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槙
さ
ん
の

「山
の
世
界
」

―
―
ひ
と

つ
の
見
方
―
―

田
　
口
　
一
一　
郎

槙

（有
恒
）
さ
ん
の
よ
う
な
既
に
歴
史
的
な
人
物
を
書
く
の
は
、
ど
う
書
く
と
し
て
も
気
の
張
る
こ
と
で
あ
る
。
き

っ
か
け
が
な
け
れ

ば
な
か
な
か
書
け
る
も
の
で
な
い
。
と
こ
ろ
が
私
に
そ
の
き

っ
か
け
が
生
じ
た
。
『槙
有
恒
全
集
』

（五
月
書
房
）
が
出
る
際
、
友
人
の
辰

沼
廣
吉
君
が
解
説
の

一
部
を
私
が
書
く
よ
う
取
り
計

っ
て
く
れ
た
。
い
つ
か
同
君
の
処
で
勝
手
な
槙
有
恒
論
を
や
っ
た
の
を
覚
え
て
い
て

く
れ
た
せ
い
だ
と
思
う
。
そ
う
い
う
訳
で
と
も
か
く
全
集
の
Ⅱ
巻
の

「解
説
」
を
済
ま
せ
た
が
、
辰
沼
君
に
気
炎
を
上
げ
た
よ
う
に
は
と

て
も
い
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
こ
の
機
に
槙
さ
ん
の
著
作
を
少
し
真
面
目
に
再
読
で
き
た
の
は
幸
い
だ

っ
た
。
登
山
界
の
功
労
者
と
い

う
今
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ
の
奥
に
あ
る
、
登
山
家
と
し
て
の
槙
さ
ん
に
接
し
得
た
と
思

っ
た
か
ら
だ
。

再
読
し
て
改
め
て
感
を
深
く
し
た
の
は
、
や
は
り
流
石
に
登
山
家
と
し
て
槙
さ
ん
の
も
つ
稟
質
で
あ
る
。
普
通
の
登
山
家
に
無
い
類
ま

れ
な
も
の
を
持

っ
て
お
ら
れ
た
。
も
と
よ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
登
山
家
と
い
う
も
の
は
い
な
い
。
が
、
登
山
に
適
し
た
天
分
や
性
格
を

初
め
か
ら
持

っ
て
い
る
人
が
い
る
。
こ
う
い
う
人
は
独
特
な
山
の
世
界
を
創
る
も
の
だ
。
槙
さ
ん
の
場
合
は
誰
よ
り
も
自
然
と
密
着
し
得

た
同
化
の
世
界
が
そ
れ
に
当
た
る
と
私
は
思
っ
た
。
と
こ
ろ
で
独
特
な
世
界
を
持

つ
こ
と
が
近
代
登
山
家
を
つ
く
る
必
須
条
件
で
あ
る
と

は
私
も
思
わ
な
い
。
し
か
し
観
察
の
対
象
と
し
て
こ
う
い
う
人
は
強
く
人
を
惹
き

つ
け
る
も
の
が
あ
る
。
と
く
に
そ
う
い
う
登
山
家
の
、

自
然
と
の
接
点
と
も
い
う
べ
き

「
山
を
み
る
目
」
は
そ
の
存
在
を
強
く
訴
え
て
や
ま
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で
私
は
、
槙
さ
ん
の
山
の
世



界
を

「山
を
み
る
目
」
を
軸
に
し
て
綴
る
こ
と
が
出
来
た
ら
と
の
衝
動
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
は
そ
の
思
い
つ
き
を
少
し
並
べ
て

み
た
も
の
で
あ
る
。

「山
を
み
る
目
」
―

マ
ナ
ス
ル

槙
さ
ん
と
い
え
ば
や
は
リ

マ
ナ
ス
ル
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
も
う
三
十
六
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
が
。
当
時
、
槙
さ
ん
六
十

余
歳
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
も
う
登
る
人
で
は
な
か
っ
た
。
が
、
老
隊
長
に
は
期
待
さ
れ
た
二
つ
の
仕
事
が
あ

っ
た
。
ま
ず
、
日
本
隊
最
後
の
チ
ャ

ン
ス
を
阻
も
う
と
す
る
峡
谷
住
民
を
説
得
す
る
こ
と
だ
。
小
柄
で
老
齢
の
槙
さ
ん
な
が
ら
、
そ
の
熱
気
の
気
迫
に
押
さ
れ
住
民
は
折
れ
て

道
は
開
か
れ
た
。
次
は
登
頂
の
人
選
で
あ
る
。
そ
れ
も
上
首
尾
に
い
っ
て
槙
さ
ん
は
日
本
の
登
山
界
の
宿
願
を
果
た
し
、
ま
た
ご
自
分
の

老
年
を
飾
ら
れ
た
こ
と
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
極
地
法
は
分
業
の
登
山
な
の
で
、
隊
員
の
体
験
は
分
散
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
隊
員
が
リ
ー
ダ
ー
の
姿

を
み
る
こ
と
も
稀
に
な
る
。
従

っ
て
後
に
リ
ー
ダ
ー
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
自
ず
と
少
な
く
な
る
。
と
言

っ
て
も
マ
ナ
ス
ル
の
槙
リ
ー

ダ
ー
を
頭
に
浮
か
べ
る
の
は
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

槙
さ
ん
と
言
え
ば
礼
儀
作
法
に
き
び
し
い
の
に
定
評
が
あ

っ
た
。
大
昔
学
生
の
頃
ア
ル
バ
ー
タ
に
行

っ
た
三
田

（幸
夫
）
さ
ん
も
、
晩

年
に
な
っ
て
も
、
好
意
を
い
っ
ぱ
い
含
め
な
が
ら

「な
に
し
ろ
ヘ
ル

・
マ
キ
は
生
真
面
日
だ
か
ら
ね
」
を
言
い
ぐ
さ
に
し
て
い
た
も
の
だ
。

ま
し
て
や
年
齢
差
の
大
き
い
マ
ナ
ス
ル
隊
で
あ
る
。
槙
さ
ん
ご
自
身
が
意
図
さ
れ
な
く
と
も
自
ず
か
ら
出
た
威
厳
は
さ
も
あ
り
な
ん
と
思

わ
す
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
私
は
槙
さ
ん
の
こ
う
し
た
外
貌
に
は
気
を
と
ら
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
隊
の
背
後
に
あ
り
な
が
ら
、
い
つ
も
山
に
目
を
光
ら
せ

て
い
た
誰
よ
り
も
老
練
の
登
山
家
の
姿
の
方
に
目
を
む
け
る
。
そ
の
姿
を
伝
え
る
文
も
あ
る
し
言
葉
も
あ
る
。
遠
征
隊
が
登
山
に
と
り
か

か
る
前
、
深
い
峡
谷
の
村
か
ら
初
め
て
マ
ナ
ス
ル
の
姿
が
槙
さ
ん
の
目
を
射
た
時
、
そ
の
日
は
い
ち
早
く

「
マ
ナ
ス
ル
氷
谷
の
つ
く
る
谷

が
浅
く
広
い
、
こ
れ
は
登
攀
に
有
利
だ
ろ
う
。
し
か
し
遠
望
の
判
断
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
捉
え
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
か
ら
登
山
が
開



槙さんの「山の世界」

始
さ
れ
ナ
イ
ケ

・
コ
ル
に
陣
ど
っ
た
際
、
「も
う
登
れ
る
年
齢
で
は
な
か
っ
た
が
」
そ
れ
で
も
懸
命
に
登
路
を
探
り
確
か
め
ら
れ
て
い
る

姿
が
私
に
伝
わ
る
の
は
、
次
の
体
験
が
あ
る
か
ら
だ
。

い
つ
か
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
会
で
た
ま
た
ま
隣
席
に
い
た
私
に
向
か
っ
て
ほ
と
ん
ど
出
し
抜
け
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
田
口

君
、
貴
君
が
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
に
採
っ
た
あ
の
登
路
は
正
し
か
っ
た
で
す
ね
」
と
。
槙
隊
に
先
立
つ
三
年
前
、
た
ま
た
ま
私
が
取
付
き
の

そ
の
場
の
責
任
者
だ
っ
た
の
を
覚
え
て
お
ら
れ
た
の
だ
。
そ
の
事
自
体
も
驚
き
だ
っ
た
が
そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
言
葉
で
私
は
、
槙
さ
ん
が

ご
自
身
で
懸
命
に
登
路
を
探
り
目
を
光
ら
せ
て
お
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
山
男
の
冥
加
と
も
言
え
る
登
路
の
選
択
に
、
ご
自
分
は

登
ら
れ
な
く
て
も
、
登
る
が
如
く
心
の
な
か
で
生
々
し
く
関
与
さ
れ
て
い
た
の
を
知
っ
た
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
実
に
快
い
こ
と
だ
っ
た
。

や
は
り
実
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
老
リ
ー
ダ
ー
で
あ
ら
れ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
私
は
、
登
山
家
槙
の
存
在
を
も
っ
と
強
く
伝
え
る
言
葉
を
聞
い
て
い
る
。
マ
ナ
ス
ル
登
頂
者
の
今
西

（壽
雄
）
君
が
い
つ
か

私
に

「槙
さ
ん
は
山
を
よ
う
知
っ
て
い
や
は
る
」
と
ぽ
つ
ん
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
含
蓄
の
あ
る
言
葉
で
、
こ
こ
で
言
う

「山
」
と
は
、

マ
ナ
ス
ル
や
そ
の
他
の
特
定
の
山
を
指
す
の
で
は
な
く
、
凡
そ
山
た
る
も
の
の
存
在
を
そ
の
本
質
で
し
っ
か
り
掴
ん
で
い
る
と
言
っ
た
の

に
等
し
い
。
登
山
家
槙
に
対
す
る
こ
れ
以
上
な
い
讃
辞
と
し
て
私
に
聞
こ
え
た
も
の
だ
。

右
短
く
マ
ナ
ス
ル
の
槙
さ
ん
に
触
れ
た
事
か
ら
私
は
、
山
を
み
る
視
線
に
は
三
つ
の
種
類
の
あ
る
こ
と
、　
一
つ
は
特
定
の
山
を
全
体
と

し
て
捉
え
る
日
で
あ
り
、
次
に
は
頂
上
に
つ
な
が
る
登
路
を
探
り
だ
す
日
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
は
言
わ
ば
登
山
の
実
践
の
日
で
あ
る

が
、
三
番
目
に
必
ず
し
も
登
山
の
対
象
で
な
く
と
も
山
た
る
も
の
の
本
質
も
し
く
は
生
命
に
触
れ
得
る
、
い
う
な
れ
ば
山
に
棲
む
山
人
の

日
と
言
っ
た
も
の
の
存
在
に
気
が
つ
い
た
。
従
っ
て
こ
れ
か
ら
は
便
宜
上
、
こ
の
三
種
の
目
を
頭
に
入
れ
て
槙
さ
ん
の
登
山
を
み
て
い
き

た
い
。

「山
を
み
る
日
」―

―
ア
ル
バ
ー
タ

実
は
槙
さ
ん
は
マ
ナ
ス
ル
に
赴
く
ま
で
の
三
十
年
間

「山
を
み
る
目
」
を
使
わ
ぬ
ま
ま
だ
っ
た
。
随
分
長
い
期
間
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な



い
。
最
後
に
取
り
組
ん
だ
大
山
域
は
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
ロ
ッ
キ
ー
の
ア
ル
バ
ー
タ
で
あ
る

（そ
の
直
後
、
秩
父
宮
の
欧
州
ア
ル
プ
ス
行
に
同

行
さ
れ
た
が
、
槙
さ
ん
に
は
二
回
日
で
緊
張
は
あ
っ
た
が
新
味
は
な
か
っ
た
と
思
う
）
。
ア
ル
バ
ー
タ
の
と
き
槙
さ
ん
は
三
十
を
越
し
た

ば
か
り
、
し
か
し
、
そ
の
遠
征
で
登
山
家
槙
が
完
成
さ
れ
た
、
と
私
は
強
く
感
じ
る
も
の
だ
。
そ
の
完
成
度
が
高
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
槙

さ
ん
の
山
は
三
十
年
間
の
歳
月
を
、
腕
利
き
の
漁
師
が
海
の
心
得
を
生
涯
忘
れ
ぬ
よ
う
に
生
き
続
け
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

ア
ル
バ
ー
タ
の
槙
さ
ん
を
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
。
現
地
に
ス
イ
ス
・
ガ
イ
ド
が
居
る
の
を
知
り
、
直
ち
に
雇
い
入
れ
た
。
彼
ら
の

「山

を
み
る
目
」
を
手
元
に
周
到
に
準
備
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ス
イ
ス
・
ガ
イ
ド
を
カ
ナ
ダ
の
山
地
に
連
れ
て
き
た
の
は
マ
ッ

タ
ー
ホ
ル
ン
征
服
者
の
ウ
ィ
ン
パ
ー
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
一
人
に
有
名
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ク
ル
ッ
カ
ー
が
い
た
。
そ
の
彼
が
自
伝
の

中
で
、
カ
ナ
ダ
太
平
洋
鉄
道
の
請
負
人
に
な
っ
て
ガ
イ
ド
を
斡
旋
し
た
ウ
ィ
ン
パ
ー
は
、
山
に
入
っ
て
は
も
う
役
立
た
ず
だ
っ
た
、
と
悪

し
様
に
書
い
た
の
が
有
名
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
ロ
ッ
キ
ー
で
雇
っ
た
ス
イ
ス
・
ガ
イ
ド
は
槙
さ
ん
に
は
大
い
に
役
に
立
つ
こ
と
に
な
っ

た
。ス

イ
ス
・
ガ
イ
ド
を
手
許
に
置
い
た
が
槙
さ
ん
は
す
べ
て
を
自
分
で
取
り
し
き
り
自
分
の
日
で
見
て
判
断
し
た
。
ま
ず
ロ
ッ
キ
ー
初
見

の
印
象
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
こ
の
風
景
は
自
分
に
は
新
し
い
。
峰
と
峰
の
間
が
数
哩
幅
の
峡
谷
で
、
峰
々
が
ひ
し
め
い
て
存

在
す
る
日
本
や
ア
ル
プ
ス
と
は
違
う
」
、
ま
た
山
容
の
特
色
を
、
層
を
重
ね
た
西
洋
菓
子
を
思
わ
せ
る
と
形
容
し
た
。
目
的
の
ア
ル
バ
ー

タ
に
近
づ
き
東
西
両
面
か
ら
観
察
し
、
無
数
の
ク
ー
ロ
ア
ー
ル
の
装
に
覆
わ
れ
た
西
壁
に
、
登
路
を
見
い
だ
す
困
難
さ
を
見
て
と
っ
た
。

居
場
所
を
移
し
て
東
壁
を
凝
視
し
、
岩
登
り
に
十

一
、
二
時
間
は
か
か
る
だ
ろ
う
が
、
ま
た
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
気
味
な
が
ら
、
登
攀
可
能

の
一
本
の
尾
根
を
つ
い
に
見
出
す
。
ガ
イ
ド
の
フ
ー
ラ
ー
も
こ
の
登
路
に
同
意
す
る
。
こ
こ
ら
辺
り
の
描
写
は
登
路
を
探
る
槙
さ
ん
の
キ

ビ
キ
ビ
し
た
動
作
が
目
に
映
る
よ
う
だ
。
闘
志
満
々
の
三
十
歳
で
あ
る
。
つ
い
に
頂
に
立
っ
た
時
、
思
わ
ず
涙
が
溢
れ
出
る
。
自
分
で
何

も
か
も
完
成
さ
せ
た
充
実
感
か
ら
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
ロ
ッ
キ
ー
で
思
う
存
分
活
躍
で
き
た
の
は
、
数
年
前
ア
ル
プ
ス
を
み
っ
ち
り
体
験
し
た
そ
の
賜
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
証
拠

に
ロ
ッ
キ
ー
の
山
中
で
槙
さ
ん
の
心
に
ア
ル
プ
ス
の
姿
が
何
度
も
浮
か
び
上
が
る
。
夕
陽
に
あ
か
ね
す
る
ア
ル
バ
ー
タ
の
西
面
を
眺
め
て
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い
る
う
ち
に
、
い
つ
か
ア
イ
ス
・
メ
ア
ー
か
ら
眺
め
る
ア
イ
ガ
ー
の
南
壁
が
重
な
っ
て
見
え
て
く
る
。
ア
ル
プ
ス
は
ロ
ッ
キ
ー
の
な
か
に

繋
が
る
体
験
と
し
て
生
き
て
い
た
。

遣
唐
使
の
目
―

デ

ル
プ
ス
修
行

槙
さ
ん
の
著
述
の
な
か
で
、
初
め
て
ア
ル
プ
ス
を
目
に
入
れ
た
時
の
、
あ
の
衝
撃
的
な
印
象
に
比
べ
る
も
の
は
他
に
な
い
。
あ
の
強
烈

さ
は
ロ
ッ
キ
ー
初
見
の
際
も
、
晩
年
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
際
も
、
も
う
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
時
槙
二
十
五
歳
、　
一
九

一
九
年

晩
秋
。
登
山
人
生
で
運
命
的
な
出
会
い
と
は
こ
の
こ
と
だ

っ
た
。

「
ス
ケ
ー
ル
、
尾
根
の
厳
し
さ
、
氷
河
、
激
し
い
風
、
こ
れ
は
故
国
の
山
と
は
別
物
だ
。
こ
の
山
の
呼
吸
を
体
得
す
る
の
は
た
い
へ
ん

な
こ
と
だ
」
「
こ
れ
は
未
知
の
容
易
な
ら
ざ
る
相
手
だ
。
私
は
初
歩
か
ら
技
術
を
学
び
、
山
に
適
応
す
る
訓
練
を
し
よ
う
と
考
え
た
」
（傍

点
、
田
口
）
。

ま
こ
と
に
ア
ル
プ
ス
は
威
圧
す
る
ほ
ど
の
荘
厳
美
だ

っ
た
。
そ
の
姿
は
衝
撃
的
で
さ
え
あ

っ
た
。
が
、
こ
こ
で
青
年
槙
は
茫
然
自
失
せ

ず
、
漫
然
た
る
感
嘆
に
も
と
ら
わ
れ
ず
、
毅
然
と
正
面
に
ア
ル
プ
ス
を
見
据
え
、
登
る
人
の
正
確
な
日
で
そ
の
正
体
を
捉
え
よ
う
と
構
え

た
。
右
の
文
章
に
な
に
よ
り
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
。
松
方
三
郎
は

「槙
さ
ん
は
日
本
の
登
山
が
ア
ル
プ
ス
に
送

っ
た
最
初
の
遣
唐
使
」

と
書
い
た
が
、
冷
徹
な
目
で
山
に
相
対
時
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
槙
さ
ん
は
真
の

「遣
唐
使
」
に
な
れ
た
の
だ
と
思
う
。

実
は
槙
さ
ん
以
前
に
も
日
本
人
が
ア
ル
プ
ス
に
出
か
け
て
い
る
。
加
賀
正
太
郎
、
近
藤
茂
吉
、
辻
村
伊
助
ら
。
ど
れ
も
草
創
期
の
大
型

登
山
家
で
あ

っ
た
。
こ
と
に
近
藤
は
槙
渡
欧
の
頃
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ベ
レ
ス
ト
遠
征
に
参
加
を
申
し
込
む
程
の
豪
の
者
だ

っ
た
。
彼
が
あ
ま

り
書
か
な
か
っ
た
の
は
惜
し
い
。
近
藤
、
辻
村
は
第

一
次
大
戦
前
ス
イ
ス
を
訪
れ
、
二
、
三
登
山
し
た
あ
と
、
シ
ュ
レ
ッ
ク
ホ
ル
ン
に
登

り
登
頂
後
雪
崩
に
襲
わ
れ
そ
の
後
の
雄
図
は
挫
折
し
た
。
こ
の
遭
難
の
顛
末
か
ら
辻
村
の
美
し
い

『
ス
ウ
ヰ
ス
日
記
』
が
生
ま
れ
た
の
は

有
名
で
あ
る
。
た
だ
槙
の
直
裁
な
文
章
を
頭
に
浮
か
べ
る
時
、
辻
村
の
山
岳
描
写
が
、
近
景
で
は
細
緻
を
極
め
る
が
自
然
科
学
者
の
日
に

近
づ
き
、
遠
景
で
は
文
学
趣
向
の
方
に
流
れ
、
と
か
く
文
学
者
と
科
学
者
の
目
の
間
を
行
き

つ
戻
り
つ
の
感
を
う
け
る
。
こ
こ
で
言
う
の
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は
文
の
美
し
さ
や
ク
ォ
ー
リ
テ
ィ
の
事
で
は
な
い
。
『
ス
ウ
ヰ
ス
日
記
』
に
く
ら
べ
槙
の

『山
行
』
の
文
章
が
、
と
く
に
若
者
に
新
鮮
で

躍
動
的
に
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
登
山
家
の

「山
を
み
る
目
」
を
む
き
出
し
に
見
せ
た
か
ら
だ
と
言
い
た
い
。
そ
れ
は
新
し
い
山
を
求
め
る

日
本
の
登
山
界
の
ど
具
中
に
投
げ
入
れ
た
直
球
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
、
槙
さ
ん
は
ア
ル
プ
ス
で
二
夏
み
っ
ち
り
修
行
し
た
。
岩
の
手
触
り
や
氷
の
滑
ら
か
な
感
触
を
身
体
に
記
憶
さ
せ
、
山
を
眺
め
攀

じ
る
時
、
ア
ル
プ
ス
が
ど
う
い
う
登
路
で
登
ら
れ
て
き
た
か
も
頭
に
入
れ
た
。
初
歩
の
技
術
か
ら
槙
さ
ん
の
手
を
と
り
山
を
系
統
的
に
教

え
た
の
は
ス
イ
ス
・
ガ
イ
ド
で
あ
る
。
実
は
槙
さ
ん
は
い
い
時
に
来
た
と
言
え
る
。
近
藤

。
辻
村
が
来
た
時
は
、
ま
だ
す
べ
て
の
ガ
イ
ド

が
知
的
に
訓
練
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
Ｓ
Ａ
Ｃ

（ス
イ
ス
山
岳
会
）
が
ガ
イ
ド
の
職
業
訓
練
に
乗
り
出
し
た
の
は
第

一
次
大
戦

の
始
ま
る
少
し
前
の
こ
と
な
の
だ
。
十
九
世
紀
を
ふ
り
か
え
る
と
偉
大
な
ガ
イ
ド
の
時
代
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
少
数
で
ど
れ
も
際
立
つ
名

人
、
達
人
だ
っ
た
。
彼
ら
は
知
識
、
技
価
と
も
に
自
分
達
だ
け
の
も
の
に
し
て
人
に
は
教
え
な
い
趣
き
が
強
か
っ
た
。
古
い
本
を
め
く
る

と
ど
う
も
そ
う
読
め
る
。
彼
ら
は

一
流
の
登
山
家
達
か
ら
い
つ
も
引
っ
張
り
だ
こ
で
身
体
の
つ
づ
く
か
ぎ
り
む
ず
か
し
い
登
山
に
明
け
暮

れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
一
方
、
ガ
イ
ド
の
多
数
は
凡
庸
な
客
に
し
か
つ
け
ず
、
観
光
的
な
氷
河
渡
り
の
案
内
と
か
凡
庸
な
登
路
を
繰

り
返
し
登
る
機
会
し
か
与
え
ら
れ
ぬ
者
が
多
か
っ
た
。
彼
ら
の
技
術
は
見
よ
う
見
真
似
の
自
己
流
で
、
モ
ラ
ル
に
つ
い
て
も
問
題
が
多
く

客
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
か
っ
た
。
彼
ら
に
た
い
し
て
は
客
も
居
丈
高
な
の
が
多
か
っ
た
。
だ
か
ら
Ｓ
Ａ
Ｃ
が
ス
イ
ス
社
会
の
権
威
あ
り
信

用
あ
る
専
門
職
と
し
て
ガ
イ
ド
の
育
成
に
本
格
的
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
第

一
次
大
戦
の
直
前
の
こ
と
だ
。
こ
こ
で
参
考
の
た
め
述

べ
る
と
、
Ｓ
Ａ
Ｃ
が
ガ
イ
ド
育
成
に
依
拠
し
た
山
の
教
科
書
は
ド
イ
ツ
と
英
国
の
も
の
、
と
い
う
の
は
系
統
的
な
近
代
岩
登
り
術
は
、
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
い
ス
イ
ス
・
ア
ル
プ
ス
で
は
発
足
せ
ず
、
実
験
室
と
し
て
向
い
て
い
る
も
っ
と
小
さ
な
東
ア
ル
プ
ス
と
英
国
の
岩
場
で
十

九
世
紀
終
わ
り
の
時
期
に
平
行
的
に
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

ア
ル
プ
ス
を
登
る
う
ち
槙
さ
ん
は

「ど
こ
か
未
踏
の
場
所
は
な
い
か
」
と
自
分
と
同
じ
く
若
く
気
心
の
分
か
っ
た
ザ
ミ

・
ブ
ラ
バ
ン
ト

に
訊
ね
る
ま
で
に
な
っ
た
。
若
く
て
力
の
あ
る
若
者
で
誰
が
未
踏
の
山
、
未
知
の
困
難
に
心
を
惹
か
れ
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
槙

さ
ん
の
心
に
は
実
は
具
体
的
な
山
が
あ
っ
た
、
そ
れ
を
問
う
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
で
裏
の
高
い
ア
ル
プ
に
登
り
、
村
の
誰
も
が
挑
戦
し
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難
い
の
を
知

っ
て
い
る
ア
イ
ガ
ー
東
山
稜
を
、
踊
る
心
を
お
さ
え
な
が
ら
何
回
も
望
遠
鏡
で
の
ぞ
い
て
い
た
。

た
だ
、
ガ
イ
ド
に
な
っ
た
ば
か
り
の
若
い
ザ
ミ
で
は
こ
の
尾
根
は
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
村
に

一
人
こ
れ
を
や
れ
る
人
間
が
い

た
。
大
戦
前
こ
れ
を
降
り
た
こ
と
の
あ
る
古
強
者
Ｆ

・
ア
マ
ッ
タ
ー
で
あ
る
。
東
山
稜
と
い
う
の
は
実
に
歴
史
的
な
尾
根
な
の
だ
。
前
世

紀
の
八
十
年
代
に
、
名
登
山
家

マ
ン
マ
リ
、
デ
ン
ト
ら
に
伴

っ
た
伝
説
的
な
ガ
イ
ド
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー

・
ブ
ル
グ
ナ
ー
が
、
こ
の
尾
根

を
初
め
て
下
っ
て
い
る
。　
一
度
下
っ
た
者
で
な
い
と
登
れ
ぬ
と
言
わ
れ
た
程
、
難
場
の
断
崖
の
様
子
は
下
か
ら
掴
め
な
い
。
グ
リ
ン
デ
ル

ワ
ル
ト
村
の
ア
マ
ッ
タ
ー
は
石
灰
岩
の
難
場
を
乗
り
越
す
秘
策
を
持

っ
て
い
た
が
、
人
に
は
そ
れ
を
長
く
明
か
さ
な
か
っ
た
。
若
い
槙
さ

ん
の
大
志
が
ザ
ミ
と
他
の
ガ
イ
ド
か
ら
ア
マ
ッ
タ
ー
に
伝
え
ら
れ
た
時
、
彼
は
四
十
半
ば
を
越
し
て
い
た
。
山
の
盛
り
を
越
し
つ
つ
あ
る

彼
は
、
直
ち
に
槙
さ
ん
に
応
え
、
こ
う
し
て
共
に
初
登
が
成
就
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
槙
さ
ん
は
登
山
史
上
の
人
に
な
っ
た
。

思
え
ば
こ
の
よ
う
な
古
典
的
尾
根
が
そ
れ
迄
残

っ
て
い
た
の
が
不
思
議
で
あ
る
。
私
の
あ
て
ず
っ
ぽ
う
を
書
け
ば
、
大
戦
前
活
躍
し
た

イ
ギ
リ
ス
の
ヤ
ン
グ
、
ラ
イ
ア
ン

・
フ
ァ
ー
ラ
ー
ら
と

一
緒
に
登
っ
た
ヴ
ァ
リ
ス
山
群
の
名
ガ
イ
ド
達
が
、
手
を
出
さ
な
か
っ
た
か
ら
で

は
な
い
か
。
グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ト
村
に
た
い
す
る

一
種
の
遠
慮
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
別
の
側
面
も
あ
る
。
先
述

の
名
ガ
イ
ド
、
ブ
ル
グ
ナ
ー
で
さ
え
第

一
回
の
降
下
を
ド
イ
ツ
登
山
家
と
行

っ
て
い
る
の
だ
。
第
二
回
の
降
下
を
行

っ
た
ア
マ
ッ
タ
ー
も

彼
の
相
棒
は
ス
イ
ス
の
登
山
家
だ

っ
た
。
若
し
槙
さ
ん
以
前
に
登
ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
あ
の
時
代
に

一
番
力
の
あ

っ
た
イ
ギ
リ
ス
人

と
彼
ら
の
ガ
イ
ド
と
い
う
こ
と
に
当
然
な
る
の
だ
が
、
ア
イ
ガ
ー
東
山
稜
は
な
ぜ
か
彼
ら
に
縁
が
な
か
っ
た
と
だ
け
こ
こ
で
は
書
い
て
置

こ
う
。
思
い
違
い
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
輝
か
し
い
ア
ル
プ
ス
の
日
々
で
は
あ

っ
た
が
槙
さ
ん
は
、
時
折
痛
い
程
日
本
の
山
を
思
い
出
し
た
。
花
商
岩
の
岩
場
に
と
り
か

か
っ
た
時
、
ふ
と
前
穂
の
山
腹
で
嘉
門
爺
さ
ん
と
過
ご
し
た

一
夜
の
風
景
が
頭
に
か
え

っ
て
く
る
。
ま
た
ア
レ
ッ
チ
氷
河
に
濃
霧
が
か
か
っ

た
時
、
ガ
イ
ド
の
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ト
イ
リ
が
立
ち
尽
く
し
て
動
か
ぬ
そ
の
姿
に
、
か
つ
て
嘉
門
次
と

一
緒
に
太
郎
兵
衛
平
を
下
り
た
時
、

霧
の
な
か
で
彼
が
テ
コ
で
も
動
か
ず
座
り
込
ん
だ
の
を
思
い
出
し
た
り
す
る
。

知
的
な
ス
イ
ス

・
カ
イ
ド
と
原
始
的
な
日
本
の
山
人
が
、
同
じ
状
況
の
な
か
で
全
く
同
じ
よ
う
に
身
を
処
す
る
の
も
、
鋭
く
槙
さ
ん
の
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気
を
惹
い
た
。
そ
ん
な
時
槙
さ
ん
は
、
故
国
の
山
で
修
得
し
た
も
の
の
貴
重
さ
を
し
み
じ
み
噛
み
し
め
た
こ
と
だ
ろ
う
。

登
山
の
ル
ー
ツ

と
う
と
う
槙
さ
ん
の
山
の
ル
ー
ツ
、
日
本
の
山
で
の
修
行
を
語
る
処
ま
で
や
っ
て
き
た
。
そ
の
人
の
登
山
人
生
の
な
か
で

一
番
大
切
な

部
分
で
あ
る
。

『山
旅
』
の
な
か
に
そ
れ
を
回
顧
す
る
素
晴
ら
し
い
文
章
が
あ
る
。
長
い
引
用
が
で
き
な
い
の
で
大
意
を
短
く
紹
介
す
る
と
、
「大
正

初
期
自
然
は
ま
だ
原
生
の
ま
ま
だ

っ
た
。
そ
こ
で
猟
師
達
が
登
山
を
指
導
し
た
時
代
は
短
か
っ
た
。
が
自
分
は
こ
の
華
々
し
い
時
を
見
て

き
た
。
嘉
門
次
ら

（二
十
名
程
の
名
を
挙
げ
て
い
る
）
の
ど
れ
と
も
行
を
と
も
に
し
た
。
彼
ら
は
実
に
山
を
よ
く
知

っ
て
い
た
。
方
向
の

測
定
、
徒
渉
の
探
り
、
露
営
地
の
選
定
、
天
候
の
予
測
。
鋭
い
勘
。
尾
根
や
谷
の
頭
で
下
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
た
。
ど
の
よ

う
に
山
を
歩
く
も
の
で
あ
る
か
を
教
え
ら
れ
た
。
信
頼
せ
ず
に
い
ら
れ
ぬ
人
柄
、
彼
ら
は
立
派
な
師
匠
、
信
頼
の
友
だ

っ
た
、
云
々
。」

こ
こ
で
先
に
引
用
し
た
ア
ル
プ
ス
初
見
の
際
の
文
章
を
思
い
出
そ
う
。
そ
れ
は
日
本
で
の
修
行
を
語
る
文
章
と

一
対
に
な
っ
て
い
る
。

雪
線
の
上
の
新
し
い
山
域
に
む
か
っ
て
槙
さ
ん
が
放

っ
た

「山
を
み
る
目
」
は
、
実
は
日
本
の

「
深
山
幽
谷
」
で
す
べ
て
仕
込
ま
れ
身
に

つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
な
の
だ
。
山
の

一
部
を
見
る
こ
と
で
全
体
を
見
抜
く
目
。
登
路
を
探
る
の
に
日
の
移
し
方
。
歩
き
方
。
そ
れ
に
な

に
よ
り
も
、
山
に
は
呼
吸
と
い
う
も
の
が
あ
り
そ
れ
を
体
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
を
山
に
馴
ら
す
事
の

一
義
的
大
切
さ
な
ど
。

右
、
少
々
急
ぎ
足
で
槙
さ
ん
の

「
山
」
を
ル
ー
ツ
ま
で
辿

っ
て
み
た
が
、
新
し
い
山
域
に
赴
く
毎
に
そ
の
人
の
日
は
肥
え
て
い
っ
た
。

新
し
い
技
術
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
域
と
山
の
個
性
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
と
り
入
れ
織
り
こ
む
こ
と
で
肥
え
て
い
っ
た
。
こ
れ
迄
小
文
で
大
ざ

つ

ぱ
だ
が
、
時
代
を
逆
に
そ
れ
を
み
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
発
展
を
さ
せ
た
の
は
所
詮
、
そ
の
人
の
内
な
る
山
の

世
界
で
あ
る
。
そ
の
人
を
山
に
誘

っ
た
も
の
、
そ
の
人
独
特
の
山
の
世
界
を
築
か
せ
ま
た
味
わ
わ
せ
た
も
の
、
山

へ
の
様
々
な
目
を
ひ
ら

か
せ
た
も
の
、
す
べ
て
は
そ
こ
に
由
来
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
知
ら
な
い
で
登
山
家
槙
を
知

っ
た
と
は
言
え
な
い
。
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槙さんの「山の世界」

内
な
る
山
の
世
界

槙
さ
ん
の
山
の
内
面
を
書
く
の
は
登
山
を
書
く
よ
り
む
ず
か
し
い
。
誰
も
人
の
心
を
簡
単
に
書
け
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
さ
っ
き

述
べ
た
よ
う
に
小
文
で
は
こ
れ
に
触
れ
な
い
で
逃
げ
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
幸
い
槙
さ
ん
は
こ
れ
を
語
る
文
も
キ
ー

・
ワ
ー
ド
の
い
く
つ

か
も
残
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
頼
り
に
幾
分
の
想
像
で
と
も
か
く
書
い
て
み
る
。

ま
ず
槙
さ
ん
に
は
天
性
と
し
か
言
え
な
い
強
烈
な
自
然
志
向
が
あ

っ
た
。
そ
れ
と
裏
腹
に
俗
事
世
事
を
低
く
み
る
気
質
が
あ

っ
た
。
多

く
の
人
が
青
年
期
に
俗
世
を
嫌
う

一
種
の
理
想
主
義
を
も
つ
が
、
槙
さ
ん
の
は
天
性
の
気
質
的
な
も
の
に
み
え
る
。　
一
方
強
烈
さ
で
負
け

な
い
行
動
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持

っ
て
い
ら
れ
た
。
静
な
る
自
然
を
求
め
る

一
方
、
行
動
に
も
駆
り
立
て
ら
れ
た
。

若
い
時

（三
十
歳
）
の
名
著

『山
行
』
に
は
、
こ
の
二
つ
の
世
界
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
巻
頭
章

「山
と
或
る
男
」

は
当
時
の
槙
さ
ん
の
心
に
浮
か
ぶ
理
想
的
な

「
山
の
世
界
」
を
文
章
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
紙
数
が
気
に
な
っ
て
長
く
書
け
な
い
が
、
そ

の
世
界
に
存
在
す
る
の
は
、
槙
さ
ん
に
話
し
か
け
、
迷
え
る
槙
さ
ん
に
人
生
の
路
を
教
え
る
擬
人
化
さ
れ
た
山
岳
と
、
「或
る
男
」
即
ち

槙
さ
ん
だ
け
で
あ
る
。
「山
」
の
発
す
る
言
葉
の
出
処
は
ニ
ー
チ
エ
や
カ
ー
ラ
イ
ル
な
ど
西
洋
の
哲
人
が
多

い
。
同
章
に
挿
入
さ
れ
た
マ

イ
ヤ
ー
な
る
人
の
作

「山
行
」
と
い
う
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
挿
画
の
、
山
も
谷
も
空
も
、
ま
た
何
処
を
さ
し
て
行
く
の
や
ら
小
さ
く
画
か
れ

た
人
物
も
す
べ
て
が
ダ
ン
テ
の
神
曲
を
想
像
さ
せ
る
歴
史
を
超
え
た
幻
想
的
で
神
秘
な
世
界
に
み
え
る
。

槙
さ
ん
の
内
な
る
世
界
が
こ
う
い
う
情
景
を
好
ま
れ
た
こ
と
が

一
日
で
分
か
る
文
で
あ
り
挿
画
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
純
粋
空
間
は
時
間
も
歴
史
も
持
ち
得
な
い
も
の
だ
。
つ
ま
り
槙
さ
ん
の
観
念
の
産
物
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
し
か

し
、
人
は
誰
で
も
自
分
の
観
念
を
も

っ
て
自
然
や
山
に
近
づ
く
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
分
の
山
を
も
つ
の
は
、

正
し
く
そ
の
せ
い
な
の
だ
。
田
口
二
郎
の
山
と
は
何
だ
と
聞
か
れ
て
、
粗
末
な
が
ら
も
そ
れ
が
無
い
筈
は
な
い
の
だ
。
た
だ
し
言
下
に
答

え
る
用
意
が
あ

っ
て
は
か
え

っ
て
可
笑
し
い
。
そ
ん
な
問
い
に
直
ち
に
答
え
ら
れ
る
人
は
恐
ら
く
名
登
山
家
で
さ
え
な
い
だ
ろ
う
。
遠
距

離
か
ら
、
ま
た
時
代
を
離
れ
て
初
め
て
そ
の
人
も
そ
の
観
念
も
良
く
見
え
て
く
る
性
質
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
槙
さ
ん
の
場
合
、
山
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と
そ
の
人
と
の
間
に
お
よ
そ
何
も
の
も
介
在
せ
ず
存
在
も
し
な
い
透
明
な
空
間
を
意
識
し
た
の
が
、
ま
さ
に
内
な
る
世
界
の
特
色
で
あ
り

趣
向
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
私
が
槙
さ
ん
を
、
自
然
に
最
も
近
づ
い
た
人
と
理
屈
な
し
に
思
う
の
は
、
こ
の
観
察
の
結
果
で
あ
る
。

比
較
に
適
切
を
欠
く
か
も
し
れ
ぬ
が
、
他
に
も
個
性
的
な
別
の
山
の
世
界
を
も
つ
秀
れ
た
岳
人
達
が
い
る
。
た
と
え
ば
小
島
烏
水
の
風

流
と
文
芸
の
、
本
暮
理
太
郎
の
地
誌
と
探
検
の
、
松
方
三
郎
の
歴
史
と
文
化
の
、
船
田
三
郎
の
サ
ン
・
ギ
ー
ド

（ガ
イ
ド
レ
ス
の
仏
語
）

意
識
の
、
藤
木
九
三
の
岩
山
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
、
今
西
錦
司
の

「自
然
学
」
意
識
の
、
西
堀
栄
三
郎
の
合
理
主
義
の
―

と
り
あ
え
ず
、

頭
に
浮
か
ん
だ
人
達
を
並
べ
て
み
た
。

槙
さ
ん
が
求
め
た
超
歴
史
的
な
世
界
は
、
他
の
人
に
は
な
か
な
か
近
づ
け
な
い
一
種
の
空
間
を
槙
さ
ん
に
用
意
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る

。い
ず
れ
も
槙
さ
ん
の
言
葉
で
あ
る
が
、
「自
然
と
の
同
化
」
、
そ
の
結
果
と
し
て

「自
然
の
奥
底
に
秘
め
ら
れ
た
無
辺
際
の
精
神
、
そ
れ

と
の
交
流
」
を
そ
の
例
と
し
て
直
ぐ
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
直
感
の
世
界
に
惹
か
れ
る
心
の
持
主
に
と

っ
て
、
山
を
徹
底
的
に
知
る
最
初
の
舞
台
が
、
光
の
ふ
り
そ
そ
ぐ
あ
け
っ
ぴ
ろ

な
氷
河
の
山
で
な
く
、
鬱
蒼
た
る

「
深
山
幽
谷
」
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
か
え

っ
て
よ
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
大
正
初
期
は
学
生
の
日

本
ア
ル
プ
ス
縦
走
が
盛
ん
に
な
り
、
槙
さ
ん
の
よ
う
に
猟
師
を
案
内
に
し
て
歩
く
若
者
が
多
く
出
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
う
ち
の
何
人
が

槙
さ
ん
の
よ
う
に
山
を
仕
込
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
か
。
見
方
を
変
え
る
と
、
槙
さ
ん
の
よ
う
に
思
索
と
瞑
想
と
行
動
を
も

っ
て
山
に
近
づ
い

た
人
だ
け
に
、
山
は
奥
深
い
姿
を
ひ
ら
い
て
み
せ
た
と
も
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
近
づ
き
方
は
、
さ
き
に
小
文
で
取
り
上
げ
た

「山
の
本
体
、
生
命
」
に
ま
で
触
れ
よ
う
と
す
る
第
三
の

「山
を
み
る
目
」

の
活
動
を
も
指
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
目
は
槙
さ
ん
だ
け
の
独
占
で
は
な
い
。
お
よ
そ
す
べ
て
の
秀
れ
た
登
山
家
は
強
弱
の
差
こ
そ
あ
れ
こ
れ
を
身
に
つ
け

て
い
る
も
の
だ
。
た
だ
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
仮
説
だ
が
、
た
い
て
い
の
人
は
年
季
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
こ
れ
を
得
る
。
少
数
の
人
だ
け

が
直
観
に
よ
っ
て
取
得
す
る
。
槙
さ
ん
や
多
分
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト

ｏ
メ
ス
ナ
ー
の
よ
う
に
。
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槙さんの「山の世界」

さ
て
、
そ
の
人
と
山
だ
け
の
静
な
る
空
間
を
槙
さ
ん
の
内
な
る
世
界
が
求
め
た
事
を
書
い
た
が
、
も
と
よ
り
槙
さ
ん
は
山
中
に
静
座
す

る
ヨ
ガ
や
祈
蒔
に
身
を
や
つ
す
山
岳
信
仰
の
信
者
で
は
な
い
。

『山
行
』
の
本
文
を
め
く
る
と
生
命
の
躍
る
め
く
る
め
く
行
動
の
世
界
が
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
。

実
は
右
に
挙
げ
た
静
か
な
る
も
の
へ
の
欲
求
と
荒
々
し
く
身
体
を
動
か
し
た
い
欲
求
、
心
と
身
体
の
二
つ
の
欲
求
の
矛
盾
は
、
既
に
少

年
時
、
青
年
に
な
る
槙
さ
ん
を
知
ら
ず
し
て
苛
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
若
い
槙
さ
ん
は
む
や
み
に
寂
蓼
に
襲
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
右
の
矛

盾
に
由
来
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
身
体
か
心
か
そ
の
い
ず
れ
か
へ
の
決
着
を
い
つ
も
迫
る
矛
盾
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
槙
さ
ん
が
二
十
歳
で
慶
応
山
岳
会
を
興
し
た
時
こ
の
矛
盾
は

一
挙
に
止
揚
さ
れ
た
。
会
の
設
立
を
指
導
し
た
鹿
子
木
員
信
教
授

に
出
会
う
こ
と
で
槙
さ
ん
の
悩
み
は
解
決
さ
れ
た
。
鹿
子
木
は
今
日
は
忘
れ
ら
れ
た
存
在
だ
が
、
大
正
初
期
は
ド
イ
ツ
帰
り
の
香
り
高
い

ロ
マ
ン
テ
ス
ト
で

『
ア
ル
ペ
ン
行
』
の
著
者
だ
っ
た
。
そ
の
後

『ヒ
マ
ラ
ヤ
行
』
も
上
梓
し
た
。
ド
イ
ツ
哲
学
、
と
く
に
ニ
ー
チ
ェ
の
影

響
を
受
け
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
な
に
よ
り
荒
々
し
い
行
動
の
人
だ
っ
た
。
右
に
挙
げ
た
二
つ
の
著
書
も
彼
の
実
際
の

足
跡
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
鹿
子
木
の
精
神
構
造
は
若
い
槙
さ
ん
を
い
た
く
惹
き
つ
け
る
よ
う
に
出
来
て
い
た
よ
う
だ
。
彼
が
槙
さ
ん

に
説
い
た
人
生
の
命
題
は
、
詰
め
て
言
う
と
次
の
四
節
で
出
来
て
い
た
。
即
ち
、
巷
塵
を
は
ら
い
、
高
み
に
赴
き
、
肉
体
を
錬
磨
し
、
よ
っ

て
精
神
の
高
み
を
め
ざ
す
。
ま
こ
と
に
こ
の
命
題
の
な
か
に
は
、
槙
さ
ん
の
天
性
の
資
質
の
求
め
る
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
思

想
を
得
る
こ
と
で
、
初
め
て
槙
さ
ん
は
安
ん
じ
て
山
に
赴
き
、
思
う
存
分
山
の
苦
難
と
闘
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
景
仰
し
て
や
ま
ぬ
大
い
な

る
自
然
の
な
か
に
眠
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。

ご
子
息
、
槙
恒
治
氏
の
書
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
右
に
私
が
紹
介
し
た
命
題
は
父
、
有
恒
氏
が
生
涯
変
わ
ら
ず
身
に
つ
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
。
第
二
次
大
戦
後
、
不
遇
の
な
か
に
世
を
去
っ
た
鹿
子
木
氏
の
墓
の
建
立
に
奔
走
さ
れ
た
こ
と
が
、
自
伝

『山
旅
』
の

な
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
に
書
く
と
松
方
さ
ん
も
ま
た
同
じ
頃
そ
の
師
、
河
上
肇
の
墓
地
を
求
め
京
都
で
奔
走
さ
れ
て
い
た
。
山

の
先
輩
の
歴
史
は
面
白
い
も
の
で
あ
る
。
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槙
さ
ん
の
内
な
る
世
界
に
触
れ
て
み
た
が
、
若
い
頃
の
関
心
の
的
が
、
前
述
し
た

『山
行
」
の
挿
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
幻
想
的
な
山

で
あ

っ
た
の
に
比
べ
、
晩
年
に
な
る
と
ア
ク
セ
ン
ト
が

「自
然
と
の
同
化
」
の
方
に
移

っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
逝
か
れ
た
時
、

マ
ス
コ
ミ
の
多
く
が
、
登
山
家
槙
の
イ
メ
ー
ジ
を

「自
然
と
の
同
化
」
を
説
い
た
人
と
し
て
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
幻
想
的
な

山
に
し
ろ
、
自
然
と
の
同
化
に
し
ろ
、
そ
の
人
の
心
の
山
に
は
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
逍
邊
の
山
で
は
な
く
苦
難
を
求
め
る
山
だ

っ

た
。
難
行
苦
行
が
あ

っ
て
こ
そ
登
山
に
値
す
る
も
の
だ

っ
た
。
何
故
な
の
だ
ろ
う
。

マ
ン
メ
リ
の
如
く
、
困
難
の
追
求
と
克
服
こ
そ
が
登

山
の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
同
じ
登
山
哲
学
を
持
た
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
が
、
槙
さ
ん
の
場
合
は
、
マ
ン
メ
リ
と
違

っ
た
ケ
ー
ス
に

観
察
さ
れ
る
。
苦
難
の
存
在
の
意
味
は
、
登
山
の
為
に
あ
る
よ
り
、
さ
き
に
鹿
子
木
教
授
の
命
題
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「精
神
の
高
み
を

目
ざ
す
」
人
生
的
意
味
に
あ

っ
た
。
こ
こ
が
マ
ン
メ
リ
と
違
う
。
根
本
的
に
違
う
、
と
私
は
感
じ
る
。

ま
こ
と
に
槙
さ
ん
に
あ

っ
て
は
山
は
仇
お
ろ
そ
か
な
相
手
で
は
な
か
っ
た
。
秀
れ
た
登
山
家
に
な
る
た
め
だ
け
の
人
生
の
相
手
で
は
な

か
っ
た
。
不
遜
な
言
い
方
だ
が
、
槙
さ
ん
と
い
う
人
の
も
つ
あ
の
尋
常
な
ら
ざ
る

一
徹
さ
、
真
面
目
さ
を
思
う
と
、
山
で
の
難
行
苦
行
は

た
だ
精
神
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
領
域
に
お
い
て
の
人
間
完
成
を
め
ざ
す
道
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
に
到
達
す
る
た
め
の
手
段
で

あ

っ
た
、
そ
う
い
う
拡
大
解
釈
を
生
ん
で
く
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
山
行
を
幾
度
重
ね
て
も
、
そ
の
道
は
終
り
が
な
く
て
果
て
し
な
い
。

究
極

へ
の
道
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
な
る
と
、
も
う
小
文
を
は
み
出
た
世
界
に
な
る
。

槙
さ
ん
の

「山
を
み
る
日
」
が
ひ
ら
い
た
新
し
い
日
本
山
岳
風
景

槙
さ
ん
の
内
面
を
書
く
よ
う
努
め
て
き
た
が
、
最
後
に
視
点
を
外
側
に
転
じ
、
日
本
の

「深
山
幽
谷
」
で
身
に
つ
け
た
槙
さ
ん
の

「山

を
み
る
日
」
が
、
同
じ
故
国
の
山
で
新
し
い
風
景
美
を
ひ
ら
い
た
こ
と
を
記
し
て
置
き
た
い
。

日
本
の
雪
山
は
昔
か
ら
平
野
の
人
の
目
に
色
々
な
姿
に
映
っ
た
が
、
そ
れ
が
躍
動
す
る
生
き
た
自
然
と
し
て
私
達
の
実
感
に
触
れ
た
の

は
大
正
後
期
の
こ
と
で
あ
る
。
登
山
者
の
日
で
日
本
の
雪
山
が
ス
イ
ス
・
ア
ル
プ
ス
の
夏
季
の
姿
に
似
て
い
る
の
を
発
見
し
、
そ
れ
ま
で

の
草
軽
の
登
山
を
ビ

ッ
ケ
ル
と
革
靴
の
登
山
に

一
変
さ
せ
、
日
本
の
山
岳
風
景
を
欧
州
ア
ル
プ
ス
風
の
雪
と
岩
に
転
換
さ
せ
た
の
も
槙
さ
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槙さんの「山の世界」

ん
で
あ
る
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
勿
論
槙
さ
ん
と
共
に
風
景
の
転
換
に
力
を
貸
し
た
同
時
代
入
が
た
く
さ
ん
出
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

日
本
人
は
新
し
い
風
景
美
を
自
分
の
も
の
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
開
眼
は
あ
る
い
は
志
賀
重
昂
以
来
の
重
要
な
事
件
と
し
て
も
解

釈
出
来
る
。
今
日
、
日
本
人
が
大
挙
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
け
る
の
は
、
半
世
紀
前
に
日
本
の
山
で
新
し
い
風
景
美
が
ひ
ら
か
れ
た
お
陰
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
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登
山
か
ら
み
た
自
然
保
護

筑
　
木

　

　

力

は

じ

め

に

自
然
保
護
の
問
題
は
複
雑
多
岐
に
亘
る
。
小
は
足
下
の
ゴ
ミ
処
理
か
ら
大
は
宇
宙
の
営
為
に
ま
で
及
ぶ
。
標
題
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
、

登
山
と
い
う
筋
道
を
常
に
踏
み
辿
り
な
が
ら
、
時
に
応
じ
て
そ
れ
に
関
連
す
る
他
の
領
域
に
も
足
を
の
ば
し
て
、
必
要
な
情
報
や
知
見
は

入
手
し
研
究
す
る
に
し
て
も
、
本
筋
を
踏
み
外
し
て
あ
ら
ぬ
方
向
に
迷
い
込
ん
で
は
い
け
な
い
。
論
者
が
最
も
注
意
す
べ
き
は
こ
の
点
で

あ
る
。
私
自
身
も
心
し
て
こ
れ
か
ら
意
見
を
述
べ
る
。

山
と
人
と
の
関
わ
り

山
と
人
と
の
関
わ
り
の
歴
史
は
古
い
。
採
集
狩
猟
の
時
代
に
は
猟
師
や
樵
夫
に
よ
っ
て
山
の
神
が
祀
ら
れ
、
こ
れ
に
続
く
農
民
に
対
し

て
山
は
農
事
を
指
示
し
、
漁
民
に
対
し
て
は
天
候
の
予
測
や
航
海
の
目
標
を
与
え
て
く
れ
た
。
ま
た
仏
教
の
僧
侶
は
山
を
修
行
の
道
場
と

し
、
山
岳
信
仰
と
山
岳
修
験
道
が
生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
江
戸
時
代
に
な
る
と
講
中
登
山
が
行
わ
れ
、
庶
民
も
そ
れ
を
通
し
て
登
山
に
親
し

む
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
山
に
登
る
こ
と
自
体
を
楽
し
む
近
代
登
山
が
、
そ
の
理
念
と
技
術
を
伴
っ
て
ョ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
わ
が
国
に
導
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入
さ
れ
た
の
は
、
明
治
の
中
期
以
降
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
の
登
山
は
、
文
明
人
が
行
う
文
化
活
動
の

一
つ
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
登
山
行
為
自
体
は
、
私
た
ち
の
社
会
に
経
済
的
あ
る
い
は
文
化
的
効
用
を
直
接
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
が
、
い
ま
わ

が
国
の
山
河
の
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
、
開
発
と
称
す
る
自
然
破
壊
を
目
撃
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
登
山
を
通
し
て
環
境
保
全
を
訴
え

る
行
動
に
お
い
て
、
登
山
者
が
社
会

へ
貢
献
す
る
意
義
を
み
つ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
登
山
者
は
山
を
愛
し
、
山
に
登
る
行
為
そ

の
も
の
が
好
き
だ
か
ら
こ
そ
山
を
護
る
責
任
が
あ
る
。
登
山
者
の
立
場
か
ら
山
の
自
然
を
保
護
す
る
こ
と
の
価
値
は
、
こ
う
し
た
時
代
の

要
請
に
よ
り
生
ま
れ
て
き
た
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
「
わ
が
国
の
自
然
環
境
の
中
核
を
な
す
山
岳
を
活
動
の
舞
台
と
し
、
そ
の
民
俗

・
文
化
を
も
含
め
て
賞
揚
し
て
き
た

先
人
た
ち
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
日
本
山
岳
会
が
、
い
ま
見
る
自
然
環
境
存
亡
の
危
機
に
際
し
て
、
少
な
く
と
も
日
本
の
山
々
を
め
ぐ
る
環

境
保
全
を
足
下
の
主
題
と
し
て
、
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
く
事
を
基
本
理
念
に
揚
げ
よ
う
と
す
る
」
の
で
あ
る
。

登
山
マ
ナ
ー
の
原
点

ま
ず
登
山
者
の
マ
ナ
ー
と
す
べ
き
原
点
を
幾
つ
か
あ
げ
る
。
自
分
が
山
野
に
持
ち
込
ん
だ
物
品
か
ら
生
じ
た
ゴ
ミ
は
、
自
分
が
必
ず
持

ち
帰
る
。
こ
れ
は
絶
対
的
な
不
文
律
で
あ
る
。
ゴ
ミ
は
人
間
が
作

っ
た
モ
ノ
が
、
人
間
の
使
用
に
よ
り
本
来
の
役
割
を
な
し
終
え
た
結
果

生
ず
る
残
骸
で
あ
り
、
い
わ
ば
現
代
文
明
の
排
泄
物
で
あ
る
。
最
近
は
ハ
イ
マ
ツ
な
ど
の
群
葉
の
下
に
空
き
缶
や
残
飯
を
隠
し
た
り
し
て
、

投
棄
行
為
が
陰
湿
化
し
、
細
菌
汚
染
が
起
こ
っ
て
動
植
物
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
。
き
ち
ん
と
し
た
登
山
者
よ
り
も
、
山
遊
び
族
や
山

菜
採
り
に
マ
ナ
ー
の
悪
さ
が
日
立
つ
。
捨
て
る
人
、
処
理
す
る
人
の
分
業
は
山
で
は
通
用
し
な
い
。

し
尿

・
雑
排
水
処
理
の
問
題
は
、
登
山
人
口
の
急
増
に
よ
る
過
剰
使
用
に
よ
り
発
生
し
た
。
日
本
山
岳
会
の
科
学
研
究
委
員
会
と
自
然

保
護
委
員
会
が
、
平
成
三
年
四
月

「
山
岳
地
域
に
お
け
る
環
境
保
全
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
主
催
し
て
、
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
研
究
し
た
。

登
山
人
口
が
さ
ら
に
増
加
し
登
山
形
態
が
多
様
化
す
る
に
伴
い
、
こ
の
問
題
へ
の
対
応
策
は
今
後
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
登
山
者
各
人
の
良
識
あ
る
マ
ナ
ー
が
大
切
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

登山からみた自然保護
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次
は
騒
音
に
つ
い
て
。
自
動
車
、

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
、
ラ
ジ
オ
、
拡
声
器
、
そ
の
他
、
人
間
が
発
明
し
て
山

へ
持
ち
込
む
機
器
は
大
て
い

音
を
出
す
。
そ
れ
に
人
間
自
身
も
夜
キ
ャ
ン
プ
し
な
が
ら
大
声
を
出
し
て
騒
ぐ
。
本
来
の
自
然
環
境
に
突
然
侵
入
す
る
こ
れ
ら
の
騒
音
が
、

そ
こ
に
棲
息
す
る
動
植
物
に
ど
ん
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
は
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
騒
音
が
頻
繁
に
ま
き
散
ら
さ
れ
れ
ば
悪
い
結

果
が
生
じ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
日
常
生
活
で
い
ろ
ん
な
騒
音
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
早
急
に
然
る
べ
き
規

制
措
置
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

文
明
は
自
然
と
対
立
す
る

文
明
生
活
は
自
然
の
リ
ズ
ム
と
対
立
し
て
い
る
。
二
十
四
時
間
営
業
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

・
食
堂

・
遊
戯
場
、
深
夜
に
高
速
道
路

を
疾
走
す
る
長
距
離
輸
送
ト
ラ
ッ
ク
、
夜
遅
く
ま
で
残
業
す
る
官
庁
や
会
社
、
四
当
五
落
に
入
試
の
成
否
を
賭
け
る
受
験
生
、
都
会
人
に

多
い
夜
更
か
し
朝
寝
坊
の
常
習
な
ど
、
い
ま
や
昼
夜
の
営
み
が
完
全
に
逆
転
し
て
い
る
。

地
球
の
規
則
正
し
い
自
転
に
よ
る
二
十
四
時
間
周
期
に
基
づ
い
て
、
地
球
上
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
人
間
も
含
め
て
す
べ
て
、
そ

の
生
理
的
な
営
み
に
リ
ズ
ム
が
与
え
ら
れ
、
「体
内
時
間
」
を
構
成
し
て
い
る
。
も
う

一
つ
、
二
十
八
日
周
期
の
月
の
影
響
も
大
き
い
。

こ
う
し
た
自
然
の
リ
ズ
ム
に
逆
ら
う
営
み
は
、
自
分
の
体
内
時
計
を
狂
わ
せ
、
生
理
に
変
調
を
も
た
ら
し
、
生
命
力
を
衰
弱
さ
せ
る
要
因

と
な
る
。

そ
の
上
、
便
利
な
文
明
生
活
に
慣
れ
切
っ
た
い
ま
の
日
本
人
は
、
野
性
的
な
勘
も
か
な
り
鈍
麻
し
て
い
る
。
か
つ
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
の

「
ウ
ル
ト
ラ
ア
イ
」
と
い
う
番
組
で
、
二
人
の
ケ
ニ
ヤ
人
チ
ー
ム
と
数
人
の
日
本
人
チ
ー
ム
と
が
、
視
覚
と
聴
覚
の
鋭
敏
性
の
程
度
を
比

べ
る
コ
ン
ク
ー
ル
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ず
っ
と
遠
く
か
ら
人
が
馬
に
乗
っ
て
近
づ
い
て
く
る
。
ケ
ニ
ヤ
人
チ
ー
ム
は

一
時鰯
く
ら
い

に
近
づ
く
と
、
馬
の
足
音
の
方
向
を
正
確
に
感
知
し
た
が
、
日
本
人
チ
ー
ム
は
や
っ
と
五
百
厨
近
く
に
な
っ
て
、
大
体
正
し
く
感
知
し
た

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
暗
闇
の
中
で
野
原
に
牛
と
馬
と
象
を
数
頭
ず
つ
放
ち
、
そ
れ
を
数
百
層
離
れ
た
地
点
か
ら
肉
眼
で
眺
め
て
、
動
物
の
種
類
ご
と
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に
頭
数
を
言
い
あ
て
る
ゲ
ー
ム
を
や
っ
た
と
こ
ろ
、
ケ
ニ
ヤ
チ
ー
ム
は
全
部
正
確
に
的
中
し
た
が
、
日
本
チ
ー
ム
は
そ
の
半
分
以
下
し
か

見
分
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

い
ま
私
た
ち
が
登
山
や
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
を
行
う
の
に
、
地
図
と
磁
石
は
必
携
品
で
あ
る
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
古
代
に
は
そ
ん
な

も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
私
た
ち
の
祖
先
は
、
知
恵
と
勘
を
働
か
せ
て
方
向
感
覚
を
磨
き
育
て
た
。
そ
こ
で
少
し
暴
論
め
く
が
、
勝

手
知

っ
た
山
野
の
中
で
と
き
に
は
地
図
も
磁
石
も
時
計
も
持
た
な
い
で
、
散
策
を
試
み
て
は
ど
う
か
。
ギ
リ
ギ
リ
切
羽
詰
ま
っ
た
状
況
か

ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
祖
先
か
ら
受
け
継
い
だ
が
眠
っ
て
い
た
野
性
の
勘
が
甦

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

飽
食

・
暖
衣
の
悪
習
に
染
ま

っ
た
現
代
人
は
、
自
然

へ
の
接
し
方
を
も
知
ら
な
い
。
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
等
に
お
い
て
、
人
工
の
カ
プ
セ

ル
に
包
ま
れ
た
快
適
空
間
に
ヌ
ク
ヌ
ク
と
籠
も
り
な
が
ら
、
透
明
ガ
ラ
ス
を
は
め
込
ん
だ
サ
ッ
シ
の
窓
を
通
し
て
、
外
界
の
自
然
を
眺
め

る
だ
け
で
あ
る
。
じ
か
に
体
ご
と
自
然
の
中

へ
飛
び
込
む
に
は
、
野
宿
か
幕
営
、
木
造
り
の
小
屋
泊
り
し
か
方
法
は
な
い
。
し
か
も
電
気

は
な
く
、
石
油
ラ
ン
プ
か
ロ
ー
ソ
ク
か
懐
中
電
燈
を
使
う
だ
け
だ
。
自
然
の
中
で
あ
え
て
不
便
を
求
め
、
簡
素
に
暮
ら
す
の
が
自
然
と
と

も
に
生
き
る
哲
学
で
あ
る
。
目
的
に
も
よ
る
が
、
余
計
な
物
品
の
持
ち
込
み
は
、
物
心
と
も
に
文
明
に
よ
る
自
然
破
壊
に
つ
な
が
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
野
外
活
動
と
い
え
ば
ゴ
ル
フ
と
ス
キ
ー
し
か
考
え
な
い
の
か
。
こ
の
画

一
的
パ
タ
ー
ン
は
何
に
因
る
の
か
。
そ

れ
は
ゴ
ル
フ
場
と
ス
キ
ー
ゲ
レ
ン
デ
の
開
発
と
利
用
に
、
地
域
の
発
展
を
大
義
名
分
と
す
る
経
済
の
論
理
が
絡
む
か
ら
で
あ
る
。

日
本
人
の
自
然
観
に
み
ら
れ
る
矛
盾

日
本
は
世
界
有
数
の
美
し
い
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
四
季
折
々
の
景
観
の
変
化
が
見
事
で
、
山
、
川
、
海
、
野
な
ど
が
様
々
な
件
ま

い
を
見
せ
る
。
火
山
噴
火
、
地
震
、
台
風
、
集
中
豪
雨
な
ど
も
時
折
起
こ
る
が
、
私
た
ち
の
生
活
環
境
は
概
ね
平
穏
で
、
気
候
は
温
暖
で

あ
る
。
こ
の
掛
け
替
え
の
な
い
自
然
を
、
私
た
ち
は
天
与
の
財
産
と
し
て
子
孫
に
伝
承
す
る
義
務
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
が
よ
く
言
わ

れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
変
幻
す
る
四
季
の
季
節
感
か
ら
生
ず
る
緻
細
な
美
的
感
覚
を
、
日
本
人
は
祖
先
か
ら
継
承
し
磨
い
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら

登山からみた自然保護
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ず
、
公
共
美
観
に
対
す
る
意
識
が
低
い
の
は
な
ぜ
か
。
例
え
ば
自
分
の
家
の
中
で
は
部
屋
を
奇
麗
に
掃
除
し
、
花
を
飾

っ
て
も
、
公
共
の

場
で
は
平
気
で
ゴ
ミ
を
捨
て
た
り
す
る
。
中
を
飾
り
立
て
た
マ
イ
カ
ー
で
走
行
中
、
飲
み
終
え
た
空
き
缶
を
道
路
に
ポ
イ
と
投
げ
捨
て
る
。

歩
行
中
に
タ
バ
コ
の
吸
殻
を
道
端
に
捨
て
る
。
ど
れ
も
み
な
同
じ
心
理
に
よ
る
行
動
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

表
面
上
は
矛
盾
し
分
裂
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
日
本
人
の
こ
の
二
つ
の
心
理
行
動
は
、
実
は
深
層
で
は
同
じ
根
で
つ
な
が
っ
て
い
る

の
だ
ｏ
そ
れ
は
自
然
に
対
す
る
日
本
人
の
甘
え
意
識
の
表
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
自
然
は
少
し
く
ら
い
汚
染
し
損
傷
し
て
も
い
つ
の
間
に
か

自
力
で
回
復
し
、
決
し
て
絶
滅
し
な
い
ほ
ど
豊
か
な
生
命
力
を
も
っ
て
い
る
と
の
認
識
に
立

っ
て
い
る
。
古
来
私
た
ち
の
祖
先
は
大
地
に

母
性
を
見
出
し
、
母
な
る
自
然
と
し
て
接
触
し
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
心
的
態
度
は
、
母
の
懐
に
飛
び
込
む
形
で
現
実
か
ら
逃
避
す
る

意
識
を
生
み
出
す
、
精
神
の
未
熟
性
を
手
む
。
つ
ま
り
日
本
人
に
と

っ
て
は
、
外
界
の
自
然
と
内
界
の
自
然
と
が
分
化
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。　
一
方
で
自
然
を
賛
美
し
、
他
方
で
自
然
を
荒
廃
さ
せ
る
と
い
っ
た
、
分
裂
症
的
な
日
本
社
会
の
自
然
に
対
す
る
姿
勢
も
、
こ
れ
で

説
明
が
つ
く
。
日
本
人
が
こ
の
幼
児
的
未
熟
状
態
か
ら
脱
却
し
て
、
真
に
成
熟
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
こ
れ
は
日
本
の
自
然
保

護
に
お
け
る
大
問
題
で
あ

っ
て
、
そ
の
解
決

へ
の
試
練
に
い
ま
私
た
ち
は
た
た
さ
れ
て
い
る
。

文
明
の
利
器
が
形
成
す
る
技
術
環
境

科
学
技
術
の
所
産
と
し
て
の
文
明
の
利
器
は
、
そ
れ
が
出
現
し
人
間
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
人
間
に
対
し
て

一
種
の
環
境
的

条
件
を
形
成
し
て
働
き
か
け
る
が
、
す
べ
て
そ
れ
は
両
刃
の
剣
で
あ
り
、
正
負
の
価
値
を
併
せ
も
つ
。
例
え
ば
、
自
動
車
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
、

無
線
通
信
機
を
考
え
て
み
る
。

自
動
車
が
な
か
っ
た
時
代
は
、
徒
歩
か
馬
か
人
力
車
等
で
ア
プ
ロ
ー
チ
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
動
車
の
発
明
と
山
岳
道

路
の
開
発
の
お
か
げ
で
、
い
ま
で
は
楽
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
稼
げ
る
。
そ
れ
は
有
り
難
い
が
、
車
道
距
離
の
伸
長
と
人
間
の
贅
沢
指
向
と
が

限
り
な
く
比
例
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
だ
が
自
然
保
護
の
た
め
昔
に
帰
れ
と
要
求
す
る
の
は
難
し
い
。
と
す
れ
ば
ど
こ
か
に
接
点
を
求

め
、
そ
れ
よ
り
奥
は
自
動
車
の
乗
り
入
れ
を
禁
止
す
る
の
が
、
や
は
り
現
実
に
適
し
た
措
置
で
あ
ろ
う
。
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ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
は
、
遭
難
救
助
や
資
材

・
廃
棄
物
等
の
運
搬
に
絶
大
な
威
力
を
発
揮
す
る
。
登
山
人
口
が
増
大
し
た
今
日
、
こ
の
二
つ

の
目
的
に
使
用
す
る
の
は
絶
対
優
先
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
山
岳
ス
キ
ー
ヤ
ー
を
運
び
揚
げ
る
の
に
濫
用
す
る
の
は
考
え
物
で
あ
る
。

周
辺
環
境
へ
の
騒
音
の
影
響
が
予
想
以
上
に
大
き
い
か
ら
自
粛
す
べ
き
で
あ
る
。

無
線
通
信
機
も
適
切
に
使
え
ば
、
必
要
か
つ
有
効
で
あ
る
が
、
救
援
依
頼
等
の
た
め
の
安
易
な
使
用
は
、
他
人
に
迷
惑
を
掛
け
る
こ
と

に
な

る
。

こ
う
し
た
文
明
の
利
器
が
形
成
す
る
技
術
環
境
は
、
人
間
の
弱
さ
の
隙
間
に
つ
け
入
り
、
そ
れ
に
慣
れ
て
人
間
は
ま
す
ま
す
横
着
に
な

っ

て
い
く
。
そ
の
意
味
で
す
べ
て
両
刃
の
剣
で
あ
り
、
正
負
の
価
値
を
併
せ
も
つ
道
具
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
常
に
厳
し
く
自
己
を
点
検

し
て
、
文
明
の
利
器
を

マ
イ
ナ
ス
方
向
に
流
さ
れ
な
い
よ
う
強
い
意
志
を
も
っ
て
適
正
に
つ
か
い
こ
な
す
知
恵
を
、
い
ま
求
め
ら
れ
て
い

る
。

自
然
保
護
に
関
わ
る
最
近
の
事
情

気
に
な
る
動
き
を
三
つ
あ
げ
る
。
ま
ず

マ
ス
コ
ミ
な
ど
が
よ
く
使
う

「地
球

・
環
境
に
ヤ
サ
シ
イ
…
…
」
と
い
う
文
言
は
、
ふ
ざ
け
て

い
る
。
い
か
に
ヤ
サ
シ
サ
ば
や
り
の
当
世
と
は
い
え
、
ヤ
サ
シ
サ
の
そ
ん
な
大
安
売
り
に
は
腹
が
立
つ
。
こ
の
句
は
も
と
も
と

「
お
肌
に

ヤ
サ
シ
イ
…
…
」
、
「
胃
腸
に
ヤ
サ
シ
イ
…
…
」
と
い
っ
た
商
業
宣
伝
文
句
に
由
来
す
る
ら
し
い
。
「自
然
に
ヤ
サ
シ
イ
」
な
ど
と
言
う
の
は
、

人
間
の
傲
慢
を
ソ
フ
ト
な
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ん
で
、
口
当
た
り
よ
く
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
、
手
の
込
ん
だ
胡
魔
化
し
で
し
か
な
い
。

常
識
的
に
い
え
ば
、
「
や
さ
し
い
」
と
は

「
思
い
や
り
が
あ

っ
て
親
切
に
し
て
や
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
哲
学
的
に
い
え
ば
も
っ

と
次
元
の
高
い
概
念
で
あ
る
。
「
や
さ
し
さ
」
は
、
行
為
者
が
自
己
と
関
わ
る
様
々
な
要
因
を
悉
く
包
み
入
れ
て
対
象
を
救
済
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
行
為
者
自
信
を
も
高
め
る
働
き
を
す
る
、
愛
の

一
つ
の
様
相
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
ザ

・
マ
ウ
ン
テ
ィ
ン
サ
ミ
ッ
ト
の

一
九
九

一
年
度
大
会
が
、
平
成
三
年
五
月
七
日
か
ら
十
日
ま
で
東
京
で
開
催
さ
れ
た
。
世
界

最
高
レ
ベ
ル
の
登
山
家
や
冒
険
家
が
、
七
ヵ
国
か
ら
十
四
人
参
加
し
、　
一
堂
に
会
し
て
、
危
機
に
陥
っ
て
い
る
地
球
環
境
問
題
と
、
今
後

登山からみた自然保護
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の
登
山
や
冒
険
の
あ
り
方
を
語
り
合
い
、
東
京
宣
言
を
採
択
し
た
。
そ
の
要
旨
は
、
「人
類
に
よ
る
冒
険
へ
の
挑
戦
が
、
そ
の
限
界
を
超

え
る
心
を
奮
い
立
た
せ
、
新
し
い
世
界
を
切
り
開
い
て
き
た
」
、
「私
た
ち
は
地
球
の
大
自
然
に
対
し
て
、
常
に
注
意
深
く
そ
の
保
護
に
心

を
配
る
必
要
が
あ
り
、
責
任
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
大
自
然
に
い
か
な
る
痕
跡
も
残
さ
な
い
よ
う
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
「
こ
う
し

た
原
則
を
、
特
に
人
類
の
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
、
根
気
よ
く
親
切
に
伝
え
続
け
る
」
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
は
そ
れ
な
り
に
宣
伝
効
果
を
も
ち
、
有
意
義
な
こ
と
を
認
め
る
が
、
ほ
ん
と
う
は
も
っ
と
参
加
者
の
層
を
拡
げ
、

シ
ョ
ー
的
要
素
を
排
除
し
て
、
地
道
な
運
営
を
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。

も
う

一
つ
は
、
林
野
庁
に
よ
る
森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
第
二
次
指
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
平
成
元
年
の
第

一
次
十
二
カ
所
指
定
に
続
い

て
、
平
成
三
年
四
月
全
国
十
四
カ
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
。
林
野
庁
が

「森
林
生
態
系
か
ら
な
る
自
然
環
境
の
維
持
、
動
植
物
の
保
護
、

遺
伝
資
源
の
保
存
、
森
林
施
業

・
管
理
技
術
の
発
展
、
学
術
研
究
等
に
資
す
る
」
と
判
断
し
た
地
域
を
、
各
専
門
家
の
意
見
を
き
い
て
指

定
し
た
上
で
、
保
存
地
区

（
コ
ア
エ
リ
ア
）
と
、
そ
の
周
辺
の
緩
衝
地
帯
の
保
全
利
用
地
区

（バ
ッ
フ
ァ
エ
リ
ア
）
の
線
引
き
を
、
関
係

営
林
局
が
学
識
経
験
者
や
有
識
者
、
地
方
公
共
団
体
長
で
構
成
さ
れ
る
認
定
委
員
会
に
諮
っ
て
設
定
し
、
林
野
庁
長
官
が
承
認
す
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
る
。
林
野
庁
の
こ
の
姿
勢
は
、
自
然
保
護
に
前
向
き
で
あ
る
と

一
応
評
価
さ
れ
る
が
、
保
存
地
区
で
は
登
山
道
の
新
設
は

認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
た
保
全
利
用
地
区
で
は
利
用
が
優
先
し
て
や
は
り
自
然
破
壊
が
進
む
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
、
心
配
の
声
も

地
球
環
境
の
保
全
に
関
す
る
楽
観
論
と
悲
観
論
と
第
二
の
考
え

楽
観
論
は
い
う
。
「人
類
は
ま
だ
す
て
た
も
の
で
は
な
い
。
今
ま
で
様
々
な
問
題
を
切
り
抜
け
て
き
た
。
こ
の
危
機
も
必
ず
解
決
で
き
る
」
。

だ
が
と
悲
観
論
は
主
張
す
る
。
「確
か
に
人
類
は
多
く
の
危
機
を
切
り
抜
け
、
今
日
の
文
明
を
築
い
た
。
し
か
し
現
在
の
危
機
は
こ
れ
ま

で
の
も
の
と
は
規
模
が
違
う
。
二
十
世
紀
の
文
明
は
過
去
の
地
域
文
明
と
は
違
っ
て
、
も
う
後
が
な
い
地
球
文
明
で
あ
る
。」

さ
ら
に
悲
観
論
は
続
け
る
。
生
物
だ
け
で
な
く
モ
ノ
に
も
心
が
あ
る
。
モ
ノ
を
大
切
に
し
な
い
使
い
捨
て
文
明
は
、
人
間
の
思
い
あ
が

出
て
い

る
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り
か
ら
生
じ
た
罪
悪
で
あ
り
、
人
間
自
身
を
滅
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
。

ガ
ン
で
死
ぬ
人
が
ふ
え
て
い
る
。
人
間
が
自
然
界
の
中
で
ガ
ン
に
な

っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
と
並
ん
で
人
間
の
体
内
に
も
ガ
ン
が
は
び

こ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ガ
ン
細
胞
は
生
命
体
の
中
で
自
分
自
信
を
統
制
で
き
ず
に
無
制
限
に
ふ
え
、
他
の
健
康
な
細
胞
と
協
調
で
き
な

い
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
自
然
界
に
お
け
る
人
間
の
姿
に
何
か
酷
似
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
楽
観
論
も
反
論
す
る
。
地
球
環
境
問
題
解
決
の
カ
ギ
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
有
効
利
用
に
あ
る
。
従
来
の
物
質
文
明
か
ら
新

し
い
文
明
哲
学
を
探
求
し
、
私
た
ち
の
意
識
を
変
革
し
発
想
を
転
換
し
て
、
社
会
シ
ス
テ
ム
全
体
に
お
け
る
省

エ
ネ
方
策
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
。
モ
ノ
の
価
値
を
金
銭
で
計
ら
な
い
で
、
モ
ノ
自
体
が
本
来
持

っ
て
い
る
命
を
大
切
に
す
る
姿
勢

へ
と
、
発
想
を
転
換
し

よ
う
。
資
源
の
大
量
消
費
に
支
え
ら
れ
る

「豊
か
な
社
会
」
を
見
直
し
て
、
「自
然
を
保
護
す
る
社
会
」

へ
と
知
恵
を
働
か
せ
て
移
行
し

よ
う
。
自
然
の
恵
み
や
今
忘
れ
ら
れ
て
い
る
生
活
の
知
恵
を
甦
ら
せ
て
、
地
球
環
境
と
共
存
で
き
る
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
求
め
よ

う
。悲

観
論
、
楽
観
論
と
も
説
得
力
が
あ
る
が
、
両
方
に
欠
落
し
て
い
る
視
点
は
、
人
類
が
も
つ
文
化
、
思
想
、
宗
教
へ
の
論
及
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
は
、
各
大
陸
や
広
範
囲
に
亘
る
各
地
域
の
気
候
風
土
等
に
育
ま
れ
た
生
活
様
式
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
思
考

・
行

動
様
式
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
生
き
方
、
考
え
方
を
強
く
支
配
す
る
枠
組
み
と
も
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ

れ
ら
は
各
地
域
の
気
候
風
土
や
各
時
代
の
人
間
の
心
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
異
な
る
、
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

特
に
宗
教
に
つ
い
て
い
え
ば
、
世
界
の
三
大
宗
教
と
い
わ
れ
る
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
始
め
ど
の
宗
教
も
、
自
分
こ
そ

が
人
類
地
球
社
会
を
指
導
救
済
す
る
原
理
を
も
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
の
に
、
各
々
の
教
義

・
教
理
は
ま
こ
と
に
違
う
。
地
球
社
会
を

指
導
す
る
宗
教
に
な
る
た
め
に
は
、
自
分
の
教
義

ｏ
活
動
様
式
が
な
ぜ
他
の
宗
教
と
格
段
に
違
う
か
に
つ
い
て
の
、
自
覚
と
反
省
が
ま
ず

必
要
で
あ
り
、
そ
の
後
で
教
義
に
つ
い
て
他
の
宗
教
と
の
統
合
が
ど
の
よ
う
に
可
能
か
を
、
神
と
の
関
わ
り
の
根
源
に
還
っ
て
掘
り
さ
げ
、

統
合
で
き
る
世
界
原
理
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
仮
に
そ
こ
ま
で
到
達
す
る
の
が
困
難
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

教
が
互
い
の
差
異
を
理
解
し
許
容
し
て
協
調
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
こ
れ
は
二
十

一
世
紀
を
迎
え
る
人
類
が
、
何
と
し

登山からみた自然保護
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て
も
解
決
す
べ
き
大
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
人
類
の
未
来
は
多
難
で
あ
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
三
大
宗
教
に
さ
え
そ
う
し

た
姿
勢
は
み
ら
れ
な
い
が
、
私
は
人
類
渾
身
の
英
知
を
期
待
し
信
じ
た
い
。
地
球
環
境
保
全
の
理
念
が
、
こ
の
難
問
解
決

へ
の
契
機
に
な

る
だ
ろ
う
。

日
本
山
岳
会
が
当
面
す
る
課
題

第

一
に
、
自
然
保
護
―
地
球
環
境
保
全
―
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
国
際
的
な
情
報
意
見
交
換
を
、
世
界
主
要
国
の
山
岳
団
体
と
の
間

で
、
会
合
や
通
信
網
な
ど
に
よ
り
進
め
た
い
。
た
だ
し
そ
の
際
異
文
化
間
に
お
け
る
自
然
観
の
相
違
に
よ
る
理
解
の
ズ
レ
に
は
、
十
分
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
エ
ド
マ
ン
ド

・
ヒ
ラ
リ
ー
な
ど
が
提
唱
す
る
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ト
ラ
ス
ト
の

日
本
組
織
が
設
立
さ
れ
、
登
山
者
の
立
場
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
お
よ
び
そ
の
他
の
世
界
の
山
岳
地
帯
の
自
然
保
護
活
動
に
歩
み
出
し
、
当
面
は
内

外
の
山
岳
に
入
る
登
山
者
の
自
然
保
護

・
環
境
浄
化
の
意
識
高
揚
を
図
る
宣
伝
活
動
を
行
う
こ
と
に
し
た
の
は
、
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ

る
。第

二
に
、
若
い
世
代
に
対
し
て
自
然
保
護
に
つ
い
て
ア
ピ
ー
ル
し
、
意
識
の
変
革
に
つ
い
て
啓
蒙
す
る
。
中
高
年
登
山
の
隆
盛
を
喜
ぶ

の
も
い
い
が
、
後
継
者
の
育
成
を
図
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
ま
ず
、
「自
然
保
護
教
育
は
幼
少
時
か
ら
始
め
、
そ
の
精
神
が
習
性
と
な
る
ま
で
徹
底
す
べ
き
だ
」
と
提
言
す
る
、
自
然
保

護
憲
章
第
四
条
を
広
く
世
間
に
訴
え
る
。
そ
し
て
人
間
を
ふ
く
む
生
物
全
体
と
環
境
系
に
わ
た
る
教
育
―
環
境
教
育
―
を
強
く
推
進
す
る

よ
う
、
文
部
省
や
教
育
委
員
会
な
ど
に
働
き
か
け
る
。
そ
の
場
合
自
然
保
護
や
公
害
防
止
だ
け
で
な
く
、
自
然
と
環
境
の
関
係
を
中
心
に

し
て
、
生
物
や
地
理
、
歴
史
な
ど
既
存
の
分
野
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
知
識
だ
け
で
な
く
直
接
体
験
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
も
認
識
し
て
も

ら
う
。
環
境
教
育
は
わ
が
国

へ
は

一
九
七
〇
年
に
紹
介
さ
れ
た
が
ま
だ
発
展
途
中
で
あ

っ
て
、
漸
く
昭
和
六
十
三
年
五
月
に
環
境
教
育
懇

談
会
が
、
報
告
書

「
み
ん
な
で
築
く
よ
り
よ
い
環
境
」
を
出
し
た
。
教
育
委
員
会
は
実
施
困
難
な
理
由
と
し
て
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
未
発
達

を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
国
連
環
境
計
画
の
調
査
で
も
、
日
本
人
の
環
境
に
対
す
る
関
心
が
極
め
て
低
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
環
境
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教
育
に
つ
い
て
は
、
日
本
は
ま
だ
世
界
の
後
進
国
な
の
で
あ
る
。
前
述
の

「
日
本
人
の
自
然
観
に
み
ら
れ
る
矛
盾
」
で
考
察
し
た
精
神
の

未
熟
性
と
、
こ
れ
も
や
は
り
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

幼
少
時
に
お
け
る
環
境
教
育
に
よ
り
芽
生
え
た
自
然
保
護
意
識
を
、
根
気
よ
く
育
成
し
開
花
さ
せ
結
実
さ
せ
る
よ
う
、
生
涯
教
育
の
視

点
か
ら
多
様
な
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
組
む
こ
と
が
、
当
事
者
の
急
務
で
あ
る
こ
と
を
機
会
あ
る
ご
と
に
啓
蒙
し
て
い
く
。

イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
の
運
動
は
、
漸
く
日
本
で
も
根
を
お
ろ
し
て
き
た
。
特
に
自
治
体
が
最
近
関
心
を
示
し

て
き
て
い
る
の
は
心
強
い
。
前
述
し
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン

・
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー

。
ト
ラ
ス
ト
を
も
含
め
て
、
こ
う
し
た
ト
ラ
ス
ト
運
動

へ
の
積

極
的
な
支
援
を
第
三
に
あ
げ
る
。

ま

　
と
　

め

以
上
の
通
り
、
自
然
保
護
―
地
球
環
境
保
全
―
に
つ
い
て
、
登
山
か
ら
み
た
私
の
見
解
を
述
べ
た
。
冒
頭
に
断
わ
っ
た
よ
う
に
、
登
山

の
道
筋
を
踏
み
外
し
て
遭
難
し
な
い
よ
う
心
を
配
り
な
が
ら
、
関
連
す
る
諸
問
題
に
も
言
及
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
文
明

・
文
化
、
自
然

観
、
宗
教
と
、
そ
し
て
地
球
社
会
の
将
来
像
に
関
す
る
問
題
は
、
登
山
概
念
の
常
識
か
ら
大
き
く
は
み
出
る
内
容
を
抱
え
て
い
る
が
、
文

化
活
動
と
し
て
の
登
山
か
ら
み
た
自
然
保
護
に
つ
い
て
論
述
を
進
め
る
上
で
、
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

最
後
に
こ
の
論
考
は
、
平
成
三
年
六
月
二
十
九
日

（土
）
に
、
新
潟
県
新
発
田
市
で
日
本
山
岳
会
に
よ
り
主
催
さ
れ
た
、
第
十
六
回
自

然
保
護
全
国
集
会
の
折
り
に
、
筆
者
が
基
調
講
演
と
し
て
述
べ
た
個
人
的
見
解
に
つ
い
て
、
加
筆
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加

え
て
お
く
。

登山からみた自然保護
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Ａ
ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
の
変
遷
　
そ
の
四
Ｖ

湯
島
さ
く
ら
ビ
ル
時
代
と
サ
ン
ビ
ュ
ー
ハ
イ
ツ
四
番
町
の
ル
ー
ム
購
入

―

よ
う
や
く
自
前
の
ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
を
取
得
―

―

高

遠

　

　

宏

ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
山
岳
第
八
十
年

（
一
九
八
五
年
）
に
島
田
巽
氏
が

「虎
ノ
門
時
代
十
五
年
」
を
、
織
内
信
彦

氏
が

「
お
茶
の
水
時
代
十
五
年
」
を
、
続
い
て
山
岳
第
八
十
二
年

（
一
九
八
七
年
）
に
松
田
雄

一
氏
に
よ
っ
て

「外
苑

コ
ー
ポ
時
代
と
錦

町
向
井
ビ
ル
時
代
」
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
は
、
向
井
ビ
ル
か
ら
再
び
流
浪
の
旅
に
出
て
、
戦
後
四
回
目
の
移
転
先
で
あ
る
湯
島
の
利
根
川
商
事

（株
）
さ
く
ら
ビ
ル
に
落
着

き
、
さ
く
ら
ビ
ル
時
代
に
自
前
の
ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
購
入
が
計
画
さ
れ
、
念
願
の
ル
ー
ム
購
入
実
現
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
、
記
録
と
し

て
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

新
ル
ー
ム
購
入
の
経
緯
の
概
要
は
、
「新
ク
ラ
ブ
ル
ー
ム

・
図
書
室
建
設
報
告
」
と
し
て
、
す
で
に
望
月
達
夫
氏
に
よ
っ
て
山
岳
第
七

十
三
年

（
一
九
七
八
年
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
は
か
な
り
重
複
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
会
の
将
来
の
た
め
に
、
私
た
ち
の
ル
ー

ム
を
手
に
入
れ
た
当
時
の
活
動
記
録
を
、
ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
の
変
遷
の

一
つ
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
。

湯
島
の
利
根
川
商
事

（株
）
さ
く
ら
ビ
ル

一
九
七
三
年
四
月
の
理
事
評
議
員
会
で
、
ル
ー
ム
移
転
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
報
告
が
さ
れ
て
い
る
。
「
不
動
産
業
者
の
仲
介
に
よ
り
、
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ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
案
内
図

文
京
区
湯
島

一
―
六
―

一

利
根
川
商
事
帥
さ
く
ら
ビ
ル
七
階

湯
島
会
館

本
郷

三
丁
日

Ｎ
ｆ
‐
‐
‐
　

　

湯

島

二
丁

目

歳ぎヽ1カ い

≪クラブ・ルームの変遷 その四>

医順
院天

堂

駿河台 ド

P,M.8.00
マデ通り
抜可

松
住
町

湯
島
聖
堂

新

宿

小
川
町

θ

聖 橋

、 水警
京療

七
、
八
件
の
候
補
地
を
見
て
廻
っ
た
結
果
、
湯
島

一
―
六
―

一

『さ
く

ら
ビ
ル
七
階
』
が
好
条
件
で
契
約
が
出
来
そ
う
な
の
で
交
渉
中
で
あ
る
、

早
急
に
話
を
す
す
め
、
総
会
に
提
案
出
来
る
よ
う
努
力
し
た
い
。」

こ
の
後
、
四
月
二
十

一
日
の
昭
和
四
十
八
年
度
通
常
会
員
総
会
当
日
、

総
会
前
に
開
か
れ
た
臨
時
理
事
評
議
員
会
で
、
ル
ー
ム
移
転
の
確
定
と

ル
ー
ム
移
転
に
と
も
な
う
定
款
第
二
条
の
改
正

（事
務
所
の
所
在
地
変

更
）
が
認
め
ら
れ
、
総
会
に
提
案
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

総
会
の
席
上
、
ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
の
移
転
が
正
式
に
発
表
さ
れ
た
。

会
報
三
三
五
号
と
三
三
六
号
に
移
転
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
の
で
、
そ

の

一
部
を
引
用
し
て
紹
介
す
る
。

「新
ル
ー
ム
は
交
通
便
利
　
今
回
、
新
し
い
ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
に
決

ま
っ
た
の
は
、
お
茶
の
水
駅
か
ら
東
京
医
科
歯
科
大
学
を
隔
て
た
湯
島

通
り
に
面
す
る
利
根
川
商
事
閉
さ
く
ら
ビ
ル
の
七
階
で
あ
り
、
交
通
の

便
も
環
境
も
よ
い
の
で
、
本
会
の
中
枢
と
し
て
最
適
の
場
所
と
期
待
さ

れ
て
い
る
。
お
茶
の
水
駅
に
は
中
央
線
、
総
武
線
の
国
電
の
ほ
か
、
地

下
鉄
丸
の
内
線
、
同
千
代
田
線
も
集
ま

っ
て
お
り
そ
れ
ぞ
れ
の
駅
か
ら

徒
歩
五
、
六
分
で
利
根
川
商
事
関
さ
く
ら
ビ
ル
に
着
く
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
面
積
も
従
来
の
向
井
ビ
ル
五
階
の
ル
ー
ム
よ
り
四
十
平
方
メ
ー

ト
ル
も
広
く
、
会
議
室
、
談
話
室
な
ど
も
広
く
と
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。」

（会
報
三
三
五
号
）
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言炎̀
:舌
室

倉庫

事務室

図 I等 室

集 会 室

廊

下

湯沸室

○

ク
ラ
ブ
・
ル
ー
ム
見
取
図

〔所
在
地
〕
東
京
都
文
京
区
湯
島

一
―
六
―

一

利
根
川
商
事
欄
さ
く
ら
ビ
ル
七
階

（四
八

。
七

六
坪
）

〔所
有
者
〕
利
根
川
商
事
欄

〔家
賃
〕
三
十
四
万
円

（月
額
）
保
証
金
七
百
三
十
五
万
円

（確
定
金
額
七
百
三
十

一
万
四
千
円
）

ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
の
移
転
に
際
し
て
の
苦
労
も
あ
り
、　
一

九
七
三
年
五
月
七
日
に
事
務
局
が
新
ル
ー
ム
に
移
転
し
、
新

年
度

（総
会
後
）
の
理
事
会
、
集
会
等
が
新
ル
ー
ム
で
催
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

会
報
三
三
六
号
の
ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
の
案
内
に
つ
い
て

一

部
引
用
す
る

（苦
労
話
と
し
て
）
。

「
…
…
内
装
も
だ
い
た
い
終
わ
り
、
前
の
向
井
ビ
ル
の
ル
ー
ム
に
比
べ
る
と
、
広
く
て
明
る
い
感
じ
が
し
ま
す
し
、
談
話
室
、
図
書
室

な
ど
も
落
着
い
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
は
何
の
困
難
も
な
く
移
転
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
所
を
探

す
ま
で
の
苦
労
、
数
々
の
む
ず
か
し
い
交
渉
、
そ
し
て
引
越
し
の
苦
労
は
大

へ
ん
な
も
の
で
し
た
。
図
書
だ
け
で
も
四
千
冊
以
上
、
大
量

の
什
器
備
品
、
個
人
の
家
屋
の
引
越
し
と
は
桁
違
い
の
規
模
で
あ
る
こ
と
が
お
判
り
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
全
会
員
の
熱
烈
な
支
援
の

も
と
に
果
た
せ
た
わ
け
で
す
が
、
特
に
ほ
と
ん
ど

一
か
月
ぐ
ら
い
、
ル
ー
ム
の
引
越
し
の
仕
事
に
専
念
さ
れ
た
、
松
本
熊
次
郎
、
伊
倉
剛

三
の
両
会
員
の
努
力
は
大

へ
ん
な
も
の
で
し
た
。
ま
た
青
年
懇
談
会
の
主
と
し
て
大
学
生
の
会
員
諸
君
、
図
書
委
員
会
の
方
々
に
厚
く
感

謝
す
る
と
と
も
に
、
大
い
に
こ
の
ク
ラ
ブ

。
ル
ー
ム
を
利
用
し
、
会
を
盛
り
立
て
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

こ
の
記
事
に
は
な
い
が
、
ル
ー
ム
移
転
に
当

っ
て
は
、
四
月
二
十
五
日
か
ら
五
月
十
日
ま
で
の
間
、
集
会
委
員
会
、
婦
人
懇
談
会
、
学
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生
委
員
会
な
ど
の
協
力
も
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
ル
ー
ム
に
つ
い
て
の
事
前
の
調
査
、
借
入
れ
、
移
転
に
当
っ
て
は

伏
見

（旧
姓
須
田
）
紀
子
会
員

（当
時
、
利
根
川
ビ
ル
向
い
の
東
京
医
科
歯
科
大
学
校
友
会
事
務
局
に
勤
務
）
の
尽
力
が
大
き
か
っ
た
。

ル
ー
ム
移
転
が
完
了
し
、
新
ル
ー
ム
開
設
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
が
五
月
二
十
六
日
に
新
ル
ー
ム
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
八
年

度
の
新
ル
ー
ム
に
お
け
る
主
要
な
行
事
と
し
て
は
、
小
集
会

（遠
征
隊
報
告
、
講
習
会
、
講
演
会
）
、
山
岳
図
書
を
語
る
夕
、
山
岳
史
懇

談
会
、
山
岳
図
書
交
換
会
等
の
開
催
の
他
、
と
く
に
こ
の
年
は
、
日
本
山
岳
会
の
生
み
の
親
で
あ
り
、
育
て
の
親
で
あ
る
小
島
烏
水
、
木

暮
理
太
郎
両
氏
の
生
誕
百
年
に
あ
た
り
、
ま
た
岡
野
金
次
郎
氏
も
同
時
代
の
先
駆
者
と
し
て
本
会
成
立
の
起
動
と
な
っ
た
と
い
う
方
で
、

三
氏
の
生
誕
百
年
記
念
展
の
準
備
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
展
示
品
や
資
料
の
収
集

・
整
理
、
記
念
展
目
録
の
作
成
な
ど
で
、
数
多
く
の
会

合
が
ル
ー
ム
で
夜
遅
く
ま
で
開
か
れ
準
備
が
す
す
め
ら
れ
た

記
念
展
は
、
藤
島
敏
男
氏
が
委
員
長
と
な
り
、
「近
代
登
山
の
先
駆
者
た
ち
―
鳥
水

・
理
太
郎

・
金
次
郎
生
誕
百
年
記
念
展
」
と
し
て
、

十
二
月
二
十
四
日
よ
り
二
十
九
日
ま
で
の
六
日
間
、
日
本

橋
丸
善
三
階
画
廊
で
開
催
さ
れ
た
。

会
報
三
三
九
号
に
準
備
に
つ
い
て
、
三
四
二
号
に
詳
細

な
内
容
が
、
三
四
四
号
に
盛
大
に
開
催
さ
れ
多
数
の
入
場

者
が
あ

っ
た
こ
と
が
、
ま
た
三
四
五
号
に
は
日
高
信
六
郎

氏
が
記
念
展
の
参
加
記
と
し
て
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

上
高
地
山
岳
研
究
所
完
成

一
九
七

一
年
度
か
ら
計
画
さ
れ
て
き
た
、
待
望
の
日
本

山
岳
会
上
高
地
山
岳
研
究
所
が
、
よ
う
や
く
完
成
し
、
竣

≪クラブ・ルームの変遷 その四≫

1973年 から1977年 までクラブルームが置かれた

「さくらビル」(1991年 9月 写す)
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左から二棟目が「さくらビル」(1991年 9月 写す)

正
式
が

一
九
七
三
年
十
月
八
日
に
行
わ
れ
、
翌

一
九
七
四
年
六
月
十
日
に

オ
ー
プ
ン
し
た
。
し
か
し
、
当
初
計
画
よ
り
予
算
が
大
幅
に
増
え
、
本
会

の
財
政
に
と

っ
て
も
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
ク
ラ
ブ

。
ル
ー
ム
も

新
し
い
場
所
に
移
転
し
、
家
賃
も
大
幅
に
増
額
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
上

高
地
山
岳
研
究
所
の
建
設
資
金
に
つ
い
て
も
会
員
諸
氏
に
対
し
て
、
再
度

の
募
金
を
依
頼
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
。

本
会
創
立
七
十
周
年
を
迎
え
る

一
九
七
五
年
は
日
本
山
岳
会
に
と

っ
て
、
創
立
七
十
周
年
と
な
る
の
で
、

一
九
七
四
年
度
の
通
常
会
員
総
会
で
、
今
西
錦
司
会
長
よ
り
準
備
委
員
会

を
設
置
す
る
と
の
説
明
が
あ

っ
た
。
ま
た
、
こ
の
総
会
で
は
名
誉
会
員

・

元
会
長
の
松
方
三
郎
氏
が

一
九
七
三
年
九
月
十
五
日
逝
去
さ
れ
た
の
で
、

同
氏
の
追
悼
会
を
あ
わ
せ
行

っ
た
。
（会
報
三
四
八
参
照
）

七
十
周
年
記
念
事
業
準
備
委
員
会

（委
員
長

・
織
内
信
彦
氏
）
で
、　
一

応
の
案
と
し
て
記
念
集
会
―
記
念
晩
餐
会
、
記
念
講
演
会
、
展
覧
会
、
山

岳
名
著
覆
刻
版
の
出
版
、
支
部
で
の
記
念
行
事
な
ど
を
企
画
し
て
、
検
討

を
す
す
め
る
こ
と
に
な
り
、　
一
九
七
五
年
度
の
通
常
総
会
で
最
終
計
画
が

発
表
さ
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

創
立
七
十
周
年
記
念
講
演
と
映
画
の
会

日
時
　
十
月
二
十
日
午
後
六
時
よ
り
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≪クラブ・ルームの変遷 その四>

場
所
　
東
京

・
九
段
会
館

◇

日
時
　
十
月
二
十
八
日
午
後
六
時
よ
り

場
所
　
大
阪

・
毎
日
ホ
ー
ル

講
師
と
演
題
は
、
東
京
＝
名
誉
会
員
槙
有
恒
氏

（山

へ
の
回
想
）
と
小
西
政
継
氏

（冬
の
北
壁
の
中
で
）
、
大
阪
＝
槙
有
恒
氏

（山

へ

の
回
想
）
と
中
島
道
郎
氏

（高
所
順
応
に
つ
い
て
）
で
、
映
画
は

「
マ
ナ
ス
ル
に
立
つ
」
の
新
プ
リ
ン
ト
版

記
念
晩
餐
会
は
恒
例
の
年
次
晩
餐
会
と
兼
ね
て
、
十
二
月
六
日
東
京

・
新
宿
の
京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
、
会
場
内
で
「覆
刻

・

日
本
の
山
岳
名
著
」
も
完
成
し
た
ば
か
り
の
も
の
が
展
示
さ
れ
た
。

記
念
講
演
と
記
念
晩
餐
会
の
詳
細
は
会
報
三
六
六
号
お
よ
び
三
六
七
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

晩
餐
会
の
席
上
、
記
念
事
業
の

一
つ
之
し
て
の
ナ
ン
ダ

・
デ
ヴ
ィ
縦
走
と
ヵ
メ
ッ
ト
登
山
の
二
つ
の
日
印
合
同
登
山
計
画
も
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
登
山
準
備
の
た
め
、
ル
ー
ム
で
は
ナ
ン
ダ

・
デ
ヴ
ィ
委
員
会
と
婦
人
ヒ
マ
ラ
ヤ
研
究
会
が
頻
繁
に
開
催
さ
れ
た
。

自
前
ル
ー
ム
購
入
の
機
運
が
出
現

本
会
創
立
以
来
、
自
前
の
ル
ー
ム
を
持

つ
こ
と
は
諸
先
輩
を
含
め
会
員

一
同
の
念
願
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
資
金
面
な
ど
で
今
ま
で

積
極
的
な
活
動
が
な
く
経
過
し
て
き
た
。
時
に
は
自
前
の
ル
ー
ム
を
購
入
し
よ
う
と
し
て
ル
ー
ム
基
金
を
集
め
た
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
借

室
住
い
を
続
け
て
き
た
。

向
井
ビ
ル
か
ら
、
さ
く
ら
ビ
ル
に
移
転
し
、
部
屋
は
広
く
な
り
、
交
通
の
便
も
良
く
は
な
っ
た
が
、
家
賃
が
大
幅
に
増
額
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、　
一
九
七
五
年
末
に
は
家
賃
値
上
げ
の
申
込
み
が
あ
り
、
理
事
会
で
、
契
約
更
改
時
に
あ
る
程
度
の
値
上
げ
に
応
ず
る
こ
と
で
交

渉
す
る
こ
と
が
決
ま

っ
た
。
こ
の
よ
う
に

一
般
的
な
物
価
高
騰
の
時
期
で
あ
り
、
家
賃
の
値
上
げ
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
が
、

会
の
財
政
に
と

っ
て
相
当
な
負
担
と
な

っ
て
き
た
。
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・
家
賃
の
推
移

（決
算
数
字
よ
り
）

昭
和
四
十
六
年
度

（
一
九
七

一
年
）

一
、　
一
人
九
、
七
二
八
円

（向
井
ビ
ル
）

昭
和
四
十
七
年
度

（
一
九
七
二
年
）

一
、　
一
八
九
、
七
二
八
円

（向
井
ビ
ル
）

昭
和
四
十
八
年
度

（
一
九
七
三
年
）

四
、　
一
六
二
、
九
九
八
円

（さ
く
ら
ビ
ル
）

昭
和
四
十
九
年
度

（
一
九
七
四
年
）

四
、
〇
九
五
、
人
四
〇
円

（さ
く
ら
ビ
ル
）

昭
和
五
十
年
度

（
一
九
七
五
年
）
　

四
、　
一
六
四
、　
一
〇
〇
円

（さ
く
ら
ビ
ル
）

昭
和
五
十

一
年
度

（
一
九
七
六
年
）

四
、
九

一
四
、
九
六
〇
円

（さ
く
ら
ビ
ル
）

こ
れ
だ
け
、
高
額
の
家
賃
を
払
う
の
で
あ
れ
ば
、
借
金
を
し
て
で
も
自
前
の
ル
ー
ム
を
購
入
し
た
ほ
う
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
、
昭
和
五
十

一
年

（
一
九
七
六
）
三
月
六
日
の
理
事
会
で
正
式
に
取
上
げ
ら
れ
、
若
手
の
理
事
で
ル
ー
ム
購
入
計
画
特
別
委
員
会

を
設
置
し
、
検
討
す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。

そ
の
後
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
望
月
達
夫
氏
が
山
岳
第
七
十
三
年

（
一
九
七
八
年
）
に

「新
ク
ラ
ブ
ル
ー
ム

・
図
書
室
建
設
報
告
」
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
物
件
探
し
が
行
わ
れ
、
都
心
で
土
地
を
購
入
し
て
建
物
を
造
る
こ
と
は
、
地
価
の
面
か
ら
無
理
で
あ
る
の
で
、
山
手
線
内
の

場
所
で
適
当
な
物
件
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
千
代
田
区
四
番
町
に
建
築
予
定
の
サ
ン
ビ
ュ
ー
ハ
イ
ツ
一
階
が
、
有
力
な
候
補
物
件
と
し

て
あ
が
っ
て
き
た
。
委
員
会
、
理
事
会
で
検
討
の
結
果
、
こ
の
物
件
購
入
に
つ
い
て
積
極
的
に
交
渉
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
七
七
年

（昭
和
五
十
二
年
）
四
月
二
十
二
日
開
催
の
通
常
会
員
総
会
の
席
上
、
会
員
が
久
し
く
待
望
し
て
い
た
本
会
自
前
の
ル
ー

ム
の
購
入
と
そ
の
全
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

総
会
開
催
通
知
に
は
、
「新
ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム

（図
書
室
）
購
入
に
つ
い
て
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「本
会
ル
ー
ム
が
現
在
迄
多
年
借
室
で
き
ま
し
た
こ
と
は
ご
承
知
の
通
り
で
す
が
、
借
室
料
の
値
上
り
等
の
た
め
、
将
来
の
会
の
財
政

を
顧
慮
し
自
己
所
有
の
ル
ー
ム
に
き
り
か
え
る
方
針
に
つ
い
て
は
、
予
て
申
し
上
げ
て
き
た
所
で
す
。
先
般
千
代
田
区
四
番
町
に
新
築
さ
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れ
る
サ
ン
ビ
ュ
ー
ハ
イ
ツ

（
マ
ン
シ
ョ
ン
）

一
階
に
恰
好
な
物
件
が
見
つ
か
り
、
そ
の
購
入
に
つ
い
て
日
下
詳
細
検
討
の
段
階
で
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
件
が
総
会
で
承
認
さ
れ
し
だ
い
、
詳
細
の
ご
通
知
と
と
も
に
、
会
員
各
位
か
ら
の
絶
大
な
募
金
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
る

と
存
じ
ま
す
。
そ
の
節
は
何
卒
宜
敷
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。」

待
望
の
自
前
ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
購
入

昭
和
五
十
二
年

（
一
九
七
七
年
）
四
月
二
十
二
日
の
総
会
で
、
会
長
が
今
西
錦
司
氏
か
ら
西
堀
栄
三
郎
氏
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
、
従

来
の
ル
ー
ム
委
員
会
を
解
散
し
、
あ
ら
た
に
西
堀
会
長
を
委
員
長
と
す
る
募
金
委
員
会
が
発
足
し
、
委
員
の
選
任
、
顧
間
、
参
与
の
就
任

ね
が
い
、
全
会
員
に
協
力
を
お
願
い
す
る
依
頼
状
を
発
送

（六
月
中
に
）
し
、
募
金
達
成
に
向
け
発
進
し
た
。

会
報
三
八
五
号
に
、
「わ
た
し
た
ち
の
ル
ー
ム
を
わ
た
し
た
ち
の
手
で
〃
　̈
ル
ー
ム
募
金
募
集
の
お
願
い
―
会
長
、
募
金
委
員
長
　
西

堀
栄
三
郎
」
と
巻
頭
に
大
き
く
会
員

へ
の
募
金
の
よ
び
か
け
を
行

っ
た
。

所
要
資
金
中
、
長
期
借
入
金
の
返
済
は
現
在
の
年
間
支
払
家
賃
と
ほ
ぼ
同
額
を
も
っ
て
、
十
数
年
で
完
済
す
る
予
定
で
、
会
の
自
己
資

金
と
の
差
額
の
二
千
万
円
に
つ
い
て
は
会
員
か
ら

一
千
万
円
、
会
員
外

（主
と
し
て
法
人
）
か
ら

一
千
万
円
の
寄
付
に
よ
る
。

●
新
ル
ー
ム
の
概
要

名
称
　
「
サ
ン
ビ

ュ
ー
ハ
イ
ツ
四
番
町
」

（住
宅
用
マ
ン
シ
ョ
ン
）

場
所
　
千
代
田
区
四
番
町
五
番
四

（国
電
市
ヶ
谷
駅
徒
歩
七
分
、
地
下
鉄
有
楽
町
線
麹
町
駅
徒
歩
六
分
）

ス
ペ
ー
ス
　

一
階

一
六
四

・
三
五
平
方
陣
川
（約
五
十
坪
）
本
会
専
用
の
出
入
口
付

０
所
要
資
金
　
八
〇
、
○
○
○
千
円

内
訳

買
取
資
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
、
○
○
○
千
円

図
書
室
整
備
費
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
、
○
○
○
千
円

≪クラブ・ルームの変遷 その四≫
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内
装
費
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
、
○
○
○
千
円

引
越
費
用
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
、
○
○
○
千
円

募
金
事
務
費
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
一
、
○
○
○
千
円

０
調
達
方
法

会
の
自
己
資
金
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
、
○
○
○
千
円

長
期
借
入
金
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
、
○
○
○
千
円

会
員
及
び
会
員
外
か
ら
の
募
金
　
一
一〇
、
○
○
○
千
円

計
　
　
　
　
　
　
　
八
〇
、
○
○
○
千
円

問
会
員
各
位
か
ら
の
募
金
目
標
額
　
一
〇
、
○
○
○
千
円

０
募
金
方
法

会
員
の
寄
付
金
は

ｍ
東
京
都
、
神
奈
川
、
埼
玉
、
千
葉
各
県
に
在
住
さ
れ
る
会
員

一
口
金

一
万
円

０
そ
の
他
の
地
域
に
在
住
さ
れ
る
会
員

一
口
金
五
千
円

募
金
に
つ
い
て
は
、
会
員
各
位
の
多
大
な
る
協
力
と
、
会
員
外
の
法
人
か
ら
の
募
金
は

「山
岳
図
書
室
建
設
資
金
」
と
い
う
こ
と
で
あ

っ

た
が
、
西
堀
委
員
長
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
、
と
く
に
関
西
、
中
京
地
区

へ
足
を
は
こ
ん
だ
募
金
委
員
、
支
部
長
な
ど
の
努
力
で
、
日
標

を
か
な
り
上
ま
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
　

募
金
に
つ
い
て
は
、
会
員
に
つ
い
て
は
会
報
三
八
六
号
以
降
毎
号
に
ル
ー
ム
基
金
応
募
者
ご
芳

名
を
掲
載
し
て
お
り
、
法
人
関
係
に
つ
い
て
は
会
報
四
〇
〇
号
に
社
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
の
本
会
ル
ー
ム

・
図
書
室
は
、
顧
間
の
方
々
、
会
員
各
位
の
多
大
な
る
協
力
に
よ
り
購
入
で
き
た
の
で
あ
る
。
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≪クラブ・ルームの変遷 その四>

ル
ー
ム
購
入
の
収
支
に
つ
い
て
は
、
五
十
三
年

（
一
九
七
八
年
）
の
通
常
会
員
総
会
で
報
告
が
あ
り
、
ま
た
、
山
岳
第
七
十
三
年
に
も

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
が
、
最
終
的
な
も
の
は
、
会
報
四

一
〇
号
に
望
月

・
高
遠
の
名
前
で
報
告
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の

会
の
財
政
基
盤
を
安
定
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
会
員
の
力
の
結
集
が
ル
ー
ム
の
購
入
で
あ
っ
た
。
会
報
四

一
〇
号
の
ル
ー
ム
購
入
収
支
報

告
を
次
に
記
し
て
、
自
前
の
ル
ー
ム
購
入
に
つ
い
て
の
記
録
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

「
ル
ー
ム
購
入
収
支
報
告

新
ル
ー
ム
購
入
の
収
支
は
、
本
会
の
昭
和
五
十
二
年
度
、
五
十
三
年
度
の
決
算
報
告
中
に
、
ま
た
が
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
お
解

り
に
く
い
点
も
あ
ろ
う
と
思
い
、
ル
ー
ム
購
入
の
収
支
だ
け
を
ぬ
き
出
し
て
ご
説
明
し
ま
す
。
（昭
和
五
十
四
年
三
月
末
現
在
）

な
お

『山
岳
』
第
七
十
三
年
の
報
告
中
に
揚
げ
た
数
字
は
、
五
十
三
年
九
月
末
の
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
数
字
が
最
終
的
の
も
の
と
ご

承
知
下
さ
い
。

（説
明
）

一
、
当
初
、
銀
行
か
ら
の
借
入
金
は
五
千
万
円
を
予
定

し
た
が
、
最
終
的
に
は
四
千
万
円
で
す
み
、
会
の
資
産
構
成
は

よ
く
な
っ
た
。
（「山
岳
」
七
十
三
年
の
報
告
を
修
正
し
ま
す
）

二
、
募
金
事
務
費
中
に
は
、
オ
ー
プ
ン

・
パ
ー
テ
ィ
ー

（二
回
）

の
経
費
を
含
ん
で
い
る
。

三
、
会
員
か
ら
の
募
金
額
は
最
終
的
に
会
報
四
〇
三
号
記
載
の

金
額
よ
り
約
八
二
、
○
○
○
円
少
な
く
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の

理
由
は
申
込
み
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
入
金
の
な

か
っ
た
会
員
が
数
名
あ
り
、
そ
れ
を
補
正
し
た
た
め
で
あ
る
。

以
上
を
も
っ
て
、
ル
ー
ム
募
金
関
係
の
す
べ
て
の
報
告
を
完
了

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。」

¥17,371,410

13,580,000

40,000,000

7,314,000

1,457,000

84,933

会員から

法人から

銀行借入金

保証金返戻分

ルーム基金積立金

雑収入 (預金利息 )

〔収入〕

募 金

計

〔支出〕

建物購入費

什器備品費

引越費用

雑品購入費

募金事務費

¥79,807,343-④

¥72,720,170

3,385,470

1,154,942

204,612

1,690,133

計      ¥79,155,327-③
④―③……………………………¥652,016-③

③をルーム基金積立金 (別会計)と して,将
来の修理等のため備える。
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サ
ン
ビ

ュ
ー
ハ
イ
ツ
四
番
町

へ
の
移
転

待
望
の
自
前
ク
ラ
ブ

ｏ
ル
ー
ム
の
購
入
が
決
定
し
、
募
金
活
動
の
進
展
に
合
せ
て
、
建
物
の
完
成
が
近
づ
き
、　
一
九
七
七
年

（昭
和
五

二
年
）
十
二
月
に
内
装
も
完
了
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
十

一
月
の
理
事
会
で
引
越
計
画
の
担
当
が
決
め
ら
れ
、
十
二
月
の
理
事
会
で
は
、

「新
し
い
年
は
新
し
い
ル
ー
ム
か
ら
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
ル
ー
ム
の
移
転
が

一
九
七
八
年

一
月
二
十
九
日
と
決
定
し
、
ル
ー
ム
移
転
に
と

も
な
う
本
会
事
務
所
の
住
所
変
更
で
定
款
変
更
の
た
め
の
臨
時
総
会
を

一
九
七
八
年

（昭
和
五
十
三
年
）

一
月
十

一
日
に
本
会
ル
ー
ム
で

開
催
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
臨
時
総
会
終
了
後
、
文
部
大
臣
へ
の
定
款

一
部
変
更
、
長
期
借
入
金
承
認
申
請
の
手
続
き
が
行
わ
れ
た
。

一
九
七
八
年

一
月
二
十
九
日
に
事
務
局
が
移
転
し
、
新
し
い
自
前
ル
ー
ム
で
の
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。
移
転
に
際
し
て
は
、
担
当
理
事

を
は
じ
め
、
総
務
委
員
会
、
集
会
委
員
会
、
図
書
委
員
会
、
婦
人
懇
談
会
、
青
年
懇
談
会
等
の
各
委
員
、
ま
た
学
生
部
の
諸
君
の
多
大
な

協
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
ル
ー
ム
物
件
は
、
ま
だ
計
画
中
の
段
階
で
橋
本
清
会
員
に
よ
っ
て
情
報
が
も
た
ら
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
合
わ
せ
て
付
記
し
て
お
き
た
い
。

新
ル
ー
ム
の
オ
ー
プ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
ー
が
多
数
の
会
員
が
集
ま
り
、
三
月
十

一
日
に
開
催
さ
れ
、
ま
た
法
人
関
係
の
寄
附
応
募
者
招
待

の
ル
ー
ム
オ
ー
プ
ン
。
パ
ー
テ
ィ
ー
が
四
月
二
十

一
日
に
開
催
さ
れ
た
。

現
在
、
会
員
各
位
が
利
用
し
て
い
る
ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
を
本
会
自
前
の
も
の
と
で
き
た
の
も
、
当
時
の
役
員
、
委
員
、
会
員
諸
氏
と
多

く
の
関
係
者
の
ご
支
援
、
ご
協
力
、
努
力
が
あ
っ
た
こ
と
を

一
言
記
し
て
お
き
た
い
。
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「日
本
の
山
岳
標
高

一
覧
」
の
発
表

五
百
沢
　
智
　
也

一
九
九

一
年
八
月
二
十
九
日
、
建
設
省
国
土
地
理
院
は
、
技
術
資
料
と
し
て

『日
本
の
山
岳
標
高

一
覧
―

一
〇
〇
三
山
―
』
を
発
表
し

た
。こ

れ
は
、
日
本
各
地
の
山
岳
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
地
域
ご
と
に
並
べ
、
そ
の
山
頂
の
位
置
と
標
高
の
デ
ー
タ
を
表
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
欲
し
い
人
は
、
日
本
地
図
セ
ン
タ
ー
で
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
定
価

一
五
〇
〇
円
、
Ｂ
５
版

一
四
五
頁
の
冊
子
と
な
っ
て

い
る
こ
の
刊
行
物
の
内
容
に
関
連
す
る
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
つ
い
て
、
国
土
地
理
院
の
作

っ
た
、
「山
の
高
さ
に
関
す
る
委
員
会
」
の
委

員
長
と
し
て
報
告
し
て
お
き
た
い
。

一
九
八
九
年
の

一
月
、
建
設
省
国
土
地
理
院
の
野
々
村
邦
夫
測
図
部
長
か
ら
電
話
が
あ

っ
た
。
測
図
部
で
は
山
の
標
高
を
研
究
作
業
の

形
で
進
め
て
お
り
、
来
る
測
量
法
施
行
四
十
周
年
を
記
念
し
て
定
め
ら
れ
る
六
月
三
日
の
第

一
回

「
測
量
の
日
」
に
、
と
り
あ
え
ず
、
二

五
〇
〇
陣
月
以
上
の
山
岳
に
つ
い
て
標
高

一
覧
表
を
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
表
の
ま
と
め
方
に
つ
い
て
相
談
に
の
っ

て
く
れ
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。

二
月
三
日
の
午
後
、
国
土
地
理
院
で
第

一
回
日
の
会
合
が
あ

っ
た
。

こ
こ
で
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
地
図
作
り
に
お
け
る
山
岳
の
表
現
や
山
の
標
高
に
関
す
る
問
題
を
ざ

っ
と
説
明
し
て
お
こ
う
。

「日本の山岳標高一覧」の発表
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陸
軍
参
謀
本
部
の
地
図
、
陸
地
測
量
部
の
地
図
は
、
そ
も
そ
も
は
軍
用
目
的
の
地
図
で
あ

っ
た
が
、
登
山
に
も
欠
か
せ
な
い
重
要
な
デ
ー

タ
と
し
て
利
用
さ
れ
、
日
本
山
岳
会
と
も
情
報
交
換
や
交
流
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
の
地
形
を
水
平
曲
線

（等
高
線
）
や

変
形
地

（崖
記
号
や
露
岩
記
号
）
で
た
く
み
に
表
現
す
る
こ
と
に
意
は
用
い
て
も
、
そ
の
山
岳
の
最
高
地
点
す
な
わ
ち
山
頂
が
ど
こ
に
あ

る
か
、
そ
の
標
高
は
い
く
ら
で
あ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
は
意
識
し
て
の
各
個
調
査
を
行

っ
た
り
、
地
図
上
の
表
現
を
組
織
的
に
実
施
し
た

り
す
る
こ
と
は
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

地
図
の
記
号
を
ど
う
解
釈
し
、
ど
う
使
っ
て
、
地
表
面
の
あ
り
さ
ま
を
地
図
上
に
表
現
す
る
か
を
指
導
す
る

「
地
形
図
図
式
詳
解
」
に

も
、
山
を
ど
う
表
現
し
、
山
の
頂
上
と
そ
の
標
高
を
ど
う
取
扱
う
か
と
い
っ
た
定
め
と
指
針
は
無
い
。
部
分
的
な
変
形
地
の
表
現
法
は
定

め
て
あ
る
が
、
山
の
地
形
全
体
に
つ
い
て
の
定
め
は
無
く
、
水
平
曲
線

（等
高
線
）
の
扱
い
方
、
そ
れ
に
よ
る
地
形
表
現
の
概
念
的
表
現

法
が
説
明
し
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

「水
平
曲
線

ハ
土
地
ノ
凹
凸
、
起
伏
、
傾
斜
ノ
景
況
ヲ
示
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
用
図
者
ヲ
シ
テ

一
見
土
地
ノ
大
勢
ヲ
察
シ
再
見
其
砕
貌
ヲ
知

ラ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
地
貌
現
図
ノ
要
旨
ト
ス
是
ヲ
以
テ
地
貌
ノ
骨
格
ヲ
成
形
ス
ル
大
小
ノ
地
性
線

ハ
天
然
ノ
法
則
二
従
ヒ
能
ク
地
貌
ノ
権
衡

ヲ
保
ツ
ヘ
キ

ハ
勿
論
曲
線
ノ
描
画
ハ
殊

二
巧
妙
ノ
技
価
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」

「絶
頂
、
山
顛
、
鞍
部
、
山
級
等
ノ
緊
要
ニ
シ
テ
広
キ
モ
ノ
ハ
首
曲
線

（主
曲
線
と
同
じ
）
ヲ
用
ヒ
テ
其
周
隣
ノ
地
貌
ヲ
現
図
ス
ル
ト

キ
ト

雖

特

二
間
曲
線
或
ハ
助
曲
線
に
依
リ
テ
其
高
サ
或
ハ
広
サ
ヲ
示
ス
ヘ
シ
但
鞍
部

二
於
ケ
ル
対
曲
線
は
地
形

二
依
リ
テ
ハ
挿
入
セ
サ

ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
」

「緊
要
ナ
ル
凸
起
地
及
凹
陥
地
ノ
比
高
小
ニ
シ
テ
首
曲
線
或

ハ
間
曲
線
ヲ
以
テ
其
形
状
ヲ
明
示
シ
難
キ
モ
ノ
ハ
前
項

二
準
シ
テ
之
ヲ
現

示
ス
ヘ
シ
」

「山
頂
及
鞍
部
二
於
ケ
ル
水
平
曲
線

ハ
幾
何
写
図
所
載
ノ
標
高

ニ
ヨ
ル
ヘ
シ
但
独
立
標
高
と
同
高
ノ
頂

。曲
線

ハ
之
ヲ
描
カ
サ
ル
モ
ノ
ト

ス
」最

後
の
項
は
、
山
頂
や
鞍
部
の
等
高
線
は
、
測
定
し
た
地
点
の
標
高
と
不
合
理
が
な
い
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
、
標
高
点
や
三
角
点
と
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同
高
と
な
る
等
高
線
は
点
の
表
現
で
十
分
で
、
ま
わ
り
に
等
高
線
を
表
示
し
な
く
と
も
良
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

以
上
が
山
岳
の
地
形
表
現
の
原
則
で
、
こ
れ
と
、
全
体
の
原
則
、
土
地
の
凹
凸
、
起
伏
、
傾
斜
の
よ
う
す
が
、　
一
見
し
て
大
体
の
も
よ

う
を
つ
か
み
と
る
こ
と
が
で
き
て
、
く
わ
し
く
見
れ
ば
そ
の
こ
ま
か
い
土
地
の
状
況
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を

保
つ
よ
う
に
表
現
す
る
や
り
方
に
合
致
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

山
の
名
前
の
表
示
法
に
つ
い
て
は
、
こ
ま
か
い
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

山
岳
や
岡
な
ど
の
地
名
は
、
標
高
で
文
字
の
大
き
さ
を
区
分
し
て
表
示
す
る
が
、
似
た
よ
う
な
高
さ
、
大
き
さ
な
の
に
、
ち
ょ
っ
と
の

差
で
字
大
が
変
っ
て
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
な
く
な
る
よ
う
な
場
合
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
、
あ
る
て
い
ど
勘
案
し
て
も
良
い
と
し
て
い
た
。

い
ま
は
ほ
と
ん
ど
機
械
的
に
字
大
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
有
名
な
山
で
も
標
高
が
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
未
満
の
山
は
す
べ
て
字
大
が

一
ミ
リ
五
と
な
っ
て
し
ま
い
、
日
を
凝
ら
し
て
探
さ
な
い
と
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。

高
原
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
る
小
山
は
、
比
高
で
字
大
を
決
定
し
、
山
だ
か
岡
だ
か
わ
か
ら
な
い
地
名
は
×
×
山
と
か
○
○
岡
と
い
う

よ
う
に
後
に
山
や
岡
を
つ
け
て
そ
の
種
類
を
表
わ
す
。

山
脈
は
分
水
界
の
上
に
そ
の
山
脈
の
連
続
す
る
向
き
に
あ
わ
せ
て
地
名
を
入
れ
、
た
く
さ
ん
の
山
を
総
合
し
て

一
つ
の
山
の
名
で
表
わ

す
よ
う
な
場
合
、
た
と
え
ば
、
穂
高
岳
、
蔵
王
山
、
八
ヶ
岳
な
ど
は
、
群
山
の
注
記
と
言
っ
て
そ
の
対
象
山
域
の
ま
ん
中
へ
ん
に
ゴ
チ
ッ

ク
体
で
少
し
大
き
い
字
大
で
表
示
す
る
し
、
山
は
頂
上
の
上
に
く
る
よ
う
に
文
字
の
位
置
を
定
め
る
。
山
頂
が
複
数
の
ピ
ー
ク
で
成
り
立
っ

て
い
る
場
合
は
、
ま
ん
中
へ
ん
に
、
長
い
も
の
に
は
沿
わ
せ
て
、
山
脈
や
群
山
と
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
表
示
す
る
。
山
の
中
の
ピ
ー
ク

な
ど
の
部
分
的
な
も
の
に
つ
い
て
は

「嶺
峯
」
と
称
し
て
、
小
さ
な
地
物
に
対
す
る
注
記
法
で
表
示
し
た
り
、
大
き
い
山
名
と
合
わ
せ
て

そ
の
小
部
分
の
名
も
あ
わ
せ
て
並
べ
書
き
し
た
り
す
る
や
り
方
も
あ
っ
た
。

ま
た
地
形
図
に
山
頂
が
入
ら
ず
、
山
体
を
示
す
等
高
線
が
大
き
く
見
え
て
い
る
よ
う
な
山
地
に
は
、
「山
側
」
「山
麓
」
の
注
記
が
示
さ

れ
て
い
た
。
昔
の

「大
町
」
五
万
分
の
一
図
葉
に

「鹿
島
槍
ヶ
岳
山
側
」
が
あ
っ
た
の
を
覚
て
お
い
で
の
方
も
多
い
だ
ろ
う
。

建
設
省
国
土
地
理
院
に
な
っ
て
か
ら
の
地
図
作
り
は
、
空
中
写
真
測
量
に
よ
る
よ
う
に
な
っ
て
技
術
体
系
が
変
わ
り
、
昭
和
三
十
九
年
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か
ら
は
民
間
測
量
会
社

へ
の
外
注
作
業
が
主
体
と
な
っ
て
、
陸
地
測
量
時
代
の
地
図
作
り
と
は
ま

っ
た
く
別
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
横
か
ら
見
て
の
平
板
測
量
に
対
し
て
、
ま
う
え
か
ら
見
お
ろ
す
空
中
写
真
測
量
な
の
で
、
横
か
ら
見
て
の
目
立
つ
地
形
も

日
立
た
な
く
な
り
、
標
高
点
の
位
置
の
え
ら
び
方
も
変

っ
て
き
た
。
平
板
測
量
時
代
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
地
点
を
狙
い
観
測
し
て
そ

の
標
高
を
出
し
、
そ
の
標
高
を
手
が
か
り
に
等
高
線
を
描
画
し
た
の
に
、
空
中
写
真
測
量
は
、
上
か
ら
眺
め
て
、
同
じ
高
さ
の
点
を
地
面

か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
水
平
移
動
さ
せ
て
等
高
線
を
描
示
し
、
つ
い
で
に
地
面
の
よ
く
見
え
る
と
こ
ろ
で
地
形
的
に
も
日
標
に
な
り
そ
う

な
、
頂
上
、
鞍
部
、
尾
根
や
川
の
分
岐

・
合
流
点
、
道
路
の
屈
曲
点
、
交
差
点
に
あ
る

一
定
密
度
に
な
っ
て
、
等
高
線
を
読
み
と
る
助
け

に
な
る
よ
う
に
標
高
点
を
測
定
し
て
お
く
と
い
う
よ
う
に
変
わ
っ
た
。

平
板
測
量
と
空
中
写
真
測
量
で
求
め
た
標
高
点
の
数
値
は
、
測
量
法
、
計
算
法
の
ち
が
い
で
、
同
じ
地
点
を
測
っ
て
も
二
～
三
屑
て
い

ど
違

っ
て
く
る
の
は
あ
た
り
ま
え
、
こ
れ
ぐ
ら
い
は
許
さ
れ
る
誤
差
と
考
え
て
良
い
の
だ
が
、
数
値
の
違
い
は
あ
く
ま
で
違
い
で
あ
る
。

昭
和
五
年
ご
ろ
完
成
し
た
日
本
本
土
の
五
万
分
の

一
地
形
図
に
表
示
さ
れ
て
い
た
標
高
点
と
、
昭
和
五
十
九
年
に
完
了
し
た
全
国
二
万
五

千
分
の

一
地
形
図
の
同
じ
標
高
点
の
数
値
が
あ
る
て
い
ど
違

っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
だ
。

そ
れ
に
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
横
か
ら
見
た
地
形
と
上
か
ら
見
た
地
形
の
差
に
よ
る
標
高
点
の
位
置
の
違
い
が
あ
れ
ば
、
標
高
の
差
は

も
っ
と
大
き
く
な
る
。

標
高
点
の
位
置
の
え
ら
び
方
は
、
図
式
で
、
主
要
な
山
頂
、
…
…
小
さ
い
丘
、
砂
丘
、
溶
岩
等
の
頂
、
…
…
特
に
展
望
の
良
好
な
地
点

な
ど
を
選
ぶ
と
さ
れ
て
お
り
、
山
頂
は
だ
い
た
い
え
ら
ば
れ
る
よ
う
に
定
め
て
あ
る
が
、
標
石
の
あ
る
三
角
点
な
ど
の
な
い
山
頂
が
え
ら

ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
主
要
な
山
頂
で
も
附
近
に
三
角
点
な
ど
の
基
準
点
が
あ
る
場
合
は
標
高
点
が
測
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は

ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
っ
て
良
い
。
し
か
し
、
三
角
点
は
、
山
頂
を
示
す
基
準
点
で
は
な
い
。
く
わ
し
い
地
図
作
り
を
実
施
す
る
た
め
に
、

丸
い
地
球
の
表
面
を
く
ぎ

っ
て
、
三
角
点
の
間
で
は
、
平
面
と
し
て
測
量
で
き
る
よ
う
に
、
数
時鰐
の
間
隔
で
設
置
さ
れ
た
地
球
上
の
位

置
と
標
高
を
観
測
し
た
地
点
を
あ
と
あ
と
ま
で
保
存
す
る
た
め
に
位
置
を
示
す
十
字

マ
ー
ク
を
き
ざ
ん
だ
石
を
地
面
に
埋
め
こ
ん
だ
も
の

で
あ
る
。
三
角
点
の
大
事
な
の
は
、
こ
の
十
字
の
交
点
の
位
置
で
あ
り
、
こ
れ
を
動
か
し
た
り
抜
き
さ
っ
た
り
し
て
は
、
せ
っ
か
く
の
観
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測
が
す
べ
て
無
駄
に
な
り
、
以
後
の
地
図
作
り
や
地
殻
活
動
の
観
測
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

三
角
点
は
、
隣
り
合
う
三
角
点
が
見
渡
わ
た
せ
る
位
置
で
な
い
と
困
る
の
で
、
山
が
ち
の
地
域
で
は
、
山
頂
附
近
の
地
点
が
選
ば
れ
る

が
、
必
ず
し
も
最
高
地
点
で
な
く
と
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
足
場
が
良
く
、
櫓
を
組
み
易
い
あ
る
て
い
ど
の
広
さ
を
も
っ
た

と
こ
ろ
が
良
い
。
山
頂
に
古
い
時
代
か
ら
の
神
社
や
石
室
が
あ
れ
ば
、
当
然
そ
こ
は
避
け
て
、
ま
わ
り
を
見
渡
せ
る
と
こ
ろ
が
選
ば
れ
る
。

立
山
の
雄
山
、
白
山
の
御
前
峰
、
月
山
の
山
頂
、
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
三
角
点
が
あ
る
。
ま
た
高
い
山
頂
で
も
麓
の
見
渡
せ
な

い
と
こ
ろ
は
だ
め
で
稜
が
張
り
出
し
て
視
界
の
広
が
る
地
点
が
選
ば
れ
る
。
常
念
岳
が
標
高
点
で
、
前
常
念
に

一
等
三
角
点
が
あ
る
の
は

そ
の
例
で
あ
る
。

山
の
標
高
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
三
角
点
の
あ
る
主
要
な
山
岳
は
、
そ
の
三
角
点
が
あ
る
の
が
原
因
と
な
っ
て
最
高
地
点
の
位
置
も

そ
の
標
高
も
全
然
考
慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
過
ぎ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
古

い

『山
日
記
』
の
山
岳

一
覧
表
を
見
て
も
、
等
高
線
の

数
値
し
か
、
そ
の
山
の
標
高
に
関
す
る
情
報
が
無

い
山
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
山
に
関
す
る
調
査
や
表
現

に
対
す
る
考
え
方
が
明
分
化
さ
れ
て
お
ら
ず
定
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
せ
め
て
、
山
名
の
注
記
さ
れ
て
い
る
山
や
峰
に
は
必

ず
標
高
点
に
よ
る
標
高
の
明
示
が
定
め
ら
れ
て
い
て
も
良
い
と
思
う
。

図
化
の
規
定
に
、
「山
頂
、
お
う
地
、
お
よ
び
峠
等
は
、
等
高
線
の
落
ち
を
ふ
せ
ぐ
た
め
、
そ
の
高
さ
を
測
定
し
、
か
つ
、
標
高
値
を

図
化
素
図
に
記
入
す
る
こ
と
」
と
い
う
項
が
あ
る
が
、
今
回
の
作
業
で
も
、
そ
れ
を
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
図
化
素
図
の
保
存
が
行
わ

れ
て
い
な
い
た
め
、
事
後
の
確
認
は
致
し
か
ね
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
（二
万
五
千
分

一
地
形
図
基
本
図
測
量
作
業
規
程
第
八
章
図

化
作
業
、
第
三
節
図
化
の
実
施
、
第

一
六
〇
条
第
二
の
四
）

こ
の
規
程
の
第

一
五
九
条
に
項
と
し
て
、
「山
岳
や
主
要
な
峰
に
あ

っ
て
は
、
基
準
点
を
有
す
る
山
頂
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
最
高
地
点

の
測
定
を
行
な
い
、
そ
れ
を
表
示
す
る
こ
と
」
と
追
加
し
て
、
今
後
、
す
べ
て
の
山
頂
の
標
高
が
測
定
さ
れ
、
図
式
に
も
同
様
の
規
程
を

入
れ
、
地
形
図
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
希
望
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、　
一
九
九

一
年
の
国
土
地
理
院
に
対
す
る
報
告
に
提
案

と
し
て
入
れ
た
の
だ
が
、
ま
だ
国
土
地
理
院
か
ら
明
る
い
解
答
は
来
て
い
な
い
。

45



さ
て
話
を
元

へ
戻
そ
う
。

国
土
地
理
院
測
図
部
は
、
最
近
、
地
元
の
要
望
な
ど
に
よ
り
、
全
国
各
地
で
、
山
岳
の
標
高
の
点
検
補
測
を
や
っ
て
、
い
く
つ
か
の
山

で
新
し
い
標
高
が
得
ら
れ
て
い
る
。
尾
瀬
の
魃
ヶ
岳
、
上
信
の
浅
間
山
、
関
東
山
地
の
北
奥
千
丈
岳
、
立
山
の
雄
山
、
九
州
の
く
じ
ゅ
う

連
山
最
高
の
中
岳
、
福
岡
県
最
高
の
本
釈
迦

ヶ
岳
な
ど
は
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
山
だ
。
浅
間
山
も
魃

ヶ
岳
も
三
角
点
や
標
高
点
の
な
い
高

い
値
の
等
高
線
が
存
在
し
て
い
て
、
等
高
線
数
値
と
い
う
大
雑
把
な
デ
ー
タ
し
か
無
か
っ
た
山
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
　

国
土
地
理
院
で
は
、

調
査
研
究
作
業
と
し
て
、
山
岳
の
情
報
の
デ
ー
タ
を
組
織
的
、
体
系
的
に
整
理
す
る
こ
と
を
や
り
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
標
高
二
五

〇
〇
陣
月
以
上
の
山
に
限
定
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
生
じ
た
、　
一
つ
の
山
に
存
在
す
る
新
旧
喰
い
ち
が
っ
た
標
高
デ
ー
タ
や
、
基
準
点
、
標
高

点
、
等
高
線
の
デ
ー
タ
の
混
在
な
ど
を
整
理
し
、
山
の
標
高
順
位
表
や
山
名
の

一
覧
表
を
作
り
、
測
量
の
日
に
公
表
す
る
こ
と
を
考
え
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
測
図
部
の
作

っ
た
原
案
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。

１
、
富
士
山
三
七
七
六

（剣
ヶ
峰
、
自
由
岳
、
宝
永
山
）
、
２
、
自
根
三
山
三

一
九
二

（北
岳
、
間
ノ
岳
、
農
鳥
岳
、
中
白
根
山
、
西
農
鳥
岳
、
三
峰
岳
、

広
河
内
岳
、
小
太
郎
山
、
大
唐
松
山
）
、
３
、
穂
高
岳
三

一
九
〇

（奥
穂
高
岳
、
北
穂
高
岳
、
涸
沢
岳
、
前
穂
高
岳
、
明
神
岳
、
西
穂
高
岳
、
間
ノ
岳
、
蒲
田
富
士
）

４
、
槍

ヶ
岳
三

一
人
○

（槍
ヶ
岳
、
大
喰
岳
、
中
岳
、
南
岳
）
、
５
、
荒
川
岳
三

一
四

一

（東
岳
、
中
岳
、
前
岳
、
千
枚
岳
、
マ
ン
ノ
ー
沢
頭
）
、
６
、

赤
石
岳
三

一
二
〇

（赤
石
岳
、
小
赤
石
岳
）
、
７
、
御
嶽
山
三
〇
六
三

（剣
ヶ
峰
、
摩
利
支
天
山
、
継
母
岳
、
継
子
岳
）、
８
、
塩
見
岳
…
…
と

い
っ
た
具

合
に
続
く
。

つ
ま
り
国
土
地
理
院
は
、
あ
く
ま
で
二
万
五
千
分

の

一
地
形
図

へ
の
表
示
の
し
か
た
に
よ
る
、
山
名
の
分
類
に
よ

っ
て
、
順
位
表
の
山

の
グ
ル
ー
プ
化
、
を
試
み
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。

前
に
の
べ
た
古

い
群
山
の
注
記
則
、
現
在

の
図
式
規
程
の
個
々
の
山
の
注
記
と
二
つ
以
上
の
個
々
の
山
を
合
わ
せ
て
の
総
称

の
注
記

の

使
用
さ
れ
て
い
る
山
に
つ
い
て
は
、
総
称
名

の
山
を
順
位
対
象

の
山
と
し
、
個
々
の
山
は
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
も
の
は
小
さ
い
字
で
示
し
、

総
称
名

の
範
囲
に
ふ
く
ま
れ
な
い
が
、
そ
の
山
の
グ
ル
ー
プ
、
系
列
に
入
る
山
や
峰
は
大
き

い
字
で
カ

ッ
コ
の
中
に
入
れ
て
あ
る
。
こ
の
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よ
う
に
し
て
、
二
五
〇
〇
屑
以
上
の
山
岳
が
七
二
番
の
十
石
山
二
五
二
五
ま
で
並
ん
で
い
る
の
で
あ

っ
た
。

た
し
か
に
測
図
部
と
し
て
は
、
こ
う
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
た
ち
に
と

っ
て
は
、
な
ん
と
な
く
落
ち
つ
か
な
い
気
分
に
な
る
表

で
あ
る
。
そ
の
へ
ん
の
こ
と
を
口
に
出
す
と
、
野
々
村
部
長
は
、
そ
れ
な
ら
ど
う
い
う
の
が
い
い
か
、
五
百
沢
案
を
考
え
て
み
て
く
れ
ま

せ
ん
か
と
来
た
。

国
土
地
理
院
で
は
、
以
前
に
も
こ
う
し
た

一
覧
表
を
作

っ
て
い
る
。　
一
九
七
八
年
九
月
刊
行
の

『国
土
地
理
院
時
報
』

の
五

一
号
に
鈴

木
弘
道
氏
に
よ
る

「
日
本
高
山
標
高

一
覧
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
鈴
木
氏
は
、
か
っ
て
、
寺
田
寅
彦
氏
の

『天
災
と
国
防
』

（昭
和
十
三
年
、

岩
波
新
書
赤
版
）
の
中
に
あ
る

「
地
図
を
眺
め
て
」
の
付
録
で
あ
る
昭
和
七
年
陸
地
測
量
部
作
成
に
よ
る

「著
名
高
山
並
び
に
火
山
の
三

角
点
に
関
す
る
資
料
」
が
あ

っ
て
、
権
威
の
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
は
、
そ
の
後
の
新
資
料
が
集
ま
っ
て
、
そ
れ
に
代
わ
る

山
岳
標
高
の
決
定
版
が
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
五
〇
〇
】
月
以
上
の
日
本
全
国
の
高
山
を
集
め
た
表
を
つ
く

っ
て
み
た
と
い

う
こ
と
を
は
じ
が
き
に
書
い
て
お
ら
れ
る
。

寺
田
氏
の
文
の
付
表
は
、
日
本
本
土
、
千
島
、
台
湾
の
高
山
に
つ
い
て
、
山
岳
名
、
三
角
点
名
、
等
級
、
三
角
点
所
在
地
、
測
量
年
度
、

作
業
者
名
、
標
高
デ
ー
タ
な
ど
が
、　
一
一
一
山
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
三
角
点
や
独
立
標
高
点
の
測
量
記
録
と
そ
の
標
高

一

覧
で
あ

っ
て
、
厳
密
に
は
、
山
の
標
高

一
覧
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

鈴
木
弘
道
氏
の

「
日
本
高
山
標
高

一
覧
」
も
す
ば
ら
し
い
表
で
、
た
い
へ
ん
有
用
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
様
な
意
味
で
問
題
が
あ
る
。

三
角
点
の
存
在
す
る
山
岳
は
す
べ
て
三
角
点
の
標
高
を
そ
の
ま
ま
そ
の
山
岳
の
標
高
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
独
立
標
高
点

だ
け
は
地
面
高
を
測
量
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
山
の
標
高
と
考
え
て
良
い
。
鈴
木
氏
の
表
に
は
そ
れ
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
三
角
点
の
存
在
を
そ
の
ま
ま
山
の
存
在
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

っ
て
問
題
で
あ
る
。
前
常
念
の

一
等
三
角
点
や

富
士
山
の
大
宮
五
合
目
の
三
等
三
角
点
が
そ
れ
ぞ
れ
二
五
〇
〇
済
以
上
の
日
本
の
高
山
の

一
つ
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
鈴

木
氏
の
表
は
、
そ
う
し
た
も
の
を
合
計
し
て
二
五

一
座
の
高
山
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

野
々
村
部
長
は
、
原
稿
料
の
形
で
調
査
研
究
の
費
用
は
面
倒
を
見
る
と
言
っ
て
く
れ
た
が
、　
一
筋
縄
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
難
し
い
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仕
事
で
あ
る
。
と
て
も
割
に
合
う
も
の
と
は
な
ら
な
い
こ
と
は
解

っ
て
い
た
が
、
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
っ
た
地
理
院
の
頼
み
、
さ
ら
に

お
つ
き
あ
い
の
長
い
日
本
の
山
々
の
た
め
の
仕
事
で
あ
る
、
や
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

原
案
、
た
た
き
台
は
作
る
が
、
そ
の
検
討
に
は
、
も
っ
と
広
い
範
囲
の
有
識
経
験
者
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
世
の
中
に
広
く
通
用
す

る
よ
う
な
し
っ
か
り
し
た
も
の
に
仕
上
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
申
し
入
れ
た
。
野
々
村
部
長
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
に
致
し
ま
し
ょ
う
。
し

か
し
、
こ
ち
ら
で
は
、
そ
の
集
ま
り
に
ど
ん
な
方
を
お
呼
び
す
れ
ば
よ
い
か
解
ら
な
い
の
で
、
そ
の
あ
た
り
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

と
頼
ま
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

私
は
、
ち
ょ
う
ど
岩
波
書
店
の

「
日
本
の
自
然
」
シ
リ
ー
ズ
の

『日
本
の
山
』
に
か
か
わ

っ
た
と
こ
ろ
だ

っ
た
の
で
、
学
術
的
な
部
門

か
ら
は
、
そ
の
関
係
者
、
京
都
大
学
の
地
質
学
の
教
授
で
あ
る
鎮
西
清
高
氏
、
明
治
大
学
の
地
理
学
の
教
授
で
あ
る
小
疇
尚
氏
に
お
願
い

し
、
さ
ら
に
広
い
範
囲
で
山
に
関
係
さ
れ
て
い
る
大
町
山
岳
博
物
館
の
平
林
国
男
氏
、
日
本
山
岳
会
か
ら
は
、
望
月
達
夫
、
西
丸
震
哉
、

児
玉
茂
の
三
氏
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

っ
た
。

二
月
か
ら
始
め
た
表
が
だ
い
た
い
ま
と
ま

っ
た
四
月
に
、
こ
ん
ど
は
日
本
地
図
セ
ン
タ
ー
の
会
議
室
で
第
二
回
の
検
討
打
合
わ
せ
会
を

持

っ
た
。
こ
こ
で
皆
さ
ん
に
検
討
し
て
い
た
だ
く
た
た
き
台
の
素
案
、
資
料
に
つ
い
て
相
談
し
、
だ
い
た
い
の
方
針
を
固
め
た
。

私
は
、
こ
れ
ま
で
の
富
士
山

一
位
、
白
峰
北
岳
二
位
、
奥
穂
高
岳
三
位
と
い
う
皆
さ
ん
の
受
け
入
れ
て
い
る
順
位
表
を
尊
重
し
、
そ
の

間
に
流
れ
て
い
る
山
の
ま
と
め
方
、　
一
つ
の
山
と
数
え
る
範
囲
の
考
え
方
を
大
事
に
す
る
方
針
を
と

っ
た
。
そ
し
て
、
山
の
名
前
は
昔
か

ら
そ
の
山
を
眺
め
た
人
に
呼
ば
れ
、
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
山
域
の
ま
と
め
方
、
考
え
方
も
、
眺
め
た
印
象
、
直
観
を
尊
重
し
て
考

え
る
こ
と
と
し
た
。
山
は
地
表
面
が
大
き
く
高
く
盛
り
上
っ
た
と
こ
ろ
と
考
え
、
そ
の
意
味
か
ら
山
の
標
高
は
、
そ
の
地
表
面
の
最
高
地

点
を
頂
上
と
し
て
そ
の
位
置
を
定
め
、
日
本
の
標
高
の
基
準
面
で
あ
る
東
京
湾
の
平
均
海
面
を
ゼ
ロ
と
し
た
日
本
水
準
原
点
と
の
比
高
で

求
め
る
こ
と
に
し
た
。

「山
の
高
さ
に
関
す
る
懇
談
会
」
は

一
九
八
九
年
四
月
二
十
二
日
、
東
京
南
平
台
会
館
で
開
催
さ
れ
、
私
の
案
や
そ
れ
を
土
台
に
し
た

地
理
院
の
案
が
検
討
さ
れ
、
山
や
頂
上
の
考
え
方
も
議
論
さ
れ
た
。
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第
二
回
懇
談
会
は
五
月
十
九
日
、
つ
く
ば
市
の
国
土
地
理
院
で
行
わ
れ
、
だ
い
た
い
の
二
五
〇
〇
陣
国
以
上
の
高
峰
の
表
が
ま
と
ま

っ
た
。

そ
し
て
六
月
三
日
、
第

一
回
測
量
の
日
を
記
念
す
る
行
事
の

一
つ
と
し
て
、
そ
の
山
岳
高
度
表
兼
順
位
表
が
発
表
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
表
に
で
て
く
る
山
は
、
日
本
中
央
部
に
か
た
よ
っ
て
存
在
す
る
ご
く
わ
ず
か
な
高
峰
だ
け
で
あ
る
。
各
地
の
名
山
高
山

を
、
時
間
と
予
算
の
許
す
範
囲
で
で
き
る
だ
け
整
理
点
検
し
て
お
き
た
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
作
業
は
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
懇

談
会
は
、
正
式
に
委
員
会
と
な
り
、
有
識
者
の
皆
さ
ん
は
国
土
地
理
院
長
か
ら
委
員
を
委
嘱
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
、　
一
年
間
で
四
〇
〇
か
ら
六
〇
〇
の
山
岳
の
山
頂
が
空
中
写
真
測
量
の
形
で
点
検
補
測
さ
れ
、
山
頂
の
位
置
と
高
さ
が
決
定

し
て
、　
一
九
九
〇
年
六
月
、
中
間
報
告
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。

一
九
九

一
年
八
月
三
十
日
の

『日
本
の
山
岳
標
高

一
覧
』
の
発
表
は
、
さ
ら
に

一
年
分
の
調
査
点
検
分
を
加
え
て
、
そ
れ
ら
を
総
括
し

た
も
の
で
あ
る
。
山
の
考
え
方
、
頂
上
の
意
味
、
山
域
の
と
ら
え
方
、
測
量
の
精
度
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
の

『
一
覧
』
に
付
属
資
料
と

し
て
表
示
し
た
。
ぜ
ひ
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
各

地
の
山
岳
の
標
高
に
関
す
る
問
題
の
い
ろ
い
ろ
な
事
例
に
つ

い
て
は
岩
波
書
店
の
雑
誌

『
へ
る
め
す
』

一
九
九

一
年
、
第

三
三
号
に

「
山
の
標
高
に
こ
だ
わ
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で

書
い
た
。
こ
れ
も
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

山
の
地
表
面
の
最
高
地
点
に
三
角
点
が
作
ら
れ
て
い
る
場

合
は
、
地
面
か
ら
標
石
の
出
て
い
る
高
さ
に
つ
い
て
は
、
メ
ー

ト
ル
位
ま
で
と
す
る
標
高
数
値
の
表
示
か
ら
言
っ
て
問
題
な

い
か
ら
黙
殺
し
た
い
と
い
う
国
土
地
理
院
の
主
張
が
通
っ
て

そ
の
ま
ま
デ
ー
タ
の
少
数
点
以
下
の
数
値
を
四
捨
五
入
し
て

表
示
し
て
い
る
。

「日本の山岳標高一覧」の発表

表 1

標石の高さをマイナスする意味で三角点

数値の少数点以下を六捨七入 してメー ト

ル位までの標高とすると発表 したものよ

りlmずつ低 くなる山 (2,500m以 上)

のリス ト

黒部五郎岳

針 ノ木 岳

小 河 内 岳

蓮 華 岳

北 荒 川 岳

安部荒川岳

霞 沢 岳

徳右衛門岳

日光 0奥白根岳

槍・硫黄岳

(sosz.68 m)

(zgos. 59 m)

(2864.69 m)

(za++.5e m)

(zasg.58 m)

(zazo.60 m)

(zaot .56 m)

(ztga.66 m)

(z\gt. 58 m)

(zagz.62 m)

(264s.60 m)

(zsgg. 52 m)

(zszt.60 m)

(zssS.64 m)

岳

岳

岳

岳

高

ロ

ソ

穂

虫
　
、

南

西

蝙

三
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し
か
し
、
私
と
し
て
は
、
原
則
を
つ
ら
ぬ
く
意
味

で
地
面
か
ら
標
石
の
露
出
す
る
だ
い
た
い
二
〇
セ
ン

チ
の
比
高
を

マ
イ
ナ
ス
し
て
処
理
し
て
欲
し
か
っ
た

と
い
ま
で
も
考
え
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
二
五
〇
〇
腐
以
上
の
高
山
で
は
、

表

一
の
よ
う
に

一
四
座
の
山
が
、
い
ま
の
標
高
よ
り

そ
れ
ぞ
れ

一
】
川
ず
つ
低
く
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
×
×
の
頭
と
い
う
よ
う
に
山
名
で
な
い
と

あ
つ
か
わ
れ
て
、
書
体
が
明
朝
体
の
地
名
は
、
二
万

五
千
分
の

一
地
形
図
で
、
山
と
し
て
取
り
扱

っ
て
い

な
い
と
い
う
考
え
方
を
重
視
し
て
オ
ミ
ッ
ト
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
白
馬
連
峰
の
天
狗
の
大
登
り
の
上

の
二
八

一
二
済
の
山

（天
狗
ノ
頭
）
や
穂
高
屏
風
岩

の
二
五
七
〇
済
の
山

（屏
風
ノ
頭
）
が
そ
の
例
で
あ

る
。
図
１
を
見
て
も
、
天
狗
ノ
頭
は
、
槍
ヶ
岳
連
峰

で
言
え
ば
南
岳
に
あ
た
る
立
派
な
山
岳
で
あ
り
、
頭

が
駄
目
な
ら
、
白
馬
町
の
役
場
か
ら
地
名
調
書
の
変

更
届
を
出
し
て
も
ら
っ
て

「
天
狗
岳
」
に
で
も
し
た

ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。

笠
ヶ
岳
の
山
頂
が
三
角
点
よ
り
高
い
と
こ
ろ
に
あ
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「日本の山岳標高一覧」の発表

る
の
に
観
測
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
白
山
も
私
の
観
測
で
は

一
屑
高
く
な
る
し
、
ま
だ
ま
だ
山
岳
標
高

一
覧
に
残
さ
れ
て
い
る
問
題
点
は

多
い
。

国
土
地
理
院
が
、
大
蔵
省
に
山
岳
標
高
調
査
測
量
の
予
算
化
を
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
に
よ
っ
て
認
め
て
貰
い
、
本
格
的
な
作
業
が
実
施

さ
れ
て
、
日
本
中
の
山
の
正
し
い
標
高
の
解
る
日
が
、　
一
日
も
早
く
来
る
こ
と
を
切
に
の
ぞ
む
も
の
で
あ
る
。
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シ
ッ
キ
ム
の
踏
ま
れ
ざ
る
項

―
―
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ

ュ
ン
ガ
北
東
支
稜
の
記
録
―

ヒ
ラ
マ
ヤ
の
旧
王
国
シ
ッ
キ
ム
は
ネ
パ
ー
ル
と
ブ
ー
タ
ン
に
挟
ま
れ
た
南
北

に
七
〇
マ
イ
ル
、
東
西
に
四
〇
マ
イ
ル
ほ
ど
の
領
土
で
、
北
は
チ
ベ
ッ
ト
と
の

国
境
を
な
し
、
南
は
ウ
エ
ス
ト

・
ベ
ン
ガ
ル
州
と
の
州
境
を
な
し
て
い
る
。

「
シ
ッ
キ
ム
」
と
は
ネ
パ
ー
ル
語
の
語
源
で

「新
し
い
土
地
」
を
意
味
す
る

と
い
う
。
こ
の
地
の
古
名
は

「
デ
ジ
ョ
ン

（米
の
大
地
）」
と
呼
ば
れ
、
土
地

の
原
住
民
に
と
っ
て
、
そ
れ
は

「平
和
と
幸
福
の
国
」
を
意
味
し
た
。

か
つ
て
は
イ
ン
ド
保
護
領
下
の
君
主
国
家
で
あ
っ
た
が

一
九
七
五
年
に
イ
ン

ド
の
第
二
十
二
番
目
の
州
と
し
て
併
合
さ
れ
た
。

チ
ベ
ッ
ト
高
原
と
ヒ
ン
デ
ィ
ス
タ
ン
平
原
を
結
ぶ
最
短
距
離
上
に
位
置
す
る

シ
ッ
キ
ム
は
、
イ
ン
ド
に
と
っ
て
中
国
に
対
す
る
防
衛
上
実
に
喉
も
と
に
あ
た

る
要
衝
に
位
置
し
て
い
る
。

古
く
は
ナ
ツ
・
ラ
を
は
じ
め
と
す
る
幾
つ
か
の
峠
が
チ
ベ
ッ
ト
と
の
交
易

ル
ー
ト
と
し
て
開
放
さ
れ
て
い
た
が
、　
一
九
六
二
年
の
中
印
紛
争
以
来
固
く
閉

ざ
さ
れ
、
外
国
人
の
門
戸
も
鎖
国
同
然
の
状
態
と
な
り
、
特
に
ノ
ー
ス
・
シ
ッ

尾

形

好

雄

キ
ム
は
未
だ
に
外
国
人
の
立
入
り
が
許
さ
れ
な
い
厳
し
い
軍
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
・
エ
リ
ア
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
お
陰
で
こ
の
地
域
に
は
Ａ
ｏ
Ｍ
・
ケ
ラ
ス

ら
が
活
躍
し
た
昔
日
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
数
多
く
凍
結
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い

る
。重

塁
た
る
山
な
み
が
連
ら
な
る
シ
ッ
キ
ム
は
、
西
に
ネ
パ
ー
ル
と
の
国
境
を

な
す
シ
ン
ガ
リ
ラ
山
稜
が
延
び
、
北
に
は
チ
ベ
ッ
ト
と
の
国
境
を
な
す
チ
ョ
ル

テ
ン
・
ニ
マ
山
稜
、
そ
し
て
東
に
は
ド
ン
キ
ャ
・
ラ
山
稜
の
各
主
脈
が
横
た

わ
っ
て
堅
固
な
バ
リ
ア
ー
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

西
の
シ
ン
ガ
リ
ラ
山
稜
上
に
は
世
界
第
二
位
の
高
峰
カ
ン
チ
エ
ン
ジ
ュ
ン
ガ

（八
五
八
六
屑
）
が
神
々
の
座
に
相
応
し
い
威
風
堂
々
と
し
た
山
容
で
響
え
て

い
る
。瞑
想
を
超
越
す
る
聖
な
る
地
と
し
て
荘
厳
に
簿
え
立
つ
カ
ン
チ
は
、
シ
ッ

キ
ム
の
各
地
か
ら
眺
望
す
る
事
が
で
き
、
シ
ッ
キ
ム
の
人
々
の
聖
な
る
山
と
し

て
祭
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
に
こ
れ
ま
で
シ
ッ
キ
ム
側
か
ら
カ
ン
チ
を
目
指
し

た
登
山
隊
は
何
れ
も
シ
ッ
キ
ム
の
人
々
の
感
情
と
宗
教
的
な
も
の
に
配
慮
し
て
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頂
上
直
下
で
引
き
返
し
て
い
る
。
「踏
ま
れ
ざ
る
頂
」
の
所
以
で
あ
る
。

シ
ッ
キ
ム
側
か
ら
の
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
ヘ
の
挑
戦
は
古
く
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

の
黎
明
期
に
遡
る
。

カ
ン
チ
ヘ
本
格
的
に
登
頂
を
目
指
す
実
力
の
あ
る
登
山
隊
を
送
っ
た
の
は

一

九
二
九
年
の
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
。
Ｐ
・
バ
ウ
ア
ー
に
率
い
ら
れ
た
ド
イ
ツ
隊
は

ゼ
ム
氷
河
か
ら
北
東
支
稜
に
壮
烈
な
死
闘
を
展
開
し
た
が
悪
天
候
の
た
め
七
〇

〇
〇
屑
ラ
イ
ン
に
て
断
念
し
た
。

一
九
三

一
年
、
バ
ウ
ア
ー
は
ド
イ
ツ
隊
を
率
い
て
再
度
北
東
支
稜
に
キ
ャ
ン

プ
を
進
め
た
が
、
雪
崩
の
危
険
か
ら
七
〇
〇
〇
腐
で
退
却
し
た
。

シ
ッ
キ
ム
が
イ
ン
ド
の
連
邦
州
と
し
て
併
合
さ
れ
た
後
、　
一
九
七
七
年
に

Ｎ
・
ク
マ
ー
ル
大
佐
の
率
い
る
イ
ン
ド
陸
軍
隊
が
自
国
の
最
高
峰
に
立
つ
べ

く
、
ゼ
ム
氷
河
か
ら
北
東
支
稜
に
キ
ャ
ン
プ
を
進
め
、　
一
名
の
犠
牲
者
を
出
し

な
が
ら
も
カ
ン
チ
の
第
二
登
、
東
北
支
稜
か
ら
の
初
登
に
成
功
し
た
。

（【
＞
Ｚ
Ｏ
〓
”
Ｚ
」Ｃ
Ｚ
Ｏ
＞
「
〓
∽け
＞
∽８
黒
や
〇口
手
の
Ｚ
Ｏ『多
由
”∽［
∽
Ｕ
暉
『
σ
く
〇
〇
Ｆ

Ｚ
。
パ
Ｃ
日
”ヽ
・
ＨＯ『∞）

一
九
八
五
年
に
は
Ｂ
ｏ
サ
ン
ド
ゥ
ー
大
佐
の
率
い
る
イ
ン
ド
陸
軍
と
フ
ラ
ン

ス
陸
軍
の
合
同
隊
が
カ
ン
チ
東
面
の
計
画
を
し
た
。
然
し
こ
の
合
同
隊
は
カ
ブ

ル
ー
・
ド
ー
ム
で
プ
レ
・
カ
ン
チ
の
合
同
訓
練
ま
で
し
な
が
ら
最
終
的
に
カ
ン

チ
の
許
可
が
下
り
ず
、
日
標
を
カ
メ
ッ
ト
に
変
更
し
た
。

シ
ッ
キ
ム
側
か
ら
の
第
二
登
は
、　
一
九
八
七
年
に
Ｐ
ｏ
Ｌ
・
ク
ク
レ
テ
ィ
の

率
い
る
ア
ッ
サ
ム
・
ラ
イ
フ
ル
隊
に
よ
っ
て
北
東
支
稜
か
ら
な
さ
れ
た
。
し
か

し
こ
の
登
山
隊
で
は
六
名
の
登
頂
者
の
う
ち
イ
ン
ド
の
エ
ベ
レ
ス
ト

・
ヒ
ー

ロ
ー
の
プ
ー

・
ド
ル
ジ
ェ
を
含
む
四
名
を
失
い
、
他
の
二
人
は
ひ
ど
い
凍
傷
の

た
め
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
病
院
に
運
ば
れ
る
と
い
う
結
果
を
招
き
、
カ
ン
チ
は

「
キ
ラ
ー
ズ

・
マ
ウ
ン
テ
ン
」
の
異
名
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
か
ら
十
年
前
、
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会

（Ｈ
Ａ
Ｊ
）
は
、
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ

ュ

ン
ガ
西
峰
～
主
峰
の
交
差
縦
走
を
夢
み
て
ヤ
ル
ン
氷
河
側
か
ら
挑
ん
だ
。
結
果

的
に
交
差
縦
走
は
な
ら
ず
、
主
峰
と
西
峰
に
同
時
登
頂
を
果
た
し
た
に
と
ど

ま

っ
た
。

そ
も
そ
も
こ
の
カ
ン
チ
大
縦
走
計
画
の
遠
大
な
夢
は
、
シ
ッ
キ
ム

・
ゼ
ム
氷

河
か
ら
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
が
、
時
の
国
際
情
勢
は
シ
ッ
キ
ム
ヘ
の
入
域
を

許
さ
ず
、
や
む
な
く
ネ
パ
ー
ル
側
か
ら
西
峰
～
主
峰
の
ル
ー
ト
に
転
進
し
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
ゼ
ム
氷
河
か
ら
の
カ
ン
チ
ヘ
の
想
い
は
捨
て
切
れ
ず
、
そ
の
後
も

継
続
的
に
イ
ン
ド
政
府
の
関
係
諸
機
関
に
打
診
を
続
け
て
き
た
。
こ
の
十
年
の

星
霜
を
重
ね
る
中
で
、
東
部
カ
ラ
コ
ル
ム

（イ
ン
ド
領
カ
ラ
コ
ル
ム
）
を
中
心

に
五
隊
の
日
印
合
同
隊
を
派
遣
し
、
こ
れ
ら
の
合
同
隊
を
通
じ
て
イ
ン
ド
登
山

財
団

（Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
は
も
と
よ
リ
イ
ン
ド

・
チ
ベ
ッ
ト
国
境
警
察

（Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
）

な
ど
と
の
強
い
繋
が
り
が
で
き
、
こ
う
し
た
背
景
の
中
で
今
般
、
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
よ

リ
カ
ン
チ
合
同
登
山
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
つ
い
に
長
年
の
夢
で
あ

っ
た
シ
ッ

キ
ム

・
ゼ
ム
氷
河
か
ら
の
カ
ン
チ
登
山
が
適
え
ら
れ
る
事
に
な

っ
た
の
で
あ

る
。

＊

三
月
十
四
日
、
シ
ッ
キ
ム
州
政
府
庁
舎
前
で
盛
大
な
フ
ラ
ッ
グ

・
オ
ブ

ｏ
セ

レ
モ
ニ
ー
が
行
な
わ
れ
た
後
、
ポ
リ
ス
・
ジ
ー
プ
の
先
導
で
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
四

台
、
ト
ラ
ッ
ク
七
台
と
い
う
大
部
隊
で
ガ
ン
ト
ッ
ク
を
出
発
し
た
。

緑
濃
い
ノ
ー
ス

ｏ
シ
ッ
キ
ム

・
ハ
イ
ウ
ェ
イ
を
テ
ィ
ス
タ
河
に
沿

っ
て
北
上

し
、
ラ
チ
ェ
ン
ヘ
と
向

っ
た
。

シッキムの踏 まれざる頂
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BCか らのカンチェンジュンガ東面

The Ⅵrhole aspect of Mt.Kanchenjunga from Green Lake Base Camp

翌
日
は
ラ
チ
ェ
ン
の
先
で
念
願
の
ゼ
ム
渓
谷
に
か
か
る
橋
を
渡
っ
た
後
、
さ

ら
に
ラ
チ
ェ
ン
渓
谷
に
沿
っ
て
進
み
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
ス
タ
ー
ト
地
の
タ
ン

グ
ー
に
到
着
し
た
。
往
年
の
探
検
家
達
が
辿
っ
た
谷
沿
い
の
道
は
新
し
い
軍
用

道
路
の
土
砂
で
埋
め
ら
れ
、
所
々
に
そ
の
名
残
り
が
眺
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ

た
。こ

の
よ
う
に
シ
ッ
キ
ム
が
イ
ン
ド
の
州
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
か
ら
、
イ
ン
ド

は
北
部
シ
ッ
キ
ム
の
奥
地
ま
で
軍
用
道
路
を
延
ば
し
て
お
り
、
か
な
り
奥
地
ま

で
車
を
利
用
す
る
事
が
で
き
る
の
で
、
カ
ン
チ
ヘ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ネ
パ
ー
ル

側
に
比
べ
て
短
く
て
済
む
。
否
、
そ
の
筈
で
あ
っ
た
…
。

プ
レ
ｏ
モ
ン
ス
ー
ン
期
に
シ
ッ
キ
ム
の
ゼ
ム
氷
河
か
ら
カ
ン
チ
に
挑
む
場

合
、
Ｂ
Ｃ
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

ゼ
ム
氷
河
の
グ
リ
ー
ン
・
レ
イ
ク
Ｂ
Ｃ
へ
至
る
ル
ー
ト
は
二
つ
あ
る
。　
一
つ

は
過
去
の
登
山
隊
が
辿
っ
た
ラ
チ
ェ
ン
か
ら
ゼ
ム
渓
谷
を
遡
る
ル
ー
ト
で
、
雪

が
無
け
れ
ば
三
日
で
到
達
で
き
る
。
因
み
に
帰
路
は
こ
の
ル
ー
ト
を
取
り
、
Ｂ

Ｃ
か
ら
ラ
チ
ェ
ン
ま
で
二
日
で
下
っ
て
き
た
。

も
う

一
つ
は
タ
ン
グ
ー
か
ら
ル
ン
ナ
ク

・
ラ
（五
〇
三
五
腐
）
、
テ
ゥ
・
ラ
（五

二

一
五
屑
）
、
タ
ン
チ
ュ
ン
ニ
フ

（五

一
五
〇
屑
）
な
ど
の
五
千
屑
を
超
す
高

い
関
嶺
を
越
え
て
ゼ
ム
氷
河
に
入
る
北
方
ル
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ト
も
雪

が
無
け
れ
ば
四
日
で
到
達
で
き
る
。
前
者
の
ル
ー
ト
は
ヤ
ク
が
使
え
ず
ポ
ー

タ
ー
に
よ
る
輸
送
と
な
る
。
後
者
の
ル
ー
ト
は
ヤ
ク
が
使
え
る
の
で

一
気
に
大

量
輸
送
が
可
能
で
あ
る
。

今
回
は
雪
崩
の
危
険
性
や
ヤ
ク
が
使
え
な
い
、
と
い
う
理
由
で
北
方
ル
ー
ト

が
選
ば
れ
た
。

こ
の
時
期
に
五
千
屑
を
超
す
峠
を
三
つ
も
越
え
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
適
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切
で
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
イ
ン
ド
側
が
昨
秋
の
偵
察
結
果
か
ら
下
し
た
判

断
で
あ
り
、
Ｂ
Ｃ
ま
で
の
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
は
イ
ン
ド
側
に
任
せ
る
こ
と
に
し

た
が
、
結
果
と
し
て
Ｂ
Ｃ
ま
で
四
十
数
日
間
も
の
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
を
強
い
ら

れ
る
事
に
な
り
、
こ
の
判
断
ミ
ス
が
後
々
ま
で
尾
を
引
く
事
に
な
っ
た
。

雪
深
い
北
方
ル
ー
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
峠
の
ヤ
ク
道
作
り
な
ど
大
変
な
ア

ル
バ
イ
ト
を
強
い
ら
れ
難
儀
を
極
め
た
。

し
か
し
、
こ
の
北
方
ル
ー
ト
を
ア
プ
ロ
ー
チ
に
取
っ
た
お
陰
で
こ
れ
ま
で
知

ら
れ
な
か
っ
た
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ャ
オ

（六
八
八
九
肩
）
、
チ
ュ
マ
ン
カ
ン

（六

二

一
二
腐
）
、
チ
ョ
ン
ブ
ー

（六
三
六
三
肝
）
、
チ
ョ
モ
ｏ
ニ
モ

（六
八
二
九
腐
）
、

コ
ー
ラ
・
チ
ョ
ネ
カ
ン

（六

一
八
七
腐
）
等
の
古
い
登
山
史
を
持
つ
ノ
ー
ス
・

シ
ッ
キ
ム
の
山
々
を
満
喫
す
る
幸
運
を
得
た
。

タ
ン
グ
ー
か
ら
ム
ク
タ
ン
、
テ
ウ
ラ
チ
ャ
、
レ
ス
ト

・
キ
ャ
ン
プ
と
隊
荷
輸

送
を
呪
み
な
が
ら
順
次
キ
ャ
ン
プ
を
進
め
た
た
め
、
我
々
の
Ｂ
Ｃ
入
り
は
三
々

五
々
バ
ラ
バ
ラ
と
な
り
、　
一
番
早
い
者
が
三
月
三
十

一
日
で
殿
は
四
月
二
十
八

日
と
約

一
ヶ
月
も
の
開
き
が
生
じ
る
よ
う
な
と
ん
で
も
な
い
キ
ャ
ラ
バ
ン
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

＊

先
発
隊
に
よ
っ
て
ゼ
ム
氷
河
の
グ
リ
ー
ン
・
レ
イ
ク
に
Ｂ
Ｃ
（四
九
二
五
屑
）

が
建
設
さ
れ
た
後
、
四
月
十
日
よ
り
Ａ
Ｂ
Ｃ
へ
の
荷
上
げ
を
開
始
し
た
。

Ｂ
Ｃ
か
ら
Ａ
Ｂ
Ｃ
へ
の
ル
ー
ト
は
、
ネ
パ
ー
ル
・
ギ
ャ
ッ
プ
氷
河
が
出
合
う

手
前
で
サ
イ
ド

・
モ
レ
ー
ン
か
ら
ゼ
ム
氷
河
の
本
流
に
降
り
、
モ
レ
ー
ン
・
カ

バ
ー
さ
れ
た
ゼ
ム
氷
河
を
起
伏
の
少
な
い
所
を
選
び
な
が
ら
進
ん
で
、
十
五
日

に
ト
ゥ
イ
ン
ズ
氷
河
の
出
合
う
ゼ
ム
氷
河
本
流
上
に
Ａ
Ｂ
Ｃ

（五
二
〇
〇
腐
）

を
設
け
た
。

翌
十
六
日
か
ら
ア
ッ
パ
ー

・
ゼ
ム
氷
河
に
か
か
る
ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
帯
の

ル
ー
ト
エ
作
に
か
か
っ
た
。

Ａ
Ｂ
Ｃ
か
ら
小

一
時
間
程
ゼ
ム
氷
河
を
遡
る
と
氷
河
の
流
れ
は
右
ヘ
カ
ー
プ

す
る
よ
う
に
な
り
、
正
面
に
は
カ
ン
チ
東
壁
の
全
容
が
現
れ
る
。

ア
ッ
パ
ー

・
ゼ
ム
氷
河
に
懸
か
る
ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
は
凄
ま
じ
い
悪
絶
極

ま
る
様
相
で
、
通
過
す
る
度
に
肝
を
冷
や
さ
れ
た
。

過
去
の
バ
ウ
ア
ー
隊
や
Ｎ
・
ク
マ
ー
ル
隊
は
こ
の
ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
帯
の

中
程
に
位
置
す
る

″
ロ
ッ
ク

・
ア
イ
ラ
ン
ド
″
の
右
寄
り
に
ル
ー
ト
を
取
っ
て

い
る
が
、
我
々
は
北
東
支
稜
の
下
部
側
壁
に
沿
っ
た
ラ
イ
ン
に
ル
ー
ト
を
求
め

た
。
こ
れ
は
八
七
年
の
ア
ッ
サ
ム
ｏ
ラ
イ
フ
ル
隊
と
同
じ
ル
ー
ト
で
あ
る
。

初
日
に
こ
の
悪
絶
な
ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
帯
に
十
三
ビ

ッ
チ
の
固
定
ロ
ー
プ

を
延
ば
し
て
ア
イ
ス
ｏ
フ
ォ
ー
ル
帯
を
突
破
。
翌
十
七
日
に
ア
ッ
パ
ー

・
ゼ
ム

氷
河
左
岸
の
側
壁
寄
り
に
さ
ら
に
九
ビ
ッ
チ
の
固
定
ロ
ー
プ
を
施
し
て
Ｃ
ｌ
予

定
地

（五
七
〇
〇
腐
）
に
到
達
し
た
。
そ
こ
は
北
東
支
稜
側
壁
の
基
部
で
、
頭

上
に
は
圧
倒
的
な
大
岩
壁
が
響
え
て
い
る
。

十
九
日
に
双
方
の
隊
長
と
メ
ン
バ
ー
五
名
が
Ｃ
ｌ
に
上
が
り
、
登
攀
ル
ー
ト

に
つ
い
て
協
議
し
た
。
既
に
Ｂ
Ｃ
入
り
し
て
か
ら
連
日
に
わ
た
っ
て
東
壁
新

ル
ー
ト
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
の
時
期
の
カ
ン
チ
東
壁
は

雪
崩
の
巣
で
と
て
も
ル
ー
ト
は
見
い
出
せ
な
か
っ
た
。
結
局
、
雪
崩
の
危
険
性

と
登
山
活
動
の
遅
延
か
ら
登
攀
ル
ー
ト
は
戦
前
ド
イ
ツ
隊
が
死
闘
を
展
開
し
た

北
東
支
稜
に
決
定
さ
れ
た
。

二
十

一
日
か
ら
い
よ
い
よ
北
東
支
稜
に
向
け
て
ル
ー
ト
エ
作
を
開
始
し
た
。

北
東
支
稜
の
下
部
は
凄
ま
じ
い
ナ
イ
フ
・
エ
ッ
ジ
で
ト
ゥ
イ
ン
ズ
氷
河
側
と

ア
ッ
パ
ー

・
ゼ
ム
氷
河
側
ヘ
ス
ッ
パ
リ
と
切
れ
落
ち
て
い
る
。
高
度
差
四
～
五
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百
屑
の
垂
直
に
切
れ
落
ち
た
側
壁
に
は
幾
条
も
の
ガ
リ
ー
が
喰
い
入
り
、
ガ

リ
ー
を
隔
て
る
リ
ッ
ジ
に
は
お
化
け
の
よ
う
な
キ
ノ
コ
雪
が
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン

さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
ｌ
か
ら
二
十
分
程
、
幾
つ
か
の
デ
ブ
リ
の
押
し
出
し
を
越
え
て
こ
の
側
壁

に
沿
っ
て
進
む
と
、
頭
上
に
ド
イ
ツ
隊
が

″鷲
ノ
巣
″
と
名
づ
け
た
顕
著
な
岩

塔
が
現
れ
る
。

こ
の
岩
塔
の
下
か
ら
側
壁
を
ト
ラ
バ
ー
ス
気
味
に
斜
上
す
る
。
七
七
年
の
イ

ン
ド
隊
の
ル
ー
ト
の
詳
細
が
頭
に
入
っ
て
い
る
た
め
、
ル
ー
ト

・
フ
ァ
イ
ン

デ
ィ
ン
グ
に
は
苦
労
せ
ず
、
所
々
に
古
い
ハ
ー
ケ
ン
や
残
置
ロ
ー
プ
を
見
な
が

ら
ル
ー
ト
を
延
ば
す
。
取
付
き
か
ら
十
七
ビ
ッ
チ
で
下
か
ら
も
見
え
る
顕
著
な

ガ
リ
ー
に
入
り
、
こ
の
急
峻
な
ア
イ
ス
・
ガ
リ
ー
を
四
ビ

ッ
チ
登
る
と
待
望
の

北
東
支
稜
の
稜
上
に
出
る
。

稜
上
は
、
複
雑
な
ナ
イ
フ
・
エ
ッ
ジ
の
上
に
モ
ン
ス
タ
ー
の
よ
う
な
氷
塔
が

積
み
重
な
り
、
こ
れ
ら
の
氷
塔
や
巨
大
な
雪
庇
を
縫
う
よ
う
な
困
難
な
登
攀
を

強
い
ら
れ
た
。
特
に
雪
質
が
締
ま
り
の
な
い
非
常
に
不
安
定
な
状
態
で
緊
張
さ

せ
ら
れ
た
。

Ｃ
ｌ
か
ら
五
日
間
で
三
十
四
ビ

ッ
チ
の
固
定
ロ
ー
プ
を
延
ば
し
て
漸
く
雪
庇

の
上
に
猫
の
額
程
の
キ
ャ
ン
プ

・
サ
イ
ト
を
見
い
出
し
て
Ｃ
２
（六
三
〇
〇
屑
）

を
建
設
し
た
。

二
十
八
日
、
Ｃ
３
ヘ
ル
ー
ト
エ
作
を
開
始
し
た
こ
の
日
、
朝
の
ラ
ジ
オ

ｏ

ニ
ュ
ー
ス
で
ベ
ン
ガ
ル
湾
に
サ
イ
ク
ロ
ン
が
発
生
し
た
事
が
報
じ
ら
れ
、
心
配

さ
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
こ
の
サ
イ
ク
ロ
ン
は
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
に
甚
大

な
被
害
を
も
た
ら
し
て
北
東
に
進
み
、
カ
ン
チ
ヘ
の
影
響
は
回
避
さ
れ
た
。

Ｃ
３
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
は
、
二
十
八
日
～
三
十
日
の
三
日
間
で
九
ビ
ッ
チ
、　
　
５

／／



ル
ー
ト
を
延
ば
し
て
漸
く
悪
絶
困
難
な
ピ

ッ
チ
を
抜
け
切
っ
た
。
こ
の
間
に
は

氷
の
ト
ン
ネ
ル
を
潜
っ
た
り
、
ハ
ン
グ
し
た
今
に
も
崩
れ
そ
う
な
氷
崖
を
攀
っ

た
り
の
ビ
ッ
チ
が
あ
り
悪
戦
苦
闘
を
強
い
ら
れ
た
。

五
月

一
日
に
さ
ら
に
九
ピ

ッ
チ
、
ル
ー
ト
を
延
ば
す
と
、
悪
絶
急
峻
な
稜
線

も
幾
分
広
が
り
を
み
せ
る
よ
う
に
な
り
、
ル
ー
ト
エ
作
も
は
か
が
行
く
よ
う
に

な
っ
た
。

翌
二
日
に
は
さ
ら
に
十
ビ

ッ
チ
、
ル
ー
ト
を
延
ば
し
て
約
六
八
八
〇
肝
地
点

に
到
達
。
Ｃ
３

（六
八
〇
〇
済
）
は
こ
の
日
の
最
高
到
達
点
の
四
、
五
ピ

ッ
チ

下
の
緩
傾
斜
帯
に
設
け
る
事
に
し
、
四
日
に
建
設
し
た
。

Ｃ
３
は
抜
群
に
見
晴
ら
し
の
良
い
キ
ャ
ン
プ
地
で
、
テ
ン
ト
の
入
口
を
開
け

る
と
目
の
前
に
は
シ
ニ
オ
ル
チ
ュ
ー
、
シ
ン
ブ
ー
が
大
き
く
眺
め
ら
れ
、
ゼ
ム

氷
河
の
遥
か
彼
方
に
は
ブ
ー
タ
ン
の
山
な
み
が
、
そ
し
て
北
側
に
は
ノ
ー
ス
ｏ

シ
ッ
キ
ム
の
山
々
が
重
塁
と
連
ら
な
る
素
晴
ら
し
い
眺
望
が
得
ら
れ
る
。

五
日
～
七
日
の
三
日
間
で
Ｃ
４
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
に
か
か
り
、
二
十
五
ピ
ッ

チ
の
固
定
ロ
ー
プ
を
施
し
て
Ｃ
４

（七
四
五
〇
厨
）
予
定
地
に
到
達
し
て
、
九

日
に
Ｃ
４
を
建
設
し
た
。

Ｃ
４
ま
で
上
が
る
と
隣
接
峰
の
ト
ゥ
イ
ン
ズ
は
眼
下
と
な
り
、
ネ
パ
ー
ル
の

山
々
が
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

十
日
よ
り
Ｃ
５
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
に
向
っ
た
。
こ
の
日
は
Ｃ
４
か
ら
十
三

ビ
ッ
チ
、
ル
ー
ト
を
延
ば
し
、
北
東
支
稜
の
最
高
点
シ
ュ
ポ
ン
ギ
ッ
フ
ェ
ル
（七

七
〇
〇
腐
）
に
続
く
ア
レ
ー
ト
に
達
し
た
。

十
二
日
、
手
持
ち
の
固
定
ロ
ー
プ
六
本
を
全
て
使
い
き
っ
て
こ
の
ア
レ
ー
ト

を
突
破
し
た
。
こ
の
ア
レ
ー
ト
は
ま
さ
に
手
の
切
れ
そ
う
な
氷
の
ア
レ
ー
ト
で
、

先
樅
者
の
苦
闘
の
あ
と
が
偲
ば
れ
た
。

ア
レ
ー
ト
が
終
っ
た
地
点
に
は
岳
樺
の
木
で
作
っ
た
ス
ノ
ー
バ
ー
が
埋
め
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
を
ア
ン
カ
ー
に
し
た
古
い
固
定
ロ
ー
プ
に
導
か
れ
て
ジ
ャ
ン

ク
シ
ョ
ン
・
ピ
ー
ク
を
五
ピ

ッ
チ
回
り
込
む
と
だ
だ
っ
広
い
鞍
部
に
出
る
。
こ

の
コ
ル
か
ら
登
り
返
せ
ば
頂
上
に
続
く
北
稜
で
あ
る
。

十
五
日
、
こ
の
北
稜
直
下
に
Ｃ
５

（七
八
五
〇
腐
）
を
設
け
、
い
よ
い
登
山

活
動
は
最
終
ス
テ
ー
ジ
を
迎
え
た
。

＊

し
か
し
、最
後
に
き
て
日
印
双
方
の
基
本
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
に
離
館
を
き
た
し
、

頂
上
ア
タ
ッ
ク
は
別
々
に
実
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
側
は
ア
タ
ッ
ク
前

に

一
旦
下
に
下
り
て
完
全
体
養
を
取
っ
て
蓄
積
疲
労
を
取
り
除
い
て
か
ら
ア

タ
ッ
ク
し
た
い
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
側
は
ア
ッ
プ

・
ダ
ウ
ン
す
る

と
疲
れ
る
か
ら
Ｃ
５
が
建
設
さ
れ
た
ら

一
気
に
ア
タ
ッ
ク
し
た
い
と
主
張
し
て

意
見
が
分
か
れ
た
。

そ
う
し
て
十
五
日
に
バ
サ
ン
、
ロ
ブ
サ
ン
、
サ
ル
キ
、
ケ
ム
ラ
ジ
ュ
の
イ
ン

ド
側
メ
ン
バ
ー
四
名
は
高
所
ポ
ー
タ
ー
ニ
名
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
Ｃ
５
に

入
っ
た
。

翌
十
六
日
、
Ｃ
５
の
四
名
は
Ｃ
６
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
に
向
う
も
八
〇
〇
〇
】口

付
近
の
七
七
年
及
び
八
七
年
隊
の
フ
ァ
イ
ナ
ル
・
キ
ャ
ン
プ
跡
地
ま
で
到
達
し

た
だ
け
で
Ｃ
５
に
引
き
返
し
た
。

こ
の
日
Ｃ
５
に
荷
上
げ
に
上
が
っ
た
尾
形
、
佐
藤
の
二
人
は
Ｃ
５
で
彼
ら
と

会
い
、
Ｃ
６
及
び
登
頂
ル
ー
ト
に
つ
い
て
サ
ジ
エ
ッ
シ
ョ
ン
す
る
も
、
Ｃ
５
か

ら
頂
上
が
余
り
に
も
真
近
に
見
え
る
せ
い
か
、
彼
ら
は
Ｃ
６
の
必
要
性
を
感
じ

て
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
甘
い
考
え
が
翌
日
の
と
ん
で
も
な
い

行
動
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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十
七
日
の
イ
ン
ド
側
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
は
ま
さ
に
寝
耳
に
水
の
出
来
事
で

あ

っ
た
。

こ
の
日
Ｃ
６
を
建
設
す
る
筈
だ
っ
た
イ
ン
ド
側
の
四
名
は
Ｃ
６
を
建
設
せ
ず

に
Ｃ
５
か
ら
ダ
イ
レ
ク
ト
に
頂
上
ア
タ
ッ
ク
を
敢
行
し
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
前
日
に
偵
察
し
た
イ
ン
ド
隊
の
フ
ァ
イ
ナ
ル

・
キ
ャ
ン
プ
跡
地
の
上

の
大
岩
の
基
部
に
テ
ン
ト
な
ど
の
幕
営
用
具
を
デ
ポ
し
た
後
、
各
自
酸
素
ボ
ン

ベ
を

一
本
ず

つ
背
負

っ
て
登
り
続
け
、
頂
上

へ
と
向

っ
た
。

雪
の
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
を
抜
け
て
上
部
雪
田
に
出
て
三
ピ

ッ
チ
固
定
ロ
ー
プ
を

延
ば
し
た
後
、
ど
う
い
う
訳
か
ウ
ェ
ス
ト

・
コ
ル
に
向
か
わ
ず
、
頂
上
岩
壁
の

方

ヘ
ル
ー
ト
を
求
め
、
そ
し
て
十
四
時
三
十
分
頃
ト

ッ
プ
で
ル
ー
ト
を
延
ば
し

て
い
た
パ
サ
ン

ｏ
シ
ェ
ル
パ
が
、
ス
リ
ッ
プ
し
て
北
壁
側
に
転
落
し
て
行
方
不

明
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

こ
の
イ
ン
ド
側
の
独
断
専
行
の
ア
タ
ッ
ク
と
、
事
故
発
生
を
知
ら
さ
れ
た
の

は
夕
方
十
六
時
の
交
信
の
時
で
あ

っ
た
。
イ
ン
ド
側
の
隊
長
は
十
時
の
交
信
で
、

登
高
を
中
止
し
て
Ｃ
６
を
設
営
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
と
い
う
が
、
何
故
彼
ら

は
隊
長
命
令
を
無
視
し
て
ま
で
登
り
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
真
相
は
定
か
で

な
い
が
、
彼
ら
が
頂
を
余
り
に
も
真
近
く
、
安
易
に
捉
え
て
し
ま

っ
た
の
は
確

か
で
あ
る
。

こ
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
で
日
本
側
の
ア
タ
ッ
ク

・
プ
ラ
ン
は
目
茶
苦
茶
に
な

っ

て
し
ま

っ
た
。

＊

Ｂ
Ｃ
に
引
き
戻
さ
れ
て
協
議
し
た
結
果
、
登
山
は
続
行
す
る
こ
と
に
な
り
、

日
本
側
は
隊
員
が
高
所
ポ
ー
タ
ー
の
肩
替
り
を
し
て
ア
タ
ッ
ク
態
勢
を
確
立
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｃ
４
、
Ｃ
５
へ
の
荷
上
げ
を
隊
員
が
自
力
で
行
っ
た
後
、

二
十

一
日
に
日
本
側
の
八
名
は
Ｃ
５
へ
移
動
し
た
。

こ
の
日
デ
リ
ー
か
ら
届
い
た
モ
ン
ス
ー
ン
情
報
で
は
ベ
ン
ガ
ル
湾
上
に
モ
ン

ス
ー
ン
が
発
生
す
る
の
は
五
月
二
十
四
日
頃
で
北
部
シ
ッ
キ
ム
の
当
地
へ
の
襲

来
は
六
月
五
日
頃
と
伝
え
ら
れ
、
い
よ
い
よ
モ
ン
ス
ー
ン
と
の
競
争
と
な
っ
た
。

明
け
て
二
十
二
日
、
早
朝
の
ラ
ジ
オ

・
ニ
ュ
ー
ス
で
ラ
ジ
ブ

・
ガ
ン
ジ
ー
首

相
の
暗
殺
が
報
じ
ら
れ
、
Ｂ
Ｃ
は
暗
く
沈
ん
だ
。

こ
の
日
、
一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
の
名
塚
、
今
村
、
小
田
の
三
名
は
吉
田
、
田
辺
、

新
郷
、
星
野
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
Ｃ
６
建
設
に
向
っ
た
が
、
彼
ら
は
十
七
日

に
イ
ン
ド
側
が
デ
ポ
し
た
地
点
が
判
ら
ず
時
間
を
ロ
ス
し
て
し
ま
い
、
こ
の
日

は

一
旦
Ｃ
５
へ
引
き
返
し
た
。

二
十
三
日
、
朝
方
強
風
が
吹
き
荒
れ
た
こ
の
日
、
Ｃ
５
の
七
名
は
上
部
ル
ー

ト
を
北
壁
側
に
ト
ラ
バ
ー
ス
す
る
新
ル
ー
ト
に
変
更
し
て
、
北
壁
の
山
学
同
志

会
ル
ー
ト

（
一
九
八
〇
年
）
と
合
わ
さ
る
ル
ー
ト
を
取
り
、
北
壁
の
七
九
五
〇

屑
地
点
に
フ
ァ
イ
ナ
ル
・
キ
ャ
ン
プ
を
設
営
し
て

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
が
入
っ

た
。そ

し
て
二
十
四
日
、
ア
タ
ッ
ク
隊
の
三
名
は
午
前
四
時
に
Ｃ
６
を
出
発
し
て

頂
上
に
向
っ
た
。
Ｃ
６
背
後
の
雪
の
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
に
前
日
の
七
ピ
ッ
チ
に
引

き
続
い
て
、
さ
ら
に
三
ビ

ッ
チ
固
定
ロ
ー
プ
を
延
ば
し
て
上
部
雪
田
に
抜
け
出

た
。
上
部
雪
田
に
出
る
と
猛
烈
な
ブ
リ
ザ
ー
ド
に
見
舞
わ
れ
、　
一
時
は
こ
の
日

の
登
頂
が
危
ぶ
ま
れ
た
が
、
彼
ら
は
果
敢
な
頂
上
ア
タ
ッ
ク
を
続
行
し
て
ウ
ェ

ス
ト

・
コ
ル
を
目
指
し
た
。
そ
し
て
先
ず
無
酸
素
の
名
塚
が
十

一
時
五
十
分
に

登
頂
し
、
次
い
で
途
中
か
ら
マ
ス
ク
の
故
障
で
無
酸
素
で
の
行
動
に
切
り
換
え

た
今
村
と
小
田
が
十
五
時
二
十
三
分
に
登
頂
し
た
。

こ
の
日
、
高
所
ポ
ー
タ
ー
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
Ｃ
６
に
入
っ
た
イ
ン
ド
側
　
５



の
Ｓ

・
Ｄ

ｏ
シ
ャ
ル
マ
、
カ
ネ
ヤ

・
ラ
ル
、
Ｔ

・
サ
マ
ン
ラ
の
三
名
は
、
翌
二

十
五
日
に
頂
上
に
向
か
い
登
頂
に
成
功
し
た
。

こ
う
し
て
日
印
双
方
三
名
ず

つ
登
頂
を
果
し
た
と
こ
ろ
で
頂
上
攻
撃
に
ピ
リ

オ
ド
が
打
た
れ
た
。
納
得
し
に
く
い
こ
と
で
あ
る
が
、
合
同
隊
と
い
う
の
は
双

方
同
じ
数
の
登
頂
者
で
な
い
と
具
合
が
悪
い
ら
し
い
。

何
れ
に
せ
よ
モ
ン
ス
ー
ン
の
足
音
に
脅
え
な
が
ら
も
最
後
の
ギ
リ
ギ
リ
の
と

こ
ろ
で
聖
な
る
踏
ま
れ
ざ
る
頂
は
我
々
に
微
笑
ん
で
く
れ
、
登
頂
の
幸
運
を
与

え
て
く
れ
た
。

＊

私
は

一
九
八

一
年
五
月
九
日
、
西
峰
～
主
峰
の
交
差
縦
走
を
夢
み
て
一
方
の

ト
ラ
バ
ー
サ
ー
と
し
て
ヤ
ル
ン
ｏ
カ
ン
の
頂
に
立
ち
な
が
ら
時
間
切
れ
の
た
め

無
念
の
落
涙
と
な
っ
た
。

あ
れ
か
ら
十
年
、
再
び
カ
ン
チ
に
相
ま
み
え
る
事
が
出
来
る
と
は
夢
に
も
思

わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
念
願
の
ゼ
ム
氷
河
か
ら
で
あ
る
。

東
部
カ
ラ
コ
ル
ム
の
三
部
作

（
マ
モ
ス
ト
ン
・
カ
ン
リ
、
サ
セ
ル
・
カ
ン
リ

Ⅱ
峰
、
リ
モ
ー
峰
の
初
登
頂
）
を
結
実
さ
せ
た
時
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

昔
、
Ｈ
Ａ
Ｊ
の
先
輩
方
が
ゼ
ム
氷
河
か
ら
の
カ
ン
チ
ヘ
寄
せ
た
熱
き
想
い
は
、

そ
の
後
、
長
い
時
の
流
れ
の
中
で
、
取
り
巻
く
情
勢
が
変
転
を
重
ね
、
推
進
す

る
人
が
代
ろ
う
と
も
、
そ
の
想
い
は
絶
え
る
こ
と
な
く
脈
々
と
引
き
継
が
れ
て

き
た
。
こ
の
執
拗
な
ま
で
の
情
熱
の
継
続
こ
そ
が
、
ゼ
ム
氷
河
の
問
戸
を
開
か

せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
遅
れ
て
き
た
筈
の
我
々
が
、
こ
う
し
た
美
酒
を
汲
み
取
る

栄
誉
に
与
か
る
時
、
こ
の
地
に
想
い
を
寄
せ
ら
れ
た
多
く
の
先
輩
達
に
想
い
を

馳
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。

十
年
前
の
ネ
パ
ー
ル
側
か
ら
の
登
山
と
、
今
回
の
シ
ッ
キ
ム
側
か
ら
の
登
山

を
比
較
し
て
み
る
と
、
同
じ
プ
レ
・
モ
ン
ス
ー
ン
期
で
あ
り
な
が
ら
、
ル
ー
ト

の
雪
の
状
態
は
勿
論
の
事
、
局
地
的
な
気
象
条
件
も
、
国
境
を
挟
ん
で
ま
る
っ

き
り
異
り
、
雪
の
つ
き
か
た
な
ど
は
、
東
チ
ベ
ッ
ト
の
ギ
ャ
ラ
・
ペ
リ
や
ブ
ー

タ
ン
の
ガ
ン
カ
ル
プ
ン
ズ
ム
の
様
な
感
じ
で
、
山
名
は
同
じ

一
つ
の
山
で
あ
っ

て
も
ネ
パ
ー
ル
側
と
シ
ッ
キ
ム
側
と
で
は
ま
る
っ
き
り
違
っ
た
山
の
よ
う
な
感

じ
を
受
け
た
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
日
印
合
同
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
登
山
隊

一
九
九

一
年

活
動
期
間
　
一
九
九

一
年
三
月
～
五
月

目
　
　
的
　
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ

（八
五
人
六
屑
）
の
ゼ
ム
氷
河
側
か
ら
の

登
頂

隊
の
構
成

　

〔日
本
側
〕

隊
長
＝
尾
形
好
雄

（４２
）
、
副
隊
長
＝
名
塚
秀
二

（３６
）
、
隊
員
＝

吉
田
秀
樹

（３８
）
、
今
村
裕
隆

（３２
）
、
田
辺
治

（３０
）
、
江
塚
進

介

（３０
）
、
佐
藤
光
由

（３０
）
、
小
田
隆
三

（２８
）
、
後
藤
文
明

（２６
）
、

星
野
龍
史

（２３
）
、
秋
山
剛

（２０
）
、
新
郷
信
廣

（４８
）
、
北
川
み

は
る

（４２
）
、
具
塚
珠
樹

（３０
）

〔イ
ン
ド
側
〕

隊
長
＝
フ
カ
ム

◆
シ
ン

（５３
）
他
、
登
攀
メ
ン
バ
ー
十
五
名
、
医

師
二
名
、
撮
影
二
名
、
無
線
技
師
二
名

行
動
概
要
　
二
月
二
十
四
日
先
発
隊
東
京
発
。
二
月
二
十
八
日
本
隊
東
京
発
。

三
月
八
日
デ
リ
ー
発
。
二
月
十
四
日
ガ
ン
ト
ッ
ク
発
。
三
月
三
十

一
日
先
発
隊
Ｂ
Ｃ
建
設

（四
九
三
五
ｍ
）
。
四
月
十
五
日
Ａ
Ｂ
Ｃ

建
設

（五
二
〇
〇
ｍ
）
、
二
十
日
Ｃ
ｌ
建
設

（五
七
〇
〇
ｍ
）
、
二
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シッキムの踏まれざる頂

幸晨

十
七
日
Ｃ
２
建
設

（大
三
〇
〇
ｍ
）
、
五
月
四
日
Ｃ
３
建
設

（六

三
〇
〇
ｍ
）
、
九
日
Ｃ
４
建
設

（七
四
五
Ｏ
ｍ
）
、
十
五
日
Ｃ
５
建

設

（七
八
五
Ｏ
ｍ
）
、
二
十
三
日
Ｃ
６
建
設

（七
九
五
Ｏ
ｍ
）
、
二

十
四
日
名
塚
、
今
村
、
小
田
登
頂
。
二
十
五
日
Ｓ
ｏ
Ｄ
・
シ
ャ
ル

マ
、
カ
ネ
ヤ

・
ラ
ル
、
Ｔ
ｏ
サ
マ
ン
ラ
登
頂
。
三
十
日
Ｂ
Ｃ
撤
収
。

六
月
三
日
ガ
ン
ト
ッ
ク
帰
着
。

告

　
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
（二
三
七
号
）
、
「山
と
渓
谷
」
六
七
四

（９１
年
９

月
号
）
、
「岳
人
」
五
三
〇

（９１
年
９
月
号
）
、
「岩
と
雪
」
（
一
四

八
号
）
公
式
報
告
書
は
日
印
合
作
で
編
纂
中
。

じマラヤ'。 し
lXく
何

≧,
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チ

ョ

ゴ

　

リ

喬
文
里
峰
北
西
壁
の
登
攀

一
九
九
〇
年
四
月
二
十
六
日
、
登
山
隊
総
員
十
二
名
は
成
田
を
出
発
し
北
京

に
向
か
っ
た
。
中
国
登
山
協
会
と
の
打
合
せ
を
終
え
、
ウ
ル
ム
チ
ー
カ
シ
ュ
ガ

ル
ヘ
と
飛
ぶ
。
カ
シ
ュ
ガ
ル
か
ら
車
で
カ
ル
ガ
リ
ッ
ク
ヘ
。
そ
こ
に
は
日
本
か

ら
前
送
し
た
隊
荷
が
積
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
最
終
的
な
物
資
調
達
を
し
五
月

四
日
、
ヤ
ル
カ
ン
ド
河
沿
い
の
集
落

・
マ
ザ
ー
に
向
け
て
車
で
出
発
。
途
中
、

ア
カ
ズ
峠

（三
三
〇
〇
屑
）
と
セ
ラ
ク
峠

（四
九
〇
〇
属
）
の
二
つ
の
峠
を
越

え
た
。
マ
ザ
ー
は
チ
ベ
ッ
ト
ヘ
の
分
岐
点
だ
け
に
重
要
な
と
こ
ろ
。
中
国
軍
隊

の
宿
舎
で
は
親
切
な
も
て
な
し
を
受
け
た
。

マ
ザ
ダ
ラ
で
は
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
主
役
、
ラ
ク
ダ
の
先
発
が
待
っ
て
い
た
。
五

月
六
日
、
ラ
ク
ダ
で
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
出
発
。
ヤ
ル
カ
ン
ド
河
沿
い
の
荒
れ
た
路

を
ラ
ク
ダ
の
列
が
続
く
。
と
に
か
く
暑
い
。
初
日
の
泊
り
が
イ
リ
ク
。
夕
方
と

も
な
る
と
近
く
の
集
落
か
ら
老
若
男
女
が
キ
ャ
ン
プ
地
に
く
る
。
人
な
つ
こ
い

笑
顔
が
よ
か
っ
た
。
ス
ク
ワ
ル
ト
河
を
遡
り
、
ア
ギ
ー
ル
峠
の
下
に
キ
ャ
ン
プ
。

夜
半
、
現
地
で
食
糧
と
し
て
購
入
し
た
羊
を
ね
ら
っ
て
か
狼
の
お
で
ま
し
を
受

岸
　
本
　
五
三
男

け
た
。
危
機
を
感
じ
た
羊
は
、
と

っ
さ
に
逃
げ
、
狼
の
遠
吠
え
だ
け
が
あ
た
り

の
岩
山
に
こ
だ
ま
し
た
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
の
難
所
、
ア
ギ
ー
ル
峠

（四
七
八
〇
腐
）
越
え
は
残
雪
の
な
か
、

ラ
ク
ダ
の
動
き
も
に
ぶ
り
が
ち
。
ク
ラ
ス
ト
し
た
雪
面
に
は
ラ
ク
ダ
も
時
お
り

バ
ラ
ン
ス
を
く
ず
し
て
い
た
。

峠
か
ら
の
展
望
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
目
指
す
チ
ョ
ゴ
リ
峰
は
望
め
な
い
が
、

ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
山
群
が
雄
峰
を
競

っ
て
眺
め
ら
れ
た
。
荒
涼
と
し
た
涸
谷
を

下
る
と
、
夏
期
に
は
大
洪
水
を
起
こ
す
シ
ャ
ク
ス
ガ
ム
河
で
あ
る
が
、
今
は
水

の
流
れ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
登
山
を
終
え
て
の
帰
路
、
川
幅

一
キ
ロ
に
な
る
流

れ
は
ウ
ソ
の
よ
う
で
あ
る
。

五
月
十

一
日
。
キ
ャ
ラ
バ
ン
六
日
目
。
シ
ャ
ク
ス
ガ
ム
河
か
ら
イ
ン
ス
ゲ

ッ

テ
ィ
河
に
入

っ
た
と
こ
ろ
で
、
目
指
す
チ
ョ
ゴ
リ
峰
に
対
面
し
た
。
天
空
高
く

そ
び
え
る
巨
峰
。
山
頂
に
は
白
雲
が
た
な
び
く
。
黒
々
と
し
た
北
西
壁
。
か
た

ず
を
の
ん
で
し
ば
し
見

つ
め
た
。
こ
の
日
ス
ゲ
ト

・
ジ
ャ
ン
ガ
ル
に
到
着
、
大
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本
営
を
建
設
し
た
。

た
だ
ち
に
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
ヘ
の
偵
察
と
荷
上
げ
、
近
く
の
六

一
〇
〇
腐

峰
へ
の
高
所
順
化
が
は
じ
ま
る
。

チ
ョ
ゴ
リ
氷
河
へ
隊
荷
が
移
動
し
、
隊
員
た
ち
が
高
み
へ
と
進
ん
で
い
く
。

大
本
営
に
残
っ
た
の
は
日
本
人
で
は
私

一
人
。
中
国
側
は
連
絡
官
以
下
三
人
。

計
四
人
の
生
活
が
は
じ
ま
る
。
登
山
隊
全
員
が

一
日

一
日
無
事
で
あ
る
こ
と
を

願
う
し
か
な
い
。

六
月
八
日
、
小
雪
が
舞
う
チ
ョ
ゴ
リ
氷
河
の
五
〇
〇
〇
腐
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン

プ
が
設
営
さ
れ
た
。
シ
ェ
ル
パ
に
よ
る
ネ
パ
ー
ル
・
ス
タ
イ
ル
の
Ｂ
Ｃ
開
き
の

セ
レ
モ
ニ
ー
を
終
え
て
私
は
大
本
営
に
下
山
し
た
。
チ
ョ
ゴ
リ
峰
を
振
り
か
え

り
、
こ
の
巨
峰
の
姿
、
形
の
全
て
を
頭
に
き
ざ
み
こ
む
。
こ
れ
か
ら
先
、
ど
ん

な
こ
と
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か
。
登
頂
へ
の
期
待
と

一
抹
の
不
安
を
押
さ
え
な
が

ら
の
下
山
だ
っ
た
。

中
国
側
で
大
本
営
と
呼
ば
れ
る
ベ
ー
ス
ｏ
ホ
ー
ム
で
は
毎
日
二
回
の
交
信
時

間
が
待
ち
ど
お
し
い
。
午
前
十
時
、
各
キ
ャ
ン
プ
か
ら
元
気
な
声
で
登
山
の
進

行
状
況
が
伝
え
ら
れ
る
。
午
後
九
時
の
そ
の
日
最
後
の
交
信
を
終
え
て
ホ
ッ
と

し
て
夕
食
を
と
る
。
無
線
の
入
り
が
悪
く
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
六

月
十
二
日
に
は
Ｃ
ｌ
が
設
営
さ
れ
、
上
部
の
ル
ー
ト
も
順
調
に
の
び
て
ゆ
く
。

し
か
し
、
北
西
壁
の
登
攀
は
厳
し
い
。
Ｃ
ｌ
と
Ｃ
２
の
高
度
差
は

一
二
五
〇
肝

で
、
平
均
傾
斜
は
五
十
度
に
近
く
、
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
は
ま
っ
た
く
な
く
厳
し

い
登
行
を
強
い
ら
れ
た
。
六
月
三
十
日
、
Ｃ
ｌ
建
設
か
ら
十
八
日
日
、
六
六
〇

〇
済
に
Ｃ
２
を
建
設
。
七
月
四
日
、
Ｃ
３
の
七
二
〇
〇
済
地
点
ま
で
ル
ー
ト
エ

作
を
終
え
た
。
こ
の
日
の
未
明
、
Ｃ
ｌ
が
セ
ラ
ッ
ク
崩
壊
に
よ
る
雪
崩
に
襲
わ

れ
た
。
第

一
報
は
朝
の
交
信
で
、
福
島
登
攀
隊
長
か
ら
飛
び
こ
ん
で
き
た
。
電

波
状
態
は
極
め
て
悪
い
。
事
故
ら
し
い
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
中
国
側
の
三
人

も
心
配
そ
う
に
無
線
機
の
前
に
た
た
ず
む
。
福
島
登
攀
隊
長
か
ら
の
詳
報
が
今

村
隊
員
の
大
本
営
へ
の
下
山
で
も
た
ら
さ
れ
る
。
七
人
が
重
軽
傷
。
特
に
サ
ー

ダ
ー
の
ニ
マ
・
テ
ン
バ
は
重
態
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ニ
マ
・
テ
ン
バ
を
大
本

営
に
下
ろ
し
、　
一
刻
も
早
く
入
院
さ
せ
ね
ば
生
命
に
危
険
が
あ
る
と
い
う
。
連

絡
官
に
マ
ザ
ー
ま
で
下
り
て
も
ら
い
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
出
動
を
依
頼
す
る
こ

と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
夏
期
の
大
洪
水
中
の
シ
ャ
ク
ス
ガ
ム
河
は
人
間
の
力
で

は
渡
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
連
絡
は
無
理
な
こ
と
は
分
か
っ
た
が
他
に
知
恵
も

浮
か
ば
ず
不
安
と
心
配
の
時
間
が
続
く
。

重
態
の
サ
ー
ダ
ー
は
土
屋
医
師
の
指
示
で
二
日
を
か
け
て
大
本
営
に
収
容
。

そ
の
後
、
医
師
の
治
療
と
本
人
の
卓
越
し
た
生
命
力
で
快
復
の
兆
し
が
み
え
て
　
６

C3付近で荷上げするシェルパたち

Carring the loads to Canlp 3 by sherpas
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き
た
。

こ
の
救
出
活
動
に
人
手
と
日
数
が
と
ら
れ
計
画
は
大
幅
に
遅
れ
た
。
し
か
し

福
島
登
攀
隊
長
の
登
山
再
開
の
声
に
明
る
さ
が
よ
み
が
え
っ
た
。七
月
十
三
日
、

登
山
開
始
。

ま
ず
は
雪
崩
で
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
装
備
類
の
掘
り
出
し
。
し
か
し
、
登
攀

に
必
要
な
酸
素
ボ
ン
ベ
二
十
五
本
と
五
〇
〇
キ
ロ
の
装
備
は
深
い
氷
河
の
中
に
失

わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
特
に
酸
素
ボ
ン
ベ
の
埋
没
は
、
主
な
制
約
と
な
り
、

こ
の
た
め
上
部
で
動
け
る
隊
員
が
限
ら
れ
苦
し
い
隊
構
成
に
な
っ
た
。
Ｃ
３
か

ら
上
は
順
調
に
ル
ー
ト
が
延
び
て
い
っ
た
。
北
西
壁
中
央
の
大
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル

に
ル
ー
ト
を
の
ば
し
七
月
三
十

一
日
に
は
Ｃ
４

（七
六
五
〇
屑
）
を
建
設
し
た
。

最
上
部
の
北
西
壁
は
、
残
さ
れ
た
酸
素
と
ル
ー
ト
エ
作
が
で
き
る
人
数
が
三
人

と
い
う
状
態
の
た
め
頂
上
へ
真
直
に
抜
け
る
こ
と
は
無
理
と
判
断
せ
ざ
る
を
え

ず
、
同
じ
時
期
に
北
稜
ル
ー
ト

（
一
九
八
二
年
に
日
山
協
隊
が
初
登
し
た
）
に

入
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ

・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
隊
の
了
解
を
得
て
、
Ｃ
４
か
ら
北

稜
を
横
断
し
て
北
壁
上
部
を
登
攀
す
る
と
い
う
計
画
に
変
更
し
た
。

八
月
二
日
に
Ｃ
５

（七
九
五
〇
腐
）
地
点
ま
で
ル
ー
ト
を
延
ば
し
た
あ
と
、

Ｃ
２
ま
で
休
養
の
た
め
下
っ
た
。

八
月
六
日
、名
塚

ｏ
今
村

・
鎌
田
の
三
人
が
Ｃ
２
を
出
発
し
頂
上
に
向
か
う
。

九
日
、
Ｃ
５
を
出
発
し
た
が
、
途
中

（八
三
〇
〇
肩
）
で
鎌
田
は
酸
素
ボ
ン
ベ

の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
福
島
登
攀
隊
長
の
指
示
で
登
頂
を
断
念
し
た
。
残
る
名
塚
秀

二
、
次
い
で
今
村
裕
隆
は
十
九
時
か
ら
二
十
時
に
か
け
て
念
願
の
チ
ョ
ゴ
リ
登

頂
に
成
功
し
た
。
登
頂
し
た
名
塚
隊
員
の
声

「
こ
こ
よ
り
高
い
所
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
こ
が
八
六

一
一
腐
」
。
帰
路
は
ス
タ
カ
ッ
ト
で
慎
重
に
下
り
、
真
夜
中

に
固
定
ロ
ー
プ
上
端
に
到
着
し
た
。
Ｃ
５
へ
の
帰
着
は
十
日
午
前
二
時
頃
で

64

第 2キ ャンプ

ソ プ

| |こ √)影 に第 1キ ャ



あ
っ
た
。

こ
の
登
山
は
横
浜
市
政
百
周
年
記
念
と
あ
わ
せ
、
横
浜
山
岳
協
会
の
創
立
四

十
周
年
記
念
行
事
と
し
て
実
施
し
た
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
横
浜
市
日
中
友
好
喬
文
里
峰
登
山
隊

一
九
九
〇

活
動
期
間
　
一
九
九
〇
年
四
月
～
九
月

目
　
　
的
　
喬
支
里
峰

（八
六

一
一
ｍ
）
の
北
西
壁
よ
り
の
登
頂
。

隊
の
構
成
　
総
隊
長
＝
植
木
知
司

（５９
）
。
隊
長
＝
岸
本
五
三
男

（５０
）
。
登
攀

隊
長
＝
福
島
正
明

（３９
）
。
登
攀
リ
ー
ダ
ー
＝
名
塚
秀
二

（３５
）
・

今
村
裕
隆

（３１
）
・
鎌
田
健
二

（２９
）
。
隊
員
＝
岸
順
之

（４３
）
・

熊
谷
豊

（４０
）
ｏ
渡
辺
弘

（２９
）
・
小
村
恭
子

（２５
）
。
医
師
＝
土

屋
恒
篤

（５５
）
。
撮
影
＝
星
野
渉

（２９
）
。
サ
ー
ダ
ー
＝
ニ
マ
テ
ン

バ

（３５
）
他
シ
ェ
ル
パ
七
名
。
連
絡
官
＝
干
良
瑛

（４８
）
。

行
動
概
要
　
四
月
三
十
日
カ
シ
ュ
ガ
ル
発
。
五
月
四
日
カ
ル
ガ
リ
ッ
ク
発
。
十

一
日
ス
ゲ
ト

・
ジ
ャ
ン
ガ
ル
の
ベ
ー
ス
・
ホ
ー
ム
着
。
六
月
八
日

Ｂ
Ｃ
建
設

（五
〇
〇
Ｏ
ｍ
）
。
十
二
日
Ｃ
ｌ
建
設

（五
三
五
Ｏ
ｍ
）
。

三
十
日
Ｃ
２
建
設

（六
六
〇
〇
ｍ
）
。
七
月
四
日
Ｃ
３

（七
二
〇

〇
ｍ
）
ま
で
の
ル
ー
ト
エ
作
終
わ
る
。
Ｃ
ｌ
雪
崩
に
襲
わ
れ
七
人

重
軽
傷
。
七
月
十
三
日
登
山
活
動
再
開
。
十
七
日
Ｃ
３
、
三
十

一

日
Ｃ
４

（七
六
五
Ｏ
ｍ
）
建
設
。
八
月
二
日
Ｃ
５

（七
九
五
Ｏ
ｍ
）

ま
で
ル
ー
ト
を
の
ば
す
。
八
日
Ｃ
５
建
設
。
九
日
名
塚

◆
今
村
登

頂
。

報

告

書

　
「聖
域
の
巨
峰
」
神
奈
川
新
聞
社

「雪
崩
を
超
え
て
」
岸
順
之
　
神
奈
川
新
聞
連
載

（
一
九
九
〇
年

喬支里峰北西壁の登攀

十
月
―
十

一
月
）

『岳
人
』

一
九
九
〇
年
十
二
月
号

『ヒ
マ
ラ
ヤ
』
三
二
九
号
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未
踏
の
天
山

・
雪
蓮
峰
に
立
つ

日
本
山
岳
会
東
海
支
部
日
中
友
好
天
山
山
脈
雪
蓮
峰
登
山
隊

天
山
山
脈
と
雪
蓮
峰
の
概
念

モ
ン
ゴ
ル
語
で
デ
ン
グ
リ

・
オ
ー
ラ
、
中
国
音
で
テ
ィ
エ
ン
シ
ャ
ン
と
呼
ば

れ
る
天
山
山
脈
は
、
延
長
二
四
〇
〇
キ
ロ、
幅
四
〇
〇
キ
ロ
で
、
幾
つ
も
の
山
脈
が

平
行
し
、
西
は
中
央
ア
ジ
ア
の
パ
ミ
ー
ル
高
原
の
北
か
ら
始
ま
り
、
新
彊
ウ
イ

グ
ル
自
治
区
を
東
西
に
横
切
リ
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
西
に
至
っ
て
終
わ
る
。

ソ
連
の
伝
記
作
家
Ａ
・
ア
ル
ダ
ン
・
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
は
、
天
山
に
魅
せ
ら
れ
、

憧
れ
続
け
た
天
山
探
検
の
先
駆
者
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
Ｐ
・
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
の
伝
記

『遥
か
な
る
天
山
』
の
中
で
こ
う
書
き
残
し
て
い
る
。
「滑
ら
か
な
新
雪
と
堅

い
氷
雪
の
銀
の
き
ら
め
き
、
そ
れ
は
ま
さ
に
色
あ
で
や
か
な
障
壁
で
あ
っ
た
。

が
、
い
ま
だ
か
っ
て
、
学
者
も
旅
行
者
も
、
そ
の
壁
を
か
い
間
見
た
も
の
は
い

な
い
。
玄
奨
三
蔵
の
ほ
か
は
誰
も
…
。
い
っ
た
い
、
誰
が
学
問
の
た
め
に
天
山

を
開
い
て
く
れ
る
の
か
…
」
こ
の
神
秘
の
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
天
山
山
脈
は
、

そ
の
後
も
限
ら
れ
た
地
域
が
開
放
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
。

天
山
山
脈
の
高
峰
に
は
、　
一
八
五
七
年
、
ロ
シ
ア
の
探
検
家
Ｐ
ｃ
Ｐ
・
セ

徳

島

和

男

ミ
ョ
ー
ノ
フ
が
天
山
中
央
部
を
踏
査
し
た
と
き
発
見
し
た
ハ
ン
テ
ン
グ
リ
と
そ

の
後
、　
一
九
四
三
年
タ
シ
ケ
ン
ト
の
測
量
隊
が
発
見
し
た
最
高
峰
の
ポ
ベ
ー
ダ

峰

（中
国
名
ト
ム
ー
ル
峰
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
両
峰
は
、
ソ
連
、
中
国
を
含

む
多
く
の
外
国
の
登
山
隊
に
よ
り
登
頂
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ハ
ン
テ
ン
グ
リ
か

ら
ほ
ぼ
真
東
に
約
六
〇
キ
ロ、
ム
ザ
ル
ト
河
を
隔
て
て
相
対
す
る
大
山
塊
の
最
高

峰
が
雪
蓮
峰

（六
六
二
七
腐
）
で
あ
る
。
雪
蓮
峰
の
位
置
す
る
天
山
山
脈
中
央

部
は
、
中
ソ
国
境
に
近
く
未
開
放
地
域
で
あ
る
た
め
、
夏
場
に
放
牧
に
訪
れ
る

少
数
民
族
を
除
け
ば
外
国
人
は
も
と
よ
り
中
国
の
登
山
家
も
踏
査
し
て
い
な
い

未
知
の
山
域
で
あ
る
。

雪
蓮
峰
は
中
国
音
で
シ
ュ
エ
リ
エ
ン
・
フ
ォ
ン

（Ｘ
ｃの口
営

「
８
∞）
と
呼
ば

れ
、
天
山
山
脈
特
産
の
珍
し
い
高
山
植
物
の
雪
蓮
に
由
来
す
る
。
雪
蓮
は
ク
リ
ー

ム
色
の
美
し
い
花
を
つ
け
、
貴
重
な
婦
人
科
の
漢
方
薬
に
な
る
。

険
し
い
氷
河
の
古
道
と
雪
蓮
峰

天
山
山
脈
の
南
に
は
、
華
北
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
西
方
に
至
る
オ
ア
シ
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未踏の天山・雪蓮峰に立つ

雪蓮峰 (左)と ジャンクションピーク (右 )

Xuelian Feng(left)and Junction Peak(right)

ス
・
ル
ー
ト
が
あ
り
、
北
に
は
、
草
原
地
帯
を
通
リ
ア
ラ
ル
海
よ
り
黒
海
北
岸

に
達
す
る
ス
テ
ッ
プ

・
ル
ー
ト
が
あ
る
。
こ
の
北
路
の
都
イ
ー
ニ
ン
か
ら
天
山

山
脈
を
横
断
し
て
南
路
の
ア
ク
ス
に
抜
け
る
道
は
、
古
く
か
ら
二
つ
あ
る
。
長

い
が
比
較
的
容
易
な
カ
ラ
サ
ル
よ
リ
コ
ル
ラ
に
至
る
ル
ー
ト
と
、
短
い
が
困
難

な
ム
ザ
ル
ト
峠
ル
ー
ト
で
あ
る
。

『現
代
中
国
紀
行
選
書
　
天
山
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
』
に
よ
る
と
、
「
ム
ザ
ル
ト

氷
河

（木
札
爾
特
氷
河
）
を
通
る
道
は
、
か
つ
て
漢
朝
が
西
域
の
鳥
孫
や
大
宛

と
通
商
し
た
主
要
な
商
路
で
あ
り
、
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
南
北
を
結
ぶ
近

道
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
地
は
、
万
年
雪
に
覆
わ
れ
、
古
代
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
の
中
で
も
屈
指
の
天
然
の
要
塞
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
唐
代
の
名
僧
玄
奨
三
蔵

が
経
典
を
求
め
天
竺
に
旅
立
っ
た
と
き
通
っ
た
道
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
大
谷
探
検
隊
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
十
四
年
に
、
若
冠
十
九
歳
の

吉
川
小

一
郎
が
、
ア
ク
ス

（阿
克
蘇
）
よ
リ
ム
ザ
ル
ト
峠
を
越
え
て
イ
リ
地
方

の
グ
ル
ジ
ヤ
に
到
達
し
て
い
る
。
吉
川
小

一
郎
が
、
そ
の
時
、
ム
ザ
ル
ト
峠
付

近
か
ら
撮
っ
た
で
あ
ろ
う

一
枚
の
写
真
が

〃夕
映
え
に
立
つ
天
山
雪
峰
″
の
タ

イ
ト
ル
で

『大
谷
探
検
隊
―
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
探
検
』
（白
水
社
）
の
口
絵
に
載
っ

て
い
た
。
そ
の
写
真
の
雪
峰
が
雪
蓮
峰
で
あ
る
こ
と
が
、　
一
九
八
六
年
の
第

一

次
隊
の
折
、
徳
島
、
篠
崎
に
よ
る
北
面
ル
ー
ト
の
偵
察
で
確
認
さ
れ
た
。
氷
河

の
融
水
で
濁
流
と
化
し
た
ム
ザ
ル
ト
河
左
岸
の
岩
壁
を
へ
つ
り
、
ク
レ
バ
ス
や

セ
ラ
ッ
ク
の
崩
壊
に
気
を
付
け
な
が
ら
氷
河
を
遡
行
し
、
ム
ザ
ル
ト
峠
の
手
前

に
立
っ
た
と
き
、夕
陽
を
浴
び
て
白
銀
の
峰
々
が
紅
色
に
染
ま
っ
て
い
く
中
に
、

薄
い
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
雪
蓮
峰
の
ド
ー
ム
状
の
姿
を
眺
め
、
二
人
と
も
、
先

人
の
困
難
な
偉
業
を
想
い
、
大
き
な
感
動
で
胸
が
高
鳴
る
の
を
覚
え
た
。
ム
ザ

ル
ト
氷
河
か
ら

一
気
に
三
千
屑
を
越
す
高
さ
の
氷
雪
壁
が
屏
風
の
よ
う
に
そ
そ
　
６
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り
立
つ
。
多
く
の
峰
々
を
従
え
、
そ
の
頂
点
に
響
え
立
つ
雪
蓮
峰
は
、
古
来
か

ら
険
し
い
氷
河
古
道
を
行
き
来
し
た
旅
人
の
姿
を
俯
厳
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

凄
ま
じ
い
ま
で
の
山
で
、
登
攀
に
は
大
き
な
困
難
が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
未

踏
の
頂
き
に
何
と
し
て
も
立
ち
た
い
と
い
う
強
い
意
欲
が
生
ま
れ
た
。

初
登
頂
の
要
因

日
本
山
岳
会
東
海
支
部
は
天
山
山
脈
雪
蓮
峰
へ
、　
一
九
八
六
年
以
来
過
去
三

回
の
日
中
友
好
登
山
隊
を
派
遣
し
た
。
今
回
八
名
の
隊
員
が
未
踏
の
頂
き
に
立

つ
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
成
功
の
要
因
に
は
、
下
記
の
四
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
一
）
　

中
国
登
山
協
会
、
新
彊
登
山
協
会
の
格
別
の
配
慮

・
連
絡
官
と
し
て
、
新
彊
登
山
協
会
の
登
山
隊
長
を
務
め
て
い
る
雷
躍
榮

（Ｆ
の一
く
”ｏ
”
８
∞
）
先
生
を
、
ま
た
、
三
国
合
同
登
山
で
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
七

千
厨
を
越
す
高
度
で
活
躍
し
た
メ
ン
バ
ー
を
含
む
十
名
の
強
力
な
低
所
協
力
員

を
派
遣
し
て
く
れ
た
。

・
馬
の
墜
落
死
等
で
困
難
を
極
め
た
カ
ラ
ク
メ
氷
河
舌
端
ベ
ー
ス
ｏ
キ
ャ
ン

プ
ま
で
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
ル
ー
ト
の
整
備
、
ム
ザ
ル
ト
河
へ
の
架
橋
。

（三
）

恵
ま
れ
た
天
候
。
天
候
の
変
化
を
適
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

過
去
三
回
の
登
山
で
の
天
候
は
、
ア
ド
バ
ン
ス
・
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
以
上
で
は
、

一
～
二
日
晴
天
が
続
く
と

一
～
二
日
降
雪
の
パ
タ
ー
ン
が
多
か
っ
た
が
、
今
回

は
、
登
山
の
前
半
に
七
日
間
晴
天
が
続
く
な
ど
、
天
候
が
安
定
し
て
い
た
。
頂

上
攻
撃
に
出
発
し
た
八
月
十
八
日
、
ま
た
、
登
頂
日
と
な
っ
た
十
九
日
の
天
候

を
新
彊
ウ
ィ
グ
ル
自
治
区
ラ
ジ
オ
局
の
天
気
予
報
と
高
度
計
の
変
化
で
判
断

し
、
か
な
り
余
裕
を
も
っ
て
頂
上
直
下
で
ビ
バ
ー
ク
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

（三
）
　

デ
ー
タ
の
蓄
積

・
過
去
三
回
の
デ
ー
タ
の
蓄
積
よ
り
、
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
ピ
ー
ク

（南
峰
）

ま
で
短
期
間
で
ル
ー
ト
エ
作
が
出
来
た
。
そ
の
た
め
、
頂
上
攻
撃
の
核
心
部
の

ル
ー
ト
エ
作
に
充
分
時
間
を
使
う
事
が
出
来
た
。

（四
）
　

チ
ー
ム

・
ワ
ー
ク

ｅ
高
所
登
山
経
験
者
の
三
名
の
社
会
人
に
各
大
学
山
岳
部
の
リ
ー
ダ
ー
ク
ラ

ス
の
強
力
な
学
生
隊
員
九
名
が
加
わ
り
、
高
所
で
の
荷
上
げ
、
ル
ー
ト
エ
作
が

ロ
ス
な
く
行
わ
れ
た
。

ｏ
学
生
隊
員
は
若
さ
か
ら
か
、
中
国
低
所
協
力
員
と
す
ぐ
に
う
ち
と
け
、
ベ
ー

ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
ア
ド
バ
ン
ス
・
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ま
で
の
二
〇
キ
ロ屑
に
お
よ

ぶ
起
伏
の
激
し
い
モ
レ
ー
ン
帯
の
苦
し
い
荷
上
げ
を
よ
い
ム
ー
ド
の
な
か
で
、

共
に
頑
張
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
九
八
六
年
の
第

一
次
隊

私
達
の
天
山
山
脈
雪
蓮
峰
登
山
計
画
は
、　
一
九
八
五
年
に
始
ま
っ
た
。
小
川

務
を
中
心
に
中
国
の
未
知

・
未
踏
の
山
域
に
登
山
隊
を
派
遣
す
る
計
画
を
進
め

て
い
た
と
こ
ろ
、
新
彊
登
山
協
会
の
特
別
の
配
慮
で
、
未
開
放
山
域
な
が
ら
ト

ム
ー
ル
峰
兄
弟
峰
と
し
て
、
雪
蓮
峰

（六
六
二
七
厨
）
の
許
可
を
戴
い
た
。
早

速
、
雪
蓮
峰
に
つ
い
て
の
資
料
集
め
が
始
ま
っ
た
。
関
係
方
面
に
照
会
し
た
が

天
山
山
脈
に
つ
い
て
は
、
ト
ム
ー
ル
峰
、
ハ
ン
テ
ン
グ
リ
を
除
い
て
皆
無
に
近

い
状
態
で
あ
っ
た
。
何
と
か
、
名
古
屋
大
学
水
圏
科
学
研
究
所
よ
り
中
国
地
質

院
作
成
の

「
ト
ム
ー
ル
峰
区
氷
川
地
貌
図
」
を
手
に
入
れ
る
事
が
出
来
た
。
そ

の
位
置
を
確
認
し
て
み
る
と
、
古
来
よ
り
天
山
山
脈
を
南
北
に
横
断
す
る
氷
河

古
道
の
ム
ザ
ル
ト
峠
近
く
に
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
ま
た
、
大
谷
探
検
隊
の
記

録
の
中
に
、
明
治
四
十
四
年
に
吉
川
小

一
郎
が
、
こ
の
氷
河
古
道
を
横
断
し
た

記
録
が
あ
り
、
天
山
雪
峰
の
一
枚
の
写
真
が
み
つ
か
っ
た
。
浅
井
が
氷
川
地
貌
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図
の
雪
蓮
峰
付
近
の
等
高
線
を
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
に
入
力
し
、
立
体
図
を
作
成

す
る
と
天
山
雪
峰
が
ほ
ぼ
雪
蓮
峰
で
あ
る
こ
と
が
判
り
俄
然
興
味
が
涌
い
て
き

た
。一

九
八
六
年
に
第

一
次
の
「
日
中
友
好
天
山
山
脈
雪
蓮
峰
登
山
隊
１
９
８
６
」

が
組
織
さ
れ
七
月
に
派
遣
さ
れ
た
。
登
山
ル
ー
ト
は
、
登
山
日
数
と
ル
ー
ト
の

長
さ
、
魅
力
を
考
慮
し
雪
蓮
峰
北
壁
と
決
め
る
。

七
月
二
十

一
日
、
日
本
出
発
。
北
京
、
ウ
ル
ム
チ
を
経
て
登
山
基
地
ア
ク
ス

に
二
十
四
日
着
く
。
二
十
六
日
ア
ク
ス
を
出
発
し
ム
ザ
ル
ト
河
右
岸
に
キ
ャ
ラ

バ
ン
を
進
め
る
。
当
初
、
地
元
案
内
人
か
ら
ム
ザ
ル
ト
氷
河
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン

プ
予
定
地
ま
で
三
～
四
日
で
着
け
る
と
説
明
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
ム
ザ

ル
ト
河
本
流
、
ま
た
本
流
に
注
ぐ
各
支
流
の
谷
は
、
氷
河
の
雪
解
け
水
で
濁
流

と
化
し
て
い
た
。
馬
、
略
耽
に
よ
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
は
、
困
難
を
極
め
、
予
定
の

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
地
に
近
づ
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
日
程
の
大
幅
な
遅
れ

の
た
め
、
北
面
か
ら
の
登
山
ル
ー
ト
を
放
棄
し
、
雪
蓮
峰
か
ら
は
南
東
に
遠
く

離
れ
た
位
置
に
あ
る
カ
ラ
ク
メ
氷
河
ル
ー
ト
に
変
更
し
た
。
ム
ザ
ル
ト
河
に
注

ぐ
ア
ク
チ
谷
入
り
回
の
二
三
五
〇
】
川
地
点
に
、
八
月
二
日
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を

設
営
し
た
。
ア
ク
チ
谷
を
つ
め
、
少
数
民
族
の
夏
の
放
牧
地
に
ア
ド
バ
ン
ス
◆

ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
を
八
月
四
日
に
建
設
し
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
に
比
べ
高
緯

度
に
位
置
す
る
天
山
山
脈
中
央
部

（北
緯
四
三
度
付
近
）
で
は
、
雪
線
が
低
く
、

三
〇
〇
〇
厨
程
の
高
さ
か
ら
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
激
し
い
氷
河
の
モ
レ
ー
ン
の
登

高
が
始
ま
り
、
Ｃ
ｌ

（三
六
〇
〇
腐
）
を
八
月
八
日
、
さ
ら
に
モ
レ
ー
ン
を
登

高
し
、
雪
蓮
峰
よ
り
東
に
張
り
出
し
た
主
尾
根
が
南
と
東
に
分
か
れ
る
ジ
ャ
ン

ク
シ
ョ
ン
・
ピ
ー
ク
ヘ
続
く
カ
ラ
ク
メ
氷
河
上
に
Ｃ
２

（四
二
〇
〇
属
）
を
八

月
十
四
日
に
建
設
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
ピ
ー
ク
の
南
尾
根

に
登
攀
ル
ー
ト
を
決
定
し
、
ヒ
ド
ン
ｏ
ク
レ
バ
ス
帯
、
ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
帯

を
越
え
、
急
な
氷
雪
壁
を
登
っ
て
、
Ｃ
３

（五
二
五
〇
属
）
を
八
月
十
八
日
、

さ
ら
に
、
雪
田
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
、
急
な
雪
壁
を
登
り
、
ア
タ
ッ
ク

・
キ
ャ
ン

プ
の
Ｃ
４

（五
七
〇
〇
腐
）
を
八
月
十
九
日
に
建
設
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
、

残
さ
れ
た
登
山
日
数
は
僅
か
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
天
候
も
冬
の
到
来
を
告

げ
る
か
の
ご
と
く
強
風
が
吹
き
荒
れ
、
寒
さ
も

一
段
と
厳
し
く
な
り
、
Ｃ
４
が

新
雪
表
層
雪
崩
に
襲
わ
れ
た
り
、
テ
ン
ト
の
外
張
り
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
り
、

ポ
ー
ル
が
折
れ
た
り
し
た
。
ア
タ
ッ
ク

・
キ
ャ
ン
プ
で
登
頂
の
機
会
を
待
っ
て

い
た
隊
員
の
疲
労
も
激
し
く
な
り
、
つ
い
に
八
月
二
十

一
日
登
頂
を
断
念
し
た
。

帰
路
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
お
い
て
、
ム
ザ
ル
ト
河
の
渡
河
中
、
隊
員
、
馬
が
濁

流
に
呑
ま
れ
た
が
、
幸
運
に
も
、
人
は
中
洲
の
流
木
に
引
っ
掛
か
り
、
馬
は
積

み
荷
を
振
り
落
と
し
自
力
で
は
い
上
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
事
無
き
を
え
た
。

一
九
八
八
年
の
第
二
次
隊

「
日
中
友
好
天
山
山
脈
雪
蓮
峰
登
山
隊
１
９
８
８
」
は
、
雪
蓮
峰
へ
の
再
挑

戦
、
氷
河
古
道
北
面
の
調
査
、
継
続
し
た
日
中
友
好
親
善
活
動
を
目
的
と
し
て

派
遣
さ
れ
た
。
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
困
難
さ
を
考
え
、
雪
蓮
峰
北
側
の
伊
寧

（イ
ー

ニ
ン
）
↓
昭
蘇

（シ
ョ
ウ
ソ
）
↓
ム
ザ
ル
ト
氷
河
の
ル
ー
ト
で
の
登
山
許
可
申

請
を
中
国
登
山
協
会
に
出
し
、
粘
り
強
く
交
渉
し
た
が
、
未
開
放
地
で
あ
る
と

い
う
理
由
で
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
仕
方
無
く
、
第

一
隊
と
同
じ
く
ア
ク
ス
よ

り
南
側
ル
ー
ト
を
と
る
。

七
月
五
日
、
先
発
隊
、
日
本
を
出
発
。
南
側
の
登
山
基
地
ア
ク
ス
を
経
て
最

終
部
落
破
城
子
に
七
月
九
日
に
着
く
。
ム
ザ
ル
ト
河
右
岸
ル
ー
ト
は
、
河
の
上

流
で
玉
石
が
見
つ
か
り
、
ト
ラ
ッ
ク
道
が
整
備
さ
れ
て
い
た

（帰
路
に
は
、
濁

流
で
各
所
が
崩
壊
し
て
い
た
）
。
そ
の
終
点
ザ
ズ
ル
ク
ま
で
ジ
ー
プ
で
入
る
こ
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と
が
出
来
た
。　
一
昨
年
氷
河
の
雪
解
け
で
増
水
し
て
い
た
ム
ザ
ル
ト
河
も
天
候

不
順
で
、
水
量
が
若
千
少
な
く
、
馬
に
よ
る
渡
河
も
順
調
に
い
き
、
七
月
十
日
、

偵
察
の
基
地
と
な
る
ク
バ
リ
コ
タ
ン
の
キ
ャ
ン
プ
地
に
到
着
す
る
。
氷
河
古
道

の
踏
査
と
雪
蓮
峰
北
面
の
登
山
ル
ー
ト
偵
察
の
た
め
、
七
月
十
二
日
に
ク
バ
リ

コ
タ
ン
を
出
発
。
ム
ザ
ル
ト
河
左
岸
に
沿
っ
て
進
み
、
途
中
の
岩
壁
を
高
巻
き

し
、
支
谷
の
徒
渉
を
繰
り
返
す
。
七
月
十
四
日
に
タ
ム
ク
タ
シ
ュ
氷
河
谷
に
着

く
が
、
こ
の
谷
の
徒
渉
で
、
隊
員
が
濁
流
に
流
さ
れ
、
生
死
の
境
を
さ
迷
う
事

故
が
起
き
る
。
ザ
イ
ル
を
手
繰
り
寄
せ
、
隊
員
は
何
と
か
助
か
っ
た
が
、
テ
ン

ト
、
炊
事
用
具
、
個
装
の
入
っ
た
ザ
ッ
ク
を
流
失
し
、
止
む
な
く
七
月
六
日
に

ク
バ
リ
コ
タ
ン
の
キ
ャ
ン
プ
基
地
に
引
き
返
し
た
。

七
月
十
三
日
、
本
隊
、
日
本
出
発
。
七
月
二
十
日
、
ム
ザ
ル
ト
河
を
無
事
渡

河
。
濁
流
の
ム
ザ
ル
ト
河
支
谷
ア
ク
チ
谷
を
挟
ん
で
先
発
隊
と
対
面
す
る
。
本

隊
は
、
そ
の
ま
ま
カ
ラ
ク
メ
氷
河
舌
端
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
設
営
す
る
た
め
、

ア
ク
チ
谷
左
岸
の
ゴ
ル
ジ
ュ
の
高
巻
き
道
を
馬
で
進
む
。
そ
の
直
後
、
馬
に
不

慣
れ
な
漢
族
の
低
所
協
力
員
の
引
く
馬
が
崖
道
か
ら
墜
落
死
す
る
。
そ
の
た
め
、

馬
を
大
切
に
す
る
少
数
民
族
の
馬
方
は
動
揺
し
、
馬
で
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
は
拒
否

さ
れ
た
。
仕
方
な
く
、
ア
ク
チ
谷
左
岸
の
台
地

（二
五
〇
〇
済
地
点
）
に
ベ
ー

ス
キ
ャ
ン
プ
を
設
営
す
る
。
七
月
二
十
三
日
、
カ
ラ
ク
メ
氷
河
舌
端

（三

一
〇

〇
肝
）
に
Ｃ
ｌ
、
二
十
七
日
モ
レ
ー
ン
上

（三
五
〇
〇
腐
）
に
Ｃ
２
、
二
十
九

日
氷
河
池
畔

（四
〇
五
〇
腐
）
に
Ｃ
３

（こ
こ
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
と
す
る
）
、
八
月
六

日
上
部
雪
田

（五
二
五
〇
腐
）
に
Ｃ
４
、
十
二
日
に
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
ピ
ー

ク
の
南
肩

（五
〇
五
〇
腐
）
に
ア
タ
ッ
ク

・
キ
ャ
ン
プ
を
建
設
し
た
。
こ
の
頃

か
ら
降
雪
と
寒
さ
が
厳
し
く
な
り
、
高
度
の
影
響
と
重
な
っ
て
、
三
名
の
経
験

の
浅
い
隊
員
が
体
調
を
崩
し
、
や
む
な
く
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
引
き
下
が
る
。

八
月
十
六
日
よ
り
体
制
を
立
て
直
し
頂
上
攻
撃
を
開
始
す
る
。
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ

ン
・
ピ
ー
ク
下
部
岩
壁
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
、
雪
蓮
峰
頂
上
へ
続
く
主
稜
線
直
下

の
氷
雪
壁
に
十
六
ビ
ッ
チ
固
定
ロ
ー
プ
を
張
り
、
六
三
〇
〇
肝
地
点
ま
で
ル
ー

ト
エ
作
を
し
て
登
頂
態
勢
を
固
め
る
。
八
月
十
八
日
、
篠
崎
、
亀
田
の
ア
タ
ッ

ク
隊
員
二
名
が
明
日
の
天
候
を
祈
っ
て
フ
ァ
イ
ナ
ル
・
キ
ャ
ン
プ
に
入
る
。
し

か
し
無
情
に
も
、
こ
の
日
の
夕
刻
よ
り
雪
が
降
り
始
め
、
翌
十
九
日
も
終
日
降

り
続
く
。
上
部
キ
ャ
ン
プ
で
は
、　
一
厨
を
越
す
大
雪
と
な
る
。
だ
が
、
こ
の
雪

も
夜
半
に
は
止
み
、
満
天
の
星
が
天
山
の
空
に
き
ら
め
く
。
翌
日
の
ア
タ
ッ
ク

を
決
定
す
る
。

八
月
二
十
日
、
午
前

一
時
三
十
分
の
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
交
信
で
は
、
上
部
は

風
が
強
く
、
ガ
ス
が
か
か
っ
て
視
界
が
利
か
な
い
と
伝
え
て
来
る
。
天
候
の
回

復
が
遅
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
三
時
に
は
出
発
す
る
と
元
気
な
声
が
入
る
。
ヘ
ッ

ド
ラ
ン
プ
の
明
か
り
を
た
よ
り
に
、
午
前
三
時
三
十
分
、
行
動
開
始
。
昨
日
ま

で
の
大
雪
で
固
定
ロ
ー
プ
は
埋
ま
り
、
雪
壁
で
の
ラ
ッ
セ
ル
は
厳
し
く
、
深
い

と
こ
ろ
で
は
頭
ほ
ど
の
高
さ
に
な
る
。
ア
タ
ッ
ク
隊
の
ビ
ッ
チ
は
上
が
ら
ず
苦

闘
が
続
く
。
午
前
六
時
頃
か
ら
天
候
が
崩
れ
始
め
吹
雪
模
様
と
な
る
。
主
稜
線

直
下
で
は
、
烈
風
で
顔
も
上
げ
ら
れ
な
い
状
態
と
な
り
八
時
四
十
分
登
頂
を
断

念
し
、
引
き
返
す
。
再
度
ア
タ
ッ
ク
を
期
し
て
頑
張
っ
て
い
た
隊
員
の
気
力
、

体
力
は
、
天
山
山
脈
の
自
然
の
厳
し
さ
に
打
ち
負
け
、
遂
に
、
八
月
二
十

一
日
、

雪
煙
を
舞
い
上
げ
る
雪
蓮
峰
に
無
念
の
涙
を
流
す
。

一
九
八
九
年
の
第
二
次
隊

「
日
中
友
好
天
山
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
学
術
調
査
登
山
隊
」
は
、
（
一
）
天
山
北
路
、

同
南
路
を
結
ぶ
古
道
調
査
と
天
山
山
脈
の
横
断
に
よ
る
考
古
、
人
類
、
地
質
な

ど
の
年
代
測
定
を
含
む
学
術
調
査
研
究
、
（三
）
天
山
南
路
、
中
道
、
南
道
を
　
７



中
心
に
国
産
ジ
ー
プ
に
よ
る
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠

一
周
、
同
学
術
調
査
、
（三
）

天
山
山
脈
中
央
部
未
踏
峰
群

（雪
蓮
峰
六
六
二
七
】同等
）
の
初
登
頂
及
び
頂
上

か
ら
の
ビ
デ
オ
撮
影
、
（四
）
隊
員
に
よ
る
日
中
友
好
親
善
、
を
目
的
と
し
て

派
遣
さ
れ
た
。

出
発
直
前
、
北
京
で
天
安
門
事
件
が
起
こ
り
、
外
務
省
は
中
国
へ
の
渡
航
自

粛
を
勧
告
じ
た
。
そ
の
た
め
、
学
術
隊
員
四
名
が
参
加
出
来
な
く
な
り
、
隊
は

危
機
に
陥
っ
た
。
六
月
十
七
日
、
登
山
隊
、
調
査
隊
、
合
わ
せ
て
十
五
名
は
北

京
に
飛
ん
だ
。
飛
行
機
は
貸
し
切
り
同
然
。
北
京
の
街
に
は
、
外
国
人
の
姿
は

な
か
っ
た
。
二
十
日
ウ
ル
ム
チ
か
ら
登
山
基
地
ア
ク
ス
ヘ
。
二
十
二
日
、
破
城

子
の
先
の
チ
ャ
ン
ラ
パ
ー
の
村
へ
着
く
。
ム
ザ
ル
ト
河
本
流
に
は
、
こ
の
一
月

完
成
し
た
長
さ
三
〇
済
の
ア
ー
チ
型
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
橋
が
か
か
っ
て
い

た
。
ト
ラ
ッ
ク
も
な
ん
と
か
通
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
、
隊
員
た
ち
は
こ
の
橋

の
お
陰
で
第

一
次
、
第
二
次
の
隊
員
が
味
わ
っ
た
、
本
流
渡
河
の
恐
怖
を
免
れ

た
。
二
十
三
日
、
チ
ャ
ン
ラ
パ
ー
よ
り
、
酪
耽
、
馬
、
ロ
バ
合
わ
せ
て
四
十
二

頭
で
ム
ザ
ル
ト
河
左
岸
に
沿
っ
て
ア
ク
チ
谷
出
合
い
ま
で
キ
ャ
ラ
バ
ン
。途
中
、

濁
流
の
支
谷
が
三
ヵ
所
あ
っ
だ
が
、
両
方
と
も
丸
木
橋
が
架
か
っ
て
い
た
。
こ

こ
で
、
ロ
バ
ニ
頭
の
滑
落
。
ア
ク
チ
谷
出
合
い
か
ら
カ
ラ
ク
メ
氷
河
舌
端
ま
で

の
難
所
で
は
荷
を
小
さ
く
し
、
二
回
に
分
け
て
荷
上
げ
を
し
た
が
、
馬
二
頭
が

断
崖
か
ら
落
ち
ア
ク
チ
谷
の
濁
流
に
呑
み
込
ま
れ
た
。
モ
レ
ー
ン
上
三
五
〇
〇

済
に
Ｃ
ｌ
、
六
月
二
十
八
日
氷
河
池
畔
の
上
四

一
〇
〇
済
に
Ｃ
２
を
建
設
、
ア

イ
ス
フ
ォ
ー
ル
帯
を
抜
け
た
雪
田
四
八
〇
〇
腐
に
Ｃ
３
、
上
部
雪
田
五
二
五
〇

腐
に
Ｃ
４
、
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
ピ
ー
ク

（雪
蓮
南
峰
）
南
東
肩
五
七
五
〇
屑

の
小
さ
な
コ
ル
に
Ｃ
５
を
建
設
。
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
◆
ピ
ー
ク
下
部
岩
壁
か
ら

上
部
の
雪
壁
に
十

一
ビ
ッ
チ
の
フ
ィ
ッ
ク
ス
エ
作
。
七
月
十
四
日
、
篠
崎
、
山

崎
の
二
名
が
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
ピ
ー
ク
の
登
頂
。
数
日
に
お
い
て
、
森
本
、

小
林
、
加
田
、
岩
淵
の
四
名
が
登
頂
。
そ
の
後
、
幾
つ
か
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が

発
生
。
小
林
が
雪
崩
に
巻
き
込
ま
れ
五
〇
腐
流
さ
れ
た
り
、
Ｃ
３
の
ア
イ
ス

フ
ォ
ー
ル
の
崩
壊
に
、
山
崎
が
巻
き
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
ジ
ャ
ン

ク
シ
ョ
ン
ｅ
ピ
ー
ク
を
越
え
て
、
雪
蓮
峰
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
中
、
森
本
が
稜
線

北
側
に
大
き
く
張
り
出
し
た
雪
庇
を
踏
み
抜
き
墜
落
。
そ
の
た
め
、
隊
員
た
ち

の
登
攀
意
欲
が
急
速
に
落
ち
、
つ
い
に
、
登
頂
を
断
念
し
た
。　
一
方
、
学
術
調

査
隊
は
、
古
代
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
中
で
も
屈
指
の
天
然
の
要
塞
で
あ
っ
た
天
山

山
脈
を
横
断
す
る
氷
河
古
道
の
完
全
踏
査
に
外
国
人
と
し
て
戦
後
初
め
て
成
功

し
、
ま
た
地
球
科
学
、
人
文
科
学
の
各
方
面
に
亘
っ
て
調
査
し
た
。

一
九
九
〇
年
の
第
四
次
隊

〔第

一
次
ア
タ
ッ
ク
の
失
敗
〕

八
月
十
二
日
、
Ｃ
３

（六
四
〇
〇
屑
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
ピ
ー
ク
を
越
え
た

西
の
肩
）
と
、
Ｃ
２

（五
九
五
〇
屑
）
か
ら
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
七
名
が
午
前

三
時
、
暗
闇
の
中
ヘ
ッ
ド

ニ
フ
ン
プ
の
明
か
り
を
頼
り
に
ア
タ
ッ
ク
に
出
発
。

頂
上
か
ら
張
り
出
し
た
長
い
ジ
グ
ザ
グ
の
痩
せ
た
岩
尾
根
を
、
稜
線
北
側
に
大

き
く
張
り
出
し
た
雪
庇
に
細
心
の
注
意
を
は
ら
い
な
が
ら

一
歩

一
歩
踏
み
じ
め

る
。
稜
線
南
側
の
雪
壁
上
部
を
ト
ラ
バ
ー
ス
気
味
に
ル
ー
ト
を
と
り
、
所
々
現

れ
る
岩
場
に
固
定
ロ
ー
プ
を
張
り
、
最
低
鞍
部
に
懸
垂
下
降
す
る
。
鞍
部
か
ら

は
、
手
に
取
る
よ
う
に
頂
上
が
眺
め
ら
れ
る
が
、
二
つ
の
岩
峰
が
行
く
手
を
塞

ぐ
よ
う
に
立
ち
は
だ
か
る
。
第

一
岩
峰
へ
は
、
稜
線
上
の
深
雪
を
ラ
ッ
セ
ル
し

て
取
り
付
く
。
藤
田
と
高
橋
で
ザ
イ
ル
を
組
み
、
岩
峰
に
の
っ
か
る
不
安
定
な

雪
を
落
と
し
な
が
ら
進
み
、
岩
峰
の
頂
部
に
で
る
。
そ
こ
よ
り
第
二
岩
峰

へ
続

く
コ
ル
を
見
下
ろ
し
た
藤
田
は
、「地
獄
を
見
た
」
と
言
っ
て
引
き
返
し
て
来
る
。
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未踏の天山・雪蓮峰に立つ

コ
ル
ヘ
は
、
足
元
か
ら
す
ば
っ
と
切
れ
落
ち
、
し
か
も
、
岩
峰
上
は
、
岩
、
雪

の
ど
こ
も
不
安
定
で
確
保
の
支
点
が
と
れ
な
い
と
言
う
。
結
局
こ
の
日
は
午
後

一
時
、
第

一
岩
峰
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
時
間
ぎ
れ
の
退
却
と
な
る
。
翌
十
三
日
、

Ｃ
３
メ
ン
バ
ー
の
徳
島
、
加
藤
、
西
川
、
高
橋
で
第

一
岩
峰
を
懸
垂
下
降
し
、

下
部
を
巻
き
な
が
ら
ル
ー
ト
エ
作
を
進
め
、
第
二
岩
峰
と
の
間
の
ル
ン
ゼ

（希

望
の
ル
ン
ゼ
と
呼
ぶ
）
ま
で
固
定
ロ
ー
プ
を
張
り
、
頂
上
攻
撃
の
見
通
し
を
立

て
る
。
全
隊
員
が
休
養
の
た
め
ア
ド
バ
ン
ス
・
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

（Ａ
Ｂ
Ｃ
、

四

一
〇
〇
腐
）
ま
で
下
る
。
こ
こ
で
二
日
間
の
体
養
を
と
り
、
登
頂
態
勢
を
立

て
直
す
。
今
後
の
天
候
、
隊
員
の
疲
労
状
態
、
ま
た
、
食
糧
の
状
態
を
考
え
、

八
月
十
八
日
を
最
終
ア
タ
ッ
ク
日
と
決
め
、
隊
の
総
力
を
上
げ
て
挑
む
こ
と
を

決
定
す
る
。
藤
田
、
酒
井
、
小
尻
の
三
名
は
Ｃ
３
か
ら
ア
タ
ッ
ク
、
徳
島
、
加

藤
、
西
川
、
高
橋
の
四
名
は
Ｃ
２
か
ら
ア
タ
ッ
ク
と
し
、
鈴
木
、
服
部
、
河
竹
、

井
上
、
北
浦
の
五
名
が
そ
れ
ぞ
れ
Ｃ
３
、
Ｃ
２
で
サ
ポ
ー
ト
、
と
役
割
を
決
め

る
。
八
月
十
六
日
、
十
七
日
に
か
け
、
ア
タ
ッ
ク
隊
員
は
Ｃ
３
、
Ｃ
２
に
、
サ

ポ
ー
ト
隊
員
は
Ｃ
ｌ

（五
二
五
〇
屑
）
に
移
動
す
る
。
移
動
中
に
、
西
川
が
氷

壁
に
膝
を
打
ち
付
け
歩
行
困
難
と
な
り
、
鈴
木
と
メ
ン
バ
ー
交
替
す
る

（し
か

し
、
西
川
は
、
気
力
を
振
り
絞
っ
て
、
Ｃ
ｌ
を
真
夜
中
に
出
発
し
、
初
登
頂
に

成
功
す
る
）
。

〔未
踏
の
天
山

・
雪
蓮
峰
に
立
つ
〕

八
月
十
八
日
強
風
、
雪
煙
渦
巻
く
頂
上
を
目
指
し
、
Ｃ
ｌ
は
午
前

一
時
、
Ｃ

２
は
午
前
四
時
、
Ｃ
３
は
午
前
五
時
、
ア
タ
ッ
ク
に
出
発
。
″希
望
の
ル
ン
ゼ
″

に
固
定
ロ
ー
プ
を
三
ピ

ッ
チ
張
り
第
二
岩
峰
上
部
に
抜
け
る
。
第
二
岩
峰
は
、

大
き
な
雪
庇
の
縁
に
デ
ッ
ド
マ
ン
で
不
安
定
な
が
ら
支
点
を
取
り
、
ニ
ピ

ッ
チ

の
ロ
ー
プ
を
固
定
し
て
乗
り
越
え
る
と
、
所
々
岩
壁
の
出
た
氷
雪
壁
に
出
る
。

氷
雪
壁
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
気
味
の
雪
壁
に
固
定
ロ
ー
プ
を

一

ピ
ッ
チ
張
り
乗
り
越
す
と
、
頂
上
へ
続
く
大
き
な
雪
壁
に
出
る
。
腰
ま
で
潜
る

深
い
雪
を
、
体
力
の
あ
る
学
生
隊
員
が
交
替
し
な
が
ら
ラ
ッ
セ
ル
す
る
が
、
な

か
な
か
前
進
出
来
ず
、
雪
が
風
に
舞
い
上
が
り
、
ガ
ス
も
涌
き
だ
し
視
界
が
悪

く
な
る
。
夕
暮
れ
の
迫
っ
た
午
後
七
時
、
頂
上
直
下
六
五
〇
〇
肝
地
点
の
岩
盤

の
基
部
に
雪
洞
を
掘
リ
ビ
バ
ー
ク
と
な
る
。
舞
い
上
が
る
粉
雪
で
雪
洞
の
入
り

口
が
ふ
さ
が
れ
息
苦
し
さ
を
感
じ
目
を
覚
ま
す
。
雪
洞
に
吊
し
た
温
度
計
は
氷

点
下
三
十
度
を
越
え
て
い
る
。膝
を
抱
え
、寒
さ
に
耐
え
な
が
ら
の
一
夜
で
あ
っ

た
が
希
望
の
夜
明
け
が
訪
れ
る
の
を
待
つ
。
八
月
十
九
日
、粉
雪
が
舞
い
上
が
っ

て
い
る
も
の
の
、
連
綿
と
連
ら
な
る
中
ソ
国
境
の
天
山
山
脈
の
白
い
峰
々
が
パ

ノ
ラ
マ
と
な
っ
て
眼
下
に
見
渡
せ
る
ま
ず
ま
ず
の
天
気
と
な
っ
た
。
午
前
六
時

に
雪
洞
を
飛
び
出
し
頂
上
に
向
か
う
。
雪
庇
、
ヒ
ド
ン
・
ク
レ
バ
ス
に
注
意
し
、

ラ
ッ
セ
ル
の
先
頭
は
四
十
肝
の
ザ
イ
ル
を
い
っ
ぱ
い
に
垂
ら
し
な
が
ら
進
む
。

つ
い
に
、
九
時
三
十
分
、
八
人
の
隊
員
が
未
踏
の
頂
に
立
つ
。
強
風
で
雪
や
氷

が
吹
き
飛
ば
さ
れ
、結
品
質
石
灰
岩
の
黄
色
い
岩
が
所
々
剥
き
出
し
た
山
頂
は
、

二
、
二
人
が
立
つ
の
が
や
っ
と
。
各
隊
員
が
肩
を
抱
き
合
っ
て
喜
び
を
分
か
ち

合
う
。
五
年
間
の
歳
月
が
熱
い
想
い
と
な
っ
て
涙
が
浴
れ
で
た
。
中
国
、
日
本

の
国
旗
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
旗
、
ま
た
、
学
生
隊
員
は
、
母
校
の
山
岳
部
旗
を
か
ざ
し

て
記
念
写
真
を
撮
っ
た
り
、
頂
上
の
石
を
ザ
ッ
ク
に
詰
め
た
り
し
て
十
時
三
十

分
に
頂
上
に
別
れ
を
告
げ
た
。

帰
路
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
で
は
、
ア
ク
チ
谷
出
合
い
の
難
所
を
日
本
側
隊
員
も
馬

方
と
な
り
、
中
国
側
協
力
員
、
少
数
民
族
と
協
力
し
合
い
日
中
友
好
の
も
と
で

切
り
抜
け
、
八
月
二
十
八
日
登
山
基
地
ア
ク
ス
に
全
隊
員
無
事
下
山
。

阿
克
蘇

（ア
ク
ス
）
地
区
招
待
所
、
烏
魯
木
斉

（ウ
ル
ム
チ
）
国
際
空
港
に
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は
、
日
本
雪
蓮
峰
登
山
隊
凱
旋
の
朱
の
横
断
幕
が
掲
げ
ら
れ
熱
情
歓
迎
で
あ
っ

た
。
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
人
民
大
会
堂
で
の
マ
ス
コ
ミ
記
者
と
の
会
見
、
そ

れ
に
続
く
初
登
頂
祝
賀
会
は
、
人
民
政
府
外
事
部
長
、
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区

体
育
委
員
会
主
席
、
新
彊
登
山
委
員
会
主
席
の
臨
席
の
も
と
で
盛
大
に
行
わ
れ

た
。
ま
た
、
北
京
で
は
、
中
国
登
山
協
会
主
催
の
視
賀
会
が
開
か
れ
、
王
鳳
桐

常
務
副
主
席
か
ら
私
達
の
四
次
に
亘
る
あ
く
な
き
未
踏
へ
の
挑
戦
、
雪
蓮
峰
初

登
頂
の
栄
誉
を
称
え
る
言
葉
を
戴
い
た
。

今
回
は
、
四
度
目
の
挑
戦
で
、
未
踏
の
頂
に
立
つ
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、

山
か
ら
下
り
な
い
、
日
本
に
帰
ら
な
い
、
と
の
不
退
転
の
決
意
で
日
本
を
出
発

し
た
。
こ
の
攻
め
の
気
迫
に
、
天
山
の
峰
々
は
微
笑
み
か
け
、
素
晴
ら
し
い
天

候
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
た
。
運
は
待
つ
も
の
で
は
な
く
、
最
善
の
努
力
を

し
て
、
こ
ち
ら
か
ら
呼
び
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
今
回
の
登
山
に
お
い

て
学
ん
だ
。
今
後
の
日
本
の
登
山
界
を
背
負
っ
て
立
つ
多
く
の
若
者
が
、
四
度

に
わ
た
る
秘
峰
天
山
雪
蓮
峰
の
登
山
を
通
し
て
多
く
の
事
を
学
び
、
確
実
に
成

長
し
て
い
っ
た
こ
と
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
長
い
間
の
暖
か
い
ご
支
援
に
対

し
隊
員

一
同
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
日
本
山
岳
会
東
海
支
部
日
中
友
好
天
山
山
脈
雪
蓮
峰
登
山
隊

一
九

九
〇

活
動
期
間
　
一
九
九
〇
年
七
月
十
八
日
～
九
月
三
日

目
　
　
的
　
ｏ
天
山
山
脈
雪
蓮
峰

（六
六
二
七
腐
）
の
初
登
頂

・
天
山
山
脈
氷
河
古
道
の
調
査

ｏ
日
中
友
好
国
際
親
善
活
動

隊
の
構
成
　
隊
長
　
徳
島
和
男

（南
山
高
校
教
員
、

４５
）

登
攀
隊
長
藤
田
元
弘

（穂
高
ス
ポ
ー
ツ
、

２９
）
、
登
攀
リ
ー
ダ
ー

酒
井
秀
紀

（名
古
屋
植
物
防
疫
所
、

２９
）
、
隊
員

（輸
送
梱
包
）

鈴
木
幹
夫

（岐
阜
大
大
学
院
、

２３
）
、
同

（食
糧
）
服
部
恭
典

（名

城
大
、

２３
）
、
同

（隊
荷
管
理
）
井
上
俊
逸

（名
古
屋
大
、

２３
）
、

同

（健
康
管
理
）
西
川
悦
生

（立
命
館
大
、

２２
）
、
同

（記
録
）

河
竹
康
之

（龍
谷
大
、

２１
）
、
同

（食
糧
）
小
尻
浩

（愛
知
学
院
、

２１
）
、
同

（隊
荷
管
理
）
加
藤
卓
男

（岐
阜
大
、

２１
）
、
同

（装
備

会
計
）
高
橋
玲
司

（愛
知
学
院
、

２１
）
、
同

（記
録
）
北
浦
健
次

（名

城
大
、

２１
）
。

一
九
九
〇
年

七
月
十
八
日
　
　
日
本
出
発
↓
北
京
↓
烏
魯
木
斉

（ウ
ル
ム
チ
）

七
月
二
十
日
　
　
烏
魯
木
斉
↓
阿
克
蘇

（ア
ク
ス
）

七
月
二
十
二
日
　
阿
克
蘇

（ア
ク
ス
）
出
発
キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始

七
月
二
十
五
日
　
カ
ラ
ク
メ
氷
河
舌
端

（三

一
〇
〇
ｍ
）
Ｂ
Ｃ
建

設

七
月
二
十
七
日
　
モ
レ
ー
ン
上

（三
五
〇
Ｏ
ｍ
）
中
継
キ
ャ
ン
プ

Ｔ
Ｃ
ｌ
建
設

七
月
二
十
九
日
　
氷
河
池
畔
の
台
地

（四

一
〇
〇
ｍ
）
Ａ
Ｂ
Ｃ
建

設

八
月

一
日
　
　
　
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
上
部
雪
田

（四
人
○
Ｏ
ｍ
）

Ｔ
Ｃ
２
建
設

八
月
三
日
　
　
　
上
部
雪
田
基
部

（五
二
五
Ｏ
ｍ
）
Ｃ
ｌ
建
設

八
月
七
日
　
　
　
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
ピ
ー
ク
南
東
の
肩

（五
九

五
Ｏ
ｍ
）
Ｃ
２
建
設

行
動
概
要
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八
月
十

一
日
　
　
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
ピ
ー
ク
を
越
え
た
西
の
肩

（六
四
〇
〇
ｍ
）
Ｃ
３
建
設

八
月
十
二
日
　
　
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
失
敗

八
月
十
八
日
　
　
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
六
五
〇
Ｏ
ｍ
で
ビ
バ
ー
ク

八
月
十
九
日
　
　
中
国
時
間
十
二
時
三
十
分

（太
陽
高
度
午
前
九

時
○
○
分
）
徳
島
、
藤
田
、
酒
井
、
鈴
木
、
加

藤
、
西
川
、
小
尻
、
高
橋
初
登
頂

誰

¨
時
刻
に
つ
い
て

中
国
の
サ
マ
ー
タ
イ
ム
は
日
本
時
刻
と
同
じ
時
刻
を
使
っ
て
い
る
。経
度
差
（天

山
山
脈
雪
蓮
峰
の
経
度
‥
約
束
経
八
十

一
度
）
約
五
十
度
を
考
え
る
と
時
差
が

約
三
時
間
強
あ
る
。
記
録
中
の
時
刻
は
そ
れ
を
考
慮
し
、
時
差
を
三
時
間
と
換

算
し
て
記
し
て
あ
る
。

〔註

一
本
第
四
次
登
山
隊
は
、
日
本
山
岳
会
海
外
登
山
基
金
、
平
成
二
年
度
第

一
次
助
成
金
の
割
当
て
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
〕

未踏の天山・雪蓮峰に立つ

爾 :

:ぃ 1:|||:|1議 、11* tf ?A"
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ふ
た
り
の
チ

ョ
モ
ラ
ン
マ

あ
る
心
理
学
者
は

「遊
び
」
を

「他
か
ら
強
制
さ
れ
ず
、
他
の
目
的
の
手
段

で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
行
動
」
と
定
義
し
た
と
い
う
。

私
達
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山
は

「遊
び
」
に
徹
し
、
準
備
も
含
め
て
極
力

「遊

び
」
を
妨
げ
る
ス
ト
レ
ス
要
因
を
排
除
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
こ
の
目
的
か
ら
、

登
山
報
告
の
た
ぐ
い
も

一
切
し
な
い
方
針
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
人
し
か
い

な
い
隊
員
の
う
ち

一
人
を
登
頂
後
失
っ
た
結
果
、
私
達
の

「遊
び
」
も
社
会
的

な
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
七
九
年
、
私
は
今
井
通
子
を
隊
長
と
す
る
カ
モ
シ
カ
同
人
ダ
ウ
ラ
ギ
リ

ニ
峰

・
三
峰

・
五
峰
縦
走
登
山
隊
に
参
加
し
た
。
こ
れ
が
私
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山

の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
山
田
昇
と
と
も
に
冬
の
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
に
消
え
た
小

松
幸
三
が
副
隊
長
を
務
め
た
。
彼
の
オ
覚
が
十
七
名
も
の
隊
員
を
う
ま
く
ま
と

め
あ
げ
、
登
攀
隊
員
が
い
ず
れ
か
の
ピ
ー
ク
に
登
頂
し
、
八
名
も
の
隊
員
が
三

つ
の
ピ
ー
ク
の
縦
走
に
成
功
し
た
。

私
自
身
は
五
峰
の
ル
ー
ト
エ
作
で
消
耗
し
、
五
峰
に
登
頂
し
た
も
の
の
縦
走

貫
　
田
　
宗
　
男

は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
ル
ー
ト
の
ト
ッ
プ
に
立
っ
て
、
全
力
を
投
入
で
き

た
こ
と
の
満
足
感
は
残
っ
た
。
た
だ
準
備
に
、
仕
事
や
家
庭
に
お
け
る
個
人
の

生
活
を
犠
牲
に
す
る
程
の
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
す
こ
と
や
、
そ
の
組
織

作
り
な
ど
は
疑
間
に
思
っ
た
。

そ
し
て

一
九
八
三
年
に
エ
ベ
レ
ス
ト
を
ネ
パ
ー
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
両
面
よ
り
、

そ
れ
も
冬
季
に
登
る
計
画
に
参
加
す
る
。
当
初
は
ネ
パ
ー
ル
側
だ
け
の
予
定
で

あ
っ
た
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
隊
に
よ
っ
て
冬
季
初
登
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、

計
画
途
中
で
チ
ベ
ッ
ト
側
か
ら
の
登
攀
が
追
加
さ
れ
た
。
ま
た
国
境
を
越
え
て

の
縦
走
も
計
画
さ
れ
た
。
こ
の
登
山
隊
の
派
遣
母
体
は
前
回
同
様
カ
モ
シ
カ
同

人
で
、
チ
ベ
ッ
ト
側
の
隊
長
が
今
井
通
子
、
ネ
パ
ー
ル
側
は
今
井
の
夫
で
あ
る

高
橋
和
之
で
構
成
さ
れ
た
。私
は
チ
ベ
ッ
ト
側
の
隊
で
副
隊
長
に
任
命
さ
れ
る
。

エ
ベ
レ
ス
ト
の
チ
ベ
ッ
ト
側
は
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
中
国
領

に
な
る
。
中
国
側
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
は

一
九
八
〇
年
に
開
放
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
そ

の
年
に
日
本
山
岳
会
は
北
西
壁
と
北
稜
か
ら
の
登
頂
に
成
功
し
て
い
る
。
中
国
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ふたりのチョモランマ

も
登
山
を
外
貨
獲
得
の
手
段
と
し
て
考
え
て
い
る
の
か
、
現
地
の
費
用
基
準
は

莫
大
な
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
登
山
許
可
の
取
得
も
容
易
で
は
な
い
よ
う
な
雰

囲
気
で
、
大
物
国
会
議
員
や
日
中
文
化
交
流
団
体
が
援
助
し
て
い
た
。
幸

い
に

も
、
今
井
隊
長
の
伯
父
で
あ
る
宇
都
宮
徳
馬
議
員
が
日
中
友
好
協
会
の
会
長
で

も
あ
り
、
私
達
の
登
山
の
総
指
揮
を
務
め
て
く
れ
た
。
登
山
隊
の
資
金
も
日
本

山
岳
会
の
よ
う
に
大
企
業
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
ら
な
い
も
の
の
、
今
井
隊
長
の

ネ
ー
ム
バ
リ

ュ
ー
と
資
金
調
達
能
力
で
、
な
ん
と
か
目
途
は
つ
い
た
。
国
境
を

越
え
て
の
縦
走
は
い
く
ら
宇
都
宮
議
員
が
援
助
し
て
く
れ
て
い
て
も
、
私
達
の

政
治
力
で
は
ネ
パ
ー
ル
側
の
内
諾
は
得
て
い
た
も
の
の
、
中
国
側
の
許
可
は
得

ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
両
面
か
ら
の
同
時
登
頂
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
。

結
果
は
ネ
パ
ー
ル
側
の
隊
は
宮
崎
登
攀
隊
長
と
山
田
隊
員
と
の
絶
妙
な
コ
ン

ピ
で
登
頂
成
功
。
チ
ベ
ッ
ト
側
は
気
象
条
件
と
ル
ー
ト
の
悪
さ
、
そ
し
て
多
人

数
の
隊
員
達
を
ま
と
め
き
れ
な
か
っ
た
私
の
力
量
不
足
か
ら
、
北
西
壁
八
〇
〇

〇
屑
ま
で
で
登
山
は
終
わ
っ
た
。
私
自
身
は
七
五
〇
〇
肝
で
足
に
凍
傷
を
負

い
、

リ
タ
イ
ヤ
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
隊
は
隊
運
営
の
不
明
瞭
さ
、
人
間
関
係
、
登

山
そ
の
も
の
の
満
足
度
な
ど
後
味
の
悪
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ

・
チ
ベ
ッ
ト
側
で
の
冬
季
登
山
は
い
ま
ま
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
な

く
、
ま
し
て
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

・
ル
ー
ト
で
あ
る
北
西
壁
か

ら
の
冬
季
登
攀
は
登
山
記
録
の
面
で
も
魅
力
的
で
あ

っ
た
。　
一
九
八
五
年
の
失

敗
に
も
懲
り
ず
、
ま
だ
北
壁
冬
季
登
攀
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。
そ
し
て

一
九
八

八
年
に
や
は
り
今
井
通
子
を
隊
長
と
し
て
、
再
度
挑
戦
と
な
る
。
今
回
は
中
国

登
山
協
会
か
ら
特
別
許
可
を
も
ら
い
、
ネ
パ
ー
ル
か
ら
強
力
な
シ
ェ
ル
パ
を
同

行
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
ジ

ェ
ッ
ト
ス
ト
リ
ー
ム
は
手
強
く
、
隊
と

し
て
は
ホ
ー
ン
バ
イ
ン
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
の
核
心
部
を
ぬ
け
た
八
五
〇
〇
腐
で
力

つ
き
、
私
は
今
度
は
手
の
指
に
凍
傷
を
お
い
、
八
〇
〇
〇
層
が
自
己
の
最
高
到

達
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
登
山
で
自
分
の
体
力
と
技
術
で
は
冬
の
北
西
壁
は
無
理

で
は
な
い
か
と
思
い
は
じ
め
た
。

そ
し
て
三
度
目
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
が

一
九
八
八
年
の
中
国

・
日
本

・
ネ
パ
ー

ル
・
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
／
サ
ガ
ル
マ
タ
三
国
友
好
登
山
隊
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
九

八
三
年
に
許
可
に
な
ら
な
か
っ
た
国
境
を
越
え
て
の
縦
走
を
ひ
と
つ
の
目
的
に

し
て
お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
側
の
橋
本
隊
長
か
ら
参
加
を
誘
わ
れ
た
時
に
、
自
分
の

実
力
も
考
え
ず
に
仲
間
に
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
い
ま
ま
で
私
の
参
加

し
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
は
社
会
人
山
岳
会
出
身
の
ク
ラ
イ
マ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い

る
カ
モ
シ
カ
同
人
で
あ
り
、
主
に
大
学
山
岳
部
出
身
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
日

本
山
岳
会
の
主
催
す
る
登
山
隊
に
も
興
味
が
あ
っ
た
。

チ
ベ
ッ
ト
側
は
豊
富
な
経
験
と
抜
群
の
指
導
力
を
持
つ
重
広
登
攀
隊
長
の
厳

格
な
荷
揚
げ
管
理
を
も
っ
て
予
定
通
り
の
五
月
五
日
に
縦
走
隊
員
と
テ
レ
ビ

チ
ー
ム
が
登
頂
に
成
功
し
た
。
し
か
し
私
の
実
力
は
三
国
の
強
力
な
隊
員
達
の

足
元
に
も
及
ば
ず
、
北
稜
Ｃ
５

（七
八
〇
〇
腐
）
に
や
っ
と
到
達
し
た
だ
け
に

終
わ
っ
た
。
自
分
が
隊
に
貢
献
し
た
事
は
隊
の
通
信
回
路
を
準
備
し
た
こ
と
く

ら
い
で
、
登
山
を
し
に
行
っ
た
と
い
う
よ
り
、
電
気
工
事
を
し
て
い
た
よ
う
な

気
す
ら
し
た
。
通
信
関
係
機
材
だ
け
で
も
何
百
万
円
も
か
か
り
、
そ
の
大
規
模

な
隊
構
成
の
必
要
性
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

ま
た
ス
ポ
ン
サ
ー
獲
得
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
テ
レ
ビ
中
継
が
目
的
と
な
り

登
山
が
手
段
と
な
っ
た
気
す
ら
し
た
。
そ
し
て
最
後
の
北
京
総
司
令
部
か
ら
の

登
山
中
止
命
令
な
る
も
の
は
、
テ
レ
ビ

・
イ
ベ
ン
ト
だ
け
で
な
く
政
治
イ
ベ
ン

ト
の
手
段
に
も
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
た
。
た
か
が
登
山
に
ど
う
し
て

こ
ん
な
お
お
げ
さ
な
仕
掛
け
が
必
要
な
の
か
、
も
っ
と
登
山
そ
の
も
の
だ
け
を
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楽
し
め
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
た
だ
さ
わ
や
か
な
大
学
山
岳
部
出
身

の
若
い
ク
ラ
イ
マ
ー
達
と
知
り
会
え
た
事
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
四
度
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
通
じ
て
、
自
分
の
や
り
た
い
登
山
を
す
る

に
は
自
分
が
隊
長
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
知
っ
た
。
し
か
し
自
分
に

は
大
き
な
隊
を
ま
と
め
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
も
な
い
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
た
。

そ
し
て
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
北
西
壁
の
冬
季
初
登
は
体
力
を
含
め
た
実
力
が
自
分
に

は
な
い
こ
と
も
。
そ
れ
で
も
世
界
最
高
峰
で
あ
る
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
に
は
立
ち
た

か
っ
た
。
こ
れ
は
皆
が
日
本
の
最
高
峰
で
あ
る
富
士
山
に
登
る
動
機
と
同
じ
も

の
で
あ
っ
た
。

私
は
三
国
友
好
隊
の
登
山
中
か
ら
自
分
の
世
界
最
高
峰
登
山
を
夢
見
て
い

た
。
ま
ず
ネ
パ
ー
ル
側
の
サ
ガ
ル
マ
タ
か
チ
ベ
ッ
ト
側
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
か
。

ネ
パ
ー
ル
側
は
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
の
ル
ー
ト
エ
作
に
か
な
り
の
人
力
と
梯
子
な

ど
の
装
備
が
大
量
に
必
要
と
な
り
、
ま
た
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
の
崩
壊
も
怖
い
。

し
か
し
現
地
費
用
は
チ
ベ
ッ
ト
側
に
比
べ
れ
ば
格
段
に
安
い
。
反
対
に
チ
ョ
モ

ラ
ン
マ
の
方
は
費
用
が
莫
大
に
か
か
る
の
と
、
ル
ー
ト
上
部
が
長
く
困
難
な
の

が
デ
メ
リ
ッ
ト
だ
が
、
六
五
〇
〇
済
の
第
三
キ
ャ
ン
プ
ま
で
ヤ
ク
が
使
え
る
。

さ
ら
に
第
三
キ
ャ
ン
プ
か
ら
四
二
〇
〇
肝
の
街
、
シ
ガ
ー
ル
ま
で
ベ
ー
ス
キ
ャ

ン
プ
か
ら
車
を
使
用
す
れ
ば

一
日
で
二
三
〇
〇
】日も
下
降
で
き
、
高
所
順
化
や

休
養
が
や
り
や
す
い
。
よ
っ
て
資
金
の
目
途
さ
え
つ
け
ば
機
動
力
の
あ
る
小
規

模
な
隊
に
は
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
方
が
有
利
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

次
に
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
を
い
か
に
登
る
か
を
考
え
た
。
ル
ー
ト
は
当
然
、　
一
番

登
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
中
国
隊
初
登
の
北
稜
と
す
る
。
ま
た
自
分
に
体
力
が

な
い
の
な
ら
使
わ
な
け
れ
ば
良
い
。
ネ
パ
ー
ル
か
ら
強
力
な
シ
ェ
ル
バ
を
連
れ

て
い
き
、
荷
揚
げ
を
し
て
も
ら
う
。
た
だ
普
段
管
理
さ
れ
る
側
の
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
で
あ
る
私
に
は
シ
ェ
ル
パ
を
管
理
す
る
能
力
も
な
い
。
管
理
能
力
が
あ
り
、

ま
た
シ
ェ
ル
パ
か
ら
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
ラ
ク
パ
・
テ
ン
ジ
ン
を
サ
ー
ダ
ー
と

す
る
。
で
き
る
だ
け
飛
行
機
や
自
動
車
な
ど
の
文
明
の
利
器
を
使
い
、
体
力
の

消
耗
を
防
ぎ
な
が
ら
高
所
順
応
を
計
る
。
そ
し
て
自
分
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が

な
い
の
な
ら
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
必
要
と
し
な
い
少
人
数
の
隊
と
す
る
。
ま

た
隊
を
成
功
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
が
登
る
に
は
で
き
る
限
り
少
人

数
の
方
が
確
率
が
高
く
な
る
。極
端
に
言
え
ば

一
人
が
も
っ
と
も
確
率
が
高
い
。

し
か
し
登
山
の
楽
し
み
を
分
か
ち
合
う
仲
間
が
い
た
ほ
う
が
、
ス
ト
レ
ス
も
少

な
い
だ
ろ
う
。

次
に
登
山
シ
ー
ズ
ン
だ
が
、
段
々
暖
か
く
な
る
プ
レ
モ
ン
ス
ー
ン
の
方
が
、

冬
に
近
づ
く
ポ
ス
ト
モ
ン
ス
ー
ン
よ
り
気
楽
だ
。
プ
レ
モ
ン
ス
ー
ン
の
登
頂
日

は
現
在
で
は
五
月
上
旬
に
も
っ
て
く
る
隊
が
多
い
が
、
マ
ロ
リ
ー
が
チ
ョ
モ
ラ

ン
マ
で
行
方
不
明
に
な
っ
た
の
が
六
月
八
日
。
ヒ
ラ
リ
ー
が
エ
ベ
レ
ス
ト
に
初

登
頂
し
た
の
が
五
月
二
十
九
日
と
当
初
は
モ
ン
ス
ー
ン
直
前
の
登
頂
が
普
通

だ
っ
た
よ
う
だ
。
少
人
数
で
荷
揚
げ
能
力
も
な
い
隊
で
あ
れ
ば
、
登
頂
チ
ャ
ン

ス
は

一
回
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
ノ
ー
ス
・
コ
ル
の
雪
崩
が
心
配
だ
が
、

気
温
が
高
く
な
る
五
月
下
旬
に
登
頂
日
を
合
わ
せ
た
方
が
楽
だ
ろ
う
。
最
後
は

費
用
だ
が
、
無
駄
な
も
の
を
極
力
省
き
試
算
し
て
み
る
と
そ
れ
程
で
は
な
い
。

意
外
に
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
頂
上
は
違
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

頭
の
中
で
は
、
天
候
の
要
素
を
除
く
と
か
な
り
の
登
頂
率
を
予
測
で
き
た
が
、

実
際
に
こ
の
夢
を
実
行
に
移
す
と
な
る
と
そ
の
勇
気
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
山

の
仲
間
と
は
具
体
的
な
計
画
が
な
い
ま
ま
に
そ
の
夢
を
語
り
あ
っ
て
い
た
。　
一

九
九
〇
年
六
月
、
い
つ
も
の
よ
う
に
二
上
純

一
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
八
〇
〇
〇
腐
峰
に

行
こ
う
と
言
う
。
い
つ
も
な
ら
聞
き
流
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
今
回
は
様
子
が

78



ふたりのチョモランマ

二ヽ遅
つヽ
。

二
上
は
関
西
大
学
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
で
、
い
ま
ま
で
に
三
度
の
海
外
遠
征
を
経
験

し
て
い
る
。　
一
九
七
九
年
は
パ
キ
ス
タ
ン
ｏ
カ
ラ
コ
ル
ム
の
五
大
氷
河
踏
査
隊

に
参
加
し
、
シ
ア
カ
ン
リ

（七
四
三
二
厨
）
、
バ
ル
ト
ロ
カ
ン
リ

（七
三

一
二
屑
）

に
登
頂
。　
一
九
八

一
年
に
は
中
国

・
パ
ミ
ー
ル
の
ム
ス
タ
ー
グ
・
ア
タ

（七
五

四
六
腐
）
に
登
頂
。
．そ
の
後
は
結
婚
し
、
四
人
の
子
供
と
盛
岡
に
住
ん
で
い
た

が
、
彼
も
私
と
同
じ
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
お
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
巨
峰
を
い
つ

か
登
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

二
年
前
に
小
西
政
継
を
隊
長
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
の
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
を
計
画
し

た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時
に
二
上
も
参
加
を
希
望
し
て
い
た
。
し
か
し
休
み
の

都
合
が
つ
か
な
い
と
か
で
、
途
中
で
参
加
を
取
り
止
め
て
い
た
。
結
局
こ
の
シ

シ
ャ
バ
ン
マ
登
山
は
ラ
サ
暴
動
の
影
響
を
受
け
、
出
発
直
前
で
中
止
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
私
も
次
の
夢
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。　
一
度
は
登
頂
の

確
率
が
高
そ
う
な
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
を
登
ろ
う
か
と
も
話
し
合
っ
た
が
、
結
局
シ

シ
ャ
パ
ン
マ
だ
と
さ
ら
に
高
い
山
に
登
り
た
く
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
世
界
最
高

峰
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
な
ら
そ
れ
だ
け
で
満
足
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
。
き
わ
め
て
ミ
ー
ハ
ー
的
発
想
で
、
登
山
記
録
を
意
識
し
た
リ
パ
イ
オ
ニ
ア

ワ
ー
ク
や
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
と
か
難
し
い
事
は

一
切
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
単

に
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
が
世
界
の
最
高
峰
で
あ
る
か
ら
、
登
り
た
い
と
い
う
単
純
な

考
え
で
あ
っ
た
。

と
り
あ
え
ず
、
登
山
許
可
の
問
題
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
た
か
が
自
分
達
の
遊
び
に
偉
い
人
を
介
し
た
く
な
か
っ
た
し
、
山
岳

組
織
に
頼
る
の
も
面
倒
だ
っ
た
。
そ
こ
で
チ
ベ
ッ
ト
体
育
委
員
会
主
任
の
ロ
ー

サ
ン
ダ
ワ
氏
に
テ
レ
ッ
ク
ス
を
打
っ
て
み
る
。
彼
は
チ
ベ
ッ
ト
山
岳
界
の
重
鎮

で
あ
る
が
、
き
さ
く
な
人
柄
で
無
理
を
聞
い
て
く
れ
そ
う
な
気
が
し
た
。
過
去

数
度
会
っ
て
い
る
が
、
私
の
事
な
ど
覚
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
し
、
翌
年
の
許
可

な
ど
と
て
も
無
理
な
気
も
し
た
が
、
ダ
メ
も
と
で
ト
ラ
イ
す
る
こ
と
に
し
た
。

返
事
は
チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
よ
り
入
り
、許
可
を
出
す
用
意
が
あ
る
と
言
う
。

思
い
が
け
な
い
返
事
に
戸
惑
い
、
あ
わ
て
た
。
し
か
し
こ
う
な
っ
た
以
上
前
に

進
む
し
か
な
い
。
私
の
頭
で
は
登
頂
で
き
る
戦
術
は
で
き
て
い
た
が
、
は
た
し

て
自
分
の
体
力
で
登
れ
る
か
は
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
。
二
上
は
も
う
決
心
し
て

い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

も
う

一
度
戦
術
を
再
考
し
て
み
る
。
体
力
の
無
い
我
々
の
登
攀
日
数
は
五
月

の
一
ヵ
月
と
す
る
。
登
頂
日
は
月
明
か
り
を
利
用
で
き
る
満
月
の
五
月
二
十
八

日
。
事
前
の
高
所
順
化
に
充
分
な
時
間
を
か
け
る
。
三
月
中
は
日
大
Ｏ
Ｂ
の
宮

原
氏
が
建
て
た
ネ
パ
ー
ル
・
ク
ー
ン
ブ
地
方
、
標
高
三
八
七
五
済
に
あ
る
ホ
テ

ル
・
エ
ベ
レ
ス
ト
ビ
ュ
ー
を
基
地
と
し
て
ク
ー
ン
ブ
の
六
〇
〇
〇
肝
峰
に
二
座

登
頂
す
る
。
こ
れ
は
高
所
順
化
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
た
め
と
言
う
よ
り
、
ネ
パ
ー

ル
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

ｏ
ピ
ー
ク
登
山
を
楽
し
み
た
い
方
が
本
音
で
あ
っ
た
。
二

上
は
第
五
子
が
生
ま
れ
る
の
で
、
ネ
パ
ー
ル
の
大
○
○
○
肝
峰
の
ひ
と
つ
を

登
っ
た
後
、
い
っ
た
ん
日
本
に
帰
る
予
定
だ
っ
た
。
四
月
は
チ
ベ
ッ
ト
に
入
り
、

チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
未
踏
の
北
東
稜
に
挑
む
大
宮
求
隊
の
ル
ー
ト
に
入
り
、
七
〇
〇

〇
肝
台
の
高
所
順
化
を
計
る
。
四
月
下
旬
に

一
旦
カ
ト
マ
ン
ズ
に
お
り
て
休
養

の
後
、
シ
ェ
ル
パ
と
合
流
し
て
、
再
度
チ
ベ
ッ
ト
に
戻
り
、
五
月

一
日
よ
り
本

番
の
登
山
を
開
始
す
る
。
酸
素
を
Ｃ
５

（七
八
〇
〇
屑
）
よ
り
使
用
す
る
の
で
、

Ｃ
６

（八
二
〇
〇
厨
）
ま
で
は
登
頂
前
に

一
回
し
か
登
ら
な
い
。
麓
の
町
、
シ

ガ
ー
ル
ヘ
は
で
き
る
だ
け
多
く
下
山
し
、
休
養
す
る
。
高
所
の
滞
在
は
極
力
少

な
く
し
、
体
力
の
温
存
を
計
る
。

79



高
所
順
化
の
程
度
は
側
ア
ム
コ
の
パ
ル
ス
・
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー

（ミ
ノ
ル

タ
・
パ
ル
ソ
ッ
ク
ス
７
）
で
計
測
、
体
調
を
判
断
す
る
。
こ
の
弁
当
箱
大
の
機

械
は
動
脈
血
の
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
酸
素
飽
和
度
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
動
脈
血

の
酸
素
化
の
程
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
非
常
の
際
に

使
用
す
る
目
的
で
携
帯
型
加
圧
装
置
ガ
モ
ウ
バ
ッ
グ
も
持
参
す
る
。
こ
れ
は
寝

袋
状
の
大
き
な
強
化
ナ
イ
ロ
ン
製
の
袋
で
、
ゴ
ム
ボ
ー
ト
用
の
足
踏
み
ポ
ン
プ

で
内
部
を
加
圧
す
る
。
中
に
入
っ
た
者
に
と
っ
て
は
高
度
差
に
直
す
と
約
二
〇

〇
〇
肝
も
下
山
し
た
効
果
が
あ
る
と
い
う
。
医
師
が
同
行
し
な
い
た
め
、
パ
ル

ス
・
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
や
ガ
モ
ウ
バ
ッ
グ
の
使
用
法
は
千
葉
大
学
附
属
病
院
呼

吸
器
内
科
の
増
山
先
生
に
指
導
を
受
け
る
。

な
る
べ
く
自
分
達
に
負
荷
を
か
け
な
い
た
め
に
、
予
算
の
許
す
限
り
多
く
の

高
所
ポ
ー
タ
ー
を
雇
う
。
行
動
表
か
ら
逆
算
し
、
最
低
人
数
を
五
名
と
割
り
出

す
。
こ
れ
に
サ
ー
ダ
ー
を
加
え
て
、
シ
ェ
ル
パ
は
計
六
名
。
私
達
の
戦
術
は
上

下
移
動
は
激
し
い
も
の
の
、
基
本
的
に
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
グ
な
極
地
法
で
あ
る
。

二
人
と
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
た
め
，準
備
に
あ
ま
り
時
間
が
さ
け
な
っ
た
し
、

ま
た
仕
事
や
家
庭
を
犠
牲
に
し
た
く
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
装
備
、
食
糧
も
ほ

と
ん
ど
現
金
購
入
す
る
。
仲
間
や
先
輩
か
ら
の
装
備
、
食
糧
の
寄
贈
は
あ
り
が

た
く
い
た
だ
い
た
が
、
見
返
り
を
求
め
ら
れ
る
企
業
か
ら
の
寄
贈
は

一
切
依
頼

し
な
か
っ
た
。
二
人
分
の
装
備
や
食
糧
は
購
入
し
て
も
た
か
が
し
れ
て
い
る
。

い
ま
ま
で
貴
重
な
自
分
の
時
間
を
費
や
し
て
、
僅
か
な
物
品
の
寄
贈
依
頼
に
走

り
回
っ
て
い
た
の
と
は
大
違
い
で
、
自
分
達
の
資
金
で
全
て
を
賄
う
の
は
快
感

で
さ
え
あ
っ
た
。
共
同
装
備
も
現
地
で
中
古
品
を
購
入

・
借
用
す
る
こ
と
で
切

り
抜
け
る
。
さ
す
が
に
高
所
で
使
用
す
る
テ
ン
ト
だ
け
は
日
本
で
新
品
を
購
入

し
た
。
個
人
装
備
は
二
上
は
十
年
前
の
も
の
を
、
私
は
三
国
友
好
登
山
隊
で
支

給
さ
れ
た
も
の
を
使
う
。
準
備
の
た
め
に
二
人
が
会
っ
た
の
は
六
月
か
ら
翌
年

三
月
出
発
ま
で
の
準
備
期
間
中
二
回
だ
け
で
あ
っ
た
。
主
に
装
備
を
私
が
用
意

し
、
二
上
は
食
糧
を
準
備
し
た
。

総
経
費
を
八
〇
〇
万
円
と
試
算
し
、　
一
人
あ
た
り
の
負
担
を
四
〇
〇
万
円
と

す
る
。
こ
れ
で
も
充
分
な
酸
素
ボ
ン
ベ
、
高
所
ポ
ー
タ
ー
は
確
保
で
き
て
い
る
。

ま
た
固
定
ロ
ー
プ
も
二
五
〇
〇
屑
準
備
す
る
。
装
備
、
食
糧
も
そ
れ
程
切
り
詰

め
た
訳
で
は
な
い
。
い
ま
ま
で
の
遠
征
経
験
か
ら
登
山
と
直
接
関
係
な
い
よ
う

な
無
駄
な
も
の
を
省
い
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
に
登
頂
成
功

し
た
過
去
三
回
の
日
本
隊
の
資
金
と
は
較
べ
る
べ
く
も
な
い
が
、
こ
の
個
人
負

担
金
の
四
〇
〇
万
円
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
い
さ
さ
か
き
つ
い
。
二
上
は

今
年
買
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
四
輸
駆
動
車
を
あ
き
ら
め
、
私
は
妻
と
共
働
き
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
長
年
た
め
こ
ん
だ
ボ
ー
ナ
ス
を
注
ぎ
込
ん
だ
。

最
後
の
残
さ
れ
た
問
題
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
我
々
の
休
暇
で
あ
る
。
二

上
は
世
界
規
模
の
製
薬
会
社
の
日
本
チ
バ
ガ
イ
ギ
ー
に
勤
め
て
い
た
が
、
チ
ョ

モ
ラ
ン
マ
の
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
の
お
か
げ
も
あ
っ
た
ら
し
く
休
暇
が
認
め
ら
れ

た
。
三
国
友
好
登
山
隊
の
テ
レ
ビ
中
継
の
お
か
げ
で
、
い
ま
や
エ
ベ
レ
ス
ト
よ

リ
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
方
が
知
名
度
が
高
く
な
っ
た
よ
う
だ
。
私
の
方
は
ア
ル
パ

イ
ン
ツ
ア
ー
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

・
ツ
ア
ー
専
門
の
旅
行
会
社
で

あ
る
が
、
三
ヵ
月
も
休
め
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
社
長
の

「が
ん

ば
っ
て
こ
い
」
の
一
言
で
休
暇
扱
い
と
な
る
。
同
僚
も
さ
さ
や
か
で
あ
る
が
心

の
こ
も
っ
た
壮
行
会
を
催
し
て
励
ま
し
て
く
れ
た
。
二
上
の
と
こ
ろ
も
盛
岡
の

同
僚
が
励
ま
し
て
く
れ
た
そ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
派
遣
母
体
、
後
援
団
体
も
な
い
ふ
た
り
の
登
山
隊
が
三
月

六
日
の
出
発
を
迎
え
た
。ま
る
で
国
内
の
山
に
行
く
よ
う
な
気
楽
さ
で
あ
っ
た
。
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▲ベースキャンプより見た

ナムチャバルワ (7782m)

右がナイプ ン(7043m)

View of Namcha Barwa
from Base Camp
Naipun Ridge (right)

く標高差1200mの ナムチャ
バルワ南壁

South face of Namcha
Barwa
1200 m difference bettween
the col and the summit
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6200m付近のカンシュンリッジ 氷の状態は非常に悪い

Kanxung]Ridge of 62001n, condition of ice is very bad
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▲チ ョモランマ
~

右端がカンシュンリッジ

East face Of Qomolangma,
I:く[anxung Ridge at extrerne
right

くカンシュンリッジの登攀

後方は右マカルー

左チョモレンゾ

Climbing of Kanxung Ridge,
Behind of the ridge Makalu
can be seen at right and
Chomolenzo at left
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上部氷原上のキャンプ 2か ら見た梅里雪山 (6740m)

RノIto Meilishue seen frorn Calllp 2 of upper ice field
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▲チ ョゴ リ北西壁キャンプ 3(7200m)
下のテラス

A.Terrace be10w calnp 3 of
Northwest face Of ChOgOri

▲チ ョゴ リ北西壁全貌

:P)anorarnic view of Northwest face Of

Chogori。

北壁8400m付近を登る今村隊員>

Imamura climbing north face of Chogori
8400 m high
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▼キャンプ 3(6400m)よ り雪蓮峰をのぞむ

Mt.Xuelian seen from Camp 3(6400m)

▲雪蓮峰とジャンクションピークの間のコル

(6100m)へ下る準備

Decending to the col,between the

JunCtiOn iPeak and httto Xuelian

▲クリチェフスカヤ (4750m、左 )と カー ミン(4570m、 右 )

Kulychevskaya(47501n,left)and Kamen(4570m,right)

‐息轟 ■ト

▲
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ふたりのチョモランマ

何
の
気
負
い
も
な
く
、
ま
た
自
己
資
金
の
気
楽
さ
か
ら
外
部
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

も
な
い
。

香
港
経
由
で
同
日
乗
り
継
ぎ
の
た
め
、
そ
の
日
の
内
に
カ
ト
マ
ン
ズ
に
到
着

す
る
。
仕
事
で
何
度
も
ネ
パ
ー
ル
を
訪
れ
て
い
る
が
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
だ
と
回

り
の
風
景
を
楽
し
む
余
裕
も
あ
る
。
田
園
風
景
の
広
が
る
空
港
近
く
の
エ
ベ
レ

ス
ト

・
ホ
テ
ル
に
宿
を
と
る
。
エ
ベ
レ
ス
ト

・
ホ
テ
ル
は
昔
は
シ
ェ
ラ
ト
ン
の

看
板
を
掲
げ
て
い
た
、
高
級
ホ
テ
ル
で
あ
る
。
隊
員
の
数
が
少
な
く
経
費
も
か

か
ら
な
い
の
で
、
で
き
る
だ
け
良
い
環
境
に
自
ら
を
置
く
こ
と
に
す
る
。

日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
準
備
を
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
カ
ト
マ
ン
ズ
で
装
備
、

食
糧
の
調
達
、
梱
包
を
す
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
ジ
ャ
ー
ニ
ー
社
の
大
河
原
夫
妻
の

好
意
で
倉
庫
を
借
り
、
そ
こ
で
五
日
間
仕
分
け
、
梱
包
作
業
を
す
る
。
か
な
り

余
裕
を
も
っ
た
装
備
、
食
糧
で
あ
っ
た
が
、
シ
ェ
ル
パ
六
人
の
食
糧
を
含
め
て

も
総
重
量

一
ト
ン
で
済
ん
だ
。

本
番
で
使
用
す
る
装
備
、
食
糧
は
カ
ト
マ
ン
ズ
に
残
し
、
サ
ガ
ル
マ
タ
南
面

で
の
高
所
順
化
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
た
め
に
ザ
ッ
ク
ひ
と
つ
で
三
月

一
二
日
、
宮

原
氏
の
飛
行
機
に
乗
せ
て
も
ら
い
シ
ャ
ン
ボ
チ
ェ

（三
七
五
〇
肩
）
に
飛
ぶ
。

こ
れ
も
下
流
の
ル
ク
ラ
か
ら
歩
き
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
サ
ガ

ル
マ
タ
を
目
前
に
で
き
る
ホ
テ
ル
・
エ
ベ
レ
ス
ト
ビ
ュ
ー

（三
八
七
五
房
）
に

二
泊
す
る
。
何
と
軟
弱
で
贅
沢
な
登
山
隊
か
と
自
嘲
し
な
が
ら
も
、
な
る
べ
く

負
荷
を
か
け
ず
高
所
順
化
す
る
ポ
リ
シ
ー
は
守
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
と
も
か
く
サ
ガ
ル
マ
タ
に
近
付
き
た
か
っ
た
の
で
エ
ベ
レ
ス
ト

ビ
ュ
ー
よ
り
三
日
で
麓
の
ゴ
ラ
ク
シ
ェ
ッ
プ
に
到
達
。
翌
日
、
私
は
サ
ガ
ル
マ

タ
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ヘ
。
Ｂ
Ｃ
に
は
シ
ェ
ル
バ
だ
け
の
登
山
隊
が
Ｂ
Ｃ
建
設

中
で
あ
っ
た
。
目
の
前
の
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
に
は
圧
倒
さ
れ
る
思
い
で
あ
っ
た
。

や
は
リ
チ
ベ
ッ
ト
側
で
正
解
な
の
だ
。
二
上
は
少
し
で
も
高
度
を
上
げ
た
い
と

の
こ
と
で
、
カ
ラ
パ
タ
ー
ル

⌒五
五
四
五
厨
）
に
登
る
。

二
上
の
酸
素
飽
和
度
は
私
よ
り
約
三
〇
び白
も
低
い
が
、
体
力
で
カ
バ
ー
し
て

い
る
の
か
問
題
な
く
登
っ
て
し
ま
う
。
ふ
た
り
と
も
腹
の
出
た
中
年
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
だ
が
、
二
上
は
地
元
盛
岡
で
は
そ
の
体
力
と
風
貌
か
ら
ポ
パ
イ
と
あ
だ
な

さ
れ
て
い
た
。
い
く
ら
歳
で
体
力
が
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
も
私
と
は
格
段
の

差
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。

そ
の
後
、
三
月
二
十

一
日
私
の
四
十
歳
の
誕
生
日
に
六
六

一
八
肝
の
イ
ム

ジ
ャ
ツ
ェ

（ア
イ
ラ
ン
ド

・
ピ
ー
ク
）
を
登
頂
。
二
上
は
ま
だ
完
全
に
高
所
順

化
で
き
て
お
ら
ず
、
か
な
り
苦
し
げ
で
あ
っ
た
が
、　
一
緒
に
登
頂
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
後
二
上
は
第
五
子
誕
生
の
た
め
に
い
っ
た
ん
日
本
に
帰
国
す
る

予
定
で
あ
っ
た
が
、
予
測
外
の
降
雪
の
た
め
飛
行
機
が
飛
ば
ず
、
私
と

一
緒
に

次
の
ピ
ー
ク
を
登
る
事
に
す
る
。
予
定
の
メ
ラ
ピ
ー
ク
は
こ
の
降
雪
の
た
め
あ

き
ら
め
、
六
二
七
三
厨
の
パ
ル
チ
ャ
モ
に
転
進
す
る
。
三
月
二
十
九
日
に
二
人

と
も
登
頂
。
し
か
し
下
山
中
、
私
が
胸
に
落
石
を
受
け
失
神
し
て
し
ま
っ
た
。

四
月

一
日
に
シ
ャ
ン
ボ
チ
ェ
か
ら
カ
ト
マ
ン
ズ
に
下
山
し
、
カ
ナ
ダ
人
医
師
に

見
て
貰
っ
た
と
こ
ろ
、
骨
折
も
し
て
お
ら
ず
打
撲
だ
け
で
「
ノ
ー
プ
ロ
ブ
レ
ム
」

と
診
断
さ
れ
安
心
し
た
。

一
週
間
、
カ
ト
マ
ン
ズ
の
エ
ベ
レ
ス
ト

・
ホ
テ
ル
で
休
養
し
な
が
ら
残
り
の

梱
包
作
業
を
す
ま
す
。
四
月
九
日
シ
ェ
ル
パ

一
人
を
つ
れ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
入
り
。

四
月
十
二
日
に
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
到
着
。
二
上
は
は
じ
め

て
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
を
チ
ベ
ッ
ト
側
か
ら
眺
め
た
訳
で
、感
慨
ぶ
か
げ
で
あ
っ
た
。

当
初
大
宮
隊
の
北
東
稜
に
入
り
高
所
順
化
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
つ
も
り
で
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あ
っ
た
が
、
大
宮
隊
は
出
発
直
前
で
資
金
難
の
た
め
来
年
に
延
期
し
て
し
ま
っ

た
。
し
ょ
う
が
な
い
の
で
、
北
稜
の
ノ
ー
ス
コ
ル

（七
〇
二
八
屑
）
ま
で
の
順

化
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
こ
の
ス
テ
ー
ジ
の
目
標
と
す
る
。

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
は
北
西
壁
日
本
ル
ー
ト
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
隊
、
北
西
壁

グ
レ
ー
ト
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
の
イ
タ
リ
ア
隊
、
北
東
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
の
ア
メ
リ
カ

人
単
独
、
北
東
稜
に
は
イ
ギ
リ
ス
隊
、
そ
し
て
我
々
の
北
稜
に
ア
メ
リ
カ
隊
と

オ
ー
ス
ト
リ
ア
隊
、
計
六
隊
も
入
っ
て
い
た
。
東
壁
に
は
明
治
隊
も
入
っ
て
い

る
が
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
は
全
く
反
対
側
の
た
め
会
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

私
達
も
入
れ
る
と
今
年
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
、
チ
ベ
ッ
ト
側
は
何
と
八
隊
も
挑
戦

す
る
こ
と
に
な
る
。

イ
ギ
リ
ス
隊
も
サ
ポ
ー
ト
隊
が
北
稜
に
入
る
た
め
、
各
隊
は
す
で
に
あ
る
程

度
話
し
合
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
私
達
も

一
番
先
に
入
山
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
隊

を
表
敬
訪
問
す
る
。
こ
の
隊
は
ワ
シ
ン
ト
ン
州
レ
ー
ニ
ア
山
の
山
岳
ガ
イ
ド
を

中
心
と
し
た
隊
で
、
エ
リ
ッ
ク
・
サ
イ
モ
ン
ソ
ン
を
隊
長
と
し
た
総
勢
二
十

一

名
の
大
部
隊
で
あ
っ
た
。
皆
気
の
良
い
連
中
で
、
す
ぐ
に
打
ち
解
け
、　
一
緒
に

登
ろ
う
と
言
っ
て
く
れ
る
。
私
達
も
持
参
し
た
固
定
ロ
ー
プ
や
ピ
ト
ン
を
先
行

し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
隊
に
提
供
す
る
こ
と
に
す
る
。

私
は
四
月
十
九
日
に
ノ
ー
ス
コ
ル
を

一
回
往
復
し
た
だ
け
で
、
ベ
ー
ス
に
戻

る
。
荷
物
を
背
負
う
と
落
石
を
受
け
た
胸
が
ひ
ど
く
痛
む
。
二
上
は
順
応
が
遅

れ
て
い
た
も
の
の
、
二
十
日
、
二
十

一
日
の
二
日
間
ア
メ
リ
カ
隊
の
荷
揚
げ
も

手
伝
い
な
が
ら
ノ
ー
ス
コ
ル
往
復
。
ア
メ
リ
カ
隊
の
医
師
で
、指
に
凍
傷
を
負
っ

た
ジ
ョ
ン
と
共
に
四
月
二
十
三
日
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
よ
り

一
日
で
カ
ト
マ
ン

ズ
に
下
山
。
五

一
五
四
属
の
ベ
ー
ス
よ
り

一
日
で
一
三
五
〇
腐
に
降
り
れ
る
の

が
う
れ
し
い
。
急
激
に
高
度
を
落
と
し
た
の
で
、
身
体
が
ボ
ー
っ
と
す
る
が
、

暖
か
い
シ
ャ
ワ
ー
が
た
ま
ら
な
い
。
皆
か
ら
カ
ト
マ
ン
ズ
ま
で
降
り
て
し
ま

っ

た
ら
、
登
山
を
続
行
す
る
気
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
よ
く
言
わ
れ
た
が
、
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そ
ん
な
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
英
気
を
養
う
の
に
下
界
で
の
休
息
は

最
適
で
あ
っ
た
。

胸
の
痛
み
は
相
変
わ
ら
ず
と
れ
ず
、
二
上
の
会
社
の
ボ
ル
タ
レ
ン
と
い
う
痛

み
止
め
を
飲
ん
で
い
た
。
よ
く
効
く
薬
で
あ

っ
た
が
、
心
配
な
の
で
医
療
援
助

で
カ
ト
マ
ン
ズ
に
居
ら
れ
た
佐
藤
先
生
に
見
て
も
ら
う
と
、
や
は
り
折
れ
て
い

る
と
診
断
さ
れ
る
。
治
療
は
安
静
に
し
て
い
る
し
か
な
い
と
言
わ
れ
る
が
、
も

う
止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
だ
登
頂
ま
で

一
ヵ
月
あ
る
の
で
そ
れ
ま
で

に
は
痛
み
も
消
え
る
だ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

四
月
二
十
七
日
シ
ェ
ル
パ
達
と
と
も
に
本
番
登
山
の
た
め
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン

プ
を
目
指
し
て
カ
ト
マ
ン
ズ
を
出
発
す
る
。
四
月
二
十
九
日
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

建
設
。
物
資
が
少
な
い
た
め
に
キ
ャ
ン
プ
建
設
は
え
ら
く
簡
単
だ

っ
た
。
ア
メ

リ
カ
隊
と
も
再
会
を
喜
び
合
う
。
四
月
二
十
日
マ
ナ
ス
ル
女
子
隊
の
隊
長
を
務

め
ら
れ
た
黒
石
恒
先
生
ら
の
支
援
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
隊
が
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
訪

問
し
て
く
れ
る
。
ひ
さ
し
ぶ
り
に
う
ま
い
日
本
食
を
食
べ
さ
せ
て
貰
う
。
翌
朝

五
月

一
日
よ
り
上
部
キ
ャ
ン
プ
登
山
を
開
始
す
る
。
し
か
し
Ｃ
３
ま
で
は
ヤ
ク

が
使
え
る
の
で
ま
だ
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
気
分
で
あ
る
。
ま
た
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
も

撤
収
し
て
し
ま
い
、連
絡
官
の
中
国
製
テ
ン
ト
の
み
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
か
ら
は
六
五
〇
〇
】
日
の
前
進
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

（Ａ
Ｂ
Ｃ
）
が
本
拠
地
と

な

る

。
五
月
三
日
Ａ
Ｂ
Ｃ
建
設
。
こ
こ
ま
で
の
あ
ま
り
の
順
調
さ
に
二
上
は
そ
の
幸

運
を
喜
ん
だ
。
し
か
し
シ
ェ
ル
パ
達
の
順
応
が
ひ
ど
く
遅
い
こ
と
が
パ
ル
ス

・

オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
の
デ
ー
タ
で
わ
か
る
。
ど
こ
か
の
本
に
六
五
〇
〇
肝
ま
で
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シ
ェ
ル
パ
は
高
所
順
応
の
必
要
が
な
い
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
、　
一
気
に
あ
げ

て
し
ま
っ
た
の
だ
。
先
の
行
動
に
影
響
が
及
ぶ
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
順
応
し

て
い
る
二
人
の
シ
ェ
ル
バ
を
除
き
、
サ
ー
ダ
ー
を
含
む
五
人
を

一
旦
ベ
ー
ス

キ
ャ
ン
プ
に
下
山
さ
せ
る
事
に
す
る
。

五
月
四
日
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
隊
の
隊
員
が
北
東
ク
ロ
ワ
ー
ル
を
単
独
登
攀
中
、

疲
労
凍
死
し
た
と
聞
く
。
彼
ら
は
ブ
ロ
ー
ド
ピ
ー
ク
初
登
頂
者
と
し
て
有
名
な

マ
ル
ク
ス
ｏ
シ
ュ
ム
ッ
ク
を
隊
長
と
し
た

一
種
の
公
募
隊
の
よ
う
で
あ
る
が
、

各
自
バ
ラ
バ
ラ
の
行
動
で
統
制
が
と
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
隊
な
の
か
理

解
で
き
な
か
っ
た
。
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
隊
員
な
ど
は
我
々
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
や
っ

て
来
て
、
「
グ
ロ
ー
ブ
、
グ
ロ
ー
ブ
」
と
言
う
。
ど
う
や
ら
手
袋
が
欲
し
い
と

言
う
こ
と
ら
し
い
。
我
々
に
は
余
分
な
も
の
は
な
い
の
で
断
る
と
、
次
は
ア
メ

リ
カ
隊
の
と
こ
ろ
に
行
き
羽
毛
ズ
ボ
ン
を
求
め
た
と
か
聞
く
。
ま
た
彼
ら
に
は

当
番
車
と
呼
ば
れ
る
連
絡
用
の
ジ
ー
プ
す
ら
な
く
、
よ
く
我
々
も
ジ
ー
プ
を
貸

し
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
。
固
定
ロ
ー
プ
、
酸
素
ボ
ン
ベ
、
高
所
ポ
ー
タ
ー
す
べ

て
無
し
。
ま
こ
と
に
理
想
的
な
す
ば
ら
し
い
隊
な
の
だ
が
、
彼
ら
が
ア
メ
リ
カ

隊
の
固
定
ロ
ー
プ
を
使
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
ア
ル
パ
イ
ン
ス
タ
イ
ル
登
山

の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
隊
の
女
性
隊
員
な
ど

は
皆
が
先
に
上
部
キ
ャ
ン
プ
に
あ
が
て
し
ま
っ
た
た
め
、
私
達
に
荷
揚
げ
を
頼

ん
で
き
た
。
ど
う
も
我
々
を
シ
ェ
ル
バ
と
見
間
違
え
た
よ
う
だ
。
ベ
ー
ス
に
お

い
て
置
か
れ
た
隊
員
の
中
に
は
精
神
障
害
を
起
こ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
女
性

も
い
た
く
ら
い
だ
っ
た
。
誰
も
助
け
合
っ
て
い
る
風
は
な
く
、
個
人
で
バ
ラ
バ

ラ
の
行
動
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
隊
の
隊
長
も
彼
ら
の
無
責
任
な
行
動
に
は
い
さ

さ
か
閉
口
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

五
月
五
日
に
ノ
ー
ス
コ
ル
ま
で
、残
っ
た
シ
ェ
ル
パ
ニ
名
と
と
も
に
荷
揚
げ
。

私
が
こ
の
荷
揚
げ
で
体
調
を
崩
し
た
た
め
、
休
養
し
て
い
た
シ
ェ
ル
パ
と
入
れ

違
い
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
経
由
で
シ
ガ
ー
ル
ヘ
下
山
す
る
。
途
中
出
会
う
ア
メ

リ
カ
隊
員
か
ら
は
ま
た
カ
ト
マ
ン
ズ
か
と
冷
や
か
さ
れ
る
。
彼
ら
に
も
我
々
の

行
動
パ
タ
ー
ン
は
異
常
に
見
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
我
々
が
シ
ガ
ー
ル
で
休

養
し
て
い
る
間
に
シ
ェ
ル
パ
は
全
物
資
を
ノ
ー
ス
コ
ル
に
荷
揚
げ
す
る
。

五
月
十
二
日
再
び
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
戻
り
、
荷
揚
げ
を
兼
ね
上
部
の
様
子
を
見
に
第

六
キ
ャ
ン
プ

（八
二
〇
〇
腐
）
ま
で
登
る
。
五
月
十
五
日
Ｃ
５
か
ら
第
六
キ
ャ

ン
プ
予
定
地
の
往
復
。

こ
の
日
、
三
月
か
ら
苦
戦
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
隊
の
第

一
陣
が
登
頂
成
功
。

エ
リ
ッ
ク

・
サ
イ
モ
ン
ソ
ン
隊
長
、
ボ
ブ
、
ジ
ョ
ー
ジ
、
ア
ン
デ
ィ
ら
四
隊
員

と
シ
ェ
ル
パ
ニ
名
。
彼
ら
と
特
に
仲
の
良
か
っ
た
二
上
は
わ
が
事
の
よ
う
に
喜

ぶ
。ア

メ
リ
カ
隊
の
極
超
短
波
の
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
は
地
形
的
に
あ
ま
り
通
じ
な

い
の
で
、
我
々
の
超
短
波
の
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
を
三
台
貸
し
て
い
た
。
し
か
し

彼
ら
の
登
り
方
は
個
人
が
責
任
を
持
ち
行
動
し
て
お
り
、
エ
リ
ッ
ク
も
隊
長
と

い
う
よ
リ
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
タ
ー
に
近
い
存
在
の
よ
う
に
思
え
た
。
よ
っ
て
隊
長

も
あ
ま
り
各
自
の
細
か
い
行
動
を
指
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー

が
通
じ
な
く
て
も
あ
ま
り
困
っ
て
い
る
様
子
で
も
な
い
の
だ
。
ア
メ
リ
カ
隊
の

第
三
次
登
頂
隊
の
ブ
レ
ン
ト
が
登
頂
後
帰
路
に
ビ
バ
ー
ク
し
た
時
も
、
彼
が
ト

ラ
ン
シ
ー
バ
ー
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
ど
こ
で
ビ
バ
ー
ク
し
て
い
る
の
か

誰
も
知
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
皆
も
彼
の
事
を
信
じ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
れ
程
心

配
し
て
も
い
な
か
っ
た
。
エ
リ
ッ
ク
が
登
頂
し
た
と
き
も
、
第
二
次
隊
が
最
終

キ
ャ
ン
プ
に
入
っ
て
お
り
、
第

一
次
隊
が
帰
路
宿
泊
で
き
な
い
な
ど
、
し
つ
か

り
管
理
さ
れ
た
日
本
隊
で
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
事
件
が
起
き
た
。
し
か
し
当
　
８



事
者
達
は
そ
れ
ほ
ど
怒
っ
て
い
る
様
子
も
な
く
、　
一
次
登
頂
隊
は
真
夜
中
に
Ｃ

５
ま
で
降
り
て
き
て
い
た
。

八
二
〇
〇
厨
の
第
六
キ
ャ
ン
プ
予
定
地
ま
で
登
り
、
自
己
の
最
高
到
達
高
度

を
越
え
た
我
々
は
こ
れ
だ
け
で
か
な
り
満
足
し
て
、
シ
ガ
ー
ル
に
向
け
ま
た
下

山
す
る
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
朝
八
時
ご
ろ
出
発
す
る
と
午
後
二
時
ご
ろ
Ｂ
Ｃ
に
到
達
す

る
。
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
車
に
飛
び
乗
る
と
午
後
六
時
ご
ろ
に
は
シ
ガ
ー
ル
に
着

い
て
し
ま
う
の
だ
。
ア
メ
リ
カ
隊
も
さ
す
が
に
シ
ガ
ー
ル
ま
で
は
降
り
な
い
が
、

Ｂ
Ｃ
に
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
下
山
し
て
い
た
。

シ
ガ
ー
ル
に
は
登
頂
に
成
功
し
た
エ
リ
ッ
ク
と
ジ
ョ
ー
ジ
、
そ
し
て
Ｃ
６
で

登
頂
を
あ
き
ら
め
た
ラ
リ
ー
が
連
絡
の
た
め
に
降
り
て
き
た
。
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ

登
山
三
度
目
に
し
て
登
頂
に
成
功
し
た
エ
リ
ッ
ク
と
ジ
ョ
ー
ジ
は
充
足
感

一
杯

の
顔
を
し
て
い
た
。
ラ
リ
ー
は
五
十
五
歳
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
銀
行
の
頭
取
。

隊
で
は
資
金
を
担
当
し
て
い
た
ら
し
い
。
山
中
で
も
、
体
力
は
私
以
上
で
あ
っ

た
が
、
技
術
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。
彼
も
そ
の
事
は
わ
か
っ

て
お
り
、
自
分
で
判
断
し
て
下
山
し
て
き
た
と
の
こ
と
。
最
終
キ
ャ
ン
プ
で
そ

の
よ
う
な
冷
静
な
判
断
が
で
き
る
ラ
リ
ー
を
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
た
。
ま
た
ス

ポ
ン
サ
ー
の
役
割
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
た
ラ
リ
ー
を

一
登
攀
隊
員
と
し
て
公

平
に
扱
い
、
ま
た
登
頂
の
チ
ャ
ン
ス
も
与
え
る
エ
リ
ッ
ク
の
態
度
に
も
感
銘
し

た
。
ラ
リ
ー
も
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
の
甘
え
な
ど

一
切
み
せ
ず
、
自
己
管
理
し

な
が
ら
登
っ
て
い
た
。
チ
ャ
ン
ス
は
皆
に
平
等
に
与
え
る
が
、
責
任
は
各
自
で

持
つ
ア
メ
リ
カ
ン
。
ス
ピ
リ
ッ
ツ
に
二
上
も
え
ら
く
共
感
し
た
よ
う
だ
っ
た
。

我
々
が
シ
ガ
ー
ル
で
休
養
中
に
強
力
な
シ
ェ
ル
パ
達
が
Ｃ
６
ま
で
の
荷
揚
げ

を
す
ま
し
て
お
い
て
く
れ
た
。
Ｃ
６
ま
で
は
二
回
荷
揚
げ
す
る
予
定
で
あ
っ
た

が
、
ラ
ク
パ

・
テ
ン
ジ
ン
は
そ
れ
を

一
回
で
成
し
遂
げ
て
し
ま
っ
た
。
よ
っ
て

登
頂
日
を
五
月
二
十
八
日
か
ら

一
日
繰
り
上
げ
、
二
十
七
日
に
決
定
す
る
。

五
月
二
十
二
日
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
戻
る
。
と
う
と
う
頂
上
を
目
指
す
の
だ
。
あ
ま
り

実
感
が
わ
か
な
い
。
こ
の
日
イ
ギ
リ
ス
隊
の
シ
ェ
ル
バ
だ
け
が
北
稜
か
ら
の
登

頂
に
成
功
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
隊
は
無
酸
素
で
北
東
稜
初
登
攀
と
頂
上
か
ら
パ
ラ

パ
ン
ト
降
下
を
目
標
と
し
て
い
た
。
サ
ポ
ー
ト
隊
も
や
は
り
無
酸
素
で
北
稜
を

登
っ
て
お
り
、
Ｃ
６
下
で
出
会
う
が
、
無
酸
素
の
た
め
皆
フ
ラ
フ
ラ
に
な
り
、

墓
場
か
ら
よ
み
が
え
っ
た
ゾ
ン
ピ
集
団
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
な
か
に
は
滑
落
を

繰
り
返
し
な
が
ら
、
降
り
て
い
る
者
も
い
る
。
い
つ
事
故
を
お
こ
し
て
も
不
思

議
は
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
あ
ま
り
の
壮
烈
さ
に
無
酸
素
登
山
の
意
義

を
考
え
て
し
ま
う
。
た
だ
彼
ら
の
シ
ェ
ル
パ
達
は
酸
素
を
使
っ
て
い
た
。
は
じ

め
は
こ
ん
な
無
酸
素
登
山
は
イ
ン
チ
キ
と
思
っ
た
が
、
よ
く
話
を
聞
い
て
み
る

と
、
無
酸
素
は
自
分
達
に
課
し
た
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
は
高
所
ポ
ー
タ
ー
と
し

て
雇
っ
た
シ
ェ
ル
パ
達
に
は
強
制
で
き
な
い
。
ま
た
登
頂
を
希
望
す
る
シ
ェ
ル

パ
に
は
酸
素
使
用
を
認
め
た
と
言
う
。
こ
れ
も
ま
た
ひ
と
つ
の
登
山
形
態
で
、

そ
れ
な
り
に
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
。

五
月
二
十
六
日
Ｃ
６
建
設
。
と
う
と
う
登
頂
前
夜
と
な
る
。
ま
だ
翌
日
の
登

頂
が
信
じ
ら
れ
な
い
。
ふ
た
り
で
、
も
し
登
れ
な
か
っ
た
ら
、
さ
っ
さ
と
カ
ト

マ
ン
ズ
に
お
り
、
タ
イ
の
パ
タ
ヤ
ビ
ー
チ
に
で
も
遊
び
に
行
こ
う
と
話
す
。
緊

張
感
も
そ
れ
程
な
い
。
ふ
た
り
だ
け
で
、
自
分
達
が
満
足
す
る
形
で
登
山
が
終

わ
れ
ば
良
い
の
だ
っ
た
。

当
初
の
予
定
で
は
八
五
〇
〇
腐
、
第
ニ
ス
テ
ッ
プ
手
前
に
Ｃ
７
を
出
す
つ
も

り
だ
っ
た
。
し
か
し
シ
ェ
ル
パ
の
順
応
が
遅
れ
た
の
と
、
シ
ェ
ル
バ
が
登
頂
を

希
望
し
て
い
る
た
め
、
Ｃ
６
か
ら
の
登
頂
に
変
更
し
た
。
予
定
で
は
フ
ラ
ン
ス
・

Ａ
Ｍ
Ｐ
社
の
容
量
八
〇
〇
円
”
の
酸
素
ボ
ン
ベ
各
自
二
本
で
ア
タ
ッ
ク
す
る
つ
も

84
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り
で
、
計
十
二
本
の
ボ
ン
ベ
を
Ｃ
６
に
荷
揚
げ
し
て
あ
っ
た
。
そ
の
後
シ
ガ
ー

ル
で
エ
リ
ッ
ク
と
会
っ
た
時
、
彼
ら
の
使
用
し
て
い
た
容
量

一
人
○
○
出
の
酸

素
ボ
ン
ベ
を
譲
っ
て
く
れ
る
と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
。
丁
度
六
本
余
っ
て
い

た
の
で
、
そ
れ
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
か
ら
荷
揚
げ
し
て
き
た
。
こ
れ
で
帰
路
も
確
実
に
酸

素
が
保
証
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。

五
月
に
入
っ
て
毎
日
午
後
か
ら
降
雪
が
始
ま
り
、
夜
十
時
ご
ろ
お
さ
ま
る
パ

タ
ー
ン
で
あ
っ
た
た
め
、
真
夜
中
に
出
発
し
、
午
前
中
の
登
頂
を
め
ざ
し
た
。

五
月
二
十
七
日

一
時
四
十
五
分
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
を
点
し
、私
を
ト
ッ
プ
に
出
発
。

準
備
が
遅
れ
て
い
る
の
か
、
後
が
続
か
な
い
。
ひ
と
り
で
キ
ャ
ン
プ
上
の
ク
ー

ロ
ワ
ー
ル
に
入
る
が
、
か
な
り
難
し
い
岩
登
り
と
な
る
。
後
続
の
二
上
に
右
の

方
の
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
を
探
し
て
も
ら
う
と
、
ル
ー
ト
が
見
つ
か
っ
た
と
言
う
。

一
旦
ク
ラ
イ
ム
ダ
ウ
ン
し
て
三
上
の
後
に
続
く
。
二
時
間
し
て
稜
線
に
出
る
。

こ
こ
は
三
国
友
好
隊
の
テ
レ
ビ
チ
ー
ム
や
ア
メ
リ
カ
隊
の
ブ
レ
ン
ト
が
下
降
路

を
見
失
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
あ
ら
か
じ
め
テ
レ
ビ
チ
ー
ム
の
中
村
進
氏
に
も
詳
し

く
状
況
を
聞
い
て
い
た
の
で
、
蛍
光
塗
料
と
反
射
塗
料
テ
ー
プ
を
つ
け
た
竹
を

持
参
し
て
お
り
、
下
降
時
の
た
め
に
稜
線
に
横
断
さ
せ
て
刺
し
て
お
く
。

最
初
の
難
関
第

一
ス
テ
ッ
プ
を
登
っ
て
い
る
途
中
、
簡
単
な
段
差
で
私
は
右

足
を
捻
挫
し
て
し
ま
う
。
岩
場
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
雪
面
で
ア
イ
ゼ

ン
を
フ
ラ
ッ
ト
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
は
か
な
り
痛
い
。
二
上
に
弱
音

を
は
く
と

「も
っ
た
い
な
い
よ
」
と
励
ま
さ
れ
、
登
山
を
続
行
す
る
。
第
ニ
ス

テ
ッ
プ
で
は
あ
ま
り
の
迫
力
に
二
人
と
も
躊
躇
し
て
い
る
と
、
さ
っ
さ
と
シ
エ

ル
パ
の
ニ
マ
・
ド
ル
ジ
ェ
が
先
行
し
て
し
ま
う
。
第
ニ
ス
テ
ッ
プ
の
上
の
雪
面

で
私
の
ア
イ
ス
バ
イ
ル
を
ニ
マ
ｏ
ド
ル
ジ
ェ
の
長
い
ピ
ッ
ケ
ル
と
交
換
し
て
も

ら
い
、
私
の
ビ
ッ
ケ
ル
と
二
本
を
杖
に
し
て
、
這
い
つ
く
ば
る
よ
う
に
し
て

一
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歩

一
歩
足
を
引
き
ず
り
登
る
。
か
な
り
遅
い
ペ
ー
ス
だ
が
、
ニ
マ
・
ド
ル
ジ
ェ

も
我
慢
し
て

一
緒
に
登
っ
て
く
れ
た
。

二
上
の
体
力
は
私
よ
り
か
な
り
優
れ
て
い
る
た
め
、
足
手
ま
と
い
に
な
っ
て

は
危
険
と
思
い
、
登
頂
パ
ー
テ
ィ
を
三
上
と
シ
ェ
ル
パ
の
フ
ィ
ン
ジ
ョ
、
そ
し

て
私
と
ニ
マ
ｏ
ド
ル
ジ
ェ
に
分
け
て
い
た
。
実
際
は
二
人
と
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う

な
ス
ピ
ー
ド
で
あ
つ
た
。

頂
上
直
下
は
北
西
壁
側
に
回
り
込
み
、
簡
単
に
頂
上
雪
稜
に
出
る
こ
と
が
で

き
た
。
二
上
パ
ー
テ
ィ
も
す
ぐ
後
ろ
を
歩
い
て
い
る
。
ネ
パ
ー
ル
時
間
午
後

一

時
丁
度
、
二
上
が
若
干
遅
れ
た
も
の
の
四
人
ほ
ぼ
同
時
に
登
頂
。
モ
ン
ス
ー
ン

直
前
の
空
は
そ
れ
程
澄
ん
で
な
く
、
な
に
か
霞
が
か
か
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

景
色
そ
の
も
の
は
あ
ま
り
感
激
せ
ず
、
そ
れ
よ
り
自
分
な
り
の
登
山
が
で
き
た

こ
と
に
対
す
る
満
足
感
の
方
で
う
れ
し
か
っ
た
。
ふ
た
り
と
も
言
葉
は
少
な
く
、

「
や
っ
た
ね
」
の
一
言
で
す
べ
て
が
通
じ
あ
っ
た
。
世
話
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ

隊
に
第

一
報
を
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
で
連
絡
す
る
。
翌
日
Ｂ
Ｃ
を
撤
収
す
る
彼
ら

で
あ
っ
た
が
、
我
々
の
行
動
を
望
遠
鏡
で
追
っ
て
い
た
ら
し
く
、
す
ぐ
に
祝
福

の
応
答
を
し
て
く
れ
る
。彼
ら
全
員
が
私
達
の
登
頂
を
喜
ん
で
い
る
と
の
こ
と
。

イ
ギ
リ
ス
隊
は
す
で
に
北
稜
か
ら
の
登
頂
に
も
失
敗
し
、
下
山
し
た
後
で
あ
っ

た
が
、
各
隊
と
も
に
異
な
っ
た
登
山
形
態
で
、
自
己
の
充
足
感
を
求
め
、
他
人

を
尊
重
し
た
大
人
の
隊
で
あ
っ
た
。
す
ば
ら
し
い
連
中
と
山
登
り
が
で
き
て
幸

せ
で
あ
っ
た
。

こ
の
満
足
感
に
浸
っ
た
ま
ま
パ
ー
ト
ナ
ー
の
二
上
純

一
は
頂
上
か
ら
東
壁
に

消
え
た
。
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
残
さ
れ
た
の
は
頂
上
か
ら

一
直
線
に
東
壁
の

垂
壁
に
延
び
て
い
る
ア
イ
ゼ
ン
の
跡
だ
け
で
あ
っ
た
。
二
台
の
カ
メ
ラ
で

一
生

懸
命
撮
っ
て
い
た
写
真
も
二
上
と

一
緒
に
消
え
た
。

（注
）
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
各
ル
ー
ト
の
呼
称
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
の
増
加

に
伴
い
、
よ
り
厳
密
な
区
分
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
報
告
で
も

従
来
の
北
東
稜
を

「北
稜
」
、
東
北
東
稜
を

「北
東
稜
」
、
北
壁
を

「北
西
壁
」

と
し
た
。

Ａ
記
録
概
要
Ｖ

隊
の
名
称
　
一
九
九

一
年
日
本
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山
隊

活
動
期
間
　
一
九
九

一
年
三
月
～
六
月

目
　
　
的
　
北
稜
か
ら
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
登
頂

隊
の
編
成
　
隊
長
＝
貫
田
宗
男

（４０
）
、
隊
員
＝
二
上
純

一

（３９
）

行
動
概
要
　
三
月
六
日
、
二
本
出
発
。
三
月
二
十

一
日
イ
ム
ジ
ャ
ツ
ェ
登
頂
。

二
月
二
十
九
日
パ
ル
チ
ャ
モ
登
頂
後
、
カ
ト
マ
ン
ズ
ヘ
。
四
月
九

日
～
四
月
二
十
三
日
ノ
ー
ス
コ
ル

（七
〇
二
人
屑
）
の
で
高
所
順

化
後
、
カ
ト
マ
ン
ズ
ヘ
。
四
月
二
十
九
日
Ｂ
Ｃ

（五

一
五
四
肝
）

建
設
。
五
月

一
日
登
山
開
始
、
Ｃ
ｌ

（五
五
〇
〇
済
）
建
設
。
五

月
二
日
Ｃ
２

（六
〇
〇
〇
屑
）
建
設
。
五
月
三
日
Ａ
Ｂ
Ｃ

（六
五

〇
〇
屑
）
建
設
。
ノ
ー
ス
コ
ー
ル
往
復
後
、
五
月
九
日
シ
ガ
ー
ル

ヘ
休
養
の
た
め
下
山
。
五
月
十
三
日
Ｃ
４

（七
〇
二
八
肝
）
建
設
。

五
月
十
四
日
Ｃ
５

（七
七
九
〇
屑
）
建
設
。
五
月
十
五
日
Ｃ
６
地

点
到
達
後
、
シ
ガ
ー
ル
ヘ
休
養
の
た
め
下
山
。
五
月
二
十
六
日
Ｃ

６

（八
二
〇
〇
厨
）
建
設
。
五
月
二
十
七
日
隊
員
二
名
、
シ
ェ
ル

バ
ニ
名
登
頂
す
る
も
二
上
が
下
山
中
に
頂
上
直
下
で
転
落
死
。
五

月
三
十
日
貫
田
は
事
故
報
告
の
た
め
カ
ト
マ
ン
ズ
に
下
山
。
六
月

三
日
シ
ェ
ル
バ
も
カ
ト
マ
ン
ズ
に
下
山
。
六
月
八
日
貫
田
帰
国
。

記
録
発
表
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チョー・オュー峰登頂

チ
ョ
ー

・
オ
ユ
ー
峰
登
項

空
の
深
さ
に
神
様
が
め
じ
ろ
お
し

一
歩

一
歩
が
幸
福
感
に
満
ち
て
い
た
。
「登
れ
る
、必
ず
登
頂
で
き
る
」
と
思
っ

た
の
は
上
部
雪
田
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
た
だ
、　
一
歩

一
歩
を
確
実
に
す

る
こ
と
だ
け
に
専
念
し
た
。
イ
エ
ロ
ー
バ
ン
ド
の
弱
点
を
突
破
し
て
、
ほ
ぼ
直

上
に
ル
ー
ト
を
と
る
。
所
ど
こ
ろ
岩
が
出
て
お
り
、
そ
こ
に
慎
重
に
ア
イ
ゼ
ン

を
置
い
て
い
く
。登
高
中
は
あ
る
種
の
興
奮
状
態
に
包
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

頭
の
中
に
は
何
も
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
。た
だ
十
歩
歩
い
て
は
呼
吸
を
整
え
、

果
て
し
な
く
思
わ
れ
る
登
高
を
続
け
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

上
部
雪
田
を
過
ぎ
、岩
と
雪
の
ミ
ッ
ク
ス
し
た
急
斜
面
を
し
ば
ら
く
行
く
と
、

急
に
視
界
が
広
が
っ
た
。
そ
こ
に
は
空
が
あ
っ
た
。
頂
上
の
台
地
に
出
た
の
だ
。

ふ
と
金
子
光
晴
の
詩
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。
言
葉
が
戻
っ
て
き
た
の
だ
。

「空
の
深
さ
を
の
ぞ
い
て
は
い
け
な
い
。
空
の
深
さ
に
は
神
さ
ま
が
め
じ
ろ

お
し
し
て
い
る
」

頂
上
台
地
に
出
て

一
番
高
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
歩
き
、
写
真
を
撮
り
、

芳

賀

孝

郎

早
々
に
下
山
す
る
。多
分
、
我
々
の
登
頂
は
チ
ベ
ッ
ト
の
神
々
に
守
ら
れ
て
成

っ

た
も
の
だ
ろ
う
。
我
々
に
対
し
て
神
は
限
り
な
く
や
さ
し
く
慈
愛
に
満
ち
て
い

た
の
だ
。

（記

・
棚
橋
靖
隊
員
）
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Ｎ
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Ｏ
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０
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学
習
院
輔
仁
会
山
岳
部
は

一
九

一
九
年
創
立
以
来
、
ア
ル
プ
ス
、
ロ
ッ
キ
ー
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
、
南
極
、
カ
ラ
コ
ル
ム
な
ど
世
界
の
未
知
の
地
域
に
幅
広
く
足
跡
を

残
し
て
き
た
。
そ
し
て
山
岳
部
創
立
七
十
周
年
の
記
念
行
事
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト

の
未
踏
峰
チ
ョ
ム
カ
ン

（七
〇
四
八
肝
）
を
目
指
し
て
き
た
。
数
回
に
わ
た
る

中
国
、
チ
ベ
ッ
ト
と
の
交
渉
、
偵
察
隊
を
派
遣
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
最
終

的
に
登
山
許
可
取
得
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
チ
ベ
ッ
ト
当
局
か
ら

の
巨
額
な
登
山
許
可
料
の
要
求
を
拒
否
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
他
隊
の
例
が

あ
っ
て
も

「多
額
の
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
を
学
習
院
が
払
う
の
は
、
世
界
の
笑
い

者
に
な
る
」
と
チ
ョ
ム
カ
ン
を
断
念
し
た
も
の
だ
っ
た
。
「是
は
是
、
非
は
非
」

８



ジャプラ氷河 5900m地点の BCか ら見たチ ョー・オユー峰

Cho Oyu,seen from Base camp at 5900 height on Japra Glacier

は
我
々
の
ク
ラ
ブ
の
理
念
で
も
あ
る
。

若
手
の
遠
征
へ
の
熱
意
は
変
わ
ら
ず
、
日
標
を
チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー

（八
二
〇

一
肝
）
に
変
更
。
中
国
登
山
協
会
の
信
任
が
厚
い
元
日
本
山
岳
協
会
海
外
委
員

長
で
、
先
輩
で
あ
る
芳
野
赳
夫
氏
の
ご
尽
力
に
よ
っ
て
早
期
に
登
山
許
可
を
獲

得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
計
画
は
Ｏ
Ｂ
会
で
あ
る
山
桜
会
の
若
手
永
田
秀
樹

た
ち
と
現
役
学
生
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
で
始
ま
り
、
苦
節
四
年
を
経
て
よ
う
や
く

実
現
に
至
っ
た
。
学
習
院
輔
仁
会
山
岳
部
は
、
松
方
三
郎
氏
、
伊
集
院
虎

一
氏
、

加
藤
泰
安
氏
ら
の
緒
先
輩
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
伝
統
が
あ
る
。
そ
れ
は

「
お
互

い
の
個
性
を
尊
重
し
て
、
自
由
に
ク
ラ
ブ
ラ
イ
フ
を
楽
し
む
気
風
」
で
あ
る
。

総
隊
長
を
務
め
た
私
の
テ
ー
マ
も

，”
二
ｏ
く
国
も
ａ
〓
８
．。
全
隊
員
は
終
始

チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー
遠
征
を
楽
し
み
、
長
幼
の
序
は
あ
る
も
の
の
対
等
の
メ
ン

バ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
目
標
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。

キ
ャ
ン
プ
ニ
つ
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
で

一
九
九
〇
年
三
月
十
七
日
、
四
台
の
ジ
ー
プ
と
ト
ラ
ッ
ク
ニ
台
に
分
乗
し
て

隊
員
十
三
名
、総
指
揮

・
芳
野
氏
と
作
田
勉
君
の
山
麓
隊
二
名
の
計
十
五
名
が
、

チ
ベ
ッ
ト
の
都
サ
ラ
を
出
発
し
た
。
シ
ガ
ツ
エ
、
シ
ガ
ー
ル
と
宿
泊
し
て
、
二

十
日
テ
ィ
ン
リ
ー
を
経
て
ジ
ャ
プ
ラ
氷
河
舌
端
手
前
四
人
○
○
屑
地
点
に
大
本

営
を
設
営
し
た
。
ジ
ャ
プ
ラ
川
が
氷
原
と
化
し
、
ジ
ー
プ
で
渡
河
で
き
ず
予
定

よ
り
三
キ
ロ手
前
で
車
か
ら
降
り
る
。
そ
の
後
、
吹
雪
が
続
き
二
十
七
日
ま
で
閉

じ
込
め
ら
れ
る
。
ヤ
ク
四
十
五
頭
を
三
回
に
分
け
た
キ
ャ
ラ
バ
ン
で
、
五
四
〇

〇
屑
地
点
の
中
国
隊
Ｂ
Ｃ
ま
で
隊
荷
を
運
ぶ
。
深
雪
を
理
由
に
ヤ
ク
使
い
が
拒

否
し
た
た
め
、
ジ
ャ
プ
ラ
氷
河
五
七
〇
〇
腐
地
点
の
Ｂ
Ｃ
ま
で
、
隊
員
と
シ
ェ

ル
バ
、
チ
ベ
ッ
ト
人
ポ
ー
タ
ー
で
荷
上
げ
す
る
。

全
隊
員
と
隊
荷
が
Ｂ
Ｃ
に
集
結
し
た
の
は
、
予
定
よ
り
二
週
間
遅
れ
の
四
月
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チ ョー・オュー峰登頂

八
日
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
同
時
に
上
部
へ
の
荷
上
げ
も
平
行
し
て
行
っ

た
。
チ
ベ
ッ
ト
人
ポ
ー
タ
ー
を
使
い
、
チ
ョ
ー

・
オ
ユ
ー
西
稜
六
三
〇
〇
済
地

点
の
Ｃ
ｌ
予
定
地
に
は
、
す
で
に
上
部
キ
ャ
ン
プ
用
の
物
資
が
、
八
日
ま
で
に
、

ほ
と
ん
ど
上
が
っ
て
い
た
。
Ｃ
ｌ
ま
で
チ
ベ
ッ
ト
人
ポ
ー
タ
ー
四
人
を
使
え
た

の
は
、
彼
ら
自
身
が
、
ゴ
ミ
拾
い
（生
活
物
資
と
い
う
べ
き
か
）
に
何
度
も
登
っ

た
経
験
を
持
っ
て
い
た
た
め
だ
。
エ
ベ
レ
ス
ト
な
ら
ウ
エ
ス
タ
ン
・
ク
ー
ム
の

高
さ
ま
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
シ
ュ
ー
ズ
で
登
れ
た
の
は
幸
運
だ
っ
た
。
九
〇
年
四

月
の
状
況
は
、
西
稜
下
部
で
は
も
う
雪
が
消
え
て
、
花
商
岩
の
ガ
ラ
場
に
は
、

厚
い
カ
ー
ペ
ッ
ト
の
よ
う
な
美
し
い
地
衣
類
が
見
ら
れ
た
。

チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー
は
、
Ｂ
Ｃ
か
ら
見
上
げ
る
と
想
像
以
上
に
壮
大
で
あ
っ
た
。

チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
に
比
べ
る
と
高
さ
で
は
劣
る
が
、
そ
の
山
容
は
む
し
ろ
大
き
く

見
え
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
人
が
最
も
貴
ぶ
宝
石
か
ら

「
チ
ョ
ー
・

オ
ユ
ー
＝
ト
ル
コ
石
の
女
神
」
と
名
付
け
た
の
が
理
解
で
き
る
ほ
ど
神
々
し
い

姿
で
あ
っ
た
。
十
日
に
シ
ェ
ル
パ
に
よ
っ
て
正
式
に
Ｂ
Ｃ
開
き
の
儀
式
が
行
わ

れ
、
そ
の
日
の
う
ち
に
Ｃ
ｌ
が
設
営
さ
れ
た
。

こ
こ
で
簡
単
に
わ
が
隊
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
を
紹
介
し
よ
う
。
高
所
経
験
者
が

少
な
か
っ
た
の
で
、
筑
波
大
学
の
浅
野
研
究
室
で
低
圧
訓
練
を
行
な
い
、
学
術

班
と
し
て
医
師
二
名
が
参
加
し
た
。
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

ｏ
シ
ェ
ル
パ
を
三
名
雇
用

し
て
ス
ム
ー
ズ
な
遠
征
運
営
を
図
っ
た
。
登
攀
ル
ー
ト
は
初
登
ル
ー
ト
の
西
稜
。

キ
ャ
ン
プ
は
Ｃ
ｌ

（六
三
〇
〇
厨
）
、
Ｃ
２

（七

一
〇
〇
屑
）
、
Ｃ
３

（七
四
〇

〇
厨
）
と
設
け
て
ア
タ
ッ
ク
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
必
要
な
ら
七
七
〇
〇
】同地

点
の
イ
エ
ロ
ー
バ
ン
ド
下
に
Ｃ
４
を
設
営
す
る
こ
と
も
考
慮
し
て
い
た
が
、
実

際
は
必
要
が
な
か
っ
た
。ま
た
完
全
に
六
千
腐
台
の
高
度
順
化
が
で
き
る
ま
で
、

ア
イ
ス
フ
オ
ー
ル
を
越
え
た
六
九
〇
〇
済
地
点
の
雪
原
に
デ
ポ
キ
ャ
ン
プ
を
置

い
た
。
幸
い
、
カ
モ
シ
カ
同
人
隊
に
参
加
し
た
シ
ェ
ル
パ
の
ミ
ン
マ
・
テ
ン
ジ

ン
が
参
加
し
た
の
で
場
所
の
選
定
も
適
切
で
我
々
の
計
画
ど
お
り
進
ん
だ
。
極

地
法
は
採
用
せ
ず
、
荷
上
げ
量
も
少
な
く
、
七
二
〇
〇
腐
く
ら
い
ま
で
い
っ
た

ん
登
っ
た
後
、
Ｂ
Ｃ
で
ゆ
っ
く
り
休
養
し
て
、
あ
と
は

一
気
に
頂
上
ま
で
登
る

方
法
を
選
択
し
た
。

泰
安
さ
ん
と
の
約
束
を
果
た
し
て

十
四
日
に
標
高
六
九
〇
〇
】
日
の
プ
ラ
ト
ー
に
抜
け
る
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
帯

を
、
セ
ラ
ッ
ク
が
自
然
に
造
り
上
げ
た
洞
穴
を
利
用
し
て
突
破
。
そ
の
上
に
デ

ポ
キ
ャ
ン
プ
を
置
き
、
さ
ら
に
プ
ラ
ト
ー
を
南
側
に
進
み
、
右
手
の
台
地
に
上

が
り
、
七

一
〇
〇
屑
地
点
に
Ｃ
２
を
十
八
日
に
設
け
た
。
連
日
の
好
天
気
で
、

隊
員
た
ち
は
高
度
順
化
を
楽
し
み
な
が
ら
、
上
部
へ
と
上
が
っ
た
。
Ｂ
Ｃ
で
朝

七
時
の
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
二
十
度
前
後
。
四
月
後
半
に
な
る
に
つ
れ
て
暖
か
く

な
っ
て
き
た
。
Ｃ
３
予
定
地
も
決
ま
リ
ア
タ
ッ
ク
体
制
も
整
い
、
Ｂ
Ｃ
に
全
隊

員
が
集
結
し
て
休
養
し
た
。

二
十
六
日
、
第

一
次
隊
が
サ
ポ
ー
ト

・
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
、
Ｃ
２
か
ら
大

岩
壁
下
の
大
雪
面

（冬
富
士
の
吉
田
大
沢
九
合
日
と
似
て
い
る
）
を
大
き
く
左

ヘ
ト
ラ
バ
ー
ス
し
て
、
チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー
西
面
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
、
二
つ
の

雪
面
を
分
け
る
尾
根
の
岩
棚
に
Ｃ
３
を
設
営
し
た
。
雪
質
は
連
日
の
好
天
で
よ

く
締
ま
り
、
ラ
ッ
セ
ル
も
ほ
と
ん
ど
な
い
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
が
、
悪
天

に
見
舞
わ
れ
れ
ば
逆
に
雪
崩
の
巣
に
な
る
、
と
い
っ
た
状
況
だ
っ
た
。

四
月
二
十
七
日
朝
七
時
、
私
は
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
双
眼
鏡
で
、
加
藤
洋
、

棚
橋
靖
、
ミ
ン
マ
ｏ
テ
ン
ジ
ン
、
ペ
カ

・
テ
ン
ジ
ャ
か
ら
な
る
四
人
の
登
頂
隊

員
の
行
動
を
注
視
し
て
い
た
。
七
四
〇
〇
腐
地
点
の
ア
タ
ッ
ク
キ
ャ
ン
プ
を
出

発
し
た
隊
員
た
ち
は
、
そ
の
ま
ま
尾
根
状
部
分
を
非
常
に
は
や
い
ス
ピ
ー
ド
で
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直
登
し
て
行
っ
た
。
七
七
〇
〇
腐
の
イ
エ
ロ
ー
バ
ン
ド
を
ザ
イ
ル
を
使
っ
て
乗

り
越
え
、
さ
ら
に
岩
と
氷
の
間
を
グ
イ
グ
イ
と
真
っ
直
ぐ
進
ん
で
い
く
の
が
見

え
た
。
雲
が
出
て
姿
が
時
折
見
え
な
く
な
り
、
上
部
雪
田
を
過
ぎ
，
最
後
の
岩

壁
を
よ
じ
登
っ
て
私
の
視
界
か
ら
消
え
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、
午
後

一
時
十
分
、

山
頂
か
ら
の
嬉
し
い
報
告
を
受
け
た
。
落
ち
着
い
た
加
藤
隊
員
の
声
に
、
感
激

の
あ
ま
り
声
を
詰
ま
ら
せ
た
の
は
む
し
ろ
私
の
方
で
あ
っ
た
。

五
月
二
日
、平
尾
陽
太
郎
、
ド
ル
ジ
ェ
か
ら
な
る
第
二
次
隊
は
ア
タ
ッ
ク
キ
ャ

ン
プ
に
入
っ
た
前
夜
、
チ
ョ
ー

・
オ
ユ
ー
全
山
を
包
む
嵐
の
襲
来
を
受
け
た
。

最
初
頂
上
部
か
ら
始
ま
っ
た
落
雷
は
、
Ｂ
Ｃ
周
辺
、
ナ
ン
パ

ｏ
ラ
方
面
へ
と
移

動
し
た
が
、
天
地
創
造
を
思
わ
す
大
音
響
で
間
を
裂
き
天
地
を
震
わ
せ
た
。
こ

う
し
て
、
遠
征
隊
に
最
も
貢
献
し
た
平
尾
隊
員
は
、
残
念
な
が
ら
七
七
〇
〇
屑

で
涙
を
飲
む
こ
と
に
な
っ
た
。

私
た
ち
の
後
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
し
た
国
際
隊
が
入
山
し
て
い
た
が
、

登
頂
後
に
祝
賀
会
に
招
い
て
く
れ
た
。
国
際
隊
の
ブ
ノ
ワ
隊
長

（Ｋ
２
を
二
十

三
時
間
で
登
っ
た
男
）
に
、
学
習
院
の
登
頂
ル
ー
ト
の
選
定
と
、
国
際
隊
よ
り

二
時
間
勝
っ
た
そ
の
ス
ピ
ー
ド
に
賛
辞
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
は
若
い
隊
員
に

欧
州
の
プ
ロ
登
山
家
に
も
負
け
は
し
な
い
と
い
う
自
信
を
つ
け
さ
せ
て
く
れ

た
。私

は

一
九
五
八
年
、
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
登
山
を
と
も
に
し
た
加
藤
泰
安
先
輩
と

一

緒
に
カ
ラ
コ
ル
ム
の
巨
峰
Ｋ
２
、
ブ
ロ
ー
ド
ピ
ー
ク
、
ガ
ッ
シ
ャ
ー
ブ
ル
ム
連

峰
を
眺
め
な
が
ら
、
「将
来
、学
習
院
山
岳
部
で
八
千
屑
峰
に
遠
征
を
出
し
た
い
」

と
話
し
合
っ
た
。
以
来
三
十
二
年
を
経
て
、
よ
う
や
く
こ
の
約
束
を
果
た
せ
た

こ
と
は
喜
び
に
た
え
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
学
習
院
チ
ベ
ッ
ト
登
山
隊
１
９
９
０

活
動
期
間
　
一
九
九
〇
年
三
月
～
五
月

目
　
　
的
　
チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー
峰

（八
二
〇

一
ｍ
）
の
西
面
か
ら
の
登
頂

隊
の
構
成
　
総
隊
長
＝
芳
野
孝
郎

（５５
）
隊
長
＝
荒
川

一
郎

（３７
）
、
登
攀
隊

長
＝
永
田
秀
樹

（３７
）
、
隊
員
＝
平
尾
陽
太
郎

（３４
）
、
加
藤
洋

（３２
）
、

窪
田
寿
男

（３２
）
、
小
畑
修

（２７
）
、
棚
橋
靖

（２７
）
、
高
野
佐
知

（２４
）
、

原
田
昌
幸

（２１
）
、
大
前
久

（２４
）
、
医
師
＝
土
井
孝
志

（２９
）
、

菅
沼
正
司

（２５
）

行
動
概
要
　
三
月
七
日
ラ
サ
出
発
。
三
月
二
十
日
ジ
ャ
プ
ラ
川
四
七
〇
〇
ｍ
地

点
に
大
本
営
設
営
。
四
月
八
日
ジ
ャ
プ
ラ
氷
河
五
七
〇
〇
ｍ
地
点

に
Ｂ
Ｃ
設
営
。
四
月
十
日
西
稜
六
三
〇
〇
ｍ
地
点
に
Ｃ
ｌ
設
営
。

四
月
十
九
日
七

一
〇
〇
ｍ
地
点
に
Ｃ
２
設
営
。
四
月
二
十
六
日
七

四
〇
〇
ｍ
地
点
に
Ｃ
３
設
営
。
四
月
二
十
七
日
四
名
登
頂
。
五
月

六
日
Ｂ
Ｃ
撤
収
。
五
月
十

一
日
カ
ト
マ
ン
ズ
到
着
。

報

告

書

　

『岳
人
』

一
九
九
〇
年
七
月
号

『空
の
深
さ
に
神
さ
ま
が
い
た
　
チ
ョ
ー
・
オ
ユ
１
８
２
０
１

ｍ
』
学
習
院
チ
ベ
ッ
ト
登
山
隊
刊

（
一
九
九

一
年
十
月
十
日
出
版

予
定
）
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京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊 (シ シャパンマ隊)報告

京
都
大
学
ヒ
マ
ラ
ヤ
医
学
学
術
登
山
隊

（シ
シ
ャ
パ
ン
マ
隊
）
報
告

京
都
大
学
学
士
山
岳
会
が

一
九
九
〇
年
プ
レ
モ
ン
ス
ー
ン
期
に
お
こ
な
っ
た

シ
シ
ャ
バ
ン
マ
登
山
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
こ
の
隊
は
、
京
都
大
学
ヒ
マ
ラ
ヤ

医
学
学
術
研
究
計
画

（英
名

一
ご
ｏざ
ｃ
ユ
く
のヽ
∽辱

〓
ａ
一８
一
”
の∽８
『の，
国
Ｘ
‐

ｕａ
三
８

一ｏ
国
ヨ
”一”ヽ

略
称

一
バ
ｃ
〓
”
”
目
）
と
称
す
る

一
連
の
研
究
登
山
計

画
の
第
三
次
隊
で
あ
る
。

一
九
八
九
年
に
第

一
次
隊
と
第
二
次
隊
の
二
隊
を
予
備
調
査
の
た
め
に
送
り

出
し
た
。
第

一
次
隊
は
、
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
初
め
て
の
登
山
隊
と
し

て
、
中
国
西
部
の
ム
ス
タ
ー
グ

・
ア
タ
峰

（七
五
四
六
済
）
に
登
頂
す
る
と
と

も
に
医
学
学
術
研
究
を
お
こ
な
っ
た
。
第
二
次
隊
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
ク
ー
ン
ブ

地
域
に
お
い
て
高
所
住
民
の
医
学
学
術
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
上
記
の
隊
の
成

果
は
、
「ヒ
マ
ラ
ヤ
学
誌
』
第
１
号

（
一
九
九
〇
）
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
成
果
を
踏
ま
え
て
、
第
三
次
隊
で
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
お
け
る
医
学
学
術

登
山
と
い
う
新
し
い
試
み
の
集
大
成
を
め
ざ
し
た
。

標
高
八
〇
〇
〇
済
の
極
限
的
高
所
に
お
け
る
、
人
体
の
生
理
的
適
応
の
諸
相

松
　
沢
　
折
口　
郎

を
探
る
の
が
今
回
の
登
山
の
第

一
の
目
的
で
あ
る
。
「第
三
の
極
地
」
ヒ
マ
ラ

ヤ
に
は
、
極
寒
と
強
風
と
い
う
厳
し
い
気
象
条
件
に
加
え
て
、
低
酸
素
と
い
う
、

人
体
に
と
っ
て
最
も
過
酷
な
条
件
が
課
さ
れ
て
い
る
。　
一
方
、
現
代
医
学
が
直

面
す
る
重
要
な
課
題
の
な
か
で
、
血
管
性
老
人
痴
呆
、
脳
卒
中
、
虚
血
性
心
疾

患
、
慢
性
肺
疾
患
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
臓
器
の
低
酸
素
症
が
病
態
の
基
盤

に
な
っ
て
い
る
。
大
気
圧
は
、
標
高
五
〇
〇
〇
腐
で
、
平
地
の
約
半
分
に
な
る
。

標
高
八
〇
〇
〇
属
に
な
る
と
三
分
の
一
近
く
に
ま
で
減
る
。
ヒ
ト
を
は
じ
め
動

物
が
生
き
て
い
く
の
に
必
須
な
酸
素
が
極
端
に
少
な
く
な
っ
て
い
く
と
き
、
生

体
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
る
の
か
。
そ
の
変
化
を
担
っ
て
い
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

平
地
の
低
圧
実
験
室
で
は
、
狭
い
空
間
の
中
で
短
期
間
に
限
定
さ
れ
た
急
性

実
験
し
か
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
、
い
わ
ば
低
圧
に
保
た
れ

た
巨
大
な
実
験
室
で
あ
り
、
広
い
居
住
空
間
の
な
か
の
自
然
な
営
み
を
保
障
し

な
が
ら
、
低
圧
、
低
酸
素
が
人
体
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。　
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ベースキャンプ付近より眺めたシシャバ ンマ峰の北側。

Xixiabangma Feng(Shishapangma)North Face,seen frOm arOund Base Camp.

ヒ
マ
ラ
ヤ
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
低
酸
素
を
基
本
病
態
と
す
る
疾
病
の
医
学

的
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
超
高
所
に
お
け
る
ヒ
ト
お
よ
び
サ
ル
の
低
酸
素
適
応
の
諸
相
を
、

高
所
生
理
学

・
血
液
学

・
心
理
学

・
環
境
科
学

ｏ
社
会
学

。
人
類
学

・
霊
長
類

学
な
ど
の
、
医
学
を
中
心
と
す
る
学
際
的
な
研
究
に
よ
っ
て
、
総
合
的
に
明
ら

か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
研
究
者
自
身
が
八
〇
〇
〇
層
に
登
頂
し
、
そ
の
過
程

で
自
ら
が
被
験
者
と
な
っ
て
医
学
研
究
を
お
こ
な
っ
た
登
山
隊
は
、
こ
れ
ま
で

世
界
的
に
み
て
も
、
ア
メ
リ
カ
生
理
学
会
の
エ
ベ
レ
ス
ト
登
山
な
ど
ご
く
わ
ず

か
の
試
み
し
か
な
い
。

目
標
と
し
た
山
は
、
中
国
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
に
あ
る
シ
シ
ャ
バ
ン
マ
峰

（八

〇
二
七
属
）
。
文
部
省

・
厚
生
省

・
外
務
省
の
後
援
の
も
と
に
、
京
都
大
学
学

士
山
岳
会

（Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
）
の
主
催
す
る
隊
と
し
て
成
立
し
た
。
第

一
次
隊

・
第

二
次
隊
と
同
様
に
、
文
部
省
科
学
研
究
費
の
補
助
を
得
て
実
施
さ
れ
た
海
外
学

術
調
査
で
あ
る
。

登
山
隊
の
構
成
は
、
戸
部
隆
吉
総
隊
長
、
斎
藤
惇
生

・
中
島
道
郎
の
両
副
総

隊
長
、
林

一
彦

・
堀
了
平
の
両
特
別
顧
間
、
松
沢
哲
郎
登
山
隊
長
、
松
林
公
蔵

学
術
隊
長
、
河
合
明
宣
秘
書
長
。
橋
本
龍
太
郎
名
誉
隊
長
。
遠
藤
克
昭
以
下
、

隊
員
二
十
四
名
の
日
本
人
隊
員
計
三
十
三
人
。
名
誉
隊
員

一
人
を
除
く
三
十
二

人
が
、
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
を
め
ざ
し
て
現
地
に
参
加
し
た
。
日
本
人
隊
員
の
ほ
か

に
、
中
国
人
特
別
隊
員
二
名
。
チ
ベ
ッ
ト
人
高
所
協
力
員
二
人
、
ネ
パ
ー
ル
人

シ
ェ
ル
バ
六
人

（
コ
ッ
ク
、
キ
ッ
チ
ン
ボ
ー
イ
の
二
人
を
含
む
）
が
参
加
し
た
。

サ
ー
ダ
ー
は
、
ダ
ワ
・
ノ
ル
ブ
。
中
国
側
連
絡
官
は
、
王
鳳
桐

・
張
江
援

・
季

瑞
華
。

登
山
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
は
、
医
学
研
究
登
山
か
ら
出
た
必
然
性
に
よ
っ
て
い
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京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊 (シ シャバンマ隊)報告

る
。
①
医
学
研
究
の
た
め
に
は
、
急
い
で
た
だ
速
く
頂
上
を
往
復
し
た
の
で
は

な
ん
の
意
味
も
な
い
。
ゆ
っ
く
り
と
登
り
、
高
所
に
長
期
間
滞
在
す
る
こ
と
が
、

研
究
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
②
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
人
が
被
験
者
と
し
て

高
所
に
登
る
必
要
が
あ
る
。
八
〇
〇
〇
屑
峰
の
頂
上
に
、
安
全
に
か
つ
大
量
の

人
を
立
た
せ
る
こ
と
が
、
医
学
研
究
の
レ
ベ
ル
を
左
右
す
る
。

そ
こ
で
ル
ー
ト
と
し
て
は
現
在
ノ
ー
マ
ル
ｏ
ル
ー
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
初

登
の
中
国
隊
が
使
っ
た
ル
ー
ト
で
あ
る
北
西
稜
か
ら
頂
上
を
目
指
し
た
。
い
わ

ゆ
る
極
地
法
を
展
開
し
、
Ｃ
ｌ
か
ら
頂
上
ま
で
の
全
ル
ー
ト
に
固
定
ロ
ー
プ
を

張
る
か
赤
旗
を
立
て
た
。
酸
素
の
使
用
は
各
個
人
の
登
山
の
ス
タ
イ
ル
に
あ
わ

せ
た
。
若
手
の
な
か
に
は
無
酸
素
で
登
頂
し
た
者
も
い
る
。
Ｃ
３
以
上
の
キ
ャ

ン
プ
の
睡
眠
中
に
お
い
て
毎
分
〇

・
五
リ
ッ
ト
ル
の
吸
入
を
準
備
し
た
。
登
頂

行
動
に
あ
た
っ
て
は
、
万
全
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
敷
く
こ
と
に
し
た
。
第

一
次

ア
タ
ッ
ク
で
は
、
Ｃ
４
と
Ｃ
５
か
ら
同
時
に
出
発
し
て
、万

一
の
場
合
の
サ
ポ
ー

ト
と
、
順
調
な
場
合
の
大
量
登
頂
を
狙
っ
た
。
幸
い
、
大
量
登
頂
で
き
た
。

行
動
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
。

三
月
十
八
日
‥
先
発
隊
、
日
本
出
発
。

二
月
三
十
日
‥
先
発
隊
Ｂ
Ｃ

（五
〇
二
〇
屑
）
建
設
。

四
月
三
日
‥
本
隊
、
日
本
出
発
。

四
月
六
日
‥
先
発
隊
Ａ
Ｂ
Ｃ

（五
六
四
〇
屑
）
建
設
。

四
月
十
五
日
‥
本
隊
、
Ｂ
Ｃ
到
着
。

四
月
十
七
日
‥
Ｃ
ｌ

（五
八
五
〇
屑
）
建
設
。

四
月
二
十

一
日
‥
Ｃ
２

（六
三
四
〇
肝
）
建
設
。

四
月
三
十
日
‥
Ｃ
３

（六
九
二
〇
腐
）
建
設
。

五
月
四
日
‥
Ｃ
４

（七
四
三
〇
厨
）
建
設
。

五
月
七
日
‥
ほ
ぼ
全
員
が
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
戻
り
前
期
終
了
。

五
月
十
六
日
‥
Ｃ
５

（七
七
〇
〇
屑
）
建
設
。

五
月
十
七
日
‥
第

一
次
登
頂
隊
十
二
人
登
頂

（富
永
、
月
原
、
ダ
ワ
・
ノ
ル
ブ
、

ア
ル
ジ
ュ
ン
、
永
田
、
藤
田
、
出
水
、
中
山
、
高
井
、
白
沢
、
ト
ン
ロ
、
松
沢
）
。

五
月
十
九
日
‥
第
２
次
登
頂
隊
五
人
登
頂
・（平
田
、
チ
ミ
ン
、
プ
ル
グ
、
ア
ン
・

プ
ル
バ
、
ミ
ン
マ
・
ノ
ル
ブ
）。

五
月
二
十

一
日
‥
第
三
次
登
頂
隊
八
人
登
頂

（斉
藤
、
中
島
、
松
林
、
瀬
戸
、

榊
原
、
ダ
ワ
・
ノ
ブ
ル
、
ア
ン
・
プ
ル
バ
、
ミ
ン
マ
・
ノ
ル
ブ
）
。

五
月
二
十
四
日
‥
全
員
Ａ
Ｂ
Ｃ
ま
で
帰
着
。

五
月
二
十
七
日
‥
全
員
Ｂ
Ｃ
ま
で
帰
着
。

今
回
の
成
果
は
、
下
記
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
合
計
二
十
二
名
が
八
〇
〇
〇
腐
峰
の
登
頂
に
成
功
し
た
。
総
隊
長
や
報
道

隊
員
を
含
め
て
現
地
に
参
加
し
た
日
本
人
隊
員
三
十
二
人
の
う
ち
十
五
人
が
登

頂
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
中
国
人
三
人
、
ネ
パ
ー
ル
人
四
人
で
あ
る
。
四
名
の
ネ

パ
ー
ル
人
シ
ェ
ル
パ
の
う
ち
の
三
名
は
三
度
登
頂
し
た
の
で
、
登
頂
者
の
延
べ

人
数
は
二
十
五
名
に
な
る
。
な
お
、
日
本
人
登
頂
者
十
五
名
の
う
ち
、
六
名
が

医
師
だ
っ
た
。

②
日
本
人

（白
沢
あ
ず
み
）
と
中
国
人

（ト
ン
ロ
）
の
女
性
隊
員
が
、
第

一

次
登
頂
者
と
し
て
，
同
時
に
登
頂
に
成
功
し
た
。
ト
ン
ロ
の
場
合
、
中
国
人
女

性
と
し
て
は
二
人
日
、
漢
族
の
女
性
と
し
て
は
最
初
の
人
○
○
○
屑
峰
の
登
頂

者
で
あ
る
。

③
熟
年
の
副
総
隊
長
二
名

（斉
藤
惇
生
六
十
歳
と
中
島
道
郎
五
十
九
歳
）
が

登
頂
に
成
功
し
た
。
高
齢
者
の
八
〇
〇
〇
屑
峰
登
頂
記
録
と
し
て
は
、
西
独
の

六
十
二
歳
の
男
性
が
マ
ナ
ス
ル

（八

一
二
五
屑
）
に
登
頂
し
た
記
録
に
次
ぐ
も
　
９



の
で
あ
る
。

④
ニ
ホ
ン
ザ
ル
ニ
頭

（ム
ギ
と
キ
ュ
ー
タ
）
が
、
五
六
四
〇
属
の
高
度
ま
で

到
達
し
、
ヒ
ト
と
同
じ
条
件
の
も
と
で
比
較
生
理
学
的
な
知
見
を
も
た
ら
し
た
。

超
高
所

・
極
低
酸
素
に
お
け
る
適
応
の
生
理
的
機
構
を
実
験
動
物
学
的
視
点
か

ら
検
討
す
る
パ
イ
オ
ニ
ア
ｏ
ワ
ー
ク
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ヒ
ト
以
外
の
サ
ル

と
し
て
の
最
高
到
達
高
度
記
録
で
あ
る
。

⑤
日
本
人
隊
員
の
う
ち
十
五
人
が
医
師
で
あ
り
、
検
査
技
師
な
ど
パ
ラ
・
メ

デ
ィ
カ
ル
な
職
に
あ
る
研
究
者
四
人
、
医
療
人
類
学
と
い
っ
た
分
野
か
ら
サ

ポ
ー
ト
を
す
る
社
会
学
的
な
研
究
者
四
人
、
さ
ら
に
中
国
人
特
別
隊
員
の
り

ｏ

ス
ー
ビ
ン
医
師
を
含
め
る
と
、
総
勢
二
十
四
人
の
研
究
者
か
ら
な
る
低
酸
素
症

の
機
構
解
明
の
た
め
の
総
合
医
学
学
術
調
査
が
展
開
さ
れ
た
。

⑥
最
終
キ
ャ
ン
プ
七
七
〇
〇
腐
で
、
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
に
よ
る
ヘ
モ

グ
ロ
ビ
ン
の
酸
素
飽
和
度
の
測
定
を
は
じ
め
、
呼
吸
や
心
拍
な
ど
の
生
理
学
的

デ
ー
タ
を
終
夜
連
続
記
録
し
た
。
こ
う
し
た
超
高
所
で
の
終
夜
記
録
は
き
わ
め

て
稀
で
あ
る
。

⑦
定
期
的
に
収
集
し
た
大
量
の
血
液
サ
ン
プ
ル
を
液
体
窒
素
に
凍
結
保
存
し

て
日
本
に
持
ち
帰
り
、
そ
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
血
液
学
的
な
研
究
と
し
て

は
、
過
去
に
類
の
な
い
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
。

③
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
北
側

（チ
ベ
ッ
ト
）
と
南
側

（ネ
パ
ー
ル
）
で
、
高
所
住
民

の
疫
学
調
査

・
社
会
学
的
調
査
を
実
施
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
系
高
所
住
民
の
医
療

人
類
学
的
観
点
か
ら
の
広
域

・
長
期
研
究
の
一
環
と
し
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
南
北

で
初
め
て
調
査
し
た
。

登
山
と
平
行
し
た
研
究
の
中
で
、
血
液
の
分
析
に
よ
る
免
疫
系
の
変
化
、
心

臓
超
音
波
断
層
装
置
を
つ
か
っ
た
心
臓

・
循
環
器
系
、
脳

・
神
経
系
、
呼
吸
生

理
、
一
般
生
理
、
眼
底
像
、
消
化
器
系
な
ど
が
調
べ
ら
れ
た
。
眼
底
像
の
激
変
、

胃
粘
膜
病
変
の
多
発
な
ど
、
興
味
深
い
知
見
が
得
ら
れ
た
。
多
面
的
な
研
究
の

成
果
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
ヒ
マ
ラ
ヤ
研
究
会
発
行
の

『ヒ
マ
ラ
ヤ
学
誌
』

第
二
号

（１
９
９
１
）
に
特
集
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
京
都
大
学
ヒ
マ
ラ
ヤ
医
学
学
術
研
究
計
画

（Ｋ
Ｕ
Ｍ
Ｒ
Ｅ
Ｈ
）
第

三
次
隊

・
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
医
学
学
術
登
山
隊
（Ｋ
Ｕ
Ｍ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
判
）

活
動
期
間
　
一
九
九

一
年
二
月
～
七
月

目
　
　
的
　
標
高
八
〇
〇
〇
ｍ
の
極
限
的
高
所
に
お
け
る
、
人
体
の
生
理
的
適

応
の
調
査

隊
の
構
成
　
総
隊
長
＝
戸
部
隆
吉

（６０
）
副
総
隊
長
＝
斎
藤
惇
生

（６０
）
、
中

島
道
郎

（５９
）
特
別
顧
問
＝
林

一
彦

（６３
）
、
堀
了
平

（６０
）
、
登

山
隊
長
＝
松
沢
哲
郎

（３９
）
、
学
術
隊
長
＝
松
林
公
蔵

（３９
）
、
秘

書
長
＝
河
合
明
宣

（４１
）
、
名
誉
隊
員
＝
橋
本
龍
太
郎

（５２
）
、
隊

員
＝
遠
藤
克
昭

（５０
）
、
松
林
清
明

（４３
）
、
米
本
昌
平

（４３
）
、

菅
典
道

（４１
）
、
上
田
博
和

（４０
）
、
瀬
戸
嗣
郎

（３９
）
、
古
川
彰

（３８
）
、

出
水
明

（３７
）
、
平
田
和
男

（３７
）
、
久
保
茂

（３６
）
、
足
立
み
な

み

（３３
）
、
永
田
龍

（３２
）
、
富
永
浩
三

（３１
）
、
陣
内
陽
介

（３０
）
、

杉
江
知
治

（３０
）
、
中
山
茂
樹

（２８
）
、
高
井
正
成

（２８
）
、
月
原

敏
博

（２７
）
、
白
沢
あ
ず
み

（２３
）
、
藤
田
耕
史

（２０
）
、
榊
原
雅

晴

（３５
）
、
坂
井
克
行

（２６
）
、
藪
野
吉
宏

（２３
）
、
田
沢
英
二

（４１
）
、

の
日
本
人
隊
員
計
３３
人
。
中
国
人
特
別
隊
員
＝
り
・
ス
ー
ビ
ン
、

ト
ン
ロ
（２６
）
、
チ
ベ
ッ
ト
人
高
所
協
力
員
２
名
、ネ
パ
ー
ル
人
シ
ェ

ル
バ
＝
サ
ー
ダ
ー
、
ダ
ワ
・
ノ
ル
ブ
以
下
６
名
、
中
国
側
連
絡
官
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京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊 (シ シャパンマ隊)報告

行
動
概
要

報

告

書

〔編
者
注
〕
本
研
究
計
画
は
、
文
部
省
科
学
研
究
費
国
際
学
術
研
究

（研
究
代

表
者

・
戸
部
隆
吉
）
、
厚
生
省
科
学
研
究
費
補
助
金

（シ
ル
バ
ー
サ
イ
エ
ン
ス

研
究
事
業
、
研
究
代
表
者

・
松
沢
哲
郎
）
、
京
都
大
学
委
任
経
理
金

（研
究
代

表
者

・
戸
部
隆
吉
）
の
各
研
究
助
成
金
を
得
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
京
都
大
学

ヒ
マ
ラ
ヤ
医
学
学
術
研
究
計
画
第
三
次
隊

・
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
登
山
隊
は
、
文
部

省
、
厚
生
省
、
外
務
省
、
毎
日
新
聞
社
、
毎
日
放
送
の
後
援
を
得
て
実
施
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

＝
王
鳳
桐
、
張
江
援
、
李
瑞
華
。

三
月
十
八
日
　
先
発
隊
日
本
出
発
。
三
月
三
十
日
先
発
隊
Ｂ
Ｃ
（五

〇
二
〇
ｍ
）
建
設
。
四
月
三
日
本
隊
日
本
出
発
。
四
月
六
日
先
発

隊
Ａ
Ｂ
Ｃ

（五
六
四
〇
ｍ
）
建
設
。
四
月
十
五
日
本
隊
、
Ｂ
Ｃ
到

着
。
四
月
十
七
日
Ｃ
ｌ

（五
八
五
Ｏ
ｍ
）
建
設
。
四
月
二
十

一
日

Ｃ
２

（六
三
四
〇
ｍ
）
建
設
。
四
月
三
十
日
Ｃ
３

（六
九
二
〇
ｍ
）

建
設
。
五
月
四
日
Ｃ
４

（七
四
三
〇
ｍ
）
建
設
。
五
月
七
日
Ａ
Ｂ

Ｃ
に
戻
り
前
期
終
了
。
五
月
十
六
日
Ｃ
５

（七
七
〇
〇
ｍ
）
建
設
。

五
月
十
七
日
第

一
次
登
頂
隊
十
二
名
登
頂
。
五
月
十
九
日
第
二
次

登
頂
隊
五
名
登
頂
。
五
月
二
十

一
日
第
三
次
隊
八
名
登
頂
。
五
月

二
十
四
日
全
員
Ａ
Ｂ
Ｃ
帰
着
。
五
月
二
十
七
日
全
員
Ｂ
Ｃ
に
下
山
。

京
都
大
学
ヒ
マ
ラ
ヤ
研
究
会
発
行
、
『ヒ
マ
ラ
ヤ
学
誌
第
２
号
』

（
一
九
九

一
年
五
月
刊
）
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チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
カ
ン
シ
ュ
ン
リ
ッ
ジ

今
春
、
明
治
大
学
山
岳
部
炉
辺
会
は
中
国
領
チ
ベ
ッ
ト
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
東

面
に
遠
征
隊
を
送
っ
た
。
目
的
と
し
た
未
踏
の
カ
ン
シ
ュ
ン
リ
ッ
ジ

（仮
称
）

か
ら
の
登
頂
は
成
ら
な
か
っ
た
が
、東
面
へ
入
っ
た
日
本
隊
は
初
め
て
で
あ
り
、

ま
た
北
側
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
違
っ
て
緑
あ
ふ
れ
る
美
し
い
コ
ー
ス
で
あ
り
、
カ

ン
シ
ュ
ン
氷
河
を
取
り
ま
く
数
多
く
の
高
峰
と
相
ま
っ
て
今
後
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

に
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
に
注
目
を
集
め
る
と
思
わ
れ
、
幾
ら
か
の
参
考
の
た
め
に
概

要
を
記
し
た
い
。

計
画
の
発
端
と
そ
の
背
景

一
九
八

一
年
春
、
炉
辺
会
で
は
明
治
大
学
創
立
百
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と

し
て
、
永
年
の
夢
で
あ
っ
た
単

一
大
学
に
よ
る
世
界
最
高
峰
エ
ベ
レ
ス
ト
の
登

頂
を
目
指
し
登
山
隊
を
派
遣
し
た
。
ル
ー
ト
を
ネ
パ
ー
ル
側
の
西
稜
に
と
り
若

手
メ
ン
バ
ー
を
中
心
と
し
た
登
山
は
悪
天
候
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
、
四
度
に
わ

た
っ
て
頂
上
攻
撃
を
行
う
奮
闘
を
見
せ
た
が
、
あ
と
わ
ず
か
、
百
メ
ー
ト
ル
余

り
を
残
し
て
撤
退
し
た
。
悔
し
さ
は
残
っ
た
も
の
の
、
こ
の
登
山
で
力
を
つ
け

平
　
野
　
宣
（　
市

た
若
手
は
そ
の
後
日
本
山
岳
会
初
め
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
遠
征
隊
に
加
わ
り
活

躍
し
て
来
た
。
即
ち
三
谷
統

一
郎
は
西
稜
の
翌
年
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
に
、
引
続
き
カ

ン
チ
エ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
、
チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー
と
相
次
い
で
八
千
メ
ー
ト
ル
峰
の
登

頂
を
果
た
し
、
中
西
紀
夫
は
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
ヘ
登
頂
し
た
。
そ
の
間
彼
等

に
続
く
若
手
も
着
々
と
力
を
つ
け
、　
一
九
八
七
年
久
び
さ
に
若
手
に
よ
る
登
山

隊
が
ラ
カ
ポ
シ
の
未
登
の
東
稜
ヘ
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
主
峰
へ
は
達
せ
な
か
っ
た

も
の
の
長
大
な
雪
稜
を
た
ど
り
東
峰
に
立
っ
た
。
こ
の
時
の
三
人
の
メ
ン
バ
ー

は
翌

一
九
八
八
年
の
日
本
山
岳
会
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
／
サ
ガ
ル
マ
タ
三
国
隊
に
参

加
し
、
山
本
宗
彦
は
炉
辺
会
と
し
て
は
植
村
直
己
以
来
の
サ
ミ
ッ
タ
ー
と
な
っ

た
。
山
本
篤
も
そ
の
秋
、
チ
ョ
ー

・
オ
ュ
ー
、
シ
シ
ャ
バ
ン
マ
の
八
千
メ
ー
ト

ル
峰
二
座
に
登
頂
し
、
ま
た
大
西
宏
は
ア
イ
ス
ウ
ォ
ー
ク
の
国
際
隊
で
北
極
点

に
到
達
し
た
。
続
い
て

一
九
八
九
年
秋
に
は
カ
ト
マ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
エ
ベ
レ
ス

ト
隊
に
参
加
し
た
三
谷
、
大
西
、
山
本

（篤
）
は
登
頂
に
成
功
し
、
炉
辺
会
と

し
て
は
世
界
最
高
峰
に
五
人
の
サ
ミ
ッ
タ
ー
を
送
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
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な
か
、
や
は
り
会
独
自
の
隊
を
再
び
出
し
た
い
と
の
思
い
は
強
く
、
し
か
も
出

来
る
こ
と
な
ら
十
数
年
前
か
ら
打
診
し
て
い
た
中
国
側
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で

今
回
の
計
画
と
な
っ
た
。

計
画
の
実
行
に
つ
い
て

中
国
登
山
協
会
と
の
折
衝
を

一
九
八
七
年
の
夏
か
ら
始
め
、
翌
年
に
か
け
て

再
三
に
わ
た
っ
て
手
紙
及
び
電
話
で
連
絡
し
た
も
の
の
三
国
隊
と
も
重
な
っ
た

た
め
特
に
進
展
は
な
く
、
し
び
れ
を
切
ら
し
て
北
京
を
訪
ね

一
九
九
〇
年
春
の

申
請
に
つ
い
て
担
当
者
と
直
接
交
渉
し
た
結
果
、
唯

一
空
い
て
い
る
東
壁

（カ

ン
シ
ュ
ン
フ
ェ
ー
ス
）
な
ら
ば
許
可
し
て
も
良
い
、
第
二
候
補
と
し
て
西
稜
と

い
う
こ
と
で
そ
の
場
で
議
定
書
を
交
わ
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
正
式
許
可
が
下
り

た
も
の
と
理
解
す
る
。
な
お
学
術
調
査
に
つ
い
て
も
問
い
合
わ
せ
た
所
、
登
山

隊
と
行
動
を
共
に
し
、
主
と
し
て
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
周
辺
の
氷
河
調
査
で
他
の

地
域
に
行
く
の
で
な
け
れ
ば
特
に
問
題
は
な
い
と
の
答
え
を
得
た
。
帰
国
後
相

談
の
結
果
、　
一
度
経
験
し
た
西
稜
よ
り
も
ど
う
せ
や
る
な
ら
未
知
の
東
面
を
、

と
い
う
こ
と
で
早
速
北
京
へ
は
東
壁
の
許
可
を
取
り
付
け
直
ち
に
行
動
に
移

り
、
学
術
班
を
含
み
莫
大
な
経
費
が
掛
か
る
た
め
大
学
の
事
業
の
一
環
と
し
て

炉
辺
会
と
の
共
催
と
す
る
。
登
山
メ
ン
バ
ー
と
な
る
若
手
を
中
心
に
再
三
準
備

会
を
開
き
登
攀
ル
ー
ト
を
始
め
遠
征
へ
の
取
り
組
み
方
、
基
本
方
針
等
に
つ
い

て
活
発
な
意
見
が
交
さ
れ
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
ル
ー
ト
の
調
査
、
東
面
の
ル
ー
ト
決

定
、
試
登
の
た
め
偵
察
隊
を
出
そ
う
と
い
う
矢
先
に
、
チ
ベ
ッ
ト
の
省
都
ラ
サ

に
て
暴
動
発
生
の
ニ
ュ
ー
ス
が
入
り
、
さ
ら
に
六
月
四
日
に
は
北
京
天
安
門
事

件
、
最
悪
の
事
態
と
な
る
。
関
係
各
位
と
相
談
の
結
果
、
現
在
の
中
国
情
勢
で

は
今
年
の
遠
征
隊
派
遣
は
思
わ
し
く
な
い
、
今
の
時
期
が
準
備
の
タ
イ
ム
リ

ミ
ッ
ト
で
あ
る
等
の
こ
と
か
ら
本
隊
を

一
年
延
期
す
る
こ
と
に
決
定
。
以
降
約
　
９
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一
ヵ
月
間
は
た
だ
手
を
こ
ま
ね
い
て
中
国
情
勢
を
静
観
す
る
の
み
だ
っ
た
が
、

八
月
に
入
っ
て
よ
う
や
く
北
京
の
状
況
も
落
ち
着
き
、
折
り
か
ら
来
日
中
の
中

国
登
山
協
会
副
主
席
許
競
氏
に
今
秋
の
偵
察
隊
派
遣
の
了
承
を
求
め
る
。
好
意

的
な
返
事
を
頂
き
、
そ
の
後
北
京
と
の
度
重
な
る
交
渉
に
よ
り
よ
う
や
く
偵
察

隊
派
遣
の
運
び
と
な
り
、
中
尾
隊
長
以
下
五
名
で
九
月
十
九
日
あ
わ
た
だ
し
く

日
本
を
出
発
す
る
。

偵
察
隊
に
つ
い
て

我
々
と
し
て
は
ま
っ
た
く
未
知
の
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
へ
の
輸
送
、
キ
ャ
ラ
バ

ン
、
日
本
人
初
の
東
壁
へ
の
登
攀
と
い
う
こ
と
で
、
本
隊
を
成
功
さ
せ
る
た
め

に
は
ぜ
ひ
と
も
偵
察
隊
の
必
要
性
を
感
じ
て
お
り
、
若
干
の
試
登
が
出
来
る
だ

け
の
登
攀
具
も
持
参
し
た
。
北
京
で
も
ラ
サ
の
チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
で
も
東
面

の
キ
ャ
ラ
バ
ン
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
良
く
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
，
最
奥
の
部
落

カ
ル
タ
か
ら
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ま
で
の
行
程
も
解
っ
て
い
な
い
。
と
も
か
く
も

本
隊
に
対
す
る
交
渉
を
進
め
な
が
ら
平
野
以
下
四
名
は
カ
ル
タ
ま
で
車
で
入

り
、
そ
れ
よ
リ
ヤ
ク

（正
確
に
は
ゾ
ッ
キ
ョ
）
十
七
頭
、
ヤ
ク
エ
六
人
で
キ
ャ

ラ
バ
ン
を
始
め
る
。
過
去
こ
の
地
域
に
は
ア
メ
リ
カ
隊
が
二
回
、
合
同
隊
が

一

回
し
か
入
っ
て
お
ら
ず
，
ヤ
ク
エ
は
ま
っ
た
く
遠
征
隊
に
は
馴
れ
て
い
な
い
。

と
ま
ど
う
こ
と
ば
か
り
で
ト
ラ
ブ
ル
の
連
続
、
と
も
か
く
彼
等
は
遠
征
隊
の
予

定
と
か
計
画
、
目
的
に
は
お
か
ま
い
な
し
で
自
分
達
の
生
活
ペ
ー
ス
を
し
つ
か

り
守
っ
て
お
り
、
毎
朝
の
ん
び
り
と
朝
食
を
と
り
十
時
頃
か
ら
昨
夜
離
し
て
草

を
食
べ
さ
せ
て
い
た
ヤ
ク
を
集
め
、
そ
れ
か
ら
鞍
を
着
け
て
荷
を
積
む
の
で
出

発
は
早
く
て
十
二
時
、
ひ
ど
い
時
は
二
時
に
な
っ
て
し
ま
う
。キ
ャ
ラ
バ
ン
ル
ー

ト
は
複
雑
な
氷
河
地
域
を
通
っ
て
お
り
、
途
中
五
千
メ
ー
ト
ル
の
峠
を
越
え
と

と
気
象
条
件
も
が
ら
り
と
変
り
毎
日
雨
か
小
雪
と
な
る
。
二
年
前
の
秋
は
大
雪

が
降
リ
カ
ル
タ
の
ヤ
ク
エ
七
人
が
死
亡
し
た
と
の
こ
と
で
彼
等
は
非
常
な
恐
怖

感
を
抱
い
て
お
り
、
そ
の
峠
を
越
え
た

（三
日
目
）
翌
日
よ
り
、
朝
わ
ず
か
な

雪
が
降
る
と
も
う
帰
れ
な
く
な
る
か
ら
今
こ
れ
か
ら
帰
る
、
と
以
降
ベ
ー
ス
ま

で
毎
日
そ
れ
の
繰
り
返
し
。
ヤ
ク
エ
を
説
得
す
べ
き
連
絡
官
も
そ
れ
に
同
調
し
、

毎
日
戻
ろ
う
と
言
い
出
す
始
末
。
議
論
の
結
果
は

「北
京
の
中
国
登
山
協
会
を

代
表
し
て
帰
る
こ
と
を
命
令
す
る
」
と
言
い
出
す
。
そ
れ
で
も
な
ん
と
か
な
だ

め
す
か
し
て
十
月
八
日
ベ
ー
ス
の
一
日
手
前
の
オ
プ
カ
ま
で
来
る
が
、
こ
こ
で

も
雪
の
た
め
ど
う
し
て
も
帰
る
と
、
帰
り
仕
度
を
始
め
た
ヤ
ク
エ
及
び
連
絡
官

を
な
ん
と
か
説
得
し
、
翌
九
日
に
と
も
か
く
我
々
四
人
と
ヤ
ク
エ
ニ
人
、
ヤ
ク

四
頭
で
ベ
ー
ス
入
り
す
る
。
翌
日
い
よ
い
よ
偵
察
へ
と
い
う
朝
降
り
出
し
た
雪

で
も
う
帰
る
と
い
う
ヤ
ク
エ
を
引
留
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た
我
々
四
人
で

全
て
の
荷
物
を
背
負
っ
て
カ
ル
タ
ま
で
戻
る
の
は
無
理
と
の
判
断
に
よ
り
、
以

降
の
計
画
を
あ
き
ら
め
て
引
き
返
す
。
我
々
の
チ
ベ
ッ
ト
人
に
対
す
る
勉
強
、

理
解
不
足
で
あ
り
、
生
活
習
慣
、
文
化
の
異
な
る
地
域
に
入
り
そ
こ
の
人
達
の

協
力
を
求
め
る
な
ら
、
そ
れ
な
り
の
対
応
、
理
解
を
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。

計
画
概
要

東
壁
に
は

一
九
八
三
年
ア
メ
リ
カ
隊
が
初
登
攀
し
た
、
正
面
バ
ッ
ト
レ
ス
か

ら
南
峰
へ
突
き
上
げ
る
ル
ー
ト
と

一
九
八
八
年
四
人
の
合
同
隊
に
よ
る
サ
ウ
ス

コ
ル
ヘ
直
接
突
き
あ
げ
る
ル
ー
ト
の
二
本
が
登
ら
れ
て
お
り
、
他
に
可
能
性
の

あ
る
ル
ー
ト
と
し
て
は

一
番
右
手
か
ら
東
北
東
稜
に
突
き
上
げ
る
顕
著
な
リ
ッ

ジ
が
あ
る
。
こ
れ
も
非
常
に
距
離
が
長
く
下
部
の
ナ
イ
フ
リ
ッ
ジ
と
八
千
屑
を

越
え
た
ピ
ナ
ク
ル
群
と
困
難
度
も
超

一
級
と
思
わ
れ
る
。
登
頂
の
可
能
性
の
高

い
の
は
合
同
隊
ル
ー
ト
だ
が
あ
ま
り
に
も
雪
崩
の
危
険
が
大
き
過
ぎ
る
。
そ
れ

な
ら
ば
雪
崩
の
危
険
の
よ
り
少
な
い
、
し
か
も
未
登
、
手
つ
か
ず
と
い
う
魅
力
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の
あ
る
リ
ッ
ジ
を
登
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
ル
ー
ト
は
決
ま
っ
た
。
当
時
の
思

い
を
炉
辺
通
信
に
記
し
て
い
る
。
「正
直
に
申
し
ま
し
て
、
リ
ッ
ジ
に
ル
ー
ト

を
取
っ
た
場
合
頂
上
は
あ
ま
り
に
も
遠
す
ぎ
ま
す
。
登
頂
の
可
能
性
は
非
常
に

少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
た
だ
救
い
は
カ
ン
シ
ュ
ン
リ
ッ
ジ
は
何
と

い
っ
て
も
未
だ
誰
も
手
を
触
れ
て
い
な
い
未
知
の
魅
力
に
あ
ふ
れ
、
チ
ョ
モ
ラ

ン
マ
に
残
さ
れ
た
最
後
の
課
題
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
誰
か
が
手
を
つ

け
る
ル
ー
ト
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
栄
光
を
担
え
る
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し
い
こ

と
と
考
え
ま
す
。」

勿
論
、
登
頂
に
対
し
て
は
大
き
い
意
欲
を
も
や
し
て
お
り
長
谷
川
登
攀
隊
長

が
中
心
と
な
っ
て
登
山
期
間
、
メ
ン
バ
ー
、
シ
エ
ル
バ
、
キ
ャ
ン
プ
数
、
ア
タ
ッ

ク
等
基
本
的
な
タ
ク
テ
ィ
ッ
ク
ス
を
練
り
上
げ
る
。
期
間
は
キ
ャ
ラ
バ
ン
ル
ー

ト
上
の
積
雪
を
考
慮
し
て
、
四
月

一
日
キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始
、
登
山
期
間
は
五
十

日
間
、
メ
ン
バ
ー
十
名
、
荷
上
げ
等
の
サ
ポ
ー
ト
に
シ
ェ
ル
パ
八
名
、
前
進
キ
ャ

ン
プ
を
四
つ
設
け
て
の
極
地
法
と
し
て
、
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
、
安
全
確
保
の
た

め
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
、
酸
素
を
積
極
的
に
使
用
す
る
。
隊
荷
は
出
発
時
約
六

ト
ン、
ァ
タ
ッ
ク
は
二
名
二
隊
を
二
回
と
す
る
。
以
上
を
基
本
計
画
と
し
、
日
本

山
岳
会
、
朝
日
新
聞
の
後
援
も
得
て
、
十
二
月
に
は
隊
荷
を
船
積
み
、
年
が
明

け
た
三
月
幾
多
の
干
余
曲
折
を
経
な
が
ら
多
く
の
方
々
の
温
か
い
は
げ
ま
し
と

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
よ
り
遠
征
隊
は
出
発
し
て
行
っ
た
。
実
に
計
画
発
端
よ
り
足

か
け
五
年
が
経
っ
て
い
た
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
及
び
登
攀
活
動

先
発
隊
三
名
は
カ
ト
マ
ン
ズ
に
お
い
て
，
隊
荷
の
引
き
取
り
、
フ
ラ
ン
ス
よ

り
直
送
さ
れ
た
酸
素
の
通
関
、
現
地
食
糧
の
買
付
け
、
シ
ェ
ル
パ
の
雇
用
、
関

係
部
署
へ
の
挨
拶
等
多
く
の
仕
事
を
こ
な
し
、
特
に
シ
ェ
ル
パ
の
中
国
入
国
の

た
め
の
ビ
ザ
取
得
に
は
苦
労
し
な
が
ら
も
本
隊
と
共
に
国
境
を
越
え
て
、
三
月

二
十
八
日
シ
ガ
ー
ル
ヘ
到
着
す
る
。
一
方
北
京
へ
入
っ
た
隊
長
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

の
二
名
は
連
絡
官
、
通
訳
と
共
に
ラ
サ
ヘ
。
ラ
サ
で
船
便
で
送
っ
た
約
四
ト

ン
の

隊
荷
と
共
に
シ
ガ
ー
ル
ヘ
向
か
い
本
隊
と
合
流
す
る
。
順
化
の
た
め
二
日
間
滞

在
し
た
の
ち
最
奥
の
部
落
カ
ル
タ
ヘ
。
こ
こ
で
荷
物
の
整
理
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
出

発
準
備
を
整
え
る
が
、
雪
の
た
め
予
定
の
ヤ
ク
が
使
え
ず
三
百
七
十
人
の
ポ
ー

タ
ー
を
雇
い
入
れ
て
四
月
二
日
に
カ
ル
タ
を
出
発
し
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
始
め
る
。

ジ
ー
プ

一
台
を
連
絡

・
緊
急
時
の
た
め
カ
ル
タ
に
常
駐
さ
せ
、
連
絡
官
、
通
訳
、

運
転
手
の
三
名
も
カ
ル
タ
の
招
待
所
に
残
し
て
の
出
発
と
な
る
。例
え
連
絡
官
、

通
訳
が
同
道
し
た
と
し
て
も
、
チ
ベ
ッ
ト
語
が
話
せ
ず
、
ポ
ー
タ
ー
と
の
意
志

の
疎
通
は
出
来
な
い
。
頼
り
は
チ
ベ
ッ
ト
語
の
話
せ
る
シ
ェ
ル
パ
達
で
あ
り
、

偵
察
時
の
苦
い
経
験
か
ら
ポ
ー
タ
ー
に
対
し
て
は
管
理
能
力
の
優
れ
て
い
る

サ
ー
ダ
ー
の
ア
ン
ツ
エ
リ
ン
に
全
て
を
ま
か
せ
る
。
し
か
し
結
果
は
偵
察
時
と

同
じ
く
、
ポ
ー
タ
ー
の
扱
い
に
は
馴
れ
て
い
る
は
ず
の
ア
ン
ツ
エ
リ
ン
も
全
く

の
お
手
あ
げ
で
、　
一
日
の
行
動
時
間
の
短
か
さ
、
値
上
げ
の
要
求
、
物
、
食
料

の
ね
だ
り
等
気
苦
労
の
多
い
日
々
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
空
身
の
シ
ェ
ル
パ
な

ら
三
日
で
上
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
九
日
か
け
て
や
づ
と
サ
イ
ド
モ
レ
ー
ン
の
突
き

当
り
、
ガ
ル
ブ
の
仮
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ま
で
た
ど
り
着
く
。
こ
れ
よ
り
氷
河
の

本
流
へ
下
り
、
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
激
し
い
消
耗
す
る
コ
ー
ス
の
た
め
、
ポ
ー
タ
ー

は
強
い
者
約
八
十
名
を
選
び
三
日
間
の
荷
上
げ
に
よ
っ
て
四
月
十
四
日
よ
う
や

く
カ
ン
シ
ュ
ン
リ
ッ
ジ
の
末
端
近
く
、
氷
河
湖
の
ほ
と
り
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

を
建
設
す
る
。
充
分
な
装
備
も
持
た
ず
、
破
れ
た
運
動
靴
で
こ
こ
ま
で
荷
を
運

ん
で
く
れ
た
ポ
ー
タ
ー
に
は
途
中
何
が
あ
れ
感
謝
し
な
け
れ
ば
と
思
う
。
彼
等

に
は
規
約
に
よ
り
装
備
費
を
渡
し
て
あ
る
が
、
カ
ル
タ
に
唯

一
あ
る
小
さ
な
売
　
９



店
で
は
た
い
し
た
物
が
買
え
る
訳
で
は
な
く
、
日
本
か
ら
持
参
し
た
サ
ン
グ
ラ

ス
、
手
袋
等
若
千
の
も
の
を
支
給
し
た
が
、
と
て
も
数
は
足
り
ず
今
後
は
こ
の

点
の
考
慮
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
二
日
間
を
荷
物
の
整
理
、
仕
分
け
作
業
に
当
て
、

四
月
十
七
日
Ａ
隊
と
し
て
長
谷
川
、
広
瀬
、
ア
ン
ｏ
ド
ル
ジ
ェ
の
三
名
で
Ｃ
ｌ

へ
向
け
て
偵
察
、
ル
ー
ト
エ
作
を
開
始
す
る
。
当
初
我
々
の
考
え
て
い
た
Ｃ
ｌ

予
定
地
ま
で
は
想
像
以
上
に
距
離
が
長
く
、
ま
た
ル
ー
ト
も
難
し
く
、
ベ
ー
ス

か
ら
直
接
Ｃ
ｌ
ま
で
の
ル
ー
ト
エ
作
は
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
る
と
判
断
、
四
月

二
十

一
日
に
岩
稜
を
越
え
た
雪
の
斜
面
に
仮
Ｃ
ｌ
を
建
設
す
る
。
こ
こ
へ
泊
ま

る
工
作
隊
は
日
本
人
隊
員
の
み
各
二
名
の
三
パ
ー
テ
ィ
ー
と
し
、
交
代
で
ル
ー

ト
エ
作
を
続
け
、
困
難
で
危
険
な
雪
稜

（と
い
う
よ
り
氷
の
稜
）
を
抜
け
て
馬

の
背
状
の
台
地
上
に
よ
う
や
く
Ｃ
ｌ
を
建
設
す
る
。
工
作
を
始
め
て
実
に
十
四

日
目
の
こ
と
で
あ
る
。
経
験
豊
富
な
シ
ェ
ル
パ
達
も
し
り
込
み
し
て
行
き
た
が

ら
な
い
よ
う
な
ル
ー
ト
で
あ
る
。
翌
五
月

一
日
か
ら
日
前
に
そ
び
え
る
急
な
大

ピ
ー
ク
ヘ
向
け
て
ル
ー
ト
エ
作
を
続
け
る
が
、
ま
す
ま
す
リ
ッ
ジ
上
に
連
ら
な

る
氷
や
プ
ロ
ッ
ク
の
崩
壊
の
危
険
は
増
し
、
五
月
四
日
長
谷
川
、
斉
藤
が
ピ
ー

ク
の
頂
上
わ
ず
か
手
前
、
標
高
六
四
〇
〇
屑
を
最
高
到
達
点
と
し
て
ベ
ー
ス
に

下
山
し
て
来
る
。
ル
ー
ト
上
の
危
険
が
あ
ま
り
に
も
大
き
過
ぎ
る
、
こ
の
先
も

同
じ
状
態
が
延
々
と
続
き
見
通
し
が
立
た
な
い
、
日
数
的
に
も
登
頂
は
無
理
で

あ
る
。
そ
の
判
断
で
登
山
中
止
を
決
定
、
五
月
六
日
に
隊
員
及
び
シ
ェ
ル
バ
に

よ
っ
て
Ｃ
ｌ
を
撤
収
、
こ
こ
に
登
山
活
動
を
終
了
し
た
。

〔六
四
〇
〇
屑
ま
で
の
ル
ー
ト
概
要
〕

標
高
五
四
〇
〇
＝
、
カ
ン
シ
ュ
ン
リ
ッ
ジ
末
端
の
凍
結
し
た
氷
河
湖
の
畔
の

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
よ
り
、
氷
河
を
渡
り
、
リ
ッ
ジ
末
端
近
く
の
側
斜
面
を
登
り

リ
ッ
ジ
上
に
出
る

（五
六
〇
〇
腐
）
。
尾
根
上
を
し
ば
ら
く
登
り
約
五
七
〇
〇

＼
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済
地
点
か
ら
左
ヘ
ト
ラ
バ
ー
ス
し
、台
型
ピ
ー
ク
よ
り
落
ち
る
尾
根
上
に
出
る
。

こ
こ
よ
り
固
定
ロ
ー
プ
が
始
ま
り
、
快
適
な
岩
稜
を
登
り
雪
に
か
わ
っ
た
地
点

が
仮
Ｃ
ｌ

（五
九
〇
〇
属
）
。
最
初
の
氷
雪
壁
を
抜
け
岩
、
雪
ミ
ッ
ク
ス
の
斜

面
を
登
る
と
台
型
ピ
ー
ク
。
こ
こ
か
ら
も
ろ
い
岩
稜
を
た
ど
っ
て
左
ヘ
ヒ
マ
ラ

ヤ
ひ
だ
の
氷
壁
へ
と
入
る
。
こ
の
壁
を
左
斜
め
上
へ
ま
く
よ
う
に
登
り
、
再
度

尾
根
上
の
ゴ
ル
ヘ
出
る
。
コ
ル
か
ら
は
尾
根
の
右
側
面
の
岩
の
バ
ン
ド
を
伝
っ

て
右
上
す
る
。
バ
ン
ド
が
細
く
な
り
行
き
づ
ま
る
手
前
で
浅
い
凹
状
の
氷
壁
を

直
上
し
尾
根
上
へ
。
尾
根
は
す
ぐ
に
大
き
な
ク
レ
バ
ス
に
断
ち
切
ら
れ
、
こ
の

ク
レ
バ
ス
に
沿
っ
て
右
下
へ
下
り
さ
ら
に
縁
を
辿
っ
て
登
り
返
す
。
こ
こ
か
ら

オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
し
た
セ
ラ
ッ
ク
帯
を
右

へ
ま
く
よ
う
に
し
て
か
わ
し
、
セ

ラ
ッ
ク
の
切
れ
目
を
直
上
し
て
尾
根
へ
出
る
。
こ
の
馬
の
背
状
の
広
い
尾
根
上

を
Ｃ
ｌ
と
す
る

（六

一
〇
〇
腐
）
。
Ｃ
ｌ
か
ら
は
尾
根
の
突
き
当
た
り
の
氷
壁

を
ク
レ
バ
ス
を
ぬ
っ
て
登
り
茸
雪
に
突
き
当
る
手
前
で
右
ヘ
ト
ラ
バ
ー
ス
、
尾

根
の
右
側
面
の
青
氷
の
壁
を
登
り
茸
雪
の
付
け
根
の
氷
の
穴
を
く
ぐ
っ
て
、
左

側
面
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
ひ
だ
の
中
へ
入
る
。
こ
れ
を
左
へ
斜
登
し
岩
の
コ
ル
ヘ
。
こ

こ
か
ら
再
び
右
側
面
の
氷
か
ら
岩
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
て
浅
い
凹
状
壁
を
直
上
し

て
尾
根
上
へ
。
こ
ん
ど
は
茸
雪
の
下
を
右
ヘ
ト
ラ
バ
ー
ス
し
て
支
尾
根
の
雪
稜

上
へ
出
る
。
こ
の
雪
稜
を
登
リ
セ
ラ
ッ
ク
に
突
き
当
っ
た
と
こ
ろ
で
登
攀
を
中

止
す
る

（六
四
〇
〇
腐
）
。

終
わ
り
に

カ
ン
シ
ュ
ン
リ
ッ
ジ
を
間
近
に
見
た
ア
メ
リ
カ
隊
の
メ
ン
バ
ー
が

「
フ
ァ
ン

タ
ジ
ッ
ク
な
ル
ー
ト
だ
。
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
が
な
け
れ
ば
と
て
も
登
る
気
に

な
れ
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
意
味
が
、
リ
ッ
ジ
に
取
り
付
い
て
み
て
良
く
解
っ

た
。
我
々
は
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
に
欠
け
て
い
た
し
、
何
よ
り
も
ル
ー
ト
に
対

す
る
認
識
が
甘
く
、
ま
た
ス
ケ
ー
ル
を
見
誤
っ
て
い
た
。
カ
ン
シ
ュ
ン
リ
ッ
ジ

そ
の
も
の
は
、
条
件
さ
え
整
え
ば
決
し
て
登
攀
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え
て
い
　
ｌｏ

る
。
但
し
今
回
の
よ
う
な
ル
ー
ト
の
状
態
で
は
危
険
が
大
き
過
ぎ
る
。
キ
ャ
ラ

バ
ン
中
悪
か
っ
た
天
候
は
登
山
期
間
に
入
る
と
安
定
し
好
天
が
続
い
た
。
ま
た

東
側
に
面
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
日
照
時
間
が
長
く
、生
活
条
件
は
良
い
が
、

逆
に
ル
ー
ト
に
と
っ
て
は
、
日
々
ア
イ
ス
ブ
ロ
ッ
ク
の
溶
け
る
の
が
早
く
不
安

定
と
な
る
。
む
し
ろ
秋
か
ら
初
冬
の
方
が
良
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
輸
送
、

キ
ャ
ラ
バ
ン
の
問
題
も
あ
り
、
登
山
シ
ー
ズ
ン
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
の
研
究

課
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
だ
け
長
大
な
リ
ッ
ジ
な
の
で
体
力
、
技
術
の
優
れ
た
、

あ
る
程
度
の
人
数
で
、
根
気
よ
く
高
度
、
距
離
を
か
せ
い
で
行
く
し
か
な
い
だ

ろ
う
。
頂
上
ま
で
に
は
少
く
と
も
六
つ
の
キ
ャ
ン
プ
は
必
要
と
思
わ
れ
る
。
合

理
的
で
優
れ
た
タ
ク
テ
ィ
ッ
ク
ス
で
、
真
に
実
力
あ
る
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
、

い
ず
れ
登
ら
れ
る
時
が
来
る
も
の
と
信
じ
る
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
明
治
大
学
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
遠
征
隊

一
九
九

一
年

活
動
期
間
　
一
九
九

一
年
四
～
五
月

目
　
　
的
　
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
東
壁

（カ
ン
シ
ュ
ン
リ
ッ
ジ
）
よ
り
の
登
頂
及

び
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
周
辺
の
学
術
調
査

隊
の
構
成
　
隊
長
＝
平
野
真
市

（５２
）
、
副
隊
長
＝
坂
本
文
男

（４７
）
、
登
攀
隊

長
＝
長
谷
川
良
典
（４４
）
、
隊
員
＝
斎
藤
伸

（３３
）
、
松
村
定
樹

（３２
）
、

中
沢
暢
美

（２８
）
、
佐
野
哲
也

（２３
）
、
広
瀬
学

（２４
）
、
医
師
＝

竹
口
幸
三
（４１
）
、
撮
影
＝
青
田
浩

（３１
）
、
学
術
班
＝
小
時
尚
（５６
）
、

岡
沢
修

一

（４１
）
、
下
川
和
夫

（４２
）
、
高
橋
伸
幸

（３６
）
、
連
絡

官
＝
劉
大
義

（５５
）
、
サ
ー
ダ
ー
＝
ア
ン
ｏ
ツ
ェ
リ
ン

（４４
）



行
動
概
要

三
月
十

一
日
先
発
隊
三
名
成
田
発
。
バ
ン
コ
ク
経
由
カ
ト
マ
ン
ズ

ヘ
。
三
月
十
七
日
本
隊
六
名
名
古
屋
よ
リ
カ
ト
マ
ン
ズ

ヘ
。
六
月

二
十
日
後
発
隊
五
名
成
田
発
、
三
名
は
カ
ト
マ
ン
ズ
ヘ
、
二
名
は

北
京
へ
。
六
月
二
十
八
日
シ
ガ
ー
ル
で
全
員
合
流
。
六
月
三
十
日

カ
ル
タ
着
。
四
月
二
日
キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始
。
四
月
十
日
ガ
ル
ブ
の

仮
ベ
ー
ス
着
。
四
月
十
四
日
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
建
設
。
四
月
十
七

日
上
部
へ
向
け
て
偵
察
及
び
ル
ー
ト
エ
作
始
め
る
。
四
月
二
十

一

日
仮
Ｃ
ｌ
建
設
、
隊
員
二
名
仮
Ｃ
ｌ
入
り
。
四
月
三
十
日
Ｃ
ｌ
建

設
、
隊
員
二
名
Ｃ
ｌ
入
り
。
五
月

一
～
五
日
Ｃ
２
へ
向
け
ル
ー
ト

エ
作
。
五
月
六
日
登
山
中
止
を
決
定
、
Ｃ
ｌ
を
撤
収
す
る
。
五
月

十
六
日
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
撤
収
、
帰
路
キ
ャ
ラ
バ
ン
ヘ
。
六
月
二

十

一
日
カ
ル
タ
着
。
六
月
二
十
四
日
シ
ガ
ー
ル
よ
り
二
名
は
ラ
サ

ヘ
、
他
は
カ
ト
マ
ン
ズ
ヘ
向
う
。
六
月
三
十
日
最
後
の
隊
員
が
帰

京
、
遠
征
を
終
了
。

〔註

一
本
登
山
隊
は
、
日
本
山
岳
会
海
外
登
山
基
金
、
平
成
二
年
度
第
二
次
助

成
金
の
割
当
て
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。〕
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梅
里
雪
山
峰
の
登
攀
と
遭
難

は
じ
め
に

京
都
大
学
学
士
山
岳
会

（Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
）
は

一
九
八
八
年
五
月
、
中
国
登
山
協

会
、
雲
南
省
登
山
協
会
と
合
同
で
、
雲
南
省
西
北
隅
の
未
登
峰
梅
里
雪
山
峰

（六

七
四
〇
屑
）
に
学
術
登
山
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
同
年
十
月
か
ら

十

一
月
に
か
け
て
、
日
本
側
五
名
、
中
国
側
五
名
の
先
遣
隊
を
送
り
、
登
路
を

偵
察
し
、
山
麓
ま
で
の
交
通

・
輸
送
事
情
を
調
査
し
た
。
さ
ら
に
目
標
の
山
に

も
っ
と
も
近
い
徳
欽
県
気
象
姑
で
気
象
デ
ー
タ
を
入
手
し
、
登
山
に
最
適
の
季

節
を
研
究
し
た
。

梅
里
雪
山

（メ
イ
リ
シ
ュ
エ
シ
ャ
ン
）
は
雲
南
省
迪
慶
蔵
族
自
治
州
徳
欽
県

の
西
端
に
あ
り
、
瀾
治
江

（メ
コ
ン
河
）
と
怒
江

（サ
ル
ウ
ィ
ン
河
）
の
分
水

嶺
上
に
位
置
す
る
。
南
北
約
二
十
キ
ロ屑
に
連
な
る
太
子
雪
山
山
脈
の
主
峰
で
あ

り
、
十
格
簿

（カ
ガ
ブ
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
先
遣
隊
出
発
前
に
八
七
年
夏

に
試
登
し
た
上
越
山
岳
協
会
の
ご
好
意
で
写
真
を
見
せ
て
も
ら
う
機
会
が
あ
っ

た
。
偵
察
の
結
果
、
梅
里
雪
山
か
ら
瀾
治
江
側
に
お
り
て
い
る
二
本
の
氷
河
の

酒

井

敏

明

う
ち
北
側
の
森
層
堡
氷
河
か
ら
北
東
稜
に
と
り
つ
け
ば
、
頂
上
に
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。
月
別
の
平
均
気
温

ｏ
降
水
量

ｏ
降
雨
日
数
な

ど
の
資
料
に
よ
り
、十

一
月
と
十
二
月
が
気
象
条
件
は
も
っ
と
も
良
い
の
だ
が
、

徳
欽
と
自
治
州
の
州
都
中
旬
の
間
に
あ
る
白
亡
山
口

（約
四
二
〇
〇
】国
の
峠
）

が
十
二
月
初
め
に
は
積
雪
の
た
め
に
通
行
不
可
能
に
な
る
た
め
に
、
十
月
か
ら

十

一
月
に
か
け
て
の
時
期
を
選
ぶ
こ
と
に
し
た
。

な
お
、
学
術
調
査
計
画
の
一
環
と
し
て
、
八
九
年
五
月
八
日
か
ら
七
月
五
日

ま
で
の
期
間
に
、栗
田
靖
之
を
隊
長
と
す
る
梅
里
雪
山
科
学
隊
（関
西
テ
レ
ビ

・

産
経
新
聞
社
後
援

ｏ
日
本
側
十
二
名
、
中
国
側
七
名
）
が
、
雲
南
省
西
北
部
で

調
査
活
動
に
従
事
し
た
。

第

一
次
隊
の
試
登
と
雨
崩
ル
ー
ト
の
偵
察

第

一
次
日
中
合
同
梅
里
雪
山
学
術
登
山
隊
は
日
本
側
が
左
右
田
健
次
総
隊
長

以
下
十
四
名
、
中
国
側
が
楊
必
育
総
隊
長
以
下
九
名
、
ほ
か
に
高
所
協
力
員
や

設
営

・
輸
送
担
当
な
ど
多
く
の
支
援
隊
員
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
族
の
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農
牧
村
斯
農

（三
二
五
〇
屑
）
に
ベ
ー
ス
ハ
ウ
ス
を
作
り
、
十
月
四
日
に
は
森

層
堡
氷
河
の
末
端
、海
抜
三
八
五
〇
属
の
針
葉
樹
林
の
中
に
Ｂ
Ｃ
を
建
設
し
た
。

氷
河
下
部
に
か
か
る
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
地
帯
を
避
け
て
、
左
岸
寄
り
に
登
路
を

求
め
、
二
十
七
日
に
は
氷
河
上
約
四
六
六
〇
】日
に
Ｃ
ｌ
を
建
設
し
た
。
そ
の
後

二
週
間
に
わ
た
り
四
本
の
源
流
に
分
か
れ
る
森
層
堡
氷
河
上
に
登
路
を
探
し
た

が
、
雪
が
降
り
続
い
て
行
動
日
数
が
限
ら
れ
、
天
候
が
回
復
す
る
見
込
み
が
な

か
っ
た
の
で
、
つ
い
に
登
高
を
断
念
し
た
。
し
か
し
南
側
に
あ
る
明
永
氷
河

（正

式
名
は
効
諾
支
汝
氷
河
）
の
源
流
部
お
よ
び
頂
上
か
ら
南
へ
延
び
る
主
稜
線
の

東
壁
を
詳
し
く
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

帰
国
後
、
あ
ら
た
め
て
中
国
側
と
協
議
を
し
、
明
永
氷
河
の
源
流
部
に
入
る

登
路
を
探
す
偵
察
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
に
し
た
。　
一
九
九
〇
年
二
月
か
ら
四
月

に
か
け
て
、
日
本
側
四
名
、
中
国
側
六
名
の
第
二
次
偵
察
隊
が
、
初
め
て
雨
崩

川
の
谷
を
登
り
、
新
し
い
ル
ー
ト
を
探
っ
た
。
か
れ
ら
は
源
頭
に
あ
る
小
氷
河

を
登
り
つ
め
て
約
五
三
〇
〇
済
の
雪
に
お
お
わ
れ
た
峠
を
越
え
、
明
永
氷
河
の

上
部
氷
原
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
梅
里
雪
山
南
稜
は
こ
の
上
部
氷
原
に
険

し
い
壁
を
落
と
し
て
い
る
が
、
偵
察
隊
は
Ｃ
３
予
定
地
近
く
ま
で
進
み
、
そ
こ

に
あ
る
三
本
の
雪
稜
の
う
ち
、
第
ニ
バ
ッ
ト
レ
ス
と
呼
ん
だ
中
央
の
雪
稜
が

ル
ー
ト
と
し
て
使
え
る
で
あ
ろ
う
と
、
判
断
し
た
。
さ
ら
に
、
上
部
氷
原
を
南

へ
登
り
、
主
分
水
嶺
上
約
五
四
〇
〇
済
の
コ
ル
に
到
達
し
た
。
第
ニ
バ
ッ
ト
レ

ス
を
登
り
き
っ
て
南
山
稜
に
到
達
す
れ
ば
、頂
上
直
下
の
氷
壁
は
左
側
（チ
ベ
ッ

ト
自
治
区
側
）
に
回
り
込
ん
で
登
頂
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。

第

一
次
登
山
隊
と
二
回
の
偵
察
隊
が
得
た
情
報
を
分
析
し
た
結
果
、
九
〇
年

十
二
月
か
ら
九

一
年

一
月
に
か
け
て
の
時
期
に
第
二
次
日
中
合
同
学
術
登
山
隊

を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

梅里雪山峰の登攀と遭難

瀾治江東岸約 3500mの 地点から梅里雪山峰東面を見る。女乃諾支汝氷河下部のアイスフォー

ルが見える。左手に迂回して前景の尾根の背後にある上部氷原に達するルー トをとった。

Meilixueshan and the ice‐ fa1l of the NainuOgeru glacier, vie.wed frOri the eastern slope of

Lancangiiang.Upper basin Of the giacier was reached frOm the left
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第
二
次
登
山
隊
の
入
山

日
本
側
は
総
隊
長
左
右
田
健
次
、
学
術
隊
長
井
上
治
郎
以
下
十
二
名
、
中
国

側
は
総
隊
長
楊
必
育
、
登
攀
隊
長
宋
志
義
以
下
八
名
、
他
に
チ
ベ
ッ
ト
族
の
高

所
協
力
員
八
名
の
構
成
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
日
本
人
五
名
、
中
国
人
六
名
は
第

一
次
隊
に
参
加
し
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

先
発
隊
は

一
九
九
〇
年
十

一
月
十
五
日
に
昆
明
を
出
発
し
た
。
日
本
側
本
隊

九
名
は
二
十

一
日
大
阪
空
港
を
出
発
、
中
国
側
と
合
流
し
二
十
五
日
に
昆
明
を

出
発
し
た
。
左
右
田
は
本
隊
を
送
り
出
し
て
か
ら
、
先
に
帰
国
、
楊
は
昆
明
に

残
っ
た
。
四
輪
駆
動
車
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
の
列
は
、
下
関
、
大
理
、

中
旬
を
経
由
、
約

一
〇
〇
〇
キ
ロ済
離
れ
た
徳
欽
県
に
三
日
目
に
到
着
し
た
。
瀾

治
江
渓
谷
に
入
る
と
、
北
上
し
て
西
蔵
自
治
区
の
亡
康
に
向
か
う
演
蔵
公
路
と

分
か
れ
、
車
は
少
し
南
下
し
て
瀾
治
江
を
橋
で
渡
リ
チ
ベ
ッ
ト
族
の
村
西
当
ま

で
入
る
。

西
当
か
ら
は
人
力
と
家
畜
で
荷
物
を
輸
送
す
る
。

南
側
の
尾
根
を
約
三
八
〇
〇
層
の
峠
で
越
え
、
谷
間
の
村
雨
崩
ま
で
お
り
る
。

十
二
月

一
日
雨
崩
村
の
夏
の
放
牧
地
笑
農
の
は
ず
れ
、
約
三
五
〇
〇
】日
の
針
葉

樹
林
帯
の
中
に
Ｂ
Ｃ
を
建
設
し
た
。
雨
崩
で
は
あ
ら
れ
が
ち
ら
つ
い
て
い
た
が
、

夜
の
あ
い
だ
に
雪
に
な
り
、
Ｂ
Ｃ
付
近
は
積
雪
四
〇
費
ン
で
あ
つ
た
Ｏ
こ
の
冬
の

初
雪
で
あ
る
と
い
う
。

明
永
氷
河
上
部
氷
原
ヘ

三
月
に
偵
察
隊
が
開
拓
し
た
ル
ー
ト
を
た
ど
り
、
十
二
月
八
日
Ｃ
ｌ

（四
五

〇
〇
肝
）
、
十
三
日
Ｃ
２

（五
三
〇
〇
腐
）
を
建
設
し
た
。
太
子
雪
山
東
面
に

か
か
る
三
本
の
小
氷
河
の
一
番
右
は
四
三
〇
〇
腐
か
ら
四
六
〇
〇
腐
ま
で
が
険

悪
な
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
で
、
左
岸
寄
り
に
作
っ
た
登
路
は
雪
崩
と
落
石
の
通
路

を
横
断
す
る
。
Ｃ
２
コ
ル
の
下
の
急
雪
面
は
ク
レ
バ
ス
が
大
き
く
、
ジ
ュ
ラ
ル

ミ
ン
梯
子
が
必
要
な
箇
所
も
あ
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
族
の
協
力
員
八
名
の
う
ち
三

名
は
氷
雪
登
攀
技
術
の
初
歩
を
身
に
つ
け
て
い
る
が
、他
は
未
経
験
者
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
れ
ら
は
高
所
で
は
強
く
、
隊
員
の
指
導
、
監
督
の
も
と
で
、
Ｃ
２

ま
で
の
荷
上
げ
を
お
も
に
担
当
し
た
。
さ
い
わ
い
、
天
候
に
は
恵
ま
れ
て
、
予

定
を
や
や
上
ま
わ
る
展
開
に
な
っ
た
。
Ｃ
２
か
ら
の
観
察
で
は
、
登
攀
可
能
な

の
は
や
は
り
第
ニ
バ
ッ
ト
レ
ス
で
、
下
部
は
急
傾
斜
だ
が
さ
し
て
問
題
は
な
く
、

主
稜
線
と
の
接
合
部
の
垂
直
に
近
い
氷
壁
も
な
ん
と
か
登
れ
そ
う
で
あ
る
。
Ｃ

３
を
ど
こ
に
作
る
か
が
論
議
さ
れ
、
Ｃ
３
と
の
距
離
が
近
い
Ｃ
２
は
撤
去
す
べ

梅里雪山峰の登攀と遭難

雨崩谷の奥 3500mにつくったベースキャンプ

BaSe Camp was built at the head of the Yupeng river vaHey
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小氷河のクレヴァス帯の中の第1キ ャンプ

Camp l in the midst of crevasse‐ ridden part of the glacier

き
だ
と
の
意
見
も
出
た
。

十
二
月
十
五
日
夜
、
日
中
の
主
カ
メ
ン
バ
ー
が
Ｂ
Ｃ
で
会
議
、
今
後
の
行
動

計
画
を
決
定
し
た
。
Ｃ
３
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
第
ニ
バ
ッ
ト
レ
ス
基
部
と
Ｃ

２
の
あ
い
だ
の
明
永
氷
河
上
部
氷
原
の
最
低
所
よ
り
は
Ｃ
２
寄
り
、
雪
崩
の
危

険
が
な
い
氷
原
上
に
建
設
す
る
こ
と
に
し
た
。
Ｃ
２
と
Ｃ
３
の
間
隔
は
確
か
に

短
す
ぎ
る
の
だ
が
、
Ｃ
２
は
ル
ー
ト
の
全
貌
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

Ｂ
Ｃ
と
の
連
絡
を
考
え
て
も
理
想
的
な
位
置
に
あ
り
、
Ｃ
２
を
撤
去
す
る
必
要

は
な
い
。
Ｃ
２
か
ら
Ｃ
３
へ
の
荷
物
輸
送
に
そ
り
を
使
う
こ
と
、
協
力
員
に
よ

る
荷
上
げ
を
Ｃ
３
ま
で
伸
ば
す
こ
と
も
決
ま
っ
た
。

登
頂
の
態
勢
と
と
の
う

十
二
月
十
七
日
、
登
高
活
動
は
後
期
に
入
っ
た
。
天
気
は
快
晴
。
近
藤
、
宗

森
、
船
原
が
Ｂ
Ｃ
を
発
っ
て
Ｃ
ｌ
に
入
り
、
宋
と
孫
は
Ｂ
Ｃ
か
ら
Ｃ
２
へ
、
米

谷
と
李
は
Ｃ
ｌ
か
ら
Ｃ
２
に
入
っ
た
。
十
九
日
は
前
夜
来
の
降
雪
と
ガ
ス
で
下

部
キ
ャ
ン
プ
の
荷
上
げ
は
休
み
。
天
気
が
良
か
っ
た
Ｃ
２
は
、
先
日
選
定
し
た

場
所
ま
で
ラ
ッ
セ
ル
し
、
テ
ン
ト
を
張
っ
て
暫
定
Ｃ
３
と
し
、
他
の
隊
員
は
そ

り
を
使
っ
て
荷
物
輸
送
を
お
こ
な
っ
た
。
二
十
日
暫
定
キ
ャ
ン
プ
か
ら
二
〇
〇

腐
ほ
ど
前
進
し
た
場
所
に
テ
ン
ト
を
移
し
た
。
宋
、
孫
、
李
、
広
瀬
、
船
原
、

児
玉
の
六
名
が
Ｃ
３
に
入
っ
た
。
Ｃ
３
か
ら
第
２
バ
ッ
ト
レ
ス
基
部
ま
で
は
、

氷
原
上
ク
レ
バ
ス
を
迂
回
し
、
ラ
ッ
セ
ル
を
踏
ん
で
、
い
っ
た
ん
ル
ー
ト
が
つ

い
て
し
ま
え
ば
問
題
は
な
い
。
二
十

一
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
連
日
の
晴
天
を

利
用
し
て
第
２
バ
ッ
ト
レ
ス
の
ル
ー
ト
エ
作
を
お
こ
な
っ
た
。
膝
か
ら
腰
の

ラ
ッ
セ
ル
に
難
渋
し
な
が
ら
、
ス
ノ
ー
バ
ー
を
た
く
さ
ん
打
ち
、
ロ
ー
プ
を
固

定
す
る
。
二
十
四
日
は
バ
ッ
ト
レ
ス
上
の
行
動
は
休
み
。

Ｂ
Ｃ
か
ら
Ｃ
ｌ
へ
、
Ｃ
ｌ
か
ら
Ｃ
２
へ
と
、
協
力
員
に
よ
る
荷
上
げ
は
継
続
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し
て
お
こ
な
わ
れ
、
Ｃ
ｌ
と
Ｃ
２
の
隊
員
た
ち
も
、
あ
い
つ
い
で
Ｃ
３
へ
集
結

し
つ
つ
あ
っ
た
。
隊
長
の
井
上
も
二
十

一
日
に
Ｂ
Ｃ
を
あ
と
に
し
、
二
十
四
日

に
は
Ｃ
３
へ
あ
が
り
、
頂
上
攻
撃
を
指
揮
す
る
態
勢
を
と
と
の
え
る
。
隊
員
に

昇
格
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
協
力
員
の
林
と
斯
那
此
里
は
そ
の
技
量
も
す
ぐ
れ

て
い
る
の
で
、
隊
員
た
ち
の
信
頼
が
あ
つ
く
、
Ｃ
３
に
入
っ
た
。
隊
の
主
力
が

Ｃ
２
と
Ｃ
３
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
ド
ク
タ
ー
の
清
水
も
あ
が
る
。

そ
の
結
果
、
Ｂ
Ｃ
に
は
、
日
本
側
の
佐
々
木
秘
書
長
、
中
国
側
の
陳
連
絡
官
、

隊
員
の
金
と
張
、
協
力
員
六
名
、
炊
事
係
な
ど
が
残
留
す
る
だ
け
に
な
っ
た
。

日
本
か
ら
の
気
象
デ
ー
タ
を
受
信
す
る
フ
ァ
ッ
ク
ス
は
荷
上
げ
が
お
く
れ
た

が
、
二
十
五
日
か
ら
Ｃ
３
で
天
気
予
報
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
徳
欽
県
気
象

姑
か
ら
の
天
気
予
報
は
今
ま
で
ど
お
り
無
線
で
入
る
。

こ
の
あ
と
の
隊
の
行
動
は
、
Ｂ
Ｃ
か
ら
徳
欽
県
ま
で
は
無
線
、
徳
欽
県
か
ら

昆
明
市
の
雲
南
省
体
育
運
動
委
員
会
ま
で
は
電
話
、
昆
明
か
ら
北
京
の
中
国
登

山
協
会
ま
で
は
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
伝
え
ら
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
、
不
明
の
箇
所
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

第

一
次
頂
上
攻
撃

・
待
機

ｏ
遭
難

二
十
六
日
に
第
ニ
バ
ッ
ト
レ
ス
最
上
部
の
約

一
〇
属
の
直
立
し
た
氷
壁
を
登

り
き
り
、
主
分
水
嶺
上
に
到
達
し
た
。
そ
こ
に
Ｃ
４
を
建
設
し
た
の
は
、
多
分

二
十
七
日
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

十
二
月
二
十
八
日
、
高
度
五
八
〇
〇
】
日
の
Ｃ
４
を
出
発
し
て
近
藤
、
船
原
、

広
瀬
、
宋
、
孫
が
頂
上
に
向
か
っ
た
が
、
午
後

一
時
ご
ろ
六
四
七
〇
屑
地
点
ま

で
達
し
た
あ
た
り
で
突
然
に
天
候
が
悪
化
し
、
猛
吹
雪
の
な
か
を
三
時
間
ほ
ど

そ
の
場
で
待
機
し
た
。
天
気
が
ま
す
ま
す
悪
く
な
る
の
で
そ
こ
か
ら
引
き
返
す

こ
と
に
な
り
、
登
り
以
上
の
時
間
を
費
や
し
て
深
夜
の
十

一
時
過
ぎ
に
や
っ
と

の
思
い
で
Ｃ
４
に
帰
着
し
た
。
中
国
語
に
堪
能
な
佐
々
木
は
、
上
部
と
Ｂ
Ｃ
と

の
連
絡
を
確
実
に
す
る
た
め
、
こ
の
日
Ｂ
Ｃ
を
発
っ
て
Ｃ
ｌ
に
あ
が
っ
た
。

そ
の
後
、
Ｃ
ｌ
と
Ｃ
２
に
い
た
他
の
隊
員
も
Ｃ
３
に
集
結
し
た
の
で
、
三
十

一
日
に
は
Ｃ
３
に
日
本
人
十

一
名
、
中
国
人
六
名
が
泊
ま
っ
た
。
Ｃ
２
と
Ｃ
ｌ

は
無
人
、
他
の
全
員
が
Ｂ
Ｃ
に
滞
在
す
る
と
い
う
人
員
配
置
と
な
っ
た
。
第
二

次
攻
撃
は
天
気
予
報
に
よ
り

一
月
二
日
Ｃ
３
出
発
を
予
定
し
た
が
、
二
日
か
ら

大
雪
が
は
じ
ま
っ
た
。

三
日
午
後
九
時
三
十
分
Ｂ
Ｃ
、
Ｃ
３
間
の
定
時
無
線
交
信
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
３

で
は
積
雪
が
す
で
に

一
・
二
厨
で
、
二
時
間
お
き
に
テ
ン
ト
の
除
雪
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
元
気
で
、
天
候
が
回
復
し
て
か
ら

頂
上
攻
撃
を
再
開
す
る
予
定
と
告
げ
た
。
四
日
午
前
九
時
Ｂ
Ｃ
は
Ｃ
３
を
無
線

で
呼
び
出
し
た
が
応
答
が
な
い
。　
一
日
中
繰
り
返
し
交
信
を
試
み
た
が
駄
目

だ
っ
た
。
徳
欽
の
無
線
も
Ｃ
３
を
呼
び
続
け
た
が
、
応
答
は
な
い
。
小
型
携
帯

用
無
線
機
は
Ｃ
３
隊
員
の
ほ
ぼ
全
員
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
の
で
、
機
械
的
故

障
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
月
三
日
午
後
十
時
十
五
分
か
ら
四
日
午
前
九
時
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
十
七

名
の
隊
員
全
員
の
身
の
上
に
何
事
が
起
こ
っ
た
の
か
。
直
接
の
証
拠
は
今
に
至

る
も
何
も
得
ら
れ
て
い
な
い
。
前
後
の
状
況
か
ら
推
定
で
き
る
こ
と
は
、
急
勾

配
の
斜
面
の
上
に
異
常
に
大
量
の
積
雪
が
あ
り
、
こ
の
夜
の
あ
い
だ
に
巨
大
な

雪
崩
が
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
雪
崩
が
Ｃ
３
を
襲
い
、
恐

ら
く

一
瞬
の
う
ち
に
全
員
を
テ
ン
ト
も
ろ
と
も
埋
め
つ
く
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
Ｃ
、
Ｃ
２
間
の
ル
ー
ト
は
天
候
が
安
定
し
て
い
る
時
期
で
も
危
険
な
箇
所

が
多
く
、
降
り
続
く
雪
の
中
を
Ｂ
Ｃ
に
残
留
し
て
い
た
隊
員
だ
け
で
救
援
に
登

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
陳
連
絡
官
は
四
日
午
後
十
時
ま
で
に
昆
明
と
北
京
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へ
状
況
を
報
告
し
、
京
都
の
留
守
本
部
に
は
五
日
十
二
時
二
十
五
分
、
中
国
登

山
協
会
よ
り
以
上
の
経
過
報
告
と
見
解
が
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
入
電
し
た
。

救
援
活
動
は
豪
雪
に
は
ば
ま
れ
る

中
国
登
山
協
会
は
大
名
の
救
援
隊
を
六
日
北
京
か
ら
出
発
さ
せ
、
こ
の
う
ち

四
名
は
九
日
に
Ｂ
Ｃ
に
到
着
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
は
大
名
の
救
援
隊
を

十
二
日
ラ
サ
か
ら
出
発
さ
せ
、十
七
日
Ｂ
Ｃ
に
着
い
て
救
援
活
動
に
合
流
し
た
。

Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は

一
月
九
日
に
左
右
田
、
倉
智
を
北
京
、
昆
明
に
急
派
す
る
こ
と
と

も
に
、
日
本
か
ら
の
救
援
隊
の
派
遣
に
つ
い
て
中
国
登
山
協
会
と
協
議
を
重
ね

た
。
そ
の
結
果
、
十
三
日
か
ら
十
七
日
ま
で
に
三
班
十
五
名
の
救
援
隊
を
送
り
、

救
援
活
動
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
現
地
の
道
路

・
輸
送
状

況
が
悪
く
、
徳
欽
県
全
域
の
記
録
的
豪
雪
の
た
め
、
現
場
へ
接
近
す
る
こ
と
を

妨
げ
ら
れ
、
二
十
日
九
名
が
や
っ
と
Ｂ
Ｃ
に
到
着
で
き
た
。
同
じ
二
十
日
悪
天

候
を
お
か
し
て
Ｃ
２
コ
ル
ま
で
登
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
救
援
隊
は
、
Ｃ
２
の
位
置
で

二
腐
の
深
さ
ま
で
雪
を
掘
っ
て
も
堅
雪
面
に
と
ど
か
ず
テ
ン
ト
を
掘
り
出
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
降
雪
の
た
め
Ｃ
３
方
面
を
視
認
す
る
こ
と
は
も
と
よ

り
不
可
能
だ
っ
た
。
八
年
ぶ
り
の
異
常
な
豪
雪
で
、
雪
崩
が
頻
発
し
、
現
場
で

の
作
業
は
こ
れ
で
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

中
国
政
府
の
特
別
の
配
慮
に
よ
り
、
数
次
に
わ
た
り
、
梅
里
雪
山
地
区
上
空

域
に
偵
察
と
救
援
の
た
め
の
航
空
機
が
飛
ん
だ
が
、
悪
天
候
の
た
め
理
想
的
な

写
真
撮
影
が
で
き
な
か
っ
た
。
十

一
日
に
撮
影
さ
れ
た
数
百
枚
の
写
真
の
な
か

の
一
枚
は
、
巨
大
な
雪
崩
が
落
ち
た
か
ら
な
の
か
、
Ｃ
３
が
あ
る
べ
き
場
所
に

も
た
だ
白
い
雪
原
が
広
が
る
だ
け
で
他
に
は
何
物
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
Ｃ
３
に
幾
張
リ
テ
ン
ト
が
張
っ
て
あ
っ
た
か
不
詳
で
あ
る
が
、

そ
の
す
べ
て
が
、
落
ち
て
き
た
雪
の
下
に
恐
ら
く

一
瞬
の
う
ち
に
埋
め
ら
れ
、

十
七
名
の
生
命
を
奪
っ
た
も
の
と
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
。

そ
の
後

Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
四
月
十
五
日
か
ら
六
月
六
日
ま
で
日
中
合
同
で
捜
索
隊
を
派
遣

し
、
遭
難
現
場
の
Ｃ
３
の
位
置
を
確
定
し
、
周
辺
を
雪
氷
学

・
地
形
学
的
に
調

査
す
る
計
画
を
樹
て
た
。
岩
坪
五
郎
を
隊
長
に
十
二
名
が
曽
曙
生
氏
を
隊
長
と

す
る
中
国
登
山
協
会
、
雲
南
省
登
山
協
会
、
チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
と
合
同
隊
を

編
成
し
、
約
四
十
名
が
四
月
二
十
二
日
徳
欽
に
着
き
、
二
十
六
日
Ｂ
Ｃ
に
入
っ

た
。
不
運
に
も
天
候
が
極
端
に
不
順
で
、
山
で
は
連
日
の
よ
う
に
雪
が
降
っ
た
。

五
月
十
四
日
ま
で
の
十
八
日
間
晴
天
は

一
日
も
な
く
、
Ｃ
ｌ
の
位
置
に
到
達
す

る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

先
に
帰
国
し
て
い
た
左
右
田
総
隊
長
を
除
き
、
日
本
側
十

一
名
全
員
が
中
国

側
六
名
と
運
命
を
と
も
に
し
た
。　
一
月
の
救
援
隊
も
四
、
五
月
の
捜
索
隊
も
、

と
も
に
い
ま
だ
に
Ｃ
３
の
場
所
に
到
達
で
き
て
い
な
い
。
現
在
ま
で
に
回
収
で

き
た
記
録
は
僅
か
で
、
隊
の
最
終
段
階
に
お
け
る
行
動
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明

の
部
分
が
残
っ
て
い
る
。
今
後
、
中
国
側
と
協
議
し
、
こ
れ
ら
の
点
を
解
明
す

る
努
力
を
続
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。

合
同
計
画
の
発
端
以
来
、
和
志
強
雲
南
省
省
長
、
史
占
春
中
国
登
山
協
会
主

席
を
は
じ
め
中
国
の
関
係
当
局
は
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
に
対
し
て
理
解
と
支
援
を
惜
し

ま
れ
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
事
故
発
生
後
の
救
援
活
動
に
お
い
て
献
身
的
な

努
力
を
払
っ
て
く
だ
さ
っ
た
中
国
各
界
の
方
々
に
対
し
て
、
心
か
ら
の
敬
意
と

謝
意
を
表
す
も
の
で
あ
る

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
第
二
次
日
中
合
同
梅
里
雪
山
学
術
登
山
隊

活
動
期
間
　
一
九
九
〇
年
十

一
月
～

一
九
九

一
年

一
月
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目
　
　
的

隊
の
構
成

行
動
概
要
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梅
里
雪
山
峰

（六
七
四
〇
ｍ
）
の
初
登
頂
と
周
辺
地
域
の
学
術
調

査日
本
側
　
総
隊
長
＝
左
右
田
健
次

（５７
）
学
術
隊
長
＝
井
上
治
郎

（４５
）
＊
、
秘
書
長
＝
佐
々
木
哲
男

（３８
）
＊
、
隊
医
＝
清
水
久
信

（３６
）
＊
、
隊
員
＝
近
藤
裕
史

（３３
）
＊
、
米
谷
佳
晃

（３２
）
＊
、

宗
森
行
生

（３２
）
＊
、
船
原
尚
武

（３０
）
＊
、
広
瀬
顕

（２７
）
＊
、

児
玉
祐
介

（２３
）
＊
、
笹
倉
俊

一

（２１
）
＊
、
工
藤
俊
二

（２１
）
＊

中
国
側
　
総
隊
長
＝
楊
必
育

（５６
）
、
登
攀
隊
長
＝
宋
志
義

（４０
）

＊
、
連
絡
官
＝
陳
尚
仁

（５２
）
、
隊
員
＝
金
俊
喜

（３６
）
、
孫
維
埼

（３１
）
＊
、
王
建
華

（３７
）
＊
、
李
之
雲

（３４
）
＊
、
張
俊

（３３
）
、

林
文
生

（２２
）
＊
、
斯
那
此
里

（２６
）
＊
、
他
に
協
力
隊
員
六
名

（＊
印
は
事
故
の
犠
牲
者
を
示
す
）

十

一
月

一
日
先
発
隊
大
阪
発
。
二
十

一
日
本
隊
大
阪
発
。
二
十
五

日
本
隊
昆
明
発
。
十
二
月

一
日
Ｂ
Ｃ
建
設

（三
五
〇
Ｏ
ｍ
）
。
八

日
Ｃ
ｌ
建
設
（四
五
〇
Ｏ
ｍ
）
。
十
三
日
Ｃ
２
建
設
（五
三
〇
〇
ｍ
）
。

十
九
日
Ｃ
３
建
設
（五

一
〇
〇
ｍ
）
。
二
十
七
日
こ
ろ
Ｃ
４
建
設
（五

八
〇
〇
ｍ
）
。
二
十
八
日
近
藤
、
船
原
、
広
瀬
、
宋
、
孫
の
五
名

が
Ｃ
４
か
ら
登
頂
を
試
み
、
天
候
悪
変
の
た
め
六
四
七
〇
ｍ
に
達

し
た
の
ち
引
き
返
す
。
九

丁
年

一
月
三
日
夜
か
ら
四
日
朝
に
か
け

て
Ｃ
３
に
い
た
十
七
名
が
消
息
を
絶
つ
。
四
日
夜
昆
明

・
北
京
に

事
故
が
報
告
さ
れ
る
。
五
日
正
午
過
ぎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
留
守
本
部
に
連

絡
が
入
る
。
九
日
北
京
か
ら
の
救
援
隊
が
Ｂ
Ｃ
に
到
着
。
十
七
日

ラ
サ
か
ら
の
救
援
隊
到
着
。
二
十
日
日
本
か
ら
の
救
援
隊
九
名
到

着
。
チ
ベ
ッ
ト
救
援
隊
が
Ｃ
２
の
コ
ル
ヘ
登
っ
た
が
テ
ン
ト
を
雪

中
か
ら
掘
り
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
Ｃ
３
到
達
を
断
念
す
る
。
二

十
五
日
天
候
回
復
の
見
込
み
が
た
た
ず
、
や
む
を
得
ず
救
援
活
動

中
止
を
決
定
す
る
。

f"をタテシユ
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カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
最
高
峰

ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ャ

・
ソ
プ
ヵ
　
遠
征
の
記
録

出
発
ま
で

東
は
ベ
ー
リ
ン
グ
海
、
西
は
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
に
囲
ま
れ
た
火
山
と
氷
河
の
半

島
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
、
こ
の
最
果
て
の
半
島
の
山
を
登
ろ
う
と
、
同
志
社
大
学
山

岳
会
で
初
め
て
計
画
が
立
て
ら
れ
た
の
は
、　
一
九
二

一
年
北
千
島

へ
遠
征
を
試

み
た
児
島
勘
次
さ
ん
た
ち
の
時
代
に
遡
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
迄
は
、
決
し
て
こ
の
半
島
は
日
本
に
無
縁
の
地
で
は
な

か
っ
た
。
半
島
の
東
海
岸
の
ウ
ス
ト

・
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
や
西
海
岸
の
ウ
ス
ト

・

ボ
ル
シ
ェ
ス
ク
は
、
漁
業
の
中
継
基
地
や
加
工
基
地
と
し
て
多
数
の
日
本
人
が

働
い
て
い
た
。

古
く
は
、
江
戸
時
代
の
大
黒
屋
光
太
夫
が
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
列
島
の
ア
ム
チ

ト
カ
島
に
漂
流
し
、
こ
の
島
に
五
年
滞
在
の
後
に
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
ウ
ス
ト

ｏ

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
に
渡

っ
た
。　
一
年
後
に
西
海
岸
の
チ
ギ
リ
を
経
て
、
シ
ベ
リ
ヤ

の
オ
ホ
ー
ツ
ク
か
ら
遠
く
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
ま
で
い
き
、
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
女
王

に
謁
見
し
、
帰
国
し
た
。

大
黒
屋
光
太
夫
の
記
録

『北
桂
聞
略
』
に
は
、
ウ
ス
ト

・
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
よ

リ
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
河
を
遡
航
し
山
を
越
え
て
、
チ
ギ
リ
に
出
た
と
あ
る
。
彼
ら

の

一
行
は
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
火
山
の
北
に
位
置
し
て
い
る
、
ク
ル
チ
村
の
付

近
を
通
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
火
山
を
望
見
し
た

に
違
い
な
い
。
ま
た
、
戦
前
、
漁
業
に
携
わ

っ
た
日
本
人
も
こ
の
山
群
を
見
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
戦
後
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
ま
だ
遠
く
手
の
届
か
な
い
時
代
に
、
極
東
で
唯

一
本
格
的
な
氷
河
が
あ
り
、
も
し
か
し
た
ら
、
漁
船
で
行
け
る
か
も
知
れ
な
い

と
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
ヘ
の
計
画
が
何
度
か
た
て
ら
れ
た
が
、
こ
の
地
は
ソ
連
人

さ
え
も
入
域
が
簡
単
で
な
く
、
外
国
人
に
は
遠
い
国
の
ま
ま
年
月
は
た

っ
た
の

で
あ
る
。

同
志
社
大
学
山
岳
会
で
は
、　
一
九
七
〇
年
の
ネ
パ
ー
ル

・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ダ
ウ

ラ
ギ
リ
主
峰

（八

一
七
二
肩
）
の
ポ
ス
ト

・
モ
ン
ス
ー
ン
期
最
初
の
登
頂
を
最

後
に
し
て
、
ネ
パ
ー
ル

・
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
の
遠
征
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。

川

井

康

田
フコ
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カムチャツカ半島最高峰クリチェフスカヤ・ソプカ

蕊蕊’

蕊織

灘
溌

織．

認識

織箪
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・
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難
…噂 。
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クリチェフスカヤとカーミンのコルのCl

ACampof theJapan-USSRKamchatuka-Ex-

pedition at the col betweenKlyuchevskaya
andKamen

カーミン

ThepeakofVolcanoKamen

一
九
八
○
年
代
は
同
志
社
大
学
山
岳
会
に
と
っ
て
は
、
中
国
の
時
代
で
あ
っ

た
。
一
九
八
一
年
の
ス
ー
ク
ー
ニ
ャ
ン
シ
ャ
ン
（
六
二
○
○
脚
）
、
一
九
八
五

年
の
ナ
ム
ナ
ニ
峰
（
七
六
九
四
Ｍ
）
、
一
九
八
八
年
の
カ
ン
ト
峰
（
七
○
五
五
脚
）

の
初
登
頂
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
山
で
同
志
社
大
学
山
岳
会
の
中
国
で
の
長

年
の
課
題
は
、
こ
と
ご
と
く
達
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
ネ
パ
ー

ル
が
終
わ
り
チ
ベ
ッ
ト
が
終
わ
れ
ば
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
ヘ
と
向
か
う
の
は
歴
史

の
必
然
性
で
あ
ろ
う
か
。

ソ
連
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
は
一
九
八
○
年
初
頭
か
ら
始
ま
り
現
在
も
進
行
中

で
あ
る
が
、
政
治
情
勢
と
平
行
す
る
か
の
ど
と
く
、
同
志
社
大
学
山
岳
会
で
は

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
で
の
昔
日
の
課
題
を
果
た
そ
う
と
の
想
い
が
高
ま
っ
て
き
て
い

た
。

一
九
九
○
年
五
月
よ
り
、
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
極
東
支
部
と
カ
ム
チ
ャ
ッ

ヵ
半
島
の
登
山
に
つ
い
て
何
度
か
協
議
を
重
ね
「
日
ソ
合
同
登
山
隊
」
の
基
本

合
意
に
た
っ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
、
国
情
の
違
い
や
、
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ

に
よ
る
地
方
分
権
主
義
の
影
響
で
、
必
ず
し
も
日
本
側
の
当
初
の
計
画
と
は
一

致
し
な
い
も
の
の
、
最
終
的
に
は
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
在
住
の
登
山
家
を
ソ
連
側
主

力
隊
員
と
し
、
「
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
州
政
府
」
が
後
援
す
る
事
で
合
意
を
得
た
の
は
、

出
発
直
前
の
二
月
の
中
旬
で
あ
っ
た
。

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
ヘ

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
ヘ
入
る
方
法
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
航
空
機
を
利
用
す
る
ほ
か

な
い
。
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
の
州
都
ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク
・
カ
ム
チ
ャ
ッ
キ
ー
が

唯
一
こ
の
半
島
へ
の
空
の
玄
関
で
あ
る
。
日
本
か
ら
は
新
潟
よ
り
ハ
バ
ロ
フ
ス

ク
を
経
由
し
て
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
か
ら
約
二
時
間
半
の
空
の
旅
で
あ
る
。
ウ
ラ

ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
か
ら
も
毎
日
定
期
便
が
飛
ん
で
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
は
、
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モ
ス
ク
ワ
か
ら
直
行
便
で
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
い
将
来
、
西
側
か
ら
直
行

便
を
受
け
入
れ
る
た
め
、
国
際
空
港
を
建
設
す
る
計
画
中
で
あ
る
と
も
聞
い
た
。

三
月
十
八
日
。
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
午
後
三
時
発
の
飛
行
機
は
三
時
間
半
で
夕
暮

れ
の
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
州
都
ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク

・
カ
ム
チ
ャ
ツ
キ
ー
ヘ
着

い
た
。
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
と
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
は
三
時
間
の
時
差
が
あ
る
。

例
年
は
こ
の
時
期
、
ア
パ
ー
ト
の
三
階
迄
達
す
る
と
い
う
積
雪
も
、
今
年
は

暖
冬
の
影
響
で
道
路
に
は
雪
が
殆
ど
な
く
、
日
陰
に
除
雪
の
塊
が
わ
ず
か
に

残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク
は
ア
バ
チ
ャ
湾
と
呼
ば

れ
て
い
る
入
江
の
北
東
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
他
い
わ
ゆ
る
ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ

フ
ス
ク
地
域
に
は
、
空
港
の
あ
る
イ
エ
リ
ザ
ワ
市
や
モ
コ
バ
ヤ
市
が
湾
の
奥
に

面
し
て
い
る
。
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
人
口
は
こ
の
地
域
に
集
中
し
て
い
る

（カ
ム

チ
ャ
ツ
カ
州
の
人
口
四
十
万
人
の
う
ち
二
十
五
万
人
）
。
ア
バ
チ
ャ
湾
は
不
凍

で
、
入
り
口
が
狭
く
て
水
深
が
深
い
天
然
の
良
港
で
あ
り
、
古
く
か
ら
漁
港
、

軍
港
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
も
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
最
大
の
産
業
は
漁
業

と
林
業
で
あ
る
。

ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク
の
東
の
方
は
、
港
町
特
有
の
坂
道
が
多
い
。
町
並
み

は
冷
た
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
ア
パ
ー
ト
が
多
く
、
音
を
忍
ぶ
ロ
シ
ア
風
の

家
は
少
な
い
。

ふ
も
と
の
町
　
コ
ズ
イ
レ
フ
ス
ク
ヘ

三
月
二
十

一
日
朝
七
時
、
曇
り
空
の
な
か
を
ト
ラ
ッ
ク
一
台
、
バ
ス
ニ
台
で

ペ
ト
ロ
パ
プ
ロ
フ
ス
ク
か
ら
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
登
山
の
基
地
の
町
コ
ズ
イ
レ

フ
ス
ク
ヘ
と
出
発
す
る
。
こ
の
行
程
約
五
百
キ
ロ。
ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク
か
ら

ア
バ
チ
ェ
川
に
沿
っ
て
西
進
し
、
半
島
中
央
部
に
入
り
込
む
。
道
は
西
海
岸
の

ウ
ス
ト

・
ボ
リ
シ
エ
レ
ス
ク
に
至
る
分
岐
点
よ
り
わ
か
れ
、
半
島
に
平
行
し
て

南
北
に
走
る
ス
レ
ド
ヌ
イ
山
脈
と
ボ
ス
ト
ー
チ
ヌ
イ
山
脈
の
間
の
平
野
部
を

一

路
北
上
す
る
。
雪
は
非
常
に
少
な
く
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
。
窓
の
外
は
延
々
と
白

樺
の
原
生
林
が
続
く
。
約
百
キ
ロぐ
ら
い
で
舗
装
道
路
の
終
点

「
ソ
ク
チ
」
と
い

う
町
に
至
る
。
こ
の
町
を
過
ぎ
て
か
ら
ま
も
な
く
ア
バ
チ
ャ
川
に
別
れ
を
告
げ
、

標
高
六
五
〇
層
の
な
だ
ら
か
な
分
水
嶺
を
越
え
る
と
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
川
流
域
で

あ
る
。
い
つ
の
間
に
か
風
雪
に
な
り
車
窓
が
凍
り
付
く
。
巧
み
な
運
転
で
凍
結

し
た
道
路
を
車
は
八
十
キ
ロ位
の
ス
ピ
ー
ド
で
走
り
つ
づ
け
た
。
ソ
ク
チ
を
出
る

と
途
中
最
大
の
町
ミ
リ
カ
バ

（人
口
二
万
人
）
以
外
は
、
集
落
と
言
え
る
と
こ

ろ
は
見
あ
た
ら
な
い
。
た
ま
に
木
材
運
搬
車
と
軍
用
ト
ラ
ッ
ク
に
行
き
あ
っ
た
。

ミ
リ
カ
バ
か
ら
は
窓
外
の
景
色
が
、
自
樺
か
ら
針
葉
樹

（カ
ム
チ
ャ
ツ
カ

ｏ
カ

ラ
マ
ツ
）
に
変
化
し
た
も
の
の
、
相
も
変
わ
ら
ず
の
単
調
な
原
生
林
が
続
く
。

午
後
七
時
三
十
分
、
厚
く
凍
結
し
た
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
川
の
氷
の
上
を
車
が

渡
っ
た
。

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
川
を
渡
る
と
、
と
た
ん
に
積
雪
が
多
く
な
っ
た
。
渡
河
し
て

一
時
間
三
十
分
ほ
ど
で
雪
に
埋
も
れ
た
コ
ズ
イ
レ
フ
ス
ク
の
町
に
着
い
た
。
こ

の
町
よ
り
北
へ
は
、
外
国
人
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

コ
ズ
イ
レ
フ
ス
ク
の
町
は
人
口
二
千
三
百
人
あ
ま
り
で
、
主
た
る
産
業
は
材

木
。町
は
東
五
十
キ
ロ
に
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
の
山
群
を
の
ぞ
み
、西
は
カ
ム
チ
ャ

ツ
カ
川
に
面
し
、
北
は
ウ
ス
ト

・
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
に
通
じ
て
い
る
。
原
生
林
で

囲
ま
れ
、
湿
地
が
多
い
の
で
、
夏
に
林
に
入
る
と
蠅
ほ
ど
の
蚊
に
襲
わ
れ
悲
惨

な
結
果
に
な
る
と
い
う
。
観
光
の
季
節
と
し
て
は
八
月
か
ら
十
月
ま
で
が
良
い

ら
し
い
。
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
川
は
例
年
四
月
末
頃
か
ら
解
氷
が
始
ま
り
渡
れ
な
く

な
る
。
渡
し
船
が
使
え
る
よ
う
な
完
全
な
解
氷
ま
で
の
間
、
二
週
間
位
こ
の
町

は
孤
立
す
る
と
い
う
。
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カムチャッカ半島最高峰クリチェフスカヤ・ソプカ

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ヘ

三
月
二
十
三
日
。
前
日
来
の
プ
リ
ザ
ー
ド
が
止
み
、
は
じ
め
て
遥
か
彼
方
に

朝
日
を
受
け
た
影
絵
の
よ
う
な
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
、
カ
ー
ミ
ン
を
見
る
事
が

出
来
た
。
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
の
北
東
約
五
十
キ
ロ腐
に
ク
ル
チ
村
が
あ
る
。
こ

の
村
は
軍
事
基
地
で
入
れ
な
い
。
ク
ル
チ
と
は

「川
が
は
じ
ま
る
」
と
い
う
意

味
ら
し
い
。

ク
ル
チ
村
に
ア
エ
ロ
フ
ロ
ー
ト
の
事
務
所
が
あ
り
、
我
々
の
使
用
し
た
大
型

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

「
ミ
ー
ル
８
」
は
そ
の
町
か
ら
飛
ん
で
き
た
。
町
か
ら
北
へ
車

で
約
十
分
の
と
こ
ろ
に
、
エ
ア
ー
ポ
ー
ト
が
あ
る
。

エ
ア
ー
ポ
ー
ト
を
離
陸
し
て
二
十
分
、
氷
河
を
覆
っ
た
雲
を
突
き
抜
け
て
噴

煙
を
あ
げ
る
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
、
ト
ル
バ
チ
ク
、
氷
を
纏
っ
た
カ
ー
ミ
ン
の

雄
大
な
姿
が
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
操
縦
席
の
窓

一
杯
に
広
が
っ
て
い
た
。
火
山
学

研
究
所
の
学
者
達
は
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
山
を
擬
人
化
し
て
い
う
。

「
一
億
年
以
上
前
に
カ
ー
ミ
ン
が
生
ま
れ
や
が
て
死
ん
だ
。
八
千
年
前
に
ク

リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
今
な
お
生
き
て
い
る
」
と
。

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
に
あ
る
二
十
九
の
活
火
山
の
う
ち
、
こ
の
山
だ
け
で
三
分
の

一
以
上
の
噴
火
物
を
地
下
三
十
キ
ロ屑
か
ら
吐
き
出
し
て
い
る
。

ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
の
山
肌
が
、
噴
火
の
岩
石
や
火
山
灰
で
所
々
黒
ず
ん
で

見
え
る
。
黒
い
と
こ
ろ
の
下
は
氷
に
な
っ
て
い
る
。
カ
ー
ミ
ン
の
南
壁
は
頂
上

付
近
よ
り
切
れ
落
ち
て
お
り
、
今
世
紀
中
は
登
れ
な
い
だ
ろ
う
と
ソ
連
隊
員
が

言
っ
て
い
た
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
は
二
七
〇
〇
陣
日
の
広
大
な
雪
原
の
小
高
い
と
こ
ろ
に
着
陸
し

た
。
雪
原
は
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
、
カ
ー
ミ
ン
、
ウ
シ
ュ
コ
フ
ス
キ
ー
を
頂
点

と
す
る
三
角
形
の
内
側
に
あ
る
。
こ
の
雪
原
の
外
縁
か
ら
北
東
と
南
西
方
面
に

クリチェフスカヤ火山概念図

④
噴火跡
氷 河
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スキー火

フ

フ

カー ミン (4,570

バ

一

リ
レ
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″

ペ

ク
に
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大
き
な
氷
河
が
流
れ
て
い
る
。
雪
原
の
真
中
付
近
に
顕
著
な
ク
レ
ー
タ
ー
が
見

ら
れ
る
。
こ
れ
は

一
九
三
七
年
に
噴
火
し
た
も
の
で

「
ペ
レ
バ
リ
ニ
ｏ
ク
レ
ー

タ
ー
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
は
こ
の
ク
レ
ー
タ
ー
の
な

か
に
設
け
ら
れ
た
。
火
山
研
究
所
は
、
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
周
辺
に
、
夏
期
に

は
臨
時
観
測
所
を
設
け
て
い
る
が
こ
の
ペ
レ
バ
リ
ニ
・
ク
レ
ー
タ
ー
も
そ
の
一

つ
で
あ
る
。

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
見
上
げ
る
と
、
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
の
頂
上
付
近
か

ら
は
白
い
噴
煙
が
絶
え
間
な
く
噴
出
し
そ
れ
が
強
い
風
で
東
の
方
に
流
れ
て
い

る
。
時
折
白
い
噴
煙
の
中
に
赤
い
煙
が
混
じ
り
不
気
味
で
あ
る
。　
一
九
七
五
年

に
ト
ル
バ
チ
ク
は
、
頂
上
付
近
を
吹
き
飛
ば
す
ほ
ど
の
大
爆
発
を
起
こ
し
、
数

平
方
キ
ロ属
の
森
が
破
減
し
た
。
そ
の
よ
う
な
大
爆
発
は
近
年
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ

ヤ
で
は
起
き
て
い
な
い
が
、
小
さ
い
爆
発
は

一
、
二
年
に

一
回
は
起
き
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。
小
さ
い
爆
発
と
い
っ
て
も
、
火
山
学
研
究
所
で
見
た
記
録
映
画

で
は
、
ま
さ
に
山
が
赤
い
牙
を
む
き
出
し
た
よ
う
な
、
す
さ
ま
じ
さ
で
あ
つ
た
。

こ
の
小
爆
発
の
犠
牲
に
な
っ
た
火
山
学
者
も
何
人
か
い
る
。
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ

ヤ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ト
ル
バ
チ
ク
の
比
で
は
な
い
。

登
　
攀

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
入
っ
て
二
日
後
、
四
十
八
時
間
休
む
事
の
な
い
激
し
い

ブ
リ
ザ
ー
ド
に
襲
わ
れ
た
。
テ
ン
ト
の
前
の
ビ

ッ
ケ
ル
が
、
見
え
な
い
ほ
ど
で

昼
夜
を
問
わ
ず
除
雪
を
し
た
。
気
温
は
天
気
の
良
い
日
ほ
ど
下
が
り
、
快
晴
の

真
昼
で
も
、最
高
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
二
十
五
度
よ
り
上
が
る
事
は
少
な
か
っ
た
。

最
低
気
温
は
、
水
銀
柱
が
マ
イ
ナ
ス
四
十
度
付
近
に
へ
ば
り
つ
い
た
ま
ま
で

あ
っ
た
。

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
は
、
低
気
圧
の
墓
場
と
言
わ
れ
る
、
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン

列
島
へ
の
低
気
圧
の
通
り
道
で
あ
る
。
そ
の
上
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
は
独
立
峯

で
あ
る
。
低
温
と
強
風
は
当
然
予
想
の
範
囲
で
あ
っ
た
が
、
思
い
の
他
の
寒
さ

で
あ
っ
た
。
三
月
は
ヵ
ム
チ
ャ
ツ
カ
で
は
真
冬
で
あ
る
。

ペ
レ
バ
リ
ニ
ｏ
ク
レ
ー
タ
ー
の
外
輪
を
で
る
と
、
雪
原
に
雪
と
氷
を
纏
っ
た

溶
岩
流
の
大
き
な
塊
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
点
在
し
、
迷
路
を
形
成
し
て
い
た
。

ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ャ
と
カ
ー
ミ
ン
の
間
の
コ
ル
か
ら
は
、氷
河
が
流
れ
て
い
る
。

コ
ル
の
下
に
昔
噴
火
し
た
溶
岩
流
の
残
骸
が
、
あ
た
か
も
尾
根
の
ご
と
く
な
っ

て
お
り
、
そ
の
尾
根
状
の
と
こ
ろ
を
つ
め
て
、
最
後
に
氷
河
に
降
り
る
と
コ
ル

の
直
下
に
で
る
。
ヒ
ド
ン
ク
レ
バ
ス
を
恐
れ
て
氷
河
の
登
高
を
避
け
た
の
で
あ

る
が
、
後
日
氷
河
は
非
常
に
良
い
状
態
で
あ
る
事
が
判
明
し
た
。

チギリ

ャツキー
ソプカチンスカヤ

(3,621) △

△
オパラ
(2,475)

パ
|ヽ 力岬

(4,750)

リ ャ スカャ (3,456)

ンスカヤ (2,741)

ペ トロパブrJフ スク・カムチャツキー

アバチ ャ湾

チ

ャ

ス

リ

カムチャツカ半島杷
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カムチャッカ半島最高峰クリチェフスカヤ・ソプカ

Ｃ
ｌ
は
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
と
カ
ー
ミ
ン
の
コ
ル
に
設
け
ら
れ
た
。
Ｃ
ｌ
ま

で
の
荷
物
の
輸
送
及
び
ル
ー
ト
の
偵
察
に
は
ス
ノ
ー
モ
ビ
ル

（日
本
製

一
台
、

ソ
連
製

一
台
）
が
威
力
を
十
分
に
発
揮
し
た
。
空
身
で
Ｃ
ｌ
ま
で
三
時
間
以
上

を
要
し
た
が
、
ス
ノ
ー
モ
ビ
ル
を
使
う
と
三
十
分
で
達
す
る
事
が
で
き
た
。
雪

面
は
硬
く
ク
ラ
ス
ト
し
て
お
り
、
コ
ル
付
近
の
上
部
は

一
部
氷
で
あ
っ
た
。

歩
行
、
登
高
に
は
ア
イ
ゼ
ン
を
つ
け
た
が
、
氷
状
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
も
、

傾
斜
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
ア
イ
ゼ
ン
無
し
で
も
、
極
度
の
低
温
の
た
め
殆
ど

滑
ら
な
い
。

当
初
ソ
連
側
と
の
打
ち
合
わ
せ
で
も
、
三
三
〇
〇
済
の
Ｃ
ｌ
か
ら
、
頂
上
ま

で
の
標
高
差

一
四
五
〇
屑
を
、
十
分
な
高
所
順
応
な
し
で
、
低
温
と
強
風
を
つ

い
て
ア
タ
ッ
ク
を
か
け
る
の
は
、
無
理
な
面
も
あ
る
の
で
、
ア
タ
ッ
ク
テ
ン
ト

を
設
け
る
よ
う
な
作
戦
を
た
て
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｂ
Ｃ
で
経
験
し
た
よ
う
な

ブ
リ
ザ
ー
ド
に
、
Ｃ
ｌ
、
Ｃ
２
で
襲
わ
れ
た
ら
十
分
な
荷
上
げ
無
し
で
は
キ
ャ

ン
プ
は
も
た
な
い
。

天
気
予
報
は
コ
ズ
イ
レ
フ
ス
ク
に
予
報
官
が
い
て
、
火
山
学
研
究
所
の
中
波

無
線
機
を
通
じ
て
、
毎
日
午
後
三
時
に
通
報
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
三

月
二
十
八
日
か
ら
二
、
三
日
は
好
天
が
期
待
で
き
る
が
、
そ
の
後
ま
た
悪
天
に

な
る
だ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

幸
い
に
し
て
、
Ｃ
ｌ
ま
で
は
ス
ノ
ー
モ
ビ
ル
で
荷
上
げ
が
で
き
る
の
で
、
ア

タ
ッ
ク
す
る
隊
員
は
、
Ｃ
ｌ
ま
で
は
負
荷
が
か
な
り
軽
減
さ
れ
る
か
ら
、
予
想

さ
れ
る
好
天
を
ア
タ
ッ
ク
に
使
う
こ
と
に
し
た
。

二
月
二
十
九
日
。
登
頂
当
日
の
天
候
は
快
晴

（但
し
Ｃ
ｌ
以
上
）
、
出
発
時

の
気
温
は
マ
イ
ナ
ス
二
十
九
度
、
無
風
状
態
で
あ
っ
た
が
登
る
に
つ
れ
て
風
が

強
く
な
り
、
二
十
メ
ー
ト
ル
を
越
し
た
。
最
初
は
三
十
度
前
後
の
硬
い
雪
と
氷

の
斜
面
を
登
り
、
頂
上
近
く
で
は
、
四
十
度
前
後
の
躁
ま
で
埋
ま
る
火
山
灰
の

斜
面
を
登
っ
た
。
噴
火
口
か
ら
は
、
噴
煙
が
激
し
く
吹
き
上
げ
覗
く
こ
と
は
出

来
な
か
っ
た
。
当
初
Ｃ
ｌ
よ
り
、
頂
上
ま
で
五
時
間
ぐ
ら
い
を
見
込
ん
で
い
た

が
、
実
際
は
八
時
間
を
要
し
た
。

登
頂
し
た
野
村
隊
員
の
手
記

「六
時
起
床
。
ウ
イ
ン
パ
ー
・
テ
ン
ト
の
凍
て
つ
い
た
吹
き
流
し
を
開
け
る
。

マ
イ
ナ
ス
二
十
九
度
と
寒
さ
は
厳
し
い
が
、
ほ
ぼ
無
風
快
晴
の
絶
好
の
ア
タ
ッ

ク
日
和
で
あ
る
。
日
本
側
隊
員
角
谷
宏
司
、
真
鍋
光
之
、
野
村
俊
輔
の
二
人
は

全
員
体
調
良
好
で
、
落
ち
着
い
た
気
持
ち
で
朝
食
を
と
る
。
Ａ
Ｃ
は
高
度
も
高

く
な
り
、
風
の
強
い
コ
ル
と
い
う
環
境
で
あ
り
な
が
ら
、
吹
き
溜
ま
り
の
Ｂ
Ｃ

よ
り
は
何
故
か
快
適
だ
。

テ
ン
ト
の
外
へ
出
る
と
ソ
連
側
隊
員
も
準
備
を
し
て
い
た
。
『ド
ー
ブ
ル
イ

・

ウ
ー
ト
ラ

（お
は
よ
う
）』
、
『
ハ
ラ
シ
ョ
ー
・
パ
コ
ー
ダ

（い
い
天
気
だ
）』
な

ど
と
大
声
で
挨
拶
を
交
わ
す
。
彼
ら
は
い
つ
も
元
気
で
明
る
い
。

八
時
五
分
出
発
。野
村
は
報
道
班
の
八
ミ
リ
ヵ
メ
ラ
を
預
か
っ
て
い
る
の
で
、

出
発
風
景
を
撮
影
す
べ
く

一
足
先
に
斜
面
へ
向
か
う
。
ソ
連
側
九
人
、
日
本
側

二
人
、
計
十
二
人
の
ア
タ
ッ
ク
隊
は
快
調
に
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。

登
高
を
開
始
し
て
間
も
な
く
、
八
ミ
リ
や
写
真
の
撮
影
を
し
な
が
ら
進
む
日

本
隊
は
、
持
ち
前
の
パ
ワ
ー
で
黙
々
と
登
る
ソ
連
隊
と
別
行
動
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
先
を
ゆ
く
ソ
連
隊
の
九
人
は
、
時
折
立
ち
止
ま
っ
て
日
本
隊
が
後
続

し
て
い
る
の
を
確
か
め
る
と
、
再
び
歩
き
出
す
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
た
。

一
度
目
の
休
憩
後
ソ
連
隊
の
一
人
が
不
調
の
た
め
登
高
を
断
念
し
、　
一
人
で

Ａ
Ｃ
へ
帰
る
。
昨
日
、
Ａ
Ｃ
建
設
後
、
我
々
三
人
は
四
〇
〇
〇
屑
付
近
ま
で
登

り
、
大
雪
田
を
は
さ
む
二
本
の
尾
根
状
岩
稜
の
う
ち
、
左
側
に
ル
ー
ト
を
と
る
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よ
う
に
日
星
を
つ
け
て
い
た
が
、
ソ
連
隊
は
下
部
の
雪
田
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
、

ス
カ
イ
ラ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
右
側
の
岩
稜
に
ル
ー
ト
を
と
っ
た
。
ど
ち
ら
で

も
登
れ
そ
う
だ
っ
た
の
で
別
段
反
対
も
せ
ず
後
か
ら
続
い
た
。

岩
稜
上
は
岩

（火
山
噴
出
物
）
と
雪
の
ミ
ッ
ク
ス
で
、
非
常
に
歩
き
づ
ら
い
。

ソ
連
側
と
離
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
ち
ら
で
考
え
た
の
と
違
う
ル
ー
ト
を
と
っ
た

こ
と
が
多
少
の
焦
り
を
生
ん
だ
が
、
こ
の
歩
き
づ
ら
さ
と
富
士
山
の
よ
う
な
単

調
な
登
高
で
ペ
ー
ス
ダ
ウ
ン
す
る
の
を
感
じ
て
い
た
。

風
は
常
に
西
か
ら
強
く
叩
き
つ
け
て
い
る
が
、
好
天
は
持
続
し
て
い
る
。
振

り
返
る
と
、
コ
ル
を
は
さ
ん
で
そ
び
え
る
カ
ー
ミ
ン
が
、
だ
ん
だ
ん
目
の
高
さ

に
近
づ
い
て
お
り
、
そ
の
シ
ャ
ー
プ
な
山
容
は
私
達
に
登
る
楽
し
み
を
与
え
て

く
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
頃
か
ら
私
達
の
ペ
ー
ス
ダ
ウ
ン
は
著
し
く
な
り
、
野

村
は
五
歩
進
ん
で
は
呼
吸
を
整
え
る
と
い
う
ペ
ー
ス
で
あ
る
。
高
度
が
上
が
る

に
つ
れ
て
傾
斜
も
増
し
て
き
た
が
、
さ
ら
に
私
達
を
滅
入
ら
せ
た
の
は
、
下
か

ら
見
え
て
い
た
火
口
ら
し
き
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
は
、
実
は
絶
頂
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
た
こ
と
だ
。
高
度
計
で
は
既
に
四
七
五
〇
】月を
越
え
て
い
て
も
、

あ
と

一
〇
〇
済
は
優
に
あ
り
そ
う
だ
。強
風
の
な
か
息
苦
し
さ
に
立
ち
止
ま
り
、

恨
め
し
そ
う
に
火
口
か
ら
昇
る
蒸
気
を
見
上
げ
る
。

十
五
時
を
過
ぎ
て
、
登
頂
を
終
え
て
下
降
す
る
ソ
連
側
が
視
界
に
入
る
。
登

頂
前
に
隊
員
の
カ
リ
ュ
ー
ジ
エ
ｌ
ｏ
ニ
コ
ラ
イ
が
Ａ
Ｃ
へ
引
き
返
し
て
い
た
の

で
、
こ
の
時
に
彼
等
は
七
人
に
な
っ
て
い
た
。
彼
等
の
ル
ー
ト
は
火
口
直
下
で

さ
ら
に
右

（東
）
側
に
ま
わ
っ
て
い
た
。

『
ニ
セ
火
口
』
に
到
着
し
、
立
っ
た
ま
ま
小
休
止
す
る
。
風
が
ヤ
ッ
ケ
の
縫

い
日
か
ら
も
侵
入
し
て
く
る
よ
う
な
感
じ
で
、
と
に
か
く
寒
い
。
リ
ー
ダ
ー
の

角
谷
が
二
人
に
体
調
を
確
認
し
、
気
合
い
を
入
れ
て
出
発
す
る
。
あ
と

一
息
だ
。

残
り
の
斜
面
は
約
三
十
度
の
傾
斜
で
、意
外
に
も
火
山
灰
で
ふ
わ
ふ
わ
だ
っ
た
。

砂
糖
を
ま
ぶ
し
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
ケ
ー
キ
の
上
を
、歩
い
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
　
ｎ

火
口
と
、
そ
の
淵
を
這
う
よ
う
に
吹
き
出
す
蒸
気
が
眼
前
に
迫
り
、
息
苦
し
さ

は
限
界
に
達
し
て
き
た
。
気
力
で
足
を
引
き
上
げ
る
。
十
六
時
五
分
、
火
口
着
。

猛
烈
な
風
に
、
立
っ
て
い
る
の
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
火
口
内
は
蒸
気
が
充
満
し

て
お
り
、
何
も
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
火
回
は
東
の
方
が
さ
ら
に
高
く
な
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
た
が
、
行
く
必
要
は
感
じ
な
い
。
八
ミ
リ
と
写
真
の
撮
影
、

頂
上
の
噴
出
物
採
取
を
迅
速
に
終
え
、
十
六
時
十
五
分
、
下
降
を
開
始
す
る
。

五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
っ
た
岩
か
げ
で
何
と
か
風
を
避
け
、
よ
う
や
く
Ａ
Ｃ
と

交
信
す
る
。
寒
冷
と
強
風
の
た
め
体
力
の
消
耗
は
激
し
い
。
角
谷
と
野
村
は
、

三
〇
〇
屑
毎
に
噴
出
物
の
サ
ン
プ
ル
を
採
取
し
な
が
ら
下
る
。
真
鍋
は
交
信
し

な
が
ら
先
に
下
り
、
雪
田
下
端
の
岩
場
で
合
流
。
十
九
時
、
先
に
帰
着
し
て
い

た
ソ
連
隊
員
と
、
Ｂ
Ｃ
よ
り
登
っ
て
き
た
田
辺
隊
員
に
迎
え
ら
れ
Ａ
Ｃ
着
。
ソ

連
隊
員
ら
は
横

一
列
に
並
び
、
「ギ
ブ
ギ
ブ
ウ
ラ

（万
歳
）
！
』
を
三
唱
し
、
祝

福
し
て
く
れ
た
。
互
い
に
握
手
し
、
抱
き
合
い
、
登
頂
の
喜
び
を
か
み
し
め
る
。

皆
と
握
手
す
る
う
ち
、
野
村
は
左
薬
指
の
先
に
感
覚
が
な
い
こ
と
に
気
付
く
。

軽
い
凍
傷
の
よ
う
だ
。
火
口
で
八
ミ
リ
カ
メ
ラ
を
扱
う
際
、　
一
瞬
で
も
グ
ロ
ー

ブ
を
外
し
た
の
が
い
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
他
の
隊
員
は
何
事
も

な
く
、
元
気
で
あ
る
。
田
辺
の
作
っ
て
く
れ
た
熱
い
コ
コ
ア
を
飲
み
な
が
ら
、

私
達
は
今
学
術
登
山
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

・
イ
ベ
ン
ト
が
無
事
終
了
し
た
安
堵
感

を
楽
し
ん
で
い
た
。

ソ
連
側
隊
長
ポ
ポ
フ
氏
が
暮
れ
ゆ
く
ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
に
向
か
い
、
帽

子
を
脱
い
で
『
ス
パ
シ
ー
バ
（あ
り
が
と
う
）」
と
呟
い
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。

下
山
後
、
ペ
ト
ロ
ク
ホ
テ
ル
で
ワ
シ
レ
ン
コ
ｏ
ア
ナ
ト
リ
ー
隊
員
は
私
に
次
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の
よ
う
に
言
っ
た
。

『ノ
ム
ラ
さ
ん
、
登
頂
で
き
た
こ
と
は
嬉
し
い
が
、
僕
は

一
緒
に
登
り
た
か
っ

た
。
な
ぜ
君
達
は

一
緒
に
登
ら
な
か
っ
た
ん
だ
？
　
ム
ー
ビ
ー
の
撮
影
が
あ
っ

た
こ
と
も
知
っ
て
い
る
が
、
リ
ー
ダ
ー
の
ポ
ポ
フ
は
君
達
が
独
自
の
ル
ー
ト
を

と
り
た
が
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
さ
せ
て
や
ろ
う
と
言
っ
た
ん
だ
。
僕
も
ア
ル

ピ
ニ
ス
ト
だ
か
ら
そ
の
気
持
ち
は
わ
か
る
。
や
っ
ぱ
り
そ
う
な
の
か
？
』
私
は

「そ
う
い
う
訳
じ
ゃ
な
い
。
撮
影
も
あ
っ
た
し
、
そ
れ
よ
り
も
パ
ワ
ー
の
差
が

大
き
す
ぎ
た
ん
だ
。」
と
答
え
た
。
ソ
連
の
若
い
隊
員
が
本
音
を
ぶ
つ
け
て
き

て
く
れ
た
こ
と
に
、
再
度
登
山
終
了
の
喜
び
を
味
わ
っ
た
。」

山
を
降
り
る
と
コ
ズ
イ
レ
フ
ス
ク
は
雪
解
け
が
始
ま
っ
て
お
り
、
気
温
マ
イ

ナ
ス
十
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
隊
員
達
は
シ
ャ
ツ
一
枚
で
春
の
陽
光
を
浴
び
て
い

た
。そ

の
後
四
月
七
日
早
朝
に
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ

・
ソ
プ
カ
は
噴
火
し
た
こ
と

を
ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク
で
聞
い
た
。

学
術
調
査
に
つ
い
て

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
は
、
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
の
北
西
コ
ー
ナ
ー
が
、
ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
に
沈
み
込
む
地
域
で
あ
っ
て
、
地
球
科
学
的
に
非
常
に
重
要
な
所
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
球
上
の
全
陸
地
の
中
で
自
然
に
つ
い
て
の
研
究

報
告
の
極
め
て
少
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
地
の
調
査
は
、
世
界
の
自
然
科

学
者
、
地
球
科
学
者
に
と
っ
て
非
常
に
興
味
深
い
。

今
回
の
学
術
調
査
は
、
全
自
然
科
学
分
野
の
概
査
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
次

の
よ
う
な
項
目
の
野
外
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

１
　
古
地
磁
気
学
的
調
査

２
　
火
山
の
活
動
史

３
　
活
断
層
の
調
査

４
　
氷
河
性
海
水
準
変
動
の
調
査

５
　
水

・
空
気

・
土
壌
の
環
境
学
的
調
査
、
分
析

６
　
動
物
相

・
植
物
相
、
地
形
の
記
載

二
月
に
行
わ
れ
た
予
備
調
査
に
よ
っ
て
、
三
十
個
程
の
岩
石
サ
ン
プ
ル
が
採

取
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
う
ち
五
個
は
古
地
磁
気
方
向
を
測
定
し
た
。
ま
た
、
他

の
も
の
を
含
め
て
全
サ
ン
プ
ル
に
つ
い
て
岩
石
顕
微
鏡
な
ど
で
の
分
析
を
進
め

て
い
る
。
古
地
磁
気
方
向
の
測
定
で
は
、
見
事
な
逆
帯
磁
の
岩
石
が
発
見
さ
れ
、

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
に
あ
る
三
列
の
火
山
列
の
う
ち
の
内
側

（ス
レ
ド
ヌ
イ
山
脈
）

は
、
約
七
〇
万
年
前
よ
り
古
い
時
代
に
活
動
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
現
在
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
二
十
九
の
活
火
山
は
ほ
と
ん
ど
が
外
側
（ボ

ス
ト
チ
ヌ
イ
山
脈
）
の
火
山
列
に
属
す
る
。
内
外
の
火
山
列
で
は
そ
の
活
動
時

期
が
異
な
り
、
外
側
が
数
十
万
年
以
上
新
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
に
お
け
る
古
地
磁
気
調
査
の
目
的
の
一
つ
は
、
カ
ム
チ
ャ
ツ

カ
半
島
の
移
動
と
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
の
成
因
の
解
明
で
あ
り
、
岩
石
の
磁
化
方
向

が
北
か
ら
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
が
、
ま
だ
そ
う
い
っ
た
岩
石
は

見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
「
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
火
山
学
研
究
所
」
と
の
合
同

に
よ
る
第

一
次
の
本
調
査
が
八
月
下
旬
よ
り
行
わ
れ
る
の
で
、
今
後
の
成
果
が

期
待
さ
れ
る
。

（こ
の
項
　
学
術
隊
隊
長
　
横
山
卓
雄
　
記
）

あ
と
が
き

具
体
的
な
交
渉
を
始
め
て
、
五
ヶ
月
足
ら
ず
の
間
に
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
を
訪
れ

（最
初
の
偵
察
）
、
そ
の
五
ヶ
月
後
に
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
を
登
頂
で
き
た
の

は
、
好
運
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
勿
論
、
わ
れ
わ
れ
を
支
援
し
て
く
れ
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た
、
多
く
の
人
々
の
存
在
が
あ
っ
た
に
し
て
も
で
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う

に
、
何
年
あ
る
い
は
何
十
年
か
の
間
、
そ
の
地
へ
行
く
こ
と
を
夢
見
た
に
し
て

も
、
同
志
社
大
学
山
岳
会
の
会
員
の
ほ
と
ん
ど
が
、
ソ
連
に
つ
い
て
は
知
識
の

な
い
素
人
で
あ
っ
た
。
本
文
の
中
で
は
述
べ
な
か
っ
た
が
隊
荷

（報
道
機
材
を

含
め
て
約
ニ
ト
ン
）
の
輸
送
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
た
手
探
り
の
状

態
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
や
ナ
ホ
ト
カ
ま
で
は
、
時
間
の
制
限
が
な
け
れ
ば
何
と
か

な
っ
た
に
し
て
も
、
隊
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
何
処
の
船
会

社
も
運
送
会
社
も
請
け
負
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
結
局
荷
物
は
航
空
手
荷
物
と

し
て
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
ま
で
持
っ
て
い
き
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
か
ら
は
ア
エ
ロ
フ

ロ
ー
ト
の
小
型
機
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク

・
カ
ム
チ
ャ
ツ

キ
ー
ま
で
運
ん
だ
。

そ
し
て
ま
た
関
税
の
問
題
に
し
て
も
、
情
報
は
ま
ち
ま
ち
で
、
確
か
な
も
の

は
ソ
連
側
か
ら
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
落
ち
着
く
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い

た
と
述
べ
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

ソ
連
は
随
分
変
わ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
今
の
と
こ
ろ
は
計
画
経
済
の
国
で
あ

る
。
我
々
の
登
山
の
計
画
の
日
程
に
関
し
て
も
、
そ
れ
が
正
確
に
実
施
さ
れ
る

か
さ
れ
な
い
か
は
別
に
し
て
、　
一
日
の
違
い
も
な
く
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
乗
る
こ

と
を
前
提
に
し
て
ビ
ザ
が
発
給
さ
れ
る
。
登
山
と
い
っ
て
も
、
今
の
と
こ
ろ
大

雑
把
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
ビ
ザ
を
取
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
間
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
荷
物
の
輸
送
の
遅
れ
、
通
関
で
の
日
数
の

遅
れ
は
登
山
期
間
の
縮
小
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
幸
い
に
し
て
、
こ
れ
ら
の

問
題
は
ソ
連
側
の
必
死
の
努
力
に
よ
っ
て
、
大
し
た
日
程
の
遅
れ
に
な
ら
ず
に

済
ん
だ
。

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
で
は
、
戦
後
外
国
人
を
受
け
入
れ
た

（と
い
っ
て
も
昨
年
以

後
で
あ
る
ら
し
い
が
）
経
験
は
あ
る
ら
し
い
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
少
人
数
で

あ
り
、
ベ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク
周
辺
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
今
回
の
よ
う

に
多
人
数
を
長
期
間
受
け
入
れ
た
の
は
始
め
て
で
あ
る
と
、
副
知
事
の
シ
ン

チ
ェ
ン
コ
氏
が
話
し
て
い
た
。

全
般
的
に
は
予
想
以
上
に
計
画
が
円
滑
に
運
ん
だ
。
折
か
ら
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ

大
統
領
の
初
の
訪
日
を
控
え
、
何
処
へ
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
所
感
を
求

め
ら
れ
、
日
本
に
対
す
る
何
ら
か
の
期
待
が
大
き
く
、
我
々
に
対
し
て
も
好
意

的
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
登
山
と
い
う

一
つ
の
共
通
の
目
的
を
日
ソ
で
遂
行
し

よ
う
と
し
た
、
ソ
連
の
岳
人
達
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
て
い
る
。

今
に
し
て
思
え
ば
、
随
分
遠
回
り
や
、
無
駄
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
経
費
を
費
や

し
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
今
後
の

「
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
ヘ
の
旅
」
の
日
本

・

ソ
連
双
方
の
一
助
と
な
れ
ば
、
我
々
の
隊
の
一
つ
の
目
的
を
果
た
し
た
の
か
な

と
自
慰
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
同
志
社
大
学
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
日
ソ
合
同
学
術
登
山
隊

活
動
期
間
　
一
九
九

一
年
三
月
か
ら

一
九
九

一
年
十
月
ま
で

隊
の
構
成
　
隊
長
＝
川
井
康
男

（５２
）
、
隊
員
＝
横
山
卓
雄

（５３
）
ｏ
角
谷
弘
司

（３４
）
・
真
鍋
光
之

（報
道
兼
務
、

２６
）
・
野
村
俊
輔

（２６
）
・
大

久
保
賢

一
（２４
）
・
田
辺
浩
司

（２０
）
・
辰
己
隆

一
（報
道
、

３７
）
ｏ

南
川
二
郎

⌒同
、

３４
）
ｏ
吉
田
宏
和

（同
、

２４
）

ソ
連
隊
隊
長
＝
ポ
ポ
フ
・
ビ
ク
ト
ー
ル

（５１
）
、
隊
員
＝
ペ
ト
ラ

シ
ョ
ク
・
ユ
ー
リ
ー
（４１
）
・
カ
リ
ュ
ジ
エ
ｌ

ｏ
ニ
コ
ラ
イ
（４１
）
・

ヴ
ィ
チ
ェ
ン
コ
ｏ
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー

（２８
）

・
ワ
シ
レ
ン
コ
・
ア

120



行
動
概
要

報

告

書

カムチャッカ半島最高峰クリチェフスカヤ・ソプカ

ナ
ト
リ
ー
（２８
）
・
ベ
ー
ク
リ
ン

ｏ
イ
ゴ
リ
（２１
）
ｏ
チ

ュ
ー
リ
ン

・

ア
ン
ド
レ
イ

（３２
）
・
ジ
ャ
ー
リ
ノ
フ

・
ニ
コ
ラ
イ

（５１
）
。
デ
ミ

ア
ン
チ

ュ
ク

ｏ
ユ
ー
リ
ー

（３６
）
・
ダ
グ
イ
ド
ク

・
ミ

ハ
イ
ル

（３２
）
ｏ
キ
バ

・
ガ
リ
ー
ナ

（２２
）
・
レ
フ
チ
ェ
ン
コ
・
ユ
ー
リ
ー

（２６
）
・
オ
レ
グ

・
ヴ
ォ
ロ
ン
コ
フ

（２９
）

二
月
十
五
日
　
新
潟
発
　
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
着

二
月
十
八
日
　
ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク
着

三
月
二
十

一
日
　
コ
ズ
イ
レ
フ
ス
ク
着

三
月
二
十
三
日
　
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
設
営

三
月
二
十
八
日
　
Ｃ
ｌ
設
営

二
月
二
十
九
日
　
日
本
隊
三
名
、
ソ
連
隊
七
名
ク
リ
チ
ェ
フ
ス
カ

ヤ
登
頂

四
月

一
日
　
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
撤
収

四
月
七
日
　
ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク
到
着

四
月
十

一
日
　
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
着

五
月
二
日
　
再
び
ペ
ト
ロ
パ
ブ
ロ
フ
ス
ク

・
カ
ム
チ
ャ
ツ
キ
ー
ヘ

五
月
三
日
よ
り
六
月
二
十
日
ま
で
民
族
学
的
学
術
調
査
及
び
Ｔ
Ｖ

撮
影

六
月
二
十
二
日
　
新
潟
着

未
刊
　
一
九
九
二
年
発
刊
予
定

o? *y\^7"
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ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
偵
察
報
告

（
一
九
九
〇
年
）

は
じ
め
に

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰

（七
七
八
二
屑
）
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
東
端
の
北
緯
二

九
度
三
七
分
五

一
秒
、
東
経
九
五
度
三
分
三

一
秒
に
位
置
す
る
世
界
最
高
の
未

登
峰
で
あ
る
。

主
峰
か
ら
長
大
な
屋
根
が
西
北
西
と
東
北
東
に
そ
れ
ぞ
れ
派
生
し
て
お
り
、

南
面
に
は
鋭
く
切
り
立

っ
た
稜
が
落
ち
、
ナ
イ
プ
ン
峰

（七
〇
四
三
肩
）
に
続

い
て
い
る
。
ナ
イ
プ
ン
峰
と
主
峰
と
の
間
の
コ
ル
は
深
さ
五
〇
〇
屑
に
も
お
よ

び
、
斜
度
は
八
十
度
に
も
達
し
て
い
る
。

こ
の
自
く
輝
く
鋭
峰
は
、
中
華
人
民
共
和
国
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
の
東
端
に
あ

る

。登
攀
史

一
九

一
〇
年
、
二
〇
年
、
四
〇
年
、
の
三
度
に
亘
り
、
英
国
登
山
隊
が
英
領

イ
ン
ド
か
ら
接
近
す
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
気
象
条
件
が
悪
く
、
ア
プ
ロ
ー

チ
ル
ー
ト
も
見
出
せ
な
か
っ
た
。

重

廣

恒

夫

一
九
六
〇
年
十
二
月
、
チ
ベ
ッ
ト
登
山
隊
に
よ
り
調
査
が
行
わ
れ
、
同
隊
は

ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
河
屈
曲
部
を
加
拉
ま
で
入
り
、市
稜
を
五
〇
〇
〇
屑
ま
で
試
登
。

一
九
八
二
年
三
月
下
旬
か
ら
五
月
中
旬
に
か
け
て
、
中
国
登
山
協
会
隊
が
南

稜
、
東
稜
、
西
稜
、
西
壁
に
ル
ー
ト
を
探
り
、
南
稜
上
那
木
拉
峠
に
到
達
。

同
年
、
七
月
か
ら
十
月
、
中
国
科
学
院
に
よ
り
学
術
調
査
隊
員

（二
十
八
名
）
、

登
山
隊
員

（十
六
名
）
か
ら
な
る
調
査
隊
が
派
遣
さ
れ
た
。

一
九
八
三
年
二
月
か
ら
四
月
、
西
稜
及
び
前
衛
ナ
イ
プ
ン
峰

⌒七
〇
四
三
属
）

の
西
稜
と
南
稜
を
試
登
し
、
四
月
二
十

一
日
、　
仁
青
平
措

、
栄
志
義
ら
七
名

が
ナ
イ
プ
ン
峰
に
登
頂
。
同
年
、
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
第
二
次
大
規
模

学
術
調
査
と
し
て
、
学
術
隊
員
な
ど
五
十
人
の
関
係
者
が
派
遣
さ
れ
た
。

一
九
八
四
年
三
月
か
ら
五
月
、
中
国
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
隊
を
派
遣
す
る

が
、
主
峰
に
至
る
南
稜
鞍
部
へ
の
下
降
ル
ー
ト
が
見
い
出
せ
ず
登
頂
を
断
念
。

一
九
九
〇
年
暑
い
夏
の
盛
り
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
か
ら
日
本
山
岳
会
に

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
登
山
の
特
別
許
可
が
下
り
た
。
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十
月
十

一
日
に
は
北
京
に
て
中
国
登
山
協
会
と
日
本
山
岳
会
、読
売
新
聞
社
、

日
中
友
好
協
会
の
四
者
で
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
偵
察
の
打
ち
合
わ
せ
が
行
わ

れ
た
。

思
え
ば
長
い
道
の
り
で
あ
っ
た
。
日
本
山
岳
会
が
初
め
て
チ
ベ
ッ
ト
側
か
ら

チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
遠
征
を
実
施
し
て
以
来
、
十
年
目
に
迎
え
た
喜
び
で
あ
っ
た
。

偵
察
報
告

十

一
月
三
日
北
京
に
て
、
偵
察
行
動
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
な
い
、
十

一
月
十

一
日
ラ
サ
に
日
中
双
方
の
メ
ン
バ
ー
が
集
結
し
た
。
そ
し
て
隊
荷
の
積
み
込
み

を
終
え
た
十
三
日
、
中
国
隊
員
六
名
、
日
本
隊
員
三
名
、
読
売
新
聞
社
三
名
の

一
行
が
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
向
け
て
出
発
し
た
。

又
別
動
隊
三
名
は
十

一
月
二
十
五
日
、
二
十
六
日
と
小
型
ジ
ェ
ッ
ト
機
に
よ

る
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
上
空
か
ら
の
偵
察
活
動
を
行
な
っ
た
。

十

一
月
十
三
日
、
ラ
サ
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
高
原
を
四
輪
駆
動
車
で
ひ
た
走
り
、

八

一
鎮
、
米
林
を
経
由
し
、
五
七
〇
キ
ロ離
れ
た
格
嘱
に
到
着
す
る
。
こ
こ
か

ら
徒
歩
約
二
時
間
で
標
高
三
五
二
〇
】国
の
最
奥
の
村
、
接
地
当
嘱
に
入
る
。
四

戸
ほ
ど
の
小
さ
な
部
落
の
は
ず
れ
に
あ
る
放
牧
地
に
Ｂ
Ｃ
を
建
設
す
る
。

日
前
に
は
、
今
に
も
飛
び
立
た
ん
と
す
る
猛
禽
を
思
わ
せ
る
山
容
の
ナ
ム

チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
の
西
北
西
稜
か
ら
頂
上
、
ナ
イ
プ
ン
峰
の
長
大
な
稜
線
を
望
む

こ
と
が
で
き
る
。

十
七
日
、
日
中
双
方
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
西
北
西
稜
の
偵
察
に
あ
た
っ
て
は

Ｂ
Ｃ
の
左
側
に
あ
る
谷
に
入
り
、
原
生
林
を
抜
け
て
さ
ら
に
谷
沿
い
の
道
を
進

み
、
西
北
西
稜
三
峰
へ
の
リ
ッ
ジ
を
試
登
す
る
事
と
し
た
。

十

一
月
十
八
日
、
西
北
西
稜
Ａ
Ｂ
Ｃ
偵
察
。
四
五
〇
〇
肝
ま
で
登
り
、
三
峰

支
稜
末
端
の
池
を
Ａ
Ｂ
Ｃ

（四
四
〇
〇
腐
）
と
設
定
。

十
九
日
～
二
十

一
日
、
Ｂ
Ｃ
よ
り
Ａ
Ｂ
Ｃ
へ
荷
上
げ
、
往
路
は
六
時
間
、
復

路
三
時
間
の
ル
ー
ト
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１２

二
十
二
日
、
Ｃ
ｌ
予
定
地
お
よ
び
西
北
西
稜
の
取
付
ル
ー
ト
の
偵
察
。
ま
た

五
二
〇
〇
済
ま
で
登
り
、
周
辺
氷
河
の
偵
察
を
行
な
っ
た
。

二
十
三
日
、
西
北
西
稜
三
峰
へ
の
リ
ッ
ジ
を
試
登
。
西
北
西
稜
の
目
標
の
左

側
の
尾
根
を
五
六
〇
〇
腐
ま
で
試
登
し
て
上
部
を
偵
察
。
頂
上
稜
線
に
続
く
支

稜
へ
の
試
登
を
行
な
っ
た
結
果
、
い
ず
れ
も
取
付
の
氷
河
の
悪
さ
、
岩
の
脆
さ
、

そ
し
て
、
上
部
の
ハ
ン
ギ
ン
グ
グ
レ
イ
シ
ャ
ー
の
崩
壊
に
よ
り
多
発
す
る
雪
崩

の
た
め
、
合
同
登
山
と
い
う
形
式
で
は
こ
の
ル
ー
ト
を
突
破
す
る
こ
と
は
不
可

能
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
当
初
、
日
本
側
が
提
案
し
て
い
た
ナ
イ
プ
ン
ｏ
ル
ー

ト
ヘ
の
転
進
を
決
定
し
た
。

こ
の
ル
ー
ト
は
Ｃ
２
よ
り
氷
河
に
入
り
、南
々
西
稜
に
喰
い
込
む
ル
ン
ゼ
（嘲

吹
口
）
に
ル
ー
ト
を
と
り
三
五
〇
腐
の
岩
稜
を
登
る
。
そ
し
て
ナ
イ
プ
ン
峰
ヘ

と
長
大
な
雪
の
斜
面
が
続
く
尾
根
上
に
出
て
、
ナ
イ
プ
ン
峰
直
下
に
Ｃ
５

（六

九
〇
〇
屑
）
を
建
設
、
最
低
コ
ル
に
下
降
し
、
コ
ル
か
ら
右
の
氷
雪
壁
に
ル
ー

ト
を
と
り
、
七
六
〇
〇
済
付
近
の
短
い
岩
壁
を
攀
じ
た
後
、
頂
上
に
達
す
る
も

の
で
あ
る
。

十

一
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
に
か
け
て
、
ま
ず
雪
崩
の
多
発
す
る
嘲
入
口

ル
ー
ト
を
さ
け
、
左
側
の
コ
ル
か
ら
六
〇
〇
〇
】日
の
雪
の
台
地
に
続
く
新
し
い

ル
ー
ト
の
偵
察
を
行
っ
た
。
雪
の
状
態
の
悪
い
中
を
五
七
六
〇
屑
に
到
達
し
た

が
さ
ら
に
長
い
フ
ィ
ッ
ク
ス
エ
作
が
必
要
な
事
、
十
二
月
に
入
り
、
そ
れ
ま
で

快
晴
が
続
い
て
い
た
天
候
も

一
日
中
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
を
見
る
事
が
出
来
な

い
日
が
増
え
て
来
て
、
悪
化
の
兆
し
を
見
せ
始
め
、
早
期
に
偵
察
を
終
了
す
る

必
要
を
感
じ
た
の
で
、
い
っ
た
ん
全
員
が
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
集
結
、
十
五
日



ナムチャバルワ峰偵察報告 (1990年 )

ま
で
に
試
登
を
完
了
す
べ
く
、
ま
た
登
頂
の
可
能
性
を
確
実
に
す
る
た
め
偵
察

の
再
構
築
を
す
る
事
と
し
、
以
後
の
偵
察
に
役
立
て
る
た
め
に
Ｃ
２
よ
り
嘲
吹

回
の
入
口
ま
で
ル
ー
ト
上
に
十
九
本
の
標
識
を
立
て
た
。

十
二
月
四
日
、
日
中
各
々
四
名
の
偵
察
隊
が
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
出
発
。
六

日
、
雪
崩
が
発
生
し
な
い
事
を
確
認
し
て
Ｃ
２
か
ら
劇
吹
回
の
ル
ー
ト
エ
作
。

フ
ィ
ッ
ク
ス
十
本
を
使
い
五
四
五
〇
屑
に
到
達
。

七
日
、
Ｃ
３
予
定
地
五
六
〇
〇
腐
ヘ
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
ニ
本
を
追
加
し
荷

上
げ
を
行
な
っ
た
。

九
日
、
七
名
が
Ｃ
３
入
り
、
十
日
Ｃ
４
へ
移
動
。
非
常
に
長
い
ル
ー
ト
で
雪

質
が
悪
く
、
ラ
ッ
セ
ル
に
悩
ま
さ
れ
る
。
ま
た
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
を
、
小
さ
な

ク
レ
バ
ス
を
渡
り
、
Ｂ
Ｃ
側
の
平
坦
地
に
設
け
た
が
、
風
が
強
く
、
快
適
な
地

点
で
は
な
い
。
本
隊
で
は
も
う
少
し
風
の
少
な
い
場
所
を
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
と

す
る
必
要
が
あ
る
。

十

一
日
、
ク
レ
バ
ス
を
避
け
て
ル
ー
ト
を
延
ば
し
、
六
九
〇
〇
済
の
ナ
イ
プ

ン
峰
直
下
の
氷
壁
下
に
至
り
、
コ
ル
ヘ
の
下
降
点
に
フ
ィ
ッ
ク
ス
を
張
る
。
ス

チ
ー
ル
写
真
と
ビ
デ
オ
に
周
辺
の
状
況
を
収
め
た
。

十
二
日
、
ナ
イ
プ
ン
峰
を
登
り
、
さ
ら
に
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
偵
察
を
す
る

予
定
だ
っ
た
が
、
風
が
強
く
上
部
へ
の
行
動
を
断
念
。
食
糧
、
燃
料
も
底
を
つ

い
て
き
た
の
で
、
六
〇
六
〇
屑
ま
で
往
復
し
、
デ
ポ
を
回
収
、
Ｃ
４
に
停
滞
。

翌
十
三
日
も
風
が
弱
ま
る
気
配
も
な
く
、
気
温
も
低
く
な
り
、
既
に
真
冬
ヘ

と
突
入
し
た
と
思
わ
れ
た
。
十
六
日
に
は
Ｂ
Ｃ
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
以
後
の
行
動
を
断
念
、
そ
の
日
の
う
ち
に
Ｃ
２
ま
で
下
り
、
十
五
日
、

Ｂ
Ｃ
撤
収
準
備
。
装
備
、
食
糧
等
の
余
っ
た
も
の
を
接
地
当
嘔
の
部
落
に
デ
ポ

し
、
以
後
の
行
動
を
断
念
。

十
六
日
、
Ｂ
Ｃ
を
撤
収
。
十
七
日
夜
、
ラ
サ
に
戻
っ
た
。
そ
の
後
成
都
、
北

京
で
の
会
議
を
終
え
て
、
二
十
四
日
に
帰
国
し
た
。

ま
と
め

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
は
、
東
北
東
稜
、
西
北
西
稜
、
南
稜
の
三
つ
の
長
大
な

尾
根
の
頂
点
に
位
置
し
、
い
ず
れ
も
末
端
は
大
き
な
絶
壁
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
稜
線
に
喰
い
込
む
ル
ン
ゼ
や
支
尾
根
は
急
峻
で
雪
崩
の
危
険
性

が
大
き
く
、
ア
ル
パ
イ
ン
・
ス
タ
イ
ル
的
な
単
独
や
少
人
数
の
ス
ピ
ー
ド
登
山

で
な
い
と
、
こ
れ
を
突
破
す
る
事
は
難
し
い
。

し
か
も
、
い
ず
れ
の
稜
線
に
到
達
し
て
も
雪
質
が
悪
く
、
過
酷
な
ラ
ッ
セ
ル

が
待
ち
受
け
て
い
る
。

私
は
偵
察
を
行
う
前
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に
集
め
る
こ
と
の
出
来
た
資
料
か
ら
、

中
国
隊
の
登
攀
し
た
ナ
イ
プ
ン
・
ル
ー
ト
が
登
頂
の
可
能
性
が
最
も
大
き
い
と

考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
中
国
隊
が
ナ
イ
プ
ン
峰
の
頂
上
に
到
達
し
て
い
る
こ
と

か
ら
で
は
な
く
、
経
験
の
少
な
い
中
国
隊
と
の
合
同
登
山
と
い
う
制
約
か
ら
す

れ
ば
、
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
の
安
定
し
て
い
る
事
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。

最
低
コ
ル
ヘ
の
降
り
口
か
ら
頂
上
稜
線
を
眺
め
た
限
り
で
は
、
四
十
五
度
か

ら
六
十
度
ほ
ど
の
傾
斜
の
岩
稜
と
そ
の
右
に
氷
雪
壁
が
広
が
り
、
最
低
コ
ル
の

上
に
三
本
位
の
ク
レ
バ
ス
と
七
五
〇
〇
腐
～
七
六
〇
〇
屑
付
近
に
小
さ
な
岩
壁

が
あ
る
。

途
中
に
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
を
求
め
る
事
は
、
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、

最
低
コ
ル
か
ら
、
標
高
差

一
三
〇
〇
厨
を

一
気
に
登
り
切
る
技
術
と
体
力
が
要

求
さ
れ
る
。山
容
、
ル
ー
ト
的
に
は
私
た
ち
が

一
九
八
四
年
に
初
登
攀
し
た
マ
ッ

シ
ャ
ー
ブ
ル
ム
の
北
西
壁
に
酷
似
し
て
い
る
印
象
を
受
け
た
。
ま
た
シ
ー
ズ
ン

が
秋
と
い
う
事
も
あ
っ
て
、
低
温
と
強
風
が
、
本
隊
の
登
山
を
大
き
く
左
右
す
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る
と
思
わ
れ
る
。

一
九
五
三
年
～

一
九
七
五
年
の
林
芝
地
区
に
お
け
る
気
象
観
測
結
果
か
ら
、

雨
期
の
平
均
開
始
時
期
は
五
月
上
旬
で
あ
り
、終
了
は
十
月
上
旬
で
あ
る
。従
っ

て
こ
の
期
間
は
登
山
に
適
さ
な
い
。

ま
た
、
年
に
よ
っ
て
こ
の
時
期
は
変
動
が
あ
り
、
雨
期
の
最
も
早
い
開
始
時

期
は
、
四
月
上
旬
で
あ
り
、
遅
い
年
は
七
月
上
旬
の
時
も
あ
っ
た
。
同
様
に
終

了
時
期
も
早
い
時
は
九
月
中
旬
で
終
了
し
た
が
、
遅
い
時
は
十
月
下
旬
ま
で
及

び
い
ず
れ
も
二
十
日
～
四
十
日
の
差
が
あ
る
。
従
っ
て
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
を

辿
っ
て
来
る
湿
潤
な
空
気
の
移
動
を
考
え
る
と
、
天
候
の
変
動
は
激
し
く
、
登

頂
の
チ
ャ
ン
ス
は
、
天
候
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
は
ず
さ
な
い
た
め
に
も
二
週
間
位

で
終
ら
せ
る
能
力
が
必
要
に
な
っ
て
来
る
。

準
備
段
階
か
ら
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
の
登
頂
可
能
な
ル
ー
ト
を
研
究
し
、

主
峰
か
ら
派
生
す
る
西
北
西
稜
及
び
、
中
国
登
山
隊
が
三
度
に
亘
っ
て
到
達
し

た
前
衛
ナ
イ
プ
ン
峰
か
ら
南
稜
ル
ー
ト
に
照
準
を
あ
て
、
航
空
機
を
併
用
し
て

空
撮
も
試
み
、
現
地
偵
察
に
臨
ん
だ
。

そ
の
結
果
、中
国
隊
が
発
見
出
来
な
か
っ
た
ナ
イ
プ
ン
峰
か
ら
最
低
鞍
部
（約

六
六
二
〇
腐
）
へ
の
下
降
ル
ー
ト
を
発
見
す
る
事
が
出
来
た
。

最
低
鞍
部
か
ら
主
峰
頂
上
に
至
る
氷
雪
壁
の
登
路
は
、
高
所
登
山
の
豊
か
な

経
験
と
技
術
と
我
々
が
有
す
る
近
代
的
な
登
攀
装
備
を
も
っ
て
挑
め
ば
、
難
峰

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
の
初
登
頂
も
可
能
と
考
え
て
い
る
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
日
中
合
同
南
迦
巴
瓦
峰
偵
察
隊

主
催
団
体
　
日
本
山
岳
会
、
中
国
登
山
協
会
、
読
売
新
聞
社
、
日
中
友
好
協
会

全
国
本
部

一
九
九
〇
年
十

一
月
～
十
二
月

南
迦
巴
瓦
峰

（七
七
八
二
ｍ
）
の
登
路
偵
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１２

［日
本
側
］

隊
長
＝
重
廣
恒
夫
（４３
）
、
隊
員
＝
早
坂
敬
二
郎
（４４
）
、

大
西
宏

（２８
）
、
佐
藤
正
倫

（一２７
）

報
道
隊
員
＝
島
田
公
博

（５３
）
、

迫
田
泰
敏

（４５
）
、
伊
藤
哲
郎

（４１
）
、
鰺
坂
青
青

（５４
）
、
中
島

正
晶

（３３
）

［中
国
側
］

隊
長
＝
桑
珠

（３８
）
、
隊
員
＝
陳
建
軍
、
李
致
新

（２８
）
、

ジ
ャ
ン
ブ
ー

（２５
）
、
レ
ナ

（２５
）
、
ベ
ン
バ

ｏ
ザ
シ

（２５
）
、
通

訳
＝
干
良
瑛

（４７
）

十

一
月
三
日
成
田
―
北
京
。
十

一
月
四
日
北
京
会
談
。
十

一
月
五

日
隊
員
、
成
田
―
北
京
。
十

一
月
六
日
北
京
―
成
都
。
八
日
成
都

―

ラ
サ
。
九
日
ラ
サ
出
発
、
十
七
日
格
頃
を
経
て
Ｂ
Ｃ
建
設
。
十

八
日
よ
り
西
北
西
稜
の
偵
察
を
開
始
、
二
十

一
日
三
峰
支
稜
末
端

の
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
入
る
。
二
十
三
日
西
北
西
稜
の
取
付
ル
ー
ト
を
偵
察
。

二
十
四
日
、
五
六
〇
〇
迄
試
登
す
る
も
、
雪
崩
の
危
険
と
上
部
ル
ー

ト
の
危
険
性
が
大
き
い
た
め
、
二
十
四
日
西
北
西
稜
は
断
念
し
、

ナ
イ
プ
ン
ル
ー
ト
偵
察
に
向
け
転
進
す
る
こ
と
を
合
意
し
た
。
二

十
七
日
Ｂ
Ｃ
帰
着
、
二
十
八
日
よ
リ
ナ
イ
プ
ン
ル
ー
ト
に
向
か
う
。

こ
の
間
、
空
撮
の
た
め
ラ
サ
に
待
機
し
て
い
た
重
廣
、
島
田
両

名
は
、
二
十
五
日
、
二
十
六
日
の
両
日
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
の
空

か
ら
の
偵
察
に
成
功
。
二
十
七
日
ラ
サ
発
。
二
十
九
日
Ｂ
Ｃ
に
て

偵
察
本
隊
に
合
流
し
た
。

Ｂ
Ｃ
に
て
重
廣
隊
長
を
交
え
、
偵
察
計
画
を
決
定
。
三
十
～
十

二

月

一

日

　

一剛

吹̈

口

の

ル

ー

ト

調

査

。

四

日

Ｂ

Ｃ

Ｉ

Ｃ

ｌ

、

五

日

活
動
期
間

目
　
　
的

隊
の
構
成

行
動
概
要
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報

告

文

Ｃ
ｌ
ｌ
Ｃ
２
、
９
日
Ｃ
２
１
Ｃ
３
、
十
日
Ｃ
３
１
Ｃ
４
、
十
二

日

六
九
〇
〇
ｍ
の
ナ
イ
プ
ン
峰
直
下
の
氷
壁
下
に
至
り
、
コ
ル
ヘ
の

下
降
ル
ー
ト
に
フ
ィ
ッ
ク
ス
を
つ
け
る
と
共
に
、
上
部
の
登
路
偵

察
を
行

っ
た
。
十
二
日
ナ
イ
プ
ン
峰
登
頂
を
計
画
す
る
も
強
風
の

た
め
断
念
。
撤
収
準
備
。
十
三
日
Ｃ
４
１
Ｃ
２
、
十
四
日
Ｃ
２
１

Ｂ
Ｃ
、
十
五
日
Ｂ
Ｃ
撤
収
、
十
七
日
ラ
サ
帰
着
。
十
九
日
ラ
サ
ー

成
都
。
二
十

一
日
成
都
―
北
京
。
二
十
二
日
北
京
会
議
。
二
十
四

日
北
一尽
―
成
田
帰
国
。

本
会
会
報

「山
」
五
四
七
～
五
四
八
号
に
重
廣
恒
夫
、
ナ
ム
チ
ャ

バ
ル
ワ
偵
察
隊

（第

一
報
）
～
（第
二
報
）
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日
本
山
岳
会
青
年
部

ｏ
高
所
登
山
委
員
会

第

一
次
パ
ミ
ー
ル
登
山
隊
報
告

（
一
九
九
〇
年
）

何
の
変
哲
も
な
い
雪
の
ピ
ー
ク
の
一
角
に
よ
う
や
く
小
さ
な
穴
が
出
来
上

が
っ
た
。
久
し
振
り
の
高
所
は
、
六
年
前
の
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
以
後
長
ら

く
自
堕
落
な
都
会
生
活
を
送
っ
て
き
た
体
に
容
赦
な
く
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
よ

う
で
、
ビ

ッ
ケ
ル
を
振
る
う
腕
に
全
く
力
が
入
ら
な
い
。
我
な
が
ら
少
々
情
け

な
い
な
、
と
思
い
な
が
ら

一
枚
の
写
真
を
ザ
ッ
ク
の
雨
蓋
か
ら
取
り
出
し
、
決

し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
深
さ
の
穴
の
奥
に
そ
っ
と
差
し
込
む
。
し
ば
し
目
を

閉
じ
生
前
の
彼
の
姿
を
思
い
出
そ
う
と
努
力
す
る
。
が
、
蘇
っ
て
く
る
記
憶
は

ど
れ
も
断
片
的
で
、
だ
れ
か
ら
も
好
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
あ
の
人
な
つ
っ

こ
い
笑
顔
以
外
は
、
全
て
色
褪
せ
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
彼
と
は
ど
う
い

う
わ
け
か
山
行
を
共
に
す
る
機
会
は
殆
ど
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
期
と
い
う

気
安
さ
と
酒
の
力
を
借
り
な
が
ら
よ
く
将
来
の
夢
を
語
り
合
っ
た
も
の
だ
。
も

ち
ろ
ん
お
互
い
山
以
外
の
分
野
の
話
題
を
得
意
と
し
て
い
た
こ
と
は
共
に
認
め

る
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
た
が
。
人

一
倍
は
に
か
み
や
の
彼
は
真
面
目
な
顔
を
し
て

大
　
谷

　

　

一元

山
登
り
の
話
し
を
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
嫌
っ
て
い
た
。

た
だ
、今
の
私
の
朦
朧
と
し
た
頭
の
中
で
唯

一
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、

も
し
彼
の
一
件
が
無
け
れ
ば
、
今
日
自
分
が
こ
こ
へ
や
っ
て
来
る
こ
と
は
有
り

得
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
と
、
彼
が
密
か
に
い
だ
い
て
い
た
理
想
を
肩
代
り
し

て
さ
ら
に
追
求
し
て
い
く
だ
け
の
力
と
情
熱
が
、
今
の
自
分
に
は
欠
落
し
て
い

る
と
い
う
悲
し
い
想
い
だ
け
で
あ
っ
た
。

数
分
間
の
慣
れ
な
い
山
上
の
儀
式
を
終
え
、
再
び
立
ち
上
る
と
、
少
し
目
ま

い
が
し
た
。
気
が
つ
く
と
頂
上
に
は
自
分

一
人
が
取
り
残
さ
れ
て
い
た
。
他
の

仲
間
達
は

一
足
先
に
下
り
始
め
た
よ
う
だ
。

午
後
の
四
時
半
を
指
し
て
い
る
腕
時
計
の
針
が
、
有
無
を
言
わ
せ
ず
私
を
厳

し
い
現
実
の
世
界
へ
と
押
し
戻
し
て
く
れ
る
。
い
く
ら
パ
ミ
ー
ル
の
夏
の
一
日

が
長
い
と
は
い
え
、
も
う
降
り
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
お
ま
け
に
私
以
外
の
若

い
三
人
は
、
今
日
生
れ
て
初
め
て
七
千
腐
の
高
度
を
体
験
し
た
ば
か
り
で
疲
労
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の
色
も
濃
く
、
注
意
力
も
か
な
り
散
漫
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
易
し
い

雪
稜
の
下
り
と
は
い
っ
て
も
気
を
抜
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

「
や
は
り
念
の
た
め
ア
ン
ザ
イ
レ
ン
し
た
方
い
い
だ
ろ
う
か
」
と
つ
ぶ
や
き

な
が
ら
、
も
う

一
度
南
の
空
に
目
を
凝
ら
し
て
み
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
依
然
、

茫
漠
と
し
た
ガ
ス
の
海
が
広
が
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
未
練
が
ま
し
く
何
度

も
後
ろ
を
振
り
返
り
つ
つ
私
は
仲
間
の
後
を
追
っ
た
。

バ
ミ
…
ル
計
画
の
背
景

七
月
十
二
日
正
午
。
私
と
副
隊
長
の
熊
崎
の
二
人
を
乗
せ
た
ソ
連
国
営
ア
エ

ロ
フ
ロ
ー
ト
機
は
、あ
の
独
特
の
カ
ン
高
い
金
属
音
を
残
し
、成
田
を
飛
び
立
っ

た
。
学
生
四
名
か
ら
な
る
先
発
隊
は
、
三
日
前
の
七
月
九
日
、　
一
足
先
に
新
潟

か
ら
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
入
り
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
三
百
キ
ロを
軽
く
オ
ー
バ
ー
し

た
手
荷
物
の
超
過
料
金
を
最
小
限
に
押
さ
え
る
た
め
の
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
。

そ
の
彼
ら
も
、
も
し
途
中
で
ヘ
マ
を
や
ら
か
し
て
い
な
け
れ
ば
、
丁
度
今
頃
我

ら
二
人
の
前
方
数
千
キ
ロ
上
空
を
、
や
は
り

一
路
モ
ス
ク
ワ
を
目
ざ
し
て
飛
行

中
の
は
ず
で
あ
る
。

今
回
の
我
々
一
行
六
名
の
旅
の
目
的
は
、
ソ
連
ス
ポ
ー
ツ
委
員
会
主
催
の
パ

ミ
ー
ル
国
際
キ
ャ
ン
プ
に
参
加
し
、
実
質
二
十
四
日
間
と
い
う
短
期
間
で
盟
主

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム

（七
四
九
五
屑
）
を
含
む
七
千
肝
二
座
の
全
員
登
頂
を
狙
う
、

と
い
う
か
な
り
思
い
上
っ
た
試
み
を
実
践
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
将
来

の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
背
負
っ
て
立
つ
若
手
会
員
の
育
成
と
い
う
名
日
で
、
今
年

度
か
ら
新
設
さ
れ
た
海
外
登
山
基
金
よ
り
多
額
の
資
金
援
助
も
受
け
て
い
る
。

「何
を
今
時
パ
ミ
ー
ル
ご
と
き
に
」
と
い
う
至
極
も
っ
と
も
な
批
判
の
声
も
多

く
耳
に
し
た
が
、
参
加
隊
員
の
過
半
数
が
高
所
未
経
験
で
、
経
済
的
に
も
苦
し

い
学
生
で
あ
る
と
い
う
実
情
と
、
こ
の
種
の
計
画
が
今
後
数
年
間
継
続
し
て
行

な
わ
れ
る
と
い
う
主
旨
を
強
調
し
、
ど
う
に
か
理
事
会
を
通
し
て
頂
い
た
。

も
と
よ
り
日
本
の
山
し
か
知
ら
な
い
学
生
達
の
高
所
で
の
力
量
は
未
知
数
で

あ
る
。
い
く
ら
山
域
そ
の
も
の
が
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
に
な
ろ
う
と
、
七
千
厨
と
い
う

高
度
は
不
変
で
あ
り
、
決
し
て
甘
い
も
の
で
は
な
い
。
隊
長
と
し
て
の
私
の
興

味
と
役
割
は
、
自
分
自
身
を
も
含
め
た
個
々
の
メ
ン
バ
ー
の
潜
在
能
力
を
ギ
リ

ギ
リ
ま
で
引
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
反
面
、
あ
く
ま
で
現
役
の
大
学
生
の

海
外
で
の
課
外
活
動
で
あ
る
、
と
い
う
社
会
的
制
約
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
安
全
性
の
確
保
は
最
も
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
現
在
こ
の
二
つ
の
矛
盾
し
た
要
求
を
最
大
限
満
た
し
て
く
れ
る
場
と
し
て

は
、
登
山
環
境
と
レ
ス
キ
ュ
ー
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
パ
ミ
ー
ル
以
外
に
は

考
え
ら
れ
な
い
。
当
然
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
本
来
の
魅
力
と
も
言
え
る
困
難
性
の

克
服
や
不
確
実
性
と
い
う
要
素
は
、完
全
に
排
除
さ
れ
る
（無
論
ノ
ー
マ
ル
ル
ー

ト
を
選
択
す
る
場
合
に
限
っ
て
の
話
で
あ
る
）
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
面
倒
な

議
論
は
今
回
の
我
々
の
隊
の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
て
は
全
く
無
用
で
あ
る
。
ヒ
マ
ラ

ヤ
が
ど
う
の
こ
う
の
と
い
う
御
託
は
、
昨
今
の
登
山
界
の
水
準
か
ら
す
れ
ば
、

せ
め
て
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
鼻
歌
ま
じ
り
で
登
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
意
味

を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

「と
に
か
く
や
っ
て
み
る
し
か
あ
る
ま
い
。」
何
杯
目
か
の
ビ
ー
ル
を
飲
み

終
え
よ
う
や
く
覚
悟
が
決
ま
っ
た
頃
、
機
体
は
既
に
雨
に
煙
る
シ
ュ
レ
メ
チ
ュ

ボ
国
際
空
港
へ
と
高
度
を
下
げ
始
め
て
い
た
。

モ
ス
ク
ビ
ン
の
Ｂ
Ｃ
ヘ

翌
朝
モ
ス
ク
ワ
の
「
ス
ポ
ー
ツ
ホ
テ
ル
」
で
四
日
振
り
の
再
会
を
果
し
た
我
々

は
、
そ
の
日
の
深
夜
の
国
内
便
で
パ
ミ
ー
ル
ヘ
の
入
山
の
基
点
と
な
る
キ
ル
ギ
　
９

ス
共
和
国
オ
ー
シ
ュ
ヘ
と
飛
ん
だ
。
遠
征
の
準
備
期
間
中
、
混
迷
を
深
め
る
ぺ
　
‐



レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
副
産
物
と
も
い
え
る
民
族
異
動
の
多
発
が
伝
え
ら
れ
、　
一
時

は
目
標
を
天
山
に
変
更
す
る
こ
と
も
検
討
し
た
が
、
幸
い
今
は
平
穏
を
と
り
戻

し
て
い
る
よ
う
だ
。

十
四
日
夕
刻
、
九

一
日
が
か
り
の
オ
ン
ボ
ロ
バ
ス
の
旅
を
終
え
、
よ
う
や
く

レ
ー
ニ
ン
峰
北
面
を
間
近
に
望
む
ア
チ
ク
タ
シ
Ｂ
Ｃ

（三
五
五
〇
屑
）
に
到
着
。

し
か
し
、
疲
れ
き
っ
た
我
々
を
真
先
に
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、
温
か
い
夕
食

で
も
快
適
な
シ
ャ
ワ
ー
で
も
な
か
っ
た
。
な
ん
と
昨
夜
発
生
し
た
大
雪
崩
に
よ

リ
レ
ー
ニ
ン
Ｃ
２
が
全
減
、
四
十
三
名
が
行
方
不
明
と
い
う
衝
撃
的
な
ニ
ュ
ー

ス
だ
っ
た
。　
一
瞬
に
し
て
飛
行
機
事
故
並
み
の
犠
牲
者
を
出
し
た
こ
の
大
惨
事

は
、
今
後
の
行
動
に
物
心
両
面
に
わ
た
っ
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に

な
っ
た
。

十
五
日
午
前
十
時
、
ソ
連
側
ス
タ
ッ
フ
と
の
最
初
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
、
危

惧
し
て
い
た
こ
と
が
早
々
に
現
実
と
な
っ
た
。
今
後
数
日
間
は
、
先
日
の
大
雪

崩
の
行
方
不
明
者
の
捜
索
を
最
優
先
さ
せ
る
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
コ
ル

ジ
ェ
ネ
フ
ス
カ
ヤ
両
峰
の
中
間
に
位
置
す
る
モ
ス
ク
ビ
ン
Ｂ
Ｃ
（四
二
〇
〇
腐
）

へ
の
ヘ
リ
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
が
、
か
な
り
遅
れ
る
見
通
し
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
驚
い
た
の
は
、
我
々
を
含
む
数
百
人
の
キ
ャ
ン
プ
参
加
者
の
移
動
と
各

Ｂ
Ｃ
の
維
持
に
必
要
な
資
材
の
供
給
を
ま
か
な
う
ヘ
リ
が
、
唯
の

一
機
し
か
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
に
加
え
て
燃
料
を
運
ん
で
く
る
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
、

オ
ー
シ
ュ
で
の
暴
動
の
後
遺
症
と
少
数
民
族
に
よ
る
妨
害
工
作
に
よ
り
思
う
よ

う
に
上
っ
て
来
れ
ず
、
仮
り
に
ヘ
リ
が
あ
っ
て
も
飛
べ
な
い
事
態
が
起
こ
り
う

る
と
い
う
お
ま
け
付
き
だ
。
全
く
弱
り
目
に
た
た
り
目
と
は
こ
の
こ
と
で
、
機

械
力
と
合
理
性
を
売
り
物
に
し
て
い
る
パ
ミ
ー
ル
独
特
の
シ
ス
テ
ム
の
基
盤

が
、
い
か
に
脆
い
も
の
か
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

と
は
い
え
今
さ
ら
泣
き
事
を
言
っ
て
も
始
ま
ら
な
い
。
気
ま
ぐ
れ
な
ヘ
リ
の

こ
と
は
忘
れ
、
そ
の
日
の
午
後
と
翌
日
の
二
日
間
を
Ｂ
Ｃ
の
裏
山
ペ
ト
ロ
フ
ス

キ
ー

（四
六
五
〇
済
）
で
の
予
備
的
な
順
応
行
動
に
あ
て
る
こ
と
に
す
る
。
こ

こ
数
週
間
続
い
て
い
る
と
い
う
悪
天
候
は
未
だ
安
定
期
に
移
行
し
て
お
ら
ず
、

ペ
ト
峰
頂
上
を
狙
っ
た
十
六
日
は
、
私
の
退
却
判
断
が
遅
れ
、
帰
路
雷
の
洗
礼

を
受
け
た
が
、
幸
い
事
無
き
を
得
た
。
翌
十
七
日
午
後
、
意
外
に
も
ヘ
リ
が
飛

ぶ
と
告
げ
ら
れ
る
。
皆
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
顔
付
き
で
大
急
ぎ
で
荷
物
を
ま

と
め
ヘ
リ
ポ
ー
ト
ヘ
急
行
。
先
約
の
フ
ラ
ン
ス
人
達
が
昼
寝
を
き
め
込
ん
で
い

る
す
き
に
首
尾
よ
く
モ
ス
ク
ビ
ン
入
り
を
果
し
た
。

コ
ル
ジ
ェ
ネ
フ
ス
カ
ヤ
峰
登
頂

七
月
十
八
日
、
当
初
の
計
画
通
り
第

一
日
標
を
コ
ル
ジ
ェ
ネ
フ
ス
カ
ヤ

（七

一
〇
五
屑
）
ツ
ェ
ト
リ
ン
稜
に
決
め
、
順
応
と
荷
上
げ
を
兼
ね
て
Ｃ
ｌ

（五
二

〇
〇
厨
）
へ
向
う
。
不
調
の
滝
沢
を
残
し
五
人
で
出
発
し
た
も
の
の
途
中
高
市

が
脱
落
。
結
局
私
と
佐
野
、
広
瀬
の
三
名
で
デ
ポ
を
完
了
し
ベ
ー
ス
ヘ
戻
る
。

翌
日
、
残
り
の
三
名
で
再
び
Ｃ
ｌ
へ
出
発
。
し
か
し
、
や
は
り
高
市
の
調
子
が

思
わ
し
く
な
く
、
ま
た
も
や

一
人
途
中
か
ら
引
き
返
し
て
来
る
。
そ
の
晩
は
元

気
を
回
復
し
、
多
分
に
精
神
的
な
も
の
が
影
響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
あ
ま
り

気
に
と
め
な
か
っ
た
が
、
翌
朝
体
調
が
急
変
。
呼
吸
と
心
博
数
が
異
常
に
高
く
、

自
力
で
立
ち
上
が
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
慌
て
て
ド
ク
タ
ー
を
呼
び
に
や
る
。

完
全
な
急
性
高
山
病
と
い
う
診
断
が
下
り
、
急
遠
次
の
ヘ
リ
で
ア
チ
ク
タ
シ
ヘ

降
ろ
す
こ
と
に
す
る
。
同
じ
大
学
の
先
輩
で
あ
る
熊
崎
が
、
酸
素
吸
入
器
を
手

に
付
き
添
っ
た
。

甘
い
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
初
期
の
段
階
で
隊
が
分

散
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
は
全
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
。
複
数
登
頂
を
目

130



第一次パミール登山隊報告 (1990年 )

コルジェネフスカヤ Clから見るコミュニズム峰

Pk.Korzhenevskaya's Camp l and pk.Kommuniszmu

的
と
し
た
短
期
速
攻
で
は
、
序
盤
で
の
大
き
な
つ
ま
づ
き
が
そ
の
後
の
リ
カ
バ

リ
ー
を
非
常
に
難
し
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
ま
し
て
や
今
回
の
よ
う
な
高
所

未
験
者
主
体
の
隊
員
構
成
で
は
、
隊
を
三
分
し
て
再
調
整
を
図
る
こ
と
も
ま
ま

な
ら
な
い
。
高
市
の
戦
列
復
帰
は
ど
う
み
て
も
絶
望
的
だ
。
結
果
的
に
み
れ
ば
、

全
員
登
頂
の
目
論
見
は
こ
の
時
点
で
既
に
挫
折
し
て
い
た
と
言
え
る
。
せ
め
て

熊
崎
だ
け
で
も
早
く
合
流
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
残
っ
た
四
人
で
明

日
か
ら
の
第
ニ
ス
テ
ー
ジ

（六
〇
〇
〇
】
口
ま
で
の
順
応
）
に
期
待
を
か
け
る
以

外
策
は
な
か
っ
た
。

七
月
二
十

一
日
、
幸
い
天
候
は
安
定
し
始
め
た
よ
う
だ
。
惜
し
げ
も
な
く
全

貌
を
現
わ
し
た
盟
主
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
背
に
Ｃ
ｌ
へ
と
上
っ
た
。
二
十
二
日
、

容
易
な
懸
垂
氷
河
を
つ
め
、
ツ
ェ
ト
リ
ン
稜
の
左
側
を
特
徴
づ
け
て
い
る
黒
々

と
し
た
岩
壁
基
部
の
Ｃ
２

（五
八
〇
〇
腐
）
に
ア
タ
ッ
ク
用
の
食
糧
と
燃
料
を

デ
ポ
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
を
た
よ
り
に
岩
稜
の
コ
ル
（六

一
〇
〇
腐
）
ま
で
順
応
と
偵
察
を
兼
ね
往
復
し
、
再
び
Ｃ
ｌ
ま
で
下
降
し
た
。

隊
員
の
登
行
ス
ピ
ー
ド
は
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
二
十
三
日
、
Ｂ
Ｃ
ヘ

戻
り
、
翌
日
は
完
全
体
養
と
す
る
。
そ
の
日
の
午
後
の
定
期
便
で
熊
崎
が

一
人

で
戻
っ
て
来
た
。
高
市
は
す
っ
か
り
元
気
に
な
り
同
行
を
希
望
し
た
が
、
ド
ク

タ
ー
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
り
や
む
な
く
ア
チ
ク
タ
シ
に
残
し
て
き
た
と
言
う
。
六

〇
〇
〇
厨
ラ
イ
ン
ヘ
の
到
達
を
未
だ
果
た
し
て
い
な
い
熊
崎
に
は
、
無
理
を
承

知
で
明
日
か
ら
の
頂
上
攻
撃
に
付
き
合
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。
途
中
で
引

き
返
す
こ
と
に
な
っ
て
も
次
の
第
二
日
標
へ
の
ス
テ
ッ
プ
に
な
っ
て
く
れ
る
は

ず
で
あ
っ
た
。

七
月
二
十
五
日
。
快
晴
。
全
員
で
Ｃ
ｌ
入
り
。
順
応
の
遅
れ
が
気
に
な
る
熊

崎
は
Ｃ
２
付
近
ま
で
往
復
す
る
。
二
十
六
日
、
三
時
間
で
岩
壁
下
の
鷹
の
巣
の
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よ
う
な
Ｃ
２
に
到
着
。
予
想
し
て
い
た
通
り
、
狭
い
ス
ペ
ー
ス
は
既
に
他
の
外

国
隊
の
テ
ン
ト
で
埋
め
つ
く
さ
れ
、
足
の
踏
み
場
も
な
い
有
様
だ
。
隣
接
す
る

キ
ジ
場
か
ら
の
悪
臭
も
強
烈
で
、
こ
ん
な
所
で
ス
テ
イ
す
る
連
中
の
気
が
知
れ

な
い
。
皆
の
体
調
も
良
く
時
間
的
に
も
余
裕
が
あ
る
の
で
、
デ
ポ
の
一
部
を
回

収
し
て
そ
の
ま
ま
登
り
続
け
る
こ
と
に
す
る
。
十
六
時
、
長
い
急
斜
面
の
ト
ラ

バ
ー
ス
を
終
え
岩
稜
の
コ
ル
ヘ
と
抜
け
る
。
こ
こ
で
サ
ポ
ー
ト
の
熊
崎
は
Ｃ
ｌ

へ
下
降
。
残
る
四
名
は
そ
の
ま
ま
岩
混
り
の
細
い
雪
稜
を
登
り
、
十
七
時
三
十

分
、
Ｃ
３

（六
三
〇
〇
腐
）
入
り
を
果
た
す
。
二
日
分
の
行
程
を

一
日
に
圧
縮

し
た
こ
と
に
よ
り
皆
か
な
り
疲
労
し
て
い
る
が
、
今
日
の
満
足
す
べ
き
登
行
ス

ピ
ー
ド
が
明
日
の
頂
上
ア
タ
ッ
ク
に
対
す
る
私
の
不
安
を
払
拭
し
て
く
れ
た
。

二
十
七
日
、
前
日
の
疲
れ
を
考
慮
し
出
発
を
若
干
遅
ら
せ
る
。
通
常
の
ヒ
マ

ラ
ヤ
登
山
で
は
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
る
が
、
五
月
の
連
体
の
涸
沢
を
彿
彿
と

さ
せ
る
テ
ン
ト
の
群
れ
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
気
が
緩
む
。
九
時

四
十
分
標
高
差
八
〇
〇
属
の
ア
タ
ッ
ク
を
開
始
。
ル
ー
ト
は
小
さ
な
雪
の
ド
ー

ム
が
連
ら
な
る
雪
稜
で
、
技
術
的
に
問
題
と
な
る
箇
所
は
皆
無
。
強
い
て
難
点

を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
傾
斜
が
ゆ
る
す
ぎ
て
効
率
的
に
高
度
が
稼
げ
な
い
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
四
時
間
で
頂
上
直
下
の
コ
ル
に
着
く
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら

急
激
に
ス
ピ
ー
ド
が
ダ
ウ
ン
。
や
は
り
ま
だ
順
応
が
不
十
分
な
こ
と
の
証
し
で

あ
る
。
十
五
時
三
十
分
、
最
初
の
七
〇
〇
〇
腐
峰
コ
ル
ジ
ェ
ネ
フ
ス
カ
ヤ
の
雪

の
ピ
ー
ク
に
立
つ
。
残
念
な
が
ら

一
面
の
ガ
ス
。
期
待
し
て
い
た
展
望
で
皆
の

頑
張
り
に
報
い
て
や
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
心
残
り
で
あ
っ
た
。
十
九

時
、
全
員
ヨ
レ
ヨ
レ
に
な
っ
て
Ｃ
３
に
帰
着
。
と
り
わ
け
最
年
少
の
滝
沢
の
消

耗
は
激
し
く
、
そ
の
晩
は
水
も
飲
め
な
い
状
態
が
続
い
た
。

翌
日
、
熊
崎
の
待
つ
Ｃ
ｌ
へ
と
下
り
な
が
ら
私
の
頭
は
混
乱
し
て
い
た
。
な

ん
と
か
三
名
を
第

一
日
標
の
頂
上
に
立
た
せ
た
と
は
い
え
、
今
後
ど
う
す
べ
き

か
？
ア
チ
ク
タ
シ
滞
在
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
高
市
は
も
は
や
ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
回
っ
て
く
れ
た
熊
崎
に
は
な

ん
と
か
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
た
い
。
と
は
い
え
、
六
〇
〇
〇
属
の
順
応
す
ら
満
足

に
で
き
て
い
な
い
彼
に
、
七
五
〇
〇
】日
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
ラ
ッ
シ
ュ
で
や
れ

と
い
う
の
は
不
可
能
な
話
で
あ
る
。
加
え
て
、
昨
日
の
頂
上
ア
タ
ッ
ク
で
後
半

予
想
以
上
の
崩
れ
を
見
せ
た
佐
野
と
滝
沢
の
足
取
り
を
考
え
る
と
、
コ
ミ
峰
頂

上
直
下
の
急
な
雪
壁
の
登
下
降
は
あ
ま
り
に
危
険
す
ぎ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

仮
り
に
ボ
ロ
ー
ド
キ
ン

（
コ
ミ
峰
へ
の
最
短
ル
ー
ト
。
多
量
の
降
雪
に
よ
る
雪

崩
の
危
険
の
た
め
、
そ
の
時
点
ま
で
ず
っ
と
閉
鎖
勧
告
が
出
さ
れ
て
い
た
）
が

オ
ー
プ
ン
さ
れ
、
今
の
戦
力
で
ア
タ
ッ
ク
を
か
け
て
も
、
頂
上
に
到
達
で
き
る

の
は
良
く
て
二
、
三
名
。
下
手
を
す
れ
ば
下
降
中
滑
落
も
し
く
は
行
動
不
能
に

陥
い
る
者
が
で
る
可
能
性
は
大
で
あ
ろ
う
。
最
も
リ
ス
ク
が
少
な
い
選
択
は
、

私
と
熊
崎
の
二
人
で
も
う

一
度
コ
ル
峰
を
登
る
、
と
い
う
も
の
だ
が
、
そ
の
場

合
、
残
り
日
数
が
中
途
半
端
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
次
の
動
き
が
全
く
と
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
今
回
の
登
山
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
二
十
四
日
で
二
つ

の
七
〇
〇
〇
腐
峰
を
陥
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
は
な
か
っ
た
の
か

…
。
Ｃ
ｌ
の
テ
ン
ト
の
前
で
手
を
振
る
熊
崎
の
姿
が
視
界
に
入
っ
た
時
、
皮
肉

に
も
私
の
腹
は
決
ま
っ
た
。
計
画
段
階
か
ら
秘
か
に
次
善
の
策
と
し
て
考
え
て

い
た
レ
ー
ニ
ン

（七

一
三
四
屑
）
へ
の
転
進
が
そ
れ
で
あ
り
、
今
や
他
に
選
択

の
余
地
は
無
か
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
計
画
変
更
に
は
大
き
な
誤
算
が
待
ち
受
け
て
い
た
。
二
十
九
日

夜
、
Ｂ
Ｃ
で
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
皆
の
了
解
を
と
り
つ
け
た
と
こ
ろ
ま
で
は
良

か
っ
た
の
だ
が
、
Ｂ
Ｃ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
エ
フ
ィ
ー
モ
フ
氏
の
反
応
は
あ
ま
り
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好
意
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
表
向
き
の
理
由
は
二
つ
。　
一
つ
は

一
機
し
か

な
い
ヘ
リ
の
輸
送
能
力
が
、先
の
レ
ー
エ
ン
で
の
雪
崩
惨
事
の
影
響
も
あ
っ
て
、

常
に
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
の
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
も
う

一
つ
は
、
今
年
か

ら
本
格
的
に
始
ま
っ
た
パ
ミ
ー
ル
観
光
ツ
ア
ー
の
客
が
、
今
現
在
大
挙
し
て
ア

チ
ク
タ
シ
Ｂ
Ｃ
に
押
し
寄
せ
て
お
り
、
君
た
ち
を
降
ろ
し
て
も
収
容
ス
ペ
ー
ス

が
全
く
無
い
、
と
い
う
つ
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
翌
朝
か
ら
さ
っ
そ
く
、
猛
烈
な
陳
情
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
、
三
十
日
、
ま
ず
熊
崎
と
滝
沢
、
八
月
二
日
に
広

瀬
、
そ
し
て
翌
三
日
私
と
佐
野
、
と
い
う
具
合
に
延
べ
三
回
の
分
散
フ
ラ
イ
ト

で
、
よ
う
や
く
高
市
の
待
つ
ア
チ
ク
タ
シ
ヘ
の
帰
還
に
成
功
し
た
。

レ
ー
ニ
ン
峰
登
頂

八
月
三
日
夕
刻
、
十
四
日
振
り
に
大
名
全
員
が
レ
ー
ニ
ン
氷
河
上
Ｃ
ｌ

（四

二
〇
〇
屑
）
に
集
結
し
た
。
予
想
外
の
ヘ
リ
待
ち
で
貴
重
な
時
間
を
失
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
残
さ
れ
た
登
山
日
数
は
僅
か
四
日
間
。
八
日
の
朝
に
は
オ
ー
シ
ュ

ヘ
下
る
バ
ス
が
出
る
。
チ
ャ
ン
ス
は

一
回
き
り
。
そ
れ
も
全
日
、
行
動
可
能
な

好
天
が
続
く
と
い
う
条
件
付
き
だ
。
眼
前
に
は
、
先
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
の
呪
縛

未
だ
醒
め
や
ら
ぬ
高
度
差
三
千
】
日
の
レ
ー
ニ
ン
北
面
が
、
新
雪
を
の
せ
不
気
味

な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。　
一
時
は
雪
崩
に
対
し
て
比
較
的
安
全
な
登
路
を
提
供

し
て
く
れ
そ
う
な
リ
プ
キ
ン
稜
を
採
る
こ
と
も
検
討
し
た
が
、
反
面
深
い
ラ
ッ

セ
ル
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
決
し
て
安
全
と
は
言
え

ず
、
ル
ー
ト
上
部
の
大
雪
面
に
は
無
数
の
表
層
雪
崩
の
爪
痕
が
望
見
さ
れ
た
。

一
番
左
手
の
顕
著
な
リ
ッ
ジ
を
忠
実
に
辿
る
ス
ク
ラ
ト
フ
は
最
も
安
全
そ
う
だ

が
、
長
す
ぎ
て
と
て
も
頂
上
ま
で
は
届
き
そ
う
も
な
い
。
結
局
、
追
い
詰
め
ら

れ
た
我
々
に
は
、
最
も
ノ
ー
マ
ル
な
ラ
ズ
ジ
ェ
リ
ナ
ヤ
経
由
の
西
稜
以
外
に
道
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は
な
く
、
明
日
か
ら

一
発
勝
負
の
ア
タ
ッ
ク
を
か
け
る
こ
と
に
決
め
た
。
最
大

の
懸
念
は
、
二
十
日
前
の
大
雪
崩
に
吹
き
と
ば
さ
れ
た
Ｃ
２
付
近
の
状
況
が
つ

か
め
な
い
こ
と
だ
っ
た
が
、
と
に
か
く
自
分
の
日
で
判
断
し
た
上
で
な
け
れ
ば

諦
め
が
つ
か
な
い
。

四
日
、
チ
ー
フ
ド
ク
タ
ー
か
ら
Ｃ
ｌ
以
上
の
行
動
に
釘
を
刺
さ
れ
て
い
る
高

市
を
残
し
ア
タ
ッ
ク
開
始
。
途
中
他
の
先
行
パ
ー
テ
ィ
ー
を
全
て
抜
き
去
り
、

四
時
間
で
半
円
形
状
の
氷
河
盆
地
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
た
。
七
月
十
三
日
夜
四

十
三
名
が
瞬
時
に
し
て
消
え
た
平
坦
な
プ
ラ
ト
ー
は
、
折
か
ら
の
午
後
の
ガ
ス

に
包
ま
れ
、
大
惨
事
の
痕
跡
は
ど
こ
に
も
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
幸
い
、

右
手
上
方
に
雪
崩
の
恐
怖
か
ら
唯

一
我
々
を
救
っ
て
く
れ
そ
う
な
ガ
レ
場
を
見

つ
け
、
そ
こ
を
整
地
し
て
テ
ン
ト
を
張
っ
た
。

明
け
て
五
日
、
久
し
振
り
に
ピ
リ
ッ
と
引
き
締
ま
っ
た
大
気
は
、
好
天
の
到

来
を
予
感
さ
せ
た
。
佐
野
と
二
人
で
テ
ン
ト
を
た
た
ん
で
い
る
と
、
既
に
撤
収

を
終
え
た

一
段
下
の
天
幕
場
か
ら
、
熊
崎
が
沈
痛
な
顔
つ
き
で
や
っ
て
来
た
。

聞
く
と
、
「広
瀬
は
昨
日
来
の
下
痢
が
止
ま
ら
ず
、
す
っ
か
り
弱
っ
て
い
る
。

滝
沢
も
不
調
。
そ
し
て
順
応
不
足
の
自
分
は
こ
こ
か
ら
二
日
で
頂
上
を
往
復
す

る
自
信
が
な
い
。
一
晩
中
寝
ず
に
皆
で
話
し
合
っ
た
が
、
予
備
日
な
し
の
ア
タ
ッ

ク
は
、
仮
り
に
体
調
が
良
く
て
も
リ
ス
ク
が
大
き
す
ぎ
る
、
と
い
う
結
論
に
達

し
三
人
で
下
山
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
言
う
。
と
り
わ
け
こ
の
最
後
の
言
葉
は

私
を
ひ
ど
く
動
揺
さ
せ
た
。
隊
長
と
し
て
の
私
の
最
大
の
責
務
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
遠
征
目
的
の
達
成
と
個
々
の
隊
員
の
安
全
確
保
を
ど
こ
で
均
衡
さ
せ
る

か
、
と
い
う

一
点
に
集
約
さ
れ
る
。
し
か
し
、
今
や
一
瞬
に
し
て
そ
の
立
場
は

微
妙
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
結
果
的
に
こ
の
賭
け
に
勝
っ
た
の
は
私
で

あ
っ
た
が
、
も
し
途
中
で
天
候
急
変
に
見
舞
わ
れ
て
い
れ
ば
…
。
も
う

一
度
彼

の
顔
を
見
る
。
そ
の
日
は
赤
く
充
血
し
、
少
し
潤
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

彼
の
言
う
こ
と
は
正
論
で
あ
る
。
彼
に
は
散
々
苦
労
を
か
け
す
ま
な
い
気
持
ち

で

一
杯
で
あ
っ
た
が
、
も
は
や
こ
こ
で
議
論
し
て
い
る
時
間
は
な
い
。

八
時
四
十
分
、
や
は
り
頂
上
へ
の
衝
動
を
ど
う
し
て
も
押
え
切
れ
な
い
佐
野

を
連
れ
、
西
稜
末
端
に
取
り
付
く
。
今
朝
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
逆
に
私
た
ち
二
人

に
新
た
な
力
を
与
え
て
く
れ
た
よ
う
だ
。
ラ
ズ
ジ
ェ
リ
ナ
ヤ
の
登
り
で
は
予
想

外
に
深
い
ラ
ッ
セ
ル
に
苦
し
め
ら
れ
は
し
た
が
、
終
始
快
調
な
ペ
ー
ス
を
維
持

し
、
十
六
時
、
ア
タ
ッ
ク
キ
ャ
ン
プ
と
な
る
Ｃ
４

（六
五
〇
〇
厨
）
入
り
を
果

た
し
た
。
Ｃ
３

（六

一
〇
〇
腐
）
を
パ
ス
し
た
理
由
は
、
明
日
そ
こ
か
ら
ア
タ
ッ

ク
を
か
け
た
の
で
は
と
て
も
そ
の
日
の
う
ち
に
安
全
圏
の
Ｃ
２
ま
で
降
り
ら
れ

な
い
、
と
考
え
た
か
ら
だ
っ
た
。

八
月
六
日
、
快
晴
。
気
温
マ
イ
ナ
ス
十
五
度
。
七
時
五
十
分
。
肌
を
刺
す
よ

う
な
強
風
を
つ
い
て
頂
上
へ
向
う
。
昨
日
の
疲
れ
と
足
首
ま
で
潜
る
新
雪
の
お

か
げ
で
ペ
ー
ス
は
上
ら
な
い
。
ダ
ラ
ダ
ラ
と
し
た
馬
の
背
の
よ
う
な
頂
上
稜
線

は
ま
る
で
無
限
に
続
く
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
勝
負
は
も
う
つ
い
て
い

た
。
私
は
も
う
あ
れ
こ
れ
思
い
悩
む
こ
と
も
、
先
を
読
む
必
要
も
な
か
っ
た
。

十
二
時
二
十
分
。
そ
れ
と
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
レ
ー
ニ
ン
は
我
々
二
人
の
足
下

に
あ
っ
た
。
頭
上
に
は
ど
こ
ま
で
も
澄
み
き
っ
た
紺
碧
の
空
が
広
が
り
、
遠
く

中
国
、
パ
キ
ス
タ
ン
ヘ
と
連
ら
な
る
パ
ミ
ー
ル
の
山
並
は
白
く
目
に
滲
み
た
。

し
か
し
、
よ
う
や
く
念
願
の
二
つ
目
の
七
〇
〇
〇
厨
峰
を
手
中
に
収
め
た
と
い

う
の
に
、
期
待
し
た
感
動
は
ど
こ
か
ら
も
湧
き
上
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
。

「
せ
め
て
全
員
で
こ
こ
に
来
た
か
っ
た
…
。」
佐
野
が
ポ
ツ
リ
と
も
ら
し
た

言
葉
が
、
私
の
心
に
虚
し
い
響
き
を
残
し
た
。

∧
記
録
概
要
∨
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第一次パミール登山隊報告 (1990年 )

隊
の
名
称

活
動
期
間

隊
の
構
成

行
動
概
要白勺

報

告

書

〔註

一
本
登
山
隊
は
日
本
山
岳
会
海
外
登
山
基
金
、
平
成
二
年
度
第

一
次
助
成

金
の
割
当
て
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。〕

目

日
本
山
岳
会
第

一
次
パ
ミ
ー
ル
登
山
隊

一
九
九
〇

一
九
九
〇
年
七
月
九
日
～
八
月
十

一
日

（実
質
登
山
期
間
二
十
四

日
間
）

隊
長
＝
大
谷
亮

（３０

ｏ
上
智
大
学
Ｏ
Ｂ
）
、
副
隊
長
＝
熊
崎
和
宏

（２８

ｏ
成
険
大
学
Ｏ
Ｂ
）
、
高
市
豊
義

（２２

ｏ
成
膜
大
学
）
、
佐
野

哲
也

（２２

ｏ
明
治
大
学
）
、
廣
瀬
学

（２２

ｏ
明
治
大
学
）
、
滝
沢
守

生

（２ｌ
ｏ
成
険
大
学
）

七
月
九
日
　
先
発
隊
新
潟
発
。
十
二
日
後
発
隊
成
田
発
。
十
四
日

ア
チ
ク
タ
シ
。
十
七
日
　
モ
ス
ク
ビ
ン
Ｂ
Ｃ
。
二
十
七
日
　
コ
ル

ジ
ェ
ネ
フ
ス
カ
ヤ
峰
登
頂

（大
谷
、
廣
瀬
、
佐
野
、
滝
沢
）
。
八

月
六
日
　
レ
ー
ニ
ン
峰
登
頂

（大
谷
、
佐
野
）
　

八
日
　
ア
チ
ク

タ
シ
発
帰
国
の
途
に

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム

（七
四
九
五
ｍ
）
、
コ
ル
ジ
ェ
ネ
フ
ス
カ
ヤ

（七

一
〇
五
ｍ
）
両
峰
の
全
員
登
頂
。

日
本
山
岳
会
第

一
次
パ
ミ
ー
ル
登
山
隊
仮
報
告
書

（
一
九
九
〇
）
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南
極
大
陸
最
高
峰
ビ
ン
ソ
ン

・
マ
シ
フ
登
頂

登
頂
記

発
端
、
準
備
、
そ
し
て
大
陸
第

一
歩

一
民
間
人
で
あ
る
私
た
ち
が
南
極
の
山
に
登
る
こ
と
が
出
来
る
と
判
っ
た
の

は

一
九
八
八
年
の
事
で
あ
っ
た
。
カ
ナ
ダ
に
あ
る
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
い
う
南
極
だ
け
を
と
り
扱
う
旅
行
代
理
店
が
南
極
点
到
達
や
南
極
最

高
峰
の
ビ
ン
ソ
ン
・
マ
シ
フ

（四
九
八
七
肝
）
登
頂
の
募
集
を
す
る
と
い
う
記

事
を
読
ん
だ
時
、
こ
こ
に
た
の
め
ば
南
極
に
行
け
る
と
心
は
お
ど
っ
た
。

ビ
ン
ソ
ン
・
マ
シ
フ
の
登
頂
は
十

一
月
と
十
二
月
の
二
回
に
亘
っ
て
ツ
ア
ー

が
組
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
南
極
登
山
資
金
通
帖
を
私
と
北
村
は
共
同
で
作

り
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
売
っ
た
り
、
お
互
い
の
講
演
料
、
原
稿
料
の
一
部
を
少
し
ず
つ

貯
え
は
じ
め
た
。
出
発
は
九
〇
年
の
暮
と
し
、
そ
の
間
に
南
極
に
関
す
る
資
料

を
集
め
、
実
際
に
南
極
を
経
験
し
た
方
々
に
お
話
を
き
く
こ
と
に
し
た
。
幸
い

ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ト
ラ
ス
ト
の
ト
ラ
ス
テ
ィ
で
あ
る
ク
リ

田

部

井

レ
し

　

ヰ
Ｕ

■
４

　

■
イ

ス
・
ボ
ニ
ン
ト
ン
氏
と
は
、
何
度
か
会
う
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
、
直
接
ル
ー
ト
に

つ
い
て
も
き
く
こ
と
が
出
来
、
写
真
や
著
書
も
送
っ
て
い
た
だ
い
た
し
、
メ
ス

ナ
ー
氏
と
も
会
っ
て
ビ
ン
ソ
ン
ｏ
マ
シ
フ
の
様
子
を
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
出

来
た
。
二
人
と
も
、
天
気
次
第
で
あ
り
技
術
的
に
は
む
づ
か
し
く
な
い
と
い
う

事
に
私
は
安
心
し
た
。

当
初
私
は

一
九
八
八
年
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
に
登
っ
た
自
称
少
女
隊
の
女
三
人
で

行
く
つ
も
り
で
い
た
が
、
計
画
が
具
体
化
し
て
南
極
用
の
特
別
の
二
重
靴
や

ウ
ェ
ア
を
発
注
す
る
段
階
に
な
っ
た
時
、ど
う
し
て
も
南
極
の
山
へ
行
き
た
い
、

女
性
隊
と
は
知
り
つ
つ
も
な
ん
と
か
入
れ
て
下
さ
い
と
い
う
男
性
が
現
れ
、
検

討
の
結
果
い
く
つ
か
の
条
件
付
き
で
Ｏ
Ｋ
と
し
た
。
そ
の
条
件
と
い
う
の
は

一

人
の
男
性
の
職
業
が
毎
日
新
聞
社
勤
務
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
エ
ベ

レ
ス
ト
登
山
以
来
ず
っ
と

一
緒
に
山
行
を
共
に
し
て
い
る
北
村
は
読
売
新
聞
社

勤
務
と
い
う
立
場
上
、
新
聞
社
と
い
う
肩
書
無
し
の
個
人
参
加
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を

一
番
強
調
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

節 淳

子 子
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ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
の
連
絡
は
十
二
月
二
十
九
日
に
プ

ン
タ
ア
レ
ナ
ス
か
ら
南
極
へ
飛
ぶ
の
で
そ
れ
に
間
に
合
う
よ
う
に
集
合
す
る
こ

と
、
装
備
、
食
糧
は

一
切
用
意
す
る
の
で
個
人
装
備
だ
け
で
よ
い
、
費
用
は

一

八
五
〇
〇
ド
ル
を

一
ヶ
月
前
に
送
金
す
る
こ
と
と
い
う
、
非
常
に
簡
単
な
も
の

で
あ
っ
た
。
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
で
ス
キ
ー
下
降
の
楽
し
さ
を
少
し
味
わ
っ
た
私
た

ち
は
、
ス
キ
ー
を
持
参
し
よ
う
か
ど
う
す
る
か
非
常
に
迷
っ
た
が
、
三
浦
雄

一

郎
氏
の

「
ス
キ
ー
は
も
た
な
い
方
が
い
い
」
と
い
う

一
言
で
す
っ
ば
り
あ
き
ら

め
た
。
プ
ロ
の
ス
キ
ー
ヤ
ー
が
苦
労
し
た
と
い
う
所
を
、
真
嶋
を
除
く
私
ど
も

初
心
者
に
出
来
る
わ
け
が
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
新
し
く
発
注
し
た

装
備
は
三
重
の
テ
ン
ト
、
特
別
の
皮
製
の
二
重
靴
、
つ
な
ぎ
の
ウ
ェ
ア
、
オ
ー

バ
ー
シ
ュ
ー
ズ
な
ど
で
、
あ
と
は
市
販
の
も
の
を
用
意
し
た
。

プ
ン
タ
ア
レ
ナ
ス
に
集
合
し
た
の
は
、
日
本
人
五
名
、
ア
メ
リ
カ
人
三
名
、

内

一
名
は
七
十
五
歳
の
方
で
南
極
は
三
度
日
と
い
う
勇
者
。
フ
ラ
ン
ス
人
三
名

は
プ
ロ
の
登
山
家
と
プ
ロ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
。
登
山
家
の
ジ
ャ
ン
ピ
エ
ー
ル
は
ボ

ワ
バ
ン
が
エ
ベ
レ
ス
ト
頂
上
か
ら
パ
ラ
バ
ン
ト
で
降
り
た
時
頂
上
で
サ
ポ
ー
ト

し
た
と
い
う
、
バ
リ
バ
リ
の
登
山
ガ
イ
ド
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
か
ら
は
財
政
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
を
し
な
が
ら
八
〇
〇
〇
肝
峰
を
登
る
と
い
う
人
を
合
わ
せ
て
合
計

十
名
の
国
際
隊
に
な
っ
た
。
そ
し
て
カ
ナ
ダ
の
ガ
イ
ド
は
、
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
社
長
夫
婦
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ー
チ
ン
と
ジ
ル
。

行
動
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
月

一
日
　
南
極
の
天
候
待
ち
で
プ
ン
タ
ア
レ
ナ
ス
到
着
後
、
十
三
日
目
に

し
て
や
っ
と
出
発
と
な
っ
た
。　
一
月
三
日
に
出
発
し
た
が
途
中
で
飛
行
機
の
部

品
の
一
部
が
異
常
と
判
り
引
返
し
て
き
た
た
め
、
な
ん
と
プ
ン
タ
ア
レ
ナ
ス
滞

在
約
二
週
間
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
も
今
日
で
終
り
だ
。
空
港
の
す

み
に
と
ま
っ
て
い
る
Ｄ
Ｃ
６
に
乗
り
こ
み
、
ベ
ル
ト
を
締
め
る
。
か
な
り
古
い

機
種
の
飛
行
機
で
、
こ
ん
な
の
で
南
極
ま
で
飛
べ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
不
安

が
い
っ
ぱ
い
。
で
も
そ
れ
は
誰
れ
も
口
に
出
さ
な
い
。
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
信
じ
る

他
は
な
い
。
夜
の
九
時
だ
が
陽
が
サ
ン
サ
ン
と
照
り
つ
け
て
い
た
。
万

一
遅
れ

る
場
合
の
連
絡
先
メ
モ
を
Ａ
Ｎ
社
の
女
社
長
に
手
渡
し
再
び
機
内
に
も
ど
る
。

エ
ン
ジ
ン
が
か
か
り
い
よ
い
よ
離
陸
だ
。
他
の
山
の
出
発
と
は

一
味
ち
が
っ

た
緊
張
が
帳
る
。
機
内
の
気
温
が
グ
ン
グ
ン
下
り
と
う
と
う
防
寒
着
と
寝
袋
を

出
す
。
機
内
は
早
く
も
南
極
の
ム
ー
ド
で
あ
る
。
八
時
間
の
飛
行
で
高
度

一
〇

〇
〇
属
の
パ
ト
リ
オ
ッ
ト
ヒ
ル
に
着
く
。
ツ
ル
ン
ツ
ル
ン
の
広
い
氷
の
上
に
着

陸
停
止
。
お
も
わ
ず
拍
手
が
湧
い
た
。

純
白
世
界
の
登
高

こ
の
時
期
パ
ト
リ
オ
ッ
ト
ヒ
ル
に
常
註
し
て
い
る
Ａ
Ｎ
社
の
職
員

（女
性

一

名
を
含
む
四
名
）
が
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
に
の
っ
て
出
迎
え
に
き
て
く
れ
た
。
ド

ア
ー
付
き
の
か
ま
ぼ
こ
型
テ
ン
ト
に
は
無
線
機
、
ス
ト
ー
ブ
、
流
し
台
付
き
台

所
と
テ
ー
ブ
ル
セ
ッ
ト
が
あ
り
、
テ
ー
ブ
ル
の
下
の
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
は
キ
ャ
ベ

ツ
や
ト
マ
ト
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
た
。
こ
の
テ
ン
ト
を
中
心
に
倉
庫
、
就
寝

用
テ
ン
ト
、
ト
イ
レ
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
セ
ス
ナ
機
に
乗
り
か
え
て
ビ
ン
ソ
ン

マ
シ
フ
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
入
る
。

四
人
乗
り
だ
が
荷
物
が
重
い
の
で
人
間
は
三
人
ず
つ
に
分
か
れ
る
。
す
で
に

私
た
ち
の
食
糧
は
種
類
別
に
ビ
ニ
ー
ル
の
袋
に
包
装
を
と
り
は
ず
し
て
区
分
け

さ
れ
て
い
た
が

一
つ
の
袋
が
か
な
り
重
い
。

朝
の
四
時
半
に
パ
ト
リ
オ
ッ
ト
ヒ
ル
に
着
い
た
の
で
、
四
番
目
の
フ
ラ
イ
ト

で
出
る
私
た
ち
は
、
少
し
仮
眠
し
て
フ
ラ
イ
ト
を
待
っ
た
。

セ
ス
ナ
機
か
ら
見
下
ろ
す
南
極
大
陸
は
美
し
か
っ
た
。
果
て
し
な
い
雪
と
氷
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の
広
が
り
、
だ
れ
も
歩
い
た
こ
と
の
な
い
こ
の
雪
面
は
網
の
目
の
よ
う
に
、
ク

レ
バ
ス
が
走
っ
て
い
た
。鋭
い
岩
肌
を
持
つ
南
極
の
山
々
を
い
く
つ
も
越
え
る
。

何
万
年
も
人
も
生
物
も
歩
い
た
こ
と
の
な
い
雪
、
氷
の
美
し
さ
は
荘
厳
と
か

清
ら
か
さ
と
か
を
越
え
た
美
し
さ
で
あ
り
、
あ
ま
り
宗
教
心
の
な
い
私
も
神
の

存
在
を
信
じ
た
く
な
る
程
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
こ
の
地
球
上

に
も
あ
っ
た
の
だ
。
こ
ん
な
美
し
い
風
景
を
生
き
て
い
る
う
ち
に
見
れ
た
こ
と

に
私
は
感
謝
し
た
。
こ
れ
か
ら
先
ど
ん
な
に
苦
し
い
こ
と
や
つ
ら
い
こ
と
が

あ
っ
て
も
、
こ
の
風
景
を
思
い
出
し
切
り
抜
け
て
ゆ
こ
う
と
誓
っ
た
。

高
度
二
四
〇
〇
屑
の
Ｂ
Ｃ
付
近
は
、
広
い
雪
面
で
あ
る
。
す
で
に
六
張
の
テ

ン
ト
が
張
っ
て
あ
っ
た
。
基
本
的
に
は
す
べ
て
自
分
た
ち
で
行
う
。
セ
ス
ナ
機

か
ら
自
分
達
の
荷
物
を
お
ろ
し
、
ソ
リ
に
積
ん
で
テ
ン
ト
地
ま
で
運
ぶ
。
軽
い

フ
ワ
フ
ワ
の
雪
を
ふ
み
か
た
め
、
雪
プ
ロ
ッ
ク
を
積
み
三
人
用
の
特
別
テ
ン
ト

を
建
て
た
。
気
温
は
マ
イ
ナ
ス
七
度
だ
が
テ
ン
ト
設
営
に
汗
を
か
い
た
。

パ
ト
リ
オ
ッ
ト
ヒ
ル
か
ら
Ａ
Ｎ
社
の
ガ
イ
ド
で
あ
る
マ
イ
ク
が
加
わ
り
合
計

十
三
名
の
登
山
隊
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
ド
イ
ツ
人
は

一
つ
の
パ
ー
テ
ィ
ー
と

な
リ
ラ
ッ
シ
ュ
で
行
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
た
ち
と
ア
メ
リ
カ
隊
は

一
緒

に
登
頂
を
目
指
す
。
全
員
の
行
動
が
終
了
し
た
時
に
セ
ス
ナ
機
が
迎
え
に
く
る

と
い
う
仕
組
み
で
、
パ
ト
リ
オ
ッ
ト
ヒ
ル
と
は
定
時
交
信
が
あ
る
。

Ａ
Ｎ
社
の
用
意
し
た
食
糧
の
主
食
は
オ
ー
ト
ミ
ー
ル
で
そ
の
中
に
バ
タ
ー
を

た
っ
ぶ
り
入
れ
る
。
砂
糖
、
チ
ー
ズ
、
ミ
ル
ク
、
ハ
チ
ミ
ツ
、
千
し
ぶ
ど
う
、

十
し
あ
ん
ず
、
カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ
、
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
な
ど
も
加
わ
り
、
食
器

一
個

で
栄
養
た
っ
ぷ
り
の
合
理
的
な
食
事
が
と
れ
る
と
い
う
具
合
だ
が
、
慣
れ
る
ま

で
に
は
、
か
な
り
勇
気
と
時
間
を
要
し
た
。
行
動
食
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
各
種
と

チ
ー
ズ
、
サ
ラ
ミ
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
ク
ラ
ッ
カ
ー
で
あ
る
。
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私
た
ち
は

一
週
間
分
の
日
本
食
を
持
参
し
た
が
、
こ
れ
が
な
か
っ
た
ら
食
生

活
は
か
な
り
忍
耐
を
必
要
と
し
た
と
思
う
。

Ｂ
Ｃ
に
降
り
て
き
た
時
の
た
め
の
食
糧
を
デ
ポ
し
て
も
七
日
間
分
の
食
糧
は

か
な
り
の
重
量
な
の
で
、
Ｃ
ｌ
ま
で

一
度
荷
上
げ
に
ゆ
く
。
Ｂ
Ｃ
か
ら
Ｃ
ｌ
ま

で
は
、
ゆ
る
や
か
な
広
い
雪
面
で
あ
る
。
真
正
面
に
た
ち
は
だ
か
る
岩
壁
の
後

に
ビ
ン
ソ
ン
マ
シ
フ
の
三
角
形
の
頂
上
が
見
え
る
。

広
い
氷
河
は
ク
レ
バ
ス
も
な
く
、
ア
イ
ゼ
ン
も
い
ら
な
い
。
ハ
ー
ネ
ス
に
ソ

リ
を
つ
な
ぐ
カ
ラ
ビ
ナ
を
つ
け
、
ギ
シ
ギ
シ
と
き
し
ま
せ
な
が
ら
ス
ト
ッ
ク
を

つ
い
て
ソ
リ
を
ひ
く
。

軽
い
雪
は
気
温
が
低
い
た
め
に
、
結
晶
が
そ
の
ま
ま
雪
面
に
残
っ
て
い
る
。

一
歩
足
を
踏
み
こ
む
と
、
ま
わ
り
の
雪
が
フ
ワ
リ
と
舞
う
。
風
に
乗
っ
て
舞
っ

た
雪
が
、
サ
ン
サ
ン
と
降
り
そ
そ
ぐ
太
陽
光
線
を
い
っ
ぱ
い
に
受
け
、
プ
リ
ズ

ム
の
よ
う
に
輝
く
。
広
い
雪
面
に
ふ
り
そ
そ
い
だ
結
晶
が
キ
ラ
キ
ラ
と
光
り
、

ま
る
で
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
上
を
歩
い
て
い
る
よ
う
だ
。

ふ
り
返
え
る
と
、
果
て
し
な
い
雪
の
台
地
が
丸
く
孤
を
画
い
て
続
き

「あ
あ

こ
こ
は
南
極
」
の
感
を
強
く
す
る
。

正
面
の
岩
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
左
上
し
た
広
い
雪
原
を
Ｃ
ｌ
と
す
る
。

Ｃ
２
ま
で
も
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
だ
が
、
波
の
し
ぶ
き
が
そ
の
ま
ま
氷
っ
た
よ

う
に
凸
凹
が
出
て
き
て
ソ
リ
が
ひ
っ
か
か
り
、
何
度
も
ひ
っ
く
り
か
え
っ
た
。

Ｃ
ｌ
か
ら
Ｃ
２
の
間
に
傾
斜
五
十
度
近
い
雪
壁
が
あ
り
、
そ
こ
が
困
難
と
三

浦
雄

一
郎
氏
か
ら
き
い
て
い
た
が
、
思
い
あ
た
る
ル
ー
ト
で
は
な
い
。
い
つ
こ

の
雪
壁
が
現
わ
れ
る
の
か
と
、　
一
緒
に
行
動
し
て
い
る
マ
ー
チ
ン
に
き
く
と
、

今
回
の
こ
の
ル
ー
ト
を
登
る
の
は
、
私
た
ち
が
は
じ
め
て
で
、
従
来
使
っ
て
い

た
ル
ー
ト
で
は
な
い
こ
と
が
判
っ
た
。　
一
九
九
〇
年
に
登
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
隊

の
一
人
が
頂
上
直
下
で
ス
リ
ッ
プ
、
骨
折
で
動
け
な
く
な
り
、
そ
の
救
助
を
Ａ

Ｎ
社
が
行
っ
た
際
、
怪
我
人
を
お
ろ
す
ル
ー
ト
と
し
て
、
こ
の
氷
河
が
非
常
に

安
定
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
た
め
、
今
回
は
初
め
て
の
試
み
と
し
て
、
こ
の

西
氷
河
か
ら
登
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
Ｂ
Ｃ
は
尾
根

一
つ
へ
だ
て
た
氷
河
に
あ
り
、
Ｃ
２
で
こ
の
新
ル
ー
ト

と
合
流
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
傾
斜
五
十
度
の
雪
壁
は
パ
ス
し
て
、
Ｃ
２
ヘ

入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ら
ば
ス
キ
ー
は
充
分
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
た
の

だ
。
ガ
イ
ド
も
む
ろ
ん
ス
キ
ー
を
つ
か
っ
て
い
る
し
、
ア
メ
リ
カ
の
長
老
ア
レ

ン
お
じ
さ
ん
も
、
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
用
の
ス
キ
ー
を
使
っ
て
ス
イ
ス
イ
と
私

た
ち
の
側
を
か
け
抜
け
て
い
っ
た
。

ス
キ
ー
の
名
手
真
嶋
は
、
地
だ
ん
だ
踏
ん
で
悔
し
が
っ
た
。

Ｃ
２
か
ら
Ｃ
３
は
、　
一
気
に
八
〇
〇
済
登
る
急
な
雪
壁
で
、
上
部
で
は
ザ
イ

ル
を
使
用
し
た
。　
一
つ
の
セ
ラ
ッ
ク
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
雪
と
違
い
陶
器
の
よ
う
に

美
し
い
。
尾
根
上
は
風
が
強
い
の
で
、　
一
段
低
い
台
地
に
Ｃ
３
を
設
営
し
た
。

こ
の
Ｃ
３
か
ら
マ
ウ
ン
ト

・
シ
ン
に
も
登
る
こ
と
が
出
来
る
。
う
ま
く
い
っ

た
ら
、
こ
の
山
に
も
登
る
予
定
で
あ
っ
た
。
Ｂ
Ｃ
よ
リ
ラ
ッ
シ
ュ
で
登
っ
た
フ

ラ
ン
ス
人
と
ド
イ
ツ
人
は
、
す
で
に
登
頂
に
成
功
し
Ｃ
３
に
戻
っ
て
い
た
。
高

度
が
グ
ン
と
上
っ
た
。
Ｃ
３
か
ら
の
眺
め
は
素
晴
ら
し
く
、
機
械
で
削
っ
た
よ

う
な
、
美
し
い
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
形
の
三
角
の
山
が
、
ま
っ
白
い
雪
面
の
中
で
、
ひ

と
き
わ
大
き
く
見
え
て
き
た
。
こ
の
山
の
名
前
も
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
い
う
の
だ
そ

う
だ
が
、
南
極
の
山
の
写
真
の
中
で
必
ず
出
て
く
る
山
だ
。

こ
の
Ｃ
３
か
ら
ビ
ン
ソ
ン
・
マ
シ
フ
の
頂
上
ヘ
ア
タ
ッ
ク
す
る
こ
と
も
可
能

だ
が
、
私
た
ち
は
速
度
が
遅
い
の
で
、
も
う

一
つ
上
部
ヘ
テ
ン
ト
を
上
げ
る
こ

と
に
し
て
い
た
。
標
高
差
は
三
〇
〇
】
日だ
が
高
所
で
の
二
〇
〇
済
の
差
は
、
私
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た
ち
に
は
大
き
い
。

と
て
つ
も
な
く
広
い
雪
原
は
、
吹
雪
い
た
ら
方
向
が
ま
っ
た
く
判
ら
な
く
な

り
そ
う
で
あ
る
。

ク
レ
バ
ス
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
ザ
イ
ル
を
つ
け
て
Ｃ
４
ま
で
登
る
。

大
き
く
Ｓ
字
形
に
う
ね
る
大
き
な
氷
河
を
、
右
へ
斜
上
し
て
ゆ
く
の
が
頂
上
ヘ

の
ル
ー
ト
だ
と
、
マ
ー
チ
ン
が
教
え
て
く
れ
た
が
、
私
た
ち
が
Ｃ
４
へ
入
っ
た

時
か
ら
、
天
気
は
崩
れ
は
じ
め
、
ど
ん
よ
り
と
濃
い
雲
が
Ｓ
字
状
氷
河
ま
で
下

り
て
き
て
い
た
。

プ
ロ
ッ
ク
を
切
り
、
テ
ン
ト
を
包
む
よ
う
に
囲
い
を
作
っ
て
テ
ン
ト
を
張
っ

た
。
こ
の
夜
か
ら
五
日
間
、
天
気
は
大
幅
に
く
ず
れ
た
。
地
吹
雪
で
ト
イ
レ
に

出
る
だ
け
で
も
、
勇
気
と
決
断
を
必
要
と
し
た
。

猛
烈
な
風
、
白

一
色
の
と
ざ
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
こ
は
南

極
の
山
だ
よ
。
他
と
は
違
う
ん
だ
よ
。
こ
こ
に
い
る
と
い
う
だ
け
で
も
、
幸
せ

じ
ゃ
な
い
、
ど
う
せ
な
ら
楽
し
く
い
こ
う
と
連
日
連
夜
と
は
い
っ
て
も
夜
は
な

い
の
だ
が
、
食
糧
の
話
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
調
理
の
仕
方
、
味
の
つ
け
方
、
い

や
は
や
そ
の
材
料
の
仕
入
れ
方
法
に
い
た
る
ま
で
、
こ
と
こ
ま
か
に
、
お
も
し

ろ
お
か
し
く
話
し
て
は
笑
い
こ
ろ
げ
て
す
ご
し
た
。

停
滞
三
日
目
の
夕
方
の
定
時
交
信
で
、
湾
岸
戦
争
の
ニ
ュ
ー
ス
を
き
い
た
。

新
聞
社
勤
務
の
北
村
は
職
場
の
修
羅
場
を
思
い
起
こ
し
、
こ
の
天
候
で
は
帰
り

が
遅
れ
る
の
で
は
な
い
か
心
配
し
て
い
た
。
真
嶋
は
遅
れ
る
と
無
断
欠
勤
に
な

る
こ
と
を
憂
い
、
田
部
井
は
息
子
の
中
学
受
験
の
願
書
提
出
日
の
締
切
り
日
ま

で
に
間
に
合
う
か
を
、
心
配
し
な
が
ら
も
現
実
の
吹
雪
に
は
行
動
出
来
な
か
っ

た
。四

日
目
の
夕
方
よ
り
雲
が
薄
く
な
り
、
時
折
前
方
の
山
の
稜
線
が
見
え
は
じ

め
、
吹
雪
が
終
り
に
き
た
か
な
と
思
っ
た
が
、
翌
日
の
朝
も
白

一
色
で
行
動
不

可
能
。

予
定
で
は

一
月
十
八
日
に
は
Ｂ
Ｃ
に
戻
る
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
予
定
は
未
定

で
し
ば
し
ば
変
更
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

長
く
続
い
た
吹
雪
も
風
は
す
で
に
収

っ
て
い
た
。
や
や
雲
が
低
く
は
り
出
し

て
い
た
が
、
快
方
に
向

い
つ
つ
あ
る
と
判
断
し
、
午
後
六
時
半
Ｃ
４
を
出
発
す

る
こ
と
に
し
た
。

荷
物
は
食
糧
と
防
寒
用
帽
子
、
手
袋
、
カ
メ
ラ
、
フ
ィ
ル
ム
、
テ
ル
モ
ス
だ

け
と
軽
く
す
る
。

ア
メ
リ
カ
隊
の
ア
レ
ン
お
じ
さ
ん
も

一
緒
に
行
く
と
い
う
の
で
、
ア
メ
リ
カ

隊
二
人
、
日
本
人
五
名
、
カ
ナ
ダ
人
ガ
イ
ド
兼
Ａ
Ｎ
社
社
長
夫
妻
と
ガ
イ
ド
役

の
マ
イ
ク
の
十
名
と
い
う
大
人
数
で
出
発
す
る
。
四
十
分
位
歩
い
た
時
ジ
ル
（
一

見
男
性
か
と
見
ま
ち
が
う
程
大
柄
で
性
格
も
大
ざ

っ
ぱ
。
見
て
い
て
も
小
気
味

い
い
程
大
胆
に
料
理
す
る
。
細
か
い
野
菜
切
り
な
ん
か
は
不
得
意
ら
し
く
、
プ

ン
タ
ア
レ
ナ
ス
で
ハ
イ
キ
ン
グ
に
い
っ
た
時
も
、
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
に
皮

つ
き

玉
ね
ぎ
を
、
バ
サ
バ
サ
と
切

っ
て
は
さ
ん
で
く
れ
、
人
参
は
ス
ー
パ
ー
で
買

っ

て
き
た
ま
ま
の
丸
ご
と

一
本
手
渡
し
て
く
れ
た
。
馬
じ
ゃ
な
い
よ
私
た
ち
、
客

だ
よ
と
北
村
と
日
本
語
で
笑
い
な
が
ら
ど
な
っ
た
り
も
し
た
が
、　
一
緒
に
い
て

ほ
ん
と
う
に
気
に
な
ら
な
い
人
で
あ
る
。
今
回
も
排
せ
つ
物
の
大
の
方
は
も
ち

帰
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
用
の
大
き
い
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
袋
と
、
上
に
の
せ

る
便
座
＝
お
ふ
ろ
の
マ
ッ
ト
に
使
う
よ
う
な
も
の
の
形
に
切

っ
た
も
の
だ
が
＝

を
用
意
し
て
き
た
。
キ
ャ
ン
プ
間
の
移
動
の
時
ザ
ッ
ク
に
つ
け
て
歩
い
て
い
た

が
、
こ
の
便
座
の
上
で
、
い
く
ら
南
極
は
無
菌
状
態
の
所
と
は
い
え
、
サ
ラ
ミ

を
バ
チ
バ
チ
と
切

っ
て
、
私
た
ち
に
放
り
投
げ
て
く
れ
る
ス
テ
キ
な
神
経
の
持
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主
）
が
、
持
参
し
た
ス
コ
ッ
プ
で
ル
ー
ト
の
わ
き
に
雪
を
塚
の
よ
う
に
も
り
上

げ
て
い
た
。
帰
り
の
目
じ
る
し
の
た
め
で
あ
る
が
、
昔
な
が
ら
の
こ
の
方
法
を
、

今
も
や
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
驚
き
と
感
動
が
あ
っ
た
。
ゆ
る
く
登
り
気
味
の

氷
河
を
歩
き
は
じ
め
て
約
二
時
間
た
っ
た
時
、
七
十
五
歳
の
ア
レ
ン
お
じ
さ
ん

は
、
自
分
は
こ
こ
で
止
め
る
。
こ
こ
か
ら
な
ら

一
人
で
も
Ｃ
４
に
帰
れ
る
か
ら

と
言
っ
て
さ
わ
や
か
に
引
き
返
し
て
い
っ
た
。

真
夜
中
の
登
頂

雪
は
深
く
表
面
は
軽
い
が
、
踏
む
と
ズ
シ
ッ
と
入
る
三
段
が
ま
え
の
ラ
ッ
セ

ル
に
な
り
、
交
代
で
ラ
ッ
セ
ル
す
る
。
曲
が
り
く
ね
っ
た
氷
河
に
そ
っ
て
登
る

と
、
傾
斜
が

一
段
と
き
つ
い
雪
面
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
上
部
は
岩
壁
で
、
そ

の
上
に
は
ま
だ
雲
が
た
れ
こ
め
て
お
り
、
見
え
な
い
。
ジ
グ
ザ
グ
に
ラ
ッ
セ
ル

を
し
な
が
ら
の
登
高
中
、
真
嶋
が
吐
い
た
。

稜
線
に
出
る
と
風
が

一
段
と
強
く
な
る
と
思
い
高
所
帽
と
鼻
の
先
だ
け
が
出

る
カ
ラ
ス
の
面
の
よ
う
な
マ
ス
ク
を
つ
け
る
。
が
こ
れ
が
あ
ま
り
役
に
立
た
ず
、

眼
鏡
が
曇
っ
て
困
っ
た
。
オ
ー
バ
ー
手
袋
で
眼
鏡
を
ゴ
シ
ゴ
シ
ふ
い
て
い
た
ら
、

レ
ン
ズ
が
は
ず
れ
て
し
ま
い
ゴ
ー
グ
ル
だ
け
に
す
る
。
こ
れ
も
す
ぐ
曇
る
。

反
対
側
の
氷
河
の
一
部
が
見
え
て
く
る
と
風
は
強
く
な
り
、
コ
ル
か
ら
先
は
、

狭
い
岩
稜
を
ト
ラ
バ
ー
ス
気
味
に
左

へ
ま
わ
り
こ
む
。
真
嶋
が
こ
こ
で
皆
を

待
っ
て
い
る
と
言
い
出
し
た
が
、
ゆ
っ
く
り
で
い
い
か
ら

一
緒
に
行
こ
う
、
日

が
暮
れ
る
こ
と
は
な
い
ん
だ
か
ら
と
励
ま
し
、
荷
物
を
そ
こ
に
置
き

一
、
二
で

休
み
、　
一
、
二
で
歩
く
く
り
返
し
を
続
け
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ド
ク
タ
ー
も
ヨ
レ

ヨ
レ
で
前
後
に
マ
ー
チ
ン
と
ジ
ル
が
つ
き
、
歩
い
て
い
る
。
雪
面
は
急
に
な
り

岩
ま
じ
り
の
四
十
五
度
か
ら
五
十
度
近
く
な
っ
た
。
頂
上
直
下
だ
と
悟
る
。

と
そ
の
時
急
に
大
柄
の
野
崎
が
ア
イ
ゼ
ン
を
ひ
っ
か
け
真
嶋
に
ぶ
つ
か
っ
て
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き
た
。無
防
備
の
真
嶋
が
滑
り
出
す
。
二
肝
後
の
私
は
思
わ
ず
ピ
ッ
ケ
ル
の
ビ
ッ

ク
を
雪
面
に
つ
き
さ
し
て
ふ
せ
、
止
ま
っ
た
。
早
く
体
制
を
立
て
直
し
て
っ
！
、

と
ど
な
っ
た
時
、
野
崎
が
自
分
の
体
制
を
直
す
た
め
に
私
の
ザ
ッ
ク
に
触
れ
た
。

そ
の
力
で
私
が
三
腐
程
下
に
お
い
や
ら
れ
る
。
真
嶋
の
防
寒
用
つ
な
ぎ
の
背
中

が
三
十
セ
ン
チ
程
パ
ッ
ク
リ
切
れ
て
い
た
。
マ
イ
ク
の
後
を
歩
い
て
い
た
北
村

も
ふ
り
む
い
て
、
「ど
う
し
た
の
」
と
ど
な
っ
て
い
る
。
マ
イ
ク
、
北
村
、
真
嶋
、

田
部
井
と

一
本
の
ザ
イ
ル
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
ら
去

年
の
ア
メ
リ
カ
隊
の
二
の
舞
に
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

ま
っ
白
い
雪
壁
が
続
い
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
す
ぐ
上
で

切
れ
て
お
り
時
折
青
い
空
が
見
え
て
い
た
。
も
う
頂
上
は
す
ぐ
だ
っ
た
が
、
雲

で
ま
っ
白
く
見
え
て
い
た
た
め
、
あ
ま
り
に
も
上
に
登
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
い

た
の
だ
。
も
っ
と
下
か
ら
右
ヘ
ト
ラ
バ
ー
ス
す
れ
ば
頂
上
直
下
の
稜
線
に
出
れ

た
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
は
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
で
登
る
こ
と
に
す
る
。
カ
ニ
の
よ
う

に
ア
イ
ゼ
ン
の
ツ
ァ
ッ
ケ
と
ビ

ッ
ク
だ
け
で
ト
ラ
バ
ー
ス
し
、
大
き
く

一
歩
ふ

ん
ば
る
と
、
頂
上
の
し
る
し
の
ス
ト
ッ
ク
は
、
も
う
七
属
先
に
立
っ
て
い
た
。

今
の
ふ
ん
ば
り
で
座
り
こ
ん
で
い
た
真
嶋
さ
ん
の
腕
を
と
り
あ
い
な
が
ら

ゆ
っ
く
り
、
ゆ
っ
く
リ
ス
ト
ッ
ク
ヘ
向
う
。
北
村
が
大
き
く
手
を
ひ
ろ
げ
て
ま
っ

て
い
た
。

（田
部
井
　
記
）

ビ

ン
ソ
ン

・
マ
シ
フ
、
憧
れ
の
系
譜

新
世
界

・
南
極

南
極
は
、
人
類
に
と
っ
て
ま
だ
ま
だ

「新
世
界
」
と
云
え
る
土
地
だ
ろ
う
。

日
本
の
約
四
十
倍
に
も
あ
た
る
面
積
の
、
氷
に
お
お
わ
れ
た
こ
の
大
陸
に
、
人

類
が
初
め
て
足
跡
を
し
る
し
た
の
は

一
八
九
五
年
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ラ
ー
セ
ン

の
初
上
陸
か
ら
ま
だ
百
年
も
た
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

今
世
紀
に
入
っ
て

一
九

一
一
年
か
ら

一
二
年
に
か
け
て
の
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の

ア
ム
ン
ゼ
ン
と
イ
ギ
リ
ス
の
ス
コ
ッ
ト
の
、
国
威
を
か
け
た
南
極
点
到
達
競
争

が
人
々
の
耳
目
を
ひ
き
、
同
じ
時
期
、
日
本
の
白
瀬
轟

（の
ぶ
）
が
南
緯
八
〇

度
五
分
到
達
を
果
た
し
た
。

航
空
機
の
発
達
に
よ
り
、
空
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
に
な
っ
て
、
ア
メ

リ
カ
海
軍
が
さ
か
ん
に
探
検
を
く
り
返
し
た
の
が
四
十
年
代
。　
一
九
五
七
年
か

ら
の
国
際
地
球
観
測
年
前
後
か
ら
、
各
国
が
基
地
の
建
設
に
着
手
、
五
九
年
に

は
観
測
参
加
国
が
南
極
条
約
を
結
び
、
領
土
権
は
凍
結
さ
れ
た
ま
ま
、
今
日
に

至
っ
て
い
る
。

こ
の
短
い
南
極
と
人
類
と
の
つ
き
あ
い
の
中
で
、
こ
の
大
陸
の
山
々
が
登
場

す
る
の
は
、
海
岸
線
に
近
い
ロ
ス
島
に
位
置
す
る
エ
レ
バ
ス
山

（三
七
四
三
腐
、

一
九
〇
八
年
イ
ギ
リ
ス
隊
初
登
頂
）
を
除
け
ば
、
さ
ら
に
時
代
が
下
る
今
世
紀

も
後
半
の
こ
と
だ
。

南
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
ア
ン
デ
ス
山
脈
の
延
長
と
考
え
ら
れ
て
い
る
エ
ル
ス

ワ
ー
ス
山
脈
、
そ
の
西
部
の
セ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
山
脈
中
の
大
陸
最
高
峰
、
ビ
ン

ソ
ン
ｏ
マ
シ
フ
が
発
見
さ
れ
た
の
は

一
九
五
八
年

一
月
、
ァ
メ
リ
カ
の
海
軍
機

に
よ
っ
て
、
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
初
登
頂
は
そ
の
七
年
後
、
六
六
年
十
二
月

十
八
日
。
ア
メ
リ
カ
隊

（隊
長
Ｎ
・
Ｂ
・
ク
リ
ン
チ
氏
）
の
四
人
の
メ
ン
バ
ー

が
山
麓
に
飛
行
機
で
着
陸
、
さ
ら
に
ス
ノ
ー
モ
ビ
ル
を
使
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
を

果
た
し
た
上
で
の
登
攀
だ
っ
た
。

こ
れ
を
当
時
の
新
聞
縮
刷
版
で
見
る
と
、
昭
和
四
十

一
年
十
二
月
五
日
、
シ

ア
ト
ル
発
の
Ａ
Ｐ
電
と
し
て
ま
ず

「南
極
の
最
高
峰

・
初
登
頂
ね
ら
い
・
米
の

142



二
隊
名
の
り
」
の
見
出
し
の
二
段
記
事
が
あ
る
。
二
隊
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
山
岳
会
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ソ
サ
エ

テ
ィ
ー
が
組
織
し
た
、
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
リ
ン
チ
氏
を
隊
長
と
す
る
十
名
の
チ
ー

ム
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
元
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
孫
、
ウ
ッ
ド
ロ
ｌ

ｏ
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・

セ
イ
ヤ
ー
氏
ひ
き
い
る
小
隊
、
と
あ
る
。

続
く
記
事
は
十
二
月
二
十
三
日
の
や
は
リ
シ
ア
ト
ル
発
Ａ
Ｐ
電
で
、
ク
リ
ン

チ
隊
の
十
人
が
二
十
日
、
ビ
ン
ソ
ン
・
マ
ッ
シ
フ

（当
時
の
表
記
。
な
お
標
高

も
五

一
三
八
腐
と
あ
る
）
に
全
員
登
頂
を
果
た
し
た
、
と
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
、

ソ
連
、
日
本
な
ど
、
南
極
条
約
加
盟
国
十

一
か
国

（
マ
マ
）
の
国
旗
を
頂
上
に

か
か
げ
た
、
と
も
あ
り
、
当
時
の
南
極

″領
有
″
問
題
を
め
ぐ
る
デ
リ
ケ
ー
ト

な
心
づ
か
い
が
う
か
が
え
る
気
も
す
る
報
告
だ
。

興
味
深
い
の
は
こ
の
ク
リ
ン
チ
隊
の
中
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
卒
業
の
医
学
生
、

三
十
歳
」
と
い
う
紹
介
で
フ
ク
シ
マ
・
エ
イ
イ
チ
と
い
う
名
前
が
見
え
る
こ
と

だ
。
果
た
し
て
留
学
中
の
日
本
人
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
日
系
ア
メ
リ
カ
人

な
の
か
。
こ
の
人
物
の
こ
と
は
改
め
て
調
べ
て
み
た
い
気
が
す
る
。

日
本
人
の
南
極
計
画

以
来
、
こ
の
山
は

「山
の
登
攀
自
体
、
さ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
が
、
大
陸
ヘ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
さ
ら
に
Ｂ
Ｃ
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
た
い
へ
ん
困
難
な
山
」
と

し
て
、
ご
く
少
数
の
人
々
に
の
み
登
山
の
機
会
を
許
し
て
き
た
。
何
し
ろ
南
緯

約
七
九
度
。
南
極
昭
和
基
地
が
七

一
度
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
そ
の
、
″極

地
度
″
が
わ
か
る
し
、　
一
番
近
い
海
岸
線
で
も
約
千
キ
ロ
と
い
う
事
実
か
ら
は

い
か
に

″交
通
不
便
″
か
が
わ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
無
人
の
南
極
に

渡
る
定
期
便
が
あ
る
わ
け
で
な
し
、
〃足

″
を
自
前
で
調
達
す
る
に
は
ば
く
大

な
経
費
が
か
か
る
こ
と
も
明
白
だ
。
つ
ま
り
南
極
行
き
の
物
理
的
困
難
さ
は
金

銭
的
困
難
さ
と
な
っ
て
、
こ
の
土
地
、
こ
の
山
に
あ
こ
が
れ
る
人
々
の
前
に
た

ち
ふ
さ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

が
、
私
た
ち
日
本
人
が
こ
の
山
を
望
外
の
対
象
と
考
え
て
手
を
つ
け
ず
に
い

た
の
か
、
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
南
極
か
ら
帰
っ
て
の
ち
、
私
は

Ｊ
Ａ
Ｃ
の
松
田
雄

一
副
会
長
か
ら
、
古
い
資
料
を
見
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
か
つ

て
こ
の
南
極
の
山
に
夢
を
は
せ
た
先
輩
が
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「南
極
最
高
峰

・
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
・
マ
ッ
シ
フ
登
山
趣
意
書
―
第
二
稿
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
の
Ｂ
５
版
の
冊
子
は
、
巻
末
の
地
図
を
含
め
て
二
十
六
ペ
ー
ジ
。

発
行
者
と
し
て

「西
南
極
探
検
準
備
委
員
会
、
読
売
新
聞
社
、
Ｎ
Ｔ
Ｖ
」
と
あ

る
。発

行
の
日
づ
け
は
な
い
が
、内
容
か
ら

一
九
六
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
（昭

和
四
十
年
―
四
十

一
年
）
に
出
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
が
、
何
と
こ
れ
が
全
国
各

大
学
の
山
岳
部
、
探
検
部
Ｏ
Ｂ
や
社
会
人
山
岳
会
有
志
に
よ
る
ビ
ン
ソ
ン
初
登

頂
の
企
て
な
の
だ
っ
た
。

こ
の
趣
意
書
に
よ
る
と
、
名
前
を
つ
ら
ね
た
隊
員
は
高
橋
照
隊
長
以
下
十
六

人
。
韓
国
籍
の
方

一
人
、
女
性

一
人
を
含
む
、
隊
長
と
も
う

一
人
サ
ン
チ
ャ
ゴ

在
住
の
方
を
除
い
て
は
全
員
が
二
十
代
と
い
う
若
い
隊
で
あ
る
。
中
に
は
私
が

よ
く
存
じ
上
げ
て
い
る
方
も
い
て
、
「え
―
、
あ
の
人
た
ち
が
」
と
い
う
何
だ

か
嬉
し
い
驚
き
が
あ
っ
た
。

さ
て
、
当
時
の
日
本
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
海
外
渡
航
の
制
限
が
あ
り
、
Ｙ

Ｅ
Ｎ
も
弱
い
通
貨
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。加
え
て
南
極
行
き
に
関
す
る
情
報
な
ど
、

″官
製
″
昭
和
基
地
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
趣
意
書
の
中
に
も

そ
の
苦
労
が
あ
り
あ
り
と
刻
ま
れ
て
い
て
、
た
と
え
ば
、
大
陸
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
つ
い
て
も
①
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
マ
ク
マ
ー
ド
基
地
、

南極大陸最高峰ビンソン・マシフ登頂

143



バ
ー
ド
基
地
を
経
て
行
く
方
法

（こ
の
場
合
は
Ｎ
Ｓ
Ｆ
＝
ア
メ
リ
カ
全
米
科
学

財
団
の
援
助
が
不
可
欠
、
と
し
て
い
る
）
、
②
南
極
半
島
経
由
、
③
ウ
ェ
ッ
デ

ル
海
か
ら
フ
ィ
ル
ヒ
ナ
ー
氷
棚
を
経
由

（②
③
で
は
チ
リ
、
又
は
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
に
海
上
輸
送
サ
ポ
ー
ト
を
期
待
、
と
あ
る
）
の
三
通
り
を
想
定
、
Ｎ
Ｓ
Ｆ
や

ア
メ
リ
カ
国
防
相
の
協
力
打
診
を
行
っ
て
い
る
。

結
局
、
さ
ま
ざ
ま
の
困
難
か
ら
消
却
法
的
に
①
②
は
消
え
、
ウ
ェ
ッ
デ
ル
海

ル
ー
ト
が
残
る
が
、
で
は
そ
の
ル
ー
ト
を
ど
う
や
っ
て
た
ど
る
か
。

趣
意
書
は
驚
く
べ
き
執
よ
う
さ
で
、
輸
送
船
の
チ
ャ
ー
タ
ー
、
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
砕
氷
船
の
サ
ポ
ー
ト
、
輸
送
船
の
砕
氷
装
備
搭
載
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
海
軍
の

協
力
な
ど
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
列
挙
し
て
い
る
。
上
陸
後
の
内
陸
輸
送
に
つ
い
て

も
、
小
型
輸
送
機
を
使
う
こ
と
、
そ
の
た
め
に
中
継
地
点
を
設
け
る
こ
と
、
雪

上
車
を
併
用
す
る
こ
と
、
そ
し
て
何
と
そ
の
た
め
に
越
冬
す
る
こ
と

人
！
）
ま

で
も
検
討
項
目
と
し
て
い
る
の
だ
。

結
果
、
計
画
で
は
遠
征
の
期
間
は
六
七
年
十

一
月
か
ら
六
八
年
三
月
の
何
と

十
五
か
月
間
に
及
び
、
メ
ン
バ
ー
は
総
勢
十
二
名
、
食
料
、
装
備
、
機
材
、
燃

料
あ
わ
せ
て
五
十
ト

ン近
く
の
物
資
が
計
上
さ
れ
た
。

こ
れ
を
ま
か
な
う
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
は
、
日
次
に
は
項
目
が
あ
る
の

に
、
実
際
の
記
述
は
な
い
。
書
か
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
書
け
な
か
っ
た
、
そ

の
背
景
は
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
前
代
未
聞
と
い
っ
て
い
い
。
破
天
荒
な

民
間
若
人
の
こ
の
計
画
に
、
何
を
根
拠
に

″値
段
″
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
の
だ
ろ
う
。

趣
意
書
に
は
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
着
々
と
初
登
頂

争
い
の
準
備
を
進
め
て
い
る
様
子
を
紹
介
し
て
お
り
、
当
時
の
隊
員
の

〃あ
せ

り
″
の
気
持
ち
も
ま
た
良
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

調
べ
た
限
り
、
新
聞
に
は
何
の
紹
介
も
な
い
ま
ま
、
ア
メ
リ
カ
隊
の
成
功
で

こ
の

〃先
陣
争
い
″
は
幕
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
こ
の
企
て
に
つ
い

て
の
物
語
り
は
あ
ま
り
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
時
が
す
ぎ
、
日
本
人
の
ビ
ン
ソ
ン

初
登
頂
は

一
九
八
三
年
、
ス
キ
ー
ヤ
ー
の
三
浦
雄

一
郎
さ
ん
ら
が
、
ク
リ
ス
・

ボ
ニ
ン
ト
ン
氏
、
リ
ッ
ク

・
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
氏
ら
欧
米
の
登
山
家
と
と
も
に
第

二
登
を
果
た
す
ま
で
持
ち
こ
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
（い
や
、
フ
ク
シ
マ
・
エ
イ

イ
チ
氏
の
行
動
を
も
う

一
度
調
べ
る
必
要
は
あ
る
が
―
）
。

″遠
征
″
か
ら

″山
旅
″
ヘ

さ
て
、
趣
意
書
に
描
か
れ
た
初
登
頂
当
時
の
様
子
と
、
今
回
の
私
た
ち
の
南

極
行
を
比
べ
る
と
、
雲
泥
と
い
っ
て
よ
い
差
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。

た
し
か
に
費
用
は
高
く
つ
い
た
が

（南
米
南
端
プ
ン
タ
ア
レ
ナ
ス
か
ら
大
陸

に
渡
り
、
戻
っ
て
く
る
ま
で
で

一
万
六
千
ドル）
、
昔
日
の

「趣
意
書
に
数
字
も

出
せ
な
い
」
状
況
に
比
べ
れ
ば
物
の
比
で
は
な
い
し
、
大
陸
の
ど
こ
か
ら
取
り

つ
い
た
ら
よ
い
の
か
、
を
考
え
あ
ぐ
ね
た
先
輩
か
ら
見
れ
ば
、
我
々
の

「空
港

に
行
け
ば
チ
ャ
ー
タ
ー
機
が
ガ
イ
ド
つ
き
で
待
っ
て
い
る
」
シ
ス
テ
ム
は
、
遠

征
と
い
う
よ
り
は
ち
ょ
っ
と
風
変
わ
り
な
団
体
旅
行
く
ら
い
に
見
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
ま
こ
と
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
交
通
網
の
発
達
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
興
隆
は

こ
の
地
を
も
手
の
届
く
土
地
に
変
え
た
。
ガ
イ
ド
た
ち
が
キ
ャ
ン
プ
ご
と
に
、

ス
キ
ー
ス
ト
ッ
ク
を
十
屑
離
し
て
数
本
た
て
、
そ
こ
に
ワ
イ
ヤ
ー
を
張
り
め
ぐ

ら
し
て
ア
ン
テ
ナ
と
し
た
無
線
交
信
で
、
私
た
ち
は
四
千
済
の
高
み
に
い
て
、

湾
岸
戦
争
の
地
上
戦
突
入
さ
え
を
知
り
え
た
の
で
あ
る
。
ア
ム
ン
ゼ
ン
や
ス

コ
ッ
ト
、
そ
れ
に
日
本
隊
な
ど
の
古
い
物
語
を
知
る
に
つ
け
、
あ
の
広
大
な
純

自
の
無
垢
の
世
界
に
、
い
と
も
簡
単
に
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
と
楽
し
く
降
り
立
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
、
何
だ
か
申
し
わ
け
な
く
さ
え
思
え
て
く
る
が
、
し
か
し
最
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後
に
や
は
り
あ
の
大
陸
の
あ
の
山
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
も
出
会
っ
た
事
柄
に

触
れ
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
、
ガ
イ
ド
の
ル
ー
ト
確
保
の
方
法
。
ゆ
る
や
か
な
山
容
だ
け
に
ホ
ワ

イ
ト
ア
ウ
ト
と
な
っ
た
ら
い
と
も
簡
単
に
方
向
を
失
う
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
ア

タ
ッ
ク
に
さ
え
雪
シ
ャ
ベ
ル
を
携
行
、
三
、
四
百
厨
お
き
に

一
済
余
り
の
雪
塚

を
作
っ
た
。
ア
ム
ン
ゼ
ン
も
ス
コ
ッ
ト
も
、
極
地
へ
の
旅
で
こ
れ
を
や
っ
て
い

る
。
樹
木
も
岩
も
な
い
世
界
で
の
こ
の
知
恵
と
技
術
に
、
私
た
ち
は

「
こ
こ
は

南
極
」
の
思
い
を
深
く
し
た
。

も
う

一
つ
は
、
持
参
し
た
ラ
イ
タ
ー
が
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
こ
と
。

数
日
、
ザ
ッ
ク
の
底
に
入
れ
て
お
い
た
ら
、
す
っ
か
り
揮
発
し
て
燃
料
が
な
く

な
っ
て
い
た
の
だ
。
ス
コ
ッ
ト
隊
全
滅
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
デ
ポ
し
て
お
い

た
石
油
燃
料
の
フ
タ
の
し
ま
り
が
悪
く
、
大
量
に
揮
発
、
燃
料
が
足
り
な
か
っ

た
こ
と
だ
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
驚
く
ほ
ど
ド
ラ
イ
な
こ
の
大
陸
な
ら
で
は
の

現
象
な
の
だ
ろ
う
。
便
利
に
は
な
っ
た
。
し
か
し
自
然
の

″力
″
は
変
わ
っ
て

い
な
い
。

そ
し
て
頂
上
で

″拾
っ
た
″
チ
リ
の
旗
。
茶
筒
の
よ
う
な
金
属
筒
に
納
め
ら

れ
、
雪
の
中
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
こ
の
旗
の
意
味
は
登
頂
者
の
素
朴
な
愛
国
心

だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
思
わ
さ
れ
も
す
る
。
誰
の
も
の
で
も
な
い
、
ど
の
国

の
も
の
で
も
な
い
、
と
南
極
条
約
で
う
た
わ
れ
る
南
極
大
陸
。
け
れ
ど
そ
の
豊

富
な
地
下
資
源
や
軍
事
的
な
重
要
性
か
ら
、
少
し
で
も

″実
績
″
を
残
し
た
い
、

と
願
う
国
々
も
少
な
く
な
い
。

初
登
の
ア
メ
リ
カ
隊
は
全
て
の
条
約
加
盟
国
の
旗
を
か
か
げ
た
。私
た
ち
は
、

自
分
た
ち
の
ビ
ッ
ケ
ル
を
振
っ
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
こ
の

″拾
っ
た
″
旗
も
広

げ
て
み
た
。
南
極
は
す
ご
く
き
れ
い
な
清
浄
な
天
地
で
あ
る
と
同
時
に
、
遠
い

存
在
で
あ
る
だ
け
に
人
間
く
さ
い
夢
を
結
ぶ
土
地
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

（北
村
　
記
）

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
南
極
最
高
峰
ビ
ン
ソ
ン
・
マ
シ
フ

（四
九
八
五
ｍ
）
日
本

（女
子
）

登
山
隊

隊
の
構
成
　
隊
長
　
田
部
井
淳
子

（５１
）
、
渉
外
装
備
　
北
村
　
節
子

（４１
）
、

食
糧
　
真
嶋
　
花
子

（４１
）
、
青
田
　
浩

（３２
）
、
野
崎
　
動
〔
（２９
）

目
　
　
的
　
南
極
最
高
峰
ビ
ン
ソ
ン
ｏ
マ
シ
フ
登
頂

行
動
概
要
　
十
二
月
二
十
五
日
　
カ
ナ
ダ
航
空
に
て
成
田
発
、
バ
ン
ク
ー
バ
、

ト
ロ
ン
ト
、
サ
ン
チ
ア
ゴ
経
由
、
十
二
月
二
十
六
日
　
プ
ン
タ
ア

レ
ナ
ス
着
。
九

三
年
一
月
八
日
　
プ
ン
タ
ア
レ
ナ
ス
発
、
パ
ト
リ

オ
ッ
ト
ヒ
ル
着
。
セ
ス
ナ
機
に
乗
り
換
え
Ｂ
Ｃ
へ
入
る
。　
一
月
十

日
　
Ｃ
ｌ
設
営

（二
八
〇
〇
ｍ
）
、
一
月
十

一
日
　
Ｃ
２
設
営

（三

〇
〇
〇
ｍ
）
、　
一
月
十
二
日
　
Ｃ
３
設
営

（三
八
〇
〇
ｍ
）
、　
一
月

十
三
日
　
Ｃ
４
設
営

（四
〇
〇
〇
ｍ
）
　

悪
天
の
た
め
停
滞
。　
一

月
十
八
日
　
午
後
六
時
半
Ｃ
４
出
発
、
十
九
日
　
午
前
二
時
半
頂

上
着
。
一
月
二
十
日
　
Ｃ
２
へ
下
山
、
一
月
二
十
二
日
　
Ｂ
Ｃ
（パ

ト
リ
オ
ッ
ト

・
ヒ
ル
着
）
。　
一
月
二
十
四
日
　
プ
ン
タ
ア
レ
ナ
ス

着
。　
一
月
二
十
七
日
　
成
田
着
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法
政
大
学
山
岳
部

『山
想
』
を
め
ぐ
る
人
々

キ
ー
山
岳
部
総
会
に
お
い
て
分
離
し
、
同
年
の
四

月
に

「法
政
大
学
山
岳
会
」
を
創
立
し
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。

分
離
独
立

の
要
因
は
、
登
山
主
体

の
者
と

ス

キ
ー
主
体
の
者
と
の
考
え
方
、
意
見
、
行
動
等
の

相
違
が
み
ら
れ
た
た
め
で
、
相
当
難
産
な
山
岳
会

の
創
立
で
あ
り
ま
し
た
。

ス
キ
ー
山
岳
部
か
ら
山
岳
部
が
独
立
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
山
登
り
の
再
起
を
図
っ
た
メ
ン
バ
ー
の

中
に
は
、
昭
和
初
期
に
日
本
山
岳
会
図
書
委
員
、

あ
る
い
は
山
日
記
の
編
集
委
員
で
あ
り
ま
し
た
田

中
菅
雄
と
か
、
昭
和
の
初
期
に
よ
く
活
動
し
た
土

屋
鎮
雄
が
お
り
ま
す
。

そ
し
て
大
正
十
五
年
十

一
月

一
日
に
山
岳
部
と

改
称
し
、
昭
和
二
年
二
月
四
日
ホ
ッ
ケ
ー
、
水
泳

部
と
共
に
学
友
会
の

一
部
と
し
て
公
認
さ
れ
、
学

友
会
費
が
配
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
法

政
の
運
動
部
は
当
時
十
四
部
で
あ
り
ま
し
た
の
で

十
五
番
目
の
公
認
団
体
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
昭
和
五
年
二
月
に
日
本
山
岳
会
に
入
会

し
て
お
り
ま
す

（会
員
番
号

一
一
五
八
番
）
。

こ
の
よ
う
に
生
い
立
ち
は
登
山
活
動
の
み
で
は

な
く
、畑
ス
キ
ー
と
山
ス
キ
ー
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、

ス
キ
ー
の
影
響
が
強
く
働
い
て
い
る
こ
と
が
法
大

（本
稿
は
、　
一
九
九

一
年
二
月
十
五

日
開
催
の
「第
十
九
回
山
岳
史
懇
談
会
」

で
の
お
話
を
五
十
島
氏
の
校
閲
を
へ
て

収
録
し
た
も
の
で
す
。）

一
、
草
創
期
（大
正
十
四
年
～
昭
和
十

三
年
）

創

　

立

法
政
大
学
山
岳
部
の
六
十
五
年

の
歴
史
の
う

ち
、
昭
和
二
十
五
年
ぐ
ら
い
ま
で
に
つ
い
て
話
を

し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。法
政
大
学
山
岳
部
は
、

大
正
十
四
年
五
月
十
五
日
の
第

一
回
会
員
総
会
に

お
い
て

「発
会
の
式
」
を
行
い
、
名
実
と
も
に
組

織
的
な
山
岳
活
動
の
会
が
誕
生
し
た
こ
と
に
始
ま

五
十
島

　
一　

晃

り
ま
す
。

そ
こ
ま
で
に
至
る
過
程
と
し
ま
し
て
、
い
く
ら

か
模
索
状
態
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
法
大
山
岳

部
の
生
い
立
ち
の
特
徴
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
若

干
ふ
れ
て
お
き
ま
す
。
他
の
大
学
の
山
岳
部
で
は

山
に
登
り
た
い
者
の
集
ま
り
と
し
て
発
足
し
て
い

ま
す
が
私
ど
も
は
ち
ょ
っ
と
違
う
わ
け
で
す
。

大
正
十
三
年
の
四
月
に
ス
キ
ー
と
登
山
を
行
う

組
織
と
し
て
、
ス
キ
ー
部
を
ス
キ
ー
山
岳
部
に
改

名
し
て
山
登
り
の
母
体
が
出
来
ま
し
た
。
な
お
、

ス
キ
ー
部
は
前
年
の
大
正
十
二
年
四
月
に
設
立

し
、
部
長
は
田
部
重
治
先
生
で
あ
り
ま
す
が
昭
和

に
入
り
先
生
は
ス
キ
ー
部
の
部
長
を
退
い
て
お
り

ま
す
。

そ
の
後
、
ス
キ
ー
と
登
山
は
目
指
す
目
的
が
異

な
る
こ
と
か
ら
、
大
正
十
四
年
二
月
十
九
日
の
ス
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山
岳
部
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
よ

う
。創

立
当
初
の
大
正
十
四
年
か
ら
昭
和
二
十
年
ま

で
の
二
十

一
年
間
に
亘
る
部
長
は
田
部
重
治
先
生

で
あ
り
ま
す
（日
本
山
岳
会
会
員
番
号
二
四
三
番
、

南
日
の
姓
で
山
行
記
録
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
）
。
部
員
は
先
生
の
薫
陶
に
よ
っ
て
、
山
に
対

す
る
考
え
方
や
心
構
え
に
対
し
、
ほ
ん
と
う
に
計

り
知
れ
な
い
大
き
な
教
訓
を
得
ま
し
た
。

そ
れ
は

「個
性
的
な
山
歩
き
」
に
打
ち
込
む
こ

と
で
あ
り
、
部
全
体
を
あ
ま
り
規
制
し
な
い

「自

由
な
山
登
り
」
が
特
徴
で
あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ

る
「山
歩
き
」
か
ら
「山
旅
」
、
「
ス
キ
ー
の
山
旅
」
、

「積
雪
期
の
初
登
頂
」
、
「岩
場
の
開
拓
」
等
の
言

葉
で
表
現
さ
れ
る
幅
の
広
い
登
山
活
動
で
あ
り
ま

す
。ま

た
技
術
面
で
は

「山
登
り
は
山
行
記
録
の
積

み
重
ね
か
ら
、
常
に
新
た
な
経
験
と
教
え
を
受
け

る
」
と
い
う
パ
イ
オ
ニ
ア
ら
し
い
基
本
的
な
教
訓

を
う
け
ま
し
た
。
細
か
い
登
山
技
術
よ
り
も
、
と

に
か
く
山
へ
行
っ
て
新
た
な
経
験
を
い
っ
ぱ
い
し

な
さ
い
と
い
う
教
え
を
受
け
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
先
生
は
優
れ
た
英
文
学
者
で
あ
る

と
同
時
に
、
山
に
寄
せ
る
ひ
た
む
き
な
心
情
と
、

哲
学
的
思
索
は
、
部
員
達
の
山
に
接
す
る
態
度
に

幾
多
の
影
響
を
与
え
て
お
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
田
部
部
長
は
わ
が
国
登
山
界
の
先

駆
者
の
一
人
と
し
て
奥
秩
父
の
山
歩
き
や
、
明
治

末
期
か
ら
大
正
は
じ
め
に
か
け
て
の
夏
期
に
お
け

る
日
本
ア
ル
プ
ス
の
開
拓
を
行
い
、
そ
の
一
つ
と

し
ま
し
て
明
治
四
十
三
年
に
有
峰
―
薬
師
―
ザ
ラ

峠
―
針
ノ
木
―
白
馬
岳
―
鑓
ケ
岳
―
蓮
華
温
泉
―

片
貝
川
―
毛
勝
山
の
縦
走
、
又
、
本
暮
理
太
郎
氏

と
田
部
先
生
の
二
人
が
大
正
三
年
七
月
か
ら
八
月

に
か
け
て
行
っ
た
槍
ケ
岳
か
ら
日
本
海
へ
の
大
縦

走
、
大
正
四
年
七

・
八
月
に
お
け
る
毛
勝
、
剣
、

赤
牛
岳
、
黒
岳
の
大
縦
走
は
い
ず
れ
も
飛
騨
山
脈

に
お
け
探
検
登
山
史
を
飾
っ
て
お
り
ま
す
。

案
内
人
が
い
な
い
縦
走
は
当
時
の
登
山
界
に
お

い
て
、
ま
さ
に
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
名
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
な
お
、

「縦
走
」
と
い
う
言
葉
は
田
部
先
生
が
作
っ
た
言

葉
で
あ
り
ま
す
。

一
方
、
法
大
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
会
で
あ
る

「山
想

会
」
が
発
足
し
た
の
は
昭
和
二
年
四
月
十
六
日
で
、

発
起
人
は
石
井
文
治
、
戸
倉
克
彦
、
松
室
定
夫

（学

長
の
子
息
）
、
前
田
重
雄
、
土
屋
鎮
雄
、
井
上
鐘
次
、

菅
井
達
雄
、
菅
沼
達
太
郎
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
浅
草
の
駒
形
に
あ
っ
て
、
山
想
会
員
の

大
橋
公

一
が
経
営
す
る
鰻
屋

「前
川
」
の

「離
れ
」

で
鰻
の
特
別
料
理
を
食
べ
な
が
ら
、
田
部
先
生
を

中
心
と
し
た
山
を
語
る
会
の

「駒
形
山
想
会
」
が

昭
和
十
八
年
に
発
足
し
、
現
在
で
も
戦
前
に
卒
業

し
た
Ｏ
Ｂ
を
中
心
に
毎
年

一
回
集
ま
り
を
持
っ
て

お
り
ま
す
。

又
、
最
近
で
は

「
ヵ
メ
ラ
山
想
会
」
が
三
年
前

に
発
足
し
て
お
り
ま
し
て
、
Ｏ
Ｂ
の
中
で
は
山
を

中
心
と
し
て
縦
横
に
、
自
由
に
組
織
化
さ
れ
る
の

が
山
想
会
の
一
つ
の
特
徴
で
も
あ
り
ま
す
。

法政大学山岳部『山想』をめぐる人々
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な
お
、
創
部
時
に
活
躍
し
た
田
中
菅
雄
や
、
戦

前
の
貴
重
な
記
録
を
残
し
神
風
特
攻
隊
と
し
て

散

っ
た
福
島
元
康
な
ど
多
く
の
会
員
、
部
員
を
戦

争
で
失
い
ま
し
た
。

次
に
昭
和
初
期
を
中
心
と
し
た
特
色
あ
る
山
行

を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
。

上
越
国
境
の
山

々

法
政
と
上
越
の
山
々
と
の
触
れ
合
い
は
、
決
し

て
派
手
な
山
行
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
部
史
の
中

で
は
心
温
ま
る

一
コ
マ
で
あ
り
ま
す
。

山
岳
部
創
立
の
頃
か
ら
上
越
国
境
の
山
々
に
着

日
し
、
昭
和
三
年
三
月
に
高
橋
榮

一
郎
が
、
土
樟

村
か
ら
毛
渡
沢
シ
ッ
ケ
イ
沢
を
つ
め
て
仙
ノ
倉
山

の
登
頂
や
茂
倉
岳
、
笠
ケ
岳
の
積
雪
期
初
登
頂
に

成
功
し
て
以
来
、
多
く
の
山
想
会
員
、
山
岳
部
員

が
上
越
国
境
を
訪
れ
ス
キ
ー
登
山
を
試
み
ま
し

た
。特

に
昭
和
三
年
か
ら
昭
和
六
年
に
か
け
て
主
と

し
て
厳
冬
期
を
含
め
た
積
雪
期
の
開
拓
を
行
い
ま

し
た
が
、
大
源
太
山
よ
り
牛
岳
に
至
る
間
の
山
々

を
高
橋
、
角
田
、
島
田
、
鈴
木
、
柴
田
、
大
野
ら

に
よ
っ
て
踏
破
し
積
雪
期
の
上
越
国
境
を
解
明
し

ま
し
た
。

そ
の
後
も
真
摯
な
研
究
を
続
け
て
お
り
ま
し
た

が
、
中
で
も
角
田
吉
夫
を
中
心
に
四
季
を
通
じ
て

上
越
の
山
々
に
親
し
み
、
昭
和
六
年
十

一
月
に
は

仙
ノ
倉
山
山
麓
の
毛
渡
沢
に
、
部
と
し
て
待
望
の

小
屋
を
建
設
し
、
こ
こ
を
ベ
ー
ス
に
周
辺
の
山
々

へ
登
行
、
あ
る
い
は
沢
筋
の
源
流
遡
行
を
試
み
ま

し
た
。

そ
れ
ら
の
開
拓
と
成
果
を
角
田
吉
夫
が
ま
之

め
、
昭
和
六
年
八
月
に
大
村
書
店
よ
り

『上
越
国

境
』
と
題
し
た
本
を
出
版
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
角
田
吉
夫
は
日
本
山
岳
会
の

『山
日
記
』

の
編
纂
を
昭
和
六
年
か
ら
十
三
年
ま
で
担
当
し
ま

し
た
。

南

ア
ル
プ

ス

法
政
大
学
山
岳
部
の
創
部
当
初
に
お
い
て
当
面

の
進
む
べ
き
道
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は

ス
キ
ー
山
岳
部
当
時
か
ら
の
目
標
で
あ

っ
た
南
ア

ル
プ
ス
の
研
究
で
あ
り
ま
し
た
。

当
時
他
校
が
余
り
手
を
染
め
て
い
な
い
南
に
越

し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
田
中
菅
雄
、
菅
井

達
雄
が
主
と
し
て
研
究
に
当
た
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。

具
体
的
な
山
行
と
し
ま
し
て
は
大
正
十
四
年
の

夏
期
登
山
を
南
ア
中
心
に
考
え
鳳
凰
山
塊
、
白
峰

三
山
、
仙
丈

・
甲
斐
駒
、
塩
見
方
面

へ
三
パ
ー

テ
ィ
ー
を
繰
り
出
し
、
そ
の
後
も
南
ア
を
数
多
く

踏
破
し
て
い
る
の
は
、
創
部
当
時
の
方
針
を
遂
行

し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

熊
の
湯
ス
キ
ー
合
宿

法
政
山
岳
部
が
創
部
以
来
少
な
く
と
も
年

一
回

は
ス
キ
ー
の
練
習
を
主
目
的
と
し
た
合
宿
が
行
わ

れ
て
お
り
ま
す
。

創
部
当
初
の
大
正
十
四
、
十
五
年
は
関
温
泉
で

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
降
昭
和
三
年
二
月
か

ら
法
政
遠
見
小
屋
が
建
設
さ
れ
た
前
年
の
昭
和
三

十
八
年
度
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
信
州
の
熊
の
湯
で
行

い
ま
し
た
。

遠
見
小
屋
を
建
設
し
た
後
は
、
後
立
山
に
お
け

る
リ
ー
ダ
ー
訓
練
と
ス
キ
ー
練
習
を
兼
ね
た
春
山

合
宿
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
熊
の
湯
で
の
合
宿
を

行
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。

志
賀
高
原
と
し
て
も
最
初
に
迎
え
た
ス
キ
ー
合

宿
が
法
政
で
あ
り
、
当
時
積
雪
期
未
踏
破
の
山
は

数
限
り
無
く
あ
り
ま
し
て
、
志
賀
高
原
開
拓
の
第

一
陣
で
あ
り
ま
し
た
。
温
泉
が
熱
け
れ
ば
手
近
の
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雪
を
ス
コ
ッ
プ
で
湯
舟
に
ほ
う
り
こ
ん
で
入
浴
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
十

一
年

一
月
ス
キ
ー
合
宿
十
周
年
と
同
時

に
、
熊
の
湯
の
宿
と
し
て
も
ス
キ
ー
宿
開
業
十
周

年
を
迎
え
た
こ
と
に
な
り
、
宿
の
主
人
佐
藤
菊
治

氏
の
厚
意
に
よ
り
ま
し
て
、
「我
等
の
部
屋
」
と

言
う
名
称
の
部
屋
を
特
別
に
作
っ
て
い
た
だ
き
、

部
と
し
て
も
若
干
の
援
助
を
し
ま
し
た
が
大
い
に

感
謝
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
階
下
は
乾
燥
室
と

便
所
と
宿
の
食
料
倉
庫
か
ら
成
っ
て
お
り
、
階
上

は
十
畳
の
座
敷

一
つ
、
窓
は
二
重
で
、
採
光
も
よ

く
暖
か
い
気
分
の
い
い
部
屋
で
あ
り
ま
し
た
。

熊
の
湯
の
ス
キ
ー
合
宿
が
長
く
続
い
た
の
は
、

や
は
り
熊
の
湯
を
続
る
山
と
雪
に
限
り
な
い
魅
力

が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

関
で
合
宿
を
し
て
い
た
時
に
は
、
踏
み
固
め
ら

れ
た
畑
ス
キ
ー
で
あ
り
ま
し
た
。
我
々
が
求
め
る

練
習
は
山
ス
キ
ー
で
あ
り
ま
し
て
、
熊
の
湯
の
山

ス
キ
ー
に
比
べ
、
関
の
場
合
は
無
駄
な
練
習
時
間

が
多
す
ぎ
る
と
感
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

熊
の
湯
は
、
良
質
の
粉
雪
と
二
〇
〇
〇
腐
級
の

山
々
や
峠
を
七
峰
も
有
し
、
美
し
い
針
葉
樹
林
の

滑
走
は
、
山
ス
キ
ー
の
練
習
地
と
し
て
好
適
な
条

件
を
十
分
に
具
え
て
お
り
ま
し
た
の
で
二
十
六
年

間
も
続
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ス
キ
ー
合
宿
の
成
果
と
し
ま
し
て
は
、
ス
キ
ー

を
利
用
し
た
日
本
の
山
々
の
開
拓
を
多
く
行
い
ま

し
た
。
昭
和
五
年
十

一
月
に
大
村
書
店
よ
り
発
刊

さ
れ
た

『
ス
キ
ー
の
山
旅
』
は
田
部
先
生
が
編
者

に
な
り
執
筆
は
す
べ
て
山
想
会
員
十
四
人
に
よ
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
本
の
田
部
先
生
の
序
に
よ
り
ま
す
と
、

「
こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
も
の
は
法
政
大
学
山
岳
部

出
身
者
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
山
想
会
員
の
山
旅
の

記
録
で
あ
っ
て
、　
一
部
は
既
に
世
に
知
れ
渡
っ
た

地
方
の
山
旅
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
多
く
は
未
だ
記

録
な
き
方
面
の
冬
の
登
山
記
で
あ
る
。」
と
述
べ

ら
れ
、
三
十
四
編
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、

中
に
は
北
ア
ル
プ
ス
の
積
雪
期
初
踏
破
の
記
録
も

あ
り
ま
す
。

な
お
、
現
在
年

一
回
山
想
会
主
催
に
よ
る
ス

キ
ー

・
バ
ス
懇
親
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
昭
和
三
十
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
ま

す
が
、
最
近
の
十
二
年
間
は
山
想
会
員
の
藤
島
弘

徳
が
関
温
泉
に
い
る
関
係
か
ら
、
そ
の
根
拠
地
を

ホ
テ
ル
サ
ン
バ
ー
ド

・
イ
ン
と
し
て
会
員
の
良
き

親
睦
の
場
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

昭
和
の
始
め
に
関
を
嫌
っ
て
熊
の
湯
に
移
っ
た

経
緯
か
ら
み
ま
す
れ
ば
因
果
な
も
の
と
い
え
ま

しヽ

よ

つヽ
。

昭
和
初
期

の
開
拓
的
山
登
り

大
正
十
四
年
の
夏
期
登
山
は
南

ア
ル
プ
ス
三

パ
ー
テ
ィ
ー
、
北
ア
ル
プ
ス
四
パ
ー
テ
ィ
ー
の
山

行
を
行
い
、
こ
の
登
山
が
部
と
し
て
の
組
織
的
行

動
の
始
ま
り
で
あ
り
、
そ
の
後
の
開
拓
的
な
登
山

と
し
て
主
な
記
録
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。山

崎
安
治
さ
ん
や
い
ろ
ん
な
方
の
登
山
あ
る
い

は
山
岳
史
を
参
考
に
ビ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
す
と
―

一
、
新
雪
の
燕
よ
り
槍

ヘ

大
正
十
五
年
十
月

一
日
～
十
月
九
日
　
十
月
五

日
、
新
雪
に
覆
わ
れ
た
小
槍
を
登
攀
し
ま
し
た
。

メ
ン
バ
ー
は
井
上
鐘
次
、
安
藤
治
弥
、
高
橋
榮

一

郎

（案
内
人
は
中
山
彦

一
）
。

二
、
千
丈
沢
よ
り
赤
岳

昭
和
三
年
六
月
二
十
八
日
～
七
月
二
日
　
中
山

沢
と
千
丈
沢
の
出
合
か
ら
赤
岳
第
四
峰
ま
で
十
時

間
三
十
分
で
縦
走
を
行
い
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は

高
橋
榮

一
郎
、
信
濃
山
岳
会

・
土
橋
荘
三

（案
内

人
は
中
山
彦

一
、
大
和
由
松
、
近
藤

一
雄
）
。

三
、
春
の
笠
ケ
岳

・
西
穂

法政大学山岳部『山想」をめぐる人々
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第

一
班
　
昭
和
三
年
二
月
十
九
日
～
四
月
五
日

三
月
二
十
四
日
　
岩
小
舎
―
二
俣
―
コ
ク
ラ
乗

越
―
笠
ケ
岳
往
復

（
コ
ク
ラ
谷
岩
小
舎
か
ら
笠
ケ

岳
往
復
に
成
功
し
ま
し
た
。）

三
月
二
十
七
日
　
岩
小
舎
―
笠
ケ
岳
―
抜
戸
岳

―
中
崎
小
屋

（笠
ケ
岳
越
え
、
抜
戸
岳
を
経
て
穴

毛
谷
を
下
降
し
ま
し
た
。）

三
月
二
十
九
日
　
中
崎
小
屋
―
小
鍋
谷
―
西
山

稜
―
西
穂
高
岳
往
復

（積
雪
期
に
お
け
る
西
山
稜

か
ら
西
穂
高
岳
の
初
登
頂
を
記
録
。
メ
ン
バ
ー
は

田
中
菅
雄
、
土
屋
鎮
雄

（案
内
人
は
大
倉
排
次
、

大
倉
吉
二
郎
＝
笠
ケ
岳
の
み
）
。

第
二
班
　
昭
和
三
年
三
月
二
十
日
～
四
月

一
日

三
月
二
十
四
日
中
崎
小
屋
―
穴
毛
谷
―
抜
戸
岳

―
笠
ケ
岳
を
往
復
し
て
お
り
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は

角
田
吉
夫
、
松
室
武
夫
、
安
藤
治
弥

（案
内
人
は

中
畠
政
太
郎
、
瀧
澤
喜

一
郎
）
。

四
、
積
雪
期
の
双
六
谷
よ
り
黒
部
五
郎
岳
、
三

俣
蓮
華
岳

昭
和
四
年
三
月
十

一
日
～
三
月
二
十
七
日

中
ノ
湯
、
平
湯
、
栃
尾
を
経
て
下
左
谷
に
入
り
、

弓
折
谷
か
ら
金
木
戸
川
を
越
え
、
二
月
二
十

一
日

黒
部
五
郎
岳
登
頂
、
二
十
六
日
三
俣
蓮
華
岳
に

登
っ
て
湯
俣
川
に
下
り
葛
温
泉
に
出
ま
し
た
。
積

雪
期
の
双
六
谷
と
高
瀬
川
の
新
ル
ー
ト
を
記
録
し

て
お
り
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
土
屋
鎮
雄

（案
内
人

は
大
倉
排
次
）
。

五
、
小
槍
西
壁
登
攀

昭
和
四
年
七
月
十
八
日
～
七
月
二
十
八
日

七
月
二
十
二
日
、
小
槍
西
壁
初
登
攀
、
七
月
二
　
　
１５

十
六
日
小
槍
北
壁
チ
ム
ニ
ー
下
降
に
も
成
功
し
ま

し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
高
橋
榮

一
郎
、
六
高
の
小
出

博

（案
内
人
は
中
山
彦

一
）
。

六
、
厳
冬
期
の
北
穂
高
岳

昭
和
五
年

一
月
二
日
、
徳
沢
の
小
屋
を
朝
二
時

に
出
発
し
、
涸
沢
岳
と
北
穂
高
の
間
の
尾
根
に
取

り
つ
き
厳
冬
期
の
北
穂
高
初
登
攀
に
成
功
し
ま
し

た
。
メ
ン
バ
ー
は
高
橋
榮

一
郎
、
大
高
の
小
出
博
。

七
、
谷
川
岳

一
ノ
倉
ニ
ノ
沢
左
俣

昭
和
五
年
五
月
十
七
日
～
五
月
二
十
日

左
俣
を
登
り
つ
め
、
東
尾
根
近
く
で

一
名
が
ス

リ
ッ
プ
負
傷
し
た
た
め
、
そ
の
場
か
ら
引
き
返
し

て
お
り
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
角
田
吉
夫
、
島
田
武

時
、
鈴
木
恒
。

日
本
の
登
山
界
で
は
昭
和
五
年
頃
ま
で
の
約
十

年
間
に
飛
騨
及
び
赤
石
山
脈
の
雪
の
山
々
は
殆
ど

登
山
者
の
足
跡
を
許
し
、
所
謂
積
雪
期
初
登
頂
時

代
で
あ
り
ま
し
た
。

八
、
冬
の
涸
沢
岳
越
え

昭
和
七
年
十
二
月
二
十
九
日
～
昭
和
八
年

一
月

五
日一

月
二
日
白
出
沢
か
ら
涸
沢
岳
西
山
稜
を
登

『山想」創刊号から第4号 まで
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り
、
三
日
奥
穂
高
岳
に
達
し
て
涸
沢
へ
下
っ
て
お

り
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
高
橋
榮

一
郎
、
島
田
武
時

（案
内
人
は
大
倉
排
次
）
。

九
、
積
雪
期
の
猫
又
山

昭
和
八
年
二
月
二
十
六
日
　
二
月
二
十
五
日
剣

西
面
偵
察

（早
月
尾
根
二
五
〇
〇
肩
ま
で
）
を
行

い
、
翌
日
ブ
ナ
ク
ラ
谷
よ
り
猫
又
山
に
登
頂
し
ま

し
た

（同
志
社
大
学
パ
ー
テ
ィ
ー
と
同
行
）
。
メ

ン
バ
ー
は
柴
田
芳
守
。

大
自
然
と
融
合
調
和
の
精
神

創
部
当
初
か
ら
昭
和
三
十
年
ま
で
の
二
十

一
年

間
に
亘
り
、
部
長
を
担
っ
て
い
た
だ
い
た
田
部
重

治
先
生
は
昭
和
三
年
二
月
発
行
の

『山
想
』
創
刊

号
に
お
い
て

「山
を
憧
憬
、
そ
の
姿
に
自
ら
を
空

し
う
す
る
こ
と
の
出
来
る
心
に
真
純
な
ら
ざ
る
も

の
が
な
い
。
山
を
求
め
る
心
は
、
此
の
偉
大
な
る

自
然
の
芸
術
を
通
じ
て
自
然
の
魂
と
融
け
合
い
、

そ
の
最
も
活
け
る
力
で
あ
る
こ
と
を
感
ず
る
。
山

の
姿
に
憧
憬
が
れ
る
心
の
浄
化
は
、
か
く
の
如
く

し
て
絶
え
ず
行
わ
れ
て
行
く
。」
と
述
べ
て
お
ら

れ
ま
す
。
戦
後
の
昭
和
二
十

一
年
よ
り
二
代
目
部

長
と
し
て
桂
田
利
古
先
生
を
迎
え
ま
し
た
が
、
田

部
先
生
の
自
然
に
対
す
る
畏
敬
が
桂
田
先
生
の
思

索
の
底
流
に
も
み
ら
れ
ま
す
。

田
部
先
生
は
学
生
時
代
に
夏
日
漱
石
、
上
田
敏

先
生
な
ど
の
教
え
を
受
け
ら
れ
、
卒
業
さ
れ
て
か

ら
英
文
学
者
と
し
て
ペ
ー
タ
ー
の
思
想
の
影
響
を

う
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
桂
田
先
生
の
恩
師
で

あ
る
土
居
光
知
先
生
と
知
己
に
な
ら
れ
て
お
り
ま

す
が
、
こ
の
土
居
先
生
か
ら
桂
田
先
生
が
教
え
を

う
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
両
先
生
は
英

文
学
を
通
じ
自
然
を
崇
め
る
心
に
お
い
て
、
共
通

し
た
も
の
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
思
想
が
法
大
山

岳
部
の
底
流
を
形
成
し
て
お
り
ま
す
。

桂
田
先
生
は
英
文
学
者
と
し
て
英
国
の
詩
人
コ

ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
つ
い
て
の
研
究
を
さ
れ
、
そ
の
研

究
論
文
の
中
に

「
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
想
像
力
説
の

伝
統
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
な
考
え
を
述
べ
て
お

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は

「
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
に
於
け
る

実
在
は
や
は
り
自
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
か
る

自
然
は
人
間
の
主
観
の
内
部
に
お
け
る
自
意
識
的

（或
い
は
自
覚
的
）
認
識
を
基
礎
と
し
て
の
み
実

在
で
あ
り
得
る
。
従
っ
て
彼
に
於
け
る
真
の
実
在

は
、
自
然
と
人
間
の
全

一
な
る
融
合
調
和
の
世
界

に
存
す
る
。
此
処
に
於
い
て
彼
の
芸
術
論
は
自
然

と
人
間
と
の
関
係
か
ら
出
発
す
る
。」
と
述
べ
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

先
生
方
の
思
索
の

一
端
を
話
し
ま
し
た
が
、
両

英
文
学
者
で
あ
る
先
生
方
の
底
流
に
み
ら
れ
る
山

を
求
め
る
心
、
大
自
然
の
魂
と
融
合
す
る
精
神
は
、

田
部
先
生
と
桂
田
先
生
の
ご
薫
陶
を
得
て
法
大
山

岳
部
に

一
貫
し
て
脈
々
と
し
て
流
れ
、
長
く
長
く

相
互
の
間
に
信
頼
と
理
解
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ

と
は
幸
い
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
最
近
の
部
員
の
間
で
は
こ
の
考
え
に
つ

い
て
の
話
題
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り

ま
す
。

機
関
誌

『山
想
』
の
発
刊

山
行
活
動
の
周
辺
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
ま
す

と
、
大
正
十
五
年
十

一
月

一
日
付
を
以
て
、
山
岳

会
を
山
岳
部
に
改
称
す
る
と
同
時
に
当
部
機
関
誌

と
し
て

『山
想
』
を
毎
年

一
回
発
行
す
る
こ
と
に

決
定
し
ま
し
た
。

『山
想
』
と
い
う
名
づ
け
は
、
創
部
当
時
の
井

上
鐘
次
、
田
中
菅
雄
、
権
田
邦
彦
、
角
田
吉
夫
、

松
室
定
夫
の
各
氏
が
各
自
思
い
思
い
の
も
の
を
持

ち
寄
り
、
田
部
部
長
が
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。山

想
創
刊
号
に
田
部
部
長
が

「山
想
発
刊
に
つ

い
て
」
と
題
す
る

一
文
に
、
「山
想
は
山
及
び
山

151



を
中
心
と
す
る
自
然
を
、
最
も
深
く
理
解
し
、
其

と
融
合
し
よ
う
と
欲
す
る
人
々
の
山
に
対
す
る
感

想
或
い
は
叙
述
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
登
山
の

意
義
が
や
や
も
す
れ
ば
機
械
的
に
解
せ
ら
れ
、
其

が
流
行
に
な
ろ
う
と
す
る
際
に
、
自
然
の
理
解
が

正
し
い
意
味
に
於
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
最
も

有
意
義
な
こ
と
で
あ
り
、
且
つ
必
要
な
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
於
い
て

「山
想
』
を
中
心

と
し
て
集
ま
る
人
達
の
今
後
の
一
挙

一
動
は
重
大

な
意
義
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
『山
想
』

発
刊
の
趣
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
発
刊
の

意
図
が
よ
く
う
か
が
え
ま
す
。
発
刊
は
当
初

一
年

に

一
回
の
予
定
で
あ
り
ま
し
た
が
、
諸
般
の
事
情

か
ら
次
の
よ
う
な
出
版
状
況
で
あ
り
ま
す
。

創
刊
号
は
昭
和
三
年
で
、
編
集
委
員
は
井
上
鐘

次
他
五
名
、
第
二
号
は
同
三
年
、
編
集
委
員
は
田

中
菅
雄
他
六
名
、
第
三
号
は
同
四
年
、
編
集
委
員

は
高
橋
榮

一
郎
他
六
名
、
第
四
号
は
同
八
年
、
編

集
委
員
は
大
野
俊
夫
他
二
名
で
し
た
。
そ
の
後
十

九
年
が
経
過
し
て
昭
和
二
十
七
年
に
、
傘
木
徳
十

他
五
名
の
編
集
委
員
に
よ
っ
て
五

ｏ
六
合
併
号
が

出
さ
れ
、
そ
の
後
は
遭
難
が
あ
っ
た
り
資
金
面
で

発
行
で
き
ず
、
三
十
四
年
を
経
て
第
七
号
が
増

田

ｏ
上
北
他
四
名
の
編
集
委
員
に
よ
っ
て
出
さ
れ

ま
し
た
。
第
八
号
が
平
成
二
年
に
上
北
和
夫
他
八

名
の
委
員
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

他
に
山
岳
部
と
し
て
原
則
的
に
は
年

一
回

「部

報
」
を
発
行
し
、
ま
た
山
想
会
で
は
独
自
の
機
関

誌
と
し
て
、
時
代
に
よ
り
名
称
は
異
な
っ
て
お
り

ま
す
が

「山
想
会
会
報
」
が
昭
和
十
年
前
後

（昭

和
九
年
―
十
二
年
）
、
「山
想
会
通
信
」
は
三
十
年

代

（昭
和
三
十
四
年
―
三
十
六
年
）
、
「山
想
会
の

し
お
り
」
は
四
十
年
代

（昭
和
三
十
七
年

・
四
十

八
年
）
等
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
九

年
よ
り
概
ね
年

一
回

「
山
想
会
だ
よ
り
」
を
発
刊

　

１５

し
、
本
年
は
二
十
号
に
あ
た
り
ま
す
。
内
容
は
主

と
し
て
会
員
の
山
行
記
録
や
そ
の
感
想
と
親
睦
の

た
め
の
会
員
の
動
向
を
載
せ
て
お
り
ま
す
。

法
政
大
学
山
岳
部
部
歌
の
創
作

昭
和
三
年
発
刊
の

『山
想
』
創
刊
号
に
お
い
て
、

「部
歌
」
と
し
て

「冬
」
「春
」
「夏
」
「秋
」

の

四
題
の
詩
を
発
表
し
ま
し
た
。

当
時
は
木
曽
節
、
伊
那
節
、
安
曇
節
の
よ
う
な

古
く
か
ら
歌
わ
れ
て
い
た
民
謡
の
ほ
か
に
は
、
山

の
歌
は
極
く
少
な
い
状
況
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
有

名
な
民
謡
は
郷
土
の
自
然
と
人
生
を
う
た

っ
た
も

の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
登
山
者
や
登
山
の
気
分
を

表
現
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
も
の
で
す
。
我
々

山
岳
部
の
欲
し
た
も
の
は
、
登
山
そ
の
も
の
の
歌

で
あ
り
、
山
岳
部
の
気
持
ち
を
う
た
っ
た
も
の
で

あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
部
独
自
の
歌
を
作
る
こ
と
に
な
り
ま
し

て
、
作
詩
は
菅
沼
達
太
郎
が
引
き
受
け
、
作
曲
は

小
林
三
郎
が
担
当
し
ま
し
た
。
創
部
当
時
は
部
員

が
神
楽
坂
に
あ
る
小
林
三
郎
の
家
に
、
度
々
集

ま

っ
て
部
歌
の
こ
と
を
話
し
合

っ
て
お
り
ま
す
。

正調部歌 “エーデルワイスの歌"を歌う山想会メンバー
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小
林
三
郎
は
ギ
タ
ー
や
バ
イ
オ
リ
ン
や
ピ
ア
ノ
を

演
奏
し
、
音
楽
の
素
養
が
あ
っ
た
の
で
作
曲
を
引

き
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
音
楽
好
き
な
知
人
と
も

相
談
し
て
昭
和
三
年
に
作
曲
を
行
っ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。

そ
の
後
昭
和
十
年
の
山
岳
部
創
立
十
周
年
記
念

を
前
に
し
て

「結
び
」
と
い
う
題
目
を
追
加
し
、

現
在
歌
わ
れ
て
い
る
部
歌
と
し
て
整
え
ま
し
た
。

な
お
十
周
年
記
念
時
に
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成

し
、
作
詩
、
作
曲
と
も
発
表
し
て
お
り
ま
す
が
、

こ
の
歌
が
昭
和
三
年
か
ら
現
在
ま
で
法
大
山
岳
部

で
歌
い
続
け
ら
れ
て
い
る
部
歌
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
山
好
き
な
人

達
だ
け
で
は
な
く
、
歌
声
喫
茶
な
ど
で
は

「
エ
ー

デ
ル
ワ
イ
ス
の
歌
」
と
し
て
、
山
に
親
し
み
を
懐

く
人
々
を
中
心
に
よ
く
歌
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

コ
ー
ラ
ス
・
グ
ル
ー
プ
の
ダ
ー
ク
・
ダ
ッ
ク
ス
も

一
時
歌
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
山
岳
部
へ
歌
詞
や

曲
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

て
、
昭
和
三
十
六
年
八
月
十
五
日
付
け
を
以
て
日

本
音
楽
著
作
権
協
会
と
著
作
権
信
託
契
約
を
結
ん

で
お
り
ま
す
。

な
お
、
著
作
権
に
伴
う
収
入
は

『山
想
』
発
刊

の
費
用
の
一
部
と
し
た
り
、
部
の
山
岳
研
究
活
動

に
当
て
て
お
り
ま
す
が
、
契
約
を
結
ん
だ
頃
は
そ

の
収
入
で
毎
年
天
幕
く
ら
い
は
購
入
で
き
た
も
の

で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
最
近
は
少
額
の
著
作
権

使
用
料
し
か
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

リ
ー
ダ
ー
章
及
び
部
員
章

リ
ー
ダ
章
は
、
険
し
い
岩
山
の
針
葉
樹
林
に
住

む
日
本
か
も
し
か
の
凛
々
し
い
顔
を
彫
っ
た
も
の

で
、
創
部
当
時
に
、
か
も
し
か
へ
の
憧
れ
か
ら
田

中
菅
雄
、
角
田
吉
夫
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
銀
製

の
記
章
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
リ
ー
ダ
章
は
、
当
初
部
員
章
で
あ
り
ま
し

て
、
戦
前
は
部
員
及
び
山
想
会
員
に
授
与
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
戦
後
リ
ー
ダ
ー
の
み
に
与
え
る
こ

と
に
な
り
昭
和
三
十
七
年
六
月
八
日
に
リ
ー
ダ
ー

章
授
与
規
程
を
制
定
し
ま
し
た
。
そ
の
規
程
に
は

「法
政
大
学
体
育
会
山
岳
部
の
部
員
で
あ
っ
て
人

格
、
見
識
及
び
登
山
技
術
に
優
れ
、
か
つ
法
政
大

学
体
育
会
山
岳
部
の
活
動
に
貢
献
し
た
者
に
対

し
、
法
政
大
学
体
育
会
山
岳
部
リ
ー
ダ
ー
章
を
授

与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
功
績
を
顕
彰
す
る
。」

と
う
た
わ
れ
、
部
長
、
監
督
及
び
部
長
の
任
命
す

る
山
想
会
員
に
よ
る
リ
ー
ダ
ー
章
選
考
委
員
会
の

議
を
経
て
、
山
岳
部
部
長
よ
り
授
与
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
バ
ッ
ジ
に
は
番
号
と
氏
名

が
刻
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

部
員
章
は
昭
和
三
年
に
学
友
会
の
一
部
と
し
て

公
認
さ
れ
た
こ
と
と
連
動
し
ま
し
て
、
昭
和
四
年

高
橋
榮

一
郎
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。「か

も
し
か
の
バ
ッ
ジ
」
は
大
き
い
と
い
う
感

覚
が
部
員
や
山
想
会
員
の
中
に
あ
り
ま
し
た
が
、

小
さ
く
す
る
と
か
も
し
か
の
風
貌
が
崩
れ
る
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
高
橋
は
、
英
国
の
ア
ル
パ

イ
ン
・
ク
ラ
ブ
の
バ
ッ
ジ
は
小
さ
く

「
Ａ
Ｃ
」
の

二
文
字
で
、あ
っ
さ
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、

そ
の
よ
う
な
感
じ
の
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
た
こ

と
と
、
田
部
部
長
の
意
志
の
入
っ
た
も
の
を
求
め

た
い
と
考
え
た
こ
と
が
制
作
動
機
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て

「か
も
し
か
の
バ
ッ
ジ
」
は
山
登
り
経

験
が
豊
富
な
者
に
与
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
部
員
章
は
田
部
重
治
先
生
が
度
々
訪
れ
て

い
た
信
州
野
沢
の
毛
無
山
の
地
形
図
を
採
っ
た
も

の
で
あ
り
ま
す
が
、
制
作
を
依
頼
し
た
徹
章
専
門

店
が
毛
無
山
の
地
形
を
う
ま
く
表
現
で
き
ず
、
地

形
図
と
は
や
や
異
な
っ
て
お
り
ま
す
。

田
部
先
生
は
毛
無
山
の
自
然
が
大
変
お
気
に
入

り
で
、
野
沢
温
泉
桐
屋
旅
館
を
ベ
ー
ス
と
し
た
ス
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キ
ー
行
に
部
員
や
山
想
会
員
と
よ
く
出
掛
け
ま
し

た
。
そ
し
て
度
々
雄
大
な
尾
根
の
良
さ
等
を
高
橋

に
話
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
先
生
の
毛
無
山
に
対
す

る
思
慕
を
部
員
章
に
盛
り
込
ん
だ
次
第
で
あ
り
ま

す
。こ

の
部
員
章
は
法
大
山
岳
部
の
合
宿
に

一
定
日

数
以
上
参
加
し
、
最
上
級
部
員
で
組
織
す
る
リ
ー

ダ
ー
会
の
承
認
を
得
た
者
に
授
与
さ
れ
ま
す
。

毛
渡
沢
小
屋
の
建
設

昭
和
の
始
め
に
山
岳
部
と
し
て
は
、
上
越
国
境

の
山
々
を
積
極
的
に
開
拓
し
よ
う
と
い
う
目
的
が

あ
り
ま
し
て
、
そ
の
根
拠
地
と
し
て
の
山
小
屋
の

必
要
性
を
痛
切
に
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
た

め
の
一
時
の
仮
小
屋
と
し
て
、
毛
渡
沢
の
奥
に
七

～
八
人
収
容
で
き
る
炭
焼
小
屋
程
度
の
笹
小
屋
を

建
設
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
小
屋
は

一
年
間
の
使
用
に
よ
っ
て
そ
の
任

務
を
終
え
、
更
に
本
格
的
な
毛
渡
沢
小
屋
建
設
が

昭
和
五
年
五
月
二
十
日
の
山
想
会
、
山
岳
部
幹
事

懇
親
会
に
お
い
て
提
起
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
角
田
吉
夫
が
主
力
と
な
っ
て
設
計
を
行

い
、
土
樟
村
の
老
案
内
人
剣
持
政
吉
氏
の
献
身
的

な
努
力
に
よ
っ
て
、
昭
和
六
年
十

一
月
十
日
に
二

十
人
収
容
、
建
坪
七
坪
半
の
毛
渡
沢
小
屋
の
落
成

式
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

角
田
吉
夫
は
山
小
屋
に
相
当
関
心
を
持
ち
、
例

え
ば
昭
和
五
年
に
発
刊
さ
れ
た

『山
と
渓
谷
』
の

創
刊
号
に
は
、
山
小
屋
に
関
す
る
考
察
や
紹
介
、

設
計
図
を
四
編
も
書
い
て
い
る
位
の
懲
り
よ
う
で

あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら

一
つ
の
団
体
が
山
小
屋
の
管
理

事
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
に
な
か
な
か
困
難

を
伴
い
、
昭
和
十

一
年
秋
に
小
屋
を
我
々
の
手
よ

り
離
し
、
地
元
へ
寄
付
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し

た
。当

初
土
樟
村
村
有
が
適
す
る
と
考
え
ま
し
た

が
、
村
に
は
余
り
喜
ば
れ
な
か
っ
た
の
で
、
建
設

当
時
多
大
な
犠
牲
と
助
力
を
払
わ
れ
た
湯
沢
村
上

越
国
境
山
岳
会
に
引
き
受
け
て
頂
く
こ
と
に
な

り
、
結
局
そ
の
譲
渡
先
は
越
後
湯
沢
郷
土
研
究
会

に
な
り
ま
し
た
が
、
後
に
雪
崩
に
よ
っ
て
小
屋
が

崩
壊
し
て
お
り
ま
す
。

二
、
第

二
次
世
界
大
戦
前
後

（昭
和

十
四
年
～
二
十
五
年
）

昭
和
十
六
年
に
始
ま

っ
た
大
東
亜
戦
争
に
よ
っ

て
、
昭
和
十
七
年
頃
か
ら
加
速
度
的
に
物
資
が
不

足
、
欠
乏
が
目
立
ち
始
め
ま
し
た
。

当
時
、
部
の
目
標
と
し
て
は
厳
冬
期
の
北
鎌
尾

根
と
、
高
度
は
い
く
ら
か
落
ち
る
が
、
岩
の
も
ろ

さ
、
険
し
さ
を
以
て
、
登
山
者
を
寄
せ
つ
け
な
い

赤
岳
、
硫
黄
岳
の
完
全
縦
走
に
焦
点
を
あ
て
ま
し

た
。そ

の
頃
の
合
宿
に
は
コ
ッ
ペ
パ
ン
は
必
需
品

で
、
上
野
の
永
藤
パ
ン
店
で
作
ら
せ
て
お
り
ま
し

た
が
、
十
七
年
冬
山
合
宿
の
時
に
永
藤
に
注
文
し

た
と
こ
ろ
、
粉
が
配
給
制
に
な
っ
た
の
で
粉
を

持
っ
て
き
て
く
れ
と
言
い
ま
す
。
小
麦
粉
二
袋
を

闇
で
買
い
求
め
、
そ
れ
を
持
っ
て
い
っ
た
ら
柳
行

李
二
杯
半
位
の
パ
ン
が
出
来
ま
し
た
が
柳
行
李
二

個
し
か
入
れ
物
が
な
く
て
、
残
っ
た
分
は
部
員
に

分
け
た
り
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
当
時
の
食
料
事

情
の
一
端
を
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。

昭
和
十
八
年
断
髪
令
が
出
て
部
員
全
員
が
丸
坊

主
に
な
り
、
軍
事
教
練
が
週
二
回
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
個
人
山
行
は
三
ツ
峠
、
谷
川
岳
く
ら

い
に
し
ぼ
ら
れ
ま
し
た
。
又
、
部
員
の
幹
部
の
大

半
が
出
征
し
、
十
八
年
の
冬
山
合
宿
は
部
の
最
後

の
合
宿
と
位
置
づ
け
ま
し
て

「弥
陀
ケ
原
―
剣
御

前
―
剣
岳
―
赤
谷
山
ア
タ
ッ
ク
」
を
決
定
し
、
秋
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元
力
治
チ
ー
フ
他
七
名
が
十
二
月
二
十
三
日
に
出

発
し
ま
し
た
。

富
山
の
駅
前
広
場
に
は
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
ー
チ
ル
の
顔
が
書
い
て
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ん

で
渡
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
事
に
驚
き
な
が
ら
入

山
し
ま
し
た
が
、
連
日
の
降
雪
で
遅
々
と
し
て
前

進
で
き
ず
、
十
日
間
を
要
し
て
剣
御
前
小
屋
に

入
っ
た
程
度
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
五
日
間
猛
吹

雪
で
食
料
や
日
数
不
足
の
た
め
、
涙
を
の
ん
で
下

山
し
ま
し
た
。

終
戦
に
よ
り
大
学
は
す
べ
て
が
民
主
化
の
名
の

も
と
に
方
向
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
学

友
会
の
規
約
も
改
め
ら
れ
、
運
動
部
各
部
の
者
が

戦
地
か
ら
帰
り
、
徐
々
に
復
活
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
山
岳
部
は
法
大
体
育
会
の
中
で
は
、
部
員
の

帰
還
が
相
当
遅
れ
た
方
で
あ
り
ま
し
た
。
山
岳
部

を
早
く
復
活
さ
せ
た
い
と
や
き
も
き
し
て
い
た
学

生
部
の
責
任
者
で
あ
り
、
山
好
き
な
桂
田
利
吉
教

授
が
、
突
然
帰
還
し
た
松
沢
昭
主
将
と
会
い
、
早

速
山
岳
部
の
再
建
を
計
る
か
た
わ
ら
、
山
岳
部
と

し
て
は
桂
田
先
生
に
部
長
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

部
の
器
具
、
山
の
道
具
は
い
く
ら
か
疎
開
さ
せ

て
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
助
か
っ
た
も
の
を

持
っ
て
、
谷
川
岳
合
宿
、
千
丈
沢
合
宿
、
冬
の
遠

見
尾
根
、
北
岳
と
合
宿
が
続
き
ま
す
が
、
何
し
ろ

食
料
難
で
朝
は
雑
炊
、
昼
は
イ
モ
ニ
本
、
夜
も
雑

炊
そ
し
て
冬
山
に
夏
天
、
軍
隊
毛
布
で
が
ん
ば
り

ま
し
た
。
「米
の
飯
を
食
わ
せ
て
く
れ
た
ら
荷
物

は
倍
か
つ
ぐ
」
と
い
う
部
員
が
多
く
い
ま
し
た
が

米
は
無
し
。
そ
の
か
わ
り
山
は
静
寂
そ
の
も
の
で

あ
り
ま
し
た
。

そ
の
当
時
の
主
な
登
攀
を
若
干
述
べ
る
と
―

一
、
冬
の
千
丈
沢
よ
り
赤
岳
、
硫
黄
岳

昭
和
十
四
年
十
二
月
十
六
日
～
十
二
月
二
十
九

日
二
十
三
日
赤
岳
登
頂
。
メ
ン
バ
ー
は
江
上
久
三

郎
、
中
村
卯
太
郎

（案
内
人
近
藤

一
雄
）
。
二
十

四
日
硫
黄
岳
登
頂
。
中
村
卯
太
郎
、
石
原
博
和

（同

近
藤

一
雄
）
。

と
も
に
千
丈
沢
、
中
山
沢
出
会
の
Ｂ
Ｃ
よ
り
登

頂
し
ま
し
た
。
他
の
メ
ン
バ
ー
は
泉
谷
駿

一
、
福

島
元
康
、
秋
元
力
治
他
二
名
で
す
。

二
、
積
雪
期
の
北
鎌
尾
根
よ
り
槍
ケ
岳

昭
和
十
五
年
三
月
十
六
日
～
三
月
三
十
日

二
月
二
十
七
日
貧
乏
沢
出
会
Ｂ
Ｃ
。
北
鎌

一
峰

コ
ル
前
進
天
幕
よ
り
三
名
大
槍
登
頂
し
ま
し
た
。

メ
ン
バ
ー
は
中
村
卯
太
郎
、
石
原
博
和
、
福
島
元

康
、
秋
元
力
治
、
藤
野
関
夫
、
大
石
昇
次
郎
、
古

屋
恭
平

（案
内
人
近
藤

一
雄
）
。

三
、
冬
の
北
鎌
尾
根
よ
り
槍
ケ
岳

昭
和
十
七
年
十
二
月
十
九
日
～
昭
和
十
八
年

一

月
三
日

極
地
法
に
よ
り
北
鎌
沢
を
登
り
、
独
標
よ
り
北

鎌
尾
根
を
殆
ど
稜
線
に
ル
ー
ト
を
と
り
十
二
月
二

十
八
日
福
島
、
秋
元
、
松
田
が
第
ニ
キ
ャ
ン
プ
よ

り
登
頂
し
ま
し
た
。

メ
ン
バ
ー
は
福
島
元
康
、
秋
元
力
治
、
渡
辺
三

穂
、
小
池
、
松
田
、
各
務
、
今
野
、
田
中
、
柴
垣
、

小
松
、
山
ノ
上
、
国
武
、
松
沢
。

山
崎
安
治
さ
ん
の
山
岳
史
に
よ
る
と
、
こ
の
厳

冬
期
の
槍
ケ
岳
を
中
心
と
し
た
慶
応
、
立
教
と
私

ど
も
の
合
宿
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
最
後
を
飾

る
登
山
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま

す
。四

、
春
の
鹿
島
槍
北
壁

昭
和
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日
～
四
月
三
日

遠
見
か
ら
カ
ク
ネ
里
に
前
進
キ
ャ
ン
プ
を
進

め
、
四
月

一
日
村
中
、
関
口
が
北
壁
中
央
壁
、
松

本
、
砂
田
、
傘
木
が
三
角
ル
ン
ゼ
を
登
攀
し
ま
し

た
。
メ
ン
バ
ー
村
中
義
信
、
関
口
正
次
郎
、
松
本

俊
夫
、
石
戸
毅
、
中
村
静
男
、
砂
田
信
幸
、
傘
木

徳
十
。

155



五
、
極
地
法
の
研
究
　
池
山
吊
尾
根
よ
り
北
岳

昭
和
三
十
二
年
十
二
月
十
七
日
～
二
十
六
日

Ｂ
Ｃ
と
前
進
キ
ャ
ン
プ

一
カ
所
設
定
、
全
員
北

岳
登
頂
し
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
は
関
口
正
次
郎
、

中
条
康
裕
、
山
藤
邦
臣
、
中
村
静
男
、
傘
木
徳
十
、

岩
田
輝
三
。

六
、
冬
の
北
岳
バ
ッ
ト
レ
ス

昭
和
二
十
三
年
十
二
月
十

一
日
～
二
十
日

崚
平
の
Ｂ
Ｃ
よ
り
池
山
吊
尾
根
に
二
つ
の
前
進

キ
ャ
ン
プ
を
設
け
、
十
二
月
十
八
日
松
本
、
仲
山
、

長
谷
川
が
第
三
尾
根
を
完
登
し
ま
し
た
。
メ
ン

バ
ー
は
、
松
本
俊
夫
、
山
藤
邦
臣
、
橋
爪
芳
男
、

傘
木
徳
十
、
岩
田
輝
三
、
林
　
信
孝
、
福
島
与

一
、

中
村
静
男
、
大
和
田
泰
、
長
谷
川
英
夫
、
仲
山
太

一
、
岡
田
千
代
吉
。

七
、
冬
の
北
鎌
尾
根
よ
り
槍
ケ
岳

昭
和
三
十
四
年
十
二
月
十
日
～
昭
和
三
十
五
年

一
月
五
日

北
鎌
尾
根
末
端
、
千
丈
沢
出
合
Ｂ
Ｃ
よ
り
北
鎌

尾
根
上
三
つ
の
キ
ャ
ン
プ
を
設
け
十
二
月
三
十
日

橋
爪
、
岩
田
が
槍
ケ
岳
を
往
復
し
ま
し
た
。
メ
ン

バ
ー
松
本
俊
夫
、
橋
爪
芳
男
、
岩
田
輝
三
、
中
村

静
男
、
傘
木
徳
十
、
福
島
与

一
、
小
林
俊
介
、
長

谷
川
英
夫
、
蛭
間
猛
臣
、
大
山
政
健
、
仲
山
太

一
。

千
丈
沢
を
続
る
山
々

最
後
の
締
め
く
く
り
と
し
て
千
丈
沢
を
続
る

山
々
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
二
次
世
界
大
戦
前
後
の
主
な
登
攀
で
申
し
上

げ
た
山
行
記
録
は
、
法
政
が
伝
統
的
に
、
継
続
的

に
研
究
を
行
い
ま
し
た
千
丈
沢
を
続
る
山
々
を
物

語

っ
て
お
り
ま
し
て
、
「山
岳
』
第
三
十
五
年
に

概
略
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

昭
和
三
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
七
月
二
日
に
か

け
て
、
高
橋
榮

一
郎
他
四
名
に
よ
っ
て
、
中
山
沢

と
千
丈
沢
の
出
合
キ
ャ
ン
プ
地
か
ら
十
時
間
三
十

分
を
要
し
て
、
赤
岳
第
四
峰
ま
で
の
初
登
頂
が
、

法
政
と
千
丈
沢
の
出
会
い
と
言

っ
て
も
い
い
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

昭
和
九
年
に
部
と
し
て
千
丈
沢
、
北
鎌
尾
根
を

中
心
と
し
た
活
動
方
針
を
打
ち
出
し
ま
し
て
、
放

射
状
あ
る
い
は
ポ
ー
ラ
ー

。
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す

る
な
ど
の
方
法
が
と
ら
れ
、
部
の
方
向
と
し
て
近

代
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
の
み
を
指
向
す
る
体
質
が
強

ま

っ
て
き
ま
し
た
。

昭
和
十
年
七
月
に
最
初
の
千
丈
沢
合
宿
を
行

い
、
北
鎌
、
赤
、
硫
黄
の
総
合
的
研
究
に
着
手
し

ま
し
て
、
北
鎌
尾
根
を
解
明
し
ま
し
た
。

従

っ
て
昭
和
九
年
か
ら
昭
和
十
七
年
に
至
る
九

年
間
は
毎
年
二
回
以
上
（昭
和
十
六
年
の
み

一
回
）
　

１５

の
千
丈
沢
生
活
を
行
い
、
北
鎌
尾
根
、
赤
、
硫
黄

岳
の
春
夏
秋
冬
の
登
攀
を
行
い
ま
し
て
、
そ
の
全

容
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
戦
後
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
日
よ
り

翌
年

一
月
五
日
に
か
け
て
、
多
門
治
新
道
よ
り
北

鎌
に
入
り
Ｃ
３
を
第
八
峰
に
設
営
し
、
大
槍
ま
で

往
復
し
ま
し
た
。
永
年
の
願
望
で
あ
り
ま
し
た
冬

の
北
鎌
尾
根
末
端
よ
り
槍
ケ
岳
往
復
が
な
し
遂
げ

ら
れ
、
途
中
中
断
し
た
年
も
あ
り
ま
す
が
二
十
三

年
間
に
亘
る
千
丈
沢
研
究
に
終
止
符
を
う
ち
ま
し

た
。



タクラマカン砂漠横断記

（注
１
）

タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
横
断
記

―

上

九
二
九
年
の
記
録
―

‐
黄

文
　
弼

渡
　
辺
　
義

一
郎
　
訳

タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
は
千
五
百
年
あ
ま
り
前
、
高
僧
法
顕
が

一
ヵ
月
と
五
日
を
費
し
、
砂
漠
北
縁
の
嶋

夷
国
か
ら
干
聞
国
へ
越
え
て
い
る
が
、
近
代
で
は
プ
ル
ジ
ェ
ワ
ル
ス
キ
ー
が
第
四
回
探
検

（
一
八
八
三
～

八
五
年
）
の
時
、
ホ
ー
タ
ン
川
沿
い
に
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
を
横
断
し
た
。
ヘ
デ
ィ
ン
は

一
八
九
五
年
に
北
縁

の
ア
ラ
ル
バ
シ
か
ら
ホ
ー
タ
ン
河
を
ル
ー
ト
に
砂
漠
を
越
え
よ
う
と
し
て
失
敗
し
て
い
る
。　
一
九

一
一
年

大
谷
探
検
隊
の
橘
瑞
超
は
西
城
南
道
の
チ
エ
ル
チ
ェ
ン
を
二
月
四
日
に
出
発
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
を
越
え
て
、

タ
リ
ム
河
を
渡
り
二
月
末
ブ
グ
ル
に
着
い
た
。
こ
れ
は
ク
チ
ャ
で
待
つ
先
着
の
ホ
ッ
ブ
ス
少
年
と
合
流
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
中
国
の
考
古
学
者

・
黄
文
弼
の
書
い
た

「タ
リ
ム
盆
地
考
古
記
』

（科
学
出
版
社
翻
年
発
行
）
中
の
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
の
横
断
記
で
あ
る
。
ト
ル
フ
ァ
ン
で
の
調
査
を
終

え
た
黄
文
弼
は
、
引
続
き

一
九
二
八
年
四
月
か
ら

一
九
二
九
年
十
月
タ
リ
ム
盆
地
北
縁

・
南
縁
の
調
査
を

行
な
っ
た
。
調
査
地
域
は
焉

者

、
庫
爾
勒
、
輸
台

、
庫
車
、
沙
雅
、
拝

城

、
阿
克
蘇
、
和
間
、
皮
山
、

葉

城

、　
巴

楚

な
ど
の
地
で
あ
る
。
本
記
録
は

一
九
二
八
年
十
月
か
ら
行
な
わ
れ
た
沙
雅
、
庫
車
の

調
査
に
続
く
も
の
で
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
横
断
後
は
和
闇
、
皮
山
、
喀
什

な
ど
で
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。

⌒
一
）

庫
車
か
ら
干
聞

ヘ

私
は

一
九
二
九
年
三
月
二
十
六
日
、
ウ
ル
ム
チ

の
衰
希
淵
先
生
か
ら
の
電
報
を
う
け
と
り
、
新
彊

当
局
が

干
間
の
調
査
を
許
可
し
た
こ
と
を
知

っ

た
。
さ
っ
そ
く
旅
行
に
必
要
な
物
資
を
そ
ろ
え
、

強
い
ラ
ク
ダ
を
買
い
、
丈
夫
な
水
桶
を
あ
つ
ら
え
、

こ
れ
か
ら
の
旅
行
に
そ
な
え
た
。

庫
車
で
多
忙
な
数
日
を
過
し
、
二
十
六
日
庫
車

を
離
れ
沙
雅
に
着
い
た
。
こ
こ
で
二
日
間
滞
在

し
、
食
料
品
や
日
用
雑
貨
品
を
買
っ
た
。
三
月
三

十

一
日
、
全
隊
は
沙
雅
県
を
離
れ
、
ま
ず
大
砂
漠

を
突
き
抜
け
干
間
に
至
る
の
で
あ
る
。
四
月

一
日

か
ら
五
月
六
日
ま
で
、合
わ
せ
て

一
ヵ
月
と
六
日
、

苦
難
続
き
な
が
ら
目
的
地
に
到
着
し
、
安
堵
し
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
旅
行
経
過
を
簡
述
す
る
。

タ
リ
ム
盆
地
の
名
は
タ
リ
ム
河
に
由
来
す
る
。

タ
リ
ム
河
は
盆
地
の
中
で
唯

一
の
大
河
で
あ
る
。

上
源
は
和
聞
河
で
、
葉
爾
尭
河

（訳
注
＝
ヤ
ル

カ
ン
ド
河
）
、
喀
什
鴫
爾
河
、
阿
克
蘇
河
の
四
河

が
ア
ク
ス
東
南
で
合
流
し
タ
リ
ム
河
と
な
る
。
タ

リ
ム
牧
地
を
流
れ
る
の
で
こ
の
名
が
つ
い
た
の
で

あ
る
。
タ
リ
ム
の
流
れ
は
、
沙
雅
県
の
南
を
東
流

し
、
そ
の
ま
ま
東
流
し
て
尉
黎
に
至
る
。
焉
者

河
は
西
北
か
ら
流
れ
来
て
、
合
流
し
て
東
流
し
ロ

プ
ノ
ー
ル
に
入
る
。
全
長
約
二
七
五
〇
時
鰐
で
あ

る
。
イ
ェ
ル
チ
ャ
ン
河
、
ア
ク
ス
河
の
水
流
が
最

も
大
き
く
タ
リ
ム
河
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
、
和
闇
河
は
す
で
に
乾
河
に
変
わ
り
、
カ

シ
ュ
ガ
ル
河
か
ら
巴
楚
八
台
地
方
は
断
流
し
タ
リ

ム
河
に
入
る
余
水
は
な
い
。
そ
の
た
め
タ
リ
ム
河

は
盆
地
中
に
あ
る
も
の
の
現
在
の
位
置
は
北
に
偏

157



り
、
沙
雅
県
城
か
ら
四
十
余
里
ほ
ど
で
あ
る
。

沙
雅
と
予
間
は
南
北
に
対
時
す
る
。
干
間
に
は

一
つ
の
大
河
が
北
へ
流
れ
、名
を
克
依
対
里
雅
（訳

注
＝
克
里
雅
河
）
と
い
う
。
三
百
余
里
北
へ
流
れ

て
砂
漠
へ
入
る
。
そ
の
他
の
小
さ
な
流
れ
は
山
麓

か
ら
砂
漠
沿
辺
の
オ
ア
シ
ス
地
帯
を
う
る
お
し
た

後
、
ま
た
砂
漠
に
入
る
。
そ
の
た
め
沙
雅
と
予
聞

の
間
、
巴
楚
と
尉
黎
の
間
で
は
完
全
に
流
砂
と
な

り
、
草
も
生
え
ず
、　
一
滴
の
水
も
な
く
、
地
図
上

で
は
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
大
砂
漠
と
い
う
。

二
、
三
の
猟
師
と
帝
国
主
義
分
子
の
組
織
し
た

探
検
隊
が
通
っ
た
外
、
行
っ
た
人
は
な
い
。
現
在

の
道
路
は
、
ク
チ
ャ
か
ら
子
間
に
至
る
も
の
で
、

途
中
、
舞

城

、
ア
ク
ス
、
巴
楚
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
、

イ
ェ
ル
チ
ャ
ン
、
和
間
を
経
て
干
間
に
至
る
の
で

あ
る
。計
六
十
の
宿
駅
が
あ
り
二
ヵ
月
を
要
す
る
。

(1893～ 1966)

1964年撮影

和
闇
河
に
沿
う
小
道
が
あ
っ
て
和
間
に
至
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
も
の
の
、
わ
ず
か
に
徒
歩
あ
る

い
は
ラ
ク
ダ
や
馬
で
行
く
し
か
な
く
車
で
は
行
け

な
い
。
し
か
も
夏
季
に
は
さ
ら
に
行
く
人
が
い
な

い
。
い
ま
私
は
、
沙
雅
か
ら
干
聞
ヘ
タ
ク
ラ
マ
カ

ン
大
砂
漠
を
突
き
抜
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
旅
行
は
苦
難
の
行
程
で
あ
る
。

四
月
二
日
、
私
は

斉
満
荘

か
ら
南
行
し
、

紅
柳
林
を
経
て
タ
リ
ム
河
の
渡
し
ロ
ヘ
着
い
た
。

タ
リ
ム
河
の
渡
し
口
の
所
に
は
支
流
が
延
び
、
北

寄
り
に
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
水
深
は
丈

余
に
及
び
、
方
形
の
木
舟
で
人
や
ラ
ク
ダ
や
馬
を

渡
し
た
。
私
の
ラ
ク
ダ
は
舟
に
慣
れ
ず
川
に
落
ち

て
向
こ
う
岸
に
流
さ
れ
た
が
幸
い
傷
は
な
か
っ

た
。
河
床
の
三
角
州
に
は
支
流
が
多
い
が
、
水
は

少
な
く
歩
い
て
通
れ
る
。
約
四
十
八
分
で
西
南
か

ら
の
一
支
流
に
で
く
わ
す
。
地
元
の
人
が
西
河
と

い
う
河
を
過
ぎ
る
と
草
の
あ
る
荒
地
で
、
羊
飼
い

が
た
く
さ
ん
の
羊
を
つ
れ
て
い
た
。
私
た
ち
は

伯
勒
克
斯
牧
場
の
井
戸
の
所
で
泊
っ
た
。

次
の
日

（四
月
二
日
）
も
続
い
て
西
南
へ
行
き
、

胡
桐
林
の
中
を
進
ん
だ
。
タ
リ
ム
河
南
岸
は

一
つ

の
森
林
地
帯
で
お
お
わ
れ
、
胡
桐
が
密
生
し
て
い

る
の
で
風
砂
は
侵
入
し
づ
ら
く
、
河
水
の
流
れ
が

保
た
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
天
然
の
防
砂
林
で
あ

る
。
胡
桐
林
の
中
に
は
わ
ず
か
な
が
ら
小
さ
な
溝

が
あ
り
、
間
に
赤
い
泥
砂
が
露
出
し
て
い
る
。
私

達
は
赤
土
に
沿

っ
て
進
み
、
こ
の
日
は
吟
既
麻
克

で
泊

っ
た
。

次

の

日

（
四

月

四

日

）

も

い

ぜ

ん

、

赤

土

の

中

を
進
ん
だ
が
、
近
く
に
は
小
砂
丘
が
あ
り
、
胡
桐

黄文弼

写真 1 調査中ラクダに乗る黄文弼

金

A
仄

・亀
〒藉
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タクラマカン砂漠横断記

は
だ
ん
だ
ん
と
枯
れ
て
き
て
、
そ
の
後
は
枯
木
さ

え
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、
砂
丘
が
縦
横

ン

ず

寺

エ

』
．
チ

需
宵
｛
／
ル

〆

末

ェ

／
；
：
：
。
…
》
且
チ

拝城 庫車 輪台

:；沙雅
タリム河

侭
、
和
閥
河

里
鼠
悪
品

子

、．';:庫木洛可
g

タクラマカン砂漠

麻礼他職'／ 墨姶十他
阿里巴什笈シ
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に
続
く
。
砂
丘
の
中
で
一
つ
の
土
塚
を
見
つ
け
た
。

附
近
に
は
紅
底
黒
花
の
陶
片
が
散
在
し
て
お
り
、

古
代
タ
リ
ム
河
岸
に
居
住
民
の
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
詳
細
な

卜

調
査
は
し
な
か
っ
た
。
砂
丘
を
出

ル

て
、
ま
た
一
つ
の
樹
林
地
帯
を
経

断
リ
ゥ
ホ
ジ
グ
デ

る
と
六
和
吉
格
得
に
着
く
。
タ
リ

横

ム
河
南
岸
の
伯
勒
克
斯
牧
場
か
ら

西
南
に
進
ん
で
第
二
日
目
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
乾
河
が
一
つ
あ
り
、

幅
四
○
余
脚
、
岸
高
約
六
○
財
前

後
で
タ
リ
ム
河
の
支
流
と
な
っ
て

モ
フ
ル
ッ
ア
オ

い
る
。
上
流
の
莫
湖
爾
草
湖
か
ら

ア
イ
ヶ
リ
ク

交
克
里
克
へ
で
て
、
東
流
し
て
ロ

プ
ノ
ー
ル
ヘ
入
る
。
河
の
名
は

ア
ク
ト
ウ
イ
ヤ

《
開
評

阿
克
対
雅
。
河
の
中
に
は
水
た
ま

一
子

り
と
井
戸
が
一
つ
あ
り
、
水
は
甘

勅
い
。
私
た
ち
は
河
畔
で
泊
っ
た
。

、
策

四
月
五
日
。
阿
克
対
雅
か
ら
南

浄
閲
…
‐
：
東
に
進
み
、
一
つ
の
小
さ
な
溝
を

和
：
：

過
ぎ
、
砂
丘
と
塩
地
の
間
を
三
時

間
行
き
、
約
二
○
余
里
で
一
つ
の

／

大
き
な
乾
河
に
で
た
。
河
床
の
幅

約
三
六
○
肘
、
半
分
は
流
砂
に
お

お
わ
れ
、
河
床
は
地
面
よ
り
約
一
断
前
後
上
が
っ

て
、
西
南
か
ら
東
北
に
向
い
て
伸
び
て
い
る
。
話

に
よ
れ
ば
、
こ
の
河
に
沿
っ
て
西
に
行
く
と
和
間

河
に
達
し
、
東
へ
ま
っ
す
ぐ
行
け
ば
ロ
プ
ノ
ー
ル

に
至
る
。
も
し
、
こ
の
乾
河
が
旧
時
の
タ
リ
ム
河

の
故
道
な
ら
現
在
の
タ
リ
ム
河
は
こ
こ
か
ら
北
に

一
○
○
余
里
も
移
動
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
乾

河
の
南
で
、
枯
れ
た
樹
林
地
帯
を
過
ぎ
、
約
二
○

里
で
砂
丘
に
入
る
。
い
わ
ゆ
る
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
大

砂
漠
の
始
ま
り
で
あ
る
。

砂
山
の
起
伏
は
波
浪
の
ご
と
く
私
た
ち
の
前
に

横
た
わ
る
。
最
も
高
い
も
の
で
約
一
○
余
吋
。
時

に
私
た
ち
の
行
手
を
阻
む
。
ラ
ク
ダ
と
馬
は
そ
こ

を
上
下
し
て
進
み
、
か
な
り
消
耗
し
た
（
写
真
２
．

５
）
・
砂
嶺
の
中
間
に
は
赤
土
が
は
っ
き
り
と
露

の
ろ
し

出
し
、
間
に
峰
火
の
遺
物
、
鉄
塊
、
陶
片
、
か
ま

ど
の
灰
土
な
ど
が
あ
っ
た
。
陶
片
は
ピ
ン
ク
色
で

唐
代
の
遺
物
で
、
こ
の
所
は
お
そ
ら
く
唐
の
時
代

の
防
守
の
地
で
、
建
築
遺
跡
が
あ
る
は
ず
だ
が
、

惜
し
く
も
私
た
ち
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

ま
た
、
砂
漠
の
中
に
は
時
々
古
代
の
大
道
の
痕

跡
が
現
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
が
古
く
タ
リ

ム
河
南
岸
に
沿
う
大
道
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
古
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タ
リ
ム
河
は
唐
代
に
は
き
っ
と
水
の
あ
っ
た
河
で

あ
り
、
完
全
な
砂
漠
に
な
っ
た
の
は
ず
っ
と
後
の

こ
と
で
あ
る
。

タ
ク
ラ
マ
カ
ン
大
砂
漠
は
う
ま
く
形
成
さ
れ
て

お
り
、
砂
嶺
が
山
脈
と
同
じ
形
で
西
北
か
ら
東
南

に
走
り
、　
一
〇
里
あ
る
い
は
三
〇
里
ご
と
に

一
つ

の
砂
嶺
が
あ
る
。
乾
河
か
ら
南
へ
一
〇
里
過
ぎ
て

第

一
の
砂
嶺
で
は
、
枯
木
の
紅

柳

が
砂
丘
に
た

く
さ
ん
あ
っ
た
。
第
二
の
砂
嶺
を
過
ぎ
た
あ
と
、

胡
桐
は
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
り
枯
木
が
倒
れ
て
い

る
。
第
三
の
砂
嶺
で
は
胡
桐
が
無
く
な
り
、
紅
柳

も
ご
く
ま
ば
ら
に
な
り
、
た
だ
の
寂
し
い
砂
山
だ

け
と
な
る
。
砂
山
の
高
さ
は
三
〇
余
済
、
低
い
の

は
五
、
六
済
、
砂
嶺
は
西
北
面
が
お
だ
や
か
で
、

東
南
面
は
急
峻
で
、
こ
の
一
帯
の
砂
嶺
は
み
な
西

北
の
風
に
よ
っ
て
組
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
二
つ
の
砂
嶺
の
間
に
は
時
々
平
ら
な
底
が
現

れ
、
沖
積
し
た
泥
層
が
露
出
し
て
、
貝
殻
等
が
見

ら
れ
た
。
以
前
に
は
大
砂
漠
中
に
大
河
が
あ
り
、

あ
ふ
れ
出
た
水
が
浸
透
し
て
湖
沼
と
な
っ
て
い
た

証
で
あ
る
。
地
形
が
低
く
窪
ん
で
い
る
た
め
や
が

て
河
の
水
は
そ
こ
ま
で
至
ら
な
い
よ
う
に
な
り
、

以
後
湖
沼
は
だ
ん
だ
ん
と
乾
涸
し
、
流
砂
を
か
ぶ

り
、
つ
い
に
今
の
よ
う
な
形
と
な
っ
た
。
古
遺
物

か
ら
み
る
と
こ
の
地
の
砂
丘
の
形
成
は
千
余
年
は

過
ぎ
て
い
な
い
。

四
月
六
日
　
私
は
ま
た
乾
河
東
南
の
形
状
を
調

査
し
た
。
乾
河
の
東
は
平
ら
な
川
の
よ
う
で
砂
積

は
比
較
的
少
く
、
平
ら
な
川
の
そ
ば
に
は
紅
柳
が

一
線
に
な
っ
て
並
び
、
南
北
に
延
び
る
。
私
た
ち

は
平
ら
な
川
の
上
で
銅
片
と
鉄
弾
の
類
を
拾
う
。

砂
丘
の
上
で
ま
た
貝
殻
の
類
を
拾
っ
た
。
南
へ
約

　

１６

五
、
六
里
で
細
長
い
草
地
に
行
き
着
く
。
こ
の
草

地
は
東
西
に
延
び
、
ア
シ
が
群
生
し
、
泥
の
ぬ
か

る
み
に
馬
は
足
を
と
ら
れ
る
。
こ
こ
は
浅
水
湖
で

あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
今
は
す
で
に
乾
い
て
い
る
。

東
南
へ
行
く
と
小
さ
な
砂
の
窪
み
を
過
ぎ
、
約

五
〇
余
分
間
で
ま
た

一
つ
の
草
地
に
着
く
。
状
況

は
前
と
同
じ
で
ぬ
か
る
み
は
さ
ら
に
ひ
ど
い
。
こ

の
一
帯
の
乾
湖
は
旧
時
タ
リ
ム
河
の
水
が
あ
ふ
れ

て
た
ま
っ
た
も
の
で
、
河
流
に
砂
が
入
り
水
が
あ

ふ
れ
、
そ
れ
が
つ
い
に
湖
沼
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

西
南
に
行
く
と
砂
丘
の
一
端
と
な
る
が
果
て
は
な

い
。
現
地
の
人
は
庫
木
洛
可
と
い
う
。
つ
ま
り
大

砂
漠
の
意
味
で
あ
る
。
沙
雅
か
ら
砂
漠
を
突
き
抜

け
子
間
に
至
る
克
衣
河

（訳
注
＝
ケ
リ
ヤ
河
）
の

末
流
は
行
く
こ
と
数
百
里
、
光
寂
不
毛
の
大
砂
漠

で
、
も
し
克
衣
河
の
水
源
を
見
る
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
、
私
た
ち
は
必
ず
や
克
衣
河
両
岸
で
白
骨

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ま
す
で
に
春
近
く
、
夏

と
な
れ
ば
風
強
く
砂
は
熱
く
、
砂
漠
を
直
撃
し
、

非
常
に
危
険
と
な
る
。
私
た
ち
の
調
査
は
こ
こ
ま

で
と
し
、
ル
ー
ト
変
更
を
決
定
し
、
阿
克
対
雅
に

沿
っ
て
西
に
行
き
和
闘
河
に
至
る
。
再
び
南
に
行
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タクラマカン砂漠横断記

く
。
ル
ー
ト
は
曲
折
し
て
い
る
が
危
険
は
な
く
、

し
か
も
子
間
の
調
査
目
的
も
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。四

月
八
日
　
午
前
九
時
四
〇
分
、
六
和
吉
格
得

か
ら
西
に
向
け
て
出
発
す
る
。
こ
こ
に
は
二
路
あ

り
、
一
つ
は
阿
克
対
雅
北
岸
に
沿
い
真
西
に
行
き
、

沙
雅
か
ら
和
間
に
行
く
大
道
。　
一
つ
は
西
よ
り
に

南
に
行
き
直
接
和
聞
河
に
達
す
る
も
の
。
私
た
ち

は
初
め
北
よ
り
に
西
に
進
み
、
後
、
西
よ
り
に
転

じ
南
へ
進
ん
だ
。
時
に
乾
河
と
離
れ
、
時
に
合
い
、

河
端
の
砂
丘
の
樹
林
は
時
に
私
た
ち
の
行
く
手
を

は
ば
ん
だ
。
午
後
四
時
半
、
海
模
庫
湖
麻
札

（訳

注

・
麻
札
＝
モ
ス
ク
）
に
至
る
。
こ
こ
に
は
三

つ
の
乾
河
が
あ
り
、　
一
つ
は
道
の
北
に
あ
る
阿
克

対
雅
で
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
が
初
め
に
こ
れ
に

沿
っ
て
行
っ
た
乾
河
で
、
タ
リ
ム
河
の
文
克
里
克

か
ら
出
て
、
そ
の
南
に
あ
る
も
の
。
他
の
一
つ
の

乾
河
の
名
は
吟
斉
十
で
、
和
聞
河
の
子
里
か
ら
分

か
れ
出
て
、
阿
克
対
雅
と
数
里
へ
だ
た
り
、
私
た

ち
が
今
日
泊
る
子
里
乾
河
の
そ
ば
に
あ
る
も
の
。

四
月
九
日
、
い
ぜ
ん
西
よ
り
に
北
へ
の
進
行
を

続
け
、
阿
克
対
雅
の
そ
ば
に
沿
う
大
道
を
進
む
こ

と
に
変
更
し
た
。
こ
れ
は
乾
河
が
曲
折
し
て
お
り
、

道
に
迷
い
、
時
に
林
や
砂
丘
の
中
に
迷
い
込
み
、

南
も
北
も
分
か
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
が
二
日
間

あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
後
に
二
人
の
人
の
足
跡
を

見
つ
け
、
こ
れ
に
つ
い
て
行
く
と
タ
リ
ム
河
の
岸

に
至
り
、
南
岸
の
吟
得
敢
で
泊
ま
っ
た
。

こ
こ
で
商
人
と
こ
の
土
地
の
牧
民
に
会
っ
た
。

彼
ら
の
い
う
と
こ
ろ
で
は

「乾
河
の
そ
ば
の
あ
な

た
が
た
の
進
ん
で
い
る
道
は
、
廃
棄
さ
れ
て
四
、

五
十
年
も
た
っ
て
お
り
、
私
の
祖
父
が

一
回
通

っ

た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
、
父
や
私
た
ち
は
行

っ
た

こ
と
が
な
く
、
ど
う
行
く
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
」
。

こ
の
土
地
の
老
牧
民
の
話
も
ま
た
こ
の
と
お
り
で

あ
っ
た
。
こ
の
道
路
が
廃
棄
さ
れ
て
す
で
に
久
し

い
。
こ
の
河
に
水
の
あ
る
と
き
は
、
す
ぐ
に
子
里

に
着
け
る
。
し
か
し
河
端
の
大
道
と
人
の
歩
い
た

跡
は
ま
る
で
新
し
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
、
四
、

五
十
年
も
前
に
廃
棄
さ
れ
て
い
た
も
の
と
は
思
え

な
い
。

研
究
し
て
み
る
と
、
雨
の
降

っ
た
後
、
ゴ
ビ
中

の
泥
砂
に
多
く
含
ま
れ
る
ア
ル
カ
リ
分
が
蒸
発

し
、
硬
殻
化
し
、
人
馬
の
足
跡
が
泥
の
中
に
印
さ

れ
、
こ
れ
が
時
間
が
た

っ
て
も
残

っ
て
新
し
く
見

え
る
の
で
あ
る
。

四
月
十

一
日
　
タ
リ
ム
河
南
岸
の
大
道
を
西
よ

り
に
南
行
を
続
け
、
紅
柳
と
沙
積
の
入
り
混
じ

っ

た
間
を
可
文
洛
克
を
経
て
、
次
の
日
、
何
什
六
洗

に
至
る
。
和
闇
河
ま
た
の
名
は
子
里
河
で
タ
リ
ム

河
に
入
る
所
で
あ
る
。
子
里
河
は
和
間
河
と
な

っ

て
タ
リ
ム
河
に
入
る
旧
河
床
で
あ
る
。
そ
の
西
に

ま
た
英
爾
対
雅
と
い
う
新
し
い
河
が
あ
る
。
現
在

は
も
う
乾
上
っ
て
水
が
な
い
。
河
中
は
浮
砂
で

一
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杯
に
な
り
、
そ
の
色
は
銀
の
よ
う
で
細
か
く
て
滑

り
、
流
砂
の
う
ね
り
が
波
紋
を
作

っ
て
い
る
が
高

い
所
で
も
六
〇
世
ンま
で
は
な
い
。

河
幅
は

一
里
ほ
ど
で
タ
リ
ム
河
よ
り
か
な
り
狭

い
。
岸
の
高
さ
は
約

一
・
六
属
で
岸
の
両
側
は
樹

木
が
並
ん
で
よ
い
風
景
で
あ
る
。
河
中
に
は
井
戸

が
あ
り
、
牧
民
や
通
行
人
が
み
な
こ
こ
に
来
て
水

を
く
む
。
私
た
ち
は
こ
こ
で
水
を
く
ん
だ
あ
と
も

子
里
河
に
沿

っ
て
西
南
の
中
間
を
進
ん
だ
。
午
後

四
時
河
の
中
で
泊

っ
た
。
子
里
河
西
岸
の
樹
林
の

中
に
は
小
道
が
あ
り
、
庫
車
、
沙
雅
、
阿
克
蘇
の

人
が
和
間

へ
行
く
経
路
に
し
て
お
り
、
初
め
は
商

人
が
往
来
し
、
後
に
修
築
さ
れ
て
河
に
沿

っ
て
掘

井
が
設
け
ら
れ
、
最
近
に
な

っ
て
官
商
往
来
の
大

道
と
な

っ
た
。

四
月
十
三
日
午
前
九
時
、
和
聞
に
至
る
大
道
を

南
よ
り
に
西

へ
進
む
。
林
と
砂
丘
の
中
で
こ
の
道

を
探
す
の
は
難
し
く
、
ラ
ク
ダ
と
馬
の
足
跡
に
望

み
を
託
し
て
進
ん
だ
。
時
に
林
の
中
を
行
き
、
時

に
川
岸
に
沿
い
、
午
後
三
時
、
子
里
托
乎
拉
克
に

至
り
、
そ
こ
で
泊
ま
る
。
河
の
名
は
こ
の
地
名
か

ら
つ
け
ら
れ
た
。

四
月
十
四
日
午
前
七
時
、
子
里
を
出
発
。
河
中

か
ら
南

へ
向
か
っ
て
進
む
。
河
は
浮
砂
に
お
お
わ

れ
、
人
馬
の
足
跡
が
そ
の
上
に
印
さ
れ
て
い
る
。

風
で
砂
が
飛
ば
さ
れ
、
つ
む
じ
風
が
起
こ
り
、
足

跡
だ
け
が
残
り
、
長
く
保
存
さ
れ
新
し
い
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ
の
跡
を
ふ
ん
で
前
進

し
、
午
後
、
草
地
に
着
い
た
。
黄
色
い
草
が
多
く
、

乾
河
の
口
と
な
っ
て
い
て
そ
ば
に
小
さ
な
溝
が
あ

る
。
話
で
は
阿
克
対
雅
か
ら
出
た
支
流
は
和
聞
河

に
入
る
。
沙
雅
の
人
の
話
で
は
阿
克
対
雅
は
和
聞

河
か
ら
分
れ
出
る
と
い
う
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
六

時
半
、
英
爾
対
雅
の
牧
場
に
泊
ま
る
。
英
爾
対
雅

は

「新
河
」
の
意
味
で
あ
る
。
和
間
河
は
タ
リ
ム

河
に
入
り
、
元
々
は
子
里
河
か
ら
大
河
に
入
っ
て

い
た
。
子
里
河
は
北
よ
り
に
東
へ
流
れ
る
河
で
、

何
什
六
洗
に
至
り
、
タ
リ
ム
河
に
入
る
。
そ
ば
に

大
道
が
あ
り
、
庫
車
、
沙
雅
の
人
が
何
什
六
洗
を

経
て
和
間
に
至
る
道
で
あ
る
。

後
に
河
水
が
西
に
移
り
、
牧
場
か
ら
北
よ
り
に

西
に
流
れ
、
名
前
は
英
爾
対
雅
と
な
っ
た
。
元
々

河
流
は
と
て
も
大
き
か
っ
た
が
、
今
で
は
わ
ず
か

に
五
～
六
月
の
二
ヵ
月
水
が
あ
る
だ
け
で
、
乾
河

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
河
の
そ
ば
に
は
ま
た
大
道

が
あ
り
、
阿
克
蘇
の
人
が
阿
瓦
提
を
経
て
和
間
に

至
る
道
で
あ
る
。
二
つ
の
道
は
河
の
流
れ
に
そ
っ

て
こ
こ
で
結
ば
れ
る
。
和
聞
河
に
沿
っ
て
南
へ
行

く
。
英
爾
対
雅
の
西

一
里
ば
か
り
の
所
に
砂
の
窪

み
の
中
に
土
塚
が
立
っ
て
い
る
。
塚
は
泥
レ
ン
ガ
　
　
ー６

で
作
ら
れ
、
周
囲
約
三
〇
余
腐
。
高
さ
は
砂
の
窪

み
か
ら
約
三
屑
出
て
お
り
、
調
べ
る
べ
き
遺
物
は

な
く
、
私
は
こ
れ
は
近
代
の
建
築
と
考
え
た
。

四
月
十
六
日
　
牧
場
を
出
発
し
河
中
を
進
む
。

初
め
は
西
南
に
向
か
っ
て
進
み
、
ま
た
南
へ
転
じ

た
。
河
の
中
は
乾
い
て
水
は
な
い
が
、
泥
砂
は
少

し
水
分
が
あ
り
、
長
く
流
水
が
な
い
よ
う
で
、
窪

地
に
は
時
に
は
水
た
ま
り
が
あ
り
ま
だ
乾
い
て
い

な
い
。
案
内
人
に
聞
く
と
、
二
十
日
前
に

一
度
水

が
来
た
が
、
三
日
で
消
え
、
そ
れ
が
窪
地
に
た
ま
っ

て
い
る
の
だ
と
い
う
。
河
の
両
岸
の
樹
林
は
う
っ

そ
う
と
し
て
、
砂
丘
は
累
々
と
続
き
、
そ
の
上
に

は
紅
柳
が
生
え
、
風
砂
の
侵
入
を
防
い
で
い
る
。

当
日
、
渡
口
に
泊
っ
た
が
、
阿
克
対
雅
が
和
聞
河

に
入
る
所
で
あ
る
。

五
十
年
前
阿
克
対
雅
に
は
ま
だ
水
が
あ
り
、
そ

の
後
水
が
来
な
く
な
っ
た
。
安
集
延
の
人
が
こ
こ

に
堤
を
作
り
、
英
爾
対
雅
の
水
が
阿
克
対
雅
に
入

る
の
が
断
た
れ
、
つ
い
に
水
が
来
な
く
な
っ
た
。

後
に
ま
た
こ
れ
が
壊
れ
た
。
五
十
年
前
阿
克
対
雅

は
ま
だ
水
の
あ
る
河
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ

る

。
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堤
の
東
に
も

う

一
つ
乾
河
が

あ
る
。
子
里
河

の
支
流
で
子
里

か
ら
分
か
れ
出

て
堤
の
所

へ
来

て
和
聞
河
と
合

す
。

水

の
多

か
っ
た
と
き
に

は
通
行
人
は
渡

し
舟
で
渡

っ
た

の
で
こ
の
地
に

渡
日
の
名
が
あ

る
。
堤
の
東
に

は
伝
説
に
あ
る

古
蹟
が
非
常
に

夕
γ
い
。

四
月
十
七
日
　
堤
の
所
か
ら
馬
に
乗
っ
て
東
ヘ

行
っ
て
調
査
を
行
う
。
乾
河
の
そ
ば
の
樹
林
か
ら

約

一
〇
里
で

一
つ
の
乾
河
に
着
く
。
河
床
を
横
断

し
東
岸
へ
出
る
。
河
岸
に
は
砂
山
が
連
な
っ
て
い

る
。
河
床
の
半
分
は
流
砂
に
お
お
わ
れ
て
い
た
。

河
幅
は
約
二
百
肝
、
両
岸
の
樹
林
は
そ
ろ
っ
て
並

ん
で
お
り
、
中
に
窪
地
が

一
線
に
な
っ
て
見
ら
れ

南
か
ら
北
へ
東
よ
り
に
伸
び
て
、
砂
丘
の
窪
み
の

中
で
な
く
な
る
。
し
か
し
、
東
北
約

一
〇
余
里
の

所
で
ま
た

一
線
の
樹
林
を
見
た
。
大
き
な
砂
丘
の

窪
み
の
そ
ば
を
行
く
の
で

一
つ
の
河
が
見
え
隠
れ

す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
で
私
は
こ
の
乾
河
は
六
和
古
格
得
よ
り
南

に
あ
る
私
達
の
探
し
て
い
る
大
砂
漠
中
の
乾
河
で

は
な
い
か
と
考
え
た
。
こ
の
河
は
和
聞
河
か
ら
分

か
れ
出
て
、
古
く
は
和
闇
河
の
堤
を
築
い
た
所
で

北
よ
り
に
東

へ
流
れ
、
そ
の
後
だ
ん
だ
ん
と
西

へ

移
っ
た
。

た
と
え
ば
、
子
里
河
が
西
に
移
り
英
爾
対
雅
と

な
っ
た
。
そ
の
形
跡
は
非
常
に
は
っ
き
り
と
し
て

い
る
。
和
聞
河
が
西

へ
移

っ
た
こ
と
で
、
タ
リ
ム

河
は
北

へ
移
動
し
た
。
大
和
吉
格
得
の
南
面
の
大

乾
河
で
私
達
は
す
で
に
陶
片
、
銅
品
と
古
代
の
大

道
を
見

つ
け
て
お
り
、
堤
の
東
に
あ
る
乾
河
に
も

古
蹟
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
発
見
で
き
る
と
思
っ
た
。

子
里
は
猟
師
の
家
の
意
味
で
、
乾
河
の
南
の
古

墳
地
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
昔
、
乾
河

の
そ
ば
に
い
た
住
民
も
そ
れ
を
知

っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
制
約
か
ら
そ
こ
へ

行
け
な
か
っ
た
の
は
非
常
に
残
念
で
あ

っ
た
。
渡

口
に
返

っ
た
あ
と
続

い
て
河
に
沿

っ
て
南

へ
進

み
、
そ
の
日
は
博
爾
去
的
に
泊
る
。
十
八
日
は

可
言
弟
に
泊
る
。
十
九
日
は
伯
格
善
に
泊
る
。
二

十
日
は

草

灘

に
泊
る
。

二
十

一
日
は

紅

山
咀

東
岸
の
川
原
の
草
の
中

で
泊

っ
た
。
紅
山
咀
は
地
元
の
人
が
麻
札
塔
吟
と

い
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
山
は
西
北
山
脈
の

尾
と
な

っ
て
和
聞
河
の
そ
ば

へ
至

っ
て
二
つ
の
山

を
突

き

出

し

て

い
る

の

で
あ

ろ
う
。

北

を

自

山

咀

と
い
い
、
南
は
紅
山
咀
と
い
う
。
両
山

の
間
に
は
大
道
が
西

へ
向
か
っ
て
お
り
、
古
代
の

交
通
の
要
所
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
古
城
は
紅

山
嶺
に
あ
り
、
周
囲
約

一
里
ば
か
り
、
城
は
三
重

で
、
城
内
に
は
蜂
湾

（ノ
ロ
シ
に
用
い
た
草
木
の

残
り
）
が
非
常
に
多
く
、
壁
は
赤
く
土
レ
ン
ガ
で

積
ん
で
あ
り
中
に
胡
桐
樹

の
枝
を
は
さ
ん
で
あ

る
。
こ
の
地
が
大
道
の
そ
ば
の
防
御
の
場
所
と

な
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
道
が
子
間
か
ら
疏
勒

へ
の
大
道
で
あ

っ
た
。

河
辺
を
臨
む
急
坂
の
下
の
石
の
す
き
間
に
は
空

洞
が
あ
り
浮
砂
に
お
お
わ
れ
て
い
る
が
、
た
ぶ
ん

古
代
人
の
住
居
遺
址
で
あ
ろ
う
。
毛
拉
等
が
こ
れ

を
堀

っ
て
乾
元
銭

（八
世
紀
）

一
枚
と
民
族
古
文

字
の
書
か
れ
た
木
簡

一
枚
、
ビ
ン
ク
色
の
陶
片
を

見
つ
け
た
。
み
な
唐
代
の
物
で
あ
る
。
石
室
の
頭

⊆≧互皇壼■二2.m二
争 声 ザ

ヒ上

爾イル
レイ4・lJ"。 ‐ο‐″■ノ

写真 4 木簡片の亀滋語文字 (上 )表 ,(下)裏
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頂
部
に
は
梵
字
、
漢
字
が
非
常
に
多
く
刻
ま
れ
て

い
る
。
漢
文
に
は

「李
思
祀
」
「印
異
生
」
「慮
衆

玉
」
「蘭
口
」
「羅
宜
米
」
等
が
あ
り
、
他
の
多
く

は
読
め
な
い
。
刻
字
は
非
常
に
浅
く
、
拓
本
は
と

り
に
く
い
。
洞
口
に
二
つ
の
石
が
あ
り
、
そ
の
下

面
に
は
み
な
刻
字
が
あ
る
が
細
か
く
て
読
め
な

こ
の
地
は
唐
代
の
重
要
な
遺
址
と
み
ら
れ
、
こ

の
刻
字
は
み
な
こ
こ
を
往
来
し
た
人
の
記
名
で
あ

る
。　
一
九
〇
八
年
、
ス
タ
イ
ン
が
麻
札
塔
吟
で
木

版
書
と
若
十
の
残
紙
を
発
掘
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
み
な
八
、
九
世
紀
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
、

そ
の
中
に
古
チ
ベ
ッ
ト
文
書
が
あ
り

（『中
央
ア

ジ
ア
探
検
』
）
、
こ
の
地
が
吐
番
侵
入
時
代
な
お

齢
然
と
独
立
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

二
十

一
日
、
再
び
麻
札
塔
吟
東
岸
か
ら
河
に

沿
っ
て
南
よ
り
に
西
へ
進
む
。
河
原
は
草
が
非
常

に
多
く
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
羊
飼
が
放
牧
し
て
い

た
。
そ
の
日
は
阿
巴
什
に
泊
ま
る
。

二
十
三
日
。
阿
巴
什
を
出
発
、
秋
什
拉
什
を
経

て
玉
龍
河
畔
に
泊
る
。
玉
龍
吟
什
河
と
吟
拉
吟
什

河
は
秋
什
拉
什
で
合
流
し
和
間
河
と
な
る
。

二
十
四
日
。両
河
の
中
間
を
南
に
転
じ
て
進
み
、

大
道
に
従
っ
て
托
窪
克
に
至
る
。
胡
桐
が
密
生
し

た
中
に
道
が
は
っ
き
り
見
え
る
。
そ
の
地
の
胡
葉

の
葉
は
丸
く
、
高
さ
は
二
丈
ま
で
な
く
、
枝
は
横

に
出
る
。
庫
車
と
タ
リ
ム
河
沿
岸
の
胡
桐
は
直
立

し
て
高
さ
は
数
十
丈
に
な
り
、
葉
は
平
べ
っ
た
く

黄
金
色
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
托
窪
克
は
和
間
最

北
の

一
部
落
で
あ
り
、
和
聞
河
東
岸
の
そ
ば
に
あ

る
。
西
南
に
は
斯
拉
木
額
瓦
提
が
あ
り
、
河
の
西

岸
の
和
闇
北
部
の
大
部
落
で
あ
る
。

托
窪
克
に
つ
い
た
後
、
こ
の
地
の
風
物
は
特
殊

で
あ
る
と
感
じ
た
。
こ
の
地
の
人
の
声
は
よ
く
通

り
、
顔
は
内
地
と
同
じ
だ
が
、
あ
ご
ひ
げ
は
ま
ば

ら
で
あ
る
。

『北
史
』
西
域
伝
に

「高
昌
か
ら
西
は
、
諸
国

の
人
等
み
な
目
深
く
鼻
が
高
い
、
た
だ
こ
の

一
国
、

顔
は
胡
に
あ
ら
ず
、
頗
る
華
夏
に
類
す
」
と
あ
る

ご
と
く
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
地
の
人
の
い
う
方
角
は
、
庫
車
と
は

違
う
。
こ
の
地
の
人
は
南
を
東
と
い
い
、
東
を
北

と
い
い
、
北
を
西
と
い
い
、
西
を
南
と
い
う
。
た

と
え
ば
托
窪
克
は
河
の
東
に
あ
る
と
い
う
の
は
実

は
河
の
南
に
あ
る
の
で
あ
り
、
河
の
北
岸
と
い
う

の
は
実
は
東
岸
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
の
説
に

よ
れ
ば
河
の
水
は
方
角
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
。

河
の
東
は
北
で
、
河
の
西
は
南
で
、
こ
の
地
の
河

の
水
は
み
な
南
北
に
流
れ
る
。
ゆ
え
に
方
位
は
顛

倒
し
て
い
る
。
中
国
古
代
に
も
山
水
で
方
角
を
分

け
て
い
た
。
河
の
北
を
陰
と
し
、
河
の
南
を
陽
と

し
て
、
山
陰
、
山
陽
、
漢
陰
、
漢
陽
と
し
た
の
は

こ
の
類
で
あ
る
。

（
三
）

和
間
、
千
聞
砂
漠
中
の
古
址

和
闘
河
北
の
沙
積
中
の
遺
跡

托
窪
克
は
今
の
和
闇
の
最
北
の
村
落
の
一
つ
で

あ
る
。王
龍
吟
什
河
の
そ
ば
が
つ
ま
り
和
聞
河
で
、

和
聞
河
と
予
闇
河
の
中
間
に
あ
り
、
今
は
広
大
な

砂
漠
地
区
で
あ
る
。
し
か
し
古
代
に
は
和
闇
、
千

間
の
間
に
は
も
と
も
と
少
な
か
ら
ぬ
河
流
が
あ

り
、
当
時
の
人
々
は
み
な
河
に
沿
っ
て
居
住
し
て

い
た
。
後
に
、
自
然
あ
る
い
は
人
為
的
な
変
化
で

河
水
が
乾
涸
、
あ
る
い
は
、
短
縮
、
あ
る
い
は
流

路
が
変
り
、
い
く
つ
か
の
城
市
は
み
な
流
砂
に
埋

も
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
和
聞
と
子
間
の
中
間
は

つ
い
に
広
大
な
流
砂
区
域
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

砂
漠
の
中
の
古
跡
、
古
城
の
伝
説
は
今
も
現
地
の

住
民
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。

私
は
現
在
、
和
間
河
か
ら
砂
漠
を
横
断
し
て
子

間
に
至
り
、
砂
漠
中
の
古
跡
を
調
べ
て
い
る
。
そ

れ
で
、
こ
の
土
地
の
名
の
知
ら
れ
た
猟
師
二
人
に
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案
内
を
た
の
ん
だ
。
彼
ら
は
こ
の
地
の
砂
漠
の
中

の
情
況
を
最
も
よ
く
知

っ
て
い
る
者
で
あ
る
。

四
月
二
十
六
日
　
和
聞
河
西
岸
の
村
落
よ
り
出

発
、
南

へ
向
か
い
東
南
に
向
き
を
変
え
、
二
時
間

半
で
出
合
う

一
つ
の
村
を
過
ぎ
、
沙
積
に
入
る
。

沙
債
中
に
は
小
道
が
あ
る
。
托
窪
克
か
ら
策
勒
県

に
至
る
小
路
で
、時
に
は
隠
れ
時
に
は
現
れ
、所
々

に
ロ
バ
の
糞
が
あ
っ
て
通
行
者
の
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

初
め
砂
漠
は
大
き
く
な
く
所
々
に
胡
桐
が
あ

り
、
低
く
て
枝
が
繁
り
、
種
類
は

一
つ
で
は
な
く

丸
葉
の
も
の
や
長
円
の
も
の
、
ま
た
丸
葉
で
も
ふ

ち
が
歯
状
の
も
の
が
あ
る
。
沙
積
中
を
行
く
こ
と

一
時
間
半
で

一
つ
の
乾
い
た
大
き
な
河
に
至
る
。

両
岸
に
は
高
い
砂
山
が
対
時
し
、
河
を
は
さ
み
、

流
れ
は
東
北
に
向
か
っ
て
い
る
。
河
の
中
の
砂
粒

は
非
常
に
細
か
く
色
は
白
く
銀
の
よ
う
で
、
和
闇

河
の
砂
粒
と
同
じ
で
あ
る
。

人
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
「
こ
の
河
は
吉
牙
荘

の
渡
し
場
よ
り
分
か
れ
出
て
、
東
北

へ
行
き

旦
営
に
至
り
、
さ
ら
に
東
北
へ
沙
雅
の
草
湖
に

至
る
。
時
に
は
現
れ
、
時
に
は
隠
れ
て
行
先
が
わ

か
ら
な
い
」
。

老
人
の
話
す
伝
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
河
が
つ
ま

り
古
い
和
聞
河
で
、
当
時
水
の
あ
っ
た
時
は
、
和

間
の
住
民
は
み
な
河
に
沿
っ
て
住
ん
で
い
た
」
。

ま
た
い
う
、
「
こ
の
河
が
古
牙
か
ら
分
か
れ
て
い

た
と
き
、
古
城
が
渡
し
場
の
そ
ば
に
あ
っ
た
。
名

は
阿
克
斯
比
爾
と
い
い
今
も
城
壁
が
あ
る
。
他
に

も

一
つ
古
い
所
が
あ
る
が
城
壁
は
残
っ
て
な
く
、

わ
ず
か
に
陶
片
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら

に
東
北
へ
行
く
と
旦
営
鳥
利
克
で
、
つ
ま
り
こ
の

乾
河
の
そ
ば
に
あ
り
、
旦
営
の
人
々
は
乾
河
の
中

に
丼
戸
を
掘
り
水
を
得
る
…
…
。」

河
の
流
れ
か
ら
考
え
る
と
克
衣
河
の
末
流
は
沙

積
中
の
喀
拉
屯
に
達
す
る
。
こ
の
乾
河
の
そ
ば
の

喀
拉
屯
に
ま
た

一
つ
の
乾
河
が
あ
り
東
北
に
向

か
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
に
古
和
聞
河
に

は

一
つ
の
支
流
が
あ
っ
て
東
北
に
向
か
っ
て
流

れ
、
羅
布
淳
爾
へ
入
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

今
の
和
聞
河
が
北
流
し
て
塔
里
木
河
に
入
っ
た
の

は
、
後
に
起
こ
っ
た
現
像
で
あ
る
。
乾
河
を
過
ぎ

て
元
通
り
東
南
へ
向
か
っ
て
行
く
と
、
砂
漠
の
中

に
紅
柳
と
胡
桐
が
み
ら
れ
る
。

四
月
二
十
七
日
　
ひ
き
続
き
東
南
に
行
く
。
砂

漠
は
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
る
が
、
時
に
は
葦
草
が

あ
る
。
こ
こ
を
過
ぎ
る
と
大
き
な
砂
の
窪
み
と
な

り
、
水
草
は
も
う
無
く
な
り
塔
里
木
河
南
の
大
砂

漠
と
同
じ
に
な
る
。
こ
こ
が
大
沙
寓

（大
き
な
砂

の
窪
み
）
で
、
つ
ま
り
流
砂
が
山
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
山
の
一
面
は
急
峻
で
、　
一
面
は
ゆ
る
や

か
で
、
連
続
し
て
並
び
、
大
き
な
波
が
さ
か
ま
く

が
ご
と
き
で
、
高
い
の
は
二
〇
～
三
〇
肝
に
達
す

る
。
登
っ
て
遠
く
を
見
て
も
砂
漠
の
果
て
は
見
え

写真 5 和間のタクラマカン大砂漠
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な
い

（写
真
５
）
。
た
だ
砂
丘
の
開
か
れ
た
所
に

は
時
に
紅
泥
の
荒
地
が
現
れ
、
溝
の
窪
み
が
縦
横

に
あ
る
。
そ
れ
は
伏
流
の
あ
っ
た
所
で
、
砂
粒
は

湿
気
が
あ
る
。
和
間
と
干
間
の
間
に
は
河
流
が
多

く
、
み
な
北
流
し
て
砂
漠
に
入
る
。
こ
の
地
が
沙

積
に
変
化
し
て
い
る
の
が
そ
の
証
で
、
お
そ
ら
く

後
代
の
こ
と
で
あ
る
。

四
月
二
十
八
日
　
私
た
ち
は
大
沙
寓
の
中
を
突

き
抜
け
、
大
海
を
行
く
が
ご
と
く
進
ん
だ
。
い
く

株
か
の
胡
桐
樹
で
作
ら
れ
た
目
印
が
あ
る
外
、
見

渡
す
限
り
の
黄
砂
で
小
さ
な
草
も
無
く
、
ラ
ク
ダ

で
昇
っ
た
り
降
り
た
り
、
足
跡
が
延
々
と
帯
の
ご

と
く
続
く
。
し
か
し
、
砂
の
窪
み
の
開
か
れ
た
所

に
平
ら
な
川
が
現
れ
、
道
は
分
か
ら
な
く
な
り
探

せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
日
、
午
前
六
時
二
十
分
に
出
発
し
、
午
後

五
時
二
十
分
、
羊
達
胡
都
克
村
の
北
面
の
井
戸
の

あ
る
所
に
着
く
。
計
十

一
時
間
の
行
程
で
人
馬
と

も
に
困
億
し
た
。
羊
達
胡
都
克
は
策
勒
県
北
の
境

に
あ
り
、
県
城
か
ら
約
三
十
里
隔
た
り
、
最
北
の

村
落
と
は
十
余
里
隔
た
っ
て
お
り
、
大
砂
漠
南
の

第

一
の
水
の
あ
る
所
で
あ
る

（写
真
６
）
。

大
砂
漠
と
草
地
の
中
間
で
は
、
風
砂
と
紅
柳
の

組
合
わ
せ
で
、
無
数
の
紅
柳
ガ
ー
ド

（紅
柳
沙
堆

＝
防
砂
林
）
が
形
成
さ
れ
、
荒
漠
た
る
荒
野
に
並

ん
で
い
る
。
そ
の
形
は
小
円
丘
の
よ
う
で
砂
泥
か

ら
な
り
、
高
さ
は
約
五
、
六
居
で
上
に
紅
柳
が
生

え
て
い
る
。
こ
の
小
さ
な
丘
は
風
砂
を
防
ぎ
、　
一

旦
水
が
で
る
と
肥
沃
な
土
地
に
変
わ
る
。

四
月
二
十
九
日
　
前
進
を
続
け
、
後
に
東
へ
転

じ
て
行
き
、
村
落
の
北
面
を
経
て
紅
柳
の
ガ
ー
ド

を
突
き
抜
け
、
古
乃
璃
荘
最
北
の
可
拉
克
荘
で
泊

る
。
達
摩
支
古
跡
を
訪
ね
る
拠
点
で
あ
る
。

達
摩
支

一
帯
の
古
址

和
間
と
子
間
両
河
の
中
間
の
古
跡
は
大
き
く
三

つ
に
区
分
さ
れ
る
。　
一
つ
は
和
聞
流
域
、
つ
ま
り

玉
龍
吟
什
河
流
域
、
阿
克
斯
比
爾
お
よ
び
什
斯
爾

を
中
心
と
す
る
も
の
。　
一
つ
は
達
摩
川
流
域
、

特
特
爾
格
拉
木
お
よ
び
旦
営
鳥
利
克
を
中
心
と
す

る
も
の
。
も
う

一
つ
は
克
里
雅
河
流
域
、
喀
拉
屯

を
中
心
と
す
る
も
の
。
和
聞
河
つ
ま
り
玉
龍
吟
什

河
を
除
い
て
、
千
闇
よ
り
和
間
に
返
る
調
査
時
の

記
録
の
他
、
今
は
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
ル
ー

ト
に
つ
い
て
述
べ
、
先
に
達
摩
文
の
古
跡
に
つ
い

て
記
す
。

達
摩
支
は

一
つ
の
新
し
い
村
で
、
達
摩
川
に
は

水
が
あ
る
。
源
は
南
山
で
北
流
し
て
今
の
達
摩
文

に
至
り
、
灌
漑
し
た
後
砂
漠
に
没
す
る
。
旧
達
摩

文
は
そ
の
北
約
三
十
余
里
に
あ
る
。
元
の
達
摩
川

は
北
流
し
、
旧
達
摩
文
北
面
の
古
址
を
通
過
し
旦

営
鳥
利
克
の
古
址
に
流
れ
至
り
古
千
聞
河
に
入

っ

て
い
た
。
そ
れ
以
後
は
断
流
し
流
れ
は
わ
ず
か
と

な

っ
て
旧
達
摩
支
以
北
で
流
れ
は
止
ま
っ
た
。
こ

写真 6 宿
′
lli地 にて
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こ
五
十
年
来
、旧
達
摩
支
は
変
化
し
廃
墟
と
な
り
、

水
は
源
か
ら
新
達
摩
支
ま
で
し
か
流
れ
な
い
。
こ

れ
以
北
の
達
摩
川
の
河
床
は
乾
い
て
、
わ
ず
か
に

往
時
の
流
水
の
痕
跡
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

達
摩
川
以
西
で
は
卜
納
克
河
が
あ
り
北
西
へ
流

れ
、
十
納
泌
の
北
で
砂
漠
に
入
る
。
私
達
の
調
査

ル
ー
ト
は
ま
ず
卜
納
克
河
に
沿
い
四
大
麻
札
を
訪

れ
、
卜
納
泌
に
至
り
、
再
び
達
摩
文
古
址
の
調
査

に
向
か
い
、
そ
し
て
千
間
に
至
る
の
で
あ
る
。

四
月
二
十
日
　
私
た
ち
は
可
拉
克
荘
を
出
発

し
、
初
め
は
北
よ
り
に
東
に
行
き
、
後
に
卜
納
克

乾
河
に
沿
っ
て
北
よ
り
に
西
へ
転
じ
た
。
卜
納
克

河
は
現
地
の
人
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
「卜
納
克

河
か
ら
分
か
れ
出
て
北
西
に
流
れ
、
卜
納
克
荘
を

過
ぎ
る
。
故
に
そ
の
名
を
卜
納
克
河
と
い
う
」
。

河
幅
は
約
十
五
腐
、
深
さ
約

二
腐
、
流
れ
は

力
済
阿
特
麻
札
の
北
で
砂
漠
に
入
る
。
力
済
阿
特

麻
札
は
千
間
の
四
大
麻
札
の
一
つ
で
あ
る
。
現
地

の
人
の
話
に
よ
れ
ば
、
「イ
ス
ラ
ム
教
が
初
め
て

入
っ
て
き
た
と
き
、
蒙
古
人
と
戦
い
、
死
ん
だ
者

を
そ
の
地
に
葬
る
た
め
麻
札

（モ
ス
ク
）
を
建
て

た
。
毎
年
三
月
麻
札
で
礼
大
祭
を
行
う
。」

ま
た
呉
六
雑
提
麻
札
は
力
済
阿
特
麻
札
の
北
西

約
二
十
五
里
余
り
の
所
に
あ
る
。
ま
た
確
畔
阿
塔

お
よ
び
所
不
及
麻
札
は
そ
の
東
、
達
摩
川
附
近
に

あ
る
。
力
済
阿
特
麻
札
附
近
に
は
、
紅
泥
の
荒
地

の
か
な
り
の
広
い
区
域
に
陶
片
が
散
乱
し
、
こ
の

地
が
古
い
時
代
に
廃
棄
さ
れ
た
村
落
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
紅
泥
の
荒
地
上
は
縦
横
に
区
画
さ
れ

て
お
り
、
古
代
人
の
住
居
遺
跡
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
陶
片
は
い
ず
れ
も
紅
色
で
、
中
に
青

泥
が
含
ま
れ
、
上
に
は
藍
紋
お
よ
び
水
波
紋
が
あ

る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
ま
だ
遺
址
の
時

代
を
鑑
定
で
き
る
証
拠
を
発
見
し
て
い
な
い
。

五
月

一
日
　
午
前
九
時
、力
済
阿
特
麻
札
よ
り
、

西
か
ら
西
北
に
向
か
う
。　
一
つ
の
乾
河
を
経
て
、

紅
柳
の
ガ
ー
ド
と
沙
積
が
少
し
あ
り
、
流
砂
の
開

い
た
所
に
瓦
礫
が
散
乱
し
て
い
る
。
午
後
二
時
、

呉
六
雑
提
麻
札
に
着
く
。
麻
札
の
附
近
の
周
囲
約

二
十
里
に
は
広
い
範
囲
に
陶
片
が
散
乱
し
て
日
に

つ
く
の
は
皆
こ
れ
で
あ
る
。
広
さ
約

一
・
五
日
国
の

傾
き
崩
れ
た
建
物
が
あ
り
、
こ
れ
は
古
い
家
屋
の

遺
址
で
あ
る
。

木
材
に
泥
を
塗
っ
て
壁
に
し
た
も
の
が
向
き

あ
っ
て
並
ん
で
お
り
、
こ
の
地
が
古
代
人
の
住
宅

区
域
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す

で
に
外
国
人
の
盗
掘
で
遺
物
は
無
い
こ
と
が
分

か
っ
た
。
こ
の
所
も
墓
葬
が
多
く
、
私
た
ち
は

一

つ
の
墓
を
試
掘
し
て
み
た
。
下
に
は
長
方
形
の
洞

窟
が
現
れ
、
口
径
は
大
き
い
も
の
が
幅

一
肝
、
長

さ

一
・
五
肝
。
小
さ
い
も
の
は
長
さ
約

一
屑
、
深

さ

一
ｏ
三
腐
前
後
。
上
は
小
さ
く
下
は
大
き
く
中

に
人
骨
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
人
骨
は
白
い
布
に

包
ま
れ
、
服
や
外
棺
は
見
ら
れ
な
い
。
墓
回
は
草

と
木
材
が
組
合
わ
さ
れ
そ
の
上
に
か
ぶ
せ
て
あ

る
。
発
掘
し
な
け
れ
ば
い
つ
墓
葬
し
た
も
の
か
分

か
ら
な
い
。

こ
の
附
近
で
は
紅
色
に
青
泥
の
は
さ
ま

っ
た
陶

片
が
あ
り
、
力
済
阿
特
麻
札
の
陶
片
と
同
じ
で
あ

る
。
ま
た
孔
の
な
い
銅
銭
を

一
つ
拾
っ
た
。
現
地

の
人
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
「
維
族
が
初
め
て
来

た
と
き
に
通
用
さ
せ
た
貨
幣
」
で
あ
る
。
両
面
に

ア
ラ
ビ
ア
文
字

の
ク
ー
フ
ァ
体
が
鋳
ら
れ
て
あ

り
、
喀
什
噌
爾
吟
奈
か
ら
出
土
の
も
の
と
同
じ
で

十

一
世
紀
初
期
の
喀
拉
汗
朝

の
貨
幣
と
思
わ
れ

る
。こ

れ
に
よ
り
銅
銭
と
陶
片
は
そ
こ
の
住
民
の
も

の
で
墓
中
の
死
者
と
同

一
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

地
元
に
伝
わ
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
初
伝
時
期
に
蒙
古

人
が
こ
こ
で
戦
死
し
て
葬
ら
れ
た
と
い
う
話
と
関

係
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
蒙
古
人
と

は
回
鵠
人
で
あ
る
。
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ま
た
古
城
が

一
つ
あ
り
、
麻
札
東
北
の
約
六
里

ば
か
り
の
所
で
十
納
泌
と
い
う
。
城
壁
は
半
分
河

の
中
に
没
し
、
半
分
地
面
に
出
て
い
る
。
周
囲
約

二
里
余
り
、
中
に
紅
柳
が
生
え
、
遺
物
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
一
帯
の
陶
片
と
麻
札
で
拾
得
し
た

も
の
は
同
じ
で
、
こ
こ
の
住
民
は
麻
札
と
同

一
時

期
に
属
し
、
そ
れ
ほ
ど
隔
た
り
は
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

十
三
世
紀
に
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
が
和
間
を
通
っ
た

と
き
、
忽
炭

（和
聞
）
東
方
と
東
北
方
の
間
に
培

因
州
が
あ
っ
た
。
私
が

「
ロ
プ
ノ
ー
ル
考
古
記
』

（日
本
語
版
翻
年
恒
文
社
刊
）
で
主
張
し
た
培
因

州
は
現
在
の
卜
納
克
河
の
そ
ば
の
十
納
泌
で
あ

る
。
も
し
、
私
の
推
論
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
十

一

世
紀
の
初
め
、
元
代
に
至
り
、
こ
の
地
に
は
ま
だ

住
民
が
い
た
。
こ
の
地
の
放
棄
は
十
五
世
紀
初
め

か
、
あ
る
い
は
近
代
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

五
月
二
日
　
私
た
ち
は
可
拉
克
荘
を
離
れ
、
南

よ
り
に
東
へ
向
か
い
、
旧
達
摩
文
の
村
落
北
の
古

跡
を
探
し
た
。
確
畔
麻
札
を
経
て
東
南
に
向
き
を

変
え
る
。
沙
積
中
に
は

一
面
に
紅
柳
が
生
え
、
旧

達
摩
支
の
村
落
の
家
屋
址
と
水
路
が
紅
柳
の
や
ぶ

の
中
に
交
錯
し
、
は
っ
き
り
と
数
え
ら
れ
る
。
地

元
の
人
の
話
で
は
、
こ
の
村
が
廃
棄
さ
れ
た
の
は
、

ま
だ
五
十
年
と
た
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
の
地

に
居
住
し
て
い
た
も
の
は
多
く
、
天
災
に
遭
い
、

水
源
が
断
絶
し
、
住
民
は
死
亡
ま
た
は
逃
亡
し
、

生
存
者
は
み
な
南
の
新
村
へ
移
っ
た
。
今
の
新
達

摩
文
で
あ
る
。
旧
達
摩
支
と
約
二
十
里
離
れ
た
所

に
水
源
を
見
つ
け
た
の
で
私
た
ち
は
新
達
摩
支
北

面
の
馬
拉
阿
拉
干
と
い
う
村
落
へ
移
っ
た
。

五
月
三
日
　
馬
拉
阿
拉
十
か
ら
北
へ
向
か
い
、

達
摩
文
旧
村
の
南
端
に
入
り
、
北
へ
折
れ
て
東
よ

り
に
達
摩
文
乾
河
の
そ
ば
を
行
く
。
両
側
に
は
紅

柳
が
密
生
し
、
少
し
円
錐
体
の
小
砂
丘
を
形
成
し

て
い
る
。
旧
達
摩
文
村
を
通
過
し
北
東
に
向
か
い

沙
積
に
入
る
。
約
五
、
六
里
行
っ
た
所
に
紅
色
の

陶
片
が
散
乱
し
て
お
り
、
古
代
の
住
宅
区
域
に
近

づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
東
へ
向
き
を

か
え
て
行
く
と
多
く
の
瓦
礫
の
あ
る
所
に
至
る
。

地
名
は
特
特
爾
格
拉
木
。
西
南
か
ら
東
北
へ
一
線

に
延
々
約
数
里
続
い
て
い
る
。

家
屋
は
す
で
に
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
痕
跡
は
見
ら
れ
、
街
路
や
街
並
み
の
識
別
は

で
き
る
。
中
に
大
道
が

一
本
あ
り
、
道
は
東
北
に

向
か
い
、
往
時
の
街
の
名
残
を
現
し
て
い
る
。
達

摩
支
乾
河
の
廃
址
の
西
を
通
り
、
北
へ
向
か
い
わ

ず
か
に
西
に
行
く
。
乾
河
の
中
は
胡
桐
と
青
草
そ

し
て
両
岸
の
砂
の
小
山
に
は
紅
柳
が
生
え
、
古
代

の
河
の
流
れ
た
方
向
を
示
し
て
い
る
。
旧
達
摩
支

は
そ
の
西
南
約
十
余
里
に
あ
り
、
達
摩
文
の
旧
道

を
通
っ
て
行
く
の
だ
が
そ
れ
も
識
別
で
き
る
。

こ
の
地
の
陶
片
は
多
く
呉
六
雑
提
と
同
じ
で
あ

る
。
そ
れ
ら
は
皆
、
浮
花
文
あ
る
い
は
水
波
紋
が

あ
り
、
外
は
紅
泥
が
塗
ら
れ
、
内
側
に
は
青
泥
が

爽
ま
れ
、
非
常
に
硬
い
。
し
か
し
、
同
時
に
ま
た

別
の
肉
薄
の
紅
陶
片
が

一
種
あ
り
、
泥
質
は
細
か

く
外
面
は
磨
か
れ
て
光
っ
て
お
り
上
部
は
連
珠
式

花
紋
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
器
柄
部
あ
る
い
は
辺
縁

は
人
形
あ
る
い
は
獣
形
の
浮
彫
で
ど
れ
も
き
わ
め

て
優
美
で
あ
る
。
ま
た
、
朱
筆
で
花
紋
を
描
い
た

も
の
も
あ
り
挑
頭
岡
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り

陶
片
は
早
晩
二
期
に
分
け
ら
れ
る
。
地
面
に
は

亀
姦
の
の
小
銅
銭
が
散
乱
し
て
い
る
が
四
、
五
世

紀
の
遺
物
で
あ
る
。

特
特
爾
格
拉
木
の
西
、
約
五
、
六
里
の
地
に
土

塚
が

一
つ
あ
る
。
ま
た
北
へ
一
里
ほ
ど
の
所
に
も

高
い
土
の
台
が
あ
る
。
そ
の
労
ら
に
は
家
屋
建
築

遺
址
が
あ
り
付
近
の
街
路
の
痕
跡
も
よ
く
識
別
で

き
る
。
半
分
は
流
砂
に
埋
も
れ
、
附
近
に
は
肉
薄

の
紅
陶
片
が
散
乱
し
て
い
る
。
北
に
ま
た

一
つ
土

塚
が
あ
り
、
周
囲
約
六
、
七
】口だ
が
砂
に
埋
も
れ
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て
い
る
壁
の
一
角
が
露
出
し
て
お
り
、
そ
れ
が
古

建
築
の
遺
址
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
土
の
台

の
上
で

「
五
鉄
」
銭
数
枚
を
拾
う
。
こ
の
地
の
五

鉄
銭
は
輪
郭
が
な
く
、
非
常
に
薄
く
、
直
径
二

・

四
ミリ
、
孔
径
約

一
・
五
ミリ
、
劉
宋
時
代
の

「素
子

銭
」
の
様
式
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
一
帯
の
古
址

が
五
世
紀
の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
の
証
し
で
あ
る
。

こ
の
遺
址
は
ま
だ
外
国
人
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て

な
く
、
調
査
作
業
は
可
能
で
あ
っ
た
が
当
時
の
環

境
に
は
限
度
が
あ
り
、
つ
い
に
こ
の
優
美
な
遺
址

の
考
古
学
上
の
整
理
を
な
し
得
な
か
っ
た
の
は
非

常
に
惜
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

五
月
五
日
　
馬
拉
阿
拉
干
を
発
ち
千
聞
へ
の
道

に
達
す
。
ラ
ク
ダ
隊
は
大
道
に
向
か
っ
て
歩
き
、

私
は
毛
拉
等
と
東
へ
向
か
い
、
ス
タ
イ
ン
が

一
九

〇
六
年
に
吟
得
里
克
で
盗
掘
し
た
廃
寺
を
訪
れ

た
。
開
墾
区
域
と
紅
柳
の
砂
山
の
後
ろ
を
経
て
乾

い
た
溝
に
達
し
た
。
達
摩
文
乾
河
の
所
か
ら
溝
が

分
か
れ
て
い
る
。
胡
桐
の
密
生
す
る
林
の
中
へ
入

る
と
、
林
の
中
は
砂
で
多
く
の
土
の
山
が
で
き
て

お
り
、
陶
片
が
周
囲
に
散
乱
し
て
い
る
。

他
に

一
つ
の
土
の
山
が
あ
り
、
高
さ
五
、
大
属
、

周
り
に
は
垣
が
あ
り
寺
廟
あ
る
い
は
役
所
の
廃
墟

で
あ

る
こ
と
を
示
し

て

い
る
。
こ
の
地
は

巴
拉
巴
什
提
と
い
う
。

さ
ら
に
東
南
に
向
か
い
、
達
摩
文
乾
河
を
過
ぎ

る
。
つ
ま
り
吟
得
里
克
の
古
地
に
至
る
。
ス
タ
イ

ン
が

一
九
〇
六
年
こ
こ
で
大
規
模
な
盗
掘
を
行
な

い
、
梵
文
や
ブ
ラ
フ
ミ
ー
文
字
の
残
紙
お
よ
び
泥

塑
仏
像
の
残
件
と
木
刻
等
を
持
ち
去
っ
た
。
そ
の

他
こ
こ
で
発
見
し
た
貨
幣
数
十
枚
は
、
そ
の
最
晩

年
の
年
号
は
建
中

（七
八
〇
～
七
八
三
）
で
、
ま

た
樺
樹
皮
に
書
か
れ
た
梵
文
の
仏
経
典
を
発
見

し
、
そ
れ
が
四
、
五
世
紀
の
遺
物
で
あ
る
と
し
た
。

こ
の
一
帯
の
遺
址
は
皆
、
紀
元
後
四
世
紀
か
ら
八

世
紀
に
そ
の
活
動
時
期
の
あ
っ
た
も
の
で
、
こ
の

地
が
放
棄
さ
れ
た
の
と
特
特
爾
格
拉
木
早
期
お
よ

び
、
そ
れ
以
北
の
土
の
台
の
遺
址
を
比
べ
る
と
三

百
年
は
遅
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
特
特
爾
格
拉
木
晩
期
お
よ
び
十
納
泌

に
水
の
あ
っ
た
時
代
、
こ
の
地

一
帯
は
す
で
に
砂

漠
で
あ
っ
た
。
た
ぶ
ん
遺
址
の
放
棄
と
河
流
の
関

係
、
つ
ま
り
こ
の
地
の
河
流
の
変
化
と
砂
漠
の
形

成
と
人
民
の
移
動
は
と
も
に
関
係
が
あ
る
。
そ
の

う
ち
の
一
つ
が
欠
け
て
も
、
そ
の
他
の
こ
と
が
分

か
ら
な
く
な
り
、
砂
漠
地
の
考
古
学
の
貴
重
な
意

義
は
そ
こ
に
あ
る
。

吟
得
里
克
の
調
査
が
終
っ
た
後
、
達
摩
文
乾
河

沿

っ
て
南

へ
行

き
、

後

に
東

南

に
転

じ

ハに吟

拉
・年
巴
雑
に

巴パ至

て
克
里
雅
巴
雑
に
至
る
。
つ
ま
り
千
間
の
県
城
で

あ
る
。

注
１
　
横
断
　
原
文
は
横
渡
。
北
を
上
に
作
図

し
た
地
図
か
ら
見
れ
ば
縦
断
で
あ
る
が
、
原
文
通

り
と
し
た
。
タ
リ
ム
川
の
流
れ
を
縦
と
し
た
も
の

と
訳
者
は
推
測
し
た
。

注
２

・
３
　
原
文
通
り
。
電
報
を
う
け
と
っ
た

三
月
二
十
六
日
は
誤
植
で
三
月
九
日
が
正
し
い

（『黄
文
弼
蒙
新
考
察
日
記
』
に
よ
る
）
。
日
記
で

は
沙
雅
に
着
い
た
の
は
二
十
七
日
で
あ
る
。

注
４
　
宣
統
元
年

（
一
九
〇
八
）
の

『新
彊
全

省
興
地
図
』
に
は
ホ
ー
タ
ン
か
ら
タ
リ
ム
河
ま
で

の
砂
漠
中
に
ホ
ー
タ
ン
河
近
く
に
十
五
余
り
の
地

名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

注
５
　
宣
統
元
年

『新
彊
全
省
興
地
図
』
に
庫

木
洛
可
の
地
名
あ
り
。

注
６
　
注
５
の
地
図
に
子
里
の
地
名
あ
り
。

注
７
　
同
じ
く
注
５
の
地
図
に
麻
札
他

（塔
）

口合
の
地
名
あ
り
。

注
８
　
注
５
の
地
図
に
あ
る
何
里
巴
什
と
同
じ

５

月

６

日

フハ）。

ザ

　

　

ケ

リ

ヤ

雑
か
ら
克
里
雅
の
大
道
に
沿

っ



地
と
思
わ
れ
る
。

注
９
　

「中
華
人
民
共
和
国
地
図
」
（四
百
万

分
の
一
・
「
年
中
国

・
地
図
出
版
社
発
行
）
に
あ

る
間
什
拉
什
と
同
じ
地
名
と
思
わ
れ
る
。

黄
文
弼

（
フ
ァ
ン

・
ウ
ェ
ン
ピ
＝
こ
う

。
ぶ
ん

ひ
つ
）
略
伝

中
国
の
著
名
な
考
古
学
者
、
西
北
歴
史
地
理
学

者
。　
一
八
九
三
年
、
湖
北
省
漢
川
県
黄
家
嘴
に
生

ま
れ
る
。
漢
陽
府
中
学
堂
に
学
び
、
一
九

一
五
年
、

北
京
大
学
哲
学
科
に
入
学
。　
一
九

一
八
年
、
卒
業

後
も
学
校
に
留
ま
り
国
学
研
究
所
の
助
手
と
な

り
、
や
が
て
講
師
、
助
教
授
を
歴
任
す
る
。

十
九
世
紀
末
、
外
国
の
探
検
隊
が
中
国
の
西
北

一
帯
で
活
動
し
、
貴
重
な
文
化
財
が
国
外
に
流
出

し
た
。
こ
れ
に
大
き
な
憂
い
を
抱
い
た
黄
文
弼
は

西
北
研
究
を
志
す
こ
と
に
な
る
。
北
京
大
学
に
考

古
学
会
が
成
立
し
た
と
き
の
最
初
の
会
員
の

一
人

で
あ
る
。
当
時
、
中
国
に
お
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド
考

古
学
は
よ
う
や
く
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
ば
か
り
で

あ

っ
た
。

一
九
二
七
年
、
ス
ウ

ェ
ン
・
ヘ
デ
ィ
ン
が
数
度

目
の
探
検
の
た
め
中
国
に
来
た
と
き
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
側
の
単
独
調
査
に
中
国
側
が
反
対
し
、
中
国

学
術
団
体
協
議
会
と

ヘ
デ
ィ
ン
と
の
間
で

一
ヵ
月

に
及
ぶ
交
渉
を
経
て
、
十
九
条
か
ら
成
る
協
議
が

取
決
め
ら
れ
、
共
同
で
西
北
科
学
考
察
団
を
派
遣

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
採
集
品
等
は
す
べ
て
中
国

に
帰
属
す
る
。
団
長
は
双
方
で

一
名
ず
つ
と
す
る

等
々
の
内
容
で
あ
る
。

黄
文
弼
は
こ
の
調
査
団
に
自
ら
の
意
志
で
参
加

し
、
調
査
団
の
五
名
の
中
国
側
の
学
者
の

一
人
と

な
り
、
考
古
部
門
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
二
七
年
五
月
、
調
査
団
は
、
内
蒙
古
に
向

か
っ
た
。
黄
文
弼
は
そ
の
後
、
小
隊
と
し
て
独
立

し
ト
ル
フ
ァ
ン
で
ヤ
ー
ル
ホ
ト
古
墓
群
を
発
掘

し
、
タ
リ
ム
盆
地
を
調
査
し
、　
一
九
三
〇
年
に
ロ

プ
ノ
ー
ル
に
至
り
前
漢
の
峰
火
台
遺
址
―

土
根

遺
址
を
発
見
調
査
し
た
。

ヘ
デ
ィ
ン
は

『長
征
記
』
の
な
か
で
黄
文
弼
が

現
地
に
持

っ
て
い
た
古
書

（調
査
参
考
用
で
六
箱

も
あ

っ
た
）
に
よ
っ
て
、
彼
か
ら
適
切
な
指
摘
を

得
ら
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
い
る
。

一
九
三
三
～
三
四
、
第
二
次
新
彊
調
査
で
内
蒙

古
か
ら
新
彊

へ
行
き
、
再
び
ロ
プ
ノ
ー
ル
を
調
査
。

一
九
三
五
年
、
碑
林
整
理
の
た
め
西
安
に
派
遣

さ
れ
る
。　
一
九
四
二
年
、
西
北
大
学
歴
史
お
よ
び

辺
境
政
治
史
の
主
任
と
な
る
。

一
九
四
三
～
四
四
年
に
は
西
北
大
学
の
委
託
を

う
け
、
第
三
次
新
彊
調
査
を
行
う
。
四
九
年
、
北

　

１７

平
研
究
院
史
学
研
究
所
の
専
門
研
究
員
に
招
か
れ

北
京
に
帰
る
。

一
九
五
七
～
五
八
年
、
六
十
歳
を
こ
え
て
な
お

第
四
次
新
彊
調
査
を
計
画
し
、
中
国
科
学
院
考
古

研
究
所
の
調
査
隊
を
率
い
て
新
彊
に
向
か
っ
た
。

黄
文
弼
は
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
の
横
断
に
よ
っ

て
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
の
南
部
に
は
、
北
部
の
タ

リ
ム
河
と
平
行
す
る
よ
う
な
大
河
が
あ
り
、
古
代

ロ
プ
ノ
ー
ル
で
合
し
て
い
た
。
そ
れ
が

『水
経
注
』

に
い
う
南
河
で
あ
る
と
の
説
を
提
起
し
た
の
で
あ

る

。黄
文
弼
は
学
者
と
し
て
中
国
独
自
の
視
点
で
西

域
の
実
地
調
査
研
究
を
し
た
初
め
て
の
人
で
あ
っ

た
。
著
書
に

「
ロ
プ
ノ
ー
ル
考
古
記
』
『ト
ル
フ
ァ

ン
考
古
記
』
『西
北
史
地
論
叢
』
等
が
あ
る
。
六

六
年
、
文
革
の
な
か
七
十
三
歳
で
他
界
し
た
。



図 書 紹 介

図
　
童
日　
紹
　
介

『槙
有
恒
全
集
』

五
月
書
房
　
一
九
九

一
年
刊

全
三
巻
　
各
三
八
〇
〇
円

ま
こ
と
に
残
念
な
が
ら
警
咳
に
接
す
る
機
会
を
持
ち
得
な
か
っ
た
わ
た
し

が
、
「槙
さ
ん
」
な
ぞ
と
気
や
す
く
記
す
の
は
申
し
訳
な
い
け
れ
ど
、
や
は
り

ど
う
し
て
も

「槙
さ
ん
」
な
の
で
あ
る
。

そ
の
文
章
を
拝
読
し
て
い
る
と
、
わ
た
し
の
よ
う
に
ず
っ
と
後
の
世
代
の
、

し
か
も
山
や
人
生
に
つ
い
て
何
ひ
と
つ
知
ら
な
い
も
の
に
対
し
て
も
、
そ
の
人

は
穏
や
か
な
親
し
み
深
い
口
調
で
、
優
し
く
語
り
、か
け
て
く
れ
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
て
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

昨
年
、
大
佛
次
郎
賞
を
受
け
た
富
士
川
英
郎
氏
の

『菅
茶
山
』
（福
武
書
店
）

は
、
寛
政
か
ら
文
化

・
文
政
の
時
代
に
、
屈
指
の
詩
人
と
し
て
名
高
か
っ
た
菅

茶
山
の
生
涯
を
描
い
て
感
銘
深
い
が
、
彼
の
経
営
し
た
私
塾
は
今
も
特
別
史
跡

と
し
て
広
島
県
内
に
残
る
。
富
士
川
氏
は
塾
に
つ
い
て
こ
う
記
す
。

「そ
の
塾
を
黄
葉
夕
陽
村
舎
と
い
い
、
ま
た
廉
塾
と
も
い
っ
た
。
当
時
、
山

陽
道
を
往
来
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
有
名
無
名
の
儒
者
や
文
人
た
ち
の
う
ち
で
、
こ

の
黄
葉
夕
陽
村
舎
を
訪
れ
て
、
親
し
く
そ
の
主
人
の
清
談
を
聞
か
な
い
者
は
稀

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」

わ
た
し
は
、
有
名
無
名
の
儒
者
や
文
人
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
槙
さ
ん
の

文
章
に
ふ
れ
な
が
ら
、
黄
葉
夕
陽
村
舎
の
一
隅
に
小
さ
く
か
し
こ
ま
っ
て
、
主

人
の

「清
談
」
を
謹
聴
す
る
の
に
も
似
た
想
い
し
き
り
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
わ
た
し
た
ち
が
す
で
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
、

失
い
つ
つ
あ
る
も
の
の
す
べ
て
が
確
固
と
し
て
、し
か
も
静
説
の
う
ち
に
在
る
。

す
な
わ
ち
、
高
雅
な
気
品
、
神
韻
と
も
い
う
べ
き
言
葉
の
調
べ
、
ほ
の
か
な
た

く
ま
ざ
る
ユ
ー
モ
ア
、
毅
然
と
し
た
精
神
と
表
裏

一
体
を
な
し
て
い
る
深
沈
と

し
た
優
し
さ
、
人
生
へ
の
肯
定
的
な
積
極
的
な
姿
勢
、
人
間
と
自
然
の
命
に
対

す
る
崇
高
な
愛
。
そ
し
て
、
人
と
社
会
に
、
国
際
的
な
場
に
、
柔
ら
か
く
、
ご

く
自
然
に
開
か
れ
た
心
と
行
動
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

横

有

恒

全

集

「清
談
」
と
い
う
と
、
何

か
世
間
離
れ
し
た
も
の
の
よ

う
に
感
じ
ら
れ
そ
う
だ
が
、

し
か
し
、槙
さ
ん
の
そ
れ
は
、

寡
黙
の
う
ち
に
、
現
代
と
い

う
時
代
に
対
す
る
秋
霜
の
文

明
批
評
を
語

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

今
は
亡
き
作
家
、
開
高
健

は
、
井
伏
鱒
二
に
つ
い
て
、

「人
と
こ
の
世
界
』

（河
出

書
房
新
社
）
で
、
「
…
深
層

に
あ
る
、
け
っ
し
て
あ
ら
わ

情
熱

…

繰
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恒
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に
書
か
れ
た
こ
と
の
な
い
、
莫
大
な
蓄
電
量
を
持
つ
何
か
を
痛
く
感
じ
さ
せ
ら

れ
る
」
と
記
し
て
い
る
が
、
槙
さ
ん
の
文
章
の
行
間
に
潜
む
莫
大
な
蓄
電
量
を

読
み
取
る
こ
と
こ
そ
、
狂
騒
の
う
ち
に
気
品
を
失
っ
て
い
る
時
代
に
生
き
る
わ

た
し
た
ち
の
責
務
な
の
で
あ
る
。

わ
た
し
ご
と
き
が
こ
こ
で
言
う
ま
で
も
な
く
、第
Ⅲ
巻
の
帯
に
、山
田
二
郎

・

日
本
山
岳
会
会
長
が
こ
う
記
し
て
お
ら
れ
る
。

「時
間
の
経
過
と
い
う
観
点
で
み
る
な
ら
ば
、
槙
さ
ん
の
著
述
は
今
や
古
い

時
代
に
属
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
。
だ
が
、
ご
生
前
永
ら

く
そ
の
そ
の
ご
膝
下
に
あ
っ
て
ご
指
導
に
あ
ず
か
っ
た
私
は
、
槙
さ
ん
の
思
想

が
常
に
決
し
て
古
く
さ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。」

今
年

一
月
に
世
を
去
っ
た
作
家
、
井
上
靖
さ
ん
も
第
Ｉ
巻
の
帯
に
書
い
て
お

ら
れ
る
。

「今
、
わ
れ
わ
れ
は
、
槙
先
生
が
歩
ん
だ
そ
の
道
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
思
案
し
た
そ
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
対
峙
す
る
人
間
の

深
淵
な
る

一
面
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。」

槙
さ
ん
の
風
貌
に
は
じ
め
て
接
し
た
の
は
、　
一
九
五
六
年
、
記
録
映
画

『
マ

ナ
ス
ル
に
立
つ
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
氷
河
を
ま
ぶ
し

そ
う
に
見
上
げ
て
い
る
姿
は
、
い
ま
も
わ
た
し
の
胸
奥
に
残
る
。
全
集
各
巻
の

副
題
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
通
り

「憧
憬
」
と

「情
熱
」
と

「静
寂
」
が
、
ひ
と
つ

に
と
け
あ
っ
て
結
晶
し
た
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

当
時
わ
た
し
は
大
学
の
サ
ッ
カ
ー
選
手
と
し
て
、
教
室
ど
こ
ろ
か
グ
ラ
ン
ド

暮
し
の
毎
日
だ
っ
た
が
、
練
習
と
試
合
の
合
い
問
を
ぬ
っ
て
は
友
人
と
山
に

行
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
マ
ナ
ス
ル
の
成
功
と
記
録
映
画
に
は
感
動
し
た
。

槙
隊
長
編
に
な
る

『
マ
ナ
ス
ル
登
頂
記
』
（毎
日
新
聞
）
も
早
速
読
ん
だ
。

名
著

『山
行
』
を
手
に
し
た
の
は
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
の
は
ず
で
あ
る
。

島
田
巽
さ
ん
が
、
香
り
高
い
名
品

『山
稜
の
読
書
家
』
（著
渓
堂
）
で
、
「そ
の
　
１７

後
の
わ
が
国
の
山
登
り
に
対
し
て
、
具
体
的
な
指
針
と
と
も
に
、
精
神
的
な
影

響
を
も
強
く
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。　
一
つ
の
時
代
の
幕
を
開
い
た
業
績
」
、

と
記
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
さ
ら
説
明
の
要
も
な
い
著
作
で
あ
る
。

拙
文
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
さ
ら
に
、
『わ
た
し
の
山
旅
』
（岩
波
新
書
）
を

書
架
か
ら
取
り
出
し
て
み
た
ら
、
亡
父
の
字
で
あ
ち
こ
ち
に
書
き
込
み
が
あ
っ

た
。
い
つ
の
間
に
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
と
、
び
っ
く
り
し
た
。
洋
数
字
で
１
９

５
６
か
ら
１
８
９
４
を
減
じ
る
引
き
算
が
記
し
て
あ
っ
て

「
６
２
」
と
答
え
を

出
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
の
に
は
、
思
わ
ず
微
苦
笑
し
た
。
つ
ま
り
、
マ
ナ

ス
ル
登
頂
の
年
か
ら
槙
さ
ん
の
生
年
を
引
い
た
わ
け
だ
。
六
十
二
歳
に
し
て
ヒ

マ
ラ
ヤ
の
高
峰
の
登
山
隊
長
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
、
亡
父
は
何
を
想
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

山
の
本
を
愛
す
る
こ
と
こ
の
上
な
か
っ
た
が
、
実
際
の
山
と
な
る
と
、
新
聞

．

記
者
と
い
う
不
規
則
な
職
業
ゆ
え
に
滅
多
に
行
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
わ
ず
か

に
、
部
下
の
遭
難
騒
ぎ
で
燕
岳
に
登
っ
た
ほ
か
は
、
わ
た
し
と
弟
の
先
導
で
、

白
馬
や
涸
沢
に
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
る
程
度
だ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
本
へ
の

書
き
込
み
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
小
さ
な
発
見
と
な
っ
た
。

さ
て
、
全
集
に
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た

「山
行
』
や

「わ
た
し
の
山
旅
』
は
も

ち
ろ
ん
、
最
近
で
は
ふ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
作
品
が
す
べ
て
集
め
ら
れ
て
い

る
の
は
う
れ
し
い
こ
と
だ
。

た
と
え
ば
、
「わ
た
し
の
山
旅
』
に
収
録
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
の
に
編
集

上
の
都
合
で
カ
ッ
ト
さ
れ
た
と
い
う
部
分
が
補
遺
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
ご

自
分
の
生
い
立
ち
な
ど
に
つ
い
て
語
っ
た
中
に
、
わ
た
し
は

「槙
少
年
」
の
姿
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を
見
て
、
大
先
達
が
に
わ
か
に
身
近
に
感
じ
ら
れ
て
、
と
て
も
愉
快
に
な
っ
た
。

日
清
戦
争
後
、
お
父
上
が
転
職
し
て
神
戸
に
赴
任
し
た
こ
と
を
記
し
た
あ
と
に

こ
う
あ
る
の
だ
。

「私
は
神
戸
で
小
学
校
に
入
っ
た
。
こ
の
小
学
校
の
名
は
思
い
出
せ
な
い
が
、

山
の
手
に
あ
っ
て
住
居
の
生
田
か
ら
は
相
当
の
距
離
に
あ
っ
た
。
登
校
第

一
日

目
に
私
は
学
校
が
嫌
で
せ
っ
せ
と
独
り
で
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。」

少
年
が

「せ
っ
せ
と
帰
っ
て
ゆ
く
」
後
姿
が
見
え
る
よ
う
だ
。
あ
る
い
は
ま

た
、
京
都
に
移
っ
て
か
ら
の
あ
る
日
、

「私
達
は
よ
く
二
条
離
宮
の
先
の
小
川
に
メ
ダ
カ
を
と
り
に
行
っ
た
し
、
ま

た
武
徳
会
の
帰
り
に
大
極
殿
の
お
庭
の
池
の
辺
り
に
忍
び
込
ん
で
鮒
を
釣
っ

た
。
あ
る
日
髪
の
長
い
お
爺
さ
ん
に
と
が
め
ら
れ
て
、
釣
っ
た
小
鮒
を
瓶
か
ら

池
に
も
ど
す
の
に
口
が
小
さ
く
て
困
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。」

こ
の
よ
う
な
少
年
の
日
に
は
じ
ま
る
、偉
大
な
人
物
の
山
と
人
生
の
歩
み
を
、

と
も
に
歩
む
幸
せ
を
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
全
集
に
よ
っ
て
手
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
。
そ
の
歩
み
の
間
中
、
槙
さ
ん
は
、
遠
く
世
代
の
離
れ
た
わ
た
し

に
も
、
山
と
人
生
を
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
と
静
か
に
語
っ
て
く
だ
さ
る
の
だ
。
こ
れ

を
幸
せ
と
言
わ
ず
に
お
ら
れ
よ
う
か
。

山
と
人
生
と
い
え
ば
、
友
を
風
雪
の
立
山
松
尾
峠
に
失
っ
た

『板
倉
勝
宣
君

の
死

（大
正
十
二
年

一
月
）』
が
、
初
出
以
来
、
何
度
も
形
を
か
え
な
が
ら
現

れ
る
の
は
感
動
的
で
あ
る
。

『山
行
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
最
初
の
文
章
は
、
次
の
よ
う
に
閉
じ
ら
れ
て
い

る
。

「私
に
は
何
も
わ
か
ら
な
い
の
だ
。

し
か
し
板
倉
は
私
に
こ
の
こ
と
だ
け
は
教
え
て
去
っ
た
。
そ
れ
は
命
の
尊
厳
と

い
う
こ
と
だ
。」

さ
ら
に
、
少
年
少
女
む
き
に
書
か
れ
た

「ビ

ッ
ケ
ル
の
思
い
出
』
に
も
、

「か
な
し
み
の
立
山
」
と
い
う
題
で
そ
の
悲
劇
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「私
た
ち
の
冬
の
立
山
登
山
は
大
き
な
失
敗
に
お
わ
り
ま
し
た
。
だ
れ
も
経

験
の
少
な
い
冬
山
と
は
い
え
、
ひ
と
り
の
い
の
ち
を
失
っ
た
こ
と
は
、
と
り
か

え
し
の
つ
か
な
い
で
き
ご
と
で
し
た
。
板
倉
さ
ん
は
、
北
海
道
大
学
を
出
た
若

い
植
物
学
者
で
、山
に
も
あ
か
る
い
よ
い
人
で
し
た
の
に
、
ほ
ん
と
に
お
し
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
で
き
る
だ
け
の
用
意
を
し
、
注
意
を
し
て
い
つ
た
と
は
い
つ

て
も
、
友
人
を
死
な
せ
、
大
き
な
ぎ
せ
い
を
は
ら
っ
た
こ
と
は
、
も
う
し
わ
け

の
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。」

そ
の
時
か
ら
三
十
年
以
上
の
星
霜
を
経
て
、
槙
さ
ん
も
六
十
を
ゆ
う
に
超
え

た
こ
ろ
の
文
章
で
あ
る
。
自
ら
の
失
敗
を
、
若
い
人
び
と
へ
の
戒
め
と
し
た
い

と
念
ず
る
先
覚
の
信
念
が
、
そ
く
そ
く
と
伝
わ
っ
て
き
て
、
感
銘
深
い
。

「生
前
す
で
に
歴
史
的
」
人
物
で
あ
っ
た
人
に
つ
い
て
、
串
田
孫

一
、
田
口

二
郎
、
立
松
和
平
の
皆
さ
ん
が
各
巻
ご
と
に
心
こ
も
る
解
説
を
記
し
て
お
ら
れ

る
か
ら
、
わ
た
し
は
も
う
何
も
言
う
ま
い
。
だ
が
最
後
に
、
も
う

一
つ
だ
け
語

る
の
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
「自
分
に
と
っ
て
の
槙
有
恒
」
に
つ
い
て
。

再
び
私
事
な
が
ら
、
わ
た
し
は
朝
日
新
聞
夕
刊

一
面
の
下
部
に
あ
る

『素
粒

子
』
と
い
う
名
の
小
コ
ラ
ム
を
、
毎
朝
ひ
と
り
で
書
い
て
い
る
。
世
の
あ
れ
こ

れ
を
、
短
文
で
評
す
る
と
い
う
僣
越
を
お
こ
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
な
に
か

と
騒
々
し
い
世
界
と
日
本
に
、
こ
こ
ろ
疲
れ
る
こ
と
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
時
に
、
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
槙
さ
ん
の
文
章
な
の
で
あ

る
。
心
を
洗
っ
て
く
れ
る
の
が
、
自
然
と
人
間
へ
の
限
り
な
い
愛
な
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「黄
葉
夕
陽
村
舎
」
の

一
隅
に
連
な
っ
て
、
寡
黙
の
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清
談
に
耳
す
ま
す
想
い
に
ひ
た
ら
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
大
先
達
は
、
沈
痛
に
語
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
。

「山
や
谷
や
森
を
お
お
っ
て
い
た
沈
黙
は
深
く
沈
潜
し
て
、
私
達
か
ら
遠
ざ

か
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
の
山
旅
の
日
は
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。」

沈
黙
の
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
列
島
の
自
然
を
前
に
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
言
葉

を
、
自
然

へ
の
鎮
魂
の
歌
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
人
生
や
山
の
多
く
の
諸
先
輩

と
わ
れ
ら
若
輩
で
と
も
に
共
有
す
る
、
全
体
像
と
し
て
の

「槙
有
恒
」
。
そ
の

よ
う
な
大
き
な
存
在
が
、
全
霊
を
も
っ
て
す
る
呼
び
か
け
の
言
葉
を
、
我
々
の

心
と
し
て
、
今
日
と
明
日
を
生
き
て
ゆ
き
た
い
。

（轡
田
隆
史
）

庄
田
元
男
著

『異
人
た
ち
の
日
本
ア
ル
プ
ス
』

日
本
山
書
の
会

　
一
九
九
〇
年
五
月
刊

Ａ
５
判
　
四
四
四
ペ
ー
ジ

明
治
期
に
、
日
本
に
滞
在
す
る
欧
米
人
の
た
め
に

『日
本
旅
行
案
内
』
（＞

目
彗
３
８
澪
「ｏ『
↓
『”お
〓
のヽ
∽
一．ユ
選
営
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
鉄
道
の
開

通
な
ど
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
大
幅
な
補
筆
や
削
除
が
繰
り
返
さ
れ
て
、
最

後
の
第
九
版
の
発
行
は

一
九

一
三
年

（大
正
三
年
）
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
書

物
自
身
が
平
均
五
六
〇
ペ
ー
ジ
と
い
う
大
冊
だ
そ
う
で
、
も
ち
ろ
ん
細
字
の
英

文
で
あ
る
。

本
書
は
、
い
ま
で
は
手
に
入
れ
る
こ
と
さ
え
難
し
い
、
こ
の

『日
本
旅
行
案

内
』
の
内
容
の
変
化
を
比
較
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
編
集
者
た
ち
が
や
り
と
り
し

た
膨
大
な
手
紙
、
日
記
な
ど
を
駆
使
し
て
、
こ
の
書
物
に
係
わ
っ
た
人
た
ち
の

動
向
や
人
物
像
を
説
明
し
て
い
る
。
終
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
日

本
旅
行
案
内
の
初
版
か
ら
最
終
版
ま
で
の
九
冊
を
机
に
置
い
て
じ
っ
く
り
と
観

察
す
る
。」
と
い
う
、
た
め
息
が
で
る
ほ
ど
羨
ま
し
い
蔵
書
の
中
で
、
書
誌
学

者
と
し
て
、
ま
た
登
山
史
研
究
家
と
し
て
の
著
者
の
洞
察
が
な
し
得
た
大
著
で

あ
る
。

『日
本
旅
行
案
内
』
の
出
版
は
ア
ー
ネ
ス
ト

ｏ
Ｍ
ｏ
サ
ト
ウ
と
Ａ
ｏ
Ｇ
ｅ
Ｓ

ｃ

ホ
ー
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
途
中
の
版
か
ら
Ｂ
・
Ｈ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と

Ｗ
・
Ｂ
・
メ
イ
ス
ン
に
受
け
継
が
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
庄
田
氏
は

そ
れ
ら
の
手
紙
か
ら
、
当
初
か
ら
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
参
画
し
て
い
た
事
実
を
解

き
明
か
し
て
い
る
。
し
か
も
、
チ
エ
ン
バ
レ
ン
は
第
九
版
ま
で
す
べ
て
の
編
集

に
携
わ
り
、
か
な
り
な
努
力
を
傾
注
し
て
い
た
。
こ
れ
に
は
、
サ
ト
ウ
と
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
の
友
情
以
上
の
、
学
究
ら
し
い
真
摯
な
交
友
が
感
じ
ら
れ
る
。

サ
ト
ウ
は
案
内
書
の
出
版
を
計
画
し
て
か
ら
、
駐
日
英
国
公
使
館
勤
務
の
か

た
わ
ら
日
本
の
各
地
を
旅
行
し
て
、
そ
の
行
程
、
里
程
、
宿
屋
な
ど
を
克
明
に

記
録
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
庄
田
氏
の
筆
致
か
ら
、
サ
ト
ウ
が
正
確
さ
を
求

め
た
跡
も
か
い
ま
見
る
。
当
初
は
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
歴

史
、
信
仰
、
習
俗
な
ど
を
含
め
た
広
範
な

「
日
本
理
解
の
た
め
の
全
書
」
で
あ
っ

た
よ
う
だ
。

そ
の
最
初
の
版
が
世
に
出
た
と
き
、
サ
ト
ウ
は
デ
ィ
キ
ン
ズ
に
手
紙
を
送
り
、

内
容
に
つ
い
て
意
見
を
聞
き
た
い
と
述
べ
た
し
、
さ
ら
に
第
二
版
の
準
備
の
と

き
に
も
、
デ
ィ
キ
ン
ズ
に
編
集
を
打
診
し
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
、
初
め
て
知
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る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
編
者
間
の
手
紙
の
内
容
か
ら
、
こ
の
本
の
改
訂
作
業

の
進
行
状
況
が
判
っ
て
、
興
味
深
い
。

そ
し
て
、
「日
本
旅
行
案
内
』
の
出
版
に
協
力
し
た
り
、
関
係
の
あ
っ
た
イ

サ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
、
ミ
ル
ン
、
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
な
ど
独
り
ひ
と
り
の
略
歴
や
、

編
集
者
と
の
交
流
に
つ
い
て
も
、
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で

も
、
ホ
ー
ス
と
メ
イ
ス
ン
に
つ
い
て
の
長
文
の
評
伝
は
圧
巻
で
あ
る
。
そ
の
二

人
に
つ
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
伝
記
の
発
表
は
、
ま
だ
目
に
し
た
こ
と
が
な
い
。

第
三
版
か
ら
発
行
者
が
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
変
わ
り
、
前
の
版
よ
り
二
五
〇

ペ
ー
ジ
も
減
量
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
庄
田
氏
は
見
事
な

分
析
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
一
年
前
に
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の

『日
本
事

物
誌
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
に
つ
い
て
の
事
柄
は

『事
物
誌
』

に
集
結
さ
れ
、
地
理
に
関
し
て
は

「案
内
』
が
受
け
持
っ
た
と
い
う
。
『事
物
誌
』

の
出
版
の
動
機
ま
で
う
か
が
い
知
れ
、
ま
こ
と
に
説
得
力
が
あ
る
。

日
本
へ
の
旅
行
者
の
急
増
、
と
い
う
事
情
も
見
逃
せ
な
い
。

日
本
ア
ル
プ
ス
と
い
う
名
称
は
、
ガ
ウ
ラ
ン
ド
が
こ
の
案
内
書
で
最
初
に
用

い
た
こ
と
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
庄
田
氏
は
、
そ
の
手
■
”冒
コ
の∽の
≧
ｏ
∽

を

「
日
本
の
ア
ル
プ
ス
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
私
も
同
意
見
で
あ
る
。
手
の
が

付
い
て
い
る
か
ら
、
こ
の
場
合
、
ガ
ウ
ラ
ン
ド
は
固
有
名
詞
と
す
る
ほ
ど
の
意

識
で
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ウ
ェ
ス
ト
ン
の
『日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
と
探
検
』
が
ア
ル
パ
イ
ン
ｏ
ジ
ャ
ー

ナ
ル
の
書
評
で
手
厳
し
い
評
価
を
受
け
た
。
ピ

ッ
ケ
ル
や
ロ
ー
プ
を
必
要
と
し

な
い
日
本
の
山
岳
へ
の
登
山
、
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
後
年
ウ
ェ

ス
ト
ン
が
日
本
で
外
国
人
初
登
頂
に
こ
だ
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
庄
田
氏
は

推
論
し
て
い
る
。
ロ
ー
プ
を
使
う
ほ
ど
の
登
山
を
目
指
し
た
と
い
う
。
存
外
、

当
た
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
わ
れ
て
み
る
と
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
槍
ヶ

岳
の
穂
先
の
北
面

（実
際
に
は
東
面
）
か
ら
、
ロ
ー
プ
を
使
っ
た
登
攀
を
三
回

も
や
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

そ
の
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
筆
に
よ
っ
て
こ
の
案
内
書
の
山
岳
の
内
容
が
、
次
第
に

濃
密
に
な
る
よ
う
す
も
判
る
。

本
書
の
後
半
に
、
「案
内
』
の
原
典
か
ら
山
岳
関
係
の
部
分
の
全
文
訳
と
い

う
労
作
が
あ
り
、
各
版
の
記
述
を
比
べ
て
い
て
貴
重
で
あ
る
。
た
だ
、
訳
文
と

解
説
が
渾
然
と
し
て
読
み
に
く
い
個
所
が
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
惜
し
ま
れ
る
。

そ
れ
か
ら
、
当
時
の
欧
米
人
が
使
っ
た
で
あ
ろ
う
地
図
に
つ
い
て
も
、
博
識

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、
書
誌
研
究
家
と
し
て
の
著
者
の
本
領

で
あ
ろ
う
。
驚

い
た
こ
と
に
、
ウ
エ
ス
ト
ン
が
使
っ
て
い
た
地
図
が
、

↓
ｏり
ｏ”『”０
辱

∽
〓
く
Ｑ

〓
”り
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
王
立
地
学
協
会
の
雑
誌
の

地
図
を
基
に
正
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
明
治
三
十
六
年
に
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
奈

良
田
を
歩
い
た
と
き
と
、
二
十
七
年
の
日
記
に
は
こ
の
地
図
の
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
て
る
。

ひ
と
つ
の
案
内
書
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
織
り
な
す

「異
人
」
た
ち
が
生
き
生

き
と
描
き
だ
さ
れ
、
数
々
の
発
見
も
織
り
込
ま
れ
た
、
読
み
応
え
の
あ
る

一
書

だ
。こ

の
書
物
は
、
『山
書
研
究
』
第
三
五
号
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
。
格
調
の
高

い
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
以
前
に
も
、
田
畑
真

一
氏
に
よ
る
『ウ
ェ

ス
ト
ン
の
北
岳
』
な
ど
の
好
著
が
あ
る
。

（
三
井
嘉
雄
）
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中
山
境

一
著

『山
岳
宗
徒
鳥
嶺
小
伝
』

な
か
や
ま
出
版

　
一
九
八
九
年
十
月
刊

Ａ
５
版

　
一
六
三
頁
　
二
〇
〇
〇
円

明
治
三
十
九
年
四
月
五
日
発
行
の
本
会
機
関
誌

『山
岳
』
創
刊
号
の
巻
頭
を

飾
る
写
真

「白
馬
山
腹
の
大
雪
渓
」
は
、
本
書
の
主
人
公
志
村
鳥
嶺

（し
む
ら

・

う
れ
い
）
、
本
名
志
村
寛
の
撮
影
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
で
高
山
の
雪

渓
を
写
真
で
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
は
も
っ
と
も
初
期
の
も
の
に
属
す
る
で
あ

ろ
う
。

小
島
鳥
水
や
武
田
久
吉
の
よ
う
に
、
日
本
山
岳
会
の
会
長
を
つ
と
め
る
な
ど
、

つ
ね
に
脚
光
を
浴
び
、
人
の
眼
を
ひ
く
活
動
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
や
ら
な

か
っ
た
か
ら
、
少
な
く
と
も
戦
後
の
登
山
界
に
育

っ
た
人
で
こ
の
人
の
名
を
知

る
者
は
、
も
は
や
稀
で
あ
る
と
言
い
切

っ
て
も
差
支
え
な
い
ほ
ど
過
去
の
人
物

で
あ
る
。

本
書
を
執
筆
し
た
中
山
境

一
氏
は
宇
都
官
の
住
人
、
烏
嶺
研
究
の
篤
志
家
で

あ
る
。
登
山
界
の
草
分
け
で
あ
り
、
郷
土
の
先
輩
で
あ
る
志
村
烏
嶺
に
対
す
る

敬
慕
の
念
や
み
難
く
、
丹
念
に
資
料
を
蒐
集
し
、
鳥
嶺
採
集
の
植
物
標
品
を
見

つ
け
、
遺
族
を
東
京
周
辺
に
探
し
あ
て
る
な
ど
し
て
書
き
上
げ
た
本
書
の
原
本

に
な
る
も
の
を
、
第
二
回
宇
都
宮
市
民
芸
術
祭
に
応
募
し
て
奨
励
賞
を
受
賞
し

た
。
そ
れ
を
底
本
と
し
て
更
に
補
筆
訂
正
を
加
え
、
平
成
元
年
十
月
に
刊
行
さ

れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

烏
嶺
は
日
本
山
岳
会
に
創
立
発
起
人
と
し
て
は
名
を
つ
ら
ね
て
い
な
い
が
、

会
員
番
号
は
十
八
番
。
小
島
鳥
水
と
同
じ
烏
を
雅
号
に
使
っ
て
い
る
。
烏
水
は

「鵜
の
真
似
を
す
る
鳥
水
に
溺
れ
る
」
か
ら
と
り
、
烏
嶺
は
郷
里
の
地
名
鳥
山

か
ら
と
っ
た
。
生
誕
は
鳥
水
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
烏
水
が
昭
和
二
十
三
年

に
没
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
鳥
嶺
は
昭
和
三
十
六
年
の
死
去
で
あ
る
か
ら
、

烏
水
よ
り
は
十
三
年
も
長
命
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。享
年
八
十
八
歳
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
十
年
十

一
月
二
十
六
日
、
創
立
五
十
周
年
記
念
晩
餐
会
が
麻
布
の
国
際

文
化
会
館
で
催
さ
れ
た
と
き
、
出
席
し
て
ス
ピ
ー
チ
を
や
っ
て
い
る
の
が
、
大

勢
の
本
会
会
員
の
前
に
姿
を
見
せ
た
最
後
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

私
が
非
常
に
興
味
を
も
つ
の
は
、
山
岳
会
創
立
の
当
時
、
い
っ
た
い
会
員
が

ど
れ
だ
け
集
ま
る
か
、
機
関
紙

『山
岳
』
を
発
行
し
て
も
ど
れ
だ
け
捌
け
る
か
、

海
の
も
の
と
も
山
の
も
の
と
も
分
か
ら
な
か
っ
た
と
き
に
、
越
後
長
岡
の
大
尽

高
頭
仁
兵
衛
が
あ
ら
わ
れ
、
「財
務
は
自
分
が
引
受
け
た
」
と
大
見
得
を
き
る
。

当
然
慎
重
派
も
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
言
を
信
用
し
て
よ
い
の
か
、

大
法
螺
で
は
な
い
の
か
、
高
頭
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
人
物
で
あ
る
か
を
調

べ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
創
立
後
会
員
番
号

一
番
と
な
る
城
数
馬
が
法
律

家
で
も
あ
っ
た
関
係
か
ら
越
後
ま
で
調
査
に
出
向
く
こ
と
に
な
っ
た
。
因
み
に

城
は
、
東
京
弁
護
士
会
副
会
長
、
明
治
三
十
五
年
七
月
八
ヶ
岳
で
ツ
ク
モ
グ
サ
、

ウ
ル
ッ
プ
草
な
ど
の
新
種
の
発
見
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

途
中
長
野
市
で
中
学
校
の
教
員
を
や
っ
て
い
る
鳥
嶺
の
と
こ
ろ
へ
相
談
に
立

寄
る
と
、
烏
嶺
は

「高
頭
は
絶
対
心
配
は
無
用
で
あ
る
」
と
言
い
な
が
ら
も
彼

を
電
報
で
長
野
へ
呼
び
寄
せ
、
城
、
高
頭
、
烏
嶺
と
三
人
長
野
市
権
堂
の
花
房

屋
で
夜
を
徹
し
て
山
岳
会
設
立
談
義
を
や
っ
た
と
い
う
経
過
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
こ
と
だ
。
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余
談
だ
が
、
こ
の
と
き
高
頭
が
提
示
し
た
案
は

「山
岳
会
の
会
計
に
欠
損
の

あ
る
場
合
は
、
向
う
十
ヶ
年
間
、
毎
年
千
円

（当
時
の
会
費
千
人
分
）
を
提
供

す
る
。
高
頭
の
身
に
万

一
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
場
合
を
考
慮
し
て
、
山
岳
会
の

た
め
養
老
保
険

一
万
円
に
加
入
し
、
受
取
人
は
山
岳
会
と
す
る
確
約
を
し
よ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
す
が
の
城
数
馬
も
こ
れ
で
安
心
し
、
い
よ
い
よ
山
岳
会

創
立
の
運
び
に
な
る
わ
け
で
、
そ
の
橋
渡
し
を
や
っ
た
の
が
ほ
か
な
ら
な
ぬ
志

村
鳥
嶺
で
あ
っ
た
、
と
い
う
話
は
知
る
人
ぞ
知
る
、
鳥
嶺
の
残
し
た
大
き
な
功

績
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

著
者
は
、
鳥
嶺
の
白
馬
、
立
山
、
鷲
羽
連
峰
等
の
先
駆
的
登
山
活
動
の
跡
を

た
ど
る
と
共
に
、
植
物
の
採
集
、
栽
培
、
当
時
と
し
て
は
非
常
に
高
価
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
ド
イ
ツ
製
の
カ
メ
ラ
を
購
入
し
て
の
山
岳
撮
影
、
そ
の
所
産
と

し
て
の
我
が
国
山
岳
写
真
集
の
第

一
号

『山
岳
美
観
』
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
な

ど
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
タ
ケ
子
夫
人

（台
湾

・
台
中
中
学

校
奉
職
中
大
正
五
年
病
没
）
の
長
野
時
代
の
日
記
が
併
載
さ
れ
て
お
り
、
明
治

時
代
の
地
方
都
市
に
お
け
る
教
員
生
活
の
模
様
が
飾
り
気
な
く
伝
え
ら
れ
興
味

深
く
読
ん
だ
。

以
上
の
よ
う
な
挿
話
を
交
え
な
が
ら
鳥
嶺
の
生
涯
を
綴
っ
た
本
文
お
よ
び
関

係
資
料
、
鳥
嶺
略
年
譜
と
、
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
私
自
身
は
志
村

鳥
嶺
は
そ
の
名
を
早
く
か
ら
知
っ
て
い
た
程
度
の
知
識
し
か
な
い
か
ら
、
本
書

を
論
評
す
る
立
場
に
な
い
の
で
、
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
が
、
冒

頭
に
烏
嶺
を
過
去
の
人
物
と
言
っ
た
の
は
、
歴
史
上
の
人
物
と
い
う
意
味
で

あ
っ
て
、
こ
の
伝
記
を
讀
了
し
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
パ

イ
オ
ニ
ア
の
も
つ
活
性
と
新
鮮
さ
と
を
深
く
感
じ
た
こ
と
を
附
言
し
て
お
き
た

い
。
な
お
本
書
の
希
望
者
は
本
会
々
員
小
島
守
夫
氏
に
連
絡
す
れ
ば
入
手
で
き

日
本
山
岳
会
山
陰
支
部
編

『山
陰
の
百
山
』

日
本
山
岳
会
東
九
州
支
部
編

『大
分
百
山
』

日
本
山
岳
会
東
九
州
支
部

Ｂ
６
版
　
一
一〇
七
ペ
ー
ジ

日
本
山
岳
会
山
陰
支
部
　
一
九
八
九
年
十
月
刊

２０
×
２１
版
　
二
〇
六
ペ
ー
ジ
　
定
価
二
〇
〇
〇
円

る
筈

で
あ
る
。

日
本
山
岳
会
東
海
支
部
編

『名
古
屋
か
ら
の
山
な
み

―
東
山
ス
カ
イ
タ
ワ
ー
基
点
―
』

中
日
新
聞
本
社
　
一
九
九

一
年
六
月
刊

Ａ
５
版
　
一
一八
七
ペ
ー
ジ
　
定
価
二
〇
〇
〇
円

こ
の
三
冊
は
、
日
本
山
岳
会
山
陰
支
部
が
創
立
四
十
周
年
、
東
九
州
支
部
と

東
海
支
部
は
創
立
三
十
周
年
を
記
念
し
て
上
梓
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
深
田
久

図 書 紹 介

（織
内
信
彦
）

一
九
九

一
年
二
月
刊

定
価

一
三
〇
〇
円

177



弥
氏

の
日
本
百
名
山
以

来
、
県
あ
る
い
は

一
定
地

域
か
ら
百

・
百

五
十
と

い
っ
た
区
切
り
の
良
い
数

の
山
を
選
び
出
し
て

一
冊

に
纏
め
る
例
は
、
今
や
枚

挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
し

か
し
、
こ
こ
に
挙
げ
る
三

冊
は
日
本
山
岳
会
の
三
つ

の
支
部
が
、
記
念
事
業
と

し
て
地
元
の
山
、
日
頃
眺

め
て
い
る
山
を
多
く

の

人
々
に
紹
介
し
よ
う
と
す

る
点

で
特
筆

に
値
し
よ

う
。右

の
よ
う
に
い
ず
れ
も

記
念
事
業
と
し
て
の
出
版

で
あ
る
が
、
意
図
す
る
処

は
そ
れ
ぞ
れ
趣
を
異
に
す

る
。
こ
れ
を
巻
頭
文
の
中

に
見
て
み
る
と
、

山
陰
支
部
は
、
か
ね
て

地
元
山
陰
の
山
に
接
す
る

機
会
の
少
な
か
っ
た
会
員

に
、
地
元
の
山
の
良
さ
を
見
直
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
多
く
の
人
に
紹
介
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

東
九
州
支
部
で
は
大
分
の
自
然
に
親
し
み
た
い
人
の
た
め
に
、
山
に
代
表
さ

れ
る
大
分
の
自
然
と
歴
史
を
再
認
識
し
て
も
ら
う
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
意

図
し
て
い
る
。

東
海
支
部
の
場
合
は
、
執
筆
を
担
当
し
た
会
員
の

一
人

一
人
に
尽
き
せ
ぬ
山

へ
の
思
い
を
書
き
綴

っ
て
も
ら
い
、
本
書
と
出
合

っ
た
読
者
が
新
し
い
山
に
挑

戦
す
る
き

っ
か
け
と
な
れ
ば
そ
れ
に
過
ぎ
る
喜
び
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。以

下
そ
れ
ぞ
れ
の
本
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

『山
陰
の
百
山
』

ま
ず
百
山
の
選
定
手
順
で
あ
る
が
、
「山
登
り
の
対
象
と
な
る
山
」
を
目
安

に
し
て
、
特
定
の
地
域
に
偏
ら
ず
、
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
市
町
村
か
ら
選

び
、
度
重
な
る
話
合
い
に
よ
っ
て
決
め
て
い
る
。
執
筆
は
島
根

・
鳥
取
両
県
を

そ
れ
ぞ
れ
東
西
に
三
分
し
、
四
つ
の
地
域
を
各
会
員
が
分
担
し
て
そ
の
地
域
で

選
ん
だ
山
に
登
り
、
執
筆
、
写
真
、
表
紙
絵
に
至
る
ま
で
す
べ
て
会
員
の
手
で

一
年
間
で
纏
め
て
い
る
。

造
本
は
総
扉
に
続
け
て

一
ペ
ー
ジ
大
の
カ
ラ
ー
写
真
を
十
ペ
ー
ジ
置
き
、
日

次
の
次
に
見
開
き
で
百
山
の
位
置
を
図
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
山
に
は
見

開
き
二
頁
を
当
て
、
右
ペ
ー
ジ
に
本
文
と
概
念
図
、
左
ペ
ー
ジ
に
モ
ノ
ク
ロ
写

真
と
ガ
イ
ド
を
配
置
し
て
い
る
。
本
文
は
八
百
四
十
字
足
ら
ず
と
い
う
制
約
の

中
な
が
ら
平
明
簡
潔
な
文
章
で
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

写
真
は
稽
々
暗
い
感
じ
は
す
る
も
の
の
肌
理
細
か
く
質
感
に
す
ぐ
れ
て
い

る
。
本
の
大
き
さ
が
縦
２０
セ
ン
チ
横
２１
セ
ン
チ
と
ゆ
と
り
が
あ
り
、
カ
ラ
ー
写
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真
、
本
文
写
真
と
も
仲
々
見
応
え
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
採
録
さ
れ
て

い
る
百
山
を
こ
こ
に
列
挙
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
山
陰
地
方
に
特
有
の
、
山

を
せ
ん
と
呼
ぶ
山
が
十
三
座
、
同
じ
せ
ん
で
も
仙
の
字
を
当
て
る
山
が
三
座
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
て
遊
志
を
誘
わ
れ
る
。

次
に
少
々
惜
し
い
と
感
じ
た
こ
と
を

一
つ
。
そ
れ
は
山
陽

・
近
畿
と
の
境
界

に
あ
る
山
へ
の
登
路
を
山
陽
側
、
近
畿
側
か
ら
紹
介
し
て
い
る
例
が
十
数
座
あ

る
点
で
あ
る
。
現
地
の
状
況
を
知
ら
ず
に
云
う
の
は
気
が
ひ
け
る
が
、
全
部
と

は
云
わ
な
い
ま
で
も
、
山
陰
側
か
ら
登
る
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
を
も
う
す
こ
し

示
し
て
頂
け
た
ら
書
名
の
重
み
が

一
層
加
わ
る
と
思
う
の
だ
が
如
何
な
も
の
だ

ろ
う
。

お
わ
り
に
な
っ
た
が
、
本
書
が
新
日
本
海
新
聞
社
主
催
、
平
成
元
年
度
鳥
取

県
出
版
文
化
賞
を
受
賞
し
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

『大
分
百
山
』

百
山
を
選
ん
だ
の
は
創
立
二
十
周
年
の
時
で
、
姿
と
標
高
、
知
名
度
の
高
さ
、

歴
史

・
伝
説
等
名
山
と
し
て
の
要
素
、
学
術
的
価
値
、
登
山
に
向
い
て
い
る
、

の
五
つ
の
要
件
の
う
ち
三
以
上
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
選
定
の
基
準
と
し
、

支
部
会
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
し
て
選
ん
で
い
る
。

選
定
以
来

〃大
分
の
山
を
知
ろ
う
″
を
テ
ー
マ
に
、
こ
の
百
山
を
中
心
に
定

期
山
行
を
実
施
し
そ
の
成
果
を
創
立
三
十
周
年
記
念
と
し
て
刊
行
し
た
の
で
あ

る
。本

書
は
全
体
を
九
重
山
群
と
そ
の
周
辺
ほ
か
十
の
山
域
に
分
け
、
山
域
ご
と

に
概
説
を
述
べ
た
上
で
個
々
の
山
を
ガ
イ
ド
し
て
い
る
。
個
々
の
山
の
多
く
は

見
開
き
ニ
ペ
ー
ジ
に
本
文
と
概
念
図
、
写
真
を
配
置
し
て
い
る
。

本
書
の
最
大
の
特
色
は
梅
本
支
部
長
の
筆
に
な
る
概
説
で
あ
ろ
う
。
概
説
と

は
云
う
も
の
の
、
内
容
は
百
山
選
定
の
要
件
に
添
い
古
今
の
地
誌
を
駆
使
し
て

ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
を
通
し
て
読
む
こ
と
に
よ
り
大
分
県
の
自
然

と
歴
史
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
〃ふ
る
さ
と
大
分
″
へ
の
い
ざ

な
い
と
い
う
目
的
は
充
分
満
た
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
長
所
を
備
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
山
域
ご
と
の
概
念
図
の
無
い
こ
と
が
目
立

つ
こ
と
に
な
り
残
念
に
思
わ
れ
る
。

『名
古
屋
か
ら
の
山
な
み
―
東
山
ス
カ
イ
タ
ワ
ー
基
点
―
』

本
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
山
は
百
十

一
。
選
定
に
当
っ
て
の
約
束
ご
と
に
は

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
″は
じ
め
に
″
と

″あ
と
が
き
″
の
中
か
ら
評
者
な

り
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
「東
海
地
方
か
ら
望
め
る
名
山
を
中
心
に
、
見
え
な

い
山
で
も
ぜ
ひ
対
象
と
し
た
い
と
支
部
員
が
判
断
し
た
山
は
採
録
す
る
。
山
域

で
言
う
と
東
海
支
部
員
の
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
も
い
う
べ
き
奥
三
河
、鈴
鹿
、

奥
美
濃
の
山
々
と
、
名
古
屋
か
ら
比
較
的
近
い
中
央
ア
ル
プ
ス
、
御
嶽
山
、
白

山
、
そ
し
て
北
ア
ル
プ
ス
南
部
、
南
ア
ル
プ
ス
の
一
部
が
含
ま
れ
て
い
る
。」

と
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
山
の
選
定
は
四
十
五
名
の
執
筆
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

と
判
断
で
き
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に

一
山
ご
と
の
内
容
は
紀
行
あ
り
、随
想
あ
り
、

山
名
考
証
あ
り
、
歴
史
あ
り
で
、
そ
の
筆
致
か
ら
は
執
筆
者
の
山
へ
の
思
い
入

れ
が
感
じ
ら
れ
、
多
士
済
々
振
り
を
偲
ぶ
に
事
欠
か
な
い
。

本
書
に
は
こ
の
他
に
書
名
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ

「名
古
屋
か
ら
見
え
る

山
、
見
え
な
い
山
」
の
一
編
と
、
十
六
ベ
ー
ジ
分
の
カ
ラ
ー
写
真
、
巻
末
に
は

東
海
支
部
三
十
年
の
歩
み
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

表
紙
と
裏
表
紙
の
裏
に
見
開
き
で
採
録
さ
れ
て
い
る
山
の
分
布
が
示
さ
れ
て

い
る
ほ
か
、
目
次
の
上
下
に
山
の
展
望
図
が
描
か
れ
、
三
葉
あ
る
中
扉
の
裏
に
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は
東
山
ス
カ
イ
タ
ワ
ー
を
中
心
に
、
二
十
五
キ
ロ
の
倍
数
ご
と
の
半
径
で
描
か

れ
た
同
心
円
と
そ
の
中
に
山
を
プ
ロ
ッ
ト
し
た
図
が
画
か
れ
、
山
の
所
在
を
理

解
す
る
上
に
役
立
っ
て
い
る
。

本
書
の
性
格
を
編
集
委
員
代
表
の
沖
允
人
氏
は
、
「東
海
支
部
員
と
い
う
さ

ま
ざ
ま
な
石
に
よ
る
石
垣
方
式
で
構
築
し
た
本
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
名
古
屋

か
ら
は
見
え
な
い
山
を
書
い
た
人
の
文
と

「
一
年
間
二
十
日
も
見
え
な
い
山
の

姿
を
追
い
か
け
る
の
は
も
う
ビ
ョ
ー
キ
…
」
と
い
う
人
の
文
が

一
冊
の
中
に
同

居
し
て
い
る
あ
た
り
が
石
垣
方
式
を
端
的
に
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
は
書
名
を
見
る
限
り
名
古
屋
の
、
し
か
も
東
山
ス
カ
イ
タ

ワ
ー
か
ら
見
え
る
山
が
採
録
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
前
記
の
よ
う
に
見
え
な
い
山
も
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
末
尾
に
近
い
三
六
七
ベ
ー
ジ
か
ら
の

「名
古
屋
か
ら
見
え
る
山
、
見
え
な
い

山
」
と
あ
と
が
き
を
読
ん
で
か
ら
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
せ
め
て
ま

え
が
き
の
中
で
断
っ
て
お
い
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
書
名
と
内
容

の
整
合
性
を
求
め
る
の
は
強
ち
評
者
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。

（山
田
哲
郎
）

山
村
民
俗
の
会
編

『シ
リ
ー
ズ

ｏ
山
と
民
俗
』

エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
刊
　
四
六
判
　
全

一
五
巻

各
巻
約
二
三
〇
ペ
ー
ジ
　
二
〇
六
〇
円

山
村
民
俗
の
会
に
よ
り
、
こ
の
た
び
十
五
編
に
及
ぶ
失
わ
れ
忘
却
さ
れ
つ
つ

あ
る

「山
村
の
民
俗
」
に
関
す
る
研
究

・
調
査

・
紹
介
が
完
成
さ
れ
た
。
山
村

民
俗
の
会
は
、
事
務
局
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
「山
登
り
の
仲
間
達
が
、
民
俗
学

の
始
祖

ｏ
柳
田
国
男
に
啓
発
さ
れ
昭
和
十
四
年
に
創
立
さ
れ
た
。
戦
前
か
ら
現

在
に
至
る
、
全
国
に
会
員
を
も
つ
在
野
唯

一
の
民
俗
研
究
会
で
あ
る
。
会
報

「あ

し
な
か
』
を
中
心
に
独
自
な
活
動
を
続
け
現
在
三
百
十
五
輯
ま
で
刊
行
し
た
。」

こ
の
山
村
民
俗
の
会
の
会
員
が
全
く
自
由
に
加
入
し
自
由
に
行
動
し
自
由
に
研

究
し
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
会
で
あ
る
。

今
回
の
シ
リ
ー
ズ
全
体
に
底
流
と
な
っ
て
い
る
幾
つ
か
の
特
徴
を
見
逃
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
特
徴
を
ふ
ま
え
た
上
で
十
五
編
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
現

在
や
や
低
調
と
見
ら
れ
る
民
俗
学
研
究
を
活
気
づ
け
、
新
し
い
方
向
性
の
発
見

に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、新
し
く
民
俗
に
関
心
を
持
と
う
と
す
る
方
々

に
も
、
現
在
民
俗
の
研
究
を
し
て
い
る
方
々
に
も
興
感
を
与
え
て
く
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＜一＞
底
流
と
な
る
特
徴
の
第

一
は

「実
証
性
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の

十
五
編
に
執
筆
さ
れ
た
方
々
は
主
に
地
方
在
住
者
で
あ
り
、
職
業

・
年
齢
の
別

な
く

「民
俗
存
在
事
実
」
か
ら
出
発
し
、
地
域
に
残
る
民
俗
資
料
や
研
究
家
の
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図 書 紹 介

意
見
な
ど
と
り
入
れ
、
紹
介
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
事
実
に
基
づ
く
独
自
の
研

究
を
重
ね
て
発
表
し
て
い
る
。
現
地
で
の
気
候

ｏ
風
土
の
中
に
生
活
し
て
い
る

者
と
し
て

「土
地
勘
」
を
活
か
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
勿
論
の
こ
と
在
野
の

人
々
と
言
う
こ
と
か
ら
来
る

「事
実
誤
認

・
誤
解
」
は
多
少
と
も
介
在
し
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は

「事
実
」
の
羅
列
か
ら
来
る
読
者
の

辟
易
や
嫌
悪
を
さ
け
、
事
実
の
例
示
に
留
め
て
い
る
。

口
執
筆
者
の
多
様
性
を
第
二
の
特
徴
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
こ
の
多
様
性
も
山
村
民
俗
を
知
る
う
え
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
人
は
自

分
の
出
生
地
や
生
活
環
境
、
人
生
観
な
ど
に
よ
り
、
「あ
る
事
実
」
の
認
識
の

仕
方

・
程
度

・
取
捨
選
択
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
。
例
え
ば

「山
の
神
と
ヲ
コ
ゼ

編
」
の
ヲ
コ
ゼ
に
対
す
る
と
り
上
げ
方
に
そ
の
特
徴
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
ヲ

コ
ゼ
は
山
の
神
の
民
俗
で
は
あ
ま
り
重
要
で
な
く
、
人
為
的
に
流
布
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
人
々
も
い
る
こ
と
だ
。

山
の
民
俗
は
文
献
に
残
さ
れ
た
例
は
少
な
い
と
言
え
る
。
こ
の
残
さ
れ
た
文

献
に
偏
重
し
す
ぎ
る

と
、
生
き
た
民
俗
が

消
去
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
で
あ
る
。
執
筆

者
の
多
様
性
こ
そ
文

献
民
俗
学
の
弊
害
を

回
避
し
て
い
る
。
文

章
は
編
集
者
に
よ
り

多
少
の
修
正
は
さ
れ

た
と
し
て
も
あ
る
程

度
の
バ
ラ
ツ
キ
が
存
在
し
て
い
る
。
人
に
よ
っ
て
は
こ
の
点
か
ら
欠
点
を
つ
い

た
り
、
稚
拙
性
を
笑
い
、
民
俗
の
持
つ
本
質
を
見
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

０
時
代
的
乖
離
が
第
三
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

伝
説

・
物
語
を
と
り
あ
げ
る
場
合
に
起
こ
り
や
す
い
。
記
事
を
収
録
し
た
時
代

に
よ
り
と
は
云
え
、
戦
後
の
急
激
な
社
会
変
革
や
経
済
の
工
業
化
、
情
報
化
の

た
め
と
言
っ
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
記
事
の
内
容
や
と
り
上
げ
方
が
全
く

現
代
の
知
的
感
覚
に
適
合
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
「山
の
怪
奇
」
で
は
平
成
時

代
の
感
覚
に
適
合
し
難
い
記
事
も
あ
る
と
、
知
人
か
ら
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も
あ

る
。こ

れ
は
山
村
民
俗
が
山
村
の
変
革
す
る
段
階
的
な
時
間
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
の
中

に
、
狭
い
日
本
で
は
あ
る
が
存
在
し
、
こ
れ
が
地
方
に
結
び
つ
い
た
た
め
で
あ

ろ
う
か
。
例
え
ば
、
丹
沢
山
域
で
は
動
物
が
変
身
し
た
り
、
人
を
化
か
す
と
言

う
話
を
す
る
人
は
大
戦
後
は
殆
ど
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
言
う
話
を

知
っ
て
い
た
に
し
て
も
時
代
の
波
を
感
じ
て
口
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。
山
村
民

俗
に
は
現
代
の
人
々
に
素
直
に
受
容
さ
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ

る
。四

山
村
民
俗
の
宗
教
性
を
第
四
の
特
徴
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
特
に
山
村
で
の
暮
ら
し
と
行
事
に
は
日
本
に
あ
る
諸
宗
教
が
関
係
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
諸
宗
教
と
は
全
国
的
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
つ
宗
教
も
あ
れ

ば
、
地
域
性
の
宗
教
、　
一
地
点
に
あ
る
信
仰
も
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
特

定
宗
教
を
強
調
し
た
り
、
布
教
性
を
排
し
て
い
る
。

日
本
民
族
の
特
性
の
基
盤
は
多
様
な
民
俗
の
集
積
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る

と
考
え
る
と
、
個
人
信
仰
や
所
属
宗
教
に
と
ら
わ
れ
ず
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
読
む

べ
き
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
三
刊
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
み
る
こ
と
に

し
た
。『山

の
怪
奇

・
百
物
語
』

こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
と
り
あ
げ
た
物
語
は
山
岳
地
帯
に
伝
わ
る
怪
奇
な
話
を
載

せ
て
い
る
。
山
岳
地
帯
に
出
没
す
る
常
識
的
な
妖
怪
話
や
動
物
の
化
物
話
、
既

存
神
仏
の
怪
奇
、
個
人
体
験
怪
奇
、
擬
人
物
怪
奇
な
ど
大
変
な
幅
の
広
い
怪
奇

で
興
味
深
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
本
の
表
題
が
百
物
語
と
な
っ
て
い
る
が
た

め
か
、　
一
口
話
的
な
内
容
の
怪
奇
が
多
く
、
現
代
人
が
読
む
に
は
少
し
物
足
り

な
い
話
も
散
見
す
る
。

そ
れ
と
話
の
取
材
地
が
中
部
山
岳
地
帯
に
集
中
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
は
残

念
で
あ
る
。
北
海
道
で
ア
イ
ヌ
民
族
に
伝
わ
る
怪
奇
物
語
や
、
東
北
地
方
、
関

東
地
方
東
北
部
、
日
本
海
側
、
中
国
地
方
、
九
州
な
ど
抜
け
て
し
ま
っ
た
。

怪
奇
物
語
で
あ
る
か
ら
、
不
合
理

・
超
現
実
性
は
つ
き
も
の
で
あ
る
が
、
現

代
感
覚
で
と
り
あ
げ
る
工
夫
が
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
。

『山
の
神
と
ヲ
コ
ゼ
』

こ
の
本
で
は
全
国
的
に
山
神
民
俗
を
平
均
的
に
取
材
し
た
記
事
が
載
せ
ら

れ
、
山
の
神
を
あ
ら
ゆ
る
視
点
か
ら
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
執
筆
者
に
は

こ
の
世
界
で
有
名
な
方
々
が
散
見
さ
れ
、
平
易
で
理
解
し
や
す
く
新
し
い
読
者

で
も
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
全
体
を
通
じ
て
み
る
と
、
山
の

神
の
名
称
、
山
の
神
と
狩
猟
、
山
の
神
と
農
業
、
山
の
神
と
林
業
、
山
の
神
と

金
属
生
産
、
山
の
神
と
他
宗
教
と
の
関
係
、
山
の
神
の
女
性
視
、
山
の
神
の
像
、

山
の
神
と
記
紀
神
話
、
山
の
神
の
祭
日
、
山
の
神
へ
の
供
物
、
山
神
講
と
祭
、

山
の
神
の
禁
忌
事
項
、
観
念
上
の
山
神

（山
域
全
体
）
、
山
神
と
社
会
的
抗
争
、

な
ど
に
分
類
で
き
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。

全
体
を
通
じ
て
、
山
神
の
起
源
や
古
代
人

（縄
文
人
）
と
山
神
の
関
係
に
つ

い
て
の
記
述
や
研
究
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ヲ
コ
ゼ
に
つ
い
て
は
、
知
識
人
が
話
の
材
料
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
山
神
研
究
の
上
か
ら
み
る
と
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で

は
な
い
。
こ
れ
は
、
ど
こ
か
で
山
神
を
愚
弄
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

柳
田
国
男
先
生
も
第

一
版
で
ヲ
コ
ゼ
の
名
著
を
絶
版
に
さ
れ
た
と
言
う
話
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
部
分
的
不
実
性
に
民
俗
学
者
と
し
て
深
く
反
省
さ
れ
た

故
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
本
で
と
り
あ
げ
た
山
の
神
は
、
人
里
の
中
、
人
里
近
く
の
山
神
ば
か
り

で
、
不
便
な
山
中
の
山
神
に
つ
い
て
の
記
述
が
少
な
い
こ
と
に
不
満
も
あ
る
。

焼
畑
と
山
神
の
関
係
に
つ
い
て
も
調
査
と
研
究
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

『柚
と
木
地
屋
』

木
地
と
言
う
言
葉
を
日
常
生
活
で
す
ぐ
理
解
で
き
る
人
が
少
な
く
な
っ
て
来

た
。
ま
し
て
曲
物
と
な
る
と
更
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
昔
は
深
山
を
抱

え
る
地
方
の
里
に
は

「木
地
屋
」
と
呼
ば
れ
る
家
が
あ
っ
た
。
セ
ト
モ
ノ
、
ガ

ラ
ス
器
具
、
成
形
製
品
の
出
現
と
普
及
で
木
地
製
品
は
減
少
し
、
木
地
屋
も
少

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
木
地
屋
減
少
に
は
、
大
戦
中

・
後
の
森
林
の
乱
開
発

も
原
因
し
て
い
る
。

こ
の
本
で
は
、
木
地
屋
研
究
の
第

一
人
者
と
し
て
注
目
さ
れ
る
橋
本
鉄
男
先

生
が
、
「木
地
屋
問
答
」
を
冒
頭
に
載
せ
ら
れ
、
本
の
入
門
と
し
て
の
ガ
イ
ド

を
さ
れ
て
い
る
。
初
め
て
木
地
師
の
世
界
に
足
を
ふ
み
入
れ
る
人
々
に
便
誼
を

計
っ
て
い
る
。

木
地
師
の
世
界
は
そ
の
起
源
に
は
っ
き
り
と
し
た
歴
史
と
指
導
者
と
本
山
を
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持
ち
、
数
百
年
に
わ
た
り

一
定
の
社
会
制
度
と
本
山
統
制
を
持
続
し
て
い
た
。

ま
た
、
技
術

・
芸
術
性
や
人
的
信
頼
を
認
定
す
る
制
度
を
持
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
仕
事
柄
ふ
か
い
山
中
に
入
っ
て
い
た
た
め
、
里
人
と
の
交
流
は
少
な
く
、

あ
る
種
の
差
別
を
持
た
れ
て
い
た
。
反
面
、
木
地
師
も
あ
る
種
の
優
越
感
を
里

人
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
。

こ
の
本
で
は
、
「丹
波
由
良
川
」
、
「江
若
国
境
の
ム
ラ
」
、
「伯
者
大
山
」
、

「九
州
五
木
村
」
、
「伊
勢
地
方
」
、
「飛
騨
」
、
「北
ア
ル
プ
ス
」
、
「諏
訪

・
伊
那

谷
」
、
「秩
父

・
丹
沢
」
、
「東
北
鬼
首
」
の
地
域
を
紹
介
し
て
い
る
。
内
容
は
各

地
の
木
地
伝
承
、
木
地
文
化
、
木
地
工
芸
、
木
地
師
社
会
、
木
地
師
称
号
、
漂

移
か
ら
定
着
へ
、
木
地
師
と
菊
花
紋
、
氏
子
狩
、
木
地
師
と
山
神
、
本
地
師
と

焼
畑
、
曲
物
師
、
塗
師
な
ど
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
現
在
も
比
較
的
明
確
に
存
続
し
て
い
る
地
方
の
資
料
で
あ
る
が
、
全

国
各
地
で
消
滅
し
た
木
地
師
社
会
の
研
究
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

（佐
藤
芝
明
）

堀
田
弘
司
著

『
山

へ

の

挑

戦

―
登
山
用
具
は
語
る
―
』

岩
波
書
店
　
一
九
九
〇
年
六
月
刊
　
新
書
判

（岩
波

新
書
）
　

三
二
〇
ペ
ー
ジ
　
五
五
〇
円

布
川
欣

一
著

『山
道
具
が
語
る
日
本
登
山
史
』

山
と
渓
谷
社

　
一
九
九

一
年

一
月
刊

Ａ
５
変
型
判
　
二
三
〇
ペ
ー
ジ
　

一
八
〇
〇
円

『山
へ
の
挑
戦
―
登
山
用
具
は
語
る
―
』

こ
の
頃
の
よ
う
に
商
品
の
量
と
種
類
が
多
く
な
る
と
、
大
き
な
店
で
は
自
分

の
と
こ
ろ
の
商
品
さ
え
も
完
全
に
わ
か
り
か
ね
る
ら
し
い
。
店
員
の
仕
事
は
品

物
と
お
金
の
交
換
だ
け
、
と
都
内
の
さ
る
カ
メ
ラ
店
で
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
登
山
用
具
専
門
店
へ
行
く
と
、
違
う
。
山
登
り
が
大
好
き
で
、
自

分
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
山
道
具
を
使
い
こ
な
し
、装
備
の
こ
と
な
ら
何
で
も
こ
い
、

と
い
う
店
員
が
多
い
。好
日
山
荘
の
堀
田
氏
も
そ
の
よ
う
な
お

一
人
で
あ
っ
た
。

山
に
熱
が
入
っ
て
く
る
と
道
具
に
も
凝
り
だ
す
。
片
桐
の
ザ
ッ
ク
を
買
い
、

高
橋
に
山
靴
を
注
文
し
た
。　
一
流
品
は
好
日
山
荘
で
と
、
銀
座
の
店
へ
行
っ
て

門
田
の
ビ

ッ
ケ
ル
や
テ
レ
イ
の
羽
毛
服
を
買
っ
た
。

堀
田
氏
は
、
こ
ち
ら
の
話
を
聞
き
、
そ
れ
な
ら
こ
れ
、
と
棚
か
ら
品
物
を
持
っ

図 書 紹 介
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て
く
る
。
少
し
押

し
つ
け
ら
れ
る
気

も
し
な
い
で
は
な

か
っ
た
が
、
何
し

ろ
あ

の
小

柄

で

ぎ
ょ
ろ
眼
の
山
男

の
話
に
は
説
得
力

が
あ

っ
た
。
そ
し

て
勧
め
ら
れ
て
山

へ
持

っ
て
い
っ
た

物
に
は
必
ず
満
足

し
た
。

堀
田
氏
が
登
山

用
具
に
語
ら
せ
た

こ
の
本
は
、
「
用

具
の
開
発
と
普
及
の
歩
み
を
た
ど
り
な
が
ら
、
多
く
の
悲
劇
や
論
争
、
人
び
と

の
苦
闘
と
情
熱
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
登
山
史
」
（カ
バ
ー
内
側
）

と
な

っ
て
い
る
。

内
容
は
二
つ
に
分
か
れ
る
。
第

一
部
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

ｏ
ア
ル
プ
ス
を
舞
台
と

し
た
登
山
史
の
概
観
、
第
二
部
は
登
山
靴
を
は
じ
め
と
す
る
七
つ
の
主
な
登
山

用
具
の
誕
生
と
変
遷
の
歴
史
で
あ
る
。

当
然
、
堀
田
氏
の
ペ
ン
は
大
半
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
た
第
二
部
に
お
い
て
冴
え

る
。
雑
誌
等
の
登
山
用
具
の
案
内
は
ほ
と
ん
ど
が
用
具
の
使
用
法
に
つ
い
て
だ

け
で
あ
る
が
、
堀
田
氏
は
案
内
を
用
具
の
歴
史
的
な
歩
み
に
ま
で
進
め
て
い
る
。

ね
ら
い
は
こ
う
だ
。
「ま
ず

一
般
の
読
者
に
、
登
山
史
の
な
か
で
比
較
的
脇

に
置
か
れ
て
き
た
登
山
用
具
の
誕
生
と
変
遷
、
普
及
に
光
を
当
て
、
そ
こ
に
人
　
１８

び
と
の
情
熱
と
知
恵
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、

か
つ
て
登
山
に
親
し
み
な
が
ら
現
在
は
遠
ざ
か
っ
て
い
る
人
び
と
に
は
、
近
年

の
新
し
い
用
具
の
一
端
を
紹
介
し
、
登
山
が
よ
り
快
適
に
、
よ
り
安
全
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
、登
山
の
楽
し
さ
を
思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
、

と
い
う
願
い
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
現
在
、
ハ
イ
キ
ン
グ
や
登
山
を
楽
し
ん
で

い
る
人
た
ち
に
は
、
す
で
に
時
の
流
れ
の
な
か
に
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
過
去

の
用
具
の
姿
や
、
新
し
い
用
具
が
登
場
す
る
た
び
ご
と
に
沸
き
起
こ
っ
た
激
し

い
議
論
な
ど
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
山
行
に
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
資
す
る
と
こ

ろ
が
あ
れ
ば
と
考
え
た
。」
（二

一
七
～
八
ペ
ー
ジ
）
。

そ
し
て
堀
田
氏
は
結
ん
で
い
る
。

「自
然
と
の
触
れ
合
い
の
場
に
、
登
山
用
具
と
い
う

『文
明
』
の
何
を
持
ち

込
み
、
ど
う
使
う
か
、
あ
る
い
は
、
何
を
持
ち
込
ま
な
い
か
が
、
重
要
な
点
と

な
っ
て
く
る
。
何
か
が
あ
っ
た
お
か
け
で
楽
し
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
多
々

あ
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、　
一
方
で
、
何
か
が
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
得
ら
れ

た
歓
び
も
必
ず
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
面
に
も
充
分
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
…
」
（二

一
九
ペ
ー
ジ
）
。

見
事
な
結
び
で
あ
る
。

最
後
に
、
私
な
り
に
欲
ば
ら
せ
て
い
た
だ
け
ば
、
ム
ガ
ー
、
ビ
ブ
ラ
ム
な
ど

の
語
源
に
つ
い
て
の
言
及
、
そ
れ
と
、
本
書
を
単
な
る
読
み
も
の
に
終
わ
ら
せ

る
の
は
惜
し
い
の
で
、
原
語
も
入
れ
た
索
引
が
欲
し
い
と
思
う
。

『山
道
具
が
語
る
日
本
登
山
史
』

本
書
は

『山
へ
の
挑
戦
』
の
半
年
余
り
あ
と
に
出
た
。
堀
田
氏
の
書
き
下
ろ

■
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し
と
異
な
っ
て
、
こ
れ
は
五
年
前
か
ら

『山
と
渓
谷
』
誌
上
に
連
載
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。

著
者
布
川
氏
に
は
お
目
に
か
か
っ
て
は
い
な
い
が
、
山
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

と
お
呼
び
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

堀
田
氏
の

「登
山
用
具
」
に
対
す
る
布
川
氏
の

「山
道
具
」
が
、
こ
の
二
冊

の
中
で
扱
っ
て
い
る
物
の
違
い
を
表
わ
し
て
い
て
面
白
い
。
布
川
氏
の
物
の
範

囲
は
広
く
、
立
山
曼
荼
羅
や
柴
崎
高
陽
の
写
真
機
か
ら
喜
作
新
道
の
開
削
用
具

ま
で
も
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｂ
ス
ー
パ
ー
・
グ
ラ
ト
ン
の
よ
う
な
超
近

代
的
な
物
ま
で
は
い
っ
て
い
る
。
堀
田
氏
の
が
現
在
登
山
に
使
わ
れ
て
い
る

一

般
的
な
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
布
川
氏
の
は

「切
れ
た
ナ
イ
ロ
ン
・
ザ
イ
ル
」

の
よ
う
な
特
定
の
物
で
あ
る
。

信
仰
登
山
の
昔
か
ら
フ
リ
ｌ
ｏ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
現
代
ま
で
登
山
史
上
に
存

在
し
た
山
道
具
、
そ
れ
ら
は
我
が
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
山
登
り
を
語
っ
て

い
る
。
素
手
素
足
、
空
身
だ
っ
た
登
山
家
は
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、

山
道
具
は
そ
れ
が
存
在
し
て
い
た
時
代
の
山
登
り
の
証
人
で
あ
る
。

立
山
曼
荼
羅
は
信
仰
登
山
を
、
播
隆
の
遺
品
は
槍
ヶ
岳
開
山
を
、
ウ
ェ
ス
ト

ン
の
ビ
ッ
ケ
ル
は
日
本
山
岳
会
創
立
を
、
と
い
う
よ
う
に
道
具
は
そ
の
時
代
の

登
山
の
歴
史
を
雄
弁
に
語
る
。

「本
書
は
、
撮
影
可
能
な
山
道
具
や
遺
物
と
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
人
物
と
を

結
び
な
が
ら
、
登
山
史
上
の
各
種
事
項
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
、
三
十

一
テ
ー
マ

の
集
成
で
あ
る
。」
（
一
八
ベ
ー
ジ
）
。

日
本
中
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
道
具
を
追
っ
て
取
材
す
る
に
は
、
山
を
登
り
歩

く
よ
う
に
時
間
と
労
力
と
を
要
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
渡
辺
正
和
カ
メ
ラ
マ
ン

の
写
真
は
さ
す
が
。
並
ん
で
立
て
か
け
ら
れ
た
山
内
、
門
田
の
第

一
号
、
折
れ

目
が
す
り
切
れ
て
所
々
穴
さ
え
明
い
た

一
色
刷
五
万
図
の
上
に
広
げ
ら
れ
た
松

濤
明
の
山
行
ノ
ー
ト
、
「繊
維
が
脆
く
な
り
、
今
や
張
る
こ
と
さ
え
容
易
で
は

な
い
」
と
説
明
の
つ
い
た
マ
ナ
ス
ル
高
所
用
ミ
ー
ド
型
テ
ン
ト
…
。
本
書
に
写

真
の
占
め
る
役
割
は
大
き
い
。
し
か
し
さ
わ
り
の
一
枚
以
外
の
写
真
が
小
さ
い

の
は
惜
し
い
。
変
に
し
ゃ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
で
ペ
ー
ジ
の
下
が
三
分
の
一
も
空

い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
ス
ペ
ー
ス
で
写
真
は
ず
い
ぶ
ん
大
き
く
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。

丹
念
な
索
引
と
登
山
史
年
表
が
迫
力
を
添
え
て
い
る
。
年
表
は
本
書
の
ア
イ

テ
ム
に
特
に
関
連
づ
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
三
十

一
の
ア
イ
テ

ム
に
大
き
く
か
か
わ
る
も
の
だ
け
は
ゴ
ジ
ッ
ク
に
で
も
し
て
み
た
ら
ど
う
だ
っ

た
ろ
う
。

奇
し
く
も
時
を
同
じ
く
し
て
発
行
さ
れ
た
物
に
拠
る
登
山
史
の
二
冊
は
、
私

た
ち
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
代
表
的
な
二
冊
―
山
崎
安
治

『日
本
登
山
史
』
、

安
川
茂
雄

『近
代
日
本
登
山
史
』
―
と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
登
山
史
を
語
っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
人
の
著
者
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
角
度
で
登
山
用
具
、

山
道
具
を
扱
っ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
（松
崎
中
正
）
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た

「
写
真
集
」
が
や
っ
と

日
の
目
を
見
た
の
は
、
童
ロ
　

ー８

ば
し
い
事
で
あ
る
。
こ
れ

は
大
学
卒
業
後
、
日
本
を

出
発
し
て
か
ら
冬
季

マ
ッ

キ
ン
リ
ー
で
亡
く
な
る
ま

で
を
網
羅
し
た
四
百
六
十

一
枚
の
写
真
で
あ
り
、
そ

の
内
三
百
五
十
枚
以
上
は

初
め
て
発
表
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
植
村
氏
が
体
験

し
た
山
、
氷
原
、
町
、
人
、

大
を
見
て
い
る
と
植
村
氏

・

の
冒
険
が
あ
る
程
度
理
解

て
で
き

る
ば
か
り

で
な

く
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
歩

文
藝
春
秋
編

植
村
直
己
記
念
館

（〓
ｏ
巨
８

↓ｏ
ｚ
＞
ｏ
〓
Ｈｃ
”
〓
ｃ
聟
）

欄
文
藝
春
秋
　
一
九
九

一
年
二
月
刊
　
Ａ
４
変
形
判

二
〇
七
ペ
ー
ジ

カ
ラ
ー
写
真
四
六
一
枚

七
〇
〇
〇
円

植
村
直
己
氏
は
今
世
紀
最
大
の
探
検
家
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
た

だ
の
探
検
家
と
思
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
彼
は

一
人
の
人
間
と
し
て
世
に
親

し
ま
れ
、
冒
険
を
通
じ
て
世
界
各
国
の
人
々
と
友
好
を
深
め
た
。
「
日
本
史
上

最
高
の
親
善
特
使
」
と
さ
え
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

『山
岳
』
を
読
む
人
で
植
村
氏
の
実
績
を
知
ら
な
い
人
は
ま
ず
い
な
い
と
思

う
が
、
「復
習
」
の
為
簡
単
に
言
え
ば
、
初
の
五
大
陸
最
高
峰
登
頂
者
、
日
本

人
と
し
て
エ
ベ
レ
ス
ト
初
登
頂

（日
本
山
岳
会
隊
）
、
世
界
史
上
最
長
の
大
棲

旅
行
、
北
極
の
初
単
独
征
服
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
単
独
縦
断

（そ
の
途
中
大
切

な
地
学
観
測
も
行
っ
た
）
、
ゴ
ジ
ュ
ン
バ
ｏ
カ
ン
初
登
頂

（明
治
大
学
隊
）
、
マ
ッ

キ
ン
リ
ー
の
初
単
独
登
頂
、
ア
マ
ゾ
ン
筏
下
り
、
等
々
。

本
人
は
生
前
自
分
の
冒
険
に
つ
い
て
五
冊
の
本
を
残
し
て
い
る
し
、
エ
ス
キ

モ
ー
の
狩
猟
技
術
に
つ
い
て
の
も
う

一
冊
は
テ
ー
プ
に
吹
き
込
ま
れ
て
い
て
死

後
活
字
に
な
っ
た
。
な
お
、
伝
記
は
六
冊
出
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
本
の

「欠
点
」
の
一
つ
は
写
真
が
少
な
い
事
。
同
じ
数
枚
の
写
真

が
何
度
も
繰
り
返
し
掲
載
さ
れ
て
い
る
様
な
感
じ
で
あ
っ
た
。
文
藝
春
秋
の
別

冊
に
あ
る
程
度
補
充
さ
れ
た
と
し
て
も
、
植
村
氏
の
生
涯
を
詳
し
く
調
査
し
た

私
か
ら
み
る
と
ま
だ
ま
だ
不
満
を
感
じ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
永
く
噂
さ
れ

ん
だ
道
は
果
た
し
て
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
と
問
う
人
は
少
な
く
な
い
と
思

う
。
「
こ
ん
な
広
い
世
界
が
あ
る
の
に
、
何
で
私
は
毎
日
同
じ
事
務
所
に
通
っ

て
い
る
の
か
？
」
、
「観
光
旅
行
で
無
駄
な
お
金
を
使
い
、
ホ
テ
ル
や
車
の
渋
滞

ば
か
り
を
眺
め
て
い
る
と
、
何
か
他
に
有
意
義
な
事
を
す
れ
ば
良
か
っ
た
」
と

後
悔
す
る
事
が
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
植
村
氏
の
日
で
世
界
を
見
る
と
そ
ん

な
事
は
な
い
。
北
極
ま
で
行
か
な
く
て
も
自
分
の
生
き
方
を
見
直
す
方
法
は
幾

ら
で
も
あ
る
こ
と
を
も
伝
え
て
い
る
。

普
通
の
登
山
報
告
書
な
ら
、
例
え
ば
エ
ベ
レ
ス
ト
ヘ
行
く
途
中
、
カ
ト
マ
ン

字¬孵
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ズ
の
お
寺
の
観
光
に
行
っ
た
写
真
が
二
、
三
枚
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

植
村
氏
の
世
界
各
地
と
の
接
触
の
し
か
た
は
ま
た
別
だ
。
現
地
で
仕
事
を
し
た

り
、
現
地
の
人
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、　
一
般
観
光
客
が
知
ら
な
い
多
く
の
経
験

を
し
た
。
日
本
特
殊
の

「経
済
的
村
人
分
」
を
我
慢
し
て
、
思
い
き
っ
て
世
界

に
出
か
け
た
だ
け
に
尊
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
近
西
洋
で

「脱
レ
ジ
ャ
ー
産
業
」
と
言
え
る

「
ソ
フ
ト

・
ツ
ー
リ
ズ
ム
運

動
」
が
あ
る
が
、
植
村
氏
は
そ
の
先
駆
者
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
本
は
ま
た
世
界
の
人
々
の
記
録
と
し
て
も
価
値
が
あ
る
。ネ
パ
ー
ル
で
、

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
で
、
南
極
の
基
地
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

誌
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
立
場
か
ら
人
々
と
接
触
し
た
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
写
真

は
面
白
さ
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
長
い
時
間
を
か
け
て
植
村
氏
の
人
物
像
を
描
い
た
本
を

出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
う
少
し
注
意
し
て
欠
点
を
少
な
く
し
て
欲
し
か
っ

た
。
こ
れ
は
大
ざ
っ
ぱ
に

「技
術
的
問
題
」
と

「本
質
的
問
題
」
に
分
け
る
事

が
で
き
る
。

ま
ず

「技
術
的
問
題
」
。
こ
の
本
は
七
つ
の
章
と
四
つ
の
付
録
に
分
け
ら
れ

る
が
、
七
つ
の
章
は
年
代
順
に
な
っ
て
い
な
い
し
、
章
題
と
内
容
が
合
わ
な
い

事
が
多
い
。
そ
の
上
、
事
実
が
ま
ち
が
つ
て
い
る
所
が
多
少
あ
る
。
そ
の
い
く

つ
か
の
例
を
上
げ
る
と
―

本

（
一
一
三
頁
）
＝

「…
シ
オ
ラ
パ
ル
ク
に
入
る
。
そ
こ
で
直
己
を
待
っ
て

い
た
の
は
、
ア
ザ
ラ
シ
の
生
肉
の
洗
礼
だ
っ
た
。」

事
実
＝

「洗
礼
」
に
な
っ
た
の
は
鯨
の
生
肉
。

本
＝

（
一
六
〇
ペ
ー
ジ
）
＝

「野
外
学
校
体
験
入
学
」

事
実
＝
入
学
し
た
の
で
は
な
く
、
教
え
る
方

（イ
ン
タ
ー
ン
＝
講
師
補
助
役
）

と
し
て
行
っ
た
。

目
次
の
前
の
地
図
に
も
ミ
ス
が
い
く
つ
か
あ
る
。例
え
ば
米
国
横
断
バ
ス
は
、

ロ
ス
で
は
な
く
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
出
た
。

英
文
に
な
る
と
、
綴
り
の
ミ
ス
、
文
法
の
ミ
ス
が
多
く
、
誤
訳
も
あ
る
。
例

え
ば

一
五

一
頁
中
央
上
の
写
真
の
英
文
タ
イ
ト
ル
は

「休
み
の
日
に
買
い
物
に

行
っ
た
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
本
人
は
誇
り
を
持
っ
て
休
ま
ず
毎
日
働
い
た
、

と
書
い
て
い
る
。
写
真
を
見
る
と
日
光
は
赤
く
、
日
影
は
長
い
か
ら
休
み
の
日

よ
り
仕
事
後
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

綴
り
の
ミ
ス
の
中
に
特
筆
し
た
い
の
が
あ
る
。　
一
九

一
ペ
ー
ジ
に
フ
ラ
ン
ス

の
ス
キ
ー
場
の
支
配
人
の
姓
を
”
圧
３
のけ
と
書
い
て
あ
る
が
、
こ
れ
は

「理
論

的
」
な
間
違
い
だ
け
で
は
な
い
。
現
在
く
Ξ
３
の一
氏
の
名
前
の
付
い
て
い
る

サ
ン
グ
ラ
ス
は
各
国
で
売
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
正
し
い
綴
り
と
植
村
氏
を
始

め
何
人
か
の
日
本
人
青
年
の
恩
人
で
あ
っ
た
事
が
判
れ
ば
、
買
う
日
本
人
観
光

客
が
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
は

「本
質
的
問
題
」
。
言
い
換
え
れ
ば
単
な
る
不
注
意
と
は
言
え
な
い
問

題
が
三
つ
あ
る
。

そ
の
第

一
は
、
「大
き
す
ぎ
る
省
略
」
の
問
題
。
子
供
時
代
、
大
学
時
代
の
写

真
は
全
く
無
い
し
。
公
子
夫
入
以
外
の
家
族
の
写
真
も
無
い
。
そ
し
て
、
「世
界

の
人
々
と
」
の
付
録
に
出
る
七
十
二
枚
の
写
真
に
は
英
文
の
タ
イ
ト
ル
が
無
い
。

そ
の
第
二
は
、
正
式
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
本
で
あ
る
の
に
、　
一
人
の
説
を

唱
え
る
の
に
利
用
さ
れ
た
事
。
植
村
氏
が
著
作
権
を
持
っ
て
い
る
写
真
は
全
体

の
三
分
の
一
位
だ
し
、
植
村
氏
の
本
の
「書
名
」
が
こ
の
本
の
「章
題
」
に
な
っ

て
い
る
事
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
か
な
り
正
式
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
し
、
植
村

氏
の
本
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
事
を
思
わ
せ
る
。
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こ
れ
は
ど
こ
で
問
題
に
な
る
か
と
言
う
と
、　
一
四
九
頁
に
は

「青
春
を
山
に

賭
け
て
」
と
言
う
章
題
の
下
に
、
「青
春
を
山
に
賭
け
て
』
と
言
う
本
と
真
っ

向
か
ら
対
立
す
る
説
が
書
い
て
あ
る
。

「大
学
卒
業
を
間
近
に
ひ
か
え
た
、　
一
九
六
四
年
の
冬
の
夜
、
植
村
直
己
は

郷
里

・
兵
庫
県
日
高
町
の
上
郷
橋
の
欄
十
に
つ
か
ま
っ
て
シ
ク
シ
ク
泣
い
て
い

た
。
『卒
業
後
、
外
国
へ
生
き
た
い
』
と
い
う
希
望
を
、
両
親
に
頭
か
ら
反
対

さ
れ
た
の
だ
。
そ
れ
か
ら
三
日
間
の
断
食
の
末
、
直
己
は
外
国
行
き
を
許
さ
れ

る
。」本

人
の
本
に
は
、
横
浜
出
発
二
日
前
家
に
電
話
を
掛
け
た
だ
け
だ
、
と
書
い

て
あ
る
。
上
記
の
説
は

一
九
八
四
年
文
藝
春
秋
の
別
冊
に
初
め
て
書
か
れ
た
。

も
う

一
つ
の
説
は
大
田
実
氏
の
伝
記
に
書
か
れ
て
い
る
。
卒
業
前
の
家
族
と
の

喧
嘩
を
確
認
し
て
い
る
が
、
シ
ク
シ
ク
泣
い
た
事
も
三
日
間
断
食
し
た
事
も
書

い
て
い
な
い
。

「事
実
」
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
説
は
本
人
の
説
と
矛
盾

す
る
し
、
い
く
つ
か
の
説
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
事
も
、
確
か
で
あ
る
。
こ
の
説

は
植
村
氏
に
と
っ
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
良
く
な
い
と
思
う
。
植
村
氏
は
誇
り

を
持
っ
て
、
自
分
の
力
で
外
国
に
行
く
お
金
を
稼
い
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
。

が
、文
藝
春
秋
の
説
に
よ
る
と
、家
族
の
援
助
な
し
に
彼
は
外
国
へ
行
け
な
か
っ

た
、
言
い
換
え
れ
ば
、
植
村
氏
と
他
の
若
い
登
山
家
達
の
違
い
は
自
分
の
努
力

で
は
な
く
家
族
の
援
助
に
あ
っ
た
と
言
う
の
だ
。
著
者
の
明
記
し
た
伝
記
な
ら

ば
ま
だ
し
も
だ
が
、
正
式
な
性
格
を
持
つ
本
に
、
編
集
部
の
権
威
を
持
っ
て
こ

の
説
を

「事
実
」
と
し
て
唱
え
る
事
に
よ
っ
て
植
村
氏
の

「正
式
な
歴
史
」
を

書
き
換
え
よ
う
と
す
る
の
は
良
く
な
い
。
少
な
く
と
も
色
々
な
説
が
あ
る
事
を

認
め
る
べ
き
だ
し
、
ど
の
説
が
だ
れ
の
説
か
を
書
く
べ
き
で
あ
る
。

第
三
の

「本
質
的
」
な
問
題
は
、
八
九
ペ
ー
ジ
、
国
際
エ
ベ
レ
ス
ト
隊
の
所

に

「
『ザ
イ
ル
の
ト
ッ
プ
』
は
終
始
、
白
人
隊
員
が
握
っ
て
い
た
」
と
言
う
説
　
１８

明
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
ず
い
。
た
ん
な
る
白
人
同
士
の
い
さ
か
い
、
つ
ま
り
植

村
、
伊
藤
両
氏
と
は
関
係
の
な
い
個
人
の
問
題
を
人
種
問
題
に
す
り
替
え
る
の

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
？
し
か
も
、
英
文
に
直
訳
し
て
い
な
い
事
も
、
訳
者
が
、
こ

の
問
題
は
人
種
差
別
に
繋
が
る
の
で
直
訳
は
あ
え
て
避
け
た
印
象
を
与
え
る
。

問
題
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
た
が
、全
体
と
し
て
は
や
は
り
い
い
本
で
あ
る
。

ま
だ
買
っ
て
い
な
い
人
に
勧
め
た
い
。
　
　
　
　
　
（工
Ｒ
ｏ
一Ｑ
∽
ｏ
一ｏ
ヨ
ｏ
コ
）

ジ
ョ
ｌ

ｏ
シ
ン
プ
ソ
ン
著
、
中
村
輝
子
訳

『死
の
ク
レ
バ
ス
　
ア
ン
デ
ス
氷
壁
の
遭
難
』

岩
波
書
店

　
一
九
九

一
年
五
月
刊

四
六
判
　
二
八
〇
ペ
ー
ジ
　
一
一〇
〇
〇
円

「
な
ぜ
山
に
登
る
の
か
」
、
と
い
う
古
典
的
な
質
問
の
答
え
は
、
「
そ
こ
に
山

が
あ
る
か
ら
」
で
は
な
く
、
「
そ
こ
に
死

（の
危
険
）
が
あ
る
か
ら
」
で
あ
る
。

あ
る

一
定
の
レ
ベ
ル
以
上
に
危
険
の
あ
る
登
山
を
志
向
す
る
者
は
そ
の
こ
と
を

知

っ
て
い
る
し
、
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
い
者
も
い
ず
れ
は
気
づ
く
だ
ろ
う
。
山

の
さ
ま
ざ
ま
の
魅
力
の
中
で
、
死
の
危
険
は
そ
の
最
も
大
き
な
も
の
で
あ
る
こ

と
に
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
る
時
期
を
境
に
山
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
し

ま
う
者
も
い
る
し
、
ま
た
ど
う
し
て
も
離
れ
ら
れ
ず
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
者

も
い
る
。
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い
や
、
山
か
ら
ど
う
し
て
も
離
れ
ら
れ
な
い
者
た
ち
こ
そ
、
山
の
中
に
あ
る

死
の
危
険
の
魅
力
を
本
当
に
理
解
し
て
い
る
者
だ
、
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
本
の
主
人
公
の
二
人
の
登
山
家
も
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
部
類
に
属
す

る
人
間
で
あ
る
。

二
人
の
イ
ギ
リ
ス
人
ク
ラ
イ

マ
ー
、
ジ
ョ
ｌ

ｏ
シ
ン
プ
ソ
ン
と
サ
イ
モ
ン

・

イ

ェ
ー
ツ
は
六
年
前
の

一
九
八
五
年
五
月
、
ア
ン
デ
ス
の
難
峰
シ
ウ
ラ

・
グ
ラ

ン
デ

（六
三
五
六
済
）
西
壁
の
初
登
攀
に
成
功
す
る
。
し
か
し
帰
路
に
採

っ
た

ル
ー
ト
は
細
く
ギ
ザ
ギ
ザ
の
稜
線
を
キ
ノ
コ
雪
と
巨
大
な
雪
庇
に
覆
わ
れ
た
筆

舌
に
尽
し
難
い
悪
絶
さ
で
あ
り
、
壁
の
登
攀
と
違
い
そ
の
困
難
さ
を
予
測
し
て

い
な
か
っ
た
だ
け
に
、
彼
ら
に
と

っ
て
シ
ョ
ッ
ク
だ

っ
た
。
困
苦
を
き
わ
め
る

下
降
中
つ
い
に
事
故
が
起
き
、
ジ
ョ
ー
は
右
足
を
骨
折
す
る
。
危
険
き
わ
ま
り

な
い
ル
ー
ト
を
下
降
中
に
片
足
が
使
用
不
能
に
な
る
。
そ
れ
は
ど
れ
ほ
ど
恐
ろ

し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
気
力
を
ふ
り
し
ぼ
り
下
降
を
続
け
る
二
人
に
さ

ら
な
る
最
悪
の
事
故
が
発
生
す
る
…
。

ア
ン
デ
ス
の
氷

壁
で
の
遭
難
及
び

そ
の
奇
蹟
的
な
生

還
を
描
い
た
本
書

は
、
山
で
の
死
を

ギ
リ
ギ
リ
ま
で
身

近
に
体
験
し
た
者

の
記
録
と
し
て
類

を
見
な
い
す
さ
ま

じ
さ
だ
。
山
で
の
遭
難
、
悲
劇
、
ま
た
生
還
と
い
っ
た
も
の
を
扱
っ
た
本
は
他

に
も
あ
る
が
、
そ
の
あ
ま
り
に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
、
そ
し
て
恐
ろ
し
い

ほ
ど
の
臨
場
感
に
よ
り
本
書
は
他
に
抜
き
ん
出
る
筆
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

そ
の
出
来
事
が
つ
い
六
年
前
の
話
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
著
者
が
直
接
の
体
験

者
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
臨
場
感
は
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
事
故
の
発
生
か

ら
ラ
ス
ト
の
部
分
ま
で
の
、
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
迫
真
性
は
読
む
者
に
決
し
て

途
中
で
本
を
置
か
せ
な
い
。
著
者
の
体
験
に
対
し
て
失
礼
な
言
い
方
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
面
白
い
山
の
本
を
他
に
捜
す
の
は
難
し
い
。
山
の

本
の
ジ
ャ
ン
ル
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
と
こ
う
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
し

ぼ
れ
ば
本
書
は
、
ボ
ニ
ト
ン
が

「
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
古
典
に
価
す
る
」
と
述
べ

る
よ
う
に
、
他
に
比
肩
し
う
る
も
の
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
本
書
は
そ
の
劇
的
な
性
格
ゆ
え
に
よ
り

一
層
ス
ト
ー
リ
ー
の
密
度
を
濃

く
し
、
か
つ
世
間
の
注
目
も
集
め
て
い
る
。

必
死
の
下
降
を
続
け
る
サ
イ
モ
ン
と
右
足
が
使
用
不
能
の
ジ
ョ
ー
。
困
苦
を

き
わ
め
る
下
降
も
あ
と
わ
ず
か
で
終
わ
る
と
い
う
時
、
ジ
ョ
ー
は
再
び
滑
落
す

る
。
確
保
す
る
サ
イ
モ
ン
の
数
十
属
下
、
ハ
ン
グ
し
た
氷
の
断
崖
の
途
中
に
宙

ぶ
ら
り
ん
の
状
態
で
ロ
ー
プ
に
助
け
ら
れ
、
ジ
ョ
ー
は
止
ま
っ
た
。
け
れ
ど
も

右
足
が
使
え
ず
、
寒
さ
で
思
う
よ
う
に
動
か
せ
な
い
手
で
は
、
そ
こ
か
ら
自
力

で
登
り
返
す
こ
と
も
、
む
ろ
ん
下
り
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
夜
の
間
の
中
を
自

い
吹
雪
だ
け
が
荒
れ
狂
う
。
互
い
の
声
な
ど
五
メ
ー
ト
ル
も
届
き
は
し
な
い
。

そ
し
て
宙
吊
り
の
ジ
ョ
ー
は
自
分
の
真
下
に
、
夜
の
間
よ
り
も
も
っ
と
暗
い
真

の
暗
黒
―

‐底
の
な
い
ク
レ
バ
ス
が
口
を
あ
け
て
い
る
の
を
見
る
。　
一
方
サ
イ

モ
ン
に
も
ジ
ョ
ー
を
引
き
上
げ
る
こ
と
、
ま
だ
ジ
ョ
ー
の
所
ま
で
下
り
て
行
く

こ
と
は
不
可
能
だ
。
ロ
ー
プ
を
確
保
す
る
手
に
ジ
リ
ジ
リ
と
ジ
ョ
ー
の
体
重
が
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加
わ
り
、
足
場
を
支
え
る
雪
の
斜
面
も
少
し
ず
つ
崩
れ
て
い
く
。
こ
の
ま
ま
で

は
引
き
ず
り
落
と
さ
れ
る
！
つ
い
に
ナ
イ
フ
を
出
し
た
サ
イ
モ
ン
は
、
ジ
ョ
ー

と
自
分
を
つ
な
ぐ
ピ
ン
と
張
っ
た
ロ
ー
プ
に
そ
の
刃
を
あ
て
た
。

自
ら
の
手
に
よ
っ
て
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
の
ロ
ー
プ
を
切

る
。
耐
え
が
た
い
よ
う
な
恐
ろ
し
い
出
来
事
だ
。

こ
の
時
と
っ
た
サ
イ
モ
ン
の
行
為
を
読
者
は
ど
う
判
断
す
る
だ
ろ
う
。
私
に

は
サ
イ
モ
ン
の
と
っ
た
行
為
は
、
二
人
と
も
が
死
な
な
い
た
め
の
唯

一
の
方
策

で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
え
る
。
た
だ
自
分
が
実
際
に
同
じ
状
況
に
な
っ
た
ら

ど
う
い
う
行
動
を
と
る
か
は
、
そ
う
い
う
状
況
に
な
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な

い
。
安
易
に
判
断
は
下
せ
な
い
け
れ
ど
、
サ
イ
モ
ン
を
責
め
る
の
は
酷
と
い
う

気
が
す
る
が
…
。

ジ
ョ
ー
の
足
下
に
は
虚
空
が
広
が
っ
て
い
る
。
非
情
な
ま
で
の
速
さ
で
落
ち

て
、
そ
し
て
奇
蹟
的
に
ク
レ
バ
ス
の
途
中
に
体
が
ひ
っ
か
か
っ
て
止
ま
っ
た
。

死
な
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
怪
我
を
し
た
身
体
で
は
脱
出
は
不
可
能
に
思
え
る
。

足
の
下
に
広
が
る
虚
空
の
闇
。
ま
だ
生
き
て
は
い
る
も
の
の
、
体
は
ほ
と
ん
ど

が
死
の
空
間
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
の
魂
も
足
の
下
の
虚
空
に
吸
い
込

ま
れ
て
い
き
そ
う
に
な
る
。
長
く
、
寒
い
夜
を
ジ
ョ
ー
は
そ
の

″虚
空
″
と
対

話
し
て
過
ご
す
。
そ
れ
は
死
と
の
対
話
だ
。

人
間
は
簡
単
に
死
ん
で
し
ま
う
。
逆
に
ま
た
絶
対
絶
命
の
状
態
に
お
い
て
も

粘
り
に
粘
り
、
そ
の
生
命
力
の
強
さ
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
る
。
翌
朝
ジ
ョ
ー

は
己
れ
の
持
つ
最
後
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
り
、
ク
レ
バ
ス
か
ら
脱
出
、
ベ
ー
ス
キ
ャ

ン
プ
を
目
指
し
て
帰
還
を
開
始
す
る
。

死
と
生
の
境
界
線
を
飛
び
越
え
る
の
は
た
や
す
い
よ
う
だ
が
、
そ
の
境
界
線

に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
人
間
は
生
に
近
づ
こ
う
と
す
る
。
死
な
ん
て
場
合

に
よ
っ
て
は
簡
単
に
訪
れ
る
。
ジ
ョ
ー
の
よ
う
に
死
を
極
限
ま
で
意
識
し
、
死

に
か
ら
だ
全
体
を
と
り
囲
ま
れ
る
前
に
あ

っ
け
な
く
死
ん
で
し
ま
う
者
は
た
く

さ
ん
い
る
。
だ
け
れ
ど
も
ジ
ョ
ー
の
よ
う
に
、
死
に
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
近
づ
い
た

人
間
は
逆
に
生
き
る
た
め
に
生
涯
最
高
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
の
最
高
の
力

を
発
揮
す
る
。
そ
れ
は
生
き
の
び
る
た
め
の
最
良
の
行
動
で
あ
る
と
同
時
に
、

生
き
て
い
る
ジ
ョ
ー
が
今
成
し
得
る
最
良
の
行
動
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ

う
。
意
識
は
あ
ち
ら
の
世
界
と
こ
ち
ら
の
世
界
を
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
ほ
ど
に

彼
は
死
に
近
づ
い
て
い
た
が
、
し
か
し
ジ
ョ
ー
は
明
ら
か
に
そ
の
時
生
き
て
い

て
、
そ
し
て
生
き
て
い
る
人
間
と
し
て
最
高
の
行
動
を
し
た
の
で
あ
る
。

重
傷
を
負

っ
た
体
で
、
た
っ
た

一
人
、吹
雪
と
夜
の
間
の
中
を
ジ
ョ
ー
は
ベ
ー

ス
キ
ャ
ン
プ

ヘ
向
か
っ
て
這

っ
て
行
く
。
ボ
ロ
ボ
ロ
で
ブ
ザ
マ
な
そ
の
格
好
と

は
対
照
的
に
、
ジ
ョ
ー
の
そ
の
姿
は
ま
さ
に
至
高
の
輝
き
を
放
つ
。
Ｂ
Ｃ
に
は

た
し
て
サ
イ
モ
ン
た
ち
は
ま
だ
残

っ
て
い
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
ジ

ョ
ー

に
も
う

一
晩
生
き
残
る
力
は
残

っ
て
い
な
い
。

こ
の
書
を
読
む
私
た
ち
は
そ
の
崇
高
な
ジ
ョ
ー
の
姿
に
感
嘆
符
以
外
の
言
葉

を
失
い
、
た
だ
感
動
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

ロ
ー
プ
を
切

っ
た
サ
イ
モ
ン
の
行
動
な
ど
を
拡
大
視
し
て
と
ら
え
る
よ
り

も
、
死
に
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
近
づ
い
た
ジ
ョ
ー
の
心
の
動
き
、
そ
し
て
生
き
残
る

た
め
に
成
し
え
た
崇
高
で
偉
大
な
る
行
動
の
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
と
し
て
本
書
を
受

け
入
れ
た
い
。
近
年
稀
に
み
る
山
岳
書
の
傑
作
で
あ
る
と
同
時
に
、
最
上
級
の

感
動
的
な
人
間
の
記
録
で
あ
る
本
書
の
書
評
を
お
お
せ
つ
か
っ
た
だ
け
で
も
幸

せ
な
こ
と
で
あ

っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（松
原
尚
之
）
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↓
，

①
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①
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け
の
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ヨ
①

Ｏ

コ

∽
の
の
『
の
け

∽
①
『
く
】
の
の

一
●

目

一
∞
ｒ

＞

∽
一
”

σ
く

「
の
け
の
「

目
０
０
ド
一
『
Ｆ

・
〕
〇
〓
”

】諷
“
ヽ
ヽ
”
く

，　
Ｆ
Ｏ
●
Ｑ
Ｏ
コ

Ｈ
Ｏ
〇
〇

。　
Ｎ
卜
〉
（
日
ｕ

。
い

・　
Ｘ
一く
‥す
い
Ｏ
Ｎ

Ｕ
・

「
グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
」
と
い
う
言
葉
は
中
央
ア
ジ
ア
に
関
心
を
持
つ
者
に

は
な
じ
み
深
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
十
九
世
紀
に
中
央
ア
ジ
ア
を
舞
台
と
し
て

行
わ
れ
た
英
露
の
角
逐
で
あ
り
、
そ
の
影
響
は
つ
い
最
近
ま
で
感
じ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
政
治
的
あ
る
い
は
軍
事
的
問
題
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
中
央
ア
ジ
ア
探
検
史
に
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
彩
り
を
添
え
て
い
る
。
と
い

う
よ
り
も
、
十
九
世
紀
に
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
中
央
ア
ジ
ア
探
検
の
大
部
分
は

グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
そ
の
も
の
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
だ
。
そ
し
て
二
十
世
紀

に
入
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア
以
外
に
、
中
国
、
日
本
を
も
巻
き
込
ん
で
、

カ
フ
カ
ス
か
ら
始
ま
っ
た
グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
は
東
は
ア
ム
ー
ル
、
サ
ハ
リ
ン
、

ウ
ス
リ
ー
ま
で
も
拡
大
し
、
ま
さ
し
く
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
グ
レ
ー
ト

ｏ
ゲ
ー

ム
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
第
二
次
大
戦
後
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
変
わ
っ

て
ア
メ
リ
カ
が
登
場
し
、
ソ
ビ
エ
ト
と
対
立
し
た
。

グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
は
数
多
く
の
歴
史
家
や
作
家
の
興
味
を
引
き
、
こ
れ
ま

た
数
多
く
の
著
書
や
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
と
題
し

た
も
の
は
少
な
い
が
、
そ
れ
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
は
数
え
切
れ
な
い
く
ら
い

で
あ
る
。
グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
と
名
付
け
た
の
は
、　
一
八
四
二
年
に
ボ
ハ
ラ
で

殺
さ
れ
た
コ
ナ
リ
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
一
般
に
有
名
に
し
た
の
は
小
説
『キ

ム
』
を
書
い
た
キ
プ
リ
ン
グ
で
あ
る
。

今
度
発
表
さ
れ
た
ホ
プ
カ
ー
ク
の
本
は
著
者
も

「ま
え
が
き
」
で
書
い
て
い

る
よ
う
に
、
歴
史
的
あ
る
い
は
地
政
学
的
な
面
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
角
逐
に

加
わ
っ
た
多
く
の
個
人
の
活
動
を
と
お
し
て
見
た
物
語
で
あ
る
。
英
露
角
逐
史

で
は
な
い
。
ホ
プ
カ
ー
ク
は
す
で
に
『
ｏ
■
””
∪
のユ
∽
ｏ〓
す
の
∽
一寿

”
ｏ注

（ＰΦ∞〇
）
・
日
、の∽０
”∽∽の、∽
〇”
け，
①
”
〇〇』
〇」
けす
の
メく
〇ュ
０
（ＨΦ∞Ｎ）
・　
∽
の簿
〓
”
計，
の

同
”∽け
＞
σ
一”Ｎの
（８
∞じ

な
ど
の
著
書
を
発
表
し
て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、

ア
ジ
ア
問
題
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
最
初
の
著
書
は

『シ
ル
ク
ロ
ー
ド

発
掘
秘
話
』
と
し
て
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。
類
書
に
は
見
ら
れ
な
い
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
ら
し
い
視
点
か
ら
公
平
に
事
実
を
扱
お
う
と
し
て
い
る
。

こ
の

『グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
』
は
本
文
だ
け
で
も
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
越
す
大

著
で
あ
り
、
読
み
通
す
だ
け
で
も
た
い
へ
ん
だ
が
、
史
書
に
は
付
き
も
の
の
注

が
な
く
、
物
語
と
し
て
読
み
や
す
い
文
体
で
あ
る
。
三
十
七
章
に
分
か
れ
て
い

て
、
各
章
が
比
較
的
短
い
こ
と
も
読
み
や
す
さ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

物
語
は
序
章
と

し
て
モ
ン
ゴ
ル
に

よ
る
ロ
シ
ア
侵
攻

力
ら
は
じ
ま
り
、

モ
ン
ゴ
ル
の
征
圧

か
ら
自
由
に
な

っ

た

ロ
シ

ア

の
拡

張
、
ペ
ー
テ
ル
大

帝
の
出
現
、
ナ
ポ

レ
オ

ン
の

モ

ス
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コ
ー
進
入
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
。
次
は
若
き
日
の
ム
ラ
ヴ
ィ
エ
フ
の
ヒ
ワ
訪
問

か
ら
は
じ
ま
る
。
十
九
世
紀
初
頭
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
側
で
は
ム
ア
ク
ロ
フ
ト

の
チ
ベ
ッ
ト
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
旅
行
お
よ
び
エ
ル
フ
ィ
ン
ス
ト
ー
ン
使
節
団

の
カ
ー
ブ
ル
行
で
あ
る
。
英
露
と
も
に
ま
だ
軍
事
行
動
を
伴
わ
な
い
し
、
探
り

合
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
央
ア
ジ
ア
の
土
地
も
ま
だ
現
地
の
権
力
者
の
勢
力

下
に
あ
っ
た
。
ス
パ
イ
活
動
も
は
じ
ま
っ
て
は
い
な
い
。

第
二
部
に
入
る
と
ま
さ
し
く
グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
が
は
じ
ま
る
。
イ
ギ
リ
ス

側
か
ら
は
情
報
を
得
る
た
め
に
数
多
く
の
旅
行
者
あ
る
い
は
使
節
が
入
り
こ
ん

だ
。
バ
ー
ン
ズ
、
コ
ナ
リ
ー
、
ス
ト
ッ
ダ
ー
ト
、
ア
ボ
ッ
ト
、
ポ
テ
ィ
ン
ガ
ー
、

シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
な
ど
の
活
躍
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
バ
ー
ン
ズ
、
コ
ナ
リ
ー
、

ス
ト
ッ
ダ
ー
ト
な
ど
は
殺
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
フ
ガ
ン
ヘ
は
軍
事
行
動
も

起
こ
し
て
い
る
。

一
方
、
ロ
シ
ア
側
は
カ
フ
カ
ス
を
軍
事
力
で
勢
力
下
に
収
め
、
西
ト
ル
キ
ス

タ
ン
の
土
地
に
対
し
て
は
ウ
ィ
ト
ケ
ウ
ィ
ッ
チ
が
外
交
を
押
し
進
め
た
が
、
や

が
て
ペ
ロ
フ
ス
キ
ー
将
軍
が
軍
隊
を
率
い
て
乗
り
出
す
。

第
三
部
は
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
を
扱
っ
て
い
る
。
有
名
な
中
央
ア
ジ
ア
探
検
家
が
出
現
す
る
の
も
こ
の
時
期

で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
が

一
八
五
七
年
の
イ
ン
ド
大
反
乱
に
手
を
焼
い
て
い
る
う
ち
に
、

ロ
シ
ア
は
進
軍
を
開
始
し
、
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
土
地
を
次
第
に
征
圧
し
て
、

自
分
の
領
土
に
組
入
れ
て
い
っ
た
。
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
は
ヤ
ク
ブ

・
ベ
ク
が

中
国
か
ら
権
力
を
奪
取
し
て
独
立
政
府
を
設
け
、
英
露
は
互
い
に
そ
れ
と
外
交

関
係
を
持
ど
う
と
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
側
は
第

一
次
、
第
二
次
の
フ
ォ
ー
サ
イ
ス

使
節
団
を
派
遣
し
、
ロ
シ
ア
側
は
ク
ロ
パ
ト
キ
ン
を
カ
シ
ュ
ガ
ル
ヘ
派
遣
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
を
軍
事
的
に
占
領
す
る
意
思
は
な
か
っ
た
が
、

ロ
シ
ア
は
軍
事
的
に
占
領
す
る
こ
と
ま
で
考
え
て
、
情
報
を
収
集
し
た
。
こ
こ

で
も
イ
ギ
リ
ス
は

一
歩
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
。

西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
は
な
お
の
こ
と
英
露
の
方
法
あ
る
い
は
態
度
が
違
っ
て

い
た
。
ロ
シ
ア
が
カ
ウ
フ
マ
ン
、
ス
コ
ベ
レ
フ
両
将
軍
に
よ
る
総
攻
撃
で
、
ホ

ハ
ラ
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
、
ヒ
ワ
、
メ
ル
ヴ
な
ど
を
次
々
と
占
領
し
て
い
っ
た
の

に
反
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
ス
パ
イ
を
使
っ
て
ロ
シ
ア
の
軍
事
行
動
を
探
っ
て
い

た
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
が
ベ
ル
シ
ア
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
パ
ミ
ー
ル
国
境
に
迫
る
に
及
ん

で
、
イ
ギ
リ
ス
も
ロ
シ
ア
と
真
正
面
か
ら
交
渉
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
イ
ン
ド

ヘ
の
脅
威
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
八
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
パ

ミ
ー
ル
国
境
委
員
会
、
ベ
ル
シ
ャ
国
境
委
員
会
な
ど
が
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
。

こ
の
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
側
で
の
責
任
者
は
カ
ー
ゾ
ン
で
あ
っ
た
。
ヤ
ン
グ
ハ
ズ

バ
ン
ド
と
グ
ロ
ム
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
と
の
有
名
な
出
合
い
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

デ
ュ
ラ
ン
ド
が
活
躍
す
る
の
も
こ
の
と
き
で
あ
る
。

グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
は
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド
の
ラ
サ
侵
攻
で

一
応
の
終
わ
り

を
告
げ
る
が
、
中
央
ア
ジ
ア
で
の
行
動
が
制
限
さ
れ
た
ロ
シ
ア
は
満
州
へ
と
力

を
伸
ば
し
て
い
き
、
日
本
と
衝
突
す
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
個
人
の
活
動
を
通
し
て
グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
を
物
語
ろ
う
と
し
て
い

る
が
、中
央
ア
ジ
ア
探
検
家
や
旅
行
者
の
す
べ
て
の
行
動
を
扱
っ
て
は
い
な
い
。

著
者
の
扱
う
範
囲
は
あ
く
ま
で
も
、
英
露
の
角
逐
で
あ
っ
て
、
学
術
調
査
や
ス

ポ
ー
ツ
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
物
足
り
な
い
面
も
あ
る
が
、
こ
れ

は
テ
ー
マ
に
忠
実
な
た
め
で
あ
っ
て
、
著
者
の
責
任
で
は
な
く
、
読
者
の
わ
が

ま
ま
で
あ
ろ
う
。
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ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
、
グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
を
扱
う
著
書
が
さ
か
ん
に
発
表
さ

れ
て
い
る
の
は
こ
こ
十
年
間
で
あ
る
。
か
つ
て
グ
レ
ー
ト

ｏ
ゲ
ー
ム
の
最
中
に

出
さ
れ
た
本
も
多
い
が
、
公
平
、
中
立
と
い
う
点
で
は
現
在
発
表
さ
れ
る
著
書

が
す
ぐ
れ
て
い
る
。
ソ
連
は
じ
め
東
欧
諸
国
が
社
会
主
義
体
制
か
ら
自
由
主
義

体
制
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
現
在
こ
そ
、
グ
レ
ー
ト

・
ゲ
ー
ム
を
冷
静
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
最
も
良
い
時
期
で
あ
る
と
思
う
。　
　
　
　
　
（水
野
　
勉
）
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わ
Ｎ
い

未
踏
峰
は
い
つ
の
時
代
に
も
登
山
者
を
あ
や
し
く
誘
う
。
地
理
上
の
山
岳
探

検
が
終
わ
っ
た
現
在
、
ま
だ
未
踏
の
高
峰
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
六
千
屑
峰
な

ら
無
数
に
あ
る
だ
ろ
う
が
、
七
千
屑
峰
と
な
る
と
、
も
う
二
十
座
は
残
っ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
疑
間
に
あ
る
程
度
応
え
て
く
れ
る
の
が
、
「
ア

ジ
ア
の
高
峰
』
だ
。
著
者
は
、
「登
山
と
文
学
』
、
「ア
ン
デ
ス
に
お
け
る
登
山
』

な
ど
で
知
ら
れ
る
ロ
ー
ヤ
ル
・
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
特
別
会

員
の
ジ
ル
・
ニ
ー
ト
だ
。

彼
女
は
、
「
八
千
屑
峰
十
四
座
に
関
し
て
は
、す
で
に
数
多
く
の
書
物
が
あ
る
」

た
め
こ
れ
ら
を
外
し
て
、
七
千
腐
峰
に
絞
っ
て
解
説
、
主
要
な
ピ
ー
ク
に
写
真

と
概
念
図
を
添
え
て
編
年
誌
の
ス
タ
イ
ル
で
ま
と
め
て
い
る
。

最
初
に
、
「七
千
屑
以
上
の
高
峰
と
初
登
頂
リ
ス
ト
」
を
掲
げ
る
。
こ
れ
は
、

Ｇ
・
デ
ィ
ー
レ
ン
フ
ル
ト
、
Ａ
◆
カ
ー
タ
ー
な
ど
の
発
表
を
元
に
し
て
い
る
。

エ
ベ
レ
ス
ト
か
ら
サ
ラ
グ
ラ
ー
ル
西
峰
ま
で
全
部
で
五
百
五
十
六
の
峰
を
高
い

順
に
並
べ
、
名
称
、
地
域
区
分
、
標
高
、
初
登
頂
年
、
登
頂
者
名
、
遠
征
隊
の

国
籍
の
順
に
紹
介
し
て
い
る
。
初
登
頂
年
以
下
の
記
述
が
な
く
、
星
印
が
つ
い

た
も
の
が
未
踏
峰
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

未
踏
峰
を
数
え
て
み
る
と
百
七
十
七
座
あ
る
。
こ
ん
な
に
あ
る
と
喜
ぶ
の
は

早
計
で
、
す
のに
〓
と
ぃ
ぅ
表
記
が
く
せ
も
の
。
既
登
峰
の
肩
や
衛
星
峰
の
よ
う

な
ピ
ー
ク
ば
か
り
で
拍
子
抜
け
し
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
よ

り
、
バ
ツ
ー
ラ
西
峰
の
方
が
未
踏
峰
と
し
て
高
い
ピ
ー
ク
と
な
っ
て
い
る
。

純
然
た
る
未
踏
峰
は
幾
つ
あ
る
の
か
と
、
リ
ス
ト
を
詳
し
く
見
て
行
く
と
、

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ

（七
七
八
二
済
）
以
下
、
ガ
ン
カ
ル
プ
ン
ズ
ム

（七
六
四

一

屑
）
、
ウ
ル
タ
ル
サ
ー
ル

（七
三
八
八
腐
）
、
ク
ラ
ウ
ン

（七
二
六
五
肝
）
、
メ

ン
ル
ン
ツ
ェ

（七

一
人

一
肝
）
、
チ
ョ
ン
ク
ン
ダ
ム
ー

（七
〇
六
九
厨
）
な
ど
、

解
釈
に
よ
っ
て
は
も

っ

と
増
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
十
三
座
前
後
し
か

な
い
。
ブ
ー
タ
ン
の
山

は
載

っ
て
い
る
が
、
標

高
の
精
度
に
問
題
が
あ

る
の
で
、
十
三
座
か
ら

は
除
い
た
方
が
無
難
だ

ろ
つヽ
。

す
ぐ
気
付
く
の
は
中
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国
領
に
な
っ
て
い
る
地
域
に
漏
れ
が
多
い
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル

ワ
の
東
に
簿
え
る
サ
ン
ル
ン
が
落
ち
、
同
志
社
大
学
が
八
八
年
に
登
っ
た
カ
ン

ト
が
未
踏
峰
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
間
違
い
も
幾
つ
か
目
に
つ
い
た
。
日
本
ヒ

マ
ラ
ヤ
協
会
な
ど
に
問
い
合
わ
せ
れ
ば
、
は
る
か
に
正
確
な
リ
ス
ト
が
で
き
た

と
思
え
る
。

続
く
章
は
、
地
域
、
山
域
別
の
編
年
史
に
な
っ
て
い
る
。
ア
ッ
サ
ム
、
ブ
ー

タ
ン
、
シ
ッ
キ
ム
、
東
部
ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ
（チ
ベ
ッ
ト
側
ふ
く
む
）
、
中
部

・

西
部
ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ

（チ
ベ
ッ
ト
側
ふ
く
む
）
、
ク
マ
オ
ン
と
ガ
ル
ワ
ー

ル
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
西
部
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
大
カ
ラ
コ
ラ
ム
、
小
カ
ラ
コ
ラ
ム
、
ヒ
ン
ズ
ー

ク
シ
ュ
、
パ
ミ
ー
ル
、
天
山
、
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
の
十
三
に
区
分
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
歴
史
と
主
要
な
峰
の
写
真
、
そ
の
地
域
で
活
躍
し
た
人
の
横
顔
、
歴

史
的
な
写
真
、
概
念
図
な
ど
を
付
し
て
い
る
。
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
い
る

が
、
添
付
し
た
概
念
図
が
大
雑
把
に
す
ぎ
る
。
せ
め
て
地
図
作
成
の
根
拠
が
あ

れ
ば
よ
い
の
だ
が
…
。
巻
末
に
文
献
目
録
と
人
名
索
引
が
あ
る
。
文
献
目
録
は
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
で
各
章
に
対
応
し
て
い
な
い
た
め
検
索
が
難
し
い
。
人
名

索
引
は
便
利
だ
。

彼
女
の
手
法
が
、
英
語
の
文
献
と
ア
ル
バ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
ア
メ
リ
カ

ン
・
ア
ル
バ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
な
ど
の
英
語
圏
の
雑
誌
に
頼
り
過
ぎ
た
た
め
の

見
落
と
し
が
目
に
つ
く
。
こ
れ
が
、
彼
女
の
限
界
の
よ
う
だ
。
そ
の
辺
り
を
考

慮
し
て
活
用
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
役
に
立
つ
リ
ス
ト
と
本
文
で
あ
る
。
日
本

人
が
作
れ
ば
、
は
る
か
に
正
確
な

『ア
ジ
ア
の
高
峰
』
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る

が
、
「た
た
き
台
」
と
し
て
吟
味
す
る
目
を
も
っ
て
活
用
す
る
な
ら
、
買
っ
て

損
の
な
い
本
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（永
田
秀
樹
）

Ｕ
Ｘ
Ｕ
一
〇
ユ

●
∞

け
，

の

口
一
Ｑ
Ｑ
①
”

口

一
ヨ
”
一
”
Ч
”

σ
く

∽
〇
〓

マ
【の
コ
け
”

”
つ
０

国
”
■

∽
コ

バ

”
Ｕ
”
Ｑ
】”
。
目
ｏ
Ｑ
Ｑ
の
『

鮨

∽
”
〇
暉
”
ｒ
一
〇
”
・　
ｒ
Ｏ
”
Ｑ
Ｏ
コ

い
Ｏ
Φ
Ｏ

・　
ド
『
Ｎ

Ｕ
ｏ
・　
Ｎ
卜
〇

〉
〈

Ｈ
い
∞

ヨ
日
。
わ

Ｈ
Ｏ
・Φ
い

書
名
を

『知
ら
れ
ざ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
探
検
』
と
訳
せ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？

ア
ッ
サ
ム
か
ら
東
カ
ラ
コ
ラ
ム
ま
で
、
イ
ン
ド
の
行
政
範
囲
内
に
あ
る
ヒ
マ
ラ

ヤ
山
脈
を
十
五
地
域
に
分
け
解
説
、
特
に
そ
の
中
の
七
十
二
峰
を
選
ん
で
写
真

で
紹
介
、
概
念
図
を
加
え
て
編
年
史
と
し
て
ま
と
め
た
本
で
あ
る
。

永
年
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
編
集
者
を
務
め
て
き
た
ソ
リ

・
メ
ー
タ

と
ハ
リ
ッ
シ
ュ
・
カ
パ
デ
ィ
ア
が
、
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ク
ラ
ブ
創
立
六
十
周
年

記
念
誌
」
と
し
て
編
集
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
掲
載
の
記
事
や
ヒ
マ
ラ

ヤ
ン
・
ク
ラ
ブ
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
中
心
に
既
存
の
情
報
と
資
料
を
駆
使
し

て
、
イ
ン
ド
領
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
峰
々
、
未
踏
の
岩
壁
を
目
指
す
登
山
者
の
た
め
の

事
典
的
役
割
を
意
図
し
た
と
い
う
。

「知
ら
れ
ざ
る
」
と
は
、
八
千
屑
峰
は
イ
ン
ド
に
な
い
が
、
魅
力
あ
る
山
が

こ
ん
な
に
あ
り
ま
す
よ
と
強
調
し
て
い
る
書
名
な
の
だ
ろ
う
。表
紙
カ
バ
ー
は
、

ミ
ラ
ム
谷
側
か
ら
と
ら
え
た
東
峰
越
し
の
ナ
ン
ダ

・
デ
ビ
ィ
主
峰
。
珍
し
い
ア

ン
グ
ル
が
内
容
へ
の
期
待
感
を
高
め
る
。

第

一
章
の
「
シ
ッ
キ
ム
と
ア
ッ
サ
ム
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
シ
ッ

キ
ム
の
概
念
図
が
つ
く
。
イ
ン
ド
の
も
の
と
し
て
は
き
れ
い
な
図
だ
が
、
欲
を

い
え
ば
参
考
に
し
た
地
図
名
が
付
記
さ
れ
る
と
便
利
だ
。
フ
レ
ッ
シ
ュ
フ
ィ
ー
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図 書 紹 介

ル
ド
の
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ

一
周
な
ど
戦
前
の
探
検

・
登
山
隊
の
活
躍
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
地
域
だ
が
、
戦
後
は
中
印
国
境
紛
争
の
余
波
に
よ
る

「イ
ン

ナ
ー
ラ
イ
ン
」
の
設
定
で
外
国
隊
は
ほ
と
ん
ど
締
め
出
さ
れ
て
い
る
。

イ
ン
ド
隊
の
独
壇
場
と
な
っ
た

一
九
六
〇
年
以
降
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・

ジ
ャ
ー
ナ
ル
や
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
マ
ウ
ン
テ
ィ
エ
ア
ー
誌
な
ど
の
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー
を
見
な
い
と
、
イ
ン
ド
隊
の
動
向
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
各
章
巻

頭
に
つ
く
解
説
で
容
易
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
本
文
と
文

献
に
は
検
索
の
た
め
の
番
号
が
つ
け
ら
れ
、
巻
末
の
文
献
目
録
も
地
域
別
に
分

類
さ
れ
て
い
て
便
利
で
あ
る
。
さ
ら
に
、合
同
隊
で
も
な
い
限
り
外
国
人
に
と
っ

て
は
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
シ
エ
オ
ル
チ
ュ
ー
な
ど
の
禁
断
の

「知
ら
れ

ざ
る
山
々
」
が
美
し
い
写
真
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
概
念
図
、

解
説
、
主
要
な
山
の
写
真
、
参
考
文
献
索
引
が
続
く
構
成
に
よ
っ
て
Ｂ
５
判

一

七
二
ペ
ー
ジ
の
中
に
、イ
ン
ド
領
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
い
る
。

ヶ
ニ
ス
・
メ
イ
ス
ン
ら
に
よ
っ
て
、　
一
九
二
八
年
に
創
立
さ
れ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ

ン
・
ク
ラ
ブ
は
、

世
界
で
も
有
数
の

山
岳
ク
ラ
ブ
と
し

て
活

動

し

て
き

た
。
と
く
に
、
そ

の
機
関
誌
の
ヒ
マ

ラ
ヤ
ン

・
ジ
ャ
ー

ナ
ル
は
、
メ
イ
ス

ン
の
す
ぐ
れ
た
見

識
に
支
え
ら
れ
、

彼
が
編
集
し
た

一
九
二
九
年
か
ら
四
〇
年
ま
で
の
号
は
、
現
在
読
ん
で
も
ヒ
マ

ラ
ヤ
全
域
の
、
知
識
の
宝
庫
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
編
集
態
度
は
厳
格
で
、
山
々

の

「命
名
法
」
な
ど
体
系
的
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
と
ら
え
て
い
た
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ク
ラ
ブ
の
「六
十
年
記
念
誌
」
を
う
た
い
「事

典
」
を
目
指
す
以
上
、　
一
枚
の
写
真
、
概
念
図
の
作
成
に
厳
格
さ
を
追
求
し
て

ほ
し
か
っ
た
。
写
真
に
は

一
部
、
汚
れ
が
目
立
ち
、
ま
た
地
図
も
ア
ッ
サ
ム
、

カ
シ
ミ
ー
ル
、
ラ
ダ
ッ
ク
が
欠
落
し
て
い
る
。
メ
イ
ス
ン
の
時
代
と
違
っ
て
未

踏
峰
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
現
在
こ
そ
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
美
し
さ
と
厳
し
さ
、

全
地
域
を
網
羅
し
た
書
籍
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
時
代
な
の
だ
か
ら
。ま
た
「イ

ン
ナ
ー
ラ
イ
ン
問
題
」
が
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
シ
ッ
キ
ム

だ
け
で
は
な
く
、
ア
ッ
サ
ム
、
キ
ン
ナ
ウ
ル
、
ス
ピ
テ
ィ
、
東
部
カ
ラ
コ
ラ
ム

な
ど
を
計
画
す
る
外
国
人
に
と
っ
て
は

「知
ら
れ
ざ
る
山
」
と
い
う
よ
り
、
こ

れ
ら
は

「隠
さ
れ
た
山
」
な
の
だ
か
ら
…
。　
　
　
　
　
　
　
（永
田
秀
樹
）

（リ
ロ
一
Ｏ
①

け
〇

け
Ｆ
の

．≦
ヽ
〇
ヽ
一
Ｑ
∽

７
ハ
〇
暉
口
け
”
一
●
∽
　
　
∞
『
Ｑ
の
０
・

σ
く

を
凛
ｏ
ｒ
”
の
一
バ
一の
一
∽
①
Ч

・　
パ
あ
一
∽
①
Ч

可
」
σ
〓
∽
コ
一
●
∞

Ｐ
０
〇
〇

・　
Ｏ
Ｎ
∞

Ｕ
Ｏ

・　
”
ω
Ｎ
　
　
Ｎ
Ｐ
卜

）
〈
Ｈ
卜
〇

「
〓
が

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
い
う
の
は
実
際
的
な
役
に
た
て
る
た
め
の
も
の
で
、
現
地

調
査
を
ふ
ま
え
最
新
の
情
報
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
が
良
い
。
し
た
が
っ
て
良
心

的
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
扱
う
地
域
の
範
囲
は
限
ら
れ
た
も
の
に
な
る
。
例
え
ば

「
日
本
ア
ル
プ
ス
」
を
扱
っ
た
も
の
よ
り
は

「槍

・
穂
高
」
の
方
が
詳
し
い
説
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明
が
期
待

で
き

る
。ケ

ル
シ
ー

の
こ

の
ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

は
「世
界
の
山
々
」

が
対
象
で
あ
る
か

ら
限
界
は
了
解
し

て
お
く
べ
き
で
あ

る

ケ

ル
シ
ー
は
こ

の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を

一
人
で
書
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
百
四
十
五
か
国
、
三

百
四
十
六
の
山
に
登
っ
て
い
る

⌒登
頂
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
）
。
こ
の
こ

と
自
体
が
常
人
に
真
似
で
き
な
い
こ
と
で
、
敬
服
に
値
す
る
が
、
そ
の
フ
ァ
ー

ス
ト
ハ
ン
ド
の
体
験
を

一
冊
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
纏
め
よ
う
と
し
た
熱
意
も
同

様
に
素
晴
ら
し
い
。
我
々
は
こ
の
本
に
よ
っ
て
世
界
の
珍
し
い
地
域
の
情
報
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
八
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
初
版
は
版
型
も
ひ
と
ま
わ
り
小
さ
く
、
見
開
き

ベ
ー
ジ
の
片
側
に
ガ
イ
ド
、
片
側
に
概
念
地
図
で
一
山
な
い
し
山
域
を
完
結
さ

せ
て
い
る
の
は
同
じ
で
あ
る
が
、
写
真
は

一
枚
も
な
く
、誤
植
も
少
な
く
な
か
っ

た
。
今
回
の
第
三
版
は
カ
ラ
ー
表
紙
と
な
り
、
体
裁
も

一
般
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

と
遜
色
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
の
一
部
は
書
き
改
め
ら
れ
、
地
図
も

全
部
描
き
直
し
て
見
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
説
明
さ
れ
て
い
る
山
／
山
域
の
数

は
百
二
十
九
増
え
て
四
百
四
十
七
に
な
っ
て
い
る
。
厚
さ
四

上
二
ｃｍ
、
重
さ

一

・
一
ｋｇ
も
あ
る
。

世
界
中
に
は
非
常
に
沢
山
の
山
が
あ
る
し
、
そ
れ
ら
は
全
て
登
山
の
対
象
に

な
り
う
る
。
と
は
い
え
、
自
分
で
山
に
登
る
と
な
れ
ば
、
あ
る
基
準
を
以
て
数

を
絞
り
込
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
世
界
的
に
著
名
な
山
々
。
五
大
陸
の

最
高
峰
、
各
国
の
最
高
峰
、
各
山
域
の
最
高
峰
、
孤
島
の
最
高
峰
が
ケ
ル
シ
ー

の
選
択
基
準
で
あ
る
よ
う
だ
。
だ
が
世
界
を
満
遍
な
く
と
い
う
の
は
難
し
く
、

北
ア
メ
リ
カ

（特
に
ロ
ッ
キ
ー
）
と
便
利
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
山
に
偏
り
が
あ
る
。

し
か
し
ま
だ
今
後
も
改
定
増
補
版
を
出
す
意
欲
が
あ
る
ら
し
い
。

世
界
の
山
を
相
対
的
に
眺
め
て
ゆ
く
と
エ
ベ
レ
ス
ト
も
Ｋ
２
も
数
あ
る
山
の

中
で
は
同
類
と
し
て
括
れ
る
山
に
な
っ
て
し
ま
う
。
成
因
も
環
境
も
歴
史
条
件

も
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
場
に
夫
々
の
山
は
あ
る
。
そ
れ
ら
の
山
々
が
並
列
さ

れ
て
い
る
の
は
楽
し
い
。
ア
フ
リ
カ
の
西
端
ケ
ー
プ
ベ
ル
デ
諸
島
の
山
や
、
ザ

イ
ー
ル
／
ル
ワ
ン
ダ
国
境
の
火
山
群
、
南
部
ア
フ
リ
カ
の
台
地
状
の
山
、
中
国

の
霊
山
、
タ
ヒ
チ
島
の
浸
食
の
進
ん
だ
岩
峰
、
ア
タ
カ
マ
砂
漠
の
巨
大
な
六
〇

〇
〇
屑
峰
群
等
々
い
ず
れ
も
特
異
な
山
々
で
あ
る
。
欧
米
人
に
し
て
み
れ
ば
我

が
日
本
ア
ル
プ
ス
も
ユ
ニ
ー
ク
な
山
域
に
属
す
る
に
違
い
な
い
。

現
在
ア
ル
プ
ス
や
北
ア
メ
リ
カ
の
登
山
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
無
数
に
出
版
さ
れ

て
い
て
そ
の
歴
史
も
長
い
が
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
は
も
と
よ
リ
ケ
ニ
ア
等
の
旧
イ
ギ

リ
ス
植
民
地
や
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
等
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
国
々
で
も
山
岳
会
に

類
す
る
組
織
の
存
在
す
る
所
で
は
大
抵
地
元
の
登
山
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
っ
て

い
る
。ま
た
英
語
に
よ
る
各
山
域
の
登
山
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
近
頃
増
え
て
お
り
、

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ピ

ッ
ツ
ベ
ル
ゲ
ン
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ

ア
、
ア
ト
ラ
ス
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
マ
ラ
ウ
ィ
ー
、
ペ
ト
ラ
、
ト
ル
コ
、
マ
レ
ー
シ

ア

、

中

国

、

日

本

（
口
芹
〓
∞

一口
〕
”
ｏ
”
”
　

σ
ヽ

蜀
。
目
目

し
、

メ

キ

シ

コ
、

ェ

ク

ア
ド
ル
、
ベ
ル
ー
、
ボ
リ
ビ
ア
等
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
政
治
的
に
入
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図 書 紹 介

国
の
難
し
い
地
域
を
除
き
、
欧
米
か
ら
距
離
が
あ
り
、
欧
米
人
登
山
者
の
比
較

的
少
な
い
地
域
、
例
え
ば
イ
ラ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
等
に
つ

い
て
は
英
語
の
登
山
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
存
在
し
な
い
、

ケ
ル
シ
ー
は
地
元
の
人
に
協
力
を
あ
ま
り
仰
ぐ
こ
と
な
く
、
常
に
自
分
流
の

方
法
で
山
に
登
っ
て
い
る

（ほ
と
ん
ど
が
単
独
行
で
あ
る
）
。
こ
の
た
め
、
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
等
比
較
検
討
す
べ
き
他
の
材
料
も
な
い
場
合
は
、
自
分
の
直
接
体

験
を
記
述
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
言
葉
の
通
じ
な
い
国
の
場
合
は
誤
解
も
あ

る
。　
一
方
彼
の
地
元
で
、
勝
手
を
良
く
知
る
ユ
タ
州
の
山
等
に
つ
い
て
は
当
然

な
が
ら
要
を
得
た
う
ま
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
に
つ
い
て
は
大
雪
山
、
立
山
／
白
馬
、
槍
／
穂
高
、
中
央
ア
ル
プ
ス
、

北
岳
、
赤
石
岳
、
富
士
山
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
概
念
図
に
山
名
が
少
な
い

の
は
漢
字
が
読
め
な
い
た
め
で
、
誤
表
記
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
山
は

一
度
だ
け

歩
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
つ
い
て
は
十
二
山
を
載
せ
て
い
る
が
三
山
は
登
っ
た
人
か

ら
の
情
報
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
山
は
他
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
か
ら
ア
レ

ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
る
。
七
山
に
つ
い
て
も
地
元
の
人
が
登
る

一
般
ル
ー
ト
の

存
在
に
気
付
か
ず
に
強
引
に
ガ
リ
ー
を
登
っ
た
り
、
見
通
し
だ
け
で
ル
ー
ト
が

あ
る
よ
う
に
書
い
て
い
た
り
す
る
。

特
に
読
者
の
地
元
の
山
に
つ
い
て
は
夫
々
に
不
満
が
残
る
が
、
こ
れ
だ
け
の

情
報
を
盛
り
込
ん
だ
功
績
を
称
え
た
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
あ
げ
た
よ
う
な
無
知

に
よ
る
誤
解
は
情
報
提
供
と
い
う
形
で
、
よ
り
誤
り
の
少
な
い
第
四
版
を
出
し

て
も
ら
う
た
め
に
夫
々
が
協
力
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　

（児
玉
　
茂
）

文
部
省『楽

し
い
登
山
』

―
中
高
年

の
安
全
な
登
山
の
た
め
に
―

作
成
協
力
者
　
金
田
正
樹
、
齋
藤

一
男
、
重
廣
恒
夫
、

谷
口
凱
夫
、
並
木
　
孝
、
松
永
敏
郎
、

湯
浅
道
男

編
集
　
文
部
省
登
山
研
究
所
　
浦
井
孝
夫
、
柳
澤
昭

夫
、
谷
澤
祐

一
、
宮
崎
　
豊

イ

ラ

ス
ト
　
山
野
辺
　
若

平
成
元
年
十
月
九
日
、
「中
高
年
パ
ー
テ
ィ
ー
十
人
の
う
ち
八
人
が
凍
死
」

と
い
う
、
立
山
連
峰
真
砂
岳
で
の
大
量
遭
難
事
故
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
山
岳
関
係

者
だ
け
で
な
く
、
高
齢
者
社
会
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
日
本
の
、
社
会
問
題

と
し
て
、
各
界
に
大
き
な
波
紋
を
な
げ
か
け
た
事
件
だ
っ
た
。

文
部
省
登
山
研
修
所
で
は
、
中
高
年
登
山
者
対
策
問
題
は
、
た
び
た
び
論
議

さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
遭
難
事
故
が
、
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、　
一
挙
に
手
引
書

作
成
に
踏
み
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
も
運
営
委
員
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
問

題
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
だ
け
に
、
こ
の
発
刊
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
。

表
題
の

「楽
し
い
登
山
」
は
、　
一
見
す
る
と
漠
然
と
し
て
い
る
が
、
読
み
進

ん
で
い
く
う
ち
に
、
「楽
し
い
」
と
い
う
裏
に
は
、
山
の
厳
し
さ
を
知
り
、
事

前
の
準
備
が
、
も
っ
と
も
大
切
で
あ
る
こ
と
。
中
高
年
登
山
者
の
場
合
、
目
的

を
達
成
す
る
に
は
、
た
が
い
に
助
け
合
う
仲
間
づ
く
り
が
、
い
か
に
大
事
で
あ
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る
か
を
、
初
心
者
に
も
わ
か
り
や
す
く
、
書
き
じ
る
し
て
あ
る
。

中
高
年
登
山
者
が
、
親
し
み
や
す
い
よ
う
に
と
の
願
い
も
あ
っ
て
か
、
こ
れ

ま
で
の
文
部
省
で
出
版
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
は
、
ひ
と
味
違
う
よ
う
だ
。

表
紙
は
、
カ
ラ
ー
で
イ
ラ
ス
ト
。
Ａ
５
判
、　
一
四
二
頁
と
手
軽
だ
。
本
文
に

も
イ
ラ
ス
ト
が
多
く
、
具
体
的
で
わ
か
り
や
す
い
。
文
字
の
大
き
さ
や
行
間
に

も
、
中
高
午
齢
者
用
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
項
目
ご
と
に
見
て
み
よ
う
。

Ｉ
　
登
山
の
楽
し
さ
と
厳
し
さ

１
　
登
山
の
楽
し
さ
　
０

「登
山
を
楽
し
む
中
高
年
が
増
え
る
」
の
項
で
は
、

中
高
年
の
登
山
人
口
の
推
移
が
図
で
示
さ
れ
、
納
得
で
き
る
。
②

「中
高
年
登

山
者
の
三
つ
の
タ
イ
プ
」
の
項
で
は
、　
一
つ
目
の
タ
イ
プ
と
し
て
、
若
い
と
き

か
ら
継
続
し
て
登
山
を
し
て
い
る
人
。
二
つ
目
の
タ
イ
プ
は
、
若
い
と
き
登
山

を
行
っ
て
い
た
が
、
中
断
、
中
高
年
に
な
っ
て
再
び
登
山
を
始
め
た
人
。
三
つ

め
の
タ
イ
プ
は
、
中
高
年
に
な
っ
て
始
め
た
初
心
者
、
と
区
分
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
私
も
思
う
し
、
こ
の
本
を
読
み
進
む

た
め
に
、
心
し
て
受
け
と
め
て
お
き
た
い
。

２
　
登
山
の
厳
し
さ
　
０

「登
山
者
を
と
り
巻
く
状
況
が
変
わ
る
」
と
い
う

項
目
で
は
、
昔
と
現
在
の
登
山
が
、
交
通
機
関
の
発
達
や
装
備
、
山
小
屋
の
設

備
が
よ
く
な
っ
た
こ
と
で
、
観
光
や
レ
ジ
ャ
ー
感
覚
で
の
登
山
が
、
多
く
な
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
②

「中
高
年
の
遭
難
事
故
が
増
え
る
」
の
項
で
は
、

統
計
を
図
で
示
し
て
い
る
の
で
、
五
年
間
で
三
倍
に
な
つ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。３

　
中
高
年
登
山
者
の
問
題
点
　
こ
こ
で
は
、
登
山
の
基
礎
的
な
知
識
、
技

術
、
体
力
が
不
足
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
マ
ナ
ー
に
も
問
題
点
が
あ
る
。
と
、

初
心
者
の
中
高
年
登
山
者
に
、
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
が
、
初
心
に
か
え
っ

て
、
本
会
会
員
も
熟
読
し
て
欲
し
い
と
こ
ろ
だ
。

Ⅱ
　
登
山
の
計
画

・
準
備
と
仲
間
づ
く
り

１
　
登
山
の
計
画
と
準
備
　
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
中
高
年

登
山
者
の
初
心
者
に
、
よ
く
あ
り
が
ち
な
、
他
人
ま
か
せ
を
い
ま
し
め
て
い
る
。

０

「綿
密
な
計
画
を
立
て
よ
う
」
の
項
で
は
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
。
ア

「ど
の

よ
う
に
し
て
山
を
選
ぶ
か
」
＝
の
項
で
は
、
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
選
ぶ
こ
と
を

き
め
こ
ま
か
く
、
具
体
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
中
高
年
登
山
者
の
心
す

べ
き
こ
と
だ
ろ
う
。
イ

「ど
の
よ
う
に
登
る
か
考
え
る
」
＝
こ
の
項
も
事
前
の

チ
ェ
ッ
ク
、
最
悪
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
の
フ
ォ
ロ
ー
の
大
切
さ
な
ど
が
、
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
ウ

「計
画
書
の
つ
く
り
方
」
＝
登
山
届
の
基
に
な
る
こ
と
を

力
説
。
具
体
的
な
記
載
方
法
を
示
し
て
い
る
。
登
山
届
が
、
救
助
活
動
の
基
に

な
る
こ
と
を
忘
れ
が
ち
だ
が
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
ろ
う
。

０
　
準
備
会
は
全
員
で
　
ア

「手
分
け
し
て
準
備
す
る
」
＝
登
山
を
実
行
す

る
た
め
の
準
備
会
は
、
全
員
で
行
う
の
が
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
中

高
年
登
山
者
の
場
合
、
こ
の
部
分
が
、
現
実
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

当
然
役
割
分
担
を
決
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
責
任
を
持
つ
こ
と
で
、
チ
ー
ム

・
ワ
ー

ク
づ
く
り
に
も
役
立
つ
も
の
な
の
だ
が
…
。
三
回
の
準
備
会
を
全
員
で
行
う
よ

う
に
、
と
あ
る
が
、
人
数
が
多
い
場
合
や
、
会
と
し
て
運
営
す
る
場
合
は
、
か

え
っ
て
混
乱
し
、
結
局
は
、　
一
部
の
人
が
仕
切
る
よ
う
に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の

メ
ン
バ
ー
は
、
人
を
頼
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
は
、

私
の
意
見
を
い
え
ば
、
交
替
制
で
や
る
方
法
が
、
効
果
が
あ
る
と
思
う
の
だ
が

…
。
イ

「登
山
届
と
下
山
報
告
を
忘
れ
ず
に
」
＝
遭
難
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た

め
に
、
大
切
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
日
帰
り
や
、　
一
泊
程
度
の
中
高
年
登
山
者

が
、
地
元
の
警
察
に
、
登
山
届
や
下
山
届
を
、
現
実
に
提
出
し
て
い
る
だ
ろ
う
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か
。
こ
の
問
題
は
、
平
成
三
年
の
全
国
山
岳
遭
難
対
策
協
議
会
で
も
話
題
に
な
っ

た
が
、
よ
り
現
実
的
に
す
る
た
め
に
は
、
登
山
口
に
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
設
置
す
る

方
法
が
、
登
山
者
に
と
っ
て
も
便
利
で
あ
り
、
予
定
変
更
や
コ
ー
ス
を
変
更
し

た
場
合
の
、
救
助
隊
側
の
混
乱
も
避
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
　
登
山
の
仲
間
づ
く
り
　
一
人

一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
分
担
し
、

パ
ー
テ
ィ
ー
の
一
員
と
し
て
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
、
楽
し
く
安
全
な
登
山
に

つ
な
が
る
。
だ
が
、
中
高
年
ゆ
え
に
む
ず
か
し
い
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
。

０

「中
高
年
の
望
ま
し
い
パ
ー
テ
ィ
ー
」
の
項
で
は
、
九
項
目
が
あ
げ
ら
れ
、

四
～
六
人
程
度
が
望
ま
し
い
、
と
し
て
い
る
。

ア

「
パ
ー
テ
ィ
ー
を
つ
く
ろ
う
」
＝
中
高
年
登
山
者
の
悩
み
は
、
仲
間
が
い

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
積
極
的
に
仲
間
を
つ
く
る
方
法
や

相
談
相
手
を
選
ぶ
。
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
が
必
要
と
説
く
。
イ

「大
切
な
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
」
、
ウ

「
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
」
、
工

「
フ
ォ
ロ
ー
の
役
割
」
、
オ

「
に
わ

か
づ
く
り
の
パ
ー
テ
ィ
ー
の
欠
陥
」
、
力

「単
独
登
山
の
危
険
」
な
ど
、
き
め

こ
ま
か
い
ア
ド
バ
イ
ス
が
、
し
る
さ
れ
て
い
る
。
年
を
重
ね
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

が
頑
固
に
な
る
の
が
普
通
だ
が
、
相
手
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
る
思
い
や
り
と

「あ
り
が
と
う
」
の
ひ
と
こ
と
を
い
え
る
素
直
さ
が
あ
れ
ば
、
な
か
ま
づ
く
り

は
、
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
だ
が
…
。

Ⅲ
　
登
山
の
基
礎
知
識
と
技
術

１
　
山
の
天
気
と
地
図
　
０

「山
の
天
気
は
変
わ
り
や
す
い
」
、
ア

「山
の

天
気
の
特
徴
、
イ

「気
圧
と
気
温
」
、
ウ

「空
の
観
察
」
、
工
「天
気
図
と
予
報
」
、

②

「地
図
の
読
み
方
と
コ
ン
パ
ス

（磁
石
）
の
使
い
方
」
な
ど
、
難
解
な
部
分

は
イ
ラ
ス
ト
を
利
用
し
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
理
解
で
き
る
よ
う
に
工

夫
さ
れ
て
い
る
。

２
　
登
山
の
必
需
品
　
田

「登
山
の
装
備
は
万
全
に
」
の
項
で
は
、
中
高
年

登
山
者
に
必
要
な
装
備
や
服
装
、
医
薬
品
な
ど
、
②

「登
山
に
適
し
た
食
糧
」

で
は
危
急
時
の
食
糧
な
ど
、
登
山
の
必
需
品
の
チ
ェ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
も
載
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
中
高
年
登
山
者
の
た
め
の
き
め
の
こ
ま
か
い
工
夫
が
、
加
え

ら
れ
て
い
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３
　
登
山
の
マ
ナ
１
　
０

「登
山
者
の
ナ
マ
ー
」
、
②

「自
然
を
大
切
に
し

よ
う
」

４
　
登
山
の
技
術
　
０

「歩
き
方
に
気
を
つ
け
よ
う
」
ア

「歩
き
始
め
る
前

に
」
、
イ

「疲
労
を
少
な
く
す
る
た
め
に
」
、
ウ

「休
憩
の
と
り
方
」
、
工

「隊

列
を
整
え
よ
う
」
、
工

「体
熱
の
調
節
」
、
力

「山
道
の
歩
き
方
」
、
キ

「雪
渓

の
歩
き
方
」
、
ク

「沢
の
歩
き
方
」
＝
こ
の
項
で
は
、
基
本
的
な
歩
き
方
は
、

確
か
に
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
中
高
年
登
山
者
の
弱
点
を
と
ら
え
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
。
弱
者
の
立
場
の
わ
か
る
執
筆
者
が
、
担
当
す
べ
き
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。
②

「山
小
屋
泊
り
と
テ
ン
ト
泊
り
」

Ⅳ
　
中
高
年
の
健
康

・
体
力
と
登
山

１
　

「健
康
と
登
山
」
田

「登
山
中
に
体
調
を
崩
さ
な
い
た
め
に
」
、
②

「登

山
中
の
け
が
の
予
防
と
応
急
処
置
」
、
０

「登
山
中
の
病
気
の
予
防
と
応
急
処

置
」
、
０

「大
切
な
水
分
の
補
給
」
、
同

「酒
と
タ
バ
コ
は
要
注
意
」
、
２

「体

力
と
登
山
」
、
０

「年
と
と
も
に
体
力
は
衰
え
る
」
、
②
「登
山
に
必
要
な
体
力
」
、

０

「体
力
づ
く
り
を
し
よ
う
」
＝
こ
の
項
は
、
中
高
年
登
山
者
が
、
自
分
を
知

る
た
め
に
も
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
部
分
だ
ろ
う
。
素
直
に
受
け
止
め
た

Ｖ
　
危
急
時
の
中
高
年
の
遭
難
事
例

１
　
危
急
時
の
対
策
、
０

「見
え
る
危
険
と
見
え
に
く
い
危
険
」
、
②

「遭
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難
事
故
を
避
け
る
た
め
に
」
、
国

「荒
天
時
の
対
策
」
、
０

「事
故
が
発
生
し
た

ら
」２

　
中
高
年
の
遭
難
事
故
例
、
田

「遭
難
事
故
の
原
因
を
調
べ
て
み
る
と
」
、

②

「遭
難
事
故
の
教
訓
を
生
か
そ
う
」
＝
事
例
を
挙
げ
て
の
こ
の
項
は
、
こ
の

本
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
説
得
力
が
あ
り
、
中
高
年
登
山
者

に
対
し
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
、
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
「楽
し
い
登
山
」
の

紹
介
は
、
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
中
高
年
登
山
者
に
つ
い
て
の
、
私
な
り
の

考
え
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

登
山
界
で
、
若
者
の
登
山
離
れ
が
嘆
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
そ
の

反
面
、
中
高
年
登
山
者
の
増
加
は
、
こ
の
数
年
、
急
増
し
て
い
る
こ
と
が
、
統

計
で
も
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
日
本
の
高
齢
化
社
会
を
反

映
し
て
い
る
と
も
い
え
る
し
、
ま
た
、
時
代
の
変
化
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
も
す
る
。

「未
知
な
る
も
の
へ
の
挑
戦
」
は
か
つ
て
は
、
登
山
の
大
き
な
魅
力
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
い
つ
の
時
代
で
も
若
者
は
、
未
知
な
る
も
の
へ
挑
戦
す
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
も
っ
て
い
る
。
世
界
の
処
女
峰
が
、
登
り
つ
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、

若
者
た
ち
に
は
、
山
に
挑
戦
す
る
と
い
う
意
欲
が
、
失
わ
れ
た
と
で
も
い
う
の

だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
時
代
と
と
も
に
ス
ポ
ー
ツ
は
、
多
種
、
多
様
化
さ
れ
、

陸
、
海
、
空
、
そ
し
て
宇
宙
へ
と
未
知
な
る
世
界
が
、
無
限
に
広
が
っ
て
い
る
。

だ
が

丁
万
で
は
、
「
ダ
サ
イ
、
キ
タ
ナ
イ
、
キ
ビ
シ
イ
」
こ
と
は
、
避
け
て
通

り
た
い
と
い
う
、
現
代
若
者
気
質
が
、
登
山
離
れ
の
最
大
の
要
因
で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。

で
は
、
い
ま
な
ぜ
、
若
者
が
魅
力
を
感
じ
な
い
登
山
に
、
中
高
年
齢
者
が
、

熱
い
視
線
を
な
げ
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

食
糧
事
情
も
ま
だ
、
悪
か
っ
た
敗
戦
七
年
目
、
日
本
山
岳
会
は
、
八
〇
〇
〇

肝
級
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
挑
戦
、
四
年
間
に
わ
た
っ
て
、
数
々
の
難
関
を
乗
り
越
え
、
　
２ｏ

一
九
五
六
年
五
月
九
日
、
マ
ナ
ス
ル
登
頂
に
成
功
し
た
。
そ
の
時
の
明
る
い

ニ
ュ
ー
ス
は
、
自
信
を
失
っ
た
多
く
の
日
本
人
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
喜
び
と
勇
気

を
与
え
た
こ
と
か
。

こ
の
マ
ナ
ス
ル
登
頂
が
引
き
金
と
な
っ
て
、
登
山
熱
が
高
ま
り
、
底
辺
も
広

が
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
世
界
が
平
和
に
な
っ
た
こ
と
や
、
交
通
の
発
達
に

と
も
な
い
、
誰
で
も
気
軽
に
、
世
界
の
山
々
へ
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

だ
が
、
日
本
の
経
済
成
長
は
、
企
業
戦
士
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

担
い
手
と
な
っ
た
男
た
ち
は
、
日
夜
仕
事
に
追
わ
れ
、
自
分
ば
か
り
で
な
く
、

家
庭
さ
え
も
か
え
り
見
る
余
裕
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
家
庭
を
守

る
女
た
ち
は
、
経
済
的
に
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
や
、
時
間
的
な
余
裕
が
で
き
た

こ
と
で
、
周
囲
の
事
情
を
冷
静
に
受
け
止
め
、
老
後
の
生
き
が
い
を
模
索
し
始

め
て
い
た
。
技
術
や
体
力
が
な
く
て
も
、
歩
く
こ
と
な
ら
で
き
る
だ
ろ
う
と
、

ハ
イ
キ
ン
グ
志
向
か
ら
転
じ
て
の
登
山
で
は
あ
っ
た
が
、
時
代
を
先
取
り
し
、

十
数
年
前
か
ら
、
女
の
中
高
年
登
山
者
は
、
増
え
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

経
済
大
国
と
な
っ
た
日
本
は
、
や
が
て
、
世
界
中
か
ら
働
き
過
ぎ
を
非
難
さ

れ
、
国
を
あ
げ
て
、
余
暇
時
代
到
来
を
叫
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。　
一
部
の
働
き
蜂

は
戸
惑
っ
た
よ
う
だ
が
、
青
春
を
山
に
か
け
、
仕
事
の
た
め
に
上
む
を
得
な
く
、

一
時
中
断
し
た
男
た
ち
は
、
余
暇
を
利
用
し
、
積
極
的
に
登
山
に
取
り
組
み
始

め
た
。
も
ち
ろ
ん
、
中
高
年
齢
者
に
な
っ
て
初
め
て
山
歩
き
を
始
め
、
山
に
魅

せ
ら
れ
て
い
っ
た
人
も
い
た
だ
ろ
う
。
こ
の
数
年
の
中
高
年
登
山
者
の
激
増
は
、

そ
の
よ
う
な
、
社
会
的
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
う
。

ブ
ー
ム
と
い
う
言
葉
を
私
は
好
ま
な
い
が
、
も
し
マ
ナ
ス
ル
登
頂
が
、
き
っ



か
け
と
な
っ
た
登
山
ブ
ー
ム
を
、
第

一
次
登
山
ブ
ー
ム
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
当
時

の
若
者
や
中
年
齢
者
が
、
高
年
齢
者
と
な
っ
て
、
巻
き
起
こ
し
た
中
高
年
登
山

ブ
ー
ム
は
、
第
二
次
登
山
ブ
ー
ム
と
い
っ
て
も
、
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

初
登
頂
の
夢
は
な
く
な
っ
た
が
、
日
本
の
山
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界
中
、
交
通

機
関
の
発
達
に
よ
り
、
時
間
と
経
済
力
、
そ
し
て
、
本
人
の
意
志
が
あ
れ
ば
、

体
力
、
技
術
が
あ
ま
り
な
く
て
も
、
業
者
の
ツ
ア
ー
な
ど
を
利
用
す
れ
ば
、
高

み
へ
の
登
山
も
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
装
備
類
や
食
糧

の
開
発
に
よ
る
軽
量
化
が
、
体
力
の
な
い
者
に
、
ど
れ
だ
け
助
け
に
な
っ
た
こ

と
か
。

こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
が
便
利
に
な
っ
た
い
ま
、　
一
度
、
大
自
然
の
中
に
飛

び
込
み
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
接
し
て
、
魅
せ
ら
れ
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
「敗
戦
の
ど
ん
底
か
ら
経
済
大
国
日
本
を
築
き
上
げ
て
き
た
、
勤
勉

な
中
高
年
齢
者
で
あ
る
。
気
力
だ
け
は
、
若
者
に
は
負
け
な
い
」
と
い
う
自
負

も
あ
る
。
「
ゆ
っ
た
り
、
の
ん
び
り
楽
し
む
」
と
い
う
こ
と
が
、
不
得
手
な
世

代
と
も
い
え
る
。
こ
こ
が
、
問
題
の
ポ
イ
ン
ト
か
も
し
れ
な
い
。

中
高
年
登
山
者
が
増
え
た
こ
と
は
、
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に

と
も
な
い
、
遭
難
事
故
も
急
増
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
中
高
年
登
山
者

の
遭
難
事
故
を
分
析
し
て
み
る
と
、
年
齢
へ
の
焦
り
、
過
信
、
体
力
の
衰
え
が

認
識
で
き
な
い
、
山
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
知
ら
な
い
、
人
を
頼
り

に
す
る
、
年
を
重
ね
る
ご
と
に
頑
固
に
な
る
た
め
、
人
の
意
見
に
耳
を
傾
け
な

い
、
協
調
性
が
な
い
、
な
ど
が
、
直
接
ま
た
は
間
接
的
な
原
因
に
な
っ
て
い
る

よ
う
だ
。

私
自
信
、
中
高
の
高
に
属
す
る
年
齢
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
山
岳
会
の

新
入
会
員
の
ほ
と
ん
ど
が
、
中
、
高
年
齢
者
が
多
い
の
も
現
実
で
あ
る
。

初
心
に
か
え
り
、
表
題
の

「楽
し
い
登
山
」
と
は
何
だ
ろ
う
。
自
問
自
答
し

て
み
る
の
も
、
意
義
あ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
（小
倉
董
子
）
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会
報

『山
』
図
書
紹
介

一
覧
―
一
九
九
〇
年
度
―

●
４
月
号

（
五
三
八
号
）

村
上
　
巌
編

『能
楽
博
士
竹
内
亮
　
業
績
と
生
涯
研
究
資
料
抄
』
（非
売
品
）

地
学
団
体
研
究
会
道
南
班
編

『道
南
の
自
然
を
歩
く
』
（北
海
道
大
学
図
書
刊

行
会
）

●
五
月
号

（五
二
九
号
）

読
売
新
聞
社
編

「地
上
最
強
の
登
山
家
　
山
田
登
』
（読
売
新
聞
社
）

八
木
原
囲
明
著

『氷
壁
に
刻
む
―
山
田
昇

ｏ
八
木
原
囲
明
二
人
の
登
攀
史
―
』

（上
毛
新
聞
）

一
高
旅
行
部
縦
の
会
編

『仲
間
と
旅
の
思
い
出
』
（非
売
品
）

●
六
月
号

（五
四
〇
号
）

斉
藤
清
明
著

『今
西
錦
司
―
自
然
を
求
め
て
―
』
（松
籟
社
）

南
日
本
新
聞
火
山
取
材
班
著

『火
山
と
人
間
』
（岩
波
書
店
）

北
山
ク
ラ
ブ
編

『京
都
　
北
山
百
山
』

〕
ｏ
Ｆ

”
ｏ
∽
Ｆ
の
〓
の
く

著

Ｆ
ｚ
”
ａ

”

Ｑ
の
く
〓

Ｆ
の
町
”
”
一の
の
も

ａ

■

８

こ

（
南

井

英

弘

）

沢
　
聰
著

『四
季
の
山
』
（新
ハ
イ
キ
ン
グ
社
）

雁
部
貞
夫
著

『昆
奇
行
―
雁
部
貞
夫
歌
集
―
』
（短
歌
新
聞
社
）

岡
部
牧
夫
著

「人
間
は
自
然
を
守
れ
る
か
』
（三

一
書
房
）

井
原
俊

一
著
『森
に
新
風
が
吹
く
日
　
里
山
を
み
つ
め
て
十
年
』
（朝
日
新
聞
社
）

コ
ー
ボ
ル
ト
六
十
年

ｏ
そ
し
て
二
十
年
誌
編
集
委
員
会
編

『
コ
ー
ボ
ル
ト
ー
六

十
年

。
そ
し
て
二
十
生
―
―
』
（
コ
ー
ボ
ル
ト
会
）

日
本
山
岳
会
山
陰
支
部
編

『山
陰
の
百
山
』
（日
本
山
岳
会
山
陰
支
部
）

●
七
月
号

（五
四

一
号
）

深
町
達
也
著

『ヒ
マ
ラ
ヤ
　
ペ
ダ
ル
越
え
」
（文
芸
春
秋
社
）

和
泉
雅
子
著

『笑
っ
て
よ
、
北
極
点
』
（文
芸
春
秋
社
）

●
八
月
号

（
五
四
二
号
）

報
告
書
編
集
委
員
会
編

『中
国

ｏ
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
報
告
書
』
（日
本
山
岳
会
）

笠
原
藤
七
著

『撫
林
　
私
の
山
旅
』
（著
渓
堂
）

∪
一の
　
目
●簿
のコ
　
Ｑ
の∽
　
∽
のＦ
■
の一いの『
　
＞
一０のコ
・０
】Ｃ
σ
∽
編
　̈
．．∪
”∽
　
∞
『ｏ∽∽ｏ
　
Ｏ
】ｃ
げ
‐

〓
二
”８
σ
●
３
〓
（ス
イ
ス
山
岳
会

ｃ
８
支
部
）

ｏ
”ｕ
ｒ
〓
ｏ
∽
・
パ
ｏ
〓

著

〓〓
Ｏ
Ｅ
Ｓ
一用
のュ
●̈

〓
】ａ
■
。
（≦
８
∽）

●
九
月
号

（
五
四
三
号
）

上
村
幹
雄
著

『片
雲
往
来
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ⅲ
　
語
ら
い
の
山
々
』

静
岡
大
学
刊

「静
岡
大
学
西
域
学
術
登
山
隊
報
告
書

一
九
八
九
』
（非
売
品
）

川
喜
田
二
郎
監
修

『今
西
錦
二
―
そ
の
人
と
思
想
』
（ぺ
り
か
ん
社
）

花
井
馨
編
著

『青
雲
の
弥
彦
山
』
（弥
彦
村
教
育
委
員
会
）

藤
原
優
太
郎
編

『秋
田
の
ハ
イ
キ
ン
グ
』
（無
明
社
出
版
）

●
十
月
号

（
五
四
四
号
）

坂
倉
登
喜
子
編

『
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
・
ク
ラ
ブ
３５
年
の
あ
ゆ
み
』
（
エ
ー
デ
ル

ワ
イ
ス
・
ク
ラ
ブ
）

高
力
幸
太
郎
著

「み
な
か
み
』
⌒高
力
幸
太
郎
紀
行
文
集
刊
行
委
員
会
）

西
尾
寿

一
著

『鈴
鹿
の
山
と
谷
４
』
⌒ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
）

長
谷
川
昭

一
著

『星
は
や
さ
し
く
降
る
」
（新
潟
日
報
事
業
社
出
版
部
）

〓

τ
ｚ
８

８

著
■

日

の
目

＞
∽
】
＞

＞
コ

】
〓
Ｃ
∽
〓
諄
ａ

口
一∽
一〇
ミ

〇
」
手

の

『
８

０

〓
の
一
の
「

「
①
”
Ｆ
∽
〓
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会報 F山』図書紹介一覧

●
十

一
月
号

（五
四
五
号
）

増
永
迪
男
著

『福
井
の
山
１
５
０
』
（ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
）

↓
８
く
∪
』
の日

著

ゞ
く
”一”コ
３
の
∽
”」の■
」ｏ『
∽
〓
Ｑ
∽
鮨
ｏ
〓
ヨ
σ
のあ
．．

愛
知
学
院
大
学
山
岳
会
編

『過
か
な
る
チ
ベ
ッ
ト
　
希
夏
邦
馬
峰
登
頂
　
シ

シ
ャ
パ
ン
マ
８
０
２
７
ｍ
』
（成
文
堂
）

堀
田
弘
司

『山
へ
の
挑
戦
―
登
山
用
具
は
語
る
―
』
（岩
波
書
店
）

北
海
道
大
学
体
育
会
山
岳
部
編

『北
大
山
岳
部
々
報
１３
号
』
（北
海
道
大
学
体

育
会
山
岳
部
）

●
十
二
月
号

（
五
四
六
号
）

東
北
山
岳
写
真
家
集
団
編

『東
北
百
名
山
』
（山
と
渓
谷
社
）

加
藤
達
二
郎
著

『山
と
風
と
　
加
藤
達
三
郎
画
集
』
（岡
村
印
刷
出
版
）

遭
難
対
策
本
部
編

『
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
山
田
隊
極
北
の
烈
風
に
死
す
』
（東
京
新

聞
出
版
局
）

小
倉
董
子
著

『女
の
山
歩
き
山
登
り
　
女
性
登
山
家
４５
年
の
知
恵
と
体
験
』

（山
と
渓
谷
社
）

内
田
良
平
著

『ヒ
マ
ラ
ヤ
　
巨
峰
十
四
座
と
高
峰
』
（時
事
通
信
社
）

●
一
月
号

（
五
四
七
号
）

澤
　
潔
著

『京
都
北
山
を
歩
く
』
（ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
）

大
阪
市
立
大
学
日
中
友
好
学
術
登
山
隊
編
著

『四
光
峰
の
風
―
チ
ベ
ッ
ト
の
自

き
頂
に
立
つ
―
』
（毎
日
新
聞
大
阪
本
社
）

弥
永
敏
明
著

『や
ま
な
み
登
山
　
九
重
　
日
田
久
珠
　
津
江
山
系
』
（西
日
本

新
聞
社
）

●
二
月
号

（五
四
八
号
）

日
本
山
岳
会
越
後
支
部
編
『越
後
山
岳
』
（創
刊
号
～
第
五
号
）
集
成
復
刻
版

（越

後
支
部
）

Ｒ
・
ア
ム
ン
ゼ
ン
著
、
中
田
修
訳

『南
極
点
』
（ド
ル
フ
ィ
ン
プ
レ
ス
）

日
本
大
学
山
岳
部
桜
門
山
岳
会
編

『会
報
第
２７
号
』
（日
本
大
学
保
健
体
育
教

育
審
議
会
山
岳
部
　
桜
門
山
岳
会
）

●
二
月
号

（五
四
九
号
）

山
と
渓
谷
社
編

『山
岳
年
鑑
切
』
（山
と
渓
谷
社
）

坂
倉
登
喜
子
編

『女
性
の
た
め
の
百
名
山
』
（山
と
渓
谷
社
）

法
政
大
学
体
育
会
山
岳
部
編

『山
想
』
八
号

（法
政
大
学
体
育
会
山
岳
部
）

ヽ
へ

ヽ
ヽ
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ノ
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三

田

幸

夫

氏

（
一
九
８

上

九
九
こ

槙
さ
ん
に
叱
ら
れ
た
思
い
出
を
な
つ
か
し
ん
で
い
る
仲
間
は
多
い
。
ア
ル

バ
ー
タ
や
マ
ナ
ス
ル
三
次
隊
の
船
中
で
の
テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
の
話
な
ど
、
参
加

出
来
な
か
っ
た
者
達
の
羨
望
を
こ
め
た
語
り
草
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
三
田
さ
ん
は
無
為
に
し
て
化
す
と
云
う
の
か
、
こ
う
云
う
こ
と

は
な
さ
ら
な
い
。
お
前
の
思
う
よ
う
に
や
れ
ば
そ
れ
で
好
い
ん
だ
と
仰
言
っ
て

下
さ
る
よ
う
な
安
心
感
を
与
え
て
下
さ
る
お
人
柄
だ
っ
た
。

天
衣
無
縫
、
生
涯
あ
る
が
ま
ま
に
・過
さ
れ
乍
ら
、
御
自
身
す
ら
お
気
づ
き
の

無
い
強
い
影
響
を
私
達
に
随
所
で
与
え
て
下
さ
っ
て
い
る
。
私
如
き
は
そ
の
影

響
を
頂
い
た
最
た
る
も
の
の
一
人
か
も
知
れ
な
い
。

昭
和
三
年
九
月
、
今
日
で
云
う

一
浪
中
だ
っ
た
私
に

一
夜
に
し
て
進
学
志
望

校
を
変
え
さ
せ
て
、
他
を
省
み
ず
山
岳
部
に
入
り
た
い
た
め
慶
応
義
塾
に
進
む

決
心
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「登
高
行
』
第
五
号
に
載
せ
ら
れ
た

「慶

応
山
岳
会
に
つ
い
て
の
回
顧
と
感
想
」
の
一
編
を
読
む
機
会
を
持
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

槙

・
内
田
の
創
立
の
両
先
輩
、
こ
れ
に
続
い
て
部
の
基
礎
を
固
め
ら
れ
た
中

条
先
輩
達
の
格
調
高
い
各
章
に
続
い
て
、
現
役
学
生
と
し
て
大
島
さ
ん
、
三
田

さ
ん
が
書
い
て
居
ら
れ
る
。
大
島
さ
ん
の
書
か
れ
た
息
づ
ま
る
よ
う
な
素
晴
ら

し
い
部
の
雰
囲
気
に
惹
れ
た
私
だ
が
、
終
章
に

一
番
若
い
三
田
さ
ん
が
書
か
れ
　
２０

た

「会
と
仲
間
」
に
よ
っ
て
ホ
ッ
と
し
た
暖
か
さ
と
、
私
達
で
も
入
っ
て
行
け

る
ゆ
と
り
が
感
じ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
少
年
の
日
を
終
え
て
青
年
の
域
に
足
を

踏
み
こ
も
う
と
し
て
、
心
の
揺
れ
て
い
た
私
は
ほ
ん
と
う
に

一
夜
に
し
て
決
心

し
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
此
の
中
に
飛
び
こ
ん
で
、
こ
ん
な
先
輩
達
の
膜
尾
に
附
し
て
我
が
青

春
を
燃
や
し
尽
く
そ
う
、
必
ず
や
生
涯
に
悔
い
を
残
す
筈
は
な
い
と
。

幸
い
に
し
て
私
は
そ
の
針
路
を
進
む
こ
と
が
出
来
た
わ
け
だ
が
、
入
部
二
年

目

（実
際
私
が
そ
れ
に
接
し
た
の
は
翌
年
の
こ
と
に
な
る
）
カ
ル
カ
ッ
タ
に
居

ら
れ
た
三
田
さ
ん
が
、
部
員
宛
に
下
さ
っ
た

一
通
の
手
紙
に
出
逢
う
こ
と
に

よ
っ
て
又
大
き
な
影
響
を
頂
戴
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

実
は
此
の
お
手
紙
は
入
部
日
の
浅
い
私
は
直
接
こ
れ
を
拝
見
す
る
こ
と
は
な

く
、
翌
年
発
刊
さ
れ
た

『登
高
行
』
第
八
号
の
消
息
欄
で
初
め
て
、
発
見
と
で

も
云
い
た
い
感
動
を
以
っ
て
読
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
、
そ
の
後
の
二
十
年
余
り
に
亘
る
私
の
登
山
生
活
の
大
綱
を
決
定
す

る
大
き
な
示
唆
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
は
後
年
発
刊
さ

れ
た
三
田
さ
ん
の

「我
が
登
高
行
』
の
附
録
に
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

昭
和
五
年
の
初
秋
、　
一
通
の
手
紙
が
慶
応
山
岳
部
の
部
室
に
届
い
た
。

そ
れ
は
当
時
カ
ル
カ
ッ
タ
に
お
ら
れ
た
三
田
さ
ん
か
ら
の
も
の
で
同
年
八

月
二
十
五
日
付
の
も
の
で
あ
る
。

『我
が
登
高
行
』
上
巻
に
全
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
ん
な
要
旨
で

あ
る
。
…
…
前
略
…
…
今
後
の
世
界
の
登
山
界
の
中
心
は
も
ち
ろ
ん
こ
の

|ヽ白 |
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ヒ
マ
ラ
ヤ
に
集
中
さ
れ
る
で
せ
う
。
そ
し
て
い
つ
誰
が
急
に
や
っ
て
く
る

こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
僕
達
が
カ
ナ
ダ
ヘ
行
っ
た
時
で
も
余
り

突
然
で
し
た
。
諸
君
の
た
ゆ
ま
ぬ
鍛
練
を
期
待
し
ま
す
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
は

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
以
上
は
殆
ど
雪
中
キ
ャ
ン
プ
で
す
。
そ
れ
も

一
万
哄
を

は
る
か
に
越
え
た
も
の
の
み
で
す
。
日
本
の
山
で
も
充
分
な
準
備
を
も
っ

て
天
幕
を
上
に
進
め
た
ら
…
…
中
略
…
…
別
山
乗
越

。
一
の
越

ｏ
槍
の
鎌

尾
根

・
飛
騨
乗
越

・
穂
高
の
主
峯
間
の
鞍
部
な
ど
…
…
後
略
…
…
。

こ
の
一
通
の
手
紙
が
私
達
後
輩
に
与
え
た
影
響
は
お
そ
ら
く
三
田
さ
ん

ご
自
身
す
ら
予
想
し
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。

日
本
の
雪
山
は
大
正
十

一
年
の
三
田
さ
ん
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
剣
岳
初

登
頂

（ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
槙
さ
ん
が
槍
ケ
岳
に
登
っ
て
お
ら
れ
る
）

を
第

一
歩
と
し
て
、
主
た
る
山
々
の
初
登
頂
時
代
が
始
ま
っ
た
が
、
意
外

に
手
ご
わ
く
て
一
応
そ
れ
ら
が
登
り
つ
く
さ
れ
て
了
ま
う
迄
に
は
、
十
年

近
く
の
歳
月
を
要
し
て
い
る
。
私
な
ど
も
そ
の
末
期
に
辛
う
じ
て
そ
の
喜

び
に
預
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
や
が
て
内
地
の
雪
山
に
は
も
う
頂
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
俺
達
は
こ
れ
か
ら
何
処
に
登
れ
ば
好
い
ん
だ

と
真
剣
に
悩
み
始
め
て
い
た
。
一
部
で
は
当
時
国
内
遠
征
と
呼
ん
で
台
湾
、

朝
鮮
、
樺
太
、
興
安
嶺
、
蒙
古
、
は
て
は
カ
ナ
ダ
な
ど
に
出
か
け
る
も
の

も
多
か
っ
た
。
然
し
国
内
遠
征
は
登
山
以
外
の
面
で
こ
そ
大
い
に
勉
強
に

な
っ
た
に
は
違
い
な
い
が
、
登
山
本
来
の
厳
し
さ
や
困
難
さ
で
や
や
物
足

り
な
か
っ
た
。
費
用
の
点
で
も
学
生
が
毎
シ
ー
ズ
ン
出
か
け
て
行
く
に
は

無
理
が
あ
っ
た
。

こ
ん
な
時
に
こ
の
三
田
さ
ん
の
お
手
紙
が
我
々
の
も
と
に
届
い
た
の
で

あ
る
。
実
は
入
部
し
て
日
が
浅
か
っ
た
私
は
そ
の
お
手
紙
を
直
接
目
に
触

れ
る
機
会
は
な
く
、
翌
年
発
行
さ
れ
た

『登
高
行
』
第
八
号
の
消
息
欄
の

一
隅
に
そ
れ
を
発
見
し
た
の
だ
。
私
に
と
っ
て
は
発
見
と
云
う
言
葉
で
表

現
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
様
な
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
出
来
ご
と
で
、
天
の
啓

示
を
得
た
よ
う
な
感
激
で
あ
っ
た
。
こ
れ
だ
、
こ
れ
だ
＝
　̈
俺
達
の
行
く

可
き
道
は
こ
れ
以
外
に
な
い
ん
だ
と
興
奮
し
て
金
山
達
と
語
り
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
の
数
年
、
私
達
は
夢
中
に
な
っ
て
日
本
の
冬
山
で
高
処
露
営

の
訓
練
を
続
け
た
。
金
山
が
卒
業
し
、
二
年
後
に
は
私
も
卒
業
し
て
軍
隊

に
行
っ
て
了
う
の
だ
が
、
私
に
続
く
小
森
宮
、
相
馬
、
杉
浦
達
が
天
幕
露

営
と
併
せ
て
雪
洞
に
よ
る
露
営
技
術
を
完
成
さ
せ
る
。
こ
の
二
つ
の
新
し

い
技
術
を
身
に
つ
け
て
井
形
、
大
田
、
山
本
達
が
日
本
の
冬
山
で
の
行
動

半
径
を
ぐ
ん
ぐ
ん
拡
げ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
山
小
舎
の
位
置
な
ど
に
全
く

左
右
さ
れ
ず
、
幾
日
で
も
、
何
処
で
で
も
雪
の
中
に
自
分
達
の
泊
り
場
が

持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

戦
後
の
宮
下
、
田
辺
、
石
島
、
中
沢
達
の
時
代
に
な
る
と
も
う
、
私
達

の
頃
の
夏
山
の
様
に
自
由
に
雪
の
中
に
寝
て
日
本
ア
ル
プ
ス
の
冬
山
を
想

像
も
出
来
な
い
様
に
広
く
、
速
く
歩
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

三
田
さ
ん
が
第

一
次
マ
ナ
ス
ル
隊
の
隊
長
と
し
て
出
か
け
ら
れ
た
時
に

は
、
こ
の
積
み
重
ね
ら
れ
た
修
練
が
も
の
を
云
っ
て
、
加
藤
と
山
田
は
初

め
て
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
あ
る
に
拘
ら
ず
い
き
な
り
七
、
三
五
〇
米
の
雪
洞
に

寝
て

「内
地
の
山
の
様
に
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
…
…
」
と
報
告
し
て
来
た
。

サ
マ
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
じ
か
に
こ
の
報
告
を
受
け
ら
れ
た
三
田
さ

ん
は
ど
ん
な
感
慨
を
以
っ
て
こ
れ
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
当
に

二
十
三
年
前
に
自
ら
後
輩
達
に
与
え
ら
れ
た

一
通
の
手
紙
が
こ
の
様
に
見

追  悼
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事
に
開
花
結
実
し
た
の
だ
。
そ
の
お
喜
び
の
さ
ま
が
日
に
浮
ん
で
来
る
。

『我
が
登
高
行
」
に
も
こ
ん
な
風
に
記
さ
れ
て
い
る
。

…
…
頂
上
に
こ
そ
立
た
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
の
嬉
し
か
っ
た
思
い
出

は
終
生
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ら
う
…
…
と

内
地
に
留
守
し
て
い
て
、
深
夜
毎
日
新
聞
社
か
ら
こ
の
報
せ
を
受
け
た

時
の
私
の
感
激
も
、
二
十
余
年
を
経
た
今
日
で
さ
え
少
し
も
色
あ
せ
る
こ

と
な
く
想
起
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
今
日
迄
の
私
の
登
山
生
涯
に

於
け
る
最
高
の
喜
び
と
、
安
堵
の
瞬
間
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
私
に
と
っ
て

も
二
十
二
年
の
一
筋
の
歳
月
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
〇

上
二
・
三
〇
記

『山
岳
』
の
追
悼
欄
は
、
故
人
に
と
っ
て
名
誉
あ
る
顕
彰
の

碑

で
あ
る
。

あ
だ
や
お
ろ
か
に
執
筆
す
可
き
で
な
い
と
人
に
云
い
自
ら
も
戒
め
て
い
る
私
に

と
っ
て
、
三
田
さ
ん
の
イ
ン
メ
モ
リ
ア
ム
の
ベ
ン
を
執
る
こ
と
は
、
大
変
な
決

心
の
要
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
三
田
さ
ん
が
大
き
す
ぎ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

登
山
界
に
於
け
る
三
田
さ
ん
の
業
績
を
正
確
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
羅
列
す
る
だ
け

で
も
短
時
間
で
は
私
に
は
到
底
出
来
な
い
こ
と
な
の
だ
。
呻
吟
久
し
い
時
を
過

ご
し
た
の
だ
が
、
会
長
の
山
田
君
と
名
誉
会
員
織
内
氏
も
ペ
ン
を
執
る
、
而
も

会
長
か
ら
は

「谷
口
さ
ん
に
と
っ
て
の
三
田
さ
ん
」
を
書
い
て
頂
け
ば
好
い
と

ま
で
云
わ
れ
て
ホ
ッ
と
し
た
。

だ
が
考
え
て
見
る
と
三
田
さ
ん
は

「我
が
登
高
行
』
に
よ
っ
て
此
の
私
達
の

為
す
可
き
こ
と
の
殆
ど
を
御
自
分
で
為
さ
っ
て
居
ら
れ
る
。
近
来
自
分
史
な
ど

と
称
し
て
他
人
の
力
ま
で
借
り
て
作
為
的
な
自
伝
を
も
の
す
輩
が
い
る
。笑
止
、

片
腹
痛
い
も
の
さ
え
散
見
す
る
有
様
だ
が

『我
が
登
高
行
』
は
全
く
そ
う
で
は

な
い
。
上
下
三
巻
九
七
八
頁
凡
て
、
自
然
体
の
三
田
さ
ん
が
其
処
に
在
る
。
勿

論
乞
わ
れ
て
書
か
れ
た
も
の
、進
ん
で
自
ら
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
こ
そ
あ
れ
、
　
２０

三
田
さ
ん
の
ペ
ン
は
少
し
の
気
負
い
も
、
て
ら
い
も
な
く
い
つ
も
淡
々
、
然
も

暖
か
さ
の
浴
れ
る
名
文
な
の
だ
。
こ
れ
が
あ
る
の
に
何
故
私
達
が
綾
々
そ
の
ご

生
涯
を
語
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
私
は
唯
次
の
様
に
述
べ
れ
ば
好
い
こ
と
に
気

が
つ
い
た
。

一
九
八
〇
年
十
月
、
「我
が
登
高
行
』
上
下
三
巻
九
七
八
頁
、
書
津
著
渓
堂

よ
り
出
版
さ
る
、
と
。
こ
れ
で
私
は
三
田
さ
ん
の
イ
ン
メ
モ
リ
ア
ム
を
執
筆
す

る
責
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

御
葬
儀
に
参
列
出
来
な
か
っ
た
私
は
、
頃
日
鶴
見

・
岸
谷
の
お
宅
を
お
訪
ね

す
る
こ
と
が
出
来
た
。
奥
様
は
思
っ
て
い
た
ほ
ど
の
お
や
つ
れ
も
な
く
、
お
元

気
だ
っ
た
。
坂
本
直
行
さ
ん
の
日
高
の
絵
も
昔
の
ま
ま
の
と
こ
ろ
に
掲
げ
ら
れ

て
い
て
、
お
部
屋
の
作
い
が
懐
か
し
か
っ
た
。
随
分
長
く
お
話
し
を
し
た
。

そ
の
際
ご
愛
用
の
ビ
ッ
ケ
ル
と
、
佐
藤
久
ち
ゃ
ん

（故
人

・
名
誉
会
員
佐
藤

久

一
朗
氏
）
の
手
造
り
で
最
後
迄
愛
用
し
て
居
ら
れ
た
と
云
う
キ
ャ
ラ
バ
ン
風

の
皮
製
の
軽
登
山
靴

（裏
に
ま
だ
泥
の
つ
い
た
ま
ま
の
も
の
を
下
駄
箱
か
ら
お

出
し
頂
い
て
）
を
頂
戴
し
て
帰
っ
た
。
何
枚
も
あ
っ
た
肖
像
写
真
の
中
か
ら
マ

ナ
ス
ル
に
お
供
を
し
た
毎
日
の
依
田
君
が
十
年
程
前
に
此
の
部
屋
で
撮
っ
た
、

葉
巻
を
手
に
し
て
お
人
柄
の
に
じ
み
出
る
よ
う
な
も
の
も

一
枚
頂
戴
し
た
。

凡
て
大
町
市
立
山
岳
博
物
館
が
、
此
の
程
日
本
山
岳
会
か
ら
寄
託
さ
れ
た
、

槙
さ
ん
の
御
遺
品
と
並
べ
て
展
示
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
云
う
意
を
受
け
て
で
あ

る
。
ほ
ん
と
は
私
自
身
が
喉
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
頂
き
た
い
も
の
許
り
だ
っ
た

場
″‥
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到
底
時
間
も
な
く
全
部
は
拝
見
出
来
ぬ
と
思
い
乍
ら
行
李
に
入
っ
た
ア
ル
バ

ム
類
を
手
に
と
っ
て
い
る
と
、
奥
様
か
ら

「
こ
ん
な
も
の
が
」
と

一
枚
の
短
冊

を
お
手
渡
し
頂
い
た
。
几
帳
面
な
書
体
で
次
の
如
く
あ
っ
た
。

「嵐
は
登
山
者
の
厳
格
な
教
師
だ
。
大
島
亮
吉
の
こ
の
言
葉
を
僕
は
立
山
の

吹
雪
の
中
で
聞
い
た
。

一
九
五
八

・
一
二
・
二
三
　
三
田
幸
夫
」
と
あ
っ
た
。

還
暦
を
間
近
に
控
え
た
三
田
さ
ん
が
、
ど
ん
な
感
慨
を
こ
め
て
こ
れ
を
書
か

れ
た
の
か
、
咄
嵯
に
は
、
理
解
出
来
な
か
っ
た
。
奥
様
も
特
別
な
お
考
え
を
以

て
私
に
お
示
し
下
さ
っ
た
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
私
は
そ
の
時
は
ハ
ッ
と
息
を

呑
む
思
い
で
そ
れ
を
拝
見
し
た
だ
け
だ
っ
た
。

大
町
へ
の
帰
途
、
中
央
線
に
身
を
托
し
乍
ら
こ
の
こ
と
を
思
い
続
け
た
。

前
穂
高
で
逝
か
れ
て
か
ら
三
十
年
、
未
だ
に
大
島
さ
ん
へ
の
追
慕
の
念
の
お

変
り
な
い
の
は
、
よ
く
判
る
。
吹
雪
を
厳
格
な
教
師
と
し
て
捉
え
る
大
島
さ
ん

へ
の
共
感
が
青
年
の
様
に
瑞
々
し
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
三
田
さ
ん
が
生
涯
を

通
じ
て
持
し
て
い
ら
し
た
、
友
愛
と
敢
為
の
登
山
信
条
を
う
た
い
上
げ
て
居
ら

れ
る
よ
う
に
思
え
て
来
た
の
で
あ
る
。

ど
う
か
三
田
さ
ん
、
安
ら
か
に
、
お
眠
り
下
さ
い
。

（谷
口
現
吉
）

甘
え
ら
れ
る
兄
貴
　
人
間
誰
し
も

「
こ
れ
だ
け
は
譲
れ
な
い
」
と
い
う
活
き

方
と
か
、
物
の
考
え
方
、
処
世
の
基
本
を
拠
り
所
と
し
て
活
き
て
い
る
筈
だ
。

悼

　

だ
が
、
実
生
活
上
で
は
此
の
核
心
の
よ
う
な
も
の
の
ま
わ
り
を
妥
協
を
許
す
部

分
、
そ
れ
も
良
い
だ
ろ
う
、
あ
ま
り
こ
だ
わ
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
っ
た
部
分

追

　

で
包
ん
で
い
る
の
が
大
方
の
活
き
方
で
あ
ろ
う
。

唯
、
人
に
よ
っ
て
此
の
包
ん
で
い
る
こ
ろ
も
の
厚
さ
の
厚
い
人
、
薄
い
人
が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

活
き
て
い
る
人
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
問
題
も
あ
ろ
う
か
ら
、
甚
だ
申
し

訳
な
い
こ
と
だ
が
亡
く
な
ら
れ
た
方
を
例
に
採
る
な
ら
ば
、
槙
さ
ん
な
ど
は
此

の
物
柔
ら
か
な
部
分
が
可
成
り
厚
い
方
で
あ
ら
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
不
思
議
に
核
心
部
分
に
突
き
当
り
で
も
す
れ
ば
忽
ち
強
烈
な

パ
ン
チ
を
喰
っ
て
目
が
醒
め
る
こ
と
と
な
る
。
だ
か
ら
槙
さ
ん
と
お
話
し
す
る

時
に
は
そ
れ
な
り
の
心
構
え
を
必
要
と
し
た
。
云
っ
て
み
れ
ば
厳
し
い
親
父
に

接
す
る
思
い
と
で
も
云
お
う
か
。

一
方
、
三
田
さ
ん
は
何
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
普
段
お
付
き
合
い
頂
い
た
中
で
、

此
の
堅
い
核
の
存
在
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
と
い
っ
た
経
験
を
私
は
持
っ
た
こ
と

が
な
い
。
だ
が
何
気
な
い
よ
う
な
話
題
の
中
に
、
其
の
存
在
を
云
わ
ず
語
ら
ず

の
う
ち
に
相
手
に
み
ず
か
ら
理
解
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
私
な
ど
考
え
も
及
ば
な

い
独
特
の
お
人
柄
が
あ
る
と
申
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

月
並
み
な
表
現
だ
が
、甘
え
ら
れ
る
兄
貴
と
で
も
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

第

一
次
の
マ
ナ
ス
ル
遠
征
は
三
田
隊
長
の
も
と
、
実
に
多
士
済
々
、
初
め
て

の
本
格
的
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
数
多
く
の
先
輩
隊
員
か
ら

様
々
な
ア
ド
バ
イ
ス
や
新
し
い
経
験
を
さ
せ
て
頂
い
た
し
、
今
想
い
返
し
て
も

誠
に
充
実
し
た
山
行
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
現
場
の
極
地
法
登
山
の
運
用
に
は
幾
つ
か
の
問
題
が
あ
っ
た
。
ヒ
マ

ラ
ヤ
と
い
う
も
の
の
ス
ケ
ー
ル
を
見
誤
っ
た
こ
と
が
最
大
の
要
因
だ
が
、
老
若

選
抜
の
チ
ー
ム
で
あ
る
だ
け
に
極
地
法
の
理
解
度
に
は
差
が
あ
っ
た
し
、
我
々

若
手
隊
員
に
は
満
足
の
行
か
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
若
気
の
つ
き
つ
め
た
思
い
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か
ら
加
藤
喜

一
郎
、
村
木
潤
次
郎
両
氏
に
私
も
加
わ
っ
て

「
こ
ん
な
こ
と
で
は

来
年
の
マ
ナ
ス
ル
も
登
れ
っ
こ
な
い
」
と
云
う
こ
と
で
、　
一
夕
鶴
見
の
三
田
さ

ん
の
お
宅
に
お
邪
魔
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
か
な
り
意
気
込
ん
で
押
し
掛
け
た

も
の
の
、
三
田
さ
ん

一
流
の
悠
揚
と
し
た
ご
応
待
に
、
三
田
邸
に
上
る
迄
の
意

気
込
み
は
何
処
へ
や
ら
、
ご
馳
走
の
寿
司
に
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
し
た
た
か
頂
戴
し

て
引
き
下
る
破
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
帰
り
の
電
車
で
三
人
は

「
三
田
さ
ん

は
俺
達
の
話
を
解
っ
て
下
さ
っ
た
の
か
な
、
い
や
、
あ
の
三
田
さ
ん
の
こ
と
だ
、

お
口
に
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
充
分
理
解
し
て
頂
い
た
に
相
違
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
、
何
の
お
返
事
も
な
く
、
手
ぶ
ら
で
帰
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

三
人
も
何
と
な
く
納
得
し
て
帰
っ
て
来
た
こ
と
が
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い

返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
田
さ
ん
に
は
そ
う
い
う
不
思
議
な
、
誰
に
も
真
似
の
出
来
な
い
魅
力
が

あ
っ
た
。

三
田
さ
ん
と
歌
　
何
時
の
こ
と
だ
っ
た
か
月
日
は
思
い
出
せ
な
い
の
だ
が
、

登
高
会
の
会
合
で
、
当
時
流
行
の
、
南
海
を
テ
ー
マ
に
し
た

「ブ
ン
ガ
ワ
ン
ソ

ロ
」
を
歌
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
随
分
歌
の
上
手
な
先
輩
だ
な
、
と
い
う
の

が
私
の
記
憶
に
今
も
鮮
明
で
あ
る
。
三
田
さ
ん
は
学
生
時
代
山
岳
部
に
在
籍
す

る
傍
ら
、
一
時
期
慶
応
の
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
で
あ
る
「
ワ
グ
ネ
ル
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
」

の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
音
程
の
確
か
さ
も
う
な
づ
け
る
と
い

う
も
の
だ
。

ま
た
、
そ
の
後
暫
く
し
て
か
ら
の
登
高
会
で

「三
田
さ
ん
に
歌
を
お
願
い
し

よ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
立
食
パ
ー
テ
ィ
も
酎
、
席
は
ざ
わ

つ
い
て
い
た
。
初
め
は

「少
し
静
か
に
し
て
く
れ
な
い
か
」
と
穏
や
か
に
云
っ

て
お
ら
れ
た
の
だ
が
、
不
心
得
者
の
耳
に
は
入
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
「
オ

イ
！
　
静
か
に
し
ろ
！
」
と
三
田
さ
ん
の
一
喝
、
や
っ
と
場
は
し
ず
ま
っ
た
の

だ
が
、
三
田
さ
ん
が
大
声
を
出
さ
れ
た
の
を
聞
く
の
は
後
に
も
先
に
も
こ
れ

一

度
き
り
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
う
た
わ
れ
た
の
は
大
正
十
三
年
の
秋
に
大
島
、
早
川

（種
）
、
渡
辺

と
い
っ
た
気
の
合
っ
た
仲
間
で
秩
父
の
将
監
峠
に
出
掛
け
た
折
、
雨
に
降
り
込

め
ら
れ
た
小
舎
の
中
で
大
島
さ
ん
の
持
っ
て
来
ら
れ
た
歌
集
に
あ
っ
た

ご
３

σ
〓
①〓
ご
∽語

轟
己
の『乳
。
と
云
う
歌
で
、
山
仲
間
の
気
分
に
合
っ
た
良
い

歌
で
あ
っ
た
。

今
年
二
月
の
ご
葬
儀
の
あ
と
で
女
婿
に
当
る
芳
賀
孝
郎
氏
（日
本
山
岳
会
員
）

か
ら
、
札
幌
の
療
養
所
で
も
よ
く
看
護
婦
さ
ん
相
手
に
山
の
歌
な
ど
を
お
聞
か

せ
に
な
り
、
「愛
し
の
ク
レ
メ
ン
タ
イ
ン
」
（こ
れ
は
三
田
さ
ん
の
お
好
き
な
歌

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
第

一
次
の
マ
ナ
ス
ル
で
も
キ
ャ
ラ
バ
ン
中
に
此
の
歌
が
流

行
し
た
）
を
原
語
で
お
聞
か
せ
に
な
り
、
そ
の
意
味
ま
で
解
説
し
て
居
ら
れ
た

由
、
三
田
さ
ん
の
一
面
を
語
る
ほ
ほ
え
ま
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
承
っ
た
。

テ
ィ
ル
マ
ン
の
丘
で
の
誕
生
日
　
三
田
さ
ん
と
云
っ
て
先
ず
頭
に
浮
ぶ
の

は
、
あ
の
独
特
の
温
容
の
ほ
か
ウ
ィ
ス
キ
ー
と
パ
イ
プ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

昭
和
二
十
八
年
の
二
月
初
め
東
京
を
発
っ
た
マ
ナ
ス
ル
第

一
次
遠
征
隊
は
カ

ト
マ
ン
ズ
に
着
く
や
各
方
面
へ
の
挨
拶
ま
わ
り
や
、
隊
荷
の
整
理
に
眼
の
ま
わ

る
よ
う
な
忙
し
さ
を
切
り
抜
け
、
三
月
二
十
六
日
に
は
サ
マ
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン

プ
を
目
指
し
長
途
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
出
発
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
カ
ト
マ
ン
ズ

を
発
っ
て
五
日
日
、
か
つ
て
テ
ィ
ル
マ
ン
も
キ
ャ
ン
プ
を
し
た
と
云
う
小
じ
ん

ま
り
し
た
丘
の
上
に
泊
る
こ
と
と
な
っ
た
。
此
の
日
、
三
月
二
十

一
日
は
丁
度

三
田
さ
ん
の
誕
生
日
と
い
う
こ
と
で
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ア
を
囲
ん
で
の
誕
生

パ
ー
テ
ィ
ー
と
な
っ
た
。
ウ
ィ
ス
キ
ー
が
大
好
物
の
三
田
さ
ん
に
は
カ
ト
マ
ン
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ズ
で
カ
イ
ザ
ー
将
軍
か
ら
贈
ら
れ
た

（当
時
は
滅
多
に
お
目
に
か
か
れ
な
か
っ

た
）
ス
コ
ッ
チ
が
開
け
ら
れ
、
酒
の
肴
に
は
食
料
係
だ
っ
た
私
が
秘
か
に
パ
ッ

キ
ン
グ
し
て
置
い
た
牡
蠣
の
燻
製
の
缶
詰

（当
時
は
こ
れ
も
珍
し
い
も
の
で

あ
っ
た
）
を
開
け
て
差
し
上
げ
た
の
だ
が
、
そ
の
時
の
三
田
さ
ん
の
嬉
し
そ
う

な
お
顔
は
今
も
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
。

数
多
く
の
山
仲
間
に
囲
ま
れ
、
お
若
か
っ
た
頃
遂
に
満
足
さ
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
あ
こ
が
れ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
を
実
現
、
テ
ィ
ル
マ
ン
も
泊
っ
た
と
い
う

キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
で
星
空
の
下
で
の
誕
生
日
を
三
田
さ
ん
は
何
ん
な
思
い
で
迎

え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

あ
の
嬉
し
そ
う
な
お
顔
に
今

一
度
お
目
に
か
か
り
度
い
と
の
思
い
は
筆
者
の

も
の
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
た
い
。

（山
田
二
郎
）

三
田
さ
ん
と
の
お
つ
き
あ
い
の
私
的
な
思
い
出
二
、
三
を
書
き
と
め
、
三
田

さ
ん
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
た
い
。

誰
に
よ
ら
ず
故
人
と
な
っ
た
人
と
の
つ
な
が
り
と
な
る
と
、
は
じ
め
て
出

合
っ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
が
多
い
。
そ
の
こ
と
が
私
に
と
っ
て
三

田
さ
ん
と
の
関
係
が
意
外
な
ほ
ど
長
か
っ
た
こ
と
の
説
明
に
も
な
る
よ
う
に
思

う

。戦
前
と
い
う
か
、
昭
和
十
年
代
の
は
じ
め
私
は
深
川

・
越
中
島
に
あ
っ
た
陸

悼

　

軍
糧
林
本
廠
の
食
糧
研
究
室
で
研
究
に
従
事
し
て
い
た
。
研
究
室
の
チ
ー
フ
は

そ
の
方
面
で
凄
く
知
ら
れ
た
川
島
四
郎
先
生
、
そ
の
こ
ろ
は
陸
軍
主
計
少
佐
（の

追
　

ち
に
少
将
に
な
り
農
学
博
士
）
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
先
生
か
ら
駆
け
出
し
の
研

究
員
で
あ
る
私
に
呼
び
出
し
が
か
か
っ
た
。

「慶
応
大
学
の
山
岳
部
の
一
行
が
登
山
食
糧
の
研
究
の
た
め
、
い
ま
講
堂
に

集
っ
て
い
る
。
引
率
者
は
こ
う
い
う
人
だ
」
。

渡
さ
れ
た
名
刺
の
主
は
な
ん
と
三
田
幸
夫
さ
ん
で
あ
っ
た
。

「今
日
の
説
明
は
君
に
委
せ
る
」
と
命
令
さ
れ
た
。
私
が
山
登
り
を
や
っ
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
上
級
者
の
命
令
や
指
示
を
断
わ
っ

た
り
辞
退
し
た
り
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
は
た
と
え
研
究
機
関
で
あ
っ
て

も
軍
隊
と
同
様
だ
。

ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
三
田
さ
ん
の
高
名
を
私
は
よ
く
知
っ
て
い
た
け
れ

ど
も
、
お
眼
に
か
か
る
の
は
は
じ
め
て
で
あ
る
。
冬
の
立
山
で
の
リ
ン
グ
ワ
ン

デ
ル
ン
グ
の
話
、
極
度
の
疲
労
か
ら
く
る
幻
覚
の
体
験
、
涸
沢
谷
を
中
心
と
し

た
先
駆
的
な
岩
登
り
の
記
文
な
ど

『登
高
行
』
を
読
ん
で
知
っ
て
い
た
。
初
対

面
の
三
田
さ
ん
を
前
に
若
僧
の
私
が
説
明
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
夢

に
も
想
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
ひ
ど
く
荷
が
重
い
よ
う
な
気
が
す
る
の

で
あ
っ
た
。
日
本
山
岳
会
に
入
会
す
る
前
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
日
の
三
田
さ
ん
を
、
と
く
に
は
っ
き
り
記
憶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
登
山
界
の
大
先
輩
だ
と
い
う
よ
う
な
人
を
威
圧
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
な

く
、
む
し
ろ
飾
り
気
の
な
い
、
回
数
も
少
い
、
そ
れ
は
の
ち
の
ち
何
十
年
か
折

に
ふ
れ
て
三
田
さ
ん
に
お
眼
に
か
か
る
た
び
、
い
つ
も
感
じ
て
い
る
こ
と
と
変

わ
り
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
し
か
そ
の
と
き
の
お
礼
に
、
パ

ウ
ル
ｏ
バ
ウ
ワ
ー
の

『ウ
ム
・
デ
ン
・
カ
ン
チ
』
の
訳
書

（登
高
会
版
）
を
も

ら
い
今
で
も
愛
蔵
し
て
い
る
。

昭
和
十
五
年
、
日
本
山
岳
会
は
、
望
月
達
夫
さ
ん
の
提
唱
で
、
大
学
山
岳
部

の
連
絡
を
は
か
る
仕
組
み
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
ず
最
初
に
同
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氏
と
私
が
世
話
人
に
な
り

（望
月
氏
応
召
直
前
金
山
淳
二
氏
が
加
わ
っ
た
）
、

四
谷
見
附
の
牛
肉
屋
三
河
屋
に
第

一
回
の
学
生
懇
談
会
を
開
い
た
。
そ
の
と
き

わ
れ
わ
れ
が
か
つ
ぎ
出
し
た
の
が
三
田
さ
ん
で
あ
っ
た
。
学
生
登
山
を
最
も
よ

く
理
解
し
、
学
生
と
共
に
風
雲
急
を
告
げ
る
時
局
に
対
し
て
の
学
生
の
悩
み
に

解
決
の
方
向
を
示
し
て
く
れ
る
身
近
か
な
人
と
言
え
ば
、
三
田
さ
ん
を
惜
い
て

ほ
か
に
は
な
い
と
い
う
期
待
か
ら
で
あ
っ
た
。

激
動
期
で
あ
っ
た
た
め
三
田
さ
ん
は
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ヘ
行
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
あ
と
は
、
副
会
長
だ
っ
た
槙
有
恒
さ

ん
自
ら
こ
の
懇
談
会
の
指
導
に
当
ら
れ
た
。
私
は
期
せ
ず
し
て
登
山
界
の
先
輩

お
二
人
に
前
後
し
て
直
接
の
指
導
を
受
け
、
秀
れ
た
人
格
に
ふ
れ
る
機
会
に
恵

ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

マ
ナ
ス
ル
の
登
山
も
終
わ
り
、
日
本
山
岳
会
の
会
長
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
こ

ろ
、
三
田
さ
ん
は
よ
く
大
手
町
の
私
の
勤
務
先
へ
や
っ
て
こ
ら
れ
た
。
格
別
の

用
件
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
、
前
触
れ
も
な
く
瓢
然
と
し

て
見
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
あ
る
と
き
オ
ル
ゴ
ー
ル
つ
き
の
人
形
を
置
い
て

い
か
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
千
田
商
会
に
績
く
岩
井
産
業
も

辞
め
ら
れ
、
身
う
ち
の
方
が
や
っ
て
い
る
貿
易
会
社
を
手
伝
っ
て
お
ら
れ
た
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
ん
な
も
の
の
輸
出
を
考
え
て
い
る
ん
だ
よ
、
と
言
わ
れ
た
。
ど

こ
か
う
ま
い
と
こ
ろ
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
お
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
こ
ま
で
は
言
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
三
田
さ
ん
ら
し
い
と

こ
ろ
だ
っ
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
ネ
パ
ー
ル
の
駐
日
大
使
バ
ン
ダ
リ
ー
氏
を
誘
っ
て
銀
座
の

酒
場
へ
飲
み
に
出
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
二
月
の
寒
い
日
だ
っ
た
が
、
入
口
で

ホ
ス
テ
ス
か
ら

「
ウ
チ
は
ち
ょ
っ
と
高
い
ん
で
す
け
れ
ど
」
と
念
を
押
さ
れ
、

さ
す
が
の
三
田
さ
ん
も
返
す
言
葉
に
困
っ
た
と
、
ひ
と
足
お
く
れ
て
行
っ
た
私

に
、
い
つ
も
の
ポ
ー
カ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
話
さ
れ
る
の
だ
が
、
仮
に
も

一
国
を
代

表
す
る
大
使
を
案
内
し
て
い
る
の
だ
か
ら

「あ
と
へ
引
く
わ
け
に
は
い
か
な
い

じ
ゃ
な
い
か
」
と
笑
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
た
び
た
び
こ
の
と
き
の
こ
と

を
思
い
出
し
て
話
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
、
世
界
を
股
に
い
ろ
ん
な

経
験
を
し
て
い
る
三
田
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
少
し
ば
か
り
記
憶
に
残
る
出
来
事

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
夜
は
思
い
が
け
ぬ
大
雪
に
な
り
、
帰
路
に
難
渋
し
た
が
、
私
の
車
に
大

使
と
、
三
田
さ
ん
と
、
お
ま
け
に
わ
れ
わ
れ
を
胡
散
臭
く
あ
し
ら
っ
た
ホ
ス
テ

ス
ま
で
乗
せ
て
順
々
に
送
っ
て
帰
っ
た
。
私
の
家
へ
泊
ま
ら
れ
て
は
と
随
分
お

す
す
め
し
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
帰
る
と
言
わ
れ
、
東
横
線
の
最
寄
り
の

駅
で
降
り
て
行
か
れ
た
。
バ
ン
ダ
リ
ー
大
使
を
相
手
に
か
な
り
飲
ん
で
い
た
足

も
と
と
大
雪
と
が
気
が
か
り
だ
っ
た
が
、
三
田
さ
ん
が
七
十
歳
の
ち
ょ
っ
と
前

ぐ
ら
い
か
、
少
し
ぐ
ら
い
の
雪
は
苦
に
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
三
田
さ
ん
は
実
に
多
く
の
文
章
を
残
さ
れ
て
い
る
。
若
い

時
分
に
書
か
れ
た
も
の
や
、熟
年
や
老
年
期
の
執
筆
に
な
る
も
の
、ど
れ
を
と
っ

て
も
淡
々
と
し
た
筆
の
す
さ
び
と
い
う
の
か
、　
一
芸
を
き
わ
め
た
達
人
と
言
っ

て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

鶴
見
の
お
宅
へ
お
邪
魔
し
て
何
人
か
で
雑
談
に
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
が
た
び

た
び
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
と
き
、
三
田
さ
ん
は
、
雑
談
の
花
よ
り
か
固
い
曹
ぐ

ら
い
と
い
っ
た
調
子
で
、
む
し
ろ
み
ん
な
の
放
談
に
耳
を
傾
け
て
い
る
こ
と
の

ほ
う
が
多
か
っ
た
。
遠
く
へ
眼
を
や
っ
て
じ
っ
と
何
か
を
視
つ
め
て
い
る
よ
う

す
が
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
吹
雪
の
立
山

・
松
尾
坂
で
の
こ
と
か
、
ア

ル
バ
ー
タ
や
印
度
の
ロ
ー
タ
ン
峠
の
こ
と
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
と
に
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よ
る
と
、
晩
年
の
力
作
と
言
わ
れ
る

「底
倉
記
」
に
残
さ
れ
て
い
る
少
年
時
代

か
ら
の
古
い
思
い
出
に
、
記
憶
の
糸
を
た
ぐ
ら
せ
て
お
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
み
ん
な
が
わ
い
わ
い
や
っ
て
い
る
の
を
、
お
好
み
の
葉
巻
を
く
ゆ
ら
せ
な

が
ら
、
眼
を
細
め
て
聞
い
て
お
ら
れ
た
静
か
な
風
貌
は
独
特
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
文
字
通
り
寡
黙
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
は
か
り
知
れ
な
い
懐
の
深
さ
を
わ

れ
わ
れ
に
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
部
分
が

『わ
が
登
高
行
』
上
下
三

巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
三
田
さ
ん
の
書
か
れ
た
も
の
に
は
、
こ
う
い
っ
た
三
田

さ
ん
の
巧
ま
な
い
身
ぶ
り
が
そ
の
ま
ま
の
姿
で
結
晶
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
私
に
と
っ
て
と
く
に
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
昭
和
四
十
八
年

の
春
の
こ
と
、
三
田
さ
ん
が
そ
れ
ま
で
や
っ
て
い
た
日
本
山
岳
会
の
会
長
の
後

任
に
、京
都
の
今
西
錦
司
氏
を
推
薦
し
た
い
と
思
う
が
ど
う
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
、

私
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
せ
よ
そ
う
い
う
相
談
を
受
け
る
資
格
で
も
柄
で
も
な

か
っ
た
が
、今
西
さ
ん
の
よ
う
な
知
名
度
の
高
い
学
者
を
会
長
に
迎
え
る
の
は
、

会
に
と
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
そ
ん
な
こ
と
を
答
え
た
ら

「今
西
君
は

京
都
在
住
だ
し
、
東
京
で
常
時
会
務
を
み
れ
る
君
に
補
佐
役
を
し
て
も
ら
い
た

い
と
思
う
、
そ
う
い
う
含
み
で
こ
れ
か
ら
み
ん
な
と
相
談
し
て
い
き
た
い
」
と

言
う
。
何
を
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
腹
の
う
ち
を
め
っ
た
に
う
か
が
わ
せ
な
い

い
つ
も
の
三
田
さ
ん
ら
し
く
な
い
取
り
進
め
方
に
私
は
び
っ
く
り
し
た
。
同
時

に
降
っ
て
湧
い
た
よ
う
な
副
会
長
就
任
要
請
に
更
に
戸
惑
っ
た
こ
と
で
あ
っ

た
。三

田
さ
ん
と
の
長
い
交
遊
を
通
じ
て
、
三
田
さ
ん
の
日
か
ら
他
人
の
悪
口
と

悼
　
　
い
う
か
、
中
傷
め
い
た
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
話
さ

な
い
人
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
し
い
話
に
な
っ
た
と
き
で
も
「愉
快
だ
ね
え
」
で
終
っ

追

　

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。先
輩
に
対
し
て
適
切
な
言
い
方
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、

そ
の
点
ほ
ん
と
に
善
人
で
ち
ょ
っ
と
真
似
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

「底
倉
記
」
の
は
じ
め
の
方
と
、
ち
ょ
う
ど
真
中
あ
た
り
に
足
柄
周
辺
の
山

の
一
つ
で
あ
る
矢
倉
岳
に
つ
い
て
書
い
た
く
だ
り
が
あ
る
。
前
か
ら
念
頭
に
あ

り
な
が
ら
登
る
機
会
が
な
か
っ
た
こ
と
と
、
い
つ
か
登
っ
て
み
た
い
山
の
一
つ

だ
と
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
い
ま
は
故
人
と
な
っ
た
小
原
勝
郎
君
な
ど
が

気
を
つ
か
っ
て
、
三
田
さ
ん
を
失
倉
岳
へ
お
つ
れ
し
よ
う
と
言
い
出
し
た
の
が

き
っ
か
け
と
な
り
、
矢
倉
岳
を
は
じ
め
と
し
、
仙
丈
岳
の
山
麓
に
い
た
交
野
武

一
氏
を
訪
ね
た
り
、
雪
の
降
る
な
か
天
城
の
矢
筈
山
へ
登
っ
た
り
、
神
津
牧
場

や
飯
盛
山
な
ど

一
晩
泊
り
ぐ
ら
い
で
あ
ち
こ
ち
の
山
を
共
に
歩
い
た
。
数
え
て

み
れ
ば
切
り
が
な
い
。
不
思
議
に
不
参
す
る
者
の
な
い
集
り
だ
っ
た
の
は
、
や

は
り
三
田
さ
ん
を
軸
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
十
年
ば
か
り
の
間

に
常
連
だ
っ
た
金
坂

一
郎
君
、
小
原
勝
郎
君
が
相
つ
い
で
あ
の
世
へ
行
っ
て
し

ま
い
、
今
度
は
こ
の
集
り
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
三
田
さ
ん
も
い
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
ほ
か
小
室
雅
夫
、
島
田
巽
、
河
野
幾
雄
、
大
田
敬
、
小
原

晴
子
、
そ
れ
に
私
の
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
が
、
な
ご
や
か
な
い
い
会
合
が
続
い
て

い
た
。
こ
う
い
う
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
小
さ
な
山
行
を
や
っ
て
い
る

あ
い
間
に
も
、
再
三
鶴
見
の
三
田
さ
ん
の
お
宅
へ
集
っ
て
は
わ
い
わ
い
や
っ
て

い
た
。
奥
様
に
は
御
迷
惑
を
か
け
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

三
田
さ
ん
の
お
宅
へ
行
く
に
は
、
京
浜
急
行
の
生
麦
駅
か
ら
杉
山
神
社
の
急

な
坂
道
を
登
る
み
ち
と
、
迂
廻
路
に
な
る
が
平
坦
な
バ
ス
通
り
を
行
く
み
ち
と

が
あ
る
。
私
は
徳
本
越
え
と
中
ノ
湯
廻
り
と
区
別
し
て
呼
ん
で
い
た
。
二
月
十

五
日
、
葬
儀
の
日
は
朝
か
ら
冷
た
い
雨
が
き
び
し
か
っ
た
。
私
は
何
人
か
の
人

を
案
内
し
な
が
ら
中
ノ
湯
廻
り
の
み
ち
を
選
ん
で
告
別
式
の
行
わ
れ
る
鶴
見
の

岸
谷
の
お
宅
へ
向
っ
た
。
そ
し
て
、
三
田
さ
ん
と
も
こ
れ
で
い
よ
い
よ
お
別
れ
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な
の
か
と
今
更
の
よ
う
に
惜
別
の
情
を
深
く
し
た
。

（織
内
信
彦
）

略
　
　
歴

一
、
明
治
三
十
三
年
三
月
三
十

一
日
　
横
浜
市
に
て
誕
生

一
、
神
奈
川
県
立
第

一
中
学
校
を
経
て
慶
応
義
塾
大
学
経
済
学
部
に
進
み
、
大
正
十
三
年

三
月
同
学
卒
業

一
、
慶
応
義
塾
進
学
と
同
時
に
慶
応
山
岳
会

（当
時
は
体
育
会
に
所
属
せ
ず
）
に
入
り
、

大
正
七
年
夏
季
登
山
計
画
、
常
念
山
脈
縦
走
第
二
班
に
参
加
し
て
よ
り
卒
業
に
至
る
間

常
に
同
会

（大
正
八
年
九
月
よ
り
体
育
会
に
所
属
し
、
慶
応
義
塾
大
学
体
育
会
山
岳
部

と
な
る
）
の
中
枢
に
居
て
主
要
行
事
に
参
加
。
そ
の
主
た
る
登
山
歴
の
み
を
以
下
に
摘

記
す
る
。

一
、
大
正
十
年
夏
期
　
穂
高
岳
涸
沢
岩
小
舎
周
辺
を
広
く
登
攀
し
、
「登
高
行
」
第
五
年

に

「
涸
沢
岩
小
舎
を
中
心
と
し
て
の
穂
高
連
峰
」
を
発
表
す
。
主
た
る
同
行
者
鹿
子
木

員
信
、
槙
有
恒
、
橋
本
静

一
、
早
川
種
三
、
大
島
亮
吉
、
佐
藤
久

一
郎
、
青
木
勝
等
の

他
松
方
三
郎
、
板
倉
勝
宣
、
伊
集
院
虎

一
等
の
学
外
同
行
者
あ
り

一
、
大
正
十

一
年
四
月
　
立
山
、
剣
岳
積
雪
期
初
登
頂

一
、
大
正
十
二
年

一
月
　
槙
有
恒
、
板
倉
勝
宣
と
共
に
冬
季
立
山
登
頂
を
試
み
、
暴
風
雪

の
為
僚
友
板
倉
を
失
う

三
月
　
穂
高
岳
ス
キ
ー
登
山

一
、
大
正
十
三
年
五
月
　
日
本
山
岳
会
入
会
　
会
員
番
号
九
二
四

五
月
　
槙
有
恒
等
と
と
も
に
秩
父
宮
殿
下
を
立
山
に
ご
案
内
す

一
、
大
正
十
四
年
七
月
　
槙
有
恒
を
隊
長
と
す
る
、
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
ロ
ッ
キ
ー

・
ア
ル
バ
ー

タ
遠
征
隊
に
参
加
し
初
登
頂
す

一
、
大
正
十
五
年
　
貿
易
商
千
田
商
会
に
入
社
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
支
店
を
経
て
昭
和
三
年

同
社
カ
ル
カ
ッ
タ
勤
務
と
な
る

一
、
大
正
十
五
年
十
二
月
　
シ
ッ
キ
ム
地
方
を
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
し
て
初
め
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
　

２‐

触
れ
る

一
、
昭
和
六
年

一
月
　
ク
ル
渓
谷
と
ロ
ー
タ
ン
パ
ス
の
冬
期
単
独
行

（地
方
案
内
人
ギ
ル

ー
連
行
）

四
月
　
悪
性
の
痔
疾
に
罹
り
、
現
地
に
て
入
院
治
療
せ
る
も
快
癒
せ
ず
、

治
療
の
た
め
十
二
月
六
日
帰
国
、
慶
応
病
院
に
入
院

一
、
昭
和
七
年
　
退
院
の
後
箱
根
底
倉
温
泉
に
て
静
養
し
、
同
年
十
月
十
四
日
、
帰
朝
並

び
に
全
快
祝
賀
会
を
行
う

一
、
昭
和
八
年
　
慶
応
山
岳
部
に
と
り
由
緒
深
き
紀
屋
の
経
営
を
引
き
つ
ぐ

一
、
昭
和
九
年
十
月
　
槙
有
恒
氏
の
媒
酌
に
て
、
中
沢
静
子
さ
ん
と
結
婚
。

一
、
昭
和
十
七
年
秋
　
再
び
千
田
商
会
に
復
帰
し
昭
南
市

（現
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
に
赴
任
、

敗
色
濃
き
昭
和
十
九
年
末
特
別
機
に
て
帰
国
、
小
田
原
市
に
疎
開
。

そ
の
後
岩
井
商
会
、
万
邦
交
易
、
三
和
興
業
、
竹
村
商
会
の
役
員

等
並
び
に
東
亜
学
園
理
事
長
を
歴
任
す

一
、
昭
和
二
十

一
年
　
日
本
山
岳
会
副
会
長

一
、
昭
和
二
十
八
年
　
第

一
次
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
長
、
引
き
続
き
ヒ
マ
ラ
ヤ
実
行
委
員
会

委
員
長
と
し
て
第
二
次
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
の
組
織
に
当
た
る
。

一
、
昭
和
三
十
四
年
　
日
本
山
岳
会
副
会
長
に
就
任
し
、
引
続
き
四
十
三
年
第
十

一
代
会

長
と
な
り
昭
和
四
十
八
年
に
至
る
十
四
年
間
、
会
務
に
尽
痺
す

一
、
昭
和
四
十
三
年
よ
り
六
十

一
年
に
至
る
間
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
ク
ラ
ブ
日
本
代
表
を
務
め
、

此
の
間
印
度
登
山
財
団
主
催
、
国
際
登
山
集
会

（ダ
ー
ジ
リ
ン
）

に
出
席
し
た
る
他
、
昭
和
四
十
三
年
本
会
エ
ベ
ル
ス
ト
登
山
の
推

進
に
尽
力
し
再
三
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
、
カ
ト
マ
ン
ズ
等
に
赴
く



一
、
昭
和
四
十
八
年
　
本
会
名
誉
会
員
に
推
挙
さ
る

一
、
昭
和
四
十
九
年
　
紫
綬
褒
章
を
受
く

一
、
平
成
三
年
二
月
十

一
日
　
札
幌
市
に
て
逝
去

（谷
口
記
）

後

藤

幹

次

氏

（
死

〇
五
上

九
九
〇
）

株
式
会
社
旅
館
後
藤
又
兵
衛
代
表
取
締
役
社
長
、
十
四
代
頭
首
。
家
は
寛
永

時
代
よ
り
旅
籠
屋
を
営
む
。
明
治
四
十
四
年
四
月
山
形
市
北
の
大
火
の
た
め
全

焼
し
た
が
再
建
、
昭
和
二
十
二
年
三
月
父
十
三
代
隠
居
の
跡
を
継
ぎ
、
同
時
に

組
織
替
え
を
し
て
近
代
経
営
の
途
に
つ
い
た
。

山
形
に
生
れ
て
、
郷
土
を
愛
し
、
家
業
を
守
る
。
八
十
五
年
の
生
涯
を

一
筋

に
生
き
貫
く
。
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
、
平
成
と
四
代
を
如
何
に
生
き
る
か
。

日
本
中
が
驚
天
動
地
の
嵐
の
吹
く
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
と
え
文
化
の
嵐

だ
っ
た
と
し
て
も
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
世
に
所
謂
出
世
の
道
が
、

裸

一
貫
郷
土
を
飛
び
出
し
て
、
精

一
杯
の
力
を
出
す
。
こ
う
し
た
風
潮
が
気
概

の
あ
る
若
者
の
代
名
詞
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ま
か
り
通
っ
て
い
た
中
に
、
郷
土

に
踏
み
止
ま
る
。
宿
命
だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
。

名
門
、
老
舗
で
あ
る
だ
け
に
、
外
か
ら
は
簡
単
に
見
え
な
い
苦
労
も
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。

悼
　
　
　
い
っ
か
、
玄
関
わ
き
の
倉
庫
の
中
で
、
う
ず
高
く
積
ま
れ
た
日
本
瓦
を
指
し

て
、
こ
れ
だ
け
集
め
る
の
は
た
い
へ
ん
だ
っ
た
ん
だ
ヨ
と
苦
労
話
が
あ
っ
た
。

追
　

何
の
こ
と
や
ら
わ
か
ら
な
い
で
い
る
と
、
文
化
瓦
は
出
廻
っ
て
い
る
が
、
日
本

瓦
を
作
る
瓦
屋
さ
ん
が
い
な
い
の
で
、
い
つ
で
も
屋
根
の
修
理
の
準
備
は
し
て

お
く
の
だ
と
。
こ
れ
は
ホ
ン
の
一
端
で
は
あ
ろ
う
が
。

山
形
市
街
の
中
央
、
ま
ず
は

一
等
地
に
位
置
し
て
、
高
層
ビ
ル
化
す
る
当
世
、

後
藤
又
兵
衛
の
名
前
に
こ
だ
わ
り
続
け
、
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
ゴ
ト
ウ
の
初
声

な
ど
の
勝
手
な
外
野
の
声
が
あ
っ
て
も
、　
一
笑
に
ふ
す
腹
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。東

北
人
特
有
の
ネ
バ
リ
強
さ
に
加
え
て
、
三
百
五
十
年
の
伝
統
と
育
ち
が

あ
っ
た
。
ど
こ
か
大
ら
か
で
、
そ
れ
で
い
て
、
シ
タ
タ
カ
な

一
面
も
あ
り
、
面

倒
見
の
よ
い
親
分
の
相
も
あ
っ
た
。

山
仲
間
か
ら
み
れ
ば
、
中
学
、
大
学
を
通
じ
て
山
岳
部
に
籍
を
お
い
て
活
躍
、

と
は
言
え
、
山
を
通
じ
て
友
を
作
る
、
友
情
を
宝
と
す
る
、
登
山
記
録
よ
り
も

山
ふ
と
こ
ろ
に
入
っ
て
山
を
愛
す
る
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
友
情
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
で
も
、
多
勢
の
若
者
の
渦
の
真
ん
中
に
あ
っ
た
。

蔵
王
、
朝
日
、
月
山
、
な
ど
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
恵
ま
れ
、
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
、
よ
い
自
然
環
境
の
中
で
、
家
業
に
専
念
す
る
か
た
わ
ら
、
地
元
山

形
山
岳
会
に
は
特
別
の
愛
着
が
あ
っ
た
。
昭
和
三
年
四
月
日
本
山
岳
会
入
会
、

五
十
二
年
に
は
永
年
会
員
、
五
十
三
年
に
は
名
誉
会
員
に
推
挙
さ
れ
る
ま
で
、

理
事
、
評
議
員
、
山
形
支
部
長
就
任
。
中
央
に
、
地
方
に
、
活
躍
の
場
は
広
が

る
の
で
あ
っ
た
。
日
本
山
岳
協
会
評
議
員
、
山
形
県
山
岳
連
盟
会
長
就
任
な
ど

も
あ
る
が
、
ど
ん
な
時
で
も
地
域
の
発
展
は
忘
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

二
十
頁
に
わ
た
る
略
年
譜
を
み
る
と
、
家
業
中
心
が
特
に
目
に
つ
く
。
山
形

県
旅
館
組
合
、
温
泉
協
会
、
観
光
協
会
、
全
国
旅
館
環
境
衛
生
組
合
連
合
会
、

国
鉄
推
薦
旅
館
連
盟
、
日
本
交
通
公
社
協
定
旅
館
連
盟
、
な
ど
な
ど
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
。
そ
れ
が
、
す
べ
て
理
事
、
評
議
員
、
会
長
で
あ
り
、
手
腕
、
力
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量
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
人
柄
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
山
形
か
ら
東
北
へ
、
そ

し
て
全
国
へ
、
業
界
の
重
鎮
、
長
老
の
風
格
が
あ
っ
た
。

早
稲
田
の
老
童
の
集
ま
り
で
あ
る
稲
門
朗
岳
会
が
こ
こ
十
年
来
毎
年

一
回

″山
を
見
る
旅
″
を
や
っ
て
き
た
。
ガ
ム
シ
ャ
ラ
に
山
に
登
る
の
は
若
い
者
に

ま
か
せ
て
、
山
を
見
る
、
昔
の
山
旅
を
偲
ぶ
計
画
は
た
い
へ
ん
人
気
が
あ
っ
た
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
い
つ
も
ご
意
見
番
役
で
、
職
業
柄
、
何
で
も
安
直
に
解

決
し
て
貫
え
た
。
東
北
方
面
で
は
、
流
石
地
元
だ
け
に
後
藤
幹
次
の
名
前
は
、

黄
門
様
の
印
籠
よ
ろ
し
く
ま
か
り
通
っ
た
。
勝
手
知
っ
た
他
人
の
家
で
は
な
い

が
、
奥
座
敷
の
奥
ま
で
知
り
尽
く
し
た
体
だ
っ
た
。

毎
月

一
回
上
京
、
そ
の
時
は
、
午
前
中
東
京
駅
前
の
観
光
会
館
で
会
議
、
昼

食
は
銀
座
小
松
の
地
下
の
集
会
所
に
在
京
の
面
々
が
顔
を
揃
え
て
待
っ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
に
出
席
、
そ
れ
が
済
ん
だ
ら
三
時
頃
の
上
野
発
で
山
形
へ
。
銀
座

小
松
の
会
合
は
お
互
い
に
た
い
へ
ん
楽
し
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は

随
分
長
く
続
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
銀
座
の
集
ま
り
に
も
、
欠

席
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
体
調
が
勝
れ
な
い
と
か
、
入
院
し
て
い
る
と
か
耳
に

す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
筆
マ
メ
に
絵
手
紙
を
書
く
、
電
話
を
か
け
る
な
ど
、

こ
れ
も
ト
ン
と
絶
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
い
つ
も
話
に
は

出
て
い
な
が
ら
、
「隠
岐
の
旅
」
が
と
う
と
う
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
、
愛
用

の
ベ
レ
ー
帽
を
頭
に
の
せ
て
、小
マ
メ
に
ス
ケ
ッ
チ
帳
に
鉛
筆
を
走
ら
せ
る
姿
、

隠
岐
の
島
で
写
真
に
撮
っ
て
お
け
な
か
っ
た
こ
と
、
も
う
か
な
わ
ぬ
夢
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

略
　
　
歴

一
、
明
治
三
十
八
年
十
月
本
籍
地

（山
形
市
旅
籠
町
）
に
て
出
生

一
、
昭
和
二
年
二
月
　
早
稲
田
大
学
卒
業

四
月
　
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号

一
〇
二
四
）

、
昭
和
二
十
二
年
三
月
　
後
藤
又
兵
衛
旅
館
十
四
代
頭
首

、
昭
和
二
十

一
年
十
月
　
山
形
山
岳
会
会
長

、
昭
和
三
十
二
年
二
月
～
三
十
七
年
三
月
　
山
形
県
体
育
協
会
理
事
、
評
議
員

、
昭
和
二
十
五
年
～
四
十
四
年
　
日
本
山
岳
会
理
事
、
評
議
員

昭
和
二
十
五
年
四
月
～
五
十
四
年
六
月
　
日
本
山
岳
会
山
形
支
部
長

、
昭
和
二
十
五
年
七
月
　
山
形
県
山
岳
連
盟
会
長

、
昭
和
二
十
七
年
五
月
　
山
形
市
議
会
議
員

、
昭
和
三
十
七
年
　
山
形
県
自
然
公
園
審
議
会
委
員

、
昭
和
三
十
八
年
　
内
閣
観
光
政
策
審
議
会
専
門
委
員

、
昭
和
三
十
九
年
十
月
　
山
形
県
鳥
獣
保
護
審
議
会
委
員

、
昭
和
四
十

一
年
三
月
　
日
本
山
岳
協
会
評
議
員

、
昭
和
四
十
二
年
九
月
　
藍
綬
褒
賞
を
受
く

、
昭
和
四
十
七
年
七
月
　
山
形
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
委
員

、
昭
和
五
十

一
年
四
月
　
勲
五
等
双
光
旭
日
章
受
章

、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
　
日
本
山
岳
会
永
年
会
員
と
な
る

、
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
　
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員
に
推
挙
さ
れ
る

、
昭
和
五
十
四
年
五
月
　
山
形
市
観
光
協
会
会
長

、
平
成
二
年
九
月
　
蔵
王
地
蔵
尊
祭
、
最
後
の
登
山
と
な
る

十
月
二
日
　
八
十
五
歳
の
誕
生
日
に
逝
去

十
月
　
観
光
事
業
に
尽
し
た
功
績
に
よ
り
正
六
位
追
贈

（長
島
春
雄
）
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初

見

　

一

雄

氏

（
一
九
〇
九
～

一
九
九

一
）

敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
、
裕
福
な
両
親
の
長
男
と
し
て
明
治
四
十
二
年
東

京
に
生
れ
る
。
姉
さ
ん
は
聖
心
会
修
道
院
の
高
名
な
マ
ザ
ー
。
三
女
の
父
。
お

し
ゃ
れ
。
終
生
日
大
山
岳
部
の

「ド
ン
」
。

暁
星
中
学

（旧
制
）
時
代
　
大
正
の
始
め
目
自
の
広
い
家
か
ら
暁
星
中
学
に

通
学
。
両
親
が
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
学
校
を
選
ば
れ
た
と
思
う
。
同
級
に
は
膠
承

志

（後
年
の
中
華
人
民
共
和
国
の
対
日
政
策
の
窓
口
）
、
赤
星
連
三

（ス
ト
ラ

ス
ブ
ー
ル
大
学
を
経
て
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
大
学
卒
、旭
ガ
ラ
ス
勤
務
）
、森
元
芳
（旧

制
山
形
高
校
、
東
北
帝
大
卒
、
三
菱
化
成
勤
務
、
山
ス
キ
ー
の
名
手
）
、
沼
野

洋

一

（旧
制
松
本
高
校
、
東
北
帝
大
卒
、
三
井
物
産
勤
務
、
わ
ら
じ
会
会
員
）

が
い
る
。

日
大

（上
高
地
地
廻
り
）
時
代
　
日
大
に
進
み
山
岳
部
に
所
属
。
上
高
地
に

は
庄
吉
、
常
さ
ん
健
在
。
こ
の
頃
木
村
殖
、
温
泉
ホ
テ
ル
に
飛
騨
よ
り
留
守
番

と
し
て
来
る
。
こ
の
殖
に
煽
て
ら
れ
て
、
温
泉
ホ
テ
ル
女
中
部
屋
に
夜
這
い
敢

行
、
始
め
て
の
経
験
故
昂
奮
、
事
前
、
部
屋
の
前
で
大
声
で
わ
め
く
。
女
中
全

部
逃
げ
出
し
、
部
屋
に
踏
込
ん
だ
時
は
、
も
抜
け
の
殻
、
大
失
敗
に
終
る
。
徳

本
峠
岩
魚
止
附
近
で
農
大
杉
浦
氏
に
俺
の
稚
兒
に
な
れ
と
迫
ら
れ
、
峠
を
駆
け

登
り
上
高
地
に
逃
げ
る
。
常
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
一
升
瓶
を
下
げ
よ
く
飲
み
に
ゆ

く
。
常
衆
豆
腐
で

一
杯
や
ろ
う
と
大
豆
を
煮
始
め
る
。
煮
な
が
ら

一
杯
や
っ
て

悼
　
　
い
る
内
、
主
客
共
虎
と
な
り
、
豆
腐
食
べ
た
こ
と
な
し
。

〔編
者
注
〕
東
大
農
学
部
の
杉
浦
武
夫
氏

（明
大
の
馬
場
忠
三
郎
氏
と
共
に
、
法
政
大
高

追
　
　
　
橋
榮
一
郎
氏
パ
ー
テ
ィ
ー
と
赤
岳
・
硫
黄
岳
の
初
登
を
争
っ
た
人
）
と
思
わ
れ
る
。

北
海
道
時
代
　
昭
和
八
年
日
大
卒
、
就
職
難
時
代
で
あ
る
。
北
大
に
学
士
入

学
を
と
煽
て
る
連
中
が
現
わ
れ
た
。
中
村
譲
次

（冬
期
穂
高
屏
風
岩
初
登
攀
、

わ
ら
じ
会
会
員
、
当
時
北
大
理
学
部
物
理
学
科
在
）
、
沢
本
孝
久

（当
時
北
大

農
学
部
昆
虫
学
科
在
、
下
宿
で
ノ
ミ
又
は
し
ら
み
の
生
態
観
測
を
行
い
、
下
宿

を
追
い
出
さ
れ
る
。
北
大
名
物
男
沢
本
三
郎
の
弟
、
銀
座
老
舗
沢
本
羅
紗
店
息

子
、
わ
ら
じ
会
会
員
）
、
滝
沢
仙
次

（わ
ら
じ
会
会
員
、
当
時
理
学
部
植
物
学

科
在
、
植
物
学
教
室
に
寝
袋
持
ち
込
み
住
み
こ
ん
だ
事
あ
り
）
な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
。
彼
は
心
を
動
か
し
試
験
に
数
学
は
な
い

（
一
た
す

一
は
二
で
あ
る
程
度

の
問
題
も
出
な
い
）
と
云
う
三
人
の
言
葉
を
信
じ
蝦
夷
地
に
赴
く
。
彼
以
外
農

学
部
農
業
生
物
学
科
動
物
分
科
の
志
願
者
な
く
、
無
事
入
学
。
在
学
中
千
島
、

樺
太
を
う
ろ
つ
く
。
昭
和
十
二
年
卒
業
、
二
年
間
教
室
に
居
候
、
蝦
夷
地
を
引

上
げ
る
。

戦
中
及
び
紀
屋
時
代
　
戦
争
の
か
げ
濃
く
な
り
、
徴
用
を
燿
れ
、
飯
野
海
運

に
就
職
、
瀬
戸
内
海
江
田
島
で
豚
を
飼
い
、
国
策
、
食
糧
増
産
に
励
む
。
彼
に

飼
わ
れ
た
豚
こ
そ
い
い
迷
惑
で
あ
る
。
終
戦
、
東
京
に
引
揚
げ
、
三
田
幸
夫
さ

ん
が
、
昭
和
十
八
年
に
印
度
へ
行
く
前
引
き
受
け
た
株
式
会
社
紀
屋
の
経
営
に

専
念
。
進
駐
軍
が
、
む
や
み
に
ペ
ン
キ
を
使
用
す
る
た
め
会
社
の
ペ
ン
キ
事
業

有
卦
に
入
る
。
今
井
田
研
二
郎
氏

（わ
ら
じ
会
、
東
大
山
の
会
会
員
、
日
本
山

岳
協
会
元
会
長
）
等
と
新
橋
で
新
円
に
も
の
い
わ
せ
派
手
に
遊
ぶ
。
こ
れ
も
東

の
間
、
ド
ッ
ヂ
、
シ
ャ
ー
プ
旋
風
で
倒
産
。
箱
根
の
別
荘
及
び
蓼
科
の
別
邸
、

観
瀑
荘
を
手
放
す
。

ト
ラ
イ
ア
ン
フ
時
代
　
ト
ラ
イ
ア
ン
フ
は
英
国
製
の
名
小
型
車
で
あ
る
。
紀

屋
の
仕
事
は
あ
と
始
末
程
度
な
の
で
、
彼
は
こ
れ
を
馳
っ
て
至
る
と
こ
ろ
に
現

わ
れ
る
。
坂
本
直
行
さ
ん

（北
大
山
岳
部
）
の
大
阪
で
の
絵
の
展
覧
会
、
上
高
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地
開
山
祭
、
上
高
地
常
さ
ん
の
碑
参
り
、
肩
の
小
屋
五
十
年
祭
、
夏
の
乗
鞍
高

原
わ
ら
じ
会
等
で
あ
る
。

ト
ラ
イ
ア
ン
フ
の
最
後
　
昭
和
四
十
年
の
後
半

（中
央
高
速
道
路
は
未
だ
全

通
し
て
な
い
）
乗
鞍
高
原
で
の
わ
ら
じ
会
の
帰
途
、山
梨
県
白
州
町
サ
ン
ト
リ
ー

エ
場
附
近
で
ト
ラ
イ
ア
ン
フ
の
エ
ン
ジ
ン
不
調
、
異
様
な
音
を
出
す
。
彼
は
こ

の
頃
可
成
り
耳
が
遠
く
な
っ
て
居
り
、
こ
の
音
に
き
づ
か
ず
飛
ば
す
。
同
乗
し

て
い
た
私
は
こ
こ
で
初
つ
あ
ん
と
心
中
は
か
な
わ
な
い
と
、
や
っ
と
修
理
工
場

を
み
つ
け
て
、
調
べ
て
貰
う
。
修
理
工
は

「よ
く
こ
れ
で
乗
っ
て
来
ら
れ
た
で

す
ね
」
と
云
っ
た
。
ぞ
っ
と
す
る
。
し
か
し
英
国
製
の
部
品
が
な
く
修
理
不
能
。

自
動
車
を
預
け
中
央
線
で
帰
京
。
東
京
中
を
馳
け
廻
り
や
っ
と
部
品
を
手
に
入

れ
郵
送
修
理
終
る
。
彼
は
再
び
汽
車
で
行
き
、
ト
ラ
イ
ア
ン
フ
を
運
転
し
て
帰

る
。
爾
後
余
り
遠
出
せ
ず
、
遂
に
車
は
処
分
さ
れ
る
。

グ
ル
メ
時
代
　
お
で
ん
パ
ー
テ
ィ
ー
、
年
に

一
～
二
回
自
宅
で
開
か
れ
る
。

大
層
手
数
を
か
け
る
。
材
料
は
浅
草
の
ど
こ
、
だ
し
は
何
ん
と
か
と
云
う
。
そ

の
上
道
具
、
こ
れ
は
お
で
ん
の
味
と
ち
が
い
本
格
的
で
あ
る
。
銅
の
お
で
ん

鍋
は
立
派
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
鮪
の
刺
身
が
つ
く
。
御
本
人
自
ら
築
地
魚
河
岸

で

「ど
て
」
を
買
っ
て
来
て
お
ろ
す
。
包
丁
類
は
全
部
ブ
ラ
ン
ド
品
、
わ
さ
び

も

「何
処
産
」
の
何
と
云
う
。
併
し
私
の
家
内
は
今
で
も
こ
の
道
具
類
が
消
失

し
た
の
を
残
念
が
っ
て
い
る
。

晩
年
　
平
成
元
年
四
月
二
十

一
日
、　
一
人
で
住
ん
で
い
る
自
宅
か
ら
電
話
あ

り
、
ベ
ッ
ド
か
ら
落
ち
動
け
ぬ
と
云
う
。
馳
け
つ
け
、
マ
ザ
ー
初
見
と
連
絡
、

近
所
の
聖
母
病
院
に
入
院
さ
す
。　
一
週
間
位
で
食
事
が
よ
く
な
い
と
云
い
、
自

宅
に
逃
げ
帰
る
。
聖
母
病
院
で
、
ね
ば
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
養
老
院
に
す
べ
り

込
ま
せ
る
計
画
挫
折
。

平
成
二
年
二
月
二
十
五
日
夕
九
時
出
火
、
新
宿
落
合
宅
全
焼

（か
な
り
の
蔵

（こ

書
も
共
に
焼
け
る
）
。
三
階
に
い
る
学
習
院
大
学
生
が
救
出
。
東
京
女
子
医
大

病
院
熱
傷
救
急
セ
ン
タ
ー
に
入
院
。
翌
日
の
新
聞
に
次
の
よ
う
に
の
る
。

「火
事
だ
。
八
十

一
才
の
大
家
さ
ん
救
出
。
下
宿
の
大
学
生
お
手
柄
。」

気
道
熱
傷
の
疑
い
あ
る
も
外
火
傷
は
な
い
。
一
週
間
後
植
物
人
間
と
な
る
（死

去
す
る
迄
意
識
回
復
せ
ず
）
。
五
月
板
橋
本
村
病
院
に
移
さ
れ
る
。
病
院
費
用

捻
出
の
た
め
火
災
保
険
金
受
取
り
、
及
び
本
人
が
証
券
会
社
に
預
け
入
れ
の
株

式
の
一
部
処
分
を
試
み
る
が
、
本
人
意
識
な
き
た
め
は
か
ど
ら
ず
家
庭
裁
判
所

に
持
ち
込
む

（判
決
の
直
前
死
去
）
。
昨
年
末
よ
り
意
識
不
明
の
ま
ま
下
血
が

あ
り
、
胃
ガ
ン
と
判
明
。
平
成
三
年
二
月
五
日
手
術
、
胃
全
摘
出
、
六
日
死
去
、

七
日
聖
心
会
修
道
院
で
ペ
ー
タ
ー
初
見
葬
儀
ミ
サ
が
行
わ
れ
、
二
十
二
日
雑
司

ケ
谷
墓
地
の
大
き
な
初
見
家
の
墓
に
埋
葬
。
行
年
八
十
二
歳
。

六
月
十
五
日
半
蔵
門
東
條
会
館
で
「初
見

一
雄
さ
ん
を
偲
ぶ
会
」
が
開
か
れ
、

遺
族
、
日
大
、
北
大
、
東
大
、
旧
制
松
高
の
各
山
岳
部
、
日
本
山
岳
会
等
の
山

関
係
者
七
十
有
余
名
集
ま
る
。

（※
）
〔編
者
注
〕
船
越
健
司
氏

（当
時
学
習
院
大
学
経
済
学
部
三
年
生
）。

（数
井
保
太
郎
）

＊
筆
者
は
わ
ら
じ
会
会
員

略

　

歴

明
治
四
十
二
年

（
一
九
〇
九
）

一
月

一
日
、
東
京
雑
司
ケ
谷
で
生
れ
る
。
日
本
女
子
大
学

付
属
豊
明
幼
稚
園
、
暁
星
小
学
校
、
暁
星
中
学
校
を
経
て
、

昭
和
三
年

（
一
九
二
七
）
日
本
大
学
入
学
、
山
岳
部
員
と
な
る
。
角
田
吉
夫
氏
の
紹
介
で

法
政
大
山
岳
部
の
ス
キ
ー
合
宿
に
参
加
し
、
山
ス
キ
ー
を
習
得
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昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
七
月
　
上
高
地
生
活
。
法
政
大
高
橋
栄

一
郎
氏
と
岩
登
り

（霞

沢
岳
、
六
百
山
、
前
穂
北
尾
根
等
）
を
行
う
。
蓼
科
山

（九
月
）
。
燕

岳
ス
キ
ー
行

（十
二
月
）
。
大
沢
小
舎
ス
キ
ー
生
活

（十
二
月
～

一
月
）

昭
和
四
年

（
一
九
二
九
）
十

一
月
　
関
東
学
生
登
山
連
盟
の
創
立
に
参
画
。
議
長
と
し
て

創
立
大
会
を
行
う

昭
和
五
年

（
一
九
三
〇
）
五
月
　
関
東
学
連
春
季
総
会
に
際
し
議
長
を
つ
と
め
る
。
奥
穂

高

（三
月
）
、
甲
斐
駒

（四
月
）
、
岳
沢
天
狗
尾
根

（五
月
）
、
上
高
地

生
活

（七
月
）
、
穂
高

（十

一
月
）
、
白
馬
岳

（十
二
月
）
、
南
小
谷
ス
キ
ー

合
宿

（十
二
月
）

昭
和
六
年

（
一
九
三

一
）

奥
穂
高

（
一
月
）
、
硫
黄
精
練
所
行

（二
月
）
、
熊
の
湯
ス
キ
ー

合
宿

（三
月
）
、
前
穂
高

（三
月
）
、
穂
高
生
活

（七
月
）
、
剣
岳
生
活

（八

月
）、
穂
高

（十

一
～
十
二
月
）

昭
和
七
年

（
一
九
三
二
）
　

槍
～
凋
沢
槍
縦
走

（
一
月
）
、
富
士
山

（二
月
）
、
南
岳

・
北

穂
高

（三
月
）
、
富
士
山

（五
月
）
、
熊
の
湯
ス
キ
ー
合
宿

（十
二
月
）
、

北
穂
高

（十
二
月
～

一
月
）

十

一
月
　
日
本
山
岳
会
入
会

・
会
員
番
号

一
三
九
六
番

（紹
介
者
、
田
口

一
郎
、

松
方
三
郎
）

昭
和
八
年

（
一
九
三
三
）
三
月
　
日
本
大
学
経
済
学
部
卒
業

昭
和
九
年

（
一
九
三
四
）
四
月
　
北
海
道
帝
国
大
学
に
入
学
。
札
幌
生
活
に
入
る
。
北
大

在
学
中
は
山
岳
部
に
籍
を
お
く

昭
和
十
年

（
一
九
三
五
）
　

北
日
高
チ
ロ
ロ
岳

（三
月
）
、
北
千
島
ア
ラ
イ
ド
岳

（七
～

悼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
月
）
、
十
勝
合
宿

（十
二
月
）

昭
和
十

一
年

（
一
九
三
六
）

鳥
類
採
集
の
目
的
で
五
ヶ
月
間
樺
太
を
旅
行

（
エ
ゾ
ヤ
マ

旦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

、コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
リ
の
採
集
）
。
夕
張
岳

（三
月
）
、
ウ
ェ
ン
ザ
ル
岳
他

（五
月
）

昭
和
十
二
年

（
一
九
三
七
）
三
月
　
北
海
道
帝
国
大
学
農
学
部
農
業
生
物
学
科
卒
業
、
引

続
き
二
年
間
農
学
部
副
手
と
し
て
勤
務
北
大
山
の
会
会
員
と
な
る

昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
）
五
月
　
東
京
の
生
活
に
戻
る
。
そ
の
後
、
広
島
県
江
田
島
の

飯
野
農
場
に
て
二
年
間
養
豚
に
従
事

昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）

一二
田
幸
夫
氏
よ
り
、
株
式
会
社
紀
屋
の
経
営
を
引
き
受
け
、

以
後
社
長
と
し
て
経
営
に
当
り
、
下
落
合
の
自
宅
全
焼
迄
紀
屋
工
業
帥

の
ノ
レ
ン
を
守
る

戦
後
は
、
本
会
の
お
茶
の
水
時
代
、
本
会
理
事
と
し
て
図
書
室
の
管
理
を
担
当
さ
れ
、

図
書
基
金
の
創
設
や
書
庫
建
設
に
尽
力
。
一
方
南
極
観
測
隊
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊
に
対
し
、

装
備
の
開
発
や
食
糧
の
面
で
協
力
。
後
進
の
面
倒
を
見
ら
れ
た
。

晩
年
は
、
昼
は
読
書
と
執
筆
、
夜
は
集
っ
た
友
人
と
好
き
な

「千
曲
錦
」
で
語
り
合
う

生
活
が
続
い
た
。

昭
和
六
十
三
年

（
一
九
八
八
）
十
二
月
　
本
会
名
誉
会
員
に
推
挙
さ
れ
る
。

平
成
二
年
三
月
二
十
五
日
夜
　
下
落
合
の
自
宅
全
焼
、
重
体
の
ま
ま
東
京
女
子
医
大
病
院

熱
傷
救
急
セ
ン
タ
ー
に
収
容
さ
れ
た
が
意
識
回
復
せ
ず
。
五
月
、
板
橋
の
木
村
病
院
に
転

院
、
闘
病
生
活
が
続
け
ら
れ
た
が
、
遂
に
意
識
を
と
り
戻
す
こ
と
な
く
、
平
成
三
年
二
月

六
日
　
午
前
四
時
三
十
分
永
眠
さ
れ
た
。
二
月
七
日
聖
心
会
修
道
院
に
て
、
ベ
ー
タ
ー
初

見
葬
儀
ミ
サ
が
行
わ
れ
、
同
月
二
十
三
日
、
雑
司
ケ
谷
墓
地
の

一
種
八
号
２
８
側
２
３
番

所
在
の
初
見
家
の
墓
に
埋
骨
さ
れ
た
。
行
年
八
十
二
歳
。

同
氏
は
、
本
会
名
誉
会
員
の
他
、
桜
門
山
岳
会
、
北
大
山
の
会
、
旧
制
松
本
高
校
わ
ら

じ
会
の
会
員
で
も
あ
り
、
著
書
に

『す
こ
し
昔
の
話
」
（昭
和
四
十
四
年
著
渓
堂
刊
）
が

あ
る
他
、
本
会
会
報
等
に
多
く
の
名
文
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
（松
田
雄

一
）
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篠

田

軍

治

氏

（
一
九
〇
四
上

九
九
９

篠
田
軍
治
氏
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十
三
年
頃
の
毎
日

新
聞
大
阪
本
社
で
の

「山
の
集
い
」
だ
っ
た
か
、
朝
日
新
聞
で
の
関
西
支
部
の

発
会
式
で
あ
っ
た
。
敗
戦
直
後
の
あ
の
混
乱
期
を
振
り
返
る
と
、
そ
れ
か
ら
十

年
も
の
間
、
支
部
創
生
期
の
舵
取
り
を
見
事
に
果
た
さ
れ
た
功
績
は
計
り
知
れ

な
い
。
委
員
会
に
は
ほ
と
ん
ど
休
ま
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
支
部
主
催
の

講
演
会
に
は
勿
論
出
席
し
、
日
立
っ
た
発
言
こ
そ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
先
生

の
存
在
が
会
を
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
雰
囲
気
に
押
し
上
げ
て
い
た
の
が
印
象
的
で

あ
っ
た
。

「篠
田
さ
ん
と
い
う
人
を
理
解
す
る
に
は
十
年
は
か
か
る
ね
。」
あ
る
時
、

槙
有
恒
さ
ん
が
先
生
を
評
し
て
こ
う
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
自
身
も
長

い
間
先
生
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
く
て
、
よ
く
冗
談
で
、
篠
田
教
室
と
い
う

の
は

一
つ
は
本
業
の
精
密
工
学
で
、
も
う

一
つ
は
山
岳
会
、
さ
し
ず
め
こ
ち
ら

の
助
教
授
は
大
田
敬
さ
ん
で
、
講
師
は
佐
谷
健
吉
さ
ん
か
梶
本
徳
二
郎
さ
ん
と

い
っ
た
と
こ
ろ
だ
、
と
面
白
半
分
に
野
次
っ
た
り
し
て
い
た
。

し
か
し
当
時
の
支
部
の
役
員
た
ち
は
い
ち
早
く
先
生
の
人
柄
を
理
解
し
、
今

西
壽
雄
、
田
中
栄
蔵
、
津
田
康
裕
、
小
谷
隆

一
、
大
島
輝
夫
、
片
山
全
平
と
い
っ

た
鉾
々
た
る
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
代
わ
り
集
ま
っ
て
支
部
を
支
え
た
か
ら
、
先
生

も
人
材
に
恵
ま
れ
た
点
で
は
幸
せ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
い
っ
た
多
彩
な
人
々
が
絶
え
ず
出
入
り
す
る
他
に
、
東
京
か
ら
は
松
方

三
郎
や
海
野
治
良
と
い
っ
た
偉
い
人
が
リ
ュ
ッ
ク
姿
で
ひ
ょ
っ
こ
リ
ル
ー
ム
に

現
わ
れ
た
り
、
当
時
の
支
部
に
は
別
宮
貞
俊
、
大
島
堅
造
、
今
西
錦
司
、
水
野

祥
太
郎
、
藤
木
九
三
、
田
中
薫
と
い
っ
た
山
岳
会
の
重
鎮
が
控
え
て
お
ら
れ
た

し
、
望
月
達
夫
、
高
木
正
孝
、
越
智
英
夫
、
山
田
二
郎
と
い
っ
た
方
々
も
転
勤

で
在
住
し
て
お
ら
れ
た
か
ら
、
か
な
り
気
苦
労
の
多
か
っ
た
支
部
長
時
代
で
も

あ
っ
た
訳
で
あ
る
。

私
は
六
十
二
歳
に
な
っ
た
時
、
槙
有
恒
氏
が
同
じ
齢
で
マ
ナ
ス
ル
の
隊
長
を

引
き
受
け
ら
れ
た
当
時
の
状
況
を
思
い
浮
か
べ
て
、
と
て
も
敵
わ
な
い
と
思
っ

た
。
四
十
二
歳
に
な
っ
た
時
も
、
今
西
壽
雄
氏
が
同
じ
齢
で
マ
ナ
ス
ル
頂
上
に

向
か
っ
た
時
の
事
を
思
い
出
し
て
同
様
の
感
慨
に
浸
っ
た
。
そ
し
て
篠
田
軍
治

氏
が
四
十
四
歳
で
関
西
支
部
長
を
引
き
受
け
ら
れ
た
当
時
を
振
り
返
り
、
大
阪

大
学
の
精
密
工
学
教
室
の
創
始
者
と
し
て
の
立
場
と
研
究
業
績
と
を
重
ね
合
わ

せ
て
み
る
と
、
先
生
の
秘
め
た
る
山
へ
の
情
熱
に
改
め
て
舌
を
巻
か
ざ
る
を
得

な
い
。
「東
の
黒
田
、
西
の
篠
田
」
と
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
エ
学
の
上
で
並
び
称
さ

れ
た
黒
田
正
夫
博
士
や
チ
ン
ダ
ル
な
ど
と
同
様
、
山
と
の
融
和
の
内
で
生
き
た

数
少
い
自
然
科
学
者
で
も
あ
っ
た
。

大
阪
大
学
に
山
岳
部
を
創
り
、
多
く
の
手
勢
を
じ
っ
く
り
と
養
い
育
て
て
十

余
年
、
黙
々
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
目
指
し
た
そ
の
Ｐ
２９
峰
も
十
年
の
歳
月
を
要
し
て

平
然
と
し
て
お
ら
れ
た
。

晩
年
の
闘
病
生
活
も
ま
た
、
先
生
に
と
っ
て
は
研
究
や
登
山
と
同
じ
で
あ
っ

た
と
思
う
。
若
い
頃
の
Ｘ
線
の
研
究
で
失
明
さ
れ
た
片
眼
で
、
山
や
ス
キ
ー
を

楽
し
ま
れ
て
決
し
て
愚
痴
を
こ
ぼ
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
昭
和
五
十
二

年
頃
の
胃
癌
の
手
術
の
後
で
も
、
暇
を
見
付
け
て
は
自
宅
の
裏
山
を
歩
き
、
学

会
に
は
必
ず
登
山
靴
を
持
っ
て
旅
に
出
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
後
十
年
に
及
ぶ
脳

梗
塞
に
よ
る
失
語
症
と
片
麻
痺
と
の
闘
い
と
狭
心
発
作
の
間
に
あ
っ
て
も
、
先

生
は
私
た
ち
に
笑
顔
を
絶
や
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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そ
し
て
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
名
誉
会
員
の
章
を
胸
に
微
笑
ん
で
お
ら
れ
る
姿
が
最
後
の

写
真
に
な
っ
た
。

そ
の
名
誉
会
員
の
称
号
は
、
物
静
か
な
裡
に
秘
め
た
山
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
情

熱
を
読
み
と
っ
て
初
代
支
部
長
に
推
し
た
当
時
の
関
西
の
長
老
各
位
の
慧
眼

と
、
戦
後
の
支
部
を
育
て
上
げ
た
方
々
の
傾
倒
に
負
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。

（会
員
番
号

一
人
八
七
。
享
年
八
十
六
歳
。
勲
二
等
瑞
宝
章
受
章
。
追
悼
録

は
大
阪
大
学
山
岳
会
よ
り
発
行
。）

（徳
永
篤
司
）

神

津

得

一
郎

氏

（
一
九
ｏ
一
上

九
九
９

永
年
会
員
神
津
得

一
郎
氏
は
平
成
二
年
八
月
六
日
、
九
十
歳
の
高
齢
で
亡
く

な
ら
れ
た
。
神
津
さ
ん
の
お
名
前
を
き
い
て
、
私
が
第

一
に
思
い
だ
す
こ
と
は
、

も
う
三
十
年
ぐ
ら
い
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
本
会
々
報
に
、
同
氏
撮
影
に
よ
る

宇
治
長
次
郎
と
佐
伯
平
蔵
の
二
人
の
山
案
内
人
の
写
っ
て
い
る
珍
し
い
写
真
が

掲
載
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は

「思
い
出
の
写
真
帖
か
ら
」
と
い
う

一

文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
末
尾
に
は

（文
責
編
者
）
と
あ
る
の
で
、
当
時
の

会
報
編
集
者
、
古
沢
肇
氏
に
よ
る
談
話
筆
記
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

現
在
の
会
員
で
そ
の
会
報
三
二
六
号

（昭
和
三
十
八
年
四
月
号
）
を
所
持
さ

悼

　

れ
て
い
る
方
は
少
な
い
と
思
う
の
で
、右
の
概
要
を
記
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

大
正
十

一
年
七
月
、
旧
制
三
高

（仙
台
）
の
三
年
生
だ
っ
た
神
津
さ
ん
は
、

追

　

学
友
と
四
人
で
大
町
か
ら
針
ノ
木
越
え
、
立
山
、
剣
岳

へ
で
か
け
た
。
さ
ら
に

小
黒
部
を
経
て
祖
母
谷
か
ら
唐
松
岳
を
越
え
、
八
方
尾
根
を
下
っ
て
戻
る
ま
で
、

全
行
程
九
泊
十
日

（十
四
日
～
二
十
四
日
）
の
山
旅
で
、
殆
ど
毎
日
天
幕
で
す

ご
し
た
。
案
内
人
は
対
山
館
百
瀬
氏
推
奨
の
黒
岩
某
で
、
背
の
低
い
地
味
な
男
。

そ
の
他
に
荷
か
つ
ぎ
人
夫
を
三
人
つ
れ
た
。

た
ま
た
ま
雄
山
頂
上
で
、
ど
こ
か
の
新
聞
社
か
官
庁
の
団
体
の
案
内
を
し
て

き
た
長
次
郎
と
平
蔵
に
出
会
っ
た
。　
一
行
の
一
人
か
ら

「平
蔵

・
長
次
郎
の
二

人
が
揃
う
こ
と
は
珍
し
い
。
君
た
ち
写
真
を
と
ら
せ
て
貰
い
な
さ
い
」
と
す
す

め
ら
れ
て
、
神
津
さ
ん
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
き
っ
た
写
真
で
あ
る
。
両
人
と
も
素

足
に
ハ
バ
キ
を
か
け
、
鳶
口
を
も
っ
て
い
る
が
、
長
次
郎
は
や
さ
し
さ
の
中
に

フ
ァ
イ
ト
が
あ
り
、平
蔵
は
ガ
ム
シ
ャ
ラ
で

一
本
気
な
性
質
が
よ
く
出
て
い
る
。

（以
下
略
）

た
し
か
に
、
こ
の
二
人
の
名
案
内
人
が

一
緒
に
写
っ
て
い
る
写
真
は
極
め
て

少
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
の
記
憶
に
あ
る
の
は
藤
木
九
三
氏

『雪

・
岩

・
ア
ル
プ

ス
』
の
対
三
五
四
頁
に
あ
る

「
二
人
の
山
男
」
と
題
す
る
も
の
ぐ
ら
い
し
か
な

い
。
藤
木
さ
ん
の
本
の
写
真
に
は
撮
影
者
、
年
月
の
記
入
が
な
い
が
、
神
津
さ

ん
の
も
の
の
方
が
幾
分
早
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

な
お
神
津
さ
ん
は
、
昭
和
六
十
二
、
三
年
ご
ろ
右
の
写
真
と
共
に
、
古
い
北

ア
の
写
真
十
葉
を
本
会
へ
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
松
永
敏
郎
氏
の

依
頼
で
神
津
さ
ん
に
寄
贈
方
を
私
か
ら
お
願
い
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を

す
っ
か
り
忘
れ
て
い
て
、
つ
い
最
近
た
ま
た
ま
私
の
当
時
の
日
記

（昭
和
六
十

二
年
九
月
二
十
三
日
）
を
見
て
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
神
津
さ
ん
か
ら
は
同

年
十
月

一
日
付
で
、
そ
の
う
ち
送
付
す
る
旨
の
返
事

（代
筆
）
を
い
た
だ
い
た

が
、
そ
の
手
紙
も
残
っ
て
い
た
。

現
在
、
本
会
資
料
委
員
会
で
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
保
管
簿
に
整
理
番
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号
三
七
八

「水
没
し
た
黒
部
谷
の
想
い
出
ア
ル
バ
ム
」
（キ
ャ
ビ
ネ
十
枚
）
受

入
年
月
鶴

・
３
ｏ
ｌ
と
記
入
さ
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る

（会
報

″山
″

五
二
七
号
参
照
）
。

次
に
私
が
思
い
だ
す
こ
と
は
、
神
津
さ
ん
の
会
員
番
号
が
五
六
と
い
う
極
め

て
若
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
古
く
松
田
雄

一
氏
が
会
報
二

四
九
号
に

「世
襲
会
員
覚
え
書
」
の
一
文
を
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
そ

れ
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
い
。
概
記
す
る
と
神
津
さ
ん
の
父
、
猛
氏
は
本
会
の
創

期
会
員

（明
治
三
十
九
年
四
月
、
島
崎
藤
村
氏
か
柳
田
国
男
氏
の
勧
誘
で
入
会
）

で
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
大
正
十
五
年
七
月
ご
ろ
、
仕
事
の
都
合
で
退
会
し
よ
う

と
し
た
時
分
、
得

一
郎
氏
が
入
会
を
希
望
し
許
可
に
な
っ
た
の
で
、
父
の
会
員

章

（五
六
番
）
を
受
け
継
い
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
。

『山
岳
』

一
年
三
号

一
八
三
頁
に
は
長
野
県
神
津
猛
と
い
う
氏
名
が
明
記
さ

れ
て
い
る
。
親
子
工
代
に
亘
る
会
員
は
、
他
に
も
な
く
は
な
い
が
、
父
の
会
員

章
を
番
号
共
に
引
継
い
だ
人
は
、
松
田
氏
の
調
べ
た
当
時
は
、
神
津
さ
ん
の
他

に
二
名
が
確
認
さ
れ
て
い
る

（但
し
現
在
は
、
世
襲
の
よ
う
な
方
法
は
認
め
ら

れ
て
い
な
い
）
。

神
津
さ
ん
は
明
治
三
十
四
年

（
一
九
〇

一
）
七
月
二
十
七
日
、
猛
の
長
男
と

し
て
長
野
県
北
佐
久
郡
志
賀
村
に
生
ま
れ
、
野
沢
中
学
校
、
第
二
高
等
学
校

（仙

台
）
を
経
て
東
京
帝
国
大
学
農
学
部
農
芸
化
学
科
を
昭
和
三
年
に
卒
業
し
た
。

中
学
時
代
か
ら
早
く
も
登
山
を
始
め
三
高
在
学
時
代
尚
志
会
に
山
岳
部
を
創
設

し
た
。
帝
大
在
学
中
大
正
十
五
年
七
月
本
会
入
会

（会
員
番
号
五
六
―
父
の
会

員
章
番
号
を
許
可
を
得
て
継
承
）
、
大
学
卒
業
後
は
理
化
学
研
究
所
研
究
生
、

味
ノ
素
帥
等
へ
勤
め
た
が
、
戦
時
中
江
戸
川
工
業
榊
に
入
社
、
十
九
年
志
賀
村

へ
疎
開
後
退
社
、
二
十
三
年

「破
戒
を
め
ぐ
る
藤
村
の
手
紙
」
（猛
氏
宛
藤
村

の
書
簡
）
を
出
版
。
三
十
年
長
野
県
立
女
子
短
大
講
師

（食
物
科
食
品
加
工
学
）
、

そ
の
後
三
楽
欄
嘱
託
、
市
立
佐
久
高
校
講
師
を
兼
任
。
四
十
二
年

「後
凋
」

（両
親
の
遺
稿
集
）
出
版
。
上
田
女
子
短
大
評
議
員
、
理
事
と
な
り
、
昭
和
五

十

一
年
本
会
永
年
会
員
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
症
を
わ
ず
ら
い
平
成
二
年
八
月
六
日
、

肺
炎
か
ら
呼
吸
不
全
を
併
発
し
て
逝
去
。
享
年
九
十
歳
。

登
山
略
歴

大
正
三
年
九
月
　
神
津
牧
場
。
五
年
八
月
　
白
馬
岳
。
七
年
九
月
　
浅
間
山
。
八
年
八
月

富
士
山
。

大
正
十
年
七
月
　
白
馬
岳
―
杓
子
―
鑓
ケ
岳
。
燕
岳
―
大
天
丼
―
常
念
岳
―

一
ノ
俣
―
槍

ケ
岳
―
上
高
地
―
徳
本
峠
。
十

一
年
五
月
　
泉
ケ
岳
。

大
正
十

一
年
七
月
　
針
ノ
木
峠
―
五
色
ケ
原
―
立
山
―
剣
岳
―
小
黒
部
―
祖
母
谷
―
大
黒

―
八
方
尾
根
。

昭
和
三
年
九
月
　
沓
掛
―
浅
間
牧
場
―
六
里
ケ
原
―
新
鹿
沢
。
三
年
七
月
　
草
津
―
芳
ケ

平
―
白
根
山
―
渋
峠
―
熊
ノ
湯
。
四
年
八
月
　
稲
子
湯
―
硫
黄
岳
―
松
原
湖
。
五
年

一

月
　
関
温
泉
―
神
奈
山

（ス
キ
ー
）
二
月
　
菅
平
―
根
子
岳

（ス
キ
ー
）。
三
月
　

ンヽ
ュ

ナ
イ
ダ
ー
来
日
時
に
根
子
岳

（ス
キ
ー
）
。

昭
和
五
年
十
月
　
上
高
地
―
岳
沢
―
奥
穂
高
―
前
穂
高
―
岳
沢

（吊
尾
根
岳
沢
側
で
ビ

バ
ー
ク
）
。

昭
和
六
年

一
月
～
三
月
　
菅
平
、
鹿
沢
、
関
で
ス
キ
ー
。
八
月
　
蓼
科
山
―
八
子
ケ
峰
。

七
年

一
月
　
熊
ノ
湯
―
横
手
山
。
二
月
　
菅
平
―
根
子
岳
。
三
月
　
五
色
温
泉
―
青
木

小
屋
―
家
形
山

（以
上
ス
キ
ー
）
。
八
月
　
尾
瀬
沼
―
越
岳
―
三
条
滝
―
富
士
見
峠
―

沼
田
。
十
二
月
　
湯
沢

・
岩
原
。
八
年

一
月
　
霧
ケ
峰
。
二
月
　
鹿
沢

（以
上
ス
キ
ー
）
。

三
月
　
五
色
温
泉
―
青
木
小
屋
―
家
形
山
―

一
切
経
山
。
七
月
　
中
禅
寺
―
小
田
代
―
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湯
本
―
金
精
峠
―
菅
沼
―
丸
沼
―
五
色
沼
―
前
白
根
山
―
湯
本
。

昭
和
九
年

一
月
　
鹿
沢
連
山

（三
方
ケ
峰
、
篭
ノ
登
山
、
鳥
帽
子
岳
）
。
九
月
　
赤
城
山
、

草
津
―
渋
峠
。

昭
和
十
年

一
月
　
発
哺
―
岩
菅
山
。
二
月
　
奥
日
光
　
山
王
峠
。
八
月
　
八
ケ
岳
。
十
月

霧
ケ
峰
。

昭
和
十

一
年

一
月
　
鹿
沢
連
山
。
三
月
　
霧
ケ
峰
。
九
月
　
谷
川
岳
天
神
平
。

昭
和
十
二
年

一
月
　
菅
平
―
根
子
岳
。
四
月
　
新
湯
河
原
―
熱
海
。
八
月
　
神
津
牧
場
。

九
月
　
那
須
茶
自
岳
。

昭
和
十
三
年

一
月
　
奥
日
光

（白
根
前
山
）
。
二
月
　
小
諸
―
高
峰
―
篭
ノ
登
山
。
九
月

美
ケ
原
。

昭
和
十
四
年
九
月
　
甲
斐
駒
ケ
岳
。

昭
和
十
五
年
三
月
　
大
穴
ス
キ
ー
。
九
月
　
韮
崎
―
金
山
―
瑞
踏
山
麓
―
黒
森
―
信
州
峠

―
川
上
。

「戦
事
中
か
ら
結
核
で
登
山
は
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
。
戦
後
は
療
養
、
手

術
と
続
き
、
不
自
由
な
生
活
で
し
た
。
歩
い
て
登
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た

が
、
後
年
は
バ
ス
や
車
で
手
近
か
の
山
を
楽
し
ん
だ
り
、
昔
の
お
仲
間
や
学
生
、

子
供
た
ち
と
志
賀
高
原
で
ス
キ
ー
の
合
宿
を
す
る
な
ど
、
ま
た
動
け
な
く
な
っ

て
か
ら
は
写
真
集
、
読
書
な
ど
山
へ
の
興
味
は
失
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
山
関
係

の
本
、
資
料
は
自
分
で
よ
く
整
理
し
て
お
り
ま
し
た
」
と
、
ご
遺
族
か
ら
の
便

り
の
一
節
に
あ
っ
た
。

悼
　
　
生
涯
の
大
部
分
を
故
郷
、
佐
久
市
志
賀
で
お
く
ら
れ
た
神
津
さ
ん
と
堀
懇

だ
っ
た
会
員
を
、
い
ま
東
京
付
近
で
は
求
め
る
術
も
な
い
の
で
、
生
前
面
曙
の

追
　

機
も
な
か
っ
た
私
が
、
差
し
出
が
ま
し
い
と
知
り
つ
つ
筆
を
執
っ
た
し
だ
い
だ

が
、
在
籍
六
十
数
年
に
及
ぶ
会
員
の
遠
逝
に
深
い
哀
悼
の
意
を
表
し
て
筆
を
お

な
お
明
治
二
十
年
に
神
津
牧
場

（大
島
亮
吉
の
文
章
以
来
有
名
に
な

っ
た
）

を
創
設
し
た
神
津
邦
太
郎
氏
と
は
、
住
ま
い
も
近
く
、
同
族
で
あ
る
と
き
い
て

い
る
。

（望
月
達
夫
）

伴

野

　

清

氏

（
一
八
九
六
～
一
九
九
〇
）

会
員
番
号
二
八
四
番
と
い
う
、
現
存
会
員
中
最
も
会
員
番
号
の
若
い
伴
野
清

会
員
は
、
平
成
二
年
十
二
月

一
日
午
後
○
時
四
十
分
、
肺
炎
の
た
め
九
十
四
歳

六
か
月
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
。

そ
の
数
日
前
、
日
本
山
岳
会
の
年
次
晩
餐
会
の
席
上
、
会
員
番
号
が
千
番
以

下
の
長
老
会
員
の
近
況
紹
介
を
し
た
い
と
の
連
絡
を
松
田
理
事
か
ら
受
け
た
の

で
、
十

一
月
二
十
七
日
夕
方
伴
野
邸
に
電
話
し
た
。
出
て
見
え
た
の
は
奥
様
で
、

主
人
は
昨
夜
突
然
腰
の
痛
み
を
訴
え
、
今
朝
は
鼻
か
ら
出
血
も
あ

っ
た
の
で
、

東
京
女
子
医
大
の
耳
鼻
科
に
参
り
ま
し
た
。
し
か
し
出
血
も
止
ま
り
、
腰
の
痛

み
も
よ
く
な
る
も
の
と
診
断
さ
れ
帰
宅
し
た
次
第
で
す
。
ど
う
か
御
安
心
下
さ

い
。
た
だ
し
晩
餐
会
に
は
欠
席
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
の
お
話
で
し
た
。
こ
の
た

め
晩
餐
会
の
席
で
は
、　
一
寸
お
加
減
が
悪
い
由
だ
が
、
お
元
気
だ
と
報
告
さ
れ

た
。と

こ
ろ
が
事
実
は
三
十
日
の
朝
、
伴
野
氏
は
突
然
肺
炎
を
併
発
、
夕
方
意
識
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不
明
と
な
ら
れ
、
翌

一
日
正
午
過
ぎ
、
御
自
宅
で
眠
る
よ
う
な
死
を
迎
え
ら
れ

た
の
で
あ

っ
た
。

＊

伴
野
氏
の
叔
父
さ
ん
で
あ
り
、
当
時
帝
大
生
だ
っ
た
八
代
準
氏
は
、　
一
高
時

代
梅
沢
親
光
氏
の
友
人
で
日
本
山
岳
会
会
員
で
も
あ
っ
た

（
一
八
二
番
）
。
こ

の
叔
父
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
、
小
学
校
六
年
の
時
、
飯
田
町
駅
か
ら
青
梅
線
の
終

着
駅
日
向
和
田
に
至
り
、
武
蔵
御
岳
に
登
っ
た
の
が
登
山
の
始
ま
り
で
あ
っ
た

よ
う
だ
。
当
時
日
本
山
岳
会
は
発
足
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
「山
岳
』
は

山
の
同
好
者
に
大
変
魅
力
の
あ
る
情
報
を
提
供
し
た
と
見
え
、
伴
野
氏
も
甲
斐

駒
を
描
い
た
榎
谷
徹
蔵
氏
の
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
に
す
っ
か
り
心
を
奪
わ
れ
、
是
非

こ
れ
に
登
り
度
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
高
師
の
付
属
中
学

一
年
生
の
夏
、

富
士
山
つ
づ
い
て
甲
斐
駒
ケ
岳
に
登
り
、
ま
す
ま
す
山
に
の
め
り
こ
む
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
年
早
く
も
八
代

・
梅
沢
両
氏
の
紹
介
で
日
本
山
岳
会
会

員
に
な
ら
れ
た
。
高
師
付
属
中
で
は
明
治
四
十
五
年
、
伴
野
氏
が
中
学
三
年
の

時
、
臨
時
山
岳
会
が
結
成
さ
れ
た
の
で
、
早
速
こ
れ
に
も
入
会
し
、
夏
に
は
白

骨
か
ら
神
河
内
に
入
り
、
焼
岳
や
前
穂
高
に
団
体
登
山
さ
れ
た
。
臨
時
山
岳
会

の
発
起
人
は
地
質
の
加
藤
鉄
之
助
氏
や
地
理
の
大
関
久
五
郎
氏
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
大
正
三
年
に
は

一
高
旅
行
部
が
、
大
正
三
年
に
は
三
高
や

慶
応
に
山
岳
部
が
誕
生
、学
生
山
岳
部
全
盛
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
意
味
で
は
伴
野
氏
ら
は
将
に
我
が
国
学
生
山
岳
部
の
草
分
け
的
な
存
在
と

い
え
る
。

こ
の
頃
、
北
ア
ル
プ
ス
の
最
寄
り
駅
は
松
本
と
明
科
で
あ
っ
て
、
島
々
と
大

町

ｏ
四
谷
へ
は
そ
れ
ぞ
れ
円
太
郎
馬
車
が
走
っ
て
い
た
。
伴
野
氏
は
大
町
の
対

山
館
を
基
地
に
、
案
内
人
大
西
又
吉
を
連
れ
て
北
ア
ル
プ
ス
に
入
る
の
が
常
で

あ
っ
た
。
中
学
五
年
の
時

（大
正
三
年
）
に
は
八
代
準
、
大
島
永
明
、
百
瀬
慎

太
郎
氏
ら
と
針
ノ
木
、
五
色
、
室
堂
を
経
て
緑
ケ
池
に
入
り
天
幕
を
張
っ
た
と

こ
ろ
、
三
ノ
窓
初
登
頂
を
果
た
し
た
単
独
行
の
大
木
操
氏

（
一
高
旅
行
部
）
と

一
緒
に
な
り
、
共
に
翌
日
長
次
郎
雪
渓
か
ら
剣
岳
に
登
っ
た
り
さ
れ
て
い
る
。

大
正
四
年
九
月
、　
一
高
に
入
学
す
る
と
、
直
ち
に
旅
行
部
に
入
部
、
同
級
の

藤
島
敏
男

・
斉
藤
直

一
氏
ら
と
、
赤
城
、
尾
瀬
沼
、
日
光
へ
の
旅
行
を
行
っ
て

居
ら
れ
る
。
大
正
六
年
に
は
旅
行
部
委
員
と
し
て
、
辻
二
郎
委
員
と
四
十
余
日

間
の
支
那
旅
行
を
企
画
し
、
青
島
、
北
京
、
八
達
嶺
、
大
連
、
ハ
ル
ピ
ン
、
京

城
な
ど
回
っ
て
来
ら
れ
た
。
山
だ
け
で
な
く
旅
行
も
行
う
と
い
う
旅
行
部
の

一

味
違
っ
た
性
格
は
、
そ
の
後
も
後
輩
に
受
け
継
が
れ
、
シ
ベ
リ
ア
や
南
洋
へ
の

旅
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
体
験
か
ら
多
数
の
国
際
人
が
出
た
の
も
決
し
て
偶

然
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
伴
野
氏
の
述
懐
で
あ
る
。

他
に
も
南
ア
ル
プ
ス
、
八
ケ
岳
、
東
北
の
山
々
な
ど
が
対
象
と
な
っ
た
が
、

ハ
イ
ラ
イ
ト
は
槍

ｅ
穂
高
の
逆
縦
走
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
穂
高
か
ら
槍
へ
の
縦

走
は
成
功
し
て
い
た
が
、
槍
か
ら
穂
高
へ
の
逆
縦
走
は
箕
作
新
六
氏
や
小
倉
氏

な
ど
い
ず
れ
も
果
た
せ
ず
に
居
た
。
伴
野
氏
は
大
町
を
中
心
と
し
た
登
山
の

一

環
と
し
て
槍
か
ら
の
逆
縦
走
を
成
功
さ
せ
た
い
と
考
え
、
大
正
五
年
七
月
、
付

属
中
の
山
仲
間
で
あ
っ
た
中
上
川
小
六
郎
、
宮
川
久
雄
、
大
島
永
明
氏
を
誘
い
、

大
西
又
吉
を
伴
っ
て
高
瀬
川
か
ら
烏
帽
子
、
雲
ノ
平
、
太
郎
兵
衛
平
、
槍
と
歩

き
、
八
月
二
日
殺
生
小
合
に
入
っ
た
。
こ
の
日
、
槍
の
肩
で
は
穂
高
か
ら
縦
走

し
て
来
た
槙
有
恒
氏
と
上
條
嘉
門
次
の
一
行
に
出
会
い
縦
走
路
の
話
な
ど
し
て

い
る
。
翌
三
日
、
南
岳
の
下
り
や
、
大
キ
レ
ッ
ト
付
近
の
ガ
レ
場
の
ト
ラ
バ
ー

ス
、
天
狗
岩
の
回
り
込
み
な
ど
苦
労
も
あ
っ
た
が
、
無
事
北
穂
を
経
て
白
出
の

コ
ル
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
「大
キ
レ
ッ
ト
」
の
名
称
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
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の
ク
レ
フ
ト
と
い
う
表
現
か
ら
伴
野
氏
が
こ
の
逆
縦
走
を
記
念
し
て
初
め
て

『山
岳
』
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

＊

ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
、
昭
和
十
二
年
に
ウ
ェ
ス
ト
ン
を
訪
問
さ
れ
た
り
も
し
た

が
、
戦
後
は
世
の
移
り
変
り
に
い
さ
さ
か
も
動
ぜ
ず
、
悠
々
自
適
、
読
書
な
ど

楽
し
み
つ
つ
元
気
に
過
ご
さ
れ
た
。
一
高
旅
行
部
Ｏ
Ｂ
の
会
で
あ
る
縦
の
会
や
、

縦
の
会
の
文
集
を
作
る
に
当
っ
て
の
編
集
委
員
会
に
も
よ
く
出
て
来
ら
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
際
、
九
十
歳
を
過
ぎ
て
も
尚
か
く
し
ゃ
く
と
し
て
、
ピ
ン
と
背
中

を
張
っ
て
立
ち
上
り
、
張
り
の
あ
る
大
き
い
声
で
話
を
さ
れ
、
耳
も
全
く
遠
く

な
い
の
に

一
同
敬
服
し
て
い
た
。
ま
た
次
々
に
出
て
来
る
定
食
の
皿
を
全
部
平

ら
げ
ら
れ
る
の
で
、た
ま
た
ま
同
席
の
麻
生
武
治
氏
が
、あ
ん
な
に
全
部
召
上
っ

て
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
と
、
心
配
さ
れ
る

一
幕
も
あ
っ
た
。

高
師
の
付
属
中
学
時
代
、
市
ヶ
谷
加
賀
町
の
自
宅
か
ら
大
塚
の
新
校
舎
ま
で

五
粁
の
路
を
毎
日
歩
い
て
往
復
さ
れ
た
歩
き
好
き
は

一
向
変
ら
ず
、
本
郷
で
の

縦
の
会
や
、
銀
座
で
の
ラ
ス
キ
ン
研
究
会
に
も
大
抵
歩
い
て
出
席
さ
れ
た
。
こ

の
よ
う
な
伴
野
氏
の
御
壮
健
ぶ
り
は
、
私
共
に
と
っ
て
も
何
よ
り
の
励
ま
し
と

な
っ
て
居
る
。

し
か
し
最
も
感
動
的
で
あ
っ
た
の
は
、
最
後
の
御
様
子
で
あ
っ
た
。
会
報

一

月
号
の
麻
生
氏
の
追
悼
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
亡
く
な
ら
れ
る
二
週
間
前
の
十

一
月
十
七
日
に
は
ラ
ス
キ
ン
研
究
会
で
井
伊
会
長
と
も
元
気
よ
く
論
争
を
さ
れ

て
居
る
。
そ
の
後
も
活
発
な
精
神
活
動
は
全
く
変
る
こ
と
な
く
、
周
り
の
人
々

悼

　

を
看
病
で
大
き
く
煩
わ
す
こ
と
も
な
く
、
永
年
住
み
な
れ
た
土
地
で
、
眠
る
よ

う
な
大
往
生
を
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
共
は
期
せ
ず
し
て
、
最
後
も
ま
た

追
　

伴
野
先
輩
の
よ
う
に
あ
り
た
い
と
心
か
ら
願
っ
た
次
第
で
あ
る
。

了
覺
院
法
顧
日
清
居
士

の
御
霊
よ
。
ど
う
か
永
遠
に
安
ら
か
に
眠
り
給
わ
ら

ん
こ
と
を
。

略

　

歴

明
治
二
十
九
年
五
月
九
日
　
東
京
市
牛
込
区
矢
来
町
に
生
れ
る

明
治
四
十
三
年
四
月
　
東
京
高
師
附
属
中
学
校
に
入
学
。
こ
の
年
日
本
山
岳
会
に
入
会

（二

八
四
番
）

明
治
四
十
五
年
六
月
　
高
師
附
属
中
に
臨
時
山
岳
会
が
誕
生
、
そ
の
初
代
会
員
と
な
る

大
正
四
年
九
月
　
第

一
高
等
学
校
英
法
に
入
学
。　
一
高
旅
行
部
に
入
部

大
正
七
年
九
月
　
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
に
入
学

大
正
九
年
九
月
　
高
等
文
官
試
験
合
格

大
正
十
年
四
月
　
東
大
法
学
部
政
治
学
科
を
卒
業
。
大
蔵
省
銀
行
局
に
勤
務

大
正
十
二
年
五
月
　
司
税
官
、
静
岡
税
務
署
長

大
正
十
四
年
五
月
　
幸
橋
税
務
署
長

昭
和
四
年
四
月
　
銀
行
検
査
官

昭
和
九
年
三
月
　
大
蔵
事
務
官

昭
和
九
年
五
月
　
台
湾
銀
行
、
朝
鮮
銀
行
、
北
海
道
拓
殖
銀
行
管
理
官

昭
和
十

一
年

一
月
　
英
仏
帝
國
大
使
館
付
財
務
官
と
し
て
英
國
に
出
張

昭
和
十
二
年
九
月
　
Ｗ
ｏ
ウ
ェ
ス
ト
ン
師
を
ハ
ム
ス
テ
ッ
ド
に
訪
問
。
日
本
の
山
の
話
な

ど

昭
和
十
三
年
七
月
　
帰
朝
。
篤
替
局
検
査
官

昭
和
十
五
年
五
月
　
広
島
税
務
監
督
局
長

昭
和
十
六
年

一
月
　
興
亜
院
調
査
官
兼
在
南
京
帝
國
大
使
館
経
済
部
長

昭
和
十
七
年
三
月
　
中
支
那
振
興
Ｋ
Ｋ
理
事

昭
和
十
九
年
十

一
月
　
同
社
副
総
裁
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昭
和
二
十

一
年
七
月
　
引
揚
帰
國

昭
和
二
十
二
年
三
月
　
敗
戦
に
よ
る
公
職
追
放
指
定

昭
和
二
十
八
年
八
月
　
敗
戦
に
よ
る
公
職
追
放
解
除

昭
和
三
十
二
年
五
月
　
在
外
会
社
華
中
塩
業
股
扮
有
限
公
司
特
殊
整
理
人

昭
和
四
十
六
年
六
月
　
正
五
位
勲
四
等
に
叙
せ
ら
れ
る

平
成
二
年
十
二
月

一
日
　
自
宅
に
て
死
去

（中
村
純
三
）

笠

原
　
潤
二
郎

氏

（
一
九
〇
八
～
一
九
九
〇
）

笠
原
潤
二
郎
先
生
は
明
治
四
十

一
年
、
新
潟
県
村
松
町
の
煙
草
元
売
卸
を
業

と
す
る
笠
原
家
の
次
男
坊
と
し
て
生
を
う
け
ら
れ
た
。
父
上
は
銀
行
頭
取
、
県

議
を
さ
れ
た
と
い
う
。
中
学
の
こ
ろ
か
ら
父
上
に
従
っ
て
持
山
を
見
回
り
、
新

潟
高
等
学
校
時
代
は
旅
行
ク
ラ
ブ
で
山
に
親
し
ま
れ
た
。
東
大
に
進
ま
れ
た
頃

か
ら
は
長
兄
藤
七
氏
と
と
も
に
越
後
の
山
々
や
朝
日
連
峰
、
北
ア
、
南
ア
縦
走

な
ど
さ
れ
た
様
で
あ
る
。
東
大
大
学
院
で
は
牧
野
富
太
郎
氏
と
共
に
各
地
に
植

物
採
集
に
行
か
れ
も
し
た
。
飛
騨
高
山
の
教
諭
時
代
は
休
日
毎
に
草
軽
ば
き
で

胴
乱
に

一
袋
の
ソ
バ
粉
と
味
嗜
を
携
え
て
白
山
や
乗
鞍
、
ア
ル
プ
ス
な
ど
に

入
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
十
七
年
十
二
月
、
中
国
に
招
聘
さ
れ
国
立
中
央
大
学
農
学
院
教
授
と
な

る
も
十
九
年
三
月
帰
国
し
て
盛
岡
高
等
農
林
学
校
教
授
と
な
り
、
以
後
盛
岡
の

人
と
な
ら
れ
た
。

先
生
の
専
門
は
園
芸
学
で
あ
る
。
高
等
農
林
学
校
か
ら
新
制
大
学
へ
と
移
り

変
わ
る
間
、
先
生
は
ナ
ス
科
作
物
の
栄
養
雑
種
の
研
究
に
非
常
な
る
熱
意
を

も
っ
て
あ
た
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
三
十
年
十

一
月
、
先
生
は
ソ
連
科
学
ア
カ
デ

ミ
ー
に
招
か
れ
モ
ス
ク
ワ
の
ミ
チ
ュ
ー
リ
ン
生
誕
百
年
祭
に
お
い
て
栄
養
雑
種

の
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
た
。

こ
の
頃
、
先
生
に
初
め
て
お
会
い
し
た
。
大
陸
的
な
茫
洋
と
し
た
風
貌
の
穏

や
か
な
口
調
の
先
生
で
あ
っ
た
が
近
寄
り
が
た
い
厳
し
い
印
象
を
う
け
、
そ
れ

は
退
官
さ
れ
た
後
も
薄
れ
な
か
っ
た
。
今
思
え
ば
先
生
の
決
し
て
己
れ
を
ひ
け

ら
か
す
こ
と
の
な
い
ご
性
分
の
た
め
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

昭
和
四
十
七
年
三
月
、
日
本
山
岳
会
岩
手
支
部
設
立
に
あ
た
り
初
代
支
部
長

に
推
さ
れ
、
五
十
三
年
三
月
ま
で
二
期
つ
と
め
ら
れ
、
そ
の
間
五
十
年
六
月
～

八
月
の
岩
手
支
部
カ
ラ
コ
ル
ム
遠
征
隊
長
と
し
て
バ
ル
チ
ス
タ
ン
地
方
の
植
物

調
査
、
マ
ル
ビ
テ
ィ
ン
中
央
峰
初
登
頂
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
守
ら
れ
た

（「山

岳
』
七

一
・
七
二
年
に
報
告
）
。

先
生
は
研
究
者
で
あ
る
と
共
に
教
師
で
あ
っ
た
。
研
究
室
に
は
い
つ
も
専
攻

の
学
生
達
が
お
り
、
加
え
て
昭
和
三
十
二
年
か
ら
四
十
八
年
ま
で
山
岳
部
長
を

さ
れ
て
い
た
の
で
山
岳
部
の
学
生
達
の
姿
も
あ
っ
た
。
学
生
達
や
Ｏ
Ｂ
と
共
に

各
地
の
山
々
を
歩
き
新
人
合
宿
に
は
欠
か
さ
ず
参
加
さ
れ
、
打
ち
上
げ
で
は
興

に
乗
リ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
に
照
ら
さ
れ
て
デ
カ
ン
シ
ョ
節
を
踊
る
先
生
で
あ
っ
た
。

昭
和
五
十
二
年
七
月
～
九
月
、
岩
手
大
学
山
の
会
の
自
動
車
に
よ
る
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
調
査
行
に
参
加
さ
れ
た
。

最
近
で
は
平
成
元
年
八
月
、
中
国
奥
地
の
ウ
ル
ム
チ
、
ラ
サ
に
旅
を
さ
れ
て

い
る
。

心
か
ら
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。
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SAITO Keisuke
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略
　
　
歴

明
治
四
十

一
年

一
月
二
十

一
日
　
新
潟
県
中
蒲
原
郡
村
松
町
に
生
る
。
旧
制
新
潟
高
等
学

校
卒
業

昭
和
二
年
六
月
　
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号

一
〇
三
八
）

昭
和
五
年
三
月
　
東
京
帝
国
大
学
農
学
部
農
学
科
卒
業

四
月
　
農
林
省
園
芸
試
験
場
興
津
分
場
に
て
研
修

昭
和
十
二
年
四
月
　
東
京
帝
大
大
学
院
理
学
部
植
物
学
科
入
学

昭
和
十
三
年
十
二
月
　
岐
阜
県
斐
太
実
業
学
校
教
諭

昭
和
十
七
年
四
月
　
岐
阜
県
土
岐
実
業
学
校
教
諭

十
二
月
　
中
華
民
国
に
招
聘
さ
れ
国
立
中
央
大
学
農
学
院
教
授

昭
和
十
九
年
三
月
　
帰
国
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
教
授

昭
和
二
十
六
年
三
月
　
学
制
改
革
に
よ
り
岩
手
大
学
農
学
部
助
教
授

昭
和
三
十
三
年
八
月
　
岩
手
大
学
農
学
部
教
授

昭
和
三
十
四
年
七
月
よ
り
岩
手
大
学
評
議
員

昭
和
四
十
八
年
四
月
　
岩
手
大
学
を
定
年
退
官
、
岩
手
大
学
名
誉
教
授

昭
和
四
十
九
年
十

一
月
ょ
り
岩
手
県
自
然
保
護
協
会
長

昭
和
五
十
二
年
六
月
よ
り
岩
手
県
自
然
環
境
審
議
会
委
員

昭
和
五
十
二
年
十
二
月
　
日
本
山
岳
会
永
年
会
員

昭
和
五
十
四
年
四
月
　
勲
二
等
旭
日
中
綬
賞
受
賞

昭
和
五
十
四
年
四
月
よ
り
岩
手
県
有
機
農
業
研
究
会
代
表
幹
事
、
日
本
有
機
農
業
研
究
会

常
任
幹
事

平
成
二
年
十
二
月
二
十
九
日
　
盛
岡
市
繋
温
泉
病
院
に
て
肺
癌
の
た
め
逝
去
。
行
年
八
十

三
歳

（
田
鎖
　
寿

）

桜

井

信

雄

氏

（
一
九
〇
五
上

九
九
こ

桜
井
信
雄
さ
ん

（旧
姓
南
部
）
は
平
成
三
年
二
月
四
日
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

桜
井
さ
ん
は
、
昭
和
三
年
学
習
院
高
等
科
か
ら
北
海
道
帝
大
農
学
部
畜
産
学

科

（獣
医
学
専
攻
）
に
入
学
さ
れ
、
昭
和
六
年
に
卒
業
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
北

大
で
三
年
後
輩
に
あ
た
り
ま
す
。
北
大
を
卒
業
後
、
日
本
中
央
競
馬
会
に
就
職

さ
れ
、
競
争
馬
研
究
所
に
勤
務
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
在
職
中
に
農
学
博
士
の

学
位
を
と
ら
れ
た
程
の
学
究
の
徒
で
あ
り
ま
し
た
。

北
大
在
学
中
は
ス
キ
ー
合
宿
な
ど
で
共
に
滑
り
ま
し
た
が
、
僅
か
三
年
間
だ

け
で
す
か
ら
、
桜
井
さ
ん
と
共
に
山
に
登
っ
た
事
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ

ん
。
従
っ
て
、
思
い
出
も
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
桜
井
さ
ん
と
の
交
遊
の

多
か
っ
た
の
は
、
大
分
年
を
と
っ
て
か
ら
の
事
で
す
。
桜
井
さ
ん
は
極
め
て
綿

密
な
山
旅
の
計
画
を
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
も
の
ぐ
さ
連
中
を
旅
に
誘
い
出
す
役
目

を
果
た
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
峠
の
名
前
が
気
に
入
っ
た
と
言
っ
て
権
兵
衛
峠

へ
行
き
、
或
は
修
那
羅
峠
な
ど
、
何
処
に
あ
る
の
か
も
知
ら
な
か
っ
た
様
な
所

へ
も
案
内
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

こ
れ
等
の
桜
井
計
画
の
圧
巻
は
北
極
圏
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
ヘ
の
旅
で
し
た
。
い

つ
も
の
様
に
、
細
か
い
計
画
を
立
て
、
航
空
運
賃
を
安
く
す
る
た
め
、
北
大
山

の
会
員
を
中
心
に
十
二
人
の
メ
ン
バ
ー
を
集
め
、
昭
和
五
十

一
年
七
月

一
日
羽

田
を
出
発
し
ま
し
た
。
音
楽
の
好
き
な
桜
井
さ
ん
は
、
先
ず
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に

向
い
、
シ
ベ
リ
ウ
ス
終
焉
の
地
ヤ
ー
ヴ
ェ
ン
パ
ー
に
ア
イ
ノ
ー
ラ

（ア
イ
ノ
夫

追   悼
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人
の
名
を
と
っ
た
山
荘
）
を
訪
れ
、
庭
内
に
あ
る
シ
ベ
リ
ウ
ス
夫
妻
の
墓
に
詣

で
ま
し
た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
入
り
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
か
ら
急
行
列
車
で
北
へ
北
へ
と

向
い
、
白
く
塗
っ
た
石
を
並
べ
、
「
ｏ
ｒ
ｏ
男
【
”
ｒ
ｚ
な
ど
三
ケ
国
語
で
書
か
れ

た
看
板
を
立
て
た
北
緯
六
六
度
三
三
分
の
地
点
を
通
過
し
、
い
よ
い
よ
白
夜
の

北
極
圏
に
入
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
の
国
境
の
ス
ポ
ー
ツ
リ
ゾ
ー
ト
で
あ
る
リ
ッ

ク
ス
グ
レ
ン
セ
ン
に
数
日
間
滞
在
し
、
国
境
地
帯
の
丘
な
ど
の
散
策
を
楽
し
ん

だ
。　
一
行
の
う
ち
数
人
は
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
最
高
峰
ケ
ブ
ネ
カ
イ
セ

（最
高

峰
で
も
二

一
一
七
米
）
に
登
っ
た
。

ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
入
り
、
海
岸
を
路
線
バ
ス
で
、
フ
ィ
ヨ
ル
ド
を
フ
ェ
リ
ー
で

戻
り
な
が
ら
南
下
し
、
ボ
ー
ド
ー
で
は
素
晴
ら
し
い
真
夜
中
の
日
の
出
を
見
て

感
激
し
た
。
オ
ス
ロ
ー
で
は
ム
ン
ク
の
絵
、
ヴ
ィ
ー
ゲ
ラ
ン
ド
の
彫
刻
を
見
て
、

絵
の
好
き
な
桜
井
さ
ん
は
満
足
の
様
で
あ
っ
た
。
桜
井
さ
ん
ら
し
い
楽
し
い
計

画
の
旅
で
あ
っ
た
。

桜
井
さ
ん
は
音
楽
が
好
き
で
し
た
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
で
、

よ
く
御
夫
婦
に
お
目
に
か
か
っ
た
。
北
大
山
の
会
の
音
楽
ず
き
を
御
自
宅
に
集

め
、
ト
リ
オ
や
ク
ワ
ル
テ
ッ
ト
を
楽
し
ん
だ
。
桜
井
さ
ん
は
も
っ
ぱ
ら
聴
く
方

で
あ
っ
た
。
こ
の
人
達
の
腕
前
は

（桜
井
さ
ん
の
お
嬢
さ
ん
の
バ
イ
オ
リ
ン
は

別
で
あ
る
）

一
つ
の
曲
を
始
め
か
ら
終
り
ま
で
通
し
て
演
奏
す
る
事
は
決
し
て

な
く
、
誰
か
が
必
ず
途
中
で
と
切
れ
る
。
又
初
め
か
ら
や
り
直
し
。
こ
の
状
態

が
続
く
の
で
あ
る
。
回
の
悪
い
人
は
こ
の
室
内
楽
の
会
を
我
慢
会
と
名
づ
け
た
。

桜
井
さ
ん
は
山
で
よ
く
歌
っ
た
グ
リ
ン
デ
ル
ヴ
ァ
ル
デ
ル
リ
ー
ド
の
オ
ル

ゴ
ー
ル
を
作
る
事
を
計
画
し
た
。
ス
イ
ス
旅
行
の
時
に
手
に
入
れ
た
レ
コ
ー
ド

と
楽
譜
に
よ
っ
て
製
作
を
依
頼
し
た
。
こ
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
は
経
費
の
関
係
で
小

型
で
あ

っ
た
の
で
、
ハ
リ
ホ
ー
ハ
リ
ホ
ー
と
い
う
ヨ
ー
デ
ル
の
部
分
が
入
ら
な

か
っ
た
の
は
残
念
で
あ

っ
た
。

桜
井
さ
ん
は
大
変
に
人
柄
の
よ
い
、穏
や
か
な
か
た
で
し
た
。
怒

っ
た
り
争

っ

た
の
は
見
た
事
は
な
く
、
い
つ
も

ユ
ー
モ
ア
を
た
た
え
、
静
か
に
話
さ
れ
る
姿

を
忘
れ
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
。

北
大
山
岳
部
の
先
輩
故
井
田
清
氏
遺
愛
の
シ
ェ
ン
ク
の
ビ

ッ
ケ
ル
を
桜
井
さ

ん
は
持

っ
て
居
ら
れ
ま
し
た
。
数
年
前
の
あ
る
日

「
こ
の
ビ

ッ
ケ
ル
は
君

（小

平
の
こ
と
）
に
譲
る
こ
と
に
し
た
。
私

（桜
井
さ
ん
の
こ
と
）
が
死
ぬ
前
に
君

が
死
ん
だ
の
で
は
、
君
に
譲
れ
な
い
の
で
今
日
こ
の
ビ

ッ
ケ
ル
を
君
に
渡
す
」

と
言
う
こ
と
で
今
は
私
の
手
元
に
あ
る
。
こ
の
古
い
シ
ェ
ン
ク
の
ビ

ッ
ケ
ル
を

眺
め
て
、
桜
井
さ
ん
の
温
顔
を
思
い
出
し
て
い
る
。

（小
平
俊
平
）

＊
筆
者
は
北
大
山
の
会
会
員

桜
井
信
雄
氏
は
、
明
治
三
十
八
年
五
月
三
十
一
日
生
ま
れ
。
昭
和
六
年
日
本
山
岳
会
入

会

（会
員
番
号

一
三
〇
五
）。
永
年
会
員
。
昭
和
四
年
二
月
、
井
田
清
氏
と
共
に
積
雪
期

の
利
尻
岳
に
鬼
脇
よ
り
初
登
頂
し
て
い
る
。

百
瀬
舜
太
郎
氏

（
一
九
一
二
～
一
九
九
〇
）

日
本
山
岳
会
永
年
会
員
、
元
山
梨
県
山
岳
連
盟
会
長
百
瀬
舜
太
郎
氏

（百

瀬
貴
石
社
長
）
は
平
成
二
年
十
二
月
六
日
午
前
十

一
時
五
十
分
脳
硬
塞
の
た

め
入
院
先
の
甲
府
市

・
許
山
病
院
で
死
去
し
ま
し
た
。
八
十

一
歳
で
し
た
。
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葬
儀
は
十
二
月
十
日
、
甲
府
市
愛
宕
町
の
長
禅
寺
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
氏
は

一
九
三

一
年
日
本
山
岳
会
入
会
、
会
員
番
号

一
三
二
四
。　
一
九
八

一
年
永
年

会
員
。弔

　

　

辞

山
の
大
先
輩
、
尊
敬
す
る
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
、
百
瀬
さ
ん
に
最
後
の
お
別
れ
の

ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。
本
当
に
悲
し
く
、
耐
え
ら
れ
な
い
気
持
ち
で
す
が
、

さ
よ
う
な
ら
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

百
瀬
さ
ん
、
あ
な
た
は
誰
も
が
知
る

「山
の
百
瀬
さ
ん
」
で
あ
り

「山
の
モ

モ
シ
ュ
ン
さ
ん
」
で
し
た
。
甲
府
商
業
在
学
中
か
ら
山
登
り
を
は
じ
め
、
昭
和

五
年
に
は
今
に
伝
わ
る
最
も
伝
統
的
な
山
岳
団
体
の

一
つ
で
あ
る
南
嶺
会
の
創

立
に
加
わ
り
、
翌
昭
和
六
年
に
は
日
本
山
岳
会
の
会
員
と
な
っ
て
南
ア
ル
プ
ス
、

北
ア
ル
プ
ス
な
ど
に
広
く
足
跡
を
し
る
し
ま
し
た
。
冬
山
に
ス
キ
ー
の
導
入
の

必
要
性
を
唱
え
た
先
駆
的
な
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
私
も
ご

一
緒
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
韓
国
や
台
湾
の
山
な
ど
、
海
外
の
山
々
に
も
目
を
向
け
ら
れ

て
、
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
な
ど
に
向
か
う
若
者
た
ち
の

後
ろ
楯
と
も
な
り
ま
し
た
。

百
瀬
さ
ん
に
と
っ
て
の
登
山
は
単
に
山
を
ス
ポ
ー
ツ
登
山
の
場
と
し
て
だ
け

で
な
く
、
先
人
た
ち
の
行
動
と
心
を
偲
び
、
山
麓
の
民
俗
を
さ
ぐ
り
、
山
を
歌

い
、
山
の
美
し
さ
を
語
り
合
う
、
い
わ
ば
山
を
広
く
文
化
活
動
の
場
と
し
て
捉

え
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
考
え
は

一
途
で
、
思
い
込
ん
だ
ら

一
歩

悼

　

も
引
か
な
い
と
い
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
酒
を
飲
む
と
文
字
通
り
回
角
泡
を
と

ば
し
て
議
論
し
、
こ
の
た
め
衝
突
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。
山
を
、
登

追
　

山
を
愛
す
る
故
に
こ
そ
―
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
で
す
か
ら
、
味
方
も
あ

れ
ば
敵
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
一
徹
さ
は
百
瀬
さ
ん
の
場
合
、
正
義

感
と
愛
情
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
、
私
に
は
そ
ん
な
ふ
う
に
思
え
ま
し
た
し
、

で
す
か
ら
、
百
瀬
さ
ん
の
激
し
い
口
調
を
感
慨
深
く
、
あ
る
と
き
は
尊
敬
の
念

で
聞
い
た
も
の
で
し
た
。

戦
前
が
百
瀬
さ
ん
の
山
の
青
春
期
だ
と
す
れ
ば
，
昭
和
二
十
五
年
か
ら
副
会

長
三
期
の
あ
と
昭
和
三
十
二
年
か
ら
四
期
に
わ
た
っ
て
山
梨
県
山
岳
連
盟
の
会

長
を
つ
と
め
ら
れ
た
戦
後
の
二
十
年
ほ
ど
は
壮
年
期
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う

か
。
ま
さ
に
精
力
の
横
温
し
た
、
油
の
乗
り
切
っ
た
時
代
だ
っ
た
よ
う
に
思
え

ま
す
。
戦
後
の
混
乱
期
か
ら
し
ば
ら
く
す
る
と
、
沢
山
の
山
岳
会
が
次
々
と
誕

生
し
て
登
山
人
口
が
増
え
ま
す
。
あ
ち
こ
ち
で
遭
難
が
発
生
す
る
。　
一
方
で
は

世
界
の
登
山
家
の
目
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
向
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
で
は
よ
り

困
難
な
ル
ー
ト
が
次
々
と
登
ら
れ
る
。
日
本
の
登
山
界
も
急
速
な
近
代
化
を
迫

ら
れ
た
―
そ
ん
な
時
代
で
の
連
盟
組
織
の
確
立
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
の
ご
苦

労
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
本
山
岳
会
の
組
織
拡
大
と
整
備
が
強
く
要
請

さ
れ
た
の
も
そ
の
こ
ろ
で
し
た
。
そ
れ
を
、
あ
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
で
乗
り
切

り
、
今
日
の
山
梨
県
山
岳
界
の
基
礎
を
つ
く
っ
て
下
さ
っ
た
、
そ
の
功
績
は
大

変
な
も
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

そ
の
後
の
山
梨
の
山
岳
界
は
日
本
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
評
価
を
得
て
、
毎

年
の
国
民
体
育
大
会
で
も
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
て
い
ま
す
し
、
遭
難
防
止
、
自

然
保
護
な
ど
多
角
的
な
活
動
も
こ
な
し
て
い
ま
す
。
山
梨
の
登
山
界
は
大
き
く

成
長
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
改
め
て
百
瀬
さ
ん
の
ご
業
績
に
対
し
心
か
ら
の
敬

意
と
感
謝
の
意
を
、
山
岳
連
盟
を
代
表
し
て
捧
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、
い
っ
そ
う
充
実
し
た
す
ば
ら
し
い
山
梨
県
の
山
岳
連
盟
に
す
る
べ
く
努
力

し
て
い
く
こ
と
を
お
誓
い
す
る
次
第
で
す
。
百
瀬
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
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ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
百
瀬
さ
ん
、
も
う
四
十
五
年
も
の
長
い
お
付
き
合
い
の
な
か
で
、

私
の
手
元
に
は
今
、
い
く
つ
か
の
百
瀬
さ
ん
の
忘
れ
形
見
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

ひ
と
つ
は
昭
和
三
十
九
年
朋
文
堂
か
ら
発
行
し
た
百
瀬
さ
ん
と
私
の
共
著

「南

ア
ル
プ
ス
』
で
す
。
手
伝
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
思
い
出
深
い
も
の
で
す
が
、
私

の
若
さ
ゆ
え
の
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
随
所
に
あ
っ
て
、
恥
ず
か
し
い
気
持
ち
と
申

し
訳
な
い
気
持
ち
が
交
錯
し
て
今
に
し
て
胸
が
痛
み
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

日
本
の
マ
ナ
ス
ル
遠
征
隊
が
使
っ
た
も
の
で
百
瀬
さ
ん
が
大
事
に
し
て
い
た
高

級
の
キ
ル
テ
ィ
ン
グ
で
す
。
こ
れ
を
着
る
と
ど
ん
な
冷
た
い
風
が
吹
い
て
い
て

も
非
常
に
暖
か
い
、
山
の
上
で
着
る
と
ふ
っ
と
暖
か
く
な
っ
て
百
瀬
さ
ん
を
思

い
出
す
の
で
す
。
二
月
の
韓
国
の
雪
岳
山
へ
ご

一
緒
し
た
と
き
初
め
て
着
た
も

の
で
す
。
そ
の
キ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
、
百
瀬
さ
ん
、
あ
な
た
の
お
通
夜
が
終
わ
っ

た
晩
、
家
へ
の
帰
り
道
に
私
は
着
た
の
で
す
。
ぬ
く
も
り
ど
こ
ろ
か
、
な
ん
と

悲
し
く
切
な
い
気
持
ち
を
呼
ん
だ
、
形
見
の
キ
ル
テ
ィ
ン
グ
だ
っ
た
こ
と
で

，し
よ
つヽ
。

序
で
と
い
っ
て
は
な
ん
で
す
が
、
も
う
ひ
と
つ
。
そ
れ
は
百
瀬
さ
ん
が
大
事

に
大
事
に
し
て
い
た
ビ
ッ
ケ
ル
と
ア
イ
ゼ
ン
で
す
。
ア
イ
ゼ
ン
は

「
エ
ッ
ケ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
」
、
ビ
ッ
ケ
ル
は
ス
イ
ス
の
ツ
ェ
ル
マ
ッ
ト
で
作
ら
れ
た

「
ペ
ル

レ
ン
・
ロ
ベ
リ
ー
」
と
い
う
銘
の
入
っ
た
も
の
で
す
。
ス
マ
ー
ト
で
す
が
力
強

く
、
ど
っ
し
り
と
し
た
重
み
が
あ
っ
て
、
上
品
で
、
今
、
私
の
最
高
の
宝
物
で

す
。
刀
で
言
え
ば
文
句
無
し
の
名
刀
で
す
。
私
が
ま
だ
学
生
だ
っ
た
と
き
、
卒

業
記
念
に
と
、
き
ょ
う
の
告
別
式
の
司
会
を
な
さ
っ
て
い
る
元
会
長
の
保
坂

一

さ
ん
と
三
人
で
冬
の
八
ケ
岳
を
目
指
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、

百
瀬
さ
ん
は
こ
の
ビ
ッ
ケ
ル
を
持
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
私
は
覚
え
て
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
翌
年
、
私
が
北
海
道
の
山
を
登
り
た
い
ば
っ
か
り
に
山
梨
日
日
新

聞
社
を
や
め
て
旅
立
つ
と
き
、
甲
府
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
頂
戴
し
た
の
が

こ
の
ビ

ッ
ケ
ル
で
し
た
。
そ
の
後
、
私
は
こ
の
ビ
ッ
ケ
ル
と
と
も
に
い
ろ
ん
な

山
へ
行
き
ま
し
た
。岩
角
に
当
た
っ
た
り
し
て
、
シ
ャ
フ
ト
は
傷
だ
ら
け
に
な
っ

て
は
い
ま
す
が
、
い
ま
、
最
初
の
あ
る
じ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
ビ

ッ
ケ
ル

を
、
私
は
た
だ
呆
然
と
眺
め
る
だ
け
で
す
。
大
事
に
抱
え
、
き
ら
き
ら
と
輝
く

切
っ
先
に
、
百
瀬
さ
ん
の
面
影
を
し
の
ぶ
だ
け
で
す
。
こ
れ
も
、
尊
く
も
、
悲

し
い
形
見
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
百
瀬
さ
ん
、
も
う
す
こ
し
元
気
で
い
て
ほ
し
か
っ
た
、
山
岳

会
の
こ
と
な
ど
、
ご
相
談
し
た
い
こ
と
が
沢
山
あ
っ
た
の
に
、
お
見
舞
い
に
伺
っ

た
病
院
で
は
と
て
も
そ
ん
な
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
か
え
す
が
え
す

も
無
念
で
あ
り
ま
す
。
胸
の
な
か
に
大
き
な
空
洞
が
出
来
た
よ
う
な
、
よ
り
所

を
失
っ
た
よ
う
な
、
た
だ
た
だ
世
の
無
情
を
嘆
く
の
み
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
百
瀬
さ
ん
ご
安
心
下
さ
い
。
私
が
い
つ
も
羨
む
百
瀬
さ
ん
の
ご
家
庭

で
す
。
奥
様
は
長
い
ご
看
病
で
大
変
お
疲
れ
で
す
が
、
間
も
な
く
回
復
さ
れ
る

で
し
ょ
う
。
克
彦
さ
ん
、
良
彦
さ
ん
、
和
枝
さ
ん
、
文
枝
さ
ん
、
皆
さ
ん
そ
れ

ぞ
れ
ご
立
派
に
ご
成
人
だ
し
、
お
孫
さ
ん
も
元
気
に
育
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

な
ん
の
心
配
も
い
ら
な
い
。
そ
し
て
、
百
瀬
さ
ん
の
第
二
の
子
供
、　
一
番
手
を

焼
い
た
、
心
配
ば
か
り
か
け
た
山
岳
連
盟
も
、
な
ん
と
か
皆
で
協
調
し
、
力
を

合
わ
せ
て
や
っ
て
い
き
ま
す
。
ど
う
か
ご
安
心
下
さ
い
。

百
瀬
さ
ん
、
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
あ
な
た
は
、
あ
る
と
き
、
私

に
こ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
「高
室
君
、
あ
ん
た
、
オ
レ
が
死

ん
だ
ら
弔
辞
を
よ
ん
で
く
れ
る
か
―
」
。
「な
に
を
言
う
ん
で
す
か
、
百
瀬
さ
ん
」

私
は
笑
っ
て
答
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
が
、
百
瀬
さ
ん
、
私
は
い
ま
、
こ
う
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し
て
、
そ
れ
を
実
行
し
て
い
る
の
で
す
。

百
瀬
さ
ん
、
ど
う
し
て
も
愚
痴
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
詮
な
い
こ
と
と
わ

か
っ
て
い
て
も
、
お
別
れ
す
る
の
が
な
ん
と
も
寂
し
く
、
悲
し
く
、
辛

い
こ
と

で
す
か
ら
―
。
で
も
、
も
う
や
め
ま
す
。
ど
う
か
安
ら
か
に
お
眠
り
下
さ
い
。

あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
、
山
を
愛
す
る
山
仲
間
た
ち
を
代
表
し
て
、
こ
こ
ろ

か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

百
瀬
さ
ん
、
さ
よ
う
な
ら
。

（高
室
陽
二
郎
）

小

林

　

重

吉

氏

（
一
九

一
四
～

一
九
九

一
）

一
橋
山
岳
部
で
同
期
だ
っ
た
小
林
重
吉
君
が
、
か
ら
だ
の
具
合
が
悪
く
、
外

出
も
思
う
よ
う
に
な
ら
な
く
な
っ
た
の
を
知
っ
た
の
は
、
今
年

（平
成
三
年
）

の
一
月
半
ば
ご
ろ
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
同
期
の
生
き
残
り
は
、
も
う
彼
と
私

の
二
人
き
り
に
な
っ
た
の
で
、
早
速
見
舞
状
を
か
い
た
り
、
電
話
回
へ
出
て
き

た
彼
と
話
し
て
元
気
づ
け
た
り
し
た
。
思
っ
た
よ
り
確
り
し
た
声
だ
っ
た
の
で

安
堵
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
三
ヶ
月
後
の
四
月
三
日
に
、
彼
は
亡
き
数
に
入
っ
て

し
ま
っ
た
。
六
年
ほ
ど
前
に
腸
の
ポ
リ
ー
プ
の
手
術
で
三
ヶ
月
ば
か
り
入
院
し
、

そ
の
後
は
通
院
療
養
の
生
活
を
続
け
て
い
た
が
、
し
だ
い
に
体
力
気
力
が
衰
え

悼

　

た
よ
う
で
あ
る
。

小
林
君
の
山
岳
部
時
代
で
の
特
筆
す
べ
き
登
攀
は
、
昭
和
十
年
十
二
月
、
小

追
　

谷
部
全
助
、
鷹
野
雄

一
君
ら
と
北
岳
バ
ッ
ト
レ
ス
の
第
五
尾
根
、
第
三
尾
根
の

積
雪
期
初
登
を
な
し
と
げ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
同
年
十
月
に
村
尾
金
二
さ
ん
と
私

と
の
三
人
で
第
四
尾
根
を
登
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
前
年
秋
の
立
教
の
湯
浅
巌

氏
ら
に
よ
る
初
登
時
の
記
録
が
ま
だ
発
表
さ
れ
て
な
い
と
き
だ
っ
た
。
わ
れ
わ

れ
は
第
四
尾
根
直
下
か
ら
ダ
イ
レ
ク
ト
に
取
り
つ
い
た
が
、
思
っ
た
よ
り
悪
く

て
、
私
は
体
の
大
き
な
小
林
君
の
肩
に
乗
っ
て
の
り
越
え
た
記
憶
が
あ
る
。
ま

た
「
マ
ッ
チ
箱
」
も
リ
ツ
ジ
通
し
忠
実
に
攀
じ
た
の
で
、
か
な
り
時
間
が
か
か
っ

た
の
を
思
い
出
す
。

戦
後
、
小
林
君
が
い
つ
頃
か
ら
山
へ
行
き
だ
し
た
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い

が
、
中
年
以
後
も
山
歩
き
に
熱
心
だ
っ
た
先
輩
の
村
尾
さ
ん
や
近
藤
恒
雄
さ
ん

と
特
に
親
し
く
な
っ
て
、
好
き
な
酒
を
酌
み
か
わ
し
な
が
ら
の
歓
談
の
折
な
ど

に
山
行
の
相
談
が
ま
と
ま
り
、
文
字
通
り
両
氏
ら
の
膜
尾
に
付
し
た
も
の
と
想

像
す
る
。
私
が
彼
と
同
行
し
た
の
も
近
藤
さ
ん
か
ら
声
が
か
か
り
、
安
達
太
良

か
ら
箕
ノ
輪
山
へ
行
っ
た
と
き
で
、村
尾
さ
ん
没
後
の
五
十
三
年
七
月
だ
っ
た
。

小
林
君
の
左
き
き
は
学
生
時
代
か
ら
で
、
酔
う
と
前
後
の
見
境
い
が
な
く
な

る
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
が
、人
か
ら
愛
さ
れ
る
性
分
が
備
わ
っ
て
い
た
せ
い
か
、

酪
酎
し
て
も
彼
の
こ
と
を
云
々
す
る
友
人
は
少
な
か
っ
た
。
床
に
つ
い
て
か
ら

の
彼
は
、
奥
さ
ん
に
随
分
甘
え
た
ら
し
い
が
、
近
親
の
方
た
ち
は
至
れ
り
尽
く

せ
り
の
看
病
を
さ
れ
た
よ
う
だ
。
そ
の
点
、
彼
は
幸
せ
だ
っ
た
と
云
え
る
だ
ろ

う
。大

正
三
年
九
月
二
十
四
日
、
東
京
浅
草
の
生
ま
れ
で
、
本
会

へ
の
入
会
は
昭

和
十
三
年
七
月

（会
員
番
号

一
七
四
四

ｏ
紹
介
者
は
吉
沢

一
郎
、
中
司
文
夫
両

氏
）
だ
が
、
戦
後

一
時
会
籍
を
離
れ
昭
和
四
十
三
年
七
月
復
活
会
員
と
な
っ
た
。

本
会
の
会
合
な
ど
に
は
、
あ
ま
り
顔
を
出
し
た
方
で
は
な
く
、
ま
た
山
岳
部
の

Ｏ
Ｂ
会
で
あ
る
針
葉
樹
会

へ
も
晩
年
は
無
沙
汰
が
ち
で
あ

っ
た
が
、
床
に
つ
い
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て
か
ら
も
本
会
々
報
や
針
葉
樹
会
報
に
は
、
よ
く
目
を
通
し
て
い
た
そ
う
だ
。

小
林
君
は
学
窓
を
出
る
と
三
菱
鉱
業

（株
）
へ
入
社
し
た
が
、
戦
後
は

（株
）

松
村
組
に
定
年
ま
で
勤
め
た
。

酒
の
呑
め
な
い
私
は
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
彼
と
親
し
く
付
合
っ
た
仲
と

は
言
い
難
い
が
、
オ
モ
キ
チ

（さ
ん
）
と
か
コ
バ
デ
ュ
ウ
と
云
っ
て
仲
間
に
親

し
ま
れ
た
彼
と
の
永
別
に
際
し
て
、
私
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
は
、
半
世
紀
以

上
も
の
昔
、
剣
や
穂
高
、
北
岳
の
岩
場
で
綱
を
結
び
合
っ
た
時
代
の
元
気
浴
れ

た
彼
の
姿
で
あ
っ
た
。

（望
月
達
夫
）

跡

部

　

日
日

三

氏

（
一
九
〇
六
～

一
九
九

こ

セ
キ

（跡
部
）
さ
ん
と
は
親
子
程
も
歳
が
違
う
の
で
、
一
緒
の
山
行
は
ス
キ
ー

で
奥
美
濃
の
願
教
寺
山
を
目
ざ
し
た
時
し
か
記
憶
が
な
い
。

セ
キ
さ
ん
は
、
豪
雪
地
帯
で
知
ら
れ
る
石
徹
帥̈
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
山
々
が
、

戦
後
で
は
こ
と
の
ほ
か
お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
。

今
で
こ
そ
石
徹
白
は
冬
で
も
楽
々
と
車
で
入
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
当
時
、

福
井
県
か
ら
の
道
路
が
雪
に
閉
ざ
さ
れ
る
半
年
近
く
は
、
徒
歩
で
桧
峠
を
越
え

て
、
岐
阜
県
側
と
往
来
す
る
よ
り
方
法
の
な
か
っ
た
陸
の
孤
島
で
あ
っ
た
。
加

え
て
都
会
か
ら
は
列
車
の
便
が
す
こ
ぶ
る
悪
く
、
そ
れ
だ
け
に
石
徹
白
に
は
秘

境
の
魅
力
が
あ
っ
た
。

前
谷
の
大
森
さ
ん
宅
や
、
上
在
所
の
千
代
之
助
さ
ん
宅
に
宿
泊
し
た
時
の
イ

ロ
リ
の
も
と
で
の
四
方
山
話
は
、
セ
キ
さ
ん
の
最
も
楽
し
み
と
す
る
と
こ
ろ
で
、

我
々
が
床
に
付
い
て
か
ら
で
も
話
は
つ
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
全
山
雪
に

覆
わ
れ
、
ス
キ
ー
登
山
と
し
て
未
開
の
部
分
の
多
い
山
々
と
共
に
、
秘
境
石
徹

白
が
セ
キ
さ
ん
を
引
付
け
た
よ
う
だ
。

お
気
に
入
り
の
石
徹
白
は
又
、
渓
流
釣
り
の
メ
ッ
カ
で
も
あ
る
が
、
セ
キ
さ

ん
が
釣
り
を
し
た
話
を
聞
い
た
事
が
な
い
。
し
か
し
、
私
が
岩
魚
釣
り
の
話
を

す
る
と
、
古
い
釣
り
の
本
を
四
、
五
冊
出
し
て
来
て
、
「
こ
れ
あ
げ
る
ヨ
」
と

言
わ
れ
た
の
で
、
頂
い
て
来
た
こ
と
が
あ
る
。
ど
の
程
度
釣
り
を
さ
れ
た
か
聞

き
も
ら
し
た
が
、
釣
り
に
興
味
が
あ
っ
た
と
は
意
外
で
あ
っ
た
。

意
外
な
面
と
言
え
ば
「跡
部
昌
三
の
店
」
が
広
小
路
劇
場
の
露
地
の
奥
に
あ
っ

た
頃
、
店
先
に
キ
ャ
ン
バ
ス
を
出
し
て
、
油
絵
を
描
い
て
お
ら
れ
た
の
を
見
掛

け
た
事
が
あ
る
。そ
の
時
は
オ
ヤ
ッ
そ
ん
な
趣
味
が
あ
っ
た
の
か
と
思
っ
た
が
、

考
え
て
み
る
と
戦
前
の
名
古
屋
山
岳
会
の
会
報
は
、
ガ
リ
版
刷
り
で
は
め
ず
ら

し
く
、
多
色
刷
り
も
し
て
あ
っ
た
。
カ
ッ
ト
、
表
紙
の
デ
ザ
イ
ン
等
は
玄
人
は

だ
し
で
、
こ
れ
は
絵
心
の
あ
る
人
で
な
い
と
出
来
な
い
な
と
思
っ
て
、
油
絵
に

納
得
し
た
こ
と
が
あ
る
。

セ
キ
さ
ん
は
筆
ま
め
で
、
書
く
こ
と
を
得
意
と
し
、
会
報
は
言
う
に
及
ば
ず
、

山
の
雑
誌
に
も
よ
く
書
い
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
数
も
多
い
。

古
い
名
古
屋
山
岳
会
の
会
報
を
引
張
り
出
し
て
、
見
知
ら
ぬ
名
前
が
あ
る
の

で
、
「
こ
れ
も
セ
キ
さ
ん
で
す
か
」
と
聞
く
と
、
「憶
え
が
な
い
が
文
章
を
読
め

ば
解
る
」
と
の
こ
と
で
、
本
人
も
忘
れ
る
程
の
多
さ
に
あ
き
れ
た
事
も
あ
っ
た
。

冒
頭
か
ら
の

「
セ
キ
さ
ん
」
の
通
称
は
、
会
の
仲
間
だ
け
で
な
く
、
こ
の
地

方
の
古
い
岳
人
も
、
皆
ん
な

「
セ
キ
さ
ん
」
で
通
し
て
い
る
。

こ
れ
は

一
番
多
く
使
っ
た
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
「関

一
二
」
か
ら
来
て
い
る
と
思
っ
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て
い
た
が
、
実
は
若
い
頃
患
っ
た
結
核
が
も
と
で
、
山
へ
行
く
と
よ
く

″咳
″

を
す
る
の
で
、
そ
れ
か
ら

「
セ
キ
さ
ん
」
と
な
っ
た
と
古
い
先
輩
か
ら
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
。

結
核
は
二
十
代
前
半
の
こ
と
で
、
大
阪
の
吊
布
問
屋
に
勤
め
て
い
た
頃
で
あ

る
。
結
核
に
な
っ
た
の
で
名
古
屋
に
帰
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
Ｏ
Ｋ
Ｔ

（大
阪

管
見
社
登
山
部
）
に
入
り
、
道
場
の
岩
場
に
通
っ
た
り
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
の
会
合
に
出

た
り
し
て
多
く
の
岳
人
と
親
交
を
む
す
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
の
こ
と
。

名
古
屋
に
帰
っ
て
も
遊
ん
で
暮
ら
せ
る
身
分
で
は
な
い
の
で
、
好
日
山
荘
の

西
岡

一
雄
氏
と
相
談
し
、
名
古
屋
で
初
め
て
の
登
山
と
ス
キ
ー
の
専
門
店
を
始

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

店
を
始
め
て
ま
も
な
く
、
名
古
屋
山
岳
会
を
創
設
す
る
。
海
野
治
良
氏
の
紹

介
で
訪
ね
て
来
た
光
岡
清
氏

（日
本
登
高
会
）
と
、
こ
の
地
方
に
本
格
的
な
山

岳
会
が
無
い
か
ら
近
代
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
を
揚
げ
た
会
を
、
と
言
う
こ
と
で
設
立

し
た
の
で
あ
っ
た
。

セ
キ
さ
ん
自
身
、
こ
の
間
に
御
嶽
の
冬
期
登
頂
で
新
聞
に
載
る
な
ど
し
て
い

る

。戦
前
は
、
岩
登
り
の
グ
レ
ン
デ
と
し
て
御
在
所
の
岩
場
を
開
拓
し
た
り
、
特

に
中
央
ア
ル
プ
ス
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
に
は
情
熱
を
燃
や
し
た
。
奥
三

ノ
沢
初
登
攀
を
は
じ
め
、
冬
期
は
全
て
の
ル
ー
ト
に
ス
キ
ー
を
持
ち
込
ん
で
、

そ
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
そ
う
で
あ
る
。

又
、
自
分
達
の
会
だ
け
で
な
く
、
こ
の
地
方
の
登
山
界
発
展
の
た
め
、
岩
登

悼

　

り
講
習
会
を
開
い
た
り
し
て
、
戦
前
か
ら
こ
の
地
方
の
山
岳
団
体
を
ま
と
め
、

岳
連
を
組
織
す
る
な
ど
し
て
い
る
。

追
　
　
昭
和
二
十
年
三
月
に
空
襲
で
店
は
焼
失
。
戦
後
は
駅
裏
で

「千
山
荘
」
と
し

店
を
再
開
し
た
が
、
広
小
路
に
移
っ
て
か
ら
は

「跡
部
昌
三
の
店
」
と
し
た
。

理
由
は
、
店
を
探
し
あ
ぐ
ね
た
客
が
、
近
く
で

「登
山
道
具
屋
は
ど
こ
か
」
と

た
ず
ね
る
の
で
な
く
、
「跡
部
の
店
は
ど
こ
か
」
と
た
ず
ね
る
方
が
多
い
か
ら

だ
と
聞
い
た
。

「岳
人
』
が
中
日
新
聞
か
ら
東
京
新
聞
に
移
っ
た
の
を
機
に
、
店
も
た
た
み
、

小
牧
市
郊
外
に
隠
居
。

し
か
し
、
ど
こ
ま
で
も
山
と
、
も
の
書
き
か
ら
は
離
れ
ら
れ
ず
、
八
十
歳
を

過
ぎ
て
も
な
お
中
日
ス
キ
ー
友
の
会
の
機
関
紙
編
集
を

一
手
に
引
受
け
て
元
気

で
あ
っ
た
が
、
病
に
は
勝
て
な
か
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
掌

（大
口
瑛
司
）

沼

倉
　
寛
二
郎

氏

（
一
九
〇
八
～
一
九
九
こ

四
、
五
年
前
の
或
日
、
私
は
高
田
馬
場
か
ら
地
下
鉄
の
東
西
線
に
乗
っ
た
。

電
車
は
が
ら
空
き
だ
っ
た
。
そ
の
時
空
席
を
前
に
し
て
、
い
つ
も
の
黒
っ
ぽ
い

チ
ロ
リ
ア
ン
・
シ
ュ
ー
ズ
を
履
い
て
じ
っ
と
立
っ
て
い
る
沼
倉
さ
ん
を
発
見
し

た
。
声
を
か
け
よ
う
か
と
思
っ
た
が
ゆ
っ
た
り
と
腰
掛
け
て
い
た
自
分
は

一
瞬

た
め
ら
っ
た
。
沼
倉
さ
ん
は
ゆ
っ
く
り
と
神
楽
坂
で
降
り
て
い
っ
た
。
沼
倉
さ

ん
ら
し
い
姿
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
折
井
さ
ん
と
の
共
著
で
二
十
数
年
前
に
出
さ

れ
た

『私
た
ち
の
山
登
り
』
の
頃
の
若
々
し
い
姿
は
な
か
っ
た
が
。

沼
倉
さ
ん
と
親
し
く
口
を
利
い
た
の
は
確
か
三
水
会
主
催
で
、
日
高
信
六
郎

元
会
長
を
囲
む
会
が
中
津
川
畔
の
塩
川
鉱
泉
で
行
わ
れ
た
時
だ
っ
た
と
思
う
。
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そ
の
前
に
も
度
々
お
目
に
か
か
っ
て
は
い
た
だ
ろ
う
が
。
そ
の
日
日
高
さ
ん
は

お
元
気
で
は
あ
っ
た
が
脚
の
方
は
大
分
弱
ら
れ
て
い
た
様
子
だ
っ
た
。
日
高
さ

ん
を
中
心
に
他
の
者
は
大
い
に
メ
ー
ト
ル
を
上
げ
て
い
た
が
、
下
戸
の
沼
倉
さ

ん
は
終
始
日
高
さ
ん
の
側
で
微
笑
を
漏
ら
し
な
が
ら
日
高
さ
ん
の
面
倒
を
看
て

い
た
。
恰
も
子
の
親
に
対
す
る
が
如
き
態
度
で
接
し
て
お
ら
れ
た
。
口
数
の
少

な
い
温
和
な
人
柄
と
見
受
け
ら
れ
た
。
翌
朝
日
高
さ
ん
を
お
宅
ま
で
お
送
り
し

ま
す
と
言
う
沼
倉
さ
ん
と
若
い
中
川
恵
資
君
と
に
別
れ
て
、
私
達
は
中
津
川
の

ハ
イ
キ
ン
グ
に
出
掛
け
た
。
今
そ
の
時
の
記
念
写
真
を
見
る
と
沼
倉
さ
ん
を
含

め
て
五
人
の
方
達
が
他
界
さ
れ
て
い
る
。
寂
し
い
こ
と
だ
。

古
い
会
報
を
見
る
と
、
沼
倉
さ
ん
は
昭
和
十
七
年
九
月
号
に
会
員
番
号
二

一

八
五
番
で
新
入
会
員
と
し
て
載
っ
て
い
る
。
そ
の
翌
年
の
昭
和
十
八
年
三
月
号

の
会
報
に
は
早
速

「初
冬
に
立
山
へ
」
と
題
し
て
寄
稿
し
て
い
る
。
四
十
歳
前

の
活
躍
盛
り
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

沼
倉
さ
ん
は
昭
和
二
十
八
年
山
岳
会
の
理
事
に
な
ら
れ
、
以
後
そ
の
経
歴
か

ら
経
理
担
当
理
事
と
し
て
又
マ
ナ
ス
ル
登
山
を
始
め
と
す
る
山
岳
会
の
海
外
登

山
の
募
金
活
動
に
従
事
さ
れ
た
。
東
京
支
部
が
発
足
し
て
か
ら
は
専
ら
そ
の
役

員
と
し
て
山
岳
会
発
展
の
為
尽
力
さ
れ
た
。
当
時
の
東
京
支
部
が
第
三
水
曜
日

に
行
っ
て
い
た
行
事
を
支
部
が
発
展
的
解
消
し
て
か
ら
、
現
在
の
三
水
会
に
移

行
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は

「三
水
会
十
五
年
の
歩
み
』
に
詳
細
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
沼
倉
さ
ん
は
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
ご
苦
労
さ
れ
た

一
人
で
あ
っ
た
。

沼
倉
さ
ん
は
実
に
誠
実
な
飾
ら
な
い
人
柄
で
あ
っ
た
。
日
本
ネ
パ
ー
ル
協
会

の
理
事
を
長
い
こ
と
勤
め
ら
れ
た
が
、
体
の
具
合
が
悪
く
な
っ
て
お
辞
め
に
な

る
ま
で
、
会
議
や
行
事
に
欠
席
さ
れ
る
こ
と
は

一
度
も
な
か
っ
た
。
三
水
会
ま

た
然
り
。
折
井
健

一
、
網
倉
志
朗
両
氏
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
は
特
に
そ
の
責

任
を
痛
感
さ
れ
た
の
か
、
黙
々
と
し
て
会
の
為
に
尽
く
さ
れ
た
。
会
員
の
獲
得

か
ら
、
通
信
費
の
徴
収
な
ど
煩
わ
し
い
仕
事
を

一
手
に
引
受
け
ら
れ
、
会
の
始
　
２３

ま
る
前
に
必
ず
来
ら
れ
講
師
の
紹
介
な
ど
さ
れ
た
。
又
会
の
行
事
に
は
万
難
を

排
し
て
出
席
参
加
さ
れ
た
。
今
は
恒
例
と
な
っ
て
い
る
竹
寺
山
行
が
初
め
て
計

画
さ
れ
た
時
、
他
に
用
事
が
あ
る
と
言
っ
て
い
た
沼
倉
さ
ん
は
不
参
加
か
と

思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
深
夜
雪
の
中
を
途
中
ま
で
タ
ク
シ
ー
で
来
て
そ
れ
か
ら

歩
い
て
来
た
と
言
う
。
こ
れ
に
は

一
同
吃
驚
も
し
、
感
心
も
し
、
そ
し
て
そ
の

熱
意
に
感
謝
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
翌
朝
用
事
の
為
早
々
に
帰
ら
れ
て
行
く
そ
の

後
姿
に
皆
頭
を
垂
れ
た
。

沼
倉
さ
ん
は
甘
党
だ
っ
た
。
折
井
さ
ん
も
、
網
倉
さ
ん
も
甘
党
だ
っ
た
。
よ

く
も
甘
党
ば
か
り
三
人
揃
っ
た
も
の
だ
と
私
な
ど
後
輩
は
内
心
思
っ
た
。
折
井

さ
ん
や
網
倉
さ
ん
は
例
会
の
前
、
途
中
で
買
っ
て
来
た
弁
当
か
何
か
を
食
べ
て

い
た
が
、
沼
倉
さ
ん
は
お
茶
を
沸
か
し
て
よ
く
飲
ん
で
い
た
。
恐
ら
く
家
が
近

か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
今
頃
は
幸
い
住
む
と
言
う
、
空
の
彼
方
で
三
人
揃
っ
て

甘
い
も
の
で
も
食
べ
な
が
ら
、
三
水
会
の
噂
で
も
し
て
い
る
の
で
は
と
想
っ
た

り
す
る
。

酒
も
煙
草
も
や
ら
な
い
、
そ
れ
に
無
口
な
沼
倉
さ
ん
が
毎
年
開
か
れ
る
三
水

会
の
上
高
地
山
研
で
の

「あ
ん
こ
ろ
餅
と
薬
湯
の
会
」
で
は
飲
ま
ず
食
べ
る

一

方
で
い
た
が
、
或
時
突
然
素
晴
ら
し
い
声
で
歌
い
だ
し
た
。
聞
け
ば
昔
興
業
銀

行
に
勤
め
て
お
ら
れ
て
い
た
頃
、
合
唱
団
の
テ
ナ
ー
だ
っ
た
と
の
こ
と
。
し
か

し
そ
れ
以
来
そ
の
美
声
に
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。　
一
度
ゆ
っ
く
り

カ
ン
ツ
オ
ー
ネ
で
も
聴
き
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
今
は
空
し

い
願
い
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

病
が
重
く
な
っ
て
三
水
会
に
出
て
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、　
一
度
お
見
舞



に
伺
う
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
坂
倉
登
喜
子
さ
ん
や
高
田
具
哉
さ
ん
と
の
都
合

が
つ
か
ず
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
昨
年
の
三
月
三
十
日
に
三
人
で
お
宅
に
伺
っ
た
。

悪
い
と
言
っ
て
も
自
宅
療
養
中
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
三
人
は
奥
様
か
ら
、
既

に
病
院
に
移
っ
て
い
る
と
聞
い
て
、
お
目
に
か
か
っ
て

一
言
言
葉
を
交
わ
し
た

か
っ
た
の
が
出
来
ず
に
辞
去
せ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
か
え
す
が
え
す
も

心
残
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
三
水
会
の
十
周
年
の
祝
賀
会
の
席
上
で
、
永
年
の

ご
指
導
と
ご
尽
力
に
対
し
感
謝
状
と
記
念
品
を
贈
呈
出
来
た
こ
と
が
せ
め
て
も

の
慰
め
で
あ
っ
た
。

本
年

一
月
十
四
日
午
後
十
時
逝
去
さ
れ
た
と
の
知
ら
せ
を
ご
家
族
か
ら
翌
十

五
日
い
た
だ
い
た
。
享
年
八
十
二
歳
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

十
七
日
神
楽
坂
の
長
源
寺
で
し
め
や
か
に
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
、
山
岳
会
を

始
め
、
三
水
会
か
ら
も
多
数
列
席
し
て
、
永
の
お
別
れ
を
告
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

（斉
藤
健
治
）

た
し
か
昭
和
三
十
四
年

一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
「只
今
　
富

山
よ
り
戻
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
　
ヌ
マ
ク
ラ
で
す
。」
と
ハ
ッ
キ
リ
し
た
元
気

の
い
い
澄
ん
だ
声
で
、
登
録
係
の
部
屋
へ
挨
拶
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
見
る
と
背

に
は
ザ
ッ
ク
を
、
靴
は
登
山
靴
で
し
た
。
随
分
威
勢
の
い
い
人
が
い
る
も
の
だ

な
と
感
心
し
、
今
で
も
そ
の
時
の
こ
と
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

沼
倉
さ
ん
は
興
銀
山
岳
ハ
イ
キ
ン
グ
部
の
実
質
上
の
生
み
の
親
で
あ
り
、
育

て
の
親
で
あ
り
ま
す
。
興
銀
を
去
っ
た
後
も
若
い
人
達
の
指
導
に
当
た
ら
れ
ま

悼

　

し
た
。
長
老
で
は
あ
り
ま
す
が
現
役
と
同
様
に
活
躍
さ
れ
、
Ｏ
Ｂ
・
顧
間
な
ど

と
云
う
よ
り
は

″永
久
名
誉
部
員
″
の
呼
称
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
は
な
い

追
　

か
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
部
員
各
位
か
ら
尊
敬
さ
れ
、
親
し
ま
れ
て
お

り
ま
し
た
。
現
在
で
も

″沼
倉
さ
ん
″
の
名
前
を
知
ら
な
い
部
員
は

一
人
も
お

り
ま
せ
ん
。

興
銀
山
岳
ハ
イ
キ
ン
グ
部
は
幾
多
の
星
霜
を
経
て
今
年
六
十
周
年
を
迎
え
ま

す
。
実
業
山
岳
団
体
で
日
本
山
岳
会
入
会
が
、
日
本
放
送
協
会
山
岳
部
、
十
条

製
紙
山
岳
部
に
次
い
で
古
い
の
は
、
沼
倉
さ
ん
の
お
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り

す
一―
）
よ
つヽ
。

興
銀
で
は
、
昭
和
二
十
四
年
秋
、
菅
平
に
粗
末
な
ス
キ
ー
小
舎
を
求
め
ま
し

た
。
ま
た
、
同
二
十
九
年
秋
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
々
の
お
力
添
え
に
よ
り
志

賀
高
原
に

″山
の
家
″
を
新
築
い
た
し
ま
し
た
。
行
員
諸
兄
姉
の
ス
キ
ー
や
ハ

イ
キ
ン
グ
の
ベ
ー
ス
と
し
て
、
今
で
も
健
康
増
進
や
レ
ジ
ャ
ー
に
大
い
に
役

立
っ
て
い
る
こ
と
を
慮
る
と
、
与
え
ら
れ
た
使
命

・
役
割
と
は
申
せ
、
沼
倉
さ

ん
の
蔭
日
向
の
な
い
ご
蓋
力
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
と
思
い
ま
す
。

沼
倉
さ
ん
は
山
へ
行
く
と
歌
を
唄
う
の
が
大
変
好
き
で
し
た
。
興
銀
コ
ー
ラ

ス
部
に
も
属
し
て
お
ら
れ
、
若
い
女
子
行
員
等
を
つ
れ
て
よ
く
ハ
イ
キ
ン
グ
に

も
出
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。
沼
倉
さ
ん
の
様
に
当
時
は
両
部
員
を
兼
ね
て
お
ら
れ

た
行
員
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
々
の
集
積
が
歌
集

ご
∪
口

‐

ヨ
ロ
∽
∽
こ
で
す
。
発
行
編
集
者
は
興
銀
山
岳
ハ
イ
キ
ン
グ
部
と
な
っ
て
お
り
ま

す
が
、
そ
の
推
進
者
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
沼
倉
さ
ん
で
す
。
全
三
巻
で
二
四

〇
曲
余
が
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
山
や
高
原
や
そ
し
て
部
会
で
、
仲
間
が
集

い
憩
う
時
、
赤
青
緑
色
の
歌
集
の
ど
こ
か
ら
で
も
、
誰
か
ら
で
も
唄
い
出
し
、

合
唱
し
、
自
然
に
歌
を
覚
え
、
そ
し
て
教
え
合
う
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。

コ
ー
ラ
ス
部
の
あ
る
幹
部
は
次
の
様
な
こ
と
を
云
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

「沼
倉
さ
ん
は
コ
ー
ラ
ス
の
全
国
コ
ン
ク
ー
ル
が
あ
る
時
は
、
現
役
時
代
の
毎

年
の
参
加
は
勿
論
の
こ
と
、
退
部
さ
れ
て
か
ら
も
な
ん
と
か
都
合
を
つ
け
て
開
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催
地
ま
で
駆
け
つ
け
て
応
援
し
て
く
れ
ま
し
た
。
興
銀
コ
ー
ラ
ス
部
が
幾
多
の

栄
冠
を
獲
得
し
た
蔭
に
は
沼
倉
さ
ん
の
存
在
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
ま

せ
ん
」
と
。

ま
た
、
写
真
も
好
き
で
、
行
友
ニ
ュ
ー
ス
や
行
友
会
誌
等
に
白
馬
や
尾
瀬
の

さ
わ
や
か
な
写
真
が
沢
山
残
っ
て
お
り
ま
す
。

沼
倉
さ
ん
は
実
業
山
岳
団
体
で
最
も
大
切
な
こ
と
は
日
頃
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

で
、
こ
れ
が
基
礎
で
あ
り
、
特
に
山
行
前
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
必
要
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
中
々
実
行
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も

知
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
安
全
登
山
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
り
、
安
全
登
山
と
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
楽
し
い
登
山
に
つ
な
が
る
こ
と
を
常

に
心
が
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

沼
倉
さ
ん
は
、
「
い
た
い
け
な
い
五
、
大
才
の
頃
、
兄
に
つ
れ
ら
れ
て
蔵
王

の
山
々
を
歩
き
、
何
時
頃
か
ら
か
山
に
あ
こ
が
れ
、
中
学

一
年
生
の
頃
、
東
京

か
ら
何
時
間
も
か
か
っ
て
や
っ
と
の
思
い
で
塩
尻
峠
、
そ
し
て
松
本
に
辿
り
、

眼
前
に
雪
の
ア
ル
プ
ス
の
山
稜
を
仰
ぎ
、
す
っ
か
り
圧
倒
さ
れ
て
以
来
、
病
つ

き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
あ
る
英
人
教
師
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
話
を
聴
く

に
つ
け
ヒ
マ
ラ
ヤ
熱
が
上
昇
し
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
登
り
た
い
ば
っ
か
り
に
禁
酒
禁

煙
を
頑
張
り
通
し
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
日
々
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
欠
か

し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。」
と
云
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

実
業
山
岳
団
体
の
最
高
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
自
ら
実
践
し
、
範
を
示
さ
れ
ま
し

た
。今

も
天
国
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
ん
で
お
ら
れ
る

一
方
、
吾
々
を
見
守
り
続

け
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
合
掌
―

略

　

歴

明
治
四
十

一
年
十

一
月
三
日
　
誕
生

大
正
十
二
年
七
月
　
日
本
興
業
銀
行
入
行

昭
和
十
七
年
八
月
　
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号
二

一
八
五
）

昭
和
二
十
三
年
十
月
　
興
銀
山
岳
ハ
イ
キ
ン
グ
部
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号
三

一
五

六
）

昭
和
三
十
四
年
三
月
　
興
和
不
動
産

（株
）
派
遣

昭
和
三
十
七
年
十
月
　
日
本
興
業
銀
行
退
行

昭
和
五
十
三
年
十

一
月
　
興
和
不
動
産

（株
）
退
社

平
成
三
年

一
月
十
四
日
　
死
去

（八
十
二
歳
）

（麦
倉
　
啓

）

斉

藤

啓

助

氏

（
一
九
ｏ
一
上

九
九
こ

日
本
山
岳
会
福
島
支
部
の
元
老
で
あ
ら
れ
た
斉
藤
啓
助
翁
は
、
昨
年
春
頃
よ

り
体
調
を
崩
し
、
入
院
加
療
中
の
と
こ
ろ
平
成
三
年
二
月
九
日
永
眠
さ
れ
ま
し

た
。
享
年
九
十

一
歳
で
し
た
。

翁
は
昭
和
二
十
三
年
四
月
日
本
山
岳
会
に
入
会
、
会
員
番
号
二
八
六
六
番
で

福
島
支
部
で
は
四
番
目
に
若
い
番
号
の
会
員
で
し
た
。

昭
和
二
十
三
年
頃
よ
り
日
本
山
岳
会
に
入
会
さ
れ
る
山
の
仲
間
が
相
つ
い
で

現
れ
、
小
生
も
そ
の
頃
に
入
会
し
た

一
人
で
し
た
。
そ
の
仲
間
達
と
年
々
交
流

が
盛
ん
と
な
っ
て
、
戦
後
修
復
な
っ
て
再
オ
ー
プ
ン
し
た
国
鉄
吾
妻
小
舎
で
す
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ご
す
機
会
が
、
夏
山
冬
山
を
通
じ
て
多
か
っ
た
事
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

啓
助
翁
は
明
治
三
十
四
年
十
月
二
十

一
日
福
島
市
に
生
れ
、
高
等
小
学
校
を

卒
業
後
仙
台
鉄
道
教
習
所
に
入
所
、
大
正
八
年
三
月
三
十
日
同
所
終
了
と
同
時

に
伊
達
駅
駅
務
手
と
し
て
国
鉄
に
奉
職
、
昭
和
三
十
二
年
三
月
三
十

一
日
退
職

ま
で
の
約
四
十
年
間
国
鉄
マ
ン
と
し
て
勤
務
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
の
始
め
に
は
助
役
と
な
り
、
そ
の
後
駅
長
と
し
て
瀬
上
駅
、
川
桁
駅
、

安
積
永
盛
駅
長
と
し
て
歴
任
さ
れ
、
勤
務
を
認
め
ら
れ
て
福
島
鉄
道
公
安
室
長

に
推
さ
れ
、
退
職
ま
で
の
最
後
の
勤
務
地
で
あ
る
奥
羽
線
庭
坂
駅
長
に
つ
い
た

の
が
昭
和
三
十
年
の
三
月
で
し
た
。

思
え
ば
翁
が
国
鉄
に
勤
務
し
た
、
そ
の
時
そ
の
場
所
に
於
い
て
、故
郷
の
山
々

が
脳
裏
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
、
山
に
対
す
る
愛
着
が
深
ま
っ
て
行
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

瀬
上
駅
か
ら
眺
め
る
吾
妻
の
山
々
、
川
桁
駅
で
は
名
峰
磐
梯
山
、
安
積
永
盛

駅
よ
り
の
安
達
太
良
連
峯
と
常
に
朝
夕
は
る
か
に
名
山
を
眺
め
乍
ら
の
勤
務

だ
っ
た
様
で
す
。

庭
坂
駅
長
と
し
て
来
ら
れ
て
か
ら
は
、
駅
の
ホ
ー
ム
に

「国
立
公
園
吾
妻
連

峯
」
と
大
き
な
立
看
板
を
建
て
Ｐ
Ｒ
に

一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

恰
度
こ
の
頃
庭
坂
村
と
庭
塚
村
の
合
併
が
進
み
大
庭
村
と
し
て
発
足
し
て
お

り
ま
し
た
。

次
い
で
こ
の
大
庭
村
と
野
田
村
、
水
保
村
が
再
度
合
併
し
て
吾
妻
村
の
誕
生

が
日
前
で
し
た
。
そ
し
て
昭
和
三
十

一
年
九
月
三
十
日
吾
妻
村
が
誕
生
し
ま
し

悼

　

た
。翁

は
旧
野
田
村
、
庭
坂
村
、
庭
塚
村
、
水
保
村
の
山
好
き
の
若
い
仲
間
を
態
々

追
　

駅
長
官
舎
に
集
め
、
君
達
の
吾
妻
山
は
君
達
の
手
で
守
り
、
育
て
る
べ
き
だ
と

の
信
念
の
も
と
に

「吾
妻
山
の
会
」
の
設
立
発
足
に
多

い
な
る
希
望
を
の
べ
、

昭
和
三
十

一
年
十

一
月
十
八
日
に

「吾
妻
山
の
会
」
は
結
成
さ
れ
今
日
に
及
ん

で
お
り
ま
す
。
翁
は
こ
の
山
の
会
の
発
足
を
大
変
喜
ん
で
お
ら
れ
、
会
の
顧
問

と
し
て
見
ま
も

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
山
の
会
は
現
在
創
立
三
十
五
周
年
を
迎
え
、
福
島
県
内
で
も
指
折
り
の

山
岳
団
体
と
し
て
、
県
岳
連
の
中
枢
的
役
割
を
持
つ
ま
で
に
成
長
致
し
ま
し
た
。

国
鉄
退
職
後
、
日
本
旅
行
会
福
島
営
業
所
が
新
し
く
発
足
、
所
長
と
し
て
十

五
年
間
勤
務
さ
れ
ま
し
た
。
国
鉄
時
代

一
回
も
休
暇
を
と

っ
て
旅
行
を
し
た
事

も
な
い
奥
様

（昭
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
結
婚
）
と
の
二
人
だ
け
の
山
行
の

旅
が
チ
ョ
イ
チ
ョ
イ
と
出
来
る
様
に
な
っ
た
の
は
こ
の
頃
だ

っ
た
と
、

マ
サ
夫

人
は
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
旅
行
会
福
島
営
業
所
長
を
退
職
し
て
か
ら
は
地
元

（福
島
市
南
町
）
の

福
南
盆
栽
会
の
副
会
長
と
し
て
好
き
な
高
山
植
物
、
五
葉
松
等
小
盆
栽
の
育
成

手
入
普
及
に
余
生
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

平
成
三
年
二
月
十
二
日
の
告
別
式
に
は
、
法
名

「華
岳
院
浄
啓
善
道
居
士
」

と
し
て
佛
門
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
掌

略

　

歴

本
籍
　
福
島
市
柳
町
七
十
三

住
所
　
福
島
市
南
町
三
一
〇
の
二

明
治
三
十
四
年
十
月
二
十
一
日
生
ま
れ

大
正
三
年
二
月
　
福
島
市
第

一
小
学
校
尋
常
科
卒

大
正
六
年
三
月
　
福
島
大
学
附
属
小
高
等
科
卒

四
月
　
仙
台
鉄
道
教
習
所
入
所

大
正
八
年
三
月
　
仙
台
鉄
道
教
習
所
終
了
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四
月
　
伊
達
駅
駅
務
士

昭
和
二
年
三
月
　
助
役

昭
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
　
影
山
マ
サ
と
結
婚

昭
和
二
十

一
年
四
月
　
瀬
上
駅
長

昭
和
二
十
三
年
四
月
　
日
本
山
岳
会
入
会
　
会
員
番
号
二
八
六
六

昭
和
二
十
四
年
四
月
　
川
桁
駅
長

昭
和
二
十
八
年
四
月
　
安
積
永
盛
駅
長

昭
和
三
十
年
四
月
　
福
島
鉄
道
公
安
室
長

昭
和
三
十

一
年
四
月
　
庭
坂
駅
長

昭
和
三
十
二
年
三
月
　
庭
坂
駅
長
を
最
後
に
退
職

四
月
～
四
十
七
年
三
月
　
日
本
旅
行
会
福
島
営
業
所
長
と
し
て
勤
務

平
成
三
年
二
月
九
日
　
死
去

（後
藤
泰
治
）

玉

名

金

助

氏

（
天

九
九
二

九
九
９

熊
本
支
部
設
立
当
初
か
ら
の
会
員
だ
っ
た
玉
名
金
助
さ
ん
が
、
昨
年
十

一
月

六
日
、
九
十
二
歳
で
永
眠
さ
れ
た
。
長
身
で
頑
健
そ
の
も
の
だ
っ
た
玉
名
さ
ん

が
、
病
に
倒
れ
熊
本
厚
生
病
院
に
入
院
さ
れ
た
の
は
八
十
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
十
二
年
間
も
の
療
養
、
「も
う

一
度
自
力
で
歩
き
た
い
」
と
、
懸
命

に
リ
ハ
ビ
リ
に
励
ま
れ
た
が
適
わ
な
か
っ
た
。
登
山
は
晩
学
の
方
だ
っ
た
が
、

運
動
用
具
を
扱
う
仕
事
柄
も
あ
り
、熊
本
の
ス
ポ
ー
ツ
界
で
は
貢
献
度
も
高
く
、

大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
。
生
前
、
新
聞
社
の
ス
ポ
ー
ツ
座
談
会
に
出
席
さ
れ
た

玉
名
さ
ん
は

「私
は
十
五
歳
の
明
治
四
十
五
年
か
ら
、
熊
本
市
上
通
町
の
長
崎
　
２３

次
郎
書
店
運
動
具
部
に
勤
め
た
。
熊
本
で
運
動
具
を
取
扱
う
店
は
こ
こ

一
軒

だ
っ
た

（中
略
）
後
年
の
巨
人
軍
監
督
の
川
上
さ
ん
の
バ
ッ
ト
も
私
が
見
立
て

て
い
た
」
と
、
語
っ
て
い
る
。
大
正
六
年
、
東
京
高
等
師
範
を
出
た
飯
星
良
弼

氏
が
、
体
育
指
導
の
た
め
熊
本
に
帰
郷
さ
れ
た
。
こ
の
卓
越
し
た
指
導
者
を
迎

え
て
玉
名
さ
ん
の
活
動
の
幅
は
倍
加
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
の
講
習
会
、
組
織
化
、

競
技
界
、
体
育
協
会
設
立
な
ど
立
場
上
黒
子
役
に
徹
し
な
が
ら
、
熊
本
の
近
代

ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
と
普
及
の
た
め
奔
走
さ
れ
た
。
戦
後
、
玉
名
さ
ん
は
独
立
し

て

「
タ
マ
ナ
運
動
用
具
店
」
を
開
か
れ
た
が
、
各
種
競
技
の
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
を

並
べ
て
勉
強
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ち
早
く
ス
キ
ー
も
履
き
、

グ
ラ
イ
ダ
ー
に
も
乗
る
な
ど
自
ら
体
得
し
な
が
ら
、理
解
に
努
め
ら
れ
て
い
た
。

昭
和
八
年
飯
星
氏
ら
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
熊
本
ア
ル
コ
ウ
会
に
、
翌
年
九
月
入

会
す
る
。
三
十
六
歳
の
と
き
で
あ
る
。
「大
自
然
の
淳
朴
と
清
爽
を
求
め
て
心

ゆ
く
ま
で
ア
ル
キ
ま
し
ょ
う
」
と
の
提
唱
に
共
鳴
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ま
で

多
く
の
ス
ポ
ー
ツ
を
手
が
け
て
き
た
玉
名
さ
ん
に
と
っ
て
、
登
山
は
生
涯
の
友

と
な
っ
た
。
ア
ル
コ
ウ
会
の
例
会
に
参
加
し
て
し
ば
し
ば
近
隣
の
山
歩
き
を
楽

し
ま
れ
た
が
、
晩
年
、
殊
に
七
十
歳
を
こ
え
て
か
ら
、
こ
れ
も
ア
ル
コ
ウ
会
の

「高
齢
者
遠
征
」
登
山
で
、
北
ア
ル
プ
ス
や
谷
川
岳
、
御
嶽
、
乗
鞍
岳
、
自
山

及
び
四
国
の
山
な
ど
に
も
足
を
運
ば
れ
て
い
る
。
玉
名
さ
ん
の
お
店
は
登
山
用

具
専
門
店
の
よ
う
に
な
り
、
県
岳
連
や
ア
ル
コ
ウ
会
の
連
絡
事
務
所
も
こ
こ
に

置
か
れ
て
い
た
。
昭
和
五
十
二
年
十

一
月
、
熊
本
支
部
創
立
二
十
周
年
記
念
集

会
を
、
宮
崎
県
高
千
穂
町
で
開
い
た
が
、
玉
名
さ
ん
は
病
気
中
の
三
谷
支
部
長

を
代
行
し
て
主
催
。
翌
日
、
出
席
さ
れ
た
本
部
の
望
月
、
折
井
両
副
会
長
と
共



に
祖
母
山
に
登
頂
。
万
歳
三
唱

の
音
頭
を
と

っ
た
嬉
し
そ
う
な
お
顔
が
今
も
日

に
浮
か
ぶ
。

（本
田
誠
也

）

略
　
　
歴

明
治
四
十
五
年
　
熊
本
市
の
長
崎
次
郎
書
店
運
動
具
部
に
つ
と
め
る

大
正
十
二
年
　
飯
星
良
弼
氏
ら
の
熊
本
体
育
協
会
設
立
に
参
画

昭
和
九
年
　
熊
本
ア
ル
コ
ウ
会
に
入
会

（会
員
番
号
七
八
）

昭
和
二
十

一
年
　
金
栗
四
三
氏
、
飯
星
良
弼
氏
ら
の
熊
本
県
体
育
協
会
再
建
に
参
画
。
幹

事
と
な
る

昭
和
二
十
二
年
　
熊
本
ア
ル
コ
ウ
会
が
中
心
と
な
り
熊
本
県
山
岳
連
盟
を
結
成

昭
和
二
十
五
年
　
熊
本
市
北
千
反
畑
町
に
タ
マ
ナ
運
動
用
具
店
を
開
業

昭
和
三
十

一
年
　
日
本
山
岳
会
に
入
会

（会
員
番
号
四
四
二
五
）

昭
和
三
十
四
年
十

一
月
　
第
五
回
九
州
登
山
大
会

（大
崩
山
）
に
参
加

昭
和
四
十
三
年
四
月
　
第
十
二
回
全
日
本
登
山
大
会

（屋
久
島
）
に
参
加

昭
和
四
十
五
年
七
月
　
燕
岳
、
大
天
丼
岳

昭
和
四
十
七
年
　
石
鎚
山
、
剣
山

昭
和
四
十
八
年
七
月
　
谷
川
岳
、
尾
瀬

昭
和
四
十
九
年
七
月
　
御
嶽
―
乗
鞍
岳
、
上
高
地

昭
和
五
十
年
七
月
　
加
賀
白
山

昭
和
五
十
三
年
　
熊
本
厚
生
病
院
に
入
院

平
成
二
年
十

一
月
六
日
　
逝
去
。
九
十
二
歳

矢

野

　

真

氏

（
一
九
二
五
上

九
九
こ

矢
野
氏
は
公
私
に
わ
た
っ
て
山
の
先
輩
だ
っ
た
。
「公
」
は
も
ち
ろ
ん
日
本

山
岳
会
東
九
州
支
部
で
あ
り
、
「私
」
は
筆
者
に
と
っ
て
も
個
人
的
に
先
輩
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「私
」
の
方
か
ら
書
こ
う
。
矢
野
氏
が
登
山
を
始
め
ら
れ
た
時
期
は
知
ら
な

い
が
、
私
が
登
山
に
興
味
持
ち
始
め
た
こ
ろ
、
つ
ま
り
筆
者
が
日
田
高
校

（大

分
県
日
田
市
）
の
山
岳
部
に
入
部
し
た

一
九
四
九
年
当
時
、
す
で
に
同
氏
は
日

田
地
方
で
著
名
な
山
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
。
九
州
中
部
に
あ
っ
て
山
々
に
囲
ま

れ
た
盆
地
の
日
田
は
、
戦
前
か
ら
登
山
の
気
風
が
盛
ん
な
土
地
柄
だ
っ
た
。
旧

制
の
中
学
校
か
ら
新
制
の
高
校
に
か
け
て
、
登
山
に
多
く
の
経
験
を
積
み
、
近

郊
の
山
々
の
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
で
知
ら
れ
た
教
師
が
い
た
し
、
戦
争
の
傷
が

ま
だ
癒
え
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
内
の
ス
ポ
ー
ツ
用
品
店
に
は
数
少

な
い
と
は
い
え
登
山
用
具
も
並
ん
で
い
た
。
加
え
て
隣
接
す
る
福
岡
県
は
登
山

が
い
ち
早
く
盛
ん
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
氏
は
そ
こ
で
九
州
歯
科
医
学
専

門
学
校

（現
在
の
九
州
歯
科
大
学
）
に
学
ば
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
環
境
が
矢

野
氏
を
登
山
に
誘
い
込
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
い
え
、
そ
の
こ
ろ
の
氏
は
ま
だ
二
十
代
半
ば
で
あ
る
。
だ
が
、
す
で
に

歯
科
医
院
を
開
業
し
、
社
会
人
と
し
て
山
に
も

一
家
言
を
持
つ
同
氏
は
、
わ
れ

わ
れ
高
校
生
か
ら
見
れ
ば
気
安
く
教
え
も
請
え
な
い
ほ
ど
の
大
先
輩
。
当
時
と

し
て
は
九
州
か
ら
遠
か
っ
た
北
ア
ル
プ
ス
に
も
簡
単
に
出
か
け
ら
れ
て
い
た

し
、
先
鋭
的
な
岩
登
り
も
さ
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
矢
野
氏
を
、
私
た
ち
は
憧
れ

に
も
似
た
気
持
ち
で
眺
め
て
い
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
氏
の
方
か
ら
高
校
生
に

追  悼
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気
軽
に
接
近
し
て
こ
ら
れ
た
。
声
を
掛
け
ら
れ
れ
ば
コ
チ
コ
チ
に
な
っ
て
し
ま

う
く
ら
い
の
私
た
ち
に
、
テ
ン
ト
の
立
て
方
や
炊
事
の
や
り
方
な
ど
と
い
っ
た

初
歩
か
ら
親
切
に
教
え
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。

指
導
者
と
し
て
の
素
質
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
人
に
も
平
等
に
接
す
る
と
い
う

同
氏
の
考
え
方
は
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
幼

く
し
て
日
田
ル
ー
テ
ル
教
会
で
洗
礼
を
受
け
た
と
い
う
精
神
生
活
に
も
よ
る
の

だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
同
氏
の
周
り
に
は
登
山
人
に
限
ら
ず
多
く
の
人
々
が

集
ま
っ
た
も
の
だ
。
そ
れ
が
日
田
山
岳
会
を
生
む
原
動
力
と
な
り
、
創
立
メ
ン

バ
ー
と
し
て
、
そ
の
中
心
に
同
氏
が
い
た
。
登
山
の
実
践
で
は
、
無
雪
期
の
傾

山
、
万
年
山
、
阿
蘇

・
鷲
ケ
峰
な
ど
で
の
岩
場
の
開
拓
を
含
め
、
九
州
を
中
心

に
、
穂
高

・
槍
、
白
馬

・
針
の
木
、
さ
ら
に
積
雪
期
の
富
士
、
大
山
と
活
動
の

範
囲
は
広
が
っ
て
い
く
。

日
本
山
岳
会
に
入
会
さ
れ
た
の
は

一
九
六
二
年
。
そ
の
直
ぐ
後
で
日
田
山
岳

会
の
二
代
日
会
長
に
就
任
さ
れ
る
。
筆
者
の
方
は
高
校
を
出
て
大
学
に
入
り
日

田
と
の
縁
が
切
れ
て
い
た
が
、
社
会
人
と
な
っ
て
大
分
で
就
職
、　
一
足
遅
れ
て

日
本
山
岳
会
に
入
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ば

「公
」
で
の
お
付
き
合
い
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
再
会
を
果
た
し
た
。

そ
の
こ
ろ
大
分
に
も
よ
う
や
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
関
す
る
研
究
組
織
が
生
ま
れ
て

い
た
。
中
心
に
な
っ
て
い
た
の
は
東
九
州
支
部
の
会
員
で
あ
り
、
そ
こ
で

一
九

六
五
年
、
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
ヘ
の
登
山
隊
派
遣
が
具
体
化
し
た
。
本
来
な
ら
ネ

パ
ー
ル
に
行
き
た
か
っ
た
の
だ
が
、
当
時
の
事
情
が
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
と
は
い
え
、
地
方
の
登
山
組
織
が
取
り
組
む
に
は

物
心
両
面
で
か
な
り
の
困
難
が
あ
っ
た
し
、
大
分
県
の
登
山
界
で
は
前
年
に
台

湾

・
雪
山
―
大
覇
尖
山
を
経
験
し
て
い
た
も
の
の
、
支
部
と
し
て
の
本
格
的
な

海
外
登
山
は
初
め
て
で
あ
り
、
す
べ
て
が
手
探
り
状
態
だ
っ
た
。

そ
の
隊
長
と
し
て
、
支
部
の
み
ん
な
が

一
致
し
て
推
し
た
の
が
矢
野
氏
で
あ

る
。
隊
員
は
若
い
。
血
気
に
は
や
り
、
と
も
す
れ
ば
意
気
込
み
ば
か
り
が
先
走

り
し
そ
う
に
な
る
無
鉄
砲
な
五
人
を
リ
ー
ド
す
る
の
は
、
今
に
し
て
思
え
ば
大

変
な
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
出
発
に
さ
い
し
、
氏
は

「危
険
は
回
避
す
る

が
、
困
難
に
は
真
正
面
か
ら
立
ち
向
か
い
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
」
と
訓
示

さ
れ
た
。
そ
の
言
葉
は
今
も
支
部
に
生
き
て
お
り
、
後
輩
た
ち
の
登
山
に
対
す

る
基
本
的
な
姿
勢
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

登
山
は
成
功
し
た
。
隊
長
自
ら
最
終
キ
ャ
ン
プ
ま
で
上
っ
て
指
揮
を
と
ら
れ

た
。
登
山
活
動
の
詳
細
に
つ
い
て
は
同
氏
が

「山
岳
』
に
寄
稿
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
飾
り
気
の
な
い
人
柄
が
理
解
し
て
も
ら
え
よ

う
。
た
だ
、
そ
こ
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
同
氏
の
現
地
の
人
々

に
対
す
る
献
身
的
な
医
療
活
動
が
あ
っ
た
。
カ
ブ
ー
ル
で
在
留
邦
人
の
歯
の
治

療
に
当
た
っ
た
の
を
皮
切
り
に
、
そ
の
医
学
知
識
を
フ
ル
に
生
か
し
、
前
後

一

ヵ
月
近
い
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
間
に
、
そ
れ
こ
そ
休
む
間
も
な
い
と
い
っ
た
調
子
で

現
地
民
の
診
療
を
続
け
ら
れ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
病
で
治
療
を
求
め
る
者
は
多
く
、

と
も
す
れ
ば
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
日
程
が
狂
い
そ
う
に
な
っ
た
ほ
ど
。
そ
れ
で
も
多

少
の
暇
が
あ
る
と
、
持
参
し
て
い
た
ハ
ク
ス
リ
ー
の

『ガ
ザ
に
盲
い
て
』
を
テ

ン
ト
や
岩
陰
で
読
み
続
け
て
お
ら
れ
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
以
後
も
九
州

一
円
か
ら
中
国
地
方
、
富
士
山
、
北
ア
ル
プ

ス
な
ど
で
活
発
な
登
山
が
続
く
。
こ
の
間
、海
外
登
山
技
術
研
究
会
や
ヒ
ン
ズ
ー

ク
シ
ュ
会
議
な
ど
に
た
び
た
び
出
席
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ご
存
じ
の
方
も
あ
ろ

う
。
海
外
で
は
九
州
歯
科
大
学
Ｏ
Ｂ
に
よ
る
ア
ラ
ス
カ
の
マ
ー
カ
ス
・
ベ
ー

カ
ー
、
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
タ
ス
マ
ン
氷
河
な
ど
。
そ
し
て

一
九
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八
四
年
六
月
、
九
重
山
群
の
ミ
ヤ
マ
キ
リ
シ
マ
観
賞
登
山
の
途
中
で
倒
れ
、
以

来
、
長
い
病
床
に
つ
か
れ
た
。　
一
時
は
持
ち
直
し
仲
間
た
ち
を
ほ
っ
と
さ
せ
た

が
、
再
起
は
な
ら
な
か
っ
た
。

東
九
州
支
部
は

一
九
九
〇
年
が
創
立
三
十
周
年
。
そ
の
記
念
の
年
に
前
後
し

て
前
支
部
長
の
野
口
氏
は
じ
め
、
木
本
、
南
崎
の
両
氏
、
さ
ら
に
矢
野
氏
と
い

う
諸
先
輩
を
失

っ
た
。
い
ず
れ
も
支
部
の
基
礎
を
築
い
た
人
た
ち
で
あ
り
、
残

念
で
な
ら
な
い
。

略
　
　
歴

一
九
二
五
年

一
月
　
大
分
県
日
田
市
若
宮
町
で
生
ま
れ
る

一
九
四
七
年
三
月
　
福
岡
県
立
九
州
歯
科
医
学
専
門
学
校
を
卒
業
。
日
田
市
で
歯
科
医
院

を
開
業

一
九
五
一
年
八
月
　
日
田
山
岳
会
を
創
立

一
九
六
二
年
四
月
　
日
本
山
岳
会
に
入
会

（会
員
番
号
五
三
九
九
）

一
九
六
三
年
十
月
　
日
田
山
岳
会
会
長
に
就
任

一
九
六
五
年
六
～
七
月
　
大
分
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
登
山
隊
の
隊
長
と
し
て
コ
ー
・
イ
・
モ

ン
デ
ィ
第
二
登

一
九
七
二
年
四
月
　
日
田
山
岳
会
会
長
を
退
任

一
九
七
五
年
七
月
　
ア
ラ
ス
カ
、
マ
ー
カ
ス
・
ベ
ー
カ
ー
峰

一
九
八
三
年
六
月
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
タ
ス
マ
ン
氷
河

一
九
八
四
年
六
月
　
九
重
山
群
登
山
中
に
病
に
倒
れ
る

一
九
九

一
年
二
月
　
逝
去

（梅
木
秀
徳
）

二

上

純

一

氏

（
一
九
五

一
上

九
九

一
）

「と
こ
ろ
で
、
お
互
い
の
う
ち
、
も
し
万
が

一
ど
ち
ら
か
に
何
か
が
生
じ
た

ら
、
誰
に
連
絡
を
と
っ
た
ら
よ
い
か
」
と
、
三
上
、
貫
田
の
両
氏
が
、
ロ
ン
ブ

ク
氷
河
の
大
本
営
の
テ
ン
ト
内
で
話
し
合
っ
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
、

筆
者
の
診
療
所
と
自
宅
の
住
所
と
電
話
番
号
を
貫
田
氏
の
手
帳
に
書
き
込
ん

だ
。
計
画
書
に
は
、
二
上
氏
の
留
守
本
部
は
プ
リ
ン
ト
さ
れ
て
な
く
、
こ
の
一

筆
が
そ
の
後
の
遭
難
連
絡
、
留
守
家
族
へ
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
な
ろ
う
と
は
、
夢

に
も
思
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
を
最
少
単
位
の

精
鋭
で
、
す
べ
て
自
己
負
担
に
よ
っ
て
、
誰
か
ら
も
援
助
を
受
け
ず
、
何
に
も

拘
束
さ
れ
ず
に
、
自
由
闊
達
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
自
己
主
張
し
な
が
ら
、
も
し

登
頂
に
成
功
し
た
ら
満
足
感
が
計
り
知
れ
な
い
、
と
思
う
の
は
私
ば
か
り
で
は

あ
る
ま
い
。

昨
年
八
月
の
大
高
市
の
夜
に
、
彼
は
帰
り
ぎ
わ
に
、
恥
か
し
そ
う
に
チ
ョ
モ

ラ
ン
マ
北
東
稜
の
計
画
を
い
い
、
出
来
た
ら

一
緒
に
大
本
営
ま
で
行
き
ま
せ
ん

か
と
い
う
。
現
在
の
と
こ
ろ
総
計

一
千
万
円
、
も
し
私
が
参
加
す
れ
ば
、
二
人

で
の
時
よ
り
安
く
な
り
、　
一
人
三
百
三
十
万
円
と
、
事
も
な
げ
に
い
う
。
実
際

は
そ
れ
よ
り
安
く
七
百
八
十
万
円
だ
っ
た
と
報
告
書
に
あ
っ
た
。
私
は
五
十
七

歳
、
成
人
病
と
も
多
少
の
か
か
わ
り
が
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
大
変
光
栄
で
嬉

し
い
申
し
出
で
は
あ
っ
た
が
、
即
座
に
は
返
答
し
た
く
な
か
っ
た
。

二
上
氏
が
、
盛
岡
の
日
本
チ
バ
・
ガ
イ
ギ
ー
に
勤
務
さ
れ
て
い
る
と
伺
っ
た

の
は
、　
一
九
八
二
年
今
西
錦
司
会
長
の
千
三
百
座
登
頂
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
の
あ

と
、
旧
知
の
京
都
カ
ラ
コ
ル
ム
ク
ラ
ブ
の
面
々
と
二
次
会
時
に
合
流
し
た
時
で
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あ
る
。林
原
隆
二
氏
か
ら
、
一
緒
に
カ
ラ
コ
ル
ム
五
大
氷
河
踏
査
の
折
に
シ
ア
・

カ
ン
リ
や
バ
ル
ト
ロ
・
カ
ン
リ
に
小
林
利
明
氏
と
登
っ
た
二
上
純

一
氏
が
、
四

月
か
ら
そ
ち
ら
に
勤
務
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
伺
っ
た
。
当
時
の
計
画
書
に
は
お

名
前
は
な
く
、
急
遠
参
加
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
解
っ
た
。
早
速
お
逢
い
し
た

ら
、
山
や
酒
は
い
う
に
及
ば
ず
、
民
俗
音
楽
に
も
造
詣
が
深
い
。
本
業
の
医
薬

情
報
も
文
系
出
身
で
は
出
色
だ
っ
た
。

一
般
的
に
は
、
先
鋭
的
な
岳
人
に
は
、
北
上
山
地
の
よ
う
な
地
味
な
地
ぶ
く

れ
に
は
殆
ど
興
味
を
示
さ
な
い
が
、
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
な
彼
の
場
合
は
、
ど
ん

な
山
で
も
峠
で
も
、
暇
の
あ
る
時
は
子
連
れ
で
参
加
し
た
。
四
年
前
の
第
五
回

東
北
地
区
集
会
時
の
七
時
雨
山
行
に
参
加
し
、
山
頂
ま
で
七
寸
角
、
三
間
物
の

角
材
を
独
力
で
担
ぎ
、
そ
れ
も
七
歳
の
長
男
真

一
君
を
同
行
し
て
の
葦
駄
天
ぶ

り
だ
っ
た
。
七
時
雨
山
は
双
耳
峰
で
、
権
現
山
と
三
角
点
峰
か
ら
な
る
。
地
元

で
は
権
現
山
を
七
時
雨
山
と
裡
称
し
、
三
角
点
峰
は
特
に
呼
称
は
な
く
、
今
回

我
々
は
、
三
上
氏
に
因
み
、
そ
れ
を
三
上
山
と
呼
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼

の
良
き
同
行
者
で
あ
っ
た
愛
大
パ
キ
は
こ
の
山
麓
の
七
時
雨
山
荘
に
、
こ
れ
を

機
に
番
大
と
し
て
嫁
い
だ
。

ま
た
、
支
部
編
の
北
上
山
地
の

「か
ぬ
か
平
の
山
々
』
（現
代
旅
行
研
究
所
、

翻
年
刊
）
の
雪
の
五
葉
山
、
雪
の
早
池
峰
、
雪
の
青
松
葉
山
等
に
見
せ
た
た

ぐ
い
ま
れ
な
ユ
ニ
ー
ク
な
行
動
力
と
筆
致
は
、
メ
ン
バ
ー
に
は
驚
異
だ
っ
た
。

几
帳
面
に
も
出
発
前
ま
で
の
二
十
五
程
の
ス
キ
ー
行
の
報
告
を
残
し
、
こ
れ
ま

で
の
デ
ー
タ
の
疑
問
点
を
よ
く
指
摘
し
て
く
れ
た
。
恐
ら
く
冬
の
北
上
山
地
の

千
屑
級
以
上
の
山
々
を
総
ナ
メ
に
し
た
の
は
二
上
氏
を
嗜
矢
と
す
る
と
思
わ
れ

る
。追

悼
文
を
記
す
に
当
た
り
、
二
上
純

一
氏
の
五
月
二
十
七
日
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ

登
頂
後
東
壁
へ
行
方
不
明
、死
亡
と
確
認
さ
れ
る
に
至
り
、彼
の
死
は
私
に
と
っ

て
絶
対
に
埋
め
合
わ
せ
の
つ
か
な
い
も
の
、
支
部
会
員
や
友
人
達
に
と
っ
て
も

同
様
、
埋
め
合
わ
せ
の
つ
か
な
い
も
の
に
違
い
な
い
。
合
掌

関
大
Ｏ
Ｂ
で
関
西
支
部
の
字
都
木
慎

一
氏
が
三
上
氏

の
学
生
時
代

の
山
歴
を

寄
せ
て
く
れ
た
。

一
九
七

一
年
十
月
　
関
西
大
学
体
育
会
山
岳
部
入
部

一
九
七
二
年
三
月
　
北
燕
岳
北
西
尾
根
よ
り
前
常
念
縦
走

四
月
　
双
六
岳
よ
り
鳥
帽
子
岳
縦
走

七
月
　
種
池
よ
り
槍
、
餓
鬼
岳
縦
走
、
千
丈
沢
定
着

十
二
月
～

一
月
　
湯
俣
尾
根
よ
り
野
口
五
郎
岳

一
九
七
三
年
二
月
　
遠
見
尾
根
よ
り
鹿
島
槍
ケ
岳

四
月
　
北
鎌
尾
根
よ
り
種
池
縦
走

五
月
　
山
岳
部
主
将
と
な
る

六
月
　
御
在
所
岳
藤
内
壁

七
月
　
千
丈
沢
定
着
、
部
員
転
落
事
故
の
た
め
合
宿
中
止

八
月
　
穂
高
岳
合
宿

十
月
　
穂
高
飛
弾
側
偵
察

十
二
月
　
涸
沢
岳
西
尾
根
よ
り
奥
穂
高
岳

一
九
七
四
年
八
月
　
横
尾
定
着
合
宿

十
月
　
爺
ケ
岳
東
尾
根

十

一
月
　
大
峰
山
全
山
縦
走

（吉
野
～
那
智
）
、
御
嶽
山

十
二
月
～

一
月
　
爺
ケ
岳
東
尾
根
よ
り
鹿
島
槍
ケ
岳

一
九
七
五
年

一
月
　
比
良
山
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追   悼

主
な
山
歴

一
九
七
五
年
五
月

一
九
七
九
年
七
月

一
九
八
〇
年
八
月

一
九
八

一
年
四
月

六

月
六
月

一
九
八
二
年
五
月

一
九
八
九
年
八
月

一
九
九
〇
年
八
月

一
九
九

一
年

一
月

一
九
九

一
年
五
月
一

三
月
　
白
山

知
床
半
島
単
独
縦
走

カ
ラ
コ
ル
ム
五
大
氷
河
踏
査

（京
都
カ
ラ
コ
ル
ム
ク
ラ
ブ
）
、
七
月

四
日
シ
ア
・
カ
ン
リ
登
頂
、
八
月
四
日
バ
ル
ト
ロ
・
カ
ン
リ
登
頂

北
岳
に
て
左
顎
関
節
か
ら
右
腕
に
か
け
て
被
雷
し
人
事
不
省
、
野
村

武
氏
の
人
工
呼
吸
に
て
蘇
生

日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号
八
九
二
七
）
、
関
西
支
部
所
属
。
紹

介
者
西
堀
栄
三
郎

ｏ
鼎
治
紀

日
本
コ
ン
グ
ー
ル
登
山
隊

・
中
国
コ
ン
グ
ー
ル
峰
に
遠
征
す
る
も
別

動
隊
遭
難
の
た
め
中
止

ム
ス
タ
ー
グ

・
ア
タ
峰
登
頂

日
本
山
岳
会
岩
手
支
部
に
移
籍
、
以
降
支
部
例
会
、
山
行
行
事
に
そ

の
ユ
ニ
ー
ク
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
発
揮

ボ
ル
ネ
オ

・
キ
ナ
バ
ル
山
登
頂

タ
ン
ザ
ニ
ア
・
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
峰
登
頂

メ
キ
シ
ョ
・
ポ
ポ
カ
テ
ペ
ト
ル
峰
登
頂

一十
七
日
　
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
登
頂
、
Ｃ
６
、
八
二
〇
〇
済
よ
り
貫
田

宗
男
氏
お
よ
び
シ
ェ
ル
パ
ニ
名
と
で
登
頂
し
、
下
山
中

一
五
〇
済

下
っ
た
地
点
か
ら
東
壁
に
滑
落
し
散
華
し
た
。
享
年
三
十
九
歳

（佐
藤
敏
彦

）

高

木
　
健
太
郎

氏

（
一
九
一
〇
～
一
九
九
〇
）

高
木
先
生
と
私
達

（日
本
山
岳
会
東
海
支
部
）
の
結
び
つ
き
は
、　
一
九
六
五

～
六
六
年
の
ア
ン
デ
ス
遠
征
で
あ
っ
た
。
私
達
は
名
古
屋
大
学
の
第

一
生
理
学

教
室
と
環
境
医
学
研
究
所
の
協
力
を
得
て
、
名
古
屋
大
学
ア
ン
デ
ス
学
術
遠
征

隊
の
名
の
も
と
に
、
念
願
の
海
外
登
山
に
出
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の

隊
長
が
高
木
先
生
で
、
先
生
も
自
ら
ア
コ
ン
カ
グ
ア
北
面
の
プ
ラ
サ

・
デ

・

ム
ー
ラ
ス
の
Ｂ
Ｃ
ま
で
上
っ
て
こ
ら
れ
、
テ
レ
メ
ー
タ
ー
を
使
っ
て
高
所
登
山

に
お
け
る
心
肺
機
能
の
作
動
調
査
に
陣
頭
指
揮
を
と
ら
れ
た
。
私
も
胸
に
発
信

機
を
取
付
け
て
登
り
、
寝
た
懐
か
し
い
思
い
出
で
あ
る
。

高
木
先
生
は
子
供
の
頃
は
虚
弱
で
、
病
気
が
ち
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の

後
ラ
グ
ビ
ー
な
ど
で
鍛
え
ら
れ
た
故
か
、
私
達
が
お
近
づ
き
に
な
っ
た
頃
は
、

年
齢
の
割
り
に
は
頑
健
で
、
四
千
屑
と
は
い
え
、
先
生
は
殆
ど
高
山
病
の
徴
候

も
表
わ
れ
ず
、
私
達
若
い
者
を
驚
か
せ
た
。

高
木
先
生
は
登
山
家
と
し
て
の
実
績
こ
そ
乏
し
い
が
、
登
山
界
、
特
に
私
達

東
海
支
部
に
与
え
ら
れ
た
功
績
は
大
き
く
、
た
び
重
な
る
支
部
の
遠
征
に
際
し

て
は
、
先
生
の
名
声
を
存
分
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
う
し
た
こ
と
に

関
し
て
、
嫌
な
顔

一
つ
な
さ
ら
ず
、
逆
に
私
達
を
励
ま
し
て
い
た
だ
い
た
の
で

あ
っ
た
。

一
九
八
〇
年
、
八
四
年
に
行
な
っ
た
日
本
―
ネ
パ
ー
ル
国
際
親
善
ガ
ウ
リ

・

シ
ャ
ン
カ
ー
ル
登
山
の
際
に
は
、
三
度
と
も
カ
ト
マ
ン
ズ
ま
で
や
っ
て
来
ら
れ
、

現
大
蔵
大
臣
橋
本
竜
太
郎
氏
と
と
も
に
ネ
パ
ー
ル
の
医
療
に
つ
い
て
尽
力
さ

れ
、
特
に
八
四
年
九
月
、
東
海
支
部
と
ネ
パ
ー
ル
山
岳
協
会
と
の
共
催
に
よ
る
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「ネ
パ
ー
ル
を
考
え
る
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
医
療
問
題
の
座
長

を
務
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
功
績
に
よ
り
、
八
六
年
二
月
に
は
ネ
パ
ー
ル
山
岳

協
会
よ
り
名
誉
会
員
に
推
挙
さ
れ
て
い
る
。

高
木
先
生
を
世
界
的
な
生
理
学
者
と
し
て
名
を
成
さ
し
め
た

一
つ
に
、
皮
膚

の
圧
迫
が
発
汗
に
及
ぼ
す
効
果
の
研
究
が
あ
る
。
発
汗
し
て
い
る
時
に
、
た
と

え
ば
右
を
下
に
し
て
寝
る
と
、
そ
の
側
の
半
身
の
汗
が
減
り
、
反
対
側
の
左
側

の
汗
が
ふ
え
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
さ
れ
た
の
が
名
古
屋
大
学
生
理
学
の
名
誉

教
授
故
久
野
寧
先
生
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
科
学
的
に
証
明
し
た
の
が
、
当

時
新
潟
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
高
木
先
生
で
、
こ
れ
が
縁
で
名
古
屋
大
学
の
強

い
要
望
で
五
七
年
名
古
屋
に
移
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
先
生
は
ま
た
呼

吸
生
理
学
の
研
究
で
、
戦
時
中
す
で
に
高
々
度
呼
吸
に
関
す
る
研
究
も
手
が
け

ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
高
所
医
学
の
研
究
が
我
々
登
山
家
に
協
力
さ
れ
た
動

機
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
私
な
ど
当
時
そ
ん
な
こ
と
を
知
る
由
も
な
く
、
ア

ン
デ
ス
遠
征
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
、
医
師
で
も
あ
る
原
真
君
の
紹
介
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

ア
ン
デ
ス
遠
征
の
数
年
後
、
全
国
の
大
学
と
時
を
同
じ
く
し
て
名
古
屋
大
学

に
も
学
園
紛
争
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
、
大
九
年
四
月
か
ら
学
部
長
事
務
取
扱
を
命

ぜ
ら
れ
、
紛
争
解
決
に
努
力
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
名
古
屋
市
立
大
学
々
長
、
参

議
院
議
員
へ
と
歩
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
相
手
側
の
た

び
重
な
る
強
い
要
請
に
よ
る
も
の
で
、
先
生
の
学
者
、
教
育
者
と
し
て
の
業
績

と
、
包
容
力
の
あ
る
人
柄
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
生
の
業
績
を
数
え
上
げ

た
ら
キ
リ
が
な
い
が
、
中
で
も
西
洋
と
東
洋
の
医
学
の
交
流
に
尽
く
さ
れ
た
功

績
は
ひ
と
き
わ
大
き
い
。

亡
く
な
ら
れ
る

一
週
間
程
前
、
東
海
支
部
の
尾
上
、
和
田
両
君
が
見
舞
に
伺

い
、治

っ
た
ら
山
仲
間
で

一
杯
や
り
ま
し
ょ
う
と
云
う
と
、
「
や
ろ
う
、
や
ろ
う
。」

と
元
気
よ
く
答
え
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

高
木
先
生
の
教
訓
の
中
で

「何
事
を
な
す
に
も
情
熱
と
信
念
を
持

つ
こ
と
」

「私
情
を
は
さ
ま
ず
真
実
を
ま
げ
な
い
」
、
ま
た
中
高
年
の
健
康
に
つ
い
て
、

「錆

つ
く
よ
り
、
摩
り
切
れ
よ
」
「
頭
は
使

っ
て
、
気
は
遣
う
な
」
な
ど
は
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
言
葉
だ
と
肝
に
命
じ
て
い
る
。

略

　

歴

明
治
四
十
三
年
　
福
岡
県
福
岡
市
生
ま
れ

昭
和
　
九
年
　
九
州
帝
国
大
学
医
学
部
卒
業
と
同
時
に
助
手
と
な
る

昭
和
十
四
年
　
新
潟
医
科
大
学
助
教
授

昭
和
二
十
年
　
新
潟
大
学
医
学
部
教
授

昭
和
三
十
年
　
名
古
屋
大
学
医
学
部
教
授

昭
和
四
十
七
年
　
名
古
屋
市
立
大
学
学
長

昭
和
五
十
五
年
　
参
議
院
議
員

昭
和
五
十
九
年
　
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号
九
五
三
四
）

平
成
二
年
九
月
二
十
四
日
　
肝
臓
癌
に
て
死
去
、
八
十
歳

朝
日
科
学
奨
励
賞
、
中
日
文
化
賞
、
紫
綬
褒
彰
、
全
米
医
学
教
育
賞
、

愛
知
県
体
育
表
彰
、
名
古
屋
大
学
・
名
古
屋
市
立
大
学
名
誉
教
授
、
全

日
本
鍼
灸
学
会
・
世
界
鍼
灸
学
会
連
合
会
名
誉
会
長
、
愛
知
県
ラ
グ

ビ
ー
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
協
会
々
長
、
日
本
山
岳
会
東
海
支
部
顧
間
、
そ
の

他
学
会
の
役
員

（中
世
古
隆
司
）
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根

本

　

大

氏

（
一
九
二
〇
～

一
九
九
〇
）

根
本
大
氏
は
旧
東
京
商
大

一
橋
山
岳
部
の
出
身
で
、
同
部
の
仲
間
う
ち
で
は

表
面
ソ
フ
ト
だ
が
、
芯
の
強
い
、
ね
ば
り
あ
る
性
格
で
、
尊
敬
す
べ
き
存
在
で

あ
っ
た
。
日
本
山
岳
会
へ
入
会
し
た
の
は
昭
和
六
十
年
四
月
、
彼
の
六
十
六
歳

の
と
き
で
、
会
員
番
号
は
九
六

一
九
、
紹
介
者
は
私
と
望
月
達
夫
氏
で
あ
っ
た
。

山
岳
部
在
籍
中
の
昭
和
十
四
年
十
二
月
に
は
、
滝
谷
第
四
尾
根
冬
期
初
登
攀

を
志
す
大
塚
武

（元
本
会
北
海
道
支
部
長
）
、
山
田
亮
三

（元
会
員
）
両
氏
の

支
援
隊
員
と
し
て
、
佐
藤
正
雄
氏
と
共
に
選
ば
れ
て
活
躍
、
そ
の
機
会
に
奥
穂

高
、
滝
谷
第
五
尾
根
、
第
二
尾
根
北
山
稜
に
登
攀
、
そ
の
翌
年
三
月
に
は
山
田

氏
と
大
喰
岳
に
雪
洞
を
掘
っ
て
、
吹
雪
の
な
か
の
わ
ず
か
な
晴
れ
間
を
盗
む
よ

う
に
し
て
大
槍
を
登
っ
て
き
た
。

太
平
洋
戦
争
が
勃
発
し
た
こ
ろ
山
岳
部
に
在
籍
し
て
、
物
心
両
面
の
苦
労
を

し
た
の
は
、
ど
こ
の
山
岳
部
で
も
同
様
だ
っ
た
が
、
彼
も
ま
た
そ
う
し
た

一
人

で
あ
り
、
昭
和
十
七
年
の
夏
山
合
宿
で
彼
と
林
正
敏
両
氏
が
ク
ラ
ッ
ク
尾
根
を

登
攀
し
た
当
時
の
こ
と
を
、
林
氏
が
思
い
出
を
新
た
に
し
て

「針
葉
樹
会
報
」

七
六
号
に
書
い
て
い
る
。

大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
は
、戦
時
中
に
海
軍
主
計
将
校
と
し
て
軍
務
に
服
し
、

卒
業
時
就
職
決
定
し
て
い
た
三
井
物
産
が
、
戦
後
財
閥
解
体
に
あ
っ
た
た
め
苦

労
を
か
さ
ね
た
が
、
農
産
物
輸
入
の
専
門
家
と
し
て
早
や
ば
や
と
渡
米
し
、
そ

悼
　
　
の
結
果
は
後
年
、
住
友
商
事
の
常
務
取
締
役
と
し
て
朱
配
を
振
う
に
至
っ
た
。

岳
人
と
し
て
も
、
ま
た
経
済
人
と
し
て
も
立
派
な
業
績
を
あ
げ
た
証
拠
で
あ
ろ

追
　
　
つヽ
ｏ

特
に
、
彼
と
私
は
旧
制
東
京
府
立

一
中
以
来
の
同
期
生
で
、
彼
が
戦
後
貿
易

立
国
の
先
駆
者
と
し
て
の
永
い
米
国
滞
在
か
ら
帰
国
後
、
国
内
の
山
行
を
数
多

く
共
に
し
た
貴
重
な
友
で
あ
っ
た
。

一
昨
年
秋
に
風
邪
が
長
び
い
て
血
液
検
査
を
し
た
結
果
、貧
血
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
原
因
が
十
二
指
腸
周
辺
に
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
、摘
出
手
術
を
し
、

昨
年
の
春
頃
か
ら
は
予
後
順
調
の
様
子
で
あ
っ
た
が
、
九
月
に
黄
疸
発
症
入
院

し
、
十

一
月
十
日
に
逝
去
さ
れ
た
。
享
年
七
十
歳
で
あ
る
。

病
癒
え
れ
ば
、
ま
た
山
行
を
共
に
し
よ
う
と
待
機
し
て
い
た
私
に
は
、
ま
こ

と
に
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
俳
句
を
よ
く
し
た
彼
に
は
、
自
己
の
死
を
予
感
す

る
か
の
よ
う
な
句
作
が
あ
り
、
こ
れ
を
掲
げ
て
筆
を
お
く
。
合
掌
。

世
を
閉
じ
て
　
は
や
幾
日
か
秋
進
む
　
大
子

（久
保
孝

一
郎
）

井

上

治

郎

氏

（
一
九
四
五
上

九
九
こ

一
九
九
〇
年
十

一
月
、
中
国
雲
南
省
の
梅
里
雪
山
を
め
ざ
す
第
二
次
日
中
合

同
登
山
隊
の
隊
長
と
し
て
井
上
治
郎
さ
ん
は
日
本
を
発

っ
た
。
そ
し
て
、
日
中

十
六
名
の
隊
員
と
と
も
に
、
未
だ
帰

っ
て
こ
な
い
。

「治
郎
が
死
ん
だ
と
は
、
ど
う
し
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
。」
井
上
さ
ん
を
知

る
人
達
は
、
全
く
異
口
同
音
に
こ
う
い
う
。
私
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
思
わ
せ

る
人
な
の
だ
。
格
別
体
力
が
優
れ
て
い
る
と
か
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
厳
し

い
状
況
に
お
か
れ
て
も
彼
だ
け
は
帰

っ
て
く
る
と
い
う
信
頼
感
の
も
と
は
こ
れ
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ま
で
の
豊
富
な
経
験
、
気
象

・
雪

・
氷
河
の
専
門
知
識
に
加
え
、
だ
れ
も
が
認

め
る
卓
越
し
た
洞
察
力
、
判
断
力
な
ど
だ
ろ
う
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
痛
烈
な
皮
肉
や
直
言
は
そ
の
能
力
か
ら
く
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
相
手
か
ら
き
ら
わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
国
内
は
も
と
よ
り
、
ネ
パ
ー

ル
や
パ
タ
ゴ
ニ
ア
、
そ
し
て
中
国
で
も
井
上
さ
ん
の
人
気
は
抜
群
だ
。
た
だ
し

一
日
お
く
べ
き
友
人
と
し
て
で
あ
る
。

私
に
と
っ
て
は
、
こ
わ
い
が
親
し
い
先
輩
で
あ
る
。私
が
京
大
山
岳
部
に
入
っ

た
と
き
、
井
上
さ
ん
は
四
回
生
、
山
岳
部
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
。
大
学
院
に
進

学
す
る
と
す
ぐ
に
パ
タ
ゴ
ニ
ア
ヘ
行
き
、
帰
っ
て
く
る
な
り
日
本
山
岳
会
の
エ

ベ
レ
ス
ト
第
二
次
偵
察
隊
で
ネ
パ
ー
ル
ヘ
、
そ
し
て
そ
の
ま
ま
現
地
で
越
冬
し

て
本
隊
に
参
加
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
の
夢
か
ら
京
大
を
選
び
、
山
岳
部
へ
入
っ
た
私

に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
理
想
通
り
の
道
を
進
ん
で
い
る
人
だ
っ
た
。

的
中
す
る
天
気
予
報
で
皆
の
信
頼
を
得
、
ま
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
高
所
で
は
初
め
て

の
長
期
連
続
の
気
象
観
測
を
成
功
さ
せ
て
エ
ベ
レ
ス
ト
か
ら
帰
っ
て
き
た
井
上

さ
ん
は
、
上
田
豊
さ
ん
ら
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
氷
河
調
査
の
計
画
を
進
め
て
い
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
こ
へ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ

（京
都
大
学
学
士
山
岳
会
）
が
ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ

ヤ
の
未
踏
峰
、
ヤ
ル
ン
。
カ
ン

（八
五
〇
五
肩
）
の
登
山
許
可
を
取
得
、　
一
九

七
三
年
登
山
隊
派
遣
と
決
ま
っ
た
。
氷
河
調
査
と
ヤ
ル
ン
ｏ
カ
ン
の
ど
ち
ら
を

と
る
か
で
二
人
は
悩
む
が
、
「
ヤ
ル
ン
・
カ
ン
隊
へ
の
二
人
の
参
加
は
調
査
の

幅
を
広
げ
る
こ
と
に
な
り
、
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
友
人

た
ち
の
理
解
に
助
け
ら
れ
、
ヤ
ル
ン
ｏ
カ
ン
の
登
山
終
了
後
調
査
隊
に
合
流
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

ヤ
ル
ン
・
カ
ン
隊
で
は
最
も
若
い
ヒ
マ
ラ
ヤ
経
験
者
と
し
て
活
躍
、
天
気
予

報
を
担
当
し
、
登
頂
成
功
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
気
象

・
氷
河
の
調
査
を
行

い
、
貴
重
な
デ
ー
タ
を
得
た
。　
一
方
で
か
け
が
え
の
な
い
も
の
を
失
っ
て
も
い

る
。
六
甲
学
院

（中

・
高
）
、
京
大
山
岳
部
を
通
じ
て
の
先
輩
、
こ
と
登
山
に
　
２４

関
し
て
は
最
も
強
く
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
松
田
隆
雄
さ
ん
を
失
っ
た
の

で
あ
る

（初
登
頂
後
下
降
中
に
行
方
不
明
と
な
る
）
。
井
上
さ
ん
が
六
甲
学
院

中
学
校
の
一
年
生
と
し
て
山
岳
部
に
入
部
し
た
と
き
、
松
田
さ
ん
は
高
校
二
年

生
で
部
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
井
上
さ
ん
は
登
山
の
魅
力
を
深
く
知

る
よ
う
に
な
る
。
「山
登
り
そ
の
も
の
よ
り
も
山
の
中
で
暮
ら
し
て
み
た
い
の

だ
」
と
は
後
の
井
上
さ
ん
の
言
葉
で
あ
る
。
松
田
さ
ん
の
後
を
追
う
よ
う
に
京

大
山
岳
部
に
入
っ
た
井
上
さ
ん
は
、
よ
く
松
田
さ
ん
の
も
と
を
訪
れ
て
い
た
と

い
う
。
松
田
さ
ん
が
ヤ
ル
ン
・
カ
ン
計
画
の
中
心
に
な
っ
て
い
く
過
程
を
井
上

さ
ん
は
ず
っ
と
見
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
自
分
も
参
加
し
た
そ
の
登
山

で
松
田
さ
ん
を
失
っ
た
。
井
上
さ
ん
は
コ
ン
プ
リ
ー
ト
な
登
山
の
重
要
さ
と
難

し
さ
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
井
上
さ
ん
は
大
学
院
を
中
途
退
学
し
京
大
防
災
研
究
所
助
手
に
採
用
さ

れ
、
ま
た
理
学
博
士
の
学
位
を
受
け
、
研
究
者
と
し
て
の
道
を
順
調
に
進
ん
で

お
ら
れ
た
。
専
門
は
気
象
学
、
気
候
学
で
あ
る
が
、
研
究
手
法
は
終
始

一
貫
、

自
ら
現
地
に
赴
い
て
対
象
に
直
に
接
し
観
測
に
よ
り
得
た
デ
ー
タ
か
ら
科
学
的

事
実
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
、
フ
ィ
ー
ル
ド

・
サ
イ
エ
ン
ス
の
正
統
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

井

上

さ

ん

は

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｋ

（＞
８

Ｑ
の
ュ

の
＞
ぼ
す
の
０
一３

０
」
バ
く
０
８
）

の

正

統

で

も

あ

っ
た

。

な

ぜ

な

ら

ば

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｋ

は

第

一
の

Ａ

、

す

な

わ

ち

＞
８

Ｑ
の
ユ

の
と

第
二
の
Ａ
、
＞
ぼ
Ｆ
の
の
兼
備
が
そ
の
基
本
で
あ
る
が
、
井
上
さ
ん
は
そ
れ
を

体
現
す
る
個
人
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
登
山
隊
、
偵
察
隊
に
参
加
し
た
と
き
も
新

し
い
フ
ィ
ー
ル
ド
の
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
常
に
観
測

ｏ
調
査
を
怠
ら
な
か
っ
た



追   悼

し
、
そ
の
経
験

・
知
識
は
正
確
な
天
気
予
報
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
。

研
究
対
象
は
お
も
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
や
パ
タ
ゴ
ニ
ア
の
氷
河
、
氷
床
、
南
極
、
チ

ベ
ッ
ト
高
原
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
未
知
の
分
野
、
地
域
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ

う
に
海
外
で
の
活
躍
は
パ
タ
ゴ
ニ
ア
に
始
ま
り
、
そ
の
後
エ
ベ
レ
ス
ト
の
経
験

を
踏
ま
え
て
、
ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
本
格
的
な
氷
河
調
査
を
計
画
す
る
。
そ

れ
が
仲
間
の
賛
同
を
集
め
、
教
授
達
を
動
か
し
、
文
部
省
科
学
研
究
費
を
受
け

る
ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ
氷
河
学
術
調
査
隊
と
し
て
結
実
し
た
。
井
上
さ
ん
自
身

は
前
後
三
回
ネ
パ
ー
ル
の
調
査
に
参
加
さ
れ
た
。
こ
の
隊
は
大
き
な
成
果
を
あ

げ
、　
一
九
八

一
年
に
秩
父
富
記
念
学
術
賞
を
受
け
た
。
研
究
業
績
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
初
期
、
計
画
実
現
に
果
た
さ
れ
た
役
割
に
は
井
上
さ
ん
な
ら
で
は
と

の
感
が
あ
る
。

第
二
十
二
次
日
本
南
極
地
域
観
測
隊

（
一
九
八
〇
～

一
九
八
二
）
で
の
東

ク
ィ
ー
ン
モ
ー
ド
ラ
ン
ド
内
陸
調
査
や
、　
一
九
八
八
年
に
始
ま
る
京
大
防
災
研

究
所
と
中
国
と
の
共
同
研
究
観
測
に
お
い
て
も
、
単
な
る
研
究
者
で
は
な
く

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
井
上
さ
ん
の
能
力
は
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い

た
。一

九
八
四
年
、
初
め
て
の
日
中
合
同
登
山
計
画
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
中
国
登

山
協
会
、
同
志
社
山
岳
会
、
京
都
大
学
学
士
山
岳
会
の
三
団
体
が
協
力
し
て
納

木
那
尼
峰

（ナ
ム
ナ
ニ
、
七
六
九
四
肝
）
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
井
上
さ
ん

は
こ
の
先
遺
隊
の
副
隊
長

（日
本
側
リ
ー
ダ
ー
）
と
し
て
偵
察
活
動
の
先
頭
に

立
ち
、
登
路
を
確
定
し
た
。
つ
い
で
翌
年
の
本
隊
に
も
参
加
し
た
が
、
特
筆
す

べ
き
は
登
頂
日
の
天
気
予
報
で
あ
ろ
う
。
頂
上
ア
タ
ッ
ク
の
数
日
前
か
ら
丼
上

さ
ん
は
ベ
ー
ス
ハ
ウ
ス
に
下
り
、
天
気
予
報
に
専
念
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
好

天
の
予
想
さ
れ
る
五
月
二
十
六
日
が
、
ア
タ
ッ
ク
日
に
選
ば
れ
た
。
当
日
の
朝
、

第
四
キ
ャ
ン
プ
は
強
風
に
明
け
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
、
ベ
ー
ス
ハ
ウ
ス
は
厚
い

雲
に
覆
わ
れ
ゆ
き
降
っ
て
い
る
。
ア
タ
ッ
ク
隊
は
出
発
し
た
が
天
候
は
依
然
回

復
せ
ず
、
登
山
隊
幹
部
は
ア
タ
ッ
ク
続
行
か
中
止
か
の
判
断
を
迫
ら
れ
、
苦
境

に
陥
る
。
そ
の
と
き
井
上
さ
ん
は
午
後
か
ら
の
天
気
回
復
を
自
信
を
も
っ
て
予

報
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
平
林
登
山
隊
長
は
確
信
を
も
っ
て
前
進
を
続
け
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。
予
報
は
的
中
し
、
世
界
第
二
位
の
未
踏
峰
の
初
登
頂
は
成
っ

た
の
で
あ
る
。
井
上
さ
ん
は
中
国
登
山
協
会
首
脳
部
か
ら
の
絶
対
的
な
信
頼
を

得
た
。

梅
里
雪
山
の
登
山
計
画
は

一
九
八
八
年
に
、
三
回
目
の
日
中
合
同
計
画
と
し

て
始
ま
る
。
井
上
さ
ん
は
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
事
務
局
長
と
し
て
、
ま
た
日
中
合
同
登

山
の
経
験
者
と
し
て
計
画
の
推
進
に
努
力
さ
れ
た
。　
一
九
八
九
年
秋
の
第

一
次

登
山
隊
で
は
私
が
日
本
側
登
攀
隊
長
を
務
め
た
が
天
候
と
ル
ー
ト
の
状
態
が
予

想
以
上
に
悪
く
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
つ
づ
い
て

一
九
九
〇
年
の
第
二
次

登
山
隊
で
は
井
上
さ
ん
が
隊
長
を
務
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
国
登
山
協

会
の
要
請
、
若
手
の
信
頼
の
深
さ
も
あ
っ
た
。
皆
が
こ
れ
で
無
事
成
功
と
信
じ

た
。
現
地
か
ら
の
連
絡
で
は
、
期
待
通
り
登
山
は
順
調
に
進
ん
で
い
た
。

そ
し
て

一
九
九

一
年

一
月
、
井
上
さ
ん
以
下
日
中
十
七
名
の
隊
員
が
第
二

キ
ャ
ン
プ
で
連
絡
途
絶
。
全
く
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
多
く
の
人
が

井
上
さ
ん
に
対
す
る
友
情
や
尊
敬
の
念
か
ら
救
援
に
努
力
し
た
。
特
に
中
国
側

は
北
京
か
ら
も
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
も
ナ
ム
ナ
ニ
隊
の
隊
員
が
駆
け
つ
け
た
。
ナ
ム

ナ
ニ
で
築
か
れ
た
日
中
友
好
が
本
物
で
あ
っ
た
証
し
で
あ
る
。
私
も
現
地
へ
向

か
っ
た
が
力
及
ば
ず
、
残
念
な
が
ら
受
け
た
恩
に
報
い
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

研
究
上
の
業
績
の
数
々
を
充
分
に
紹
介
す
る
に
は
残
念
な
が
ら
紙
数
が
不
足
　
２



で
あ
る
。
こ
こ
で
は

一
九
九

一
年
十
月
、
二
十
年
以
上
に
わ
た
る

一
貫
し
た
研

究
に
よ
り
、
氷
河
の
質
量
収
支
変
動
に
か
か
わ
る
地
域
的
、
局
地
的
気
候
を
明

ら
か
に
し
た
と
い
う
氷
河
気
象
学
上
の
業
績
に
対
し
、
日
本
雪
氷
学
会
よ
り
学

術
賞
が
授
与
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
そ
の

一
端
を
知

っ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
活
躍
も
幅
広
い
が
、
さ
ら
に
大
き
な
可
能
性
が
井
上
さ
ん
の
前

に
開
け
て
い
た
。
ま
こ
と
に
惜
し
ん
で
も
な
お
余
り
あ
る
。
酒
と
ク
ラ
シ
ッ
ク

音
楽
を
楽
し
み
、
家
族
を
愛
し
、
多
く
の
友
人
を
持

っ
た
井
上
さ
ん
。
今
も
な

お
帰
還
を
待

っ
て
い
る
人
は
多

い
。
私
も
も
ち
ろ
ん
そ
の

一
人
で
あ
る
。

一
九
七
三
年
四
月
～
十
二
月
　
京
都
大
学
学
士
山
岳
会
ヤ
ル
ン
・
カ
ン
遠
征
隊
、
引
き
続

き
ネ
パ
ー
ル
で
氷
河
調
査

一
九
七
四
年
七
月
～
十
二
月
、　
一
九
七
六
年
四
月
～
十
月
、　
一
九
七
八
年
五
月
～
十
月

ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ
氷
河
学
術
調
査
隊

一
九
八
〇
年
十

一
月
～

一
九
八
二
年
三
月
　
第
二
十
二
次
日
本
南
極
地
域
観
測
隊
越
冬
隊

一
九
八
四
年
四
月
～
六
月
　
日
中
友
好
ナ
ム
ナ
ニ
峰
合
同
先
遣
隊
副
隊
長

一
九
八
五
年
四
月
～
七
月
　
日
中
友
好
ナ
ム
ナ
ニ
峰
合
同
登
山
隊
学
術
隊
員

一
九
八
五
年
十
月
～
十
二
月
　
パ
タ
ゴ
ニ
ァ
氷
河
調
査

一
九
九
〇
年
十

一
月
　
第
二
次
日
中
合
同
梅
里
雪
山
峰
学
術
登
山
隊
隊
長（横

山
宏
太
郎
）

会
報

『山
』
追
悼
文

一
覧

ｏ
一
九
九
〇
年
八
月
号

（五
四
二
号
）

佐
伯
富
男
君
の
死

（藤
平
正
夫
）

・
一
九
九
〇
年
九
月
号

（五
四
三
号
）

追
悼
　
元
会
員
小
出
　
博
氏

（織
内
信
彦
）

ｏ
一
九
九
〇
年
十
月
号

（五
四
四
号
）

追
悼
　
神
津
得

一
郎
氏

（Ｙ
ｏ
Ｍ
）

ｏ
一
九
九
〇
年
十
二
月
号

（五
四
六
号
）

追
悼
　
後
藤
幹
次
氏

（清
野
　
恒
）

追
悼
　
篠
田
軍
治
氏

（村
木
潤
次
郎
）

・
一
九
九

一
年

一
月
号

（五
四
七
号
）

伴
野
　
清
さ
ん
を
悼
む

（麻
生
武
治
）

略

一
九
四
五
年

一
九
六
四
年

一
九
六
八
年

一
九
六
九
年

一
九
七
四
年

一
九
八
九
年

一
九
九

一
年

一
九
九

一
年

海
外
に
お
け
る
主
な
活
動

一
九
六
八
年
十
月
～

一
九
六
九
年
三
月
　
京
都
大
学
ア
ン
デ
ス
学
術
調
査
隊

一
九
六
九
年
八
月
～

一
九
七
〇
年
九
月
　
日
本
山
岳
会
エ
ベ
レ
ス
ト
登
山
隊
第
二
次
偵
察

隊
お
よ
び
本
隊

歴兵
庫
県
に
生
ま
れ
る

六
甲
高
等
学
校
卒
業
。
京
都
大
学
理
学
部
入
学
、
山
岳
部
人
部

大
学
院
進
学

（地
球
物
理
学
専
攻
）

日
本
山
岳
会
人
会

（会
員
番
号
六
八
八
七
）

京
都
大
学
防
災
研
究
所
助
手

京
都
大
学
理
学
博
士

中
国
雲
南
省
梅
里
雪
山
に
て
行
方
不
明
と
な
る

日
本
雪
氷
学
会
学
術
賞
受
賞
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訃
報
　
伴
野
　
清
氏

一
九
九

一
年
二
月
号

（
五
四
八
号
）

今
は
亡
き
百
瀬
舜
太
郎
氏
を
偲
ぶ

（孫
慶
錫
）

一
九
九

一
年
二
月
号

（
五
四
九
号
）

訃
報
　
初
見

一
雄
氏

・
沼
倉
寛
二
郎
氏

（Ｙ
・
Ｍ
）

一
九
九

一
年
四
月
号

（五
五

一
号
）

三
田
さ
ん
の
滋
味

（田
口
二
郎
）

訃
報
　
一二
田
幸
夫
氏

（Ｙ
ｏ
Ｍ
）

・
笠
原
潤
二
郎
氏

・
桜
井
信
雄
氏

一
九
九

一
年
五
月
号

（五
五
二
号
）

追
悼
　
跡
部
昌
三
氏

（大
口
瑛
司
）

追  悼

籠霧■嚇:聯へ:
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部

だ

よ

り

海

道

支

部

平
成
二
年
度
の
主
要
行
事
は
、
橋
本
誠
二
前
支
部
長
よ
り
引
継
い
だ
支
部
の

活
性
化
と
実
行
力
あ
る
計
画
促
進
を
テ
ー
マ
に
役
員
二
十

一
名
担
当
の
も
と
に

左
記
の
よ
う
に
計
画

・
実
施
さ
れ
た
。
山
行
は
、
六
月
三
十
日
～
七
月

一
日
狩

場
山

（二
十
名
）
、
九
月
二
十
九
日
～
三
十
日
十
勝
連
峰

（兼
観
月
会
、
二
十

五
名
）
、
十

一
月
十

一
日
定
山
渓
小
天
狗
岳

（十
六
名
）
。
三
月
十
六
日
～
十
七

日
チ
セ
ヌ
プ
リ

（十
九
名
）
。
遠
来
の
他
支
部
よ
り
の
参
加
も
あ
り
支
部
参
加

者

一
同
大
い
に
感
激
す
る
。

集
会
は
総
会
、
観
月
会
、
忘
年
会
、
支
部
委
員
会
二
回
と
実
施
す
る
。
全
国

集
会
に
は
支
部
長
会
議
二
回
出
席
、十
二
月
年
次
晩
餐
会
に
は
八
名
出
席
す
る
。

十
月
の
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
発
会
式
に
は
芳
賀
副
支
部
長
が
出
席
す
る
。
十
二
月
十
四

日
の
支
部
忘
年
会
は
五
十

一
名
の
出
席
で
盛
会
で
あ
っ
た
。
他
に
十
月
田
部
井

淳
子
氏
を
囲
む
会

（十
三
名
）
、
十

一
月
五
百
沢
智
也
氏
を
囲
む
会

（十
二
）名
。

海
外
研
究
の
夕
べ
は
七
月
五
日

「
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
と
ラ
サ
か
ら
ネ
パ
ー
ル

ヘ
」
。
講
師
に
隊
長
の
芳
賀
副
支
部
長
に
お
願
い
し
三
十
名
出
席
、
大
い
に
感

銘
を
受
け
る
。
十
二
月
に
は
高
沢
、
久
保
田
、
両
編
輯
委
員
に
よ
り
会
報

「
ヌ

プ
リ
」
が
発
行
さ
れ
る
。

平
成
三
年
二
月
十

一
日
、
入
院
先
の
札
幌
で
亡
く
な
ら
れ
た
、
元
日
本
山
岳

会
会
長
三
田
幸
夫
氏
の
密
葬
が
当
支
部
芳
賀
副
支
部
長
の
自
宅
で
通
夜
、
翌
十

二
日
、
教
会
に
お
い
て
告
別
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
支
部
よ
り
支
部
長
始

め
多
数
の
会
員
が
出
席
、
大
先
輩
の
霊
に
対
し
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
し
た
。
葬

儀
委
員
長
は
当
支
部
山
崎
英
雄
氏
で
、
あ
り
し
日
を
偲
び
切
々
た
る
弔
詞
は
参

列
者
の
胸
を
う
つ
も
の
で
し
た
。
な
お
、
本
部
山
田
会
長
よ
り
の
立
派
な
生
花

が
飾
ら
れ
ま
し
た
。

平
成
三
年
度
に
入
り
五
月
十
四
日
支
部
委
員
会
、
五
月
三
十

一
日
は
支
部
委

員
会
、
総
会
と
実
施
さ
れ
た
。
新
役
員
に
は
新
副
支
部
長
に
小
林
年
、
新
事
務

局
長
上
野
八
郎
、
集
会
長
谷
川
謙
吾
、
海
外
酒
巻
吟

一
、
植
田
惇
慈
、
事
務
局

中
島
英
彦
、
那
須
博
文
の
各
氏
が
任
命
さ
れ
た
。
新
役
員
を
含
め
て
二
十
二
名

の
役
員
に
よ
り
今
年
度
の
行
事
を
推
進
す
る
事
と
な
る
。

六
月
二
十
六
日
第

一
回
支
部
委
員
会
を
開
催
し
、
平
成
三
年
度
事
業
計
画
を

左
記
の
通
り
決
定
す
る
。
主
要
山
行
は
年
四
回
と
し
春
夏
秋
冬
各
期
に

一
回
実

施
す
る
事
と
す
る
。

サ
ブ
山
行
　
六
月

一
日
～
二
日
　
雷
電
山

（山
菜
採
取
）

春
期
　
六
月
二
十
二
日
～
二
十
三
日
　
羊
蹄
山

（清
掃
）

夏
期
　
九
月
六
日
～
八
日
　
岩
手
山

（東
北
）

秋
期
　
十
月
十
九
日
～
二
十
日
　
雄
鉾
岳

（兼
観
月
会
）

冬
期
　
二
月
八
日
～
九
日
　
ニ
セ
コ
ア
ン
ヌ
プ
リ

忘
年
会
　
十
二
月
十
四
日

会
報
　
ヌ
プ
リ
発
行

海
外
研
究
の
夕
べ
　
一
～
二
回

支
部
会
員
名
簿
作
成
　
委
員
会
を
つ
く
る

自
然
保
護
　
全
国
関
連
集
会
参
加
　
等
。
以
上
の
よ
う
な
計
画
の
も
と
に
各
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担
当
委
員
細
部
検
討
す
る
。

支
部
会
員
は
約
百
七
十
名
位
で
す
が
新
入
会
員
の
増
加
が
最
近
の
傾
向
と
し

て
目
立
ち
ま
す
。
平
成
二
年
度
新
入
会
員
十
四
名
、
平
成
三
年
度
に
入
り
七
月

現
在
九
名
の
申
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。
又
全
国
名
簿
に
よ
り
支
部
所
属
で
な
い

北
海
道
内
在
住
の
会
員
が
十
四
名
お
り
ま
す
。
支
部
所
属
の
確
認
作
業
を
実
施

し
て
お
り
ま
す
。
現
在
の
支
部
会
員
を
年
代
別
に
調
べ
て
見
ま
す
と
五
十
代
が

一
番
多
く
四
〇

・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
次
に
四
十
代
で
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
十

代

一
六

上
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
七
十
代
以
上

一
〇

・
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
十
代
以

下
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
順
で
四
十
代
～
六
十
代
で
全
体
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
て
い
る
。
老
齢
化
の
傾
向
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
支
部
の
行

事
の
あ
り
方
、
山
行
等
種
々
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

（小
須
田
喜
夫
）

手

支

部

平
成
二
年
十

一
月
二
十
五
日
　
岩
手
支
部
会
友
の
西
川

一
三
氏
の
著
書

『秘

境
西
域
八
年
の
潜
行
』
（中
公
文
庫
）
の
新
装
改
訂
出
版
記
念

「講
演
の
夕
」
を
、

盛
岡
市
の
建
設
会
館
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
当
支
部
主
催
に
て
開
催
。
参
加
者
百

三
十
四
名
。
研
究
者
の
金
子
民
雄
氏
の
祝
辞
、
ド
イ
ツ
の
マ
ン
フ
レ
ー
ト

・
ク

ラ
イ
ナ
ー
ト
氏
夫
妻
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
関
係
で
は
長
老
の
吉
沢

一
郎
、
平
位
剛
、
宮
森

よ
　

常
雄
の
諸
氏
ら
二
十
八
名
が
参
加
。
世
話
人
は
佐
藤
敏
彦
、
田
鎖
寿
、
二
上
純

だ
　
　
一
、
松
田
和
弘
、
佐
藤
紀
子
。

部
　
　
平
成
二
年
十
二
月
二
十
九
日
　
岩
手
支
部
設
立
時
、
初
代
支
部
長
に
推
さ
れ

支

　

た
笠
原
潤
二
郎
氏
が
肺
癌
に
よ
り
死
去
。
行
年
八
十
三
歳
。
昭
和
五
十
年
、
カ

ラ
コ
ル
ム
・
マ
ル
ビ
テ
ィ
ン
中
央
峰
遠
征
時
に
隊
長
と
し
て
参
加
、
バ
ル
チ
ス

タ
ン
地
区
で
植
物
調
査
。
岩
手
大
学
名
誉
教
授
。
本
会
永
年
会
員
。
県
自
然
保

護
協
会
会
長
等
を
歴
任
し
た
。
一
月
五
日
、
永
詳
院
に
て
告
別
式
が
行
わ
れ
た
。

平
成
三
年

一
月
二
十
五
日
　
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山
の
二
上
純

一
、
立
花
幹
雄

両
氏
の
厄
払
会
を
、
八
幡
町

「三
ち
ゃ
ん
寿
司
」
で
行
い
、
激
励
支
援
の
宴
と

な
る
。
参
加
者
十
八
名
。

平
成
三
年
四
月
二
十
日
　
釜
石
市
酔
月
荘
泊
、
翌
日
岩
倉
山
を
変
更
し
、
快

晴
の
鯨
山
山
行
。
参
加
者
十
二
名
。
幹
事

・
刈
屋
敏
彦
氏
。

平
成
三
年
六
月

一
日
　
一
九
九

一
年
日
本
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山
隊

（貫
田
宗

男
隊
長
）
に
同
道
し
た
二
上
純

一
氏
が
五
月
二
十
七
日
十
三
時
に
登
頂
に
成
功

し
た
あ
と
、
下
山
時
に
東
壁
に
滑
落
、
行
方
不
明
の
連
絡
が
、
三
十

一
日
早
朝

入
電
し
、
急
遠
家
族
と
話
し
合
う
。

平
成
三
年
六
月
八
日
　
集
会
委
員
会
の
若
葉
会
山
行
を
共
催
、
七
時
雨
山
山

行
。
権
現
山
に
て
昼
食
、　
一
等
三
角
点
峰
に
は
第
五
回
東
北
地
区
集
会
、
例
会

時
登
山
記
念
に
、
故
二
上
純

一
氏
が
愛
息
真

一
君
を
つ
れ
て
独
力
で
担
ぎ
上
げ

た
七
寸
角

・
二
間
物
の
道
標
が
あ
る
。
そ
れ
が
誰
い
う
と
な
く
今
回
か
ら
こ
の

頂
上
を
二
上
山
と
呼
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
参
加
者
全
員
黙
薦
を
捧
げ
る
。

下
山
時
に
、
わ
ら
び
、
う
る
い
、
行
者
に
ん
に
く
等
の
山
菜
採
り
と
ク
リ
ー
ン

作
戦
を
行
う
。
宴
は
、
岩
手
支
部
の
小
口
洋
右
、
宮
伸
穂
両
氏
の
デ
ュ
エ
ッ
ト

の
ギ
タ
ー
に
よ
る

「悲
し
み
の
礼
拝
堂
」
「悲
し
い
酒
」
「
コ
ン
ド
ル
は
飛
ん
で

行
く
」
等
の
鎮
魂
歌
と
な
っ
た
が
、
安
代
短
角
牛
、
差
し
入
れ
の
ソ
ー
セ
ー
ジ
、

地
酒

「鷲
の
尾
」
に
酪
酎
し
た
。

翌
九
日
も
快
晴
の
稲
庭
岳
で
凍
風
を
満
喫
し
遊
山
、
せ
っ
か
く
ク
リ
ー
ン
◆

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
手
ぐ
す
ね
を
ひ
い
て
来
岩
さ
れ
た
会
員
に
は
肩
す
か
し
の
体
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と
、
う
れ
し
い
悲
鳴
を
あ
げ
る
ハ
メ
と
な
っ
た
。
幹
事

・
立
花
幹
雄
。

平
成
三
年
七
月
六
日
　
故
二
上
純

一
氏
の
告
別
式

・
報
告
会
を
盛
岡
市

・
建

設
会
館
ホ
ー
ル
に
て
挙
行
し
た
。
支
部
の
松
田
和
弘
氏
が
進
行
を
つ
と
め
、
貫

田
宗
男
、
宇
都
木
慎

一
、
佐
藤
敏
彦
の
諸
氏
の
報
告
追
悼
の
あ
と
、
献
花
、
支

部
の
本
田
宏
考
、
ア
ン
ヘ
ル
・
ミ
ラ
ン
ダ
の
ケ
ー
ナ
と
ギ
タ
ー
が
民
俗
音
楽
の

「
コ
ン
ド
ル
は
飛
ん
で
い
く
」
の
演
奏
を
捧
げ
た
。
参
加
者
三
百
三
十
名
。
世

話
人

・
佐
藤
敏
彦
、
松
田
和
弘
、
佐
藤
紀
子
。　
　
　
　
　
　
（佐
藤
敏
彦
）

田

支

部

平
成
二
年
度
の
事
業
内
容
は
例
年
通
り
で
あ
る
が
、
大
方
の
支
部
会
員
は
他

の
山
岳
会
に
重
籍
し
て
お
り
、
そ
の
活
動
を
考
慮
し
て
、
年
二
回
程
度
の
支
部

山
行
に
留
め
て
い
る
。

支
部
山
行
の
内
容
は
、
県
内
の
比
較
的
登
ら
れ
て
い
な
い
山
や
ル
ー
ト
を
選

び
、
参
加
者
の
高
齢
化
を
も
考
え
、
懇
親
を
第

一
と
し
た
楽
し
い
山
行
作
り
に

専
念
し
て
い
る
。

春
は
十
三
名
の
参
加
者
の
も
と
、
県
南
部
の
信
仰
の
山

・
東
光
山

（五
八
〇

腐
）
を
、
ま
た
、
秋
に
は
十
四
名
の
参
加
者
を
得
て
、
県
中
央
部
に
位
置
し
山

頂
部
に

一
等
三
角
点
と
池
塘
の
あ
る
大
仏
岳

（
一
一
六
六

・
八
屑
）
を
実
施
し

た
。昨

今
、
二
桁
台
の
参
加
者
を
得
て
実
施
す
る
山
行
は
、
当
地
の
山
岳
会
に
於

い
て
は
珍
し
い
存
在
に
な
り

つ
つ
あ
る
。

本
会
関
連
で
実
施
し
た
支
部
懇
談
会

（山
形

・
蔵
王
）
に
九
名
、
年
次
晩
餐

会

（幕
山
）
に
は
八
名
が
参
加
。
今
後
も
こ
れ
等
の
集
会
に
は
出
来
る
だ
け
参

加
を
呼
び
か
け
て
、
他
支
部
と
の
交
流
を
深
め
る
場
と
し
て
い
き
た
い
。

支
部
報
の
発
行
は
、
三
十
周
年
を
過
ぎ
た
支
部
と
し
て
は
、
ま
だ
十
八
号
と
　
２５

数
少
な
い
が
、
こ
れ
は
途
中
長
ら
く
中
断
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

そ
の
発
行
は
、
支
部
の
心
臓
部
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
支
部
活
動
の
歴
史
と

し
て
後
世
に
伝
え
残
し
て
お
き
た
い
。

現
在
、
当
支
部
会
員
の
高
齢
化
が
進
み
、
本
年
度
は
平
均
年
齢
五
十
二
歳
と

な
っ
て
お
り
、
合
わ
せ
て
入
会
者
も
高
齢
化
し
つ
つ
あ
る
。
当
支
部
の
み
な
ら

ず
、
二
十
歳
台
の
会
員
を
求
め
る
こ
と
自
体
無
理
と
な
っ
て
い
る
昨
今
、
中
高

齢
者
を
中
心
と
し
た
山
岳
会
作
り
に
専
念
す
べ
き
だ
と
思
う
。

当
支
部
に
於
い
て
は
、
中
高
齢
者
対
策
と
し
て
、
以
前
よ
り
山
行
時
に
は
必

ず
ア
マ
無
線
の
携
帯
を
奨
励
し
て
い
る
。

ア
マ
無
線
の
携
帯
は
高
齢
者
対
策
の
み
な
ら
ず
、
冬
山
な
ど
を
始
め
遭
難
す

る
例
も
捜
索
す
る
例
も
そ
の
使
用
は
常
識
化
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
他
と
し
て
は
、
平
成
三
年
度
に
向
け
、
地
元
の
大
平
山
と
韓
国
の
智
異

山
と
を
姉
妹
山
と
し
て
結
び
、
こ
れ
ま
で
の
友
好
を
更
に
深
め
る
こ
と
を
現
在

進
め
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（佐
々
木
民
秀
）

形

支

部

山
形
支
部
創
立
四
十
周
年
を
記
念
し
て
全
国
支
部
懇
談
会
「
判
蔵
王
の
集
い
」

を
十
月
十
三
、
十
四
日
蔵
王
温
泉
で
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
初
日
の

雨
の
降
り
様
か
ら
は
予
想
も
出
来
な
か
っ
た
望
外
の
好
天
に
も
恵
ま
れ
盛
況
裡

に
終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
遠
路
ご
参
加
い
た
だ
い
た
会
員
の
皆
様
と
ご

協
力
い
た
だ
い
た
関
係
者
の
皆
様
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。



支 部 だ よ り

ま
た
、
支
部
創
立
四
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
は
田
部
井
淳
子
氏
を
講
師
に

迎
え
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た

（六
月
、
於
鶴
岡
市
）
。
こ
の
講
演
会
は
支
部

会
員
に
か
ぎ
ら
ず
、　
一
般
の
方
達
に
も
き
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
山
の
楽
し

さ
、
す
ば
ら
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
格
好
の
機
会
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
講
演

会
の
あ
と
、
会
場
を
鳥
海
山
の
麓
に
う
つ
し

（於
遊
佐
町
吹
浦
）
、
田
部
井
講

師
と
も
ど
も
四
十
周
年
を
祝
う
会
を
ひ
ら
き
、
四
十
年
来
の
山
の
数
々
の
思
い

出
を
そ
れ
ぞ
れ
な
つ
か
し
ん
だ
。

こ
の
後
は
支
部
山
行
も
全
国
支
部
懇
談
会

「
朝
蔵
王
の
集
い
」
に
向
け
て
、

事
前
調
査
と
合
わ
せ
行
う
な
ど
大
会
準
備
に
支
部
の
総
力
を
結
集
し
ま
し
た
。

十
二
月
支
部
晩
餐
会
開
催

（於
朝
日
村
落
合
）
、
三
月
樹
氷
観
賞
山
行

（於

蔵
王
）
。
生
憎
の
悪
天
候
の
た
め
、
主
峯
熊
野
岳

（
一
八
四

一
腐
）
を
越
す
ス
キ
ー

ツ
ア
ー
こ
そ
取
り
止
め
に
し
た
も
の
の
、
風
雪
に
た
た
か
れ
痛
い
頬
も
も
の
か

わ
終
日
ス
キ
ー
を
満
喫
し
ま
し
た
。

昨
年
、
山
形
支
部
は
二
人
の
大
先
輩
を
失
い
ま
し
た
。
十
月
逝
去
さ
れ
た
名

誉
会
員
後
藤
幹
次
氏
と
十
二
月
逝
去
さ
れ
た
斎
藤
清
吉
氏
で
す
。
山
形
支
部
の

今
日
も
後
藤
幹
次
初
代
支
部
長
と
後
藤
さ
ん
を
陰
に
陽
に
支
え
た
斎
藤
さ
ん
の

存
在
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
す
。
三
月
、
支
部
報

「
や
ま
」
の
追
悼
号
を
発
行
。

追
悼
号
は
お
二
方
を
懐
か
し
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
受
け
た
思
い
の
深
さ
に
感
謝
す

る
気
持
ち
で
う
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
お
二
方
と
も
支
部
会
員
の
心
の
奥
深

く
に
い
つ
ま
で
も
美
し
い
思
い
出
と
と
も
に
生
き
て
い
く
こ
と
と
思
わ
れ
ま

す
。一

九
九

一
年
四
月
、
支
部
総
会

（於
立
川
町
北
月
山
荘
）
。
役
員
改
選
で
大

橋
克
也
支
部
長
、
金
森
繁
二
郎
副
支
部
長
他
の
新
役
員
が
誕
生
し
ま
し
た
。
長

く
支
部
長
を
つ
と
め
た
村
上
勝
太
郎
氏
は
顧
間
に
推
戴
さ
れ
ま
し
た
。
五
月
支

部
山
行
は
山
形

・
新
潟
県
境
の
日
本
国

（標
高
五
五
五

・
四
屑
）
お
よ
び
熊
野

長
峯

（四
三
〇
屑
）
。
六
月
、
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
の
呼
び
か
け
る
清
掃
登
山
を
内
陸

部
は
山
形

上
呂
城
県
境
の
笹
谷
峠
か
ら
雁
戸
山

（
一
四
八
四
屑
）
、
庄
内
地
区

で
は
鳥
海
山

（三
二
三
六
肩
）
に
有
志
を
募
り
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
ま
し
た
。

八
月
、
支
部
創
立
四
十
周
年
記
念
山
行
で
韓
国

・
雪
岳
山

（
一
七
〇
八
肩
）

縦
走
。
参
加
会
員
十
二
名
。
韓
国
も
日
本
同
様
天
候
不
順
が
続
い
て
い
た
も
の

の
、
登
山
期
間
中
の
み
幸
運
に
も
晴
天
に
恵
ま
れ
、
名
立
た
る
岩
峰
を
楽
し
み

つ
つ
全
員
無
事
登
頂
を
果
た
し
ま
し
た
。
…
…
…
詳
細
次
号
予
定
。

（菊
地
俊
彦
）

島

支

部

福
島
県
は
地
形
的
に
、
浜
通
り
が
大
平
洋
温
暖
帯
、
中
通
り
は
南
北
に
河
岸

段
丘
都
市
が
続
き
、
そ
の
西
に
奥
羽
山
脈
が
東
西
の
分
水
嶺
を
成
し
、
会
津
地

方
は
裏
日
本
豪
雪
型
と
、
気
候
地
形
が
複
雑
で
、
北
海
道
を
除
け
ば
日
本
で
二

番
目
に
広
い
県
土
で
あ
る
。

太
平
洋
側
か
ら
南
会
津
地
方
の
山
に
登
る
に
は
時
間
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
長

く
、
ク
ル
マ
の
乗
車
時
間
が
四
、
五
時
間
と
い
う
の
は
ザ
ラ
で
あ
る
。
従
っ
て

全
県

一
斉
の
行
事
を
組
む
の
が
中
々
難
し
い
。
そ
ん
な
理
由
で
、
地
域
グ
ル
ー

プ
や
個
人
の
山
行
き
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
前
八
十
五
号
で
紹
介
ず
み
の
西
会
津

で

「そ
ば
を
喰
う
会
」
は
、
全
県
に
点
在
す
る
会
員
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
大
き
く
役
立
っ
て
い
る
。

本
年
も
十

一
月
の
第
二
日
曜
に
実
行
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
昨
年
の
三
十
名

を
上
回
る
参
加
が
予
測
さ
れ
る
。
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支
部

一
本
の
行
事
は
、
秋
山
小
集
会
、
二
月
の
吾
妻
山
系
栂
森
ス
キ
ー
ツ

ア
ー
、
三
月
の
同
高
山

（た
か
や
ま
）
ス
キ
ー
ツ
ア
ー
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
年

継
続
し
て
き
た
。
本
年
の
秋
山
小
集
会
は
穴
場
的
な
山
を
選
ん
で
、
会
津
高
田

町
に
あ
る
明
神
岳

（
一
〇
七
四
腐
）
を
、
九
月
七
～
八
日
に
予
定
し
て
い
る
。

夏
山
小
集
会
も
な
る
べ
く
決
行
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
流
動
的

で
、
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
相
乗
り
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

昨
年
は
Ｊ
Ａ
Ｃ
全
国
集
会

（山
形
）
に
参
加
し
た
が
、
本
年
は
Ｊ
Ａ
Ｃ
科
学
委

員
会
主
催
の
田
代

・
帝
釈
山
に
参
加
す
る
こ
と
に
し
た
。

さ
て
、
本
支
部
を
設
立
し
た
の
は

一
九
四
七
年
、
来
年
が
創
立
四
十
五
周
年

に
当
る
。
中
身
の
あ
る
記
念
行
事
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。
支
部
創
立
十

五
周
年
記
念
行
事
を
開
催
し
て
か
ら
三
十
年
も
経
過
し
た
の
だ
が
、あ
の
時
（
一

九
六
二
年
）
が
昨
日
の
よ
う
に
想
い
出
さ
れ
る
。
福
島
市
土
湯
温
泉
で
の
懇
親

会
に
、
山
形
県
か
ら
後
藤
幹
次
さ
ん
、
新
潟
県
か
ら
藤
島
玄
さ
ん
の
御
出
席
を

い
た
だ
き
、
両
大
家
は
フ
サ
フ
サ
し
た
黒
髪
で
、
ど
ち
ら
も
酒
豪
で
あ
ら
れ
た
。

私
は
そ
の
前
年
だ
っ
た
か
の
秋
田
国
体
で
両
大
家
と
御

一
緒
し
た
。
後
藤
さ
ん

と
は
開
会
式
か
ら
大
会
終
了
後
の
十
和
田
エ
キ
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
御

一
緒
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
ニ
ッ
カ
ウ
イ
ス
キ
ー
し
か
飲
ま
な
い
後
藤
さ
ん
の
使
い
走
り

を
し
た
こ
と
を
話
題
に
し
て
楽
し
い
一
夕
を
過
ご
し
た
こ
と
が
懐
か
し
い
。

十
五
周
年
当
時
の
会
員
も
、
大
分
物
故
さ
れ
て
、
現
在
で
は
会
員
ナ
ン
バ
ー

二
千
台
が
三
名
、
三
千
台
が
五
名
、
四
千
台
が
十
名
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ち

な
み
に
五
千
台
は
八
名
。

冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
全
県

一
本
の
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
が
な
い
の
で
、
何

か
ま
と
ま
り
の
な
い
内
部
紹
介
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
乞
御
用
捨
。

（佐
藤
　
光
）

後

支

部

昨
年
か
ら
の
懸
案
で
あ

っ
た

「
天
下
之
霊
観
」
碑
再
建
が
、
大
勢
の
岳
人
や

県
下
同
好
団
体
の
協
賛
、
醸
金
を
得
て
、
本
年
七
月
十
四
日
に
達
成
さ
れ
た
。

天
保
十
二
年

（
一
八
四
二
年
）
に
雪
国
越
後
の
風
土
記
と
も
言
え
る

『北
越

雪
譜
』
を
著
し
た
越
後
国
塩
沢
の
鈴
木
牧
之
が
、
上
信
越
境
の
名
山
苗
場
山
に

登

っ
た
探
訪
紀
行
を
同
書
に
載
せ
て
お
り
、
当
時
と
し
て
は
先
駆
的
な
そ
の
登

山
行
為
に
感
銘
を
受
け
た
、
当
支
部
結
成
の
発
起
人
で
、
日
本
山
岳
会
名
誉
会

員
高
頭
仁
兵
衛
、
同
じ
く
大
平
晟
氏
ら
が
、
昭
和
十
五
年
に
苗
場
山
神
楽

ヶ
峰

に
建
立
し
た
牧
之
の
顕
彰
碑
で
あ
る
が
、
落
雷
か
積
雪
の
圧
力
か
で
折
損
し
、

長
ら
く
放
置
さ
れ
て
い
た
た
め
、
貴
重
な
山
の
文
化
遺
産
で
あ
り
、
当
支
部
に

と

っ
て
も
因
縁
浅
か
ら
ぬ
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
復
元
再
建
に

着
手
し
た
も
の
で
あ
る
。

月
報

「
山
」
に
報
告
し
た
と
お
り
、
原
型
と
同
じ
尖
頭
形
で
約
三
メ
ー
ト
ル

の
仙
台
石
に
、
拓
本
の
文
字
を
彫
刻
製
作
し
た
同
碑
は
、
標
高
二
〇
〇
〇
メ
ー

ト
ル
の
山
上
に
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
運
ば
れ
、
延
べ
百
名
を
越
え
る
会
員
の
奉
仕

と
、
四
回
に
亘
っ
た
建
設
作
業
で
、
縁
り
の
巌
上
に
鎮
座
し
た
が
、
同
山
を
訪

れ
る
多
く
の
登
山
者
か
ら
長
く
親
し
ま
れ
る
と
と
も
に
、
当
支
部
活
動
の
記
念

碑
と
し
て
も
、
関
係
諸
氏
の
思
い
出
の
中
に
、
温
か
く
存
在
し
続
け
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

日
本
山
岳
会
々
長
の
山
田
二
郎
氏
か
ら
、
懇
切
な
賛
同
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
頂

い
た
の
は
有
難
い
こ
と
で
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
ま
た
建
設
山
行
に
汗

を
流
し
た
山
仲
間
た
ち
の
友
情
に
、
心
か
ら
の
感
謝
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。
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主
な
支
部
活
動

平
成
元
年
十
二
月
　
機
関
誌

『越
後
山
岳
』
第
八
号
を
発
行
。

平
成
二
年
六
月
　
海
谷
山
塊
の
駒
ヶ
岳
で
親
睦
登
山
会
を
開
催
、
参
加
者
六

十
余
名
。

平
成
二
年
十

一
月

　

『越
後
山
岳
』
創
刊
号
～
第
五
号
の
集
成
復
刻
版
を
刊

行
。平

成
二
年
十
二
月
　
本
部
に
習
っ
て
第

一
回
支
部
年
次
晩
餐
会
を
開
催
。
支

部
名
誉
会
員
三
氏
を
推
薦
。

平
成
三
年
五
月
　
大
佐
渡
山
脈
で
支
部
親
睦
登
山
会
を
開
催
。
参
加
者
四
十

余
名
。

平
成
三
年
六
月
　
日
本
山
岳
会
自
然
保
護
全
国
集
会
が
、
新
発
田
市
及
び
飯

豊
川
湯
ノ
平
温
泉
で
開
催
さ
れ
、
約
百
名
の
参
加
者
で
盛
会
と
な
っ
た
。

平
成
三
年
七
月
　
苗
場
山
神
楽
ヶ
峰
に

「天
下
之
霊
観
」
碑
再
建

（前
述
）
。

支
部
総
会
は
例
年
の
と
お
り
、
弥
彦
山
で
開
催
。
併
催
の
高
頭
祭
は
本
年
で

第
三
十
四
回
と
な
っ
た
。

な
お
、
支
部
会
員
の
山
行
活
動
や
、
越
後
の
山
々
の
開
発
現
況
、
登
山
事
情

な
ど
を
記
録
に
残
す
意
味
で
、
最
近
の
紀
行
文
を
主
と
し
た

『越
後
山
岳
』
第

九
号
の
編
集
を
検
討
中
で
あ
る
。

平
成
三
年
七
月
現
在
の
会
員
数
は
二
八
四
名
。
　
　
　
　
　
（本
望
英
紀
）

岡

支

部

静
岡
支
部
は

一
九
五
〇
年
二
月
創
立
以
来
、
四
十

一
年
に
な
り
、
現
在
九
十

七
名
の
支
部
会
員
を
擁
し
て
お
り
ま
す
。
三
十
回
続
い
た
秋
の
紅
葉
会
も
昭
和

六
十
二
年
秋
を
も

っ
て

一
区
切
り
を
付
け
、
そ
の
後
は
と
り
た
て
て
大
き
な
行

事
は
行

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

支
部
の
例
会
は
毎
月
第
二
火
曜
日

（八
月
、
十

一
月
は
除
く
）
午
後
六
時
半

よ
り
Ｊ
Ｒ
静
岡
駅
前
の
珠
賀
美
神
社
社
務
所
を
会
場
に
開
い
て
お
り
ま
す
が
、

遠
隔
地
在
住
の
会
員
も
多
く
、
例
会
の
出
席
者
は
十
～
二
十
名
程
度
に
と
ど

ま

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
遠
隔
地
会
員
と
の
交
流
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
に
春
、
秋
の
二

回
、
現
地
集
会
山
行
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。

平
成
三
年
度
の
春
の
山
行
は
、
四
月
十
三
日

（土
）
、
十
四
日

（日
）
に
、

静
岡
市
藁
科
の
黒
俣
承
雲
山
荘
を
借
用
し
、
行
い
ま
し
た
。
承
雲
山
荘
は
静
岡

市
立
藁
科
図
書
館
長
黒
沢
脩
氏
が
地
域
起
こ
し
を
目
的
に
作
ら
れ
た
私
的
な
文

化
セ
ン
タ
ー
で
農
具
博
物
館
も
併
設
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
十
三
日
は
山
菜
狩
り

と
山
菜
料
理
作
り
。
永
野
敏
夫
会
員
の
プ
ロ
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
し
た
。
夜

は
山
菜
を
肴
に
恒
例
の
懇
親
会
で
、
黒
沢
氏
の
友
人
や
地
元
の
方
々
も
混

っ
て

大
に
ぎ
わ
い
で
し
た
。

翌
十
四
日
は
、
新
緑
の
映
え
る
瀬
戸
川
上
流
の
宇
嶺

の
滝
を
見
物
し
、
高

根
山
、
ビ
ク
石
山

（魚
を
入
れ
る
ビ
ク
の
形
を
し
た
大
石
が
山
頂
に
あ
る
の
で

こ
の
名
前
が
付
い
て
い
る
）
を
石
間
信
夫
会
員
の
先
導
で
登
り
ま
し
た
。
雷
鳴

を
伴

っ
た
嵐
の
夜
の
後
、
澄
み
わ
た

っ
た
空
の
彼
方
に
富
士
山
、
駿
河
湾
、
遠

州
灘
、
赤
石
山
脈
の
山
な
み
を
望
み
、
思
わ
ず
快
哉
を
叫
び
ま
し
た
。

今
秋
の
山
行
は
県
西
部
の
坂
井
八
郎
会
員
の
肝
入
り
で
、
天
竜
川
中
流
右
岸

に
あ
る
竜
山
村
営
ベ
ン
シ
ョ
ン
ふ
る
里
村
を
拠
点
に
自
倉
山
、
秋
葉
山
に
登
る

計
画
を
立
て
て
い
ま
す
。
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西
暦
二
〇
〇
〇
年
は
丁
度
静
岡
支
部
創
立
五
十
周
年
の
年
に
当
り
ま
す
。
支

部
と
し
て
は
そ
の
場
か
ぎ
り
の
イ
ベ
ン
ト
的
な
事
業
で
は
な
く
、
二
十

一
世
紀

を
視
野
に
お
い
た
山
岳
環
境
の
保
全
と
山
岳
人
の
自
然
認
識
を
深
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
地
元
に
あ
る
富
士
山
の
森
林
限
界
付
近
の
環
境
変
動
を
テ
ー
マ

に
長
期
的
に
取
り
組
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

御
承
知
の
よ
う
に
富
士
山
は
日
本
に
お
け
る
数
少
い
亜
高
山
帯
環
境
を
有
し

て
お
り
、
激
し
い
自
然
条
件
下
に
あ
り
ま
す
。　
一
方
、
首
都
圏
、
中
京
圏
、
関

西
圏
を
つ
な
ぐ
東
海
道
ベ
ル
ト
地
帯
に
接
し
、
様
ざ
ま
な
人
為
的
イ
ン
パ
ク
ト

（工
業
活
動
に
よ
る
廃
ガ
ス
、
レ
ジ
ャ
ー
観
光
客
な
ど
の
車
両
廃
ガ
ス
、
オ
フ

ロ
ー
ド
車

・
モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
等
に
よ
る
荒
地
植
生
の
踏
み
荒
ら
し
、
登
山
者

お
よ
び
山
小
屋
か
ら
の
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
な
ど
）
を
受
け
や
す
い
状
態
に
あ

り
ま
す
。

森
林
限
界
付
近
は
、
生
活
圏
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
植
生
営
力
と
こ
れ
を
押

え
よ
う
と
す
る
気
象
的
制
限
因
子

（気
温
、
日
照
、
降
水
量
、
積
雪
、
風
な
ど
）
、

地
学
的
制
限
因
子

（火
山
活
動
、
崩
壊
、
表
面
侵
食
、
飛
砂
、
な
だ
れ
な
ど
）

お
よ
び
先
に
述
べ
た
人
為
的
制
限
因
子
な
ど
様
ざ
ま
な
制
限
因
子
と
の
せ
め
ぎ

合
い
の
場
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
故
、
地
球
的
、
地
域
的
、
局
地
的
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
る
環
境
変
化
は
森

林
限
界
付
近
に
お
い
て
最
も
早
く
か
つ
顕
著
に
現
わ
れ
、
植
物
構
成
の
変
化
、

森
林
限
界
線
の
変
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

富
士
山
に
お
け
る
森
林
限
界
の
最
高
地
点
の
高
さ

（約
二
八
〇
〇
屑
）
は
ほ

ぼ
富
士
山
の
永
久
凍
土
の
分
布
の
下
限
に
等
し
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
富
士
山

の
森
林
限
界
付
近
は
日
本
に
お
け
る
地
球
的
地
域
的
環
境
変
化
の
最
も
セ
ン
シ

テ
ィ
ブ
な
場
所
で
あ
り
、
鋭
敏
な
天
枠
の
役
割
り
を
は
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ

吉田口 5合 11 富士山の森林限界

Ｑ
の
６
『

〇
〇
め
Ｑ
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的
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ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
本
来
科
学
、
人
文
学
、
社
会
学
、
経
済
学
な
ど
広
い

範
囲
に
わ
た
る
問
題
で
あ
り
、
日
本
山
岳
会
静
岡
支
部
の
み
で
到
底
取
扱
え
る

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
二
十

一
世
紀
の
山
岳
人
と
し
て
山
岳
環
境
問
題
を

避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
事
実
で
す
。

以
上
の
点
に
鑑
み
、
私
達
は
、
大
石
惇
、
近
田
文
弘
会
員
を
中
心
と
す
る
静

岡
大
学
の
研
究
者
チ
ー
ム
と
協
同
し
、長
期
的
な
調
査
研
究
事
業
を
行
う
べ
く
、

組
織
化
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
広
い
分
野
に
わ
た
る
内
容
の
研
究
活
動
で
す
の

で
、
関
心
の
あ
る
有
志
の
方
々
の
参
加
を
心
か
ら
希
望
し
て
お
り
ま
す
。

日
本
山
岳
会
本
部
の
科
学
委
員
会
、
自
然
保
護
委
員
会
な
ど
関
連
機
関
と
も

連
携
し
、
事
業
を
進
め
た
い
と
も
考
え
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
球
環
境
問
題
を
山
岳
人
の
視
点
で
よ

り
深
く
認
識
す
る
よ
い
機
会
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

第

一
回
踏
査
は
、
十
月
二
十
三
日
に
支
部
会
員
八
名
で
富
士
宮
口
五
合
目
か

ら
富
士
大
沢
方
面
に
向
か
っ
て
富
士
山
南
西
斜
面
の
森
林
限
界
沿
い
に
調
査

し
、
観
測
定
点
を
三
ケ
所
設
定
し
ま
し
た
。
第
二
回
は
北
西
斜
面
、
さ
ら
に
北

東
斜
面
、
南
東
斜
面
と
順
次
歩
く
予
定
で
す
。

（安
間
　
一壮
）

山

支

部

今
年
五
月
十
二
日
も
又
播
隆
祭
が
や
っ
て
き
た
。
播
隆
上
人
の
姓
は
「中
村
」

で
あ
る
が
末
裔
の
中
村
俊
隆
氏
の
顔
を
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
事

前
に
連
絡
も
し
て
お
い
た
の
に
。
旧
河
内
村
に
在
住
し
て
い
た
方
々
も
五
十
人

余
り
集
っ
て
居
ら
れ
、
播
隆
顕
彰
碑
の
前
で
輪
を
つ
く
っ
て
談
笑
し
た
。
中
で

も
話
題
に
な
っ
た
の
は
播
隆
の
出
家
だ
っ
た
。
口
伝
で
は
二
十
六
歳
と
か
二
十

七
歳
と
か
十
二
歳
と
か
い
ろ
い
ろ
異
説
が
あ
り
、
定
説
が
な
い
。
十
二
歳
時
寺

小
僧
と
し
て
覚
雲
寺
に
出
で
、　
一
時
帰
村
し
青
年
に
達
し
て
仏
門
に
入
る
べ
く

離
村
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
生
家
は
道
場
と
し
て
の
役
割
が
あ
り
近
在
の

人
々
は
常
に
中
村
家
に
集
い
念
仏
の
行
事
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
思
う
と
自

ら
仏
門
へ
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
兄
は
隆
観
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
播

隆
の
人
と
な
り
を
伺
う
こ
と
が
出
来
る
。
私
は
数
刻
の
話
し
を
し
た
。
そ
れ
は

岐
阜
県
垂
井
町
の
南
宮
大
社
に
参
籠
さ
れ
た
折
の
話
し
で
あ
る
が
、
播
隆
上
人

は
現
在
の
言
葉
で
言
え
ば

「情
報
蒐
集
」
に
秀
れ
て
い
た
方
で
あ
っ
た
と
云
う

こ
と
で
、
そ
れ
は
人
々
と
上
手
に
話
し
合
い
が
で
き
、
飾
ら
な
い
性
格
が
信
頼

さ
れ
る
元
と
な
っ
た
の
で
な
い
か
、
そ
の
例
と
し
て
、
南
宮
大
社
の
宮
大
工
の

紹
介
で
長
期
参
籠
可
能
と
な
っ
た
、
と
云
う
こ
と
を
話
し
た
。
そ
れ
に
文
字
に

対
す
る
理
解
に
優
れ
文
学
的
才
能
が
あ
っ
た
、
こ
と
も
加
え
て
話
し
を
し
た
。

会
員
の
内
か
ら
も
播
隆
上
人
の
こ
と
が
話
さ
れ
、
上
人
の
徳
を
偲
ん
だ
の
で

あ
る
。

終
っ
て
会
員
三
十
人
余
り
が
高
頭
山

（
一
二
〇
三
肝
）
に
向
っ
た
。　
一
行

の
な
か
に
富
山
県
自
然
保
護
協
会
の
常
任
理
事
の
金
田
さ
ん

（元
営
林
署
長
）

が
あ
っ
た
。　
一
〇
〇
〇
肝
余
り
に
登
っ
た
時

一
面
に
乱
伐
さ
れ
た
立
山
天
然
杉

（樹
齢
四
五
〇
年
以
上
）
の
現
場
に
つ
き
、
感
想
を
聴
い
て
み
た
。
即
座
に
「目

的
が
判
ら
な
い
」
と
。
切
ら
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
樹
木
ま
で
も
皆
伐

さ
れ
有
用
部
分
だ
け
運
材
、
不
必
要

（非
有
用
部
）
な
部
分
は
無
惨
に
も
放
置
、

業
者
の
無
神
経
さ
を
嘆
い
て
お
ら
れ
た
。
日
本
の
所
々
を
調
べ
る
と
数
多
い
惨

状
を
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
が
、
自
然
に
対
す
る
啓
蒙
の
必
要
性
を
つ
く
づ
く

支 部 だ よ り
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感
じ
取
っ
た
し
、
自
然
保
全
啓
発
の
急
務
を
強
く
し
た
。
高
頭
山
が
近
づ
く
に

つ
れ
空
模
様
が
悪
く
な
り
下
山
。
三
枚
滝
の
岸
壁
の
白
山
石
楠
花
の
花
が
滝
の

飛
沫
に
さ
え
て
見
事
だ
っ
た
。

次
の
行
事
が
近
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
山
岳
会
全
国
集
会

（秋
の
立
山

を
楽
し
む
）
で
あ
る
。
富
山
支
部
会
員
の
老
齢
化
が
進
み
実
動
会
員
の
少
い
支

部
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
鋭
意
来
集
参
加
会
員
に
対
し
サ
ー
ビ
ス
に
つ
と
め

た
い
と
考
え
て
い
る
。

秋
の
錦
し
ゅ
う
の
立
山
、
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
・
中
高
年
登
山
者
の
視
点
等
に

つ
い
て
参
加
者
の
満
足
を
頂
け
れ
ば
幸
い
に
思
い
準
備
を
進
め
て
お
り
、
山
行

に
つ
い
て
は

「山
」
で
ご
案
内
の
通
り
で
あ
る
。

近
時
、
中
高
年
登
山
者
の
山
岳
事
故
が
多
発
し
社
会
問
題
視
さ
れ
つ
つ
あ
る

時
、
諸
機
関
、
山
岳
団
体
に
お
い
て
も
講
習
会
や
対
策
会
議
、
啓
発
行
事
が
開

催
さ
れ
中
高
年
登
山
者
へ
の
視
点
が
注
が
れ
て
い
る
が
、
立
山
集
会
に
お
い
て

も
結
論
は
出
し
得
な
い
と
し
て
も
、
事
故
の
な
い
登
山
の
方
向
が
見
い
出
せ
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。
会
員
諸
兄
の
活
発
な
発
言
を
期
待
し
た
い
。
併
せ
て
自

然
保
護
の
問
題
も
出
て
く
る
可
能
性
を
含
ん
で
く
る
だ
ろ
う
。
山
へ
登
る
人
の

立
場
か
ら
し
た
山
岳
自
然
の
保
護
、
保
全
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
宿
舎
で
の

自
由
討
議
を
望
ん
で
い
る
。

支
部
例
会
　
年
五
回
余
、
山
岳
情
報
の
伝
達
、
会
員
相
互
の
情
報
を
主
に
参

集
。山

行
　
今
年
は
立
山
集
会
に
重
点
を
お
く
た
め
回
数
を
重
ね
る
こ
と
も
な

く
、
六
月

一
日
新
潟
県
能
生
町
に
あ
る
権
現
岳

（九
〇
〇
肩
。
神
が
、
仏
、
菩

薩
の
権
化
で
あ
る
と
し
て
神
様
と
な
り
山
中
に
祀
る
山
）
に
入
っ
た
。
バ
ラ
エ

テ
ィ
ー
に
富
む
山
で
あ
る
が
造
山
活
動
の
研
究
に
も
資
料
的
評
価
を
し
た
い
。

又
、
二
億
円
を
投
入
し
て
雪
崩
防
災
施
設
を
造
成
し
た
施
設
の
研
修
も
併
せ
山
　
２５

行
の
資
料
と
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（石
坂
久
忠
）

西

支

部

関
西
支
部
報
Ｎｏ
．６０
に
発
表
し
た
よ
う
に
、
年
度
の
繰
越
金
が
年
々
漸
減
し
て

い
る
実
情
か
ら
、
今
年
は
支
部
報
に
情
報
を
集
約
し
て
、
支
部
の
大
口
支
出
を

占
め
る
他
の
郵
便
物
発
送
費
の
削
減
を
図
る
。

Ｎｏ
．６０
を
出
し
て
み
て
編
集
上
の

問
題
点
も
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
回
か
ら
回
を
重
ね
て
改
善
を
図
り
た
い
。

考
え
て
み
れ
ば
、
支
部
報
は
支
部
の
方
向
性
や
報
告
、
支
部
会
員
の
動
向
な

ど
広
く
集
め
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
支
部
会
員
に
サ
ー
ビ
ス
す
る
役
割
を
持
っ

て
い
る
は
ず
だ
が
、
ど
う
も
偏
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
担

当
者
で
な
く
発
行
者
の
責
任
だ
ろ
う
。も
っ
と
細
か
い
点
に
も
触
れ
る
こ
と
と
、

何
よ
り
面
白
く
幅
の
広
い
誌
面
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
ぜ
支
部
報
の
こ
と
を
長
々
と
述
べ
る
か
と
い
え
ば
、
関
西
支
部
は
支
部
会

員
四
〇
〇
名
を
越
え
て
お
り
な
が
ら
、全
て
の
人
々
の
交
流
が
で
き
て
い
な
い
。

せ
め
て
情
報
の
場
で
あ
る
支
部
報
を
良
く
し
て
、
定
期
的
に
提
供
す
る
こ
と
か

ら
、
支
部
へ
の
意
識
を
深
め
て
も
ら
い
、
連
帯
感
を
育
て
る
と
こ
ろ
ま
で
行
け

れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
支
部
の
行
事
へ
の
幅
広
い
参
画
も
可
能
に
な
る
の
で
は
と

思
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
考
え
の
元
に
は
、
他
支
部
の
報
告
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
支
部
会
員
の

高
齢
化
問
題
が
あ
る
。
活
発
に
動
け
る
年
代
は
自
分
で
情
報
を
集
め
自
分
で
動

い
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
時
期
が
過
ぎ
る
と
忘
れ
ら
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
く
。



こ
れ
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
人
間
の
活
力
を
維
持
し
て
も
ら
う
こ
と
は
、
今
後
の

我
々
の
大
き
い
課
題
で
は
な
い
か
と
認
識
し
て
い
る
。

反
面
、
中
高
年
者
の
登
山
事
故
の
問
題
も
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
し
な
け
れ
ば
と

気
が
つ
い
た
と
き
に
は
体
が
活
発
に
動
か
な
い
。
マ
イ
ベ
ー
ス
で
誰
で
も
で
き

る
登
山
に
行
き
つ
く
の
は
わ
か
る
が
、
若
い
間
の
基
礎
が
な
い
。
登
山
だ
っ
て

活
発
な
基
礎
が
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
。
気
の
つ
い
た
と
き
は
手
遅
れ
と

い
う
パ
タ
ー
ン
の
繰
返
し
。
中
高
年
初
心
者
へ
の
何
か
い
い
手
が
あ
る
の
か
、

そ
れ
は
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
問
題
で
は
な
い
の
か
、
平
均
年
齢
五
十
三
歳
と
い
う
支
部
と

し
て
は
、
い
さ
さ
か
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

安
全
登
山
と
い
う
の
も
連
れ
て
い
く
側
は
気
を
つ
か
う
が
、
大
人
に
手
取
り

足
取
り
教
え
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
参
加
者
が
ど
こ
ま
で
認
識
す
る
か
心
も
と

な
い
。
そ
れ
な
ら
い
っ
そ
の
こ
と
、
中
高
年
初
心
者
向
け
の
登
山
指
導
ツ
ア
ー

で
も
や
れ
ば
ワ
ン
サ
と
集
ま
る
か
な
と
思
っ
た
り
も
す
る
が
、
「歩
く
だ
け
な

の
に
何
故
指
導
？
」
と
全
く
わ
か
ら
な
い
人
に
は
お
手
あ
げ
以
外
に
な
い
。

楽
し
い
登
山
と
は
、
安
全
快
適
で
、
そ
の
基
本
は
体
力
的
技
術
的
に
ど
れ

・
だ

け
余
裕
を
持
つ
か
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
、
登
山
し
た
こ
と
の
な
い
一
般
社

会
人
に
伝
え
る
方
法
を
見
つ
け
る
以
外
に
、
問
題
解
決
の
方
法
は
な
い
の
だ
か

ら
、
そ
ん
な
こ
と
に
心
を
く
だ
く
よ
り
、
も
っ
と
快
適
な
支
部
を
考
え
る
こ
と

に
し
よ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（阿
部
和
行
）

陰

支

部

山
陰
支
部
は
、
会
員
数
二
十
九
名
と
全
国
支
部
の
な
か
に
あ
っ
て
最
少
な
が

ら
、
会
員
相
互
の
団
結
は
、
決
し
て
他
の
支
部
に
は
負
け
な
い
も
の
と
考
え
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
平
成
三
年
早
々
の
一
月
十
三
日
夜
に
本
支
部
会
員
で
本

部
の
評
議
員
を
し
て
い
ま
し
た
井
上
豊
重
氏

（会
員
番
号
六
六
三
五
）
が
突
然

脳
内
出
血
で
倒
れ
た
こ
と
か
ら
支
部
活
動
に
大
き
な
支
障
を
き
た
し
て
お
り
ま

す
が
、
会
の
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
頑
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

二
月
九
日
に
は
、
創
立
四
十
周
年
を
記
念
し
て
出
版
し
た

「山
陰
の
百
山
』

が
地
方
文
化
の
向
上
と
底
辺
の
拡
大
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
鳥
取
県
出
版
文
化

賞
を
受
賞
し
た
こ
と
か
ら
、
米
子
国
際
ホ
テ
ル
に
お
い
て
藤
平
正
夫
副
会
長
を

は
じ
め
多
く
の
来
賓
並
び
に
岳
友
を
お
迎
え
し
て
盛
大
な
受
賞
祝
賀
会
を
開
催

す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

平
成
三
年
六
月
に
は
、
支
部
活
動
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で

米
子
市
美
術
館
に
お
い
て
大
山
の
登
山
史
並
び
に
会
員
の
海
外
登
山
記
録
写

真
、
会
員
自
作
に
よ
る
山
岳
写
真
及
び
第

一
回
か
ら
第
七
回
ま
で
の
友
の
会
と

の
県
外
山
行
記
録
な
ど
展
示
し
た
山
岳
写
真
展
を
開
催
し
沢
山
の
お
客
様
に
観

賞
い
た
だ
い
て
好
評
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

七
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
に
は
、
毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い
る
第
八
回
友
の
会

山
行
と
い
う
こ
と
で
、
北
ア
ル
プ
ス
表
銀
座
方
面
の
山
行
を
企
画
し
参
加
者
八

十
五
名
に
よ
る
県
外
遠
征
を
行
い
ま
し
た
。

残
る
事
業
と
し
て
は
、
平
成
三
年
度
全
国
立
山
集
会
へ
の
参
加
と
山
陰
の
百

山
調
査
に
次
ぎ
島
根
県
、
広
島
県
、
岡
山
県
、
兵
庫
県
を
境
と
す
る
鳥
取
県
の

県
境
尾
根
の
走
破
を
課
題
に
二
ヶ
年
計
画
で
取
り
組
む
こ
と
と
し
、
週
末
を
利

用
し
て
の
山
行
を
精
力
的
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
に
最
少
の
会
員
数
で
す
が
、
山
好
き
な
仲
間
同
志
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

よ
ろ
し
く
活
動
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
思
う
時
、
先
の
支
部
長

・
事
務
担
当
者

支 部 だ よ り
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会
議
で
意
見
の
あ
っ
た
支
部
助
成
金
の
増
額
要
求
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
活
動
資

金
の
こ
と
と
な
る
よ
う
で
す
が
、
山
陰
支
部
で
は
、
支
部
会
費
六
、
○
○
○
円

の
他
に
各
種
イ
ベ
ン
ト
等
の
開
催
に
よ
る
諸
収
入
を
含
め
豊
富
な
財
源
確
保
に

つ
と
め
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
参
考
ま
で
に
紹

介
し
て
お
き
ま
す
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
全
国
各
支
部
に
も
み
ら
れ
ま
す
よ
う
に
会
員
の
高

齢
化
対
策
と
し
て
の
若
い
会
員
の
入
会
を
積
極
的
に
進
め
て
行
き
た
い
と
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（吉
川
暢

一
）

岡

支

部

平
成
三
年
五
月
現
在
支
部
会
員
数
百
十
四
名
と
な
っ
た
。
支
部
再
建
後
五
年

目
を
迎
え
た
が
支
部
行
事
へ
の
参
加
者
も
同
じ
顔
触
れ
と
な
り
や
や
停
滞
気
味

で
あ
る
。
こ
の
様
な
状
況
の
も
と
、
平
成
二
年
度
の
支
部
行
事
の
報
告
を
し
た

平
成
二
年
五
月
十
三
日
、
九
重
山
群
の
黒
岳

（
一
五
八
七
属
）
に
、
石
楠
花

観
賞
登
山
を
実
施
し
た
。
花
の
盛
り
を
過
ぎ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
期
待
は
ず
れ

で
あ
っ
た
が
、
黒
岳
原
生
林
の
中
の
登
山
は
、
森
林
浴
に
都
会
の
塵
を
流
し
リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
し
た
登
山
で
も
あ
っ
た
。
参
加
者
は
十
二
名
。

六
月
三
日
、
支
部
総
会
を
福
岡
市
早
良
区
内
の
「も
も
ち
パ
レ
ス
」
で
開
催
。

支
部
規
約
の
中
の
役
員
任
期
を
二
年
と
改
正
し
、
本
部
役
員
の
任
期
と
同
じ
内

容
と
し
た
。
総
会
終
了
後
記
念
講
演
会
を
、
福
岡
大
学
山
岳
会
の
植
松
満
男
氏

（会
員
番
号

一
〇
〇
四
三
）
に
お
願
い
し
、　
一
九
八
八
年
の
ギ
ャ
チ
ュ
ン
ｏ
カ

ン
遠
征
を
ス
ラ
イ
ド
を
交
え
な
が
ら
話
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
、
恒
例
の

懇
親
会
に
移
り
、
山
、
四
方
山
話
し
と
な
り
盛
会
の
う
ち
に
閉
会
し
た
。

七
月
二
十

一
、
二
十
二
日
、
山
口
県
内
の
長
門
富
士
と
呼
ば
れ
て
い
る
　
２５

十
種
ヶ
峰

（九
八
九
腐
）
に

一
泊
山
行
、
二
十

一
日
は
島
根
県
鹿
足
郡
柿
木

村
の
柿
木
温
泉
の
赤
茶
け
た
湯
船
に
俗
界
の
汗
を
流
し
、
翌
二
十
二
日
は
頂
上

ま
で
チ
マ
キ
ザ
サ
が
生
い
茂
る
急
登
の
道
に
喘
ぎ
、
ガ
ス
の
中
展
望
の
利
か
な

い
頂
上
で
ビ
ー
ル
で

一
日
、
乾
杯
し
下
山
し
た
。
十
三
名
の
参
加
。

九
月
に
な
り
、
戦
後
の

「九
州
登
山
史
年
表
」
を
作
成
す
る
た
め
、
九
州
圏

内
の
山
岳
会

・
大
学
山
岳
部
等
に
登
山
史
年
表
カ
ー
ド
を
郵
送
し
記
入
方
依
頼

し
た
。
こ
の
登
山
史
年
表
は
、
戦
前
の
九
州
の
登
山
史
は
、
昭
和
十

一
、
十
三

年
に
出
版
さ
れ
た

「九
州
山
岳
』
第

一
集
、
第
二
集

（朋
文
堂
）
に
記
載
さ
れ

て
い
る
が
、
戦
後
の
記
録
に
つ
い
て
は
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
ま
ず
資

料
集
め
か
ら
と
し
て
取
り
掛
か
っ
た
も
の
で
、
支
部
の
重
要
な
事
業
と
な
っ
て

い
る
。

十

一
月
三
、
四
日
、
宮
崎
支
部
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
お
よ
び
東
九
州
支
部
創
立
三

十
周
年
記
念
判
由
布
岳
の
集
い
に
、
秋
の
山
行
と
し
て
十

一
名
参
加
し
た
。

平
成
三
年

一
月
二
十
六
日
。
年
次
新
年
会

「岳
人
の
つ
ど
い
」
を
、
福
岡
市

早
良
区
内
の

「西
新
パ
レ
ス
」
で
開
催
。
年
に

一
度
、
支
部
会
員
だ
け
で
な
く

山
に
登
る
多
く
の
岳
人
が

一
堂
に
会
し
、
情
報
の
交
換
と
交
流

・
親
睦
を
目
的

と
し
て
平
成
元
年
か
ら
始
め
た
も
の
で
、
三
十
八
名
の
参
加
者
が
あ
り
大
い
に

盛
り
上
が
っ
た
。

三
月
十
六
日
、
「登
山
と
服
装
」
と
題
し
て
講
演
会
を

「も
も
ち
パ
レ
ス
」

に
て
開
催
。
講
師
に
は
、
モ
ン
ベ
ル
社
の
工
藤
裕
章
氏
に
お
願
い
し
、
新
素
材

が
技
術
の
進
歩
と
と
も
に
天
然
素
材
と
取
っ
て
代
っ
て
い
く
現
状
を
話
し
て
い

た
だ
い
た
。
三
十
二
名
の
参
加
。



支 部 だ よ り

こ
の
よ
う
に
福
岡
支
部
で
は
、
春
夏
秋
冬
に
合
せ
た
年
四
回
の
山
行
と
、
岳

人
の
つ
ど
い
お
よ
び
講
演
会
の
行
事
を
実
施
し
て
い
る
。
特
に
山
行
計
画
に
つ

い
て
は
、
中
国
地
方
の
山
を
三
～
三
年
続
け
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、

他
支
部
の
会
員
を
は
じ
め
多
く
の
岳
人
が
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
楽
し
い
交
流

登
山
が
出
来
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
（副
島
勝
人
）

九

州

支

部

一
、
平
成
二
年
の
活
動
の
目
玉
で
あ
る
、
支
部
創
立
三
十
周
年
記
念

「
ｑ
由

布
の
つ
ど
い
」
は
、
十

一
月
三
、
四
日
全
国
か
ら
百
八
名
の
参
加
を
い
た
だ
き

開
催
。
山
田
会
長
の
講
演
、
研
究
発
表
は
支
部
会
員
宇
津
宮
氏
の

「高
所
登
山

と
高
山
病
の
医
学
」
で
、
懇
親
会
は
参
加
者
全
員
の
心
温
ま
る
自
己
紹
介
で
、

楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
せ
た
。
記
念
誌
は
三
百
部
、
『大
分
百
山
』
は
三
千
部

発
行
、
三
ヵ
月
で
残
部
も
な
く
、
再
版
を
検
討
中
で
あ
る
。

二
、
定
例
山
行
は
、
大
分
百
山
の
仕
上
げ
で
、
七
月
七
、
八
日
桑
原
山
。
自

然
が

一
番
よ
く
残
っ
て
い
る
山
で
あ
る
。
八
月
十
九
日
三
国
山

・
猿
駈
山
、
十

一
月
十
八
日
経
読
岳
、　
一
月
六
日
雁
股
山

・
八
面
山
、　
一
月
二
十
日
ふ
き
く
さ

山
、
三
月
三
十

一
日
椿
山

・
尺
間
山
。

三
、
会
議
　
四
月
十
五
日
総
会

ｏ
別
府
白
ゆ
り
荘

（午
前
中
小
鹿
山
追
悼
登

山
会
。
故
野
口
支
部
長
が
よ
く
登
っ
て
い
た
山
）
、
役
員
会

・
毎
月
十
三
日

（ト

ザ
ン
の
日
）
。

四
、自
然
保
護
運
動
の
推
進
　
大
分
の
森
を
守
る
連
絡
会
議
と
の
共
同
行
動
。

高
崎
山
問
題
、
ゴ
ル
フ
場
問
題
な
ど
、
地
域
の
活
性
化
と
い
う
理
由
で
自
然
破

壊
が
進
む
ば
か
り
で
あ
る
。

五
、
個
人
山
行
調
べ

（五
十
三
名
に
つ
い
て
）

大
分
の
山
＝
五
百
七
回
、高
度
三
百
メ
ー
ト
ル
か
ら
千
七
百
メ
ー
ト
ル
だ
が
、

毎
日

一
ｏ
四
人
が
入
山
し
て
い
る
事
に
な
る
。

九
州
の
山
＝
百
三
回
。
本
州
＝
四
十
四
回
。
四
国
＝
四
回
。
外
国
＝
八
回
は
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ
カ
、
ネ
パ
ー
ル
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
、
岩
登
り
、
ボ
ル
ダ
ー
、

沢
に
も
入
っ
て
い
る
。

六
、
支
部
員
の
声

「私
よ
り
多
い
人
い
ま
す
？
い
た
ら
も
っ
と
頑
張
り
ま
す
」
「高
野
山
専
修

学
院
に
修
行
中
、
山
は
山
で
も
少
々
お
山
違
い
で
す
」
「相
変
わ
ら
ず
手
い
っ

ぱ
い
の
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
当
分
会
員
の
責
務
は
果
す
余
力
も
な
い

状
態
で
す
」
「高
崎
山
、由
布
鶴
見
が
見
え
る
所
に
中
古
住
宅
を
購
入
し
ま
し
た
。

子
育
て
に
は
よ
い
所
で
す
」

支
部
員
五
十
五
名
中
女
子
六
名
、
七
十
七
歳
か
ら
二
十

一
歳
と
若
い
会
員
が

い
る
。
三
十
年
間
に
培
わ
れ
た
力
を
発
揮
し
、
心
を
新
た
に
四
十
周
年
へ
む
け

て
、
歩
き
は
じ
め
た
。
皆
少
年
の
ご
と
く
、
気
力
、
体
力
、
情
熱
を
持
ち
続
け
、

進
ん
で
い
る
。
全
国
の
仲
間
の
み
な
さ
ま
、
ど
う
か
東
九
州
支
部
丸
の
航
海
が

安
全
で
あ
り
ま
す
よ
う
、
御
指
導
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
（西
　
孝
子
）

都

支

部

一
九
八
六
年
春
の
創
立
よ
り
今
年
で
六
年
目
を
迎
え
た
。
支
部
会
員
も
二
百

五
名
と
な
っ
た
。
ひ
と
頃
の
拡
大
政
策
も

一
段
落
し
て
、
よ
り

一
層
の
内
容
の

充
実
を
計
る
べ
き
時
期
に
き
た
と
い
え
る
。

こ
の
夏
、
支
部
発
足
五
周
年
を
記
念
し
て
、
「
日
本

・
パ
キ
ス
タ
ン
合
同
テ
ィ



リ
ッ
チ
ミ
ー
ル
登
山
隊
現
」
を
行
っ
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
の
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
・

フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン

（パ
キ
ス
タ
ン
探
検
財
団
）
と
の
合
同
で
ヒ
ン
ズ
ー
ク

シ
ュ
の
最
高
峰
テ
ィ
リ
ッ
チ
ミ
ー
ル
峰

（七
七
〇
八
厨
）
を
め
ざ
し
た
も
の
で
、

日
本
側
は
斎
藤
惇
生
総
隊
長

（支
部
長
）
以
下
八
名
、
パ
キ
ス
タ
ン
側
か
ら
は
、

ジ
ャ
ン
・
ナ
デ
ィ
ー
ル
・
カ
ー
ン
副
総
隊
長

（ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ｌ
ｏ
フ
ァ
ウ
ン

デ
ー
シ
ョ
ン
会
長
）
ほ
か
七
名
が
参
加
し
た
。
登
山
は
両
国
隊
員
の
協
力
の
も

と
順
調
に
進
み
、
八
月
十
五
日
、
須
藤
建
志
、
宮
川
清
明
両
会
員
が
登
頂
し
た
。

そ
れ
と
と
も
に
、
本
登
山
隊
の
も
う

一
つ
の
目
的
で
あ
っ
た
登
山
活
動
中
の
ゴ

ミ
の
回
収
と
Ｂ
Ｃ
周
辺
の
清
掃
を
行
い
、
空
き
缶
八
百
個
他
を
回
収
し
て
下
山

し
た
。
ゴ
ミ
の
状
況
や
清
掃
活
動
に
つ
い
て
は
、
登
山
活
動
と
と
も
に
記
録
し
、

後
日
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
登
山
隊
計
画
の

一
環
と
し
て
、
以
前
よ
り

「
パ
キ
ス
タ
ン
に
は
ス
キ
ー

場
は
あ
る
が
道
具
が
足
り
な
く
困
っ
て
い
る
」
と
い
う
相
談
を
受
け
て
い
た
の

で
、
「
パ
キ
ス
タ
ン
の
こ
ど
も
た
ち
に
ス
キ
ー
を
贈
ろ
う
」
と
新
聞
を
通
じ
て

呼
び
掛
け
た
と
こ
ろ
、
関
西

一
円
よ
り
約
八
十
組
の
ス
キ
ー
板
や
靴
、
ス
キ
ー

ウ
ェ
ア
の
寄
贈
を
頂
き
パ
キ
ス
タ
ン
に
贈
る
こ
と
が
で
き
た
。

海
外
登
山
や
山
ス
キ
ー
に
く
わ
え
て
、
京
都
の
身
近
な
山
に
も
登
ろ
う
と
、

本
年
よ
り

「新
山
城
三
十
山
」
が
新
し
く
始
ま
っ
た
。
今
西
錦
司
支
部
顧
間
が

大
正
九
年
に
選
ん
だ

「山
城
三
十
山
」
に
な
ら
っ
て
京
都
北
山
を
中
心
に
三
十

山
を
毎
月

一
山
づ
つ
、
清
掃
登
山
を
兼
ね
て
三
年
か
け
て
登
ろ
う
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

そ
の
他
、
ほ
ぼ
定
例
と
な
っ
た
支
部
の
行
事
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。
春
は
、
岐
阜
支
部
と
合
同
で
新
緑
山
行
、
夏
に
は
沢
登
り
と
土
曜
日
の
夕

方
に
集
ま
っ
て

「送
り
火
」
の
火
床
で
行
う
大
文
字
ビ
ア
・
パ
ー
テ
ィ
ー
、
秋

は
紅
葉
山
行
、
冬
に
は
簗
場
の
陀
羅
仏
小
屋
ス
キ
ー
集
会
、
関
西
支
部
と
合
同

の
ス
キ
ー
登
山
を
行
う
。
こ
の
ほ
か
に
毎
年
四
～
五
回
シ
リ
ー
ズ
の
岩
登
り
講
　
２６

習
会
が
あ
り
、
今
年
の
打
ち
上
げ
は
穂
高
屏
風
岩
を
予
定
し
て
い
る
。
残
念
な

が
ら
支
部
ル
ー
ム
が
ま
だ
無
い
。
そ
れ
で
少
し
で
も
会
員
間
の
交
流
を
は
か
る

た
め

一
昨
年
よ
り

「山
水
会
」
と
銘
打
っ
て
第
三
水
曜
日
の
夜
に
色
々
な
話
題

を
持
ち
寄
っ
て
集
会
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
新
年
会
や
総
会
、
何
な
に
祝
い

と
称
し
て
宴
会
が
あ
る
。

最
後
に
、
今
年
は
正
月
に
悲
し
い
出
来
事
が
あ
っ
た
。
梅
里
雪
山
日
中
合
同

登
山
隊
で
の
日
本
、
中
国
合
わ
せ
て
十
七
名
の
遭
難
で
あ
る
。
井
上
治
郎
登
山

隊
長
は
創
立
よ
り
の
支
部
会
員
で
あ
り
、
他
の
隊
員
も
友
人
、
知
人
と
し
て
の

関
係
も
多
く
、　
一
時
に
多
く
の
仲
間
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
安
ら
か
に
眠
れ
と

祈
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（杉
山
イ
タ
ル
）
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平
成
二
年

（
一
九
九
〇
）
六
月
～
平
成
三
年

（
一
九
九

一
）
五
月

一
九
九
〇
年
度
役
員

・
評
議
員

・
支
部
長

会
　
　
　
長
　
山
田
二
郎

副
　
会
　
長
　
村
木
潤
次
郎

・
藤
平
正
夫

常

務

理
事
　
松
田
雄

一
。
西
村
政
晃

・
重
廣
恒
夫

・
山
本
良
三

理
　
　
　
事
　
織
田
沢
美
知
子

・
早
坂
敬
二
郎

・
小
林
政
志

・
入
沢
郁
夫

・
穴
田
雪
江

・

小
倉
　
厚

・
関
口
令
安

・
松
本
恒
広

・
伊
丹
紹
泰

・
石
橋
正
美

・
藤
本
敏

行

・
藤
井
正
彦

・
神
崎
忠
男

監
　
　
　
事
　
大
田
　
敬

・
飯
野
　
亨

常
任
評
議
員
　
小
倉
董
子

・
平
林
克
敏

・
大
島
輝
夫

・
鴫
原
啓
佑

・
橋
本
　
清

。
大
森
久

雄

評
　
議
　
員
　
山
野
井
武
夫

・
広
羽
　
清

・
川
上
　
隆

・
杉
野
目
　
浩

ｏ
日
下
田
　
賞

・

沢
村
幸
蔵

・
今
西
壽
雄

・
吉
村
健
治

◆
大
塚
博
美

・
室
賀
輝
男

・
奥
原
教

永

・
河
野
　
長

・
井
上
豊
重

・
佐
藤
　
光

支
　
部
　
長
　
小
須
田
喜
夫

（北
海
道
）
・
佐
藤
敏
彦

（岩
手
）
・
岡
田
光
行

（秋
田
）
・

庄
司
駒
男

（宮
城
）

・
村
上
勝
太
郎

（山
形
）

・
中
島
正
夫

（福
島
）

・

佐
藤

一
栄

（越
後
）
・
赤
羽
孝

一
郎

（信
濃
）
・
大
沢
伊
三
郎

（山
梨
）
・

安
間
　
荘

（静
岡
）

・
湯
浅
道
男

（東
海
）

・
松
井
辰
弥

（岐
阜
）

・
斎

藤
惇
生

（京
都
）

。
若
林
啓
之
助

（富
山
）

・
増
江
俊
三

（石
川
）

・
阿

部
和
行

（関
西
）

ｏ
吉
川
暢

一

（山
陰
）

・
権
藤
太
郎

（福
岡
）

・
梅
木

秀
徳

（東
九
州
）

・
奥
野
正
亥

（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
九
〇
年
）
理
事
会
　
六
月
十
四
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
三
名

▽
審
議
事
項

一
、
北
海
道
、
東
海
、
山
陰
、
東
九
州
各
支
部
長
承
認
の
件

二
、
新
理
事
任
務
分
担
の
件

三
、
東
京
農
大
九

一
年
プ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク
登
山
推
薦
状
発
行
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ト
ラ
ス
ト
の
件

二
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
気
象
観
測
隊
推
薦
の
件

会
報

「山
」
五
四
二
号
参
照

◇
七
月
理
事
会
　
七
月
十
二
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
一
一十
名

▽
審
議
事
項

一
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ト
ラ
ス
ト
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
槙
名
誉
会
員
遺
品
受
領
の
件

会
報

「山
」
五
四
三
号
参
照

◇
八
月
理
事
会
　
休
会

◇
九
月
理
事
会
　
九
月
十
三
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十

一
名

▽
審
議
事
項

一
、
上
高
地
山
研
改
築
案
検
討
の
件

二
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
第

一
回
海
外
登
山
基
金
助
成
各
隊
の
報
告

二
、
三
国
友
好
登
山
隊
残
務
整
理
費
の
監
査
報
告

会

務

報

告
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会
報

「山
」
五
四
五
号
参
照

◇
評
議
員
会
　
十

一
月
七
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
山
田
二
郎
、
村
木
潤
次
郎
、
藤
平
正
夫
、
小
倉
童
子
、
平
林
克
敏
、
大
島
輝

夫
、
鴫
原
啓
佑
、
橋
本
　
清
、
広
羽
　
清
、
杉
野
目
　
浩
、
沢
村
幸
蔵
、
今
西
壽
雄
、
吉

村
健
児
、
大
塚
博
美
、
室
賀
輝
男
、
奥
原
教
永
、
井
上
豊
重
、
松
田
雄

一

▽
議
事

一
、
名
誉
会
員
推
薦
の
件

二
、
そ
の
他

会
報

「山
」
五
四
六
号
参
照

◇
十
月
理
事
会
　
十
月
十

一
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
十
五
名

▽
審
議
事
項

一
、
上
高
地
山
岳
研
究
所
改
築
特
別
委
員
会
設
置
の
件

二
、
秩
父
宮
記
念
学
術
賞
候
補
者
推
薦
の
件

会
報

「山
」
五
四
六
号
参
照

◇
十

一
月
理
事
会
　
十

一
月
八
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
十
六
名

▽
審
議
事
項

一
、
明
治
大
学
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
遠
征
隊
後
援
依
頼
の
件

二
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
計
画
承
認
の
件

三
、
山
研
改
築
特
別
委
員
会
報
告

会
報

「山
」
五
四
六
号
参
照

◇
支
部
長
会
議
　
十
二
月

一
日
　
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

出
席
者
　
支
部
長
二
十

一
名
、
執
行
部
七
名

▽
協
議
事
項

一
、
「支
部
設
立
並
び
に
運
営
等
に
関
す
る
規
定
」
の
一
部
改
訂
に
つ
い
て

会
報

「山
」
五
四
七
号
参
照

◇
十
二
月
理
事
会
　
十
二
月
十
三
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
七
名

▽
審
議
事
項

一
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
の
件

二
、
石
岡
会
員
か
ら
の
要
望
書
の
件

三
、
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
に
つ
い
て

四
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
保
全
協
会
加
入
の
件

会
報

「山
」
五
四
八
号
参
照

◇

一
月
理
事
会
　
一
月
十
七
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
三
名

▽
審
議
事
項

一
、
海
外
登
山
基
金
割
当
て
の
件

二
、
鳥
海
山
南
麓
の
ス
キ
ー
場
開
発
方
法
の
変
更
を
求
め
る
要
望
書
提
出
の
件

三
、
石
岡
氏
か
ら
の
要
望
書
の
件

会
報

「山
」
五
四
九
号
参
照

◇
二
月
理
事
会
　
二
月
十
四
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
三
名

▽
審
議
事
項

一
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
の
件

二
、
委
員
会
組
織
の
改
変
の
件

三
、
三
年
度
事
業
計
画
案
、
予
算
案
検
討
の
件

四
、
終
身
会
費
の
還
元
金
の
件

五
、
会
報
臨
時
増
刊
号
の
件

会
報

「山
」
五
五

一
号
参
照

◇
二
月
理
事
会
　
三
月
十
四
日
　
本
会
会
議
室
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出
席
者
　
十
八
名

▽
審
議
事
項

一
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
隊
の
件

二
、
三
年
度
事
業
計
画
案
、
予
算
案

▽
報
告
事
項

一
、
日
山
協
と
の
合
同
委
員
会
開
催
の
件

会
報

「山
」
五
五
二
号
参
照

◇
評
議
員
会
　
四
月
十
八
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
山
田
二
郎
、
藤
平
正
夫
、
鴫
原
啓
佑
、
小
倉
董
子
、
橋
本
　
清
、
平
林
克
敏
、

大
島
輝
夫
、
大
塚
博
美
、
日
下
田
　
賞
、
川
上
　
隆
、
吉
村
健
児
、
沢
村
幸
蔵
、
室
賀
輝

男
、
河
野
　
長
、
松
田
雄

一
、
藤
井
正
彦

▽
議
事

一
、
役
員
候
補
者
推
薦
の
件

二
、
細
則
改
訂
の
件

三
、
通
常
総
会
提
出
議
案
承
認
の
件

会
報

「山
」
五
五
三
号
参
照

◇
四
月
理
事
会
　
四
月
十
八
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
名

▽
審
議
事
項

一
、
役
員
改
選
の
件

二
、
評
議
員
候
補
者
推
薦
の
件

三
、
二
年
度
事
業
報
告
、
収
支
決
算
報
告
の
件

四
、
監
査
報
告

五
、
細
則
、
支
部
規
定
改
訂
の
件

六
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
の
件

会
報

「山
」
五
五
三
号
参
照

◇
五
月
理
事
会
　
五
月
十
六
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十

一
名

▽
審
議
事
項

一
、
総
会
付
議
事
項
確
認
の
件

二
、
図
書
室
の
管
理
移
管
に
伴
う
予
算
配
分
変
更
の
件

三
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
計
画
の
件

四
、
山
研
改
築
の
件

五
、
募
金
委
員
会
発
足
の
件

会
報

「山
」
五
五
四
号
参
照

◇
支
部
長

・
支
部
事
務
局
担
当
者
会
議
　
五
月
十
八
日
　
コ
ー
プ
ビ
ル

出
席
者
　
四
十
六
名

▽
議
事

一
、
支
部
設
立
な
ら
び
に
運
営
等
に
関
す
る
規
定
改
訂
の
件

二
、
終
身
会
費
納
入
に
伴
う
支
部
還
元
金
の
件

会
報

「山
」
五
五
四
号
参
照

◇
平
成
二
年
度
通
常
総
会
　
五
月
十
八
日

（土
）
千
代
田
区
内
神
田

・
コ
ー
プ
ビ
ル

出
席
者
　
一
一四
三
八
名

⌒委
任
状
を
含
む
）

▽
総
会
次
第

一
、
会
長
挨
拶

二
、
会
務
報
告

三
、
平
成
二
年
度
事
業
報
告
承
認
の
件

四
、
平
成
二
年
度
収
支
決
算
、
財
産
目
録
承
認
の
件

五
、
監
査
報
告

六
、
平
成
三
年
度
事
業
計
画

（案
）
承
認
の
件

七
、
平
成
三
年
度
収
支
予
算

（案
）
承
認
の
件

八
、
平
成
三
年
度
役
員
お
よ
び
評
議
員
改
選
の
件

会 務 報 告

263



次
の
と
お
り
決
定

会
　
　
　
長
　
山
田
二
郎

（再
任
）

副
　
会
　
長
　
藤
平
正
夫

（再
任
）
、
松
田
雄

一　
⌒新
任
）

理
　
　
　
事
　
入
澤
郁
夫
、
穴
田
雪
江
、
小
倉
　
厚
、
山
本
良
三
、
神
崎
忠
男
、
関
口

令
安
、
伊
丹
紹
泰
、
重
廣
恒
夫
、
石
橋
正
美
、
藤
井
正
彦

（以
上
再
任
）
、

小
倉
茂
暉
、
大
森
弘

一
郎
、
山
口
俊
輔
、
村
井
龍

一
、
大
倉
昌
身
、
片

岡
泰
彦
、
南
川
金

一

（以
上
新
任
）

監
　
　
　
事
　
飯
野
　
音了
（再
任
）
、
中
島
伊
平

（新
任
）

評
　
議
　
員
　
今
西
壽
夫
、
吉
村
健
児
、
大
塚
博
美
、
室
賀
輝
男
、
佐
藤
　
光
、
鴫
原

啓
佑
、
奥
原
教
永
、
河
野
　
長
、
橋
本
　
清
、
大
森
久
雄

（以
上
再
任
）
、

西
丸
震
哉
、
村
木
潤
次
郎
、
徳
久
球
雄
、
鈴
木
郭
之
、
國
見
利
夫
、
斎

藤
惇
生
、
湯
浅
道
男
、
田
部
井
淳
子
、
廣
江
　
研
、
西
村
政
晃

（以
上

新
任
）

九
、
細
則
な
ら
び
に
支
部
規
定
改
訂
の
件

（二
七
三
頁
参
照
）

十
、
平
成
三
年
度
除
籍
の
件

十

一
、
議
事
録
署
名
人
選
任
の
件

総
会
終
了
後
、
新
役
員
の
紹
介
が
あ
り
、
引
き
続
き
懇
親
会
が
行
わ
れ
た
。

会
報

「山
」
五
五
四
号
参
照

◇
評
議
員
会
　
五
月
十
八
日
　
コ
ー
プ
ビ
ル

出
席
者
　
山
田
二
郎
、
藤
平
正
夫
、
松
田
雄

一
、
橋
本
　
清
、
大
塚
博
美
、
吉
村
健
児
、

室
賀
輝
男
、
佐
藤
　
光
、
河
野
　
長
、
西
丸
震
哉
、
村
木
潤
次
郎
、
徳
久
球
雄
、
鈴
木
郭

之
、
國
見
利
夫
、
斎
藤
惇
生
、
廣
江
　
研
、
西
村
政
晃
、
中
世
古
隆
、
小
倉
茂
暉

▽
議
事

一
、
常
任
評
議
員
互
選
の
件

会
報

「山
」
五
五
四
号
参
照

◇
主
な
行
事
と
集
会

▽
平
成
二
年
六
月
二
～
三
日
上
高
地

第
四
十
四
回
ウ
エ
ス
ト
ン
祭

（信
濃
支
部
）

▽
六
月
十
五
～
十
七
日
　
小
川
山

学
生
部
小
川
山
集
会

▽
六
月
十
七
日
　
富
士
山
五
合
目

自
然
観
察
山
行

「富
士
山
の
自
然
を
訪
ね
る
」

▽
六
月
二
十
二
日
　
ル
ー
ム

ビ
デ
オ
鑑
賞
と
ビ
デ
オ
の
写
し
方

▽
六
月
二
十
八
日
　
ル
ー
ム

マ
カ
ル
ー
、
チ
ョ
ー

・
オ
ユ
ー
報
告
会

▽
六
月
二
十
九
日
　
ル
ー
ム

「熱
気
球
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
越
え
」
大
蔵
喜
福

▽
七
月
三
日
　
ル
ー
ム

「
ト
ル
コ
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
」
遠
藤
京
子

▽
七
月
十
四
日
　
ル
ー
ム

自
然
保
護
講
演
会

「山
岳
会
に
お
け
る
自
然
保
護
活
動
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
村

木
潤
次
郎

▽
七
月
十
六
日
　
有
楽
町
マ
リ
オ
ン

講
演
会

「中
高
齢
者
の
登
山
と
健
康
」
Ａ
・
デ
ー
ケ
ン
、
脇
坂
順

一

▽
九
月
十
五
～
十
六
日
　
三
島
市
、
箱
根
の
里

全
国
自
然
保
護
集
会
　
函
南
原
生
林

・
柿
田
川
視
察

▽
九
月
十
五
～
十
六
日
　
上
高
地
山
研

ス
ケ
ッ
チ
山
行

▽
九
月
三
十
日
　
子
持
山

現
地
小
集
会

「石
間
信
夫
さ
ん
と
山
歩
き
」

▽
十
月
三
日
　
ル
ー
ム
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パ
ミ
ー
ル
報
告
会

▽
十
月
五
日
　
ル
ー
ム

新
入
会
員
懇
談
会

▽
十
月
六
～
七
日
　
尾
瀬
長
蔵
小
屋

婦
人
懇
談
会
全
国
集
会
尾
瀬
の
集
い

▽
十
月
八
日
　
ル
ー
ム

カ
ナ
ダ
山
岳
会
　
Ｊ

・
ス
テ
フ
ァ
ニ
ッ
ク
氏
夫
妻
を
囲
む
集
い

▽
十
月
十
三
～
十
四
日
　
山
形

ｏ
蔵
王

全
国
支
部
集
会
別
蔵
王
の
集
い

▽
十
月
十
八
～
十
九
日
　
八
幡
町

鳥
海
山
南
麓
ス
キ
ー
場
予
定
地
現
地
調
査
及
び
八
幡
町
に
対
し
要
望
書
提
出

▽
十
月
二
十
～
二
十

一
日
　
宮
城

・
大
東
岳

探
索
山
行

「磐
司
岩
の
人
と
自
然
」

▽
十
月
二
十
～
二
十

一
日
　
小
川
山

岩
登
り
講
習
会

▽
十

一
月
二
～
三
日
　
高
千
穂

第
六
回
宮
崎
ウ
エ
ス
ト
ン
祭

▽
十

一
月
三
～
四
日
　
由
布
院

東
九
州
支
部
三
十
周
年
記
念
判
由
布
岳
の
集
い

▽
十

一
月
二
十
九
日
　
ル
ー
ム

モ
ン
ゴ
ル
女
性
登
山
家
を
囲
ん
で
　
婦
人
懇
談
会

▽
十
二
月

一
日
　
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

年
次
晩
餐
会

▽
十
二
月
二
日
　
神
宮
外
苑

第
二
十
七
回
マ
ラ
ソ
ン
大
会
　
学
生
部

▽
十
二
月
十

一
日
　
ル
ー
ム

古
典
山
岳
映
画

（ビ
デ
オ
版
）
鑑
賞
会

▽
十
二
月
十
六
日
　
生
藤
山

現
地
小
集
会

▽
平
成
三
年

一
月
十
日
　
ル
ー
ム

冬
山
登
山
報
告
会
　
学
生
部

▽
一
月
十
二
～
十
五
日
　
八
方
尾
根

ス
キ
ー
懇
親
会

▽
二
月
十
五
日
　
ル
ー
ム

第
十
九
回
山
岳
史
懇
談
会

「
「山
想
」
を
め
ぐ
る
人
々
」
五
十
島

一
晃

▽
二
月
十
七
日
　
黒
斑
山

現
地
小
集
会

▽
三
月
三
日
　
両
神
山

自
然
観
察
山
行

▽
三
月
七
日
　
ル
ー
ム

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
偵
察
報
告
会

▽
三
月
十
五
日
　
ル
ー
ム

山
岳
図
書
を
語
る
夕

「山
の
画
文
集
」
（こ
の

一
本
展
併
催
）
　

山
里
寿
男

▽
三
月
十
五
～
十
七
日
　
至
仏
山

ス
キ
ー
登
山
講
習
会

▽
三
月
十
六
日
　
上
智
大
学

第
十
七
回
新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

▽
四
月
五
～
七
日
　
雪
倉
岳

ス
キ
ー
登
山
講
習
会

▽
四
月
十
四
日
　
岩
殿
山

新
入
会
員
歓
迎
さ
く
ら
ハ
イ
ク

▽
四
月
十
九
～
二
十

一
日
　
八
甲
田
山

会 務 報 告
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ス
キ
ー

登
山
講
習
会

▽
四

月
六
日

ャn
山
学
院
大
学

山
岳
地
域
に
お
け
る
環
榜
保
全
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム

U
会

◇
海
外
登
山
お
よ
び
海
外
と
の
交
流

▽
四

月
二
十
九
！

三
十
日

ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・

ア
ド

ペ
ン
チ
ャ
ー
・
ト
ラ
ス
ト

の
第一
回

ヒ
マ
ラ
ヤ
環
境
会
議
に
参
加

ニ
ュ
ー

デ
リ
ー

▽
七

月
！

八
月

パ
ミ
ー

ル
登
山
キ
ャ
ン
プ
参
加

毛H
年
部

▽
七

月
ー

八
月

天
山
山
脈
・

雪
蓮
蜂
登
山

束
海
支
部

▽
十
一

月
i

十
二

月

ナ
ム
チ
ャ
パ
ル
ワ
蜂
偵
察

▽
海
外
登
山
基
金
よ
り
六
五
0
万
円
の
援
助
・

助
成
金
を
六
隊
に
対
し
父
付

◇
機
関
紙
な
ど
の
発
行

▽
「
山
伍
j

第
八
十
五

年
(
-
九
九
0

年）

号
の
発
行

▽
会
報
「
山
j

第
五
三
八
号
ー

五
五
0
号
の
発
行

▽
「
登
山
医
学
j

第
十
巻
の
発
行
に
協
力

▽
「
山
岳
総
索
引
j

の
発
行

◇
そ
の
他

▽
登
山
者
向
け
「
春
山
登
山
に
つ
い
て
の
要
望
害」

を
発
表

▽
山
の
古回
さ
に
関
す
る
委
員
会
（
国
土
地
理
院）

へ
の
協
力

▽
タ
ン
ポ
チ
ェ
俯
院
再
建
基
金
に
協
力

▽
名
誉
会
貝

該
当
者
な
し

▽
永

年
会
貝

科
学
研
究
委
員
会
·
自
然
保
護
委
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七
九
八

鳩
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社
団
法
人
日
本
山
岳
会
細
則

昭
和
四
十
七
年
十

一
月
十

一
日
　
　
制
定

昭
和
六
十

一
年
五
月
十
六
日
　
一
部
改
定

平
成
三
年
五
月
十
八
日
　
　
　
　
　
改
定

第

一　
条
　
こ
の
細
則
は
定
款
第
四
九
条
に
基
づ
き
本
会
運
営
上
に
必
要
な
事
項
を
定
め

ス
一。

第

二

条
　
本
会
業
務
処
理
の
た
め
、
理
事
会
の
議
を
経
て
、
左
記
の
内
容
を
骨
子
と
す

る
委
員
会
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

０
理
事
会
の
ラ
イ
ン
部
門
と
し
て
の
日
常
業
務
を
担
当
す
る
委
員
会

②
理
事
会
の
ス
タ
ッ
フ
部
門
と
し
て
の
専
門
委
員
会

０
部
会
的
活
動
を
す
る
部
門
を
運
営
す
る
た
め
の
委
員
会

第

三

条
　
委
員
会
の
構
成
等
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
と
す
る
。

ｌ
　
委
員
会
担
当
理
事
は
会
長
が
委
嘱
す
る
。

２
　
各
委
員
会
の
委
員
は
担
当
理
事
の
推
薦
に
よ
り
会
長
が
委
嘱
す
る
。

３
　
委
員
会
は
必
要
に
応
じ
委
員
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
委
員
長
は
委
員
会
の
互
選
に
よ
り
選
任
し
、
委
員
会
の
座
長
と
し
て
会

議
の
取
り
纏
め
を
行
う
。

第

四

条
　
委
員
の
任
期
は
二
年
と
し
て
再
任
を
妨
げ
な
い
。
但
し
委
員
長
の
任
期
は
原

則
と
し
て
再
任
迄
と
す
る
。

第

五

条
　
委
員
会
に
お
け
る
重
要
な
決
議
事
項
お
よ
び
予
算
外
の
支
出
を
必
要
と
す
る

事
項
は
、
理
事
会
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

六

条
　
委
員
会
担
当
理
事
は
、
そ
の
担
当
事
項
に
関
す
る
翌
年
度
の
予
算
を
毎
年

一

月
末
迄
に
理
事
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

七

条
　
定
款
第

一
四
条
に
よ
る
理
事
お
よ
び
監
事
の
選
挙
は
、
そ
の
候
補
者
を
評
議

員
会
が
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。

第

八

条
　
定
款
第

一
四
条
に
よ
る
会
長
お
よ
び
副
会
長
の
選
挙
は
、
そ
の
候
補
者
を
評

議
員
会
が
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。

第

九

条
　
役
員
お
よ
び
評
議
員
は
す
べ
て
無
報
酬
と
す
る
。
但
し
職
務
の
た
め
に
要
し

た
実
費
は
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

一
〇
条
　
会
費
の
納
入
は
原
則
と
し
て
毎
年
四
月
に
本
会
か
ら
送
付
さ
れ
る
請
求
書
に

基
づ
き
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第

一
一
条
　
支
部
所
属
会
員
が
当
年
度
会
費
を
そ
の
年
度
内
に
納
付
し
た
場
合
は
、
当
該

会
費
の
う
ち
支
部
運
営
費
と
し
て

一
人
当
り

一
五
〇
〇
円
を
支
部
に
還
付
す

る
。
但
し
終
身
会
費
を
納
付
し
た
場
合
は
当
該
納
付
終
身
会
費
の

一
〇
％
と

す
る
。

第

一
二
条
　
本
会
は
新
た
に
入
会
す
る
者
に
対
し
、
入
会
に
関
す
る
所
定
の
手
続
き
の
完

了
と
同
時
に
会
員
章
お
よ
び
略
章
を
交
付
す
る
。
但
し
紛
失
等
の
理
由
に
よ

り
会
員
に
対
し
再
交
付
を
す
る
場
合
は
実
費
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
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第

一
三
条
　
会
員
は
本
会
が
開
催
す
る
総
会
、
小
集
会
、
年
次
晩
餐
会
等
そ
の
他
重
要
な

行
事
に
は
な
る
べ
く
会
員
章
ま
た
は
略
章
を
着
用
し
て
出
席
す
る
も
の
と
す

る

。

第

一
四
条
　
死
亡
以
外
の
理
由
に
よ
っ
て
会
員
た
る
資
格
を
失
っ
た
場
合
は
直
ち
に
会
員

章
、
略
章
を
本
会
に
返
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第

一
五
条
　
主
事
、
書
記
等
の
職
員
は
、
理
事
会
が
定
め
た
職
務
規
定
、
経
理
規
定
、
そ

の
他
の
諸
規
定
お
よ
び
本
会
運
営
に
関
す
る
内
規
等
に
基
づ
き
担
当
理
事
の

指
示
に
従
い
、
本
会
の
運
営
に
関
す
る
日
常
の
事
項
お
よ
び
会
計
事
務
を
処

理
す
る
も
の
と
す
る
。

第

一
六
条
　
会
員
は
会
務
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
会
の
重
要
な
備
品
を
使
用
し
た
り
、

あ
る
い
は
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

第

一
七
条
　
会
員
お
よ
び
会
員
以
外
の
者
が
本
会
施
設
に
来
訪
す
る
場
合
は
、
到
着
と
共

に
備
付
の
名
簿
に
そ
の
氏
名
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

一
八
条
　
理
事
会
の
許
可
を
得
な
い
で
本
会
内
で
次
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
．
掲
示
、
広
告
、
展
示
等

二
．
集
会
、
商
行
為
等

第

一
九
条
　
本
会
は
特
別
の
事
情
あ
る
場
合
、
会
員
か
ら
寄
付
金
を
募
集
す
る
こ
と
が
で

き

る

。

第
二
〇
条
　
定
款
第
五
条
に
よ
る
支
部
の
規
定
は
、
支
部
毎
に
定
め
、
理
事
会
の
承
認
を

得
る
も
の
と
す
る
。

第
二

一
条
　
本
会
の
休
室
日
は
、
年
末
年
始

一
週
間

（十
二
月
二
十
九
日
～

一
月
五
日
）
、

夏
期
八
月
十
五
日
を
申
心
と
す
る

一
週
間
お
よ
び
、
日
曜

・
祝
祭
日
な
ら
び

に
本
会
の
創
立
記
念
日

（十
月
十
四
日
）
と
す
る
。
但
し
、
創
立
記
念
日
が

日
曜
日
に
あ
た
る
場
合
は
、
そ
の
翌
日
を
創
立
記
念
日
と
し
て
休
室
す
る
。

第
二
二
条
　
本
会
の
開
室
、
閉
室
時
間
を
次
の
通
り
定
め
る
。

毎
週
、
月
、
火
、
木
、
土
曜
日
は
午
前
十
時
よ
り
午
後
八
時
迄
と
し
、
水
、

金
曜
日
は
午
後

一
時
よ
り
八
時
迄
と
す
る
。

則
　
こ
の
細
則
の
改
廃
は
予
め
評
議
員
会
の
意
見
を
聞
き
、
理
事
会
お
よ
び
総
会

の
議
決
に
よ
っ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
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社
団
法
人
日
本
山
岳
会
支
部
設
立

並
び
に
運
営
に
関
す
る
規
定

昭
和
四
十

一
年
四
月
　
　
制
定

平
成
三
年
五
月
十
八
日
　
改
定

第

一
章

　

総

　

則

第

一
条
　
定
款
第
五
条
に
定
め
る
支
部
の
設
立
並
び
に
運
営
は
本
規
定
に
よ
る
。

第
二
条
　
支
部
の
名
称
は
当
該
支
部
の
所
在
す
る
地
域
を
明
示
し
て

「
日
本
山
岳
会

○
○
支
部
」
と
す
る
。

第
二
章
　
　
設
　
　
立

第
三
条
　
支
部
を
設
立
す
る
た
め
に
は
次
の
各
号
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
。
支
部
設
立
地
域
の
会
員
も
し
く
は
入
会
手
続
き
中
の
者
が
三
〇
名
以

上
支
部
会
員
た
る
こ
と
。

二
。
支
部
設
立
地
域
内
の
会
員
に
し
て
前
号
に
反
対
す
る
者
が
同
意
者
の

三
分
の
一
を
越
え
な
い
こ
と
。

三
．
同

一
地
域
内
に
す
で
に
支
部
が
存
在
し
な
い
か
、
ま
た
は
当
該
地
域

が
他
の
支
部
地
域
と
重
複
し
な
い
こ
と
。

第
四
条
　
支
部
を
設
立
せ
ん
と
す
る
と
き
は
、
発
起
人
代
表
者
は
予
め
理
事
会
の
了

解
を
得
た
後
、
次
の
必
要
書
類
を
会
長
に
提
出
す
る
。

支
部
設
立
趣
意
書

発
起
人
名
簿

第
三
条
第

一
号
に
よ
る
同
意
書

支
部
規
約

支
部
役
員
名
簿

設
立
以
後

一
年
以
上
の
事
業
計
画
書

同
予
算
書

前
条
の
書
類
は
理
事
会
の
審
議
に
付
し
、
会
務
遂
行
上
支
障
が
な
い
と
認

め
た
場
合
に
支
部
の
設
立
を
承
認
す
る
。

支
部
の
設
立
が
承
認
さ
れ
た
場
合
発
起
人
代
表
は

一
月
以
内
に
支
部
設
立

総
会
を
招
集
し
、
第
四
条
の
書
類
を
承
認
し
て
支
部
を
設
立
す
る
。
支
部

の
設
立
並
び
に
右
書
類
は

「会
報
」
お
よ
び

「山
岳
」
に
発
表
す
る
。

支
部
の
名
称
変
更
、
支
部
の
包
括
地
域
の
変
更
、
支
部
規
定
の
変
更
等
重

要
事
項
に
つ
い
て
は
理
事
会
の
承
認
事
項
と
す
る
。

営
支
部
に
は
支
部
役
員
と
し
て
支
部
長

一
名

（必
要
に
応
じ
副
支
部
長
二
名

以
内
）
、
委
員
若
千
名
お
よ
び
会
計
監
事
二
名
以
内
を
お
く
。

支
部
委
員
お
よ
び
会
計
監
事
は
支
部
会
員
総
会
で
支
部
会
員
の
互
選
に
よ

り
選
出
す
る
。

支
部
長
は
支
部
委
員
の
互
選
に
よ
り
、
当
該
支
部
地
域
内
に
在
住
す
る
支

部
会
員
の
中
よ
り
選
任
し
、
理
事
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
。

支
部
役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
重
任
を
妨
げ
な
い
。

支
部
の
経
費
は
支
部
会
員
よ
り
徴
収
す
る
支
部
費
そ
の
他
の
収
入
を
以
て

あ
て
る
。
但
し
支
部
費
の
金
額
に
つ
い
て
は
理
事
会
の
承
認
を
要
す
る
。

支
部
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月

一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十

一
日
に
終

わ
る
。

支
部
長
は
毎
年

一
回
以
上
支
部
総
会
を
招
集
し
、
事
業
報
告
、
会
計
報
告
、

事
業
計
画
及
び
予
算
の
承
認
を
得
、
支
部
役
員
の
改
選
を
行
う
も
の
と
す

る
。

第
五
条

第
六
条

第
七
条

第
二
章
　
運

第
八
条

第
九
条

第

一
〇
条

第

一
一
条

第

一
二
条

第

一
三
条
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第
四
章
　
解

第

一
四
条

第

一
五
条

第

一
六
条

付

　

則

第

一
七
条

第

一
八
条

支
部
長
は
右
事
項
を
毎
年
五
月
十
日
迄
に
会
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る

。散
支
部
は
支
部
会
員
三
分
の
二
以
上
の
同
意
に
よ
り
解
散
す
る
こ
と
が
出
来

る
。

解
散
時
の
会
計
決
算
に
つ
い
て
は
、
支
部
解
散
総
会
の
決
議
に
よ
り
支
部

役
員
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

支
部
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
こ
れ
を
理
事
会
の

審
議
に
付
し
て
解
散
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

１
　
支
部
が
本
部
の
目
的
に
反
し
た
事
業
を
行
っ
た
と
き
。

２
　
会
計
処
理
上
不
都
合
の
あ
る
と
き
。

３
　
必
要
な
報
告
を
全
く
怠
っ
た
と
き
。

４
　
支
部
会
員
数
が
定
員
以
下
に
甚
し
く
減
じ
当
分
増
加
の
見
込
み
が
な

い
と
き
。

本
規
定
の
改
廃
は
、
予
め
支
部
長
会
議
、
評
議
員
会
の
意
見
を
聞
き
、
理

事
会
お
び
総
会
の
議
決
に
よ
っ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

会
報

一
〇
八
号

（昭
和
十
六
年
八
月
）
所
載

「
日
本
山
岳
会
支
部
規
定
」
、

会
報

一
三
七
号

（昭
和
十
六
年
三
月
）
所
載
「
日
本
山
岳
会
支
部
規
定
案
」
、

及
び
山
岳
第
五
十

一
年
所
載

「支
部
規
定

（昭
和
三
十

一
年
六
月
実
施
）

は
本
規
定
の
実
施
に
よ
り
廃
止
す
る
。
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A view of Maki's "Mountain World"' ' TAGUCHI Jiro"' (7 )
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The Japanese Alpine Club

(Founded 1905)
Address :′ :「 okyo, Chiyoda― ku, Yonban― cho, 5-4

OGURA Shigeki
KATAOKA Yasuhik0
1RISAWA Iku0
ANADA Yukie
OGURA Atsushi
MURAI Ryuichi

SHIGIHARA Keisuke
HASHIMOTO Kiyoshi
SAITO Atsuo
YUASA Michio
OHMORI Hisa0
NISHIMURA Masaaki
IMANISHI TOsiO

Hokkaido : KOSUDA Yoshio
Iwate : SATO Toshihiko
Abita : OKADA Mitsuyuki
Yamagata I OHASHI Katsuya
Miyagi : NISHIGORI Mitsuaki
Fukushima t NAKAJIMA Masao
Echigo : SATO Ichiei
Shinano : AKABANE Kohichiro
Yamanashi 1 OSAWA Isaburo
Shiarcha i ANMA So

Tokai : YUASA Michio

Office Bearers and cOmmittee

1991(May1991-Apri11992)

Pγθsづα(夕π″:YAMADA JirO
y,θ′Pttsづαι

“
′:FUJIHIRA Masao,IMATSUDA Yu'ich

〃(第θγαッ Sθθttιαγソ:OGURA Shigeki
∬

"tθ
γαッ Eα

"θ

γ:MINAMIKAWA Kinichi
〃

"tθ
γα,ν Lづ bγαπαπ:OGURA Shigeki

〃(第,αrαッ Tttαs%惚γ:OHKURA Masami
ス

"α
"θ

γ:IINO Thoru,NAKAJIMA Ihei

Cθttπイ′′
“SEKIGUCHI Reian

OHMORI KohichirO
ITAMI Tsuguyasu
ISHIBAHI Masami
MINAMIKAWA Kin'ichi
KANZAKI Tada0

Cθπ夕π」ι

NISHIMARU Shin'ya
MURAKI JunjirO
TOKUHISA Tama0
SUZUKI HirOyuki
KUNIMI ToshiO
TABEIJunk0
HIROE Ken

FUJII Masahik0

0HKURA Masami
SHIGEHIRO TsuneO
YAMAMOTO RyozO
YAIMIAGUCHI Shun_
suke

YOSHIMURA Kenji
SATO Teru0
0TSUKA HiroyOshi
MiUROGA Teruo
OKUHARA Kyoei
KONO Masaru

Chairmen of Local Sections

Gifu : MATSUI Tatsuya
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Kumamofo I OKUNO Masai
Miyazahi : UOMOTO Sadayoshi



THE 1991 1NDO一JAPANESE KANCHENJUNGA EXPEDIT10N

OGATA Yoshio

′
rhe lGerinan expedition led by Mro Paul Bauer irlade the first atteinppt to scale this

peak frOm Sikkim side in 1929, this was fo1lowed by another attempt in 1931 which was

able to reach the altitude of 7700 nl. After 46 years in 1977, an expeditiOn frolm the ln…

dian Army led by Col. N.Kumar succeeded in putting two members, namely:Major

Prem Chand and Nalk NoDo Sherpa on the summit of Kanchenjunga, from North East

spur, on 31 May. After a gap of 10 years, in 1987, an Assanl lRifles expedition led by

Majo Genc P.L. Kukreti, attempted Kanchenjunga fo1lowing route of 1977 expedition.

This expedition lost famous m.ountaineer Phu Dorjee, an Everester and 3 0ther inembers

and climbed to have put 3 members atop Kanchenjunga.

In 1981, The Himalayan Association of Japan(HAJ)despatched an expedition to Kan―

chenjunga fronl Nepal side.That tim.e, we have planned to make a traverse Kanchenjun―

ga fronl West Peak to Main Peak, but, we clilnbed Main Peak and West Peak only on 9

May, We could not traverse Kanchenjunga. 
′

「 he origin plan of our Kanchenjunga lEIx‐

pedition in that time, we wish we climbed to this mountain from Zemu Glacier in

Sikkiln. :But, our wish have not been realized under unavoidable Sikkiin situation in

lndiao We continued lnaking approaches to concerned lndian organizations such as the

lndian Mountaineering Foundation(IMF)since that time.Over 10 years passed without

a satisfactory respOnse, but in 1990 our persistent efforts finally bOre fruit, and we re_

ceived proposal for joint expedition to enter this area of Shangrilac

The expedition,jointly sponsored by The Himalayan AssociatiOn of Japan(HAJ)and

lndo―Tibetan Border Police(ITBP), under the auspices of The lndian lMountaineering

Foundation(IMF), is the first lnternational Expedition that attempted the peak from Sik_

kiΠl slde.

″
「 he expedition was planned and launched within a record tiine of less than 8コ oOnths

in spite of inany hurdles in obtaining Governコ nent clearance and arranging funds and

equiprrlents. The expedition received full support frolm IMF,Govto of Sikkirrl, A.rmy and

various other individuals and organisation.

Mr. Hukam Singh, Addl DIG ITBP and member of IMF Sprnsoring Committee, was

Overall Leader of the Expedition and Yoshio Ogata,I)irector Hinlalayan Association of

Japan, was(CO― leadere 
′

「 he teanl included 14 Japanese and 22 1ndian inernbers. 53 year

old HukaΠ I Singh was the oldest and Mr. Tsuyoshi AkiyaFna, 20 year 01d, was the

younghst inernber of the teaIIl. 
′

「 he tearrl alsO included 5 1ady clirnbers.

February 24 the advance party landed in I)elhi. 
′
rhe next day we joined our cheerful

lndian conlpanionse
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March 8, we flew to lBagdogra and reached in Gangtok, the capital of the Sikkiln State

by lnini buse We were forced to stay there 6 days to provide for a entry into nlountain.

March 14, We left GengtOk by 4 Πlini buses and 7 Πlini buses and 7 autotracks with

IIlenlbers and high porterse We have drOve abOut 120 knl on the lNorth Sikkiin iHighway

and we arived at Lachen. 
′

「 he next day, we drove to′
・
ranggu along the′ I｀ ista river.A

Inilitary road provided convenient access t。
′
ranggu.

There are two route for approach the Base Camp at Green Lake in the Zemu Glacier.

One of them is along the Zemu Chu(river)from Lachen and the others are a roundabOut

way the Northern area fronl Tanggu. 
′.「
ree high passes stand the roundabOut way that

are the Lungnak La(5035m),Theu La(5212m)and Tangchung La(5150m).The route

of our approach the lBase Cannp has been set for roundabout way by Our overa1l leader. I

was anxious about snow condition of the these high passes for yaks llliddle of March. As

a consequence it follows that lt took the tealn 44 days tO transpOrt fOr expeditiOn 10ads

from the Road― head to the Base Camp at Green Lake(4935m).If it were nOt fOr snOw

On the high paSSeS, We COuld reaChing tO the BaSe Canlp frOFrl lR10ad― head Only 4

days.′I｀ he advance party arrived the lBase iCarnp On 31 March, and last party arrived On

26 Aprile We were hard pressed in Our apprOach inarched such being the casecOwing to

via roundabout way, we have enjoyed see a view the rnountains of the lNorthern Sikkiin

such as KangchengyaO(6889m), Chombu(6362m), Chumangkang(6212m), Chomo

YummO(6829m), Kora Chonekang(6187m)and sO many Others.

An advance party selected a site for Advance Base Camp on April l.Carrying of sup‐

plies up to ABC started on April 10.

The route to ABC led up the Zemu Glacier from Base Camp, ABC was on a glacier

where the Twins Glacier joint to the Zemu Glacier at an elevatiOn of 5200 nl。

A■er ABC,we started rOute making for Camp l.The first obstacle was in the form of

an ice― falle This ice― fali stand in just below the Upper Zemu Glacier where it was about

one hour from ABC.At that point the East Face of Kanchenjunga,which until then had

been hidden by lower part of North East spur, calrle intO full vieヽ w fOr the first tirrle.

This ice― fall technically speaking was not as bad as the one on Everest but was far inore

dangerous due to the constant hazard Of ice avalanches and falling boulders.

(])n April 16, 6 clilnbers who stretched 13 pitches Of fixed rope across several crevas―

ses and ice walls. 
′

「 hey reached an elevation of 5600 1mt. 
″
Fhe next day, they extennded

the route 9 1more pitch up an ice plateau on the l[Jpper Zeinu(Glacier, where we pitched

Camp l after several days.

A.■ er Camp l we had tO gain the crest Of the deadly North East spur.The south face

of the North East Spur rise up alinost vertically for abOut 300 1n froHl the flat glaciel

basin, and the face with fluted icf― gullies and was swept regularly by avalanches. ′
「 he

route from Camp l was traverse of the south face。
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(3)n Apri1 21,  
・
YOshida's party stretched 20 pitches of fixed rope across several

ice― gullies and broken rock face. 
′・
rhey reached at just below the ridge an elevatiOn Of

61501■ . 
′
I｀ he next day, they extended the rOute 2 1nore pitch up an ice wall, and they

calm.e out on the North East Spur. Frolm there the North East Spur that there were tow‐

ers piled upon towers, cliff upon cliff, huge vertical coluIIins which tapered like spires

and shining curtains festooned with icicles, hanging down the precipices froIIl the cor‐

nices above. 
′

「 here were great bulges and chaslns wrenched by the wind and cold into

fantastic inushroolrl ShapeS WhiCh had the likeneSS Of night FnOnSterS. 
″

「
he fiX rOpeS Were

flung a1l over the place to secure the rnenlbers and high― porters frorrl into the sheer

depths below. We had found old fixed ropes on the ridge presurnably belonging to the

1977 and 1987 1ndian expeditiOno We stretched 34 pitches Of fixed rOpes frOrrl Canlp l to

Carnp 2。 lCarnp 2 pitched a strip place the cornices abOve on the North IE)ast Spur an

elevation of 6300 1田 t On Apri1 27.

Θn Apri1 28, Nazuka's party started route making for Camp 3.FrOm there the North

East Spur also there .were huge vertical lnushroolm shapes which had the likeness of

lnonsters. 
′

「 here 、were cornices which could not be clilnbed in any way. 
′
rhey passed

through a natural tunnels to surI11。 unt these. 
′
rhey extended the route 9 pitches up On

the rugged ridge fronl Apri1 28 till Apri1 30。

(])n May lst, Yoshida's party stretched 9 pitches Of fixed rope aCrOSS big crevasses

and several huge ice cliff, and they reached an elevatiOn of 6550 1■ . 
′

「 hey extended the

rOute 10 1nore pitches up on the snow rugged ridge on the fo1lowing day, and they

reached an elevation of 68801ne Canlp 3 perched On a snOw s10pe where the 5 pitches

be110w the highest reaching point of the May 2, an elevation Of 6800 1■ on May 4. A.t that

pOint the North ]E)ast Spur, carne into widely snow ridge, with no technical difficulty.

Be10w One 100ks down a steep slope at the Upper Zemu Glacier and the Twins Glacier.

Across it is Siniolchu and Silnvo massife Beyond Sinioluchu massif there is a view to‐

wards Bhutan Hiinalayas and the arid brown Tibetan Plateau with its surrounding

lnountains.

(E)n May 7,(Dda's party succeeded in reaching a point of Canlp 4 at the height Of 7450 1n.

′
I｀ hey strung six and half pitches of fixed rope up the North iFast Spur.

On May 9, We established iCarrlp 4. and Nazuka's party stayed the first night at Canlp

4。 Next inorning Nazuka's party started on the route on the lNorth iEast Spur derive froln

the Junction Peak(other called Zuchehutl Peak), and rope were fixed all the way.The

rOute frOrll Camp 4 was up a snow ridge with very steep arete, and this the arete culΠ li‐

nating at the highest point of the North lElast Spur. :FroIIl there the arete, below one

looks down the lNorth iCol on the North ridge, and beyond North iCol there is a view of

Nepal Himalayase

A■er four days work to complete this route,four lndian climbers reached Camp 5 at the
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high of 7850 Πl on May 14。  .The next day, they have set up Canlp 5 with twO

high― porters.

On May 15, Pasang Sherpa,Khem Raj,Sharki Bhutia and Lopsang Tshering went up

for reconnaissance to find to final ca■ lp, they reached Old canlp site of lndian expedi―

tion in 1977 and 1987 at the height of about 8000 rrl. 
′
rhey returned back to(3)anlp 5. 

′
「 he

sarne day's inorning, Sato and lne started the labOriOus wOrk tO carry up the luggage to

Camp 5,and we reached Camp 5 at noone We met fOur lndian members just at the time.

they told us about the ascent route fOr the su■ linit which can be seen froIIl the reaching

highest point on tOday. I thought that they have caught an easygoing way Of thinking fOr

attack to the surnlnit.

′
I｀ he neXt day, 

′
「 hey had a thunderclap of accident. 

′
Fhey nlade a start fronl Cannp 5 at

just 4 al口 [, Four lndian im.elmbers reached to the old calmp site Of lndian expedition, they

haVe depOSited their Carrying 10adS at the place, and continued up the surnnlit of lKan―

Chenjunga at their OWn diSCretiOn With One oxygen cylinder to each of the members.Dur―

ing their attaCk PaSang Sherpa, tragically fell off to the North Face side and was

l■ iSSing. I received a bad new.s at Calmp l fro■ l Mr. Huka:田 t Singh by Walkie~talkie.
′

「 hough the accident upset the plan cOnsiderably, I have rllade again plan fOr attack to

the summit.

We went intO rnOurning fOr Pasang Sherpa at each calnp on fol10wing day. We re―

gained the final stage of our expedition with heavy hearts.

(1)n May 23, seven Japanese inenlbers who were constituted into a suppOrt party and

On 24 May the Surnrnit party, they went up to the North Face, and reached an elevation

of 7950 1■ on the North iFace。 
′

「 hey established(clainp 6 at this pOint, and now they were

getting the full blast of the westerlies. Nazuka and IIIlanlura stretched 7 pitches Of fixed

rOpe in the snow gully at the rear of(1)anlp 6. ″
I｀ he suppOrt party returned, leaving

Nazuka, IInanlura and()da at canlp 6。  When they tried to fix their Oxygen regulators

they found that there were two set only. We discussed the best attack plan by

walkie― talkie between Camp 6 and Base camp, and w・ e decided that Nazuka attempt an

attack of the sunllmit by withOut Oxygen.

On May 24, They made a start atjust 4 alm. in biting cold. Oda had carrying two ox‐

ygen cylinders and IInalllura had carryinng one oxgen cylinder they started clilnbing.

″
I｀ hey added another 3 pitches Of fixed rOpe for safety On the descente Very soOn IIrl_

anlura was collapsed owing tO sOrrle trouble in the Oxygen inask that IInanlura was not

getting any oxygen flow。  ]:Ie left his oxygen cylinder and he began cliinbing again with‐

out oxygene At 8 : 45 aFn。 ()da left One Of hiS half~uSed oxygen Cylinder tO be used On

the return jOurney・  They S10gged On and On, in deep SnOW and fierCe WindS. SOFnetilneS

the WindS Were SO StrOng that they Were pushed of their feet. At 10 : 57 ain. Nazuka

reaChed the WeSt Co1 0n the main ridge of between Main Peak and Yalung Kang(West
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Peak). From there the summit ridge of Kanchenjunga becomes traversed a snow and

rock mix face of the Yalung Glacier side, he escaped to some partly fierce winds. He

climbed along the Yalung Glacier side of the summit ridge to the main summit. It was 11

:50 am. when Nazuka stood on the summit of Kanchenjunga. He remembered the prom-

ise the team had given to the people of Sikkim. He left the last 7 feet untrodden. He took

pictures and came back the same way he went in carefully, and he returned back the

West Col at 13 :00 and then he met Oda, Imamura was not yet reached the Col. Nazuka

returned back Camp 6 in safety at 15 :00. Imamura reached the West Col climbing up

the summit ridge . Very soon Imamura joined Oda. They finally stood up on the summit

at 15 '.23, and returned on Camp 6 in darkness at 2Z I 30 in the night.

Next early morning the second summit party , consisting of Coy Commander , S. D.

Sharma, Subedar Kanhaiya Lal and Sub-Inspector T . Smanla started from Camp 6 to
summit. They reached the sumit of Kanchenjunga at 14: 30, and returned back Camp 6

in safety at 19 : 48.

Because of the time and weather constraints most of the members both Japanese and

Indians had to sacsifice their chances to summit the peak as to support their colleagues

in the best mountaineering tradition. Thus six members could reach the summit.

The expedition also paid special attention to environmental and ecological aspects

Himalaya and rendered great service in cleaning the trail of the mountain, which was

found littered with garbages, empty tins and filth.

THE ASCENT OF DIIt CHOGORI(K2)NORTH‐ WEST FACE

KISHIMTO Isao

Begining in June, TOmOji Ueki led a 12 men team from the Yokohama Mountaineering

Association on the first succseful ascent of the North― West face of Mte Chogiri.

(3)n June 8, they established IBase iCanlp at 5000111, and began pushing up toward the

unclimbed NW face. Camp l(5353m)was established On June 12. From Camp l to

camp 2(6600m), the team stuggled to overcome an difficult 55 degree 1250 m slope.
′
rhis effOrt required 18 days.

′
I｀ he rOute abOve Canlp 2 followed alinost exactly that taked by the POlish lEIxpedition

which cliinbed fronl the Pakistan side in 1982.

In the early lnorning of July 7, Canap l was struck by a serack induced avalanche,

and 7 members of the team were injured, especially the head Sherpa Nima Tembao All

were evacurated Base Camp, and then sorrle of the more serious, to Great Base Camp at

Suget Jangal.
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After recovering from the avalanche at Camp l,the team resumed climbing on July

20. 1:Jnfortunately, a1l of the oxigen, food, and other rrlaterials at Canlp l were lost the

avalanche.

On July 27, Nazuka, IInarrlura and KarFlata, With SeVeral SherpaS, reaChed the Site Of

Camp 3. 01n July 31, they established Camp 4 at a height Of 7650m[. Fronl there the tealm

altered their planed route fronl a direct ascent of the West face, to an assault on the

North ridge。

′
I｀ his was done in order to accoΠllnodate the now weakened tearrl afrer the avalanche.

(In order to do this,the team first obtained the consent of the American― Australian par_

ty who was already on the North ridge at that timec)

.A.■ er establishing Camp 5 at 7950m, the team returned briefly tO Camp 2, befOre

again attacking the surrllnit on August 6. Finally, on Aug. 9, iNazuka and IInaIIlura

reached the suinmit between 7 and 8 pm.unfortunately,due to a lack of oxigen,Kamata

was forced to turn back halfway between Camp 5 and the summit.

THE FIRST ASCENT OF Mte XUELIAN(XUELIAN FENG)

TOKUSIIIDIA Kazu0

We , the Tokai Section of the Japanese Alpine Club sent a expedition to the Tienshan

Mountains, Xuelian Feng (A0ZZ n) in the summer of 1990. This expedition was our

fourth attempt of the mountain.

The first time we attempted the south side of the mountain in 1986. High water from

Karakum Glacier's melting problems from crossing the Muzart River, in a reasonable

amount of times. After that, one member of the team suffered altitude sickness at our

highest camp (5900 m) , and the combination of delays crossing the river and rescueing

him, exhausted the time we had available to climb the mountain , and we had to abandon

the attempt.

In 1988, another expedition was sent to the south side of the mountain, and also

failed to reach the summit. After loosing some equipment on the approach, and again

suffering from altitude sickness (Camp 4, 5250 m) and poor weather.

In 1989, a third expedition was sent to the mountain, and also failed to reach the

summit after encountering difficult terrain, during this expedition, one member was in-

jured when a cornice collapsed around 6450 m.

In 1990, our approrch started from Aksu on July 22, and made it way along the route

of Muzart River, and the Akchi Gorge. On July 25 the Base Camp was establised on the

left side of the Karakum Glacier at a height of 3100 m.
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With the′ I｀ ianshan Mountains 10cated at latitude about 42 North, the snow line started

at a lower altitude. 
′
]「 his necessiated a walk up along the inOraine of the I(arakurn

Glacier, a hard up and dOwn cOurse frorrl about 3000 nl in height.

On July 27, we established a relay camp(3500m)On the moraine.And July 29, we

established Base Camp(4100m)by the glacier― fed― lake at the bot of the south east ridge

Of JunCtiOn Peak. 
′

「 hen, on July 30, we tried to find the clirnbing route through the

iCefall, going up the Karakum Glacier. On August l we pitched a relay camp(4800m)

abOVe the iCefall. Cliinbing up the gully, inclined at 60 1llixed with ice and rock,(Э n

Aug.3, we pitched Camp l(5250m)at the highest pOint Of the gully.Traversing the

SnOW field,and gOing up the SnOW faCe,and established Camp 2(5950m)sOuth shoul‐

der of Junction Peak.And climbing up the ridge and struggling the gully(inclined 70).

TraVerSing the SnOW Wall, W'e reaChed the main ridge between MtoXuelian and Junction

Peako We had to be very careful to walk On the huge cOrnices prOjecting fronl nOrth side

of the ridge.

Finally,on Aug。 11, we established the camp 3(6400m)On a rock― depression on

the WeSt side of Junction Peak(6450m)。  Next day,Aug。 12, the first team Of seven tO

try fOr the sunlnlit departed Canlp 2 and 3 at 7 aimt. ″
rraversing the snOw― cOvered south

Wall, the tearll fixed ropes thrOugh tO the rOckyspOts tOward the colo Steep rOcky slopes

iinpeded the tea■ l'S prOgreSS, hOWeVer, and the teaFrl had t0 100k fOr a neW rOute.

′
I｀ he fo1lowing day, Aug。 13, the teanl successfully establised a route through to the

second rock peak, and all teanl lnenlbers then return tO the lBase Canlp to rest before the

final sunlπ lit attenlpt.

A■er twO days rest,in the dim light Of 8 am,Aug。 18, eight members of the team de―

parted the ABC for summite Above camp 2 and 3, in Order tO pass the second rOck

peak,and traVerSe the frOZen rOCk WaliS, we fixed lnore ropes. After struggling up the

overhunging ice wall, we fOund ourselves On a very large slope leading to the sunllnit.

With the younger lmernbers of the tea■ l leading the way through waist deep snOw, we

puShed On fOr the SuFrllnit.

By 10 prn., hOヽ wever, we still had not reached the sulrlinit, and we decided tO dig a

snow cave(6500m)and wait for the morningo OccasiOnally during the night,fresh snOw

fall blocked the entrance to the cave and we had to dig Out the entrance again in tenllpara‐

tures of about-20c. At 9 am.the next mOrning, we crept out the cave and made for

the SurTHnit, taking great Care nOt tO Step On any COrniCeS Or hidden crevasses. Finally,

at 12三 30 pm・ , eight memberS Of the team St00d On the summite All embraced One

another, and cOngraturated each Other in reaching a 10ng― held dreaIIl。

After displaying the natiOnal flags of China and Japan, and the school and cOllege

clinlbing club flags of the variOus lnenlbers, we took soIIle photographs, and stones frOrrl

the Summit,and departed at l:30 pm.
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AN ATTEMPT ON Mt.QOMOLANGMA'S KANXUNG RIDGE

HIRANO Shin'ichi

In the spring Of 1991, 10 members Of the Meiji university Alpine Club attempted to

cliinb the r11。 st proininent ridge On the east end Of the Kanxung face of Mt.

Qomolangma.

Because they were the first Japanese party On the I《 ianxung Glacier, a reconnaissance

party was sent to look for approch route in the auturnn of 1990。

In the spring Of 1991, despite the previous scouting, heavy snow forced the expedition

tO abandon its inicial route to lB)ase Canlp. 
′

「 his changed forced the group to use pOrters,

and due to diffculties with therrl, the grOup t00k 12 days to established IBlase Canlp at an

elevatiOn Of 5400 1田 [.

On Apri1 17,the team began clilnbing toward Camp l. Unfortunately,due tO distance

and technical difficulty, a telmpOrary cainp had tO be established between BaSe CalTLp and

Camp l. Finally, on Apri1 3o,camp l was established at a hight 6100 1■ .

F｀ rolrl May l thrOugh May 4, the group attelllpted t0 1rlake a rOute t0 1Calllp 2. 
′

「 his

part of the ridge however, was nlade up of a steep snow一 ridge, dangerous seracs and

loose rocks, which a11 looked like that they cOuld colne down at any tirne.

After reaching an elevation of 6400 1■ , and still being exposed to such obiective dan―

gers for a considerable tiine, the grOup decided tO abandOn the attenlpt on May 4.

IE)espite the difficulties encounterd, and the long and dengerous route to the sunHnit, a

strong team with better ice cOnditiOns might be able tO climb the“ Kanxung Ridge''(as

named by Meiji Unive team).

THE ASSAULT ON MEILIXUESIIAN AND TRAGIC LOSS OF SEVENTEEN
CLIMBERS

SAKAI Toshiaki

Meilishueshan(6740m)Or its Tibetan name Kagebu, which is situated on the

water一 divide of iLancangiiang and Najiang,  is the highest,  untrodden peak in

Yunnan― sheng, China. In 1988 the Acadelmic Alpine Club of KyOtO, the Chinese Moun‐

taineering AssOciatiOn, and Yunnan MOuntaineering Association agreed to send a joint

scientific― InOuntaineering expedition to Meilishueshan.

A reconnaissance teanl in(Э ctober Of 1988, their reports suggested a probable route to

the SurnrFlit On SanCengbaO glaCier tO the nOrtheaSt Of the peako Analysis of ineteological
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data collected at Deqin station deinonstrate that the weather in nOrthwestern extrenlities

of Yunnan is very bad■ 10st Of year, and the best inonths for clilnbing are NOvelllber and

December.

Accessing the mountain itself, hOwever, presents a different prObleI11. Bailnang

shankou, a pass of about 4300 111, iS uSually closed at beginning of DecelTlber tO the traf―

fiC beCauSe Of SnOW and iCe・  
′

「 he three OrganiZationS agreed to the iFirst JOint

Japan― China MeiliShueshan Scientific― Mountaineering Expedition from」 October to NOvelm_

ber 1989.

Fourteen Japanese and nine chinese inembers inade uo the team. lЭ n October 4, Base

Camp(3850m)was built near the tangue of SanchenbaO glacier.The party made its

Way up tO the right of the ice― fall,and on the 27 pitched Camp l(4660m)at the upper

end of the ice一 fallo Snow feli nearly cOnstantry for twO weeks, and they cOuld find a se―

Cure route on avalanche―swept giagiers. They reach a c01 0n the steep rOcky nOrtheast

ridge Where they VieWed the upper basin of the NainOugeru glacier, and the east wa11 0f

卜Ieilishueshan. 
′
I｀ here hung a series of ice― falls On the lower half of the glacier, which

seerned to offer the least advisable way. ″
I｀hey surΠ lised a rnore practical route to the

SurFllrlit WOuld be a roundabOut Way WhiCh led direCtry to the upper baSin.

In March Of 1990, another joint recOnnaissance teanl of four Japanese and six Chinese

rFlenlberS tried a different apprOach。  
″
I｀ hey entered the valley Of Yupeng fOr the first

tiine. At the head Of the Valley, three SInall glaciers unite to becoine the Yupang river.

′
I｀ he inost nOrthern glacier flows down frOΠ l a col on a rOcky ridge which runs nOrth frolll

Taizixueshan(6000m)。

After labOuriOus clinlbing On the ice― fall between 4300 1rl and 4600 1m、 , and On a steep

SnOW― COvered gully, they reached the col at 5300 1mt. ′
rhey had a full view of Meili's east

Wall and three Steep SnOW buttreSSeS WhiCh jetted Out from the main south ridge.FOur

inenlbers advanced further dOwn tO the foot Of the buttresses. ′
「

hey reached a col of ab_

out 5500 1n tO the south on the divide where they cOuld see the western flank of the

summit.

AAC)K and twO Chinese associations decided to launch the SecOnd Joint Japan― C)hina

lE)XpeditiOn during the Winter SeaSOn Of 1990. ′
rhe party included Souda lKenji and eleven

Japanese, Yang Biyu and seven Chinese, and eight Tibetan high― altitude assistants Of

I])aqin― Xian. They built Base iCalnp in the open forest of 3500■ l in the valley of Yupeng

on December lo The weather was mOstly favOrable for three weeks. On December 8,

they built Camp l(4500m)at the middle step abOve the ice― fall,camp 2(5300m)On

13,just beyond the col,and Camp 3(5100m)in the upper basin of the Nainougeru gla―

cier on 19. 
′

「 hey fOught their way thrOugh On the iniddle buttress, fixed several hundred

ineters of rope, and used duralinin iadders tO clilnb the steepest part of the ice wall.

They established Camp 4(5800m)at the junction Of the main divide.
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(3)n lDeceIIlber 28, Kondo, Funahara, Hirose, Song and Sun launched an assault on the

SurnlmLit, but a Sudden Change Of Wather at arOund One O'C10Ck in the aftern00n COnnpelled

therFl tO return tO Canlp 4. 
′

「 he highest poiny they reached was 6470 1■ 。 After their un‐

succssful first attempt, InOst Of the clirnbers gathered at Camp 3 to wait better w・ eather.

′
I｀ hey included lnOue, Sasaki, Shilnizu, Kondo, KOrnetani, Muneinori, Funahara,

HirOse, KodaIIla, Sasakura, Iく udo, Song, Sun, Wang, Li, Lin and Sina Cilio Chen,Jin,

zhang and six Tibetan assistants remained at the Base camp. camp l and Camp 2 were

evacuated.

c)n January 2 0f 1991 snOw began tO fall heavely in Meili and its surrOundings. .At 10

pm On January 3,Chen communicated on the wireless with Camp 3 members,that were

busy removing snow from their tents.He repOrted that the snOw was l。 2m deepe At 9

am of the fo110wing day chen called again and again tO Camp 3, but received no

respOnse. 
′

「 he lmernbers Of Base Calnp and Officials at Daqin callesd repeatedly through―

Out the day, but in vaine lFailure of tele― conlinunication with the seventeen clilnbers at

Camp 3 was reported to Kuniming and Beijing, and then to Kyoto.

A rescue party of six lrlountaineers was diSpatched frOFFI Beijing On the 6the They ar―

rived at Base camp On 9。  Six imembers of Tibetan MOuntaineering Association arrived

there On 17, and nine from Kyoto on 2o. snow fell alinOst incessantly frOnl January 2.

The Tibetan rescue party was able Only Once tO clilnb up tO the site Of Camp 2,but were

forced to returne Both the exteimtely deep snow and the precarious condition of the gla…

cier prevented further rescue activities, and the jOint OperatiOn was halted On 25.

The Chinese Government,the State Physical Culture and Sports Cominision,and pro‐

vincial and regiOnal governIIlents of Yunnan exerted their utinost effort in every rrleans of

rescue. 
′

「 hey cOnducted specil air flights and took hundreds of photographs taken Janu‐

ary ll, shOws the snOw― cOverd surface the upper basin Only. Nothing is seen to suggest

the presence Of any remains at Camp 3。

Abnolmally heavy snowfa11 lnust have triggered a big avalanche during the night of

January 3, and buried the seventeen inen under heaps of snow.

A jOint investigatiOn party entered the Yupeng valley in April一 May.Twelve Japanese,

eighteen Chinese and Tibetan lneiFlberS tried tO f0110W the aSCent rOute On the glaCier,

but falling snow prevented their progress. 
′
I｀ hey could barely reach the site of Cannp l.

THE 1990 RECONNAISSANCE OF NA]MICHA BARWA

SHIGEHIRO Tsuneo

The Japanese Alpine Club has received permission to climb Namcha Barwa (llgzn) ,

A30



also kno'wn as Na■ lja Barwa Feng, highest unclilnbed peak in the world, and courtesy Of

Chinese GovernIIlent and the Authorities of the Tibet.Autonomous Region.

A■ er received permisslon we decided to send a jOint recOnnaissance team with the

C)hinese Mountaineering Association, under the sponsorship of the Yonliuri Newspaper

and the Japan― China lFriendship Association, as soon as possiblee

′
I｀ hus a reconnaissance teaΠ l was sent within a period of one inonth received

perlmissiOn, in the iniddle of NOvember 1990. This grOup's inissiOn was tO prepare for

IIlain expedition in the auturnn 1991.

′
I｀ he jOint tealll cOnsisted Of 4 Japanese under the leadership of 

′
「 . Shigehiro and 6

Chinese under the leadership of San Ju.

The main reconnaissance party, led by Hayasaka Keijiro, departed Lahsa for Base

Camp, near Kee Kar in the Yarlung Zangbo Gorge.After established Base Camp(3520

m)on November 16, they reconoiterd North― West―North Ridge of the Namcha Barwa.
′
I｀ he frequent collaspses of seracs and avalanches however, forced then to give up on

their original target, the NWN Ridge, after reaching a hight of 5500 in.

Instead of NWN Ridge route, they attempted the route from Naipun(7043m)to the

South Ridge, which was abandoned by the Chinese teanl in 1984, after a terial push at

that tiine。

During the tim.e, Air― Reconnaissance tealmL, COnSiSting Of Mr. Shiinada and I, suc‐

ceeded in taking aero― photographs of Namtcha Barwa on both iNov. 25 and 26.

A.■ er finishing the Air― Reconnaissance,we reached the Base Camp on Nov.28。
′

「 hen

joining the Hayasaka's party, and pushed on to Camp 4(6350m)in 8 days. From

where,we made a round trip to the descending point to the cOl(6930m)between peak

of Namcha Barwa and Naipun.The distance the summit tO the cOl is abOut 1200 m,with

a very steep slope of about 60 degrees,which appeared a difficult.but tO be cliinbable

route to the suminite While the 300 1n descent to the col at Naipun side did not seemt as

difficult as in the spring tilne when the Chinese teanl atteinpted it, because our teaIIl

could find sorlle snow slopes as usable for up and down.

′
I｀he Japan一 China Joint ExpeditiOn Main′ ream in autumn 1991, will take the rOute via

Naipun and and South iRidge.

TO THE KA]MICHATKA PENINSULA HIGEST POINT,lMte KLYUCHEVSKAYA

HIRABAYASHI Katsutoshi

The Japanese who had intended to make an expedition for the first time to Mt.

Ktyuchevskaya Sopka was Mr. Kojima of Doshisha University Alpen Club (O.e.C.) . He
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was famouns as a man who explored the North Kuril lslands in 1931.

Mt. ]Klyuchevskaya Sopka is not Only the highest peak that has the glacier almong

nurnerous I1loutains in the lFar iEastern Soviet I_Inion, Japan and the circuI11-pan― Pacific

east coast, but also an active volcano which cOntinues active eruptiOns.

In the preWar dayS, the WeStern Side Of the lPaninsula was a Japan's northest base of

fiShing induStry and COuld eaSily be reaChed by fiShing bOat, nO FnOuntaineering WaS

attenlpted. In the pOSt war days, nllany Japanese desired to attenlpt an expedition to

rnOuntain, nearest froIII Japan which was, however, located in the difficult region to

enter. It WaS ``the land 10Cated close to JaI)an, but the farthest to reach'',

DeAoC.climbed the summits of Mt.API(7132m)in West Nepal for the first time in

1960 and Mt SAIPAL(7034m)in 1963 during each post monsoon period. Also, in the

1970 post monsoon periOd,E).A、 。C.was able tO succeed in the second clirnb to the sum‐

mit ofIMt.DHAULAGIRI(8172m)in the wOrld.

The 1980's was the era when D.AoC. was mainly engaged in exploration of china.

The first ascent oflMte SIGUNIANG― SHAN(6200m)in 1981,lMte NAIMONA'NY(7694m)

in 1985, and Mt.KANGGARPO(7055m)in 1988 were attained Over the periOd.

Perestroika in the Soviet lJnion initiated fro」 n early 1981, and as if run in parallel

with the political situation, DoA.C's long― tinle desire toward the Kalmchatka had been

growing.

Since May 1990, again having the repeated consultatiOns On the l1lountain cliinbing in

the KaIIlchatka Peninsula with the Far East Branch of the lLI.S.SoRo Science Acadelmy,

the basic agreernent on the Japan and UoSeS.R. Joint Mountaineering IParty was

concluded. In the interiln, due tO the difference in the systen1 0r prOcedure of the

COuntrieS, Or the reSult frOFn a deCentraliZatiOn brOugh by :PereStrolka, Vague SituatiOn

continued whether the authOrizatiOn cOuld be obtained on a local basis or not.It was

IFebruary just befOre Our departure, when the agreernent was finally concluded under the

condition that the Kanlchatka PrOvincial Goverinent will suppOrt the plan by appointing

mountaineers living in the KarrlChatka to the main party lrlembers of the U oS.S.Ro side,

althOugh it did nOt neCeSSarily COrreSpOnd tO the initial plan of the Japanese side.

Now we are pleased to introduce Mr. Kawai party leader'sm.emorandum hereunder,

as our report.

To enter the Kamchatka, there is currently no other way but to use an aircraft.

Petropavlovsk-Kamchatskiy, a capital city of the Kamchatka is only one entrance by air

to this peninsula. I have hear that the construction of an international airport to receive

the direct flights from the West in planning.

March 18, the aircraft departing from Khabarovsk at 3 pm. landed at Petropav-

lovsk-Kamchatskiy, the metropolitan city of the Kamchatka Province.
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This was due to a warm winter in this year and the snow was herdly seen on the

rOadS eXCept Only SOrFle lulmpS Of remOVed SnOW in the Shade. PetrOpaV10VSk iS 10Cated in

the nOrtheast Of an inlet called the Avacha Bay. In other co― called Petropavlosvk region,

:Elizove and Mokhovaya cities having air― ports face the interior of the bay. 
′

「 he popula―

tion of the Kamchatka is concentrated in this area(250,000 0ut Of the 400,000 pOpulatiOn

of the Kamchatka)。 The Avacha Bay is non― freezing and has a narrow entrance.

March 21, 7 arrl., depared by one truck with two buses fronl lPetropavlovsk under

c10udy  weather  for  KOzuirevsk,  a  base  tOwn  fOr  the  rnOuntainering of  Mt.

Klyuchevskaya. 
′

「 his is an about 500 knl jOurney fOrwarding westward along the river of

Avacha fronl :Petropavlovsk, entering into the central part of the peninusula。 (3)n the

way, we can nOt find some big villedges except Mirkovo,the largest city(20,000

population).

At 7 plrl., suddenly after crossing the thickly frozen river of Karrlchatka, we miet a

heavy snOwfall. In about l.5 hours, w′ e arrived at Kozuirevsk town buried in the snow。

IF｀oreigners were forbidden to enter futher north fronl this town.

March 23, A blizzard cOntinuing since the previOus day stopped. 
″

「 here is Klyuch

village, a lnilitary base fOrbidden tO enter, in 50 ki101neters northeastward froIIl

Klyuchevskayao FrOnl an aerof10p base in Klyuch village,Our large helicopter ``Mill-8"

flied down here.

In 20 Hlinutes after taking Off airpOrt, a inagnificent sight of slmoke― rising Mt.

Klyuchevskaya, 
′

「 olbachinskiy and ice― covered Mt. I(arnen was seen overspread through

the helicopter's whole window. It is said that inore than a hundred lnillion years ago,

Mto Kalnen was born and then died. Eight thousands years ago, Mt。  IKlyuchevskaya

was bOrn, but still lives.(Dnly this lnOuntain Out Of 29 active valcanoes in the KaIIlchat―

ka is spOuting rr10re than One third Of these eruptions fron1 30 kiloIIleters underground.

′
I｀ he helicOpter landed On a slightly elevated spOt in the vast snOwfield, 2700 111 high.

′
I｀ he Base calllp was erected in the Pereval'nyi crater which erupted in 1937。  In 1975,

Mt. 
′

「 olbachinskiy exploded in such a scale as to blow off the suⅡ IⅡlit areas, resulting in

a ruin Of a several square rneters fOresto Such a big explosion did not occur at Mt.

Klyuchevskaya in recent years, but a snla1l one is said to have been seen once in every

one or two years.

In two days after entering the lBase Carnp, we encountered a fierce blizzard incessant

fOr 48 hOurs, when the telnperature was sticking tO the vicinity Of the 10west -40° .

camp l was constructed on the col(3300m)between Mte Klyuchevskaya and Mt.

Karnen. iFor the load transportation as well as the reconnaissance of a route as far as

camp l,snOwmObiles(one Japanese,one UoS.S.Ro made)displayed fully their powere

A climb over more than 3 hOurs On f00t was able tO be achieved in 30 minutes with the

snowinobile。
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In an initial arrangelment with the U.S.S.IRo side as well, an attack tent was consi‐

dered to set up, since it was rather unreasonable to attack a 1450 rneters difference be‐

tween Camp l and the summit,against a low temperature and strOng wind without a

Sufficient high altitude accoΠ ll■odation. IHowever, 'we suspended it, judging that the

carnp could not stand, if hitted by a violent blizzard at C1l and C2.

A forecaster at Kozuirevsk sent kindly the weather fOrecast tO us at 3 prne daily

through inediulll― wave radio of the VolcanO Science lnstitute. It was repOrted that for

two to three days frorn March 28, fine 'weather cOuld be expected, but afterwards it

Πlight be bad。

March 29, the day reaching the surrlinit was fine, but only in a higher above lCanlp l.

′
「 he tenlperature before our departure was -29° with nO wind, but becanle strOnger as

we cliinbed up, exceeding 20 1neters per second.

We ascended a 30° s10pe cOverd with hard snow and ice at first, near the surnnlit, an

about 40°  s10pe buried in volcanic ashes reaching up to one's kneese We cOuld not look

into a crater, as it was spOuting sinOke hard.

<Scientnc Research>
′
I｀ he lKalFrlChatka PeninSula iS area where the nOrthWeSt COrner Of the PaCifiC Plate iS

sinking under the lEurasian (COntinent and very iinportant frOHl a geo― chernical

viewpointe

Nevertheless, it is a part of the world having very few research repOrts On nature, and

hence this region's research is sO interesting for natural scientists and geocheinists

around the world。

″
I｀ his scientific research was a.general research covering ali the natural scientific field,

but inainly outdoor researches on the fo1lowing iteIIls were cOnducted.

1)Old Terrestrial Magnetism Science Research.

2)HiStory of Volcanoes Activitiese

3) Active Dislocation Research e

4) Quasi― fluctuatiOn Of the Glacial Seawater Research.

5)Environmental― Scientific and Analysis on Water,Air and Soil.

6)Description of Animal,Plant Aspects and TOpOgraphy.
′
I｀ hrOugh preparatory researches in March, abOut 30 pieces Of rOck sanlples were

collected, and in 5 pieces Out Of therll, an Old terrestrial IIlagnetisnl direction was

IIleasured.

Also, ali these sanlples are in the process of being analyzed with a rock― rrlicro― scope.

In the measurement Of the old terrestrial magnetism direction, nice reverse― magnetic

rOCkS Were diSCOVered and it Came to light that the inside row(the Sredinnuiy mOuntain

range)Out Of two volcano rows in the Kamchatka was active in an Older period than ab‐

out 700 thOusands years ago.
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Almost all of 29 active volcanoes in the Kamchatka belong to the outside row of the

vocanoes (the Vostochnuiy mountain range) .

Thus, the volcanoes of the outside row was proved to be newer by more than several

hundred thounsands years, compared with those of the inside row.

One of the research purposes for the old terrestrial magnetism in the Kamchatka is to
elucidate the movement of the Kamchatka Peninsula and the creation cause of the Sea of

Okhotsk.

Though we expect the terrestrial magnetism direction swerves from the north, such a

rock as to prove it was not found yet.

As the first full-scale research jointly with the U.S.S.R. Science Academy Volcanology

Laboratory is to be conducted from late August , we place our hope on its future result.
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日本山岳会・自然保護の歩み (1)

<明治38年 (1905)～ 昭和50年 (1975)>

初 め に

地球を救え !と ,地球規模での環境保護が叫ばれる現在,86年 の歴史を有する

日本山岳会も,こ の間「山を守れ !森林を救え !」 と,山岳地の自然保護について

発言し,啓蒙活動を展開し,行動してきた。

山岳会内に「自然保護委員会」が設置されたのは,西穂高ロープウェイ建設,上

高地スカイライン延長問題のさなかの,昭和 39年 2月 のことであった。発足当初は,

松方三郎会長が委員長を兼務し,武田久吉氏等鐸々たる13名が委員に名を連ねた。

そして,四半世紀が経過し,当時を知る人々も少なくなった。

そこで,自 然保護委員会では,現代の諸問題にいかに対応すべきかを考えるうえ

からも,山岳会の歴史を繕いて,諸先輩方の残した随想・記録・文献等を頼りに,

草創期から平成の現在に至る「日本山岳会・自然保護の歩み」を作ろうと考えた。

「私たちの先輩の足跡」はこうした経緯で作成された。会員諸氏が, 日本山岳会

の自然保護は,どうあるべきかを考えられる際の手掛かりとなれば幸いである。

1。 論稿の出典は,①機関誌「山岳」 (創立の翌年より発行),②会報「山」 (昭和

5年 より発行),③自然保護委員会「議事録」 (昭和 39年に設置),の三種類に

限定した。

2.明治・大正の初期においては,単 なる高山植物の分類といった論稿のみならず,

自然保護とは逆行する,高山植物採集に類するものも採録した。

3.会員ではないが,平野長蔵氏らの寄稿や,各紙記事からの転載は採録した。

4.論稿を所属させた年度は,主 に機関誌「山岳」の第○〇年 (明 治○〇年),あ

るいは (西暦 19× ×年)の表示に拠った。

したがって,「山岳」が 1年 間に第 1～ 3号 まで発行された時代において,発

行が 2～ 3ヵ 年にまたがるもの, また編者の都合や,関東大震災などで,翌年

以降に発行されたものも,主に「山岳」の表示した年に統一した。

5。 標題は原典に拠ったが,固有名詞以外は適宜,常用漢字に置き換えた。

6.著者名は原典どおりとした。イニシャル,号,姓のみ等,そのままである。

7.概要欄 (*印 )は ,極力原文のニュアンスを伝えようとしたが,不整合のある

点はお許しいただきたい。
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日本山岳会・自然保護の歩み (1)

明治 27年 (1894)

「日本風景論」                       〔志賀重昂〕

*(六 )日 本風景の保護の文中で「日本の社會は, 日本未来の人文を念々

啓発せん篤め,益々日本の風景を保護するに力めざるべからず」など自然

保護に言及している。

明治 38年 (1905)「 日本山岳會」創立される。

明治 39年 (1906)

「高山に於ける植物の保護」                   〔K.J〕

* 植物濫採を憂う。特に山草愛好家に提供する山草販売人を憎む。「植物

保護の団結は,何故に未だ成立せざるや」

(山岳 第 1年 第 2号 雑録 147～ 150頁 )

「利尻山と其植物」                    〔牧野富太郎〕

* 利尻山の高山植物について書いている。

(山岳 第 1年 第 2号 25～ 36頁 )

「高山植物の学術的研究」

* 高山植物の分類・分布

〔三好 学〕

生態上の研究及び保存について述べている。

(山岳 第 1年 第 3号 71～ 75頁 )

「新高山一部の大森林伐らる」

* 新高山の一部,阿里山に運材鉄道を敷設し,伐採計画が進行中。

(山岳 第 1年 第 3号 雑報 174頁 )

明治 40年 (1907)

「白馬岳の植物益々残賊せらる」

* 高山植物の乱獲を憂い,心せよや植物採集家と警告している。

(山岳 第 2年 第 1号 雑報 174～ 175頁 )

「信州木曽の御料林」

* 御料林の盗伐問題と施策の現状

(山岳 第 2年 第 2号 雑報 136～ 137頁 )

〔川崎義令〕
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* 採集家によって年々減少しつつあることを慨嘆。

(山岳 第 2年 第 3号 124頁 )

「筆の儘 (二 )」                       〔聴泉学人〕

* 高山植物園を平地に設けることへの疑義。

(山岳 第 2年 第 3号 153～ 154頁 )

明治 41年 (1908)

「白馬岳植物採集案内」                  〔小川楽魚豊〕

* 白馬岳採集登山の記録。「小屋掛けの準備中なりしかば,定めて出来し

なるならん。此小屋にして存在せば,採集者の便一層を加ふべし」

(山岳 第 3年 第 1号 90～ 99頁 )

「出羽探山所感」

* 植物紹介

〔越後 太平生〕

(山岳 第3年 第1号 雑録 118～ 120頁 )

〔山本鑽坊〕

鋸山の石材採取による行末を案じたもの。

(山岳 第 4年 第 1号 雑録 116～ 117頁 )

「八甲田山 0岩木山 0岩手山・登山案内及其主要植物」  〔仙台 飯柴永吉〕

* 採集を前提として植物紹介

(山岳 第 3年 第 1号 雑録 120～ 121頁 )

「八ヶ岳山上の禁札」                      〔辻本〕

* 高山植物濫採防止のため,夏澤峠と横岳に採取禁止を掲示したもの。

(山岳 第 3年 第 3号 雑録 134頁 )

「高山植物界の流行」

* この頃の高山植物採集の流行について述べている。

(山岳 第 3年 第 3号 雑報 160頁 )

明治 42年 (1909)

「鋸山の運命」

* 房総

「高山植物保護請願」

* 高山植物盆栽の流行による濫採を憂う長田諏訪教育会長が県知事に対し

八ヶ嶽の稀品に保護を請願した。
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日本山岳会・自然保護の歩み (1)

(山岳 第 4年 第 2号 雑報 112頁 )

「高山植物取締」

* 長野大林区署による学術研究以外の高山植物採取禁止令「明治42年 8

月 17日 より実行しつつあり」届出 0許可制

(山岳 第4年 第3号 雑報 143頁 )

明治 43年 (1910)

「木曽御嶽 (二 )」                      〔志村烏嶺〕

* 薬草売りに関して「彼のオコマグサの如きは,原料殆んど尽きしを以て

陳列せる者少なし」      (山 岳 第 5年 第 1号 101～ 106頁 )

「阿州高越山の研究 (六 )植物」              〔笠井高三郎〕

*「高越山もこの例に洩れず……」濫採問題

(山岳 第5年 第2号 79～ 80頁 )

「山草美観」                      〔越人 太平晟〕

* 高山植物分布の状態,シ ラネアフヒ→「白根山本場は殆ど全減の有様,

戸隠山も亦殆ど滅絶せり」と。

(山岳 第5年 第2号 雑録 106～ 113頁 )

「山岳地の迷信を餘り多く破壊する勿れ」          〔大下藤次郎〕

* 文明が開けても,神社・仏閣はじめ山中の伝説の本などは残しておきた

い。           (山 岳 第 5年 第 3号 雑録 127～ 129頁 )

明治 44年 (1911)

「後立山連峰縦断記 十三<蓮華嶽>」 〔三枝威之介・中村清太郎・辻本満丸〕

* 「昨日登りし駒草採等は絶頂附近にて盛んに死刑執行中なり……絶滅せ

らるること近き未来にあるならん」

(山岳 第 6年 第 1号 29～ 30頁 )

「岩石の保護」                       〔小島鳥水〕

* 岩石破壊の目にあまる状況を警告。

(山岳 第 6年 第 1号 雑録 182頁 )

〔太平 晟〕「マクカリ岳」
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* 頂上はイ医松焼死。早魃のため故意に放火,山霊の怒により降雨を求めた

由。九合目宿泊所前に,蝦夷富士登山会による植物採集禁止札。

(山岳 第 6年 第 2号 9～ 12頁 )

「山岳村民の生活」                       〔小島〕

* 木曽御嶽の講中を相手に,百草と称して薬草を売るが,それは主として

駒草を乾したもの。そのため採りつくされ,駒 ヶ岳・乗鞍・八ヶ岳まで人

を派し,常念山脈を征服。岩菅山までも襲っている。

(山岳 第 6年 第 2号 雑録 104～ 108頁 )

「阪谷男,大に名勝古蹟の保存を論ず」

* 史跡及天然記念物保存に関する第 2回茶話会で,阪谷男爵が諸外国の例

をあげて,鉄道は破壊者ともなるが,善良な紹介者となってほしいと説い

た。           (山 岳 第 6年 第 2号 雑報 142～ 143頁 )

「祖国山川森林の荒廃」                   〔南方熊楠〕

* 神社合祀のため,紀伊の天然記念物蓋滅を憂う。明治 44年 8月 29日 書

簡。              (山 岳 第 6年 第 3号 58～ 91頁 )

「長野県の高山植物保護」                    〔蝶郎〕

* 長野大林区署及御料局の高山植物取締に対して,採集願の形式を示す。

(山岳 第 6年 第 3号 雑録 170～ 171頁 )

明治 45年 (1912)

「森林の濫伐と山川の荒廃」                 〔南方熊楠〕

* 前号掲載の増補。5000円 の基本財産のない神社をつぶすことになり,

一村一社の制に従うべし,他社の伐木をして指定一社の財産とする。その

ための濫伐で,半熱帯と温帯の境界をなす樹林が滅んでしまったと説く。

<○○○○先生への書簡>    (山 岳 第 7年 第 1号 71～87頁 )

「アルプスの自動車の旅」Fo Honoreの 大意訳

* 「自動車が斯く長く,斯 く険悪なる車道の極点を極めたるは,之 を以て

嗜矢とすべし」      (山 岳 第 7年 第 1号 雑録 171～ 172頁 )
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大正元年 (1912)

「高山植物に就きて」                    〔志村鳥嶺〕

* 山地植物分布を定義し,258種の高山植物を37科 に分類して紹介。雪

と高山植物との関係,植物の外界適応性,高山植物培養上考慮すべきこと

がらなどを詳述。        (山 岳 第 7年 第 3号 17～ 42頁 )

大正 2年 (1913)

「机上談山」                         〔賠々兒〕

* 前号,志村氏の分類や,高山植物を平地で養うことへの疑義などを述べ

る。           (山 岳 第 8年 第 1号 雑録 171～ 173頁 )

「机上談山」                         〔賀留原〕

* 時事新報が今夏富士登山大競争を計画している。富士,御岳といった山

は仕方がないが,他の山岳にこの種の俗化を及ぼさせまい。

(山岳 第 8年 第 2号 雑録 201～ 202頁 )

大正 3年 (1914)

「上高地風景保護論」                    〔小島烏水〕

* 前年に「上高地の風景を保護せられたし」と題して,信濃毎日新聞へ寄

稿したが,その増訂である。上高地の森林が商人に払い下げられたが,清

せた地味の樹木は伐木しても,薪材にしかならない。しかし風景の荒廃よ

り恐ろしいことは,人間が自然に抱く敬虔なる心を消耗させ,乾燥露骨な

時代の訪れを,荒廃の谷地が象徴することであろう。

(山岳 第 9年 第 2号 90～ 95頁 )

「八ヶ岳森林の大伐採」                     〔小島〕

* 稀有の大森林を20年間計画で,伐 り尽し禿するのを遺憾とする。山岳

地の豊饒な国有林は殖産が目的であるにせよ,当局は植林計画の他にも,

森林愛護の途を講じてほしい。 (山岳 第 9年 第 2号 雑報 163頁 )

大正 4年 (1915)

「自然観察の二方面を論じて山岳観に及ぶ」          〔古家賞三〕

* 学術研究という名の下に,高山植物を濫採して標本とし,雷鳥を捕らえ

て剥製にするのは科学者である。生命のない標本で学び得た断片的知識を

普及させて,何になるだろうかと,公徳心を喚起している。

(山岳 第 10年  第 2号 雑録 99～ 112頁 )
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大正5年 (1916)

「焼岳山麓の原生林保護」                    〔鵜殿〕

* 農商務省山林局は国有林中から「保護林」の指定を行う布令を出した。

その第 1回 として「上高地保護林」他 7ヵ 所を指定。

『信濃毎日新聞・大正5年 2月 26日 付」の記事を紹介している。

(山岳 第 11年 第1号 雑録 165～ 167頁 )

「天下の名山 大墓原山の破壊せられんことを惜しみて志士仁人に檄す」

〔白井光太郎〕

* 大台ヶ原山麓の村が,山林を製紙会社に売却したところ,濫伐が始り荒

廃してきた。大台ヶ原を救う妙案は,山林を買い戻すことである。素封家

で義侠心に富む仁人からの献金を募りたい。

(山岳 第 11年  第 3号 雑報 227～ 228頁 )

大正6年 (1917)

「雷鳥の崇」

「京大生狩猟法違反で取調らる』

* 京都大学医学部学生・山案内人らが自馬岳登山の際,雷鳥の親鳥を殺害

し,雛二羽を捕獲して死なせた「大阪朝日新聞。大正6年 9月 28日 付記事」

を紹介。

『雷鳥問題の取調』

* その後,大町警察署に取調べられた「信濃毎日新聞・大正6年 10月 12

日付記事」を紹介。

(山岳 第 12年 第1号 雑報 190頁 )

大正 7年 (1918)

「福地信世氏の来状」

* 巻頭タイトルページに掲載された筆者の登山道徳大綱「岩石草木 置之

山岳……」に添えられた高頭幹事に宛てた私信。

高山植物学家は山に登り自らは研究と称し,草木を根から堀り取りてお

きながら,他人には一葉たりともむじるべからずと叱り……。こうしたこ

とは皆登山道徳が衰退したからであろう。

(山岳 第 13年  第 1号 巻頭タイトルページ及び138頁 )

「大町登山案内者組合」                  〔百瀬慎太郎〕

* 濫りに樹木を伐採し,鳥獣を害し,故意に岩石を崩落せしめざる事など,
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心得より。 (山岳 第 13年  第 1号 雑録 103頁 )

「机上談山」                        〔梅澤親光〕

* 横浜市庁・神奈川県庁共催による山岳講演の内容を掲載。山にあるもの

は草木,岩石,土砂すべて山の衣であり,無断で持出してはいけない。近

年学術研究の資料という口実が使われすぎており,こ のままでは山は丸裸

になってしまうと,登山道徳,山岳保護を訴える。

(山岳 第 13年  第 2号 雑録 396～ 402頁 )

大正 8年 (1919)

「天然林保護について」

* 学術上,風致上,森林その他の天然物保護の必要を,具体的に地名をあ

げて (槍 ヶ岳・穂高,朝鮮の金剛山・白頭山など)提言する。国有林に属

していないものは,国庫から支出して全部買収するとよい。山岳会も会員

中から委員を選び,政府に保護林の制定を建議したいものだ。

(山岳 第 14年  第 2号 雑録 84～ 90頁 )

「天然記念物保存」

* 法律により天然記念物を保存することとなった。長野県では白馬尻の氷

河遺蹟他を推薦することになろうという「信濃毎日新聞 0大正 8年 8月 の

記事」を紹介。        (山 岳 第 14年 第 2号 雑報 116頁 )

大正 11年 (1922)

「有峰のこと」                          〔冠〕

* 日本北アルプス中央部の広大な山岳地が,無智の山民によって残賊され

るよりも,官憲の手に思慮ある保管をされた方が, どれだけ嬉しいか比較

にならないと,有峰の山村 12戸が広大な山岳地を県へ売却 して,他所へ

移ったことについて,大井川の谷の濫伐と比較して述べている。

(山岳 第 17年 第 1号 雑録 89～ 90頁 )

「大井川の荒慌」                         〔冠〕

* 大井川の渓谷の森林が,大規模に着々伐採されつつあり,聖沢も赤石沢

も,東俣も西俣も悉く薙ぎ尽くされる予定。伐採主の製紙会社事務所員は
,

地味豊沃なこの渓谷では植林の必要は全くないと語る。

(山岳 第 17年  第 3号 雑録 105～ 107頁 )
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大正 12年 (1923)                   処関東大震災起きる>
「玲羊の濫獲防止」

* 種族絶滅せんとする「玲羊」を捕獲許可期間外にも濫獲するものが多い

ので,県は将来玲羊を天然記念物保存法によって,捕獲を禁止する手続き

を執するという「信濃毎日新聞・大正 12年 11月 17日 付記事」の紹介。

(山岳 第 18年 第 1号 雑報 81～ 82頁 )

「高山植物採取取締」

* 高山植物は採集許可書を持っていても,同一植物について 3株以上は採

ることができないが守られていない。濫採を禁じたビラは効果がない。学

校の団体登山で引率した教師が, しばしば濫採している。生徒も真似て濫

採する。生徒の前で教師に注意はできないしと報じた「信濃毎日新聞・大

正 13年 8月 の記事」を紹介。 (山岳 第 18年 第 3号 雑報 102頁 )

大正 13年 (1924)

「尾瀬の四季」                       〔平野長蔵〕

* 「人間の弱点好奇心は,植物採取すべからずと掲示でもしてあれば採 り

たくなるものである。自然は我らに無償にて百花爛漫,芳香敬郁たらしむ

ることを思えば,枝葉を折り採ることの出来得べき筈なし。山を愛する人

は,万物の霊長たる資格を標示すべきである。」と,尾瀬保護について山

人の抱負の一端を寄稿。    (山 岳 第 19年 第 1号 雑録 127頁 )

大正 14年 (1925)

「大菩薩連山の伐木
―

山岳会から反対運動」

「甲斐山岳会も呼応反対せん」

「未だ計画だけ」

* 山梨県は大菩薩連嶺の大森林を,宝の持ち腐れと10ヵ 年計画で伐木事

業を開始せんとしているので,武田久吉氏が県当局へきつい抗議を申し入

れた。その文書および,甲斐山岳会の見解。また県当局の未だ伐採には着

手していない旨の説明。 (山岳 第 20年 第 1号 雑録 211～ 212頁 )

「日川渓谷の濫伐と保護運動」                〔武田久吉〕

* 永遠に失はれんとする日川谷を救ヘーーー大菩薩公園の計画を提唱す, と

いう「山梨日々新聞 。大正 15年 7月 13日 ～17日 』所収の原文他。落葉

樹を皆伐して,桧を植付ける 10ヵ 年事業が 3年 を経過した。落葉樹林の

擁護と,皆伐事業の替りに,自 然公園とする方が風景国是策上も叶ってい
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ようと提唱している。 (山岳 第 20年 第 2号 38～ 45頁 )

「山旅のノートから
一

六,久重山彙の高地における植物群落の保護に関する私

見」                           〔竹内 亮〕

* 単にミヤマキリシマなリコケモモなりといったものを採取禁止と云うだ

けでは不充分。ある区域を限って高地性矯小潅木の褥状群落の保護といっ

た方針が賢明であろう。    (山 岳 第 20年 第 2号 81～ 82頁 )

日召千口2」軍:(1927)

「八甲田山植物瞥見」

* 八甲田山で見られる植物の記述。

〔館脇 操〕

(山岳 第 22年 第 1号 16～ 50頁 )

「八甲田山高山植物園設置に関する卑見」           〔武田久吉〕

* その計画の無謀さを嘆く。

(山岳 第 22年 第 1号 雑録 108～ 112頁 )

「高山植物雑記 (8)」                     〔武田久吉〕

* シャクナギ,シ ャクナゲに関する考察。

(山岳 第 22年 第 1号 雑録 141～ 144頁 )

「シラネアフヒとシャクナギに就て」

(山岳 第22年

〔大平 晟〕

第 1号 雑報 144～ 151頁 )

「樟前火山群及山麓平原植物誌要」 〔武内 亮〕

(山岳 第22年 第2号 附録 8～ 55P)

昭和 3年 (1928)

「尾瀬地方に於ける保護林とその景観」           〔東京営林局〕

「仙境尾瀬の景観」                   〔大日本山林会〕

* 両者共内容は全く同じ。武田・田村両氏による調査報告。

(山岳 第 23年 第 1号 雑報 山岳図書紹介 154～ 155頁 )

日召矛口4」軍|(1929)

「日本の高山蝶」

* 高山特有の蝶に関する記述。

〔渡 正監〕

(山岳 第23年 第2号 26～ 51頁 )
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日召矛口5」準:(1930)

「長蔵翁の思ひ出」                     〔武田久吉〕

* 尾瀬の自然保護の歴史の一つ。

(山岳 第 25年 第 3号 雑録 252～ 257頁 )

昭和 6年 (1931)

「風致の保存に就て」                   〔冠 松次郎〕

* 自然の保護は登山施設の建設や登山技術の研究よりも,更に根本的であ

り,緊要なものである。しかし「山岳」誌上にその発表が殆どない。黒部

川の水力発電を例として論じている。

(山岳 第 26年 第 2号 雑録 168～ 171頁 )

「登山関係官庁団体招待会」                 〔松方三郎〕

* 日比谷山水楼に文部省体育課岩原拓氏外 6名 を招待し,意見交換をした。

動植物の保護の徹底,国立公園の候補地ならびに将来の施設,風致の保存

についても話題にし,有益な集りとなった。

(山岳 第 26年 第 3号 会報 274～ 275頁 )

昭和 9年 (1934)

「山の風致と登山者の風紀」                 〔宮崎武夫〕

* 水電工事,森林伐採のほか登山者による破壊的な行為がある。自然愛護

など訴えても無意味なところまできている。一層,上高地に山岳遊興地域

を作って,その区域だけでは好き勝手をさせるが,他地域へは俗化を及ぼ

させない。その位の発想をしないと,山岳全体の自然は保てない。

(「山」38号 )

「山岳会への註文一つ」                 〔浦松佐美太郎〕

* 上高地の俗化が云々されているが,山そのものの俗化の方は論じられて

いないようだ。山を登山者の欲するままに手を加えたいなら限界を示す必

要があろう。山岳会として原案を作ってはどうか。   (「 山」39号 )

口召希口10」芋:(1935)

「日本山岳会 30年」                     〔黒田孝雄〕

* 昭和 2～ 10年 を第三期として記述。しかし,自 然保護関係の話題なし。

(山岳 第 30年 第 2号 巻末 1～ 46頁 )

A46



日本山岳会・自然保護の歩み (1)

「尾瀬水電と富士ケープルカーの問題」

* 相ついで報道された二つの問題について理事会で反対を決定。

(「山」50号 )

「富士山ケーブルカー反対」                  〔小島鳥水〕

* 辻二郎氏の賛成説に対する反論。日本の自然の聖母ともいうべき富士の

裸体に対して,横 っ腹に大穴をあけたり,醜き鉄道の虹婦1張 りを持えたり

することは,聖母の身体髪膚を毀損する行為である。  (「山」50号 )

「風景地の保護と国民の自覚」                〔武田久吉〕

* わが神州の国土は日一日刻一刻と,華美な文化に眩惑されたり,又は机

上の空論に立脚して国家を指導しようとする一部の国民一それとも非国民

一の為に蝕まれている現状である。          (「 山」50号 )

「他山の石」                        〔松方三郎〕

* 富士山のケープルカーで先進国の例を他山の石とすべきだと説いた辻二

郎氏に,ア ルプスの登山鉄道がどれ程の反対運動と制限の上につくられた

かを記述することで反論。              (「 山」50号 )

昭和 11年 (1936)

「富士ケーブルカー問題解決す」               〔松方三郎〕

* 一年来,懸案となっていた富士問題解決。内務省は国民保健,国立公園

の趣旨に基き,文部省に於いては名勝保存の見地より,何れもこれを却下。

(「山」59号 )

日召矛口15」軍I(1940)

「尾瀬の問題」                       〔吉沢 生〕

* 昭和 13年第 73議会で「電力管理法」通過。実地測量調査を行うことと

なる。尾瀬の危機を前に,それが水底に沈まないうちにせいぜい心の眼に

焼き付けておこう。                (「 山」100号 )

「尾瀬貯水池反対説」                    〔川崎隆章〕

*「 日本風景論」を引用して,支那事変以来風致よりも増産の呼び声で尾

瀬貯水池が進められていることに反対。電源は大陸の河川・石炭に求めよ

と説いている。       (山 岳 第 35年 第 2号 217～ 226頁 )
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日召禾口16」軍.(1941) 「太平洋戦争」勃発

日召禾口17」軍.(1942)

「風致と水電」                       〔塚本繁松〕

* すでに黒部の発電地域は産業開発の犠牲となって,風致的には死滅して

いる。これ以上の水電を起してほしくない。国破れて山河ありでは困るが,

国益々栄えて今や山河なしでも甚だ困る。      (「 山」119号 )

日召希口20」華.(1945) 晨終戦>

日召矛口21」軍.(1946)

「山を護らぅ」                        〔藤島敏男〕

* 国土国力の荒廃疲弊その極に達した中で,山 はむしろその本来の姿を取

戻したかに思われる。国立公園計画が公表されたが,深山幽谷にまで車が

入るようでは困る。山は登山者の手で護りたい。   (「 山」136号 )

日召矛口26」華:(1951)

「東西ケーブルカー計画」                   〔島田 巽〕

* 富士山ケーブルカー計画が再燃。イタリアでもマッターホルンに計画し

たが,海を越えてロンドンで反対の火の手があがる。タイムス紙の投書欄

を引いて, 日本の観光会社に苦言。          (「 山」154号 )

日召矛口28」軍,(1953)

「護られたマッターホルン」                  〔島田 巽〕

* マッターホルンのケーブルカー計画が, ヨーロッパ各国の山岳人のつよ

い反対によって,ス イス連邦政府,イ タリア政府がともに不認可を決定。

(「山」167号 )

昭和 31年 (1956)             ≪第三次マナスル隊・登頂に成功>
「上高地ダム建設計画」                   〔松丸秀夫〕

* 上高地ダム建設計画の概要を紹介。JACの役員会では反対を決議してい

るが,会員各位の意見を伺いたい。松丸氏は,上高地ダムは必要としない

と結ぶ。                     (「 山」189号 )

「失われゆく黒部の美観」                 〔冠 松次郎〕

* 黒部川第四発電所工事が開始されることへの無念。「日本に比類ない名
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渓黒部,国際的にも誇り得る黒部渓谷を水力発電によって,荒廃せしめる

ことは誠に忍びない。」              (「 山」189号 )

「上高地ダム反対の決定」

* 11月 の役員総会に於て決める。国立公園協会を中心に,反対促進運動

を展開することに決定。12月 17日 の役員会でも高山信濃支部長を交え論

議した。                       (「 山」190号 )

日召千口32」華:(1957)

「黒部渓谷ダム建設映画」

* 関西電力が日映新社に制作させた映画について, 日本山岳会の推薦申入

れがあったが,理事会はこれを断った。

日召千口35」軍:(1960)

「ブーム」と自然保護                    〔渡辺公平〕

* ブームのわくところに必ず人間洪水が伴う。その洪水によって,自 然保

護が押し流されることへの危惧を説き,いつまでも扶手傍観していてよい

ものかと,山 を愛する者の責任を問うている。    (「 山」210号 )

日召矛口36」軍.(1961)

「ヨーロッパの自然のこと」                 〔井手貫夫〕

* ポーランド, ドイツ,ス イス,それぞれの国の観光施設と自然保護地域

の情況を書き, 日本の国立公園はどちらも不充分だと感想を述べている。

(「 山」214号 )

昭和 37年 (1962)

「ともに考えてみたいこと」                 〔松方三郎〕

* ヒマラヤ遠征大いに賛成だが,自 分の国の山を目茶苦茶にしておいて何

のヒマラヤだろう。自然保護の問題について,われわれは大いになすべき

ことがある。日本を代表する山岳団体として,何としても日本の山をちゃ

んとした山にしておかなければなるまい。      (「 山」223号 )

日召矛口38」軍:(1963)

「自然と人世―自然愛護についての感想」          〔伊藤秀五郎〕

* 山の遭難が増えている。生命軽視と自然を平気で荒らす行為とは関係が
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ある。学校教育に自然保護をとり入れ,国土の荒廃を救い,人間性の回復

をはかろう。                   (「 山」225号 )

「西穂高ケーブル問題と上高地の支部長会議」         〔渡辺公平〕

* 西穂高ケーブル建設反対,上高地スカイライン道路延長反対を支部長会

議の名において決定し,本会に自然保護委員会を設置し,反対運動を進め

る申合せを行った。                 (「 山」230号 )

「要望書」                         〔村井米子〕

* 西穂高ロープウェー反対決議の徹底声明が急を要する段階であった。10

月 30日 付, 日本山岳会名の要望書が,11月 6日 開催の日本自然保護協会

理事会に提出された。西穂高岳にロープウェーを建設し,岐阜県蒲田渓谷

と上高地とを結ぼうとする件,鍋冠山から大滝山,徳本峠北面を経て,上
高地に至る道路建設の件,ま た富士山のロープウェー建設計画等について,

一度失われ,破壊された自然は再びもとの姿に戻すことは不可能であるこ

と,他に類を求めることの出来ない特徴ある自然景観は守らなければなら

ないことを訴えている。               (「 山」230号 )

「自然保護委員会の提案」

* 11月 7日 の理事・評議員会において,本会内に自然保護委員会を作 り

たいと提案。

* 12月 5日 の理事・評議員会において,自 然保護委員会 (仮称)の設置

について,交野評議員を中心に次の理事会で発足準備。 (「山」230号 )

日召矛口39」事.(1964)

「自然保護委員会の設置が決定」

* 2月 15日 の理事・評議員会において,「 自然保護委員会」の設置が決定

された。

委員長 松方三郎 (会長兼務)

委 員 渡辺公平,神谷 恭,武田久吉,藤島敏男, 日高信六郎,深田

久弥,古澤 肇,田中 薫,足立源一郎,千家暫麿,福井正吉,

村井米子,交野武一の 14氏の他に各支部長の構成。

「黒部の今と昔 (下)一三水会講演」            〔冠 松次郎〕

* 黒四ができて,下の廊下の谷筋には,去勢されたように水が流れている。
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「自然愛護」と言われるが,私は「自然」というものの正体をつかめない。

自然は人智では計り知ることのできない程大きくて,そ して小さいものだ

と私は思う。                     (「 山」232号 )

「富士山の自然保護に関する陳情書」         〔日本自然保護協会〕

* 富士山登山ケーブル計画に対して,自 然保護の立場から日本自然保護協

会が出した陳情書 (抜粋)。              (「 山」233号 )

「第六回国立公園大会」                     (So H)
* 岐阜県平湯温泉のスキー場を会場に 7月 21,22日 と行われ,参加者挨

拶は何れも,国立公園の自然愛護に言及したが,ひとり地元選出の国会議

員は,西穂高ケーブル架設による山岳の開発を力説した。

(「山」234号 )

日召矛口40」軍.(1965)

「哲学者の旅」                      〔伊藤秀五郎〕

* 50年前に日本を訪れた哲学者カイザーリンクに想いを馳せながら,伊

藤氏は自然の破壊を放置してよいか,自 然開発と自然保護へと論を展開さ

せる。                         (「 山」238号 )

「自然保護」

* 昭和 40年度の自然保護委員会の方針,審議事項

1.八甲田,北大滝ケーブル問題

2.富士山,静岡側より吉田に抜けるケーブル問題

3.立山から黒四ダムに抜けるケーブル問題

4.上高地,西穂高ケープル問題

〔杉浦耀子〕

(「山」240号 )

「日本山岳協会の新しい考え方について」           〔松方二郎〕

* 日本山岳協会が出来て 5年,新たな組織作りについて考え方を述べる。

国体行事,遭難防止,自 然保護は, 日山協という全国機構が機能すること

で,岳人共通の利益に資したり,社会に益することになろう。

(「山」243号 )

「自然保護委員会のこと」                  〔村井米子〕

* 「八甲田山ケーブル」,「富士山地下ロープウェイ」,「上高地ロープウェ
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イ」,「上高地大滝山車道」,「立山・黒四ダム連絡ルート」等,緊急を要

する問題についてご協力を乞う。日本の山が荒れ果てぬように。

(「山」243号 )

日召矛口41」事.(1966)

「山登りは山を愛さないのか」                〔井手貰夫〕

* 登山者が少ない頃なら,ゴ ミも吸いがらも当り前で済んだかもしれない

が,昨今のように人が多くなると放っておけない。日本山岳会が先頭に立っ

て,山 を愛することに努めたいものだ。       (「 山」252号 )

「富士山清掃登山運動のこと」                〔辰沼広吉〕

*「学生山岳愛好清富会」という名で学生山岳部連合が,富士山の清掃を

行っている。今年は 10屯のゴミを下ろした。こうした清掃運動が全国の

山々にまで拡がることを念じる。           (「 山」256号 )

「上高地ロープウェー問題」                 〔村井米子〕

* 当初反対の態度を取っていた信州側でも,賛成者が出ているようなので
,

楽観できない。辰沼理事が日高名誉会員と連絡をとって具体的な対策を講

ずることにする。                   (「 山」256号 )

「知床半島の自然保護」                  〔辰沼 。村井〕

* 北海道岳連が,明年知床で全日本登山大会を行うことを理由に,知床半

島に道を作っており,必要以上に伐木していると問題になっている。釧路

山岳会が営林署に告発されたりしている。松方会長名で主催者の日本山岳

協会に対し,文書を以て注意されたい旨の要望書を出すことにした。

(「 山」258号 )

日召希口42」事.(1967)

「登山以前のモラル」                    〔織内信彦〕

* 昨秋,パ リの日本大使館で大野領事 (会 員)に会ったときに聞いた日本

人アルピニストの愚行の数々,彼らの多くはマナーやモラルを身につけな

いで出国する。また, 日本の山には無用な鋼製レリーフや墓標が多いと,

欧州アルプスを例にあげ,改善を提案する。     (「 山」260号 )

「知床半島における第 11回全日本登山体育大会に関する要望書」

〔北海道自然保護協会〕
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日本山岳会・自然保護の歩み (1)

* 知床の山が 500人 を越える登山大会の開催にむかないことをあげ,自 然

保護の見地から善処を要望してきた。        (「 山」261号 )

「委員会審議事項から」

* 速やかに対策を検討 し,実施するため,少数にして強力な委員で活動す

る。

* 木曽駒ケーブル建設反対運動を展開してほしいとの要望があった。

* ウェス トン祭の際,信濃支部が西穂ロープウェイ反対の署名運動を行う

ことを了承 (4月 18日 ,理事・評議員会)

日召矛口44`軍:(1969)

「屋久杉を守ろう」                     〔村井米子〕

* 1,000年以上 3,000年 の老大樹の伐採を止めさせたい。戦後 GHQの指

令による林野行政の独立採算制度の犠牲として屋久杉伐採が行われ始め

た。特にチェーンソーを導入してからは,原生林の消滅は早く,重要な一

帯は昭和 49年 には皆伐が終る。           (「 山」289号 )

日召禾口45」軍:(1970)

「屋久杉の保護決まる」                   〔村井米子〕

* 各方面の協力による輿論の盛り上りで,林野庁は原生林保護計画を追加

設定。                       (「 山」302号 )

「女性からみたヒラリー卿夫妻との六日間」          〔村山汀子〕

* 7月 に来日したヒラリー卿夫妻との山旅の記録。文中,ニ ュージーラン

ドの自然保護のことに言及している。        (「 山」303号 )

日召矛口46」軍,(1971)

「自然保護憲章を作ろう !」                 〔村井米子〕

* 昭和 41年 8月 ,大山隠岐国立公園で開催された第 8回国立公園大会に

おいて,自 然保護憲章のごときものの制定促進の決議が採択されたが,こ

れを受けて日本自然保護協会が,今般草案を発表した。 (「山」309号 )

「自然保護憲章 (案 )」                 〔日本自然保護協会〕

* 文案の紹介。

(参考)次 いで,同協会を含む自然保護関係 141団体による「自然保護憲
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章制定促進協議会」が結成され,昭和 47年 4月 に新たに案を発表した。

そして,47年末に「自然保護憲章懇談会」が結成され,昭和 49年の環境

週間中に,「 自然保護憲章制定国民会議」を開催 し,そ こで憲章を採択す

ることとなった。

昭和 49年 1月 ,代表的な全国的団体 39団体と32人の学識経験者によ

る「自然保護憲章制定国民会議準備委員会」が結成され,委員中より選任

された「起草小委員会」が,憲章原案をまとめた。

昭和 49年 6月 5日 ,全国の各界から参集した428氏の協議員によって

同会議が開催され,「 自然保護憲章」の制定が宣言された。

上記には日本山岳会としては加わっていないが,学識経験者他として関

わった会員は少なくない。

「美ヶ原と自然保護」                    〔川上 隆〕

* ビーナスライン延長計画で,美ヶ原の自然が破壊されることへの疑問。

(「山」317号 )

「朝日連峰のブナ林」                    〔村井米子〕

* 樹齢百年のブナ林が大伐採されつつあることを憂い,JAC自 然保護委員

会としても,反対運動に協力を決議する。      (「 山」317号 )

「早池峰を守ろう」                     〔湯浅俊行〕

* 早池峰山麓の森林が伐採されつつあることを訴えるとともに,保護対策

を検討中。                     (「 山」318号 )

日召希口47」手.(1972)

「朝日連峰ブナ林のその後」                 〔村井米子〕

* 伐採中止の運動を続けてきたが,秋田営林局から三割程度は伐採地を減

らしたとの回答が寄せられた。今後も見守りたい。   (「山」324号 )

「大雪縦貫道に反対」                    〔井手貢夫〕

* 大雪山縦断道路計画中止を訴えてきたが,現状は進められている。JAC

自然保護委員会も要望書を提出。           (「 山」328号 )

「自然保護の第一歩 上高地ロープウェイ問題」        〔村井米子〕

* はじめ上高地にも敷かれる予定だったロープウェイが,飛騨側のみと

なったいきさつを述べ,長野側の車道も不許可になって一応の成果をみた
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が,今後とも心にとめておきたい。 (「山」328号 )

「山梨県連峰スカイライン」                〔木名瀬 亘〕

* 連峰スカイラインに取りくむ山梨県の対応と問題点をつく。

(「山」328号 )

日召千口48」軍:(1973)

「林道という名の観光道路 (筑波山)」             〔奥井 清〕

* 北筑波の静寂もまもなく終わろうとしていると,茨城県が林道の舗装を

行なうことへの反対表明。              (「 山」335号 )

「ジョン・ミュアと東良三さん」               〔村井米子〕

* 自然保護の父ジョン・ミュアと彼を訪ねた東良三さんのことにふれ,自

然保護へのたゆぬ努力が必要と説く。        (「 山」329号 )

日召矛口49」羊,(1974)

「山梨県における連峰スカイライン (自 然山岳道路)計画に反対する」

〔木名瀬 亘〕

* 自然保護の問題はつまるところ,美 しい山河に対する人間の価値観と愛

情の問題,こ の山河を守って後世に伝えたい。    (「 山」344号 )

「アルプスの道路」                    〔中原万次郎〕

* 自然の姿が一番残されているのは山であろう。われわれが山に登る一つ

の動機もそこにあると思う。             (「 山」345号 )

「連峰スカイラインに反対する自然保護委員会の方針」     〔渡辺公平〕

* 諸先輩の例にならって,自 然保護委員会としては当面の運動を連峰スカ

イラインー本にしぼって反対運動を展開する。    (「 山」346号 )

「連峰スカイライン」反対要望書と意見書を提出     〔自然保護委員会〕

* 山梨県知事宛に会長名で提出した「連峰スカイライン」反対要望書及び

自然公園道路計画建設に関する意見書。       (「 山」351号 )

「自然保護憲章」

* 自然をとうとび,自 然を愛し,自 然に親しもう。 (「山」351号 )
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「日本山岳会と自然保護―富士山ケーブルから連峰スカイラインまで」

〔渡辺公平〕

* 自然保護運動への第一弾。富士山ケーブル反対の成果,黒部川発電中止

への要望。本会の自然保護に対する基本的姿勢。西穂高ロープウェイ反対

と委員会の誕生。屋久杉と大雪山縦貫道路。

(山岳 第 69年 117～ 125頁 )

「松方さんと自然保護」                    〔村井米子〕

* 自然を愛することにおいて, 日本人は世界のどの国の人にも引けをとら

ないということが,長 くいわれてきたことでもあり,われわれ自身もよく

いってきたことだが,今度の富士山の美化では及第するだろうか。

(山岳 第 69年 155～ 158頁 )

日召矛口50」芋.(1975)

「環境庁と自然保護委員会の会合」

* 観光道路と林道・アルプスにおける山小舎の規制その他が話題。

(「 山」360号 )

「もう気にしていられない入山規制……尾瀬の場合」      〔渡辺公平〕

* 「はるかな尾瀬」が日帰りが楽な山になって入山者増加。入山規制すべ

きだ……。                    (「 山」361号 )
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山岳における落雷事故とその対策

北 川1 信一郎
(中央防雷株式会社)

ヒマラヤでも雷雲によるプラシ放電はしばしば体験されるところ

であるが,1989年 7月 には,ナ ンガ・パルバットにおいて落雷に

よる日本隊初の犠牲者が出た。一方埼玉大学高電圧実験室で長年人

工落雷の研究を行った来られた北川氏等は,最近漸く一応の結論に

到達した。

科学研究委員会では,こ れらの状況に対処して,1991年 7月「雷」

シンポジウムを開催して,そ の解明と対策を検討することになった。

その詳細は同シンポジウムの予稿集に記されているが,こ のうち,

北川信一郎氏の一文は,今後の落雷対策として,私共登山者が是非

理解しておいた方がよいと思われる。今回同氏の御諒承を得て,こ

こに掲載できることになったことは大変喜ばしいことである。

雷に遭遇した場合,身体につけた金属片は危険と云われて来たが,

雷放電から見れば,人体そのものが一種の金属塊と考えられるから,

ピークや尾根に突っ立ったり,ビ ッケル,ス キー等頭上に突き出た

物体を出したりしないことの方が重要である。

上記ナンガ 0パルバットの場合,ア ラレが降り,稜線上近くに居

た他のパーティーは立ち上がると髪の毛にブラシ放電を感じ, しゃ

がむと感じないため,暫 く休んで様子を見る状況であった。馬場隊

員はこの時たまたま雪面を登っていて,稜線に飛び出したため,そ

こで落雷に遭ったと考えられる。本文が登山における落雷事故の防

止に少しでも役立つことを期待したい。

(科学研究委員会 中村 純二記)

1。 ま え が き

1967年 8月 1日 ,1落雷で 11人 の死者を出した松本深志高校―行の西穂岳落雷遭難

事故については,詳細な報告書が刊行され (1),1968年 6月 23日 ,谷川連蓬峠におい

て気象庁山岳部員が被った落雷被害についても詳しい報告が発表された (2)。 こうした

ことが端緒の一つとなり,人体への落雷の本格的な科学的研究が行われるようになった。

筆者は1971年 ,医・理・工の三分野の研究者からなる「人体への落雷の研究グループ」

を組織して,こ の課題に取り組み,雷インパルス電圧 (落雷の模擬する衝撃電圧)に よ

る様々な模擬雷撃実験,動物実験を行い,こ れと平行して,人体の死傷を伴う多数の落

雷事故の調査を行った。現在 61落雷の調査例を収集し,こ れらの結果を綜合し,実際
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に役立つ安全対策,救急法が明らかになった。

2.模擬雷撃による実験

実験の目的の第 1は ,人体が落雷を受けたとき,人体内外の電気現象を解明すること

で,電気的に人体と同等な等身大の人形を作成 し,そ の頭上に,1～4mの空気間隙を

おいて棒電極を設け,こ れに雷インパルスを印加する放電実験を行った。目的の第 2は
,

この電気現象が人体に及ぼす影響……生死,傷害,治療法等を医学的に明らかにするこ

とで,ウ サギ,ラ ット,マ ウス等の動物に,雷インパルスを印加する多様な実験を行っ

た。その結果,多 くの定量的知見が得られ,人体への落雷を解明する重要な基盤が確立

された (3)(4)(5)。

3。 人体への落雷事故 61例の調査結果

研究 グループは,1965年
7月 か ら 1990年 6月 までの

25年 間に,人体への落雷事

故 61例 を調査 した。各調査

例は地点名を付けて整理 し,

夫々の内容を検討 し,落雷に

よる傷害の実体を明らかにし

た。研究グループは,こ の調

表 1 落雷事故の分類と被害者数

落雷数  死亡者  重症者  軽症者

直撃落雷

側撃事故

多点同時落雷

屋内事故

合計 61 49 26       120

査結果と模擬雷撃実験結果を総合し,人体への落雷の特質を解明した (6)(7)(8)。 表 1

に,事故の分類と各グループ毎の死亡者,重症者,軽症者の数を示す。61落雷中,36
落雷は直撃事故,19落雷は側撃事故 (落 雷を受けた物体から人体に二次放電がおこる

事故)で ,その他 4落雷は直撃型であるが,1落雷で,多数の死亡者,重症者を出すと

いう特異な点が共通するので,多点同時落雷という第三グループとした。他に屋内で傷

害をおこした例を第四のグループとした。死因は総て呼吸停止,心停止で,大多数力淑ロ

死であった。ここに重症者とは,意識喪失 20分以上,あ るいは興奮状態,運動機能障

害が持続し,一週間以上の入院加療を要したものを意味する。軽症者とは,熱傷,外傷,

一過性のシビレ,麻痺,疼痛,耳鳴り,難聴等の傷害を受けたもので,特別な治療を要

しない軽度のものが多く,入院した場合も2～ 3日 で回復し退院した。軽症者は,落雷時,

意識に異常がなかったか,意識を喪失しても5分以内に回復した点が共通している。直

撃落雷 36例 では,死亡或は重症者は, 1落雷 1名 に限られ,近傍に居合した人体の傷

害は,総て軽微で殆ど医療を要しない程度であった。落雷あたりの死亡率は74%で
,

生命をとりとめた 22%の 重症者には,沿面放電がフラシオーバとなって頭から大地ま

で連続した痕跡の認められるものがおおかった (9)。

側撃事故 19例 中,14例 では落雷を受けた樹木から近傍の人体に二次放電 (側 撃)が
おこり,3例ではテントのポールから側撃がおきた。側撃がおこると落雷電流の主流が

人体に流入し,死亡或いは重症の傷害をおこす。19落雷で死亡,重症合わせて25名 の
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山岳における落雷事故とその対策

被害者が生 じ,落雷あたりの死亡率は 74%であった。近傍に居合わせても,一次被雷

物体から2m以上隔離 していた人体の被害は軽微で,直撃雷の近傍に居合わせた人体の

場合と同様であった。

3-1.金属片を取り去っても落雷を受ける

調査の対象となった直撃雷被雷者

で,肩から上の金属片の有無,あ る

いは頭上に突き出る物体の有無を確

認出来た場合が 23例あ り,そ の状

況を表 2に 示す。

23例 中,金属片或は頭上に突 き

出る物体が無 くて直撃 を受けた例

が,14例あり半数を超えること (百

分率 61%),洋傘をさしていて直撃

表2 金属片等の携帯状況の明確な直撃被雷者

肩から上の金属片,頭上の物体がともにない例 :14

を受けた例があること,金属片の付いた帽子では,金属片に顕著な溶融痕が認められず ,

帽子全体が大きく破損 していること等々,表 2の結果は,人体そのものが,落雷を誘引

し,落雷電流を大地に導 く有効な通路となっていることを示 している。

3-2.歩幅電圧では死亡ヮ重症はおきない

落雷電流は,雷撃点を中心に放射状に地表を流れる。この方向に両下股を広げている

と,地表電流による電圧が両下股に加わり,傷害を受けると考えられていた。両下股に

加わる電圧は歩幅電圧 と呼ばれ,こ の電圧を避ける姿勢が安全姿勢であると言われてい

た (10)。 61落雷中,落雷点の近傍に多数の人体が居合わせた事例が 38あ り,その被害

を詳細に検討 した結果,歩幅電圧傷害の実態が以下のように明らかになった。

死亡者,重症者は他の落雷事故と同様,直撃或いは側撃で,落雷電流が頭部から流入

した被雷者に限られていた。落雷によって地表を流れる伝導電流によると判断出来る傷

害は,見出されなかった。地表に接近 した身体の部分に,熱傷,シ ビレ,疼痛,運動障

害等を生ずる例が認められたが,こ れらは地表に沿面ス トリーマが走行 したとき,その

線上に人体が位置 していた結果と判断された。これらの傷害はいずれも,一過性で時間

とともに回復 し,軽症に分類されるものであった。地表沿面ス トリーマそのものによる

傷害は,こ のように重症にはならないが,山岳急斜面,崖縁にいる登山者が,そ のショッ

クで転落 し,重大事故となる可能性がある。また西穂高岳落雷では,転落死だけでなく,

地表沿面ス トリーマそのものが死亡,重症をひきおこすという例外的な傷害を生 じた。

これらについては 5節で詳 しく述べる。

3-3.し ゃがむ姿勢でも落雷をうける

従来の避雷心得では,歩幅電圧傷害を避けるために, しゃがむ姿勢を最も安全として

推奨 している (11)。 ところが 4落雷では,こ れに準ずる姿勢で直撃を受け死亡事故とな

り,2落雷では,樹木の根元から離れた位置に腰を下ろして側撃を受け,重症を受けて

いる。伏せる姿勢は,僅か 2例であるが,いずれも無傷害か軽微で,姿勢は低いほど安

全性が高いと結論される。

肩から上の金属片,頭上の物体がある例

内訳 洋傘をさす

ラケットを振 り上げる

さし上げた左手に安全ピン

ヘアピン着用 (溶融痕無し)

金属片の付いた帽子を被る
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3-4。 まれであるが,1落雷で複数の死亡者,重症者が生ずることがある

落雷の放電路が大気中で分岐し,複数    表3 多点同時落雷とその被害者数

点で地表に達する場合があり,多地点同 落雷名     死亡者  重傷者  軽傷者

時落雷と呼ばれる (11)。 この型の落雷に

よると考えられる事故が 4例あり,その

被害状況を表 3に示す。

富士吉田口九合 目落雷では鳥居近辺

に,秋田駒ヶ岳落雷では峠の道標に落雷  合計      7    6   24
した。被雷者はすべて,落雷地点から十分離れていて側撃の可能性はないので,軽症で

済んだ筈であるが,いずれも重症者が出ている。軽症 と分類された者 も,通常の直撃 ,

側撃事故の場合の軽症者と比較すると熱傷,外傷が重度であった。重症 と分類された被

雷者は,意識喪失 2名 ,シ ビレによる歩行不能 2名で,いずれもエネルギー値の高い電

流が体内に流入 したと推定される。

可児落雷では,プ レーヤー 1名が死亡 し,同時に約 30m離れたゴルフコース内の松

の木にも落雷がおきた。生見海岸落雷では,12名 のサーファー中 6名 が,頭部から流

入 した落雷電流で死亡 した。

3-5.屋内事故はまれで,死亡ヮ重症などは近年見出されない

屋内における傷害は発生例が少なく,僅か 2例であった。いずれもテレビアンテナヘ

の落雷が原因で,頭痛,シ ビレを感 じたという程度であった。

4.人体への落雷の特性

以上は「人体への落雷研究グループ」の調査結果をまとめたものであるが,蓬峠落雷

その他詳細な記録のある落雷事故一般に当てはまり,人体への落雷の特性は,以下の

11項 目にまとめることが出来る。西穂高岳落雷に於いても,個 々の被雷者については
,

これらの一般則が当てはまるが,こ のときの落雷そのものは,5節で述べるように,甚
だ例外的なものであった。

(1)皮膚,衣服, レインコート,ゴム,長靴等,すべて落雷電流を阻止する絶縁効

果はなく,直立する人体は落雷に対して,約 300Ω の導体として作用する。

(2)人体面では,空気中の針電極間の平均火花電位傾度の約 1/2の電位傾度 (250

kVm~1)で,沿面放電が発生する。人体が落雷を受けたときの状況は,モ デル的

に図 1の 3つのステージによって説明される。(a)に示す第 1ス テージは電流

値の低い期間で,全電流が体内を通過する。電流値が増加すると,(b)の第 2

ステージに移り沿面放電が発生する。実際には体表のいろいろな部位に複数の部

分沿面放電が発生する。

大多数の落雷は,こ のステージで終り,被雷者の約 80%は 死亡する。場合によっ

ては電流値がさらに増加し,(C)に 示す沿面フラシオーバが発生することがある。

このステージでは全電流に対する体内電流の比率が減少し,死亡を免れる例が多

い (9)。

富士九合目

秋田駒ケ岳

可児

生見海岸

A60



山岳における落雷事故とその対策

人体への落雷の三つのステージを示すモデル図
a:全電流が体内を流れる

b:体内電流に部分沿面放電の電流が加わる

C:体内電流と沿面フラシオーバ電流が並列に流れる

(3)沿 面放電は,火傷,電紋を生ずるが,こ れらは皮膚の浅い熱傷で容易に治癒す

る。

(4)死 亡は体内を流れる伝導電流のエネルギー (電圧×電流の時間積分)が,体重

に対 して一定値を超えるときにおこる (体重 l kgあ たり,(62.5± 11。 93)J以上

のエネルギーが体内で消費されると死亡確率が 50%以上になる)。 直接の死因は
,

呼吸停止,心停止である。また体内伝導電流は,意識喪失,興奮状態,シ ビレ
,

麻痺,疼痛,運動障害等をおこすことがあるが,こ れらの傷害は,時間の経過と

ともに回復 し,後遺症になることは殆どない。

(5)身 体に付け,あ るいは携帯する金属片があると,そ の周辺に沿面放電が発生 し,

熱傷を生ずるが,致命的な体内伝導電流はそれだけ減少する。

(6)落 雷を誘引するのは,人体が帯びる金属片ではなく,地上から突き出ている人

体そのものである。直立姿勢はもとより, しゃがむ或は腰を下ろす姿勢でも,直
撃,側撃を受ける。身体より上方に突き出る物体があると,金属 0非金属にかか

わらず,人体が落雷を誘引する効果が増大する。

(7)樹 木,避雷針の付いていない高い物体 (ポ ール,ク レーン,煙突等)の近傍 (距

離 2m以内)は ,二つの理由で,周囲に何 もない平坦地より,一層危険である。

第 1に これらの物体は人体より落雷を受け易 く,第 2に これらの物体に落雷がお

きると,側撃がおこり,落雷電流の主流が人体に流入するからである。

沿
面
フ
ラ
シ
オ
ー
バ

部
分
沿
面
放
電

図

体

内
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流
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流
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(8)… 直撃事故の特徴…直撃雷では死亡或は意識を失う傷害は 1名 に限られ,近傍

に居合わす人体の傷害は軽微で,殆ど医療を要 しない。直撃被雷者の死亡率は約

80%である。

(9)・ 側̈撃事故の特徴…樹木,テ ントのポール等に落雷がおきるとき,その近傍に

人がいると,人体への二次放電 (側撃)が生 じ,死亡,重傷という傷害を受ける。

近傍にいる人数が増加すると死亡者,重症者数が増加 し,落雷あたりの災害が増

大する。一次被雷物体から2m以上隔離 していれば,傷害は軽微で医療を要 しな

い。

(10)… 落雷に伴う二次傷害…落雷によって地表を流れる伝導電流が,人体に及ぼす

効果は,殆 ど認められない。落雷に伴って地表に沿面ストリーマが走行するとき,

その線上にいると,地表に接近した身体の部位に,熱傷,シ ビレ,疼痛,運動障

害等を生ずることがあるが,一過性で時間とともに回復する。

(11)・ 多̈点同時落雷…落雷事故の7%(61落雷中の4落雷)は ,1落雷で複数の死

亡者,重症者を出し,人体を含む多点同時落雷であったと推定される。

5.山 岳落雷事故の特徴点

山岳における落雷事故については,多数の記録がある。この内,被害状況が詳しく記

載され,表 1で示した落雷事故のタイプを正確に判定出来るものを取り上げ,筆者のグ

表4 山岳における落雷事故とその被害状況

年一月一日     地点     事故のタイプ 人数     被害状況

1939-7-16 白根北岳 (3180m) 多点同時落雷
山頂から南へ 20m

4 全員転倒,2名即死
2名 は軽症で自力で下山

1967-8-1 西穂高岳独標

(2640m)
多点同時落雷  48
主流は鞍部まで

沿面放電となる

11名死亡 (内 1は転落死)

8名重症,10名 軽症,他 は

傷害なし

1968-6-23 谷川連峰蓬峠

(1759m)
直撃落雷 2 1名失神入院, 1名 は失神し

たが 5分以内に回復し軽症

1978-8-17 御在所岳 (1210m) 樹木からの側撃  40 2名 失神入院,他は傷害なし
山頂近くの山道

1979-7-28 白馬岳 (2933m)
山頂近いガレ場

直撃落雷 5 1名胸骨髄損傷で下半身麻痺
他は傷害なし

1976-8-6 槍が岳 (3180m)

山頂付近
直撃落雷 4 相次ぐ2回の直撃で 2名死亡

他は傷害なし

1979-8-22 蓮華岳 (2799m)

山頂近い尾根道
直撃落雷 3 1名死亡,他は傷害なし

1982-8-8 富士山九合目

標高約 3470m
多点同時落雷
(鳥居に落雷)

8 1名入院,他は軽症

1983-6-19 秋田駒が岳

標高 1600m付近
多点同時落雷
(道標に落雷)
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山岳における落雷事故とその対策

独標頂上
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図 2 岐阜県側から見た西穂高岳独標の鉛直断面と一行の位置

ループの調査例に加え,表 4に示す一覧表を作成 した。個々の被雷者については,前節

の一般則が当てはまるが,山岳落雷事故の特徴点を調べることとする。

西穂高岳落雷事故は,図 2に 示すように松本深志高校の一行 46名 ,リ コー・パーティ

2名が,独標頂上にさしかかった時におこり,黒丸印の 11名が死亡するという大事故

となった (1)。 独標全体が岩石からなっているために,落雷電流は頂上付近に達 した後 ,

大地に流入 しないで,北斜面に沿って,人体を数珠つなぎにする一本の大規模沿面ス ト

リーマとなって流れ,反対斜面との間の鞍点に至って,大地に流入 したと判断される。

死亡及び強い影響を受けた被雷者は, この斜面にいた者に限られているが,頂上を越え

た南斜面にいた者に,転落或いは転倒 という3名 の軽症者が出たことは注目に値する。

落雷地点が,導電率が低い岩石からなる鋭いピークであったことは,被害を大きくし

た原因の一つであるが,雷放電そのものが,異常に大きい電荷を中和する大エネルギー

の落雷であったと推定される。落雷が中和する電荷は,30Cが代表値であるが,冬の雷

では,数 100Cを 中和するエネルギーの異常に大きい落雷がおきることがあり,ス ーパー

ボル トとして知られている (12)。 この落雷は,こ れに類するものと推定される。

また,富士山九合目落雷と秋田駒 ヶ岳落雷の 2例 は,直撃被雷者が存在せず, しかも

失神,火傷,外傷等で,入院加療を要 した被雷者が多かった。落雷地点が岩石質で,大地

の導電率が極めて低いために,落雷電流は,1つ の物体又は人体に集中しないで,シ ャ

ワーのように空中で分岐 し,その場に居合わせた多数の人々に流入 したと考えられる。

西穂高岳落雷で,南斜面に 3名 の軽症者が出たのは,同様な現象が含まれれていた結果

と解される。白根北岳落雷は,放電路が二つに分かれ,二人の登山者を直撃 し,死亡さ

せた多点同時落雷であった。

調査事例数が少ないので,統計的な結論は出せないが,平地に較べ,山岳地のほうが ,

多点同時落雷の比率が高 くなっている傾向が認められる。
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外国の山岳落雷事故の文献で,着 目すべきものに,PetersOn(1926)の 「登山者への

雷の危険」(13)がある。Petersonは ,避雷心得の俗説にまどわされず,豊富な登山体験

と高電圧工学者の経験に基づいて,筆者らの結論に近い妥当な安全法を導いている。し

かし,彼は,地表に達した落雷電流が,地表を走行する沿面ストリーマとなることがあ

ること,こ の沿面ストリーマが地表に接した人体の部分に火傷,麻痺等をおこすことを

発見出来なかった。また,歩幅電圧傷害 (実 は地表沿面ストリーマによる傷害)を避け

るために,岩場では,小型岩石上にうずくまることを推奨している。これは明白な誤り

で,安全のためには,次節で述べるように直撃を避ける姿勢を優先しなければならない。

以上のような欠点はあるが,65年 前に,登山者に役立つ多くの安全法を導き出してい

る点は注目に価する。

Petersonに 限らず多くの外国文献 (例 えば (10))に ,歩幅電圧の危険が指摘されてい

るが,歩幅電圧効果は,地表沿面ストリーマによる効果に置き換えなければならない。

実際に危険なのは,急斜面や崖縁において,地表を走行する沿面ストリーマの走行に触

れ,そのショックで,転落その他の二次的な傷害を引き起こすことである。

6.安全のための諸対策

落雷を絶縁物で阻止することは不可能で,導体で囲まれた空間が安全空間となる。現

実には自動車,列車,コ ンクリー ト建築の内部が安全空間である。避雷針或は高い物体

の保護範囲 (そ の頂上を45度以上の角度に見上げる範囲)では,直撃を避けることが

可能であるが,その確率は 100%ではない。

人体の安全を考えるには,次の二つの落雷の特性 も重要である :

6-1.雷活動の最盛期における,落雷 と落雷 との時間間隔は 1分程度である。半径

100m以内の狭い領域に,相次いで落雷がおきる確率は比較的低 く,時間間隔は 1分 よ

り通かに長 くなる。

6-2.相次 ぐ雷放電の移動距離は,2～ 6kmの場合が多く,範囲は 0～ 10 kmに わたる。

雷鳴の可聴距離は通常 10 km程 度であるから,微かで も雷鳴が聴こえるときは,落
雷を受ける確率が高い。調査 した大多数の落雷事故が,落鳴が遠い或は聴こえないとき

に発生 している。

生命の保全には,次の点を明確に認識 して,対策を考えなければならない。

(1)落 雷で死亡事故になるのはヮ直撃または側撃で,落雷電流が伝導電流となって

人体に流入するときに限 られる。

(2)呼 吸と心拍が回復すれば生命が助かる可能性が高 く,その他の傷害は時間とと

もに回復 し,殆ど全て治癒可能である。

(3)し ゃがむ,腰 を下ろす姿勢では,直撃,側撃を受ける可能性がある (61落 雷

中少なくとも6例,百分率 10%)。

(4)落 雷によって地表に沿面ス トリーマが走行するとき,その線上にいると,地表

に接近する身体の部分に熱傷,麻痺,疼痛,運動障害等を生ずるが,一過性で時

間とともに軽癒する。
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山岳における落雷事故とその対策

従って,最 も大切で実行可能な安全対策は次の通 りである :

A.雷鳴が聴こえるとき,雷警報・雷注意報が出ているときは,屋外に出ることを見

合わせる。自動車,バス,列車内にいるときは外に出ない。

B.屋外では出来るだけ姿勢を低 くする。緊急のときはひれ伏す。金属製品は身体に

着けたまま姿勢を低 くし,洋傘,釣竿その他の物体を身体より高 く突き出さない。

テントのポールその他高さ4m以下の物体からは,直ちに離れる (テ ントから出て

避難する)。 レインコー トを着て,ゴム長靴を履いていても同じ対策をとる。

C.落雷直後の 1分間を使って移動 し,直撃,側撃の危険のない空間に避難する。4

m以上の高い物体を捜 し,そ の保護範囲 (2m離 れて,頂上を45度以上に見上げる)

に移 り,姿勢を低 くする。樹木の場合は幹,枝,葉から必ず 2m以上の距離をとって

出来るだけ姿勢を低 くする。送電線,配電線があればその真下を移動 して避難する。

屋外の保護範囲の安全は 100%ではないから建物を捜 し中に入る。

D.呼吸 。心拍の止まった被雷者が出たら,真 っ先にその救出にあたり,呼吸吹込み

式人工呼吸と心臓マ ッサージを施 し,呼吸・心拍の回復に努める。その方法は, 日

本赤十字地方支社に問い合わせるか (14),丸 善発売のビデオカセットを参照する(15)。

7.登山で特に注意すべきこと

安全対策は登山においても変わらない。山小屋では A項,屋外ではB～ D項 をまも

ることである。山岳の問題には,補足として次の E,F,G項 が加えられる。

E。 登山計画を立てる段階で,週間予報,長期予報等の気象情報をしらべ,雷雨に遭

遇する確率の低いプランを立てる。

F.夏の雷雲は,午後に多発する傾向があるので,「早朝出発,昼頃までに目的地に

着 く行動 日程」は,一つの目安となる。 しかし,夜,昼,季節に関係なく,前線の

通過,低気圧の接近等で雷雲が発生することがあるので,その日の気象情報をキャッ

チし,絶えず天気の変化に注意する。雲や霧で視野がきかないときは,一層警戒を

強める。

G。 次の兆候が一つでも認められるときは待避する。

G-1.雄大積雲 (入道雲)が発達する。

G-2.かすかでも雷鳴がきこえる。

G-3.携帯ラジオに雑音が激 しく入る。

G-4.ア ラレがパラパラ降ってくる。

待避は,C項に従って行う。山中では,先ず頂上,尾根,岩地から遠ざか り,転落の

危険のない位置で,姿勢を低 くする。標高の高い山中では,ア ラレは雷雲接近の有力な

兆候であるが,ア ラレ,雨滴が地表に達する前に,落雷が発生することが多いので,早
めの待避が必要である。

8。 お わ り に

雷雲の発生・移動については,今 日かなりの精度で予報・予測出来るが,落雷の時刻 ,
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位置の正確な予測は不可能に近い。雷の可能性があるときは,常 に安全対策を実施して

いる必要がある。6節 に基本的な対策を述べたが,登山に際しても,人体は同サイズの

金属像と同程度に落雷を誘引すると考えて行動することである。

本研究は,「人体への落雷研究グループ」に負うところが大きい。メンバーの石川友衛,

大橋正次郎,首藤克彦,鶴見策郎,高木勝正及び永井洋治の諸氏に感謝する。
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トレッキングからエクスペデイションまでし
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アンデス、パタゴニス ニュージーランR申国、

アフリカ、北極圏その他の山岳地帯・辺境地帯への

主催ツアーやインフォメーションを用意しております。

もちろん日本国内の山旅も企画しております。

トレッキングのパッケージはもとより登山隊のための

航空便や地上手配などに関し、私達は豊富な知識と経験をもとに

ご相談に応じることができます。ぜひ、お問合せ下さい。
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〇
〇
号

名
山
田
譜

全
二
巻

谷
文
兄

迦
多
賀
嶽
再
異
記

播
隆
上
人

信
州
鎗
嶽
暑
縁
起

播
隆
上
人

石

狩

日

誌

松
浦
武
四
郎

山

岳

紀

行

六

種

⌒
私
家
版
）
松
浦
武
四
郎

乙
西
掌
記

他
五
種

欧

洲

山

水

奇

勝

全

二
巻

高
島
北
海

富

士

案

内

野
中
至

西

蔵

旅

行

記

全

二
巻

河

口
懇
海

山
水
無
菱
蔵

小
島
鳥
水

ヒ
マ
ラ
ヤ
行

鹿
子
木
員
信

製

澤

に
逝

け

る
人

々

東
京
帝
國
大
學
山
の
書

山

岳

美

観

吉
江
喬
松

山
の
結
本

尾
崎
喜
八

先
躍
者

大
島
亮
吉

白

頭

山

京
都
帝
國
大
學
白
頭
山
遠
征
隊
編

ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
手
記

小
島
鳥
水

ナ
ン
ダ^
ｏ
コ
ツ
ト
登
一拳

竹
節
作
大

山
に
描
く

足
立
源
一郎

「ご
雪
〓
己

一〓
訂

「ミ

田五

ウ
ォ
ル
タ
ー
。
ウ

ェ
ス
ト
ン

別

巻

山

岳

礼

拝

（
新

編

集

）
中
村
清
太
郎

●

解

題

書

『
新

選

覆

刻

日

本

の

山

岳

名

著

解

題

』

日
本
山
岳
会
編

”朴脚一断
一珊
會
報
』鵜・．・∞ｏ．器‐‐‐

●
特
別
資
料
‐‐２‐‐‐‐

播
隆
上
人
筆
「鎗

ヶ
嶽
繕
日
』

日本の近代アルピニズム史上不減の光を放つ
｀`
山岳名著

″
全22冊原本そのままの姿で完全覆刻

近代登山の黄金期を築いたパイオニアたちの限りない｀
山への讃歌

″

襲騎日本の山岳名著園目
解題書・特別資料2点付.

企画0編集/日 本山岳会
現金価格 :80,250円

図
説
百
科

山
岳
の
世
界

邊
か
な
り

エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト

Ｎ
・デ
ィ
ー
レ
ン
フ
ァ
ー
ス
／
丁
Ｌ
Ｌ
ヘラ
ー
　
他
著

日
本
語
版
監
修

西
堀
栄
三
郎

ｏ
宮
下
啓

三

本
書
は
、
６
０
０
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
。

Ｂ
４
変
型
判
・上
製
函
入
・３
■
０
頁
　
　
―
（８
）、中ｂ
Ｉ
４
人
Ｕ
ｍ門

―
マ
ロ
リ
ー
追
想
―

島
田
　
巽

著

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
項
上
を
目
指
し
た
ま

ま
還
ら
ぬ
人
と
な
つ
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
・
２
９
２
頁
　
―
、
５
４
５
円

■内害見本呈                ●定価はすべて消費税込みです。

〒101東 京都千代田区神田錦町3-24振替/東京9-40504電 話(03)3294-2221く 大代表〉大修館書店



dibRAE TENT

〒 175東京都板橋区赤塚5-13-7刊。03(3939)6481

軽 く、コンパク トなテン トのことなら

麻)フ ラ イ テ ン ト

■
全
１５
巻
内
容

′
三
社
打
一”備
微
一
狩
り
の
民
俗
と
動
物

‥
―ょ

′
柚
と
木
地
屋
鮒
錯
る山びと

′
峠
路
を
ゆ
く
人
々
畑醐Ю麟鵬
．

イ
山
の
味

山村の食制と山の植物誌

Ｊ
住
む
・着
る
剛鮒Ю奴憾ｒ

σ
山
の
怪
奇
・百
物
語
抽解
里（価岬

７
山
の
神
と
ヲ
コゼ
細螂
艶
鵠
．

′
砒
な
る
山
に
祈
る
剛叫“晰脚餃

夕
山
の
歳
事
暦
ｍ飾採
配
何事

″
山
こ
と
ば
と
炉
端
話
伝‐‐‐甜「̈鮮

や
ま
　
ど

″
山
人
の
ム
ラ
囃炉檻
面
麓安曇村

″
怨
念
の
将
門

岬露
蹴
り

″
山
村
と
峠
道

饗
に・秩父を

〃
山
村
の
十
二
ヵ
月
刺戦蹴
則俗

″
飛
騨
路
の
神
ほ
と
け
晰囲のルーツ

山びとたちの暮 らしや民俗を素朴な語 り口で綴る/

山村民俗の会編 四六判・上製 セット定価30,900円 (各 2,060円 )

発行エンタプライズl 〒113東京都文京区本駒込2-1-3イカハタヒウレ雪03(3942)8096

シリーズ山 L量搭



旅守3あなたaけポロト隊
パツケージツアー0グループ0ト レッキングはあ遊薇:行が、割引航空券0個人
旅行・個人山行は、キャヲ ミンデ)スタが、皆様のお手伝いをいたします。

秘境の地ヘ

世界の出々ヘ

トレッキング部門は、JA卜 HIMAL TREK
…KINGが 、一般観光部門は SAIYU・ TRAVEL
がそれぞれ皆様のお手伝いをいたします。
スタッフは日本語も話せますので、お気軽
にご利用下さい。

～ 地球の果てまでお手伝い ～

個人旅行・航空券手配の専門相談室

キヤラノミンデスタ
03-3237-8384

・・ シルクロード0秘境旅行・トレツキング・海外登出のパイオニア
運輸大臣登録一般旅行業第607号

ネ
バ
ー
ル
で
は
カ
ト

マ
ン
ズ
連
絡
事
務
所
の

社
員
が
、
皆
様
の
お
世

話
を
い
た
し
ま
す
。

式
融

林
含 旅 行わ遊

さい     10う

本 社

大 阪 営 業 所

キャラバンテスク

カトマンズ連絡事務所

りよ こ う

〒101東 京都千代田区神田神保町2-2新世界ビル 5F
803(3237)1391代 )

〒530大 阪市北 区神 山町 6-4  北川 ビル 5F
806(367)1391“ 0

〒101東 京都千代田区神田神保町2-4 矢野ビル2F
l日103(3237)8384

新世界 ビル 5F

キ
ング
スウ
エイ　
　
雛
○

イント航
副

=矩

ヨ

醸
”
　
所
〓

朽　
　
稀
４
一

‐

‐日」
一



刀,房フ米
お湯を注いで 15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

O 尾 西 食 品 株 式 会 社
本社

大阪

東京都港 区三 田4-15-36メ ゾン・ ド・聖坂 内
TEL 03-3452-4020 FAX 03-3456-3783
大 阪 市 淀 川 区 新 高 1-15-41
TEL 06-391-5995 FAX 06-396-6156

■
呈
内
容
見
本

○
お
近
く
の
書
店

へ
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

各
巻
／
三
八
〇
〇
円

セ
ツ
ト
価
／

一
一
四
〇
〇
円
（税
込
）

Ｉ
巻
　
腟
理

題
保

解
説

＝

串
田
孫

一

『
山
行
』
『
マ
ナ
ス
ル
登
項
物
語
』

Ⅱ
巻
　
餞
頂

鶏
沼

解
説

＝

田
口
二
郎

『
マ
ナ
ス
ル
通
信
』
『
ビ
ッ
ケ
ル
の
思
い
出
』
『
小
登
山
家

に
お
く
る
」
「世
界
の
山
　
日
本
の
山
」
「人
物
評
」
「
山
」

巻

静

寂

解
説

＝

立
松
和
平

『
山
の
心
』
『
わ
た
し
の
山
旅
』
「補
遺
」
（わ
た
し
の
山
旅
）

「
山

へ
の
姿
勢
」

年
譜

●
各
巻
に
解
説

・
月
報
ｏ
口
絵
付
き

III

四六判 (190ミ リ×130ミ リ)

上製 綴 り 特染布クロス装

豪華貼函入 り 各巻約400頁

五 月 書 房
〒101東京都千代田区猿楽町 2-6-5
日Ю3-3233-4161 FAX03-3233-4162(電 話共通)

__」 L



山
登
り
は
道
草
く
い
な
が
ら

本
多
勝

一　
Ａ
５
判
／
定
価
１
８
５
０
円

車
窓
の
山
旅
・中
央
線
か
ら
見
え
る
山

山
村

正
光

　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
９
６
０
円

関
東
百
山

１００の山へのガく
ｉ
ッセイ
ー

浅
野
孝

丁
打
田
鉄

丁
楠
日
高
明
・横
山
厚
夫

Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
８
５
０
円

カ
メ
フ
の
山
旅
―
山の写真とカメラハイク明
月―

川
口
邦
雄
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
８
５
０
円

田
淵
行
男
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
３
９
１
０
円

雲
取
山
に
生
き
る

新
井
信
太
郎
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
７
５
０
円

甲
斐
の
山
旅
・甲
州
百
山

蜂
谷
緑
・小
俣
光
雄
・山
村
正
光

Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
９
０
０
円

富
士
の
見
え
る
山
小
屋

工
藤
一隆
雄
一　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
９
０
０
円

イ
タ
リ
ヤ
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
―
光

・の新
製
‐

西
本
晃
二
　
四
六
判
／
定
価
１
６
５
０
円

一日
の
山
・中
央
線
私
の
山
旅

花
の
山
旅
・日
本
ア
比
フ
ス

横
山
厚
夫
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
７
５
０
円

新
塁姜
一号
水
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
２
２
０
０
円

展

望

の

山

旅

―
山
か
ら
見
る
山
、
界

ら
見
る
山
―

藤
本

一
美
・田
代
博
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
９
６
０
円

続
・展
望
の
山
旅

ブ
ル
ー
ガ
イ
ド
・ワ
ー
ル
ド

藤
本

一
美
・田
代
博
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
２
０
０
０
円

（Ｕ
ス
イ
・ス
　
　
　
　
　
　
　
定
価
１
３
０
０
円

ｍ
）ヨ
ー
ロ
％
ハ・ア
几
フ
ス
　

定
価
１
３
０
０
円

０
）ヒ
マ
ラ
ヤ
・ト
レ
ツ
キ
ス
ク
定
価
１
４
２
０
円

０
ア
ラ
ス
カ
　
　
　
　
　
定
価
１
２
０
０
円

ｍ
二
子
ム
ン
ー
ラ
ン
ド
▼
　

定
価
１
１
５
０
円

黄
色
い
テ
ン
ト

●ご注文はもよりの書店へお願いしまt品切れの場合でも、書店へご依頼になれば取り寄せてくれまt
●書店に遠くご不便の方は小社に送料(冊数に関係なく一律210円 )を加算してご送金下さればお送りしま魂(前金制・切手代用一割増)

〒104東京都中央区銀座 1■-9/振替東京1■26

ー ′ |
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Щ■山スキ_o専門嗜
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 ‖ 柵

東京都文京区湯島 3-38-9
0113 片 桐 理 一 郎

Te1 03(3831
FAX 03(3831

1794
6680

)

)

信頼されて60年
山とスキー用品専門店

四 谷 本 店 〒160四 谷 1-20相 田 ビル TEL(3351)7432・ 1912

應N
躍
▲

∠」lh、 山友社た力l″ι



多
様
な
東
京
に
、

大
き
さ
と
細
か
な
て

お
応
え
し
ま
魂

′

―

―
も
っ
と
、す
ば
ら
し
い
カ
ー
ラ
イ
フ
の
た
め
に
―

　
‐

大
き
く
ひ
ろ
が
る
ネ
ツ
ト
ワ
ー
ク
と

信
頼
の
サ
ー
ビ
ス
で
お
手
伝
い

Fヽ

ヽ

ヽ

/′

′づガ澤
メノ

″

●取扱車種

乗用車′/セ ンチュリー・セルシオ・クラウン・ソアラ。マークⅡ・コロナ・コルサ・サイノス

商用車′/ク ラウンバン・マークⅡバン・コロナバン・ハイエース・トヨエース・ハイラックス

●営業案内

新車 。中古車・整備・部品 。モーターオイル・カーリース・

自動車保険・損害保険・トヨタホーム・市外電話サービス・自動車電話

本社・0108港区高輪3-23-10803-3443-1111阻 表lTELEX242-2581 FAX03-3445-5701

口|お客様相談コーナー ||:z上」-2｀ゴヤル)0120-451117(都内のみ||

東京のカンマぽ東京ハヨペノハ

東 京 トョ
～

りh株…

f t. '

a*at'

===
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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な名古屋 052(321)1501(代 )

エルブルース山登頂 5り633m

クレバス

・“
｝

一

ヽ

哺
．ヽ

き

つ

能

い
多
哺

200m右 に進 む

雪 崩の心配 無 し /

ゆ るやか な斜面

西 峰

東 峰

氷雪 原 にな ってい て

熟射強 いの で要注意

ヨーロッパ随―のエルブルース山 (5.633m)を始め

シ八ラ、 ジャンギダウな ど高峰が連なる大 コーカ

サス山脈。 また、プー シキ ン、トルス トイな ど多 く

の詩人を酔わせた大 自然の山脈 です。

くモデルプラン〉

■ヨー回ッパ最高峰エルブルース登頂 (14～21日 間)

モスクワで各国の人と合流し、カフカスのふもとピャチゴノンス

クを経て、エノンブルース山をめざします。

■パミール登頂 (20～ 30日 間 )

モスクワ経由で、ベースキャンプヘ。ソ連領、7000m級 のレー

ニンl峰やコミュニズム峰などでキャンプ。

■コーカサス・ベゼンギ登山とトレッキング(14日～21日 )

●その他、バイカル湖付近の登山や、各山でのトレッキングなどもうけたまわりますD

今すぐ詳しい
資料の

エルブルース・ベゼンギ・パ≡―ル
重山と トレッキング

雪ロヨ・32ヨ |・01110ぅ

主催◎ 彗藤日ソ旅 行社
運輸大臣一般旅行業第98号 ′〒 102東京都千代田区五番町5-1第 8田 中ビル

★ゴールデンウィーク特別企画(平成4年4■ 29日蜘～5月 5日図1)

コーカサス山スキ∵ツアー (ソ 早ダ■同行)

★〈予告〉夏季特別企画(平成4年 7月 25日出～8月 8日樹)

エルブル■ス山登頂ツアー 15日 間 (リ ーダー同行)

一一



末知●自然a魅力がいっばい
東欧 ソ連 オリジナルツアー文化放送ブレーン

激動の東欧・ソ連ですが、自然はむ

かしのまま。アノンピニストにとって

は魅力いっぱいの国々です。東欧・

ソ連の山におでかけのご計画なら、

文化放送ブレーンにご相談ください。

東欧・ソ連旅行の経験ゆたかなスタ

ッフが、アドバイスいたします。

☆60日 間ヤングヨーロッパ自由行動 ☆カリンカパック ソ連+ヨーロッパフリー

第 1日
愚

夜

東京→モスクワ経由
ヨーロッパ33都市、又は中近東の各都市(泊 )

第2日 ～第58日 終日フリー

第59日 午後 :各都市 (モスクワ経由)

第60日 朝 1東京着

套理文化放送ブレーン

料金 :¥140,000よ り

容東京(03)3535-5621(代表 )

■日程

参加の場合 )。 l名参加の場合は、¥85,000プラスで承 ります。

料金 :左記のフリーツアーに¥50

〒104中央区銀座 4-4-8浜 ―・和光ビル 7F
日本旅行業協会正会員 一般363号

左記のフリーツアーに、手軽なソ連旅行
“カリンカパック"(3,自 4日 )を トッピング
■日程

奮

,J

Iな

ふ
｀

ξ成″J

絆゙

■l囲

\ l" 
\-r{



※登山・ハイキングシリーズにはこれだけの仲間が揃っています。

ニ ッチ 定評ある著者陣容 /
全56巻

定価各700円

地図の 日 地 出 版

①北アルプス

②立山・剣 黒部漢谷
③黒部・白馬 鹿島槍
①雲ノ平

⑤槍・穂高 アルプス銀座

⑥上高地 乗鞍岳
①御岳 木曽路

③中央アルプス

③南アルプス北部

⑩南アルプス南部

①入笠山 守屋山0高遠

⑫八ヶ岳 蓼科山

O霧ヶ峰 自樺湖・蓼科山

〇美ヶ原 霧ヶ峰

○軽井沢 妙義山

①浅間・菅平

O志賀高原 草津自根

⑬加賀白山 自川郷

⑩奥武蔵 武甲・雲取

④奥多摩 大菩薩
②奥秩父

l⑬ 陣馬・高尾 秋川渓谷
④丹沢山塊

④富士・五湖 三ッ峠

④箱根 熱海0湯河原

④伊豆半島 大島
④三浦半島 鎌倉
l④ 房総半島
⑩奥日光 奥鬼怒

①尾瀬 銀山湖

⑫谷川岳

⑬苗場・鳥甲 清津峡
⑪越後三山 奥只見・巻機山

①那須・塩原 鬼怒川
①磐梯・吾妻 安達太良
O蔵王連峰

①飯豊0朝日
l⑩l八幡平 岩手山・駒ヶ岳

⑩大雪山 層雲峡・然別湖
①東海自然歩道I

⑫東海自然歩道II

⑬東海自然歩道HI

①金剛山 葛城・岩湧山

⑫六甲・摩耶

⑬比良連山
10大峰0吉野

O大台ヶ原 大杉谷
①赤目0青 山 室生寺
O鈴鹿連峰 御在所0伊吹

③大山0蒜山

①阿蘇山

本社

支店

東京都千代田区西神田2-2-15

東京 03(3261)5126
大阪市中央区南船場2-||-23

大阪 06(252)7421

地
図
の
本
　
　
白
旗
史
朗
著

尾
瀬

蹴賢
″ラー

日

第 1線級の

A4版
5色

216
×2色

定価5,800円

書店にてごらん下さい。

登山・ハイキングシリーズ

豊かな

生活環境を築きあげる

Ξ:日 本建鐵株式会社
取締役相談役  蠣■ 川1 不重 [三

東京都千代 田区大手町 2-6-2 〒 100

TEL東 京 (03)3270-6511(大 代表 )

(建 材 )

●カーテ ンウォール

●サ ッシ・ ドア

●改装サ ツシ

●省エネルギーサ ツシ

●クリーンルーム設備。関連製品

●空気膜構造用製品
●各種間仕切

(機 器 )

●工業用フィルター

●水処理装置

●熱交換器

●フィンチューフ

●真空装置

●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

全改訂/



ダ
ム
の
湖
底
に
沈
ん
だ
銀
山
平
の
山
河
…

い
ま
、そ
の
探
検
記
録
と
と
も
に
景
観
が
甦
る
ノ

監
修
＝
小
島
六
郎

０
第

一
部
…
銀
山
平
を
と
り
ま
く
山
々

０
第
一
部
…
湖
底

に
眠
る
あ
り
し
日
の
銀
山
平

０
第
二
部
…
山
々
へ
の
い
ぎ
な

い

明
治
三
十
四
年
．
北
魚
沼
部
長
の
発
企
に
よ
る
銀
山
探
検
隊
が
組

織
さ
れ
た
。
学
問
と
産
業
開
発
の
両
面
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家

三
二
名
、
案
内
人
と
人
夫
を
含
む
総
勢
五
八
名
。
そ
の
際
の
記
録
が

「銀
山
平
探
検
記
」
と
な

っ
て
結
実
し
た
の
て
あ
っ
た
。
こ
れ
を
そ
の

ま
ま
復
刻
し
た
の
が
第

一
巻
。
わ
か
り
や
す

い
現
代
文
に
し
た
も
の

が
第
二
巻
。
第
二
巻
に
は
諸
家
の
貴
重
な
周
辺
登
山
紀
行
を
集
録
。

も
っ
て
、
湖
底
に
沈
ん
だ
銀
山

へ
の
鎮
魂
と
な
す
′

0
報

じ
R誦‖体育・スポーツ総合出版

盆l止1彗嚢ベ ー ス ボ ー ル
0マ

ガ ジ ン社 〒101東京都千代田区三崎町3-10-10803(238)0181

圏
轟
Ⅲ
Ⅲ
目
四
闇
麗
団

０
銀
山
平
探
検
記

■
造

本

・
体

裁

第

一
巻
＝
背
三
綴
り
（
２
２
５
Ｘ
１
５
３
●
）
マ
ツ
ト
入
り

第
二
巻
・第
二
巻
＝
Ａ
４
判
変
型
上
製
カ
バ
ー
装

（
２
８
７
×
２
１
０
ｒ
）豪
華
貼
箱
入
り

定

価

＝

２

８
、
０

０

０
円

（
税

込

）

全ヨ巻

【複
刻
版
】
鵬
駄
日ロロ川

探
検
記

『ア
ル
プ
』
の
写
真
家
が
山
登
り
の
軌
跡
と

山
岳
写
真
の
精
神
を
詩
情
漂
う
文
と
写
真
で

語
っ
て
見
せ
る
清
涼
激
刺
の
写
文
集
ノ

三
宅

修

著

山
岳
写
真
に
お
け
る
雲
の
役
割
を
面
白
く
描
い
た
表
題
作

を
は
じ
め
、
山
の
雪
の
偶
然
性
や
紅
葉
に
降
る
雪
の
鮮
や

か
さ
な
ど
、
さ
ら
に
槍
や
穂
高
、
モ
ン
ゴ
ル
の
処
女
峰
の

印
象
記
な
ど
、
興
味
つ
き
な
い
山
の
話
題
を
満
載
。

も
う
登
ら
な
い
山

息
子
と
行
く
山

北醐
颯
０上口囁
鯰

新編避
逓
の
山
かい，
やま

高
原
の野
鳥
物
語

高
原
の
花
物
語
三刷

Ａ
５
判
上
製
カ
バ

■
定
価
２
８
０
０

―
装

円
（税
込
）

串
田
孫

一
著
口絵

・写・頭讀
ほ
か

Ａ
５
判
上
製
カ
バ
ー
装

■
定
価
２
８
０
０
円
（税
込
）

Ａ
５
判
上
製
カ
バ
ー
装

■
定
価
２
８
０
０
円

（税
込
）

序
文
・色
川
大
吉
／
写
真
・宮
崎

学

Ａ
５
判
上
製
カ
バ
ー
装

■
定
価
２
８
０
０
円
（税
込
）

序
文
・串
田
孫

一
／
写
真
・三
宅

修

Ａ
５
判
上
製
カ
バ
ー
装

■
定
価
２
８
０
０
円
（税
込
）

・ 好評既刊

●書店が遠 くてご不便 なお客様は小社販売部 までお電話でご

注文 ください。早 くて便利 な着払 い宅配便 で、ご自宅 または

勤務先 まで お届 け します。 (送 料は何冊で も310円 です )

販売部・コレクト便係愛
'03(3238)0181



圧
倒
的
迫
力
で
せ
ま
る
日
本
の
山
岳
の
空
撮
写
真
集

柏
瀬
祐
之
著

空
撮
・日
本
の
山
々

―

山
田
圭

一
作
品
集

山
田
圭

一
が
冬
の
北

ア
ル
プ
ス
に
挑
ん
だ

空
撮
写
真
の
数
々
―

白
と
黒
の
絶
妙
な
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
を
み
せ

る
チ
ン
ネ
、
八
ッ
峰

滝
谷
な
ど
の
岩
壁
に
、

真
近
に
せ
ま
っ
て
こ

Ｂ
５
変
型
判

そ
の
圧
倒
的
な
迫
力
　
一
二
八
頁

を
岳
人
諸
兄
に
贈
る
。
定
価
三
八
〇
〇
円

第

一
回
Ｋ
Ｏ
Ⅲ
ア
ワ
ー
ド
受
賞

空
撮

・
世

界

の
名

峰

―
山
田
圭

一
作
品
集

・Ｂ
罰
「一型
判
定
価
六
八
〇
〇
円

―

‐◆
表
示
格
価
は
税
込

ヒ
ト
、山
に
登
る

四
六
判

一
八
八
頁

定

価

一
六

〇

〇

円

柏
瀬
祐
之
著

山

を

遊

び

つ

く

せ

〈新
装
版
〉

人
間
の
前
に
山
が
風
景
と
し
て
立
ち
現
わ
れ

た
と
き
、
「近
代
」
が
始
ま
っ
た
―
　
「登
山
」

と
い
う
行
為
を
、
新
鮮
な
視
点
か
ら
捉
え
直

す
き
わ
め
て
刺
激
的
な
エ
ッ
セ
イ
。

四
六
判
二
六
二
頁

定
価

一
八
〇
〇
円

ｌｏｌ
東
京
都
千
代
田
区
神
田
小
川
町
三
―
二
四
　
コ
ｄ

′
ヽ

■
二

電
話
□
　
‐
　
　
九
　
‐
七

八
　

　

代
表

）

メ
Ｆ
「
¶
剣
与
▲■

〒102東京都千代田区紀尾井町3-23 文藝春秋
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ゼロポイントは、高所登山や極地遠征用

のギア、パック、クロージングをライン

ナップしたエキスパー トのためのプラン

ドです。

私達モンベルのアルパイン

クロージングは、デザイン

や機能を追求し、苛酷な自

然条件下でも人間の能力を

最大限に発揮できるよう、

常に改善を加え、作 り続け

られているのです。

F`て `′

^ビ
」EI′ 本   社●大阪市西区立売堀 1丁 目6-17●06-531-4761Q

… ―  W口
「

 東京営業所●東京都渋谷区恵比寿南1-18-6803-3760-2131Q
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よりよきテントの最高峰を
めざす雷■テント′

1978年

1978年

1981年

1981年

1981年

1984年

1985年

1985年

1987年

1988年

1989年

1989年

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、報道隊

和泉雅子北極点遠征隊

大韓民国北極点遠征隊

小さな店の大きな自信/

株式会社

ヨングテント
〒167東 京都杉並 区桃井 1-3-3

困P03(3399)2548・ FAX03(3395)4655

株式会社

中川 武

バッジ・タイ止・ループタイ・美術造型看板

丁巨L03-3262-0525
FA X03-3262-7524〒102東京都千代田区 1番町4

OSH:DA TENT
O● 0日 U00 70XV0



●山登りの話題と情報を満載した月刊誌 ●海外・国内の登攀活動を展望する

■  _  二      _

山」壕答
LL』 _
目

「

■‐■‐■J■]

′EコLJ
日日
‐‐‐尊
■■■■■

毎月15日 発売/定価750円 奇数月l日 発売/定価880円

●直接購読のご案内●
「山と漢谷」下 力年分9000円 (送料は無料,特大号値 Lげ分サービス)

「岩 と雪」一 ヵ年分5280円 (送料は無料, 6冊 )

振替または現金書留で「山と漢谷○月号 より」「岩 と雪○号 よ |)」 と指
定のうえ住所 0氏 名を明記 して本社営業部あてお送 り下 さい。

0105東 京都港区芝大門1-1-33/803(3436)40557振林・東京8-60249



00● 著 漢 堂
東京都千代田区神田駿河台2の 1

0101電話 03-3291-9442
振替 口座 東京 8-24723

山稜 の読 書 家
島 田1 巽 1 4′ 017円

山・ 人・ 本
島 田1 巽  2′ 472円

山なみ帖
′」`宅キl奎―- 3′ 296P5

オフカ邁艶薦訴予 上巻 3′ 9:4円
三 田幸 夫   下巻 4′ 635円

静 か な る 止I 正編 :′ 751円

川 崎精雄 ほか 続編 :′ 854円

登 山 史 の 周 辺
口」崎安

'台

 3′ 914円

登 山 史の 発 掘
山 崎薩3台｀

2′ 575円

快 晴 の 山
編糞:勾 イ言え蓼: 2′ 575F電

森林 ・ 草 原・ 氷 河
カロ藤 泰 安  2′ 575円

山に忘れたパイプ
房華・鮨bl毎負J弓  3′ 296P電

忘 れ え ぬ 山 の 人 び と
望 月 達 夫  1′ 957円

折 々 の 山
望 月達 夫  1′ 957円

山 を見 る 日
りll山酬隠賊注 2′ 987P電

山 は満 員
濃:辺公平  2′ 266Pワ

す こ し昔 の 話
初 見―雄  1′ 236円

我 が スキー シュプー ル
月栞生 :j武,台  3′ 502円

」ヒ の 山 続編
伊 藤 秀五郎  2′ 781円

詩集 山 の 風 物 誌、
伊 藤 秀五郎  !′ 442円

蕗 子 句抄
専月上ヒ男議す首宏生  3′ 914F可

乾 い た樹 氷
雨 宮淳 三詩 集  3′ 296円

原 野 か ら見 た 山
瑚更冽ドi直や〒: 4′ 326P5

わ た しの 草 と木 の絵 本
坂 本 直行  1′ 236円

雪 原 の 足 あ と 画文集
坂 本 直行  3′ 914円

坂 本 直 行  淡彩画絵はがき
2集、 3集 各 309円1 4集 412円

山旅 の 足 青
渡辺 兵 力  1′ 442円

ラ ン タ ン紀 行
エ ー デ ル ワ イ ス・ ク ラ ブ  1′ 545円

エーデルワ イスの詩
坂倉 登 喜子  3′ 914円

カンチェンジュンガ縦走
カ ンチ ェ登 山隊  5′ 150円

ナ ン ダ・ デ ヴ イ縦 走 1976
ナ ングデヴィ登 山隊 4′ 017円

アヽサースJレ1974
日本 女子 マナ スル 隊  3′ 502円

遥;かなる未踏の尾根
日本 山岳 会 東海 支部  4′ 944円

グリンデルヴァル トの山案内人
ブ ラー ヴ ァン 3′ 914円

続 ブ ー タ ン感 傷 旅 行
′」ヽ方 全 弘   1′ 545P電

山  岳 日本 山岳会
62年 ～81年 ,85年・ (1990年 )

2´ 060´-3′ 605Fヨ

山岳 総 索 引  1′ 030円

低 山高躍
神 谷 恭遺 稿 と追悼  2′ 987円

山 ひ とす じ
中村 謙遺 稿 と追 悼  3′ 502円

青 空 と輝 く残 雪 の 山 々
山 田 、 横 山 共・著  1′ 339円

薮 山 辿 歴
望 月、 岡 田共 著  l′ 545円

日本 の 山登 り記
木南金太郎  1′ 545円

(価格 は いず れ も税 込 )



編

集

後

記

▽
…
青
天
の
露
庭
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
日
突
然
、
「
『山
岳
』

の
編
集
を
や
れ
」
と
い
う
。加
え
て
、「例
年
で
あ
れ
ば
す
で
に
原
稿
依
頼
を
終
っ

て
い
る
の
だ
が
、
今
年
は
理
事
改
選
の
年
で
あ
り
、
準
備
が
二
か
月
も
遅
れ
て

い
る
か
ら
、
馬
力
を
か
け
る
よ
う
に
」
と
の
お
達
し
で
、
航
路
も
方
向
も
分
か

ら
ぬ
ま
ま
真
暗
闇
の
中
へ
舟
を
漕
ぎ
出
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
ス

タ
ー
ト
か
ら
、
何
と
か
本
の
形
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
漕
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き

た
。
し
た
が
っ
て
小
生
の
非
力
は
も
と
よ
り
、
拙
速
は
避
け
ら
れ
ず
、
出
来
ば

え
を
世
に
問
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
い
え
た
も
の
で
は
な
い
。
も
し
、
見
る
べ

き
と
こ
ろ
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
執
筆
い
た
だ
い
た
方
々
と
、
陰
に
陽
に
力

添
え
を
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
の
お
陰
に
よ
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

▽
…
今
号
は
海
外
登
山
の
記
録
と
追
悼
欄
が
例
年
に
比
べ
て
膨
大
に
な
っ

た
。
追
悼
欄
が
賑
や
か
に
な
る
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
喜
ば
し
こ
と
で
は
な
い

が
、
山
仲
間
同
士
の
友
情
を
大
切
に
す
る
本
会
の
伝
統
を
象
徴
す
る
欄
で
あ
る

か
ら
、
「簡
潔
さ
」
だ
け
で
割
り
切
る
訳
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
海
外
登
山

の
記
録
は
、
概
し
て
も
う
少
し
簡
潔
に
す
べ
き
だ
と
は
思
っ
た
が
、
時
間
的
に

そ
の
余
裕
は
な
か
っ
た
。

▽
…
さ
て
、
『山
岳
』
の
編
集
を
担
当
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず
は
そ
の
編
集

方
針

・
哲
学
と
い
っ
た
も
の
を
示
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
ひ
た
す
ら
藪
を

漕
い
で
き
て
、
自
分
の
現
在
位
置
す
ら
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
よ
う
な
状
態
と

あ
っ
て
は
、
見
通
し
の
利
く
場
所
に
到
達
す
る
ま
で
、
今
少
し
時
間
が
欲
し
い
。

▽
…
海
外
登
山
記
録
の
英
文
梗
概
に
つ
い
て
児
玉
茂
、
シ
ョ
ー
ン
◆
ド
ー

シ
ュ
両
会
員
に
、
カ
ッ
ト
に
つ
い
て
ア
ル
バ
イ
ン
・
ス
ケ
ッ
チ
ク
ラ
ブ
の
皆
さ

ん
に
御
協
力
い
た
だ
い
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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川
）

山
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