っ
た
。
し
か
し

外
へ
出
れ
ば
、
「
ザ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ヒ
マ
ラ

ヤ
・
エ
キ
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
」
で
し
た
。

ま
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
が
、
い
ま
ま
で
山
登

り
を
始
め
て
か
ら
ず
っ
と
、
山
登
り
を
通
じ
て
見

て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
や
っ
ぱ
り
ほ
か
の
ス

ポ
ー
ツ
、
陸
上
競
技
に
し
て
も
野
球
に
し
て
も
何

に
し
て
も
、
最
後
は
ハ
ン
グ
リ
ー
で
ト
ラ
ブ
ル
に

徹
底
的
に
立
ち
向
か
う
よ
う
な
こ
と
を
や
ら
な
い

と
道
は
開
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

山
登
り
は
そ
う
い
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
、
そ
れ
は

片
輪
の
山
登
り
で
あ
っ
て
、
山
登
り
は
も
っ
と
情

緒
も
あ
れ
ば
哲
学
も
あ
れ
ば
い
ろ
ん
な
も
の
も
あ

ろ
う
と
い
う
ん
だ
け
ど
も
、
第
一
線
の
山
登
り
を

や
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
ま
で
突
き
詰
め
な
き
ゃ

な
ら
な
い
・
基
本
に
あ
る
も
の
を
見
て
み
る
と
マ

ロ
リ
ー
に
し
た
っ
て
メ
ス
ナ
ー
に
し
た
っ
て
、
そ

の
ほ
か
の
人
た
ち
だ
っ
て
、
基
礎
的
に
は
叩
き
に

叩
い
て
、
自
信
と
い
う
も
の
は
一
山
越
す
ご
と
に

つ
い
て
く
る
。
そ
れ
の
飛
躍
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
だ
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
く
回
数
が
増
え
て
も

同
じ
こ
と
や
っ
て
ん
じ
ゃ
駄
目
。
一
つ
一
つ
の
飛

躍
が
ど
ん
ど
ん
あ
が
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
体
系

を
保
っ
て
い
く
、
段
階
を
ふ
ん
で
行
け
ば
山
は
そ

れ
ほ
ど
危
険
な
も
の
で
も
な
い
し
、
そ
れ
ほ
ど
恐

い
も
の
で
も
な
く
、
道
は
ひ
ら
け
る
。
メ
ス
ナ
ー

な
ん
か
ず
い
ぶ
ん
冒
険
を
や
っ
て
い
る
、
あ
れ
で

死
な
な
い
の
は
不
思
議
だ
と
思
う
よ
う
な
と
こ
ろ

も
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
れ
だ
け
や
っ
て
、
道
が
開

け
て
く
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
や
ら
な
い

で
、
大
学
山
岳
部
の
腐
敗
だ
と
か
、
わ
が
部
は
、

な
ん
て
言
っ
て
い
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
三
代
目
に
没

落
す
る
金
持
ち
と
同
じ
こ
と
で
す
。
僕
な
ん
か
い

い
祖
先
を
も
っ
て
い
な
い
で
、
名
も
な
い
か
ら
こ

ん
な
こ
と
を
言
う
と
ひ
が
み
と
思
わ
れ
る
け
れ

ど
、
今
と
な
っ
て
は
、
殿
様
を
頼
り
に
し
て
い
た

連
中
は
み
ん
な
駄
目
、
没
落
す
る
。
や
っ
ぱ
り
力

を
貯
え
、
そ
し
て
訓
練
し
、
一
つ
一
つ
困
難
を
克

服
し
て
い
け
ば
、
道
は
開
け
る
ん
だ
ろ
う
と
思

う
。
メ
ス
ナ
ー
が
生
き
て
ち
ゃ
ん
と
下
っ
て
る
と

こ
ろ
を
み
る
と
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
ど
ん
な
に
大
き
く

た
っ
て
、
ど
ん
な
に
険
し
く
た
っ
て
、
そ
れ
相
応

の
知
識
と
訓
練
を
し
て
、
そ
れ
を
使
っ
て
い
れ

ば
、
や
は
り
開
け
る
道
は
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
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「
前
世
紀
の
末
以
来
、
ア
ジ
ア
内
陸
地
方
の
探
検
は
欧
米
人
に
よ
り
盛
ん
に

行
は
れ
て
来
た
。
我
国
に
於
て
は
ど
う
か
。
諸
科
学
者
が
欧
米
人
の
域
に
達

し
、
或
は
之
を
越
え
ん
と
し
た
近
年
に
到
る
も
、
我
々
に
よ
る
科
学
的
探
検
は

全
然
無
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
世
の
人
々
の
所
謂
学
者
と

い
う
概
念
か
ら
外
れ
る
様
な
学
者
が
居
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
信
ず
る
。
雪

に
も
夏
の
暑
さ
に
も
負
け
ぬ
退
し
い
身
体
を
持
ち
、
自
然
の
豊
か
さ
と
深
さ
、

そ
し
て
自
然
人
の
真
の
人
間
ら
し
さ
の
中
に
科
学
し
よ
う
と
い
う
、
心
か
ら
の

欲
求
を
持
つ
学
者
よ
、
出
で
よ
！
こ
壁
に
掲
げ
る
書
は
、
最
近
一
年
余
の
間

に
筆
者
の
集
め
得
た
ア
ジ
ア
内
陸
に
関
す
る
探
検
及
び
踏
査
の
書
で
あ
る
。
若

き
学
者
よ
！
学
者
た
ら
ん
と
す
る
人
々
よ
！
之
等
の
書
に
よ
っ
て
、
そ
の

未
知
の
自
然
を
科
学
せ
ん
と
す
る
情
熱
を
燃
や
せ
よ
！
」

こ
れ
は
今
か
ら
四
五
年
前
（
一
九
四
三
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
ア
ジ
ア
内
陸

踏
査
探
検
文
献
抄
（
二
高
山
岳
会
特
別
号
）
」
と
い
う
小
冊
子
の
序
文
で
あ
る
。

筆
者
、
山
縣
登
さ
ん
が
こ
れ
を
書
い
た
の
は
大
学
生
の
頃
で
、
す
で
に
二
高

山
岳
部
員
の
時
か
ら
未
知
へ
の
探
検
指
向
は
き
わ
め
て
強
か
っ
た
。
専
攻
を
化

学
に
選
び
、
〃
化
学
と
山
と
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
よ
う
か
″
と
考
え
た
末

追
悼

山
縣
登
氏
（
一
九
二
○
’
一
九
八
六
）

（
山
縣
登
随
筆
集
『
む
か
し
人
魂
、
い
ま
Ｕ
Ｆ
Ｏ
』
の
あ
と
が
き
、
「
私
の
履

歴
書
」
よ
り
）
地
球
化
学
の
道
に
進
ん
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
研
究
の

テ
ー
マ
が
稀
ア
ル
カ
リ
元
素
（
セ
シ
ウ
ム
を
含
む
）
の
地
球
化
学
で
あ
っ
た
。

若
い
頃
の
山
縣
さ
ん
は
全
国
の
山
を
歩
い
て
源
流
の
水
を
採
っ
て
き
て
は
セ
シ

ウ
ム
の
分
析
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
業
績
が
ビ
キ
ニ
の
「
死
の
灰
」
事
件

以
来
、
群
馬
大
学
の
若
い
教
授
山
縣
さ
ん
が
、
ミ
ス
タ
ー
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
と

し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。

昭
和
三
十
四
年
に
は
国
立
公
衆
衛
生
院
に
新
設
さ
れ
た
放
射
線
衛
生
学
部
の

初
代
部
長
と
な
り
、
時
代
の
強
い
要
請
を
背
景
に
、
環
境
放
射
能
の
問
題
と
取

組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
山
縣
さ
ん
は
以
前
に
、
尾
瀬
ヶ
原
の
環
境
調

査
団
に
加
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
〃
電
気
か
ト
ン
ボ
か
〃
と
マ
ス
コ
ミ
を

賑
し
た
も
の
で
、
只
見
川
上
流
を
せ
き
止
め
て
発
電
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
一

方
の
計
画
に
対
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
二
高
山
岳
部
の

先
輩
で
あ
っ
た
久
野
久
さ
ん
（
東
大
地
質
学
の
教
授
、
故
人
、
日
本
山
岳
会
会

員
だ
っ
た
と
思
う
）
の
誘
い
で
、
山
男
と
し
て
設
営
兼
地
球
化
学
者
と
し
て
メ

ン
バ
ー
に
加
え
ら
れ
た
由
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五
’
二
十
七
年
頃
の
こ
と
で
あ

る
Ｏ

こ
の
よ
う
に
生
物
圏
に
お
け
る
微
量
元
素
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
山
縣

さ
ん
の
研
究
が
、
核
実
験
か
ら
原
子
力
平
和
利
用
施
設
と
環
境
の
関
連
へ
転
化

し
て
い
っ
た
の
は
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
水
銀
や
カ
ド
ミ
ウ
ム

の
環
境
汚
染
が
社
会
問
題
と
し
て
注
目
を
あ
び
た
が
、
山
縣
さ
ん
は
カ
ド
ミ
ウ

ム
の
分
析
方
法
や
環
境
調
査
法
の
標
準
化
に
か
か
わ
り
、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
の

原
因
物
質
と
し
て
認
定
さ
れ
る
基
礎
作
り
に
貢
献
し
て
い
る
。
こ
の
間
南
極
大

陸
に
三
回
に
わ
た
っ
て
調
査
研
究
に
赴
き
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
に
は
南
極
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追 悼

点
基
地
に
も
訪
れ
て
い
る
。

前
に
山
縣
さ
ん
か
ら
話
が
出
て
、
『
蔵
王
ｌ
自
然
と
人
間
』
と
い
う
小
冊
が

東
北
大
学
山
の
会
編
で
発
行
さ
れ
た
（
環
境
科
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
皿
大
日

本
図
書
一
九
七
五
年
）
。
そ
の
中
で
山
縣
さ
ん
は
執
筆
者
を
代
表
し
て
、
本

書
は
「
山
の
案
内
書
で
も
な
い
し
、
蔵
王
山
を
く
ま
な
く
紹
介
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
も
な
い
。
蔵
王
を
め
ぐ
っ
て
の
自
然
と
人
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
、
こ

の
山
を
愛
し
て
過
し
て
き
た
人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
分
を
生
か
し
て
振

り
返
っ
て
み
た
も
の
」
で
あ
る
と
し
、
「
広
い
意
味
で
の
環
境
問
題
を
考
え
る

上
で
何
か
の
役
に
た
て
ば
．
…
：
」
と
の
べ
て
い
る
。

昭
和
六
十
年
三
月
定
年
退
職
し
名
誉
教
授
と
な
っ
た
。
そ
の
時
、
大
学
の
教

師
、
研
究
者
の
反
省
と
し
て
、
「
科
学
技
術
の
近
年
の
進
歩
の
ス
ピ
ー
ド
と
素

晴
ら
し
さ
に
く
ら
べ
、
人
の
心
は
何
千
年
前
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
の
で
は

（
前
掲
、
私
の
履
歴
書
参
照
）
・
…
：
と
思
い
、
そ
れ
が
恐
し
い
こ
と
を
も
た
ら

さ
な
け
れ
ば
よ
い
が
と
考
え
、
物
質
の
み
を
追
求
し
て
き
た
（
と
御
本
人
は
い

う
の
だ
が
）
研
究
生
活
を
終
え
た
あ
と
、
残
さ
れ
た
時
間
の
多
く
を
、
心
の
追

求
に
向
け
た
い
」
と
の
べ
て
い
る
。

折
し
も
昭
和
六
十
年
春
、
東
北
大
学
山
岳
部
、
同
山
の
会
、
二
高
山
岳
会
の

ニ
ソ
チ
エ
ン
タ
ソ
グ
ラ

西
蔵
、
念
青
唐
古
拉
峯
（
七
一
六
三
僻
）
の
計
画
（
六
十
一
年
五
月
八
日
初
登

頂
に
成
功
）
の
一
環
と
し
て
組
織
さ
れ
た
日
中
友
好
東
北
大
学
西
蔵
学
術
登
山

隊
学
術
交
流
団
の
一
員
と
し
て
、
ラ
サ
を
訪
れ
、
西
蔵
大
学
に
お
い
て
学
術
講

演
を
行
い
、
登
山
隊
基
地
（
標
高
四
八
○
○
卿
）
を
た
ず
ね
た
後
、
シ
ガ
ッ
ェ

市
の
ホ
テ
ル
で
五
月
四
日
午
前
六
時
五
十
分
急
逝
さ
れ
た
。
同
日
夜
ラ
サ
人
民

医
院
病
理
部
で
剖
検
。
高
原
病
（
西
蔵
で
高
山
病
の
こ
と
）
性
肺
水
腫
と
冠
状

動
脈
粥
状
硬
化
に
よ
る
心
不
全
と
診
断
さ
れ
た
。
遺
体
は
セ
ラ
寺
背
後
の
天
葬

場
で
茶
毘
に
付
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
六
十
二
年
五
月
の
一
周
忌
に
は
中

国
登
山
協
会
史
占
春
主
席
の
御
招
き
で
山
縣
夫
人
と
子
息
を
含
む
西
蔵
訪
問
団

（
団
長
、
佐
々
保
雄
前
日
本
山
岳
会
会
長
）
一
行
十
名
が
ラ
サ
を
訪
れ
、
セ
ラ

寺
及
び
天
葬
場
に
お
い
て
、
ラ
マ
僧
四
百
人
に
よ
る
大
法
要
が
営
ま
れ
た
の
で

あ
る
。山

縣
さ
ん
の
西
蔵
に
お
け
る
死
は
御
遺
族
は
も
ち
ろ
ん
友
人
知
人
に
と
っ
て

痛
恨
の
打
撃
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
研
究
者
と
し
て
も
希
有
の
人
材
を
失
い
哀

惜
の
思
い
は
尽
き
な
い
。
し
か
し
自
然
と
真
実
を
愛
し
て
未
知
を
探
れ
続
け
た

山
縣
登
さ
ん
は
、
史
占
春
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
追
悼
の
言
葉
「
烈
士
壯
心
懐
四

方
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
若
き
日
の
志
を
貫
い
て
西
蔵
の
地
を
踏
み
、

そ
し
て
一
生
を
終
え
た
、
本
望
だ
ろ
う
：
：
：
」
と
友
人
で
極
地
研
究
の
権
威
で

あ
る
烏
居
鉄
也
氏
（
東
大
化
学
教
室
、
山
岳
部
か
ら
の
同
級
で
南
極
へ
も
同
行

さ
れ
た
）
も
弔
辞
で
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
山
縣
さ
ん
の
御
冥
福
を
祈
る
。

略
歴

大
正
九
年
東
京
渋
谷
に
生
れ
、
府
立
四
中
、
二
高
を
経
て
、
東
大
理
学
部
化
学
科
卒

業
（
昭
和
十
八
年
九
月
）
。
地
球
化
学
の
研
究
に
従
事

昭
和
二
十
五
年
’
三
十
七
年
群
馬
大
学
の
講
師
、
助
教
授
、
教
授
と
し
て
研
究

昭
和
三
十
七
年
’
六
十
年
国
立
公
衆
衛
生
院
放
射
線
衛
生
学
部
長

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
停
年
退
職
し
、
国
立
公
衆
院
名
誉
教
授
と
な
る

南
極
大
陸
へ
出
張
三
回
（
昭
和
三
十
八
年
、
四
十
年
、
四
十
三
年
）

昭
和
六
十
一
年
四
月
東
北
大
学
日
中
友
好
西
蔵
学
術
登
山
計
画
の
一
環
と
し
て
学
術

交
流
団
に
参
加
し
、
西
蔵
旅
行
中
、
五
月
四
日
午
前
六
時
五
十
分
、
ラ
サ
の
西
方
三

五
○
キ
ロ
の
シ
ガ
ッ
ェ
市
に
お
い
て
急
逝
さ
れ
た
。

（
佐
藤
春
郎
）

143



一
九
八
七
年
九
月
二
十
七
日
、
日
曜
日
の
正
午
、
立
教
大
学
の
庶
務
課
長
か

ら
牛
窪
浩
さ
ん
の
急
逝
の
知
ら
せ
を
受
け
た
。
「
今
朝
ジ
ョ
ギ
ン
グ
中
、
急
性

心
不
全
で
倒
れ
そ
の
ま
ま
逝
去
さ
れ
ま
し
た
」
。
絶
句
。
悟
然
と
す
る
。
ま
さ

か
と
思
う
。
前
々
日
の
金
曜
日
に
、
定
期
へ
ル
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
を
勤
め
先

の
診
療
所
に
聞
き
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
牛
窪
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
な

っ
た
が
、
そ
の
時
な
に
か
注
意
を
受
け
た
様
子
は
ま
っ
た
く
見
受
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
当
時
、
牛
窪
さ
ん
は
立
教
大
学
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
登
山
隊
の
総
隊
長
を

引
き
受
け
て
い
た
。
立
大
山
岳
部
部
長
で
も
あ
り
、
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
ぐ
ら

い
は
行
く
ぐ
ら
い
の
意
気
ご
み
で
あ
っ
た
。
公
務
多
忙
で
実
際
の
山
行
に
加
わ

れ
な
い
と
わ
か
る
と
、
立
大
山
岳
部
に
と
っ
て
由
緒
あ
る
山
の
成
功
と
、
登
山

計
画
終
了
後
に
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
首
相
官
邸
で
予
定
さ
れ
て
い
た
イ
ン
ド
登

山
財
団
と
の
公
式
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
ご
自
身
も
出
席
す
る
べ
く
心
を
く
だ
い
て

お
ら
れ
た
。
私
は
、
山
友
会
（
立
大
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
会
）
の
一
人
で
あ
り
、
立

大
に
奉
職
す
る
も
の
と
し
て
、
太
田
晃
介
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
登
山
隊
隊
長
や
現

役
の
諸
君
の
相
談
相
手
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
牛
窪
さ
ん
の
突
然
の
昇
天
が
も

た
ら
し
た
深
刻
さ
が
、
一
分
、
二
分
と
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
わ
か
っ
て
き
た

が
、
た
だ
、
荘
然
と
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

牛
窪
さ
ん
は
、
日
本
経
済
新
聞
に
載
せ
た
エ
ッ
セ
ー
「
旅
は
道
ず
れ
」
で

「
私
に
と
っ
て
も
っ
と
も
楽
し
い
こ
と
は
山
旅
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
ほ

ん
と
う
に
、
山
登
り
が
好
き
で
あ
っ
た
。
日
本
山
岳
会
会
員
。
会
員
番
号
八
八

牛
窪
浩
氏
（
一
九
二
四
’
一
九
八
七
）

四
六
番
。
山
岳
会
の
ル
ー
ム
で
「
入
会
申
込
書
」
を
み
せ
て
も
ら
う
と
、
山
行

経
歴
に
「
八
ヶ
岳
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
、
ア
ン
ナ
プ
ル

ナ
、
同
、
ラ
ン
タ
ン
、
奥
穂
高
、
北
穂
高
、
蝶
ヶ
岳
、
そ
の
他
山
岳
部
長
と
し

て
学
生
と
倶
に
数
度
」
と
あ
っ
た
。
紹
介
者
は
、
堀
田
弥
一
、
小
原
勝
郎
。
ま

た
、
小
原
さ
ん
の
自
筆
で
、
「
牛
窪
浩
氏
入
会
の
紹
介
者
、
堀
田
弥
一
氏
は
来

会
の
節
署
名
捺
印
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
あ
っ
た
。
後
日
、
書
か
れ

た
で
あ
ろ
う
堀
田
弥
一
と
い
う
署
名
も
ち
ゃ
ん
と
あ
る
。
入
会
日
、
昭
和
五
十

五
年
九
月
二
十
七
日
。
失
礼
な
が
ら
、
た
い
し
た
山
歴
で
は
な
い
が
、
立
教
で

山
を
登
っ
た
者
に
と
っ
て
、
堀
田
・
小
原
の
両
氏
が
国
ｇ
ｏ
の
閂
》
静
８
且
閂

と
な
る
こ
と
は
特
別
な
意
味
が
あ
る
。

牛
窪
さ
ん
は
一
九
七
五
年
山
岳
部
長
に
な
り
、
亡
く
な
ら
れ
る
一
九
八
七
年

ま
で
、
そ
の
職
に
つ
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
間
、
よ
く
部
員
や
Ｏ
Ｂ
と
山
に
登

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
た
い
そ
う
強
健
で
あ
っ
た
。
あ
る
夏
、
澗
沢
の
合
宿
に
徳

本
峠
を
こ
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
牛
窪
さ
ん
に
島
々
を
一
時
間
お
く
れ
て
出
発

し
た
リ
ー
ダ
ー
が
明
神
ま
で
追
い
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
牛
窪
さ
ん
の
山

の
強
さ
は
今
で
も
語
り
草
と
な
っ
て
い
る
。

昨
年
八
月
、
太
田
さ
ん
は
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
隊
を
支
援
す
る
た
め
、
カ
シ
ミ

ー
ル
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
計
画
、
参
加
者
の
荷
物
は
飛
行
機
持
込
み
分
だ
け
に

し
て
も
ら
い
、
二
○
キ
ロ
ま
で
認
め
ら
れ
る
手
荷
物
の
全
部
を
登
山
隊
の
器
具
の

輸
送
に
あ
て
た
。
牛
窪
さ
ん
も
進
ん
で
参
加
さ
れ
、
イ
ン
ド
の
１
．
Ｍ
．
Ｆ
の
本

部
で
今
度
の
合
同
登
山
の
最
後
の
交
渉
に
あ
た
ら
れ
た
。
私
も
同
行
し
た
が
、

現
Ｊ
Ａ
Ｃ
信
濃
支
部
長
な
ど
気
の
お
け
な
い
山
仲
間
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
は
、
ハ
プ
ニ
ン
グ
の
連
続
で
、
窮
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ

っ
た
。
そ
う
い
う
時
の
牛
窪
さ
ん
は
見
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
の
雰
囲
気
が
明
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る
く
保
た
れ
る
よ
う
な
気
く
ば
り
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
職
場
の
モ
ラ
ー
ル
』

『
課
長
の
条
件
』
の
著
者
の
ま
さ
に
実
践
で
あ
っ
た
。

崖
く
ず
れ
の
た
め
、
進
退
窮
ま
っ
た
秀
麗
の
地
、
ソ
ー
ナ
マ
ル
グ
の
三
日

間
。
タ
ジ
ワ
ス
（
四
八
五
五
厨
）
の
四
一
○
○
牌
地
点
ま
で
登
っ
た
時
の
こ
と

で
あ
る
。
輝
く
青
空
、
氷
河
、
岩
峯
、
予
定
に
な
か
っ
た
素
晴
ら
し
い
登
山
で

あ
っ
た
。
牛
窪
さ
ん
は
豊
鰈
と
申
し
上
げ
る
に
は
は
ば
か
る
ほ
ど
の
元
気
で
あ

っ
た
。
下
り
は
か
な
り
き
つ
く
、
牛
窪
さ
ん
は
ス
リ
ッ
プ
し
て
抱
き
止
め
ら

れ
、
二
の
腕
を
か
な
り
す
り
む
か
れ
た
。
そ
れ
で
も
下
山
後
、
Ｂ
Ｃ
ま
で
四
キ
。

程
の
径
を
ポ
ニ
ー
に
乗
っ
て
も
ら
う
の
に
説
得
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
合
宿
で

学
生
が
部
長
に
顔
負
け
す
る
の
は
こ
れ
だ
な
と
思
っ
た
。

牛
窪
さ
ん
の
最
後
の
山
は
、
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
と
青
い
け
し
が
咲
き
、
ア
ポ

ロ
蝶
が
飛
ん
で
い
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
で
あ
っ
た
。

牛
窪
さ
ん
は
何
事
に
も
ア
ク
チ
ブ
で
、
か
つ
て
ネ
パ
ー
ル
と
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

に
行
っ
た
つ
い
で
に
、
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
山
の
申
請
を
出
し
、
そ
れ
が
許
可
さ

れ
た
と
い
う
話
が
も
た
ら
さ
れ
、
「
ど
う
す
る
ん
だ
」
「
よ
し
や
ろ
う
」
と
、
今

に
し
て
思
え
ば
楽
し
い
ひ
と
さ
わ
ぎ
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
牛
窪
さ
ん
は

「
よ
し
や
ろ
う
」
派
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
牛
窪
さ
ん
の
お
人
柄
の
影
響
が
あ
っ

た
か
ら
だ
と
思
う
。
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
に
は
一
年
生
か
ら
四
年
生
ま
で
の
部
員

全
員
が
参
加
し
た
。
牛
窪
さ
ん
亡
き
後
、
十
月
十
七
日
一
年
生
を
除
い
た
学
生

全
員
と
シ
ェ
ル
パ
が
登
頂
に
成
功
し
、
翌
日
太
田
隊
長
と
牛
窪
光
政
登
山
隊
長

が
第
二
登
を
果
し
た
。

悼
牛
窪
さ
ん
の
死
を
、
マ
ス
・
コ
ミ
は
「
ジ
ョ
ギ
ン
グ
人
間
へ
の
警
鐘
」
「
中

高
年
者
に
残
し
た
教
訓
」
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
そ
う
に
は
違
い
な
い
が
、

追
「
そ
れ
は
そ
う
だ
」
と
素
直
に
う
な
ず
け
な
い
。
な
ん
と
も
悔
し
い
か
ら
で
あ

る
。
二
十
年
も
前
か
ら
ご
自
身
の
鍛
錬
の
た
め
に
、
深
酒
で
も
さ
れ
た
時
な
ど

を
除
い
て
、
規
則
正
し
く
毎
朝
ジ
ョ
ギ
ン
グ
に
励
ま
れ
た
。
猛
烈
に
意
志
の
強

い
方
で
あ
っ
た
。
親
友
の
経
済
学
者
西
山
千
明
教
授
が
、
納
棺
の
折
に
牛
窪
さ

ん
愛
用
の
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
名
入
り
の
ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ
を
「
お
入
れ
し
ま
し

ょ
う
か
」
と
奥
様
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
「
天
国
で
も
走
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
ど
う

ぞ
入
れ
て
下
さ
い
」
。
私
は
、
そ
ば
に
居
合
せ
て
、
胸
が
し
め
つ
け
ら
れ
、
息

を
す
る
の
が
や
っ
と
で
あ
っ
た
。

立
教
大
学
社
会
学
部
長
、
学
校
法
人
立
教
学
院
常
務
理
事
、
体
育
会
長
、
山

岳
部
長
、
前
立
教
大
学
総
長
事
務
取
扱
、
等
々
。
牛
窪
さ
ん
は
、
立
教
大
学
で

は
、
産
業
関
係
論
と
い
う
比
較
的
新
し
い
学
問
領
域
で
の
研
究
者
で
あ
り
、
常

務
理
事
と
い
う
経
営
者
で
あ
り
、
体
育
会
回
生
の
期
待
を
一
身
に
集
め
た
人
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

西
山
教
授
の
弔
辞
か
ら
の
引
用
を
牛
窪
さ
ん
を
追
悼
す
る
言
葉
の
し
め
く
く

り
と
し
た
い
。
「
私
は
あ
な
た
の
た
め
の
通
夜
の
式
に
、
皆
様
が
供
花
さ
れ
る

お
花
を
四
百
本
用
意
し
ま
し
た
が
、
あ
な
た
を
偲
び
同
夜
に
集
っ
た
人
々
の
数

ぶ
ざ
ま

は
遥
か
に
多
く
、
不
様
な
こ
と
で
し
た
が
、
四
百
本
の
お
花
を
三
回
転
も
四
回

転
も
し
て
、
こ
れ
を
よ
う
や
く
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

オ
ー
ガ
ス
チ
ン
・
牛
窪
浩
氏
、
享
年
六
十
三
。

（
中
村
太
郎
）

略
年
譜

一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
九
月
十
三
日
横
浜
市
に
生
ま
れ
る

学
歴

一
九
四
二
（
昭
和
十
七
）
年
九
月
北
京
大
学
文
学
院
（
旧
制
大
学
予
科
）
入
学
、
一

九
四
四
年
三
月
北
京
大
学
文
学
院
第
二
学
年
（
予
科
）
修
了
（
仮
卒
業
、
応
召
の
た
め
）
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一
九
六
五
年
四
月
立
教
大
学
社
会
学
部
教
授
、
一
九
六
六
年
十
月
’
一
九
六
七
年
三

月
シ
カ
ゴ
大
学
産
業
関
係
研
究
所
客
員
教
授

一
九
八
二
年
四
月
ｌ
立
教
大
学
社
会
学
部
長
兼
社
会
学
研
究
科
委
員
長

一
九
八
六
年
四
月
’
五
月
同
大
学
総
長
事
務
取
扱
、
そ
の
後
立
教
学
院
評
議
員
、
同

学
院
理
事
、
同
学
院
常
務
理
事
を
歴
任
。
ほ
か
に
立
教
大
学
ョ
ツ
ト
部
長
、
同
大
学

チ
ャ
プ
レ
ン
室
委
員
、
同
大
学
体
育
会
長
な
ど
。

一
九
七
八
年
ｌ
同
大
学
山
岳
部
長
、
一
九
八
○
年
ｌ
同
大
学
体
育
会
顧
問

一
九
八
七
年
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
初
登
頂
五
○
年
記
念
登
山
隊
総
隊
長

名
誉
学
位
Ｌ
・
Ｈ
・
，
（
ド
ク
タ
ー
オ
ブ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
、
米
国
ル
イ
ス
大

学
・
イ
リ
ノ
イ
よ
り
授
与
一
九
七
四
年
五
月
）
、
賞
ブ
レ
ン
ト
ハ
ウ
ス
奨
励
賞

（
シ
カ
ゴ
大
学
）
一
九
六
七
年
二
月

主
要
著
書
・
論
文
『
産
業
の
社
会
心
理
学
』
一
九
七
三
年
学
文
社
、
『
労
働
の
な
か

の
若
者
論
考
』
一
九
七
四
年
人
間
の
科
学
社
、
『
課
長
の
条
件
』
一
九
七
九
年

東
洋
経
済
新
報
社
、
『
課
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
』
一
九
八
三
年
大
和
出
版
（
一
九

八
六
年
新
装
版
）
、
『
盛
り
場
・
池
袋
の
魅
力
』
一
九
八
五
年
時
潮
社
、
『
孫
子
の

人
間
学
』
一
九
八
七
年
大
和
出
版

一
九
五
○
年
十
二
月
二
十
五
日
立
教
学
院
諸
聖
徒
礼
拝
堂
に
て
後
藤
眞
司
祭
よ
り
受

洗
（
教
名
ア
ウ
ガ
ス
テ
ィ
ン
）

一
九
五
一
年
二
月
十
八
日
同
礼
拝
堂
に
て
蒔
田
誠
主
教
よ
り
堅
信
受
領

一
九
八
七
年
九
月
二
十
七
日
午
前
八
時
五
八
分
逝
去
（
六
十
三
歳
）

一
九
五
○
年
三
月
立
教
大
学
文
学
部
社
会
科
卒
業

職
歴

一
九
五
○
年
四
月
立
教
大
学
文
学
部
副
手
、
一
九
五
八
年
四
月
同
大
学
社
会
学
部

助
教
授

永
年
会
員
山
崎
金
次
郎
さ
ん
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
二
日
、
八
十
九
歳

の
高
齢
で
逝
去
さ
れ
た
。

三
日
の
夕
方
、
私
が
奥
美
濃
の
蕎
麦
粒
山
の
山
行
か
ら
ち
ょ
う
ど
帰
宅
し
た

ば
か
り
の
時
、
ご
子
息
の
郁
郎
君
か
ら
電
話
を
頂
き
、
突
然
で
言
葉
も
な
か
っ

た
。

実
は
十
月
の
末
に
、
奥
様
か
ら
電
話
が
あ
り
入
院
さ
れ
た
話
は
伺
っ
て
い
た

が
、
こ
ん
な
に
早
く
逝
か
れ
る
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
驚
い

た
次
第
で
誠
に
残
念
で
な
ら
な
い
・

山
崎
さ
ん
は
明
治
三
十
一
年
五
月
の
誕
生
で
、
日
本
山
岳
会
に
は
大
正
十
一

年
十
二
月
に
入
会
さ
れ
、
会
員
番
号
も
三
桁
の
八
二
七
番
、
大
先
輩
で
あ
る
。

入
会
前
の
大
正
八
年
三
月
、
山
崎
さ
ん
は
東
京
府
立
工
芸
学
校
出
身
の
同
輩

四
人
と
、
低
山
趣
味
を
唱
え
て
霧
の
旅
会
を
結
成
さ
れ
、
創
立
会
員
の
一
人
と

し
て
め
ざ
ま
し
い
活
躍
を
さ
れ
て
い
た
。

霧
の
旅
会
は
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
社
会
人
の
山
岳
団
体
で
、
後
で
岳
父
と

仰
が
れ
た
木
暮
理
太
郎
、
日
本
山
岳
会
創
立
者
の
一
人
武
田
久
吉
両
先
生
を
名

誉
会
員
に
迎
え
、
若
い
同
志
会
員
も
大
勢
参
加
し
て
山
岳
研
究
、
低
山
開
拓
の

山
行
、
会
誌
「
霧
の
旅
」
の
発
行
な
ど
活
溌
な
活
動
で
大
き
く
発
展
し
た
。

私
の
手
元
に
五
冊
ば
か
り
霧
の
旅
会
の
会
誌
が
あ
る
。
終
戦
直
後
運
よ
く
手

に
入
れ
た
も
の
で
、
そ
の
中
の
一
冊
、
昭
和
四
年
発
行
の
会
誌
十
年
記
念
特
輯

号
に
、
山
崎
さ
ん
の
随
筆
「
山
旅
十
懐
」
が
載
っ
て
い
る
が
文
章
も
軽
妙
で
な

山
崎
金
次
郎
氏
（
一
八
九
八
’
一
九
八
七
）
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か
な
か
面
白
い
。
中
の
「
駒
込
の
里
」
で
は
会
創
立
の
裏
話
や
、
十
年
目
の
発

展
ぶ
り
が
夢
の
よ
う
だ
と
書
い
て
あ
る
。
ま
た
若
い
頃
か
ら
温
泉
の
旅
に
親
し

ん
だ
思
い
出
記
事
も
多
く
、
晩
年
も
温
泉
付
山
旅
を
好
ま
れ
た
わ
け
が
理
解
出

来
る
。ま

た
同
年
九
月
発
行
の
松
井
幹
雄
（
霧
の
旅
会
創
立
者
）
編
著
『
大
菩
薩
連

嶺
』
の
中
に
も
紀
行
文
「
大
菩
薩
峠
行
」
が
二
十
ペ
ー
ジ
近
く
収
録
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
大
正
十
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

戦
前
の
山
崎
さ
ん
と
は
面
識
は
な
か
っ
た
が
、
私
が
初
め
て
お
会
い
し
た
の

は
戦
後
の
昭
和
二
十
二
年
一
月
、
下
目
黒
の
塚
本
閤
治
氏
邸
で
開
か
れ
た
霧
の

旅
会
の
新
年
会
の
席
で
あ
っ
た
。

私
は
神
谷
恭
さ
ん
に
誘
わ
れ
て
初
め
て
参
会
し
た
。
そ
の
時
出
席
の
霧
の
旅

会
々
員
は
山
崎
さ
ん
は
じ
め
十
四
名
で
、
席
上
皆
に
紹
介
さ
れ
、
そ
の
場
で
入

会
を
認
め
ら
れ
て
会
員
と
な
っ
た
。

会
食
後
塚
本
さ
ん
が
撮
ら
れ
た
珍
し
い
立
体
写
真
の
ス
ラ
イ
ド
を
拝
見
し
、

記
念
写
真
を
撮
る
の
に
私
が
持
参
の
カ
メ
ラ
を
出
し
た
ら
、
一
同
顔
を
見
合
わ

せ
て
大
家
の
塚
本
さ
ん
の
前
で
カ
メ
ラ
を
出
す
と
は
随
分
心
臓
だ
と
笑
わ
れ

た
。
そ
れ
で
少
々
上
り
気
味
に
な
っ
て
写
真
は
ピ
ン
ボ
ヶ
だ
っ
た
。
最
近
そ
の

ピ
ン
ボ
ヶ
写
真
を
探
し
出
し
眺
め
て
見
る
と
、
五
十
歳
の
坂
を
越
え
ら
れ
た
ば

か
り
の
山
崎
さ
ん
は
、
さ
す
が
若
々
し
く
ス
マ
ー
ト
に
写
っ
て
い
た
。

こ
の
入
会
を
機
に
私
は
度
々
会
の
行
事
に
参
加
し
て
山
崎
さ
ん
と
も
親
し
く

つ
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
単
独
の
山
行
に
同
行
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

悼
昭
和
二
十
六
年
私
は
東
京
か
ら
静
岡
に
転
勤
に
な
っ
て
清
水
市
に
住
ん
で
い

た
。
三
十
年
代
初
め
頃
と
思
う
が
、
あ
る
日
山
崎
さ
ん
か
ら
電
話
を
も
ら
い
、

追
静
岡
で
一
緒
に
食
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
当
時
は
日
本
光
学
を
退
職
さ
れ
、

五
藤
光
学
に
勤
め
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
日
は
日
本
平
に
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
の
据

付
の
指
導
に
来
た
と
の
話
で
あ
っ
た
。

晩
年
の
山
崎
さ
ん
は
静
岡
と
縁
が
深
い
。
三
十
六
年
第
四
回
静
岡
支
部
の
紅

葉
会
に
初
め
て
参
加
し
て
第
二
十
回
ま
で
連
続
十
七
回
も
参
加
さ
れ
、
第
三
十

回
記
念
誌
上
の
参
加
回
数
番
付
で
は
東
の
関
脇
で
あ
る
。
私
も
静
岡
で
霧
の
旅

会
の
例
会
の
係
を
何
度
か
引
受
け
、
安
倍
峠
越
や
、
秋
葉
山
、
伊
豆
の
天
城
山

な
ど
案
内
を
し
た
の
も
今
は
思
い
出
に
な
っ
た
。

霧
の
旅
会
々
員
の
中
で
も
山
崎
さ
ん
は
酒
豪
の
一
人
で
、
宿
に
着
く
と
ま
ず

ウ
イ
ス
キ
ー
、
食
事
時
に
は
日
本
酒
、
ま
た
朝
は
起
き
る
と
ウ
イ
ス
キ
ー
で
、

ア
ル
コ
ー
ル
の
切
れ
間
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
長
い
附
合
い
の
間
酔
い
潰
れ
た

姿
は
一
度
も
見
た
こ
と
は
な
い
。
よ
ほ
ど
丈
夫
な
身
体
の
持
主
だ
と
思
っ
た
。

例
会
に
は
必
ず
信
州
の
地
酒
、
筑
摩
錦
を
さ
げ
て
来
ら
れ
た
。
何
か
特
別
に

因
縁
の
あ
る
酒
で
は
な
い
の
か
と
伺
っ
た
ら
、
若
い
時
の
思
い
出
酒
だ
よ
と
笑

わ
れ
つ
い
に
詳
し
い
話
は
聞
き
洩
ら
し
た
。

神
谷
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
、
毎
年
五
月
の
金
山
の
木
暮
祭
に
は
、
山
崎
さ

ん
が
霧
の
旅
会
を
代
表
し
て
二
、
三
人
の
会
員
と
共
に
参
列
さ
れ
て
い
た
。
帰

り
に
は
必
ず
連
れ
の
鶴
岡
さ
ん
と
二
人
で
、
上
高
地
の
山
研
を
訪
れ
る
の
が
お

定
ま
り
の
コ
ー
ス
だ
っ
た
。
ま
た
季
節
を
変
え
て
一
人
で
も
た
び
た
び
山
研
に

行
か
れ
、
そ
の
た
び
に
、
山
の
気
分
を
味
わ
い
楽
し
ん
で
い
ま
す
と
、
よ
く
絵

葉
書
を
頂
い
た
。

山
崎
さ
ん
の
温
泉
好
き
は
若
い
頃
か
ら
だ
と
前
に
も
ふ
れ
て
お
い
た
が
、
数

年
前
ご
家
族
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
を
さ
れ
た
時
も
、
温
泉
市
や
ハ
ー
デ
ン
、
ハ
ー
デ

ン
に
泊
り
楽
し
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
時
の
絵
葉
書
に
「
こ
ふ
は
熱
海
と
草
津
の

温
泉
を
一
緒
に
し
た
様
な
所
で
す
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。
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六
十
年
の
六
月
に
は
「
私
の
米
寿
と
家
内
の
喜
寿
の
祝
い
に
、
娘
と
孫
か
ら

ハ
ワ
イ
旅
行
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
、
ワ
イ
キ
キ
の
浜
の
見
え
る
ホ
テ
ル
に
い
ま

す
」
と
、
心
温
ま
る
お
便
り
を
ホ
ノ
ル
ル
か
ら
頂
戴
し
た
。
大
変
筆
ま
め
な
方

で
あ
っ
た
。

創
立
会
員
で
は
最
後
の
一
人
で
あ
っ
た
山
崎
さ
ん
の
死
去
で
霧
の
旅
会
も
誠

に
淋
し
く
な
っ
た
。

現
在
会
員
は
野
口
末
延
、
鶴
岡
元
之
助
、
神
奈
川
甚
吉
、
吹
原
不
二
雄
、
原

田
幹
市
、
桜
井
稔
、
牧
野
衛
の
七
名
で
、
平
均
年
齢
も
八
十
一
歳
、
酒
豪
も
相

つ
い
で
逝
か
れ
酒
の
旅
会
な
ど
と
陰
口
を
聞
く
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
皆
で
山
歩

き
す
る
の
も
無
理
な
の
で
、
時
々
箱
根
山
の
温
泉
宿
に
集
っ
て
、
思
い
出
な
ど

静
か
に
語
り
あ
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
ま
す
。

（
牧
野
衛
）

略
年
譜

明
治
三
十
一
年
五
月
八
日
市
外
千
駄
谷
町
原
宿
二
四
五
（
現
、
渋
谷
区
神
宮
前
）
に

生
れ
る

明
治
四
十
四
年
三
月
東
京
府
青
山
師
範
学
校
附
属
小
学
校
卒
業
（
現
、
東
京
学
芸
大

澤
子
）

大
正
六
年
三
月
東
京
府
立
工
芸
学
校
（
現
、
東
京
都
立
工
芸
高
等
学
校
）
卒
業

大
正
六
年
四
月
藤
井
レ
ン
ズ
（
日
本
光
学
工
業
株
式
会
社
の
前
身
）
入
社

昭
和
十
二
年
春
社
命
に
よ
り
満
州
光
学
工
業
株
式
会
社
設
立
委
員
と
し
て
渡
満

す
る

昭
和
十
五
年
キ
ャ
ノ
ン
光
学
工
業
株
式
会
社
入
社

そ
の
後
宇
都
宮
製
作
所
、
昭
和
工
機
（
株
）
、
五
藤
光
学
（
株
）

に
勤
務
す

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
十
日
、
加
藤
喜
一
郎
さ
ん
が
急
逝
さ
れ
た
。
全
く
予

期
し
な
い
突
然
の
こ
と
だ
っ
た
。
十
二
月
三
日
朝
、
「
加
藤
さ
ん
の
手
術
に
必

要
な
Ｂ
型
の
血
液
提
供
者
を
至
急
集
め
て
く
れ
」
と
、
突
然
友
人
の
国
立
大
蔵

病
院
の
ド
ク
タ
ー
か
ら
電
話
が
あ
っ
て
僅
か
一
週
間
後
の
こ
と
だ
っ
た
。

ふ
し
ぶ
し

十
一
月
初
旬
ま
で
ゴ
ル
フ
を
や
り
お
酒
も
飲
ん
で
い
た
が
、
身
体
の
節
々
が

痛
い
か
ら
と
下
旬
検
査
に
行
き
、
そ
の
ま
ま
入
院
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

早
速
慶
応
関
係
の
ほ
か
日
本
山
岳
会
学
生
部
を
中
心
と
し
た
若
い
仲
間
が
協

力
し
、
三
十
名
近
く
も
検
査
に
集
っ
て
く
れ
た
。
七
日
の
午
後
、
見
舞
に
伺
っ

た
折
り
加
藤
さ
ん
は
時
々
襲
わ
れ
る
激
痛
に
顔
を
し
か
め
な
が
ら
、
そ
れ
で
も

元
気
に
笑
顔
で
い
ろ
い
ろ
と
話
を
し
て
く
れ
た
。

し
か
し
翌
日
の
午
後
か
ら
容
態
が
急
変
し
、
僅
か
三
人
の
血
液
を
も
ら
っ
た

だ
け
で
、
願
い
も
空
し
く
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
お
よ
そ
「
死
」
と

は
縁
遠
い
人
、
あ
の
頑
健
な
加
藤
さ
ん
が
…
…
と
信
じ
ら
れ
ぬ
思
い
だ
っ
た
。

加
藤
さ
ん
が
三
度
マ
ナ
ス
ル
登
山
に
参
加
し
て
活
躍
さ
れ
、
初
登
頂
者
の
一

大
正
八
年
東
京
府
立
工
芸
学
校
の
友
人
三
人
と
共
に
「
霧
の
旅
会
」
を
発
足
。
会
員

番
号
ｚ
○
．
ぃ

大
正
十
一
年
十
二
月
（
社
）
日
本
山
岳
会
に
入
会
会
員
番
号
八
二
七

昭
和
六
十
二
年
十
一
月
二
日
他
界

（
略
年
譜
・
山
崎
郁
郎
）

加
藤
喜
一

郎

氏
（
一
九
二
○
’
一
九
八
七
）
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人
に
な
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
が
案
外
知
ら
れ
て
い

な
い
の
は
不
思
議
な
気
も
す
る
。

ば
や
て

あ
る
先
輩
が
葬
儀
の
折
り
、
「
加
藤
君
は
俺
の
前
を
疾
風
の
よ
う
に
駆
け
抜

け
た
気
が
す
る
よ
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
の
言
葉
通
り
人
と
の
出
会
い

に
い
つ
と
き
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
け
れ
ど
、
さ
っ
と
疾
風
の
よ
う
に
去
っ
て

し
ま
う
人
の
よ
う
だ
。

ひ
と
回
り
年
下
の
私
は
、
加
藤
さ
ん
に
つ
い
て
は
学
生
時
代
の
山
登
り
や
、

航
空
隊
で
の
生
活
、
爆
撃
の
帰
り
東
支
那
海
に
不
時
着
し
、
一
昼
夜
漂
流
し
た

後
危
う
く
潜
水
艦
に
助
け
ら
れ
た
話
な
ど
、
時
々
断
片
的
に
聞
い
た
だ
け
だ
っ

た
。
身
近
に
接
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
マ
ナ
ス
ル
登
山
の
準
備
の
手
伝
い

を
し
た
時
と
、
三
十
四
年
に
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
Ⅱ
峰
の
偵
察
隊
で
丸
四
ヶ
月
間
寝
食

を
共
に
し
た
時
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
あ
の
自
由
奔
放
に
人
生
を
つ
っ
ぱ

し
っ
た
加
藤
さ
ん
の
、
ほ
ん
の
ひ
と
時
し
か
知
ら
な
い
私
が
加
藤
さ
ん
を
偲
ぶ

の
は
倦
越
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
山
登
り
に
関
し
て
い
え
ば
、
多
分
全
盛
期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
時

期
に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
何
た
る
か
を
身
を
以
っ
て
「
い
ろ
は
」
か
ら
教
え
て

も
ら
っ
た
私
は
、
幸
運
だ
っ
た
と
い
え
る
。

加
藤
さ
ん
の
マ
ナ
ス
ル
登
頂
ま
で
の
経
緯
は
、
三
十
二
年
に
出
版
さ
れ
た

『
山
に
掻
か
れ
た
男
』
に
書
い
て
い
る
の
で
ご
記
憶
の
方
も
い
る
と
思
う
。
あ

の
古
典
的
登
山
の
典
型
と
も
い
わ
れ
る
マ
ナ
ス
ル
登
山
で
、
個
性
豊
か
で
自
由

人
の
加
藤
さ
ん
が
そ
の
内
面
と
自
分
の
気
持
を
素
直
に
表
現
し
た
本
と
し
て
、

悼
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
読
物
だ
っ
た
。
話
の
上
手
な
人
だ
け
に
、
口
語
体
の
描
写

は
正
に
活
き
活
き
と
し
て
、
故
人
を
祐
佛
と
さ
せ
る
名
文
で
あ
る
。

追
鎌
倉
の
小
学
校
か
ら
慶
応
の
普
通
部
に
入
学
し
た
が
、
加
藤
さ
ん
の
悪
童
ぶ

り
は
有
名
で
学
校
に
は
い
た
ず
ら
を
し
に
行
く
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
、
と
本
人

が
言
う
ほ
ど
で
あ
る
。
反
面
多
く
の
友
人
を
得
、
一
部
の
先
生
方
に
は
特
別
可

愛
が
ら
れ
た
。
「
喜
一
じ
ゃ
あ
：
…
・
」
と
、
昔
か
ら
憎
め
な
い
と
こ
ろ
を
多
く

持
っ
て
い
た
。

普
通
部
で
は
ラ
グ
ビ
ー
に
熱
中
し
、
学
校
は
休
ん
で
も
練
習
は
休
ま
ず
に
頑

張
っ
た
。
身
体
が
大
き
く
、
抜
群
の
体
力
と
運
動
神
経
、
加
え
て
豊
富
な
練
習

量
に
、
四
年
生
の
頃
に
は
予
科
生
や
大
学
生
に
混
っ
て
練
習
試
合
に
出
ら
れ
る

ほ
ど
鍛
え
ら
れ
、
将
来
を
期
待
さ
れ
て
い
た
。

山
登
り
へ
の
転
機
は
普
通
部
四
年
生
の
冬
、
好
奇
心
か
ら
山
岳
部
の
冬
の
八

ヶ
岳
山
行
に
参
加
し
た
こ
と
に
よ
る
。
当
時
の
大
学
山
岳
部
の
チ
ー
フ
・
リ
ー

ダ
ー
山
本
雄
一
郎
さ
ん
が
直
接
、
新
入
り
の
普
通
部
生
を
熱
心
に
指
導
し
、
加

藤
さ
ん
達
は
深
い
感
銘
を
受
け
た
。
よ
い
新
人
を
育
て
る
の
は
最
初
の
山
が
肝

心
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
徹
底
し
て
い
た
部
だ
っ
た
。

通
称
「
タ
冒
さ
ん
と
呼
ば
れ
た
山
本
さ
ん
は
、
柔
軟
な
体
と
強
靱
な
体

力
、
広
い
視
野
と
包
容
力
を
備
え
た
名
リ
ー
ダ
ー
で
、
加
藤
さ
ん
が
頭
の
上
ら

ぬ
数
少
な
い
一
人
だ
っ
た
。
惜
し
く
も
シ
ベ
リ
ヤ
抑
留
中
に
病
死
さ
れ
た
が
、

も
し
山
本
さ
ん
が
生
き
て
還
ら
れ
た
ら
慶
応
山
岳
会
の
歴
史
は
塗
り
替
え
ら
れ

た
ろ
う
と
い
わ
れ
た
方
だ
っ
た
。

予
科
に
進
学
し
た
時
、
強
引
な
ラ
グ
ビ
ー
部
の
勧
誘
を
や
っ
と
断
り
、
晴
れ

て
山
岳
部
に
入
部
で
き
た
。
部
報
の
「
登
高
行
」
に
よ
る
と
、
予
科
時
代
以
降

の
加
藤
さ
ん
は
山
一
途
に
ノ
メ
リ
込
ん
で
、
数
多
く
の
山
行
を
行
っ
て
い
る
。

十
六
年
一
月
の
西
穂
高
高
所
露
営
や
、
三
月
の
北
穂
高
雪
洞
生
活
、
十
七
年
冬

の
槍
ヶ
岳
北
鎌
尾
根
の
極
地
法
登
山
な
ど
、
当
時
の
学
生
登
山
界
の
第
一
級
の

経
験
を
積
ん
だ
。
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し
か
し
戦
時
色
の
強
ま
っ
て
ゆ
く
中
で
の
山
登
り
は
次
第
に
困
難
を
極
め
、

山
に
出
掛
け
る
に
は
厳
し
い
覚
悟
が
必
要
だ
っ
た
。

昭
和
十
八
年
九
月
、
繰
上
げ
卒
業
と
同
時
に
海
軍
予
備
学
生
と
し
て
土
浦
航

空
隊
に
入
隊
、
猛
烈
な
特
訓
を
受
け
た
。
強
烈
な
空
腹
感
し
か
記
憶
に
残
っ
て

い
な
い
土
浦
の
生
活
を
終
え
、
希
望
通
り
操
縦
過
程
の
筑
波
航
空
隊
に
進
み
、

ス
ピ
ー
ド
と
急
降
下
爆
撃
の
ス
リ
ル
の
あ
る
艦
上
爆
撃
機
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
選

ば
れ
た
。

苛
酷
な
訓
練
の
後
、
同
期
生
の
中
で
実
戦
部
隊
に
配
備
さ
れ
た
の
は
僅
か
数

人
、
成
績
優
秀
な
学
生
と
並
外
れ
て
勘
の
よ
い
実
技
成
績
一
番
の
加
藤
さ
ん
だ

け
だ
っ
た
。
常
々
、
俺
は
急
上
昇
の
記
録
を
作
っ
た
く
ら
い
だ
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ

の
高
い
処
で
は
強
い
ん
だ
と
豪
語
し
て
い
た
が
、
高
々
度
ま
で
急
上
昇
し
た
り

目
の
前
が
真
暗
に
な
る
ほ
ど
の
急
降
下
を
す
る
ス
ピ
ー
ド
、
ス
リ
ル
の
魅
力

は
、
加
藤
さ
ん
の
性
質
に
ピ
ッ
タ
リ
で
あ
っ
た
気
が
す
る
。

何
度
か
生
死
を
分
け
る
危
険
な
目
に
遭
い
な
が
ら
も
運
よ
く
済
州
島
で
終
戦

を
迎
え
た
。
米
軍
の
進
駐
す
る
一
日
前
の
厚
木
飛
行
場
に
、
航
路
地
図
も
な
い

ま
ま
単
独
飛
行
で
降
り
立
っ
た
時
、
加
藤
さ
ん
の
戦
争
は
終
っ
た
。
い
ろ
い
ろ

と
辛
い
こ
と
嫌
な
こ
と
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
他
人
に
あ
ま
り
積
極
的
に

そ
の
話
を
す
る
人
で
は
な
か
っ
た
。

加
藤
さ
ん
の
山
登
り
へ
の
復
帰
は
割
合
早
か
つ
た
。
そ
れ
は
親
分
の
谷
口
現

吉
さ
ん
の
せ
い
で
あ
る
。
谷
口
さ
ん
は
大
磯
の
自
宅
に
若
い
山
の
仲
間
を
集

め
、
い
ち
早
く
山
岳
部
の
再
建
を
打
ち
出
さ
れ
、
小
さ
い
山
行
を
す
ぐ
に
始
め

て
い
た
。

二
十
一
年
に
三
島
通
陽
氏
経
営
の
那
須
の
三
島
農
場
に
勤
め
て
気
力
・
体
力

の
回
復
に
努
め
、
二
十
二
年
の
一
月
に
は
学
生
達
と
冬
の
穂
高
に
出
掛
け
た
。

二
十
二
年
の
農
地
改
革
で
農
場
は
解
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
上
京
し
た
。
二
十
四

年
、
槇
さ
ん
が
始
め
ら
れ
た
佐
倉
飼
料
に
さ
っ
そ
く
押
掛
け
入
社
し
、
大
い
に

営
業
マ
ン
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
。

当
時
慶
応
の
先
輩
方
は
、
佐
倉
飼
料
の
会
議
室
や
日
本
橋
の
辰
沼
医
院
の
診

療
室
、
そ
の
近
く
の
酒
亭
「
ふ
く
べ
」
が
タ
マ
リ
場
で
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
話
な
ど

が
大
い
に
語
ら
れ
て
い
た
。
加
藤
さ
ん
も
よ
く
顔
を
出
し
、
例
の
鼻
に
か
か
っ

た
ハ
ス
キ
ー
・
ボ
イ
ス
で
隅
っ
こ
に
控
え
て
い
る
学
生
達
を
よ
く
煙
に
捲
い
て

い
た
。
二
十
七
年
、
す
で
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
向
け
始
動
し
て
い
た
京
大
グ
ル
ー
プ

よ
り
禅
譲
を
受
け
た
、
日
本
山
岳
会
の
マ
ナ
ス
ル
登
山
準
備
に
加
藤
さ
ん
は
勇

躍
参
加
し
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
具
体
的
な
資
料
は
殆
ん
ど
な
く
、
本
格
的
な
氷
河

の
経
験
者
は
田
口
二
郎
、
高
木
正
孝
の
お
二
人
だ
け
で
登
山
準
備
は
大
変
だ
っ

た
。

今
西
さ
ん
の
踏
査
隊
、
翌
二
十
八
年
春
の
本
隊
の
準
備
に
と
と
び
回
っ
た
。

幸
い
三
田
さ
ん
率
い
る
第
一
次
隊
の
中
核
隊
員
と
し
て
選
ば
れ
、
そ
の
活
躍
は

素
晴
ら
し
か
っ
た
。
プ
ラ
ト
ー
の
下
、
七
三
五
○
脚
地
点
に
山
田
さ
ん
と
二
人

で
雪
洞
を
掘
っ
て
頑
張
っ
た
り
、
六
月
一
日
の
山
田
、
石
坂
さ
ん
と
の
頂
上
ア

タ
ッ
ク
は
、
残
念
な
が
ら
時
間
切
れ
で
、
頂
上
ま
で
三
七
五
勝
を
残
し
て
撤
退

し
た
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ジ
ャ
イ
ヤ
ン
ト
初
見
参
と
し
て
は
見
事
な
成
果
だ
っ

た
。

先
輩
方
は
日
本
の
冬
山
で
の
経
験
が
充
分
役
立
つ
こ
と
を
知
っ
て
感
激
し
、

後
輩
達
は
将
来
の
目
標
を
持
て
た
こ
と
で
一
層
ふ
る
い
立
っ
た
。

二
十
九
年
、
第
二
次
隊
に
も
参
加
し
た
が
、
不
幸
に
し
て
サ
マ
部
落
民
の
妨

害
に
遭
い
ガ
ネ
ッ
シ
ュ
に
転
進
し
た
。
帰
途
ル
ピ
ナ
・
ラ
越
え
の
折
り
、
ヒ
マ

ル
チ
ュ
リ
や
バ
ゥ
ダ
ー
峰
の
西
面
を
望
み
、
後
年
我
々
に
そ
の
登
肇
の
可
能
性
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を
示
唆
し
て
く
れ
た
。

こ
の
二
次
隊
の
準
備
の
時
、
私
は
九
月
か
ら
四
ヶ
月
間
、
学
校
へ
一
日
も
顔

を
出
さ
ず
に
日
本
橋
の
辰
沼
医
院
内
の
事
務
所
に
手
伝
い
に
行
っ
た
。
事
務
局

専
任
の
加
藤
さ
ん
と
は
毎
日
顔
を
合
わ
せ
、
い
ろ
い
ろ
と
無
理
難
題
を
言
わ
れ

な
が
ら
準
備
に
追
い
ま
く
ら
れ
た
。
こ
の
期
間
中
に
見
、
聞
き
し
た
加
藤
さ
ん

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
故
人
の
名
誉
の
こ
と
も
あ
り
割
愛
す

る
。
た
だ
底
抜
け
に
明
る
い
性
格
は
周
囲
の
人
に
絶
え
ず
笑
い
と
活
力
を
与
え

て
い
た
。

三
十
一
年
、
第
三
次
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
で
は
今
西
・
ギ
ャ
ル
ッ
ェ
ン
さ
ん
に

続
く
第
二
次
隊
で
、
日
下
田
さ
ん
と
念
願
の
登
頂
に
成
功
し
た
。
加
藤
さ
ん
が

頂
上
に
埋
め
た
ピ
ー
ス
の
缶
を
、
六
十
年
十
二
月
冬
期
登
頂
に
成
功
し
た
山
田

昇
さ
ん
が
三
十
年
ぶ
り
に
発
見
、
持
ち
帰
っ
て
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
。
中
の

マ
ッ
チ
箱
の
裏
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
加
藤
さ
ん
の
書
か
れ
た
全
隊
員
の
名
前

が
は
っ
き
り
読
み
取
れ
た
。
頂
上
ア
タ
ッ
ク
の
前
夜
、
あ
の
興
奮
し
た
中
で
頂

上
に
残
し
て
こ
よ
う
と
考
え
た
、
加
藤
さ
ん
の
余
裕
と
隠
れ
た
繊
細
な
神
経
の

一
面
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
た
。

帰
国
後
、
毎
日
新
聞
社
で
加
藤
さ
ん
が
撮
っ
た
写
真
の
ネ
ガ
を
整
理
す
る
時

同
席
し
て
い
た
が
、
頂
上
附
近
で
撮
っ
た
フ
ィ
ル
ム
に
横
一
筋
の
大
き
な
傷
ら

し
き
も
の
を
見
つ
け
、
「
エ
ラ
イ
傷
を
付
け
ち
ゃ
っ
た
・
あ
の
日
は
寒
か
っ
た
か

ら
フ
ィ
ル
ム
も
凍
っ
ち
ゃ
っ
た
の
か
な
．
…
：
」
と
し
き
り
に
ポ
ヤ
い
て
い
た
。

後
日
、
そ
の
フ
ィ
ル
ム
が
焼
付
け
さ
れ
る
と
、
何
と
そ
の
傷
と
は
天
空
に
大

悼
き
く
弧
を
描
い
て
伸
び
た
ロ
ー
プ
で
あ
っ
て
、
下
の
急
な
雪
壁
を
登
っ
て
く
る

日
下
田
さ
ん
を
し
っ
か
り
確
保
し
て
い
る
傑
作
写
真
だ
っ
た
。
あ
と
に
な
っ
て

自ｉ
何
度
か
こ
の
構
図
で
写
さ
れ
た
写
真
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
加
藤
さ
ん
の
撮

っ
た
、
は
る
か
足
元
か
ら
マ
ル
シ
ャ
ン
デ
ィ
渓
谷
ま
で
す
っ
ぱ
り
切
れ
落
ち
た

凄
い
迫
力
の
あ
る
写
真
に
は
敵
わ
な
か
っ
た
。
依
田
カ
メ
ラ
マ
ン
ご
推
賞
の
写

真
で
加
藤
さ
ん
も
大
得
意
だ
っ
た
が
、
本
当
は
全
く
偶
然
の
ス
ナ
ッ
プ
だ
っ
た

と
思
う
。

三
十
三
年
に
入
る
と
、
慶
応
義
塾
創
立
百
周
年
記
念
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
実

施
し
た
い
と
、
若
手
を
中
心
に
何
回
か
研
究
会
が
開
か
れ
た
。
ネ
パ
ー
ル
か
ら

の
登
山
許
可
が
な
か
な
か
入
手
出
来
ず
、
目
標
の
山
も
何
度
か
変
更
さ
れ
た
が

遂
に
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
Ⅱ
峰
が
選
ば
れ
、
隊
長
は
山
田
二
郎
、
三
十
五
年
春
実
施
が

決
定
さ
れ
た
。

何
と
か
自
分
達
だ
け
の
ク
ラ
ブ
で
や
り
た
い
と
熱
望
し
、
そ
れ
に
は
何
と
し

て
も
偵
察
隊
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
い
ろ
い
ろ
な
障

害
が
あ
り
計
画
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
思
い
あ
ぐ
ね
て
六
月
の
あ
る

日
、
白
木
屋
に
加
藤
さ
ん
を
尋
ね
我
々
の
窮
状
を
訴
え
た
。
一
時
間
も
し
な
い

う
ち
に
上
司
の
内
諾
を
と
り
つ
け
、
あ
っ
さ
り
隊
長
を
引
受
け
て
く
れ
た
。
頼

み
に
行
っ
た
我
々
が
あ
ぜ
ん
と
し
た
決
断
の
早
さ
だ
っ
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
初
見
参
の
我
々
若
手
三
人
と
マ
ナ
ス
ル
三
回
の
猛
者
ｌ
油
の
乗

り
切
っ
た
加
藤
さ
ん
の
パ
ー
テ
ィ
の
中
身
は
想
像
に
難
く
な
い
。
い
い
こ
と
も

悪
い
こ
と
も
す
べ
て
伝
授
し
て
も
ら
っ
た
気
が
す
る
。

乏
し
い
外
貨
を
闇
で
い
ろ
い
ろ
や
り
繰
り
し
た
り
、
ダ
ー
ジ
リ
ン
・
シ
ェ
ル

パ
の
雇
用
問
題
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ソ
サ
イ
テ
ィ
と
対
立
し
、
そ
の
仲
介
を
コ
イ

ラ
ラ
首
相
や
テ
ン
ジ
ン
・
ノ
ル
ゲ
イ
氏
に
頼
ん
で
解
決
す
る
な
ど
、
そ
の
手
腕

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
加
藤
さ
ん
の
真
価
は
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
や
登
華
中
に
こ
そ
発

揮
さ
れ
た
。

往
復
四
十
日
を
超
え
、
五
千
勝
以
上
の
峠
を
七
回
も
越
え
た
西
ネ
パ
ー
ル
一
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周
の
辛
く
長
い
キ
ャ
ラ
バ
ン
で
も
、
サ
バ
イ
バ
ル
の
達
人
の
加
藤
隊
長
の
智
恵

と
工
夫
で
、
今
で
も
一
番
懐
か
し
く
楽
し
い
思
い
出
の
山
旅
と
な
っ
て
い
る
。

反
面
、
山
に
取
り
掛
か
る
と
厳
し
か
っ
た
。
若
い
く
せ
に
ダ
ラ
シ
が
な
い
と

か
、
あ
の
氷
爆
は
お
前
達
だ
け
で
充
分
登
れ
る
と
か
ハ
ッ
パ
の
か
け
ら
れ
通
し

だ
っ
た
。
確
か
に
今
考
え
て
も
加
藤
さ
ん
に
は
、
今
何
が
大
事
か
、
何
が
危
険

か
を
的
確
に
見
抜
く
素
晴
ら
し
い
天
分
が
あ
っ
た
。
ま
さ
に
動
物
的
な
勘
で
あ

る
。

ム
ク
ッ
ト
・
ガ
オ
ン
周
辺
で
一
ヶ
月
以
上
、
四
ル
ー
ト
に
わ
た
っ
て
ダ
ウ
ラ

ギ
リ
Ⅱ
峰
北
面
を
偵
察
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
内
院
に
入
る
荷
上
げ
ル
ー
ト
は

発
見
出
来
な
か
っ
た
。
翌
春
の
本
隊
は
ど
う
な
る
か
と
気
が
気
で
な
い
我
々
に

「
大
丈
夫
、
ヒ
マ
ル
チ
ュ
リ
は
や
れ
る
よ
」
と
太
鼓
判
を
押
し
、
帰
途
口
実
を

設
け
て
連
絡
官
に
目
を
つ
ぶ
ら
せ
、
ヒ
マ
ル
チ
ュ
リ
西
面
の
谷
に
入
っ
た
。

ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
予
定
地
の
一
日
ほ
ど
手
前
の
丘
か
ら
双
眼
鏡
で
の
ぞ
い

て
、
「
よ
し
、
ル
ー
ト
は
あ
の
鎌
形
氷
河
沿
い
で
絶
対
登
れ
る
」
と
指
摘
し
た
。

三
十
五
年
春
の
ヒ
マ
ル
チ
ュ
リ
登
頂
ル
ー
ト
は
、
ま
さ
し
く
加
藤
さ
ん
の
引
い

た
ル
ー
ト
そ
の
も
の
で
、
幸
運
に
も
頂
に
立
つ
こ
と
が
出
来
た
。
山
を
見
る
目

の
確
か
さ
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
方
か
ら
聞
か
さ
れ
た
通
り
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
は
山
登
り
よ
り
も
っ
と
楽
し
い
？
ゴ
ル
フ
や
ス
キ
ュ
ー
バ
・
ダ
イ

ビ
ン
グ
に
こ
っ
て
い
た
。
ゴ
ル
フ
の
腕
前
は
豪
快
だ
が
口
ほ
ど
で
は
な
い
と
の

評
価
だ
っ
た
が
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
の
方
は
ご
自
慢
ど
お
り
獲
物
は
多
か
っ
た
よ
う

だ
。
何
度
も
南
の
島
に
潜
り
に
行
っ
て
、
そ
の
赫
々
た
る
戦
果
は
何
度
か
お
酒

の
席
で
聞
か
さ
れ
た
。

す
っ
か
り
山
の
世
界
か
ら
足
を
洗
っ
た
の
か
と
さ
え
思
え
た
が
、
も
と
も
と

組
織
と
か
固
苦
し
い
こ
と
の
苦
手
な
加
藤
さ
ん
は
、
総
会
な
ど
大
人
数
の
会
は

敬
遠
し
た
が
、
小
人
数
の
山
の
集
り
に
は
よ
く
顔
を
出
し
た
し
、
出
席
す
れ
ば

い
つ
も
賑
や
か
な
輪
の
中
心
に
い
た
。

私
も
何
度
か
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
や
カ
ン
チ
の
若
い
仲
間
と
加
藤
さ
ん
の
ス
テ
ー

キ
・
ハ
ウ
ス
に
お
邪
魔
し
た
が
、
本
当
に
喜
ん
で
い
ろ
い
ろ
と
昔
話
を
し
て
く

れ
た
。

最
近
で
は
「
学
生
達
は
ど
う
し
て
る
ん
だ
。
手
伝
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
連
絡

し
て
く
れ
」
と
有
難
い
手
紙
を
頂
い
た
り
し
た
が
、
機
会
を
得
な
い
ま
ま
逝
か

れ
て
し
ま
っ
た
。
や
は
り
最
後
ま
で
山
登
り
の
動
き
が
気
に
か
か
っ
て
い
た
の

だ
と
思
う
。

大
好
き
な
先
輩
を
失
っ
て
悲
し
い
。

略
年
譜

大
正
九
年
十
一
月
二
十
九
日
鎌
倉
に
誕
生
。
鎌
倉
師
範
学
校
附
属
小
学
校
を
経
て
、

昭
和
九
年
四
月
、
慶
応
義
塾
普
通
部
入
学
。

昭
和
十
三
年
普
通
部
四
年
生
の
時
ラ
グ
ビ
ー
部
員
で
あ
っ
た
が
冬
の
八
ケ
岳
山
行
に

参
加
、
強
い
感
銘
を
受
け
る

昭
和
十
三
年
四
月
法
学
部
予
科
入
学
。
ラ
グ
ビ
ー
部
の
烈
し
い
勧
誘
を
断
り
山
岳
部

に
入
部
す
る

昭
和
十
六
年
四
月
慶
応
義
塾
大
学
本
科
入
学

昭
和
十
八
年
九
月
戦
時
特
例
の
繰
上
げ
卒
業
。
こ
の
間
十
五
年
七
、
八
月
の
台
湾
新

高
山
登
山
、
同
十
二
月
よ
り
十
六
年
一
月
の
西
穂
高
高
所
露
営
、
同
三
月
の
北
穂
高

雪
洞
露
営
、
十
七
年
十
二
月
の
槍
ケ
岳
北
鎌
尾
根
の
極
地
法
登
山
な
ど
を
行
う

昭
和
十
八
年
九
月
大
日
本
製
糖
（
株
）
入
社
。
同
九
月
、
予
備
学
生
と
し
て
土
浦
航

空
隊
に
入
隊
、
厚
木
、
誉
母
、
都
築
、
済
州
島
の
各
航
空
隊
に
配
属
、
八
月
十
五
日

終
戦
を
迎
え
る

昭
和
二
十
一
年
三
島
通
陽
氏
経
営
の
那
須
農
場
勤
務
。
二
十
二
年
、
農
地
改
革
に
よ
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清
田
先
生
と
日
本
大
学
山
岳
部

先
生
は
旧
制
六
高
か
ら
東
大
と
在
学
中
の
昭
和
初
期
積
雪
期
穂
高
初
登
は
ん

時
代
に
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
三
十
四
年
に
縁
あ
っ
て
、
日
大
で
教
べ
ん
を

と
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
当
時
、
桜
門
山
岳
会
会
長
の
初
見
先
輩
の
知

る
こ
と
と
な
り
、
初
見
先
輩
の
推
薦
に
よ
り
、
昭
和
四
十
年
に
日
本
大
学
山
岳

り
解
散

昭
和
二
十
四
年
六
月
槇
さ
ん
の
始
め
ら
れ
た
佐
倉
飼
料
（
株
）
に
入
社
。
そ
の
後

（
株
）
白
木
屋
、
（
株
）
山
啓
を
経
て
武
井
産
業
（
株
）
勤
務

昭
和
二
十
八
年
三
月
よ
り
七
月
、
第
一
次
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
、
二
十
九
年
三
月
よ
り
六

月
、
第
二
次
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
、
三
十
一
年
二
月
よ
り
六
月
、
第
三
次
マ
ナ
ス
ル
登

山
隊
に
参
加
。
同
五
月
十
一
日
、
第
二
次
隊
と
し
て
日
下
田
実
さ
ん
と
登
頂

三
十
四
年
八
月
よ
り
十
二
月
、
慶
応
義
塾
創
立
百
周
年
記
念
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
に
、
偵

察
隊
長
と
し
て
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
Ⅱ
峰
北
面
及
び
ヒ
マ
ル
チ
ュ
リ
西
面
を
偵
察
、
登
路
を

発
見
す
る

昭
和
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日
日
本
山
岳
会
に
入
会
、
会
員
番
号
二
三
七
一
番

著
書
『
山
に
愚
か
れ
た
男
』
三
十
二
年
七
月
文
芸
春
秋
新
社
（
五
十
六
年
三
月
中

公
文
庫
で
復
刊
）
、
『
冬
山
の
サ
ム
ラ
イ
達
』
三
十
三
年
文
芸
春
秋
、
『
夏
山
三
題
』

三
十
四
年
三
田
評
論
、
「
登
高
行
」
十
四
号
に
各
紀
行
等
を
執
筆
し
て
い
る

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
十
日
逝
去
、
享
年
六
十
七
歳

清
田
清
氏
（
一
九
○
九
’
一
九
八
七
）

（
宮
下
秀
樹
）

Ｉ

部
部
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
登
山
解
禁
を
翌
年
に
ひ
か
え
た
昭
和
四

十
四
年
十
一
月
、
私
（
当
時
三
十
一
歳
）
と
学
生
の
平
野
隆
司
の
二
人
は
先
生

の
中
板
橋
の
自
宅
に
お
伺
い
し
ま
し
た
。
用
件
は
先
生
に
来
秋
に
予
定
し
て
い

る
現
役
か
ら
な
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊
の
隊
長
を
お
願
い
す
る
こ
と
で
し
た
。

こ
れ
ま
で
に
山
岳
部
の
総
会
な
ど
で
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
全

く
の
初
対
面
と
同
じ
で
あ
っ
た
し
、
先
生
は
も
う
す
で
に
六
十
歳
の
高
齢
で
あ

り
、
一
方
、
我
々
の
隊
は
全
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
経
験
の
な
い
私
と
中
村
進
（
当
時

二
十
三
歳
）
の
二
名
の
Ｏ
Ｂ
が
現
役
を
つ
れ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
行
こ
う
と
い
う
計

画
に
同
意
を
得
ら
れ
る
の
は
至
難
の
こ
と
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
お
も
む
ろ
に

「
先
生
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
行
き
ま
せ
ん
か
」
と
切
り
出
し
た
と
こ
ろ
、
即
座
に

「
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
快
諾
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
は
山
岳
部
部
長
と
し
て
、
旧
友
の
っ
て
で
加
藤
泰
安
氏
に
お
逢
い
に
な

り
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
エ
ベ
レ
ス
ト
に
は
日
大
か
ら
何
名
く
ら
い
参
加
出
来
る
か
、
学

生
と
若
手
Ｏ
Ｂ
は
ど
ん
な
動
き
を
し
て
い
る
の
か
の
す
べ
て
を
掌
握
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
出
発
ま
で
の
約
一
年
間
に
数
回
に
わ
た
り
隊
員
は
先
生
の
ご
自
宅

に
招
待
を
受
け
ま
し
た
。

料
理
は
奥
様
手
作
り
の
本
場
の
中
国
料
理
で
あ
る
。
先
生
は
な
か
な
か
の
食

通
で
、
ま
ず
食
前
酒
か
ら
は
じ
ま
り
、
前
菜
と
続
く
の
で
あ
る
が
、
こ
ろ
あ
い

を
み
て
、
ご
自
身
が
立
ち
上
が
り
、
書
斎
よ
り
カ
ミ
》
一
と
か
ヘ
ネ
シ
ー
を
大
事

そ
う
に
小
脇
に
か
か
え
て
戻
ら
れ
て
、
君
達
の
よ
う
に
量
さ
え
食
べ
て
飲
め
ば

よ
い
連
中
に
は
も
っ
た
い
な
い
が
と
い
っ
て
振
舞
っ
て
い
た
だ
い
た
。
席
上
で

は
も
っ
ぱ
ら
昭
和
一
ケ
タ
時
代
の
積
雪
期
穂
高
登
山
が
主
で
、
慶
大
の
斉
藤
長
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寿
郎
氏
に
は
一
目
お
か
れ
、
大
島
亮
吉
氏
に
は
大
き
な
影
響
を
受
け
ら
れ
た
よ

う
で
し
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
で
は
パ
ウ
ル
・
バ
ウ
ア
ー
の
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
北
東
稜

の
闘
い
を
熱
っ
ぽ
く
語
ら
れ
ま
し
た
。
私
達
の
計
画
の
方
は
私
か
ら
報
告
す
る

以
外
は
質
問
さ
れ
た
り
、
指
示
が
ま
し
い
こ
と
は
一
言
も
な
く
、
し
い
て
い
え

ば
「
お
金
は
た
り
て
い
る
か
ね
」
だ
け
で
し
た
。
こ
の
姿
勢
は
登
山
を
終
え

て
、
帰
国
す
る
ま
で
終
始
変
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
す

ば
ら
し
い
隊
長
の
も
と
に
隊
が
ま
と
ま
ら
な
い
わ
け
が
な
く
、
一
九
七
○
年
十

月
二
十
六
日
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
山
塊
の
一
無
名
峰
の
登
頂
に
成
功
し
ま
し
た
。
山
の

命
名
は
シ
ダ
・
ツ
ッ
ラ
と
し
、
標
高
は
六
六
二
脚
で
し
た
。
先
生
は
高
齢
に

も
か
か
わ
ら
ず
五
二
○
○
脚
ま
で
登
ら
れ
ま
し
た
。

帰
路
、
ツ
ク
チ
ェ
村
か
ら
ポ
カ
ラ
ま
で
先
生
と
柴
田
ド
ク
タ
ー
は
本
隊
と
わ

か
れ
て
ベ
ニ
ル
ー
ト
を
二
人
で
キ
ャ
ラ
バ
ン
す
る
こ
と
に
な
り
、
全
員
均
等
に

少
な
い
旅
費
が
支
給
さ
れ
ま
し
た
。

お
二
人
は
人
後
に
落
ち
な
い
左
党
で
す
が
、
ポ
カ
ラ
で
再
会
し
た
私
に
、
先

生
は
旅
費
を
自
分
が
管
理
し
な
か
っ
た
な
ら
、
ド
ク
タ
ー
は
一
晩
で
飲
ん
で
し

ま
い
、
お
そ
ら
く
ポ
カ
ラ
に
は
た
ど
り
着
け
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
冗
談
で

語
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
旅
で
お
二
人
は
意
気
投
合
し
、
登
山
の
心
配
も
な
く
、

最
も
楽
し
い
旅
だ
っ
た
よ
う
で
し
た
．
こ
れ
が
縁
で
、
お
二
人
は
昭
和
五
十
三

年
池
田
錦
重
隊
長
の
北
極
点
遠
征
隊
に
総
隊
長
と
そ
の
お
供
と
い
う
こ
と
で
参

加
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
の
人
柄
は
清
廉
潔
白
、
語
り
は
ゆ
っ
く
り
一
語
一
語
噛
み
し
め
る
ご
と

く
、
口
数
は
少
な
く
、
背
筋
を
真
直
ぐ
伸
ば
し
、
私
達
の
話
を
二
三
冒
し
な

が
ら
聞
い
て
い
る
の
が
常
で
し
た
。
特
に
功
名
心
の
強
い
人
は
体
質
的
に
も
毛

嫌
い
し
、
約
束
の
時
間
は
厳
し
く
、
十
分
前
に
来
る
の
が
礼
儀
と
教
え
ら
れ
ま

し
た
。
お
酒
が
入
っ
て
も
人
前
で
崩
れ
る
こ
と
は
な
く
、
崩
れ
そ
う
に
な
る
と

途
中
で
失
礼
す
る
の
が
常
で
し
た
。
苗
字
の
ご
と
く
澄
ん
だ
目
は
ま
さ
に
明
治

人
の
気
概
が
あ
り
ま
し
た
。

先
生
を
囲
ん
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
と
北
極
の
隊
員
は
毎
年
新
緑
に
は
奥
多
摩
へ
ハ
イ

キ
ン
グ
、
秋
に
は
一
泊
で
山
の
温
泉
、
暮
れ
に
は
新
宿
で
忘
年
会
を
行
っ
て
お

り
ま
し
た
。
先
生
が
昭
和
五
十
四
年
に
古
稀
を
迎
え
ら
れ
て
日
大
生
産
工
学
部

機
械
学
科
教
授
を
辞
さ
れ
る
頃
か
ら
、
当
時
学
生
で
あ
っ
た
隊
員
が
奥
さ
ん
や

子
供
を
連
れ
て
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
層
楽
し
み
に
さ
れ
て
お
ら
れ
る
様

子
で
し
た
。

昭
和
六
十
二
年
の
六
月
に
奥
多
摩
の
ハ
イ
キ
ン
グ
以
来
疲
れ
が
取
れ
な
い
と

は
聞
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
ま
さ
か
体
が
肺
癌
で
む
し
ば
ま
れ
て
い
る
と
は
知

ら
ず
、
池
田
と
私
は
先
生
の
足
腰
が
め
っ
き
り
弱
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ

か
ら
は
強
引
に
お
願
い
し
て
歩
く
よ
う
に
し
よ
う
と
相
談
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
秋
に
中
房
温
泉
へ
行
き
、
先
生
も
杯
を
か
た
む
け
な
が
ら
来
年

は
北
極
の
十
周
年
に
な
る
と
語
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
は
今
に
し
て

思
う
と
律
義
な
先
生
が
無
理
を
押
し
て
参
加
さ
れ
た
と
し
か
思
わ
れ
ま
せ
ん
。

暮
れ
に
用
件
あ
っ
て
電
話
を
入
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
入
院
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
り
、
早
速
お
見
舞
に
か
け
つ
け
ま
し
た
折
り
も
、
私
の
よ
う
な
若
輩
に
対
し

て
、
病
床
か
ら
起
き
上
り
、
対
応
し
て
い
た
だ
い
た
姿
は
今
で
は
痛
々
し
い
ば

か
り
で
す
。
そ
れ
か
ら
一
週
間
後
の
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
日
、
苦
し
ま

れ
る
こ
と
も
な
く
七
十
八
歳
と
十
一
ヶ
月
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
六
十
三
年
四
月
三
日
、
富
士
山
の
見
渡
せ
る
富
士
霊
園
で
納
骨
を
す
ま

さ
れ
、
私
達
ヒ
マ
ラ
ヤ
と
北
極
の
隊
員
も
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
帰
り
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道
に
池
田
の
発
案
で
、
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
も
秋
の
旅
行
は
続
け
よ
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
場
所
も
雨
飾
山
と
決
定
し
ま
し
た
。
今
後
と
も
先
生
の
思

い
出
話
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

先
生
の
祖
父
は
東
京
で
漢
学
塾
を
開
い
て
お
ら
れ
、
父
は
祖
父
の
影
響
で
中

国
語
が
堪
能
な
こ
と
か
ら
、
明
治
四
十
年
頃
関
東
州
関
東
法
院
の
通
訳
官
を
さ

れ
て
お
り
ま
し
た
。
先
生
は
法
院
官
舎
（
旅
大
市
）
で
明
治
四
十
二
年
一
月
九

日
誕
生
さ
れ
、
大
連
第
一
中
学
校
か
ら
、
旧
制
第
六
高
等
学
校
と
進
ま
れ
、
こ

こ
で
山
岳
部
に
入
部
さ
れ
、
東
京
帝
国
大
学
工
学
部
機
械
科
を
昭
和
九
年
に
卒

業
さ
れ
ま
し
た
。
東
大
で
も
ス
キ
ー
山
岳
部
に
籍
を
置
か
れ
ま
し
た
。
先
般
、

六
高
時
代
の
岳
友
、
堀
龍
雄
氏
（
京
大
Ｏ
Ｂ
）
に
お
逢
い
し
、
先
生
の
お
話
を

伺
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
無
口
で
、
山
は
め
っ
ぽ
う
強
か
っ
た
と
語
ら
れ
て
お
り

ま
し
た
。主

な
積
雪
期
登
山
と
遠
征
隊

昭
和
二
年
十
二
月
旧
制
六
高
山
岳
部
ス
キ
ー
合
宿
関
温
泉
に
参
加
（
最
初
の
山
行
）

昭
和
四
年
二
月
伯
耆
大
山
登
頂

三
月
蒲
田
側
か
ら
槍
、
南
岳
縦
走

昭
和
五
年
一
月
洞
沢
側
よ
り
前
穂
登
頂

四
月
北
穂
高
沢
よ
り
北
穂
登
頂

昭
和
六
年
三
月
北
穂
北
壁
チ
ン
ネ
よ
り
北
穂
登
頂

昭
和
七
年
一
月
天
上
沢
よ
り
北
鎌
尾
根
独
標
を
目
指
す
が
失
敗

二
月
谷
川
岳
一
ノ
倉
沢
よ
り
谷
川
岳
登
頂

八
月
東
大
ス
キ
ー
山
岳
部
朝
鮮
金
剛
山
遠
征
隊
に
参
加

昭
和
八
年
一
月
槍
頂
上
か
ら
北
鎌
独
標
ま
で
縦
走

二
月
屏
風
岩
ル
ー
ト
偵
察
（
戦
前
の
登
山
の
終
り
）

昭
和
三
十
八
年
五
月
Ｊ
Ａ
Ｃ
入
会
、
会
員
番
号
五
五
四
五
紹
介
者
初
見
一
雄
・
折

本
会
の
最
も
古
い
会
員
の
一
人
で
あ
る
大
島
永
明
氏
（
会
員
番
号
五
一
三
番
）

は
、
去
る
二
月
一
日
午
後
二
時
五
十
五
分
、
急
性
心
不
全
の
た
め
亡
く
な
ら

れ
、
故
ヨ
ハ
ネ
大
島
永
明
氏
の
葬
儀
は
二
月
六
日
、
東
京
聖
テ
モ
テ
教
会
で
行

わ
れ
た
。

東
京
高
等
師
範
学
校
付
属
中
学
山
岳
部
は
、
我
が
国
の
大
学
高
校
中
学
等
、

学
校
山
岳
会
の
先
駆
者
の
栄
を
担
う
も
の
で
あ
っ
て
大
正
元
年
に
発
足
し
て
い

る
。
翌
年
に
は
一
高
、
三
高
、
さ
ら
に
引
続
き
二
高
、
慶
応
、
神
戸
高
商
、
立

教
な
ど
に
山
岳
会
が
成
立
し
た
事
情
は
「
山
岳
」
に
も
詳
し
い
。
大
島
永
明
氏

は
、
伴
野
清
氏
（
会
員
番
号
二
八
四
番
）
ら
と
共
に
、
東
京
高
師
付
属
中
山
岳

部
に
属
し
、
共
に
中
学
時
代
か
ら
日
本
山
岳
会
に
も
入
っ
て
い
た
学
生
会
員
の

草
分
け
と
い
え
よ
う
。

井
健
一

昭
和
四
十
五
年
秋
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
峰
フ
レ
ン
チ
コ
ル
（
日
大
山
岳
部
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊

隊
長
）

昭
和
五
十
三
年
春
日
大
北
極
点
遠
征
隊
総
隊
長
と
し
て
北
極
圏
へ

著
書
に
自
費
出
版
さ
れ
た
「
穂
高
ヒ
マ
ラ
ヤ
北
極
」
昭
和
六
十
一
年
刊
が
あ
る
。

そ
の
他
、
学
会
、
専
門
誌
の
依
頼
で
原
稿
を
書
か
れ
る
こ
と
多
数
、
た
だ
し
、
教
育
者

生
活
の
約
二
十
年
間
、
教
科
書
は
す
べ
て
自
筆
で
原
稿
を
書
か
れ
て
コ
ピ
ー
し
て
無
料

で
配
布
さ
れ
て
お
ら
れ
た
と
の
こ
と
。

（
高
橋
正
彦
）

大
島
永
明
氏
（
一
八
九
七
’
一
九
八
八
）

’
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筆
者
は
昭
和
十
六
年
に
一
高
に
入
学
し
た
旅
行
部
の
後
輩
で
あ
る
が
、
当
時

伴
野
・
大
島
先
輩
は
、
大
木
・
日
高
・
藤
島
・
黒
田
先
輩
ら
と
共
に
旅
行
部
創

設
期
の
大
先
輩
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
終
戦
直
後
、
こ
れ
ら
諸
先
輩
は
い
ず
れ

も
激
職
か
ら
開
放
さ
れ
た
た
め
、
寮
の
一
室
に
も
気
軽
に
見
え
、
私
共
と
車
座

に
な
っ
て
話
合
い
な
ど
す
る
機
会
が
持
て
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
四
十
一
年
に

は
二
局
旅
行
部
五
十
年
の
記
念
誌
を
作
る
話
が
持
上
り
、
し
ば
し
ば
会
合
を
開

き
、
当
時
の
話
を
直
接
伺
っ
た
り
、
そ
の
関
連
で
武
田
久
吉
先
生
や
、
田
部
重

治
、
中
村
清
太
郎
氏
な
ど
に
も
お
会
い
で
き
た
。

こ
の
記
念
誌
に
大
島
先
輩
が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
大
木
操
氏
の
記
事
「
大

正
三
年
鹿
島
槍
か
ら
劒
岳
へ
」
で
あ
り
、
当
時
大
島
永
明
氏
は
高
師
付
属
中
学

の
四
年
生
で
あ
っ
た
。
大
木
氏
と
大
町
の
ガ
イ
ド
伝
刀
林
蔵
の
組
が
鹿
島
槍
、

五
竜
を
越
え
て
、
三
ノ
窓
雪
渓
の
初
登
華
を
な
し
と
げ
、
室
堂
に
達
し
た
時
、

た
ま
た
ま
百
瀬
慎
太
郎
氏
と
伴
野
・
大
島
の
組
も
室
堂
に
い
た
。
共
に
劒
の
第

三
登
を
果
そ
う
と
の
話
は
直
ち
に
ま
と
ま
り
、
同
じ
く
一
高
文
科
の
矢
田
部
達

郎
、
一
高
工
科
の
箕
作
新
大
の
組
も
合
流
し
、
七
月
二
十
九
日
に
は
霧
の
中
、

長
次
郎
谷
か
ら
全
員
が
劒
岳
頂
上
に
達
し
た
。

そ
の
頃
、
神
河
内
を
中
心
に
穂
高
の
開
拓
も
行
わ
れ
、
穂
高
か
ら
槍
へ
の
縦

走
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
槍
か
ら
穂
高
へ
の
逆
縦
走
は
な
さ
れ
ず
、
上
記
箕
作

氏
の
組
や
、
小
倉
氏
の
組
な
ど
も
試
み
て
失
敗
し
て
い
た
。
伴
野
清
氏
は
大
町

を
中
心
と
し
た
登
山
の
一
環
と
し
て
、
こ
の
槍
か
ら
の
逆
縦
走
を
成
功
さ
せ
た

い
と
考
え
、
大
正
五
年
、
大
島
、
中
上
川
小
六
郎
、
宮
川
久
雄
氏
ら
と
共
に
、

大
町
の
ガ
イ
ド
大
西
又
吉
を
伴
っ
て
高
瀬
川
か
ら
烏
帽
子
ｌ
雲
ノ
平
ｌ
太
郎
兵

衛
平
Ｉ
槍
と
歩
い
て
殺
生
小
舎
に
入
っ
た
。
八
月
三
日
に
は
、
大
キ
レ
ッ
ト
ヘ

の
下
り
や
、
キ
レ
ッ
ト
の
先
の
飛
騨
側
の
急
な
ガ
レ
場
の
ト
ラ
バ
ー
ス
、
北
穂

直
下
の
天
狗
岩
の
小
さ
い
足
が
か
り
を
使
っ
て
の
回
り
込
み
な
ど
、
苦
労
も
あ

っ
た
が
、
無
事
北
穂
を
越
え
、
白
出
の
コ
ル
に
達
し
初
の
逆
縦
走
に
成
功
し

た
。
キ
レ
ッ
ト
と
い
う
名
称
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
ク
レ
フ
ト
と
い
う
表
現
か
ら

伴
野
氏
が
思
い
つ
き
、
こ
の
縦
走
の
記
念
に
初
め
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
正
七
年
、
旅
行
部
の
委
員
で
あ
っ
た
大
島
氏
は
一
年
先
輩
の
藤
島
敏
男
氏

ら
と
共
に
四
十
日
近
く
の
鮮
満
支
旅
行
を
企
画
し
渡
正
監
、
三
輪
寿
壯
、
嘉
治

隆
一
、
小
池
厚
之
助
氏
ら
三
十
数
名
を
伴
っ
て
釜
山
ｌ
京
城
ｌ
平
壌
ｌ
新
義
州

ｌ
奉
天
ｌ
大
連
ｌ
旅
順
ｌ
太
沽
Ｉ
天
津
ｌ
北
京
ｌ
武
昌
ｌ
漢
口
ｌ
南
京
ｌ
蘇
州

ｌ
上
海
・
杭
州
Ｉ
青
島
を
回
っ
た
。
八
達
嶺
や
万
寿
山
、
泰
山
な
ど
に
も
登
っ

た
が
、
こ
の
旅
で
大
陸
を
自
ら
親
し
く
踏
み
、
得
た
認
識
や
体
験
は
誠
に
貴
重

な
も
の
で
、
同
行
の
中
か
ら
多
数
の
国
際
人
ｌ
外
交
官
、
政
治
家
、
実
業
家
、

評
論
家
、
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
が
輩
出
し
た
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
と
、

上
記
五
十
年
史
の
中
で
述
懐
し
て
お
ら
れ
る
。

他
に
も
富
士
五
湖
か
ら
身
延
、
赤
城
か
ら
尾
瀬
・
日
光
そ
の
他
を
甲
藤
新
・

斉
藤
直
一
・
大
山
松
次
郎
・
矢
内
原
忠
雄
・
辻
二
郎
・
桜
井
盛
二
氏
ら
と
歩
い

て
お
ら
れ
る
が
、
奥
様
と
な
ら
れ
た
清
子
さ
ん
も
山
が
お
好
き
で
、
一
高
同
級

の
黒
田
正
夫
氏
夫
人
で
あ
る
初
子
さ
ん
の
所
へ
料
理
な
ど
習
い
に
行
っ
て
お
ら

れ
た
。
そ
ん
な
関
係
で
大
島
氏
の
結
婚
式
は
黒
田
氏
夫
妻
媒
酌
の
下
に
行
わ

れ
、
一
高
旅
行
部
Ｏ
Ｂ
の
会
で
あ
る
縦
の
会
で
も
よ
く
話
題
に
上
っ
た
も
の
で

あ
る
。大

島
先
輩
は
私
共
に
と
っ
て
は
、
い
つ
も
二
三
頁
と
話
を
さ
れ
る
慈
父
の

よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
初
期
の
南
極
観
測
に
村
山
雅
美
氏
ら
と
参
加
し
た
際

な
ど
も
、
進
ん
で
壮
行
会
に
出
て
来
ら
れ
、
岩
波
文
庫
の
何
冊
か
を
銭
別
に
頂

い
た
記
憶
が
あ
る
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
話
な
ど
も
常
に
期
待
し
、
楽
し
ん
で
お
ら
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れ
た
よ
う
で
あ
る
。

今
年
一
月
に
は
、
大
島
永
明
さ
ん
の
よ
う
な
草
分
け
時
代
の
会
員
に
、
想
い

出
の
一
文
で
も
会
報
に
書
い
て
頂
け
れ
ば
と
、
松
田
雄
一
氏
ら
と
共
に
依
頼
し

た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
便
り
を
頂
い
た
。
「
伴
野
兄
と
は
よ
く
山
旅
を
一
所

に
し
ま
し
た
。
槍
か
ら
穂
高
の
初
縦
走
の
外
、
立
山
の
劒
も
大
町
側
の
ガ
イ
ド

を
連
れ
て
登
り
ま
し
た
。
昔
話
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
ね
。
私
の
弟
が
ビ
ル
マ

で
戦
死
し
ま
し
た
時
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
見
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
。
…
：
中
略
・
…
：

や
っ
と
適
当
な
写
真
を
見
付
け
ま
し
た
か
ら
同
封
い
た
し
ま
す
。
。
：
…
」
こ
の

時
送
っ
て
頂
い
た
の
が
、
別
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
ら
れ
た
写
真
で
、
去
る
昭
和
十
五

年
四
月
二
十
九
日
、
勲
三
等
瑞
宝
章
を
宮
中
で
受
け
ら
れ
た
時
の
ス
ナ
ッ
プ
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
手
紙
を
頂
い
た
直
後
、
大
島
さ
ん
は
敗
血
症
を
起
さ

れ
、
会
報
用
原
稿
を
永
久
に
頂
け
ず
に
な
っ
た
の
は
誠
に
残
念
で
あ
る
。

最
近
、
大
島
さ
ん
の
唯
一
の
子
供
さ
ん
で
あ
る
雨
宮
和
子
さ
ん
か
ら
頂
い
た

お
便
り
に
よ
れ
ば
、
「
父
は
昨
年
五
月
末
こ
ろ
ん
で
軽
い
骨
折
を
致
し
ま
し
た

が
、
さ
す
が
若
い
時
山
で
き
た
え
た
体
だ
け
あ
っ
て
、
御
医
者
様
も
び
っ
く
り

さ
れ
る
ほ
ど
の
体
力
で
あ
り
、
こ
の
た
め
昨
年
十
一
月
の
卒
寿
の
お
祝
を
母
と

共
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
他
、
父
の
命
を
今
年
ま
で
支
え
る
こ
と
が
で

き
、
一
同
喜
ん
で
居
り
ま
す
」
と
あ
り
、
せ
め
て
も
の
慰
め
と
考
え
ら
れ
る
。

偉
大
な
山
の
大
先
達
の
昇
天
に
際
し
、
心
か
ら
御
冥
福
を
お
祈
り
申
上
げ
る

次
第
で
あ
る
。

略
歴

明
治
三
十
年
十
一
月
三
日
東
京
山
王
に
生
れ
る

明
治
四
十
四
年
東
京
高
師
付
属
中
学
に
入
学
。
在
学
中
日
本
山
岳
会
に
入
会
（
五
一

三
番
）

昭
和
二
十
九
年
の
春
、
医
師
国
家
試
験
も
す
ん
で
、
専
攻
す
る
科
を
決
め
る

時
、
外
科
系
と
は
思
い
な
が
ら
も
い
ろ
い
ろ
と
迷
っ
て
谷
先
生
に
相
談
し
た

所
、
「
や
っ
ぱ
り
外
科
や
な
」
と
言
わ
れ
、
母
校
の
第
一
外
科
学
教
室
に
入
り

ま
し
た
。

大
正
五
年
第
一
高
等
学
校
文
科
入
学
。
旅
行
部
入
部

大
正
八
年
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
入
学

大
正
十
一
年
四
月
東
大
を
卒
業
し
、
農
商
務
省
入
省

大
正
十
四
年
四
月
農
商
務
省
の
農
林
・
商
工
分
離
に
当
り
、
商
工
省
に
属
す
。
爾
来

大
臣
官
房
文
書
課
長
、
特
許
局
意
匠
商
標
課
長
、
鉱
山
監
督
局
長
、
貿
易
部
長
を
歴

任
昭
和
十
六
年
三
月
商
工
省
定
年
退
官
。
四
月
、
日
本
貿
易
振
興
Ｋ
Ｋ
常
務
取
締
役

昭
和
十
八
年
交
易
営
団
理
事
に
転
任
。
北
支
那
開
発
Ｋ
Ｋ
理
事
兼
任

昭
和
三
十
一
年
米
国
よ
り
技
術
導
入
の
日
本
カ
ニ
ゼ
ン
Ｋ
Ｋ
常
務
取
締
役
つ
づ
い
て

専
務
取
締
役

昭
和
三
十
一
年
四
月
国
際
工
業
所
有
権
保
護
協
会
日
本
部
会
理
事
兼
事
務
局
長

昭
和
四
十
一
年
日
本
カ
ニ
ゼ
ン
Ｋ
Ｋ
任
期
満
了

昭
和
五
十
二
年
国
際
工
業
所
有
権
保
護
協
会
名
誉
会
員

昭
和
十
六
年
四
月
十
六
日
付
正
四
位
に
叙
せ
ら
る

昭
和
六
十
三
年
二
月
一
日
心
不
全
の
た
め
逝
去
。
享
年
九
十
歳

（
中
村
純
二
）

谷
博
氏
（
一
九
一
○
’
一
九
八
八
）

’

’
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そ
の
頃
谷
先
生
は
、
学
生
時
代
に
山
岳
部
員
だ
っ
た
第
一
外
科
の
講
師
の
先

生
に
依
頼
さ
れ
て
、
宮
島
の
診
療
所
で
よ
く
一
緒
に
手
術
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま

し
た
が
、
私
も
講
師
の
先
生
の
お
供
を
し
て
手
術
に
入
れ
て
も
ら
い
い
ろ
い
ろ

と
教
え
て
戴
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
私
が
昭
和
三
十
二
年
一
月
よ
り
国
立
福
知

山
病
院
に
、
二
年
後
に
府
立
与
謝
の
海
療
養
所
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
は
、
講
師
の
先
生
が
助
教
授
に
な
ら
れ
、
ま
た
勤
務
地
が
谷
先
生
の
所
に
近

く
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
が
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
三

十
八
年
五
月
に
京
都
府
南
部
の
精
華
町
国
民
健
康
保
険
病
院
に
転
勤
し
て
か
ら

も
、
先
生
が
お
元
気
で
お
ら
れ
た
十
数
年
間
、
大
体
月
二
回
ほ
ど
行
っ
て
、
主

に
虫
垂
炎
の
手
術
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
時
に
は
稀
に
見
る
症
例
と
し
て
、
先

生
と
共
著
で
医
学
雑
誌
の
「
外
科
」
に
発
表
し
た
、
長
さ
二
○
・
○
零
、
周
囲

一
八
・
六
毒
も
あ
る
我
が
国
で
は
最
も
大
き
い
「
巨
大
胆
嚢
下
垂
症
」
と
、
小

腸
を
約
六
○
毒
、
緊
急
に
切
除
し
て
救
い
得
た
「
急
性
腸
間
膜
動
脈
閉
塞
症
」

の
二
例
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

確
か
に
外
科
医
と
い
う
も
の
は
手
術
が
好
き
で
な
い
と
出
来
ま
せ
ん
が
、
谷

先
生
か
ら
電
話
が
か
か
る
と
業
務
に
支
障
の
な
い
限
り
、
夕
方
の
六
時
前
の
汽

車
に
乗
っ
て
イ
ソ
イ
ソ
と
出
か
け
た
も
の
で
す
。
で
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

手
術
後
、
静
原
の
お
宅
に
帰
り
お
風
呂
に
入
っ
て
さ
っ
ぱ
り
し
た
あ
と
、
囲
炉

裏
の
そ
ば
で
奥
様
の
手
に
な
る
す
て
き
な
御
料
理
を
戴
き
な
が
ら
、
夜
の
更
け

る
の
も
忘
れ
て
話
し
た
り
歌
っ
た
り
す
る
楽
し
み
に
惹
か
れ
て
出
か
け
た
の
も

確
か
で
す
。

「
御
苦
労
さ
ん
。
ま
ず
は
乾
杯
」
に
始
ま
り
、
そ
の
日
の
手
術
に
対
す
る
検

討
の
の
ち
、
一
般
的
な
診
療
の
話
題
に
移
っ
て
行
き
ま
す
が
、
い
つ
し
か
山
の

話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
が
ま
わ
る
と
、
北
大
予
科
の

「
都
ぞ
弥
生
の
．
…
：
」
に
始
っ
て
七
高
造
士
館
の
「
北
辰
斜
め
に
：
・
・
：
」
に
至

る
ま
で
、
夜
の
夜
中
に
大
の
男
が
蛮
声
を
張
り
あ
げ
て
い
る
の
を
、
炉
端
で
微

笑
み
な
が
ら
遅
く
ま
で
お
付
き
合
い
し
て
下
さ
っ
た
奥
様
に
は
今
省
み
て
申
し

訳
な
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
ん
な
に
寮
歌
の
お
好
き
な
先
生
で
す
の
に
三
高
山
岳
部
の
「
吹
雪
の
す
る

日
は
…
…
」
の
歌
を
お
聞
き
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
い
つ
で
し
た
か
そ
の
理

由
を
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
「
木
村
君
、
何
で
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
が
街
に
住
め
な

い
の
や
る
。
俺
に
は
そ
ん
な
考
え
方
が
あ
わ
へ
ん
の
で
な
あ
…
…
」
と
笑
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。

も
う
遠
い
昔
の
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
昭
和
初
期
の
北
ア
ル
プ

ス
に
お
け
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
開
拓
時
代
に
、
府
立
医
大
予
科
教
授
で

山
岳
部
長
だ
っ
た
北
上
四
郎
先
生
と
学
生
で
あ
っ
た
谷
先
生
に
よ
る
「
ジ
ャ
ン

ダ
ル
ム
飛
騨
尾
根
」
の
第
一
下
降
・
第
二
下
降
や
、
「
滝
谷
第
二
尾
根
」
の
初

登
・
「
第
四
尾
根
」
の
完
登
、
そ
の
他
い
く
つ
か
の
初
登
華
の
記
録
は
、
当
時

全
く
無
名
の
京
都
医
大
の
名
を
山
岳
界
に
知
ら
し
め
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
業
績
は
我
が
国
の
登
山
史
に
も
残
る
栄
誉
と
も
申
せ
ま
し
ょ
う
。

山
男
と
自
認
す
る
人
の
中
に
は
、
ち
ょ
っ
と
変
っ
て
い
て
、
独
り
善
が
り
の

所
が
あ
り
、
気
位
が
高
く
、
過
去
の
業
績
を
誇
っ
て
そ
れ
に
浸
っ
て
い
る
人
が

あ
り
ま
す
が
、
谷
先
生
は
あ
れ
だ
け
の
業
績
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
に
自
ら
話

さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
こ
ち
ら
か
ら
お
尋
ね
す
る
と
初
め
て
事
実
を
淡
々
と
お

話
に
な
り
、
自
慢
話
な
ど
一
度
も
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

谷
先
生
は
常
々
「
屋
内
登
肇
」
と
称
し
て
、
こ
れ
と
思
う
山
の
登
筆
記
録
や

関
連
の
あ
る
文
献
に
眼
を
通
し
、
そ
の
山
の
概
観
を
把
握
し
て
岩
場
や
渓
谷
の

略
図
や
烏
敵
図
を
画
き
、
そ
の
地
形
や
状
態
を
頭
に
た
た
き
込
ま
れ
て
お
ら
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れ
、
私
達
に
も
奨
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
七
年
五
月
に
先
生
と
二
人
で

穴
毛
谷
の
四
ノ
沢
・
左
俣
か
ら
笠
ヶ
岳
に
登
っ
た
時
、
そ
の
「
屋
内
登
筆
」
の

成
果
と
実
力
を
目
の
あ
た
り
に
見
せ
て
戴
い
て
、
た
だ
た
だ
感
心
す
る
ば
か
り

で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
私
達
後
輩
に
と
っ
て
は
誇
る
に
た
る
大
先
輩
で
し
た
が
、
自
ら

も
認
め
ら
れ
て
お
ら
れ
た
如
く
、
そ
の
論
理
に
一
見
ド
グ
マ
チ
ッ
ク
な
と
こ
ろ

が
あ
り
、
何
か
質
問
さ
れ
る
時
、
ギ
ョ
ロ
ッ
と
し
た
眼
で
簡
潔
に
ズ
バ
リ
と
言

わ
れ
る
の
で
、
急
に
は
返
答
に
困
り
、
何
だ
か
叱
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気

で
し
た
。
そ
し
て
こ
ち
ら
か
ら
話
し
て
い
る
時
に
は
途
中
で
、
「
ち
ょ
っ
と
待

、
、
、
、

て
、
ど
こ
ど
こ
ま
で
は
よ
く
解
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
先
を
も
う
一
度
説
明
し
て

く
れ
」
と
自
分
が
納
得
出
来
る
ま
で
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
二
十
七
年
八
月
、
私
が
大
学
の
四
回
生
（
旧
制
、
今
の
六
回
生
）
の
時
、

洞
沢
に
ベ
ー
ス
を
お
い
て
滝
谷
や
北
尾
根
の
岩
場
に
入
る
の
で
、
新
書
大
の
三

十
数
ペ
ー
ジ
の
計
画
書
を
作
っ
て
先
生
に
見
て
戴
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
第
一

ペ
ー
ジ
に
、
「
か
か
る
無
意
味
な
印
刷
物
の
作
製
に
関
し
て
は
、
そ
の
払
わ
れ

た
手
数
と
費
用
を
度
外
視
す
る
も
、
な
お
そ
の
冗
慢
な
る
努
力
に
箪
整
を
感
ぜ

ざ
る
を
得
ず
。
Ｉ
先
輩
ｌ
」
と
ズ
バ
リ
冒
頭
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
の
で
、
「
ま

た
や
ら
れ
た
」
と
思
い
ま
し
た
が
、
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
は
ル
ー
ト
の
再
検
討
か

ら
始
ま
っ
て
、
変
更
後
の
コ
ー
ス
の
詳
細
な
説
明
は
勿
論
、
携
行
品
・
食
料
品

の
内
容
か
ら
調
理
法
、
さ
ら
に
私
達
に
出
来
る
救
急
処
置
法
に
至
る
ま
で
、
実

に
克
明
に
記
入
し
て
お
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
後
日
帰
宅
し
た
夜
に
電
話
で
報

悼
告
し
た
時
、
め
っ
た
に
褒
め
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
先
生
が
、
「
よ
く
や
っ
た
。

御
苦
労
さ
ん
」
と
言
っ
て
下
さ
っ
た
時
に
は
ホ
ッ
と
し
て
身
体
の
力
が
脱
け
る

追

よ
う
に
感
じ
た
こ
と
は
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

先
生
に
は
非
常
に
厳
し
い
面
と
同
時
に
、
大
き
く
包
み
込
ん
で
指
導
し
て
下

さ
る
温
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
事
物
の
処
理
に
際
し
、
山
登
り
に
限
ら

ず
日
常
生
活
や
診
療
に
お
い
て
も
、
「
事
に
あ
た
っ
て
何
を
第
一
に
や
る
争
へ
き

か
」
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
行
動
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
論
理
も
一
見
ド
グ
マ

の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
決
断
の
時
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
昭
和
三
十
六
年
の
暮
も
押
し

迫
っ
た
頃
で
し
た
。
私
に
転
勤
の
話
が
あ
っ
た
の
で
相
談
に
行
き
、
ひ
と
通
り

説
明
し
た
あ
と
で
、
「
京
都
に
帰
る
よ
い
機
会
だ
と
思
う
の
で
す
が
・
・
…
・
」
と

言
っ
た
時
、
暫
く
腕
を
組
ん
で
考
え
て
お
ら
れ
た
あ
と
、
「
な
あ
木
村
君
、
よ

う
考
え
て
ご
ら
ん
。
商
人
は
な
、
十
人
が
＋
人
共
、
出
来
る
だ
け
の
情
報
を
集

め
て
、
こ
れ
な
ら
必
ず
売
れ
る
と
見
極
め
を
付
け
て
か
ら
品
物
を
仕
入
れ
る
の

や
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
で
も
う
け
る
の
は
せ
い
ぜ
い
二
人
ぐ
ら
い
や
ろ
う
。
俺

達
の
よ
う
な
世
間
知
ら
ず
の
医
者
が
偉
そ
う
に
機
会
を
ね
ら
っ
て
な
ど
と
思
っ

た
と
こ
ろ
で
そ
の
情
報
量
な
ん
て
知
れ
た
も
の
や
。
君
が
今
ま
で
や
っ
て
来
た

業
績
と
い
う
も
の
は
、
君
自
身
は
知
ら
な
く
て
も
必
ず
誰
か
が
見
て
い
る
も
の

で
、
長
い
人
生
の
間
に
は
君
を
見
込
ん
で
高
く
買
い
に
来
る
時
が
何
度
か
は
あ

る
も
の
や
。
そ
の
時
に
は
こ
ち
ら
の
言
い
た
い
こ
と
も
言
え
る
し
、
よ
い
条
件

も
適
え
ら
れ
る
や
ろ
。
こ
の
話
は
君
に
は
物
足
ら
ん
。
当
分
は
今
の
ま
ま
真
面

目
に
勤
め
て
い
な
さ
い
。
な
に
も
自
ら
無
理
し
て
機
会
を
求
め
な
く
て
も
よ

い
」
と
言
わ
れ
、
「
で
も
も
し
生
涯
に
一
度
も
自
分
を
買
い
に
来
て
く
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
れ
は
我
が
運
命
と
諦
め
る
し
か
な
い
な
あ
」
と
笑
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
一
年
余
、
機
会
は
求
め
ず
と
も
や
っ
て
来

ま
し
た
が
、
先
生
か
ら
「
今
こ
そ
決
断
す
る
時
や
ぞ
」
と
奨
め
ら
れ
、
そ
れ
が

そ
の
後
の
私
の
人
生
に
ど
れ
だ
け
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
か
は
測
り
し
れ
ま
せ
ん
。

159



先
生
の
お
宅
に
は
奥
様
の
妹
さ
ん
が
お
ら
れ
、
私
に
よ
く
、
「
兄
さ
ん
と
姉

さ
ん
は
そ
れ
は
本
当
に
仲
が
よ
ろ
し
い
わ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
い
つ

か
診
療
所
か
ら
お
宅
に
帰
る
野
道
を
歩
い
て
い
た
時
に
、
先
生
が
奥
様
と
結
婚

さ
れ
た
経
緯
を
話
し
て
下
さ
っ
て
、
「
俺
み
た
い
に
よ
い
卑
勉
屋
を
貰
え
よ
」

と
冗
談
と
も
本
気
と
も
つ
か
ず
、
さ
ら
り
と
言
わ
れ
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま

す
。

入
院
中
や
自
宅
で
療
養
さ
れ
て
い
た
間
奥
様
の
や
さ
し
い
献
身
的
な
看
護

を
受
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
「
寝
た
き
り
」
に
な
ら
れ
て
私
が
一
番
気
に
掛

っ
た
の
は
排
便
と
褥
瘡
で
、
こ
れ
に
就
い
て
奥
様
に
お
尋
ね
し
た
時
、
「
は
い
、

大
便
の
方
は
涜
腸
で
一
日
一
回
き
っ
ち
り
と
あ
り
ま
す
し
、
褥
瘡
も
毎
日
何
回

か
定
時
に
体
位
の
変
換
を
し
て
い
ま
す
の
で
出
来
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
の
こ

と
。
寝
室
の
風
通
し
も
よ
く
、
ベ
ッ
ド
も
清
潔
に
保
た
れ
て
い
ま
し
た
。

褥
瘡
と
い
う
も
の
は
一
度
出
来
る
と
非
常
に
治
り
に
く
く
、
化
膿
し
て
悪
臭

を
放
ち
、
創
が
拡
が
っ
て
骨
ま
で
露
出
す
る
こ
と
が
あ
り
、
日
々
の
処
置
も
大

変
で
す
が
、
排
便
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
体
位
の
変
換
な
ど
、
さ
す
が
は
助
産
婦

の
免
許
を
お
持
ち
の
奥
様
、
先
生
も
安
心
し
て
療
養
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

昭
和
四
十
五
年
九
月
、
脳
血
栓
症
で
倒
れ
ら
れ
、
一
時
回
復
に
向
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、
五
十
三
年
に
胃
潰
瘍
の
た
め
に
手
術
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

後
三
回
の
発
作
が
あ
り
、
六
十
一
年
秋
の
五
回
目
の
再
発
後
は
床
に
就
か
れ
た

ま
ま
で
、
昭
和
六
十
三
年
二
月
八
日
午
後
八
時
五
十
五
分
、
奥
様
の
手
厚
い
看

護
も
空
し
く
、
眠
る
が
如
く
安
ら
か
に
永
遠
の
旅
に
立
た
れ
ま
し
た
。

私
の
山
の
先
輩
で
あ
る
と
共
に
、
医
師
と
し
て
人
生
の
先
達
と
し
て
よ
き
指

導
者
で
あ
っ
た
谷
博
先
生
の
想
い
出
の
こ
の
拙
文
が
追
憶
の
よ
す
が
と
も
な
れ

ば
と
思
い
つ
つ
、
心
か
ら
先
生
の
御
冥
福
を
祈
り
ペ
ン
を
お
き
ま
す
。

略
年
譜

明
治
四
十
三
年
九
月
二
十
六
日
京
都
府
北
桑
田
郡
宮
島
村
静
原
（
現
在
の
北
桑
田
郡

美
山
町
静
原
）
に
代
々
医
師
の
旧
家
に
生
る

昭
和
三
年
三
月
京
都
府
立
京
都
第
一
中
学
校
卒
業

昭
和
十
一
年
三
月
京
都
府
立
医
科
大
学
予
科
を
経
て
、
京
都
府
立
医
科
大
学
卒
業

昭
和
十
一
年
四
月
京
都
府
立
医
科
大
学
内
科
学
教
室
に
副
手
と
し
て
入
局

昭
和
十
三
年
四
月
京
都
府
立
医
科
大
学
薬
理
学
教
室
研
究
科
学
生
と
し
て
入
室

昭
和
十
四
年
四
月
大
阪
商
船
株
式
会
社
入
社

昭
和
十
六
年
四
月
大
阪
鶴
町
病
院
勤
務

昭
和
十
八
年
二
月
応
召
、
軍
医
少
尉
と
し
て
南
方
第
十
二
陸
軍
病
院
勤
務

昭
和
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
復
員

昭
和
二
十
二
年
一
月
父
君
の
医
業
を
継
ぎ
六
代
目
の
医
院
開
設

昭
和
二
十
二
年
四
月
ｌ
昭
和
四
十
七
年
九
月
北
桑
田
郡
医
師
会
長

昭
和
二
十
二
年
四
月
ｌ
昭
和
五
十
一
年
四
月
町
立
宮
島
小
学
校
・
町
立
北
星
中
学

校
・
府
立
北
桑
田
定
時
制
高
等
学
校
の
各
校
医

昭
和
四
十
一
年
二
月
ｌ
昭
和
四
十
二
年
六
月
北
桑
田
郡
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
会
長

昭
和
四
十
二
年
四
月
１
昭
和
五
十
三
年
四
月
美
山
町
保
育
園
園
医

昭
和
三
十
八
年
一
月
京
都
府
知
事
よ
り
地
域
医
療
に
貢
献
に
よ
り
表
彰
を
受
く

昭
和
五
十
九
年
五
月
勲
五
等
に
叙
せ
ら
れ
瑞
宝
章
を
受
領

昭
和
六
十
三
年
二
月
八
日
逝
去
、
享
年
七
十
七
歳

登
山
歴

近
畿
の
う
ち
、
京
都
北
山
と
丹
波
高
原
は
先
生
の
お
住
い
が
丹
波
高
原
の
中
の
北
桑

田
郡
に
あ
っ
た
た
め
、
京
都
一
中
・
府
立
医
大
予
科
・
府
立
医
大
を
通
じ
、
あ
た
か
も

我
が
家
の
庭
の
如
く
践
渉
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
比
良
や
鈴
鹿
の
山
々
も
未
だ

『
比
良
連
嶺
』
（
角
倉
太
郎
著
）
や
『
近
畿
の
山
と
谷
』
（
住
友
山
岳
会
編
）
な
ど
が
出

版
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
既
に
数
多
く
登
ら
れ
、
ま
た
府
立
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小
池
さ
ん
が
逝
去
さ
れ
た
の
を
知
っ
た
暫
ら
く
後
に
、
会
報
「
山
」
五
一
七

悼
号
に
綴
っ
た
短
い
追
憶
の
な
か
で
、
私
が
初
め
て
徳
沢
の
小
屋
で
お
会
い
し
た

の
は
昭
和
十
年
頃
と
書
い
た
が
、
そ
の
後
旧
い
山
日
記
を
見
て
い
た
ら
、
そ
れ

追
は
昭
和
八
年
夏
の
あ
る
日
の
午
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
と
す
れ
ば
私
は

医
大
予
科
か
ら
大
学
卒
業
ま
で
、
北
ア
ル
プ
ス
の
立
山
連
峰
・
後
立
山
連
峰
は
勿
論
、

と
く
に
穂
高
連
峰
の
岩
場
や
渓
谷
に
は
異
常
な
執
念
と
も
い
え
る
程
の
情
熱
を
燃
や
さ

れ
、
「
こ
れ
が
穂
高
の
一
人
の
登
山
記
録
か
」
と
思
う
程
の
山
行
で
す
。
ま
た
昭
和
十

年
の
京
大
の
「
白
頭
山
探
検
隊
」
に
は
唯
一
人
府
立
医
大
メ
ン
バ
ー
と
し
て
加
わ
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。

登
山
記
録
を
す
べ
て
記
載
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
多
く
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
概
略

の
み
と
し
、
初
登
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
栄
光
の
業
績
の
み
を
記
載
し
ま
す
。

昭
和
五
年
七
月
十
六
日
奥
穂
高
「
ジ
ャ
ン
ダ
ル
ム
飛
騨
尾
根
」
〔
京
都
府
立
医
大
予

科
教
授
・
北
上
四
郎
山
岳
部
長
の
第
一
下
降
に
次
ぐ
同
部
長
と
の
第
二
下
降
〕

昭
和
六
年
七
月
十
九
日
北
穂
高
「
滝
谷
第
二
尾
根
」
初
下
降

昭
和
六
年
七
月
二
十
九
日
前
穂
高
「
明
神
岳
東
稜
」
初
登
肇

昭
和
六
年
七
月
三
十
一
日
前
穂
高
「
明
神
岳
最
南
峰
東
南
壁
」
初
登
筆

昭
和
七
年
六
月
十
二
日
鹿
島
槍
「
天
狗
尾
根
」
初
登
筆

昭
和
七
年
七
月
二
十
九
日
北
蕊
員
「
滝
谷
第
四
尾
根
」
初
完
登

昭
和
九
年
十
一
月
三
日
槍
ヶ
岳
「
バ
ッ
ト
レ
ス
（
東
壁
）
」
初
登
筆

（
木
村
義
照
）

あ
や

小
池
文
雄
氏
（
一
九
○
三
’
一
九
八
八
）

ま
だ
十
九
歳
、
小
池
さ
ん
は
三
十
歳
に
な
っ
た
か
な
ら
な
い
か
の
と
き
で
あ
っ

た
。

三
十
歳
と
い
え
ば
、
今
か
ら
思
う
と
随
分
若
い
が
、
当
時
の
私
か
ら
す
れ
ば

相
当
な
先
輩
で
、
い
か
に
も
山
に
年
季
の
入
っ
た
人
に
思
え
た
。
囲
炉
裏
ぱ
た

あ
ぐ
ら

に
胡
座
を
か
き
、
た
し
か
釣
竿
を
い
じ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
ば
に
い
た

の
は
、
当
時
飛
騨
の
山
案
内
と
し
て
は
名
の
通
っ
た
中
島
作
之
助
で
、
釣
竿
を

扱
っ
て
い
た
の
は
、
或
い
は
中
島
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
何
し
ろ
半
世
紀
以

上
も
昔
の
こ
と
な
の
で
、
す
べ
て
が
朧
気
に
し
か
頭
に
残
っ
て
い
な
い
。

そ
の
時
私
は
上
高
地
か
ら
一
人
で
ぶ
ら
っ
と
徳
沢
を
訪
ね
た
せ
い
も
あ
り
、

小
池
さ
ん
か
ら
は
か
な
り
長
時
間
、
山
の
話
を
う
か
が
っ
た
よ
う
な
気
が
す

る
。
記
憶
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
一
つ
も
な
い
が
、
小
池
さ
ん
に
限
ら
ず
先
輩

か
ら
聞
い
た
山
の
話
は
、
そ
の
年
ご
ろ
の
私
に
は
、
す
べ
て
が
い
ろ
い
ろ
の
形

で
吸
収
さ
れ
て
、
血
と
な
り
肉
と
な
っ
た
筈
で
あ
る
。

そ
の
後
、
古
い
『
山
岳
』
を
あ
ち
こ
ち
繰
っ
て
い
た
ら
、
小
池
さ
ん
の
書
か

れ
た
積
雪
期
登
山
の
記
録
が
か
な
り
あ
っ
て
、
当
時
社
会
人
で
そ
う
い
う
登
り

方
を
し
て
い
た
人
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
せ
い
か
、
少
な
か
ら
ぬ
尊
敬

の
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
「
小
池
文
雄
」
と
い
う
名
前
は
私
の
脳
裏

に
消
え
ず
に
残
っ
た
の
だ
っ
た
。

昭
和
十
年
十
二
月
に
私
た
ち
の
仲
間
は
、
乗
鞍
で
ス
キ
ー
と
冬
山
合
宿
を
や

っ
た
後
、
私
は
小
谷
部
全
助
、
鷹
野
雄
一
両
君
と
上
高
地
へ
入
り
、
西
穂
高
の

間
ノ
岳
に
登
っ
た
。
そ
の
後
、
私
は
用
事
が
あ
っ
て
や
む
な
く
一
人
下
山
し
た

が
、
あ
と
の
二
君
は
徳
沢
へ
行
き
、
十
一
年
一
月
一
日
に
奥
又
白
か
ら
北
尾
根

を
経
て
前
穂
高
へ
登
頂
し
た
。
丁
度
そ
の
と
き
奥
又
白
に
幕
営
し
て
い
た
小
池

さ
ん
も
同
日
前
穂
高
に
登
ら
れ
た
。
小
池
さ
ん
の
連
れ
て
い
た
山
案
内
が
、
私
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た
ち
と
も
親
し
か
っ
た
奥
原
守
（
現
・
村
上
ｌ
西
穂
高
山
荘
主
人
）
と
平
林
次

も
と

男
だ
っ
た
こ
と
が
、
小
池
さ
ん
と
二
人
と
の
口
が
ほ
ぐ
れ
た
因
だ
っ
た
よ
う

だ
。
あ
と
か
ら
小
池
さ
ん
の
噂
を
二
人
と
し
た
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
戦
中
戦
後
の
長
い
空
白
の
期
間
が
続
い
た
。
奥
又
白
で

小
池
さ
ん
と
お
会
い
し
た
私
の
仲
間
も
、
二
人
と
も
戦
中
戦
後
に
亡
く
な
っ

た
。

私
が
再
び
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
業
務
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
る
日
、
そ
れ
が
い
つ

頃
か
、
も
う
し
か
と
思
い
出
せ
な
い
の
だ
が
、
長
野
県
の
小
池
文
雄
と
い
う
会

員
の
住
所
が
不
明
で
会
と
の
連
絡
が
つ
か
ず
、
会
費
滞
納
と
な
っ
て
い
て
、
除

籍
会
員
の
対
象
で
あ
る
の
を
事
務
所
か
ら
耳
に
し
た
。
小
池
さ
ん
は
『
山
岳
』

へ
も
屡
々
寄
稿
さ
れ
た
熱
心
な
古
い
会
員
で
も
あ
っ
た
の
で
、
私
は
何
と
か
連

絡
を
つ
け
た
い
と
思
っ
た
。
地
元
の
郵
便
局
な
ど
に
手
紙
を
書
い
た
り
し
て
、

漸
く
住
所
を
つ
き
と
め
連
絡
が
つ
い
て
、
除
籍
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

昭
和
五
十
三
年
十
二
月
の
年
次
晩
餐
会
に
、
は
る
ば
る
長
野
県
か
ら
出
席
さ

れ
て
、
永
年
会
員
章
を
受
け
ら
れ
た
と
き
、
私
は
ほ
と
ん
ど
小
池
さ
ん
の
容
貌

す
ら
忘
れ
て
い
た
。
そ
し
て
暫
ら
く
懐
旧
談
を
交
わ
し
た
が
「
貴
方
の
お
蔭
で

ふ
ち

永
年
会
員
に
な
れ
ま
し
た
よ
」
と
、
銀
の
縁
の
つ
い
た
永
年
会
員
章
を
胸
に
つ

け
て
、
喜
ん
で
お
ら
れ
た
こ
と
が
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

昭
和
初
頭
、
北
ア
ル
プ
ス
等
の
高
峻
山
岳
の
積
雪
期
登
山
が
、
ほ
と
ん
ど
大

学
・
旧
制
高
校
山
岳
部
員
及
び
そ
の
若
い
Ｏ
Ｂ
に
占
め
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、

小
池
さ
ん
は
そ
れ
を
実
行
し
た
数
少
な
い
社
会
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

記
録
を
度
々
『
山
岳
』
に
寄
稿
し
、
ま
た
会
報
に
も
通
信
と
し
て
寄
せ
た
。
い

ま
そ
れ
を
基
に
し
て
、
小
池
さ
ん
の
当
時
の
足
跡
を
振
返
っ
て
み
よ
う
。

・
昭
和
二
年
十
二
月
末
、
山
中
金
次
郎
と
宮
坂
治
作
を
案
内
と
し
て
厳
冬
期
の

鹿
島
槍
ヶ
岳
を
目
指
し
た
。
大
冷
沢
本
谷
、
布
引
沢
を
経
て
主
稜
線
に
達
し

布
引
岳
の
先
ま
で
登
っ
た
が
天
候
悪
化
の
た
め
断
念
し
て
戻
る
。
『
山
岳
』

認
１
２
参
照
。
こ
の
全
文
が
『
日
本
登
山
記
録
大
成
』
哩
に
採
録
さ
れ
て
い

る
。
厳
冬
期
の
鹿
島
槍
は
当
時
ま
だ
未
登
で
あ
り
、
小
池
さ
ん
は
ひ
そ
か
に

そ
れ
を
狙
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
厳
冬
期
の
初
登
は
昭
和
五
年

十
二
月
の
立
教
大
、
堀
田
弥
一
氏
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

・
昭
和
五
年
三
月
末
か
ら
四
月
に
か
け
、
八
方
尾
根
ｌ
唐
松
小
屋
’
五
竜
岳
往

復
後
、
不
帰
を
経
て
白
馬
鑓
ま
で
縦
走
（
友
人
一
名
の
他
横
川
文
蔵
を
伴

う
）
、
こ
の
初
縦
走
は
小
池
氏
ら
の
数
日
前
、
立
教
大
山
岳
部
（
堀
田
弥
一

氏
ら
）
と
明
治
大
山
岳
部
（
交
野
武
一
氏
ら
）
に
よ
っ
て
奇
し
く
も
同
日
に

行
わ
れ
た
。
『
山
岳
』
妬
１
２
所
収
「
春
、
頂
稜
を
追
ひ
て
」
参
照
。

、
昭
和
五
年
十
二
月
下
旬
、
八
シ
の
権
現
岳
登
頂
。
『
山
岳
』
郡
１
１
所
収
「
冬

の
臼
窪
岩
小
屋
と
権
現
岳
」
参
照
。

、
昭
和
六
年
四
月
初
旬
、
唐
沢
金
十
郎
を
案
内
人
夫
と
し
、
梛
ノ
脇
か
ら
中
田

切
川
を
ル
ー
ト
と
し
て
空
木
岳
積
雪
期
初
登
。
『
山
岳
』
恥
１
２
・
『
日
本
登

山
記
録
大
成
』
鋤
に
採
録
。

、
昭
和
七
年
十
二
月
ｌ
翌
八
年
一
月
、
厳
冬
期
赤
牛
岳
初
登
頂
（
案
内
人
夫
桜

井
一
雄
、
桜
井
親
次
）
。
『
山
岳
』
錫
１
２
・
「
小
池
文
雄
に
よ
る
烏
帽
子
越

え
の
厳
冬
期
赤
牛
岳
初
登
頂
は
、
北
ア
ル
プ
ス
に
お
け
る
積
雪
期
初
登
頂
時

代
の
最
後
に
残
さ
れ
た
大
課
題
の
解
決
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
山
崎
安

治
氏
は
『
日
本
登
山
記
録
大
成
』
巧
に
書
い
て
い
る
。

。
昭
和
八
年
一
月
、
浅
間
山
ス
キ
ー
登
山
。
『
会
報
』
露
・

・
昭
和
八
年
三
月
下
旬
’
四
月
初
旬
、
畠
山
善
作
を
伴
い
東
沢
乗
越
よ
り
餓
鬼

岳
、
北
燕
岳
。
『
会
報
』
あ
。
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・
昭
和
十
一
年
一
月
、
奥
又
白
か
ら
前
穂
高
。
厳
冬
期
と
し
て
は
最
初
の
記

録
。
『
山
と
渓
谷
』
虹
。
『
日
本
登
山
記
録
大
成
』
４
に
採
録
。

・
昭
和
十
一
年
三
月
下
旬
’
四
月
初
旬
、
餓
鬼
岳
。
案
内
人
夫
は
桜
井
と
の
み

あ
り
、
一
雄
か
。
『
会
報
』
師
。

・
昭
和
十
二
年
三
月
下
旬
’
四
月
初
旬
、
中
尾
の
山
本
清
を
つ
れ
ク
リ
ヤ
谷
か

ら
笠
ヶ
岳
、
錫
杖
岳
登
頂
。
『
会
報
』
龍
。

・
昭
和
十
三
年
一
月
、
富
士
山
。
『
会
報
』
祀
・

・
昭
和
十
三
年
三
月
下
旬
’
四
月
初
旬
、
穴
毛
谷
か
ら
笠
ヶ
岳
。
『
会
報
』
万
。

・
昭
和
十
四
年
一
月
上
旬
、
桜
井
親
次
を
伴
い
北
葛
岳
登
頂
。
『
会
報
』
別
。

以
上
が
『
山
岳
』
と
会
報
に
載
っ
て
い
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
寄
稿
だ
が
、

『
山
岳
』
型
１
３
所
収
の
昭
和
四
年
十
一
月
の
会
員
通
信
に
は
、
「
後
立
山
山

脈
中
地
形
図
の
誤
り
に
就
い
て
」
と
い
う
一
文
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
『
山
と
渓
谷
』
誌
の
総
索
引
を
繰
っ
て
み
る
と
昭
和
六
年
か
ら
同
十
五

年
ご
ろ
ま
で
に
、
小
池
さ
ん
に
よ
る
二
十
数
篇
の
寄
稿
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
の

中
に
は
先
述
の
記
録
と
重
複
し
て
い
る
も
の
が
か
な
り
あ
る
が
、
「
南
駒
ヶ
岳

オ
ン
ボ
ロ
沢
遡
行
」
（
昭
６
年
７
月
）
、
「
濁
よ
り
唐
沢
岳
・
餓
鬼
岳
を
へ
て
ニ

ノ
沢
を
下
る
」
（
７
．
７
）
、
「
厳
冬
の
烏
帽
子
・
三
シ
岳
」
（
８
．
１
）
、
「
春
の

稲
子
渋
ノ
湯
と
根
石
岳
」
（
８
．
３
）
、
「
餓
鬼
・
唐
沢
山
塊
の
積
雪
季
登
路
」

（
、
・
１
）
、
「
窮
冬
日
記
ｌ
厳
冬
の
黒
部
川
遡
行
」
（
ｎ
．
１
）
、
「
ス
ゴ
谷
よ
り

薬
師
岳
・
金
作
沢
合
（
哩
・
７
）
、
「
積
雪
期
に
お
け
る
八
ガ
岳
東
面
」
（
哩
・

１
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
先
述
の
記
録
と
異
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の

悼
小
池
さ
ん
の
足
跡
を
窺
う
に
足
り
る
。
発
表
さ
れ
た
な
か
に
は
無
雪
期
の
記
録

も
あ
る
が
、
小
池
さ
ん
は
か
な
り
困
難
な
ル
ー
ト
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
、

追
特
徴
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
友
人
と
同
行
す
る
よ
り
、
信

頼
に
足
り
る
山
案
内
と
の
山
行
が
多
か
っ
た
の
も
、
同
氏
の
登
り
方
で
あ
っ
た

よ
う
だ
。

な
お
昭
和
十
四
年
四
月
か
ら
約
二
年
間
、
北
海
道
留
萠
に
在
住
し
た
が
、
そ

の
間
に
大
雪
山
系
の
冬
山
や
利
尻
山
等
に
も
登
っ
た
が
、
「
利
尻
富
士
」
（
『
山

と
渓
谷
』
刻
年
８
月
）
は
そ
の
時
の
紀
行
と
想
像
さ
れ
る
。

私
と
の
関
係
は
先
述
の
通
り
で
特
に
深
い
も
の
で
は
な
い
が
、
同
氏
を
熟
知

す
る
会
員
も
見
当
ら
ぬ
の
で
不
適
任
と
は
知
り
つ
つ
、
柾
げ
て
筆
を
と
っ
た
。

偶
々
去
る
八
月
上
旬
西
穂
高
山
荘
に
一
泊
し
た
折
、
村
上
守
君
と
会
っ
て
懐
旧

談
に
時
の
た
つ
の
を
忘
れ
た
が
、
七
十
八
歳
に
な
っ
た
彼
も
独
得
の
信
州
な
ま

り
で
、
小
池
さ
ん
を
偲
び
つ
つ
往
時
を
語
っ
て
い
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き

た
い
・小

池
さ
ん
は
長
野
県
松
代
町
の
出
身
だ
が
、
大
正
末
期
一
時
山
形
県
に
居
住

さ
れ
た
関
係
か
ら
、
青
年
時
代
に
山
ス
キ
ー
、
冬
山
に
親
し
み
、
登
山
に
専
念

し
た
い
一
心
か
ら
当
時
と
し
て
は
最
も
時
間
的
余
裕
の
あ
る
教
職
の
道
を
選
ん

だ
と
う
か
が
っ
て
い
る
。

ま
た
ス
キ
ー
に
長
じ
て
い
た
た
め
、
か
な
り
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
自
動
車
運

転
免
許
証
を
取
得
し
、
北
海
道
や
九
州
へ
も
自
ら
ド
ラ
イ
ブ
す
る
の
が
楽
し
み

で
あ
っ
た
。
偶
々
昭
和
六
十
三
年
二
月
二
十
七
日
、
自
家
用
車
を
運
転
し
て
埼

玉
県
熊
谷
市
か
ら
長
野
市
松
代
町
の
自
宅
へ
向
か
う
途
中
、
上
田
市
大
屋
で
自

動
車
事
故
に
あ
い
、
翌
日
惜
し
く
も
死
去
さ
れ
た
。
合
掌
。

略
歴

明
治
三
十
六
年
（
一
九
○
三
）
六
月
五
日
長
野
県
埴
科
郡
松
代
町
（
現
・
長
野
市
松

代
町
）
に
生
ま
れ
る

大
正
十
四
年
三
月
米
沢
高
等
工
業
学
校
電
気
工
学
科
（
現
・
山
形
大
学
工
学
部
）
を
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卒
業
し
信
濃
電
気
株
式
会
社
（
現
・
中
部
電
力
）
へ
技
師
と
し
て
入
社
し
た
が
、
主

と
し
て
登
山
に
専
念
し
た
い
欲
求
か
ら
、

昭
和
三
年
四
月
長
野
県
立
須
坂
高
等
女
学
校
教
諭
と
し
て
教
職
の
道
に
入
る

昭
和
三
年
九
月
日
本
山
岳
会
入
会
（
会
員
番
号
一
○
八
四
）

昭
和
六
年
県
立
上
田
高
等
女
学
校
、
そ
の
後
飯
山
高
等
女
学
校
教
諭
と
な
り
、
昭
和

十
四
年
四
月
、
北
海
道
庁
立
留
萠
中
学
校
教
諭
と
な
っ
た
が
、
十
六
年
、
再
び
長
野

県
立
大
町
中
学
校
教
諭
と
な
り
、
戦
争
中
は
陸
軍
少
尉
と
し
て
出
征
、
南
方
海
域
で

撃
沈
さ
れ
た
が
幸
に
帰
還
し
得
た

昭
和
二
十
二
年
三
月
長
野
県
立
大
町
中
学
校
校
長
事
務
取
扱
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
当
時

大
町
に
疎
開
さ
れ
て
い
た
槙
有
恒
氏
の
知
遇
を
得
る

二
十
二
年
四
月
北
安
曇
郡
町
立
池
田
中
学
校
校
長
（
以
下
新
制
）
、
須
坂
町
立
相
森

中
学
校
長
、
更
級
郡
八
幡
村
立
八
幡
中
学
校
長
等
を
歴
任

二
十
七
年
四
月
長
野
県
立
篠
ノ
井
高
等
学
校
教
頭
、
野
沢
北
高
等
学
校
教
頭

三
十
八
年
三
月
同
高
校
を
最
後
に
三
十
五
年
間
に
亘
る
公
立
高
等
学
校
教
員
を
退
職

す
る

三
十
八
年
四
月
以
降
六
十
一
年
ま
で
、
私
立
埴
生
高
校
、
長
野
文
化
高
等
学
校
、
長
野

中
央
高
等
学
校
、
県
立
須
坂
高
校
、
中
条
高
校
、
長
野
工
業
高
校
、
長
野
南
局
校
、

長
野
北
部
高
校
等
の
教
諭
、
或
い
は
講
師
と
し
て
教
育
に
携
わ
っ
た
。
長
い
年
月
に

亘
り
、
各
学
校
の
生
徒
に
登
山
の
指
導
を
行
な
っ
た
こ
と
は
枚
挙
に
邉
が
な
い

昭
和
五
十
三
年
十
二
月
日
本
山
岳
会
年
次
晩
餐
会
の
と
き
永
年
会
員
と
な
る

六
十
三
年
二
月
二
十
八
日
自
ら
運
転
す
る
自
家
用
車
の
自
動
車
事
故
に
よ
り
、
午
前

十
一
時
三
十
分
死
去
、
享
年
八
十
四
歳
八
ヶ
月

（
望
月
達
夫
）

私
が
織
田
さ
ん
を
初
め
て
知
っ
た
の
は
、
二
十
数
年
前
の
学
生
時
代
で
し

た
。
学
生
と
い
っ
て
も
、
勉
強
は
ほ
っ
ぽ
り
出
し
て
山
登
り
に
明
け
暮
れ
て
い

た
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
大
山
で
お
逢
い
し
、
大
先
輩
に
「
廣
江
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
挨
拶
し
た
ら
、
「
君
が
廣
江
の
弟
か
。
え
ら
い
、
山
登
り
で
頑
張
っ
と
う
し

こ
だ
な
。
」
と
に
こ
や
か
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
兄
は
ス
キ
ー
で
、

私
は
山
で
と
今
日
ま
で
大
変
か
わ
い
が
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

我
々
山
陰
の
山
登
り
の
好
き
な
連
中
で
、
ヒ
マ
ラ
ャ
ヘ
の
夢
を
語
り
合
っ
て

い
る
う
ち
に
、
気
運
が
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
い
ざ
出
掛
け
よ
う
と
思
っ
て
も

資
金
的
に
苦
し
く
、
日
本
山
岳
会
山
陰
支
部
長
で
あ
っ
た
織
田
さ
ん
を
担
ぎ
出

し
て
、
日
本
山
岳
会
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
隊
を
組
織
し
ま
し
た
。
当
時
ネ
パ
ー
ル
は

外
国
人
の
登
山
禁
止
で
、
我
々
の
目
標
を
パ
キ
ス
タ
ン
の
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
山

脈
の
ピ
ー
ク
六
四
四
一
慨
と
し
て
、
私
を
含
め
四
人
の
隊
員
で
出
掛
け
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
織
田
さ
ん
と
い
う
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
世
間

的
信
用
を
得
、
資
金
集
め
も
順
調
に
推
移
し
て
、
二
日
間
に
分
け
、
処
女
峰
に

登
頂
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
地
図
上
、
ピ
ー
ク
六
四
四
一
慨
と
標
高
で
し

か
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
山
を
、
ヒ
ム
ゾ
ム
と
命
名
し
ま
し
た
。

ヒ
ム
は
現
地
語
で
は
た
（
機
）
を
織
る
と
い
う
意
味
で
、
御
世
話
に
な
っ
た

織
田
さ
ん
へ
の
、
隊
員
一
同
よ
り
の
せ
め
て
も
の
御
礼
の
意
味
で
付
け
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
織
田
さ
ん
は
大
変
喜
ん
で
く
だ
さ
り
、
帰
国

後
、
奥
様
の
経
営
さ
れ
る
皆
生
温
泉
松
風
閣
で
大
変
な
御
馳
走
に
あ
ず
か
り
ま

織
田
収
氏
（
一
八
九
七
’
一
九
八
八
）
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し
た
。

私
の
明
大
時
代
の
山
仲
間
で
、
先
年
ア
ラ
ス
カ
の
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
で
亡
く
な

っ
た
植
村
直
己
君
も
、
大
変
か
わ
い
が
っ
て
い
た
だ
い
た
一
人
で
す
。
無
名
の

こ
ろ
か
ら
植
村
の
よ
き
理
解
者
と
し
て
、
親
身
に
な
っ
て
育
ん
で
い
た
だ
き
ま

し
た
。
植
村
も
世
界
中
の
行
く
先
々
か
ら
、
織
田
さ
ん
へ
は
必
ず
便
り
を
書
い

て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
植
村
が
結
婚
し
た
と
き
に
は
、
新
婚
旅
行
が
わ
り
に

皆
生
温
泉
へ
招
待
し
た
り
、
不
慮
の
事
故
で
亡
く
な
っ
た
と
き
に
も
、
公
子
夫

人
に
何
回
も
励
ま
し
の
便
り
を
出
し
た
り
と
、
父
親
に
も
勝
る
気
く
ば
り
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

織
田
さ
ん
と
山
へ
御
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
思
い
出
と
し
て
、
大
山
平
原

ゴ
ル
フ
が
で
き
た
年
の
秋
に
、
仁
王
茶
屋
の
裏
手
よ
り
、
南
光
河
原
（
佐
蛇
川
）

を
ゴ
ル
フ
場
ま
で
下
降
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
真
っ
盛
り
の
紅
葉
の
中
に
、

庭
木
の
ご
と
き
老
松
が
絶
妙
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
せ
、
あ
た
か
も
南
画
を
見

て
い
る
よ
う
で
し
た
。
織
田
さ
ん
の
ル
ー
ト
選
択
の
素
晴
ら
し
さ
に
、
同
行
者

一
同
感
心
し
た
も
の
で
す
。

旅
行
好
き
の
織
田
さ
ん
へ
の
せ
め
て
も
の
お
返
し
に
と
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
眺
望
の

旅
を
何
回
か
お
誘
い
し
た
の
で
す
が
、
実
現
し
な
か
っ
た
の
が
心
残
り
で
す
。

ネ
パ
ー
ル
な
ら
私
が
案
内
で
き
る
、
山
の
好
き
な
織
田
さ
ん
に
は
も
っ
て
こ
い

の
国
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
も
う
少
し
早
い
時
期
に
お
誘
い
す
れ
ば
…
…
と
後

悔
し
て
い
ま
す
。

大
山
へ
の
有
料
道
路
が
出
来
る
と
き
、
昔
か
ら
の
信
仰
登
山
の
人
達
の
い
こ

悼
い
と
道
し
る
べ
の
た
め
に
あ
っ
た
、
数
多
く
の
松
の
大
木
を
一
丁
ご
と
に
立
て

ら
れ
た
一
丁
目
地
蔵
と
を
、
道
路
公
団
が
切
り
捨
て
た
り
山
の
中
へ
捨
て
去
る

追

う
と
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
織
田
さ
ん
は
大
山
国
立
公
園
協

会
副
会
長
と
し
て
公
団
側
と
掛
け
合
い
、
松
は
ど
う
し
て
も
切
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
二
本
だ
け
を
切
る
こ
と
、
そ
し
て
地
蔵
さ
ん
は
山
中
に
捨
て
ら
れ
て
い

た
も
の
を
再
度
新
道
の
両
側
に
呼
び
戻
す
こ
と
に
成
功
さ
れ
ま
し
た
。
今
の
大

山
道
路
に
こ
の
二
つ
が
な
け
れ
ば
、
と
思
う
と
、
織
田
さ
ん
の
目
の
確
か
さ
に

感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

喜
寿
の
お
祝
の
と
き
い
た
だ
い
た
手
作
り
の
茶
碗
に
、
〃
山
の
エ
ス
プ
リ
は

そ
の
頂
に
あ
り
神
は
こ
こ
に
降
り
人
は
こ
こ
に
登
る
″
と
い
う
織
田
さ
ん
の

好
き
だ
っ
た
詩
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
今
も
時
々
こ
の
茶
碗
で
お
茶
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
が
、
山
と
自
然
と
を
愛
し
つ
づ
け
ら
れ
た
心
が
ジ
ー
ン
と
伝
わ
っ

て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

織
田
さ
ん
、
先
立
た
れ
た
最
愛
の
奥
様
菊
枝
さ
ん
に
お
会
い
に
な
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
山
の
後
輩
で
あ
っ
た
佐
野
勇
一
さ
ん
や
石
原
健
次
さ
ん
、

植
村
た
ち
大
勢
の
仲
間
が
待
ち
構
え
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
一
献
傾
け
な
が

ら
の
楽
し
い
語
ら
い
が
、
再
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

織
田
さ
ん
に
お
作
り
い
た
だ
い
た
日
本
山
岳
会
山
陰
支
部
も
、
来
年
は
四
十

周
年
を
迎
え
ま
す
。
記
念
事
業
も
企
画
し
、
一
緒
に
御
祝
の
会
を
と
張
り
切
っ

て
お
り
ま
し
た
の
に
、
大
き
な
心
の
支
え
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
会
員
一
同
、
織
田
さ
ん
の
教
え
を
心
の
糧
に
、
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

ど
う
か
天
国
よ
り
、
御
遺
族
と
と
も
に
我
々
を
も
御
見
守
り
下
さ
る
よ
う
お

願
い
す
る
と
と
も
に
、
心
よ
り
の
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、
御
別
れ
の
言

葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
合
掌
。

略
歴

明
治
三
十
年
八
月
十
五
日
米
子
市
東
町
に
生
ま
れ
る
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四
月
二
十
一
日
、
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
て
水
腰
英
隆
氏
逝

く
。
カ
ト
マ
ン
ズ
ま
で
お
迎
え
に
あ
が
り
、
ソ
ナ
ン
ブ
ナ
ー
ト
で
茶
毘
に
す
る

大
正
九
年
七
月
東
亜
同
文
書
院
卒
業

大
正
十
一
年
四
月
大
阪
毎
日
新
聞
社
入
社

昭
和
七
年
十
二
月
山
陰
日
日
新
聞
社
主
幹

昭
和
十
二
年
四
月
鳥
取
県
議
会
議
員

昭
和
十
四
年
十
月
日
本
海
新
聞
社
副
社
長

昭
和
二
十
六
年
十
一
月
鳥
取
県
軟
式
野
球
連
盟
会
長
日
本
山
岳
会
山
陰
支
部
長

十
二
月
鳥
取
県
ス
キ
ー
連
盟
会
長

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
株
式
会
社
ラ
ジ
オ
山
陰
取
締
役
社
長
（
現
、
山
陰
放
送
）

昭
和
三
十
年
四
月
大
山
国
立
公
園
協
会
会
長

昭
和
三
十
二
年
七
月
米
子
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
会
長

昭
和
三
十
六
年
四
月
大
山
観
光
開
発
株
式
会
社
取
締
役

昭
和
三
十
八
年
四
月
社
団
法
人
日
本
民
間
放
送
連
盟
理
事

昭
和
四
十
九
年
五
月
株
式
会
社
山
陰
放
送
取
締
役
相
談
役

昭
和
六
十
三
年
三
月
一
日
米
子
市
皆
生
の
自
宅
で
永
眠
。
九
十
歳
。
盛
徳
院
嬉
嶽
収

道
居
士

昭
和
四
十
三
年
四
月
勲
三
等
瑞
宝
章

昭
和
六
十
三
年
三
月
従
五
位
・
銀
杯

（
廣
江
研
）

水
腰
英
隆
氏
（
一
九
三
九
’
一
九
八
八
）

煙
り
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
青
い
空
に
高
く
昇
っ
て
消
え
て
行
っ
た
事
実
を
確
認
し
て

も
、
未
だ
に
水
腰
さ
ん
の
死
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
ま
り
に
も
早
過

ぎ
た
故
に
、
あ
ま
り
に
も
大
切
な
友
人
で
あ
っ
た
が
故
に
、
心
の
深
い
と
こ
ろ

で
、
水
腰
さ
ん
の
死
を
拒
絶
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

水
腰
さ
ん
は
、
越
中
で
も
飛
騨
と
の
国
境
に
あ
る
雪
深
い
細
入
村
の
名
家
に

生
ま
れ
、
名
門
富
山
高
校
か
ら
金
沢
大
学
へ
と
医
学
の
道
を
歩
ま
れ
る
か
た
わ

ら
、
地
元
の
剣
岳
を
中
心
に
山
登
り
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
一
九
七
五
年
の
パ

キ
ス
タ
ン
の
Ｋ
６
遠
征
を
か
わ
き
り
に
、
一
九
八
四
年
に
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
難
峰

ガ
ウ
リ
サ
ン
カ
ー
ル
に
遠
征
（
日
本
山
岳
会
東
海
支
部
）
、
そ
し
て
今
回
は
、

高
所
の
登
山
と
医
学
に
関
す
る
経
験
を
買
わ
れ
て
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
・
サ
ガ
ル

マ
ー
タ
三
国
友
好
交
差
縦
走
登
山
へ
と
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

富
山
市
民
病
院
に
席
を
お
か
れ
て
か
ら
は
、
専
門
の
脳
外
科
医
と
し
て
の
御

活
躍
は
も
と
よ
り
、
年
間
八
十
件
を
超
す
剣
岳
か
ら
薬
師
岳
へ
か
け
て
の
事
故

者
の
ほ
と
ん
ど
を
市
民
病
院
に
引
受
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
富
山
県
警
の
山

岳
警
備
隊
の
よ
き
理
解
者
と
し
て
、
御
霊
前
に
は
、
山
岳
警
備
隊
よ
り
感
謝
状

を
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
岳
遭
難
救
助
は
、
救
助
は
も
と
よ
り
、
後
遺
症
な
き

社
会
復
帰
が
医
者
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
い
う
の
が
水
腰
さ
ん
の
持
論

で
し
た
。
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
機
動
力
を
フ
ル
に
活
用
し
て
、
一
刻
も
早
く
病
院

に
収
容
す
る
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
救
助
組
織
の
あ
り
か
た
だ
と
熱
っ
ぽ
く
説
い

て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
、
市
民
病
院
の
改
築
に
際
し
て
は
、
病
院

の
屋
上
に
全
国
で
も
初
め
て
へ
リ
ポ
ー
ト
を
設
置
す
る
よ
う
並
々
な
ら
な
い
御

尽
力
を
い
た
だ
い
た
の
も
、
後
遺
症
な
き
社
会
復
帰
を
持
論
と
す
る
水
腰
さ
ん

の
、
登
山
者
に
対
す
る
深
い
愛
情
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

金
沢
大
学
は
、
剣
沢
と
電
烏
沢
に
診
療
所
を
開
設
し
て
い
る
の
で
、
水
腰
さ
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ん
は
学
生
時
代
か
ら
入
山
し
、
山
岳
診
療
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
と
に

登
山
医
学
に
関
し
て
は
造
詣
が
深
く
、
登
山
研
修
所
で
は
、
豊
富
な
臨
床
経
験

に
基
づ
く
講
義
を
毎
回
の
よ
う
に
お
願
い
し
て
き
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
日
本

で
一
番
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
豊
富
な
、
登
山
医
学
の
臨
床
ス
ー
ブ
イ
ド

写
真
を
も
と
に
、
登
山
医
学
一
般
と
高
所
医
学
の
二
回
に
分
け
て
講
義
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
御
自
身
で
も
、
登
山
医
学
を
大
系
づ
け
る
の
が
ラ
イ
フ
ワ
ー

ク
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
志
半
ば
に
し
て
逝
か
れ
た
こ
と
を
悔
む

の
は
決
し
て
私
一
人
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

水
腰
さ
ん
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
の
は
、
私
が
文
部
省
登
山
研
修
所
に
勤
務

す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
す
が
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
富
山
弁
で
、
し
か
も
、

専
門
的
な
脳
浮
腫
、
肺
水
腫
な
ど
、
高
所
の
重
篤
な
病
症
に
つ
い
て
話
に
熱
が

は
い
る
と
、
富
山
弁
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
の
で
す
。
脳
浮
腫
、
肺
水
腫
が
あ

り
ふ
れ
た
病
気
で
あ
る
こ
と
、
高
所
の
障
害
と
脱
水
と
の
関
係
な
ど
興
味
深
く

聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
に
よ
り
も
豊
富
な
事
例
に
基
づ
い
た
話
で
す

の
で
迫
力
が
あ
り
ま
す
。

多
少
や
ん
ち
ゃ
で
、
迫
力
の
あ
る
人
で
し
た
が
、
私
や
研
修
生
の
幼
稚
と
も

い
え
る
質
問
に
も
親
切
丁
寧
に
わ
か
り
や
す
く
答
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ

と
に
、
私
と
は
同
じ
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
気
楽
に
悪
口
を
言
い
あ
え
る
ほ

ど
の
付
き
合
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ず
い
分
と
気
を

遣
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
大
親
友
の
剣
沢
小
屋
の
佐
伯
友
邦
さ

ん
や
天
狗
の
小
屋
の
佐
伯
守
さ
ん
を
は
じ
め
、
ど
ん
な
人
に
も
分
け
へ
だ
て
な

悼
く
つ
き
合
い
、
と
て
も
楽
し
い
人
で
し
た
。
一
見
や
ん
ち
ゃ
に
見
え
な
が
ら
、

と
て
も
親
身
に
な
っ
て
人
の
世
話
を
す
る
優
し
い
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
山

自１
の
人
達
と
山
で
マ
ー
ジ
ャ
ン
を
す
る
こ
と
を
非
常
に
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し

た
。
時
と
し
て
メ
ン
バ
ー
が
不
足
す
る
と
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
不
気
げ
ん
で

室
堂
か
ら
剣
沢
へ
人
を
（
犠
牲
者
は
警
備
隊
の
人
が
多
か
っ
た
で
す
が
）
呼
び

寄
せ
て
さ
え
す
る
人
で
し
た
。
と
て
も
愉
快
な
マ
ー
ジ
ャ
ン
で
し
た
が
、
と
て

も
強
く
、
友
邦
さ
ん
や
私
は
ず
い
分
や
ら
れ
ま
し
た
。

人
か
ら
み
れ
ば
、
や
れ
遠
征
だ
な
ん
だ
か
ん
だ
と
う
っ
つ
を
ぬ
か
し
、
全

く
意
味
の
な
い
か
も
知
れ
な
い
こ
と
に
情
熱
を
燃
や
し
、
堂
々
め
ぐ
り
の
山
の

話
を
口
か
ら
泡
を
飛
ば
し
て
議
論
す
る
様
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
あ
き
れ
か
え

る
光
景
で
す
。
こ
ん
な
私
達
に
、
奥
様
か
ら
極
楽
ト
ン
ボ
の
名
を
頂
だ
い
い
た

し
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

考
え
て
見
れ
ば
、
よ
き
奥
様
や
御
子
息
に
恵
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、
夢
を
見
続

け
、
燃
焼
し
つ
く
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
水
腰
さ
ん
は
全
く
の

幸
せ
者
で
す
。
子
供
の
よ
う
に
、
い
つ
で
も
目
を
輝
か
せ
て
極
楽
に
い
っ
た
水

腰
さ
ん
は
、
多
分
ト
ン
ボ
を
集
め
て
、
大
好
き
な
マ
ー
ジ
ャ
ン
を
愉
快
に
打
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
。

山
を
好
き
な
人
に
は
、
極
楽
ト
ン
ボ
が
多
い
よ
う
で
す
。
例
に
た
が
わ
ず
、

登
山
研
修
所
に
も
極
楽
ト
ン
ボ
が
大
勢
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
人
達
が

集
ま
っ
て
信
州
の
鹿
島
槍
を
仰
ぎ
、
青
木
湖
を
見
下
ろ
す
眺
望
の
よ
い
高
台
に

山
小
屋
を
建
て
ま
し
た
。

富
山
弁
で
は
、
馬
鹿
な
こ
と
を
す
る
人
を
「
ダ
ラ
ブ
ッ
」
と
い
い
ま
す
が
、

極
楽
ト
ン
ボ
の
小
屋
に
ふ
さ
わ
し
く
陀
羅
佛
小
屋
と
命
名
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
水
腰
さ
ん
は
仕
か
け
人
の
中
心
人
物
で
す
が
、
夢
を
見
続
け
て
、
何
か
を
求

め
て
山
を
登
る
人
達
の
心
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
が
欲
し
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の

小
屋
に
集
ま
る
人
達
が
、
友
情
だ
け
を
絆
に
、
い
い
山
登
り
、
豊
か
な
遠
征
が

で
き
る
こ
と
を
夢
み
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
水
腰
さ
ん
に
は
、
い
い
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桑
は
ん
（
仲
間
う
ち
の
言
い
方
で
許
し
て
も
ら
う
）
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
こ

の
二
、
三
年
病
院
へ
入
っ
た
り
出
た
り
で
あ
っ
た
が
、
昨
年
十
一
月
、
文
化
勲

章
受
章
の
少
し
前
か
ら
元
気
に
な
っ
た
。
記
念
パ
ー
テ
ィ
で
の
ス
ピ
ー
チ
も
エ

ス
プ
リ
の
き
い
た
よ
い
話
だ
っ
た
し
、
本
年
早
々
の
梅
棹
さ
ん
の
朝
日
賞
受
賞

パ
ー
テ
ィ
で
も
元
気
だ
っ
た
。

こ
の
調
子
な
ら
九
十
歳
ま
で
大
丈
夫
か
と
お
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。

六
月
上
旬
、
家
内
が
お
く
や
み
に
い
き
た
い
と
い
う
の
で
、
お
宅
に
奥
様
を

山
登
り
、
い
い
遠
征
の
仕
掛
人
に
な
っ
て
欲
し
か
っ
た
の
で
す
が
と
て
も
残
念

な
こ
と
で
す
。

水
腰
さ
ん
、
私
達
一
生
懸
命
、
い
い
山
登
り
を
求
め
続
け
ま
す
。
ど
う
ぞ
静

か
に
深
く
お
や
す
み
く
だ
さ
い
・
合
掌
。

略
年
譜

昭
和
十
四
年
十
月
十
日
富
山
県
細
入
村
に
生
れ
る
。
富
山
県
立
富
山
高
校
卒
業
。
金

沢
大
学
医
学
部
卒
業
の
後
、
昭
和
五
十
年
富
山
市
民
病
院
に
勤
務

昭
和
五
十
年
Ｋ
６
遠
征
（
富
山
隊
）

昭
和
五
十
九
年
ガ
ウ
リ
サ
ン
カ
ー
ル
遠
征
（
日
本
山
岳
会
東
海
支
部
隊
）

昭
和
六
十
三
年
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
・
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
三
国
友
好
登
山
隊
参
加
、
四
月
二

十
一
日
没

（
柳
沢
昭
夫
）

桑
原
武
夫
氏
（
一
九
○
四
’
一
九
八
八
）

お
訪
ね
し
た
。

遺
影
を
前
に
し
て
い
ろ
い
ろ
想
い
出
を
話
し
て
い
る
と
、
亡
く
な
ら
れ
た
実

感
が
ど
う
し
て
も
湧
か
ず
、
「
何
を
シ
ヶ
た
顔
を
し
て
い
る
ん
だ
」
と
笑
い
な

が
ら
、
の
っ
そ
り
と
あ
ら
わ
れ
そ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。

桑
は
ん
と
知
り
あ
え
た
の
は
、
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
が
、
山
の

想
い
出
よ
り
も
、
ほ
か
の
い
ろ
ん
な
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。

専
門
的
な
山
の
話
な
ど
は
、
私
た
ち
の
会
合
で
は
あ
ま
り
で
ず
、
世
事
万

般
、
ひ
ろ
い
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
わ
た
っ
て
い
た
。

文
化
・
歴
史
・
科
学
・
文
学
・
食
い
も
の
な
ど
碩
学
の
桑
は
ん
を
前
に
し
て

オ
コ
が
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
決
し
て
鼻
の
先
で
あ
し
ら
わ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
ま
と
も
に
受
け
と
め
て
論
議
に
熱
中
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
論
議
の
な
か
で
気
が
つ
い
た
の
は
、
桑
は
ん
の
思
考
は
、
常
に
よ

り
高
い
見
地
に
た
つ
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
し
た
位
置
づ

け
で
、
そ
れ
を
考
え
る
の
か
に
必
ず
論
議
は
も
ど
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

チ
ョ
ゴ
リ
ザ
登
山
の
と
き
で
も
、
そ
う
し
た
思
考
態
度
が
焦
る
隊
員
の
心
を

と
き
ほ
ぐ
し
、
余
裕
を
う
し
な
わ
せ
な
か
っ
た
。

登
山
に
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
は
変
か
も
し
れ
ぬ
が
、
桑
は
ん
の
人
徳
が
チ

ョ
ゴ
リ
ザ
遠
征
を
成
功
さ
せ
た
と
お
も
う
。

こ
れ
は
隊
員
一
同
が
異
議
な
く
賛
同
し
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

Ｃ
３
の
加
藤
泰
安
副
隊
長
と
の
俳
句
の
や
り
と
り
、
ア
タ
ッ
ク
失
敗
後
の
私

の
通
信
メ
モ
に
か
い
た
「
月
明
星
稀
と
い
い
た
い
と
こ
ろ
で
し
た
が
」
の
語
句

を
み
て
、
余
裕
あ
り
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
、
高
度
障
害
で
休
養
に
帰
っ
て
き
た

若
い
隊
員
の
グ
チ
話
を
笑
い
な
が
ら
受
け
と
め
た
桑
は
ん
。

こ
う
し
た
一
連
の
ふ
る
ま
い
の
な
か
か
ら
、
た
く
ま
ず
に
チ
ー
ム
・
ワ
ー
ク

168



が
強
化
さ
れ
、
と
げ
と
げ
し
た
雰
囲
気
が
な
く
な
り
、
隊
の
復
元
力
が
う
ま
れ

た
。
リ
エ
ゾ
ン
の
ワ
ジ
ー
大
尉
は
典
型
的
な
軍
人
気
質
で
、
し
か
も
厳
格
な
回

教
徒
で
あ
る
。
こ
う
し
た
性
格
は
、
と
も
す
れ
ば
隊
員
と
ま
さ
つ
を
生
じ
が
ち

で
あ
っ
た
が
、
桑
は
ん
に
は
絶
対
に
心
服
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

登
頂
成
功
し
ラ
ワ
ル
ピ
ン
デ
イ
に
帰
っ
た
そ
の
日
に
少
佐
に
進
級
し
た
。
ワ

ジ
ー
少
佐
は

「
こ
れ
は
す
べ
て
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
の
お
か
げ
で
あ
る
。
感
謝
に
た
え
な
い
」

と
涙
ぐ
み
な
が
ら
桑
は
ん
の
両
手
を
か
た
く
握
っ
て
は
な
さ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
と
き
の
桑
は
ん
の
顔
は
実
に
す
ば
ら
し
い
。
テ
レ
に
テ
レ
て
「
コ

ン
グ
ラ
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
っ
て
、
う
な
ず
く
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
満
面

の
笑
み
は
心
か
ら
の
喜
び
を
つ
た
え
て
余
り
が
あ
っ
た
。

余
談
に
な
る
が
、
数
年
後
サ
ル
ト
ロ
・
カ
ン
リ
遠
征
隊
が
ス
ヵ
ル
ド
で
、
チ

ョ
ゴ
リ
ザ
の
ハ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
の
一
人
、
イ
ス
マ
イ
ル
に
会
っ
た
。

再
び
加
藤
泰
安
サ
ー
ブ
に
会
え
て
感
激
し
て
泣
い
た
そ
う
で
あ
る
。
イ
ス
マ

イ
ル
に
よ
れ
ば
、
加
藤
さ
ん
は
グ
レ
ー
ト
・
サ
ー
ブ
で
あ
る
。
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
で

ト
ラ
ン
ク
の
鍵
を
彼
に
預
け
て
く
れ
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
信
頼
を
う
け
た
こ
と
は

生
涯
忘
れ
ら
れ
ぬ
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

回
教
徒
は
、
わ
れ
わ
れ
と
全
く
別
の
考
え
方
や
習
慣
の
世
界
に
住
ん
で
い
る

よ
う
に
み
え
る
が
、
人
間
の
心
の
奥
底
に
は
共
通
の
琴
線
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
人
の
善
意
や
誠
意
は
、
す
べ
て
を
超
え
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

毎
年
一
月
七
日
に
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
幹
部
の
新
年
宴
会
を
祇
園
で
開
く
。
今
西

悼
（
錦
）
、
西
堀
、
桑
原
、
多
田
の
元
老
を
は
じ
め
四
手
井
、
今
西
（
寿
）
、
梅
棹
、

中
尾
、
林
、
山
口
、
中
島
、
斉
藤
、
平
井
、
岩
坪
な
ど
十
五
、
六
人
で
あ
る
。

追
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
、
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
、
サ
ル
ト
ロ
、
ノ
シ
ャ
ッ
ク
の
連
中
は
八
月

四
日
、
ア
ン
チ
ョ
ゴ
会
と
称
し
て
集
ま
っ
て
い
る
。
場
所
は
林
君
と
私
が
在
住

し
て
い
る
の
で
北
陸
方
面
が
多
い
。

二
つ
の
会
と
も
桑
は
ん
の
出
席
率
は
抜
群
で
あ
っ
た
。
山
の
連
中
と
の
集
り

を
心
か
ら
楽
し
ん
で
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ア
ン
チ
ョ
ゴ
会
を
越
前
海
岸
で
開
い
た
と
き
、
桑
は
ん
の
水
泳
を
は
じ
め
て

み
た
。
背
泳
が
得
意
で
長
身
を
く
ね
ら
せ
て
ゆ
っ
く
り
し
た
ス
ト
ロ
ー
ク
で
、

波
間
を
ぬ
っ
て
い
っ
た
の
に
は
感
嘆
し
た
。

敦
賀
出
身
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
北
陸
が
好
き
で
会
合
以
外
で
も
遊
び
に
こ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

金
沢
に
勤
務
し
て
い
た
と
き
奥
様
と
二
人
で
お
み
え
に
な
っ
た
こ
と
が
あ

る
〕
鮴
（
ご
り
）
料
理
が
好
き
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、
家
内
と
二
人
で
鮴
料
理
専

門
の
料
亭
へ
案
内
し
た
．
大
変
ご
満
悦
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
な
い
。
た
だ

数
年
た
っ
て
か
ら
家
内
か
ら
聞
い
た
の
だ
が
、
奥
様
は
た
べ
る
ふ
り
を
さ
れ
た

だ
け
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
き
り
よ
う
の
悪
い
魚
は
お
嫌
い
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
桑
は
ん
は
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
へ
ん
の
や
り

と
り
は
、
羨
し
い
ほ
ど
よ
い
ご
夫
婦
だ
っ
た
。

白
山
の
ふ
も
と
、
中
宮
温
泉
で
の
ア
ン
チ
ョ
ゴ
会
は
面
白
か
っ
た
。

宴
な
か
ば
で
興
い
た
り
ア
ル
バ
イ
ト
の
女
子
短
大
生
と
桑
は
ん
が
野
球
拳
を

は
じ
め
た
。
こ
れ
は
脱
ぐ
も
の
の
多
い
女
性
が
勝
つ
に
き
ま
っ
て
い
る
ゲ
ー
ム

で
あ
る
。
案
の
定
、
桑
は
ん
は
パ
ン
ツ
一
枚
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ス
ナ

ッ
プ
は
手
も
と
に
あ
る
が
、
浴
衣
が
け
の
桑
は
ん
が
若
い
女
の
子
を
相
手
に
、

長
身
を
お
ど
ら
せ
て
拳
を
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。

今
み
る
と
お
か
し
い
や
ら
、
な
つ
か
し
い
や
ら
で
あ
る
が
桑
は
ん
の
名
誉
の

た
め
に
門
外
不
出
に
し
て
い
る
。
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白
山
ス
ー
パ
ー
林
道
往
復
、
マ
イ
ク
ロ
・
バ
ス
の
運
転
手
が
白
山
で
一
番
う

ま
い
水
を
案
内
し
て
く
れ
、
ウ
イ
ス
キ
ー
の
水
割
が
バ
ス
内
を
め
ぐ
っ
た
。

兼
六
園
で
昼
食
散
会
、
幹
事
の
私
は
つ
か
れ
は
て
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
（
一
番
の
ん
で
よ
っ
ぱ
ら
っ
た
の
は
藤
平
だ
）
と
誰
か
の
か
げ
ぐ
ち
だ
っ

た
が
、
金
沢
言
葉
で
は
こ
れ
を
「
亭
主
八
杯
」
と
い
う
。

今
年
は
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
登
頂
三
十
年
に
な
る
の
で
盛
大
に
や
ろ
う
。
物
故
隊
員

も
ふ
え
た
の
で
奥
さ
ん
方
も
是
非
お
よ
び
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
桑
は
ん
も

会
合
を
心
ま
ち
に
し
て
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
催
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

九
月
一
日
は
越
中
八
尾
「
風
の
盆
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
ど
う
し
て
も
み
た

い
と
の
こ
と
で
、
一
日
の
夜
、
宿
を
と
っ
て
お
い
た
の
に
。

二
つ
と
も
桑
は
ん
の
憶
い
出
を
語
る
の
に
、
ふ
さ
わ
し
い
集
り
で
よ
い
供
養

に
な
る
だ
ろ
う
。
是
非
実
現
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

（
藤
平
正
夫
）

略
年
譜

明
治
三
十
七
年
五
月
十
日
福
井
県
生
ま
れ
。
京
都
一
中
、
第
三
高
等
学
校
を
へ
て

昭
和
三
年
三
月
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
仏
文
学
科
卒
業
。
東
北
大
学
助
教
授
の
後

昭
和
二
十
三
年
十
一
月
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教
授
、
同
三
十
四
年
同
研
究
所

所
長

昭
和
四
十
三
年
三
月
京
都
大
学
を
定
年
退
官

大
正
八
年
七
月
同
級
生
七
人
と
富
士
山
登
山

大
正
十
一
年
十
二
月
越
後
関
温
泉
で
初
め
て
ス
キ
ー
を
学
ぶ

大
正
十
四
年
三
月
西
堀
栄
三
郎
氏
ら
と
仙
丈
岳
、
北
岳
な
ど
積
雪
期
初
登
頂

昭
和
四
年
八
月
尾
上
郷
川
を
遡
り
、
白
山
を
へ
て
中
ノ
川
を
下
る

昭
和
三
十
三
年
一
月
か
ら
三
十
八
年
月
京
都
大
学
学
士
山
岳
会
長

森
田
茂
先
生
は
、
昭
和
八
年
、
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
予
科
入
学
と
同
時
に

山
岳
部
に
入
部
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
慈
恵
医
大
山
岳
部
は
、
揺
藍
期
か
ら
充

実
期
に
入
っ
た
頃
で
、
慈
恵
医
大
苗
場
ヒ
ュ
ッ
テ
を
建
設
し
た
り
し
た
鋒
鋒
た

る
メ
ン
バ
ー
が
在
籍
し
て
お
り
、
森
田
先
生
も
そ
の
中
に
伍
し
て
、
卒
業
ま
で

の
七
年
間
、
谷
川
岳
、
北
ア
ル
プ
ス
．
苗
場
ヒ
ュ
ッ
テ
で
の
ス
キ
ー
合
宿
等
に

足
跡
を
の
こ
さ
れ
、
ま
た
、
昭
和
十
二
年
に
発
刊
さ
れ
た
部
報
Ｊ
Ｏ
Ｃ
Ｈ
３
号

の
編
集
に
も
あ
た
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
十
五
年
、
大
学
卒
業
と
同
時
に
海
軍
軍
医
中
尉
に
任
官
、
南
太
平
洋
を

転
戦
さ
れ
、
終
戦
時
は
、
海
軍
軍
医
少
佐
と
し
て
ラ
バ
ウ
ル
に
駐
屯
し
て
居
ら

れ
ま
し
た
。
当
時
、
ラ
バ
ウ
ル
に
は
同
じ
く
山
岳
部
出
身
の
故
武
藤
晃
先
輩
も

海
軍
軍
医
と
し
て
勤
務
し
て
お
ら
れ
、
食
料
の
乏
し
い
場
所
に
い
た
武
藤
先
輩

が
、
時
々
Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
伝
令
を
出
す
と
、
森
田
先
生
が
バ
ナ
ナ
そ
の
他
の
食
料
を

届
け
て
く
れ
た
と
、
当
時
の
話
を
武
藤
先
輩
か
ら
聞
か
さ
れ
た
も
の
で
す
。

昭
和
三
十
三
年
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
遠
征
（
隊
長
）

昭
和
五
十
年
十
二
月
フ
ラ
ン
ス
政
府
よ
り
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
受
賞

昭
和
六
十
二
年
文
化
勲
賞
受
賞

学
問
的
業
績
は
桑
原
武
夫
全
集
（
岩
波
書
店
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
『
登
山
の

文
化
史
』
で
は
、
登
山
を
文
化
的
行
為
と
規
定
し
た
。
他
に
山
の
関
係
で
は
『
チ
ョ
ゴ

リ
ザ
登
頂
』
な
ど
。

森
田
茂
氏
（
一
九
一
五
’
一
九
八
八
）
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終
戦
後
の
昭
和
二
十
一
年
、
慈
恵
医
大
解
剖
学
教
室
に
入
ら
れ
、
講
師
、
助

教
授
を
経
て
、
二
十
九
年
、
東
京
教
育
大
学
助
教
授
に
転
じ
、
三
十
一
年
、
同

大
学
教
授
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
三
十
九
年
に
は
、
母
校
東
京
慈
恵
会
医

科
大
学
教
授
に
御
就
任
、
解
剖
学
講
座
を
担
当
さ
れ
、
昭
和
五
十
五
年
、
定
年

退
職
さ
れ
る
ま
で
、
解
剖
学
、
人
類
学
の
研
究
と
後
輩
の
教
育
に
精
進
さ
れ
ま

し
た
。
在
任
中
、
学
生
部
長
や
教
学
委
員
長
も
つ
と
め
、
ま
た
、
昭
和
五
十
一

年
か
ら
六
十
二
年
ま
で
、
千
葉
大
学
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
も
教
育
に
携
わ
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
定
年
退
職
後
も
客
員
教
授
と
し
て
、
ま
た
、
慈
恵
看
護
専

門
学
校
長
と
し
て
母
校
の
た
め
に
つ
く
さ
れ
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
に
は
、
勲

四
等
旭
日
小
綬
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

私
が
学
生
の
頃
、
先
生
は
講
師
と
し
て
御
活
躍
の
時
代
で
、
講
義
も
受
け
た

筈
な
の
で
す
が
、
山
の
こ
と
ば
か
り
や
っ
て
い
た
の
と
、
当
時
、
解
剖
に
は
新

井
先
生
と
い
う
名
物
教
授
が
お
ら
れ
、
ユ
ニ
ー
ク
な
講
義
を
さ
れ
る
の
で
、
真

面
目
一
方
の
森
田
講
師
の
講
義
の
印
象
は
残
念
な
が
ら
濃
く
あ
り
ま
せ
ん
。

昭
和
四
十
一
年
二
月
、
故
杉
本
良
一
部
長
の
後
を
う
け
て
山
岳
部
部
長
に
御

就
任
、
同
時
に
Ｏ
Ｂ
会
で
あ
る
山
の
会
会
長
も
兼
ね
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
頃

か
ら
俄
然
、
私
ど
も
と
の
接
触
が
密
に
な
り
ま
し
た
。

丁
度
、
各
大
学
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
が
隆
盛
期
に
入
っ
た
頃
で
、
エ
ク
ス
ペ
デ

ィ
シ
ョ
ン
ド
ク
タ
ー
と
し
て
の
参
加
要
請
を
受
け
て
、
山
の
会
会
員
が
次
々
と

遠
征
に
参
加
し
ま
し
た
。
毎
年
、
誰
か
が
海
外
に
出
て
い
る
と
い
っ
た
状
態

で
、
森
田
会
長
は
、
そ
の
度
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遠
征
計
画
を
検
討
し
、
派
遣
す

悼
る
山
の
会
会
員
を
人
選
し
、
在
籍
し
て
い
る
教
室
に
参
加
の
許
可
を
懇
請
し
、

心
配
す
る
家
族
を
説
得
し
、
出
発
を
羽
田
で
見
送
り
、
遠
征
期
間
中
は
隊
の
成

追
功
と
無
事
を
願
い
、
帰
国
を
羽
田
に
迎
え
る
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
の
繰
返
し

で
、
今
思
え
ば
、
一
名
か
二
名
で
あ
っ
て
も
毎
年
遠
征
隊
を
出
し
て
い
る
の
と

同
じ
心
労
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

韓
国
、
ア
ラ
ス
カ
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
と
学
生
を
メ
ン
バ
ー
に
加
え
て
の
慈
恵
医
大

単
独
で
の
海
外
遠
征
で
は
、
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を
心
配
し
て
し
ぶ
る
大
学
側
の
説

得
に
尽
力
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

森
田
先
生
は
、
大
変
に
温
厚
な
紳
士
で
、
私
は
先
生
に
叱
ら
れ
た
記
憶
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
慈
恵
医
大
単
独
で
の
ガ
ネ
ッ
シ
ュ
ヒ
マ
ー
ル
Ｖ
峰
の
遠
征
計
画

が
進
行
中
の
こ
と
、
「
僕
は
、
君
か
大
森
君
か
が
隊
長
を
引
き
受
け
な
い
限
り

こ
の
計
画
は
許
可
し
な
い
か
ら
ね
」
と
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
先
生

の
い
つ
に
な
く
厳
し
か
っ
た
お
顔
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
計
画

は
、
慈
恵
医
大
創
立
百
年
を
記
念
し
て
、
森
田
先
生
を
総
指
揮
に
仰
い
で
、
立

案
、
実
行
さ
れ
、
登
頂
に
成
功
し
た
わ
け
で
す
が
、
私
達
は
、
先
生
に
是
非
一

緒
に
現
地
入
り
を
、
そ
れ
が
不
可
能
な
ら
せ
め
て
下
山
の
頃
カ
ト
マ
ン
ズ
に
お

い
で
下
さ
い
と
懇
請
し
た
の
で
す
が
、
大
学
の
入
試
や
教
学
関
係
の
仕
事
で
そ

の
頃
は
大
学
を
離
れ
ら
れ
な
い
か
ら
と
Ｏ
Ｋ
し
て
は
下
さ
ら
ず
、
そ
の
後
も
遂

に
ネ
パ
ー
ル
訪
問
の
機
会
は
な
く
、
先
生
に
素
晴
ら
し
い
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
峰
々
を

御
覧
い
た
だ
け
な
か
っ
た
こ
と
は
痛
恨
の
極
み
で
す
。

先
生
は
、
ま
た
、
昭
和
二
十
五
年
に
創
設
さ
れ
た
慈
恵
医
大
槍
ヶ
岳
山
岳
診

療
所
の
管
理
運
営
に
も
あ
た
ら
れ
、
派
遣
医
師
の
確
保
や
資
金
面
で
の
大
学
側

と
の
折
衝
な
ど
で
長
年
苦
労
さ
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
五
年
に
、
北
ア
ル
プ

ス
南
部
地
区
の
遭
難
防
止
対
策
協
会
か
ら
、
昭
和
六
十
一
年
に
、
北
ア
ル
プ
ス

北
部
地
区
遭
難
防
止
対
策
協
会
か
ら
、
多
年
に
わ
た
る
登
山
者
の
診
療
と
遭
難

救
助
に
対
し
感
謝
状
が
お
く
ら
れ
て
い
る
。

カ
ラ
ス

晩
年
の
先
生
は
、
山
の
会
の
メ
ン
バ
ー
と
新
橋
烏
森
界
隈
で
飲
み
歩
く
の
を
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楽
し
み
に
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
糖
尿
病
に
罹
患
し
て
お
ら
れ
た
の
に
、
そ
の

こ
と
は
一
切
わ
れ
わ
れ
に
は
お
漏
ら
し
に
な
ら
ず
、
二
三
言
と
杯
を
傾
け
て

お
ら
れ
た
の
で
す
。

昭
和
六
十
三
年
三
月
六
日
、
突
然
森
田
先
生
御
入
院
の
し
ら
せ
が
入
っ
た
。

糖
尿
病
を
基
盤
と
し
た
重
症
肺
炎
で
、
意
識
が
な
く
、
面
会
謝
絶
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ

（
集
中
治
療
室
）
の
中
と
い
う
む
ご
い
し
ら
せ
だ
っ
た
。
以
来
四
カ
月
に
わ
た

る
Ｉ
Ｃ
Ｕ
内
で
の
闘
病
生
活
が
続
い
た
が
、
快
方
に
む
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

わ
れ
わ
れ
の
切
な
る
願
い
も
空
し
く
、
七
月
五
日
逝
去
さ
れ
た
。

御
存
命
中
、
な
ん
だ
か
ん
だ
と
難
題
を
も
ち
か
け
、
ま
た
、
遠
征
な
ど
で
も

一
番
御
心
配
を
お
か
け
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
私
は
、
御
逝
去
の
翌
日
、
御
自

宅
に
お
悔
み
に
参
上
し
た
が
、
既
に
御
遺
体
は
な
か
っ
た
。
後
輩
達
の
解
剖
学

実
習
の
教
材
た
る
べ
く
献
体
を
さ
れ
、
母
校
に
移
さ
れ
た
後
で
あ
っ
た
。
日
頃

の
先
生
の
教
育
に
対
す
る
確
固
た
る
信
念
と
厳
し
い
姿
勢
と
を
目
の
あ
た
り
に

み
る
思
い
で
御
遺
影
に
深
く
頭
を
垂
れ
御
冥
福
を
お
祈
り
し
た
。

略
年
譜

大
正
四
年
一
月
一
日
東
京
に
生
れ
る

昭
和
八
年
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
予
科
入
学
、
山
岳
部
入
部

昭
和
十
五
年
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
卒
業
、
任
海
軍
軍
医
中
尉

昭
和
二
十
一
年
海
軍
軍
医
少
佐
に
て
予
備
役
、
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
助
手

昭
和
二
十
三
年
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
講
師

昭
和
二
十
九
年
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
助
教
授
、
東
京
教
育
大
学
助
教
授

昭
和
三
十
一
年
東
京
教
育
大
学
教
授

昭
和
三
十
五
年
日
本
山
岳
会
入
会

昭
和
三
十
九
年
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
教
授
（
解
剖
学
講
座
担
当
）

五
月
二
十
日
総
会
の
日
に
川
森
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
伊
東
の
国
立
温
泉

病
院
か
ら
熱
海
ケ
ア
ホ
テ
ル
へ
移
ら
れ
た
の
が
一
昨
年
の
暮
で
あ
る
。
温
泉
病

院
で
は
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
熱
海
で
は
ほ
と
ん
ど
ベ
ッ

ド
の
生
活
の
ご
様
子
だ
っ
た
。

昭
和
六
十
年
六
月
に
日
本
山
岳
会
創
立
八
十
周
年
記
念
の
展
示
品
を
お
借
り

し
に
伊
東
へ
伺
っ
た
頃
は
、
言
語
と
歩
行
が
ほ
ん
の
少
し
ご
不
自
由
だ
っ
た
も

の
の
と
て
も
お
元
気
で
、
伊
東
の
海
と
街
を
一
望
す
る
す
ば
ら
し
い
お
宅
で
ア

ル
バ
ム
を
見
な
が
ら
山
の
お
話
を
し
て
下
さ
っ
た
り
、
ご
主
人
に
ア
ト
リ
エ
の

た
く
さ
ん
の
絵
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
り
し
て
本
当
に
楽
し
い
一
日
を
過
ご
し

た
こ
と
が
夢
の
よ
う
に
な
つ
か
し
い
。
そ
の
後
も
お
見
舞
に
伺
っ
て
山
や
山
岳

会
の
あ
れ
こ
れ
を
お
話
す
る
と
目
を
き
ら
き
ら
さ
せ
て
嬉
し
そ
う
に
き
い
て
下

さ
っ
た
し
、
一
昨
年
秋
、
名
誉
会
員
推
せ
ん
が
決
っ
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
に
伺

っ
た
時
は
本
当
に
お
喜
び
に
な
り
、
車
椅
子
で
で
も
年
次
晩
さ
ん
会
に
出
席
し

昭
和
四
十
一
年
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
山
岳
部
部
長
（
昭
和
五
十
五
年
ま
で
）

昭
和
五
十
一
年
千
葉
大
学
講
師
（
非
常
勤
）
（
昭
和
六
十
二
年
ま
で
）

昭
和
五
十
五
年
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
定
年
退
職
、
同
校
客
員
教
授
、
慈
恵
看
護
専

門
学
校
長
（
昭
和
六
十
年
ま
で
）

昭
和
六
十
三
年
勲
四
等
旭
日
小
綬
章
受
章

昭
和
六
十
三
年
七
月
五
日
逝
去
、
享
年
七
十
三
歳

（
長
尾
悌
夫
）

川
森
左
智
子
氏
（
一
九
○
七
’
一
九
八
八
）
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た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

今
、
私
の
前
に
展
げ
た
写
真
集
『
山
と
閾
ふ
』
（
昭
和
十
四
年
六
月
発
行
、

朝
日
新
聞
社
編
）
の
中
に
、
溌
荊
と
し
た
川
森
さ
ん
の
姿
が
あ
る
。

昭
和
七
年
、
海
野
治
良
氏
に
岩
登
り
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
か
ら
そ
の
面
白

さ
に
と
り
つ
か
れ
、
日
本
登
高
会
に
入
会
。
昭
和
十
一
年
夏
に
は
海
野
氏
ら
と

と
も
に
前
穂
高
奥
又
白
側
第
四
峰
フ
ェ
ー
ス
の
初
登
は
ん
に
成
功
し
た
。
日
本

登
高
会
会
報
を
見
る
と
昭
和
七
年
五
月
、
山
の
映
画
会
出
席
者
の
中
に
は
じ
め

て
川
森
圓
次
郎
、
時
子
（
注
・
本
名
、
左
智
子
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
）
夫
妻
の
名
前

が
あ
り
、
そ
の
後
も
九
年
四
月
の
芝
倉
沢
、
八
ヶ
岳
に
も
ご
夫
妻
で
の
参
加
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
十
年
前
後
の
洞
沢
本
谷
で
の
充
実
し
た
生
活
、
そ
れ

か
ら
前
記
十
一
年
の
前
穂
四
峰
フ
ェ
ー
ス
の
登
は
ん
へ
と
、
こ
の
時
期
が
川
森

さ
ん
の
山
登
り
の
絶
頂
期
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
海
野
さ
ん
に
伺
う

と
、
こ
の
頃
の
川
森
さ
ん
は
山
に
対
し
て
本
当
に
ひ
た
む
き
で
、
何
ご
と
も
素

直
に
吸
収
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
し
て
そ
の
後
の
昭
和
三
十
二
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ル
プ
ス
で
の
輝
か
し

い
登
山
へ
と
続
く
の
だ
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
全
く
不
幸
な
こ
と
は
、
川
森
さ

ん
と
の
山
行
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ス
キ
ー
は
Ｊ
Ａ
Ｃ
東
京
支

部
が
主
催
し
た
ス
キ
ー
ス
ク
ー
ル
に
講
師
と
し
て
た
び
た
び
参
加
さ
れ
て
い
た

の
で
、
古
い
メ
ン
バ
ー
は
川
森
さ
ん
の
エ
レ
ガ
ン
ト
な
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ミ
ー

ル
・
ア
レ
ー
式
ス
キ
ー
を
知
っ
て
い
る
と
思
う
が
。
山
登
り
、
ス
キ
ー
、
そ
し

て
カ
メ
ラ
、
お
料
理
、
日
本
刺
し
ゅ
う
と
、
何
を
と
っ
て
も
一
流
の
腕
前
で
あ

悼
り
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
雲
上
人
の
よ
う
な
方
で
あ
っ
た
が
、
婦
人
懇
談
会
の

行
事
に
は
い
つ
も
一
会
員
と
し
て
参
加
さ
れ
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
大
切
に
し
て

迫
下
さ
っ
た
。
婦
人
懇
談
会
の
行
事
は
名
簿
の
順
番
で
係
が
廻
っ
て
く
る
の
だ

が
、
昭
和
五
十
九
年
の
忘
年
会
に
は
川
森
さ
ん
も
係
に
当
り
「
お
名
前
だ
け
で

結
構
で
す
か
ら
」
と
恐
縮
す
る
私
た
ち
に
、
「
大
丈
夫
よ
」
と
わ
ざ
わ
ざ
伊
東

か
ら
前
日
上
京
さ
れ
、
国
際
文
化
会
館
に
宿
泊
し
て
当
日
は
も
ち
ろ
ん
準
備
会

に
も
出
席
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
し
て
悲
し
い
こ
と
に
、
こ
れ
が
川
森
さ
ん
が
ル

ー
ム
に
見
え
ら
れ
た
最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

川
森
さ
ん
は
、
「
山
登
り
は
あ
く
ま
で
趣
味
で
あ
っ
て
、
命
を
か
け
た
り
、

家
人
や
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
の
が
信
条
で
、
「
自
分

で
作
っ
た
お
金
で
、
主
婦
と
し
て
も
手
落
ち
な
く
登
り
続
け
て
い
く
」
こ
と
を

誇
り
と
さ
れ
て
い
た
。
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
っ
た
小
林
静
子
（
旧
姓
長
谷
川
）
さ

ん
の
お
話
を
き
い
て
も
、
出
か
け
る
時
は
毎
日
の
お
か
ず
を
き
ち
ん
と
冷
凍
庫

に
用
意
す
る
な
ど
、
そ
れ
は
み
ご
と
だ
っ
た
と
い
う
。
ス
キ
だ
ら
け
で
だ
ら
し

な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
、
完
壁
主
義
、
負
け
ず
嫌
い
の
川
森
さ
ん
は
少
し
ま
ば

ゆ
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
ご
自
分
の
思
う
ま
ま
に
さ
っ
そ

う
と
生
き
て
い
ら
し
た
川
森
さ
ん
が
、
お
会
い
す
る
た
び
に
目
に
見
え
て
弱
っ

て
い
か
れ
、
い
つ
も
山
や
雪
で
焼
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
お
顔
が
白
く
す
き
透

っ
て
、
ま
る
で
か
わ
い
い
お
人
形
さ
ん
の
よ
う
に
な
ら
れ
た
の
は
本
当
に
胸
が

い
た
む
思
い
で
あ
っ
た
。
ご
自
分
で
も
ど
ん
な
に
か
歯
が
ゆ
く
、
無
念
に
思
わ

れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
た
び
た
び
お
見
舞
に
伺
わ
な
か
っ
た
こ
と
が

何
と
も
心
残
り
で
、
申
し
わ
け
な
い
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。

略
年
譜

明
治
四
十
年
石
田
雄
二
（
陸
軍
少
将
・
軍
医
）
の
長
女
と
し
て
東
京
小
石
川
に
生
れ
る

昭
和
二
年
同
志
社
大
専
門
部
卒
業
京
都
在
住
中
に
洛
北
の
山
を
歩
き
、
山
登
り
の

魅
力
に
つ
か
れ
る

昭
和
三
年
川
森
圓
次
郎
氏
と
結
婚
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か
け
が
え
の
な
い
山
の
先
輩
が
世
を
去
ら
れ
た
。

浜
野
正
男
さ
ん
、
一
九
八
八
年
七
月
七
日
十
二
時
三
十
分
、
心
不
全
の
た
め

昭
和
七
年
交
流
の
あ
っ
た
上
田
哲
農
氏
ら
を
通
じ
て
海
野
治
良
氏
に
紹
介
さ
れ
、
岩

登
り
の
指
導
を
受
け
る

同
年
日
本
登
高
会
に
入
会
、
そ
の
後
山
行
、
集
会
に
活
溌
に
参
加

昭
和
十
一
年
海
野
、
泉
田
氏
と
と
も
に
前
穂
高
奥
又
白
側
第
四
峰
フ
ェ
ー
ス
（
日
本

登
高
会
ル
－
ト
）
初
登
頂

昭
和
十
三
年
藤
木
九
三
、
新
村
正
一
、
長
谷
川
静
子
、
上
田
安
子
と
北
穂
高
第
三
尾

根
登
は
ん

昭
和
二
十
二
年
日
本
山
岳
会
入
会
会
員
番
号
三
○
○
七

昭
和
二
十
四
年
全
日
本
ス
キ
ー
連
盟
指
導
員

昭
和
二
十
五
年
日
本
山
岳
会
東
京
支
部
委
員

昭
和
三
十
二
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
約
八
ケ
月
滞
在
、
そ
の
問
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
、
モ

ン
・
プ
ラ
ン
な
ど
に
登
る
。
シ
ャ
ペ
ル
夫
人
、
フ
レ
ン
ド
氏
ら
フ
ラ
ン
ス
山
岳
会
会

員
と
交
流

昭
和
三
十
三
年
『
初
恋
の
山
』
を
平
凡
出
版
（
株
）
よ
り
出
版

昭
和
四
十
二
年
日
本
山
岳
会
評
議
員

昭
和
四
十
三
年
日
本
山
岳
会
理
事

昭
和
六
十
一
年
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員

昭
和
六
十
三
年
五
月
二
十
日
残

（
山
口
節
子
）

’浜
野
正
男
氏
（
一
九
一
三
’
一
九
八
八
）

埼
玉
県
与
野
市
の
自
宅
で
逝
去
。
享
年
七
十
六
歳
。
奥
様
か
ら
電
話
で
計
報
を

伺
い
、
と
う
と
う
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
か
、
お
元
気
な
う
ち
に
、
も
っ
と
無

遠
慮
に
ご
教
示
を
お
願
い
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
淋
し
さ
と
悔
恨
と
が
絢
い
交
ざ

る
。
葬
儀
・
告
別
式
は
九
日
、
与
野
市
の
ひ
か
り
会
館
で
と
り
行
な
わ
れ
た
。

む
し
暑
い
日
、
日
本
山
岳
会
、
立
教
山
友
会
、
清
水
組
、
数
多
く
の
友
人
、
関

係
者
に
見
送
ら
れ
て
浜
野
さ
ん
は
旅
立
っ
て
行
っ
た
。

浜
野
さ
ん
を
、
立
教
の
後
輩
ど
も
は
「
弁
十
郎
」
と
お
呼
び
し
た
。
余
計
を

付
け
加
え
れ
ば
、
浜
野
さ
ん
の
揮
名
は
「
弁
当
」
。
大
宮
の
大
き
な
駅
弁
屋
の

息
子
だ
っ
た
か
ら
だ
。
古
い
話
だ
が
、
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
に
行
く
前
、
鹿
島
の

北
壁
の
積
雪
期
初
登
筆
者
中
島
雷
二
さ
ん
が
病
を
得
て
急
逝
し
た
。
浜
野
さ
ん

は
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
の
隊
員
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
中
島
さ
ん
を
悼
む
言
葉

の
一
つ
に
「
潭
名
が
雷
烏
と
い
う
の
は
う
ら
や
ま
し
い
。
立
教
で
は
ろ
く
な
潭

名
を
付
け
な
い
」
と
い
っ
て
い
た
。

弁
十
郎
は
ご
本
人
が
名
乗
っ
た
の
だ
。

一
九
三
五
年
夏
山
、
浜
野
御
大
は
学
部
二
年
、
穂
高
洞
沢
合
宿
を
終
え
、
御

大
は
予
科
一
年
新
入
部
員
の
Ｓ
さ
ん
一
名
を
連
れ
て
、
横
尾
へ
下
り
槍
沢
を
上

り
、
北
へ
向
っ
て
縦
走
し
、
劔
沢
を
下
っ
て
、
真
砂
沢
に
テ
ン
ト
を
張
り
、
剣

で
岩
登
り
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
新
人
の
Ｓ
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
つ
ら
い
、
長

い
夏
山
で
あ
っ
た
。
田
舎
に
帰
っ
た
Ｓ
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
、
浜
野
御
大
か
ら
手

紙
が
来
た
。

「
一
年
生
な
が
ら
よ
く
や
っ
た
。
大
い
に
見
所
が
あ
る
。
辻
さ
ん
に
も
話
し

て
お
い
た
」
差
出
人
、
浜
野
弁
十
郎
。

夏
休
み
が
終
っ
て
学
校
に
行
く
と
、
早
速
部
長
の
辻
荘
一
先
生
か
ら
呼
ば
れ

た
。
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「
Ｓ
君
、
君
は
有
望
だ
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
浜
野
が
あ
あ
言
う
か
ら
に
は
ま

ち
が
い
な
い
」

「
お
だ
て
ら
れ
ち
ゃ
っ
て
ね
、
山
岳
部
辞
め
ら
れ
な
く
な
っ
ち
ゃ
た
ん
だ
よ
」

縦
走
第
一
日
は
大
雨
だ
っ
た
の
で
横
尾
の
岩
小
舎
で
泊
る
。

「
な
に
し
ろ
、
色
ん
な
こ
と
よ
く
知
っ
て
い
て
ね
、
山
岳
部
の
こ
と
、
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
こ
と
、
浅
草
の
確
か
、
ペ
エ
ル
・
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
い
っ
た
と
思
う
が

エ
ノ
ケ
ン
一
座
の
こ
と
、
歌
舞
伎
の
こ
と
」

西
鎌
尾
根
を
下
り
出
す
と

「
オ
レ
、
先
に
行
く
ぞ
、
自
分
で
道
を
見
つ
け
て
つ
い
て
こ
い
」

そ
う
と
う
な
重
い
荷
を
背
負
っ
て
飛
ぶ
よ
う
に
駆
け
く
だ
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
に

行
こ
う
と
い
う
人
は
違
う
な
と
思
い
な
が
ら
後
か
ら
行
く
と
、
大
き
な
岩
の
影

に
か
く
れ
て
い
て
、

「
お
い
、
休
め
。
一
服
し
ろ
よ
」

先
輩
が
背
負
っ
て
い
る
米
か
ら
使
う
の
だ
が
、
朝
パ
ッ
キ
ン
グ
を
し
て
い
る

‐
』
」
、

「
お
い
、
使
っ
た
分
だ
け
オ
レ
に
よ
こ
せ
」

芦
峅
で
は
、
宗
作
の
家
に
立
ち
寄
っ
て
お
線
香
を
上
げ
て
き
た
。

一
九
四
六
年
八
月
、
戦
後
よ
う
や
く
復
活
し
た
立
教
大
学
山
岳
部
は
剣
沢
合

宿
を
行
っ
た
。
浜
野
さ
ん
が
三
日
間
だ
け
参
加
し
て
い
る
。
部
の
記
録
に
は
短

く

「
八
月
二
十
五
日
、
浜
野
先
輩
が
ナ
ン
ダ
・
コ
ッ
ト
を
踏
ん
だ
靴
を
は
い
て

悼
頑
張
っ
て
い
た
。
二
十
六
日
、
Ａ
班
八
シ
峯
上
半
、
浜
野
先
輩
同
行
。
二
十
七

日
、
浜
野
先
輩
帰
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

追
浜
野
さ
ん
は
、
Ｓ
さ
ん
と
二
人
の
夏
山
以
来
十
年
ぶ
り
。
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
か

ら
九
死
に
一
生
を
得
て
内
地
に
帰
り
、
最
初
に
登
っ
た
山
で
あ
っ
た
。

一
九
四
六
年
「
山
」
の
会
員
消
息
。
「
浜
野
正
男
氏
復
員
、
清
水
組
へ
復
帰
」

と
あ
っ
た
。

浜
野
さ
ん
は
、
一
九
一
三
年
一
月
十
三
日
生
れ
。
旧
制
浦
和
中
学
か
ら
立
教

大
学
予
科
に
進
学
し
、
一
九
三
七
年
三
月
立
教
大
学
経
済
学
部
を
卒
業
し
て
い

る
。
子
供
の
頃
に
両
親
を
亡
く
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
小
学
生
の
時
か
ら
一
人
で

ポ
ー
ル
で
遊
ん
で
い
た
そ
う
で
あ
る
。
浦
中
か
ら
立
教
に
は
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ

ー
ル
部
の
推
薦
で
入
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
直
接
聞
い
た
話
だ
が
「
羽
織
袴

で
く
れ
ば
、
入
れ
て
や
る
」
ど
こ
ま
で
本
当
だ
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ベ
ル
リ
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
有

力
な
候
補
選
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
。
で
は
、
な
ぜ
山
岳
部
に
移
籍
し
た
の

か
、
堀
田
弥
一
さ
ん
曰
く
、

「
バ
ス
ケ
ッ
ト
が
あ
き
て
山
が
よ
く
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
」

浜
野
さ
ん
が
立
教
の
山
岳
部
に
入
部
し
た
頃
、
堀
田
さ
ん
は
す
で
に
卒
業
。

小
原
勝
郎
さ
ん
が
最
上
級
生
。
す
ぐ
上
に
、
山
縣
一
雄
、
湯
浅
巖
と
い
う
ナ
ン

ダ
・
コ
ー
ト
勢
が
い
た
。
一
九
三
二
年
の
十
月
、
入
部
し
た
年
の
秋
山
、
浜
野

さ
ん
は
小
原
さ
ん
に
と
も
な
わ
れ
て
、
上
高
地
か
ら
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト

を
辿
り
前
穂
・
奥
穗
に
登
っ
て
い
る
。

浜
野
さ
ん
の
告
別
式
で
、
ご
長
男
が
、

「
父
は
、
生
涯
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
を
生
き
が
い
に
し
て
い
ま
し
た
」

と
い
う
意
味
の
こ
と
を
い
っ
て
お
ら
れ
た
。
私
は
正
に
そ
の
通
り
だ
と
、
う

な
ず
い
た
。
浜
野
さ
ん
の
生
き
方
の
中
に
、
常
に
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
が
陰
鶏
と

な
っ
て
投
影
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
私
が
直
接
お
近
付
き
い
た

だ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
戦
後
は
、
日
本
山
岳
会
そ
の
も
の
が
、
浜
野
さ
ん
の
心
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の
中
に
蟠
っ
て
い
た
も
の
と
思
う
。
印
象
の
濃
い
告
別
式
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
一
冊
の
本
が
あ
る
。
浜
野
正
男
著
『
ソ
ロ
モ
ン
の
人
形
』
Ｂ
六
判
二

○
○
ペ
ー
ジ
、
臓
脂
の
布
で
装
釘
さ
れ
表
紙
に
題
名
、
裏
表
紙
に
日
本
山
岳
会

の
会
員
章
と
局
ｇ
と
あ
り
共
に
金
で
捺
し
て
あ
る
。
昭
和
四
十
八
年
十
月
五

日
、
自
費
出
版
。
十
月
五
日
は
著
者
が
一
九
三
六
年
に
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
に
登

頂
し
た
日
、
一
七
三
○
は
浜
野
さ
ん
の
日
本
山
岳
会
の
会
員
番
号
で
あ
る
。

『
ソ
ロ
モ
ン
の
人
形
』
と
い
う
題
は
、
土
グ
モ
の
よ
う
に
、
じ
め
じ
め
し
た
南

海
の
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
で
細
ぽ
そ
と
生
き
て
、
奇
跡
の
生
還
を
す
る
ま
で
背
嚢

に
く
く
り
つ
け
て
い
た
ソ
ロ
モ
ン
の
人
形
に
由
来
し
、
早
稲
田
大
学
関
根
吉
郎

氏
が
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
本
は
、
読
み
進
む
う
ち
に
衿
を
正
し
、
ま
こ
と
に
心
に
重
た
い
本
と
な

っ
て
い
く
。
著
者
は
絶
望
の
戦
い
を
戦
っ
て
、
な
お
生
き
、
戦
力
を
失
っ
て
、

ま
わ
り
の
多
く
の
人
が
餓
え
、
マ
ラ
リ
ヤ
に
倒
れ
生
を
絶
つ
極
限
状
態
で
、
遂

に
数
少
な
い
生
還
者
と
な
る
。
一
見
、
山
と
は
縁
遠
い
手
記
で
あ
り
な
が
ら
、

実
に
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
が
見
え
て
く
る
。

「
．
．
…
・
俺
は
絶
対
に
死
な
な
い
・
俺
は
絶
対
に
死
ん
で
は
い
け
な
い
人
間
だ
。

俺
は
生
き
残
っ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
登
っ
た
経
験
を
若
い
登
山
者
に
教
え
伝
え
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
人
間
だ
。
そ
れ
が
出
来
る
か
ど
う
か
が
今
度
の
戦
闘
だ
」

浜
野
さ
ん
は
、
戦
場
に
あ
っ
て
着
の
み
着
の
ま
ま
真
暗
な
密
林
の
中
で
雨
に

打
た
れ
て
、
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
越
し
か
た
の
山
を
回
想
す

る
。

「
雨
や
、
雪
や
、
雲
に
叩
か
れ
な
が
ら
、
岩
棚
に
ザ
イ
ル
を
結
ん
で
一
緒
に

一
夜
を
明
か
し
た
時
の
煙
草
の
火
の
こ
と
や
、
吹
雪
く
尾
根
に
雪
穴
を
掘
っ
て

ツ
ェ
ル
ト
・
サ
ッ
ク
を
被
っ
て
、
ヒ
ュ
ウ
ヒ
ュ
ウ
と
鳴
る
吹
雪
の
音
を
き
き
な

が
ら
小
止
み
に
な
る
の
を
待
っ
た
時
の
煙
草
の
こ
と
」

浜
野
さ
ん
は
生
存
へ
の
望
み
を
か
け
て
、
七
里
の
道
を
タ
サ
ハ
ロ
ン
グ
か
ら

エ
ス
ペ
ラ
ン
ス
ヘ
生
き
残
っ
た
兵
を
導
い
て
い
く
。

「
左
の
脇
の
下
に
か
い
こ
む
枝
。
背
嚢
を
負
う
て
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
い
る
と
、

何
時
し
か
ピ
ッ
ケ
ル
を
小
脇
に
か
い
込
ん
で
、
夜
の
山
路
を
登
っ
て
い
る
よ
う

な
気
が
し
た
。
そ
し
て
、
ま
ざ
ま
ざ
と
登
高
の
時
の
は
り
切
っ
た
攻
撃
心
と
、

希
望
を
憶
い
出
し
た
。
あ
き
ら
め
ず
、
あ
せ
ら
ず
、
じ
わ
り
じ
わ
り
と
山
に
迫

る
あ
の
一
時
の
緊
張
と
自
信
。
．
：
：
・
俺
に
は
も
っ
と
苦
し
か
っ
た
登
高
の
経
験

が
あ
っ
た
で
は
な
い
か
。

私
は
一
歩
一
歩
を
数
年
前
の
登
高
の
気
持
に
比
較
し
て
歩
い
た
」

ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
は
浜
野
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
う
ち
な
る
山
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。一

九
三
六
年
の
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
初
登
頂
に
つ
い
て
は
、
堀
田
さ
ん
、
竹
節

作
太
さ
ん
の
書
い
た
も
の
が
世
に
顕
著
で
あ
る
。
浜
野
さ
ん
も
、
ｚ
シ
ｚ
ロ
シ

〆
○
目
ゞ
東
京
ｌ
ア
ル
モ
ラ
ー
ー
マ
ル
ト
リ
ー
Ｂ
Ｃ
ｌ
Ｃ
Ｉ
ｌ
Ｃ
Ⅱ
、
Ｚ
。
．
］
》

ｚ
ｏ
・
蝉
と
い
う
膨
大
な
日
記
を
残
し
て
い
る
。
因
み
に
い
え
ば
、
も
う
一
冊

ぽ
ろ
ぽ
ろ
に
な
っ
た
日
記
帳
が
あ
り
、
七
月
十
三
日
か
ら
十
一
月
十
四
日
ま
で

毎
日
克
明
に
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、
最
後
に
、
「
以
上
記
録
係
湯
浅
饅
、

帰
国
の
途
ア
フ
リ
カ
丸
に
て
十
一
月
廿
八
日
清
書
完
了
す
」
と
、
戦
死
し

た
湯
浅
さ
ん
の
署
名
が
し
て
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
浜
野
さ
ん
が
大
事
に
保
管
し

て
い
た
も
の
で
、
今
回
、
奥
様
か
ら
拝
借
し
て
見
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
公

表
し
た
も
の
と
異
な
る
味
わ
い
が
あ
る
が
、
浜
野
さ
ん
が
書
い
た
ご
く
一
部
を

転
写
し
て
お
こ
う
。
書
き
出
し
は
、
ま
ず
、

「
幻
想
と
夢
の
世
界
か
ら
現
実
へ
と
移
動
す
る
過
程
に
お
け
る
精
神
的
、
肉
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体
的
の
過
激
な
労
作
こ
そ
、
今
の
度
の
遠
征
の
最
も
苦
し
い
事
で
あ
っ
た
。
誰

も
が
相
手
に
せ
ぬ
時
代
よ
り
、
暫
時
熱
と
憧
を
抱
き
常
に
ヒ
マ
ャ
ラ
を
夢
み
、

研
究
し
来
り
、
遂
に
幾
人
か
の
人
達
が
相
手
に
し
て
く
れ
る
時
代
が
到
来
し
、

又
私
達
も
研
究
も
暫
く
目
鼻
が
付
い
た
の
で
あ
る
」

十
月
五
日
、
登
頂
記
は
「
十
月
五
日
、
堀
田
隊
長
記
」
と
あ
り
、
堀
田
登
頂

記
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。
山
顛
の
感
慨
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章

が
あ
る
。
浜
野
さ
ん
の
文
章
と
思
う
が
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
。
誰
し
も
の
感

慨
と
察
す
る
の
で
挙
げ
て
お
く
。

「
苦
節
何
年
。
私
達
の
宿
望
は
達
成
せ
ら
れ
た
の
だ
。
あ
せ
り
、
あ
き
ら
め
、

、
、
、
、

元
気
を
出
し
、
再
び
、
あ
き
ら
め
た
、
あ
の
い
ら
い
ら
し
た
、
苦
し
い
あ
の
三

十
五
日
間
の
攻
撃
の
日
。
九
月
二
九
日
の
苦
し
い
死
闘
。
そ
れ
も
無
駄
骨
で
は

な
か
っ
た
の
だ
。
あ
の
日
、
赤
い
炎
を
中
天
に
燃
し
私
達
を
拒
否
し
た
神
の
御

座
、
聖
な
る
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
は
、
私
達
の
望
を
か
な
え
て
く
れ
た
。
…
…
出

発
前
の
目
ま
ぐ
る
し
い
肉
体
的
、
精
神
的
の
労
苦
も
、
こ
れ
で
や
っ
と
実
を
結

ぶ
の
だ
。
日
本
山
岳
会
の
人
達
が
賎
け
と
し
て
云
っ
て
く
れ
た
言
葉
、
ｌ
登
ら

ず
に
帰
っ
て
来
て
も
成
功
な
ん
だ
か
ら
、
く
れ
ぐ
れ
も
無
理
を
し
な
い
様
に
ｌ

船
出
し
て
、
日
本
の
登
山
界
の
、
希
望
を
負
ふ
と
、
登
ら
ず
に
帰
っ
て
何
の
成

功
が
あ
る
の
か
、
何
の
面
目
が
あ
る
の
か
と
知
ら
ず
知
ら
ず
考
へ
て
し
ま
う
も

の
だ
」

私
は
、
立
教
で
山
登
り
を
し
た
者
に
と
っ
て
、
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
は
桂
桔
の

山
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
一
九
八
七
年
、
五
十
一
年
ぶ
り
に
、
太
田
晃
介

悼
隊
に
よ
っ
て
登
頂
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
の
重
し
が
よ
う

や
く
は
ず
さ
れ
た
。

畠、
１
浜
野
さ
ん
が
、
十
年
ぶ
り
に
剣
に
登
っ
た
年
の
十
月
二
十
三
日
、
立
教
の
山

岳
部
は
不
幸
に
し
て
創
部
以
来
皆
無
で
あ
っ
た
遭
難
事
故
を
起
し
て
、
槍
か
ら

西
岳
へ
向
う
途
中
、
Ｎ
さ
ん
と
い
う
部
員
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
責
任
者
だ
っ

た
Ｉ
さ
ん
が
、
堀
田
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
詫
び
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、

「
立
教
大
学
山
岳
部
の
看
板
を
は
ず
せ
、
暫
く
あ
ず
か
っ
て
お
く
」

と
、
散
々
だ
っ
た
。
Ｉ
さ
ん
は
、
浜
野
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
相
談
に
行
っ
た
。

浜
野
さ
ん
は
、
そ
の
う
ち
に
な
ん
と
か
な
る
さ
、
と
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
た
そ
う

で
あ
る
。
Ｉ
さ
ん
は
、
浜
野
さ
ん
の
勤
め
て
い
た
清
水
組
の
入
社
試
験
を
受
け

て
通
り
就
職
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

浜
野
さ
ん
は
、
「
山
と
高
原
」
二
九
五
五
年
５
号
）
、
「
立
教
大
学
山
岳
部

々
報
」
を
山
岳
史
の
立
場
か
ら
解
説
す
る
中
で
、
こ
の
一
件
に
ふ
れ
て
い
る
。

「
俺
は
遭
難
を
起
す
よ
う
な
部
の
先
輩
で
は
な
い
と
い
っ
て
追
い
返
し
て
し

ま
っ
た
」

け
ん
も
ほ
ろ
ろ
の
堀
田
さ
ん
に
理
解
を
示
し
つ
つ
、

「
堀
田
に
す
れ
ば
当
然
口
か
ら
出
る
言
葉
で
あ
る
。
自
分
が
特
に
力
を
入
れ

て
築
い
て
き
た
輝
か
し
い
部
の
発
展
の
歴
史
の
中
に
遭
難
と
い
う
文
字
は
な
か

っ
た
か
ら
だ
。
．
：
…
Ｉ
君
は
立
派
な
部
員
で
あ
っ
た
が
、
入
社
し
て
も
よ
い
社

員
と
し
て
評
判
が
よ
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
堀
田
の
考
え
も
折
れ
て
、
昔
の
の

れ
ん
を
か
け
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
」

浜
野
さ
ん
は
、
戦
後
、
日
本
山
岳
会
の
復
興
の
第
一
歩
か
ら
か
か
わ
っ
て
い

る
。

日
本
山
岳
会
会
報
一
三
八
号
に
、
一
九
四
七
年
十
二
月
二
十
八
日
臨
時
会
員

総
会
が
開
催
さ
れ
、
新
理
事
に
浜
野
さ
ん
が
選
出
さ
れ
、
「
用
具
資
材
」
の
担

当
委
員
長
と
な
っ
て
い
る
。
会
報
一
三
九
号
に
、
月
刊
「
山
」
発
行
、
「
山
」

は
会
報
と
し
て
で
は
な
く
、
月
刊
山
岳
雑
誌
と
し
て
五
月
号
か
ら
発
行
す
る
、
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と
あ
り
、
浜
野
さ
ん
は
「
山
」
の
編
集
者
と
な
り
、
あ
わ
せ
て
毎
号
の
執
筆
者

と
な
る
。
「
山
」
第
四
号
、
浜
野
正
男
「
登
山
界
の
動
き
方
」
と
い
う
論
文
を

読
む
と
、
浜
野
さ
ん
の
思
想
、
山
登
り
の
考
え
方
が
よ
く
解
る
。

日
本
山
岳
会
は
、
既
成
登
山
者
の
集
り
で
あ
っ
て
こ
れ
か
ら
の
新
人
を
養
成

す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
会
員
は
勝
れ
た
登
山
者
で
あ
る
が
、
自
ら

進
ん
で
宣
伝
的
な
仕
事
を
し
た
が
ら
な
い
・
私
と
し
て
も
、
自
分
で
こ
れ
か
ら

書
く
こ
と
に
対
し
て
、
い
い
気
持
は
し
な
い
が
、
日
本
の
登
山
界
が
安
定
す
る

ま
で
「
自
分
の
良
心
と
け
ん
か
を
し
な
が
ら
力
を
毒
す
つ
も
り
で
い
る
」
。
安

定
し
た
ら
「
元
の
巣
に
舞
い
も
ど
っ
て
、
静
か
に
山
に
登
り
、
山
を
想
い
、
あ

ま
り
人
前
に
出
て
、
厚
く
も
な
い
顔
を
赤
ら
め
る
行
為
は
止
め
た
い
と
思
っ
て

い
る
…
…
」
。
「
山
」
に
し
て
も
日
本
山
岳
会
の
何
人
か
の
人
は
な
か
な
か
「
う

ん
」
と
い
わ
な
か
っ
た
。
が
、
「
山
に
登
る
人
達
、
云
い
か
え
れ
ば
、
高
い
山

で
あ
ろ
う
が
低
い
山
で
あ
ろ
う
が
、
山
に
登
る
行
為
を
す
る
人
達
が
読
ん
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
山
登
り
が
更
に
前
進
す
る
よ
う
な
行
き
方
で
あ
り
た
い
」
。

浜
野
さ
ん
は
、
国
体
の
登
山
部
門
の
仕
事
を
積
極
的
に
す
る
よ
う
に
な
る
。

一
方
、
「
山
」
は
日
本
交
通
公
社
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
月
刊
「
山
」
（
河
出

書
房
）
と
な
り
、
最
後
は
朋
文
堂
か
ら
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
浜
野
さ

ん
は
、
「
山
」
十
一
月
号
、
技
術
研
究
「
初
冬
の
山
」
関
根
吉
郎
氏
と
の
対
談

を
最
後
に
、
以
後
登
場
し
な
く
な
る
。
ス
ポ
ー
ツ
が
近
代
化
す
る
こ
と
は
大
衆

化
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
「
山
」
の
主
流
が
、
立
教
大
学
山
岳
部
、
日
本
山
岳

会
で
育
っ
た
浜
野
さ
ん
に
は
、
や
は
り
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
一
方
、
日
本
山
岳
会
で
は
、
「
山
岳
」
が
復
活
し
、
「
会
報
」
も
軌
道
に
乗

っ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

会
報
二
○
六
号
（
一
九
五
九
年
十
一
月
）
を
み
る
と
、
日
本
山
岳
協
会
設
立

経
過
報
告
が
あ
り
、
協
会
会
長
に
武
田
久
吉
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
選
出
役
員
と
し
て
、
副

会
長
日
高
信
六
郎
、
専
務
理
事
浜
野
正
男
の
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
。
ま
た
高

校
生
登
山
技
術
講
習
会
の
報
告
が
あ
り
、
講
師
団
浜
野
正
男
。
浜
野
さ
ん
の
講

評
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
帰
っ
た
人
々
を
中
心
に
、
将
来
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
け
そ
う
な

人
々
で
メ
ン
バ
ー
を
構
成
し
た
が
、
高
校
生
を
対
象
と
し
て
は
一
寸
ぜ
い
た
く

な
感
じ
が
あ
っ
た
」
。
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
、
様
々
な
人
た
ち
が
、
浜
野
さ
ん

の
薫
陶
を
受
け
て
い
る
。

「
山
」
三
六
二
号
、
一
九
七
五
年
八
月
、
浜
野
さ
ん
は
、

「
今
年
の
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
は
二
十
九
回
目
だ
そ
う
で
あ
る
。
会
報
を
調
べ
て

み
た
ら
、
昭
和
二
十
二
年
六
月
十
四
日
が
第
一
回
と
出
て
い
た
。
実
は
そ
の
時

上
高
地
の
梓
川
の
ほ
と
り
の
岩
壁
の
レ
リ
ー
フ
を
は
め
込
み
に
行
っ
て
第
一
回

の
お
祭
り
を
演
出
し
た
の
は
私
な
の
で
あ
る
」
。

「
山
」
三
九
二
号
、
一
九
七
七
年
二
月
、
「
信
濃
支
部
創
立
三
十
年
記
念
行

事
」
に
一
文
を
寄
せ
、

「
昭
和
二
十
二
年
六
月
に
日
本
山
岳
会
と
し
て
は
、
ゥ
エ
ス
ト
ン
師
の
レ
リ

ー
フ
を
元
の
位
置
に
嵌
め
込
む
と
い
う
大
き
な
仕
事
が
あ
っ
た
。
当
時
の
山
岳

会
は
今
と
ち
が
っ
て
、
人
を
集
め
る
能
力
も
な
く
、
会
員
の
住
所
も
確
実
に
つ

か
ん
で
い
な
い
有
様
で
、
も
ち
ろ
ん
金
も
な
か
っ
た
。
従
っ
て
地
元
の
会
員
の

方
々
に
何
も
か
も
頼
る
他
は
な
か
っ
た
。
幸
か
不
幸
か
、
私
の
い
た
会
社
が
、

接
収
さ
れ
た
上
高
地
の
帝
国
ホ
テ
ル
の
改
修
工
事
を
請
負
っ
て
い
た
の
で
、

〃
ど
う
に
か
な
ら
ぬ
か
ダ
ダ
で
〃
と
い
う
の
が
松
方
、
藤
島
さ
ん
の
本
音
で
あ

っ
た
。
。
…
：
た
ま
た
ま
槇
さ
ん
が
大
町
の
近
く
に
疎
開
し
て
い
た
頃
な
の
で
、

信
濃
の
会
員
等
と
の
話
し
合
い
で
ウ
ェ
ス
ト
ン
さ
ん
と
の
縁
の
深
い
大
先
輩
も

参
加
し
て
く
れ
た
。
本
部
か
ら
は
松
方
さ
ん
も
参
加
し
、
レ
リ
ー
フ
の
壁
の
下
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追悼

に
横
書
き
の
看
板
文
字
ま
で
同
氏
独
特
の
文
字
で
書
い
て
く
れ
た
。
」

浜
野
さ
ん
は
、
卒
業
後
清
水
組
、
現
在
の
清
水
建
設
株
式
会
社
に
入
社
、
外

事
課
長
、
名
古
屋
・
福
岡
支
店
の
責
任
者
を
経
て
、
常
任
参
与
で
退
社
す
る
。

ゴ
ル
フ
が
お
得
意
で
、
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
「
６
」
、
ク
ラ
ブ
の
マ
ン
ス
リ

ー
に
も
度
々
優
勝
す
る
腕
前
で
あ
っ
た
。

浜
野
さ
ん
は
、
お
酒
と
甘
い
も
の
が
好
き
だ
っ
た
。
福
岡
か
ら
東
京
に
帰
っ

て
き
た
頃
、
糖
尿
病
に
か
か
り
、
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
の
注
射
を
打
つ
よ
う
に
な

る
。
晩
年
は
低
血
糖
障
害
を
お
こ
す
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
で
も
、
日
本
山
岳
会

に
出
か
け
る
の
が
な
に
よ
り
の
楽
し
み
で
、
よ
く
奥
様
や
ご
子
息
を
お
供
の
浜

野
さ
ん
を
み
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
一
人
で
の
外
出
が
許
さ
れ
な
く
な
り
、
近

所
の
床
屋
に
だ
け
は
大
目
に
み
て
も
ら
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
ふ

ら
り
と
山
岳
会
の
ル
ー
ム
ま
で
足
を
の
ば
し
て
し
ま
う
。
ダ
ン
デ
ィ
な
浜
野
弁

十
郎
が
、
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
で
現
わ
れ
た
時
は
、
お
し
の
び
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
八
月
二
十
四
日
、
日
本
山
岳
会
創
立
八
十
周
年
記
念
式
典
・
祝

賀
晩
餐
会
の
席
上
、
浜
野
正
男
さ
ん
は
名
誉
会
員
と
し
て
紹
介
を
受
け
る
。
秩

父
宮
妃
殿
下
が
ご
臨
席
に
な
り
、
ご
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
た
ひ
と
き
わ
は
な
や
い

だ
晩
餐
会
で
あ
っ
た
。

一
九
三
二
年
七
月

一
九
三
三
年
二
月

十
月
聖
沢
湖
行
、

一
九
三
三
年
二
月

岳
・
源
次
郎
尾
根

一
九
三
四
年
五
月

主
な
山
歴

赤
沢
ス
バ
リ
西
尾
根
、
七
月
穂
高
洞
沢
、
八
月
剣
岳
・
池
の
谷
、

穂
高
洞
沢
合
宿
、
後
立

富
士
山
、
七
月
燕
・
槍
．

十
二
月
聖
沢
よ
り
聖
岳

鹿
島
槍
東
尾
根
、
三
月

合
宿
、
後
立

三
月

山
縦
走
、
十
月
前
穂
・
奥
穂

七
月
燕
・
槍
・
穂
高
、
八
月
甲
斐
駒
水
晶
谷
と
仙
丈
岳
、

立
山
川
か
ら
立
山
・
大
日
岳
、

四
月
剣

十
月
北
岳
バ
ッ
ト
レ
ス
、
十
二
月
北
岳
バ
ッ
ト
レ
ス
東
北
稜

一
九
三
五
年
一
月
聖
沢
よ
り
聖
岳
・
遠
山
川
へ
、
池
の
谷
よ
り
剣
岳

一
九
三
五
年
七
月
穂
高
・
槍
・
剣
縦
走
、
真
砂
沢
生
活
、
十
月
槍
北
鎌
尾
根
、
二
月

硫
黄
岳
、
三
月
富
士
山
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
準
備

一
九
三
六
年
総
務
、
現
在
の
主
将
と
な
る
。
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
登
頂

日
本
山
岳
会
入
会
は
、
一
九
三
八
年
二
月
、
紹
介
者
は
逸
見
真
雄
、
松
方
三
郎
の
両

氏
。
一
九
四
七
年
か
ら
一
九
五
○
年
、
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
六
二
年
ま
で
理
事
、
一

九
七
五
年
か
ら
一
九
七
九
年
ま
で
評
議
員
。

一
九
八
五
年
八
月
名
誉
会
員

（
中
村
太
郎
）
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六
十
三
年
度
の
富
山
支
部
行
事
予
定
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず

仙
播
隆
祭
富
山
県
中
新
川
郡
大
山
町
河
内
の
中
村
家
跡
地
に
富
山
県
の
生

ん
だ
「
槍
ヶ
岳
開
山
者
」
播
隆
上
人
の
顕
彰
碑
を
建
立
し
て
か
ら
五
年
目
を
迎
え

た
。
毎
年
播
隆
さ
ん
の
直
系
で
あ
る
中
村
俊
隆
さ
ん
を
中
心
に
旧
河
内
居
住
者

が
集
い
、
支
部
員
、
自
然
保
護
協
会
員
等
が
播
隆
さ
ん
を
偲
ん
で
き
た
。
今
年

は
五
年
を
迎
え
る
こ
と
で
大
山
町
と
も
協
議
を
重
ね
百
五
十
余
人
の
集
い
と
な

っ
て
五
月
十
五
日
盛
大
に
行
事
を
了
え
た
。
支
部
員
に
と
っ
て
は
心
温
ま
る
行

事
で
あ
っ
た
。

②
山
行
今
年
は
活
火
山
の
焼
山
、
黒
部
の
北
又
谷
遡
行
、
小
滝
川
の
地
層

調
査
行
を
十
月
中
旬
に
計
画
し
て
い
る
。
焼
山
は
要
許
可
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
（
目
下
入
山
禁
止
中
）
。
北
又
谷
は
越
道
峠
を
経
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
小
滝

川
の
調
査
は
小
滝
か
ら
の
予
定
で
秋
の
行
事
の
目
玉
に
し
た
い
。

③
会
員
の
増
強
会
員
の
老
齢
化
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
に
し
て
も
世
代
の

順
か
ら
し
て
若
い
会
員
の
代
謝
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
人
で
も
多
く
の

会
員
が
必
要
で
あ
る
。

四
行
事
参
加
全
国
的
な
行
事
、
例
え
ば
支
部
の
集
い
、
自
然
保
護
集
会
等

に
参
加
し
実
り
多
い
親
睦
と
情
報
の
消
化
に
つ
と
め
た
い
。

⑤
例
会
定
期
例
会
を
開
い
て
会
員
の
親
睦
と
情
報
交
換
を
は
か
り
支
部
運

ｒ
ｌ
ｉ
；
１
１

言

I

Ｉ
支
部
だ
よ
り

富
山
支
部

I

営
の
力
と
し
て
い
る
。

以
上
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

三
月
例
会
、
四
月
例
会
・
総
会
、
五
月
播
隆
祭
、
六
月
白
木
峰
、
九
月
例

会
、
十
月
焼
山
・
北
又
谷
・
小
滝
川
山
行
遡
行
、
十
二
月
例
会
、
二
月
例
会

な
お
支
部
役
員
名
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

支
部
長
若
林
啓
之
助

支
部
委
員
◎
石
坂
久
忠
、
森
丘
実
、
広
瀬
誠
、
竹
本
融
司
、
木
戸
繁

良
、
太
田
昭
、
高
塚
武
由
、
中
西
紀
夫
、
佐
伯
久
雄
、
木
内

静
子

哀
悼
の
詞
を
知
ら
な
い
事
が
突
然
天
か
ら
降
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
チ

ョ
モ
ラ
ン
マ
・
サ
ガ
ル
マ
タ
三
国
友
好
登
山
隊
員
と
し
て
参
加
さ
れ
て
い
た

水
腰
英
隆
医
師
の
死
去
の
報
で
あ
っ
た
。
「
六
十
三
年
四
月
二
十
一
日
十
四
時

三
十
分
南
側
ル
ー
ト
Ｂ
Ｃ
で
心
蔵
発
作
の
た
め
死
去
」
と
東
京
の
留
守
本
部
関

塚
さ
ん
か
ら
で
あ
る
。
驚
く
こ
と
驚
く
こ
と
誤
り
で
は
な
い
か
と
我
が
耳
を
疑

う
。
早
速
留
守
宅
に
電
話
を
入
れ
る
。
ご
夫
人
は
「
本
当
で
す
か
、
死
ん
だ
の

で
し
ょ
う
か
生
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
お
気
の
毒
で
す
…
…
。
そ
の
後
東

京
留
守
本
部
へ
の
連
絡
は
つ
き
な
い
。
二
十
一
日
南
側
Ｂ
Ｃ
で
通
夜
、
二
十
二

日
テ
リ
チ
ェ
、
二
十
三
日
タ
ン
ボ
チ
ェ
、
二
十
四
日
’
二
十
五
日
ネ
パ
ー
ル
軍

ヘ
リ
で
カ
ト
マ
ン
ズ
へ
遺
体
を
移
送
、
隊
員
で
同
郷
の
酒
井
秀
光
が
途
中
ま
で

同
行
す
る
と
。
二
十
三
日
遺
族
日
本
発
、
同
行
者
は
長
男
、
妻
、
柿
沢
（
文
登

研
）
、
本
部
よ
り
浜
口
医
師
。
浜
口
医
師
に
よ
り
カ
ト
マ
ン
ズ
で
解
剖
、
結
果
は

「
く
も
膜
下
出
血
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

加
潤
夷
魍
固
剛
員
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
で
急
逝
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遺
族
の
帰
国
に
あ
わ
せ
五
月
二
日
午
後
一
時
三
十
分
富
山
市
に
あ
る
西
本
願

寺
別
院
で
告
別
式
を
了
え
た
。
痛
々
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
五
月
五
日
交
差
縦

走
成
功
の
か
げ
に
。
（
石
坂
久
忠
）

■
圭
皐
都
支
部

昨
年
秋
の
全
国
支
部
懇
談
会
京
都
集
会
を
前
に
、
記
念
品
を
何
に
す
る
か
で

支
部
委
員
会
は
知
恵
を
し
ぼ
っ
た
。
か
さ
ば
ら
ず
、
実
用
的
で
か
つ
京
都
ら
し

い
付
加
価
値
の
あ
る
も
の
、
が
そ
の
条
件
で
あ
っ
た
。

「
清
水
焼
の
ぐ
い
飲
み
は
ど
う
や
」
と
い
う
提
案
に
「
お
っ
、
そ
れ
や
」
と

衆
議
は
一
決
し
た
。
サ
ン
プ
ル
を
多
数
取
り
寄
せ
、
色
、
形
な
ど
を
検
討
し

た
。
そ
の
結
果
、
直
径
六
セ
ン
チ
、
高
さ
四
セ
ン
チ
、
茶
道
具
の
建
水
に
似
た

形
に
決
ま
っ
た
。
周
囲
に
緑
の
葦
の
よ
う
な
図
柄
、
内
側
の
底
に
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
マ

ー
ク
と
ロ
ー
マ
字
で
Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
と
入
れ
た
。
な
か
な
か
品
の
よ
い
デ
ザ
イ
ン

で
あ
る
。

こ
れ
を
三
百
個
作
っ
た
。
全
国
か
ら
ご
参
加
い
た
だ
い
た
百
五
十
人
に
一
個

ず
つ
お
渡
し
し
、
追
加
ご
希
望
の
方
に
は
一
個
千
円
で
頒
布
し
た
。
好
評
で
あ

っ
た
。
支
部
委
員
の
中
に
は
、
行
き
つ
け
の
店
に
こ
の
ぐ
い
飲
み
を
置
き
、
こ

れ
で
し
か
飲
ま
ん
、
と
い
う
愛
好
家
も
い
る
。

百
二
十
二
個
残
っ
た
。
こ
の
う
ち
五
十
個
を
年
次
晩
餐
会
で
頒
布
す
る
こ
と

に
し
た
。
京
都
支
部
の
Ｐ
Ｒ
に
な
る
と
の
狙
い
で
あ
る
。

前
年
通
っ
た
中
央
自
動
車
道
の
気
分
が
よ
か
っ
た
の
で
、
こ
の
年
も
名
神
高

速
道
路
か
ら
中
央
自
動
車
道
へ
車
を
進
め
た
。
伊
那
谷
か
ら
眺
め
る
新
雪
の
中

央
・
南
ア
ル
プ
ス
が
よ
い
・
雑
木
林
が
迫
る
長
野
・
山
梨
県
境
あ
た
り
も
よ

い
・
土
曜
日
の
午
後
だ
っ
た
の
で
、
首
都
高
速
に
入
っ
て
か
ら
渋
滞
し
た
。
お

ま
け
に
出
口
を
一
つ
間
違
え
た
の
で
、
会
場
の
私
学
会
館
に
着
い
た
の
は
予
定

よ
り
一
時
間
遅
か
っ
た
。
大
半
の
会
員
は
会
場
へ
入
り
か
け
て
い
た
。
事
前
に

総
務
委
員
会
に
連
絡
し
て
お
い
た
の
で
、
販
売
品
コ
ー
ナ
ー
に
京
都
支
部
用
の

ス
ペ
ー
ス
が
と
っ
て
あ
り
、
急
い
で
持
参
の
品
物
を
並
べ
た
が
、
数
個
売
れ
た

だ
け
で
晩
餐
会
は
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

さ
て
ど
う
し
た
も
の
か
。
折
角
持
っ
て
き
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
持
っ
て
帰
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
一
個
取
り
出
し
、
思
案
顔
に
眺
め
て
い
る
と
「
ま
あ
、

素
的
な
清
水
焼
」
。
声
の
主
は
同
じ
テ
ー
ブ
ル
の
小
田
稔
氏
夫
人
知
枝
さ
ん
で

あ
っ
た
。
こ
の
一
声
で
に
わ
か
に
勇
気
が
わ
い
て
き
た
。
自
ら
売
場
に
立
ち
な

が
ら
、
営
業
不
振
に
落
ち
込
ん
で
い
た
朋
友
横
田
明
男
さ
ん
の
顔
に
も
精
気
が

蘇
っ
て
き
た
。
「
そ
う
だ
、
自
信
を
も
っ
て
セ
ー
ル
ス
に
あ
た
ろ
う
」
。
そ
れ
か

ら
会
場
内
で
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
営
業
活
動
を
始
め
た
。
「
ど
う
ど
す
、
清
水
焼

ど
っ
せ
」
。
集
会
委
員
会
の
中
川
武
さ
ん
に
は
絶
大
な
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

佐
々
保
雄
前
会
長
や
西
堀
栄
三
郎
元
会
長
に
は
い
さ
さ
か
押
し
売
り
気
味
で
あ

っ
た
が
、
た
ち
ま
ち
売
り
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
。
会
員
番
号
一
○
○
○
一
、
や

ん
ご
と
な
い
新
会
員
に
は
記
念
に
一
個
進
呈
し
た
。

ま
だ
七
十
二
個
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
京
都
支
部
を
訪
れ
る
客
人
な
ど
へ
の

記
念
品
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
適
用
第
一
号
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
名
誉

教
授
フ
ォ
ス
コ
・
マ
ラ
イ
ー
ニ
氏
で
あ
っ
た
。
戦
前
札
幌
や
京
都
に
居
住
し
、

日
本
山
岳
会
会
員
で
も
あ
る
屈
指
の
親
日
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
る
。
今
年
三
月
か

ら
、
京
都
の
国
立
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
へ
客
員
教
授
と
し
て
招
か
れ

た
。
昨
年
秋
、
仕
事
で
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
自
宅
を
訪
ね
て
い
る
支
部
委
員
の
前

芝
茂
人
さ
ん
が
、
支
部
の
総
会
で
講
演
し
て
も
ら
え
る
よ
う
話
を
つ
け
て
き
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た
。
マ
ラ
イ
ー
ニ
氏
の
講
演
は
優
し
い
人
柄
が
に
じ
み
で
る
よ
う
な
内
容
で
あ

っ
た
。
ぐ
い
飲
み
の
小
さ
な
箱
に
赤
い
リ
ボ
ン
を
結
び
、
八
千
脚
峰
初
の
女
性

登
頂
者
（
一
九
七
四
年
、
マ
ナ
ス
ル
）
、
京
都
支
部
の
マ
ド
ン
ナ
内
田
昌
子
さ

ん
が
手
渡
し
た
。
二
次
会
で
は
「
山
の
大
尉
」
を
合
唱
し
た
。
六
月
に
帰
国
し

た
マ
ラ
イ
ー
ニ
氏
の
ト
ラ
ン
ク
の
底
に
、
か
の
ぐ
い
飲
み
が
大
事
に
し
ま
い
こ

ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

第
二
号
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ア
ル
パ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
編
集
長
の
ヒ
ュ
ー
バ

ー
ト
．
Ａ
・
カ
ー
タ
ー
氏
で
あ
る
。
中
国
の
梅
里
雪
山
へ
向
か
う
途
中
、
ア
ン

夫
人
を
同
伴
し
て
四
月
末
、
ふ
ら
り
と
京
都
へ
や
っ
て
き
た
。
ま
だ
新
緑
の
浅

い
京
都
・
北
山
を
案
内
し
、
支
部
主
催
の
夕
食
会
も
設
定
し
た
。
こ
の
時
は
手

違
い
で
記
念
の
ぐ
い
飲
み
を
渡
せ
ず
、
帰
国
前
に
再
度
来
日
し
た
時
に
吉
沢
一

郎
さ
ん
の
お
手
を
わ
ず
ら
わ
せ
た
。
太
平
洋
を
渡
っ
た
こ
の
一
個
は
、
多
分
ボ

ス
ト
ン
に
近
い
カ
ー
タ
ー
家
の
食
器
戸
棚
に
飾
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

第
三
号
は
東
洋
の
大
国
へ
渡
っ
た
。
十
月
、
中
国
登
山
協
会
の
史
占
春
主
席

ら
三
人
が
京
都
国
体
視
察
の
た
め
入
洛
し
た
。
こ
の
機
会
に
、
支
部
で
も
歓
迎

の
昼
食
会
を
開
き
、
主
席
を
囲
ん
で
日
中
の
山
の
話
が
は
ず
ん
だ
。
こ
と
し
は

斎
藤
支
部
長
以
下
六
人
が
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
・
サ
ガ
ル
マ
タ
遠
征
に
参
加
、
三
国

友
好
に
貢
献
し
た
が
、
一
九
八
七
年
の
全
国
大
会
で
友
好
の
絆
と
な
っ
た
小
さ

な
記
念
品
も
、
こ
う
し
て
世
界
各
地
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
日
本
の
皇
室
で
も

愛
用
さ
れ
て
い
る
（
と
信
じ
て
い
る
）
清
水
焼
は
、
過
去
の
メ
モ
リ
ア
ル
と
し

て
だ
け
で
は
な
く
、
今
後
も
山
の
仲
間
の
友
情
の
証
と
し
て
、
世
界
の
平
和
に

役
立
つ
だ
ろ
う
。

（
四
手
井
靖
彦
）

｜
昭
和
六
十
年
は
日
本
山
岳
会
が
創
立
八
十
周
年
を
迎
え
た
年
で
、
全
国
の
十

九
支
部
を
六
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
て
、
各
地
で
盛
大
な
祝
賀
行
事
が
開
催
さ

れ
た
。
そ
の
際
に
越
後
支
部
は
特
に
お
願
い
し
て
、
六
月
に
独
自
の
記
念
講
演

会
、
晩
餐
会
と
会
員
の
作
品
展
覧
会
な
ど
を
長
岡
市
で
催
し
、
親
睦
登
山
を
越

後
三
山
の
霊
峰
八
海
山
で
実
施
し
た
が
、
今
西
会
長
、
佐
々
前
会
長
、
西
堀
元

会
長
ほ
か
約
三
百
名
の
参
加
が
あ
り
、
多
彩
な
記
念
集
会
と
な
っ
た
。

翌
六
十
一
年
は
ま
た
、
昭
和
二
十
一
年
に
発
足
し
た
当
支
部
の
結
成
四
十
周

年
と
い
う
こ
と
で
、
十
月
に
阿
賀
野
川
畔
の
騏
麟
山
温
泉
で
祝
賀
晩
餐
会
を
行

な
い
、
新
雪
と
紅
葉
に
彩
ら
れ
た
一
等
三
角
点
の
諮
ヶ
森
山
へ
登
っ
た
が
、
関

東
、
関
西
方
面
な
ど
県
外
か
ら
の
参
加
者
も
多
く
、
八
十
名
を
越
え
る
楽
し
い

集
い
で
あ
っ
た
。
当
日
は
ま
た
、
十
年
間
も
足
踏
み
を
し
た
機
関
誌
「
越
後
山

岳
」
第
七
号
の
発
刊
披
露
も
行
な
っ
た
。

そ
れ
ら
の
行
事
を
契
機
に
、
以
後
毎
年
一
回
は
山
行
を
擦
り
処
と
し
て
、
会

員
の
親
睦
交
流
を
深
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
六
十
二
年
十
月
に
は
秋
山

郷
の
大
赤
沢
新
道
か
ら
苗
場
山
へ
、
六
十
三
年
は
会
報
「
山
」
に
発
表
し
て
県

外
の
会
員
に
も
呼
び
か
け
、
六
月
に
巻
機
山
と
清
水
峠
で
山
仲
間
の
集
い
を
実

施
し
た
が
、
台
風
一
過
の
苗
場
山
も
、
梅
雨
入
り
直
後
の
巻
機
山
も
幸
い
の
好

天
に
恵
ま
れ
て
、
実
行
委
員
や
地
元
会
員
の
熱
意
と
苦
労
が
報
い
ら
れ
た
快
適

な
登
山
と
な
り
、
大
勢
の
参
加
各
位
に
喜
ん
で
も
ら
え
た
の
は
何
よ
り
の
収
穫

で
あ
っ
た
。

親
睦
登
山
の
目
的
は
山
歩
き
で
苦
楽
を
共
に
し
な
が
ら
、
仲
間
同
士
の
友
情

を
深
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が
、
支
部
会
員
だ
け
で
な
く
、
県
外
や
他
支

越
後
支
部
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部
の
会
員
か
ら
も
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
面
識
を
得
て
交

流
の
輪
を
拡
げ
、
あ
る
い
は
新
鮮
な
情
報
や
知
識
を
互
い
に
交
換
、
吸
収
し
た

い
と
い
う
願
い
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
山
麓
で
の
前
夜
祭
や
、
山
頂
で
酌
み
交

わ
す
酒
は
人
々
の
心
に
温
も
り
や
潤
い
を
与
え
て
く
れ
、
気
心
の
知
れ
た
親
し

い
付
合
い
が
生
れ
て
く
る
。
そ
れ
に
越
後
の
山
を
他
県
の
岳
人
に
紹
介
す
る
よ

い
機
会
と
も
な
る
か
ら
、
今
後
も
当
支
部
の
恒
例
行
事
と
し
て
、
県
内
の
名

山
、
秀
峰
を
選
び
、
会
員
各
位
の
楽
し
く
実
り
あ
る
交
歓
の
場
と
し
て
、
親
睦

登
山
会
の
充
実
を
図
っ
て
ゆ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

六
十
三
年
度
の
支
部
総
会
は
、
例
年
ど
う
り
弥
彦
山
上
で
高
頭
祭
と
併
催
す

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
明
年
か
ら
は
県
下
各
地
に
会
場
を
移
し
て
、
総
会
終
了

後
に
山
を
歩
く
と
い
っ
た
、
初
期
の
頃
の
姿
に
戻
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

高
頭
祭
は
高
頭
仁
兵
衛
翁
の
寿
像
建
立
か
ら
三
十
回
を
数
え
た
が
、
こ
れ
も

今
後
は
会
報
「
山
」
な
ど
で
意
義
を
高
揚
し
て
大
勢
に
呼
び
か
け
、
趣
向
を
こ

ら
し
た
支
部
行
事
に
盛
り
上
げ
た
い
。

「
越
後
山
岳
」
は
支
部
会
員
の
強
い
要
望
も
あ
り
、
第
八
号
の
発
行
に
向
っ

て
準
備
を
進
め
て
い
る
が
、
な
ん
と
か
今
年
度
中
に
は
発
行
に
漕
ぎ
つ
け
て
、

会
員
の
期
待
に
応
え
た
い
所
存
で
あ
る
。

な
お
、
蛇
足
の
よ
う
だ
が
、
「
山
岳
」
の
編
集
に
関
し
て
お
願
い
を
申
し
上

げ
た
い
の
は
〃
支
部
だ
よ
り
″
を
原
稿
用
紙
三
枚
以
内
に
と
限
ら
れ
て
は
、
ま

と
め
る
の
に
苦
労
す
る
。
年
間
行
事
の
多
い
支
部
で
は
到
底
意
を
尽
せ
ぬ
こ
と

に
な
ろ
う
か
ら
、
た
よ
り
欄
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
若
干
の
増
ペ
ー
ジ
を
考
慮

し
て
い
た
だ
け
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
毎
月
の
「
山
」
に
支
部
行
事
の
報
告

な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
は
い
る
が
、
各
支
部
の
年
間
を
通
し
た
動
向
、
運
営
面
の

苦
心
談
な
ど
が
伺
え
る
と
、
貴
重
な
参
考
資
料
と
な
り
、
会
員
に
と
っ
て
も
親

当
信
濃
支
部
は
こ
の
春
の
定
例
総
会
で
、
赤
羽
孝
一
郎
新
支
部
長
が
就
任

し
、
こ
れ
ま
で
の
輝
か
し
い
歴
史
の
流
れ
を
大
切
に
し
な
が
ら
新
た
な
歴
史
を

築
い
て
行
く
べ
く
張
り
切
っ
て
お
り
ま
す
。

ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
に
つ
い
て

年
間
行
事
の
中
で
も
当
支
部
に
と
っ
て
対
外
的
に
も
大
変
重
要
な
行
事
で
あ

る
。
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
も
今
年
第
四
士
一
回
を
迎
え
た
が
、
四
十
回
を
迎
え
る
頃

か
ら
マ
ン
ネ
リ
化
、
観
光
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
の
声
が
支
部
内

外
か
ら
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
創
立
当
時
の
素
朴
な
も
の
に
し
て
は
」
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
支
部
内
部
に
「
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
の
在
り
方
を
探
る
会
」
な

る
諮
問
委
員
会
（
水
上
巌
座
長
外
五
名
）
を
設
け
、
こ
の
委
員
会
の
答
申
を
基
に

し
て
、
昨
年
の
第
四
十
一
回
、
今
年
の
第
四
十
二
回
を
無
事
終
了
で
き
ま
し
た
。

永
い
歴
史
と
、
多
く
の
先
輩
達
の
苦
労
の
上
で
続
け
ら
れ
て
来
た
行
事
で
あ

り
、
ま
た
各
協
賛
団
体
や
マ
ス
コ
ミ
関
係
注
視
の
中
で
の
行
事
ゆ
え
、
答
申
通

り
に
一
挙
に
変
え
る
こ
と
も
儘
な
ら
な
い
点
も
あ
り
ま
す
が
、
徐
々
に
答
申
の

方
向
に
近
づ
け
る
べ
く
努
力
致
し
ま
す
。
今
年
の
第
四
十
二
回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭

は
、
記
念
山
行
の
前
日
ま
で
中
部
地
方
は
一
五
○
ミ
リ
を
超
え
る
降
雨
が
続
い

て
い
た
た
め
島
々
谷
の
増
水
が
心
配
に
な
り
一
般
の
徳
本
峠
越
え
を
前
日
夕
急

速
中
止
と
し
、
当
日
支
部
員
数
名
が
、
谷
の
橋
や
道
路
の
確
認
の
意
味
も
含
め

て
先
発
組
と
遅
出
組
に
別
れ
て
峠
越
え
を
行
い
、
永
く
続
い
て
い
る
記
念
山
行

し
み
の
持
て
る
「
支
部
だ
よ
り
」
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ
る

（
佐
薩
一
栄
）

信
濃
支
部
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の
歴
史
の
灯
を
消
さ
ず
に
す
み
ま
し
た
。
碑
前
祭
に
つ
い
て
は
会
報
「
山
」
と

重
複
す
る
の
で
省
略
致
し
ま
す
。

山
行
と
そ
の
他
の
行
事
に
つ
い
て

現
在
（
昭
六
十
三
年
六
月
）
信
濃
支
部
員
百
二
十
七
名
（
団
体
加
入
含
）
が

広
い
長
野
県
下
は
も
と
よ
り
、
県
外
に
も
点
在
し
て
い
る
と
い
っ
た
特
殊
性
と

年
齢
的
に
も
大
変
な
開
き
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
大
事
に
す
る
と
い
う

意
味
も
あ
っ
て
、
こ
こ
何
年
間
か
は
個
人
山
行
を
中
心
に
行
っ
て
来
た
。
支
部

と
し
て
年
間
山
行
は
昨
年
ま
で
、
夏
山
（
三
泊
四
日
）
、
秋
山
二
泊
二
日
）
、

ス
キ
ー
例
会
（
一
泊
二
日
）
程
度
と
少
な
か
っ
た
が
、
若
い
人
も
徐
々
に
増
え

つ
つ
あ
る
の
で
、
今
年
度
か
ら
信
濃
支
部
全
体
と
し
て
の
山
行
も
積
雪
期
を
含

め
て
回
数
も
増
し
、
ま
た
内
容
も
よ
り
密
度
の
濃
い
充
実
し
た
も
の
に
し
て
行

き
た
い
。
こ
の
こ
と
が
、
赤
羽
新
支
部
長
を
始
め
と
す
る
当
支
部
員
全
員
の
願

い
で
も
あ
る
の
で
す
。

そ
の
他
の
総
会
等
々
の
行
事
、
お
よ
び
会
報
の
発
行
等
は
従
来
通
り
と
し
、

以
上
現
況
を
記
し
て
報
告
と
致
し
ま
す
。
（
文
責
支
部
総
務
金
子
丞
二
）

本
部
が
「
全
く
動
か
な
い
大
支
部
が
二
つ
あ
っ
て
困
る
」
と
ぼ
や
い
て
い
た

所
の
一
つ
か
ら
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

加
藤
数
巧
・
橋
本
三
八
の
両
先
輩
が
活
躍
さ
れ
て
い
た
戦
前
・
中
・
後
の
三

時
代
を
経
て
約
三
十
年
、
当
支
部
は
ほ
と
ん
ど
冬
眠
状
態
に
入
り
、
上
記
の
嘆

き
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
著
作
も
あ
る
松
本
荏
夫
・
脇
坂
順
三
・

新
貝
勲
各
会
員
を
始
め
、
海
外
経
験
者
も
多
い
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
山
岳
会
を

■
I

福
岡
支
部

作
り
、
あ
る
い
は
属
し
て
そ
こ
で
活
躍
し
、
会
員
と
し
て
の
横
の
連
絡
は
な
か

っ
た
。た

ま
た
ま
Ｊ
Ａ
Ｃ
創
立
八
十
周
年
記
念
の
九
州
大
会
で
久
し
振
り
に
顔
を
合

わ
せ
た
折
、
再
建
の
要
望
が
強
く
、
準
備
に
約
二
年
、
よ
う
や
く
昨
年
四
月
に

総
会
を
開
き
、
役
員
、
定
款
、
予
算
、
年
間
計
画
を
定
め
再
発
足
の
段
取
り
と

な
っ
た
。

ま
ず
、
支
部
の
組
織
化
の
た
め
、
名
簿
上
の
在
住
者
の
実
体
の
把
握
、
実
存

者
の
三
分
の
一
を
占
め
る
未
所
属
員
へ
の
支
部
へ
の
登
録
の
勧
誘
な
ど
深
田
事

務
局
長
を
中
心
に
実
務
的
処
理
を
急
ぎ
、
一
方
新
入
会
員
十
四
名
（
う
ち
女
性

二
名
）
を
得
て
、
九
十
三
名
が
登
録
済
み
で
あ
る
。

次
に
活
性
化
す
る
た
め
の
行
事
は
、
九
州
の
他
の
支
部
の
よ
う
な
独
立
山
岳

会
的
な
在
り
様
で
な
く
、
前
に
も
書
い
た
が
各
人
の
山
岳
会
が
初
め
に
在
り
、

Ｊ
Ａ
Ｃ
関
係
は
そ
の
余
暇
で
の
活
動
と
な
る
実
体
を
踏
ま
え
、
通
年
し
て
軽
登

山
四
回
、
講
演
会
、
映
画
付
き
の
総
会
程
度
を
目
標
に
し
て
い
る
。

上
記
の
事
情
と
三
十
年
間
冬
眠
し
て
い
た
関
係
か
ら
支
部
会
費
を
別
途
徴
収

す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
当
分
は
本
部
返
戻
金
の
み
で
運
営
し
、
皆
様
が
納
得

で
き
る
実
績
を
積
上
げ
て
か
ら
、
一
部
か
ら
要
望
の
出
て
い
る
機
関
紙
発
行
の

件
と
共
に
考
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

県
内
の
山
は
一
二
○
○
屑
級
ま
で
、
勢
い
岳
人
は
他
県
、
本
土
、
海
外
へ
と

高
み
を
求
め
て
行
く
。
幸
い
こ
の
二
月
、
九
州
四
支
部
の
初
め
て
の
連
絡
会
を

持
ち
他
支
部
の
主
要
行
事
へ
の
参
加
、
自
然
保
護
上
の
問
題
点
の
情
報
交
換
な

ど
を
申
合
わ
せ
た
。

以
上
が
再
建
中
の
当
支
部
の
組
織
化
・
活
性
化
の
足
ど
り
で
あ
る
が
、
若
手

お
よ
び
婦
人
層
が
加
入
し
や
す
い
雰
囲
気
作
り
を
次
の
課
題
と
し
た
い
。
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支部だより

し
か
し
目
下
は
「
屋
久
島
縄
文
杉
見
物
用
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
建
設
」
阻
止
を
最

重
要
事
項
と
考
え
、
七
月
末
の
屋
久
島
産
業
文
化
研
究
所
主
催
の
「
屋
久
島
シ

ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
」
に
当
支
部
の
松
本
荏
夫
自
然
保
護
委
員
を
特
派
し
、
地
元
の

「
島
お
こ
し
」
の
悲
願
を
充
分
聴
く
と
共
に
、
言
う
べ
き
は
言
う
こ
と
に
し
て

い
る
。

本
部
な
ら
び
に
他
支
部
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
切
に
お
願
い
し
た
い
。

ま
た
、
当
支
部
創
立
三
十
周
年
記
念
行
事
と
し
て
「
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
真
只

中
の
旅
」
へ
新
貝
隊
長
以
下
十
名
を
、
八
月
中
旬
に
送
り
出
す
べ
く
準
備
中
で

あ
る
。
（
権
藤
太
郎
）

〔
三
十
周
年
記
念
集
会
〕

熊
本
支
部
は
昨
年
、
支
部
結
成
三
十
周
年
を
迎
え
十
一
月
十
四
日
、
十
五
日

の
両
日
、
阿
蘇
山
南
郷
谷
の
南
阿
蘇
国
民
休
暇
村
に
お
い
て
記
念
集
会
を
開
催

し
た
。
小
さ
な
支
部
で
も
あ
り
予
算
の
関
係
も
あ
っ
て
大
き
な
行
事
は
出
来
な

か
っ
た
が
、
好
天
に
恵
ま
れ
、
今
西
会
長
は
じ
め
全
国
か
ら
多
く
の
会
員
に
出

席
し
て
い
た
だ
き
大
変
盛
大
に
挙
行
で
き
た
。

か
ね
て
交
流
の
少
な
い
支
部
の
方
々
と
親
交
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

は
大
変
嬉
し
く
、
こ
れ
を
機
に
今
後
と
も
交
流
を
深
め
て
ゆ
き
た
い
と
願
っ
て

い
る
。〔

支
部
総
会
〕

六
十
三
年
度
支
部
総
会
は
五
月
十
五
日
、
熊
本
市
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
会
館
会
議
室
で

行
わ
れ
た
。
今
年
の
総
会
で
は
支
部
結
成
以
来
三
十
年
に
わ
た
り
実
質
的
に
支

熊
本
支
部

部
運
営
に
携
わ
っ
て
き
た
西
沢
支
部
長
が
、
支
部
結
成
三
十
周
年
の
節
目
を
機

に
支
部
長
を
退
き
、
新
し
く
奥
野
正
亥
が
第
四
代
支
部
長
に
選
出
さ
れ
た
。

ま
た
支
部
規
約
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
新
た
に
副
支
部
長
の
職
を
設
け
、
本

田
誠
也
が
選
出
さ
れ
た
。
な
お
、
西
沢
前
支
部
長
に
は
顧
問
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
通
り
支
部
運
営
に
つ
い
て
指
導
、
助
言
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

〔
支
部
の
現
況
〕

七
月
現
在
の
支
部
会
員
三
六
名
。
こ
れ
ま
で
会
員
数
の
伸
び
が
今
ひ
と
つ
停

滞
し
て
い
た
が
、
昨
年
か
ら
比
較
的
若
い
層
の
入
会
が
増
す
傾
向
が
出
て
き

た
。
今
後
の
支
部
活
動
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

事
業
内
容
は
、
大
方
の
支
部
会
員
が
他
の
山
岳
会
に
も
属
し
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
指
導
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
、
支
部
と
し
て
は
ク
ラ
ブ
的
な
色
彩

が
強
く
、
も
っ
ぱ
ら
懇
親
を
目
的
と
し
た
小
さ
な
山
行
を
年
に
四
回
程
行
っ
て

い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

〔
支
部
の
課
題
〕

現
在
の
支
部
活
動
に
つ
い
て
は
充
分
と
は
考
え
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
本
部

で
や
っ
て
お
ら
れ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
映
画
会
な
ど
、
山
行
以
外
の
何
か
支
部

独
自
の
特
徴
あ
る
企
画
な
ど
も
考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

る
。
他
支
部
の
動
向
も
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
さ
ら
に
検
討
し
て
ゆ
き
た

い
。

ま
た
支
部
だ
け
の
限
ら
れ
た
交
流
を
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
支
部
と
の
交

流
の
輪
を
積
極
的
に
拡
げ
て
ゆ
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、

今
年
二
月
、
福
岡
支
部
の
提
唱
で
九
州
四
支
部
連
絡
会
が
北
九
州
市
で
開
か
れ

た
。
と
り
あ
え
ず
今
年
か
ら
こ
れ
ま
で
以
上
に
互
い
の
連
絡
を
密
に
す
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
他
支
部
行
事
へ
の
参
加
、
合
同
行
事
の
開
催
な
ど
交
流
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を
深
め
て
ゆ
き
た
い
。

支
部
活
動
の
原
動
力
と
し
て
の
会
員
、
と
く
に
次
の
時
代
の
支
部
を
構
成
す

る
若
年
層
の
会
員
の
獲
得
に
つ
い
て
は
、
支
部
と
し
て
も
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
会
員
の
加
入
促
進
を
は
か
る
の
は
勿
論

で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
会
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
経
験
、
人
柄
の
人
物
を
地

道
に
求
め
て
ゆ
く
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

Ｊ
Ａ
Ｃ
に
は
他
の
山
岳
会
に
な
い
歴
史
の
重
み
や
伝
統
が
あ
り
、
ク
ラ
ブ
と

し
て
の
独
特
の
気
風
が
あ
る
と
思
う
。
三
十
周
年
の
節
目
を
終
え
た
今
、
こ
れ

ら
の
伝
統
を
守
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
山
哲
学
に
従
い
、
次
の
四
十
周
年
に
向
っ

て
さ
ら
に
充
実
し
た
活
動
を
し
て
ゆ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
（
田
上
敏
行
）

■
初
め
て
の
「
支
部
便
り
」
で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
回
は
、
関
西
支
部
の
現
状

を
お
伝
え
す
る
に
と
ど
め
た
い
と
存
じ
ま
す
。

関
西
支
部
は
、
日
本
山
岳
会
初
の
支
部
と
し
て
昭
和
十
年
に
設
立
さ
れ
、
す

で
に
半
世
紀
を
経
過
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
間
の
歴
史
を
語
る
資
料
と
し
て

は
、
会
報
「
山
」
を
は
じ
め
と
し
、
関
西
支
部
発
行
の
「
時
報
」
（
昭
和
二
十

三
年
’
二
十
六
年
）
や
「
関
西
支
部
報
」
（
昭
和
三
十
三
年
１
現
在
）
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
空
白
部
も
あ
り
、
現
在
、
当
時
の
模
様
を
ご
存
知
の
会
員

を
訪
ね
て
お
話
を
伺
い
、
こ
の
空
白
部
を
埋
め
る
資
料
を
収
集
し
て
お
り
ま

す
。

関
西
支
部
設
立
五
十
周
年
に
あ
た
る
一
九
八
五
年
に
は
、
前
今
西
壽
雄
支
部

長
が
日
本
山
岳
会
会
長
に
就
任
さ
れ
、
現
在
は
阿
部
和
行
支
部
長
に
引
き
継
が

関
西
支
部

れ
て
お
り
ま
す
。

会
員
は
現
在
三
百
六
十
七
名
お
り
、
十
八
都
府
県
に
広
が
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
中
で
約
七
○
鈩
剛
は
阪
神
地
区
に
在
住
し
て
お
り
ま
す
が
、
関
西
支
部
の

範
囲
に
は
山
陽
地
方
や
四
国
地
方
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
住
ん

で
お
ら
れ
る
会
員
へ
の
サ
ー
ビ
ス
も
か
か
せ
ま
せ
ん
。
年
に
数
回
は
遠
方
の
会

員
に
も
参
加
し
や
す
い
行
事
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
が
、
大
阪
を
中
心
と
し
た

行
事
が
多
く
、
ま
だ
ま
だ
充
分
と
は
申
せ
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
他
支
部
と
の
交
流
も
計
る
べ
く
、
毎
年
二
月
に
は
京
都
支
部
と
の
合

同
ス
キ
ー
山
行
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
一
九
八
七
年
度
に
は
山
陰
支
部
と
の
懇

親
会
が
蒜
山
山
麓
に
て
催
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
八
八
年
度
に
は
、
静
岡
支
部
と

の
愛
鷹
連
峰
の
合
同
山
行
も
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

◎
一
九
八
七
年
度
行
事

支
部
総
会
（
記
念
講
演
「
ギ
ャ
ラ
ペ
リ
初
登
頂
と
ブ
ー
タ
ン
最
新
情
報
」

日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
尾
形
好
雄
氏
）
四
月
十
五
日

山
行
吉
野
・
青
根
ヶ
峰
四
月
十
九
日

山
行
播
州
・
砥
の
峰
五
月
十
日

山
行
石
鎚
山
ｌ
瓶
ヶ
森
六
月
五
日
’
七
日

山
行
六
甲
・
赤
子
谷
東
俣
と
ビ
ア
パ
ー
テ
ィ
八
月
二
十
三
日

支
部
蔵
書
虫
干
し
・
読
書
会
八
月
二
十
九
日

山
行
鈴
鹿
・
高
室
山
九
月
二
十
三
日

山
行
奥
美
濃
・
平
家
岳
十
月
十
七
日
’
十
八
日

山
行
山
陰
・
烏
ヶ
山
と
蒜
山
三
座
（
山
陰
支
部
と
合
同
）

十
一
月
七
日
’
八
日

図
書
交
換
会
十
一
月
十
四
日
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支部だより

■
ｌ
東
九
州
支
部

東
九
州
支
部
二
十
八
年
目
を
む
か
え
、
特
に
報
告
す
る
こ
と
も
な
い
。
一
九

六
四
年
暮
れ
よ
り
二
代
目
支
部
長
と
し
て
本
部
と
の
パ
イ
プ
役
を
続
け
、
毎
年

ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
出
か
け
る
野
口
秋
人
氏
は
、
六
十
九
歳
で
カ
ラ
パ
タ
ー
ル
ヘ
登
っ

た
の
は
、
十
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

あ
と
に
続
く
者
五
十
九
名
は
、
会
員
番
号
四
千
台
三
名
、
五
千
台
五
名
、
六

千
台
四
名
、
七
千
台
三
名
、
八
千
台
二
十
八
名
、
九
千
台
十
一
名
、
一
万
台
五

名
で
あ
る
。

年
齢
別
で
は
、
七
十
代
四
名
、
六
十
代
四
名
（
女
一
）
、
五
十
代
十
五
名
（
女

一
）
、
四
十
代
十
五
名
（
女
一
）
、
三
十
代
二
十
九
名
（
女
二
）
、
二
十
代
二
名

で
あ
る
（
七
月
一
日
現
在
）
。
物
故
会
員
に
は
一
千
番
台
の
加
藤
数
巧
氏
と
工

藤
元
平
氏
が
い
た
。
加
藤
代
の
ご
子
息
英
彦
氏
は
二
代
目
会
員
で
あ
る
。

年
末
も
ち
つ
き
会
十
二
月
十
三
日

山
行
紀
北
・
七
霞
山
十
二
月
二
十
日

山
行
丹
波
・
白
髪
山
一
月
十
日

新
年
会
一
月
二
十
七
日

山
行
湖
北
・
権
現
山
二
月
六
日
’
七
日

山
行
湖
北
・
武
奈
ヶ
岳
（
京
都
支
部
と
合
同
）
二
月
二
十
日
’
二
十
一
日

山
行
但
馬
・
青
ヶ
丸
三
月
五
日
’
六
日

◎
関
西
支
部
報

第
五
十
号
（
十
二
月
発
行
）
、
総
目
次
（
三
月
発
行
）

現
在
、
第
一
号
Ｉ
総
目
次
を
合
本
製
本
中
で
す
。
（
水
谷
透
）

支
部
名
も
一
、
大
分
、
二
、
宮
崎
の
会
員
入
会
で
東
九
州
と
改
め
、
今
は
、

宮
崎
支
部
が
設
立
さ
れ
て
三
年
目
に
な
る
が
、
東
九
州
と
い
つ
ま
で
も
呼
ぶ
こ

と
に
し
た
。
二
十
周
年
行
事
ま
で
は
、
報
告
ず
み
な
の
で
そ
の
後
の
活
動
に
つ

い
て
ひ
ろ
っ
て
み
よ
う
。

一
九
八
○
年
に
大
分
百
山
を
選
び
、
県
内
の
山
を
知
ら
な
い
こ
と
を
自
覚

し
、
毎
年
の
行
事
に
六
回
百
山
登
り
を
加
え
、
登
山
路
開
拓
を
始
め
た
。
七
○

○
肝
以
下
の
山
が
重
な
る
土
地
が
ら
、
五
万
の
地
図
に
出
て
い
る
道
も
ほ
と
ん

ど
が
、
や
ぶ
で
あ
る
。
ま
た
一
歩
も
あ
る
か
ず
三
角
点
と
い
う
山
も
あ
り
、
ス

ー
パ
ー
林
道
の
お
か
げ
と
、
町
村
の
活
性
化
の
た
め
、
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と

し
て
広
く
な
っ
た
道
も
あ
る
。
道
よ
り
取
り
残
さ
れ
た
山
の
方
が
登
る
に
は
面

白
く
、
百
山
も
選
び
か
え
ね
ば
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
四
月
第
二
土
曜
日
を
総

会
と
し
、
年
二
回
の
役
員
会
で
計
九
回
の
年
中
行
事
を
く
り
か
え
て
い
る
。

一
九
八
五
年
支
部
二
十
五
周
年
は
、
椎
葉
の
里
で
京
都
、
熊
本
、
宮
崎
支
部

の
参
加
を
い
た
だ
き
、
今
西
錦
司
氏
（
前
会
長
）
と
三
方
山
、
高
岳
、
扇
山
黒

岳
と
大
谷
優
氏
の
案
内
で
登
る
。
宿
で
は
上
椎
葉
役
場
の
方
が
み
え
、
錦
司
先

生
へ
自
然
保
護
と
植
物
の
生
長
に
つ
い
て
御
指
導
を
い
た
だ
く
。
総
勢
五
十
二

名
で
、
十
一
月
三
、
四
、
五
の
三
日
間
す
み
き
っ
た
秋
空
に
恵
ま
れ
た
登
山
で

あ
っ
た
。
い
ま
だ
に
心
深
く
き
ざ
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
扇
山
よ
り
林
道
へ
出

た
と
た
ん
「
万
歳
」
と
さ
け
ん
だ
今
西
先
生
の
声
で
あ
る
。

海
外
は
、
田
川
義
久
、
本
田
博
二
名
で
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
ヘ
・
シ
ャ
ー
ハ
ン

ド
ッ
ク
は
行
け
な
か
っ
た
が
、
多
く
の
資
料
を
持
ち
帰
っ
た
。
十
一
月
に
ア
イ

ラ
ン
ド
ピ
ー
ク
へ
阿
南
寿
範
、
甲
斐
良
治
、
西
孝
子
参
加
、
山
頂
へ
は
阿
南
だ

け
が
行
き
、
Ｃ
１
上
部
ま
で
甲
斐
、
西
は
Ｂ
Ｃ
ど
ま
り
、
そ
の
あ
と
カ
ラ
パ
タ

ー
ル
ヘ
・
こ
の
時
の
反
省
で
、
カ
ラ
パ
タ
ー
ル
を
最
初
に
行
っ
た
た
め
次
の
年
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西
孝
子
、
ア
イ
ラ
ン
ド
ピ
ー
ク
へ
登
る
。
同
じ
年
與
田
勝
幸
、
宮
脇
稔
、
恒
松

勲
、
木
辺
正
夫
は
ニ
ン
チ
ン
カ
ン
サ
へ
、
東
チ
ベ
ッ
ト
、
ヤ
ル
ッ
ァ
ン
ポ
河
踏

査
に
梅
木
秀
徳
、
八
八
年
一
月
興
田
、
恒
松
は
ア
コ
ン
カ
グ
ア
峰
へ
と
、
短
い

日
数
と
少
な
い
費
用
で
行
け
る
海
外
を
選
ん
で
い
る
。

ふ
る
さ
と
の
山
は
、
神
秘
的
な
原
生
林
も
年
々
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
一

七
九
一
腕
の
久
重
山
系
を
中
心
に
、
祖
母
、
傾
と
重
な
る
山
々
を
青
春
の
心
意

気
と
情
熱
を
持
ち
続
け
支
部
員
一
同
黙
々
と
歩
い
て
い
る
。
他
支
部
の
方
も
ど

う
か
こ
の
美
し
い
東
九
州
へ
一
年
に
一
度
は
、
お
い
で
下
さ
い
ま
せ
。

（
西
孝
子
）

北
海
道
支
部
は
六
十
二
年
度
総
会
で
、
記
念
事
業
と
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
を
目
差
し
、
海
外
研
究
委
員
に
石
崎
貞
子
、
高
松
秀
彦
両
氏
を
新
任
し
、

当
年
度
に
講
演
と
ス
ラ
イ
ド
の
会
が
二
回
開
催
さ
れ
た
。
ま
た
会
報
編
集
委
員

に
小
野
肇
氏
を
新
任
し
記
念
誌
発
行
の
推
進
を
計
っ
た
。

支
部
顧
問
と
し
て
前
会
長
佐
々
保
雄
氏
と
、
北
海
道
の
登
山
界
の
発
展
に
登

山
用
具
店
と
し
て
貢
献
し
、
支
部
運
営
の
円
滑
を
計
る
た
め
に
、
店
内
に
連
絡

事
務
所
を
設
置
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
会
報
発
行
に
少
な
か
ら
ず
ご
協
力
い
た

だ
い
た
金
井
五
郎
氏
の
二
名
が
推
薦
委
嘱
さ
れ
た
。

二
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
当
初
は
北
海
道
で
最
も
古
い
記
録
の
あ
る
羊

蹄
山
（
蝦
夷
富
士
）
を
想
定
し
、
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
全

国
支
部
懇
談
会
の
開
催
候
補
地
と
し
て
北
海
道
が
あ
が
っ
て
お
り
、
東
京
で
の

六
十
二
年
度
年
次
晩
餐
会
で
、
ほ
ぼ
引
き
受
け
ざ
る
を
え
ず
の
や
む
な
き
に
至

■

北
海
道
支
部

り
、
六
十
三
年
一
月
二
十
六
日
開
催
の
支
部
臨
時
委
員
会
で
、
正
式
に
全
国
大

会
と
併
せ
て
支
部
二
十
周
年
記
念
行
事
を
大
雪
山
旭
岳
で
開
催
す
る
こ
と
に
決

定
。
そ
の
準
備
が
急
拠
変
更
し
進
め
ら
れ
た
。

六
十
三
年
度
支
部
総
会
を
五
月
二
十
日
に
開
催
し
、
全
委
員
を
再
任
し
、
二

十
周
年
記
念
の
諸
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
に
決
議
さ
れ
た
。

そ
の
事
業
は
ユ
九
八
八
年
大
雪
の
集
い
」
と
し
て
、
六
十
三
年
七
月
十
六

日
に
旭
川
市
民
文
化
会
館
ホ
ー
ル
で
、
旭
川
市
、
旭
川
市
教
育
委
員
会
、
東

で
、
中
国
・
日
本
・
ネ
パ
ー
ル
一
九
八
八
年
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
／
サ
ガ
ル
マ
タ
友

川
町
後
援
好
登
山
報
告
会
を
開
催
し
た
。
柳
田
凉
子
会
員
司
会
の
も
と
芳
賀
孝

郎
副
支
部
長
の
開
会
宣
言
、
今
西
会
長
の
挨
拶
に
続
い
て
、
南
・
北
か
ら
の
登

山
報
告
を
磯
野
剛
太
、
重
広
恒
夫
両
登
肇
隊
長
か
ら
ス
ラ
イ
ド
を
ま
じ
え
て
な

さ
れ
、
五
月
五
日
の
登
頂
シ
ー
ン
の
感
激
が
再
現
さ
れ
た
。

そ
の
夜
は
旭
岳
温
泉
勇
駒
荘
の
前
庭
で
懇
親
会
を
野
田
四
郎
副
支
部
長
の
歓

迎
の
挨
拶
で
開
宴
。
降
雨
に
も
か
か
わ
ら
ず
野
趣
た
っ
ぷ
り
な
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン

料
理
の
炉
を
囲
み
、
鉄
板
で
焼
か
れ
た
鮭
、
イ
カ
、
野
菜
な
ど
で
舌
つ
づ
み
を

打
ち
、
全
国
か
ら
持
ち
寄
ら
れ
た
銘
酒
に
酔
い
、
各
地
か
ら
自
慢
の
唄
が
披
露

さ
れ
た
。
終
了
後
は
勇
駒
荘
内
の
ス
ナ
ッ
ク
で
夜
遅
く
ま
で
歓
談
が
続
い
た
。

明
け
て
十
七
日
、
今
西
会
長
を
始
め
百
余
名
が
最
高
峰
の
旭
岳
に
向
っ
た
。

頂
上
で
は
北
海
道
の
主
要
行
事
に
道
外
か
ら
連
続
参
加
さ
れ
た
砂
田
定
夫
、
吉

村
健
児
両
氏
に
旭
川
市
の
渋
谷
正
己
会
員
制
作
の
大
雪
山
版
画
が
贈
呈
さ
れ
、

ま
た
折
り
し
も
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
た
遠
田
篤
子
さ
ん
等
に
は
バ
ー
ス
デ
ー
ケ

ー
キ
の
お
祝
い
や
、
抹
茶
の
野
点
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
。

下
山
コ
ー
ス
は
高
山
植
物
が
絢
燗
と
咲
き
誇
る
裾
合
平
を
た
ど
り
、
盛
会
の

う
ち
に
無
事
終
了
し
た
。
（
高
澤
光
雄
）
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支部だより

東
海
支
部
の
海
外
登
山
略
譜
（
１
）

毎
年
六
月
に
な
る
と
、
「
山
岳
」
の
編
集
者
か
ら
こ
の
支
部
だ
よ
り
に
対
す

る
原
稿
の
執
筆
依
頼
が
く
る
。
支
部
だ
よ
り
は
、
そ
の
意
図
か
ら
い
っ
て
、
内

容
が
ど
う
し
て
も
日
頃
の
支
部
活
動
の
様
子
や
、
行
事
の
案
内
と
い
っ
た
も
の

東
海
支
部
に
は
支
部
報
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
支
部
報
を
通
し
て
割

合
詳
し
く
支
部
員
に
流
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
支
部
報
と
同
じ
よ
う
な
原

稿
を
送
っ
て
も
馬
鹿
ら
し
い
。
さ
ら
に
衆
目
の
興
味
を
惹
く
よ
う
な
内
容
な
ら

ま
だ
し
も
、
ど
う
せ
大
し
た
こ
と
を
や
っ
て
も
い
な
い
の
に
「
山
岳
」
な
ど
へ

の
投
稿
な
ど
む
し
ろ
面
映
ゆ
い
。
か
と
い
っ
て
随
想
や
紀
行
文
も
お
か
し
か
ろ

シ
ハ
ノ
Ｏ

実
の
と
こ
ろ
、
何
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
思
案
し
あ
ぐ
ね
て
い
た
。
そ
ん
な
こ

と
で
昨
年
は
、
と
う
と
う
権
利
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。

今
年
も
依
頼
状
を
横
目
に
、
ど
う
し
よ
う
か
と
思
案
投
首
で
、
古
い
支
部
報

や
、
四
、
五
年
ご
と
に
発
刊
さ
れ
て
い
る
東
海
山
岳
を
眺
め
て
い
た
。
そ
の
時

に
ふ
と
－
つ
気
付
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
東
海
支
部
が
今
ま
で
に
派
遣

し
た
海
外
登
山
の
記
録
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
類
の
も
の
が
な
い
こ
と
で
あ

る
。

東
海
支
部
の
海
外
登
山
は
、
今
年
出
た
二
隊
を
加
え
て
二
を
数
え
る
。
一

つ
や
二
つ
で
は
、
記
録
を
ま
と
め
る
な
ど
と
い
う
に
は
お
こ
が
ま
し
い
が
、

二
あ
れ
ば
格
好
は
つ
こ
う
。

坐に
な
り
が
ち
に
な
る
。

東
海
支
部

東
海
支
部
は
、
間
も
な
く
創
立
三
○
周
年
を
迎
え
る
。
こ
こ
ら
で
今
ま
で
の

東
海
支
部
の
海
外
登
山
の
記
録
を
ま
と
め
る
に
は
丁
度
よ
い
機
会
で
も
あ
ろ

う
。
し
か
も
与
え
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
数
か
ら
、
ど
う
し
て
も
連
載
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
し
、
そ
う
な
る
と
毎
年
一
隊
ず
つ
で
今
後
十
一
年
か
か
る
。
当
分
種

（
タ
ネ
）
に
も
こ
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
山
岳
」
に
永
久
保
存
さ
れ
る

こ
と
に
も
な
る
。
支
部
に
と
っ
て
も
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
よ
し
こ
れ

に
し
よ
う
と
一
人
決
め
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
東
海
支
部
の
今
ま
で
に
出
し
た
海
外
登
山
で
あ
る
が
、
先
に
も
記
し

た
よ
う
に
二
隊
を
数
え
る
。
こ
の
二
隊
以
外
に
、
支
部
員
が
参
加
し
た
登

山
隊
や
支
部
が
か
か
わ
っ
た
登
山
隊
を
上
げ
れ
ば
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
が
、
支

部
が
主
体
と
な
っ
た
登
山
隊
に
限
定
す
る
と
二
隊
に
な
る
。
そ
れ
ら
を
年
代

順
に
上
げ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

東
海
支
部
の
最
初
の
海
外
登
山
は
、
一
九
六
六
年
の
ア
コ
ン
ヵ
グ
ァ
南
壁
で

あ
る
。
以
後
、
一
九
六
九
年
の
マ
ヵ
ル
ー
偵
察
隊
、
そ
し
て
一
九
七
○
年
の
マ

カ
ル
ー
の
本
隊
、
一
九
七
五
年
の
ラ
ト
ッ
ク
ー
峰
、
一
九
七
六
年
の
パ
ミ
ー
ル

と
続
く
。
こ
の
パ
ミ
ー
ル
隊
は
、
主
催
日
本
山
岳
会
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
質

は
東
海
支
部
が
請
負
っ
た
形
な
の
で
支
部
の
海
外
登
山
に
入
れ
た
。

そ
の
後
し
ば
ら
く
間
を
置
い
て
、
一
九
八
○
年
に
は
、
支
部
の
創
立
二
○
周

年
を
記
念
し
て
ガ
ウ
リ
サ
ン
カ
ー
ル
へ
登
山
隊
を
送
っ
た
。
一
九
八
四
年
に

は
、
同
じ
時
期
に
二
つ
の
登
山
隊
が
海
外
へ
出
掛
け
て
い
る
。
一
つ
は
、
一
九

八
○
年
の
雪
辱
を
期
し
た
第
二
次
ガ
ウ
リ
サ
ン
カ
ー
ル
隊
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
若
手
中
心
の
ボ
ゴ
ダ
隊
で
あ
る
。
こ
の
ボ
ゴ
ダ
隊
も
一
九
七
六
年
の
パ
ミ

ー
ル
隊
と
同
様
に
本
部
主
催
で
あ
っ
た
が
、
東
海
支
部
が
担
当
し
た
。
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さ
ら
に
一
九
八
六
年
に
は
、
日
本
人
と
し
て
初
め
て
天
山
山
脈
の
雪
蓮
峰

（
六
六
二
七
燭
）
に
足
跡
を
残
し
た
。
続
い
て
、
本
年
は
二
つ
の
登
山
隊
が
海

外
を
目
指
し
た
。
一
つ
は
、
一
昨
年
の
再
挑
戦
で
あ
る
雪
蓮
峰
隊
と
、
も
う
一

つ
は
隊
員
の
資
格
が
五
十
歳
以
上
と
い
う
イ
ン
ド
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ヤ
ン
峰
（
六
二

三
○
勝
）
実
年
登
山
隊
で
あ
る
。

以
上
の
二
隊
と
な
る
が
、
隊
員
の
一
人
一
人
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、

実
に
様
々
な
人
間
が
、
実
に
勝
手
に
や
り
た
い
放
題
や
っ
て
き
た
も
の
だ
と
少

な
か
ら
ず
呆
れ
返
る
、
東
海
支
部
設
立
の
動
機
が
、
海
外
登
山
に
あ
っ
た
と
い

う
の
だ
か
ら
当
然
だ
と
い
え
な
く
も
な
い
。
支
部
三
○
年
の
歴
史
は
、
そ
の
ま

ま
支
部
の
海
外
登
山
史
だ
と
い
い
替
え
れ
よ
う
。
一
つ
一
つ
の
海
外
登
山
を
経

て
、
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
に
支
部
の
歴
史
が
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
き
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ず
も
が
な
、
生
臭
い
人
間
の
息

づ
か
い
で
あ
る
。

一
番
古
い
記
録
は
一
九
六
六
年
の
ア
コ
ン
カ
グ
ア
で
、
一
三
年
も
前
の
こ
と

で
あ
る
。
今
さ
ら
二
○
年
も
前
の
記
録
を
し
か
つ
め
ら
し
く
記
述
し
て
も
興
味

は
湧
か
な
い
と
思
う
の
で
、
で
き
れ
ば
そ
の
当
時
の
登
山
界
の
背
景
や
支
部
の

流
れ
と
い
っ
た
も
の
を
人
の
息
づ
か
い
と
と
も
に
表
わ
し
て
み
た
い
・

次
号
の
ア
コ
ン
カ
グ
ア
南
壁
か
ら
始
ま
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
二
隊
の
外

に
、
番
外
編
と
し
て
次
の
三
つ
も
取
り
上
げ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
年
代
順
に
い

え
ば
一
九
六
五
年
の
夏
、
支
部
員
高
田
光
政
氏
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
ア

イ
ガ
ー
北
壁
の
登
華
記
録
と
、
今
年
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
／
サ
ガ
ル
マ
タ
三
国
合

同
登
山
隊
と
、
小
笠
原
聟
島
列
島
針
之
岩
二
三
六
脚
）
の
登
肇
記
録
で
あ

る
。
前
の
二
つ
は
、
東
海
支
部
抜
き
で
は
成
し
得
な
か
っ
た
背
景
を
持
っ
て
い

た
し
、
針
之
岩
は
海
外
登
山
で
は
な
い
が
、
大
変
ユ
ニ
ー
ク
で
貴
重
な
記
録
と

宮
城
支
部
も
創
立
三
○
周
年
を
迎
え
る
年
、
若
い
新
入
会
員
を
迎
え
て
支
部

会
員
数
は
五
○
名
を
超
え
ま
し
た
。
支
部
の
行
事
も
四
季
の
山
行
と
、
標
高
こ

そ
低
い
が
県
内
未
登
の
渓
谷
や
ル
ー
ト
を
探
索
し
た
り
、
夏
の
ビ
ー
ル
パ
ー
テ

ィ
と
支
部
晩
餐
会
に
、
恒
例
と
な
っ
た
新
年
の
元
旦
登
山
、
泉
ヶ
岳
（
二
七

二
腕
）
も
連
続
十
六
回
を
数
え
て
い
る
。

泉
ヶ
岳
は
仙
台
市
の
西
北
に
あ
っ
て
、
穏
や
か
な
山
容
は
、
新
幹
線
か
ら
も

望
ま
れ
、
槇
有
恒
大
先
輩
が
『
わ
た
し
の
山
旅
』
に
記
載
さ
れ
た
山
で
、
今
で

は
そ
の
頃
の
面
影
も
少
な
く
な
り
、
山
麓
は
野
外
活
動
の
施
設
が
展
開
し
た
リ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
登
山
は
盛
ん
で
、

厳
し
い
冬
季
の
登
山
を
楽
し
む
人
も
多
い
。

初
春
の
元
旦
登
山
は
、
昭
和
四
十
七
年
の
元
旦
、
飯
野
信
（
会
員
番
号
七
四

一
七
番
）
会
員
が
一
人
で
登
っ
た
の
が
始
ま
り
で
、
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。

今
年
は
、
例
年
に
な
く
暖
か
く
、
山
裾
の
駐
車
場
に
、
三
々
五
々
県
内
各
地

か
ら
支
部
会
員
が
集
ま
り
、
新
年
の
挨
拶
も
早
々
と
い
つ
も
の
水
神
コ
ー
ス
を

登
る
。
関
口
を
経
て
、
前
年
ま
で
の
風
雪
や
積
雪
を
忘
れ
た
よ
う
な
、
静
か
な

霜
柱
の
山
道
を
登
れ
ば
、
東
の
空
が
白
み
、
や
が
て
正
月
の
お
供
え
が
飾
ら
れ

た
水
神
の
碑
前
に
着
き
、
沢
に
降
り
水
筒
に
若
水
を
汲
ん
で
一
休
み
す
る
。
こ

の
辺
り
か
ら
小
さ
い
パ
ー
テ
ィ
に
な
っ
て
新
雪
の
春
の
河
原
を
登
る
頃
、
松
島

評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
長
期
の
連
載
も
の
に
な
り
そ
う
で
あ
る

お
願
い
し
た
い
。

■

末
長
い
お
付
き
合
い
を

（
尾
上
昇
）

宮
城
支
部
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支部だより

昭
和
六
十
三
年
度
宮
城
支
部
総
会
。
議
事
は
一
、
昭
和
六
士
一
年
度
事
業
報

告
・
同
会
計
報
告
、
二
、
昭
和
六
十
三
年
度
事
業
・
会
計
計
画
案
に
つ
い
て
審

議
、
い
ず
れ
も
原
案
通
り
に
可
決
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
「
み
や
ぎ
百
山
」
調
査

登
山
の
継
承
、
支
部
機
関
誌
「
宮
城
山
岳
８
号
」
の
出
版
が
承
認
さ
れ
た
。

追
悼
会
は
、
木
皿
譲
会
員
デ
ザ
イ
ン
の
美
し
い
レ
リ
ー
フ
を
前
に
同
会
員

の
司
会
で
は
じ
ま
る
。
支
部
長
の
挨
拶
、
参
会
者
の
献
花
に
続
い
て
、
清
野
誠

一
会
員
が
、
ま
ん
さ
く
の
花
が
咲
く
頃
、
単
独
で
、
泉
ヶ
岳
に
登
山
、
遭
難
逝

去
さ
れ
た
先
輩
を
偲
び
、
高
憲
さ
ん
の
愛
称
で
会
員
に
親
し
ま
れ
た
先
輩
は
、

独
特
の
服
装
装
備
と
片
手
に
８
ミ
リ
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
、
本
部
や
各
地
の
山
行

に
参
加
さ
れ
「
老
い
ら
く
の
山
日
記
」
を
制
作
し
続
け
た
笑
顔
の
、
山
の
友

を
、
柴
崎
徹
会
員
は
、
山
の
レ
リ
ー
フ
に
想
う
、
を
話
さ
れ
、
最
後
に
山
の
歌

を
歌
い
閉
会
し
た
。
（
庄
司
駒
男
）

湾
の
上
に
初
日
が
薔
薇
色
の
顔
を
見
せ
る
。
展
望
の
よ
い
僅
か
の
道
を
過
ぎ
れ

ば
、
層
を
刺
す
風
が
吹
き
抜
け
る
霧
氷
の
頂
上
に
着
く
。
二
等
三
角
点
の
側
に

あ
る
石
の
社
に
手
を
合
わ
せ
、
先
着
の
会
員
よ
り
お
神
酒
を
頂
き
、
宮
城
支
部

あ
る
石
の
社
に
手
を
合
わ
せ
、
先
着
（

恒
例
の
宴
が
山
頂
で
賑
や
か
に
開
く
。

春
の
総
会
は
、
五
月
十
五
日
（
日
）
、
泉
ヶ
岳

七
三
○
三
番
）
先
輩
の
追
悼
と
併
せ
て
お
こ
な
う

泉
ヶ
岳
で
故
高
橋
憲
二
（
会
員
番
号

f 更

伽ムミ 。 で

ハ

〆
、
亀
§
、'

町

錘

ｰ

“侭屡向
一
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一
九
八
七
年
度
役
員
・
評
議
員
・
支
部
長

会
長
今
西
寿
雄

副
会
長
大
塚
博
美
・
村
木
潤
次
郎

常
務
理
事
鴫
原
啓
佑
・
鈴
木
郭
之
・
橋
本
清
・
西
村
政
晃
・
新
井
陽
一
郎

理
事
大
橋
晋
・
松
永
敏
郎
・
織
田
沢
美
知
子
・
太
田
晃
介
・
田
部
井
淳
子
・

浜
口
欣
一
・
大
森
久
雄
・
岡
沢
祐
吉
・
早
坂
敬
二
郎
・
小
林
政
志
・
関
塚

貞
亨
・
勝
山
康
雄

監
事
山
本
健
一
郎
・
太
田
敬

常
任
評
議
員
松
田
雄
一
・
小
倉
董
子
・
山
野
井
武
夫
・
平
林
克
敏
・
中
島
寛

評
議
員
近
藤
信
行
・
宗
実
慶
子
・
大
森
薫
雄
・
中
世
古
隆
司
・
田
中
弘
美
・
安
間

荘
・
佐
々
木
豊
喜
・
越
智
英
夫
・
広
羽
清
・
山
田
二
郎
・
大
島
輝
夫
・

川
上
隆
・
杉
野
目
浩
・
日
下
田
実
・
沢
村
幸
蔵

支
部
長
橋
本
誠
二
（
北
海
道
）
・
佐
藤
敏
彦
（
岩
手
）
・
岡
田
光
行
（
秋
田
）
・
村
上

勝
太
郎
（
山
形
）
・
庄
司
駒
男
（
宮
城
）
・
中
島
正
夫
（
福
島
）
・
佐
藤
一
栄

（
越
後
）
・
蒲
生
明
登
（
信
濃
）
・
大
沢
伊
三
郎
（
山
梨
）
・
安
間
荘
（
静

岡
）
・
尾
上
昇
（
東
海
）
・
松
井
辰
弥
（
岐
阜
）
・
斉
藤
惇
生
（
京
都
）
・

若
林
啓
之
助
（
冨
山
）
・
増
江
俊
三
（
石
川
）
・
阿
部
和
行
（
関
西
）
・
港

叶
（
山
陰
）
・
権
藤
太
郎
（
福
岡
）
・
野
口
秋
人
（
東
九
州
）
・
西
沢
健
一

（
熊
本
）
・
魚
本
定
良
（
宮
崎
）

理
事
会
は
会
長
、
副
会
長
、
理
事
、
監
事
、
常
任
評
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

◇
六
月
（
一
九
八
七
年
）
理
事
会
六
月
十
日
（
水
）
ル
ー
ム

昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）
六
月
ｌ
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
五
月

会
務
報
告

出
席
者
二
十
七
名

▽
審
議
事
項

一
、
常
務
理
事
互
選
の
件

二
、
各
理
事
の
分
担
に
つ
い
て

▽
報
告
事
項

一
、
会
長
諮
問
調
査
委
員
会
設
置
に
つ
い
て

二
、
常
任
評
議
員
選
任
結
果
に
つ
い
て

三
、
委
員
会
報
告

会
報
「
山
」
五
○
六
号
参
照

◇
七
月
理
事
会
七
月
八
日
（
水
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
五
名

▽
審
議
事
項

一
、
山
崎
文
庫
・
書
籍
お
よ
び
書
架
購
入
の
件

二
、
韓
国
仁
川
山
岳
会
招
請
状
発
行
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
浩
宮
、
寛
仁
両
殿
下
入
会
の
経
緯
に
つ
い
て

二
、
三
国
合
同
登
山
関
係

三
、
委
員
会
報
告

会
報
「
山
」
五
○
七
号
参
照

◇
評
議
員
会
七
月
二
十
五
日
（
土
）
三
国
友
好
登
山
事
務
所

出
席
者
松
田
雄
一
（
議
長
）
、
山
野
井
武
夫
、
平
林
克
敏
、
宗
実
慶
子
、
中
世
古
隆

司
、
田
中
弘
美
、
安
間
荘
、
越
智
英
夫
、
広
羽
情
、
山
田
二
郎
、
大
島
輝
夫
、
今

西
寿
雄
、
大
塚
博
美

▽
審
議
事
項

一
、
本
会
の
二
十
一
世
紀
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン
作
り
、
定
款
細
則
の
見
直
し
、
国
際
化
へ
の

対
応
に
対
す
る
諸
問
題
を
会
長
よ
り
評
議
員
会
に
諮
問
の
件
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会務報告

会
報
「
山
」
五
○
八
号
参
照

◇
八
月
理
事
会
休
会

◇
九
月
理
事
会
九
月
十
日
（
木
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
四
名

▽
審
議
事
項
な
し

▽
報
告
事
項

一
、
常
務
理
事
会
報
告

二
、
委
員
会
報
告

会
報
「
山
」
五
○
九
号
参
照

◇
十
月
理
事
会
十
月
九
日
（
金
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
三
名

▽
審
議
事
項

一
、
秩
父
宮
記
念
学
術
賞
候
補
推
薦
の
件

二
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
レ
リ
ー
フ
複
製
の
件

三
、
名
誉
会
員
推
薦
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
委
員
会
報
告

会
報
「
山
」
五
一
○
号
参
照

◇
臨
時
理
事
会
十
月
九
日
（
金
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
三
名

▽
審
議
事
項

一
、
三
国
友
好
登
山
隊
の
隊
員
決
定
の
件

会
報
「
山
」
五
一
○
号
参
照

◇
評
議
貝
会
十
一
月
九
日
（
水
）
ル
ー
ム

出
席
者
松
田
雄
一
（
議
長
）
他
十
七
名

△
審
議
事
項

一
、
名
誉
会
員
推
薦
の
件
本
年
度
該
当
者
な
し

二
、
会
長
諮
問
の
件
継
続
審
議

会
報
「
山
」
五
一
三
号
参
照

◇
十
一
月
理
事
会
十
一
月
十
日
（
木
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
四
名

▽
審
議
事
項
な
し

▽
報
告
事
項

一
、
中
間
決
算
、
監
査
報
告

二
、
三
国
登
山
準
備
状
沢

三
、
委
員
会
報
告

四
、
評
議
員
会
の
報
告

会
報
「
山
」
五
二
号
参
照

◇
支
部
長
会
議
十
二
月
五
日
（
土
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
一
名
他
執
行
部
八
名

▽
審
議
事
項

一
、
六
十
三
年
度
全
国
支
部
懇
談
会
開
催
場
所
と
日
程
に
つ
い
て

▽
報
告
事
項

一
、
三
国
合
同
登
山
の
準
備
経
過

二
、
そ
の
他

◇
十
二
月
理
事
会
十
二
月
九
日
（
水
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
四
名

▽
審
議
事
項

一
、
法
政
大
学
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
ー
峰
登
山
計
画
（
一
九
八
九
年
）
の
推
薦
に
つ
い
て

▽
報
告
事
項

一
、
支
部
長
会
議
報
告

二
、
委
員
会
報
告
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会
報
「
山
」
五
一
二
号
参
照

◇
一
月
（
一
九
八
八
年
）
理
事
会
一
月
十
三
日
（
水
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
二
名

▽
審
議
事
項

一
、
大
阪
市
立
大
学
日
中
友
好
学
術
登
山
隊
（
一
九
八
九
年
）
の
後
援
依
頼
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
三
国
合
同
登
山
に
つ
い
て

二
、
評
議
員
会
で
の
会
長
諮
問
答
申
に
つ
い
て

三
、
委
員
会
報
告

会
報
「
山
」
五
一
三
号
参
照

◇
二
月
理
事
会
二
月
五
日
（
金
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
五
名

▽
審
議
事
項

一
、
三
国
合
同
登
山
隊
隊
員
変
更
等
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
委
員
会
報
告

二
、
評
議
員
会
よ
り
の
答
申
に
つ
い
て

会
報
「
山
」
五
一
四
号
参
照

◇
三
月
理
事
会
三
月
九
日
（
水
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
四
名

▽
審
議
事
項

一
、
明
治
学
院
大
学
梅
里
雪
山
登
山
隊
一
九
八
八
の
名
儀
後
援
の
件

二
、
昭
和
六
十
三
年
度
事
業
計
画
、
収
支
予
算
案
編
成
に
つ
い
て

三
、
通
常
総
会
開
催
日
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
委
員
会
報
告

二
、
三
国
合
同
登
山
の
予
定
に
つ
い
て

会
報
「
山
」
五
一
五
号
参
照

◇
四
月
理
事
会
・
評
議
員
会
四
月
十
三
日
（
水
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
九
名

▽
審
議
事
項

一
、
通
常
総
会
付
議
事
項
（
昭
和
六
十
二
年
度
事
業
報
告
・
収
支
決
算
決
算
お
よ
び
財

産
目
録
、
昭
和
六
十
三
年
度
事
業
計
画
お
よ
び
収
支
予
算
案
）
承
認
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
監
査
報
告

二
、
三
国
合
同
登
山
関
係

三
、
委
員
会
報
告

会
報
「
山
」
五
一
六
号
参
照

◇
五
月
理
事
会
五
月
十
一
日
（
水
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
五
名

▽
審
議
事
項

一
、
三
国
友
好
登
山
報
告
会
開
催
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
委
員
会
報
告

会
報
告
会
報
「
山
」
五
一
七
号
参
照

◇
支
部
長
会
議
五
月
二
十
日
（
金
）
ル
ー
ム

出
席
者
二
十
名
他
執
行
部
六
名

▽
報
告
事
項

一
、
三
国
合
同
登
山
に
つ
い
て

二
、
六
十
三
年
度
全
国
支
部
懇
談
会
北
海
道
大
会
に
つ
い
て

三
、
支
部
事
務
局
担
当
者
会
議
に
つ
い
て

四
、
各
支
部
報
告
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会務報告

◇
昭
和
六
十
三
年
度
通
常
総
会
五
月
二
十
日
（
金
）
於
千
代
田
区
九
段
四
’
二
’
二

五
私
学
会
館
（
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ケ
谷
）

出
席
者
今
西
会
長
以
下
二
二
二
六
名
（
委
任
者
を
含
む
）

▽
総
会
次
第
司
会
勝
山
康
雄

一
、
会
長
挨
拶
今
西
寿
雄

二
、
会
務
報
告
新
井
陽
一
郎

三
、
昭
和
六
十
二
年
度
事
業
報
告
承
認
の
件
新
井
陽
一
郎

四
、
昭
和
六
十
二
年
度
収
支
決
算
、
財
産
目
録
承
認
の
件
西
村
政
晃

五
、
監
査
報
告
山
本
健
一
郎

六
、
昭
和
六
十
三
年
度
事
業
計
画
（
案
）
承
認
の
件
新
井
陽
一
郎

七
、
昭
和
六
十
三
年
度
収
支
予
算
（
案
）
承
認
の
件
西
村
政
晃

八
、
昭
和
六
十
三
年
度
除
籍
対
象
者
の
件

九
、
議
事
録
署
名
人
選
任
の
件

総
会
終
了
後
、
懇
親
会
が
行
わ
れ
た
。

会
報
「
山
」
五
一
七
号
参
照

◇
主
な
る
行
事
と
集
会

▽
昭
和
六
十
二
年
六
月
三
日
（
火
）
ル
ー
ム

探
検
家
列
伝
集
中
講
座
「
大
谷
探
検
隊
」
講
師
片
山
章
雄

▽
昭
和
六
十
二
年
六
月
六
日
（
土
）
’
七
日
（
日
）
七
時
雨
山
荘

東
北
ブ
ロ
ッ
ク
集
会
、
記
念
山
行

▽
昭
和
六
十
二
年
六
月
六
日
（
土
）
’
七
日
（
日
）
上
高
地

第
四
十
一
回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭

▽
昭
和
六
十
二
年
六
月
九
日
（
火
）
ル
ー
ム

探
検
家
列
伝
集
中
講
座
「
趙
爾
豊
」
講
師
水
野
勉

▽
昭
和
六
十
二
年
六
日
十
一
日
（
木
）
ル
ー
ム

遭
難
救
助
机
上
講
習
会
講
師
金
子
・
渡
辺

▽
昭
和
六
十
二
年
六
月
十
三
日
（
士
）
’
十
四
日
（
日
）
小
川
山

岩
登
り
講
習
会
講
師
丸
山
・
金
子
・
渡
辺

▽
昭
和
六
十
二
年
六
月
十
三
日
（
土
）
’
十
四
日
（
日
）
京
都

第
七
回
日
本
登
山
医
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

▽
昭
和
六
十
二
年
六
月
二
十
三
日
（
火
）
ル
ー
ム

講
演
と
映
画
の
会
「
北
千
島
昭
和
初
年
の
頃
の
山
旅
」
講
師
佐
々
保
雄

▽
昭
和
六
十
二
年
六
月
二
十
六
日
（
金
）
ル
ー
ム

講
演
会
「
火
山
地
形
、
噴
火
予
知
」
講
師
沢
田
河
洋

▽
昭
和
六
士
一
年
六
月
二
十
六
日
（
金
）
神
保
町
区
民
会
館

ス
ト
レ
ッ
チ
ン
グ
講
習
・
実
技
講
師
笠
松
美
和
子

▽
昭
和
六
十
二
年
七
月
三
日
（
金
）
’
九
日
（
木
）
銀
座
フ
ジ
フ
オ
ト
サ
ロ
ン

山
岳
写
真
の
源
流
展
（
後
援
）

▽
昭
和
六
十
二
年
七
月
十
六
日
（
木
）
ル
ー
ム

談
話
会
「
こ
の
人
と
語
ろ
う
」
田
部
井
淳
子

▽
昭
和
六
十
二
年
七
月
十
八
日
（
士
）
’
十
九
日
（
日
）
一
切
経
山

火
山
地
形
探
索
山
行
講
師
沢
田
河
洋

▽
昭
和
六
十
二
年
七
月
二
十
一
日
（
火
）
ル
ー
ム

ス
ト
レ
ッ
チ
ン
グ
講
習
・
実
技
講
師
笠
松
美
和
子

▽
昭
和
六
十
二
年
七
月
三
十
一
日
（
金
）
’
八
月
十
一
日
（
火
）
京
王
百
貨
店

ネ
パ
ー
ル
神
々
と
舞
踏
劇
展
（
後
援
）

▽
昭
和
六
十
二
年
九
月
八
日
（
火
）
ル
ー
ム

講
演
ヲ
イ
ー
ゲ
ル
の
す
す
め
と
実
演
」
講
師
玉
木
正
之

▽
昭
和
六
十
二
年
九
月
十
七
日
（
木
）
駒
町
区
民
集
会
室

ス
ト
レ
ッ
チ
ン
グ
講
習
・
実
技
講
師
笠
松
美
和
子

▽
昭
和
六
十
二
年
九
月
二
十
七
日
（
日
）
鉢
盛
山

現
地
小
集
会

195



▽
昭
和
六
十
二
年
九
月
二
十
九
日
（
火
）
ル
ー
ム

映
画
会
「
あ
る
ガ
イ
ド
の
死
」

▽
昭
和
六
士
一
年
十
月
十
日
（
土
）
’
十
一
日
（
日
）
二
軒
小
屋

紅
葉
会
（
最
終
回
）

▽
昭
和
六
十
二
年
十
月
十
五
日
（
木
）
ル
ー
ム

会
員
懇
談
会
「
山
の
映
画
あ
れ
こ
れ
」
講
師
羽
田
栄
治

▽
昭
和
六
十
二
年
十
月
二
十
四
日
（
士
）
ル
ー
ム

第
二
十
回
山
岳
図
書
交
換
会

▽
昭
和
六
十
二
年
十
月
二
十
七
日
（
火
）
ル
ー
ム

講
演
と
ス
ラ
イ
ド
「
ソ
連
の
岩
登
り
と
山
岳
事
情
」

講
師
オ
レ
グ
・
シ
ュ
ミ
ロ
フ

▽
昭
和
六
十
二
年
十
月
三
十
一
日
（
土
）
京
都
西
本
願
寺
会
館

支
部
事
務
局
担
当
者
会
議

▽
昭
和
六
十
二
年
十
月
三
十
一
日
（
土
）
’
十
一
月
一
日
（
日
）
京
都
・
比
良
山

全
国
支
部
懇
談
会
京
都
大
会

▽
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
三
日
（
火
）
高
千
穂
町

第
三
回
高
千
穂
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭

▽
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
五
日
（
木
）
ル
ー
ム

談
話
会
「
こ
の
人
と
語
ろ
う
」
講
師
藤
原
雅
一

▽
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
八
日
（
日
）
上
州
武
尊
山

現
地
小
集
会

▽
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
八
日
（
日
）
皇
居
外
周

学
生
部
マ
ラ
ソ
ン
大
会

▽
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
十
四
日
（
土
）
’
十
五
日
（
日
）
八
王
子
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ゥ
ス
・

奥
多
摩

第
十
三
回
自
然
保
護
全
国
大
会
・
自
然
観
察
会

▽
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
十
四
日
（
土
）
’
十
五
日
（
日
）
高
森
町
、
根
子
岳
東
峰

熊
本
支
部
創
立
三
十
周
年
記
念
集
会
・
山
行

▽
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
十
六
日
（
月
）
ル
ー
ム

会
員
懇
談
会
「
山
の
新
装
備
を
さ
ぐ
る
」
講
師
大
賀
由
晋

▽
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
二
十
日
（
金
）
ル
ー
ム

談
話
会
「
環
境
の
科
学
」
講
師
高
遠
宏

▽
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
（
木
）
ル
ー
ム

第
二
十
五
回
「
こ
の
一
本
展
、
望
月
文
庫
よ
り
」

▽
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
（
木
）
ル
ー
ム

第
十
九
回
山
岳
図
書
を
語
る
夕
べ
講
師
望
月
達
夫

▽
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
五
日
（
土
）
私
学
会
館

年
次
晩
餐
会

▽
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
六
日
（
日
）
城
山

懇
親
山
行

▽
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
十
日
（
木
）
ル
ー
ム

雪
崩
講
習
会
講
師
宮
下
秀
樹

▽
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
十
一
日
（
金
）
ル
ー
ム

談
話
会
「
燃
焼
と
コ
ン
ロ
の
科
学
」
講
師
小
西
奎
二

▽
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
十
九
日
（
土
）
三
国
登
山
隊
事
務
所

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山
に
お
け
る
高
所
の
問
題
」

▽
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
日
（
日
）
倉
岳
山

現
地
小
集
会

▽
昭
和
六
十
三
年
一
月
九
日
（
土
）
三
浦
富
士

自
然
観
察
山
行

▽
昭
和
六
十
三
年
一
月
十
五
日
（
金
）
’
十
七
日
（
日
）
八
方
尾
根

ス
キ
ー
懇
親
会
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会務報告

▽
昭
和
六
十
三
年
一
月
十
五
日
（
金
）
’
十
七
日
（
日
）
六
日
町

ス
キ
ー
講
習
会
講
師
若
井
情
、
榊
原
庸
子

▽
昭
和
六
十
三
年
一
月
二
十
一
日
（
木
）
ル
ー
ム

談
話
会
「
ス
キ
ー
板
の
新
し
い
傾
向
」
講
師
松
丸
秀
夫

▽
昭
和
六
十
三
年
一
月
二
十
七
日
（
水
）
ル
ー
ム

講
演
会
と
ス
ラ
イ
ド
ヌ
コ
ッ
ト
の
跡
を
辿
っ
て
」
講
師
ロ
バ
ー
ト
・
ス
ワ
ン

▽
昭
和
六
十
三
年
二
月
七
日
（
日
）
奥
久
慈
男
体
山

現
地
小
集
会

▽
昭
和
六
十
三
年
二
月
十
八
日
（
木
）
ル
ー
ム

談
話
会
「
東
南
ア
ジ
ア
の
薬
草
」
講
師
山
口
一
孝

▽
昭
和
六
十
三
年
二
月
二
十
日
（
土
）
’
二
十
一
日
（
日
）
六
日
町

ス
キ
ー
講
習
会
講
師
若
井
清
、
榊
原
庸
子

▽
昭
和
六
十
三
年
二
月
二
十
六
日
（
金
）
ル
ー
ム

講
演
会
「
登
山
と
水
分
補
給
」
講
師
鈴
木
政
登

▽
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
日
（
木
）
ル
ー
ム

ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
講
習
会
講
師
松
永
敏
岳

▽
昭
和
六
十
三
年
三
月
十
二
日
（
土
）
ル
ー
ム

第
十
四
回
新
入
会
員
オ
リ
テ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

▽
昭
和
六
十
三
年
三
月
十
九
日
（
土
）
ル
ー
ム

第
十
六
回
山
岳
史
懇
談
会
「
立
教
大
学
山
岳
部
初
期
の
登
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China,Japan,NepalFriendshipExpeditiOⅢ

toQomolangma/Sagarmathal988

OHTSUKAHiroyoshi

TheChineseMountaineeringAssociation(CMA), theJapaneseAlpineClub

(JAC), andtheNepalMountaineeringAssociation(NMA) agreed to cooperate
witheachotherforscalingQomolangma/Sagarmatha(Everest), thehighestpeakof
theworld, fromtheNorthaswellastheSouthbyorganizingajointexpedition.
Theprotocol for thetripartiteexpeditionwassignedby therepresentativesof
eachcountry, onFebruary24, 1987atBeijing.

Theexpeditionhadthefollowingthreemajorobjectives:
1) International cooperationtowardspromotionof friendshipanddevelop-

mentofmountaineeringtechniques.

2) Theexpeditionwasorganized ina spiritofequality・ Theexpedition
wasdividedintotwosimultaneousascentsfromtheChinese andNepalesesides

ofthemountain. Afterthesummitcelebrations, thosewho climbed fromthe

ChinesesidedescendtheNepalesesideandviceversa.

3) Livetelevisiontransmissionthroughacommunicationsatellite fromthe

world'shighestpeak.
Theexpeditionconductedmountaineeringwithduerespect to thespiritof

theKathumanduDeclarationof theUIAAthat emphasises the importance of

protectionofnaturalandculturalheritage. Theexpeditionattemptedtobecome
amodel formountaineeringgroupsworldwide.

TocontrolmountaineeringactivitiesperformedonbothsidesofQomolangma

/Sagarmatha, the expedition established its headquarters in Beijing. The
headquarterswas formedwithgeneral leaders anddeputygeneral leadersre-
commendedrespectivelyby theircountries of origin. Mr・ShiZhanchun, the
President ofCMAwasgeneral leader of theChineseteam. Mr.Toshiolma-
nishi, thePresident of JAC, wasgeneral leader of theJapaneseteam, and
KumarKhadgaBikramShah, thePresident ofNMA,wasgeneral leaderofthe
Nepaleseteam・ Mr・ShiZhanchunservedasChiefoftheheadquartersstaH.

Basicplanofclimbingwasasfollows:
Period:MarchthroughMayl988. ExpectedtoclimbthemountainonMay5,

1988．

Route: TheNorthSide:EastRongbukGlacier-NorthCol-NortheastRidge
-Summit

TheSouthSide:KhumbuGlacier-South Col-Southeast Ridge-
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-Summit

Tactics:Adetailedclimbingplan for thenorthsideroutewas determinedby

representatives ofChinaandJapan, and theplan for thesouthside

routeby representativesofNepal and Japan・ Theseplanswereexe-

cutedaftertheywereapprovedbytheheadquaters.
Theexpeditionpartywasdevidedintotwosub-parties: thenorthpartyand

thesouthparty， Theleaderof thenorthpartywas aChinese teammember,
and the leader of the southpartywas aNepaleseteammembenHowever,

leadersoftheactualnorthpartyandsouthpartyclimginggroupswereJapanese

teammembers. 15members fromeach countrywere selected as climging
groups、

MountaineeringactivitiesweretransmittedlivefromQomolangma/Sagarmatha,

includingitssummitportionusingacommunicationsatellite as arelayfacility.
40membersparticipated in theTVcoverage. TheTVtransmissionbasewas

establishedon thenorth sideof themountain for technical andgeographic
reasons･

Threecountries provided themountaineeringpartywith their ownnews
reporters、 18membersparticipated in the report acitivities. Theysent their
freshreportsandphotographsusingacommunicationsatellite.

Themountaineeringorganizationsofthethreenationsundertookrespectively
tocarryout preparationformountaineeringactivities in thenorthand south
sidesasspecifiedbelow:

CMA-mainlypreparationup tothecamp inChinese territory (transportation,
lodgingsupply,offoodsandfuel, settingofbasecampsandetc.).

NMA-mainlypreparationuptothebasecamp inNepaleseterritory (transpor-
tatioll, lodging, supplyof foods andfuel, settingof basecampsand
etc.).

JAC-mainlypreparation for highaltitudeclimbingactivitiesabovebothbase

camps inChinese andNepaleseterritory(equipments for climbingand
communications, oxygen,medicine, foodsforhighaltitudeandetc.).

OnMay5th, 1988, theexpeditionfinishedwithabigsuccess・ Thel2team

membersscaledthetopfromtwodirections, anddescended indirectionsoppo-
site to theirclimb・ Theentireeventwasbroadcastlive to theworld. The

climbtookplaceinthefinestweathertheexpeditioncouldhaveexpected.
Thesouthpartyencounteredanunexpectedheavysnowfall andhardwind

atthelaststagewhichslowed it down・ The last campwas set upat the
heightof8300meter, lowerthanplanned, whichresulted ina4hourdelaVto
reachthetop・However, theysucceededinreachingthesummitandattainedthe
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object ingood cooperationof three COuntriesmembers, especiallyNepalaese

team-Sherpas. Itwasreallydifficult for bothparties to rendez-vous fromthe

northandthesouthat thetop in time anddescend for eachto theopposite

side, because there is abigdifference inweather andgeographical features

betweenTibetandNepal.

Inconclusion, wepromotedthefriendshipofthreecountries・ Eachcountry
showedtheirownspecialityingoodcooperationandmadeacontributiontothe

worldhistoryofmountaineeringbyestablishinganewandremarkablerecord.

Webelieve thisproject helped to develop and reinforce the friendship
amongtheAsiancountries that possess theHimalayanRange, China, India,
NepalandPakistan.

Lastly, we shouldaddJapan's contribution in financial and techical as-
，

sistancewhichhelpedresult inthesuccessof theexpedition.

FromQomolangmatoSagarmatha

SuccessfulcOmpletionoffirsttraverSe

byYAMADANoborU

Ireachedthesummit at l2:50p.m. (Beijingtime, same as Japan; Nepal
time9:30a.m.)onMay5, 1988. Theweatherwasmagnificentwithaslight
breeze. Iheardavoiceyell "YamadaSan''. Cirendouji (29, ofChina) and
AngLhakpa(27, ofNepal)werealreadyon thesummit andshouted<Gwaa!"
astheVembraced.

Wecongratulaiedeachotherforajobwelldoneandslappedeachotheron
theshoulders.

Theyhadtrustedmeand left theleadtomemostofthewayup・ Perhaps
thatwasnatural sincelammucholder andmoreexperiencedthanthey. Once

themembersof thetraversepartyweredecided, leadership sort of naturallv
gravitatedtome.

ItwasmythirdclimbofEverest. Iwasnotsoexcitedthis time:ratherl

feltcalmandmorethancapableofreachingthetop.Aslhadlongwantedto

climbthemountainfromthenorth. Iwasveryhappy tobegiventhisoppor-
tunltv.

〃

Atthesummitwewent through the standardceremonyof summitphoto-
graphs, theneachofustookcareofourseparatesummitbusiness.

IcalledClimbingLeaderShigehiroon thetransceiver. Itwasdecidedthat

we shouldwait on thesummit for the south side climbingparty and the
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televlsloncrew,

Ouronehour on the summit passedquickly. We talked individually to

ourcompanions atAdvanceBaseCampandon theNorthCol, andreceived
congratulationsfromthem.

Cirendouii removedhismittens to change filmandhis handsbegan to

freeze，andhealsocomplainedofcoldfeet. AngLhakpaalsobecamecoldand
impatient tostartdown. Just thenthe figureofLiZhixinof thesupportparty
cameintoview, andtheywerepersuadedtowaitabit longer.

As soonasLiZhixinreached the summitwe asked ifhehad })rought

oxygen. Heanswered"no".
AngLhakpahad2bottlesof oxygenandchanged tohissecondbottle. I

hadonly30atmospheres leftbutexpected that lwouldn'tneedoxygenfor the
descent, solwasnotworried.

At l4:00weleftthesummit.

Weropedupwithour6mmrope,withme inthelead.Whenwereached
thetopoftheHillarySteptheSouthSummitcame intoview, andwecouldsee
thesouthsidepartyclimbing. Wewere relieved that the routewas clearly
visible. Even if onehasclimbeda routebefore, deScendinga routewithout

footprintscanbescary, not tomentionthedangerofavalanches. So itwas a
relieftoseethat thesnowonthesouthsidewas insafecondition.

Ourtrackswouldalsohelpthe southsidepartyreach the summit safely.
Wemet themat thesmall colbetweentheSouthSummitandthemainsummit.

Wewishedeachotherasafeclimb. Thenourgrouppushedonpast theSouth

Summit towardCamp4. At l6:00wemetMitsuguKitamuraclimbing alone
belowtheSouthSummit. Hewasunder instructionstomeetus an(l accompany

uSdown.

AtCamp4weweremetbySundareandAngKarma. Imoto,whohad just
6nishedbringinga loadup, wanted tostay tohelpwithcookingan(1 ()ther
chores, but therewerenotenoughsleepingbags, sohewentdown.

Thushaving completed the first north-to-south traverse of Everest, we
descendedtoBaseCampthenextday.

(1) Reasonsforoursuccess

Onthenorthside, successwaslargelydue to competentorganizationof the

ferryingofsuppliesandtotheskillofClimbingLeaderShigehiro.
As theroutewas alreadyknownand therewere noparticularobstacles,

successdependedlargelyonluckwiththeweather, but inthefinalanalysisthe
keywas competent organizationof loadferrying. The responsiblepeopleat
BaseCampandAdvanceBaseCampdid their jobswell, providingthesupport
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thatweneededforsuccess.

Equalityamongthethreenationswas abasicprincipleof thisclimb, but

theworkof organizingtheloadferryingcouldnot be sharedequally. Itwas

clear fromthebeginning that thispainful taskwouldfall to the Japanese

members, and thisburdenwas shoulderedwithout complaint. This attitude

wasanimportant factor inoursuccess.

Thisprovided the foundation foroursteadyprogress in thegoodweather

whichwewerefortunatetohave. Itpermittedustoestablishourhighcamps,

Camp5,Camp6andCamp7, higherthanoriginallyplanned.

(2) ThesevereweatheronQomolangma

Qomolangma inspringhasgenerallysevereweather. Ihaveclimbed in

theHimalayaandotherhighranges ofNepal, IndiaandPakistanl6times

overthe lastlOyears.Oftheseclimbsl2wereinNepal, 6oftheminwinter,

including successfulwinter ascents ofSagarmatha,ManasluandAnnapurna.

The springweather onQomolangma this timewasmore severe than the

weatherthanonthosewinterascents. Inparticularthewinds andstormswere

severe. LifeatBaseCampintheseverewindsofMarchwasparticularlyhard,

andsomeofthetents atAdvanceBaseCampwereblownaway andcouldnot

berecovered. Our firstrealbattlewiththewindduringclimbingwas inearly

April, inputtingtheroutethroughfromCamp4on theNorthCol toCamp5

andthenferryingloadsupit.

Thetoppart of thesnow-coveredNortheastRidge at about7,500mseems

toforma funnel for thewind that strikestheNorthFace, analogous to the

SouthCol servingas a funnel forthewindthat strikestheLhotseFace. The

windtherekeptupasteady30to40m/secwithoutabreak.

Oncewhen4of uswereputtingtheroutethroughthat stretchwehad to

crawl, clingingto therocks, struggling tomove fromonehold to thenext.

Fortunatelytheforce of thethinairwas reduced; thesamewindat sealevel

wouldhaveblownusaway.Once l triedtoremovemypack to takerope (to

be fixedon theroute)out, but thewind immediatelyblewbetweenmybody

andthepack, threatening towrenchthepack frommygrasp. Igaveupon

removingthepackandhadanotherclimber take theropeout forme. Itwas

thefirsttimelhadeverclimbedinsuChaterriblewind.

Ourspringclimbwasblessedbyanunusualstretchof clearweather, but

thewindwasourgreatenemy.

(3) Thelastcamp,Camp7,at8,680m

Ithadtobethelastpossibleplace・ Besideamushroomshapedrockon the

ridgewas iustenoughspacefor34-mantents.
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Sinceonepurposeofthisexpeditionwas tosendthe6rst livetelecast from

Everest, itwasourresponsibility toprepareadequatespace for the last camp

andthetelevisionequipment・ Ourprobabilityof successwasgreatlyenhanced
when、onMay4, wesucceeded inassemblingour3-mansummit assault team
(1 each fromJapan, China andNepal) and the4-man (all-Nepali) Ioad

ferryingsupportteamat thelastcamp.
Slightlybelowthat, at8,600m, wefoundthe remainsof anoldChinese

expeditioncamp, butthehighersitewasfarsuperior.

(4) Night at the last camp-across－sectionofcross-culturalmountain

climbing

Wehadnotroubleconversingwitheachotherandnoshortageofthingsto

talkabout.WhileltalkedtoAngLhakpainNepali, Cirendoujijustlistened;

thenhe talked toAngLhakpa inTibetan. Whilewewere enjoying our

conversation inarelaxedmood, LhakpaSonaofthesupportpartypoppedinto

ourtent, liveningthingsup.

Hereisourdinnermenuthatnight :

(a) Soupmadefromtsampacrusheduplikebuckwheatmash,withcheeseand
muat"rd.

(b) Instantrice.

(c) Soupmadefrominstantrice,meatandtsampa.

Weatethesealternately. Tsampawasourmainstaple.

Beforedepartureweweresomewhatworriedaboutcultural differencesona

trinationalexpedition, but intheevent itdidnotbotherme.
Thiswas for several reasons :IalreadyknewsomeoftheSherpas; even

thoseSherpasldidnotknowknewaboutme; Ihadalreadyclimbedwithseveral
foreignorjointexpeditions includingPolish, IndianandNepali climbersand
keepupthefriendshipswiththoseclimberstothisday. Iknewaboutthebright

side, thepleasuresof jointexpeditions,whichinfactwasoneofthemainreasons

I joinedthisexpedition.
Ibelievethat inadditiontobeingstrongphysicallyandskilled technically,

amountainclimberhastobegood-natured.Onceyou'reinthemountains,sharing
l

thesametentandeatingfromthesamepot, culturaldifferencescanbeovercome

byaneffort atmutualunderstanding. Thiswasparticularlytrueinmycase,
butonthewholethingswentwellthroughout theexpedition.

(5) The2ndstepandthefinal summitclimb
AIOOmtraversefromCamp7broughtustothebaseofthe2ndstep.The

2ndstepconsistsofacouloir-shapedrockpitch, achimney, asnowslopeanda
finalpitchthat isclimbedwiththeaidof ironandaluminumladders. Therocky
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couloir includedone rather steep step. I traversed2to3meters totheright,

climbedupone step toanother stepabout hipheight, thengotupthatand
traversedbacktothebaseofthechimney.

Cirendoujiclimbedwellbutashedidnothaveahammerorpitons. Ihad
toclimbfirstandprepareabelaypointwith2pitons. Therockwasbrittleand
thepitonswerehard toplace,butbyhookorcrooklmanagedtopoundthem
in.Weusedanold6mmfixedropethatwefound. Cirendoujiwentonahead

whilelbelayedAngLhakpaupthispitch. Thenwe climbedan iron ladder
leftbythel975Chineseexpeditionandanaluminum(6to7meterslong) ladder
left by the l985Spanishexpedition. Above thatwasarockpinnaclethatwe
usedasasupportfora6xedrope. Bythetimeweclimbedupanother ladder
anddetouredtotheright aroundanother2m－highwall tothebaseofthetalus
slopeabove, anhourhadpassed.Thenweclimbedanother200mupthetalus
slopetothebaseofatriangularsnowfield. Thesnowwasnotuniform.Where
itwassoftwesankintotheknee, thighorevenhip.We tried toplace the
routeonhardsnowwherewalkingwaseasy,whichrequiredswitchbackingright
Rnrl 1eft several times. Sometimeswewereon theEastFaceoverlookingthe
KangshungGIacier,sometimesontheNorthFace.

Ipickeduptherearonthelaststretchto the summit. Inever thoughtof
climbingascompetition, but fheChineseandNepaliclimberswithmeseemedto
eachbe intent onreaching the summit firSt. Itookmytime, communicating
withthecampsbelowandtakingphotographsaslclimbed, andarrivedat the
sL,mmitabout lOminutesbehindtheothers.

(6) A1pinestylevs. polarmethod
Thesedaysmanypeopleseemtohavethe impressionthatalpinestyleclimb-

ingisthe"newstyle'',thepolarmethodisthe"oldstyle"andlargepolarmethod
expeditionsareobsolete,butlthinkthattheonlypeoplewhoarereallyqualified
toarguetherelativemeritsofthetwostylesare thosewhohave actuallydone
both.

ReinholdMessnerdoesnotusethepolarmethod, andifhetriedithewould
probablyfindhimself incompatiblewithit・ ButevenhegothisfirstHimalayan
experiencedoingclassicalpolarmethodclimbing・ Onlyafterhehadaccumula#ed
sufficientHimalayanexperiencedidhemoveintoalpinestyle,soloandoxygenless
climbing.

Alpinestyleclimbingin theHimalaya requires superior physical strength,
technicalmountaineeringskillandpsychologicalfortitude.Itisacontinualstrug-
glewithoneselfundercontinuingstress.Theriskishigh,withahighpropor-
tionof unsuccessful attemptsandmanycasesoffailuretofindagoodroutefor
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thedescent.

Thepolarmethodalsohas itsdifficulties.Theadvantagesof thismethodare

reducedrisk, increasedsafetyandimprovedchancesofsuccess,but tosomepeople

thesearealsodisadvantageS. Andthetacticsbecomemoredi伍cultandcomplica-

ted.

Ihavebeenonshort (20 to30days) polar-style expeditions. It isnol

something that just anybodycando. I have come toprefer climbs inwhich
everybodymakesit tothesummit.

Neithermethodis inherentlysuperiortotheother. Some routesarebetter
climbedbyonemethod, other routesbytheothermethod. Eachclimbermust

makehisowndecisions inthesematters. I thinkit is importantnot tobeswaVed

bythepretentiousarguments inmountaineeringmagazinesorbyclimbingfads.
(7) Somethoughtsonthisclimb

Iamgladthat lwentonthis climb, andmyChinese andNepali friends

seemedgenuinelyhappytohavemethere.

Tome, thechancetoclimbtogetherwithmanygoodpeoplewasoneofthe
attractionsof this expedition. Success intraversingthemountainandthevastly
expandedhumancontacts havebecome important assets tome. Inparticularl
made importantcontactswiththeyoungergenerationof climbers, whoml hope
totakealongonfutureexpeditions.

Ihopethat theJapaneseAlpmeClubwill continue toplanandcarryout
goodexpeditions.

(8) Prospects

Asformyownplans, since l climbedAnnapurna in thewinterof l987,

manypeoplehavebeenencouragingme tocompleteclimbingalll48,000-meter
peaks. Asofthiswriting, inthesummerofl988, Ihave71eft. InOctoberl

plan toclimbChoOyufromtheChinese sideand thenShishaPangma. 1f
successful thatwill leave5 (l intheNepalHimalayaand4intheKarakoram)

whichlhopetocompletebyage40・ Afterthat lhope towork togainmore
publicrecognitionofthevalueofmountaineering.

(FromQomolangmatoSagarmatha:TranslatedbyHaroldSolomon)
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FirstWinterAscentofAnnapurnaSoIIthFace

byYAGIHARAKuniaki

Successonthesecondattempt

OurgroupfromtheGummaPrefectureMountaineeringFederationattempted
theSouthFaceofAnnapurnainthewinterofl984～1985,onlytobeturnedback

afterreachingthe7,200meterlevel.
Causesoffailureincludedinadequatefundingand inadequateknowledgeof

winterHimalayan snowconditions. We felt that the routewaswithinour
technicalability, andresolvedtomakeanotherattempt inthenearfuture. (Our
report is intheJapanesemountaineeringmagazine"Sanguku"in1985, inJapanese
only.)

Onourreturnattempt,wesucceeded・ThesummitwasreachedonDecember

20afterl2hoursclimbing, butunfortunately2ofthe4summittersfell to their
deathsonthedesCent.

WhenwereturnedtoJapanourfirstattempt inFebruaryl985, Iwasasked
toleadanEverest expeditiontomakeamotionPictureteamonthelifeofNao-
miUemura・ SincetheonlywaytosucceedinaHimalayanclimbis togainHi-

malayanexperience.I,togetherTsutomuMiyazakiandNoboruYamada,organized
anexpedition for thepurpose,consistingmainlyofclimbersfromtheGumma
PrefectureMountaineeringFederationwhowere expected tobeonthenext
AnnapurnaSouthFaceexpedition.

Oftheclimbersonthatexpedition, includingaprofessional cameramanand

photographicassistantYasuhiraSaito,8weretheGummaPrefectureMountaineer-
ingFederations; 11climbers, including9Japaneseand2Sherpas,made it tothe
SouthCol・ Due tobreakdownofoxygenequipmentandotherreasons,only7
madethesummit.Ofthose, 5, includingmyself, were fromGummaPrefecture
MountaineeringFederation, somyplantohaveusaccumulatehigh-altitudeHi-
malayanexperiencewasbasicallysuccessful. These8became thecoreof the
secondAnnapurnaexpedition, which included, inall, 14people includingthe
non-climbingGeneralLeader.

FastassaUltstrategy

Miyazaki,reflectingonthereasonsforourprevious failure, formulated fast
assault tacticsdesignedtokeepusfromgettingcaughtinbadweatherforalong
time. Itwasplanned to restrict the assault period toonlyl5days・ Longer
periods arediHicult bothphysicallyandmentally, requiringone to risklong
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periodsindangerouslocations.

Consideringthat thebadweatherandsnowfalloflateDecemberwouldbe

ourmajorproblems,wefelt that afastassaultwasouronlychoice. We felt

thatourabilityandexperiencearesuificient todotheclimbinthattime, ifwe
couldsolvetheproblemofhigh_altitudeacclimatization.

AnotherelementofourstrategywastomoveBaseCampclose totheSouth
Face andreduce thenumberof camps. The campswouldhavetobeableto

withstandlongperiodsofsnowfall･WeplannedourCamp5at the siteof the
BritishCamp7abovethemini rockband. Intheevent,Camp4at7,400mwas
ourhighest.

Tomakethesummit intheilrsthalfofDecemberwewouldhave to start
fromthebeginningofNovember. Novemberoffersthemost stableweatherof
theentireyear・ Somepeople askwhetherthiswasreallvawinterclimb. and

〃

evenweareunabletoridourselvesofdoubtonthis point. However, we feel
thataclimbofthisrouteinthehighwintermonthsofJanuaryandFabruaryis
beyond reachattoday'smountaineeringstandard, and that ourclimbwas a
useful steponthewaytothiseventualgoal.

Althoughweplannedanassault periodofonlyl5days. We adopteda
cautiousapproachandtmkenoughfoodtolastusuntil themiddleofFebruary.
Wesawsnowfallastheonlythingthat couldprolongourclimb. OntheSouth
FaceofAnnapurna, theeHectsofcoldandstrongwindarenotassevereasin
someotherplaces. Expecting topossiblyhavetoreconstructroutesduetofixed
ropesbecomingburiedinheavysnowfall,wetookdouble theusual amount of
climbinghardware.

Expeditionmembers'Himalayanexperience
Thereisonethingthat ltoldourmembersoverandover. "Ourcumulative

HimalayanexperienceandaccOmplishmentsarefarsuperiortothoseofthel970
BritishexpeditionledbyBonington.Moreover, theyclimbedthisrouteinspring
whenmuchmore snowfalls, although thecold isnot quite as severe as 'n
winter. COnsideringthis, it isinconceivablethatweshouldbeunablstoclimb
thisroute. WecanapproachourSouthFacewinterclimbwithconfidence.”

Thel970Britishexpedition, inwhatnowseemsarelativelyearlyperiod in
Himalayanmountaineeringhistory, hadonly3memberswithHimalayanex-
Perience,witha total of6climbsamongthem・Wehad8memberswhohad

climbed8,00Gmetersummitsatotalofl7times.

Afterourfirst failedattempt ontheSouthFaceofAnnapurna, Bulgarian
andSwissexpeditionstriedtheroute inwinter, andtheyalsofailed.
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Kathmandu,BaseCamp, acclimatization

ThenightofOctober29, whenthemaingroupof5members reached

Kathmandu,Nazuka and Satodeparted fbrPokharawithtwotrucks・ Itwas
duringstricttrafficcontrol precedingtheSouthAsia7NationsSummitConfer-
ence･

Themaincaravanleft onNovember3, split into5groups・ Since itwas

theheightofthetrekkingseason, wewerehardput to findenoughporters.
Wetook6days toMachhapuchareBaseCamp. Thenwepassedourprevious
BaseCamp, andafter8days setupournewBaseCampat 4,300mat the
baseofthe"uthFace.

WetookacClimatizationtrips, totalinglOdays, toTentPeak(5,663m) and
inthedirectionofG1nderDome. TentPeakwasclimbeda total of27 times

byllmembers・Wehopedtoclimbtothe7,000mlevel onGlacierDomebut
reachedonly6,000mto return toBaseCamp.Wethentook4days forrest
andsomesimplepreparations.

YamadaandDr.Fujiokacameat theendofNovember. Ontheway, at
MacchapuchareBaseCamp, theyencounteredanaccidentwhereKatsuyukiHa-
yashifell tohisdeathwhilebuildinganelectricpowergeneratingfacility・ Dr.
FujiokaadministeredtreatmentwhileYamadawent toget ahelicoptertotake
Hayashi toKathmandu.

Startofclimbing,camppitching,avalanchesandsnowfall
Decemberl,therealclimbingstarted,after checkingthe routebefore the

endofNovember.Weclimbedanicefallthatdidnotneedtohavearouteput

upitandpitchedCamplabove itstop・ Thatwasat 5,300m. Thenextday

Yamada,SaitoandKobayashi startedtoputtherouteuptoCamp2. Itwasthe
sameroutewehadusedinl985, soprogresswasfast.

December3ferryingofloadsstartedintherearoftherouteblazingparty.
Camp2waspitchedat6,100m・ Progresswasveryfast・ However, toomuchof

agoodthingisn'talwaysgood.Themountainlost little timestrikingback.
ThatveryafternoonahangingglacierontheSouthFacecollapsedandscoreda
directhitonCampl. Itwasonlyabranchoftheavalanchethathitthecamp,

butneverthelessall6tentsandthesupplies-90%of thesuppliesneededfor
theuppercampshadalreadybeenferriedupandwerecachedatCampl-were

sweptaway. TherewerelOclimbers andSherpas in thecamp，Fortunately
theytookshelterunderanicestepandtheonlyinjurywastooneSherpa,who
washit byablockand injured in theheadandshoulder. Ferryingupof
reservesuppliesfromBaseCampstartedimmediately.
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ByDecember6, theroutewasput throughup to the siteof camp3at

6,850m.However,hecauseofthelongperiodofgoodweatherontheSouth

Face,ashowerofrocksraineddowncontinuously. Thenext daywe climbed

backuptopitchCamp3,butoneclimberwhowaslookingforthe site tooka

directhitfromarockthe sizeofaman'shead,whichhit himinthe foot.

Luckilyhewasonlybruisedandwewereable toevacuatehimthenext day.

Wealsomovedthecampsitedownabit.

WerescheduledthepitchingofCamp3forDecemberlO・ Bythat timethe
weatherwasturningworse. Onthellthsnowbegantofall・ It fell all dav;
lmeteraccumulatedatCamp2. Theseriesofaccidents-anavalanche, afalling
rockaccident,aSherpafallingintoacrevasseandnowsnowfall-remindedusof

ourfailure3yearspreviously.Webecamegloomy. The l3thwasadayof
avalanchedanger, andactivitywasstoppedatallcamps.

ACanadianexpeditionthatwastryingtoclimbtheSouthFace (whichthey
calledtheSoutherstFace)byanewroutedecidedtocall itquits inthefaceof
thisheavysnowfall. Theyreached6,100meters.

Thel4thwestartedworkontherouteagain・ Thenewlyfallensnowheld
looserocksinplace, reducingtheamountoffallenrock・ Wepassedour l985
highpointat7,200m, thenarrivedat therightsideofthebaseofarockface
calledtheHatiron． Thisisthecruxoftheroute. The rockface, 100mhigh,
overhangs inplaces・Nazukaledthewayandreachedthe top inabit over4
hours.

Pitchingthefinalcamp.

Decemberl7,Nazuka,MieandKobayashiput therouteupwhileYanoand

aSherpacarriedthematerialsforCamp4.Asaresult thecampwaspitched
assoonasthesitewasreached, at7,400m.

Camp4wasonasnowyridge,butclearingonlya small amount of snow

awayexposedhardice, andathirdofthe tentwas suspended inspace. The
three climbers insidecouldnot get into sleepingbags; theyhad tohuddle
togetherastheypassedthenight.

Thenext2dayswefixedaropefromCamp4upacouloirto thebaseof
themicrorockband, anddecidedthat the assaultwouldbecarriedout bV2

teamsof6to7meneach.

Assault, summit

December20, 4climbers,NoboruYamada, YasuhiraSaito,AkioMieand

ToshiyukiKobayashi, startedtheassaultatO3:40,while itwas still dark、 1t
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wasclearandcalm, thetemperature-35℃(-31｡F)． AtBaseCampIburned
dopesaidtohavebeentakenfromthebaseoftheholyMt.KailaSandprayed
forthesafetVofourclimbers.

AtO9:00ourclimbers arrivedat themicrorockband.Theyclimbeda

snowfaceandasnowridgeleadingtothe summit rockface.Atl2:00,they

startedupthesummitrockband・ IcouldwatchthemfromBaseCampthrough
binoculars. Theytook2hoursup the rock face, thenstartedup the summit
ridge. Onthenorthside theywere in the shade and itwas quite cold,

althoughtherewaSonlyalightbreeze・ Atl5:17theyreachedthesummit and
madeavideotapeofthescenery.

Theycalledusfromthesummit, expressingtheirhappinessandthanks.We
inturnexpressedourthanksandappreciationtothem.Atl5:48Yamadaand
Saitoleftthesummit; theothertwohadgoneahead. Iwas reassuredby the
speedofMie,whowasthefirsttoheaddown.

KobavashiandSaitofalltodeaths.
ず

However, anhourlater, astheclimbersfinisheddesendingthesteepsummit

rockface,justastheystarteddownarelativelygradual slopeKobayashi fell.
Yamadasaidthatheseemedtohavetrippedontheskavler. YamadaandSaito

watchedasKobayashi fell,butonthesteepSouthFacetherewasnohope that
hewouldstoporbesaved. Itwasalloverquickly,andtheyhadnochoicebut
toresignthemselvestohisfate.

Atl7:30, astheSouthFacewasredwithalpenglow,YamadaandSaito
reachedtheendofthefixedrope. Justbeforel9:00,YamadareachedCamp
4. Saitowassaidtoberightbehind; anditwassaidthat acallfromcamp to

Saitobrought aresponse.Miewent out tomeethimbut justbeforeSaito
reachedcamphesuddenlyyelled"are…!"andfell.

Hiscramponsscrapedagainst rock, andredsparksHewinthedarkness.
Thejoyofthesummitwasnowreplacedby the sorrowof seeingKobayashi
andSaitofall totheirdeaths. ThediHerencebetweenjoyandsorrowwasjust

toogreatandleftusspeechless.Wedecided toabort the secondassault and
withdraw.

YamadaandYagiharadescendedfirst・ Ahelicoptersearchwasacomplete
failure，withnotraceofeithertheclimbersoranyoftheirequipment.

Completingtheclimb
Wesuccessfullyclimbedadifficult route onan8,000-meterpeak for the

firsttimeinwinter,ontheSouthFaceofAnnapurna,without usingoxygen.
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Adequateacclimatizationandrestpermittedustocompletetheclimb inashort

time (was thisperhapsalsoa first?) and tosome extent theclimbwent

accordingtoplan.

However,wewerenot able tocomplete the climb in the l5days as

originallyplannedandlost2climbers, sowecouldnotfeelsatisfiedwiththe

resultsofthisexpedition.

ToshiyukiKobayashi was a 22-year.old student atGummaUniversity,

voluntarilytaking5yearstofinishschool.HehadbeentoEverest atagel9,

makingittotheSouthCol twicewithout oxygen, andafterthatcontinued to

showrapidprogressasaclimber.

YasuhiraSaitohad teamedupwithNoboruYamada foranalpine-style

winterclimbofMnn"slu・ Thatwas the climbonwhich they foundand
broughtbacka6<Peace'' tobaccocanthathadbeenleftonthe summit ridgeby
theJapaneseexpeditionthatdidthe first ascent of themountain inl953、an

eventwhichbecamequiteatopicof conversation・ He alsoparticipated inthe

firStascentofarouteonDhaulagiril.

(TranslatedbyHaroldSolomon)

TheDefenseACademyAlpineClub

Mt.QomolangmaExpeditionl987

KAWARAMITak到皇hi

Partymembers

(1) TheheadquatrersoftheExpedition

LeaderoftheExpedition:MotoharuArima (amember of theHouseof

Representatives)

Generalleader:TakashiKawakami,Subleader:YoshihiroWakaura,General

aHairs :NaohikoOhsaki,Doctors:YoshiakiSawamoto,TakumiSugie,Camera.
men:MinaoKitamura,TarohAkashi,NoriyukiMuraguchi,Yoshikazulnoh

(2) Climbingparty

Japaneseparty:MasaoYokoyama(ClimbingLeader), IsaoFukura,Yohichiro

Yamaguchi, KohichiWakui, RyohheiKarino,KeiichirohMatsumoto, Isao
Kobayashi,ShinichiHineno,KohichirohTakahashi,YoshitakaUeda,Mikio
Hosoda, Toshiolwasaki,ToshiziSatoh, ShigeruMatsuoka, IsamuMagami,
YukinoriKiyosawa, KatsuhikoChiba, ChikaraShinoda, OsamuYoshida,
KesaziKawauchi

(3) Sherpas :NawangYondenandl7members
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(4) Chinesemembers: L.OChohRenyuuand2members

(5) AJapaneseconnector inPeking:YohichiNagano

Schedule

Aug、4 Builtabasecamp(5,154m)
Aug. 5 Startedtosendourbelongingsbyyakstothebasecamp.

Aug、6 Campl (5,700m)wasbuilt on the rightbankofRongbuk
Glacier.

Aug. 7-14 1nspectedtheplacedestined forCamp2andtherouteof
northridgeofMt.Qomolangma.

Au9.15 Camp2(5,930m)wassetup.

Au9. 29 Camp3 (6,300m)wasbuiltonthenorthridge.
Sept. 2 Mr・MasaoYokoyama, ClimbingLeader, passedawayby

accidentalyslippingdownintotheRongbukRiveronhisway
fromCampltothebasecamp.

Sept. 14 Camp3wassweptawaybyanavalanchethatwas40mwide,

150mlong,and2mthick(around23:00).
Sept. 11-14 Sufferedfromheavysnow.

Sept，19 Rosumedclimbing, reinforcedtheroute, landedourbelongings
andexaminedtheplacedestinedforNewCamp3.

Sept、26 NewCamp3 (6,900m)wassetuponthenorthridge.
Sept. 27 Advancedtotheshoulderofthewestridgeandthenexamined

therouteupuntil7,400m.
Sept、28 Camp4wassetupontheshoulderofthewestridge.

Sept、29-0ct、2 1nspected theplacedestinedforCamp5and sent ourbe-
longingsthere・Examinedtherouteupuntil7,800m.

0ct. 3 Camp5(7,600m)wassetup.

0ct、4-18 1nspected theplacedestined forCamp6 and sent our5
membersand3sherpasstoodat8,100m,whichisthehighest

pointwehadeverreachedthistime.
0ct、18－20 Terminatedclimbingandstarted towithdrawdue toheavy

snOwnn(Iwind.

IttookalongtimeforustoadaptourselvestothediHerentheightasonly4
out of 21membershadpractical climbingexperience. Oneof themembers
climbedMt.KongurTiubie (7,595m) andreachedthesummit. Twoothers
climbedMt・Passu(7,284m),whichisloCatedinPakistan.Thefourthmember

climbedMt.SickleMoon(6,574m), whichis locatedinlndia.

TrainingforAdaptation

Eachfellowmadel)a5-day trainingtour to5000m-highmountains ac-
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cording tohisconditions fromthebaseontherightbankofRongbukRiver,

and2)a5-daytrainingtourto6300m-highmountainsontheeastsidefromthe

basecamp.

Asmostofthefellowswerenot familiarwithclimbinguphighermountains,

at iirstsomeofushadsometroublewiththeirconditions・However, laterat the

endofSeptemberwhenwetriedtoclimbeupagain,noneof themembers fell
intobadconditions.

AnOxygenlnhaler

WeusedanoxygeninhalerfromCamp4.
Directionsforuseareasfollows:

Camp4 (7,300m) : forsleeping, eachuses0.21itersperminute
Camp5 (7,600m) : forsleeping,eachuses0.51itersperminute

foractivity, eachusesl.01itersperminute
Camp6 (8,100m) : fOrsleeping, eachusesl・O1itersperminute

foractivity,eachuses3.01itersperminute
It isregretful thatwe failed tobuildCamp6owing toheavy snowand

wind, eventhoughwehadcompletedtheroutetotheplacedestinedplacefor it.

TheCrown(HuangGuanShan) 1987

YAMAMOTORyozo

Prologue

Summer inl987we,AcademicAlpineClubofShizuokaandShizuokaUni-

versity, sentascientific andmountaineeringExpeditiontoXinjiang inChina,
whosepurpose is toclimbTheCrown(7295m:HuangGuanShan) and todo
scientific investigationsaroundDzungarianbasinandTaklimakandesert. The
Crown is locatedabout 40kmnorthwest ofK2 and ithadbeen the third

highestunclimbedpeakintheworld.
Letme say this inconclusion, unfortunatelywe could not get to the

summit. Ourhighestpointreachedwasabout 7010meters.

Withregardtothescientificinvestigations,manyfruitefulresultswereobtained

fromtheseinvestigations.

WehadpermissiontotryTheCrownintheendofJulyandtheagreement
withMountaineeringAssociationofThePeople'sRepublicofChina(CMA)was
concludedatBeijinginNovemberl986. Bythehelpofmanyfriends inChina

and Japan, the permission to do scientific investigationwas finallygiven
providedthat itmustbeperformedwithjointofAcademicaSinica.

TheexpeditionpartyConsistedof:Prof．T｡Murataas theChief leader, 14
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climbers (Leader:R.Yamamoto), 7 scientists (Leader :Dr.Ohishi), one

Newspaperreporterand9Chineseincluding5scientistsfromAcademicaSinica.

AscentofTheCrown

Alongwiththeapproachroutewell-known toK2BaseCamp fromChina

side,onJunel8wearrivedwith75camelsatBaseCamp (BC)at3900mnear

theendof theCrevasseGlacierwhich is thelongestone inChina, viathe

AghilPass (4780m) andShaksgamRiverfromMazar-Dara.

AdvancedBaseCamp(ABC)wasestablishedonJuly21at4410mnearthe

junctionoftheCrevasseGlacierandtheCrownGIacier・ As theroutefromBC
toABCwasabout 20kmlong, wehave tomakeDepoCamp(DC) onthe
halfway inorder tomake smoothtransportationof our loadontheCrevasse
Glacier andalsowe sometimeshaveencounteredviolentwaterstreams tobe

causedbyafternoonHuidshavepreventedus togoupand/or down there.
Therefore, itwasnecessaryonemonthmoretocarrytheloadtoABC.

ItseemedtoclimbthetongueoftheCrownGlacierwas verydifficult, we
climbedthesidewallandtraversedontheCrownGlacier・Camplwas set up

onJuly29at5100mbelowthesoutheastridgeoftheCrown・ To reaChCamp
nat5800mon theridge,weclimbedasteeprockbanda snowfacewitha
helpoffixedropesl500mfor28piches.

Fromthere, thetraverseroutewastakenonsnowentirelyjustbelowrocks
ontheeastside of theridge, andon thewaywewentup toon the ridge
whereCampmwasmadeonAugustl7at6550m.

We fixedropes l500mfor 28pichesbetweenCnandCm. Thenwe
traversedfor200meters onthesteepsnoweast face andclimbedabout500m

directlyupwardtoabout7000mhigh， AnA-shapedrockwall risesfor lOOm
fromthere・Wetriedachimneybutcouldnotcompleteitbecauseofdangerous

condition.

Neverthlesstheweatherwas fineand thewindwasgentle, our highest

pointof7010mwasreachedonAugust22and23.
AllmembersreturnedbacktoBConAugust28. Afterthat,CaptainHenry

MorganandaBritishteamofsixcametoourBConSeptemberl.
Morgan'ssubsequent letter tome says thattheyalsocouldnot get tothe

summitforlackoftime・ Theygot towithin75mofthetop.
Onourbackway fromBC, wehave takencamels toacross twoviolent

waterstreamsfromtheSarpoLaggoGlacierandK2Glacier.
AtShaksgamRiver, wehaveoftenacrosseddeepwaterstreamsby taking

camelsandhaddangerousfeelingssometimesbecausewehadnolifejackets.
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IndO-JapaneseNanda-KotExpeditionl987

OHTAKosuke

RikkyoUniversityAplineClubledbyY.Hottasucceededinthefirstascent

ofNanda.KotOct. 5 1936. ThatwasthefirstJapaneseHimalayanExpedition.

Incommemorationofthesilveranniversaryof ourseniorJsuccess, thepresent

clubmembers planeda returnexpedition to themountain inautumn l987.

Sinceentrytothisareabyforeignersisrestricted,weacceptedanlndo-Japanese

joint expedition. WeappreciatebylMF'skindness andappreciationof the

achivementofourseniors.

Sept. 20th 7Japanesemembers including leader of Japaneseparty, K.

Ohta, leftJapanandarrivedatDelhi.

Sept. 28th 2 1ndianmembers including leader of lndianparty, Mr.

Vijai,aliaisonofIicer,and5Sherpasjoinedusandweall leftDelhi.

0ct、2nd We startedour caravanwithl4porters and l2horses frOm
Munsiari．(Busservicegoesonlyasfarasthistown.)

0ct. 5th WepitchedatemporaryBase-House (3650m) ontherightbank
ofLwanlGad, andrelayedloadsfromtheretoBaseCamp.

0ct. 6thWeestablishedourBaseCamp(4150m)．Thissitewasbelow
theendofLwanlGlacier, sowehadplentifulrunningwater.

0ct、7th Theweatherwas6ne. Wewent toreconnoiterthesiteof the

AdvancedBaseCamp(ABC) andchose our climbingroute for theNEridge
whichconsistsofgravelat theend・ Itwaseasytoclimbbecause itwassnow
efre.

0ct、8th Cloudy,withoccasionallysnow, 0･CatBC.WesetupABCat

5050m・ Allmemberscarried loadsup toABCfromBC. It took threehOurs
andahalf, andoneandhalfcomingdown.

0ct、9th ltwasveryfine, +1｡CatBC・ ABCwasat the snow-line,

snoutoftheKuchelaGIacier so that runningwaterwas availableduringthe
day-timeonly. 7memberscarriedloadsfromBCtoABC, 4of themstayedat
ABC to prepare theupper route・ Somemembers suHered slightmountain
sickness.

0ct. 10th Veryfne, -12･CatABC・ TheNEridgebecamesteepat
5300mandformedan800m-longsnowwall, thenbecamegentleleadingtothe
tOp・ Weclimbedthebroadglacierat theeastsideoftheNEridgetoaheight
of5300m. ItwastechnicallyeasybutdifIiculttofindtheroutebelowthesnow

A40



wall, becauseofa complicatedsystemof crevasses. We reconnoiterdup to

5600mandreturned.

Oct・ 11th Veryfineday,-15･CatABC.Wefixeda50mlengthofrope

betweencrevassesanda l30mlengthofrope on thesnowwall, thenpitched
Camplat5700m・ Itwasadangerousplacewithmanyhiddencrevasses・We

returnedtoABCimmdeately. ThenexdaywestayedatABCtorest.
0Ct. 13th Veryfine, -10｡CatABC、8members leftABCat9:30to

carryloadsuptoC1whichtheyreachedatnoon, 4remainedatC1toextend
theroutethatafternoonandthenextdav.

0ct、14th Clearturningtocloudy， At firstwe traversedthesnowwall
totheleftsidefromClandthenweclimbedupandtotheright. Inthelast
partwewentupstraightagainandreachedaridgewhichwasbelowa little

peak・ On thewhole the steep zonewashardiceand thegentle zonewas
deepsnow・ Ithinkthis partwasmostdi伍cult on this climbingroute. We

fixedabout200mlengthofropeon thesteeppartbecausetherewasavalanche
danger. Scenerywasveryfine,wecouldseemanyHimalayanpeaks, especially

Nanda-Devi. Wereachedtheridgeandwentupa little, andpitchedC2at

6150m・ Theweather becamegraduallyworse.We returned toC1against

strongandcoldwind.

0ct、15th Finechangingtosnow,-18･CatCl. Wetookthreehoursto

reachC2・ Intheafternoonwepreparedarouteontheupperpartoftheridge
inbadweather. Therewas aneasyandbroadsnowplateauontheopposite
sideof theNEridge・ Whenwereturned toC2, wedecidedthat the first

summitattemptwouldbeonl7thOct.

0ct. 16th Veryilne, strongwind,-20｡CatC2・At firstweclimbedthe
leftsideofaridgeandthenclimbedontherightsideafterbreakingacornice.

Afterthat, theridgebecamewideandeasy･ Thepreviouspartyhadprepared

therouteuptoabout6300moffxedrope・Today2membersclimbeduptoC2

frOmC1・ Tomorrow,all6memberswouldattemptthesummit.

0ct・ 17th VeryfIne， -20℃atC2・Westartedat5:20. Itwasa fine
day, nowind・ Thoughthebroadridgehadno technical problems, wewere

exhaustedbybreakablecrustsnow・ At8:00wepassedadomewithaneasy

slope・ Alongsteepslope led fromthere to thetop, somuchstaminawas
needed・ Afterclimbingaverysteepslopeintwoandahalfhours, webroke
acornicejustunder the summit, andthenreachedtheHat summit at lO:45.
4Japanesestudentsand2SherpasstoodonthesummitofNandaKot・ Ittook
onehourandahalftodescendfromthesummit toC2whthout anv further

彦

trouble.
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0ct. 18th Fineandthencloudy、-28℃atC2． 4membersinClud1ngthe
JapaneseleaderK.Ohtaand2Sherpassucceedinthesecondascent.

OurmemorialNanda-Kotexpeditionafter51yearswas successfulwithout
anyvictims. lOmembers (6Japanese, 4Sherpas) became summiters. But it

wasquiteregrettablethatlndianmemberscouldnotreachthesummitbyreason
ofbadhealthcondition．Oursuccesswaslargelyduetothegoodweather. But
I think thatwemight have failedbut for thekind support of the lndian
members, IMFandlndianArmy
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<BOOkReview>

NORTHTOTHEPOLE

byWillStegerwithPaulSchurke

TimesBooksdivisionofRandonnHoUse, Inc. (NewYork,Toronto) 1987

ReviewedbyHaroldSolomon

Justexactlywhat isapolarexpedition“withoutresupply”？

TheearlyArcticexpeditions, suchas the (debated) successfulNorthPole
expedition in l909 1ed byAdmiral Robert Peary andMatthewHenson,
pioneeredwhat isnowcalledthe"polarmethod" of exploring, establishinga
seriesof camps and relayingsuppliesamongthemto supportthefinalassault
ontheobjective. Inlateryears,withtheadventofmoderntechnology,aircraft
resupplycametoreplacetheseriesofcamps, with theirlargenumber of dogs
andEskimoassistants, thoughthe"polarmethod"liveson inmajormountain-

eeringexpeditions.

Recently, parallel to the interest amongmountaineers in "alpine style"
mountainclimbin9, somepolar explorershavebecome interested inreducing
theirdependenceontechnologyandreturningtothewaysoftheearlyexplorers.
Thisbookdescribes a l986expeditionledbyveteranMinnesotadogsledders
WillStegerandPaulSchurke, advertisedas anattempt toreachtheNorth
Pole"withoutresupply".

Just exactlywhat constitutes an expedition :6without resupply"has been
hotlvdebated・ Onethingthisexpeditiondidnotdowas duplicate thePeary-
Hensonmethod.Apolarexpeditionhasbeencompared toanartificialsatellite
launch inwhichmost of the initial fuel isneeded topropel itsownweight.
PearVandHensonstartedwithl30dogs,most ofwhichwereneededtohaul
theirownfood.As foodwasusedup, eliminatingboththeneedfor some
dogsandthemeanstosustainthem, dogs, startingwiththeweakandinjured,
werekilledandfedtootherdogsandtheexplorers. Today'spublicwouldnot
standfor suchanexpedition, norwould theexplorersthemselves・ SoSteger

andSchurkearrangedtohavedogstakenoutbyairastheybecamesuperHuous,
contendingthat theintegrityoftheexpeditionwouldbemaintainedas longas
nosupplieswerebrought in. ThesuperHuoussledgeswouldbeburnedasfuel.

Duringa trainingperiodatFrobisherBay, themembersspentmuchtime
debatingthetruemeaningof"withoutresupply". Ifsuppliesranlow,wouldit
be all right to sendoneor twoexpeditionmembersoutwith the dogs, to
stretchtheremainingsupplies？Avisitortocamp，BritishexplorerSirRanulph
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Fiennes, onhiswaytoanexpeditionofhisown, advisedthat thiswouldconsti-

tute"reverseresupply"; theonlyjustificationfor sendingsomeoneoutwouldbe

injury.Otherargumentsconcerned, forexample,whetherkillingsealsorpolar

bearsformeatwouldconstitute"resupply''. Itwasdecided thatmemberscould

sendlettersout, but not receive letterswhichwouldconstitute :cpsychological

reSupply".

TsuguoSaotome, aveteranof theNipponUniversityAIpineClub's l978

NorthPoleexpeditionwhonowrunsanArcticexpeditionsupportoperation, is

blunt． "Stegerhasn't done anythingwithout resupply. Sendingdogsout is

equivalenttowhatNipponUniversitydid, receivingsuppliesofdogfoodbyair
andthensending the dogsbackovertheice''. Hesuggests that fundraising

pressuremight have led to exaggeratedclaims. Saotome's partner in the

expeditionsupportbusiness, Resolute-basedBezalJesudason, agreescompletely.
Onecouldaddthatthesendingoutof2injuredmembers, thoughunavoidable,

wasexactly the "reverse'' resupplythatRanFienneswarnedabout, since the
”

suppliesthattheywouldhaveusedwerenotsentoutwiththem.

Nevertheless, evenifsendingdogsout isreverseresupply, it isnot at all

equivalent towhatNipponUniversitydid. First, sinceallsupplieshad tobe
carriedfromthebeginning, initial sledge loadswereover600pounds, and

manyround-tripshadtobemade to relaysupplies, roughlydoublingthetotal

distancetraveled. Second, itwasimpossible to selectivelyresupplyindividual

itemsthatranshortafterdeparture, leadingtointernaldisputes・ Forexample,

thetwotentgroupsquarreledoverallegedsquanderingofpreciousfuel byone
ofthem; andShaklee'schickensoupbecameamorepopular itemthanantici-

pated, 1eadingtomutualsuspicionandrecriminationsoveritsdistribution. AIl

theNipponUniversitypeoplehad todo if somethingranshortwasholdout

until thenextresupplyflight・ Third, tentswereunheatedatnight, resulting

inenormous condenSation insleepingbags, whichcame toweigh50pounds
andmore.

Theproblemof exaggeratedclaimswas not limited to theproblemof

reSupply・ Concernedthatdietarysugarwouldcausebloodsugarlevel toHuctu-

ate, the expeditionplanned a sugar (and salt)-free diet thatwas even

trumpeted inJoeWeidor'sSportsFitnessmagazine asproof that thehuman

bodydoesnotneedsugareveninverycoldweather. However, careful reading
of thisbookreveals that themembersalsocarried individual snacks,mostly

consistingofbrownsugarandothersweets・ Towardthe endsomemembers

became sosickfromtheexpedition'shigh-fatdiet that theypurchasedsweets

fromothersatexorbitantprices.
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Thisexpeditionreached theNorthPoleby themost diHicultmethodyet

attempted, andplaced the firstwoman, AnnBancroft, onthePole・ Even
Saotomeconcedesthismuch.Butitsaccomplishmentsweremarredbyexagger-
atedclaims.

Ontheotherhand, thisbookdeservesmentionforonecontributionthat is
notdirectlyclaimed.WhendiscussingthefirstsuccessfulNorthPoleexpedition
inl909, Steger isalwayscareful toreferto "PearyandHenson'' ratherthan
merely"Peary"・ Limitedandvaluablephotographspace,whichmighthave
beenusedtoincludemoreof theexpedition'sownphotographs, was sacrificed

toincludeafull-pageportraitofHensonandseveralphotographsofthe"Peary
andHenson"expedition・ AlthoughMatthewHenson'sskillasalinguist, sledge
driver andnavigatormadehimvirtuallya co-leaderof the expedition, the
historybooksreferto theexpeditionas simplyPeary'sand toHensonashis
G<manservant", indeferencetoPeary'sheirswhodidnotwanthimequatedwith
ablack. AndwhereasPearyreturnedhomeanationalhero,Hensonfellinto
oblivionasaStatenlslandcustomshouseclerk・ StegQr'seHorttorestoreHenson

tohisrightfulplaceinhistoryiswelcome, as ishisinclusionofaSovietex-
plorer inhisl988multinationalGreenlandtraverse, forwhichhepaidby in-
curringlogisticaldi伍culties causedbybeingunable touseThuleAirBase.

Perhaps somedaySteger'shumanitarianeffortswill be recognizedasmore
importantthanthesemanticsquabblingoverhowtolabelhisexpeditions.

Thisbookismustreading foranyoneinterested inpolarexploration, and

hopefullywillbetranslatedintoJapaneseinthenearfuture.
〔この書評の日本語版(直訳では無いが)は「岩と雪」1988年8月号に掲載されています。ソロモン〕
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来日100年記念

W･ウエストン年譜その2

(明治30年く1897＞－明治43年<1910>まで）

お読みになる前に

1． この年譜は，前号に続いてウェストンの第2回目の来日を中心に，第3回来

日前年までの14年間とし，以後は次号に譲ることにした。

2． 年譜は，すでに公開されている資料と，新しく発掘した資料を出来る限り集

大成したものである。

3． 日時や行程は「ThePlaygroundof theFarEast｣ (｢極東の遊歩場」1918

年刊）を中心に，その他の著作や資料によって作成した。

4． 解説は，出来るだけ新しい事実を紹介することとし，登山の状況など著書に

述べられているものは割愛した。また，周辺資料に基づいて推論したケースも

多々あるが，煩雑を避けるためその過程は省略あるいは略記し，資料名も省略

した。

5． 重要な新事実については，出典を明らかにするため参考資料名を（ ）内に

記した。 さらに『 』は論文名とし， 著者，誌名， 刊行年月日の順に列記し

た。ただし，ウェストンの著作については，著者名を省略した。また，○○資

料，書簡と記したものは，未公刊の個人資料等である。

6． この年譜の作成に当たっては，ウェストンの事績を探究している編者3人の

資料を基に，川村が執筆した。資料の読み違い，推論の誤り等の責任は全て川

村が負うものである。

7． 全体にわたって， 名誉会員島田巽氏の監修を受けたほか，「山岳」編集担当

の大森久雄氏にも貴重な助言を頂いた。そのほか，さまざまな形でご協力下さ

った方々に，この場をかりて厚くお礼申し上げる。

編纂者日本山岳会会員

同

同

川村

三井

安江

宏
雄
宣

嘉
安

昭和63年6月15日
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W・ウェストン年譜（その2）

（1897）

2月……英国地学協会誌(TheGeographical Journal=以後RGS会

誌と略称）が「日本アルプスの登山と探検」の短評を掲載。

(TheGeographicalJournal,Vol、9,No. 2, 1897)

砦 日本での登山の楽しさは十分に理解出来るとしながらも，登山

そのものを評価する言葉はなく，評者も無署名である。

7月……クライネ・シャイデックからアイガー・ヨッホを試登。

(rAnAdventure on theEigerJoch｣TheAlpineJournal,Vol.

23,No. 174, 1906)

8月2日（月）･･･…ブロック (H.S. Bullock) と共に，ポーター1人を

連れてアイガー・ヨッホを越える。 〔ホテルベルピュー〕

(rAnAdventureontheEigerJoch｣TheAlpineJpurnal,Vol.

23,No. 174, 1906)

鵠 8月2日早暁クライネ・シヤイデツクを出発，アイガー氷河を

登った。コル直下で激しい雷に襲われながら，アイガーとメンヒの

間のアイガー・ヨッホを越えたのである。降路はフィッシャー氷河

上部のアイスフォールを経て，ウンター・グリンデルワルト氷河を

ベレックヘ下った。ガイドなしで，20時間余にわたる苦闘の末の

アイガー・ヨッホ越えは，ウェストンが終生誇りとした登肇であっ

鋒
JーO

この年……ウィンブルドン(Wimbledon)のクライスト･チャーチ(The

ChristChurch)の副牧師に就任。

(WhowasWhol929-1940)

(TheCrockford'sClericalDirectory,1923)

鵠 この頃の住所は, Vine Cottage, CottenhamParkRoad,
Wimbledonである。

(TheDerbySchoolRegister)

明治30年

明治31年（1898）

2月23日（水）･･…･ロンドン日本協会の例会で，バクストン(N.Bux-

ton) とフォーダム(M.Fordham)の両氏が，ウェストンと行をとも

にした日本での登山について講演。

(rMountaineering inJapan｣ByNoelBuxton,｢AnAscent of

Fuji inMay｣ByMontagueFordham,倫敦日本協会雑誌四之巻

1900）

粥 バクストンは明治26年(1893) 5月に，ウェストン，オーラ
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－ク (H.W､L.O'Rorke) と一緒だった恵那山，富士山などの登山

を語り，フオーダムも明治25年（1892）5月の富士登山について

述べた。フォーダムは，講演の中で『その時まで誰もが成し得なか

った積雪期の富士登山を，ウェストン氏と行なった破天荒な記録で

ある』としている。ウェストンは明治25年（1892）の暮れには，

その登山が‘初登，でないことを，「ジャパン・メイル」の編集者

から指摘されていた。そのことをフォーダムに伝えていなかったよ

うだが，帰国後に会うこともなかったのだろうか。

鈴 この例会にウェストンは出席していないが，ガウランド(W.

Gowland)やサトウ(E､M.Satow) らが出席していて，講演後に

発言している。ガウランドは，鳥海山や日光山群，それに大峰山な

ど南大和の登山に触れた後『富士山には冬の早い時期に登った』と

語っているが，年月は分からない。また，サトウは日本の登山の良

さは『ヨーロッパと違って，至る所にガイドを連れた観光客の群れ

がいないことであり，登山中にシャンペンの瓶の破片で足を切らな

いことだ。また，日本では，近くの村で温泉に入れるが，スイスで

は滅多にそうした楽しみは得られない』と述べている。

8月……英国山岳会誌(TheAlpine Journal=以後AC会誌と略称）

が「日本アルプスの登山と探検」の書評を掲載。

(rReviewsandNoticesJTheAlpineJournal, Vol. 19,No. 141,
1898）

日時不明……ブロック (H,S.Bullok), ノ､－ド(H.J.Hard) と共に，

新ルートからアレッチホルンに登る。

(rlnMemoriam｣TheAlpineJournal,Vol.52,No. 261, 1940)

明治32年（1899）

月日不明……ブロック (H.S.Bullock), ロングスタッフ(T.G.Long-

staff) と共に，ヴェンゲルンアルプからメンヒ登頂。

(rlnMemoriam｣TheAlpineJournal,Vol.52,No. 261, 1940)

鵲 この登肇でウェストンはfineicemanshipを発揮したと追悼記

に述べられている。

明治35年（1902）

1月23日（木）．.…･日本聖公会オードレイ監督(RightRev.W.

Awdry)が，来日を希望したウェストンについて注意を促す書簡を英

国の福音伝播協会(TheSocietyforthePropagationoftheGospel
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W・ウェストン年譜（その2）

＝以後SPGと略称）に発信。

（『聖公会宣教師･司祭ウオルター・ウェストンと横浜聖アンデレ教会』

垣内茂主の御名によりて～横浜聖アンデレ教会百年史～1985）

饗第1回は英国国教会伝道協会(TheChurchMissionarySo-

ciety=以後CMSと略称）の宣教師として来日したウェストンが，

今回はSPG本部に日本派遣を要請した。これを受けてSPG本部

が日本の監督に，その是非を打診したことへの返書である。オード

レイ監督は，ウェストンが眼病のため宣教師を辞任したことや，登

山休暇を取り過ぎて英国人信者から不満を持たれていたことなどに

ついて危倶の念を表明しながらも，歳月や結婚は人を成長させるも

のだとし，本部が派遣を決めれば喜んで受け入れると返事をしたた

めている。

4月3日（木）……フランシス・フォックス(SirFrancisFox)の二女，

フランセス(MissFrancesEmilyFox) と結婚。

(Who'sWhoinJapan, 1914)

(ClareCollege資料）

鵠 この時，ウェストン40歳フランセス29歳であった。松方

三郎氏によれば2人の馴れ初めはスイスのロウゼンラウイであった

という。いかにもロマンチックで，これを否定するものではない

が，フォックス家はウィンブルドンの名家であり，ウェストンも同

地の教会の副牧師を勤めていた。すでに知り合いの仲だった2人

が，山を縁として結ばれたものとみたい。

（『登山家の横顔』松方三郎アルプスと人1976年1月30日）

5月25日（日）……カナダのバンクーバーからエンプレス．オブ．イ

ンディア号(S.S・Empressoflndia)に乗船，夫妻で日本に向かう。

6月9日（水）……横浜に到着。

(｢PassengersJTheJapanWeeklyMail, June14, 1902)

SPGの宣教師として日本へ派遣されることになったウェスト

ンは，挙式したばかりの新婦を伴ってカナダのロッキー山地を訪

ね，その足で横浜へ向かった。当時，横浜市寿町3丁目130番地に

あった横浜聖安得烈教会（正式名は漢字だが，以後聖アンデレ教会

とする）の牧師に就任したのである。住居は横浜市山手町219-B

であった。

7月第1日……箱根・宮ノ下一乙女峠一御殿場 〔富士屋〕

第2日……御殿場一く馬車鉄道＞－須走 〔宿不明〕

第3日……雨で滞在。 〔同上〕
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第4日……雨で滞在。 〔同上〕

第5日……須走一馬返し一中食場一六合目 〔六合目小屋〕

第6日･…･･午前中雨のため滞在 〔同上〕

第7日……六合目一富士登頂一六合目一馬返し－須走一く馬

車鉄道＞－御殿場一く汽車＞－国府津一箱根・宮

ノ下

〔富士屋ホテル〕

(rFujiSan,OldandNew｣ByMrs.FrancesWeston,F.R.G.S.,

倫敦日本協会雑誌，第16巻1918）

器 ウェストン夫妻は，早速富士登山を企てている。ウェストンに

とっては4度目で，夫人は無論初めてであった。夫人の紀行文には

日時が記されていない。従って，上記の日程表はその記述から推定

したものである。ただ7月4日に富士屋ホテルに投宿したことだけ

はわかっている。

鈴箱根・宮ノ下の富士屋ホテルから，コック兼荷持ちの『キオ』

という人物を連れて乙女峠を越えた。御殿場で1泊し，明治31年

に開業した御殿場馬車鉄道で須走に着いた。しかし，雨のため3日

間動けず， 4日目に強力2人を雇って頂上を目指した。六合目の小

屋でもう2晩を過ごしたあと登頂し，その日のうちに御殿場経由で

箱根に戻った。

鈴 この富士登山について小島烏水は「登山に就きて」などの著作

の中で，時期を何れも“秋”としている。しかし，フランセス夫人

の登山記から7月の，それも山開きの直後と分かった。この頃の開

山時期は7月15日から9月10日であるが，この年は天候不順な

どで開山を5日ほど遅らせたと言う記事が英字新聞に見えている。

8月18日（月）”…横浜一く汽車＞－新宿－く汽車＞－八王子一

く汽車＞－烏沢一く馬車＞－猿橋 〔宿不明〕

19日（火）……猿橋一く馬車＞一黒野田一笹子峠一駒飼一

く馬車＞一勝沼一く馬車鉄道＞一甲府 〔米倉〕

20日（水）……甲府一く人力車＞一有野（対岳楼で昼食)－駒

場一芦安 〔名取運一村長の家〕

鵠 ウェストンは夫人を残して，単独で北岳へと向かった。横浜か

ら汽車を乗り継いで烏沢に出，馬車で夜道を走って猿橋に1泊。翌

日，黒野田から駒飼まで徒歩で笹子峠を越えた。勝沼からは明治

31年に開業していた山梨馬車鉄道で甲府に着き，米倉に投宿した。

この夜，美味しい夕食を取り寄せたという『カイロテイ』は，文献
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や資料にもその名が見当らない。音のよく似た『開峡楼』はあった

が，大正年代に廃業していて確認出来ない。

宿の主人米倉善八から，登山口の芦安の村長名取運一を紹介さ

れ，北岳登山のメドもついた。翌日，ウェストンは心躍らせて芦安

へ向かったのである。

21日（木）“…･芦安一刈安峠一野呂川一広河 〔広河小屋〕

22日（金）……休養 〔同上〕

23日（土)”…･広河一大樺沢一小太郎尾根一北岳［外国人初

登頂]－大樺沢 〔ビヴァーク〕

24日（日）……大樺沢のピヴアーク地一広河 〔広河小屋〕

同日“…･…･…『英国人の白嶺登山』の記事を「山梨日日新

聞」が掲載。

25日（月）…･･･広河－野呂川沿いに下降一杖立峠一芦安

〔名取村長の家〕

26日（火）……芦安一有野一鰍沢 〔粉奈屋〕

27日（水）“…･鰍沢一富士川下りく舟＞－岩淵一く汽車＞－

横浜方面

終 ウェストンは名取村長の斡旋で3人の案内人を雇っている。マ

サオ(19),清水長吉(44),清水オジサン(61)である。長吉は芦

安村の人であることが確認出来たが，ウェストンが長吉の父親と書

いているオジサン，それに熟練した漁師だというマサオは不明であ

る。オジサンと長吉が親子だとすれば，オジサンの17歳の時の子

供となり，年齢的にも疑問が残る。だが，こうした詮索を抜きにす

れば， 3人は息の合ったベストトリオだったのだろう。ウェストン

は1日1円の日当に値する以上の働きをしてくれたと喜んでいる。

鵲 ウェストンが辿ったルートもよく分からない。清水権現と呼ん

でいる泉は不明で，杖立峠から野呂川へ下ったコースも漠然として

いる。明治38年の日本人の北岳登山記を見ると，堀切峠から赤沢の

頭を経てシレイ沢に下るルートが示されていた。しかし，堀切峠が

どこを指すのかわからず，ルート自体も廃道になっていてはっきり

しない。が，ともかくウェストンらは野呂川に下り，上流へと遡っ

た。日が暮れてしまい，ランタンを頼りに広河（広河原とも呼ばれ

た）の杣小屋に着いた。当時の小屋は左岸にあった。翌日はゆっく

り休息し，土曜日の朝，清水長吉とマサオだけを連れて，大樺沢を

登った。二股あたりから右股コースを経て，小太郎尾根から北岳に

登頂したのである。帰途に雷鳥を見つけてみんなで追い回し5羽を

8月
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射止めた。このうちの3羽はウェストン自身が清水長吉から猟銃を

借りて撃ったものだった。しかし，雷烏を追いかけているうちに，

尾根の上で自分らの位置がわからなくなり，踏み跡も見失ってしま

った。やむなく大樺沢を目指してバットレスの下部をがむしゃらに

下り，やっとの思いで沢に出たものの，宵闇に包まれてビヴァーク

を余儀なくされた。この地点は広河の小屋から1時間の所で，オジ

サンを安心させるため，マサオだけ下の小屋に下らせた。ところ

が，夜の9時頃になってウェストンの無事な顔を見たいというオジ

サンを連れてマサオが戻って来た。 2人はすぐ小屋へ下ったが，こ

の心遣いにウェストンはびっくりもし，感激している。

鵲翌日，ウェストンと長吉は広河小屋へ下り，のんびりと休日を

楽しんだ。聖職者であるウェストンは，日曜の安息日に礼拝などの

宗教活動をする以外，一切何もせずに安息日を守っている。明治

24年（1891）のあわただしい登山でも日曜日は動いていない。前

夜のビヴァークでやむを得なかったとはいえ，日曜日に下山したの

は筆者の知る限り初めてである。

鵠 この24日（日），地元紙にウェストンの北岳登山を報じる記

事が載った。記事の一部を紹介すると『英国人ダブリーウェストン

氏は高山観測の目的を以て入峡し両三日前四人の人夫を雇ひて白嶺

に登山したりと云ふ聞く処に依れば氏は熱心なる高山観測家にして

既に世界の各高山を抜渉したる由氏の説に依れば日本に在りては白

嶺が第一の高山にして富士の如きは純然たる山岳に在らず火山作用

によりて噴出したるものに過ぎずと云ふにありと氏が今回白嶺登山

を企てたるも全く此の理由に基くものなりと』となっている。記者

も直接ウェストンから取材したものでなく，また聞きの記事らしい

が，登山の目的を高山観測としているのは面白い。

鈴 ところで，外国人の北岳登山はこの時のウェストンが初登とさ

れている。しかし，未確認ながら気になる新聞記事がある。ウェス

トンの北岳登山を報じたのと同じ地元紙の2日後の記事である。

『甲府の学生団体にも白嶺や駒ヶ岳のやうな人跡の余り至らぬ険山

へ肇登するのが一つや半分はありさうなものじやドルワル氏のやう

な老人でもモウニ回も白嶺へ登ったと云ふではないか（弱太郎)』

(山梨日日新聞明治35年8月26日)。

ほかにもドロワー氏が明治27～28年(1894～1895)頃から白根

御池畔で夏に昆虫採集をしていたと述べている資料がある。しか

し，新聞記事も伝聞に基づいたもののように思える上，他に確認出
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来る資料が見出せないため,現段階ではウェストンの登頂を初登と

しておきたい。

蚤 ドロワル，ドロヮーと記されている外国人は，甲府カトリック

教会の初代の神父であったドルヮール・ド･レゼー(L'abb6Lucien

DrOuart deLezey)である。明治6年(1873)にパリ外国宣教会

から派遣されたフランス人で，東京，新潟，仙台，松本，甲府など

で布教に当たり，御殿場の神山復生病院の4代目院長も勤めた。甲

府在勤は明治25年(1892)から明治40年(1907)であったが，

登山に関しては東京のパリ外国宣教会本部にも何も伝えられていな

い。

10月……小田原津浪災害の救援基金にウェストン夫人が50円を寄附。

(TheJapanWeeklyMail,0ct、18, 1902)
謡 この津波は台風や地震によるものではない。 9月初旬から被害

をもたらしていた土用波の激浪が28日に急激に高まり，小田原町

を含む沿岸の1町12村に大きな被害を与えたものである。死者

67人，重軽傷者264人，家屋の流失及び全半壊は1190戸に上っ

たと言う（小田原市史料歴史編)。

11月1日（土)……『甲斐ヶ根の登山』を「ジャパン・メイル」に寄稿。

(rTheAscent ofKaiganeSan｣TheJapanWeeklyMail,Nov.

1，1902）

鵠 この一文をもとに小島烏水が『甲斐の白峰』を雑誌「太陽」

（明治36年2月号）に発表した。後に烏水自身はまだ北岳に登っ

ていないとわかり，盗作まがいの創作として問題になった。烏水の

汚点として拭い去れるものではないが，『甲斐の白峰』が当時の青

年らの冒険心を刺激し，登山への興味を掻き立てた功績は否定出来

ない。また，烏水と武田久吉らを引き合わせるきっかけともなり，

ウェストンも含めた人間模様が山岳会結成へと結びついて行くこと

になる。

11月22日（土)……横浜でのフットボール試合にバックスとして出

場。

(rFootball｣TheJapanWeeklyMail,Nov、29, 1902)
鵲 このゲームは，横浜のチームを紅白に分けて行なわれた。ウェ

ストンは紅組のバックスで出場， 2対1で白組を破った。このゲー

ム以後ウェストンは選手として出場していない。 1カ月余後に満

41歳を迎える彼にとって，登山はともかくフットボールのような

激しい球技では体力が続かなくなったのだろう。
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12月5日（金）……横浜文芸協会(TheYokohamaLiterarySociety)

の例会で『山岳登肇と冒険』と題して講演。

(rAlpineAscents andAdventures｣The JapanWeeklyMail,
Dec、13, 1902)

鵜 ウェストンは，講演をアルプスでの登山の歴史から始め，大半

は自分で撮影した50枚近いスライドを見せながら，ヨーロッパア

ルプスにおける自分自身の数々の冒険を詳細に語った。聴衆は文学

会の会員と友人たちで，登山家でもあり座談の名手であるウェスト

ンの講演に，最初から最後まで心を奪われていたと記事は伝えてい

る。

12月18日（火）……日本アジア協会(TheAsiaticSocietyofJapan)

の評議員となる。

(rTheAsiaticSociety｣TheJapanWeeklyMail, Jan、3, 1903)

番 ウェストンは英国公使館で開かれた日本アジア協会の年次総

会で，評議員に選出された。同じ評議員にチェンバレン(B､H.

Chamberlain)の名前も見える。

12月26日（金）……ウェストン宅で日曜学校児童のためのクリスマス

祝会開く。

（『横浜聖安得烈教会近況』基督教週報第六巻第二十号明治36年

1月16日）

鵲 『日曜学校生徒のために先月廿六日ウェストン教師の宅にてク

リスマス祝会を開きしに，児童四十五名，大人廿五名列席したり教

師の奨励，生徒の答辞，賞品の授与，生徒の演習等ありたる後茶菓

の饗応あり，右終て別室に飾りたる大クリスマス，ツリーの下にて

種々なる贈品を分配せられたり，一同喜悦の情に充されて散会した

り （同教会幼年信徒報)』とある。 ウェストン教師の宅とは山手

219-Bの居宅だったと思われる。ほかに12月24日には横浜聖

アンデレ教会で5人の男女が洗礼を受け，その後にクリスマス祝賀

会が開かれたことが報じられている。

月日不明……ブロック (H､S・Bullock) とシュマドリ・ヨッホに登り，

バルストン(F､W.BalstOn) とミッテルホルンと北東稜を登る。

(rlnMemoriam｣TheAlpine Journal, Vol. 52, No． 261,

1940）

鵜 ブロックによるウェストン追悼記には上記の登山が記されてい

る。しかしウェストンは，この年の4月初旬にはフランセス夫人と

結婚し，その足でカナディアン・ロッキーを経て来日した。とする
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と，この登山は冬期に成されたことになるが，ウェストン自身は何

も記していない。年度に誤りがあるのではないだろうか。

明治36年（1903）

1月14日（水）．．…･SPG本部（英国）へ教勢報告を送る。

（｢主の御名により｡て～横浜聖アンデレ教会百年史～」 日本聖公会

横浜聖アンデレ教会昭和60年11月30日）

鵠 ウェストンは在籍信徒数101名，前年中の献金収入総額52

円15銭，受洗者は12名で, 11月の聖アンデレ日に初めて日本

語で説教したこと，これからは毎月2回行ないたいと報告してい

る。 また，教会の移転新築を計画し，必要なおよそ1000ないし

1500ポンドの資金作りに着手していることも付け加えている。

2月10日（火）？……横浜公会堂で『アルプス登山と冒険』と題して

講演。

(rAlpineAscents andAdventures｣TheJapanWeeklyMail,

March、21, 1903)

鵠 この少し前に「日本アルプスの登山と探険」を偶然に見つけた

岡野金次郎とウェストンの出会いがあった。、日本山岳会誕生のエピ

ソードとして，余りにも有名な出来事であり，本稿ではその経緯は

割愛する。

籍講演のタイトルは前年12月5日に横浜文芸協会でのそれと同

じであるが，内容はかなり変えていたようだ。記事によれば『第1

部はアルプスそのものを論じ，第2部はウェストン自身の数々の冒

険を語った。スライドもその多くは前回とは別だったが，幻燈機と

スクリーンの配置が悪く上。ントがぼけていた。しかし，第1部と第

2部の間に，ご婦人の素晴らしい歌もあって，聴衆は楽しみながら

熱中して聞き入っていた』と言う。また，この日の司会をした英国

のマクドナルド公使(SirClaudeMacdonald)が，『言わせてもら

うなら，私は谷戸坂の急斜面でうんざりと思っている』と述べて，

聴衆の笑いを誘ったことが記されている。

鍵 この日，岡野，小島にそれぞれウェストンから招待状が届けら

れた。岡野は招待に応じたが，小島は何故か行かなかった。小島に

よれば，初めてウェストンと会ったのは，何日か後の春雨しめやか

な土曜の午後のこととあるが，この日を特定出来る資料は見つから

ない。

番 2月10日に《《？”を付けたのは，この講演を報じた「ジャパ
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ン・ウイークリー・メイル」が《《水曜日”としているためである。

水曜日とすれば11日であるが，今のところどちらとも判断出来な

い。

(rAlpineAscents' andAdventures｣The JapanWeeklyMaiL
Feb. 14, 1903)

2月17日（火）……横浜一く汽車＞－東京一く汽車＞－青森へ。

(rTheFamine｣TheJapanWeeklyMail,Feb、28, 1903)

鈴 青森地方の飢僅の救援に東京・横浜の外国人居留民を代表して

派遣されたものである。パロット(F.Parott) と共に午後横浜を

出て，上野駅で佐々木医師と岡田という日本人と合流して午後6時

発の汽車で青森へ向かった。 2人の日本人との関係はよく分らない

が，ウェストンは岡田を横浜の知事の私設秘書としている。

2月18日（水）……青森着。山之内知事を訪ね状況を聞く。〔宿不明〕

19日（木）……笹森青森市長と会う。 〔同上〕

20日（金）……青森一く汽車＞－小湊（平内町)－＜汽車＞一

青森 〔同上〕

東津軽郡長と会う。

21日.(土)．．…青森一く汽車＞－小湊一藤沢－山口一く汽

車＞一青森 〔同上〕

22日（日）……行動不明。

23日（月）･･…青森一く汽車＞－沼崎一く馬車＞一上野一

く馬車＞一徳万才一く馬車＞－才市田一く馬車＞一七戸

〔同上〕

24日（火）…･･･七戸一中一花松一七戸 〔同上〕

村上上北郡長，七戸町長らに会う。

25日（水）……行動不明。 〔同上〕

26日（木）……行動不明。 〔同上〕

27日（金）……青森一く汽車＞－小湊一く汽車＞－青森

〔同上〕

28日（土)……行動不明。 〔同上〕

3月 1日（日）……青森一く汽車＞一三戸 〔田子〕

2日（月）……三戸一文治屋敷－佐山一三戸一く汽車＞－尻

内 〔宿不明〕

3日（火）……行動不明。 〔同上〕

4日（水）……尻内一く馬車＞一五戸一金ヶ沢（現新郷村）

〔戸来久次郎郵便局長の家〕
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5日（木）……金ヶ沢一羽井内一金ヶ沢一五戸 〔宿不明〕

6日（金）……五戸一く馬車＞－尻内一く汽車＞－沼崎一浦

野館一沼崎一く汽車＞一八戸 〔同上〕

7日（土)･･･…八戸一行動不明一青森一く汽車＞－東京へ。

3月 8日（日）……横浜帰着。

(TheJapanWeeklyMail,Feb、28,March7, 14, 1903)

鵠 この青森飢鐘は明治35年の大凶作によるもので，岩手，福

島，宮城など東北各県も冷害の被害を蒙ったが，とりわけ青森県南

部地方は被害甚大で上北郡では収穫ゼロとなった。明治36年2月

頃には上北郡四和村などの飢餓に瀕する人々の状況が報道され，被

害の深刻さがクローズアップされた。この事態で青森県など行政側

の救済が遅れたのに対し，在日外国人の対応は素早かった。横浜居

留外国人らは「青森飢僅救援基金」を設立して募金を呼びかけ，ウ

ェストンとパロットを現地に派遣したのである。2人は被害の惨状

を視察し，直ちに米，味噌，毛布などを横浜から取り寄せて，飢え

と寒さに苦しむ住民に配布した。南部方面だけでも，米は6斗入り

493袋味噌12貫目入り 290樽，毛布390枚であったという。

（青森県議会史）

（東奥日報明治36年2月22日，27日，3月3日，8日，12日，

18日，28日）

4月……ウェストンの自宅で「聖アンデレ同胞会」再興の第1回集会が

開かれた。

（『横浜聖安得烈教会青年会』基督教週報第八巻第三号明治36年

9月18日）

鵠 1年前の3，4月頃に設立されて以来，有名無実の存在になっ

ていたこの会をウェストンの主唱で再興することになり，その再起

第1回の集会が開かれたことの報告である。教会内の青年会組織ら

しいが，詳しくはわからない。しかし，ウェストンが宣教活動に熱

心に取り組んでいたことを窺わせている。

5月11日（月）･…･･品川一く汽車＞一新宿一く汽車＞－八王子一

く汽車＞－勝沼一く鉄道馬車＞－甲府 〔米倉〕

12日（火）･…･･甲府－榎原一有野一芦安 〔名取運一村長の家〕

13日（水）……芦安－岩下の湯一奈良田峠一奈良田一蓬莱温

泉 〔原湯屋〕

14日（木）……蓬莱温泉一新倉一保 〔保泉屋〕

15日（金）…･･･保一飯富 〔扇屋〕
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16日（士)…･･飯富一田原一古関一精進湖畔 〔精進ホテル〕

17日（日）……安息日 〔同上〕

日不明…･･･大室山麓の氷穴探検

日不明……精進湖畔一吉田一く馬車鉄道＞－御殿場一く汽

車＞一横浜

(rHighwaysandByeways inCentral Japan｣TheJapanWeekly

Mail,Au9. 15, 1903)
番 この山行はケナウェイ (SirJ.H.Kennaway) と一緒だった。

ケナウェイは1837年生まれの65歳，3等准男爵でイーストデボ

ン州選出の英下院議員であり，当時はCMSの会長でもあった。こ

の時は観光目的の来日であったが，ウェストンと行を共にした契機

などは不明である。

醤 2人は開通したばかりの笹子峠のトンネルを汽車で抜けて勝沼

へ，そこから鉄道馬車で甲府に着いた。宿の米倉で待っていた芦安

の猟師清水長吉と落ち合い，翌日芦安へ向かったのである。前年歓

待された名取運一村長宅に1泊したあと，奈良田峠を越えて早川の

谷に下り，現在の西山温泉に泊まった。当時は西山村の蓬莱温泉

で，宿は新湯とか蓬莱湯と呼ばれていた原湯屋である。奈良田で村

人に取り囲まれて休んでいる間か，蓬莱温泉かでウェストンは財布

を中味ごと持ってゆかれた。『私の金のほとんどが入った財布が，

それ以上に大事なものごと無くなっているのに気づいた』と記して

おり，その後も出て来なかったようだ。翌日は保で泊まっている

が， ウェストンのいう「ほしみや」はない。保泉屋（ほずみや）の

聞き違いであろう。

鶉飯富で富士川を舟で下るケナウェイを見送ったウェストンと長

吉は，八日市場と切石の間で対岸へ舟で渡り，精進湖畔へと足を延

ばした。精進湖に突き出た岬の上に，こじんまりしたホテルがあっ

た。日本人女性と結婚して帰化した英国人星野芳春(H.S.ホイッ

トウォーズ）の経営するもので，賑やかな箱根や軽井沢を避けて来

る外国人らの隠れた保養の場であった。ここでフランセス夫人と落

ち合い，静かな日曜日を過ごした後，大室山の麓の氷穴を訪ねてい

る。いつまで滞在したかは不明だが， 2人は吉田から都留，御殿場

の2つの馬車鉄道を乗り継いで富士山の東麓をぐるっとまわり，御

殿場から汽車で横浜へ帰った。

5月23日（士)……春の漕艇大会で競技委員を務める。 また， 各種競

技の勝者にフランセス夫人が賞品を授与している。
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W・ウェストン年譜（その2）

(rYokohamaAmateurRowingClub｣TheJapanWeeklyMail,

May30, 1903)

5月30日（土)……春の体育大会で審判を務めた。

(rY.C. andA.C.AthleticMeeting｣TheJapanWeeklyMail,

June6, 1903)

6月30日（火）……SPG本部へ教務報告を送る。

（『主の御名によりて～横浜聖アンデレ教会百年史～』 日本聖公会

横浜聖アンデレ教会昭和60年11月30日）

鵠 ウェストンは『人口30万人余の横浜で，聖アンデレ教会は信

徒が50人程と教勢はプロテスタント各派中最低である。教会は最

も貧しい地区にあり，普通の民家と変わらない建物は老朽化してい

る。こうした状態を1日も早く改善するために，教会の移転建設が

急務であり，そのためには1000ポンド（約1万円）が必要だ。月

収30円程度の日本人信徒20世帯も250円を目標に積立を始め

ているし，横浜在住外国人と英国の友人から3000円の寄附を約束

されている。英国のSPG本部やその後援者も，この計画の重要性

を認めて欲しい』と支援を求めている。

8月第1日･･…･軽井沢一く汽車＞一塩尻一上諏訪 〔牡丹屋〕

第2日……上諏訪一富士見一机一蔦木一台ヶ原 〔竹屋〕

第3日……台ヶ原一黒戸尾根一五合目 〔五合目小屋〕

第4日……五合目一甲斐駒ヶ岳登頂一七丈 〔野営〕

第5日･･…･七丈一頂上一鋸岳への尾根一戸台川一戸台一黒川

〔宮下喜代十の家〕

第6日……黒川一高遠一天竜川の谷一塩尻一く汽車＞一軽井

沢

饗 この甲斐駒ヶ岳登山の日時をウェストンは8月中旬としか記し

ていない上， 日を類推する記述も見当らない。 8月10日から15

日頃と推定しているが，確証は得られない。しかし，安息日をはさ

まない行程から見て，月曜から土曜までの山行であることはほぼ間

違いないだろう。

饗 この年6月に開通したばかりの松本，塩尻間を汽車で来たウェ

ストンは，塩尻で待っていた清水長吉と落ち合い，上諏訪へ向かっ

た。さらに台ヶ原の宿〔竹屋〕で1泊し，ここで長吉の息子熊治郎

とミズイチが加わった。ミズイチはミズイシの聞き誤りで，本名は

水石林八である。一行4人は黒戸尾根を経て五合目の小屋で泊まっ

た。翌日，甲斐駒に登頂したが，その景観の美しさに惹かれてもう
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1泊することにし，七丈まで下って野営した。翌朝，西側へと頂上

を乗越した一行は戸台を目指したが，ここでは宿泊を断られ黒川で

泊まっている。

鵠黒川で一行を泊めてくれた親切な農家の主人を，ウェストンは

宮下キクジロウとしている。しかし，キクジロウは実在せず，宮下

喜代十であることが柿木憲二氏の調査で分かった。

(rウェストンと伊那（二)』柿木憲二伊那路第16巻第10号

昭和47年10月発行）

鶉 ウェストンは『2度目の駒ヶ岳登山で東から西へと乗っ越した

が，これは外国人による初横断と思う』と述べている。とすれば，

最初の登頂は前年かこの年のもっと早い時期となる。しかし，最初

の登頂を推定出来る資料なり，記述は今のところ見出せない。この

登山で4日目にいったん登頂した後，七丈まで下って野営し，翌日

再登頂して戸台へと乗っ越したことを『2度目』と称したのかも知

れない。

9月頃．．…･教会移転新築の寄附金として258円が集まった。

（『横浜聖安得烈教会の近状』基督教週報第八巻第五号明治36

年10月2日）

茶 r……当教会は信者の数僅かに百拾四名，之れを家数に改とき

は三拾戸内外にして，場所柄に比例せは至て微弱たる小教会に御座

候。剰さへ信者の資力は土地不相応に少なく，尋常一様の熱心にて

は，とても大会堂建築などは思ひも拠らざることに御座候。然るに

昨年ウェストン氏専任長老として来浜せられし以来，熱心に建築を

称道せられ，遍ねく当地在住の外国人に同情を求められ，又耆を外

国に飛して大いに画策を尽され候に付，如何に微力なりとも所属信

者の袖手すべき時にあらず，時機こそ来れ，天佑は空しくすべから

ずと，大決心と大勇気とを以て，寄附金募集の計画をなし，先月上

旬より着々歩武を進め，やうやく今日に至る迄寄附金弐百五十八円

余を得申候。……』とある。ウェストンの熱意に煽られて，日本人

信徒も懸命に寄附金を集めた様子が窺える。 6月30日付け教務報

告の信徒目標額を上回っており，教会委員らの奔走の結果であろ

う。

10月 3日（土)……秋の漕艇大会でウェストン夫人が賞品を授与し

た。

(TheJapanTimesWeeklyEdition,0ct. 10, 1903)
11月 4日（水）……日本アジア協会の例会に出席。
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W・ウェストン年譜（その2）

(TransactionoftheAsiaticSocietyofJapan,Vol. 31, 1904)

11月25日（水）……日本アジア協会の特別例会に出席。

(TransactionoftheAsiaticSocietyofJapan,Vol. 31, 1904)
饗特別例会は，横浜のヴァン.スカイック.ホール(VanSChaick

Hall)で開かれ，河口慧海が「チベットの旅」を講演した。後の討

論でウェストンが一寸した質問をしている。ヴァン・スカイック・

ホールは，フェリス女学校の講堂である。

12月14日（月）……日本アジア協会の年次総会で評議員に再選され

た。

(rTheAsiaticSociety｣TheJapanWeeklyMail, Dec. 26, 1903)
12月25日（金）……クライスト・チャーチ(ChristChurCh)のクリ

スマス祝会で聖餐式を補佐した。

(｢Christmas inYokohama｣TheJapanWeeklyMail, Jan. 2,
1904）

12月……横浜市日ノ出町に士地を借り，そこに建っていた家屋を購入。

そのうちの1棟を聖アンデレ教会として使い始めた。

(rCorrespondence｣TheJapanWeeklyMail,Aprill, 1905)
労 ウェストンの念願していた教会移転新築の第1歩が叶えられ

た。寿町の老朽家屋から日ノ出町の日本家屋へまず教会を移転させ

たのである。土地の借用と家屋の購入費は，横浜とウィンブルドン

のクライスト・チャーチの友人らの援助によるものだったと報告さ

れている。新築資金が集まり，教会建設が始まったのは翌明治37

年のクリスマスの直前だった。

12月末日…･･･SPG本部へ教務報告を送る。

（『主の御名によりて～横浜聖アンデレ教会百年史～』 日本聖公会

横浜聖アンデレ教会昭和60年11月30日）

明治37年（1904）

2月 1日（月）…･･横浜アマチュア漕艇クラブの委員に選出された。

(TheJapanTimesWeeklyEdition,Vol，14,No. 19,Feb. 6,
1904）

鵜 この日の年次総会で，任期途中に横浜を離れた委員の後任とし

て選ばれたものである。

2月16日（火）……外国人居留民による日露戦争被害者救援の集会で，

ウェストンは副委員(sub-Committee) となっている。

(rTheReliefMeeting｣TheJapanWeeklyMail, Feb.20, 1904)
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粥 2月8日に海陸で戦いの火蓋が切られ，同月10日に宣戦が布

告されて日露戦争が始まった。傷病兵や戦死者の遺族を扶けるため

に，国内では「帝国救仙義会｣,「出征軍人家族慰問婦人会」等が早

速組織された。この外国人の集会も日英同盟を結んでいた英国人が

中心となって開いたもので，義援金募集の会を設立するのが目的で

あった。ウェストンと同じ副委員には，英，米，仏，独など13カ

国25人の名前が挙がっている。そして「戦争被害者救済のための

横浜・東京居留外国人協会」(TheYokohamaandTokyoForeign

ResidentsAssociationfor thereliefofsufferers by theWar)
が設立された。

2月29日(月)…･･･｢戦争被害者救済のための横浜・東京居留外国人協

会」の実行委員会のメンバーの1人に選ばれた。

(rWarandPatrioticFunds｣TheJapanWeeklyMail,March5,
1904)

4月：:寵]…W鰄擁懸懸了轆i鰈淵
(Rev.R,P.G.Field)の司式を補佐した。

(rWeddings｣TheJapanWeeklyMail,April9,1904)
4月14日（木）

｝……,下……艫援爆15日（金）

16日（土） （富士屋ホテルレジスターブック）

春……金峰山（甲州）登山。

(rTravelandExplorationintheSouthernJapaneseAIps｣The

GeographicalJournal.Vol、27,No. 1, 1906)

鵲翌年の11月6日に英国地学協会(TheRoyalGeographical

Society=以後RGSと略称）で講演した『南日本アルプスの旅と探

検』で，春に登ったと記しているが，詳細は不明である。

5月28日（土)….･春の体育大会で審判を務めた。

(rY.C. andA.C.AthleticSports｣TheJapanWeeklyMail,June
4，1904）

6月 i"}-墓照こ唾って行…た蒲艇大会で競撰委員
(rYokohamaAmateurRowingClub｣TheJapanWeeklyMail,

June11, 1904)

6月10日（金）･…･横浜ジュニア体育クラブの大会で審判を務めた。

(rYokohamaJuniorAthleticClub｣TheJapanWeeklyMail,
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W・ウェストン年譜（その2）

June18, 1904)

7月 7日（木）……立教女学校の演芸会で「アルプス登山」と題し，幻

灯を使って講演の予定だったが，開演の遅れなどで秋に延期された。

（『立教女学校演芸会』基督教週報第九巻第二十号明治37年7

月15日）

鵠 この演芸会は陸海軍仙兵部への寄附を目的に，校内の三一会館

で開かれた。ウェストンの幻灯説明はプログラムの最後に予定され

『(六）幻灯……アルプス登山の景数十種』とある。 しかし，『不幸

にして事情の為め開演の少しく後れたると，幻灯説明者ウェストン

氏の横浜に帰るを急がれたる為め，時間に不足を告げ，幻灯のみ省

かれたるは遺憾なりき，尤も秋冷と共に再び切符携帯者に右幻灯を

観覧せしむる約束をなせり』という結果に終わった。なお，この夜

の参集者は250名余りで，純益は190円ばかりだった。

7月12日（火）……？一く汽車＞－甲府 〔宿不明〕

13日（水）……甲府－小笠原附近で富士川を渡る－高尾一鳩

打峠一岩下の湯 〔岩下の湯〕

14日（木）……岩下の湯一大曽利一清水権現一杖立峠一辻山

一御室 〔杣小屋〕

15日（金）……御室一砂払岳一鳳凰山［オベリスク初登頂]一

御室 〔杣小屋〕

16日（土)…･･･御室一ゴバン沢鉱山跡一野呂川渡渉一広河

〔小屋〕

17日（日）……安息日 〔同上〕

（『第七章日本南アルプスの探検』極東の遊歩場岡村精一訳昭和

45年1月15日）

鵠 ウェストンはこの夏の遠征の最初に鳳凰山を選んだ。案内人の

清水長吉に連絡し，甲府で落ち合うことにしていたが，長吉は参謀

本部陸地測量部の調査に雇われていたため，息子の熊治郎と近親者

の清水弥十郎，清水トラジロウを迎えに来させたと著書に記してい

る。長吉と熊治郎父子と弥十郎は確認出来たが，トラジロウはわか

らない。宿も米倉と推定されるものの確証はない。

鈴 7月8日から10日まで続いた大雨で，有野へ通じる富士川の

橋が流されていたため，南の方へ遠回りして小笠原近くで橋を渡

り，高尾から鳩打峠を越えて御勅使川右岸の岩下の湯で泊まってい

る。明治40年（1907）以降の日本人の紀行などには，岩下の湯に

清水館という宿の記述も見えるが，どちらも現存していない。
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鵜翌日は2年前と同じ道を通り，杖立峠に達した。ここから辻山

を越えて，御室の朽ちかけた伐採小屋に1泊，鳳凰山を目指した。

地蔵仏と呼ばれていた未登頂のオベリスクを，ロープを使って初登

したことは広く知られている。初登肇を見届けた唯一の案内人とし

て，文中にフクザワヤスジロウ（深沢安次郎らしい）が登場する

が，甲府に迎えに来た3人のうちの1人と入れ替わったものか，ウ

ェストンの記憶違いなのかは判然としない。また，この登山を記し

た別資料には清水ソーキチの名も見え，案内人に関するウェストン

の記述には混乱が見られるようだ。

鵠御室の杣小屋でもう1泊した一行は，翌日観音岳の山腹を野呂

川に下り広河に出た。ここで泊まったのは前回の小屋とは違ってい

た。ウェストンは，国有林と民有林とを区別する小屋と記してお

り，農商務省山林局の小屋ではないかと考えられる。

7月18日（月）……広河一白峰御池 〔野営〕

19日（火）”･…白峰御池一小太郎尾根一北岳一間ノ岳一白峰

御池 〔野営〕

20日（水）．.…･白峰御池一広河 〔小屋〕

21日（木）……休養 〔同上〕

22日（金）．．….広河一北股出合い－北沢一仙丈岳基部 〔杣小屋〕

23日（土)……仙丈岳基部一仙丈岳［外国人初登頂]一仙丈岳

基部 〔杣小屋〕

24日（日）．．…･安息日 〔同上〕

25日（月）．．…･仙丈岳基部－北沢出合い－北沢峠一戸台一高

遠 〔松田屋〕

26日（火）……高遠一く馬車＞－塩尻一く汽車＞－松本

〔丸中千歳館〕

（『第七章日本南アルプスの探検』極東の遊歩場岡村精一訳昭和

45年1月15日）

器広河からの北岳登山は2年前とは違って，白峰御池を経由する

ルートをとった。間ノ岳まで足をのばす関係上，最初から池畔で野

営することを計画していたためであろう。この野営地で清水長吉が

合流している。

鵜 ウェストンは2年前に登った北岳を経由した北から問ノ岳への

外国人初登を狙ったのである。これより以前に奈良田から農烏岳を

経て間ノ岳まで外国人が縦走していたことは，明治24年（1891）

刊の「日本旅行案内」 (AHandbookforTravellers inJapan,
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ThirdEdition, 1891)の記述からも明らかである。ウェストンは

北岳から間ノ岳へのルートの執筆をチェンバレン(B､H.Chamber-

lain)から依頼されていたのかも知れない。 この一連の登山の主た

る目的は仙丈岳を外国人として初登し，北沢峠越えで甲州から信州

へ抜けることであったと見たい。

鵠小仙丈沢と大仙丈沢の間の杣小屋に泊まり，仙丈岳を目指し

た。登路は最初大仙丈沢を辿り，次に長く広がった自然の砕石の上

を登る。どちらかと言えば，退屈な4時間の登高だったと述べてい

る。

鵠 月曜日の朝， 北沢峠の踏破に向かい， 雨で増水した北沢を20

数回も渡渉しながら峠に達した。そこから2時間下り，去年駒ケ岳

から下った時の道に出た。これは現在の赤河原分岐あたりを指すも

のだろう。ウェストンらは戸台を抜け，黒川の宮下宅にも寄らず，

12時間かかって高遠に着いた。宿の「マスダヤ」は「松田屋」の

間違いである。この「松田屋」は昭和22年に廃業し，近年までそ

の面影を残していたが，昭和58年5月に火災で焼失した。

鵠翌日，長吉だけを残して熊治郎らは山越えで芦安へ戻り，ウェ

ストンと長吉は松本へ出た。宿は「丸中千歳館」だった。第1回の

来日時に定宿にしていた「信濃屋」が廃業していたためである。理

由などははっきりしないが，廃業は明治30年代の初めころと見ら

れる。

月日不明･…･･吉田ロから夫妻で富士登山。火口底を探検した後に村山口

へ下山。

鵠南アルプスの旅を終え，軽井沢でフランセス夫人と合流して富

士山へ向かったものか，横浜から出直したものかはわからない。頂

上では，近代的な気象観測機械と，その横でご来光を待つ白衣の巡

礼との対比を興味深く観察している。山頂の室で泊まったことは間

違いないだろう。

鈴 夫妻は大宮か村山の富士浅間神社の神主と共に， 約550フィ

ートの火口底に下った。フランセス夫人は，火口に降りた最初の女

性ということで，神主から富士登山クラブの名誉会員の金メダルを

贈られたという。富士登山クラブとは富士講のことであろう。

鵠 では，富士の火口底に降りた最初の外国人は誰なのか。明治

11年(1878) 4月28日に「日本アジア協会」で, rNotesofSome
oftheVolcanicMountains inJapan』と題して講演したマーシ

ャル(D.H.Marshall)は，『噴火口はライマージョーンズ氏(J.
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Rymer-Jones)によって下られ, 500フィートの深さであることが

わかった』と述べている。ライマージョーンズは工部省測量司に明

治5年頃から在職したお雇い外国人である。これが外国人による初

下降とは断定出来ないが，記録としてはこの程度しか見出せない。

月日不明……戸隠・剣ヶ峰（高妻山）を夫妻で登る［外国人初登頂？］

(rEightYears'MountaineeringandExplorationintheJapanese

Alps』倫敦日本協会雑誌九之巻1912)

鶉 ウェストンは剣ケ峰の登山について『両側におよそ300フィ

ート切れ落ち， 幅2フィート長さ100フィートのギザギザの岩の

ナイフリッジが登肇を企てたヨーロッパ人をちゅうちょさせてしま

った。そこは蟻の戸渡りとして知られ，私たちがヨーロッパ人では

初めて最高点に達したと思う』と記している。

月日不明……八ヶ岳の箕冠山，赤岳に夫妻で登頂。

(rEightYears'MountaineeringandExplorationintheJapanese

Alps』倫敦日本協会雑誌九之巻1912)

饗 ウェストン夫妻は八ヶ岳を東から西へ越えた。海尻から本沢温

泉に来て数日滞在し，箕冠山と赤岳に登った。箕冠山は現在の硫黄

岳である。この時本沢温泉附近でクロユリを見ており，西側へ下る

途中の5500フィートあたりでクロフサスグリを発見している。花

の時期から登山月日を絞れるかも知れないと本沢温泉に問い合わせ

たところ，クロユリは花期が長く6月20日前後に咲き始め8月初

旬にはまだ咲いているとの返事を頂いた。この夏全体の登山の状況

から見て，甲府から北岳へ登る直前の7月10日前後とみるのが妥

当のように思える。

8月13日（土)……水泳選手権大会の競技委員を務めた。

(rSwimmingRacesandDivingCompetitions｣TheJapanWeekly

Mail,Au9. 20, 1904)

8月27日（土)……横浜アマチュア漕艇クラブの水中競技会で委員を

務めた。

(rAquaticSports｣TheJapanWeeklyMail, Sep、3, 1904)

鵠競技はトーナメント方式やリレーなどの競泳，それに紅白に分

かれての水球の試合であった。

9月25日（日）……キリスト教徒日本兵の葬儀を司式。

(｢FuneralofaChristianSoldier｣TheJapanWeeklyMail,0ct.

1，1905）

鈴葬儀は日ノ出町の聖アンデレ教会で，どしゃ降りの雨の中で行
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なわれた。故人は日露戦争で戦死した横浜の兵士で，知事の代理や

横浜市長，連隊区司令官らのほか僧侶や神主も参列し，大勢の人た

ちが小さな教会に入れないでいたという。聖アンデレ教会の信者の

一人だったのだろう。ウェストンが司式し，オードレイ監督らが彼

を補佐した。この教会は日ノ出町に購入した日本家屋の方で，新教

会はまだ着工していない。

9月30日（金）“…･小島烏水がウェストン宅を訪問。

（日本山水論小島烏水明治38年7月1日）

10月 1日（土)……フランセス夫人が横浜紳士図書室協会のレセプシ

ョンに出席。

(rYokohamaMen'sReadingRoomAssociation｣The Japan
WeeklyMail,0ct、8, 1904)

10月 5日（水）……小島烏水に書信を送る。

（日本山水論小島烏水明治38年7月1日）

10月15日（土)…･･･秋の漕艇大会で競技委員を務めた。

(rY.A.R.C.AutumnRegatta｣TheJapanWeeklyMail,0ct. 22,
1904）

11月 ’日（火)1

：灘斗夫妻で日光“ﾎﾃﾙに滞在。
4日 (金)」 （金谷ホテルレジスターブック）

11月5日（土)……RGS書記ケルテイに書信を送る。

(RGS所蔵ウェストン書簡）

幾 2度目の来日で『1万フィート以上の外国人未踏の4峰に登頂

し，うち1峰は日本人でも登った人はいなかった』と，日本での登

山の近況を報せている。ウェストンのいう外国人未踏の4峰とは，

日本人にも登られたことのなかった鳳凰山オベリスクのほか，北

岳，仙丈岳，金峰山であろう。

11月12日（士)……｢ジャパン・ウイークリー・メイル」にフォック

ス(SirFrancisFox)の新しい著書が紹介された。

鈴著書のタイトルは「河川，道路，鉄道」(River,Road,Rail)

で，フォックスはウェストンの義父であると註釈が付されている。

11月19日（土)……横浜紳士図書室協会の写真コンテストのB部門で

2位に入賞。

(rMen'sReadingRoomAssociation｣TheJapanWeeklyMail,

Nov. 26, 1904)
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鶚 この協会の初めての写真コンテストで, A部門は出品者が撮影

から焼付けまでを行なった写真B部門は出品者が撮影しただけの

写真という区別があったらしい。ウェストンはCoolieshoulingと

題した作品を出品して2等賞を得た。天竜川か富士川かで舟を上流

へ引き上げる人夫たちを写したものであろうか。この日，フランセ

ス夫人が賞品を授与した。

11月21日（月）……立教女学校の幻灯会で， スライドを使い1時間半

にわたってアルプスでの登山について語った。

（『立教女学校幻灯会』基督教週報第十巻第十四号明治37年12

月2日）

粥 7月7日に予定されながら，時間不足で延期されたアルプス登

山の幻灯会が午後6時半から講堂で開かれた。『ウエストン長老は

特に横浜より幻燈画を携へて出張し，一時半の間壮大雄偉快絶奇絶

の光景を三百有余の来会者に観せしめたり，殊に前後四回アルプス

登山を為せし同氏は実験によりて説明したるのみならず，幾度か登

山を人生に比較し有益なる教訓を一同に与へたりといふ』と基督教

週報は伝えている。筆者の知る限り，ウェストンが日本人に対して

初めて登山について語ったものである。しかし，内容は日本アルプ

スではなくてスイスアルプスでの登山の模様だったようだ。文中ウ

エストン長老とあるが，当時は司祭を長老と呼び，主教を監督と呼

んでいた。日本聖公会も当時の通称は監督教会であった。

11月25日（金）……紳士図書室で開かれた討論会に出席。

（『ShouldBachelorsbeTaxed？』TheJapanWeeklyMail，Dec、

5, 1904)

譜 『独身者に課税すべきか？』 というテーマの討論で， ウェスト

ンは課税賛成の立場を取った。最後の表決は同数になったという。

しかし，この討論が何を目的にしたものかはわからない。明治32

年（1899）に改正条約が施行されて，居留地での外国人の自治権は

消滅している。単に討論そのものを楽しむ外国人一流のしやれっ気

だったのかも知れない。

12月14日（水)･･･…日本アジア協会の年次総会で評議員に3選され

た。

(TransactionsoftheAsiaticSocietyofJapan,Vol. 32, 1905)

この年か前年……日本聖書協会(BibleSocieties'CommiteeforJapan)

委員に就任。

(TheJapanDirectory, 1904)
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鈴 この日本聖書協会の委員には，日本聖公会CMS系のバンコム

(Rev.W.P.Buncombe)や改革派教会のバラ(Rev.J､H.Ballagh),

組合教会のグリーン(Rev.D.C・Greene) らの名前が見える。キ

リスト教プロテスタント各派の合同組織で，聖書の出版や販売に当

たっていたものらしい。なおウェストンの名前は翌年には見当らな

い。

この年か前年……紳士図書室協会(Men'sReadingRoomAssociation)

の管理者となる。

(TheJapanDirectory, 1904)

鵠 フランセス夫人がレセプションに出席したり， 写真コンテス

トを開いたりしている紳士図書室協会が何を目的にしたものかは

よくわからない。前年あたりにフランセス夫人も婦人国際図書室

(Ladies' InternationalReadingRoom)の管理者となっている。

この両者は男女別の図書センター兼クラブのようなものだったのだ

ろうか。ここで思い出すのは，岡野金次郎や小島烏水とウェストン

を結びつけた経緯である。岡野の勤める石油会社の支配人がボーイ

に命じて返却させようとした1冊の書物が「日本アルプスの登山と

探検」であった。何気なく手にとった岡野が『自分たちよりも何年

も前に外国人が槍ヶ岳に登っていた！』と驚いたエピソードである

が，この書物を返却しようとしたのがこの紳士図書室協会だったと

も考えられる。

明治38年（1905）

1月……教会新築のため，私財を含め総額8000円の寄附を集めた。

（『横浜聖安得烈教会』基督教週報第十巻第十九号明治38年1月

8日）

器記事では『ウェストン師が教会を思う熱誠に，信徒はみんな感

激している。教会新築費にも相当の私財を投じられ， 8000円が集

まった。教会を愛する気持ちも人一倍で，求道者が大いに増えた。

また，婦人会も盛んで，会長のウェストン夫人は全力を尽くされて

いる。しかし，ウェストン師の母堂は長い病気で回復の見込みはな

いそうで，教会の新築が成り次第帰国される』と記されている。教

会の資料に，ウェストンの帰国は有力信徒との教義上の意見の相違

と述べたものもあるが，実際は母の病気であったことがわかる。

1月17日（火）……『日本アルプスの登山』と題して外国人居留者に講

演。
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(rMountaineering in the JapaneseAlpsJThe JapanWeekly

Mail,Jan. 21, 1905)

鵠 この講演は横浜のヴァン・スカイック・ホールで行なわれた。

これは文芸協会の例会などの一環ではなく，純粋にウェストンの講

演会だったようだ。しかし，講演の合間のアトラクションとして，

女性の独唱や合唱もあった。聴衆は居留外国人で，記事ではウェス

トンの10シーズンにわたる日本アルプスでの経験を述べたとしてい

る。実際は日本アルプスでは7シーズン，九州での登山と春の富士

登山などを含めると12シーズンである。登山史的には，彼の日本ア

ルプスについての日本での初講演として特記すべきものであろう。

2月14日（火）……日本アジア協会の特別例会に出席。

(Transactionof theAsiaticSocietyof Japan,Vol. 33, DeC.，

1905）

2月28日（火）.．…･小島烏水に手紙を送り， 3月25日の帰国を告げ

る。

（『ウェストンをめぐりて』小島烏水アルピニストの手記昭和11

年8月20日）

鵜帰国を前に，かねて約束していた山の写真を届け，高山植物の

本も贈っている。そして，帰国前に会いたいと伝えており，これが

武田，高野，岡野3氏をまじえての昼食会となった。

3月11日（土)……rジャパン・ウィークリィーメイル」が，新教会の

奉堂式の日時を知らせ，横浜居留外国人に出席を呼びかけるウェスト

ンの投書を掲載。

(rCorrespondence｣TheJapanWeeklyMail,Marchll,1905)

同日（士)．．…･新教会落成の感謝会。

12日（日）……新教会の奉堂式。

14日（火）……この日から3夜に亙って説教会が開かれた。

（『横浜聖安得烈教会』基督教週報第十一巻第三号明治38年3月

17日）

鶚 12日の奉堂式は，マキム監督(RightRev・ BishopJohn

Mckim)の司式で行なわれた。当日は天気晴朗で， 日ノ出町に高

くそびえる深紅の会堂は塔頂の十字架が金色に輝き，門前の日英の

国旗が鮮やかであったと「基督教週報」は記している。全会衆は

100人で，ウェストン長老は早祷を司り，聖餐でマキム監督を補佐

した。

鵠 3月14日からの3夜連続の説教会でウェストンは説教してい
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ない。これは日本人聖職者が担当した。

3月……明治天皇に自著「日本アルプスの登山と探検」と風景写真を献

上。

（『個人』基督教週報第十一巻第四号明治38年3月24日）

響 『▲ウェストン氏（在横浜長老）は先般三宮式部長を経て日本

のアルプスなる書籍と風景写真を天皇陛下に献上せられし所此程宮

内大臣より嘉納あらせらりたりとの書面を受けられたり……』との

記事が出ている。書籍は「日本アルプスの登山と探検」で，風景写

真も日本アルプスのものであろう。

3月17日（金）……アンデレ英学会の発会式。

（『アンデレ英学会の発会式』基督教週報第十一巻第五号明治38

年3月31日）

静横浜聖アンデレ教会の有志で企画したアンデレ英学会の発会式

が，午後7時半から新教会の控室（アンデレ館）で開かれ，ウェス

トンが英語で演説した。会衆は70人に達し，当夜の入会申し込み

者は20人で，3月末には定員の40人になったという。ウェスト

ンの演説には通訳が付いたが，その内容はわからない。また，英学

会が何を目的にしたものかも不明である。神戸や横浜などの居留地

に数多くあった英語学校のようなものではなかったか。当時，キリ

スト教各派の宣教師らは，こぞって英語学校を開いていた。教育伝

道は，医療伝道とともに当時のキリスト教宣教の大きな柱だった。

3月……オリエンタル・パレス・ホテルに小島烏水らを招いて会食。席

上，日本に山岳会の設立を勧めた。

詩昼食会に出席したのは，小島烏水，岡野金次郎，武田久吉，高

野鷹蔵の4人であった。この年の1月か2月には武田，高野が初め

て小島を訪問しており，小島から話を聞いてこの2人も一緒にとい

うことになったものらしい。ウェストンは，日本の山岳会の設立は

君らの力に待つと，繰り返しその設立を勧めたと言う。

3月21日（水）……山県五十雄に地学雑誌の記事翻訳の礼状と万年筆

を送る。

（『日本アルプスの父…ウェストン氏をしのぶ…』高橋秀男山と博物

館昭和37年5月号）

鵜 山県は小島烏水の友人で，当時の地学雑誌に掲載された日本ア

ルプスの1論文を英訳して送ったが，小島からウェストンが日本ア

ルプスの開拓者と聞いて自発的に英訳したものか，小島に依頼され

てだったかは記憶にないと述べている。この経緯はともかく，ウェ
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ストンは未知の山県の厚意に万年筆を贈り，『ご書面と原稿はあな

たのご親切と努力に対する思い出とともに郷里に持ち帰ります』と

礼状を認めた。

鵠 では山県が英訳した「日本アルプスの1論文」とは何を指すの

か。当時の地学雑誌には，日本アルプスという言葉がタイトルにな

っている論文は見当らなかった。強いて言うなら明治27年から明

治29年まで断続的に連載されていた『飛騨国地理小誌』（佐藤順

造第6集第68巻～第8集第87巻）かも知れない。

3月22日（水）……横浜聖アンデレ教会でウェストンの送別会が開か

れた。

（『ウェストン教師の送別会』基督教週報第十一巻第五号明治38

年3月31日）

鵜 『▲ウェストン教師の送別会二十二日夜礼拝後， アンデレ館

に開かれ，会する者三十六名，讃美歌を以て初まり岩佐琢蔵氏の英

語送別の辞より，続て吉村，吉田，佐藤炭竃諸氏交も懇篤の送別

の辞あり， 後ウェストン教師の答辞（岩佐氏訳）あり，塩崎伝道

師の送別の祈と，ウェストン師の祝福に終り夫れより茶菓を喫し別

れを惜しむ， 而して全師に信者一同より感謝状一軸を呈したり，

……』。 ウェストン教師とあるのは， 当時の宣教師が教育伝道のた

め，各種の学校の語学教師を勤めることが多かったことから，宣教

師を一般的に教師と呼んでいたものである。もっとも，ウェストン

自身もアンデレ英学会の教師をしていたためかも知れない。

3月25日（土)…･･･ウェストン夫妻， フランス汽船トーレン号(S.S.

Tourane)で帰国の途に就く。

(rPassengers｣TheJapanWeeklyMail,April l, 1905)

鵠 トーレン号（2338 トン）は郵便， 雑貨を積んだ貨客船で，神

戸，長崎香港などを経由してのマルセイユ行きである。ロンドン

へ帰るウェストン夫妻がどこまで乗船したのかはわからない。

4月 1日（士)……｢ジャパン・ウイークリー・メイル」が，新教会建

設への援助を感謝するウェストンの投書を掲載。

(rCorrspondence｣TheJapanWeeklyMail,April l, 1905)
鵲 ウェストンは『過去18カ月にわたって新教会建設の積立基金

に援助と同情を寄せて下さった多くの友人に感謝します。教会の移

設は長い困難な事業でしたが，親切で好意的な寄金と励ましの言葉

は嬉しいものでした』と感謝の気持ちを綴っている。冒頭に『あす

日本を離れるに当たって.．…･』と述べていることから， 3月24日

A72



W・ウェストン年譜（その2）

に書いて投書したものらしい。

5月10日（水）……ウェストン夫妻，ロンドン着。

（『会報本会の成立』K.K・山岳第1年第1号明治39年4月）

5月31日（水）……SPG会長モンゴメリー主教宛てに書信を送る。

（『第七部外史篇聖公会宣教師・司祭ウォルター・ウェストンと横

浜聖アンデレ教会（一)』垣内茂主の御名によりて～横浜聖アンデ

レ教会百年史～昭和60年11月30日）

鵠 書簡の中でウェストンは『……健康上の問題，その他の理由で

横浜での私の働きが短期間に終ったことは残念です。しかし横浜で

の生活は大変有意義でしたし，日本人と日本宣教についての理解

が，働きに実際に従事することによって深められました。……』と

述べている。『その他の理由』は，母親の病気を指すとみられるが，

『健康上の問題』とは後の書信などから見て， フランセス夫人の健

康状態らしい。

6月 7日（水）.．…･英国山岳会(TheAlpineClub=以後ACと略称）

のブリストル会長(G.F，Bristol),マム名誉書記(A.L・Mumm)が

ウェストンにACの会則と会員名簿を送る。

(rAlpineNotes｣TheAlpine Journal,Vol. 22,No. 169, 1905)

鵠 帰国したウェストンはACの例会に出席し，日本にも山岳会

の設立を希望している青年らがいることをブリストル会長らに報告

した。これが前日6日,AC委員会で発表され，満場一致でその設

立を援助することが決まった。早速ACの会則と会員名簿の写し

2通をウェストンに托し，それを日本の青年らに送るよう求めたの

である。なお6月6日の委員会にウェストンは出席していない。

6月23日（火）.．…･小島烏水に早く山岳会を設立するよう促す書信を

送り，7日付けのブリストル会長らからの書信とACの会員名簿，

会則の写しを同封。

（『会報本会の成立』K.K.山岳第1年第1号明治39年4月）

鵠 この書信でウェストンは『城，武田らの諸氏と図って一刻も早

く山岳会の設立に着手することは出来ないか。ACも今でこそ高名

ではあるが，初めは極めて微々たるものだった。日本の山岳会がど

んな小規模なものであっても，ためらったり恐れたりせずにすぐ設

立に着手し，そのことを知らせて欲しい』と小島を励ましている。

7月頃……母エマ(EmmaWeston)死去。

（愛知教育大学チェンバレン文庫所蔵ウェストン書簡）

鵜 この計報は明治39年6月7日，チェンバレン(B.H・Chamber-
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lain)に宛てた書信で， ウェストンは『去年5月に帰国してから2

カ月後に，長病いの母を亡くした』と記している。

8月14日（月）……スイスのクライネ・シヤイデツクからRGS書記

ケルティに書信を送る。

(RGS所蔵ウェストン書簡）

鵠 この書信はケルテイが11月6日にRGSで講演して欲しいと

依頼したのに対する返事である。ウェストンは，丁度その日はシュ

ロプ州(Shropshire)で約束があり, 11月20日なら空いている

と答えている。しかし， 11月6日にRGSで講演していることか

ら，その後シュロプ州の約束を変更したものらしい。

10月14日（土)……日本に「山岳会」創立される。

鵜 山岳会発足とともに，会誌「山岳」が明治39年4月に創刊さ

れ，さらに明治42年に会名も「日本山岳会」に改められた。

11月 6日（月）……『南日本アルプスの旅と探検』と題してRGSで

講演。

(TheGeographicalJournal,Vol，27,No. 1, 1906)
鵠 ウェストンは，日本の地理学的態様から話を始め，甲府盆地を

中心とする北岳，甲斐駒ヶ岳，鳳凰山などへの登山。天竜川，富士

川の舟下りのほか，周辺の鉱物資源，山地の動物，高山植物などに

ついて述べ，早川峡谷の奈良田の七不思議にも言及している。

僑 この例会に，明治26年（1893）にウェストン，バクストン

(N.Buxton) と共に恵那山に登り， 天竜川を下ったオーラーク

(H.W.L.O'Rorke)が出席していた。講演後の討議で発言した彼

は，天竜川はライン川やドナウ川よりも遥かに素晴らしいと，その

峡谷美を激賞した。この言葉を小島烏水が，大正3年7月の「文章

世界」に発表した紀行『天竜川』で初めて引用した。その時，オー

ラークがrLo'Roke』と誤植され，これがそれ以後の天竜川関係の

書籍や観光案内に正体不明の《《英人ロッケ氏”として引用されるき

っかけとなった。

『ロック（ロッケ）氏は実はオウラーク氏』今村良夫伊那1957年

3月号）

12月18日（月）……英国山岳会の例会で『日本の南アルプスにおける

探検と登山団体』と題して講演。

(TheAlpineJournal,Vol、23,No．171, 1906)

饗 ウェストンは北岳や鳳凰山オベリスクの登肇について語り，御

岳講の巡礼の様子を詳しく述べている。そして，富士の山頂の気象
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観測器械の傍らで日の出を待つ白衣の巡礼の姿に，日本の科学の進

歩と昔ながらの信仰行事を感慨深く対比し，やがては巡礼たちに代

わって登山を楽しむ若い世代が登場すると予見した。講演の最後

に，日本の友人から最近受け取ったという書信を披露したが，それ

には『……私の見るところでは，登山が年々益々盛んになることは

確かだと思えますし，日本の山岳会に入会する必要性がそう遠くな

い将来,多くの若い人々に認められるでしょう……』とあり，前後の

内容から小島烏水が山岳会結成後の様子を知らせたものであろう。

この年か前年……横浜墓地の委員となる。

(TheJapanDirectory, 1905)

明治39年（1906）

1月……『日本南アルプスの旅と探検』がRGS会誌に掲載された。

(rTravelandExploration intheSouthernJapaneseAIps｣The

GeographicalJournal,Vol. 27,No．1, 1906)

労前年11月6日のRGSでの講演記録であるが，附録としてウ

ェストン自身が南アルプスの北岳，仙丈岳，駒ヶ岳で採集した高山

植物のリストが付されている。これらの植物名の同定や分類につい

ては，東京帝国大学植物学教授の松村任三に依頼したことを講演の

中で明らかにしている。

2月……『日本南アルプスに於ける登山と日本の登山団体』がAC会誌

に掲載された。

(rMountaineeringintheSouthernAlps of Japan, andJapanese

MountainClubs｣TheAlpineJournal,Vol、23,No．171, 1906)
鵠前年12月18日のACでの講演記録である。この文末にも

附録として北岳，仙丈岳，駒ヶ岳，八ヶ岳の高山植物リストが付さ

れている。これについて植物学者でもあった武田久吉の思い出を紹

介しておきたい。『帰国後のウェストン師は，私に書面を送って，

八ガ岳と甲斐駒の植相や植物目録を欲しいと申し越されたので，そ

れを詳しく書き送ったが， 原稿落掌の挨拶もなしに，『アルパイン

ジャーナル』一七一号に，南アルプス植物目録を発表して，私がそ

のあるものを提供したと注記したことについて，私はいまだにその

行為に釈然たる感じを持ち得ないでいる。ウェストンはまずそんな

坊サンであった』

（『ウェストン師の思い出』武田久吉日本山岳名著全集月報No. 6

昭和37年10月15日）
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2月 6日（火）.．…･ACの例会に出席。

(rProceedingsoftheAIpineClub｣TheAlpineJournal,Vol､23,

No．172, 1906)

鵠 この例会でベルチャー(H.W.Belcher)がAC会員に選出さ

れている。ベルチャーは，明治24年(1891)にウェストンが初め

て日本アルプスを訪れた時の同行者である。在日中は山陽鉄道の顧

問技師であったが，この頃の職業などはわからない。

5月 1日（火）……ACの例会に出席。

(｢ProceedingsoftheAIpineClub｣TheAlpineJournal,Vol.23,

No. 173, 1906)

鵜席上，ウェストンは最近設立された日本の山岳会に関する彼へ

の書信を読みその会則の幾つかに言及したとある。しかし，詳しい

内容は不明である。

5月初旬……サリー州ユーエル(Ewell, Surrey)の教区牧師(Vicar)

として着任。

（愛知教育大学チェンバレン文庫所蔵ウェストン書簡）

(TheCrockford'sClericalDirectory, 1923)
鈴 ウェストンは着任の数ヵ月前に大法官(LordChancellor)に

よって教区牧師に任命されているが，帰国からそれまでの聖職者と

しての動静はわからない。彼は3度目に来日する明治44年（1911）

まで在任した。 この頃の住所はEwellVicarage,Surreyである。

5月……『アイガー・ヨッホの冒険』をAC会誌に寄稿。

(rAnAdventureontheEigerJoch｣TheAlpineJournal,Vol.

23,No. 174, 1906)

鶚 この紀行文にはフランセス夫人撮影によるアイガー近傍の写真

2葉が付されている。

6月 7日（木）…･･･チエンバレン宛てに書信。

（愛知教育大学チェンバレン文庫所蔵ウェストン書簡）

鶉 ロンドンからウェストン宛てに出されたチェンバレンの手紙に

対する返事である。チェンバレンが帰英していることに驚き，あす

午後にロンドンへ行く予定があり，ほんの少しでもお目にかかれな

いかと面会を希望している。また，教区牧師に任ぜられて， 5月の

初めにユーエルヘ来たこと。夫人の健康状態も良く， 2人とも日本

へのちょっとしたホームシックにかかる時がありいつかまた行きた

いと望んでいると記した後，去年母を亡くしたばかりなのに先週の

金曜日に長兄が死去したとの電報を受け取ったと知らせている。
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器 ここでちょっと前号の解説と合わない事実があるので訂正して

おきたい。この書信でウェストンは『予期されたこととは言え，母

の死が兄に与えたショックがその死を早めたのです。兄は生涯独身

で母と一緒に暮らしました……』と述べている。長兄といえばジョ

ン(JohnWeston)を指すと考えられる。とすれば明治25年の5

月に富士屋ホテルで同宿したジョン・ウェストン夫人(Mrs. John
Weston) とコンスタンス(MissConstanceWeston)は，長兄の

夫人とその娘ではないかという推測は成り立たない。父親ジョン・

ウェストン(JohnWeston)の妻，つまりウェストンにとって母と

妹か，あるいは母と姪の可能性が強まったことをお断りしておく。

明治40年（1907）

5月……AC年次写真展に日本のスライドを出展。

(rTheAlpine ClubAnnual Photographic Exhibition｣The

AlpineJournal,Vol. 23,No. 177, 1907)
鵠 ウェストンの出品は着色した幻灯用のもので，非常に美しい特

色のあるセットと説明されているが，写真の内容は分からない。

器 ほかに日本関係ではポンテイング(H.G. Ponting)が5葉の

富士山の写真を出品している。こちらは写真家だけあって，室内で

最も目を惹く写真だとの評を得ていた。ポンテイング(1870～1935)

は明治35年頃から明治39年までの大半を日本で過ごし，「逸楽

の国日本」(InLotus-LandJapan)や「富士山」(Fuji-san)な

どの著書と写真集を出している。

12月17日（火）……AC創立50周年記念晩餐会に出席。

(rTheJubileeoftheAIpinClub｣TheAlpineJournal,Vol. 24,
No．179, 1908)

月日不明.．．…ロンドン日本協会(TheJapanSociety,London)の会員

となる。

（倫敦日本協会雑誌，第21巻1924）

鵜 ロンドン日本協会は， 明治25年（1892）1月28日創立さ

れ， その創立総会は4月29日に開かれている。会員数は180名

で，日英両国に関連したあらゆる部門の研究を促進しようとするも

のである。初代の会長は，当時特命全権公使だった河瀬真幸，実際

の運営に当たる議長はアンダーソン(ProfessorW.Anderson)で

あった。

（『｢ミカド」の国』両洋の眼一幕末明治の文化接触吉田光邦朝日
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選書117 1978年9月20日）

鈴 明治40年当時の会長は，英国駐在日本大使加藤高明である。

ウェストンは後年，名誉書記を務めるなど重鎮となり，死去まで在

籍した。フランセス夫人も昭和3年から会員となっている。ロンド

ン日本協会がいつ解散したかはよく分からないが，第2次大戦の直

前まで存続していた。

明治41年（1908）

5月……AC年次写真展に出展。

(rTheAlpineClubAnnualPhotographicExhibition｣TheAIpine

Journal,Vol. 24,No. 181, 1908)

鵲 この年，ウェストンはrFromtheSummitoftheRosenhorn』

と題する作品を出展した。興味ある景色であり出来映えも優れてい

ると評された。ただし，この写真を撮った山行がいつのものだった

かはわからない。

明治42年（1909）

5月……杉浦藤四郎がユーエルのウェストン宅に止宿。

（『愛知教育大学「チェンバレン文庫」をめぐって』栞り木生ふる

ほん西三河第9号昭和59年8月10日）

鶚杉浦藤四郎について詳細を述べる余裕はないが，なぜウェスト

ン宅に止宿することになったかを履歴も含めて簡単に触れておきた

い。杉浦は明治16年（1883）に愛知県岡崎市に生れた。横浜で働

きながら洋行の機会を待つうち， チェンバレン(B､H・Chamber.

lain)とめぐり会い，その学僕となって薫陶を受けることになった。

そしてチェンバレンと共に明治39年（1906）渡英し，翌年にはカ

ナダ経由でスイスに渡っている。この年には長年の念願が叶って，

オックスフォード大学の入学準備のために単身渡英し，ウェストン

宅に止宿することになった。留学の一切の面倒を見たチェンバレン

の依頼によるものだったろう。

鈴 しかし，杉浦がウェストン宅に止宿したのは数カ月であった。

この止宿が当初から暫定的なものか，あるいは別の理由があったの

かは不明だが，少なくとも10月頃までに彼は南ユーエルのマーテ

ィン(Martin)宅に移っている。マーティンはウェストンの知人

で，杉浦がそこへ止宿したのもウェストンの世話によるものらし

い。また，杉浦はユーエルにいた間に洗礼を受けている。
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鈴杉浦は大正元年（1912）オックスフォードに入学して地理学を

専攻，大正5年(1916)からはロンドン大学で経済学を学んだ。し

かし，父の死去で翌年暮れに日本に帰国した。第1次大戦の終わっ

た大正8年（1919）再び渡英し，その後スイスのチエンバレンのも

とに滞在した。翌年の帰国に際し，チェンバレンから英文の蔵書と

書簡類を贈られて日本に持ち帰った。洋和書1100余冊と書簡600

余通で，戦後愛知学芸大学に寄贈され，チェンバレン研究には欠か

せない貴重な資料となっている。杉浦は戦後岡崎市の市会議員を勤

めるなどし，昭和43年死去した。

（『チェンバレンとサトウ（1895～1910)』楠家重敏ネズミはまだ生

きている 1986年11月10日）

5月12日（水）……ロンドン日本協会の例会に出席。

（倫敦日本協会雑誌八之巻1910)

鵠 この例会でカルスロップ大尉(CaptainE.F.Calthrop)が，

「東京の巡礼たち」(TheTdkyoPilgrims) と題した講演を行ない，

後のディスカッションでウェストンが指名されて「山岳巡礼の旅」

について語った。

9月 5日（日）……｢MySwissandJapaneseMountaineering」と題

した一文を日本山岳会に送る。

（『会報名誉会員ウォルタア，ウェストン氏略歴及び自伝』山岳

第5年第1号明治43年3月）

10月22日（金）……杉浦藤四郎に書信を送る。

（愛知教育大学チェンバレン文庫所蔵ウェストン書簡）

鶚翌日，夫妻でロンドンに出かけることを伝え，ストランド街の

レストランで昼食を共にしたいと誘っている。また，近いうちにユ

ーエルで週末を過ごすようにと招き，チェンバレンの消息を尋ねて

もいる。杉浦はすでにウェストン宅を出ていたことがわかる。

11月29日（月）……杉浦藤四郎に書信を送る。

（愛知教育大学チェンバレン文庫所蔵ウェストン書簡）

籍最初に，先日ユーエルに来てくれた時，ゆっくり話す時間がな

く申し訳なかったと詫びていることから，杉浦は前便の招きに応じ

たものらしい。そしてあす北海道のアンドリュース師(Rev．W.

Andrews),九州のリー師(Rev．A.Lea)の監督任命式がウェス

トミンスター寺院で行なわれるのに出席すると結んでいる。

鵠 「日本聖公会教役者名簿」によれば，両師は11月30日に

監督に任命されている。ウェストンが出席したのは間違いないだろ
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明治43年（1910）

1月12日（水）……ロンドン日本協会の例会で『日本アルプスに於け

る8年間の登山と探検』と題して講演。

（倫敦日本教会雑誌九之巻1912)

鶚 この講演でウェストンは日本の地理学的な態様から話を始め，

明治24年(1891)から明治27年(1894)までと，明治35年

（1902）から明治37年（1904）までの8年間の主な登山について

語った。槍ヶ岳，前穂高岳，北岳，鳳凰山オベリスク，富士山の登

山が柱だが，それぞれの登山にまつわる山人たちとのエピソードを

温かく語っているのが印象的である。

3月……日本山岳会の最初の名誉会員に推される。『スイスと日本の登

山』(MySwissandJapaneseMountaineerings)が「山岳」に掲

載される。

（山岳第5年第1号明治43年3月）

鵜 この寄稿文はウェストンのそれまでの主な山歴を自述したもの

である。16歳で初めてスイスを訪れたが，本格的な登山は満24

歳の明治19年(1886)からだったと，その年と翌年のスイスでの

華やかな登山を記している。そして，明治21年（1888）初来日以

来， 2度にわたる滞日時の登山を述べ，現在のところ鳳凰山の先端

を踏んだただひとりの登山家であることに，非常な名誉を感じてい

ると結んでいる。内容自体は一般的にそれほど面白いものではない

が，来日前のスイスでの登山や日本の九州での登山に触れている唯

一の記述である。

5月……ACの年次写真展に日本アルプスの着色スライドを出品。

(rTheAlpineClubAnnual PhotographicExhibition in l910』

TheAlpineJournal,Vol. 25,No．189, 1910)

7月……『日本アルプスに於ける8年間の旅と探検』を「山岳」に寄稿。

（山岳第5年第2号明治43年7月15日）

鵲 この年1月12日にロンドン日本協会で講演し，「倫敦日本協

会雑誌」九之巻（1912）に掲載されたものと同文である。

9月11日（日）……シャモニの谷で，寺田寅彦に声をかける。

（『先生への通信ベルリンから（二)』寺田寅彦東京朝日新聞明

治43年11月）

（寺田寅彦全集11巻昭和26年）
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W・ウェストン年譜（その2）

番ひとりでメール・ドゥ・グラスからシャモニの谷へ下りて来た

寺田寅彦に，ウェストンは『日本人ではないか』と声をかけ，自分

は日本に8年いて，あらゆる高山へ登ったと話した。しかし寺田寅

彦はウェストンについて何も知らず，この出会いはすれ違いに終わ

った。 これについては「アルプスの廻り合ひ」（松方三郎日本山

岳会報63昭和12年1月）と「開かざりし花」（尾崎喜八日

本山岳会信濃支部報第5号昭和25年7月）の2篇のエッセイ

がある。
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高所脳障害とその予防法

ENDOKatsuakiandTAKAHASHIJun-ichi :Thepreventive

physiologyofhighaltitudebraindisorders

遠藤克昭

（京都大学医学部生理学教室）

高橋純一

（住友病院外科）

はじめに

高所における脳の機能障害，即ち，視力，判断力，意識平衡機能，運動機能等の障

害は，主として，大気圧低下による酸素の欠乏が原因で引き起こされるという考えが，

すでに1870年代に，フランスのポール．ベールらにより示唆されていたが，高所脳障

害に対する予防対策の重要性が広く登山家に認識されるに至ったのは1950年以降のこ

とであった。即ち，この頃から，高所登山に関する技術装備生理学等の急速な進歩

に伴い，エベレスト（標高8848m)を筆頭に， 世界の屋根に連なる高峰は， 多くの登

山家の熱意と努力により次々と登頂され，これまで人跡未踏の地であった頂上の大多数

に人類の足跡が記されたが，それとともに，遭難事故も激増し，多くの人材が登山界か

ら失われていった。

1988年6月に群馬県の水上で開催された第8回日本登山医学シンポジウム（田中壯

佶会長）において， 山森欣一氏が発表した統計によると， 1952年より 1987年に至る

ヒマラヤの6000m以上の峰を目指して入山した日本隊の登山隊員の総数は6537名で

あるが，このうち遭難死亡者は，実に172名にもおよび，入山者総数の2.6％を占め

ている。原因別死亡状況は， 雪崩が76名（44.2％）と最も多く， 続いて転滑落が69

名（40.1％)，高山病が11名（6.4％)，その他16名（9.3％）であった。しかるに，

転滑落が原因と考えられる遭難事故の記録を，我々がさらに詳しく調べたところ，登山

技術の問題に帰せられるものは少なく，脳の機能障害に起因する不可抗力ともいえる事

故が大多数を占めていることが判明した。即ち， 高所における酸素の欠乏，脱水， 飢

餓寒冷等の過酷な環境により，視力，判断力の低下に加えて，平衡機能，運動機能等

の障害が重なり転滑落を誘発したものと考えられる。標高8000mにおよぶ頂上近くの

高所においては，脳障害に起因する転滑落の危険がさらに増大している。エベレストの

無酸素登頂者の約半数が，下山中に遭難死しているが，その原因は，ほとんどが高所脳

障害による転滑落であると推察される。

本報告においては，はじめに高所で困難な登山活動に従事した登山家の貴重な記録を

もとにして，高所脳障害の実態を把握し，その原因について分析を行った。さらに，今

後の高所登山活動において，これらの高所脳障害を予防するための適切な手段を，現在
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可能な範囲で，登山家が活用できる形に整理し，具体的な説明を加えた。なお本稿にお

いては，一般に4000m前後の高度において現われる，自律神経症状を主とする急性高

山病に対して, 6000mから8000mの高度で顕著となる，感覚および運動機能に関連

した脳症状を，高所脳障害として区別した。また，対象とする登山活動としては，主に

80mm前後の高峰の登頂を目指す場合を念頭に置いて記述した。

高所脳障害の実態一登山家の記録から

1973年10月26日，日本隊の石黒久と加藤保男は， 冬も近づいたポスト・モン

スーンのエベレストに登頂した。以下の記録は，加藤保男『雪煙をめざして』より引用

したものである。

“頂上に着いたのだ.／時計を見ると4時35分。普通なら真先に登頂を報告するた

めトランシーバーで交信をする。トランシーバーは石黒さんが持っているはずだのに交

信しようとしない。山頂のくぼみに若山美子さんの写真等を埋める。石黒さんはピッケ

ルで雪を掘り，家族の写真とお守りを埋めた。石黒さんの酸素を少し吸わせてもらう

と，目の前がパーツと明るくなってきた。登頂が遅かったのであたりが暗くなっている

ものとばかり思っていたが，何のことはない，すでに視力に影響が出ていたのだ。頂上

に着いて約30分後に下り出す。頭は滕朧としていた。．．…｡やっとの思いでチムニーを

抜ける。そこから先は切り立った所もないので，アンザイレンをはずす。ぼくが先に下

りようとしたがアイゼンの跡すら見えない。酸素を吸っている者とそうでない者とで

は， まるでスピードも視力も違い，次第に石黒さんのスピードについて行けなくなる。

これ以上歩いては危ない.〃膝のあたりにピッケルを刺し，雪の上に直に坐った。……

寒さは一段と増し，口はこわばり，思うように喋れない。そして三重靴の足の指先がズ

キンズキンと痛む。この寒さの中で眠ったら，間違いなく死んでしまう。起き続けて朝

を迎えるのだ。眠ってはいけない。……はっとして正気に戻る。石黒さんに揺り起こさ

れたのだ。互いに声をかけ合い，揺り起こし合って，長い夜を耐えた。……（この日の

夜は標高8,650m,気温マイナス45℃の強風下で，雪の棚の上に座ってビバークし

た｡）

あたりが明るくなりだした。昨夜ぼくが見たイタリア隊のキャンプ跡は幻覚で，その

まま下っていたら大変なことになっていた。寒いので一刻も早く体を動かしたいが，隣

りにいるはずの石黒さんがまるで見えないのだ。そこで太陽の光が当るまで待ってもら

い，雪の上に写る人影にぴったりくっついて，何とか下りることができた。何度も足を

踏みはずしては転倒した。．…･･ふと右手をみると，雪どけ水がチョロチョロと流れてい

る。四つんばいになり，一歩一歩近づき，きらきら光る水面に口をつけると－氷の塊

りだった。ごろっと横になる。急に眠くなってくる。……その時どこかでぼくを呼ぶ声

がした。「保男く－ん，保男く－ん」まぎれもなく長谷川さんの声だ。長谷川さんのが

っしりした体が視界にぼんやりと入ってきた。「ありがとう，長谷川さん･…･･｣。酸素を

吸わせてもらいしばらく休息した｡”
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この記録から学ぶことのできる教訓は， まず，登頂後まで全く自覚症状はないように

みえるが，注意すると，すでに，軽度ではあるが視力障害や記憶障害のみられることで

ある。ビバークの翌日は高所障害も強くなり，視力は衰え幻覚に惑わされて，共に相手

を見失ったが，幸運にも仲間に発見され，最終キャンプに帰還することができた。彼等

のように強力なメンバーでも，これだけ厳しい環境下でビバークを行うと脳機能障害が

進行し，翌日には，もはや正常な活動は遂行できなくなることがわかる。ここに現われ

た脳機能障害は，視力障害，記憶障害，幻覚，幻視，立体感覚異常といった大脳の機能

障害が主である。その症状は，時間とともに加速度的に進行し，本人もその経過を自覚

することができる。酸素の吸入も効果がある。しかし，次に引用する記録に示される脳

機能障害の症状はこれとは大きく異なっている。同じく『雪煙をめざして』からの引用

である。

“1973年にエベレスト遠征に参加した時，先発隊より少し遅れたため，高度順化をか

ね, BCのすぐ手前にあるヌプツェの肩に一人で試登したことがある。ヌフ･ツェの肩を

通ってアイスフォールの上へ出，そこからせめてエベレストの南西壁の写真を撮って，

本隊のための参考資料にしようとしたのだ。 しかし, 6000m近くに来ると， だんだん

体が動かなくなってきた。 20歩進もうと目印にした岩に向って歩くが，ノ､シと気がつ

くと，その岩へは相変らず20歩の距離がある。つまり，自分の足は1歩か2歩しか出

ていなかったのだ。よし， もう一度やってみようとして歩き出し，しばらくたって気が

つくと，その岩は同じように先にある。時計を見てびっくりした。 1時間近くも，同じ

場所で動かずにいたことになる。そんなに疲れていないし，意識もはっきりしている。

ところが歩き出そうとすると，そこで意識がなくなっている。これは危ないと思い，当

初の計画を断念し，必死に懸垂氷河を下って何とかテントに戻ることができたのだっ

た｡”

ここでは運動機能障害が最も強く現われており，視覚や判断力は保持されているが，

随意運動の指令が発現していないことから，小脳の機能障害が主に生じていると考えら

れる。また一時的な意識障害を来しているので，脳幹に障害が及んでいる可能性もあ

る。この症状は何の前兆もなく出現し，予測不能な面もあることから，困難な登行活動

時においては危険な状態に陥りやすい。特にこの記録の場合のように単独で行動してい

る際には，異常を指摘してくれる者もなく，そのまま，転滑落を起こしたり，その場で

体が動かなくなり，孤立無援のまま遭難することが多いと考えられる。

運動機能障害が原因で遭難した可能性を強く示唆する昨年の冬の記録を紹介する。八

木原圀明『栄光と悲劇のアンナプルナ南壁』からの引用である。

“1987年12月20日15時すぎに4人は南壁から冬のアンナプルナI (8091m)の

頂上に立った。……18時57分，山田が7400mのC4に帰着した。それより先，三

枝は18時に着いていた。山田の一ピッチほどうしろにいた斎藤が遅い。三枝がキャン

プから声をかけると，闇のなかから「だいじようぶだ」という斎藤の声がした。しか

し，15分たっても20分たっても斎藤は現れない。三枝が様子を見にゆくと， 斎藤は

トラバース終了点, C4へわずか20メートルほどの地点まで来ていた。次の瞬間「ア
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レッ」という声とともに斎藤が転落してしまったのである。時計は20時03分をさし

ていた｡”

斎藤はは前記の加藤氏の症状のように, C4に着く直前に運動機能障害に輿われゥ 三

枝氏の呼びかけに答えることはできたが，自分の意志に従って体が前に動かず，トラバ

ース地点で転滑落したものと考えられる。

1973年5月14日午後6時に日本隊の松田隆雄と上田豊はヤルン・カン(8505m)

に初登頂した。以下の記録は上田豊（共著）『ヤルン・カン』からの引用である。

“頂上は，やせた雪稜がほぼ同じ高さで50ないし100mばかり続いており，その先

は落ちていた。そしてそのリッジ上の端の方のやや南面寄りに1,2mのちっぽけな岩

の突起が見えた。クリノメーターを用いて，頂上の雪稜の先端をねらう。水準器の気泡

を慎重に確かめ，この頂上稜線が水平であることを確認した。松田がトランシーバーを

とり出し, BCを呼ぶが答えがない。故障だ。時間がないので，斎藤ドクターにたの

まれていた脈拍の測定に移る。 1分間132という計算になる。野帳に鉛筆で, Peak

l8：00と書き， 2人の高度計の読みをメモした。（下降開始後，間もなく酸素が切れ

た。夜の8時頃に高度約8400mの地点で雪の上にすわってビバークした。夜半に，風

雪の中の困難な下降を再開し，午前3時頃に再び雪洞を掘って避難した｡）

午前5時だ。空はよく晴れている。だが，景色がかすんでみえる。近くのものは見え

るが，遠くがだめだ。雪盲かと思うが目にいたみはない。松田もよく見えないそうだ。

「これが眼底出血というやつかな」と冗談半分にいう。 とにかく行こうか， と腰を上げ

る。数歩行くと，松田が「動けん」という。酸素不足による疲労は，日本の山でパテる

という，疲労こんぱいして足が前に出ない感じとは，少しちがう。まず第1に，動く意

志がなくなるようだ。酸素ボンベがからになってからもう 10時間くらいたっている。

酸素が不足すると，まず最初に脳がおかしくなるようだ。 2人とも舌がよくまわらなく

なりしゃべるのもゆっくりになっている。早く酸素のデポにたどり着く必要がある。あ

らたまってrお役に立つのがおそくなりまして」といって松田のもとを離れた。……

(デポした酸素は上田の懸命の努力にも拘らず発見できなかった｡）12時ごろ， 松田の

いるはずのあたりでかれをさがしゥ名前をなんどか呼んだ'気がする。この頃になると，

自分の現在地がはっきりしなくなっていた。岩角がぼんやりとポーターの姿に似て見え

たりするが，これは幻覚に近いものだなという自覚はある。まわりに人がたくさんいる

ような気がする。あるいはもう一人，不特定だが人がいる気がする。そのうち夢と現実

の区別がつかなくなる。おそらく，錯覚しながらの実際行動であろう。……

いったいどれくらいたったろう。日はすでに西に傾き，寒さでわたしは，われに返っ

た。絶壁の端に，体をつっぱってかろうじて止まっていた。いつのまにか左足のアイゼ

ンがなくなっている。ずっとあとで思い当たったことだが，夢の中で，テントに入るつ

もりで外してしまったようだ。救援隊が来てテントを張ったのは夢であったことが，こ

こで初めてはっきりとわかった。とにかくここにいてもなんにもならない。わたしは断

固C5に下ろうと決心した。右手が凍りついて痛い。枯木のようになってまがらない。

一歩一歩慎重に下る。……「ポッポさ－ん」と声がする。近い。返事する。ヘッドラン
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プの明かりが見えた。助かった。今度は本物だ。たがいに声をかけ合いながら近づき，

合流した。甲斐，森本，ニマ・ノルブだった。長い孤独な放浪は終わった。松田の消息

は，かれらも知らなかった｡”

頂上における調査記録等の作業は順調に遂行された。まもなく，酸素が切れ，厳し

い風雪の中の下降活動を続けるうちに'，脳機能障害の症状が現われ始めた。特に松田氏

は自ら先頭に立って先人未踏のルートを探索しながら前進するという困難な活動を一昼

夜にわたって続けたが，翌朝には，強い運動障害を来した。比較的余力のあった上田氏

はデポした酸素を発見するために単独で坊程するうちに，視力，判断力，位置感覚等の

支障を来し， 幻覚，幻視に苦しめられ, disembodimentといわれる霊魂の肉体からの

離脱現象も体験し，まもなく意識を失ったが，夕刻の寒気が刺激となり，奇蹟的に意識

を回復して，自力で下降中のところを救援隊に発見されて生還した。松田氏は，視力障

害，運動障害，幻覚等が原因となり，転滑落したものと推測される。

8000mにおよぶ高峰の頂上に立ち，厳しい環境下を下降する隊員に対しては，積極

的な救援活動がぜひ必要である。また，高所脳障害を来した状態での単独行動は極めて

危険であることをこれらの記録は示している。

高所脳障害の予防対策

1． 酸素吸入

前出の記録に見られるように，高所脳障害等を予防する目的で酸素の吸入を行いなが

ら登山活動を進めるときは，能率もあがり，目的遂行のための強力な手段ともなりうる

が，酸素が切れた後は，特にビバークの翌日において，非常に危険な状態に陥ることを

予測して対策を講じておかなくてはならない。下降中に，デポした酸素ボンベを発見す

ることは，脳障害を来している時は，困難なことが多い。デポした位置をわかりやすく

しておく必要がある。視力障害や運動障害に対しては，少量の酸素の吸入が著効を発揮

することが多いので，携行する酸素は使い切らずに，適当量を残しておくのが賢明であ

る。

2． 水分と栄養の補給

これは，登山活動を安全に能率よく進めるために必ず実行しなければならないことで

あるが，意識してこの対策を推進することは極めて重要である。特に水分は絶えず補給

することが必要であるにもかかわらず，登頂の前後は水も飲まないで頑張り，脳障害に

苦しむことが多い。1953年のイギリス隊によるエベレスト登頂の成功は， 高所におけ

る水分の充分な補給が大きな支えになったとされている。下降時に備えて酸素ボンベと

ともに，大量の紅茶の入ったテルモスをデポしておくのも有効である。高度8000m以

上においても， 1人につき， 1日に4Z以上の水分を摂取できるように前もって準備し

ておく必要がある。

3． 高所順応

高所脳障害等を予防する目的で，酸素の補給とともに，高所順応活動が初めて組織的
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に実行されたのは， これも， 1953年のイギリスのエベレスト登山隊においてであった

が，その後，これは非常に有力な手段であることが認められた。特に8"0m以上の高

峰を，酸素の吸入を行わずに登頂する場合は，高所順応，充分な水分と栄養の補給，そ

して速やかに登り，下降できるための基礎体力の育成等に対して，格別の努力を払う必

要がある。1980年の日本カンチェンジュンガ北壁登山隊の高所順応計画を含む卓越し

た登山活動は，その模範となるものである。

4． 速やかな登行と下降

高所順応が形成された後は，できるだけ速やかに登頂し，下降することが，高所脳障

害を防ぐための原則である。脳浮腫や肺水腫等の重篤な高山病の兆候が現われた時は，

高所に滞在し続けると命を失う危険が迫ってくるため，何よりも下降を優先させる。こ

の場合は酸素吸入の効果はあまり期待できない。ヒマラヤにおける脳浮腫肺水腫等の

高山病による日本隊員の死亡者は， 前記の山森氏の統計では11名（6.4％）と推定さ

れ，比較的少ないが，これは，その予防及び治療対策が，本邦の医師と登山家の協力に

よって積極的に推進されているためであると考えられる。

以上に述べた高所脳障害の予防法は，予防生理学ともいえるもので，現在では常識と

なっているが，高所登山を安全に推進するための基本原則でもある。これらは，長年に

わたる登山活動において，多くの試行錯誤と経験を蓄積することにより確立されたもの

である。しかるに，以下に述べるいくつかの項目は，現在のところ，まだ評価は定まっ

ていないが，今後，高所脳障害の有力な予防法として活用されることが期待されている

ものである。

5． 炭酸ガスの吸入

炭酸ガスの吸入は呼吸中枢を刺激し，酸素の摂取量を増大させることはすでに明らか

にされている。一方，高所で必要な酸素量を摂取するために，過換気の状態が持続する

と，血液がアルカリ性になり，脳および神経系に対しても障害を与えることになるが，

これは炭酸ガスの吸入により予防することができる。 また， 睡眠中に5％程度の炭酸

ガスを含む酸素を吸入することは，脳の機能回復と高所脳障害の予防のために特に有効

な手段であると考えられる。吸入に要する炭酸ガスは少量であるため，高所へ携行する

労力と負担も少ない。炭酸ガスの吸入必要量と吸入方法を，早急に確立する必要があ

る。

6． 血液から赤血球を一部除去する方法

高所に滞在すると血液中の赤血球の数が増え，赤血球の濃度が上昇することにより，

血液の粘度が増し，血液の流れがおそくなるため，脳血栓等の起こる危険性も増す。こ

れを防ぐために，血液を濾過して赤血球を除き，血漿は身体に戻すことによりハ赤血球

の濃度を下げ，高所における脳障害を予防しようとする試みが行われている。赤血球の

総数を70％程度にまで減らしても酸素の供給能力には支障は起こらないと考えられて

いる。現在のところ，これらの赤血球の除去操作を自分で簡単に行うことができないと

ころが難点である。

7． アセタゾルアミド
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利尿剤として疾病の治療に用いられるアセタゾルアミドは，血液がアルカリ性になる

のを防ぐ性質があり，高所脳障害の予防に用いることができる。また，呼吸促進作用も

あるため，酸素摂取能力を高める効果がある。さらに，その利尿効果により，高所にお

ける浮腫の除去にも有効である。副作用として，腎および循環系の障害，感覚異常等を

来すので，高所での使用には注意を要する。少量の投与により現われる効果を注意深く

観察しながら必要最小限の範囲で使用する。

8． グルココルチコイド

グルココルチコイドは血糖値を上昇させる作用があるため脳の代謝を促進し，脳障害

を予防すると考えられている。また精神活動の賦活作用があるともいわれる。長期間連

続して使用しない限り副作用も少なく，必要な時は大量に投与してよい。登頂活動を開

始する日の朝，あるいは長時間の登山活動を行う日の朝に，水分，栄養等と共に摂取す

る方法も推奨される。急性高山病，脳浮腫，肺水腫等の予防と治療にも用いられる。

9． 脳機能検査

最後に，我々の計画している脳機能検査について説明する。神経系の電気活動（脳

波，誘発筋電図，大脳誘発電位，運動関連脳電位，脊髄誘発電位等）は脳の機能を調べ

るための指標として，現在それらの記録と分析が広く行われている。ヒマラヤあるい

はカラコラムにおいては，これらの調査を系統的に行った報告はほとんど見当らない

が，将来は，高所における脳機能の検査に対して，重要な意義が認められるものと期待

される。脳の電気活動を記録し，分析を行うことにより，高所脳障害の発生機序と診断

の基準を，電気生理学的手法を用いて確立することは重要な課題であるが，それよりも

まず進めなければならない急務は，脳障害を来した登山隊員をできるだけ早く発見する

手段の開発である。高所において，運動機能，平衡機能，視覚機能等の障害に陥り体が

自分の意志の通りに動かなくなり，転滑落の危険が迫っている隊員を早く発見するため

に，現在我々が試みている方法は次のようなものである。左右の上肢に記録用の電極を

取りつけ，両極間の随意運動に伴う筋電図および心電図を同時に記録し，これを隊員の

身につけた小型送信機から周波数変調波として発信する。一方，ベースキャンプあるい

は他の近くのキャンプに設置した受信機を用いて，上記の波形を観察しただちにその分

析を行う。四肢の運動が停止したときは，運動に伴って発生する筋電図も消失し，被検

者の活動状態もある程度把握できるので，トランシーバーかポケットベル式の無線機に

より本人に連絡をとり，適当な指示を与え，必要な場合は救援隊が出動する。各隊員が

身につけている小型送信機は，常に電波を発信しているので，これらの隊員が雪崩に遭

った場合等にも，迅速に捜索活動を行うことができる。このように，本方式はヒマラヤ

における登山活動を推進し，脳機能障害による転滑落や雪崩による遭難事故を防ぐため

の有力な手段になり得るものと期待される。高所における脳および神経系の電気活動の

解析は，小型軽量で特性の優れた測定装置を開発し，今後さらに推進していく予定であ

る。
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高所脳障害とその予防法

おわりに

本報告では，高所登山を安全に行うための方法を，高所脳障害の予防法を中心にして

述べた。その中には，ヒマラヤ登山に成功するための方法論的な内容も含まれており，

積極的に，二，三の新しい提案も行なった。

1983年10月8日，日本の吉野寛，禿博信の両氏は， エベレストの頂上附近で

ビバークを敢行し，命をかけて人間の能力の限界に挑戦したが，下降中に，不運にも高

所脳障害のために倒れた。しかしながら，科学の進歩は，以前は不可能と考えられてい

たことも可能にする。近い将来， エベレストの頂上で露営した後，安全に下山できるよ

うになる時代が必ず来るはずである。ただしj そこに至るまでには，まだ多くの努力と

経験の積み重ねも要求されるであろう。高所脳障害の新しい予防法を確立していく仕事

は，そのような目標達成のための，一つの支えにもなりうるものと，著者は確信してい

る。

参考資料

1）辰沼廣吉：マナスル登山と生体の順化『医学のあゆみ』65 325-332, 1968
2） 田中壯佶：高所環境の脳機能におよぼす影響『登山医学』1 35-46, 1981

3） 中島道郎：高所肺水腫について 「山岳」70 22－29， 1976
4） 中島道郎：高山病の本質を考える 『岩と雪』56 38－43， 1977
5） 原 眞：高所登山論一高山病と高所適応の実践的考察『岩と雪』34 62－76，

1973

6）松林公蔵：神経系からみた高所医学『臨床スポーツ医学』4 617-627, 1987

7） 川久保芳彦:8000m無酸素登山者のその後の諸検査の結果について 「山岳」81

45－52， 1986

8） 山森欣一：日本隊のヒマラヤ登山と死亡事故『登山医学』8，1988（印刷中）

9） 日本山岳会・高所登山研究委員会：高所登山におけるアルパイン・スタイルの問

題点について 「山岳」81 92-119, 1986

10）遠藤晴行：エヴエレスト無酸素登頂および8000m峰無酸素登山の研究「第22

回海外登山研究会報告書」 35-46, 1984

11) J.ハント：エベレスト登頂田辺主計・望月達夫訳朝日新聞社1954

12) C.S.ハウストン：高みをめざせ／高所への挑戦の物語中島道郎訳『岩と雪』

113, 1985-123, 1987

13）加藤保男：雪煙をめざして中央公論社1982

14） 八木原圀明：栄光と悲劇のアンナプルナ南壁『山と渓谷』632 119-123, 1988

15）上田豊ほか：ヤルン・カン京都大学学士山岳会編朝日新聞社1975

16）小西政継ほか：カンチェンジュンガ北壁・無酸素登頂の記録1980
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｢山と登山に関する科学」図書目録(第一次）

日本山岳会科学研究委員会

科学研究委員会では1982年春以来，登山者の立場からみて参考となり’山と登山に

ついての認識が深まり，遭難防止にも役立つ科学文献を集める企画をたてた。

作業を進めるにあたり，実際登山や遠征に出かける人々にすこしでも役立つことを第

一の目標とし，差当り今回は図書に限定することにした。学術雑誌や山岳関係の雑誌に

掲載された論文は入手の困難も考慮して，今回は原則として採り上げないことにした。

その選択基準も，古典や名著にこだわらず，利用しやすいものを優先的にとりあげた。

従ってその内容が現代にそぐわなかったり，登山に直接関係のうすいものなどは思いき

って省略した。また初版本より改訂版を，また文庫判のあるものは文庫判を収録した。

多少専門的な内容の図書も入れる必要が認められたので，星印（＊）を各書名の始めに

加えた。

また，山の人文・社会科学についても検討したが，今回は自然科学を中心とすること

とした。

なお，本会図書室に所蔵されているものについては， 書名の前につけたNo．を○で

囲った。

「山と登山に関する科学」の図書の分類をどのようにすべきかについては科学研究委

員会としても，この企画の作業を始めて以来多くの議論を重ね，改訂も行なった。一応

別表のようなものとなったが，未だ検討すべき点があると考えている。今後会員諸兄姉

のご批判をまち，さらに検討したい。

図書目録の作成にあたっては多くの会員諸兄姉や各分野の専門家のご推薦，ご協力を

いただいた。とくに図書の内容紹介執筆の労を多とし，心から感謝申上げたい。

率直にいって科学研究委員会としても時間と能力に限度があり’項目選定についても

内容についても不充分な点が少なくない。それにも拘らず敢えて公表することとしたの

は，一つには少しでも登山の科学性，安全性について寄与できればと考えたことと，さ

らにこれを今後より完全なものに近づけるための叩き台として，多くの方からご批判，

ご助言をいただきたいと考えたからである。新しい図書の内容の紹介’解説についても

ご協力を頂きたく，切にお願い申上げます。

協力者（敬称略ABC順）

阿部和行 千葉重美 遠藤泰孝 藤井理行 藤田和夫

原 妻 樋口敬二 伊藤正敏 石井恵美子 岩田修二

神谷光昭 金坂一郎 川喜田二郎 木村武二 木下是雄

ノ｣､西奎二 近藤信行 楠 宏 増井光子 松丸秀夫

松永敏郎 森 滋夫 村井 葵 中川和道 中島暢太郎
中村純二 中村方子 大井正一 岡沢祐吉 大木淑子

大森弘一郎 大森薫雄 小野有五 三枝礼子 斎藤 桂
式 正英 田口二郎 高橋 詞 高遠 宏 滝口正三

徳久球雄 梅野淑子 渡辺興亜 渡辺兵力 渡辺正臣

山瀬一祐 吉野正敏 横山宏太郎
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｢山と登山に関する科学」図書目録（第一次）

6 鵲大気の科学似HKブックス76)

小倉義光 日本放送出版協会昭和43

年(1968) B6判2M頁。

大気力学の立場から地球規模での気

象，高層気象を解説した本。やや専門

的。

7気象の科学(NHKブックス196)

駒林誠日本放送出版協会昭和48

年(1973) B6判256頁。

気象全般（環境・災害・惑星の三つの

分野）解説書。やや専門的ではあるが，

基礎知識を勉強するのによい。

8 饗天気予報の科学伽HKブックス

369）高橋浩一郎日本放送出版協会

昭和52年(1977) B6判224頁。

天気図の見方など，天気予報の基礎か

ら応用面まで総合的に解説してあるが，

やや専門的。

9 雪中谷宇吉郎→1-5-1

⑩アルプスの氷河第一部，第二部

J.チンダル著矢島祐利訳岩波書店

→1－4－8

11雲(高度一万米の素顔） 石崎秀夫監

修昭和57年(1982） 変型判157×260

cm183頁。

全頁原色写真の雲の解説集。雲の分類

では10種の雲形が捉えられており，応

用編では天気判断の参考になる雲や珍し

い雲が集められている。低気圧通過など

のとき，上空の雲の状態はどうなってい

るか，高山で登山者にとって，最も直接

的なアドバイスとなる本。

12 饗気象ハンドブック気象ハンドブ

ック編集委員会朝倉書店昭和59年

(1984) A5判698頁。

気象関係の分野で使われる用語を解

説。図表類数値， 統計表等の百科全

書。

山の自然科学

1－1気 象

1 天気予報と天気図大谷東平・斎藤

将一法政大学出版局昭和32年(1957）

A5判205頁。

地上天気図の型が詳細に分類されてお

り，天気図をもとに天気を予報するうえ

で，抜群の強みを発揮する“バイブル”

的書物である。アマチュア予報官を目指

す人に勧めたい。

②登山者のための気象学山本三郎

山と渓谷社昭和53年(1978) B6判

238頁。

著者自らの体験から書きとめた気象学

の本。

3高層の天気丸山健人岳書房昭

和57年(1982) B6判158頁。

山岳気象として放送されている上層天

気図の描き方，見方のガイドブック。特

に地上と上層の関係を知るための実例が

豊富にみられる。高層天気図のみの本は

これ以外には今のところない。

4 山登り気象学中村繁日本気象

協会昭和55年(1980) B5判216

頁。

地上, 700mb, 500mb天気図の相互

関係，及び山でその時に期待される気象

変化をわかりやすく解説してある。冬春

夏秋の順で多くの例が示してある。

⑤気象衛星「ひまりの四季」 飯田睦

次郎・渡辺和夫山と渓谷社昭和57

年(1982) A5判156頁。

新聞でおなじみとなった「ひまわり」

の雲の写真に天気図や天気解説を添え

て，四季の典型的な天候を解説。視覚に

よる気象学の入門耆としてすすめたい。

A99



昭和36年～38年に行なわれた各山

岳会・学校山岳部による山の気象研究の

成果をまとめたもの。

19天気図の読み方庄司亮ユニ出

版昭和52年(1977) B6判253頁。

ラジオ天気図の見方，書き方，上層天

気図，登山との関連性，重大な遭難の起

きた時の天気図からの考察，天気図の登

山への応用を説明する。

20ひまわり画像の見方気象衛星セン

ター日本気象協会昭和58年(1983）

B5判271頁。

ひまわり画像の見方の一般的な解説

書。ひまわり画像の地上，上層天気図と

の対応を解説する。

21天気予報ことわざ事典大後美保

東京堂昭和59年(1984) A5判364

頁。

天気浬諺，観天望気の編集編。

22学校気象ガイドブック藤井幸雄

誠文堂新光社昭和45年(1970) A4
判176頁。

学校のクラブ活動として気象観察・観

測を行なう指導書であるが，山で気象観

測を行なう場合の指針としても使える。

23気象台の24時間高橋浩一郎他

南郷出版昭和58年(1983) B5判

352頁。

富士山頂，烏島，定点観測船等におけ

る気象観測の現状や，動植物との関係等

を記述してあり，気象を理解する助けと

なる。

24新版気象学概論山本義一朝倉書

店昭和59年(1984) A5判248頁。

高校卒業程度の学力を前提とした気象

学の最も標準的な教科書。山の気象を勉

強する場合に，基礎的な知識を得るため

には良書である。

13 ヒマラヤの気候と氷河（気象学プロ

ムナード15） 安成哲三・藤井理行東

京堂出版昭和58年(1983) A5判

254頁。

ヒマラヤの学術調査を純科学的でな

く，探検，行動の面までも含めて物語的

に報告しようとの意図をもって，大気圏

と雪氷圏の相互作用を扱った啓蒙書。し

かし内容はむしろ現代的，学問的であ

る。

14山の気象はどうかわるか大井正一

恒星社厚生閣昭和37年(1962) A5
判116頁。

山の気象の基本的な知識や表をまとめ

たもの。

⑮登山と気象大井正一・奥山巌

地人書館昭和42年(1967) A5判

126頁。

昭和33年～35年に起こった重大な

気象遭難の調査。主として気象庁の資料

を使って研究した。日本の山岳の気象の

学術的な特徴を説明する。

16山の遭難気象(登山講座Ⅱ） 大井正

一山と渓谷社昭和45年(1970) A5

判21頁。

昭和27年～31年に起こった重大な

気象遭難について，当時の気象状態を調

べたもの。“登山と気象”の併読がのぞ

まれる。

⑰山の気象第1集山の気象研究会

恒星社厚生閣昭和36年(1961) A5
判156頁。

昭和29年～36年に行なわれた各山

岳会・学校山岳部による山の気象研究の

成果をまとめたもの。

18山の気象第2集山の気象研究会

恒星社厚生閣昭和39年(1964) A5

判175頁。
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智也山と渓谷社昭和47年(1972）

B6判445頁。

地図の読み方についての優れた良書。

地図についてのあらゆる情報がまとめら

れており，あわせて日本アルプスの地形

の説明もしてある。

5地図の見方と作り方藤原健蔵・五

百沢智也・柿沼清一朝日新聞社昭和

47年(1972) A5判348頁。

新しい探検地域での地図の作り方が述

べられている。

⑥日本の山地地形岡山俊雄古今書

院昭和49年(1974) A5判246頁。

日本の山岳の地形と，氷河問題に関す

るすぐれた研究書。前半は地球内部から

の力によってできる山地の大地形につい

て，後半は日本の氷河地形の研究展望。

7 日本の地形貝塚爽平岩波書店

昭和52年(1977）新書判224頁。

日本の地形全般についての入門書。

8地形と土壌(新地学教育講座9） 多

田文雄監修東海大学出版会昭和51

年(1976) A5判157頁。

地学全般を基礎から系統的に網羅して

あり，正しく理解できるような教育普及

書。地球の表面に見られる地形の形態と

形成の条件，自然体としての土壌につい

て記述。

9大地を測る(出光科学叢耆1l)檀

原毅出光書店昭和51年(1976)

四六判242頁。

地球の形と大きさ，三角測量，山脈の

隆起などを測量法を中心にのべてある。

⑩鳥倣図譜日本アルプス五百沢智

也講談社昭和54年(1979) B4変

型判192頁。

日本アルプスの氷河地形についての極

めて優れた解説書。丹念なスケッチによ

25一般気象学小倉義光東海大学出

版会昭和59年(1984) B5判314

頁。

気象学の教科書。山の気象を勉強した

人がさらに深く気象を知りたい場合に，

広範な知識を与えてくれる。

26気象 I, Ⅱ伊藤博他東海大

学出版会昭和54年(1979) A5判

300頁。

気象学の一般的な知識が比較的平易に

説明してある。特に低気圧，上層の谷等

の立体的な構造を知るのによい。

27図説気象学根本順吉他朝倉書店

昭和59年(1984) A3判229頁。

気象学全般を図，グラフ，表等で表わ

した百科全書的な本で，辞書的に使うに

は良い。

1－2地 形

①山辻村太郎岩波書店昭和15

年(1940）新書判177頁。

地形学の先駆者である著者が，山地の

地形の成因とその侵食過程について，事

例を加えて解説した。

2 日本アルプスと氷期の氷河今村学

郎岩波書店昭和15年(1940) A5
判162頁。

日本アルプスにおけるカール地形を中

心に日本の氷河活動についての最初の研

究。北，中央，南アルプスの氷河地形に

ついて詳細な研究がのせられている。

③日本アルプスの自然小林国夫築

地書館昭和47年(1972) A5判258

頁。

内容はやや古くなったところもある

が，日本アルプスの地形や地質の入門書

としてすぐれている。

④登山者のための地形図読本五百沢
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って日本アルプスの地形をわかりやすく

説明してある。

11地形学辞典町田貞・貝塚爽平・

佐藤正編二宮書店昭和56年(1981）

A5判784頁。

地形，地質などの用語辞典。特に氷

河・周氷河地形などに詳しい。

判420頁。

雑誌“科学”に掲載された造山運動に

関する論文の再録。世界の大山脈のほと

んどについて形成過程の形成にかかわる

諸現象について解説してある。ヒマラヤ

の生いたちなど，興味深いものがある。

6 鶉変動する地球一造山運動一

(岩波講座地球科学12）都城秋穂・

安芸敬一編岩波書店昭和54年(1979）

A5判265頁。

よく使われる語であるわりには理解さ

れていない造山運動について全般的に解

説してある。

7地形と土壌(新地学教育講座9） 多

田文雄監修→1-2-8

8岩石(新地学教育講座4）舟橋三男

監修東海大学出版会昭和51年(1976）

A5判172頁。

地学の基礎としての教育普及書。岩石

についてどのように研究が進められてき

たか，それぞれの現状，造山運動などと

の関連はどうかが記述されてある。また

個々の岩石の記載や分類について図表あ

り。

9土の科学大政正隆日本放送出版

協会昭和52年(1977) B6判230

頁。

土壌学の輪郭だけもで伝えたいという

著者の言葉であるが，内容も豊富。

10図説日本の土壌山根一郎他朝倉

書店昭和53年(1978) B5判214

頁。

十壌生成から働きまでを図，写真表

を用いてわかりやすく解説した土の科学

の入門書。

11土と岩石(自然をしらべる地学シリ

ーズ3） 地学団体研究会編東海大学

出版会昭和57年(1982) B5判200

1－3地 質

1 図説日本の自然渡部隆・恩藤知

典朝倉書店昭和48年(1973) B5

判224頁。

簡明な解説と豊富な写真で，地質を中

心に日本の自然を浮き彫りにしている。

2大地の動きをさぐる杉村新岩

波書店昭和48年(1973) A5判232

頁。

山はどうしてできるのかという問題に

ついてのわかりやすい入門書。

3 日本列島の生いたち(コスモスライ

ブラリー＜おはなし科学書＞）成瀬

洋同文書院昭和51年(1976)変型

B6判240頁。

日本列島の最近200万年間の形成過

程が描かれている。後半に山地の成長が

述べてある。

4群馬のおいたちをたずねて(上・下）

木崎喜雄・野村啓・中島啓治編著上

毛新聞社昭和52年(1977）変型A5

判上238頁，下229頁。

尾瀬，奥利根，谷川岳，赤城，浅間，

草津白根等の地質時代の山のおいたち

を，平野部の地史とあわせて解説。一地

方の地質現象を素材としているが，日本

列島の地質現象一般の解説書としてもす

ぐれている。

5世界の変動帯上田誠也・杉村新

編岩波書店昭和48年(1973) B5
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頁。

地学分野の実験と観察の分かりやすい

手引書。

12地層と化石(自然をしらべる地学シ

リーズ4） 地学団体研究会編東海大

学出版会昭和57年(1982) B5判

180頁。

地学の実験と観察を中心にとりあげ，

図や写真を豊富に入れ，初心者にもわか

りやすくまとめられている。地層観察の

コツ，砂丘のおいたち，地質図のつくり

かた，みかた，化石のしらべかたなど。

13 鶚原色岩石図鑑益當寿之助保育

社昭和30年(1955) A5判238頁。

岩石ブロック写真288種顕微鏡写

真86種の原色図版。

14火山および火山岩(第2版） 久野

久岩波書店昭和51年(1976) B6
判292頁。

岩石についての記述は専門的ではある

が，初版以来30年近く読まれている名

著。

⑮鶚GeologyoftheNepalHima-

1ayas北海道大学ヒマラヤ学術調査団

菜根出版昭和48年(1973) A4判

286頁。

全ネパールの地質構造・層序・変成作

用を総括。カラー地図・単色地図付，秩

父宮記念学術賞受賞。

⑯鵠日本の山地形成論藤田和夫蒼

樹書房昭和58年(1983) A5判466

頁。

地質学と地形学とを結び，グローバル

な視野から日本の山地形成を論じてい

る。カラコラム，アラスカ，中国奥地に

ついても言及。

1－4氷 河

1 氷河未知の宝庫を探る(改訂版

中公自然選書）東晃中央公論社昭

和49年(1974) B6判210頁。

著者のアラスカ氷河調査の紀行と氷河

について(おもに氷河氷の結晶について）

述べる。

2氷河の科学(NHKブックス319)

若浜五郎 日本放送出版協会昭和53

年(1978) B6判240頁。

氷河は氷雪から成るので，氷の一般的

な性質に始まり，氷河の分類構造，流

動，さらに気候変動と氷期にふれてい

る。

3 9fG1acierlceA.Post,andE.R.

LachapelleUniversityofWashington
Press昭和46年(1971) A5判113

頁。

現在の氷河についてのすばらしい写真

集。北アメリカの氷河の写真が多い。短

く要領のよい解説があり，氷河のことが

ひととおり理解できる。

4 鵠ヒマラヤ山脈特にネパールヒマ

ラヤの氷河研究における諸問題樋口敬

二他(比較氷河研究会)編名古屋大学水

圏科学研究所昭和48年(1973) A5
判100頁。

文部省科研費特定研究(水資源)によっ

て行なわれたネパールヒマールの氷河調

査の報告書。

5 諾日本の氷期の諸問題式正英編

古今書院昭和50年(1975) B5判

205頁。

第四紀気候変化と地形および湖底堆積

層の対比に関する研究であって，専門的

ではあるが，日本の圏谷，堆積物，古気

候についての最新の知識を得ることがで
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きる．

6 日本アルプスと氷期の氷河今村学

郎→1-2-2

7 MountainG1aciers of the

NorthernHemisphere(2volsand

atlas) FIELD,Williamed. 昭和50

年(1975) A5判Vol.1,697頁,Vol.

2，932頁，地図49葉。

北半球にある氷河のカタログで，特に

歴史時代の氷河末端の変動について述べ

る。第1巻にアジア，ヨーロッパ，北米

中部南米の氷河，第2巻にアラスカ，

カナダ北部の氷河を収録してある。

③アルプスの氷河－第一部および第

二部一(岩波文庫) J. チンダル矢

島祐利訳岩波書店昭和23年(1948）

A6判第一部223頁，第二部239頁

TheGlacierof theAlps(London,
1860)の翻訳。第一部では1856～59年の

アルプス氷河紀行，モンブラン登肇記な

ど，第二部では氷河の起源，運動， クレ

バスの成因などについての科学的記述が

なされている。

9 ヒマラヤの気候と氷河安成哲三・

藤井理行→1-1-13

が述べられている。

3 日本の雪高橋喜平読売新聞社

昭和49年(1974） 変型判140頁(うち

100頁写真)。

著者自身撮影の雪の写真集，冠雪，着

雪，波状雪，雪庇などの美しい貴重な写

真が収められている。随筆風の文章もま

た他の人によっては書かれることのない

貴重な体験についての珠玉の文章。

4 鵲地球雪氷学(月刊地球15号）海

洋出版昭和55年(1980) A5判80

頁。

氷河，積雪，永久凍土を，地球的視点

から取り上げた10編の論文から成る。

やや専門的。

5 日本の雪崩高橋喜平講談社昭

和55年(1980） 四六判240頁。

50年間雪崩の調査に取り組んできた

著者の総括編。

⑥山の紋章・雪形田淵行男学習研

究社昭和56年(1981) B4判変型

371頁。

残雪の山に見られる様々な雪形が，美

しい写真と共に数多く収録され，言い伝

えや雪形の季節の里の様子も語られ，趣

のある山への誘いの書になっている。著

者畢生の大作である。

7雪華図説(復刻版)＋続雪華図説考

土井利位記，小林禎作説明築地書館

昭和56年(1981） 四六判165頁。

土井利位の雪の結晶のスケッチとその

解説。これを小林がさらに説明してい

る。

⑧雪崩の世界から新田隆三古今書

院昭和56年(1981) B6判228頁。

登山者の立場に最も近いアプローチか

ら書かれた雪崩の本。森林と雪崩を専攻

した著者による随筆風の雪崩の話。

1－5雪氷・雪崩

1 雪(岩波新書） 中谷宇吉郎岩波書

店昭和13年(1938） 新書判165頁。

雪の結晶がどういう条件でできるか，

実験室の中で雪の結晶を育ててそれを明

らかにする。既に古典の域に入った本。

2雪の科学(NHKブックス136)吉

田順五日本放送出版協会昭和46年

(1971) B6判304頁。

積雪の科学，物理的な性質を中心に積

雪の観測方法や雪崩にもふれる。末尾に

X線や光による氷の構造の研究方法など
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9 醤雪氷の研究(No. 4,No．6) 日本

雪氷学会編日本雪氷学会昭和45年

(1970） 昭和56年(1981) A5判。

日本雪氷学会の機関誌であるが，特に

雪氷の研究No. 4(1970)には積雪や雪

崩の解説,No. 6(1981)は雪氷研究の

展望や文献目録が出ていて参考になる。

10 番氷の化学物理N.H.Fletcher前

野紀一訳共立出版昭和49年(1974）

A5判235頁。

専門書。氷の物理化学的性質が一般的

立場から説明されていて参考になる。

⑪スキーヤーのための雪の科学(共立

ブックス15）黒岩大助→2－3－5

⑫雪崩一その遭難を防ぐために一一

アメリカ林野局→2－4－2

⑬雪崩金坂一郎→2-4-3

Ⅱに続いて九州，南西諸島についての

記録。

5 日本の火山(第2版） 地質調査所編

地質調査所昭和56年(1981) A1判

地図。

1/200万の地質編集図であるが，火山

の形式，活動した時代，岩石等火山につ

いての新しい情報も盛られている。日本

の百名山の約半数は火山であることから

も興味深い。

6 鵜火山および火山岩(第2版） 久野

久→1-3-13

7 鵠火山(岩波講座地球科学7）横

山泉・荒牧重雄・中村一明岩波書店

昭和57年(1982) A5判306頁。

火山全般にわたる教科書。噴火予知や

地球外の火山にも触れており，読み物と

して面白い。やや専門的。

1-6火山・地震

1 火山の話(岩波新書） 中村一明岩

波書店昭和53年(1978） 新書判228

頁。

火山学の基礎を教科書風にではなく，

著者自身の調査に基づいて，伊豆大島，

ハワイ島， アイスランド等興味深く説明

してある。

2 日本の火山I 村上磐大明堂

昭和53年(1978) A5判314頁。

日本の火山の概観と活動記録をまとめ

たもの。各火山の概観および活動。千島

列島，北海道地方，東北地方についての

記録。

3 日本の火山Ⅱ村上磐大明堂

昭和54年(1979) A5判276頁。

Iに続いて関東地方，中部地方， 伊

豆・小笠原諸島についての記録。

4 日本の火山Ⅲ村上磐大明堂

昭和54年(1979) A5判242頁。

1－7植 物

l 原色日本高山植物図譜牧野富太郎

誠文堂新光社昭和28年(1953) A5
判211頁。

高山植物の写真による図鑑が出る以前

の原色図譜として，研究者の間で使用さ

れていた唯一のもの（第2次世界大戦

後)。戦前にも原色刷りのものあり。

2原色日本樹木図鑑岡本省吾北村

四郎補保育社昭和34年(1959) A5
判382頁。

日本産有用樹木380余種の花・実・樹

皮・樹相等をエングラーの分類順に原色

写真で配列，検索表がつけられ，詳細な

解説がある．

③山とお花畑（写真と文) (1～3巻）

田辺和雄高陽書院昭和36年(1961)

B5判第1巻220頁，第2巻158頁，

第3巻170頁。
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をわかりやすく説明。1年にlmm成長

する泥炭，湿原はこわれすやいなど。ま

た，その保護と保護運動についても触れ

ている。

9 図説日本の樹木矢頭献一朝倉書

店昭和52年(1977) B5判176頁。

日本の代表的な約100種の樹木につ

いて，現地に生育している写真を掲げ，

詳細で平易な解説がつけられている。

10落葉広葉樹図譜四手川綱英・斎藤

新一郎共立出版昭和53年(1978）

A5判378頁。

冬の落葉樹を判別するため，冬芽・枝

分かれ・樹皮の形態などからの分類方法

について，日本に分布する主要な落葉を

図示・解説している．

11高山植物(野外ハンドブック8）木

原浩(写真）・小野幹雄(解説） 山と渓

谷社昭和54年(1979) B6判278

頁。

本州中部の高山でみかける高山植物

238種を，その生育環境の特徴で，高山

礫地， 高山草原， 高茎草原針葉樹林

帯，高層湿原の5つのグループに分け配

列し， その種類の印象的な特徴が解説さ

れている。

12北海道の樹鮫島惇一郎・辻井達

一北海道大学図書刊行会昭和54年

(1979) B6判183頁。

北海道内に自生するものを主とし，並

木庭園や植林に用いられるものを含

め，代表的な樹木157種を葉の形で分類

し，葉・幹・花・実などが豊富な写真で

紹介されている。生育環境区分図あり。

13原色新日本高山植物図鑑(1)清水

建美保育社昭和57年(1982) A5
判331頁。

キク科からバラ科までの日本高山植物

地域別に高山植物やハイマツの生態が

捉えられ，専門的解説の他， 案内や紀

行・随筆も含まれた楽しい本。原色版

700枚に田淵行男・深田久弥氏も協力

し，外国の高山植物や蝶にも言及してい

る。

4続原色日本高山植物図鑑武田久吉

保育社昭和37年(1962) A5判212

頁。

正編に収録できなかった北海道の高山

植物， また亜高山帯のものなど244種

の図版と解説。ハイマツの生態，春の白

馬岳についての文章も巻末に付けられて

いる。

5原色日本高山植物図鑑(増補改訂版）

武田久吉保育社昭和38年(1963)

A5判260頁。

著者が生涯をかけて苦心撮影した日本

の高山植物281種を原色図版とし， そ

の分布，自生地開花期等について詳述

されている。巻末に高山植物という言葉

がいつごろから使われたか等が書いてあ

る。

6原色現代科学大事典3(植物） 宮脇

昭編学習研究社昭和42年(1967)

A5判535頁。

日本列島の植生全般を知るのに非常に

良い入門書。

7尾根に咲く花前沢秋彦朝日新聞

社昭和45年(1970) A5判141頁。

2000m以上の中部地方の亜高山帯以

上の登山路やハイキングコースで，たや

すく見ることのできる約90種の高山植

物の生態写真と解説。

8尾瀬の湿原をさぐる(そのおいたち

と植物） 堀正一築地書館昭和48

年(1973) B6判213頁。

尾瀬はなぜ大切か，尾瀬の植物と自然
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235種をカラーで収め，近縁種を含む全

435種が検索表を付して解説されてい

る。また高山植物研究の文献，高山植物

の地下部の観察がまとめられている。

,4原色新日本高山植物図鑑(Ⅱ） 清水

建美保育社昭和58年(1983) A5
判400頁。

ユキノシタ科から単子葉植物までと，

裸子．シダ植物を含む約260種が，また

近縁種を含む全400種がカラー写真で解

説されている。その他， とくに地下部の

観察や微細構造の観察，染色体数一覧も

ある。

⑮北海道の高山植物と山草伊藤浩司

誠文堂新光社昭和57年(1982) B5
判230頁。

北海道の植物から約630種を選び，

植生のカラー写真と解説がつけられてい

る。また，北海道の植物について植物学

的な解説。分類のむずかしい植物の見分

け方などについても記述がある。

⑯東日本の高山植物と山草鈴木昌友

誠文堂新光社昭和57年(1982) A5

判216頁。

東日本地域の高山や山地に分布してい

る数多い植物の中から約640種を選び，

個々の植物の生育写真と解説がつけられ

ている。また，植物学的な解説や自然保

護についての記述もある。

'7 鵲日本高山植物概論竹中要春

陽堂昭和9年(1934) A5判288頁。

高山植物の生態学的見方により，まと

められた著書として貴重なものである。

気象，土壌，垂直分布，高山植物の生

態群落について書かれている。単色図

版82が収められている。

1－8動 物

1 日本の蝶I, n(カラー自然ガイド

4， 5） 高橋昭・田中蕃・若林守男

保育社昭和48年(1973) A6判各

158頁。

蝶に関する一般的なハンドブック。

2野鳥の生活(正・続） 羽田賢三築

地書館正・昭和50年(1975)，続・昭

和51年(1976） 四六判正184頁続

194頁。

野鳥についての生態や繁殖について分

かりやく解説した書。

3野鳥(野外ハンドブック4） 高野伸

二編山と渓谷社昭和53年(1978）

B6判239頁。

よく見かける野鳥約206種が生息場

所別(里草原，山，高い山，水辺，海）

に分けて紹介されている写真図鑑野外

での瞬間的識別に最適。

4 日本の野鳥一野外での見分け方－

高野伸二小学館昭和51年(1976）

B6判192頁。

自然観察と生態シリーズ，日本の野鳥

についての標準的な解説書。

5野鳥識別ハンドブック高野伸二

小学館昭和55年(1980) A5判378

頁。

野外で形やさえずりから烏を識別する

ための格好のハンドブック。

⑥雷鳥矢沢米三郎岩波書店昭和

4年(1929) A5判87頁。

7 日本の動物（自然観察と生態シリー

ズ9）増井光子小学館昭和51年

(1976) B6変型判176頁。

日本の動物についての新しい解説書。

カモシカ， シカ， クマ，イノシシ，キツ

ネ， タヌキ，オコジョ， ウサギ；イタチ
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書店昭和50年(1975)A5判300頁。

各分野の権威者が分担執筆したもの

で，図や写真など視覚的なものを多く取

り入れて，具体的に解説している。

4 山岳森林生態学加藤泰安・中尾佐

助・梅棹忠夫編中央公論社昭和51

年(1976) A5判473頁。

＜今西錦司博士古稀記念論文集＞

5 日本の植生宮脇昭編学習研究

社昭和52年(1977) B5判535頁。

日本の植生の生態や分布について，生

育場所別に分けて，群落のようすについ

て解説され，多数の資料写真や図が収め

られ， また模式図などにより視覚的に考

えられている。

6 鵲日本の森林植生山中二男築地

書館昭和54年(1979） 菊判222頁。

日本の森林の姿と，それが今どのよう

な状態にあり，それを研究者はどう捉え

ているかについて，よくまとめられてい

る。

⑦登山者のための生態学渡辺弘之

山と渓谷社昭和54年(1979) A5判

226頁。

生態学とくに森林生態学を中心に，登

山者の理解を助ける啓蒙書。

8地球を囲む生物圏く生物学教育講座

9＞沼田真編東海大学出版会昭

和55年(1980) A5判200頁。

環境としての土壌，陸水，大気等につ

いての解説から始まって，地球上の生物

圏を論じ，人間環境まで触れている。

9 鶉尾瀬ケ原の植生宮脇昭・藤原

一絵国立公園協会昭和45年(1970)

B5判152頁(付表，植生図付)。

尾瀬ヶ原湿原植生の生態学的研究。植

生調査の結果から把握された，植生の具

体的な配分を植生図に描き，湿原植生の

等について説明されている。

8 日本の動物(学習百科図鑑）今泉吉

晴小学館昭和55年(1980) B5変

型判194頁。

野生動物についての総合的な解説書。

9追われる[けもの]たち－森林と保

護・獣害の問題一四手井綱英・川村俊

蔵編著築地書館昭和51年(1976）

菊判210頁。

滅亡の危機に瀕している日本のけもの

たち－その生態と保護林業に対する

害獣としての管理等についてまとめられ

ている。

⑩カモシカ物語(中公新書） 千葉彬司

中央公論社昭和56年(1981）新書判

228頁。

日本に棲むカモシカの解説書。

11雪国動物誌高橋喜平創樹社昭

和56年(1981) 四六判166頁。

東北地方に棲むツキノワグマ， カモシ

カ， ノウサギ，モモンガ等の愛すべき動

物たちや， スリルに富んだ狩猟の話，姿

を消しつつあるマタギのことなどが書か

れている。

1－9生態系

l 生物と環境(現代生物学講座） 芦田

讓治他編共立出版昭和33年(1958）

A5判231～269頁。

生態系全般を簡潔にうまくまとめてあ

る。

2 図説日本の植生沼田真・岩瀬

徹朝倉書店昭和50年(1975) B5
判178頁。

日本における植生のすがたを，分布と

遷移を軸として，写真と図を豊富に用い

平易に解説したユニークな著書。

3 図説植物生態学沼田真編朝倉
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年(1979) A5判225頁。

ヒマラヤ登山の経験を生かして，高所

における団体生活は自己管理が必要であ

ることを力説した。

③高山病ふせぎ方・なおし方ハケッ

ト著栗山喬之訳山洋社昭和58年

(1983）新書判83頁。

現地でも読めるハンディな本でありな

がら，有用な情報を網羅している。入門

書として勧めたい。巻末の投薬処方欄も

役立つ。

4登山の医学J.A. ウィルカーソン

著東大スキー山岳部医学部OB訳東

京新聞出版局昭和57年(1982) 変型

判19×13cm341頁。

一般登山者のための基礎医学書。この

書物があれば緊急事態に対応できる。

5 \MOUNTAINMEDICINEand

PHYSIOLOGYChalesdark,Mich-

aelWard, EdwardWilliamsAlpine
Club昭和50年(1975)変型判21×

13.5cm143頁。

英国国立登山センターで行なわれたシ

ンポジウムにおける講師の論文集。高所

登山術につき教えるところが多い。

6 \ERFoLGAMKANTscH8438

MGunterSturmBLVVerlagsqese
Teselschaft昭和50年(1975)変型判

142頁。

資料集とでもいうべきもので，特に医

学的分野についてDr.R.Zinkが40<

ージほどを使って健康と酸素および吸入

器について語っている。

7Medical Care forMOUntain

Climbers PeterSteeleWilliHm

HeinemanMedicalBooksLtd.,LondOn.

昭和51年(1976）変型判18．5×12cm

220頁。

維持，管理，復元について植物社会学

的，生態学的考察がされている。

10 鶉森林学帝国森林会編・大政正隆

監修共立出版昭和53年(1978) A5
判572頁。

従来の林学や林業と異なり，森林を植

物・動物・微生物・土壌などからなる一

つの生態系としてとらえ，自然科学的立

場から研究し，その成果を体系化したも

のとなっている。

登山の科学

2－1生理・心理

1 異常環境の生理と栄養万木良平・

井上太郎光生館昭和55年(1980）

A5判290頁。

2登山生理学勝田茂道遥書院

昭和47年(1972) A5判180頁。

登山が人体にどのような影響をおよぼ

すか，疲労の問題を中心に登山者の体力

測定やトレーニング処方などにおよぶ。

3歩行の科学阿久津邦夫不味堂

昭和50年(1975）新書判159頁。

歩行について生理学的に分析し，地上

被覆や傾斜度によってエネルギー消費の

相違度について研究。

2－2高所医学

1 高所医学マイクル・ウォード御

手洗玄洋，中島寛訳山と渓谷社昭

和51年(1976)変型判21.5×15.5cm

402頁。

高所医学をわかりやすく，しかも余す

ところなく解説している。ハイアルティ

チュード・クライマー必読の書。

②高峰への挑戦一高所における自己

管理技術村井葵岳書房昭和54
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現役の登山者，登筆者自身のための救

急処置法を手ぎわよく図を用いて21項

目にわたりわかりやすく説明してある。

8 CCGOINGHIGH'' THESTORY

OFMANANDALTITUDEChar-

lesS・HoustonandTheAmericanAl-

pinedub TheAmericanAlpine
dub昭和55年(1980) 変型判21.5

X14cm211頁。

人と高所のかかわりを歴史を追って解

説し，生理学的研究と併せて耆物をも紹

介している。

9 HIGHALTITUDEPHYSI-

OLOGYSTUDYCharkesS.Houston

TheArcticlnstituteofNorthAmerica

昭和55年(1980） 変型判28×21.5cm

367頁。

近年，アメリカで研究発表された高所

医学学術論文の集大成書。高所生理にか

かわる者に得るところ大。

10 1KARReportlnternationalKom-

missionfurAlpinesRettungswesen(山

岳救助国際委員会） 昭和55年(1980）

変型判。

JACルームに送られている。UIAA

の医療委員会もこの組織から力を借用。

1981年11月開かれた医療部門委員会

で，肺水腫，トレッカーの高山病に対す

る応急器具の開発，クロスカントリーの

心臓病に対する方策も協議。

11MAWANDHIGHALTITUDE

DonaldHeath&DavidR.Williamg

ChurchillLivingstone昭和56年(1981)

変型判25×19cm347頁。

副題に適応と順応とあるように病態生

理学とアンデスの経験をもとに二人の病

理学者が高所医学全般にわたり専門的な

解説をおこなっている。

12HIGHALTITUDEDETERIO-

RATIONJ・Rivdier,P. Cerrelelli,

J.Foray&P.SegantiniKarger(UI
AA) 昭和55年(1985) 変型判24.5

X17.5cm227頁。

1984年3月UIAAの医療委員会が主

催してフランスのシャモニーで開催した

第1回国際登山医学会議の際の発表論文

の中から筋生体エネルギー学，血流心

臓呼吸の生理，高所肺水腫，精神生物

学，凍傷，その他に分類して最新の知見

を解説している。

2－3登山技術と装備

1 登山の小史と用具の変遷西岡一雄

朋文堂昭和33年(1958) B5判246

頁。

登山史が始めにあり，次に用具の主な

もの， リュックサック，ピッケル，ザイ

ル等の日本への移入のエピソード等も含

めた論説。登山史を知る上で貴重。

2ザイル強さと正しい使い方梶原

信男日刊工業新聞社昭和34年(1959）

B5判88頁。

昭和34年当時の麻・ナイロン・テト

ロンなどのザイルの強度に関するデータ

が多数収録されている。登山における使

い方の例や強度データ，望ましい確保の

在り方などが記されているが内容は古

い。

3登山技術と用具登山ハンドブック

シリーズ村井葵日本登山学校編

日本文芸社昭和45年(1970) B6判

250頁。

日進月歩の登山技術，用具分野では成

書が長い寿命を保つかという疑問が残る

が，この本は図が豊富にあり，基礎的技

術と用具について丁寧に解説がされてい
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上・下巻を通して諸登山における行動

について専門的に詳細に記述されている

ので，あらゆる角度から必要最小限の登

山技術についての知識を体系づけてい

る。

⑩ビッグウォールクライミングその

歴史，技術用具D.スコット 岡本

信義訳山と渓谷社昭和55年(1980）

A5判382頁。

登肇史から用具と技術，特に人工登肇

における相互の関連について十分に解説

したもの。イギリス等でのクライミング

ガイドも含むが，内容の濃いオーソドッ

クスな作品。

11 クリーンクライミング入門ロイヤ

ル．ロピンス新島義明訳森林書房

昭和55年(1980） 四六判283頁。

基礎編と上級編に分かれている。チョ

ックの使用法を含めて著者の実践に裏付

けられた的確な解説が豊富な写真とイラ

ストで十分に活かされている。

12山岳救助技術一岩場編森谷重二

朗・河原崇・西原正編東京都岳連

遭難対策委員会昭和57年(1982) B5

判23頁。

岩場での事故に際して負傷者を安全に

搬出するためのロープの結束，アンカー

の取り方，器具の使用法などを基礎的な

ロープ操作から解説◎岩登りの応用技術

としても体得しておきたい。

⑬大岩壁一その歴史・ルート・体験

R. メスナー桂川文雄訳山と渓谷社

昭和53年(1978) A4判148頁。

メスナーの初期の基礎訓練を知ること

ができる。

る。

④新岩登り技術阿部和行東京新聞

出版局昭和46年(1971) A5判171

頁。

岩登りに関する技術の基本から応用に

わたるまで，豊富な経験に裏付けされ，

写真・イラストを使って具体的に解説し

ており，理解し易い。付録の「制動確保

論」（伊藤仁之)は確保を力学的に考察。

⑤スキーヤーのための雪の科学(共立

ブックス15）黒岩大助共立出版昭

和47年(1972) B6判186頁。

著者の札幌における永年にわたる雪の

研究成果を中心に，雪の結晶から積雪，

スキー， なだれなどにふれている。スキ

ーのみならず冬山に興味を持つ者に基礎

的知識を与えてくれる。

⑥スキーの科学中公新書339木下

是雄中央公論社昭和48年(1973）

新書判227頁。

スキーに抗力を与える雪の物理，スキ

ーは何故滑るのか，直滑降の力学，回転

の力学からなり，平易に解説するよう努

力して書かれている。

7高所登山研究日本山岳会編山と

渓谷社昭和50年(1975) A5判373

頁。

発行当時までにおける高所登山の諸問

題の集約というべきもの。

③ヒマラヤ・トレッキング五百沢智

也山と渓谷社昭和51年(1976) B5
判207頁。

ヒマラヤ・トレッキングのガイドだけ

でなく， ヒマラヤの自然，山地社会，文

化についてのすぐれた入門書。

⑨登山の技術上・下日本山岳会編

白水社昭和52年(1977） 四六判382

頁（上)，386頁（下)｡

2－4遭 難

遭難の実態明治大学山岳部遭難対①
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策委員会教育図耆昭和39年(1964）

新書判170頁。

明治大学山岳部の遭難調査をまとめた

もの。

②雪崩－その遭難をふせぐために

アメリカ林野局橋本誠二・清水弘訳

北海道大学図書刊行会昭和49年(1974）

A5判338頁。

雪崩・雪崩事故の記録，新しい雪崩救

助法の3文献の合本。アメリカ人による

アメリカ雪崩の本格的研究書。日本と較

べ堅い雪板雪崩が圧倒的に多い。

③雪崩く登山技術下巻＞金坂一郎

白水社昭和52年(1977) A5判386

頁。

雪崩遭難の予防を中心にして記された

技術書。

4 山岳遭難救助技術テキスト文部省

編東洋館出版昭和54年(1979) B5
判150頁。

登山研修所で使用するだけでなく，救

助技術を中心に緊急時の対策なども具体

的に述べている。イラストがやや雑であ

るが，この種のものとしては役に立つ一

冊である。

⑤山岳遭難の教訓一死なないための

発想転換法入門出海栄三岳書房昭

和55年(1980） 四六判316頁。

遭難に関する諸問題を，技術，気象，

法律・保険・裁判など多面的にアプロー

チする。登山の社会的側面が取り上げら

れている点が興味深い。

6 山岳遭難の死角一続・死なないた

めの発想転換法入門出海栄三岳書房

昭和55年(1980） 四六判278頁。

上記「山岳遭難の教訓」の続編で内容

的にも同様の特徴を有する点で価値が高

い。

⑦雪崩の世界から新田隆三→1－5

－8

⑧黒姫山の想いで遠藤徳重柏原物

産昭和56年(1981) A5判116頁。

著者が長年かかって開発した雪崩の際

の埋没姿勢の研究報告書。

9MoUntaineeringFirstAid(4th

edition) D・Mitchell TheMountain-

eers,Seattle,Washington昭和53年

(1978) A5判102頁。

日赤救急法の登山者版豊富な図と表

で現場での有効なテキストとなる。

2－5登山者と社会

l 体育と法体育事故と法的責任伊

藤尭道和書院昭和44年(1969）

A5判133頁。

体育事故の法的責任について判例を中

心に研究した解説書。

2体育スポーツ事故判例の研究伊藤

堯道和書院昭和44年(1969) A5
判133頁。

体育授業，クラブ活動等における事故

の法律問題について判例を中心に研究。

キャンプ事故，青井岳，北海道芦別岳等

の事故ものっている。

3 スポーツの事故と裁判中林俊夫

兵庫県体育協会昭和46年(1971) A5
判138頁。

スポーツの事故における法律問題につ

いての解説書。

4体育と法園部暢・田所勝太郎

法律文化社昭和48年(1973) A5判

140頁。

体育，特に学校体育における事故例を

中心に法律問題を解説。

5行動科学事典ブレア･ J ･コラー

サ上野一郎監訳産業能率短期大学
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6巻よりなる戦後初の講座で，文学，

科学，案内など各方面にわたった論文を

収録している。

③山岳(I～Ⅲ） モーリス・エルゾー

グ監修藤原敏男他訳朋文堂昭和33

年(1958) B5判216頁。

I山の探求，Ⅱ山の科学，Ⅲ山の芸術

の3巻にわたって著名な著者が論説を展

開している。フランスのラ・モンターニ

ュの日本語訳。

④登山講座川崎隆章編山と渓谷社

昭和33年(1958) A5判320頁。

6巻と別巻事典よりなり，論説と山岳

案内も付してあり，科学と技術の論文が

多い。

⑤岳人講座全4巻跡部諏訪多，

高須監修東京新聞出版局昭和41年

(1966) A5判1:393頁,28393頁

3；398頁，48364頁。

冬山，春山，夏山，秋山の4巻よりな

り，『岳人』の1-200号の間の主要論説を

中心に編集したもの。

⑥現代アルピニズム講座第Ⅱ次RCC

あかね書房昭和43年(1968） 四六判

各213頁平均。

アルピニズムの歴史，登肇用具と装

備，続夏期登肇と設営技術，人工登肇と

スーパーアルピニズム，岩と雪の遭難対

策海外登山と世界の山の7巻よりな

る。

⑦登山教室山と渓谷社昭和53年

(1978) A5判各112頁平均。

計画と用具，尾根歩きと生活技術岩

登り，沢登り，雪山，雲と天気，地図と

地形，健康管理と救急法の8巻よりな

り，新進の登山家達によって執筆されて

いる。

⑧登山ハンドブック山岳研究会べ

昭和49年(1974) A5判774頁。

登山者における成功と失敗(遭難)の諸

ケースの分析に人間行動の分析を無視し

てはかかれない。人間はいかなる行動を

とり，その社会的なつながりをつけてい

くかをとらえるための基本の項目につい

ての平易な理解が持てる。

6体育スポーツ事故と対策早川芳太

郎他第一法規昭和49年(1974) A5

判260頁。

スポーツを安全にするために，事故の

原因を究明し，それを解決する形でスポ

ーツの啓蒙をはかるための技術書。

7 山岳遭難の教訓出海栄三→2－4

－5

8 山岳遭難の死角出海栄三→2－4

－6

9パーティ学一人の創造性を開発す

る法一現代教養文庫AOO7川喜田二

郎社会思想社昭和39年(1964) 文

庫判320頁。

人間は一人では生きられないが，多く

の人と手をつなぐ事は難しい。人がチー

ムを組み一つの目的を果たすためには，

創造的な働きが望まれる。そのためには

いかにパーティを組むかである。

一 般

3－1講 座

①山岳研究講座 I, Ⅱ 日本山岳会

関西支部朋文堂昭和18年(1943）

B6判200頁。

桑原武夫氏の登山の文化史他5編の論

文をおさめる。

②山岳講座川崎隆章・近藤等編

山と渓谷社昭和29年(1954) A5判

各200頁。
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川・沢村・小島・徳久編山と渓谷社

昭和46年(1971) B5判766頁，付

録253頁及び地図。

山と渓谷社が1970年当時400名に及

ぶ執筆者に依頼してまとめた百科事典。

項目は8000項目に及ぶ。

4朝日小事典ヒマラヤ川喜田二郎

朝日新聞社昭和52年(1977) B6判

254頁。

項目別の辞書式読み物としてもよい。

自然・歴史・社会・政治・文化・登山史

などあらゆることを扱っている。

⑤図説百科山岳の世界バウム・ガ

ルトナー他西堀栄三郎・宮下啓三他訳

大修館耆店昭和56年(1981) B4判

33×25cm304頁。

図と写真による山岳の総合的な解説。

内容は高度であるがわかり易い。

⑥岳人事典湯浅・雁部・塚本・徳久

編東京新聞出版局昭和58年(1983）

A5判460頁。

登山史上の人名と装備，技術を中心と

し， あとは概説的にのべた百科事典。

⑦山と登山エドヮード・パイァット

山崎安治・岡沢祐吉訳講談社昭和

58年(1983) A5判310頁。

登山に関連するギネスプック的な資料

集で各種のデータが集められている。

－スボールマガジン社昭和54年(1979)

A5判120頁。

登山教本，登山技術，世界の山岳，山

の心，山の自然科学，山の資料の6巻よ

りなり，従来と異なった編集方針がとら

れている。

⑨日本登山体系 1～10柏瀬裕之・

岩崎元郎・小泉弘編白水社昭和

57年(19") A5判約300頁。

日本の全山域にわたるバリエーション

ルートの新しいガイド・ルート図が多

く，資料的価値が高い。

⑩日本登山記録大成第1～20巻山

崎安治編同朋社昭和58年(1983）

A4判4,000頁。

北アルプス，南アルプス，中央アルプ

スおよび富士山を中心に冬山記録を厳選

の上，収録したもの。

⑪新岳人講座徳久球雄他監修東京

新聞出版局昭和58年(1983) A5判

300～400頁。

『岳人』の200～400号の各号の主要論

説を中心にアルピニズムI,n, 技術と

用具I,n, 日本の山，世界の山I,n,

山と文学，山の科学の9巻よりなる。

3－2辞 典

①日本山嶽志高頭式博文館明

治39年(1906) A5判644頁。復刻

版(大修館版)あり。

日本最初の本格的な山岳百科事典で，

現在もその価値は失われていない。

②山岳事典川崎隆章編山と渓谷社

昭和35年(1960) B5判440頁。

登山講座の別冊だが単独でも市販さ

れ，登山年表山岳団体，山岳書につい

ての資料や用語が含まれる。

③世界山岳百科事典山崎・吉沢・横

3－3その他

①山登りの研究篠田軍治吉野書房

昭和23年(1948) B6判122頁。

登山の科学についての基礎的な啓蒙

書。地形，気象，とくに装備などについ

ての研究的な解説が集められている。

②山の科学原田三雄朋文堂昭和

35年(1960) A5判298頁。

山の成り立ち，摺曲山地や火山活動等
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書房昭和55年(1980) B5判354

頁。

広く人間と自然という立場から土壌へ

の道程としての自然活動についての研

究，広い意味で登山を捉えている指導

書。

⑩山の博物誌西丸震哉実業之日本

社昭和56年(1981） 変型A5判

271頁。

山の動物や烏，チョウ，高山植物，霧

や霜柱など258項目と図版を収め， 自

然界の生きものと友達づきあいをしてい

る著者が，体験をもとにして書いた絶好

の自然への案内書。

⑪山(東京大学公開講座32）向坊隆

編東大出版会昭和56年(1981) A5
判283頁。

火山・気象・文学・民俗・災害・宗

教・アルピニズム等各分野にわたった公

開講座の集録。

12山(自然読本）河出書房新社編集部

編河出書房新社昭和56年(1981）

A5判2m頁。

山に関する文学的，科学的な文章や論

説を集録したもの。

⑬アウトドア・ライフサイエンス塚

本珪一岳書房昭和57年(1982) B5

判168頁。

自然活動ハンドブックとして山を中心

として広く子供の教育を中心に取り上げ

ている。

⑭自然の博物誌く山>(NHKブック

ス）式正英 日本放送出版協会昭

和55年(1980) B6判212頁。NHK

ブックス カラー版C3o

山の自然や山と人との関わりについ

て，初心者向きに分かりやすく書かれて

いる。

について子供にも理解できるように解説

した啓蒙書

③日本の山々その正しい呼び方集

日本山岳会監修朝日放送アナウンサー

室編昭和37年(1962) A5判97

頁。

日本の山の呼び方が不統一であるの

で，放送で正確を期するため主な山の呼

び方を収録したもの。

4地球からの発想樋口敬二新潮社

昭和47年(1972） 四六判283頁。

山，地球を柔軟な視点でとらえてい

る。

⑤北アルプス博物誌 I登山・民俗，

Ⅱ植物・地学大町山岳博物館信濃路

昭和49年(1974) A5判 1 346頁，

Ⅱ342頁。

大町山岳博物館の学芸員の人達が北ア

ルプスの自然一地形，地質，気象，動植

物，森林一から民俗にまでわたって研究

された論文の集成。

⑥北アルプス博物誌Ⅲ動物・自然保

護大町山岳博物館信濃路昭和50

年(1975) A5判252頁。

7世界の自然環境山本正三他編大

明堂昭和48年(1973) A5判268

頁。

気候，地形，土壌，動植物などの世界

の自然環境の地理学的解説。第3章に山

地地域の章がある。

8 山くうイフネーチュア ライブラリ

ー6＞ ローラス・ミルン，マージェリ

ー・ミルン村内必典訳パシフィカ

昭和52年(1977) B6判282頁。

山の成り立ち，分布，火山，山地民の

生活等，山に関する全体的な科学的な解

説書。

9 自然活動学のすすめ塚本珪一岳

A115



『ヒマラヤ山岳誌』ノート（第1回）
1981～1987

馬場勝嘉

このノートは『ヒマラヤ山岳誌』のためのノートの一部で70Mm以上の峰々をABC

順に配し，年代的には1981～87年の各遠征を収録したものである。

AAJ=TheAmericanAIpineJournal(TheAmericanAlpineCIub,NewYork),
｢岩と雪」（山と溪谷社)，「山岳年鑑」（山と溪谷社）を基本参考文献とし，さらに下記の

定期刊行物を参照して作成したものであるが，編者の浅学のためヨーロッパ大陸系のもの

を見ることが出来なかったための未採録や，誤解，誤読からの間違いがあるやも知れず，

会員諸兄姉のご教示により補いたく思っています。

AJ=TheAIpineJournal(TheAIpineClub,London)
HCNL=HimalayanClubNewsLetter(TheHimalayanCIub,Bombay)
Hima=Himavanta,Vol.18,19(HimalayanFederation,Calcutta)
HJ=TheHimalayanJournal (TheHimalayanClub,Bombay)Vol.40欠
1M=IndianMountaineer,Vol.11,12(IndianMountaineeringFoundation,New

Delhi)
Moun=Mountain(MountainMagazineLtd.,England)
岳人＝東京新聞出版局

山岳＝日本山岳会

山と溪谷＝山と溪谷社

最後に，「岩と雪」編集部の方々及び貴重な文献をお貸し下さった松田雄一評議員に深

甚なる謝意を表するものである。

Climbed.HJ, 42, 171-73,1984･85/AAJ,
1986,253／山岳年鑑，’86,68／→KametNo､8

⑤1986年春IndianRegimentofArtillery

隊,MajorH.S.Mann他42Meade'sCol

を経て6月13日と15日に計9人，19日に8

人登頂，同日KAmetにも登頂●Hima, 18-
4, 62／→KnmetNo､ 11
⑥1986年夏Indian,N･Purohit 8月28日

(25日？）登頂●AAJ, 1987,259/HCNL,
40，16

⑦1986年秋Indian,HimalayanAssocia-

finn隊,UjjwalGanguly他8Meade'sCol

を経て9月19日2人登頂●→KnmetNo､12

③1986年秋IndianGarhwalRiHesAd-

ventureClub, S.S.Patwal他31Meade，S

Colより10月3日4人登頂（同日Kametにも

登頂)下山中1人が高山病で死亡する●Hima,

18-7, 106／山岳年鑑，’87, 78／→KametNo、

13

⑨1987年春IndianBorderSecuriWForce

ABIGAMIN7355m

GarhwalHimalayaKametgroup 30o55'57〃

N, 79･36ﾉ09"E

①1982年春IndianMilitaryAcademy隊，

JagitSingh他11Meade'smlを経て6月

22日4人，23日1人登頂●→KametNo,2

②1983年夏IndianKumaonRegiment隊，

ColNarindarKumar他24EastKametgl.

より7月8日2人登頂●AAJ,1984, 263-64

(N.Kumar)/1M, 12, 184/岩と雪, 103, 80
／→KametNo､3

③1985年春IndianNature&Adventure

ClubofJamnagar隊,MohmedVahanvati

他9Meade'sColを経て6月17日 7315m
まで●山岳年鑑，’86, 67-68／→KametNo、

6

④1985年秋IndianClimbers&Explorers

Club (Delhi)隊, JasviderSingh他13

Meade'sCol を経て9月26日4人登頂●

Muni,Divyesh:Kamet andAbi Gamin
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88，54

④1981年秋French, Jean-PaulVion他7

北西稜，9月26日7600mまで｡雪崩でAndr6

Durieux,YvesFavre及びシェルパのPemba

Tsering,AngNimaが死亡する ●AAJ,
1982,230/岩と雪, 88, 55
⑤1981年秋Japanese,イェテイ同人隊吉野

寛HiroshiYoshino他11南壁中央岩稜(70

年イギリス隊，81年ポーランド隊ルートの中

間)初登肇，10月29日柳沢幸弘YukihiroYa‐

nagisawa,青田浩HiroshiAotaが中央峰との

コルをへて主峰に登頂。31日第二次隊の加藤

康二YasujiKato隊員が80mm付近で転落

死する ●吉野寛：アンナプルナI峰南壁，山

岳，77, 11-16, 1982／吉野寛：アンナプルナ

南壁中央稜，岩と雪,87, 20-27, 1982／山と溪

谷，1982年2月号／岳人編集部：それぞれの

アンナプルナ，岳人，416, 28-32, 1982.2／岩

と雪，88，55（吉野寛)/AAJ, 1982, 230/
Moun, 83, 9

⑥1982年春Austrian-Swiss-Czech,Hanns

Schell 3月～5月DutchRibからスペイン・

ルートに転進，北東バットレスから中央峰への

ランペを伝って主峰を目指し，5月4日4人

(内シェルパ1）が登頂する。WernerBurkli

は疲労が原因の心臓マヒで死亡，またHAPの

ghantiRalは行方不明となる ●AAJ, 1983,
240/Moun,86, 11/岩と雪, 95, 45
⑦1982年春W.German, SiegfriedSie-
bauer他13上記隊と行動を共にする。5月

6日7255mから頂上を目指したが天候の悪化

にあい断念●AAJ, 1983, 240-41 (Herbert
ZiegeI'hardt)
③1982年秋Japanese,イェテイ同人隊赤松

進SusumuAkRm"tst,他2北面DutchRib,

10月16日6200mまで。18日C2=5400mで

赤松隊長S.AkamatSu,小野幹雄MikioOno

が雪崩に襲われ死亡する ●岩と雪，95，45
(尾崎隆)／山岳, 78, 113/AAJ, 1983, 242/
Moun,89, 12

⑨1982年秋British-Italian,AlexMacln-

Wre他2南壁南面ポーランド・ピラーの右手

の新ルートをアルパイン・スタイルで登る。10
月17日72mmまで登り一旦下降する途中，

Maclntyreが落石事故で即死する ●AAJ,
1983, 241-42(JohnPorter)/Moun, 90, 9/
岩と雪，95，45
⑳1983年秋SouthKorean,AnChang-Yeul
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隊,ChheringRam他34Meade'sColより

6月15日3人登頂, Kametにも4人登頂

●--ｼKametNo、14

⑩1987年Indian,ArmyD.T.Kulkarni他

Meade'sColを経て登頂,Manaは失敗したが

KnTnetには登頂●山岳年鑑,'88,80/→Ka‐

metNo．15/HCNL, 41, 36

AHRUZZOPEAK7016m

KarakorumBaturagl・の源頭KampireDior

の北東4km

①1986年夏Italian,LuigiBarbuscia他13

8月1日KampireDiorNorth(PescaraPeak,

6572m)に6250mのコルから北東稜を登り登

頂，8月3日7016m峰に北稜よりDomenia。

Alessandri, AntonioCapassi, Domenico
Mancinelli,AntonioTansellaが初登頂し

AbruzzoPeakと命名する ●Barbuscia,
Luigi :Peak7016m・HJ, 44, 165-69, 1986･

1987／山岳年鑑，’88，106

ANNAPURNAI 8091m

NepalAnnapurnaHimal 28･35'45"N,83･49'

20〃E

①1980/81年冬Japanese,坂下直枝Naoe

Sakashita(Solo) 1980年12月偵察に入山後，

81年1月再入山,NorthAnnapurnagl・より

2月13日6700mまで ●坂下直枝：冬のヒ

マラヤに挑戦して，岩と雪,83, 42-47, 1981／
坂下直枝：山と溪谷，1981年7月号／岩と雪，

88, 52（坂下直枝)/AAJ, 1982, 227/Moun,
79, 14/HCNL, 35, 8
②1981年春Swedish,TommySandberg他

9 5月13日RocNoirをこえて東稜7480m

まで。なおGlacierDomeに南東稜より5月5

日3人，12日4人, RocNoirに5月13日2

人，14日3人，16日2人が登る ●AAJ,
1982, 229-30(TommySandberg)/岩と雪，

88, 53(TommySandberg)/Moun, 80, 11/
HCNL,35, 9/→GIacierDomeNo､ 1;Roc
Noir,No．1

③1981年春Polish,KlubWysokogorski,

Zakopane隊RyszardSzafirski他8 70年イ

ギリスBoningtonルートの右手のピラーを登

り， 5月23日Macej Berbeka,Boguslaw
Probulskiが中央峰(8051m)に新ルートより

登頂, PopeJohnPaulⅡルートと命名する

●AAJ,1982,227-29/Moun,80, 11/岩と雪，



他9北面Dutd'Rib, 10月1日 67"mま

で。 9月24日雪崩でChangYang.Keunと

Magar族のポーターMallaとTiImmmが死

亡する ●AAJ, 1984, 259/Moun, 96, 11/
岩と雪，102，46

⑪1983年秋Italian,PaoloPanzeri他10

北西バットレス，10月8日 6200mまで

●AAJ, 1984, 258-59(P.Panzeri)/Moun,
96，11／岩と雪，102，46
⑫1983年秋5SIovenians-21talians,An-

drejStemfelj南壁(70年イギリス隊と81年

日本隊ルートの間の新ルート）10月22日6400

mまで●AAJ,1984, 258/MOun, 96, 11/
岩と雪，102，46

⑬1983年12月Japanese,東京岳志会隊杉

本忠男TadaoSugimoto他3北面フランス・

ルート，12月19日6900mまで ●AAJ,
1984,259／岩と雪, 109, 54
⑭1984年春5Frenchs2CaharTianslNe-

palese,HenriSigayret Annapurnal峰と

Fangとの間のNamelessPeak(7700m)の北

西スパーから主峰西稜， 4月23日7200mま

で。4月21日C3にいたPatrickTaglianut,

PhilippeDumasが雪崩で死亡する●Sigayret,

H，:NamelessPeak-AnnapurnaMassif
RouteinSketches.HJ, 41,45-49, 1983.1984
/AAJ, 1985,283-85(H,Sigayret)/Moun,
99，9／岩と雪，109，54

⑮1984年秋SwiSs,FrankTSchirky他5

東稜初登・初トラバース(酸素，シェルパなし）

GIacierDome南西稜～RocNoir,10月22日

RocNoirに登った4人のうちのErhardLo‐

retanとNorbertJoosが23日東峰(8047m)

に登頂，中央峰とのコル8020mでビバーク

し，翌24日中央峰を越えて主峰に登頂，ノー

スブェースを下る。24，25日他のメンバーは東

峰を試登●Buhler,Ueli :AnnapurnaSwiss
Expedition. HJ, 42, 164-66, 1984.1985/
AAJ, 1985, 285-88(ErhardLoretan)/岩と

雪, 109, 54-55(F.Tschirky)/Moun, 102,
13／→RocNoir,No.2

⑯1984年秋Spanish,EnricLucas, Nil
Bohigas他2南壁, 82年MacIntyreらが

試登したポーランド稜の右のランペをN､Bo‐

higasとE.I.,,,wMRがアルパイン・スタイルで

登り，10月3日中央峰に登頂，ポーランド稜を

下る●Lucas,Enric:AnnapurnaSouthFace

-AIpineSbrle.Moun, 102, 26-31, 1985/
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AAJ, 1985,285(E.Lucas)/岩と雪,109,55
-56(E.Lucas)/Moun, 100, 14; 102, 14
⑰1984年秋SwissJeanTroillet,Pierre-

AlainSteiner(ペア）北西フェース，う°レの

フランス隊ルートの左手をアルパイン・スタイ

ルで登る。10月12日北西稜の肩7600mまで

●AAJ, 1985, 288/Moun, 102, 13-14/岩と

雪，109，56
⑬1984年秋5Japaneses-4Czechs-1French

武川俊二ShunjiTakegawaアルパイン・ス

タイルで北面オランダ・ルート, C2=60"m

の上部まで10月22日断念●山崎祐和：撤

退のアンナプルナル山群，山と溪谷，583, 42-
43, 1985･1/AAJ, 1985, 291/岩と雪, 109,
56／→NilgiriNo.10,TilitsoHimal.No.8

⑲1984年冬S.KoreanYeulAn-Chan他

9北面オランダ稜より12月7日キム・ヨンジ

ャンがシェルパ4人と冬期初登鑿（当時反対の

北直酒側にいたフランス隊はこの登頂を疑問視

している）下降中シェルパのキーパが突風に飛

ばされパサン・ノルブはそれにひきずられて転

落，2人は死亡●山岳年鑑, '86,60/Moun,
102, 16／→AnnapurnalNo.34

⑳1984年冬French,BernardMuller他9

北面初登ルート，アルパイン・スタイル,12月

8日C2=60"mよりアタックに出発したが

韓国隊の遭難を知り救助に向かう。10日5800

mまで●AAJ,1985,288-89(B・Muller＆

E.Hawley)/山岳年鑑, '86, 60
⑳1984/85年冬Japanese,群馬県山岳連

盟隊八木原圀明KuniakiYagihara他13南

壁70年イギリスBonington隊ルートの一本左

の尾根，12月29日7200mまで, 1月19日

6500mまで●八木原圀明：冬期アンナフ･ル

ナ南壁敗退記，山岳,80, 81-88, 1985／八木原

圀明：荒れる雪壁からの撤退，山と溪谷，588,
34-35, 1985.5／山岳年鑑，’86， 59（八木原圀

明)/AAJ, 1986,242/報告書

⑳1985年春Italian,ReinholdMessner他

4 84年春のフランス隊ルートの左の西北西ス

パーの頂から主峰への新ルートをアルパイン・

スタイルで登り4月24日R・MessnerとHans

Knmmerlanderが登頂，次いでDhaulagiril

へ●メスナー，ラインホルト：『生きた，還

った』，11章，185-91，横川文雄訳,東京新聞，

1987/AAJ, 1986,242/Moun, 105,10/山岳

年鑑，’86, 60／→DINO,19

⑳1985年秋Japanese岩遊会隊安村淳Jun
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Yasum'''-n他5北面DutchRib, 10月3日

6咽mまで ●山岳年鑑, '86, 60/AAJ,
1986,243

⑭1985年秋Swiss, JeanTroiller,Pierre
Steiner(ペア) 1984年に試登した北西フェー

スを5600mまで登る。10月25日断念●山

岳年鑑, '86, 60/AAJ, 1986, 243/→Anna‐

pur皿INo．17
⑳1985/86冬Bulgarian, BoyanAtanasov
他12南壁ポーランド・ルート (PopeJolm
Pauln)2月22,23日70mmまで ●AA
J, 1986,243/Hima, 17-11, 170; 18-2, 27/
Moun, 110, 10

⑳1986年春Bulgarian,冬に引き続きう°

レ・モンスーンの許可をとり再び南壁ポーラン

ド・ルート(PopeJohnPauln)･~, 5月9

日 7550mまで ●AAJ, 1987, 249 (M.
Cheney)/Moun,110,10/Hima,18-2,27/
岩と雪,118,80-81／山岳年鑑, '87,71-72(P.
Totev)
⑳1986年春Italian,GiaccomoStefani他4

1950年フランス隊初登ルート，4月25日6200

mまで●AAJ, 1987,249-50(M.Cheney)
/Moun, 110, 9/Hima, 18-2,28/山岳年鑑，

87，72

⑳1986年秋Italian,SergioMartini他3

NangaParbatを終えて，北面通常ルートより

9月21日3人登頂●AAJ,1987,250(Sergio

Martini)/Moun, 112, 10/Hima, 18-7, 109
／山岳年鑑，'87, 72／→NangaParbatNo.46

⑳1986年秋French-NepaleseJ6r6meGreg-

gory他6MainNorthgl.より北西稜, 9月

21日6000mまで。23日BenoitGrisonが滑

落死する ●AAJ, 1987,250(J6r6meGreg-
gory)/Hima, 18-7, 109/岩と雪, 120, 96/
山岳年鑑，’87, 72
⑳．1986年秋S.Korean,KimJung 9月

26日6150mまで●Hima,18-7, 109

⑳1986年秋FrenchHenriSigayret他2

北西稜を目指したが隊長とPatrickGabarrou

の意見が合わず79"mで失敗。Gabarrouは

SherpaPembaNorbuと2人だけで85年に

R.MPRRnerとH.Knmmerlanderが登った西

北西稜をたどり10月8日その頭(AI峰と

VarahShikhar=Fangとの間のNameless

Peak,c7850m,AI峰南西峰）に初登頂。

(Messnerらはこのピークをまいて主峰に登っ

ている) OAAJ, 1987, 250-51 (Henri Si-

gayret)/Moun,114,12/山岳年鑑, '87,72/
Hima, 18-7, 109; 19-2, 31(JozefNyka)/
HCNL, 40, 11
⑫1986年秋French8-Nepalese,3Marc

Rn+tardM"iKhola内院からRocNoirを

越えて東稜，しかしR"Noirの7100mま

で, 11月7日TarkeKang=GlacierDome

に3人登頂●AAJ,1987,251(M.J・Cheney)

／山岳年鑑，’87，72
⑳1986年秋Swiss,DanielAnkey他1南

壁，11月5300mまで●山岳年鑑, '87, 72
⑭1986年冬PolishJerzyKukuczka他3

北面初登ルートより87年2月3日 J.Ku-
1r,,rtzlrnとArturHajzerが登頂(84年12月

8日の韓国隊の登頂には疑問点が多くこれが確

実な冬期初登頂)。なおもう一組の2人は6800

mまで,BCより上では酸素，シェルパなし

●AAJ, 1987, 251 (ElizabethHawley)/
Moun, 116, 9/岩と雪, 122, 93(J.Nyka)/
Hima, 18-11, 170; 19-2,31/山岳年鑑, '87,
72-73/HCNL,41,29/山, 506, 2, 1987. 8
（ユゼフ・ヌィヵ）

⑮1987年春NewZealand-American-

British,RobertHall他3北面5600mまで

●Hima, 19-2,31/山岳年鑑, '88,72/HCNL,
41,30/AAJ, 1988,218
⑳1987年春Spanish,JuanMaldonado他

9北面通常ルート， 5月22日6850mまで，

24日AnIJfesFerrer転落死する ●Moun,
116, 10/Hima, 19-3,35/山岳年鑑, '88, 72
/HCNL, 41,30/AAJ, 1988,218-19
⑰1987年秋Spanish,J"epM.Maixe他

7北面通常ルートより10月8日2人（内シェ

ルパ1）登頂●山岳年鑑, '88, 72/HCNL,
41,32/Moun, 120, 11/AAJ, 1988, 219
⑬1987年秋Spanish,JuanCarlosGompez

80年西ドイツ隊ルートを登り6700mで通常ル

ートに合し10月11日3人（内シェルパ1）が

登頂●山岳年鑑, '88, 72/HCNL, 41,32/
Moun, 120,11/AAJ,1988,219(J.C.Gompez)
⑳1987/88年冬Canadian,StevenAdamso'1

他8南壁東端のバツトレス，12月10日6100

mまで●山岳年鑑, '88, 72/Moun,121,11
/AAJ, 1988, 220(J・Cunningham)

⑳1987/88年冬Japanese,群馬県山岳連調

隊八木原圀明KuniakiYagihara他12南壁，

84/85年冬試登と同じルート，11月13～20日

TentPeak, 24～26日FlutedPeakで順応を
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終え，12月20日に山田昇NoboruYamada,

斎藤安平YasuheiSaitou,三枝照雄Teruo

Saegusa,小林俊之ToshiyukiKobayashiが

南壁の冬期初登鑿をなす。しかし下降中7900

m付近で小林隊員T.Kobayashiが, C4=
7300m手前のルンゼで斎藤隊員Y.Saitouが

転落行方不明となる。このため第二次アタック

は中止●山田昇：栄光と悲劇の山，岳人，

489,9-14, 1988.3／岳人編集部：冬のアンナプ

ルナ南壁に賭けた男たち，岳人， 489, 84-88,
1988.3／八木原圀明：栄光と悲劇のアンナプル

ナ南壁，山と溪谷,632, 119-23, 1988.3／山と

溪谷編集部：鎮魂のアンナプルナ南壁，山と溪

谷，633,151-57, 1988.4／山岳年鑑，’88,72／

Moun, 120,11(JohnPorter)/AAJ,1988,220
⑨1987/88年冬Japaneseカモシカ同人隊

大蔵喜福Y"hitomiOhkura他3 アルパイ

ン･スタイルで北面初登ルート，12月5日6100

mまで●山岳年鑑，’88, 72（福島正明)／大

蔵喜福：ヤマケイ・ジャーナル，山と溪谷，

632, 74-75, 1988,31/AAJ, 1988, 219-220

tney-Snape他4南壁初登, 10月8日T・

Macartney-Snape,LincolRossHall,Andrew
Henderson,GregoryMortimerが登頂する

●Macartney-Snape,Tim:AustralianAn-
napurnanExpedition,1983.HJ,41,145-
48/AAJ, 1984, 253/Moun, 96,11/岩と雪，

102, 43-44

⑥1983年秋S・Korean,YeungNamUniv.

隊JungSang-Mo他5北面から西稜, 10月

5日7300mまで●AAJ,1984,253/Moun,

96, 11／岩と雪，102，43
⑦1983/84年冬British,RonaldRutland

他3北壁, 5950mまで, 12月13日断念

●AAJ, 1984, 253(K.K.Guha)/Moun, 96,
12／岩と雪，109，52
⑧1984年春Japanese,岡山クライミング・

クラブ近藤国彦K''nihikoKondo他3南壁

新ルート，4月2日60mmまで●岩と雪，

109, 53（近藤国彦)/AAJ, 1985, 281-82/
Moun, 99, 9

⑨1984年秋Japanese,大阪登肇倶楽部桑原

信夫NobuoKuwabara他3南壁81年秋の

ルートに再挑戦， 9月25日5200mで断念

●岩と雪，109，53（桑原信夫)/AAJ, 1985,
282/Moun, 102, 14
⑩1985年秋Japanese,田川山の会藤井雅章

MasaakiFujii他6南面, 10月5日7200m

まで●山岳年鑑，’86, 58(藤井雅章)/AAJ,

1986, 243(M.J･Cheney)
⑪1986年春Spanish, Basques隊, Jesus
BereziartuaEtxnniz他6AⅣ峰北西稜から

西稜，4月30日 7000mまで ●Azpiazu,

JoseMaria:ExpeditiontoAnnapurnaⅡ．

HJ, 44, 182-85, 1986･1987/AAJ, 1987,252
(M.Cheney)/Moun, 110, 9/Hima, 18-2,
28／山岳年鑑，’87, 70
⑫1986年春AmericanWomen隊,Shari

Kearney,LuWSmith他7AⅣ峰北西稜か

ら西稜(上記スペイン隊と同じルート)，5月4

日西稜7250mで断念●Kearney,Shari:

1986AmericanAnnapurnanExpedition.

HJ,43, 121-23,1985.1986/AAJ, 1987, 251-
52(S.Keaney)/Moun, 111, 11/Hima, 18-
7，110／山岳年鑑，’87，70
⑬1987年秋Japanese,岡山クライミング・

クラブ近藤国彦K,mihiIKoKondo他1 南西

壁アルパイン・スタイル, 10月13日 7500m
で断念●HCNL, 41,32/山岳年鑑, '88, 71

ANNAPURNAII 7937m

NepalAnnapurnaHimal 28･32'05"N, 84･07'

30"E

①1981年秋Japanese大阪登鑿倶楽部桑原

信夫NobuoKuwah"m他8南稜, 10月11

日7400m付近で市川協-Kyoichi lchikawa
隊員がバランスを崩して転落死亡。このため断

念●岩と雪,'88,49(桑原信夫)/AAJ,1982,

230-31(NobuoKuwabara)/Moun, 83, 9
②1981年秋Italian, Bologna隊Arturo

Bergamaski他18北面ドームへのスパーよ

りの登頂を目指す。10月11日7300mで断念

AⅣ峰へ●AAJ,1982,231 (A・Bergama-

ski)/岩と雪, '88, 49/→AⅣNo. 2
③1982年秋Japanese,信州大学学士山岳会

山田和彦Kaz'1hikoYarnnda他4南稜, 10
月4日7350mで断念●山岳,78, 111/岩と

雪，95，44（山田和彦)/AAJ, 1983, 239
④1983年春AustrianHansGsellmann他

3AⅣ峰の北西稜より西稜(73年日本隊ルー

ト)，5月5日7300m付近でKlausSchlam‐

bergerが突風にあおられて転落死する。この

ため7450mを最高到達点として断念 ●AA
J,1984,252-53 (RobertSchauer)/Moun,
92, 9／岩と雪，102，43
⑤1983年秋Australian,TimothyMacar-
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/Moun, 120, 11/AAJ, 1988, 215 ツクの崩壊から転落死する。このため断念

●AAJ, 1987, 253(M.J.Cheney)/Hima, 18
－7，110／山岳年鑑，’87, 70
⑩1986年秋S.KoreanKimJung他5 9
月21日5300mまで●→GangapurnaNo.2

ANNAPURNAIII 7555m

NepalAnnapurnaHimal 28･35'01"N, 83･59'

31"E

①1981年秋British,TimothyA.Leadl他

2南東壁アルパイン・スタイル,AⅢ峰と

AⅣ峰のコル(5750m)を経て10月18日

6500mまで●AAJ,1982, 232-33(Nicholas
COlton)/岩と雪, 88, 49-50(T.A.Leach)
②1982年春Japanese,名古屋渓稜会・蒲郡

山の会中瀬司TsukasaNakase他10北面，

4月22日6800mまで, 24日岡部政美Ma‐

samiOkabe隊員がセラックの崩壊による雪崩

で死亡する。このため登山活動を中止する ●
岩と雪，91，46－48（中瀬司)； 95，44（中瀬司）

/AAJ, 1983,239/Moun, 86, 11
③1982年秋Spanish,GuillemArias他5

南西フェース，10月7日AⅢ峰とGanga-

purnaのコルから6500mまで●AAJ,1983,

239-40(XavierNogner)
④1983年秋British,NikolaKekus他3

東稜，10月7日6300mまで, 10日100mほ

ど下ったところでRobUttleyが胸の痛みを訴

え動けなくなり,TrevorPillingが助けを求め

に下山，南東ピラーに向かった2人と共に救助

に向かったが雪崩の危険大きくあきらめる。18
日BC OKekus,N､:AnnapurnaⅢ．HJ,

41, 149-51, 1983･1984/AAJ, 1984, 254-55
(N.KekuS)/岩と雪, 102, 44-45(N.Kekus)
⑤1983年秋AustralianJonathanChester

他4西稜（70年日本女子隊ルート)，10月

22日7315mまで●AAJ, 1984, 255/岩と

雪，102，44

⑥1984年秋S.Korean,ChosunUniv.隊

KoKwang-Soo南西壁, 10月28日6650m

まで●AAJ,1985,282/Moun,96, 11; 102,
14／岩と雪，109，53
⑦1985年春Royal,NepalArmy隊Bha‐

grinathNarsingRana北面初登ルートより

5月4日4人登頂●AAJ,1986,244/Moun,

105, 10／山岳年鑑，’86, 58
③1985年秋Smtch,E.Todd他3東稜を

目指したが大雪のためBCまでもたどりつけ

ず,10月4日計画中止●山岳年鑑, '86,58-59
⑨1986年秋Italian,MaurizioMaggi他6

南西稜新ルート， 9月25日6500mまで。26
日MassimoCaslinoが5500m付近でセラ

ANNAPURNAIV7525m

NepalAnnapurnaHimal 28･32'14"N,84･05'

02"E

①1981年春W.Gennan(DAV),Franz

Kr611他6北西稜より4月25日4人(内シェ

ルパ2)登頂●AAJ,1982,231(FranzKr611)

／岩と雪, 88,49(FranzKr611)/Moun,80,11
②1981年秋 ItalianArturoBergamaski
他18AⅡ峰をあきらめた後,AⅣ峰を北面

ドームへのスパーより目指す。10月10日頂上

まであと650feetにせまったが強風のため引

き返す●→AnnapurnanNo.2

③1981/82年冬Canadian,GordonSmith

他8北西稜より 12月22日Adrianand

AIanBurgess,RogerMarshallが冬期初登頂

する●Burgess,Adrian:アンナプルナ4峰冬

期初登頂の記録，岩と雪，89, 45-47, 1982／岩

と雪, 95,44(AdrianBurgess)/AAJ,1982,
231-32(AdrianBurgess)/Moun, 84, 11/
CanadianAJ,Vol.65,1982

④1982年秋Austrian4,Swiss3,Yugoslav

8,WolfgangStefan北面～北西稜より10月

17日5人(内シェルパ2)登頂。ドームに10月

15日3人，17日3人登頂●AAJ,1983,239
(W.Stefan)/Moun,89,12/岩と雪, 95, 44
⑤1983年春Japanese,ティマングチョール

山の会隊山野康光YRRT'mitsuYamAno他3

北面北稜（Ⅱ峰信州大ルート)， 5月9日サー

ダーを含む3人登頂 ●岩と雪， 102，44（山

野康光)/AAJ,1984,253-54(YasumitsuYa-
mano)/Moun, 92, 9
⑥1983年秋Austrian,AdolfWeissensteiner

他9北西稜初登ルートより10月7日5人(内

シエルパ1）登頂●AAJ, 1984, 254(K.K.
Guha)/Moun,96,11/岩と雪, 102, 44
⑦1984年秋French 7,W.German 2
Swissl,Herv6Thivierge北西稜通常ルート，

10月6日 64帥mまで ●AAJ, 1985, 282

(M.Cheney)/岩と雪,109,53(H.Thivierge)
/Moun, 102, 14
③1984年秋Italian6, French3,Renato
Moro北壁10月6日6800mまで。北西稜に
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Udall)/Moun, 102, 14/岩と雪, 109, 54
④1984/85年冬Japanese,千葉工業大学宮

野伸章NobuakiMiyano他2南壁, 70年フ

ランス隊ルートと交差するように（西よりから

東よりに）ほぼ直上するラインをとり，1月6

日63mmまで登る ●山岳年鑑, '86, 60-61
(藤井正善)/AAJ,1986,245
⑤1985年春Italian,SlovenskegaPlanin-

skegaDrustvaTrst隊,LucianoCergol他7

南西稜，4月21日5650mまで●AAJ,1986,

245／山岳年鑑, '86, 61
⑥1985年秋Greek,MikeTsoukias他13

南壁を断念，東面にまわって北東面初登ルート

を西ドイツ隊と前後して登る。10月22日ドイ

ツ隊の4人と前後して6400m付近を登ってい

た時,DimitrisBountolasかドイツ隊のRobert

Wohlschlagerのどちらかが踏み出した雪崩に

よってKlimisTsatsaragos(Greek),Rupert

Wohlsdllager(German)が死亡し, 2人が重

傷を負う。またC3も雪崩で破壊される

●Tsoukias,Mike:AnnapurnaSouth;East
Facel985.HJ,43,123-25,1985･1986/AAJ,

1986,245/Moun, 108,11/山岳年鑑, '86, 61
⑦1985年秋W・ GermanDAVSection
Stuttgart隊,WalterFid,ter他5南西稜の最

初のピーク(5500m)まで登ったがアルパイ

ン・スタイルでは長すぎるとみて断念，南壁中

央のルート（千葉工業大ルート）も悪天つづき

で放棄し，初登ルートへ転進，10月22日ギリ

シヤ隊と共に6400m付近で雪崩にあい隊員1

名を失う ●AAJ, 1986,245/山岳年鑑, '86,
61(WalterFichter)
⑧1986年春YugoslavianWomen隊,Ma-

rijaFrantar他8 南西稜, 5月9日6100m

で断念●AAJ,1987, 254(VlastaKunaver)
/Moun, 111, 11/Hima, 18-2,29; 19-2,32
／山岳年鑑, '87, 71､AAJ, 1988, 221 (M.
Frantar)
⑨1987年秋French,PhilippeBerger他9

郁稜, 11月14日6300mまで ●山岳年

鑑, '88, 73/AAJ, 1988,221
⑩1987年冬Japanese,宇都宮白峰会山形正

巳MasamiYamagata他7南壁(84/85冬千

葉工業大試登）は雪崩のため断念，南西稜に転

進，12月20日58"mまで●岩と雪, 127,
82／山岳年鑑,'88,73(山形正巳)/AAJ,1988,

221

転進3500mまで, 10月9日断念●AAJ,

1985, 282(M.Cheney)/岩と雪, 109, 53
⑨1985年秋French,Associationpour la
RechercheenPhysiologiede l'Environne-
mentPhilippePaumier他14医学調査を目

的に入山。10月6日と7日に北西稜の50帥m

まで登る ●AAJ, 1986, 244(M.J.Cheney)
／山岳年鑑，’86, 58
⑩1986年春NepalPolice隊,Basundhara

Inm2他23北西稜通常ルート, 5月2日6

人（シェルパ4）登頂●AAJ,1987,253(M.

Cheney)/Hima,18-2,28/山岳年鑑, '87,70
⑪1986年秋Frendl公募隊MichelVincent

他8北西稜通常ルート，11月7日3人（内シ

ェルパ1）登頂●AAJ, 1987, 253-54 (M.
Vincent)/Hima, 18-11, 170/山岳年鑑, '87,
70

⑫1987年春Swiss,EiselinSports公募隊，

HaroldNavさ他5北西稜通常ルート, 4月

27日57mmで断念●Hima, 19-2, 32/山

岳年鑑, '88, 71(H.Nave)/AAJ, 1988, 215
⑬1987年秋American,StevenBrimmer他

6北面リブより10月10日隊員1，シェルパ

1が登頂●山岳年鑑, '88, 71/MOun, 120,
11/AAJ, 1988,216-18(S・Brimmer)

⑭1987年秋American,EricSimonson他

14北稜～西稜，10月中旬6550mまで●山

岳年鑑, '88, 71(E.Simonson)/Moun, 120,
11/AAJ, 1988, 215-216(E.SimonSon)

ANNAPURNASOUTH〈ANNAPURNA

DAKSHIN) 7219m
NepalAnnapurnaHimal 28｡31'04"N, 83･48'

30"E

①1981年秋S.Korean,SungKyunKwan

Univ.隊,HanSang-Kook他4北東壁から北

稜，10月25日4人（内シエルパ1）登頂

●AAJ, 1982, 235/Moun, 83, 9/岩と雪，

88，55

②1982年秋French,PatrickJacquenot他

10束稜，10月21日6500mまで●AAJ,

1983, 243(M.Cheney)/岩と雪, 95, 45
③1984年秋American,ColoradoOutward

BoundSd'ool隊MarkUdall他6南西面

から東稜（76年ホンコン隊ルート)，10月25

日5人登頂。TentPeak(5663m)に西側から

通常ルートで9月27日全員十サーダーとHA

P1が登頂する ●AAJ,1985,290(Mark
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API 7132m

NepalApi-NampagrouP 30･00'15"N,80｡56'

“"E

①1981年秋Polish, StanislawRudzinski
他7北西稜初登ルート（60年同志社大ルー

ト）アルパイン・スタイル，10月30日6700

mで断念●AAJ,1982,241/Moun, 85, 12
②Agnew,C・:SoldieronApi.HJ, 40,
65－

③1983/84年冬Polish,Katowice山岳会

TadeuszPiotrowski他10北西稜初登ルー

ト，12月24日T・Piotrowski,AndrzejBie-

lunが冬期初登頂する。しかしA.Bielunは

下降中に行方不明となる。12月28日C2の

すぐ上にある6050m峰に3人が初登頂する

●Piotrowski,T､ :TheWinterExpedition
toApi・HJ, 41, 55-60, 1983.1984/AAJ,
1984, 262-63/Moun, 96, 12; 99, 9/岩と雪，

109，58

④1987年秋Italian,SylvanaCamus登山

許可を取得したがトレッキングのみで登山活動

はせず●山岳年鑑，’88，77

●AAJ, 1984, 299(GerardPailheiret)/岩と

雪, 102, 69/IIIustratedNote,HJ, 40
⑤1983年夏KoreanCIimbersClub隊,Yon

Sae-Pyo他7 Ⅱ峰初登頂,BainthaBrakkと

の間の「DeathValley」から北西壁(81年よ

りも西よりのライン）を登り，7月16日You

Han-Gyu,KimDug-YongがⅡ峰に初登頂す

る●岩と雪,102,69(KilnamChon)/AAJ,
1984, 299/Bergsteiger, 1984年3月号

⑥1985年AmericanRobertKnight失敗

BARUNTSE 7129m

NepalMahalangurHimal 27｡52'19"N,86．

58'55"E

①1980/81年冬Japanese,北海道大学林和

夫KazuoHayashi他11 F罰菱より1月15日

池上宏-KoichiIkegami,石村明也Akinari

Ishimura,花井修aamuHanai,浜名純Jun

Hamana,AngPemba(Sherpa)が冬期初登頂

をなす。第二次隊は7000mまで●Nakamu‐

ra, H. :BaruntseExpedition, 1980/1981

(Winter).HJ, 38, 162-64, 1980.81/岳人編

集部：創意で踏みしめた山頂，岳人，407, 30-
34, 1981.5／岩と雪，88，37（池上宏一)／報告

書/HCNL,35,8

②1981年春Japanese,千葉大学隊沼田真，

吉永英明HideakiYoshinaga他7南稜より

4月24日2人（内シェルパ1)，25日3人（内

シェルパ1）が登頂●岩と雪，88，37（吉永

英明)/AAJ,1982,210/Moun, 80, 13/報告

書

③1982年秋Swiss,RomoloNottaris南稜

よりアルパイン・スタイルで10月2日1人，

9日2人（内女性1）登頂,MarieHirozは女

性初登頂者となる。一部隊員4人はMalrnl''に

向かう ●岩と雪, 95, 34/AAJ, 1983, 221
(RomoloNottaris)/Moun, 89,12/→Makalu
No、12

④1983年春Dutd',JoostUbbink他3ア

ルパイン･スタイルで西面より北稜のコル(6220

m)を経て北峰(7057m)に5月4日Joost

Ubbink,EdwinvanNewkerkが初登頂する

●岩と雪, 102, 32/AAJ, 1984, 233/Moun,
92，9； 94，12

⑤1983年秋French,F.Faure他5Makalu

Ⅱを終えてから北稜より北峰に10月15日6人

全員が登頂，主峰は断念●岩と雪，102, 32-
33/AAJ, 1984, 231-33(FredericFaure)/

A123

BAINTHABRAKK(OGRE) I峰＝7285

m,11峰＝6960m

KarakorumLatokgroup l峰=35｡56'54"N,
75.45'11"E

①1981年夏Japanese,グループ・ド・コル

デ隊加藤泰平TaiheiKato他2 Ⅱ峰南東稜，

8月7日6400mまで ●岩と雪, 88, 72(加
藤泰平)/AAJ,1982, 276(TaiheiKato)
②1981年S.Korean,LeeJong-Gun n
峰,BainthaBrakkとの間のクーロワールから

西壁6800mまで試登。下降中6700m付近で

JeonDae-Lee隊員が転落死する ●AAJ,
1982, 276／岩と雪，88，72
③1982年夏British,PaulNunn7月23,

24日5950m峰(UzunBrakkSpire)を頂上

直下200mまで試登。次いでⅡ峰(Pt､6960

m)をアルパイン･スタイルで試登する ●AA
J, 1983, 276-80(PaulNunn)/Moun, 88, 12
／岩と雪, 95, 65(AlanRouSe)
④1983年春French,MichelFauquet他3

主峰南ピラー, 7100mのピラーの頭に達した

が6月17日断念。頂上はあきらめ下る。Uzun

Brakkgl・周辺の4峰に初登する。 6月16日

DominiqueSua'etは韓国隊のHanKyuYoo

柳漢圭と6400m峰(UzunBrakkV)に登る



9 I峰南面, 76年ドイツ隊の初登ルートの左

をダイレクトに登り南西稜より6月25日4人

登頂●AAJ,1984, 302-03(E.Koblmiiller)
/Moun, 95, 10/岩と雪, 102, 71
③1983年夏PolandKrakow隊,Wladyslaw

WiSz他10 8月31日主峰の東のⅣ峰(7500

m)に南壁よりZygmuntHeinrich,Volker

Stallbohm(W.German),PawelMularzがア

ルパイン・スタイルで初登頂する。9月2日3

人が第2登頂●岩と雪, 102, 70(Nyka)/
AAJ,1984,303(JozefNyka)
④1983年夏Italian,GiorgioMallu"i他5

HachindarChishの南にあるSiaChhishに西

面下のコル(5550m)から6950mのコルを経

て北稜を登り7040mの最高峰に7月20日

EnricoDeLuca, GiampieroDiFederico,
GiorgioMallucciが登頂，同日コルの反対側に

ある6000m峰に東稜より2人が登頂する

●AAJ, 1984,303(GiorgioMallucci)
⑤1984年American,OIdCodgers隊War‐

tonNalaの42"mにBCをおき，周辺の

6000m以下の峰数座に登頂する ●AAJ,
1985, 331(LeoLeBon)
⑥1984年W.German,VolkerStallbohnn

他2 1峰失敗●AAJ,1985,329
⑦1984年夏British,SteveRoberts他4

BaturaMuztaghの西端に位置するPt､6872m

(SereiPorkush)に8月4日SteveRobertS,

StevePymmが初登頂する ●岩と雪, 109,
82/AAJ,1985,329; 1986,287/Moun,100,
13

⑧1986年13Polish, JerzyTillak I峰断

念●AAJ,1987,290
⑨1987年夏Austrian,TheodorKubicka

他6 1峰南稜, 7月5020mで断念●岩と

雪, 125,103(TheodorKubidfa)/山岳年鑑，

'88,106(TheodorKubicka)/AAJ,1988,258
(T,Kubicka)

Moun, 96, 11/→KangchungtseNo.5
⑥1983年秋FrenchRobertMandin他9

Barungl・から南東稜, 10月11日6300mま

で●岩と雪, 102, 33/AAJ, 1984, 233/
Moun, 96, 11

⑦1984年春S.Korean,KimByung-Joon

他6西面から北稜(83年オランダ・ルート)，

4月9日1隊が北峰に,別のl隊が中央峰(7066

m)まで達したが主峰までは行かず●岩と雪，

109, 41/AAJ, 1985, 256
③1984年春International隊,DougScott

他11＋トレッカー10人MakaluBCから8日

間の周遊を行いその間に，5月4日南東稜より

6人(内シェルパ2)が登頂，5月3日Bamntse

の南にあるPt、6730m=BaruntseSEに2人

が登頂●Scott,Doug:MultiPeak-AIpine

style・AJ, 334, 88-96, 1985/Smtt,Doug:
Malral''-Almost.AAJ, 59, 70-80, 1985/岩
と雪, 109, 41/→MakaluNo、18;Chamlang
No、2

⑨1984年秋W.GermanCommercial隊，

GuntherHarter他15南東稜より10月27日

7人(内シェルパ3)，28日5人，29日5人(内

シェルパ1）が登頂●岩と雪, 109, 42/AA
J, 1985, 256

⑩1985年秋Italian-Swiss-W・German,Her-

mRnTITauber他14南東稜より11月1日6

人（内HAP2), 2日6人（内女性1)が登頂

●山岳年鑑, '86,40/AAJ, 1986,220(Cestmir
Lukes)/Moun,108,13
⑪1985年秋French公募隊,ClaudeJaccoux

他19深い雪に阻まれてBC手前から引き返

す●山岳年鑑，’86，40
⑫1987年秋French,AndreMathis他3

北東壁，10月18日6000mまで ●山岳年

", '88, 58/AAJ, 1988, 195
⑬1987年秋French公募隊,ClaudeJaccoux

今度もまた大雪でBCにたどりつけず登山活動

なし ●山岳年鑑，’88，58
BOJOHAGURDUANASIR(ULTARI)
7329m

KarakorumBaturaMuztagh 36｡24'10"N,

74o41'43"E

Ⅱ峰=7388m36･23'33"N,74｡42'577E

①1982年6～8月Japanese,朝霧山岳会植

田宗男MuneoUeda他4 1峰南西稜, 8月

5日南西稜のコル6000mで断念●山岳,78,

124-25／岩と雪，95，66（植田宗男)/AAJ,

BATURAMUZTAGHKarakorum

l峰=7785m36･30'39"N, 74･31'26"E

Ⅱ峰=7710m36･31/54"N, 74o30'01"E
①1980/81年冬Austrian,GustavAmmerer

Furtner他3 1峰南壁, 2月17日6MOmま

で●岩と雪, 88,73/AAJ, 1982,279(AloiS
Furtner)/Alpinismus, 1981, 10
②1983年春Austrian,EdiKoblmUller他
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北峰Gsarottoが単独で下部岩壁帯から北西

稜に挑み，7月17日7"0mで断念●AAJ,

1983,272(RenatoCasarotto)/岩と雪,95, 63
(RenatoCaSarotto)
④1982年夏W.Gemlan,PeterGIoggner

他6西稜通常ルート，7月23日4人がオー

ストリア隊の3人と共に登頂●岩と雪，95,
63/AAJ,1983,272(PeterGIoggner)
⑤1982年夏Austrian,.HansSchell他9

K2登掌中, 3人が7月23日上記ドイツ隊と

共に西稜より登頂再びK2に向かう ●岩と

雪, 95, 63/AAJ, 1983, 273(AloisFurtner)
／→K2No.6
⑥1982年夏 Italian-Pakistan, Reinhold
Messner他2GasherbrumⅡ峰に登頂後，

アルパイン・スタイルで8月2日3人が登頂

●メスナー，ラインホルト：『生きた,還った』，

9章，153-59，横川文雄訳，東京新聞，1987／

岩と雪, 95, 63/AAJ, 1983,271/Moun, 88,
11／→GⅡNo. 9
⑦1983年春W.German,HelmutRiidele

他4BC着後，意見が分れ隊長他1名は未踏

の北峰を他の3人は西壁の通常ルートから主峰

を目指す。主峰隊は南西スパーより5月26日

7750mまで登る。北峰隊では5月29日隊長が

単独で北峰と中央峰のコルを目指して出発，消

息を絶つ●AAJ, 1984, 291(HubertWein-
zierle)/岩と雪,102,64(HubertWeinzierle)

③1983年春British,DougSco廿他l1

Urd''I<2RにBCをおきLobsangSpire,Muz-

taghPass付近で活動後K2南稜を試みる前

に2人ずつ5組に分かれて通常ルートをアルパ

イン・スタイルで登る。 6月26日2組4人，

28日2人が登頂，4番目のペアは頂上手前で

高山病のため断念,PeterThextonが肺水腫で

死亡，5番目のペアはこの事故のため断念

●Smtt,DougandAlanRouse:Karakorum
AlpineStyle.Moun,93,26-33,1983/Child,
Greg:OnBroadPeak・Moun, 94, 18-20,
1983.1984/ScO壮,Douglas:LobsangSpire.

AAJ,58,28-36,1984/AAJ,1984,293-94/
岩と雪，102, 64-65
⑨1983年春Italian,RenatoCasaroio,

GorettaCasarotto 82年の右手の氷雪帯から

直接北西稜上部に達するラインをとり6月28

日R.CasaroUoが北峰に単独初登頂する（登

り7日，下降3日間) OAAJ, 1984, 289-91
(RenatoCasarotto)/岩と雪, 102,66-67(Re-

A125

1983, 280/Moun, 90, 10/HCNL36, 29
②1984年夏Japanese,広島山岳会隊大前恒

雄TsuneoOnae他14 1峰南西稜, 7月28

日7250mの前衛峰を越え7150mのコルを経

て名越実MinoruNagOShi,木佐英一Eiichi

Kisa,岡本良治RyojiOkamo"の3名が初登

頂し，30日5人が第2登頂する ●岩と雪，

109，81（名越実)/AAJ,1985,329/Moun,
99, 10/HCNL,38, 19/報告書

③1984年夏British,NorthLondon

MountaineeringClub,AnthonySaunders他

5 1峰南西稜, 7月17日南西稜のコル(6150

m)で広島隊と出会ったが6900mで断念

●Fowler,Mick:Bojohagar・AJ,334,77-83,

1985/Saunders,Anthony:Bojohagur,1984.
HJ, 42, 133-43, 1984.1985/岩と雪, 109, 82
④1985年夏Spanish,KikedePablos,Jose

LuisZuloaga(ペア) I峰南西稜5800mま

で．なお，8月13日MaidonSar (6660m)
に初登頂,Shispare北東稜試登,LupgharSar

南東面偵察 ●山岳年鑑, '86,102/AAJ,
1987,290-91(JoseLuisZuloaga)
⑤1986年5～7月 9Japanese,神渡湖衆隊

-3PakistanAC成田俊夫ToshioNarita

Ⅱ峰（南西峰),Gulkingl.を登り 6月10日

42"mにC1を設けたが雪崩で断念，南稜を

試登30日6200mで断念, 7月1,2日別のル

ートを試みたがこれも断念，7月8日BC撤収

●岩と雪，119，94（成田俊夫)／山岳年鑑，

'87, 107（成田俊夫)/AAJ, 1987,292(To-
shioNarita)

BROADPFAK

KarakorumBaltoroMuztagh

Main=8051m35･48'35"N,76･34'25"E

中央峰=8016m35･49'23"N, 76･34'15"E

北峰=7536m35｡50'01"N,76･33'34"E

①1981年夏Spanish,AntoniSors他5西

稜初登ルート，8月5日4人登頂。しかし下降

中7300m地点で2人が滑落Pujolが死亡し1

人が重傷を負う ●岩と雪, 88, 71/AAJ,
1982,273(AntoniSor)
②1982年夏AmericanHowardWeaver

他3西稜通常ルート，アルパイン・スタイル

で7月17日6250mまで ●岩と雪, 95, 63
(HowardA・Weaver)/AAJ, 1983, 272
(HowardA・Weaver)

③1982年夏Italian,RenatoCasarotto他3



natoCaSarotto)/Moun,94, 11

⑩1983年春Swiss,StefanW6rner他8

Gasherbruml,Ⅱ峰に登頂後，西稜より6月

30日4人，7月2日2人登頂●岩と雪,102，

65(S.W6rner)/→C"gherbrumlNo､ 7
，1983年春PolishWnmen隊,AnnaCzer-

winska,KxysWnaPalmowska西稜通常ルー

ト，6月30日C3をスイス隊より遅れて出発

PalmowRIraが単独で登頂,Czerwinskaは頂上

と前峰の中間（前衛峰）から引き返す●鹿l-

mows",Krystyna:BroadPeak・AJ,333,11-

15, 1984／パルモフスカ，クリステイナ：女二

人，八千メートル，岩と雪，106, 64-68, 1984
／岩と雪, 102,65(JozefNyka)/AAJ,1984,
293(JbzefNyka)/Moun, 95, 10
⑫1983年夏Dutch,RonaldNaar,Gerard

vanSprang(ペア）高所順応のためGodwin

Austingl・の東, Savoiagl.とKhalkhalgl.

の間にあるPt. 6393mに南Khalkhalgl.よ

り東稜を登り7月26日登頂（初登頂？)，通常

ルートをアルパイン・スタイルでポーランド女

性隊，スイス隊に1日遅れて取り付き7月1日

8000mで強烈な嵐にあい引き返す。この後2

回目は7100mまで, 3回目は6200mで断念

7月19日BC撤収●岩と雪,102,65-66(G.

vanSprang)/AAJ, 1984, 291-93(Ronald
Naar)/Moun, 94, 11
⑬1983年夏French,PierrePujos試登

⑭1984年春French,MichaelVincent他5

5月28日～6月2日，6月8日～10日と2回

試登し, 7800mまで登る ●AAJ, 1985,312
⑮1984年春International,StefanW6rner

6ケ国27人通常ルートの西稜より 6月26日

スイス人2，コロンビア人1人が登頂，7月13

日RiidigerSchleypenが他のパーティの3人

と共に登頂， 7月18日KurtDiembergerと

イギリス人女性JulieTullisが登頂●岩と

雪, 109, 75(S.W6rner)/Moun, 99, 10/-.
K2No．12

⑯1984年春Swiss-W.German,Harald

Navさ他4 Chogolisa登頂後, 6月26日2

人， 7月13日1人登頂●岩と雪，109，75－

76(H・Nave)/→ChogolisaNo.2

⑰1984年春Italian,Valsesia隊, Gianni
Calcagno他5西稜より6月27日3人登頂，

7月13日2人がK2国際隊(S.W6rner隊）

のR・Schleypen及びスイス・ドイツ隊の1人

と共に登頂●岩と雪, 109,75(G・Calcagno)

Al26

⑬1984年夏Polish,JanuszMajer他3西

稜，7月14日3人が登頂する。同日KrmSztof

WielickiはBCを午前0時20分に出発, 14
時中央峰とのコル(7800m),頂上直下で登頂

を終えて下山してきた3人にあい16時頂上に

立ち22時30分BCに帰る。標高差3150m,

8000m峰を1日で往復する ●Wieli"i,
Krzysztof :BroadPeakClimbed inOne

Day.AJ,334, 61-63, 1985/AAJ, 1985,315
(KrzysztofWielicki)/岩と雪, 109, 76 (J.
Nyka)

⑲1984年夏Polish,VoytekKurtyka,Jurzy

K1'1<,,"1r"北峰～中央峰～主峰の縦走， アル

パイン・スタイル， 7月13日北峰西稜北面の

側壁にある雪のクーロワールに取り付き西稜

6300mに出る｡ 15日北峰を越す, 16日中央峰

に立ち主峰とのコル(7800m)でビバークし

7月17日主峰を往復，18日BCOKurtyka,

Voytek:TheAbseilandtheAscent.HJ,
42, 120-24, 1984.1985／クルテイカ，ヴオイチ

ェフ：ブロード・ピーク，岩と雪,111,42-46,
1985／岩と雪, 109,76-77(WojciechKurtyka)
/AAJ,1985,313-15(WojciechKurtyka)/
Moun, 99, 10-11; 100, 13

⑳1984年夏French,BernardMoreau他8

西稜アルパイン・スタイル，3ビバークの後

8月5日4人登頂（前衛峰まで？） ●岩と雪，

109,77;117,96-97(Z.Kowalewki)/Moun,
100, 13/AAJ, 1985, 315-16(BernardMo-
reau)
⑳1984年夏Austrian-W.German,Robert

Schauer他7通常ルート, 8月8日2人登頂

●岩と雪, 109, 77/AAJ, 1985,316(Robert
Schauer)
⑳1984年W.German,HubertSchmidbauer

失敗●AAJ,1985,312
⑳1985年春Swiss,RuthSteimnann他7

西稜，5月15日73mmまで●山岳年鑑，

'86,97(R.Steinmann-Hess)/AAJ,1986,269
(RuthSteimnann)
、1985年夏鹿kistaniArmySchool of
MountainWarfare&PhysicalTraining隊

RayyazHussain他6通常ルート, 7月31日

3人登頂●山岳年鑑, '86,97/AAJ, 1986,
268(JozefNyka)/Moun, 106, 10
⑳1985年春Eric EscoHier (French),
StephaneSchaHter(Swiss),K2後，西稜よ

り1日での登頂を計画していたが悪天候のため
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HerrligkoHer)/Moun,112,10/AAJ,1987,
275-76(NormanDyhrenfurth)/→K2No．

20

⑫1986年夏Spaniards,SebastianAlvaro

他6Chogolisa北稜を終えてからアルパイン・

スタイルで西稜通常ルート，7月6日3人（内

パキスタン人1）が登頂●山岳年鑑，’87,97
/Moun, 112, 10/AAJ, 1987, 279-81(Gre-
gorioAriz)/ChogolisaNo. 4
⑬1986年夏W・German-Swiss,FranzPiHI

他7 スイス・アイゼリン・スポーツ公募隊

FrankTschirky他7名が許可を得られなかっ

たため合同して両隊ほぼ併行して行動する。通

常ルートで7月7日スイス隊1人，西ドイツ隊

1人が登頂，2人が前峰で引返し，西ドイツ隊

の1人が中央峰(8016m)に登頂, 8日にもス

イス隊の1人が中央峰に登頂，スイス，西ドイ

ツの各1人が前峰で引き返す●Pi田,Franz:

BroadPeak, 1986．HJ,44,205-07,1986.1987

／山岳年鑑, '87, 97/Moun, 112, 10-11/
AAJ, 1987,277-78

⑭1986年夏Yugoslav,ViktorGroselj他

13西稜通常ルート，7月28日2人，29日5

人(TomoCesenはBCより19時間で単独登

頂)，30日1人，8月4日4人，計12人登頂

●岩と雪，119，93／山岳年鑑, '87, 97 (V.
Groselj)/Hima, 18-6, 88 (V. Groselj)/
Moun, 111, 10/AAJ, 1987, 276-77(Tomo
Cesen)/→K2No.26;GHNo.34
⑮1986年夏W・German,SiegfriedHup-

fauer他3西稜通常ルート, 8月16日オー

ストラリア陸軍隊のC4より1人,C2より3

人登頂●山岳年鑑, '87,97/AAJ,1987,278
／→GⅡNo.39

⑳1986年夏AustralianArmy隊,Major

PatrickA.Cullinan他12 88年Everestの

トレーニングのため入山，西稜通常ルート，8
月16日8人登頂●山岳年鑑, '87,97/AAJ,
1987，278

⑰1986年Polishwoman,WandaRutkiewicz

K2登頂後，西稜線通常ルートを単独試登

●AAJ, 1987,278

⑳1986年夏Scottish,AndyFanshawe

BritishChogolisa隊の3人が帰途BroadPeak

の西稜通常ルートを登る。 8月中旬頂稜で雪庇

の崩落のためTiamElliottが墜死行方不明と

なり断念●山岳年鑑, '87, 97/Moun, 112,
11/AAJ, 1987,278

A127

断念（無許可） ●山岳年鑑， ’86, 97／→K2

No．14

⑳1985年夏Japanese,関西カラコルム隊賀

集信ShinKashu他10Masherbrum登頂

後，アルパイン・スタイルで西稜より8月12

日6人登頂●和田城志：ブロード・ピーク登

頂日誌，岩と雪，114,36-39, 1986／村井葵：

マッシャ，ブロード・ピーク連続登肇，岳人，

462, 76-80, 1985.12／山岳年鑑, '86, 97/AA
J, 1986,275-77(SadaoTambe); 1987,278
⑳1985年夏French,LilianeandMaurice

Barrard西稜アルパイン･スタイル, 1回目8

月14日7950m, 2回目20日7800m, 3回目

26日7300m, 4回目Mauriceが単独で7300

mまで●山岳年鑑, '86, 97(L.Barrard)/
AAJ, 1986,268(L.andM・Barrard)

⑳1985年夏Polishwomen,WandaRutkie-

wicz,BarbaraKozlowska･ Swiss,St6phane
gfJTnHter西稜, 8月19日Rutkiewiczは単

独でコル直下7750mまで登る。20日KCz‐

lowskaが7000mよりBCへ単独下山中氷河

上の激流に転落死亡する。SchaHterのワンデ

イ・アッセントの試みも失敗●山岳年鑑，

'86,97(J・Nyka)/AAJ, 1986,269(J・Nyka)

/Hima, 17-11, 167
⑳1985年Canadian,DanielGri伍th西稜

失敗●山岳年鑑，’86, 98
⑳1986年春ItalianQuota8000隊,Agostino

DaPolPnz"他19K2のSSW稜が主目標だ

がBroadPeakに向かった班は通常ルートの

西稜より6月20日3人が登頂,J"efRakoncaj

は16mmカメラが凍ったため前峰(8030m)

より引き返す。またBenoitCh"mouxは19日

夕刻BCを立ち20日夕刻までに頂上を往復24

時間以内の登頂に成功する。22日J・Rakoncaj

が単独登頂する ●岩と雪，119，93／山岳年

鑑, '87, 95 (J.Raconcaj,A.Polenza)/
Moun, 112, 10/AAJ, 1987, 274(JosefRa-
koncaj)/→K2No. 19
，1986年春International隊K､M・Her‐

rligkoHer他15K2南壁を目指したが隊長が

高山病になり下山したためもあって隊が分裂大

半がBroadPeakへ転進する。西稜通常ルート

より6月21日スイス人3人，オーストリア人，

西ドイツ人各1人の計5人が登頂，22日ドイ

ツ人2人が前峰に登頂，7月6日ドイツ人ペア

とBaltiのポーター1人が前峰まで登る ●岩

と雪，119，93／山岳年鑑'87, 96-97(K､M、



⑲1986年Swiss公募隊ManfredLorenz

他5西稜失敗●→GasherbrumINo.20

⑳1987年春Swiss,BrunoHonegger他4

NorbertJ"sが先行パーティのキャンプは勿論

なんの恩恵も受けずに単独2日間で5月29日

登頂する。6月7日2人登頂●Moun,117,7

／山岳年鑑, '88, 98/DerBergsteigerDec.
1987/AAJ,1988,248
,1987年夏BritiSh-American-Australian,

DougSco枕他5 K2南壁を目標に入山した

が7月21日～23日ScOtt父子を除く4人が

BroadPeakに向かい68"mまで登る。7月

下旬ScoM父子は6500mまで登る ●→K2
No．30

，1987年夏British, ノーマン･クラウチャ

ー 7月両膝下が義足の彼は6500mのビバー

ク地でD.&ottの国際隊とあうが結局ここま

で●→K2No－ 30

⑬1987年夏French,PierreMazeaud他4

8月西稜7300mまで●山岳年鑑, '88, 98
，1987年夏Spanish,JosepEstruch他5

中央峰の許可で入山したが連絡官の承認を得て

主峰に変更， 3月29日2人登頂（前峰？）

●岩と雪,126,99／山岳年鑑, '88,98/Moun,
118, 5/AAJ, 1988,248-50(J・Estruch)

⑮1987年夏Norwegian,Ragnhild.Amund-

sen他5西稜, 7月21日7000mまで，数

日後73"mで断念●山岳年鑑, '88, 98
⑯1987年夏French,Languedoc隊,Jean

LouisBarbet他6西稜, 7月6日7300m,

16日7500mまで●山岳年鑑, '88, 98(J.L.
Barbet)/AAJ,1988,248
,1987年British,MarkHallum他3西

稜, 7300mまで●山岳年鑑, '88, 98
⑳1987年Yugoslav,SlavkoCankar他3

6月16日TrangoNamelessTower (6251
m)の南東壁を初登鑿してから入山，そのため

日数が足りず西稜7500mで断念●山岳年鑑，

'88, 98/AAJ, 1988,248
⑲1987年Mexican,AntonioCortes他7

中央峰の許可を得ていたが主峰とのコルまで行

けず7"0mで断念●山岳年鑑, '88, 98
⑳1987/88年冬国際隊Andrej Zawada
他K2の冬期初登頂を目指していた国際隊の

MaciejBerbeka(Polish)が西稜より3月6日

冬期初登頂（アルパイン・スタイルで前進キャ

ンプを用いず一気にアタック，1人は疲労のた

め途中で断念） ●→K2No.35/Moun,121,

A128

11／岩と雪，129，96：130, 99-100

CITAMAR 7187m

Nepal SringiHimal 28･33'19"N,84｡56'43"E

①1983年春7Japanese,慶応大学－3Ne‐

paleses宮代良治RyojiMiyashiro他9東稜

の北斜面より東稜(53,NewZealanders),5

月23日7050mまで。同日C2=56"mに

降りたところテントが雪崩の下敷きになってお

り，テントに残っていた碇宏一Koichilkari

隊員が死亡していた●岩と雪，97，8； 102,
40／山岳, 79,44/AAJ, 1984, 246/登高行

18号

CHAMT,ANG 7319m

NepalMahalangurHimal, Barungroup

27･46'30"N, 86･58'57"E

①1981年秋British-Italian-Nepalese,Doug

Scott,ReinholdMessner他M"1<"11'南東稜

に挑む前の順応のために北面のChamlanggl.

より9月26日主峰上のコルに出てPt, 7010m
に登頂したが主峰はあきらめる ●Moun,83,
10／岩と雪, 87, 48-50(DouglasSmtt); 88,
38 (Douglas Scolt)/AAJ, 1982, 208-10
(DouglasScott)
②1984年春International,DougScott他

11＋トレツカー10Baruntseを終えて, 5月

16日D・Scott,MichaelScoM(息子), Jean
AfanassieH,AngPhurbaがアルパイン･スタ

イルで北壁～北東稜を登り東峰(7235m)に初

登頂し，さらに中央峰(7180m)へ縦走し再び

北面を下る一周を6日間で成就する ●岩と

雪, 109, 42(D.Sco杜)/→MA1<nl,1No、18;
BaruntseNo、8

③1986年秋S.Korean-Nepalese,Woo

Jong_Duk他17南稜（北大・84年D・Scott

route),10月10日5人（内Neapalese2)登

頂●山岳年鑑, '87, 53/HCNL, 40, 13/
AAJ, 1987,226(M.J・Cheney)

④1986年秋13JapaneseS,酪農学園大学－3

Nepaleses新谷暁生AkioShinya西稜初登

鑿，10月16日櫛見理OsamuKushimi,Wan-

garSherpaが登頂●岩と雪, 121,80(新谷

暁生)／山岳年鑑, '87,53/Hima, 18-8,128/
HCNL, 40, 13/AAJ, 1987,227(AkioShin-
ya)
⑤1987年春American,JulliardMountain

Club隊,RichardHartshorne他9北東稜か
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17ﾉ28"E

Ⅱ峰=7068m30･43'56"N, 79｡16ﾉ53"E,

Ⅲ峰=6974m,Ⅳ峰＝6854m

①1983年秋TnfJianASsamMountaineering

AssociationAjitKalita他9 ノース・フェー

スより6450mのコルをへて9月18日4人(内

シェルパ1）登頂●AAJ,1984,264/1M,

12, 183/HCNL,38,3
②1987年春IndoTibetanBorderPolice

隊,VinodK.Dandona他37BhagirathKha-

rakgl.より5月31日6人とRIT''tia犬2匹

が登頂，内5人は頂上よりスキーでBCに下

り，他の1人は犬と共に3日かかってBCに

帰る ●岩と雪, 126, 96/Moun, 119, 9/
Hima,19-4,59-60/山岳年鑑,'88,81/HCNL,

41,37/AAJ, 1988,227

ら東峰(7250m), 5月2日6750mまで, 24
日断念●Hima,19-3,46/山岳年鑑, '88,58
/AAJ,1988,195(R.Hartshorne)

CHANGTSE(ZHANGZI) 7553m
TibetMahalangurHimal,Khumbugroup
28･01'31"N,86･54'51"E

①1982年秋W･German,Oberstdorf隊，

EduardGeyer他10Rongbukgl・より東稜，

10月14日UdoZehetleitnerが初登頂, 16日

4人登頂●岩と雪, 102,26/AAJ,1983,294
(EduardGeyer)/Moun, 97, 11
②1983年春Chilean"molangma隊の

GinoC'gaggnがEastRongbukgl．よりドイ

ツ隊ルートのやや左手のダイレクトなラインで

東稜に取り付き20時間のアルパイン・スタイ

ルで5月14日単独登頂する ●岩と雪，102,
26/AAJ,1984,310(GinoCasassa)/Moun,
97, 11／→EverestNo､ 19
③1986年春日中合同登山技術研修会隊

Japan-ChinaJointMountaineeringTechnics
TrainingExpedition 日本側＝長野県山岳協

会・堀内利美T・Horiuchi他16,中国側＝中

国登山協会・貢布他26（内支援隊5，報道3）

北面から東稜，5月10日8Japaneses,8Chi-

neses(内Tibetanwomanl)が登頂, 11日8

Chinesesが登頂●宮本義彦：チョモランマ

北峰・章子峰登頂，岳人，471, 63-66, 1986.9
／岩と雪,118，83(堀内利美)／山岳年鑑, '87,
45-46（堀内利美)/AAJ, 1987,304-05
④1986年American,EdWebster,Roger

Marsi'allのEverest単独行を撮影するためカ

メラマンとして同行していた彼が北東稜を15

時間で単独登頂する ●山岳年鑑， ’87, 46／

Moun, 112, 10/→EverestNo､ 63
⑤1987年秋Australian,GlenNash,Rob

TurnerがNorthFaceの日本隊ルートを4日

間のアルパイン・スタイルで登り， 9月28日

登頂●Moun,119, 8/山岳年鑑, '88, 47/
AAJ, 1988,272(LouisA・Whitton)

⑥1987年秋IrishJossLynam他l0

Rongbukgl.～ZhangLa～南稜, 10月14日

72mmまで ●Lynam,Joss:Zhangzi-Au-
tumn, 1987.HJ,44,15-23,1986.1987/AAJ,
1988,272-74(J.Lynan)

CHIRINGWEST 7025m

KaT負korumPanmahMuztagh36･26ﾉN, 80．

18'E

①1986年春Japanese,横浜山岳会重谷務

Tsutomuqnotani他9 Chiringgl.より西

峰(7125m)南西稜上に6月22日C2=5560

mを設けたが，25日神田久雄HisaoKanda

隊員が中間デポ(4870m)手前でヒドン・クレ

バスに転落行方不明となる。このため断念

●岩と雪，118,86；119，94(重谷務)／山岳年

鑑，’87, 103（重谷務)／報告書/AAJ, 1987,
288/HCNL, 40, 23

CHOAUI(QOWOYAT) 7352m
Nepal-ChinaKhumbugroup 28･04ﾉ14"N,

86o38'10"E

①1986年秋Japanese,日本ヒマラヤ協会八

嶋寛HiroshiYashima他9Gyabraggl.～北

西稜の6519mのコルを経て10月12日遠藤幸

寿Yukit"hiEndo,志小田美弘Yoshihiro

Shikoda,江村克志KatsushiEmura,松木克

雄KatsuoMn+RT'1dが初登頂し, 14日第二次

隊の6人が登頂する ●HAJ,チヨー・アウイ

登山隊：チヨーウイに全員登頂，岳人，476,
61-63;81-84,1997.2/Yashima,Hiroshi :Cho
AuiExpedition, 1986.HJ, 44,163-65,1986･
1987／岩と雪，120,92／山岳年鑑，’87,46（八

嶋寛)/AAJ,1987, 305/ﾋﾏﾗﾔNo.182/
報告書，1987

CHAUK商AM耐AI 7138m

GarhwarGangotrigroup 30･44ﾉ59"N, 79｡
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KarakorumMasherbrumRange
l峰＝北東峰7654m35･36'44"N, 76･34'23"E

Ⅱ峰＝南西峰7554m35･36'33"N,76･33'55"E

①1983年春W.German,GeorgBrosig他

5北面初登ルートより, 6月14日3人登頂

(スキー使用）●岩と雪,102,68/AAJ,1984,
289(GeorgBrosig)/Moun, 95, 10
②1984年春Swiss-W・Gexman,Harald

Navも他4 Vignegl.源頭より6450mのコ

ルを経て北西壁右よりを登り6月10日登頂，

次いでBr"dPeakへ向かう ●岩と雪, 109,
73(H・Nav4)/AAJ, 1985, 308-09 (Hans
ZebrowSki)/→BroadPeakNo, 16
③1984年夏French,ChristianBlot他7

Buetengl・奥のコル5550mを経て南西フェ

ースから南稜に出て， 7月26日Jean-Marie

Galhiche, EricMonier, PhilippeDubois,
BrigitteAucherの4人が北東峰に登頂。Au‐

cherとDuboiSがまずスキーで滑降，次いで

GalhicheとMonierが登路の東斜面を滑降す

る。途中雪崩の跡を認め頂上斜面下に横たわる

AucherとDuboiSの遺体を発見する。このた

め第二次アタックは中止●岩と雪，109，73
/AAJ,1985,309-10(ChristianBIot)
④1986年春Spanish,SebastianAlvaro他

7UpperBaltorogl.より北東稜を登り, 6月

22日2人，23日2人が北東峰に登頂，頂上で

日本人形を発見する。BroadPeakへ●岩と

雪, 120, 101(S.Alvaro)/山岳年鑑, '87, 91
(S.Alvaro)/→BroadPeakNo.32/AAJ,
1987, 279-81 (GregorioAriz)/山, 514, 3,
1988（平井一正）

⑤1986年夏British,AndyFanshawe他4

南西峰～北東峰初縦走，アルパイン・スタイル

で南西峰に北西壁から南西稜を経て9月14日

登頂，そのまま北東峰へ縦走し北東面初登ルー

トを下り15，16日5人(LiamElliot,Hamish

Irvine,UlricJessop,SimonLamb,Andrew
R.Fanshawe)全員BCに下る ●Fanshawe,
Andy:ChogolisaDiary･Moun, 113, 24-29,
1987/Fanshawe,Andy:Walkingmnway's
GreatWhiteRoof.AJ, 336, 74-78, 1987/
AAJ, 1987,281 (A.R.Fanshawe)/Moun,
112, 11／山岳年鑑, '87, 91-92/HCNL, 40,
22

⑥1987年夏French,Lyonnaise隊, Jean
EtienneH4nault他5 Chogolisa北稜上の
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6851m峰から派生する支稜に取り付き8月11

日7300mで断念したが,再度アタックして13

日2人登頂する ●山岳年鑑, '88,94-95(J.E.
Henault)/AAJ, 1988,250(J.E・H6nault)

CHOOYU(ZHOUAOYOU) 8201m
NepalMahalangurHimal,Khumbugroup
28･05'37"N, 86.39'43"E

①1981年春Japanese,日本勤労者山岳運照

-NepalesePolice隊豊田重彦ShigehikoTo-

yom,小松猛TakeshiKomatR!'他28+Yo-

gendraBahadurThapa他13 4月21日南

東壁を断念して南稜に転進，5月21日7120m

まで●山と仲間,1981年11月号,12月号／

岩と雪，88，44（奥谷恵美子)/AAJ, 1982,
220/Moun,80, 12
②1982年春Austrian,WolfgangNairz他

6南東壁78年Koblmullerroute, 5月19日

C2=65mmで雪崩のためReinhardKarlが

死亡し,Nairz隊長も重傷を負う。このため断

念●岩と雪, 95, 38/AAJ, 1983, 232-33
("waldOlz)/Moun, 86, 11
③1982/83年冬Italian,ReinholdMessner

(イ6，ポ1，オ1他トレッカー6）12月18日

南東壁,バットレスの最上部にC3=7500mを

設けたが雪崩の危険性高く断念，21日BC

●AAJ,1983,233(OswaldOlz)/Moun,90,
9／岩と雪，97，8； 102，36

④1983年春Italian-W.German-Nepalese,

ReinholdMessner他7 アルパイン・スタイ

ルでF前面壁を登り，5月5日登頂（3人） ●メ

スナー，ラインホルト：『生きた，還った』，10
章, 169-75,Wll文雄訳，東京新聞, 1987/岩

と雪 97, 8; 102, 36/AAJ, 1984, 243/
Moun, 92, 9

⑤1983年秋11Japaneses,福岡登山研究会

-3Nepaleses重藤一美Kazumi Shigefuji
Ngojumbakangから縦走する計画であったが

失敗●→NgojumbakangNo､3

⑥1983年秋41talians-3Nepaleses,Toni

Klingendrath南稜, 10月6日,12日に6500

mまで達したが，20日断念●岩と雪, 102,
37/AAJ, 1984,243
⑦1983年秋W・German,ルデイ・クリング

ル他2西稜，11月15日2人登頂，17日ルデ

ィ・クリングルが単独登頂●Saleki,Mischa:

"AileinzumChoOyu''/岩と雪, 118, 81(J.
Nyka)/ベルクヴェルト, 1986年2月号
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⑧1984年春VeraKomarkova (USA),
DinaSterbova(Gedloslovakia)南西バット

レス(variantofMessner'sroute)を登り5月

13日 Komarkova, Sterbova,AngRita

Sherpa,NuruSherpaの4人全員登頂（女性

初登肇) OKomarkova,Vera:Cho u,AA
J, 59, 88-93, 1985/岩と雪, 109, 48 (V.

Komarkova)/Moun, 99, 8-9
⑨1984年春8Britons-1American-1New

Zealander,StevenBerryGokyo側から南壁

～東稜の新ルート，5月17日7750mまで

●Berry,S,K､ :TheBriStolChomuEx-
pedition,1984.HJ,41,36-44, 1983･1984/
AAJ, 1985,274(M.J.CheneyandE.Haw.
ley)/岩と雪, 109, 48
⑩1984年秋5Spanish-1French-3Ne-

paleses,LluisBelvisdelRio西北西稜, 9
月20日4人（内シエルパ1)，21日2人登頂

(5850mで春のCzech-AmericanLadies隊の

キャンプサイト, 6000mでMessner隊のビ

バーク地を通る) OAAJ, 1985, 275 (Jordi
Pons)/岩と雪, 109, 48
⑪1984年秋Yugoslav,MatjazPemvnik

南稜アルパイン･スタイル，10月27日7700m

まで●岩と雪, 109, 48/AAJ, 1985, 275/
Moun, 102, 14

⑫1984/85年冬8Polish-4Canadians,An-

drzejZawada南東ピラーの新ルートより冬

期初登頂，84年Yugoslav隊試登の南東稜

に取り付き85年2月12日MaciejBerbeka,

Maciej Pawlikowskiが登頂, 15日 Jerzy

Kukuczka,ZygmuntA・HeinT･irghが登頂する

●Zawada,Andrezej :ChoOyu'sThree-
kilometer-HighFace・AAJ, 60,7-13, 1986/
山岳年鑑, '86, 50/AAJ,1985,275(J.Nyka)
/Moun, 102, 16
⑬1985年春TibetanMountaineeringAs-

sociation成天亮他83初登ルートの西稜，

5月1日9人（全員Tibetan)登頂●山岳年

鑑, '86, 28/AAJ, 1986, 234 (YingDao-
Shui)/岩と雪, 117, 76
⑭1985年春Spanish,XabierGaraioa他6

初登ルートNangpaLa～西北西稜, 5月15日

4人，17日3人登頂。医学調査も行う ●山

岳年鑑, '86, 50-51/AAJ, 1986, 234(Xabier
Garaioa)/Moun,105,10
⑮1985年春12Poles-2Americans,Waclaw

Ottreba NgojumbaKangとのコルよりアメ

リカ側の2人は北東稜を登り7800mで大きな

ジャンダルムに阻まれて断念NgojumbaKang

に向かう。一方ポーランド側隊員2人はNang-

paLaから西北西稜をアルパイン･スタイルで

登り5月28日登頂する ●山岳年鑑，’86，51
(J・ Nyka)/AAJ, 1986, 234-35/→Ngo-
jumbaKangNo、4

⑮1985年秋Japanese,カトマンズクラブ金

沢健KenKnnnnnwa他3NangpaLa～西北

西稜，10月3日3人が無酸素登頂する（日本

人初登頂，三谷統一郎ToichiroMitani,中西

紀夫NorioNakanishi,北村貢MitsugiKita-

mura), 三谷統一郎gﾁｮｰ･ｵﾕｰ,一九八

五，山岳，81, 33-37, 1986／山岳年鑑， ’86,
51-52/AAJ, 1986,235/Maun, 108, 11/カ
トマンズクラブ通信,No. 6,No. 7
⑰1985/86年冬2Americans-2Czechoslo‐

vakians-2Canadians,RogerMarshall 3組

のペアにわかれて西稜をアルパイン・スタイル

で登る。12月5日2人登頂。あとの2組は

7400mと7mOmで断念●AAJ,1986,235
-36(RogerMarshall)/Moun,108,13/山岳

年鑑，’86，52
⑬1986年春PolishZakopane隊,Ryszard

Gajewski他7西稜Messner'srouteにC2

=68Mmまで設けたが，同ルートの許可を持

ったアメリカ隊の抗議にあい南西ピラーに転

進, 7750mでTichy'srouteに合し4月29日

2人，5月1日1人，3日2人が登頂●AA

J, 1987, 240(J・Nyka)/Hima,18-2,31-32;
18-7,112/Moun, 110,10/岩と雪, 118, 80
／山岳年鑑，’87, 63-64
⑲1986年春InternatiOnalStefan,Worner

他11 NgojumbaKangの南面から東稜(84

年British, 85年Poles-Americansが7950m

まで試登）を64"mで断念，南西面に転進，

上記ポーランド・ルートより5月5日2人，9
日2人，10日1人，11日1人，16日1人計7

人が登頂（無酸素，セミ・アルパイン・スタイ

ル) CAAJ, 1987,240-41(M.J.Cheney)/
Moun, 110, 10/岩と雪, 118, 80/山岳年鑑，

'87, 64/Hima, 18-2,31; 18-3,44; 18-7, 111
⑳1986年春AmericanCowbOys隊,James

Frush他7Gyabraggl.より北西稜, 5月11

日2人登頂（酸素,HAPなし) OFrush,
Jim:mwboysonCho u, 1986．HJ, 43,
114-16,1985･1986/AAJ,1987,241-42(Jaems

Frush)/Hima, 18-2, 31; 18-7, 111/Moun,
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(R・Watters)

⑳1987年春Dutch,BartVos北北西壁を

試登6700mで断念。隊長はヨーロッパ公募隊

に合同して5月12日単独登頂●→No.25

⑳1987年春French,JeanCIemenson他1

無許可登山西北西稜5800mまで●山岳年

鑑，’88，66

⑳1987年秋Japaneseカモシカ同人隊高橋

通子MichikoTakahashi他5+報道4西北

西稜，9月20日2人，21日6人（内シェルパ

2)，22日5人（内サーダー及びシェルパ2）登

頂（3人を除いて全員無酸素，高橋和之隊員は

頂上よりパラパントに成功する） ●カモシカ

同人チョー・オユー登山隊：ヒマラヤ8000m

峰チョー・オユーの登頂と滑空，岳人，486,
63-67, 1987.12／早川晃生：私は登り，あなた

は飛んだ，岳人,486, 92-97, 1987.12／高橋和

之：ヤマケイ・ジャーナル，山と溪谷，629,
71-73,1987.12／岩と雪,125,95/Moun,119,
8／山岳年鑑，’88, 71-73（大蔵喜福)/AAJ,

1988,274-75(Mrs.M.Takahashi)
⑳1987年秋French,ThierryRenard無

許可登山，西北西稜，カモシカ同人隊のルート

をたどり同隊の登頂終了をまって単独登頂，ス

キー滑降に成功する ●岩と雪，125，95／山

岳年鑑，’88, 49
⑳1987年秋Polish,TadeuszKarolczak,

AIPI<RanderLwow無許可登山,NangpaLa

を越えて南面から西北西稜，9月30日登頂(取

り付きから頂上まで12時間）山岳年鑑，’88，

66

⑫1987年秋Swiss,NorbertJoos他2南

稜アルパイン・スタイル，1回目7600mのビ

バーク地まで。 2回目10月2日7100mまで

●岩と雪,127,87／山岳年鑑, '88,66/HCNL,
41,32/AAJ, 1988,210
⑬1987年秋W,German,HansEitel他4

南稜, 7450mまで, 10月29日断念●山岳

年鑑, '88, 66/HCNL, 41,32/AAJ, 1988,
210

⑭1987年British-American,MarkUdall

南面の2ルート試登南稜65"m,南側稜6700

mで10月17日断念●山岳年鑑，’88, 66／
HCNL, 41,32/AAJ, 1988,211(M.Udali)
⑮1988年冬Spanish,FernandoGarrido

(Solo)シェルパ1人を伴う。しかしBC以後

は単独で行動，西北西稜より2週間で，2月

6日単独無酸素登頂●山岳年鑑，’88, 66／

110,10; 111,11/岩と雪, 118, 80/山岳年鑑，

'87，64

⑳1986年春W・Ge,-rnR,T西稜から単独で

5月12日登頂（詳細不明）

⑳1986年秋Japanese,北九州ヒマラヤ同人

隊白石宣夫NorioShiraishi他7Ngojumba

Kangから東稜, 9月29日C3=7500mを設

けたが断念,NangpaLaを越して西面に転進，

通常ルートをアルパイン・スタイルで登り, 10
月16日日野悦郎FTR''T･oHinoが単独登頂する

●岩と雪，121, 81-82（山下健夫)／山岳年鑑，

'87，64（山下健夫)/HCNL, 40, 11/AAJ,
1987,242(NobuoShiraishi)/Hima, 18-11,
174／→NgozumbaKangNo､ 5
⑳1986年秋Swiss,ErhardLoretan他2

西壁基部のABCより7300mでポーランド・

ルートに合する新ルートを72側mまで登る。

10月20日強風のため一旦下降を決意し，下降

中6800m付近でPierre-AlainSteinerが強

風でステップを踏み外して転落3日後に死亡す

る ●AAJ, 1987, 242(ErhardLoretan)/
Hima, 18-11, 174/Moun, 114, 12/岩と雪，

121, 82／山岳年鑑，’87,64
⑭1987年春ChileanMauricioPurtoArab

他3NangpaLaを越して西北西稜, 4月29

日ヨーロッパ混成隊の2人と共に4人（内シェ

ルパ2）が登頂。第二次隊は5月1日～3日ま

でC5=7600mにいたが好天気訪れず断念

●Purto,DrMauricio:Cho u, 1987．HJ,

44, 68-72, 1986.1987/Moun, 116,9; 118,5
/Hima,19-3,36-37; 19-4,63-64/岩と雪，

123,94／山岳年鑑, '88, 66/AAJ, 1988,210
(M.Purto)
⑳1987年春Internatifm"1Commercial隊

MarcusSchm'11Jr他28西北西稜, 4月29日

2人がチリ隊の4人（内シェルパ2）と共に登

頂，つづいて5月5日3人，6日1人，7日1

人，8日1人，9日4人が登頂する（全員無酸

素,HAPなし) OMoun, 116,9/山岳年鑑，

'88,48(M.SchmudK)/HCNL,41,47/AAJ,
1988,274(M.Schmuck)
⑳1987年春AmericanRobertJ.WatterS

他5西北西稜通常ルート，4月30日7600m

にC7を設けたが，中国官憲とのいざこざから

5月10日断念●Waners,RobertJ.:Cho
u, 1987.HJ, 44,72-75,1986.1987/Hima,

19-3,37/Moun, 118, 5/山岳年鑑, '88,65-
66/HCNL, 41, 30-31/AAJ, 1988, 209-10
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-29,1988／山岳年鑑, '88,52/AAJ,1988,286
(Ry"oYamamom)
③1987年RTitiRh陸軍隊,F.Mogan南東

稜，上詞球と同じルート，頂上下75mまで登

Moun, 120, 11/AAJ,1988,211(E.Hawley)
⑯1987/88年冬S.Korean,ChungJin-

Yang他8東稜76"mまで, 2月13日断

念， 2月11日NgojumbaKang(Cho｡u

n,7743m)登頂●→NgozumbaKangNo,7 る●山岳年鑑，’88，53

CHUREN面IMAT‘

NepalDhaulagiriHimal
西峰=7371m28･43'55"N, 83.12′45"E
東峰=7371m28･44'37"N,83.13'47"E

①1982年秋French,G4rardGrossan他5

南面KapheKholaから西峰を南東稜より66㈹

mまで，東峰を東稜から11月3日7150mま

で●岩と雪, 95, 48/AAJ, 1983, 247
②1983年秋W･ GermanDAV,Gustav
Harder他15南西稜, 10月9日6850mで

断念，12日雪崩でHanS-PeterHamm,Chri-

stophHawlistscherを失う ●岩と雪, 102,
48(J.Nyka)/AAJ, 1984,262/Moun, 96,
12

③1984年春S.Korean,KimByoung-Hoon

他1 KapheKholaから西峰西稜, 4月5日

5950m=C2まで●岩と雪, 109, 57/AAJ,
1985,294

④1984年春Northernlrishmen,Dawson

Stelfox南画面から西峰, 5月5日6550mま

で●Stelfox,DawSon:ChurenHimal(7371

m).HJ, 41, 157-61, 1983.1984/AAJ, 1985,
294

⑤1987年春S.Korean,ChongDongAlpine

ClubDoChang-Ho東峰，南東稜7200mま

で，5月11日断念●Hima, 19-3,35/山岳

年鑑, '88, 77/AAJ, 1988, 225

CROWN,THE 7295m
ChinaKarakorum36･06'N,76｡11'E

①1985年秋Japanese,日本ヒマラヤ協会舘

野秀夫HideoTateno他10 9月28日東壁

6300mまで, 9月30日, 10月1,2日南西稜

につづく6117m峰に8人登頂●舘野秀夫：

中国の7000m未踏峰クラウン，岳人, 463,
57-61, 1986.1／報告書

②1987年春Japanese,静岡大学山本良三

RyozoYamamoto他13 南東稜, 85年日本

ヒマラヤ協会隊ルートの左手，8月22日7050

mで断念●岡本良治：世界第3位の未踏峰

皇冠峰落ちず，山と溪谷,630, 119-23, 1988.1
／近藤信行：西域の山旅から，学鐙，85－1，24

A133
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灘
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霧蕊

トレッキングカ､らエクスハこディションま~で
アルパインツアーはヒマラヤからカラコルム、

ヨーロッパアルフ°ス､アラスカ､カナﾀﾐUSA､南極、

アンデス､パタゴニア､ニュージーランドII!旧；l、

アフリカ､北極圏その他の111岳地榊.辺境地,勝への

主催ツアーやインフォメーションをH1意しておりま魂

もちろんI I本l到内のl1｣旅も企画しておりまれ

トレッキングのパッケージはもとより登1I1隊のための

也上手配などに関し､私達は豐當な知識と経験をもとに

ご相談に応じることができますbぜひ､お間合ぜ卜･さい。

航空便や地

運輸大臣登録一般旅行業第490号／日本旅行業協会正会員／ロイヤルネパール航空代理店

夕捌 －－』｢－

東京〆〒1()5束卵<梛港Ⅸ新橋222(川｣"IMiビル7階）

大阪／〒541大阪市東区備後町5-15(東洋ビル4階）

名古屋／〒450名↓f程市中村区名駅3-23-6(第2千福ビル8階）

福岡／〒810慨岡市中央区大名2-925(わこうビル3階）

a()3(5()3)1()ll(代衣）

S()6(227)5194(代表）

m)52(581)3211(代炎）

m)92(715)]557(代衣）



|大修館書店’

小島烏水
全14巻

別巻1

編集委員＝島田巽・串田孫一・山崎安治・近藤信行

全14巻完結〃 8．日本アルプス(第四巻)ほか8,800Ilj

9 ．氷河と萬年雪の山ほか8,800円

10.書斎の岳人アルピニストの手記ほか8,800円

1 1 ,便松の匂ひほか8,800円

12.山の風流使者ほか9,800円

13.浮世絵と風景画ほか9,200I1』

14.江戸末期の浮世絵ほか8,800円

〔続刊〕別巻小島鳥水研究

1 ．初期文集8.800}'I

2．｢文庫｣時代(-) 8,800円

3．｢文庫｣時代(=) 9,800III
4．山水無蓋蔵不二山ほか8,80011」

5．日本山水論山水美論ほか8,800円

6.雲表日本アルプス(第一巻) 6,800円

7．日本アルプス(第二巻･第三巻) 7,200円

図説百科山岳の岳 界世
本書は、600枚におよぶ美術的にたのしめ、かつ科学的

に貴重な写真・図版類をもとに、地球上の山岳の全体像

を多角的にわかりやすくまとめたスタンダードワーク(基

本図書)である。 B4変型判･上製函入･310頁18,000円

N.ディーレンフアース

T､ヒーベラー他著

日本語版監修西堀栄三郎

宮下啓三

半世紀余り前、エヴェレスト初挑戦の英国隊

の一員に選ばれ、その第三次遠征時に頂上を

目指したまま還らぬ人となった若きアルピニ

ストG・L･マロリーの素顔を、多様な人々と

の出会いや英国の社会背景を通して描いた追

想記。 四六判･292頁1,500円

遥かなり

エヴェレスト
マロリー追想

島田巽著

●日本の近代アルピニズム史上に燦然と輝く不朽の山岳名著

覆刻日本の山岳名著熱辮誤山嬢『蕊罪-割,,号
内容見本呈企画･編集＝日本山岳会■現金価格190,000円(分売はいたしません）

●近代登山の黎明を告げる先齪者たちの限りない"山への讃歌”

新選覆刻日本の山岳名著謝鍬，点付.解題書’
内容見本呈企画･編集＝日本山岳会■現金価格175,000円(分売はいたしません

『大漢和辞典』の部首｢山偏｣の文字（820字）の

読みと意味を紹介し、更に故事、格言、名句、

神話、伝説など、「文字と言葉と写真｣でつづ

る山の百話。 定価1,800円

漢字百話く山の部＞監修近藤信行

山・やま事典

〒101束京都千代田区神田錦町3-24振替/東京9-40504電話(03)294.2221<大代表＞



騨噂､

馨

キャラバンでは自然を愛し、人を愛する。をモットーにア

ウトドアー商品を開発し、常に業界をリードしています。

Ｇ
Ｖ

株式会社キャラバン
本社〒170束京都盟島区巣鴨1-25-7

電話03-944-2331 FAXO3-944-6540

大阪、ホU幌、福岡

、ダﾂドデザｲﾝ賞受賞

域韓
韓謬＄

騨
鎚

溌蕊蕊識灘
灘瀧灘驚灘 蕊

蕊瀧灘辮
鱗織 :饗

韓;識
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’ 口霧
ヶ
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信

信
州
山
岳
百
科
（
全
三
巻
）

ⅢⅡ 丁
且
北
ア
ル
プ
ス
・
松
本
平
の
里
の
山
虹
座
。

川
季
折
々
の
中
で
、
旅
人
や
小
動
物
と
の
ふ
れ
合
い
を
つ
づ
っ
た
エ
ッ
セ
ー
集
。

手
塚
宗
求
著
定
価
１
４
０
０
円
〒
酬
円

山
奥
・
耐
ア
ル
プ
ス
、
霧
ヶ
峰
・
八
ヶ
岳
、
木
曽
、
南
信
の
兇
の
山
肌
座
。

脾
隠
・
妙
尚
川
群
、
上
循
越
高
原
、
佐
久
の
山
、
東
北
信
の
里
の
川
％
座
。

循
画
傑
母
Ｈ
新
聞
社
編
Ｂ
５
判
各
巻
定
価
３
９
０
０
円
〒
剛
円

慌
濃
毎
Ⅱ
新
聞
社
編
集
局
編

山
な
み
を
〃
心
の
ふ
る
さ
と
〃
と
し
て
い
る
山
ろ

た
ち
、
季
節
ご
と
時
間
ご
と
に
変
容
す
る
山
々
、

草
花
や
動
物
、
神
秘
の
原
生
林
ｌ
山
容
・
民
俗
・
脚

し
い
カ
ラ
ー
写
真
と
解
説
で
多
面
的
に
紹
介
。

山
ろ

Ａ
Ｂ
判
Ⅲ
Ｐ
定
価
２
５
０
０
円
〒
剛
円

〃

ブ
スく

の
人

、
息
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．
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を
美

土
田
勝
義

の
高
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物
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男
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２
６
０
０
円

岬
霧
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の
植
物

土
田
勝
義
定
価
２
２
０
０
円

●
八
ヶ
岳
の
植
物

定
価
２
５
０
０
円

信濃毎日新聞社 長野市南県町657TELO262-36-3377FAXO262-36-3393

■誇辨F毎●ql

』
丼
の
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に
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軽く、コンパクトなテントのことなら

ARAXTENT
㈱アライテント

〒l75東京都板橋区赤塚5-13-71bl.03(939)6481

未知なる地平を求めて／
難

る。霧

わたしたちは、 新しい旅を追求し続けています。

鱗識鯛"卿“
…

灘
篭

鼠
齢礎･＃

蕊
塗

雛議鱒…
鍵

蕊 ○ｶﾑﾁﾔﾂｶ半島山巡り

○北極海を越えて

○シベリア縦断の旅

可能性に向ってたえず挑戦しています。
唾甘

陵海冒ソ津'罪囚

B03-36I-0470(ft)

合壌憂f秘匿舗窪罰嬬篭縄毎‘
運輸大臣登録一般旅行業代理店業第4860号 ダイカンプラザ756館607号

ソ連国家旅行委員会

インツーリスト代理店

ソ連国家スポーツ委員会

ソフインタースポーツ代理店



山と旅の本りつ

車
窓
の
灘
坤
灘
詑
震
臨
イ
タ
リ
蚕
こ
ろ
ど
こ
ろ
箒
轄

関
東
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高
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横
山
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夫

Ａ
５
変
型
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定
価
１
８
０
０
円

山
登
り
は
道
草
式
い
な
が
ら
雲
取
山
に
生
き
る

本
多
勝
一
Ａ
５
判
／
定
価
１
８
０
０
円
新
井
信
太
郎
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
７
０
０
円

展
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か
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山
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町
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る
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‐

藤
本
一
美
．
田
代
博
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
９
０
０
円

一
日
の
山
。
中
央
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私
の
山
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横
山
厚
夫
Ａ
５
変
型
判
／
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１
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０
０
円

黄
色
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８
０
０
円

カ
メ
ラ
の
山
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写
真
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メ
ラ
ハ
ィ
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腿
ヵ
月
‐
ブ
ル
ー
ガ
ィ
ド
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外
版
⑫

川
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雄
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型
判
／
定
価
１
８
０
０
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今
公
“

ブ
ル
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ガ
イ
ド
海
外
版
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予
蔓
今
聖
支

ブ
ル
ー
ガ
イ
ド
海
外
版
⑳

ヒ
マ
ラ
ヤ
３
Ｋ
札
弱
ご
キ
ツ
毒
ン

ブ
ル
ー
ガ
イ
ド
海
外
版
⑬

一
三
１
汐
で
ｌ
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芯
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う
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，
、
Ｐ
画
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ロ
ｂ
Ｆ
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Ｆ
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時
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西
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晃
二
四
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１
６
０
０
円
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価
１
０
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０
円

定
価
１
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０
０
円

’ 実業之日本社



米フ脚
お湯を注いで10分、

ホカホカのご飯ができあがり

姉妹品アルファ赤飯

装備を
へらせ

時間を
かせげ

お求めは全国有名スポーツ用品店で

③謡蕊蕊載
TELO6-391-5995 FAXO6-396-6156

歌

中ソ国境QカフカスQパミールの山々山ス
ソ連領、中ソ国境の地上手配、国境越え、

航空券などの手配は、23年の経験と実績

をもつ弊社へご相談ください。

<モデルプラン〉

■パミールキャンプ25～30日間

モスクワで2泊、その後ベースキャンプのある

アチク・夕､ソシユヘ。

ソ連領､7,000m級のレーニン峰やコミニズム峰

などがそびえるパミール高原でのキャンプ。

■ヨーロッパ最高峰､エルブルース登頂14～2旧間

モスクワで各国の人と合流し、カフカスのふも

と、ピヤチゴルスクを経て、エルプルース山を

めざします。

★航空券、東京一モスクワ往復\120,000より。

エルブルース山登頂5633m

西峰

1 1番小屋(B､C)4,200m
‐ぬ－．口○ケーブル終着点〈3,500m）

主催:運輸大臣一般登録第98号JAT弧会員

’､

蕊蕊職凝嫌鎌識
恋03(238)9101㈹ ’〒lO2東京都千代田区五番町5-1第8田中ビル

今すぐ詳しい資料のご請求を／
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蔦
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1§熟議 鱸

劔岳

2998m’

インフォメーションネットワーク

島丑(082)249-8428

州窓(092)714-4510

町盆(0261)22-0198

山恋(0764)32-2819

仙台冠(022)264-0504

東京盃(03)262-7028

名古屋恋(052)241-2268

大阪盆(06)445-0359

広
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大
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新
■

三三
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賛礼峰秀



信頼されて60年
山とスキー用品専門店

ｆ
垂

銅

酔

、

深Ｊ
Ｊ

蝋
“珂

P詞 1"Zし力た山友社友
琶

▲

四谷本店〒160四谷1-20相田ビルTEL(351)7432･1912
八重洲口店〒103中央区八重洲1－5-11TEL(271)1560･8575

新宿駅ビル山友社〒160マイシテイ 5番街TEL(352)6 5 64

聞け

, 1

山とⅢスキーの専門店
クレッターザック

キスリング

夏冬用テント

カナダ、カウチン．
オリジナルセーター 番

東京都文京区湯島3－38－9

⑦113 片桐理一郎
'Ibl O3(831)1794
FAXO3(831)6680

二
Ⅱ



。｡(艫算ﾗﾗﾄﾘ w
次代のｿﾌﾄｳｪｱをﾘｰﾄ

＝

三三

○お客様に誠意を尽くし、行動で献身する。

○最新の技術で、ユーザー本意のシステム作りを心掛ける。

○社員の尊厳と権利を尊重するよう努力する。 0
､

業務内容

電子計算機及びその周辺機器に関する

ソフトウェアの開発、機器販売、コン

サルト、教育等

Fr｡

ま
．
ｑ
－

ｐ
ｆ

ウ
Ｒ

『
・
Ｇ
Ｂ

§
設立：昭和56年9月

資本金: 1,000万円

社員数:20名

所在地：〒160束京都新宿区西新宿

7-18-12新都心ピル4F

TELO3 (371) 1151

FAXO3 (371) 1154

L孜血

二子

害鼻

●早●

e●。

蕊蕊識溌蕊鐵講
代表取締役:松永昭洋

●■

詞|玉 |昨 盃9c
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創刊40周年
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限 驚識溌蕊

ﾗｲﾝﾎﾙﾄ･ﾒｽﾅｰ箸
横川文雄訳定価6,300円(〒350)
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塵聡電目：

咳き認

77峰
無酸素・軽装備・少人数・短期間一信じられない過
酷な状況をことごとく征服ヒマラヤの巨峰を登りき

った鉄人メスナーの偉業と人間像を浮き彫りにする。

>5 ･ﾆ 』
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０
円
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０
０
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円

東京新聞出版局(悪駕)繋騨港辮紬職磯鰕雛蟻:東京5-"9？
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○
○
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○
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〒'01東京都千代田区三崎町2－'3－5影山ビル

aO3-234-5289 振替口座／東京3-94529
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飼料･肥料配合プﾗﾝﾄのｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

飼料・肥料製造用諸機械及び部

品の販売・関連機器の斡旋取扱

株式会社橘エンジニアリング
名古屋市中区橘一丁目27番8号

〒460盃名古屋052(321)1501(代）

豊かな

生活環境を築きあげる………
－

（建材）
●カーテンウォール

●サッシ・ドア

●改装サッシ

●省エネルギーサッシ

●クリーンルーム設備･関連製品

●空気膜構造用製品

●各種問仕切i

（機器）
●工業用フィルター

●水処理装置

●熱交換器

●温度ブースタ

●フインチューブ

●真空装置

●各種精密金型

（電機）
●電気洗濯機

●衣類乾燥機

●ウォータークーラ

●冷凍・冷蔵ショーケース

●各種ショーケース

●業務用冷蔵庫

●産業用保冷庫

刃日意建鐵ﾘi式会社
取締役相談役早川種三

束京都千代田区大手町2－6－2 〒100

TEL東京(03) 270-6511(大代表）
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■■■■■■■■■■■■

東京都千代田区三崎町3‐10-10恋03(238)0181振替・東京8-46620



世界中の名だたる名峰の航空山岳写真集1

犀撮･世界の名峰|J驍洪覇集
二十数年来，300回以上のフライトを重ね，ヒマラヤ，アンデス，アルプスなど
世界中の名だたる名峰の空撮に成功した著者の作品集大成．

普及版ヒマラヤの高峰余5巻豊龍輪編W淵円

ヒマラヤ文献目録 薬師義美編 §刷円
白水社
東京神田小川町3-24
電話03-291-7811

|ニッチ 、グﾘｰﾝの表紙に衣替え〃
登山･ハイキングｼﾘｰｽﾞ－ズ

定評ある著者陣容／

全56巻

定価各600円
｜

※登山･ハイキングシリーズにはこれだけの仲間力

①奥武蔵武甲･雲取 ⑳蔵王連峰

②奥多摩大菩薩 ⑳八幡平岩手山.駒ケ岳
③奥秩父 ⑳露ヶ峰白樺湖.蕊科山
④陣馬･高尾秋ﾉ||溪谷⑳雲ノ平

⑤丹沢山塊 ⑰妙高‘戸隠野尻湖,黒姫

⑥富士‘五期三､ｿ峠 ⑳南アルプス北部
⑦箱根熱海･湯河原 ⑳中央アルプス

⑧奥日光奥鬼怒 ⑩南アルプス南部

⑨尾獺銀山湖 ⑪北アルプス

⑩軽井沢妙義山 ⑫加賀白山白川郷
O伊豆半島大島 ⑬飯豊･朝日

⑫三浦半島鎌倉 ⑭大雪山層雲峡･然別湖
⑬美ヶ原霧ケ峰 ⑮槍･穂高アルプス銀座

⑭谷川岳 ⑮立山･剣黒部溪谷

⑮八ケ岳蓼科山 ⑰東海自然歩道I

⑯那須･塩原鬼怒)|’ ⑬東海自然歩道II

O磐梯･吾妻安達太良⑲東海自然歩道Ⅲ

⑱志賀高原草津白根 ⑳入笠山守屋山･高遠

⑲上高地乗鞍岳 ④苗場･鳥甲清津峡

⑳黒部･白馬鹿島槍 ⑫越後三山奥只見･巻機山

③房総半島 ⑬御岳木曽路

⑫浅間･菅平

揃っています。

⑨金剛山葛城,岩湧山

⑫六甲･摩耶

⑭比良連山

⑮大峰･吉野

⑨大台ケ原大杉谷

⑳赤目･青山室生寺
⑳鈴鹿連峰御在所･伊吹
、大山,蒜山

⑬三瓶山帝釈峡

⑳秋吉台三段峡

⑮九重山久住高原

⑳英彦山耶馬溪
⑰阿蘇山

地
図
の
本

尾
瀬

よ上

書店にてごらん下さい。 』箒

白
籏
史
朗
著

総
ペ
ー
ジ

地
図
と
カ
ラ
ー

980円

地図の日地出版
本社東京都千代田区西神田2-2-15

東京03 （261)5126
支店大阪市南区南船場2－''－23

大阪06 (252)7421



モニノベ必本社･大阪市西区立売堀|丁目6．'7〒550志(06)531 -4761 東京営業所･東京都港区芝大門丁目'5.8〒'05行画ｽｶｲビﾙ丘(03)“9翰’

アルパインクロージンク

HIPineClOthing
今からたった〃数年程前の話で､すカミ私達モンベルが冬/Iﾉ登山衣秤

を手がけた当時ば、昔ながらのナイロンッイルを使ノガしたヤッケと

オーパーズ鍜ンしかありませんで．した｡そこで当時開発されたばかク

の防水・蒸気透湿素材や、新しいコンセフ。卜を持って生まれた薄線
深温材を使周し、 これまでの防風・防寒昔という範囲を超え、多少
の雨に＆耐え、かつ確実な防風、 そして容易な温度調節等の様々な

機能は、登山者の活動範囲をまた一歩拡げることになりました。以

来、モンベルアルパインクロージングは、工夫と改良を重ね、登山

者のみならず繩家や/"スキーの愛好家、 そして寒冷地で働く人達
に6愛用されています。 S叩､rDruPQrkQ

〔写真上〕ドロワットパーカゴアテックスとダクロン113を用い､機能的な
デザイン｡カラー:ブルー×グレー、 ﾚｯド×グレー､ ターコイズ×

グレー￥30,000パンツ￥21,000

〔写真中〕スーパードリュパーカウイックコートに保温材シンサレートを

組み合わせたベストセラーアイテム。カラー:ブルー×チヤコール､

レッド×チヤコール､グレー×ﾈｲビｰ\26,000バﾝﾂ\18,000
〔写真下〕プレネイパーカ新しいスタイルの防風・防寒着。ウイック
コートに裏地も付けてあります。 カラー：レッド、フレンチフルー、

ライトグリーン￥17,000バﾝﾂ\12,000

篝

FreneYPg『k9

刀”fｲﾝｸﾛｰジﾝｸ減､素〃のみなら領テヂィンや機能を追求し､苛酷な自然条洋下で6

人嫁ｸ能力を最大限に発揮できるよう､常に改毒を加え､作ｸ続けられてい弐沈

モンベルカタログ秋冬クロージングをご希望の方は､高額切手450円同封の上､上記住所SG係までお申し込み下さい。

欝蕊識譲
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●山登りの話題と情報を満載した月刊誌 ●海外･国内の登翠活動を展望する

岩と
一

4召…′谷山〆表 雪
毎月15日発売／定価650円 奇数月1日発売／定価780円

●直接購読のご案内●

｢山と溪谷｣一カ年分7800円(送料は無料，特大号値上げ分サービス）
｢岩と雪｣一カ年分4680円(送料は無料, 6冊）
振替または現金書留で｢山と溪谷○月号より」｢岩と雪○号より」と指
定のうえ住所・氏名を明記して本社営業部あてお送I)下さい。

"105東京都港区芝大門1-1-33/aO3(436)4055/振替･東京8-60249

…’



わたしの草と木の絵本
坂本直行1,200円

雪原の足あと画文集
坂本直行3,800円

坂本直行淡彩画絵はがき
2集、3集各300円 4集400円

山旅の足音
渡辺兵力 1.400円

ランタン紀行
エーデルワイス・クラブ 1,500円

エーデルワイスの詩
坂倉登喜子3,800円

カンチェンジュンガ縦走
カンチエ登山隊5,000円

ナンダ・デヴィ縦走1976
ナンダデヴィ登山隊3,900円

マナスル1974
日本女子マナスル隊3,400円

登頂ゴジュンバ・カン
高橋進900円

遥かなる未踏の尾根
日本山岳会東海支部4,800円

山稜の読書家
島田巽3,900円

山・人・本
島田巽2,400円

山なみ帖
小谷隆-3,200円

わが登高行上巻3,800円
三田幸夫 下巻4,500円

静かなる山正編1,700円
川崎精雄ほか 続編1,800円

登山史の周辺
山崎安治3,800円

登山史の発掘
山崎安治2,500円

快晴の山
織内信彦2,500円

森林・草原・氷河
加藤泰安2,500円

山に忘れたパイプ°
藤島敏男3,200円

忘れえぬ山の人びと
望月達夫 1,900円

折々の山
望月達夫 1,900円

山を見るロ
川崎精雄2,900円

山は満員
渡辺公平2,200円

すこし昔の話
初見一雄1,200円

我がスキーシュフ．－ル
麻生武治3,400円

小さな頂
一原有徳2,900円

北の山続編
伊藤秀五郎2,700円

詩集山の風物誌
伊藤秀五郎1,400円

原野から見た山画文集
坂本直行4,200円

山

の

本

茗
溪
堂

尋
一
○
一
東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
’
一

電
話
○
三
’
二
九
一
’
九
四
四
一
一

振
替
東
京
八
’
二
四
七
二
三

ﾘﾝデﾙヴアルトの山案内人
ブラーヴァン 3,800円

続ブータン感傷旅行
小方全弘1,500円

山岳日本山岳会
62年～81年(1986年）

2,000～3,500円

山岳総索引 1,000円

低山高跳
神谷恭遺稿と追悼2,900円

山ひとすじ
中村謙遺稿と追悼3,400円

藪山辿歴やぶやまてんれき
望月達夫、岡田昭夫1,500円

青空と輝く残雪の山々
山田、横山共著1,300円

日本の山登り記
木南金太郎 1,500円



よりよきテントの最高峰を
めざす吉田テント々

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

８
８
０
１
１
１
‐
４
５
５
７
８

７
７
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８

９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９
９

植村直己北極点単独旅行

日本大学北極点遠征隊

植村直己アコンカグア登山隊

北海道大学バルンツェ登山隊

植村直己冬期エベレスト登山隊

明治大学エベレスト登山隊

早稲田大学K2登山隊

第26次南極観測隊

和泉雅子北極点遠征隊

第27次南極観測隊

風間深志北極点遠征隊

日本テレビ､チョモランマ職報道隊

SHIDATENT
TOKYO JAPAN

ト
ト

ン
ン

一
ナ
ー
テ

用
用

山
山

夏
冬

テントの専門メーカー

小さな店の大きな自信/吉田テント
〒167束京都杉並区桃井1-3-3

冠03(399)2548．FAXO3(395)4655

中川武

バッジ・タイ止・ループタイ・美術造型看板

TELO3-262-0525
FAxO3-262-7524〒102東京都千代田区1番町4



編
集
後
記

＊
い
い
季
節
の
休
日
に
東
京
近
郊
の
山
に
出
か
け
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
中
高

年
ハ
イ
カ
ー
の
大
集
団
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
た
状
態
は
、
日
本
全
国
あ

ち
こ
ち
で
見
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
う
い
う
現
象
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
、
山
の
世
界
も
何
か
様
変
り
し
て
い
る
、
そ
ん
な
現
状
を
一
度
整
理
し
て
み

よ
う
と
、
二
年
ほ
ど
前
か
ら
話
し
合
っ
て
い
た
こ
と
を
江
本
氏
（
東
京
外
語
大

Ｏ
Ｂ
、
読
売
新
聞
社
外
報
部
）
に
ま
と
め
て
も
ら
い
ま
し
た
。
会
員
諸
兄
姉
は

ど
の
よ
う
に
い
ま
の
山
の
世
界
を
見
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

＊
今
号
は
、
例
の
三
国
登
山
関
係
の
記
事
の
ほ
か
、
悲
し
い
こ
と
に
追
悼
欄
が

ふ
く
ら
ん
で
し
ま
い
、
そ
の
う
え
、
二
、
三
年
前
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
原
稿

が
次
々
と
ま
と
ま
っ
て
き
て
増
ペ
ー
ジ
と
な
り
ま
し
た
。
な
か
で
も
「
ヒ
マ
ラ

ヤ
山
岳
誌
ノ
ー
ト
」
は
克
明
な
記
録
の
集
成
で
、
す
ば
ら
し
い
資
料
で
す
。
尼

大
な
量
で
、
一
回
で
は
無
理
な
の
で
分
載
と
な
り
ま
し
た
。

＊
今
号
で
編
集
の
任
期
満
了
、
交
替
し
ま
す
。
「
山
岳
第
八
十
年
」
よ
り
担
当
、

多
く
の
岳
友
に
知
己
を
得
た
の
は
大
き
な
幸
せ
で
す
。
海
外
記
録
偏
重
と
い
う

会
員
の
声
が
以
前
か
ら
多
か
っ
た
の
を
気
に
し
て
、
そ
の
ほ
か
の
会
の
活
動
も

わ
か
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
は
文
芸
復
興
も
と
願
っ
た
の
で
す
が
、
意
あ
っ
て
力

足
り
ず
、
と
い
う
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
読
め
る
記
事
が
多
く
な
っ

た
と
い
う
声
を
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
く
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
編
集
に
あ
た

っ
て
は
、
会
員
諸
兄
姉
か
ら
暖
い
支
援
を
受
け
ま
し
た
。
な
か
で
も
名
誉
会
員

望
月
達
夫
氏
か
ら
は
、
終
始
、
懇
切
、
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
戴
し
ま
し

た
。
ハ
ロ
ル
ド
・
ソ
ロ
モ
ン
氏
に
は
厄
介
な
英
訳
で
ご
苦
労
を
お
か
け
し
ま
し

た
。
地
味
な
作
業
を
お
願
い
し
た
高
遠
宏
、
松
家
晋
の
両
委
員
を
含
め
、
記
し

て
厚
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
（
編
集
担
当
・
大
森
）

ト

発
行
所
篭
日
本
山
岳
会

本
誌
掲
載
の
記
事
、
写
真
お
よ
び
地
図
の
無
断
転
戯

を
禁
じ
ま
す
。

山
岳
第
八
十
三
年
（
通
巻
一
四
一
号
）

一
九
八
八
年
十
二
月
二
十
日
発
行

価
三
五
○
○
円

東
京
都
千
代
田
区
四
番
町
五
’
四

サ
ン
ピ
ュ
ウ
ハ
イ
ッ
四
番
町

（
〒
一
○
二
）

電
話
東
京
二
六
一
局
四
四
三
三
番

振
替
口
座
東
京
三
’
四
八
二
九
番

発
行
人
今
西
寿
雄

編
集
人
大
森
久
雄

印
刷
所
株
式
会
社
技
報
堂

発
売
所
株
式
会
社
茗
渓
堂

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
ｌ
一

電
話
東
京
二
九
一
局
九
四
四
二
番

振
替
口
座
東
京
八
’
二
四
七
二
三
番
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特副企画|;罐職:鰐:側蠅
パンフレットを御請求下さい 1989年4月28日㈲～5月7日(日)10日間

カンチェンジュンガトレック

聖地カイラス山巡礼とチベットの旅

ヒマラヤ横断飛行中国～ネパール
※日本山岳会･会員の皆様には特典があります［ (PHOTOBYGOTAlSONO）’

株式会社アトラストレツク〒160束京都新宿区三栄町7番地TEL:03-341-0030FAX:341-9200

ATLASTREKCo.,Ltd.ZSanei-cho,Shinluku-ku,Tokyol60JapanTELEXJ26620ATREK
日本通運株式会社・東京海上火災保険株式会社代理店運輸大臣爺鍬一般旅行業代理店業第5084号
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