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潤
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献
目
録

『チ
ベ
ッ
ト

‥

ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
文
化
圏
」
（薬
師
義
美
）
、
会
報

『山
」
図
書
紹
介
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追
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山々の環境問題について登山家たちは、何を語ったか

山
々
の
環
境
問
題
に
つ
い
て
登
山
家
た
ち
は
、
何
を
語
っ
た
か

―

一
九
九

一
年
山
岳
環
境
保
護
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
―

江
　
本
　
嘉
　
伸

一
九
九

一
年
六
月
中
旬
、
北
京
で

「環
境
と
開
発
に
関
す
る
開
発
途
上
国
会
議
」
が
開
か
れ
た
。

前
年
の
九
〇
年
四
月
、
イ
ン
ド
で
二
十
か
国
が
参
加
し
て
の
途
上
国
会
議
が
催
さ
れ
た
際
、
中
国
が
閣
僚
級
の
会
議
の
開
催
を
提
案
、

四
十

一
か
国
の
閣
僚
レ
ベ
ル
の
代
表
が
参
加
し
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

九
二
年
ブ
ラ
ジ
ル
で
開
か
れ
る

「地
球
サ
ミ
ッ
ト
」
を
念
頭
に
、
環
境
問
題

へ
の
開
発
途
上
の
国
々
の
発
言
力
を
強
め
よ
う
、
と
い
う

ね
ら
い
で
、
「貿
易
上
の
障
壁
や
差
別
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
環
境
と
開
発
の
政
策
決
定
が
で
き
る
よ
う
な
公
平
な
世
界
経
済
秩
序
を
確

立
す
る
」
「途
上
国
は
自
然
資
源
を
使
用
す
る
絶
対
的
な
権
利
を
有
す
る
」
「
地
球
環
境
の
悪
化
と
途
上
国
の
損
害
の
責
任
は
先
進
国
に
あ

る
」
な
ど
を
骨
子
と
す
る

『北
京
宣
言
』
が
採
択
さ
れ
た
。

今
や

〃地
球
人
の
正
し
い
生
き
方
〃
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な

っ
た

「環
境
問
題
」
は
、
こ
の
北
京
宣
言
の
表
現
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
先

進
工
業
国
と
開
発
途
上
国
の
対
立
、
と
い
う
宿
命
的
な
図
式
を
抱
え
て
い
る
。

途
上
国
の
主
張
の

一
つ
は
、
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

「私
た
ち
は
、
ま
ず
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
途
上
国
を
踏
み
台
に
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
貧
困
を
無
視
し
て
腹
を
満
た
し
て
き
た



国
の
言
い
な
り
で
環
境
問
題
に
あ
た
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」

さ
ん
ざ
ん
異
境
に
鉱
脈
を
探
し
、
開
発
し
、
本
々
を
伐
採
し
て
自
ら
発
展
し
続
け
て
き
た
先
進
工
業
国
へ
の
痛
烈
な
批
判
、
あ
る
い
は

皮
肉
が
そ
こ
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
を
は
じ
め
と
す
る
山
岳
環
境
の
保
護
の
問
題
も
、
根
底
に
は
そ
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
こ
に

〃侵
入
者
〃
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
の
が
経
済
行
為
と
は
通
常
無
縁
の
、
自
然
を
愛
し
、
天
に
最
も
近
い
美
し
い
世
界
に
憧
れ
て
や
っ
て

来
る
登
山
家
、
あ
る
い
は
旅
人
た
ち
で
あ
る
点
が
、
は
っ
き
り
違
っ
て
い
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
が
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
。
ル
ー
ト
を
含
め
て
ほ
ぼ
登
り
尽
く
さ
れ
た
今
、
登
山
家
た
ち
は
、
山
と
も
う

一
度
向
き
合
う

こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
山
を
静
か
に
し
て
お
く
。
山
を
あ
る
が
ま
ま
に
残
す
。
そ
れ
ら
は
、
山
を
愛
す
る
者
の
使
命
に
な
ろ
う
と
し

て
い
る
。

登
山
家
や
旅
人
の
中
に
は
、
も
と
も
と
想
像
力
豊
か
な
人
が
多
い
筈
だ
か
ら
、
山
と
上
手
に
つ
き
あ
え
ば
、
自
ず
と
山
麓
に
住
む
人
々

の
生
活
レ
ベ
ル
の
向
上
と
い
う
こ
と
を
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

北
京
宣
言
が
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
登
山
家
と
土
地
の
人
々
は
、
う
ま
く
や
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
九
九

一
年
十

一
月
九
、

十
の
二
日
間
、
東
京

・
世
田
谷
の
昭
和
女
子
大
人
見
記
念
会
館
で
開
か
れ
た

「山
岳
環
境
保
護
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
東
京
会
議
」
と
、

そ
れ
に
次
ぐ
富
山
会
議
を
聞
い
て
い
て
、
最
も
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

登
山
に
関
し
て
言
え
ば
、
私
た
ち
が
今
い
る
、
二
十
世
紀
末
、
と
い
う
時
代
は
ま
だ
ま
だ
語
り
手
を
持
っ
て
い
る
。

初
日
の
会
場
で
次
々
に
紹
介
さ
れ
る
登
山
家
た
ち
を
見
て
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
。

こ
の
四
十
年
間
、
多
く
の
優
秀
な
ク
ラ
イ
マ
ー
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ニ
ス
ト
た
ち
が
、
山
か
ら
帰
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
な
お
生
き
残
っ

た
、
優
れ
た
登
山
家
た
ち
は
、
い
る
。
彼
ら
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
八
千
】
川峰
に
人
類
が
い
か
に
憧
れ
、
挑
戦
し
、
目
的
を
達
し
、
新
た
な
登

攀
ス
タ
イ
ル
を
生
み
出
し
、
や
が
て
山
の
環
境
保
護
の
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
に
至
っ
た
か
を
、
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
登
山
史
の
証
人



山々の環境問題について登山家たちは、何 を語ったか

た
ち
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
の
サ
ー

・
エ
ド
モ
ン
ド

・
ヒ
ラ
リ
ー
は
、
七
十
二
歳
に
な
っ
た

（以
下
年
齢
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
時
）
。
彼
は
、

一
九
五
三
年
五
月
二
十
九
日
、
テ
ン
ジ
ン
・
ノ
ル
ゲ
ー
と
共
に
初
め
て
地
球
で

一
番
高
い
エ
ベ
レ
ス
ト
と
い
う
山
に
登
っ
た
、
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
、
エ
ベ
レ
ス
ト
山
麓
ク
ー
ン
ブ
地
域
に
二
十
六
の
小
学
校
を
作
り
、
診
療
所
を
開
き
、
植
林
を
助
け
、
燃
え
た
僧
院
の
再
建

に
力
を
尽
く
し
た
人
間
、
そ
し
て
今
や

「
ヒ
マ
ヤ
ラ
を
汚
さ
な
い
た
め
に
行
動
す
る
登
山
家
連
合
」
と
で
も
い
う
べ
き
運
動
の
中
心
人
物

と
し
て
、
知
ら
れ
始
め
て
い
る
。

「九

一
年
の
四
月
、
ェ
ベ
レ
ス
ト
の
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
に
行
っ
た
時
、
八
つ
の
登
山
隊
が
い
た
。
中
に
は
、
ゴ
ミ
を
片
づ
け
よ
う
と

し
て
い
た
隊
も
あ
っ
た
が
、
何
百
人
も
の
人
た
ち
が
巨
大
な
ゴ
ミ
の
使
い
捨
て
を
生
み
出
し
た
。
登
山
隊
は
、
今
や
廃
棄
物
を
持
ち
か
え

る
こ
と
を
登
山
計
画
の
当
初
か
ら
織
り
込
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
」

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
そ
う
語
っ
た
ヒ
ラ
リ
ー
は
、各
国
の
代
表
的
登
山
家
に
呼
び
か
け
、
一
九
八
九
年
十
月
十
四
日
、
Ｈ
Ａ
Ｔ
（■
口
”一”薔
●

＞
Ｑ
く
８

言

『
ｏ

↓
Ｅ

∽
一
。

後

に

Ｈ

Ｅ

Ｔ

＝

■

日
注

”
薔

コ

同
ヨ

■
８

日
８

Ｓ

一
弓
Ｅ

∽
け
と

改

称

）

を

創

設

、

ヒ

マ

ラ

ヤ

の

保

護

の

た

め

の

行

動

を

訴

え
た
。

一
九
五
〇
年
、
人
類
初
の
八
千
腐
峰
の
頂
き
に
立
っ
た
モ
ー
リ
ス
・
エ
ル
ゾ
ー
グ
は
、
ヒ
ラ
リ
ー
よ
り
六
か
月
早
い
生
ま
れ
で
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た
登
山
家
の
中
で
、
最
年
長
だ
。

「
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
の
登
頂
は
、
登
山
家
た
ち
に
新
た
な
時
代
を
開
い
た
が
、
同
時
に
ネ
パ
ー
ル
と
い
う
、
神
秘
的
で
魅
惑
的
で
、
そ
れ

ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
国
を
世
界
に
紹
介
す
る
出
来
事
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
極
め
て
中
世
的
な
貧
し
い
文
明
が
、
ネ
パ
ー
ル
を
無
視

し
、
時
に
は
軽
蔑
し
て
き
た
も
う

一
つ
の
文
明
に
開
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き
な
危
険
が
生
ま
れ
た
」

観
光
客
が
余
り
に
い
ろ
い
ろ
注
文
し
て
、
厚
か
ま
し
く
い
ろ
い
ろ
要
求
し
た
こ
と
か
ら
、
観
光
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
ゆ
が
ん
だ
考
え

が
生
ま
れ
た
、
と
エ
ル
ゾ
ー
グ
は
続
け
、
使
い
捨
て
の
も
の
を
み
ん
な
観
光
客
が
捨
て
て
登
山
道
を
歩
い
て
い
る
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
た
、
と
語
っ
た
。



「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

ｏ
ア
ル
プ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
で
は
環
境
を
大
事
に
し
て
き
た
人
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
態
度
を
変
え
る
の

だ
ろ
う
。
こ
の
心
理
、
考
え
方
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
尊
厳
の
問
題
で
す
」

一
九
五
〇
年
エ
ル
ゾ
ー
グ
を
隊
長
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
隊
が
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
に
初
登
頂
し
た
時
の
貴
重
な
ビ
デ
オ

・
フ
ィ
ル
ム
が
こ
の
後

上
映
さ
れ
た
。
劇
的
な
登
頂
と
、
モ
ン
ス
ー
ン
の
中
、
雪
崩
と
凍
傷
に
脅
え
な
が
ら
の
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
生
還
の
ド
ラ
マ
。
手
あ
か

の
つ
い
て
い
な
い
山
で
、
自
然
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
つ
つ
よ
り
良
く
生
き
抜
こ
う
と
す
る
人
間
の
小
さ
さ
と
果
敢
さ
が
胸
を
う
つ
。

二
人
の
年
長
者
が
語
り
終
え
た
と
こ
ろ
へ
、
遅
れ
て
い
た
三
人
の
登
山
家
が
会
場
に
到
着
し
て
紹
介
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ク
リ
ス
・

ボ
ニ
ン
ト
ン
、
イ
タ
リ
ア
の
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト

・
メ
ス
ナ
ー
、
ソ
連
の
エ
ド
ワ
ル
ド

・
ミ
ス
ロ
フ
ス
キ
ー
。

こ
こ
で
、
他
の
参
加
者
を
紹
介
す
れ
ば
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
外
国
か
ら
の
招
待
者
と
し
て
既
に
席
に
つ
い
て
い
た
の
は
、
次
の
よ
う
な

人
々
で
あ
る
。

ス
イ
ス
山
岳
会
員
で
国
際
山
岳
連
盟
会
長
の
ビ
エ
ト
ロ
・
セ
ガ
ン
テ
ィ
ー
ニ
、
ア
メ
リ
カ

・
ヒ
マ
ラ
ヤ
財
団
理
事
長
の
リ
チ
ャ
ー
ド

・

プ
ラ
ム
、
ア
メ
リ
カ
山
岳
会
自
然
保
護
委
員
会
委
員
長
で
、
九
〇
年
に
チ
ベ
ッ
ト
側
か
ら

「
Ｅ
３
隊
」
つ
ま
り
ｕ
く
”
”
ｕ
∽
↓
ｕ
ｚ
く
男
ｏ
ｚ
‐

〓
ｕ
ｚ
↓
ｕ
ｘ
”
ｕ
∪
『
Ｈｏ
ｚ
隊
を
出
し
て
、
ロ
ン
ブ
ク
氷
河
周
辺
の
清
掃
を
や
っ
た
、
ロ
バ
ー
ト

・
マ
ッ
コ
ー
ネ
ル
、
パ
キ
ス
タ
ン
山
岳
会

創
立
者
で
、
今
も
会
長
を
つ
と
め
る
カ
マ
ー
ル
・
ア
リ

・
ミ
ル
ザ
、
第
三
次
イ
ン
ド
隊
の
隊
長
と
し
て

一
九
六
五
年
エ
ベ
レ
ス
ト
に
初
め

て
イ
ン
ド
人
を
立
た
せ
た
イ
ン
ド
の
モ
ハ
ン
・
Ｓ
ｅ
コ
ー
リ
、
ネ
パ
ー
ル
山
岳
協
会
会
長
で
あ
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
レ
ス
キ
ュ
ー
協
会
会

長
を
つ
と
め
る
テ
ク

・
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ポ
カ
レ
ル
、
一
九
六
四
年
、
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
に
初
登
頂
し
た
中
国
登
山
協
会
副
主
席
の
許
競
、
ブ
ー

タ
ン
政
府
観
光
局
に
十
七
年
勤
務
、
来
日
四
度
日
の
ド
ミ
ニ
ク

‥
シ
ト
リ
ン
グ
。
日
本
を
代
表
す
る
形
で
、
Ｈ
Ａ
Ｔ
‐
Ｊ
代
表
の
田
部
井

淳
子
が
、
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
る
。

小
休
止
の
後
、
ク
リ
ス
ｏ
ボ
ニ
ン
ト
ン
が
、
壇
上
に
立
っ
た
。
エ
ベ
レ
ス
ト
南
西
壁
の
登
攀
を
隊
長
と
し
て
成
功
さ
せ
た
こ
の
エ
ネ
ル

ギ
ッ
シ
ュ
だ
が
、
静
か
な
登
山
家
は
イ
ギ
リ
ス
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
運
動
の
活
動
家
で
も
あ
る
。
九
〇
年
夏
、
ナ
ン
ガ

・
パ
ル
バ
ッ

ト
の
デ
ィ
ア
ミ
ー
ル
谷
を
ビ
デ
オ
撮
影
の
た
め
登
っ
て
い
た
時
体
験
し
た
驚
き
を
、
彼
は
ス
ラ
イ
ド
を
見
せ
な
が
ら
説
明
し
た
。
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「
一
八
八
五
年
に
マ
ン
メ
リ
ー
が
登

っ
て
、
帰

っ
て
来
な
か
っ
た
時
と
同
じ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
壮
大
な
景
観
が
、
初
め
は
眼
前
に
展

開
し
た
。
し
か
し
、
近
づ
い
て
見
て
本
当
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
ん
で
す
。
そ
こ
は
ど
こ
を
見
回
し
て
も
ゴ
ミ
の
山
だ
ら
け
だ
っ
た
か
ら
。

そ
の
夏
だ
け
で
八
つ
の
登
山
隊
が
入
っ
た
が
、
ゴ
ミ
を
置
い
て
い
く
こ
と
に
何
の
神
経
も
払
わ
な
か
っ
た
、
た
だ
た
だ
無
造
作
に
捨
て
て

い
っ
た
よ
う
な
感
じ
だ

っ
た
」

我
々
が
ゴ
ミ
を
こ
の
よ
う
に
山
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
平
気
で
い
る
と
す
れ
ば
、
実
は
我
々
は
山
を
愛
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
ゴ
ミ
を
こ
の
よ
う
に
無
神
経
に
捨
て
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
も

っ
と
深
刻
な
問
題
も
軽
視
し
て
は
い
な
い
か
。
そ
う
ボ
ニ
ン

ト
ン
は
語
り
、
六
〇
年
代
、
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
Ⅱ
峰
を
登
る
た
め
に
初
め
て
カ
ト
マ
ン
ズ
を
訪
れ
、
山
に
入
っ
た
時
の
模
様
を
回
想
し
た
。

静
か
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
そ
こ
に
は
あ

っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

自
分
の
住
ん
で
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
湖
水
地
方
を
例
に
と

っ
て
、
受
入
れ
国
の
対
策
、
た
と
え
ば
清
掃
登
山
が
な
さ
れ
た
と
し
て
、
集
め

ら
れ
た
ゴ
ミ
を
ど
う
処
理
す
る
の
か
、
キ
ャ
ン
プ
場
を
ど
う
管
理
す
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
も
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
ボ
ニ
ン
ト
ン

は
言
及
し
た
。
そ
し
て
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
の
よ
う
に
登
山
家
同
士
が
協
調
す
る
こ
と
。
「山
に
登
り
続
け
る
た
め
に
、
今

か
ら
ア
ク
シ
ョ
ン
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
厳
し
い
決
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト

・
メ
ス
ナ
ー
は

「
ホ
ワ
イ
ト

・
ウ
ィ
ル
ダ
ネ
ス
」
、
つ
ま
り
汚
さ
れ
て
い
な
い
自
然
の
重
要
さ
を
テ
ー
マ
に
話
し
た
。

初
期
の
登
山
家
た
ち
は
、
探
検
の
た
め
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
入

っ
た
が
、
今
や
高
峰
は
登
ら
れ
、
地
形
は
衛
星
に
よ
っ
て
調
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
に
山
岳
会
が
で
き
た
頃
は
、
誰
も
が
登
り
や
す
い
よ
う
に
山
小
屋
を
作
り
、

マ
ー
キ
ン
グ
を
す

る
こ
と
が
ル
ー
ル
だ

っ
た
。
し
か
し
、
今
は
山
小
屋
は
こ
れ
以
上
作
る
必
要
な
ど
な
く
、
マ
ー
キ
ン
グ
も
要
ら
な
い
、
全
く
逆
の
こ
と
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
メ
ス
ナ
ー
は
強
調
す
る
。

「山
で
自
分
た
ち
の
内
部
に
目
を
向
け
る
こ
と
。
内
な
る
心
の
奥
深
く
に
目
を
向
け
、
山
に
対
し
て
我
々
が
ど
ん
な
に
小
さ
い
存
在
で

あ
る
か
、
恐
怖
心
を
覚
え
て
い
る
か
、
自
分
の
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
。
外
な
る
探
検
か
ら
内
な
る
探
検

へ
と
登
山
の
哲
学
は
移

っ
て
い

る
」

山々の環境問題について登山家たちは、何を語ったか

ll



次
の
世
代
に
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
行
く
権
利
は
あ
る
。

エ
ベ
レ
ス
ト
を
何
時
間
で
登

っ
た
と
か
で
自
分
の
成
果
を
は
か
る
の
で
は
な
く
、
ど

こ
ま
で
汚
す
こ
と
な
く
次
の
千
年
、
次
の
五
千
年
の
人
々
の
た
め
に
残
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
成
果
を
は
か
る
べ
き
だ
、
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
八

千
】
川
学
校
を
首
席
で
卒
業
し
た
、
こ
の
ク
ラ
イ

マ
ー
は
結
ん
だ
。

基
調
講
演
を
や
っ
た
四
人
の
登
山
家
の
認
識
は
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
よ
う
な
美
し
い
場
所
へ
は
、
人
の
出
入
り
を
あ

る
程
度
制
限
す
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
と
、
持
ち
こ
ん
だ
物
は
、
全
て
持
ち
か
え
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
の

背
景
に
は
、
「先
人
た
ち
の
経
験
を
単
に
な
ぞ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
冒
険
日
誌
を
作
る
た
め
だ
け
の
た
め
に
、
自
然
に
入
っ
て
い
く
の
は
、

い
か
が
な
も
の
か
」
（メ
ス
ナ
ー
）
と
の
、
手
厳
し
い
観
察
が
あ
る
。
登
山
家
た
ち
の
手
あ
か
の
つ
い
た
山
を
同
じ
ル
ー
ト
を
た
ど
っ
て
、

登
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
価
値
は
個
人
が
思
う
以
上
に
小
さ
い
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
、
と
次
代
に
呼
び
か
け
た
わ
け
だ
。

多
く
の
外
国
人
が
訪
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ル
プ
ス
や
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
で
の
こ
と
を
別
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
者

の
う
ち
、
こ
の
四
人
は
、
完
全
に

「登
る
側
」
に
属
す
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
言
わ
ば
北
京
宣
言
グ
ル
ー
プ
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い

「登

ら
れ
る
側
」
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
出
席
メ
ン
バ
ー
を
も
う

一
度
国
別
に
見
て
み
よ
う
。

ネ
パ
ー
ル
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
ブ
ー
タ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
登
ら
れ
る
側
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。
旧
ソ
連
は
、
両
方
の
意
味
が
あ

る
が
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
は
、
ま
あ

「登
る
側
」
で
あ
る
。
ス
イ
ス
は
、
…
こ
れ
も
両
方
か
。
個
々

の
報
告
は
興
味
深
い
内
容
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
基
調
講
演
が
四
人
と
も
、
登
る
側
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
動

者
か
ら
の
呼
び
か
け
で
あ
っ
た
た
め
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
少
し
寂
し
い
事
で
あ
っ
た
。

山
岳
を
抱
く
国
と
し
て
、
ポ
カ
レ
ル
・
ネ
パ
ー
ル
登
山
協
会
会
長
の
話
を
聞
い
て
み
た
い
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
二
日
目
は

「高
所
登

山
」
「ト
レ
ッ
キ
ン
グ
」
「山
岳
観
光
」
の
三
つ
の
分
科
会
に
分
か
れ
て
進
め
ら
れ
た
が
、
ポ
カ
レ
ル
は

「山
岳
観
光
」
の
場
で
パ
ネ
リ
ス

ト
と
し
て
、
受
入
れ
国
で
起
き
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
率
直
に
語
っ
た
。
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山々の環境問題について登山家たちは、何を語ったか

ヒ
マ
ラ
ヤ
地
域
の
公
害
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、　
一
九
八
二
年
、
国
際
山
岳
連
盟

（Ｕ
Ｉ
Ａ
Ａ
）
の
会
議
が
カ
ト
マ
ン
ズ
で
開
か
れ
た

時
だ

っ
た
、
と
ポ
カ
レ
ル
は
言
う
。
八
六
年
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
の
会
議
で
も
こ
の
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
や
が
て
Ｈ
Ａ
Ｔ
の
創
立
と
な
っ

て
ゆ
く
。

ネ
パ
ー
ル
の
山
々
の
現
状
は
、
ど
う
か
。
サ
ガ
ル
マ
ー
タ

（
エ
ベ
レ
ス
ト
）
に
関
し
て
言
え
ば
、
最
初
の
登
山
隊
が
入
っ
た
の
は
、　
一

九
五
二
年
だ

っ
た
。
以
後
九

一
年
春
ま
で
に
百
二
十
七
の
登
山
隊
が
繰
り
出
し
た
。
ポ
カ
レ
ル
た
ち
の
推
測
に
よ
れ
ば
、　
一
つ
の
隊
が
四

百
キ

ロ
の
ゴ
ミ
を
残
し
て
お
り
、
総
量
は
五
十
ト

ン
以
上
に
上
る
。

金
属
暦
、
酸
素
ボ
ン
ベ
、
Ｌ
Ｐ
Ｇ
ボ
ン
ベ
、
医
薬
品
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ゴ
ミ
が
、

そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
鉄
製
品
は
九
十
年
か
か
っ
て
分
解
す
る
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
三
百
二
十
年
、
ア
ル
ミ
缶
は
四

百
九
十
五
年
か
か
り
、
ガ
ラ
ス
に
至

っ
て
は
百
万
年
も
も

つ
と
い
う
。

お
ま
け
に
多
く
の
ゴ
ミ
は
、
氷
河
の
下
に
埋
ま

っ
て
し
ま
い
、
す
ぐ
に
は
出
て
こ
な
い
。
「我
々
の
推
測
で
は
二
隊
の
登
山
隊
が
清
掃

を
し
て
も
二
年
間
で
十
六
ト

ン
ぐ
ら
い
し
か
処
理
で
き
な
い
。
費
用
も
五
十
万
ド

ル
は
か
か
る
。
し
か
し
、
行
動
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

山
々
を
全
て
き
れ
い
に
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
を
考
え
る
と
、
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
地
区
の
山
の
入
山
を
全
て
禁
止
し
た
方
が
い
い
、

と
さ
え
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
最
高
峰
に
は
、
皆
が
登
り
た
い
と
考
え
る
か
ら
だ
。　
一
つ
の
方
法
と

し
て
、
ネ
パ
ー
ル
に
来
る
人
々
全
員
に
ゴ
ミ
袋
を
渡
す
と
い
う
、
ド
イ
ツ
山
岳
会
の
始
め
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
、
ポ
カ
レ
ル
は
紹
介
し
た
。

「説
明
書
に
は
持
っ
て
入
っ
た
も
の
は
、
全
て
持
ち
か
え
る
、
カ
ト
マ
ン
ズ
で
は
な
く
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
ま
で
だ
。

こ
の
考
え
は
、
い
い
と
思
う
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
皆
の
普
遍
的
財
産
だ
か
ら
」

勿
論
、
登
山
全
面
禁
止
と
な
れ
ば
、
ネ
パ
ー
ル
側
に
も
被
害
を
受
け
る
者
た
ち
が
出
る
こ
と
を
、
も
と
も
と
登
山
家
と
い
う
よ
り
旅
行

代
理
業
者
で
あ
り
、
ネ
パ
ー
ル
旅
行
代
理
店
協
会
の
会
長
を
兼
務
す
る
ポ
カ
レ
ル
は
、
よ
く
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

「登
る
側
」
「登
ら
れ
る
側
」
と
言
っ
て
も
、
内
実
は
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
あ
り
、
単
純
に
二
つ
に
色
分
け
す
る
だ
け
で
は
む
し
ろ
事
実

い
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を
見
失
う
か
も
し
れ
な
い
。
ポ
カ
レ
ル
に
し
ろ
、
コ
ー
リ
に
し
ろ
、
外
国
登
山
隊
と
の
交
流
に
貢
献
し
つ
つ
、
自
分
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界

を
築
き
上
げ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
地
域
に
戻
れ
ば
、
別
の
立
場
が
待

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ポ
カ
レ
ル
の
指
摘
し
た
エ
ベ
レ
ス
ト
の
賑
わ
い
は
、
九
二
年
五
月
十
二
日
、
あ
ら
た
め
て
証
明
さ
れ
た
。
こ
の
日

一
日
だ

け
で
、
東
南
稜
か
ら
各
国
の
五
隊
三
十
二
人
も
の
登
山
者
が
登
頂
し
た
の
で
あ
る
。

地
球
最
高
峰
の
て
っ
ぺ
ん
に
三
十
二
人
目
の
人
間
が
立

っ
た
の
は
、
ヒ
ラ
リ
ー
た
ち
の
時
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
十
年
経
過
し
た

一
九
七
三

年
春
の
イ
タ
リ
ア
隊
の
時
だ

っ
た
。
そ
の
二
十
年
分
を
、
た
っ
た

一
日
で
や
っ
て
の
け
る
時
代
と
な
っ
た
の
だ
。

ネ
パ
ー
ル
観
光
省
は
、
さ
す
が
に
対
応
策
を
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。
あ
る
い
は
、
五
月
の
出
来
事
に
対
策
を
急
い
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

エ
ベ
レ
ス
ト

ヘ
の
入
山
料
の
大
幅
上
げ
と

一
ル
ー
ト

一
隊
の
規
制
、
隊
員
数
の
規
制
、
そ
し
て
ネ
パ
ー
ル
国
外

へ
の
ゴ
ミ
持
ち
か
え
り
の

義
務
化
を
七
月
に
な
っ
て
発
表
し
た
の
で
あ
る
。

ゴ
ミ
を
持
ち
か
え
る
、
ゴ
ミ
を
お
ろ
す
行
為
に
つ
い
て
は
、
「高
所
登
山
」
分
科
会
で
の
ア
メ
リ
カ
の
ロ
バ
ー
ト

・
マ
ッ
コ
ー
ネ
ル
の

報
告
が
印
象
的
だ

っ
た
の
で
紹
介
し
た
い
。
マ
ッ
コ
ー
ネ
ル
は
、
八
七
年
、
十
五
名
か
ら
成
る
登
山
隊
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
チ
ョ
モ
ラ
ン

マ
に
出
掛
け
た
。
う
ち
五
名
は
女
性
で
、
隊
の
目
的
も

「
ア
メ
リ
カ
女
性
を
初
め
て
最
高
峰
の
頂
上
に
立
た
せ
る
こ
と
」
だ

っ
た
。

目
的
は
頂
上
直
下
ま
で
行
き
な
が
ら
達
成
で
き
な
か
っ
た
が
、
帰
国
後
女
性
隊
員
の

一
人
と
結
婚
し
た

マ
ッ
コ
ー
ネ
ル
は
、
妻
と
再
度

チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
ヘ
行
く
こ
と
を
決
め
た
。
現
地
で
見
た
ゴ
ミ
の
山
が
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
九
〇
年
、
七
人
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
清

掃
登
山
隊
を
組
織
、
チ
ベ
ッ
ト
に
向
か
っ
た
。

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
石
の
ゴ
ミ
貯
蔵
所
を
作
り
、
上
部
か
ら
計
ニ
ト

ン
の
ゴ
ミ
を
ヤ
ク
に
背
負
わ
せ
て
そ
こ
ま
で
下
ろ
し
た
。
ト
ラ
ッ
ク

を

一
台
寄
贈
し
、
そ
こ
か
ら
先
シ

ュ
ガ
ー
ル
と
い
う
町
ま
で
運
ん
で
も
ら
う
こ
と
と
し
た
。
シ

ュ
ガ
ー
ル
に
ゴ
ミ
捨
場
を
掘
り
、
そ
こ
へ

ゴ
ミ
を
集
め
た
。
子
供
た
ち
が
や
っ
て
来
て
ゴ
ミ
の
リ
サ
イ
ク
ル
、
つ
ま
り
使
え
そ
う
な
も
の
を
拾
い
出
し
始
め
た
時
、
マ
ッ
コ
ー
ネ
ル

た
ち
は
自
分
た
ち
の
考
え
て
い
た
こ
と
が
実

っ
た
、
と
喜
ん
だ
が
、
す
ぐ
ト
ラ
ク
タ
ー
が
来
て
、
ゴ
ミ
穴
を
土
で
埋
め
て
し
ま

っ
た
。
子

14



山々の環境問題について登山家たちは、何を語ったか

供
た
ち
の
手
で
ゴ
ミ
が
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
喜
ぶ
ア
メ
リ
カ
人
に
対
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
人
た
ち
は
そ
れ
を
い
い
こ
と
と
考
え
な
か
っ
た

の
だ
。

マ
ッ
コ
ー
ネ
ル
は
、
今
後
も
チ
ベ
ッ
ト
ヘ
出
か
け
、
環
境
問
題
の
た
め
に
自
分
の
労
働
力
を
提
供
す
る
つ
も
り
だ
、
と
い
う
。

「
こ
の
四
十
年
間
、
我
々
登
山
家
は
、
勝
手
に
山
へ
入
る
自
由
を
享
受
し
て
き
た
。
自
分
た
ち
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
き
た
。
肉
体
的
、

精
神
的
高
揚
を
求
め
、
山
の
美
を
求
め
て
そ
こ
へ
行
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
残
っ
た
の
は
、
ゴ
ミ
伝
説
だ
。
世
界
で
最
も
遠
い
地
、

最
も
美
し
い
、
最
も
聖
な
る
と
こ
ろ
に
ゴ
ミ
を
残
し
て
い
る
、
と
い
う
伝
説
を
残
し
た
。
も
は
や
こ
れ
を
許
容
で
き
な
い
。
た
だ
信
じ
る

の
は
、
こ
う
い
う
会
議
で
、
メ
ス
ナ
ー
、
ヒ
ラ
リ
ー
、
ボ
ニ
ン
ト
ン
と
い
っ
た
人
た
ち
の
話
を
聞
い
て
我
々
が
山
で
何
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
、
気
が
つ
き
始
め
た
人
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
だ
」

自
分
で
汗
を
か
い
た
人
間
と
し
て
、
マ
ッ
コ
ー
ネ
ル
の
話
に
は
説
得
力
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
も
う

一
つ
重
要
な
こ
と
を
言
っ
た
。

「本
当
の
危
機
は
ゴ
ミ
で
は
な
い
。
本
当
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
危
機
は
人
口
の
過
密
と
森
林
の
破
壊
だ
」

た
だ
、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
ほ
ど
に
は
自
分
は
頭
は
よ
く
な
い
。
ま
ず
ゴ
ミ
の
問
題
か
ら
片
づ
け
よ
う
、
と
考
え
て
始
め
て
い
る
。

そ
う
、
コ
ル
ラ
ド

・
ス
プ
リ
ン
グ
ス
で
法
律
事
務
所
を
開
く
こ
の
元
気
な
登
山
家
は
結
ん
だ
。

マ
ッ
コ
ー
ネ
ル
の
指
摘
す
る
人
口
の
過
密
が
、
環
境
問
題
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
重
大
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
か
、
は
、
言
を
ま
た

な
い
。
そ
し
て
、
人
口
問
題
と
関
連
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
う
調
達
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
「ト
レ
ッ
キ
ン
グ
」
分
科
会
で
は
、

こ
の
問
題
が
具
体
的
に
話
し
合
わ
れ
た
。

ま
ず
座
長
を
つ
と
め
た
北
海
道
大
学
大
学
院
環
境
科
学
研
究
科
教
授

・
小
野
有
五
が
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ラ
ン
タ
ン
谷
に
ミ
ニ
発

電
設
備
を
作
っ
た
話
を
報
告
し
た
。

八

一
年
ラ
ン
タ
ン
谷
の
氷
河
調
査
に
行
っ
て
三
か
月
滞
在
し
た
際
、
村
人
が
自
分
た
ち
の
た
め
に
木
を
伐
っ
て
い
る
の
を
知
り
、
罪
悪

感
を
覚
え
、
日
本
に
帰
っ
て

「
ラ
ン
タ
ン
・
プ
ラ
ン
」
と
い
う
組
織
を
作
っ
た
。

「何
と
か
村
の
人
た
ち
の
た
め
に
木
を
切
ら
な
い
で
い
い
よ
う
な
技
術
を
伝
え
た
い
」
と
、
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
の
パ
イ
プ
と
発
電
機
を
持
っ
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て
行
き
、
ご
く
簡
単
な
発
電
を
や
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
。
薪
に
代
わ
る
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
は
な
か
っ
た
が
、
村
の
人
の
技
術

で
で
き
た
、
と
い
う
点
で
貴
重
な
試
み
だ
っ
た
。

こ
の
分
科
会
に
出
席
し
た
エ
ド
モ
ン
ド

・
ヒ
ラ
リ
ー
は
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
現
地
の
人
々
に
技
術
的
支
援
を
与
え
る
こ
と
が
い

か
に
大
事
で
あ
る
か
を
、
強
調
し
た
。
た
だ
小
型
の
水
力
発
電
で
は
時
に
よ
っ
て
は
不
十
分
だ
。

「多
く
の
場
合
、
発
電
を
し
て
村
人
た
ち
の
光
源
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
調
理
用
で
は
な
い
。
こ
れ
が
問
題
な
ん
で
す
」

シ
ェ
ル
パ
た
ち
が
夜
更
し
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
結
局
薪
を
燃
や
し
て
暖
を
取
る
、
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
だ
そ
う
だ
。
木
を
伐
採

さ
せ
な
い
た
め
に
、
考
え
た
技
術
援
助
が
、
か
え
っ
て
環
境
破
壊
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

だ
か
ら
、
小
さ
い
と
言
っ
て
も
、
や
や
大
型
に
し
て
調
理
に
も
暖
房
に
も
使
え
る
ぐ
ら
い
の
も
の
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
の
だ
が
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド

・
ブ
ラ
ム
の
報
告
も
聞
く
必
要
が
あ
る
。

八

一
年
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
源
頭
か
ら
エ
ベ
レ
ス
ト
東
壁
に
挑
ん
だ
ア
メ
リ
カ
隊
の
総
隊
長
を
つ
と
め
た
ブ
ラ
ム
は
、
銀
行
家
で
あ
る
と

と
も
に
ネ
パ
ー
ル
、
ブ
ー
タ
ン
、
イ
ン
ド
北
部
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
で
医
療
、
教
育
、
植
林
、
文
化
保
存
の
四
つ
の
仕
事
を
進
め
て
い
る
ア

メ
リ
カ

・
ヒ
マ
ラ
ヤ
財
団
の
理
事
長
で
も
あ
る
。

ナ
ム
チ
ェ
バ
ザ
ー
ル
に
近
い
有
名
な
タ
ン
ボ
チ
ェ
僧
院
で
ラ
マ
僧
た
ち
が
毎
日
薪
取
り
に
追
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
六
十
八
か
月

か
け
て
水
力
発
電
シ
ス
テ
ム
を
完
成
さ
せ
た
。
二
十
四
時
間
発
電
が
可
能
な
設
備
で
画
期
的
な
成
果
で
あ
っ
た
が
、
問
題
は
、
僧
た
ち
が

電
気
に
慣
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

「台
湾
製
の
ヒ
ー
タ
ー
が
人
気
と
な
っ
て
、
僧
院
の
中
で
使
わ
れ
始
め
た
。
カ
ト
マ
ン
ズ
で
お
葬
式
が
あ
っ
て
僧
た
ち
が
出
か
け
た
時
、

近
く
に
あ
っ
た
燃
え
や
す
い
も
の
に
火
が
飛
び
、
大
き
な
火
災
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
僧
院
と
学
校
も
全
焼
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
」

火
の
管
理
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
人
た
ち
が
ヒ
ー
タ
ー
を
使
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
う
い
う
事
態
は
今
後
も
起
こ
り
得
る
。
技
術
援

助
の
隙
を
つ
か
れ
た
事
故
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ナ
ム
チ
ェ
バ
ザ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
医
学
学
術
研
究
計
画
で
現
地
調
査
を
続
け
て
い
る
中
央
大
助
教
授

・
古
川
彰
が
、
植
林
、
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山々の環境問題について登山家たちは、何を語ったか

水
道
と
電
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
ゴ
ミ
掃
除
の
問
題
に
分
け
て
報
告
し
た
。
ヒ
ラ
リ
ー
が
シ
ェ
ル
パ
の
人
々
を
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
招
い

て
森
林
保
護
官
の
教
育
を
受
け
て
も
ら
い
、
「
ウ
オ
ー
デ
ン
」
と
い
う
身
分
と
な
っ
た
専
門
職
員
が
中
心
と
な
っ
て
植
林
活
動
を
続
け
て

い
る
こ
と
、
九
三
年
以
降
、
電
気
の
二
十
四
時
間
供
給
と
各
家
へ
の
水
道
供
給
が
始
ま
る
が
、
排
水
処
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
セ
ッ
ト
に
な
っ

て
い
な
い
た
め
、
か
な
り
の
水
汚
染
が
心
配
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
、
伝
え
ら
れ
た
。

三
つ
の
分
科
会
で
語
ら
れ
た
こ
と
の
全
て
を
今
書
く
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
。
以
下
、
何
人
か
の
参
加
者
の
言
葉
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
紹
介

す
る
。

ま
ず
、
激
動
す
る
旧
ソ
連
を
代
表
し
て
や
っ
て
来
た
エ
ド
ワ
ル
ド

・
ミ
ス
ロ
フ
ス
キ
ー
。
ソ
連
山
岳
連
盟
会
長
を
つ
と
め
る
五
十
四
歳
。

八
二
年
の
エ
ベ
レ
ス
ト

・
ソ
連
隊
で
南
西
壁
の
新
ル
ー
ト
を
開
拓
、
自
ら
も
頂
上
に
立

っ
て
い
る
。
八
九
年
に
は
全
ソ
隊
を
率
い
て
カ
ン

チ
ェ
ン
ジ

ュ
ン
ガ
に
行
き
、
西
峰
と
南
峰
の
交
差
縦
走
を
成
功
さ
せ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は

「高
所
登
山
」
分
科
会
に
参
加
し
た
。

ミ
ス
ロ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
旧
ソ
連
の
山
々
で
の
環
境
保
護
の
意
識
は
最
近
ま
で
あ
ま
り
高
く
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
パ
ミ
ー
ル

で
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
登
山
者
を
輸
送
し
て
い
る
が
、
包
装
資
材
、
建
築
材
、
そ
の
他
の
廃
棄
物
が
無
造
作
に
氷
河
の
ク
レ
バ
ス
に
捨

て
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ソ
連
の
解
体
と
各
共
和
国
の
独
立
で
、
山
自
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
共
和
国
の
管
轄
と
な
っ
た
た
め
、
ま
ず
中
央
で
あ
る
ロ
シ
ア

と
各
共
和
国
の
間
で
山
岳
環
境
保
護
を
め
ぐ
る
新
た
な
協
力
体
制
を
結
ぶ
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
と
な
っ
た
。

無
論
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
も
何
隊
も
出
か
け
て
い
る
の
で
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
の
認
識
は
あ
る
が
、
国
内
問
題
の
困
難
が
大
き
く
、
そ
れ

ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
本
音
の
よ
う
だ

っ
た
。

た
だ
、　
一
登
山
家
と
し
て
、
ま
た
ラ
ジ
オ
技
術
を
専
門
と
す
る
科
学
者
の

一
人
と
し
て
、
ミ
ス
ロ
フ
ス
キ
ー
は
、
筆
者
と
の
雑
談
の
中

で
こ
ん
な
意
見
を
述
べ
た
。

「本
当
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
と
思
う
。
自
分
た
ち
が
今
い
る
こ
の
場
所
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
た
と
え
ば
、
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今
回
こ
こ
に
集
ま
っ
た
登
山
家
た
ち
、
ヒ
ラ
リ
ー
卿
に
し
ろ
田
部
井
さ
ん
に
し
ろ
、
メ
ス
ナ
ー
氏
に
し
ろ
、
エ
ベ
レ
ス
ト
に
登
っ
た
こ
と

で
何
か
を
得
た
人
た
ち
で
、
今
そ
の
お
返
し
を
し
た
い
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
か
ら
、
サ
ウ
ス
コ
ル
の
ゴ
ミ
が
気
に
な
る

の
だ
ろ
う
。
八
千
陣川
の
ゴ
ミ
は
、
無
論
良
く
な
い
こ
と
だ
が
、
科
学
的
に
は
冷
凍
庫
に
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
さ
ほ
ど
危
険
で
は
な

い
。
む
し
ろ
山
麓
の
、
生
態
系
を
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
汚
染
が
私
は
心
配
だ
」

ブ
ー
タ
ン
か
ら
来
た
ド
ミ
ニ
ク

ｏ
シ
ト
リ
ン
グ
は
、
「山
岳
観
光
」
分
科
会
で
、
「
ブ
ー
タ
ン
に
は
毎
年
二
千
人
の
観
光
客
、
ト
レ
ッ
カ
ー

が
訪
れ
て
い
る
が
少
し
ず
つ
受
入
れ
体
制
を
整
備
し
て
九
五
年
ま
で
に
年
間
四
千
人
と
し
た
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
は
収
容
で
き
な
い

だ
ろ
う
」
と
語
っ
た
。
人
口
百
三
十
万
の
小
国
が
、
徹
底
的
に
入
国
者
を
制
限
す
る
方
法
で
環
境
を
守
ろ
う
、
と
し
て
い
る
事
を
、
私
た

ち
は
あ
ら
た
め
て
理
解
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

イ
ン
ド
の
コ
ー
リ
は
、
イ
ン
ド
で
の
登
山
状
況
を
説
明
し
た
後
、
文
化
的
風
土
を
守
る
事
の
重
要
さ
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
「物
乞
い

に
無
間
に
金
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
し
、
写
真
も
む
や
み
に
撮
っ
て
は
い
け
な
い
。
服
装
に
つ
い
て
も
考
え
る
べ
き
で
、
た
と
え
ば
、
川

で
裸
に
な
っ
て
泳
ぐ
よ
う
な
こ
と
も
、
現
地
の
人
の
ひ
ん
じ
ゅ
く
を
買
う
と
い
う
こ
と
が
ぁ
る
」

ス
イ
ス
の
セ
ガ
ン
テ
ィ
ー
ニ
は
、
ス
イ
ス
の
地
元
民
に
と
っ
て
は
山
岳
地
帯
そ
の
も
の
が
、
第

一
次
資
源
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
観
光

政
策
と
自
然
保
護
が
戦
略
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
と
発
言
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
し
て
も
、
住
民
に
と
っ
て
は
、
山
が
第

一
次
資
源
で
あ
る
こ
と

は
同
じ
だ
、
と
述
べ
た
。

ま
た
、
国
際
山
岳
連
盟
の
会
長
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
環
境
教
育
、
山
岳
環
境
に
つ
い
て
高
い
認
識
を
持
っ
た
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

・

エ
ー
ジ
エ
ン
ト
の
育
成
を
強
調
し
た
。

メ
ス
ナ
ー
は

「高
所
登
山
」
分
科
会
で
、
富
士
山
に
登
っ
た
時
の
印
象
を

「世
界
で
も
私
の
見
た
最
も
汚
れ
た
山
の
一
つ
だ
っ
た
」
と

明
言
し
、
日
本
人
は
日
本
で
こ
そ
第

一
歩
を
踏
み
出
せ
る
筈
、
と
述
べ
た
。
ま
た
、
南
極
大
陸
横
断
し
た
と
き
の
梱
包
、
包
装
に
つ
い
て

具
体
的
に
語
っ
た
。
南
極
に
何
も
残
し
て
こ
な
い
よ
う
に
食
糧
は
全
て
ゼ
ラ
チ
ン
に
封
じ
込
ん
だ
も
の
を
持
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
ゼ
ラ

チ
ン
は
そ
の
ま
ま
凍
っ
て
缶
代
わ
り
に
な
る
し
、
後
で
ス
ー
プ
に
入
れ
れ
ば
溶
け
て
そ
の
ま
ま
飲
ん
で
し
ま
え
る
…
。
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山々の環境問題について登山家たちは、何を語ったか

東
京
で
の
二
日
間
、
そ
し
て
富
山
会
議
で
も
、
ど
の
パ
ネ
リ
ス
ト
も
、
真
剣
だ

っ
た
。
登
山
家
の
連
帯
は
国
際
的
な
規
約
の
裏
付
け
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
う
し
た
会
議
の
よ
う
な
場
が
、
唯

一
と
言
っ
て
も
い
い
発
言
の
機
会
、
あ
る
い
は
作
業
の
場
と
考
え
る
か

ら
だ
ろ
う
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
出
た
議
論
の

一
つ
に
、
「
土
地
の
人
々
に
学
ぶ
」
と
い
う
考
え
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
を
、
最
後
に
付
け
加
え

た
い
。

こ
れ
ま
で
、
登
山
す
る
側
は
、
資
金
を
用
意
し
て
土
地
の
人
々
を
雇
用
し
、
自
分
た
ち
の
価
値
観
を
地
元
の
人
々
に
ま
で
押
し
つ
け
る

こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、　
一
体
、
土
地
の
人
に
も
の
を
教
え
る
こ
と
な
ど
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
議
論
だ

っ
た
、
と

田
心ヽ
つ
。

山
に
入
る
人
も
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
も
、
互
い
に
学
び
合
う
。
そ
う
し
た
発
想
で
や
れ
ば
、
山
々
の
静
寂
、
美
し
さ
は
保
た
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
「先
進
工
業
国
」
対

「
開
発
途
上
国
」
の
図
式
で
は
な
い
、
山
を
愛
す
る
人
間
の
新
た
な
連
帯
が
、
生
ま
れ
は
し
ま
い
か
。

「山
岳
環
境
保
護
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

・
東
京
会
議
」
は
、
日
本
山
岳
会
、
日
本
山
岳
協
会
、
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
、
日
本
ヒ
マ
ラ

ヤ
協
会
の
四
団
体
の
共
催
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
自
体
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
と
ら
し
い
。
日
本
の
山
の
世
界
に
と

っ
て
も
、

何
か
を
学
び
合
う
い
い
機
会
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
「山
登
り
を
す
る
人
た
ち
は
、
今
山
岳
ク
リ
ー
ン
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
る
、
と
思
う
。

ト
レ
ッ
カ
ー
や
観
光
客

へ
の
啓
蒙
運
動
は
必
要
だ
が
、
規
制
が
行
き
過
ぎ
て
、
登
山
者
が
登
山
者
の
首
を
し
め
る
よ
う
な
こ
と
は
や
る
べ

き
で
は
な
い
」
と
、
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
の
山
森
欣

一
は
、
会
議
の
感
想
を
筆
者
に
語

っ
た
。

ロ
シ
ア
語
通
訳
を
手
伝
う
役
ま
わ
り
も
あ

っ
て
、
筆
者
は
東
京
、
富
山
と
行
動
を
共
に
し
て
、
公
式
、
非
公
式
に
、
登
山
家
た
ち
の
ナ

マ
の
声
を
聞
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ヒ
ラ
リ
ー
、
エ
ル
ゾ
ー
グ
、
ボ
ニ
ン
ト
ン
、
メ
ス
ナ
ー
ほ
か
参
加
者
た
ち
は
、
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
開
催
と
そ
の
運
営
ぶ
り
を
、
お
世
辞
で
な
く
評
価
、
感
謝
し
て
い
た
。
仕
事
で
必
要
な
の
は
、
汗
を
か
く
人
で
あ
る
。　
一
部
で
単
な
る

お
祭
り
騒
ぎ
で
は
な
い
の
か
、
と
声
も
あ
っ
た
、
と
聞
く
が
、
田
部
井
淳
子
は
じ
め
事
務
局
の
踏
ん
張
り
は
、
無
茶
も
あ

っ
た
に
せ
よ
、
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相
当
な
も
の
で
あ
り
、　
一
つ
の
困
難
な
登
山
に
匹
敵
す
る
こ
と
を
な
し
と
げ
た
、
と
言
っ
て
い
い
、
と
思
う
。
富
山
の
友
人
た
ち
が
そ
れ

を
支
え
た
。

九
二
年
八
月
、
メ
ス
ナ
ー
が

「世
界

一
ゴ
ミ
に
汚
さ
れ
た
山
」
と
指
摘
し
た
富
士
山
で
、
イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
の
少
年
少
女
た
ち
を
招

い
て
Ｈ
Ａ
Ｔ
‥
Ｊ
に
よ
る
清
掃
登
山
が
行
わ
れ
た
。
ネ
パ
ー
ル
か
ら
来
た

一
人
は

「山
頂
に
も
、
機
械
が
あ
る
の
で
び
っ
く
り
し
た
」
と

感
想
を
書
い
た
。
清
涼
飲
料
の
自
動
販
売
機
の
こ
と
だ
。

日
本
か
ら
年
間
千
万
人
を
越
え
る
人
々
が
、
毎
年
海
外
へ
行
く
。
強
い
円
の
お
か
げ
で
、
日
本
人
は
ア
ジ
ア
の
中
で
も
、
格
別
に
頻
繁

に
地
球
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
な
っ
た
。
登
山
や
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
も
、
そ
の
大
事
な
部
分
だ
。
し
か
し
、
地
球
を
見
る
旅
か
ら
私

た
ち
が
学
ぶ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ミ
ス
ロ
フ
ス
キ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
だ
け
で
は
な
い
、
身
近
な
暮
ら
し
か
ら
ま
ず
疑
問

を
発
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
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マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
烈
風

―
「
風
」
の
実
体
解
明
の
た
め
の
第
三
次
観
測
機
器
設
置
登
山
隊
の
報
告
―

大
　
蔵
　
喜
　
福

日
本
山
岳
会
で
は
科
学
研
究
委
員
会
が
中
心
に
な
り
、
冬
期
高
所
山
岳
に
お
け
る
気
象
遭
難
に
つ
い
て
、
悲
劇
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め

の
気
象
知
識
を
学
ぶ
研
究
会
や
、
多
く
の
登
山
者
に
知
識
を
広
め
る
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
き
た
。
非
常
に
有
効
な
防
止
策

で
あ
り
、
ま
た
登
山
界
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
相
応
し
い
価
値
あ
る
行
動
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、　
一
番

知
り
た
い
情
報
で
あ
る
厳
冬
期
の
山
岳

（国
内
及
び
国
外
）
に
お
け
る
現
場
の
気
象
状
況
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
サ
テ
ラ
イ
ト
を
は
じ
め

と
す
る
ハ
イ
テ
ク
機
器
が
幅
を
効
か
す
世
の
中
に
お
い
て
、
入
力
の
み
に
頼
る
天
と
地
の
境
日
で
の
調
査
が

一
番
遅
れ
て
い
る
。
観
測
機

器
自
体
も
改
良
も
し
く
は
新
し
く
製
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
変
で
あ
る
。
ま
た
実
体
解
明
に
必
要
な
山
中
に
観
測
点
が
ほ
と
ん
ど
な

く
、
長
期
観
測
し
た
有
効
な
デ
ー
タ
も
非
常
に
少
な
い
。
と
く
に
高
所
厳
冬
の
気
象
遭
難
の
主
因
と
さ
れ
る

「風
」
に
関
し
て
は
そ
の
実

体
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

今
、
世
界
の
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
は
様
々
な
変
遷
を
経
て
、
よ
リ
シ
ン
プ
ル
に
、
よ
り
厳
し
い
真
の

「冒
険
的
登
山
」
に
戻
っ
て
き
て
い
る
。

高
峰
無
酸
素
登
頂
、
ス
ピ
ー
ド
登
頂
、
単
独
登
頂
そ
し
て
厳
冬
期
登
頂
と
止
ま
り
を
知
ら
な
い
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
ニ
ス
ト
に
限
ら
ず
極
地
探
検

を
志
す
冒
険
者
に
も
あ
て
は
ま
る
潮
流
と
も
言
え
、
こ
の
動
向
は
、
現
場
の
気
象
に
関
す
る
正
確
な
情
報
を
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
う

マ ッキンリーの烈風
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必
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
気
象
は
、
冒
険
の
成
否
そ
し
て
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を
も
左
右
す
る
重

要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
だ
か
ら
で
あ
る
。

私
が
高
峰
で
の
気
象
観
測
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
十
年
前
の
一
九
八
二
年
十
二
月
、
ェ
ベ
レ
ス
ト
登
頂
後
消
息
を
絶
っ
た
加
藤
保
男
、

小
林
利
明
両
氏
の
遭
難
時
で
あ
っ
た
。
と
く
に
加
藤
氏
は
山
岳
会
の
先
輩
で
あ
り
、
翌
年
冬
に
は
私
自
身
が
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
北
壁
登
山
を

控
え
て
、
登
頂
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
厳
冬
期
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
風
を
調
べ
て
い
た
事
情
も
あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
当
時
か
ら

「烈
風
」
が

問
題
視
さ
れ
て
い
て
、
現
場
で
は

一
体
な
に
が
起
こ
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
気
象
条
件
だ
っ
た
の
か
、
「風
」
と
い
う
と
ら
え
ど
こ
ろ

の
な
い
も
の
へ
の
恐
怖
心
と
と
も
に
、
実
態
を
ぜ
ひ
知
り
た
い
と
の
思
い
か
ら
調
査
方
法
を
模
索
し
始
め
た
。

そ
こ
で
ま
ず
ヒ
マ
ラ
ヤ
周
辺
の
高
層
気
象
デ
ー
タ
よ
り
、
風
速

・
風
向

・
気
圧

・
気
温
の
数
値
を
過
去
十
年
間
分
収
集
し
、
そ
の
デ
ー

タ
を
ベ
ー
ス
に
ど
ん
な
風
が
吹
き
、
ま
た
強
風
下
で
人
間
の
行
動
は
ど
う
制
約
さ
れ
る
か
を
調
べ
た
。

デ
ー
タ
の
分
析
に
お
い
て
は
グ
ラ
フ
を
作
成
し
、
理
論
的
と
は
言
い
が
た
い
が
周
期
説
な
ど
稚
拙
な
試
行
錯
誤
の
す
え
、
ベ
ー
ス
キ
ャ

ン
プ
な
ど
下
部
で
の
気
温

・
気
圧
の
測
定
値
が
上
部
と
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
こ
に
解
明
の
糸
口
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
気
付
い
た
。

三
〇
〇
筋

（約
九
四
〇
〇
屑
）
の
気
温

・
風
速
、
五
〇
〇
筋

（約
五
六
〇
〇
鰤
）
の
気
温

・
風
速
の
グ
ラ
フ
を
比
較
す
る
と
、
少
し
ず

れ
が
あ
っ
て
グ
ラ
フ
が
対
応
し
た
。
地
表
の
観
測
結
果
か
ら
高
所
の
天
候
を
知
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

簡
単
に
結
論
を
記
す
と
、
八
〇
〇
〇
】川
の
風
を
予
測
す
る
場
合
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

（例
え
ば
五
〇
〇
筋
気
圧
面
地
点
）
で
の
気
温

・

気
圧
の
変
化
を
細
か
く
測
定
し
グ
ラ
フ
に
す
る
と
気
温
の
数
値
は
悪
天

・
強
風
に
な
る
四
日
か
ら

一
日
前
の
間
に
徐
々
に
下
が
っ
て
、
そ

の
後
急
激
に
気
温

・
気
圧
と
も
上
昇
し
て
い
く
。
そ
の
後
数
時
間
か
ら

一
日
の
間
に
上
部
で
強
風
が
吹
く
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
分
か
っ
た
。

こ
の
方
法
を
実
際
に
私
が
参
加
し
た
冬
期
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
・
エ
ベ
レ
ス
ト
登
山
隊
で
用
い
た
と
こ
ろ
、
推
定
し
た
通
り
の
結
果
が
で
て
登

頂
に
非
常
に
役
立
っ
た

（カ
モ
シ
カ
同
人
隊
八
三
年
十
二
月
十
六
日
冬
期
第
三
登
）
。

し
か
し
こ
の
理
論
は
サ
ン
プ
ル
例
が
少
な
く
確
信
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ぜ
ひ
現
場
で
の
実
測
デ
ー
タ
が
欲
し
い
と
思
い
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た
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
実
測
の
デ
ー
タ
と
高
層
の
デ
ー
タ
が
ほ
ぼ
同
じ
な
ら
ば
高
所
厳
冬
の
気
象
を
立
体
的
構
造
で
局
地
的
に
予
測
で
き

る
こ
と
に
な
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
な
ど
で
数
多
く
の
サ
ン
プ
ル
測
定
を
と
っ
て
い
け
ば
よ
り
確
か
な
も
の
に
な
る
は
ず
と
確
信
し
た
。

つ
ぎ
に
風
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
人
体
へ
の
物
理
的
な
影
響
は
ど
う
な
の
か
、
人
三
年
六
月
に
風
洞
で
の
実
験
を
行
な
っ
た
。　
一
気
圧

の
平
地
に
お
け
る
人
間
の
起
立
限
界
、
耐
風
限
界
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
た
。
三
三
屑
／
秒
で
呼
吸
が
し
づ
ら
く
な
り
、
ビ

ッ
ケ
ル
確
保

等
耐
風
姿
勢
を
と
ら
な
い
と
立
っ
て
い
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
三
五
陣川
／
秒
で
は
行
動
は
不
可
能
だ
っ
た
。

こ
の
数
値
か
ら
計
算
す
る
と
、
エ
ベ
レ
ス
ト
頂
上
で
は
五
二

・
九
陣
川
／
秒
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
場
合
は
四
三

・
八
房
／
秒

（五
五
〇
〇

】川
地
点
）
が
耐
風
限
界
値
と
な
る
。
高
層
デ
ー
タ
で
は
加
藤
隊
遭
難
時
の
頂
上
付
近
の
風
速
は
七
〇
陣川
／
秒
、
山
田
隊
の
時
は
三
九
日川
／

秒
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
頂
稜
を
抜
け
る
風
は

一
。
三
倍
に
加
速
さ
れ
る

（実
験
値
）
か
ら
乱
気
流
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
す
れ
ば
ひ
と
た

ま
り
も
な
い
と
想
像
で
き
る
。
こ
の
実
験
を
踏
ま
え
て
高
層
の
デ
ー
タ
や
計
算
か
ら
で
な
い
実
際
の

「烈
風
」
を
捕
ら
え
て
み
た
く
な
っ

た
。
以
上
二
つ
の
理
由
が
こ
の
観
測
を
始
め
た
動
機
で
あ
る
。

ど
こ
か
の
高
山
で
長
期
観
測
が
で
き
な
い
も
の
か
と
考
え
て
い
た
矢
先
、
世
界
屈
指
の
登
山
家
と
し
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
山
田

昇
、
小
松
幸
三
、
三
枝
照
雄
の
三
氏
が

一
九
八
九
年
二
月
下
旬
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
で
遭
難
死
す
る
と
い
う
悲
劇
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
以
前

の
一
九
八
四
年
二
月
に
起
こ
っ
た
植
村
直
己
氏
の
遭
難
も
記
憶
に
新
し
い
。
「成
功
し
た
」
と
無
線
連
絡
を
し
た
あ
と
消
息
を
絶
っ
た
植

村
氏
は
以
後
行
方
不
明
の
ま
ま
、
山
田
隊
の
三
人
は
デ
ナ
リ

・
パ
ス
直
下
で
遺
体
と
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
植
村
氏
が
最
後
に
確
認
さ
れ

た
地
点
も
そ
の
近
く
だ
っ
た
。

こ
の
二
件
の
遭
難
の
原
因
が
何
な
の
か
は
推
測
の
域
を
で
な
い
が
、
山
田
隊
の
発
見
さ
れ
た
状
況
か
ら
、
強
烈
な
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ

滑
落
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
植
村
氏
も
同
様
の
運
命
を
辿
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
た
。
主
因
は

「風
」
と
い
う
気
象
遭
難
説
が
有
力
と
な
っ

た
。マ

ッ
キ
ン
リ
ー
と
い
え
ば
、
天
候
の
安
定
し
て
，い
る
五
、
六
月
の
シ
ー
ズ
ン
に
は
毎
年
約
千
人
の
登
山
者
を
む
か
え
る
人
気
の
高
い
山

で
あ
り
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
手
軽
？
な
高
所
登
山
の
対
象
と
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、
二
つ
の
遭
難
事
件
は
こ
の
山
の
恐
ろ
し
さ
を

マ ッキンリーの烈風
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再
認
識
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
四
名
は
超

一
流
の
登
山
家
で
岳
界
に
与
え
た
衝
撃
は
多
大
で
あ
り
、
「風
」
に
対
す
る
認
識
が
高
ま
っ
て

き
た
。
特
に
山
田
等
は
共
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
苦
労
し
た
仲
間
で
あ
り
、
こ
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
計
画
の
実
現
に
拍
車
を
か
け
た
。

し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
登
山
行
動
中
に

「烈
風
」
を
ど
う
察
知
し
、
対
処
し
た
ら
よ
い
か
の
方
法
は
残
念
な
が
ら
確
立
さ
れ
て
い
な

い
。
有
効
な
デ
ー
タ
が
あ
れ
ば
気
象
遭
難
の
解
明
に
随
分
と
役
立
つ
筈
で
あ
り
、
そ
の
実
態
を
探
る
こ
と
は

「厳
冬
期
高
所
登
山
成
功
」

の
鍵
で
も
あ
る
。

そ
こ
で
観
測
対
象
の
高
峰
を
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
に
絞
っ
た
。
何
故
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
な
の
か
は
現
実
に
起
こ
っ
た
遭
難
を
分
析
し
た
い
と
い

う
思
い
と
、
こ
の
山
の
立
地
条
件
だ
。
北
緯
六
三
度
に
位
置
し
標
高
六

一
九
四
屑
と
い
う
極
北
の
独
立
峰
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
は
、
五
〇
〇
筋

指
定
気
圧
面
高
度
を
他
の
山
群
と
比
較
す
る
と
冬
期
で
最
大

一
〇
〇
〇
陣
川
ほ
ど
低
く
、
気
圧
の
面
か
ら
み
る
と
実
際
の
標
高
よ
り
は
る
か

に
高
い
山
に
な
る
と
い
う
特
異
な
気
象
条
件
を
も
つ
。
ま
た
低
気
圧
の
墓
場
と
い
わ
れ
る
ベ
ー
リ
ン
グ
海
か
ら
吹
き
込
む
ジ
エ
ッ
ト
ス
ト

リ
ー
ム
に
よ
り
、
冬
期
は

「凍
る
魔
の
山
」
に

一
変
し
、
極
北
特
有
の
過
酷
な
気
象
状
況
を
も
観
測
で
き
る
と
い
う
場
所
で
も
あ
る
。
烈

風
は
七
〇
】川／
秒
を
越
し
、
気
温
は
マ
イ
ナ
ス
七
〇
度
Ｃ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
極
悪
な
気
象
を
観
測
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
の
う

え
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
‐と
異
な
り
設
置
お
よ
び
機
器
の
回
収
が
容
易
な
点
も
見
逃
せ
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
だ
。
い
う
な
れ
ば
ヒ
マ
ラ
ヤ
七
〇
〇
〇

陣川
峰
ク
ラ
ス
の
計
測
を
比
較
的
楽
に
で
き
る
と
い
っ
た
好
都
合
な
山
な
の
だ
。

第

一
次
登
山
隊
は

一
九
九
〇
年
四
月
デ
ナ
リ
国
立
公
園
に
設
置
許
可
を
申
請
し
、
五
月
初
旬
許
可
を
得
た
。
六
月
二
日
出
発
し
翌
三
日

よ
り
登
山
活
動
に
入
り
、
十
七
日
登
頂
後
デ
ナ
リ
パ
ス
上
部
五
七

一
〇
属
の
岩
峰
上
に
無
事
自
動
観
測
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
プ
ラ
ン
に
は
現
地
ア
ラ
ス
カ
で
も
デ
ナ
リ
国
立
公
園
レ
ン
ジ
ャ
ー
を
は
じ
め
気
象
台
関
係
者
、
ア
ラ
ス
カ
大
学
の
気
象
学
者
な
ど
か

ら
好
意
が
寄
せ
ら
れ
励
ま
さ
れ
た

（設
置
許
可
は

一
年
間
と
い
う
こ
と
で
次
年
度
回
収
す
る
）
。

長
期
に
わ
た
る
風
速

・
風
向

・
気
温
な
ど
の
自
動
観
測
が
果
た
し
て
成
功
す
る
か

一
抹
の
不
安
は
残
っ
た
が
、
第

一
歩
を
踏
み、
出
せ
た

喜
び
は
大
き
か
っ
た
。

第
二
次
登
山
隊
は
、
九

一
年
六
月
二
十
六
日
設
置
点
に
到
達
し
た
。
し
か
し
セ
ン
サ
ー
の
支
柱
が
倒
壊
し
て
お
り
唖
然
と
し
た
。
半
永
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久
的
な
固
定
は
好
ま
な
い
と
い
う
国
立
公
園
側
の
要
望
と
は
い
え
固
定
方
法
が
甘
か
っ
た
と
、
惨
惰
た
る
姿
を
見
て
悔
や
ん
だ
が
後
の
祭

り
だ
っ
た
。
失
意
の
う
ち
に
記
録
装
置
を
回
収
し
、
登
山
活
動
を
終
了
。
国
立
公
園
局
に
報
告
し
九
二
年
度
の
設
置
に
つ
い
て
話
し
合
い

を
持
っ
た
。
五
年
間
は
観
測
を
続
け
た
い
こ
と
と
、
設
置
方
法
を
強
固
に
す
る
こ
と
で
次
回
の
承
諾
を
得
て
き
た
。

帰
国
後
、
記
録
装
置
は
立
派
に

一
年
間
作
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
望
外
の
喜
び
と
な
っ
た
。
肝
心
の
冬
期
の
風
を
捕
ら
え
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
外
気
温
度
と
記
録
装
置
内
気
温
は
無
事
記
録
さ
れ
て
い
た
。
風
速
計
の
倒
壊
は
九
〇
年
十

一
月
二
十
二
日
で
、

そ
れ
ま
で
の
最
大
風
速
は
約
六
三
脚
／
秒
、
倒
壊
の
直
接
の
原
因
は
ワ
イ
ヤ
ー
の
切
断
二
本
と
、
固
定
用
ハ
ー
ケ
ン
一
本
が
外
れ
た
た
め

だ
っ
た
。
ワ
イ
ヤ
ー
を
持
ち
か
え
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
破
断
の
原
因
は
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
の
突
風
が
衝
撃
荷
重
を
あ
た
え
、
疲
労
破
壊

に
い
た
っ
た
こ
と
だ
っ
た

（使
用
ワ
イ
ャ
ー
は
二
ぼ
径
、
破
断
荷
重
三
六
六
策
の
も
の
人
本
）
。
こ
の
よ
う
な
反
省
に
立
っ
て
再
度
の
設

置
は
堅
牢
に
す
る
方
針
に
決
め
た
。
セ
ン
サ
ー
も
完
璧
に
破
壊
さ
れ
、
九

一
年
度
の
観
測
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
誠
に
無

念
だ
っ
た
。

年
間
計
測
が
で
き
た
外
気
温
度
は
、
マ
イ
ナ
ス
五
〇
度
Ｃ
以
下
に
な
っ
た
日
が
の
べ
二
八
日
間
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
五
割
の
一
四
日
間

が
十

一
月
に
集
中
し
、
次
が
二
月
の
一
〇
日
間
だ
っ
た
。
最
低
気
温
は
二
月
三
日
午
前
七
時
の
マ
イ
ナ
ス
六
〇
度
Ｃ
。
高
度
差
か
ら
計
算

す
る
と
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
頂
上
で
は
マ
イ
ナ
ス
七
〇
度
Ｃ
前
後
に
な
る
。

一
九
八
三
年
七
月
二
十
二
日
に
マ
イ
ナ
ス
八
九

・
三
度
Ｃ
と
い
う
世
界
最
低
気
温
を
記
録
し
た
南
磁
軸
極

（南
緯
七
九
度
、
東
経

一
〇

九
度
）
に
ほ
ど
近
い
ボ
ス
ト
ー
ク
基
地
と
の
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
環
境
は
地
球
上
で
人
が
到
達
で
き
る
ポ
イ

ン
ト
の
な
か
で
は
お
そ
ら
く
最
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
寒
冷
地
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

風
に
つ
い
て
は
セ
ン
サ
ー
倒
壊
前
の
デ
ー
タ
に
最
大
瞬
間
風
速
六
三
層
／
秒
が
記
録
さ
れ
、
五
〇
】川
／
秒
を
越
え
た
回
数
が

一
〇
回
ほ

ど
あ
つ
た
。
し
か
し
、
セ
ン
サ
ー
の
調
子
が
悪
く
デ
ー
タ
の
信
頼
性
に
疑
間
が
残
る
が
、
こ
の
よ
う
な
風
が
冬
で
は
な
い
六
月
か
ら
九
月

に
か
け
て
あ
っ
た
こ
と
は
驚
き
に
あ
た
い
す
る
。
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
西
方
マ
グ
ラ
ス
と
東
方
ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
気
象
台
の
五
〇
〇
筋
高
層
気
象

デ
ー
タ
を
調
べ
る
と
、
同
時
期
に
相
応
な
風
が
吹
い
て
い
る
。
マ
グ
ラ
ス
で
は
南
西
の
風
六
〇
か
ら
七
五
陣川
／
秒
、
気
温
マ
イ
ナ
ス
一
〇

マ ッキンリーの烈風
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度
Ｃ
前
後
だ
っ
た
。

最
初
の
ス
テ
ッ
プ
は

一
応
成
功
し
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。
第
三
次
隊
の
展
開
に
つ
い
て
は
前
回
の
失
敗
と
く
に
セ
ン
サ
ー

の
支
持
台
を
強
固
な
も
の
に
改
良
す
る
こ
と
と
、
セ
ン
サ
ー
、
自
動
記
録
装
置
を
と
も
に
新
た
に
考
え
直
し
た
。
支
持
台
は
四
本
の
支
柱

か
ら
な
る
四
角
錐
型
で
、
上
部
お
よ
び
中
部
に
水
平
に
十
字
型
の
支
柱
を
渡
し
た
も
の
に
し
た
。
留
意
し
た
点
は
、
軽
量
で
あ
る
こ
と
、

建
設
し
や
す
い
こ
と
、
十
分
な
強
度
を
持
つ
こ
と
の
三
点
で
あ
る
。
素
材
は
三
二
デ
径
の
ア
ル
ミ
パ
イ
プ
で
厚
み
は
三
、り
、
接
合
に
は
現

場
で
臨
機
応
変
に
位
置
を
調
節
で
き
る
よ
う
に
Ｕ
ボ
ル
ト
を
使
用
。
下
部
は
ス
コ
ー
プ
タ
イ
プ
に
し
支
柱
の
長
さ
を
現
場
の
地
形
に
合
わ

せ
ら
れ
る
よ
う
に
設
計
。
固
定
方
法
は
ボ
ル
ト
及
び
三
ミリ
径
の
ワ
イ
ヤ
ー
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

セ
ン
サ
ー
は
前
回
の
プ
ロ
ペ
ラ
型
が
極
端
な
風
向
変
化
に
対
し
反
応
が
鈍
い
こ
と
と
重
量
が
重
い
こ
と
を
考
慮
し
、
今
回
は
三
杯
型
ア

ナ
ロ
グ

・
パ
ル
ス
両
出
力
風
速
計

・
矢
羽
根
型
ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
式
風
向
計

（着
氷
対
策

・
特
殊
塗
装
セ
ラ
ミ
ッ
ク
）
に
変
え
た
。
地

上

一
七
〇
彙
ンお
よ
び
四
五
量
ン
の
高
さ
に
そ
れ
ぞ
れ

一
組
ず
つ
設
置
す
る
よ
う
設
計
し
た
。
ま
た
支
持
台
の
上

。
中

・
下
三
箇
所
に
電
気
抵

抗
温
度
計
を
設
置
。
さ
ら
に
、
気
圧
計

（シ
リ
コ
ン
・
容
量
式
圧
カ
セ
ン
サ
ー
）
お
よ
び
電
気
抵
抗
温
度
計
を
記
録
計
機
器
Ｂ
Ｏ
ｘ
内
に

設
置
す
る
こ
と
に
し
た
。

自
動
記
録
装
置

（デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
）
は
前
回
の
四
倍
の
記
録
容
量
を
録
れ
る
よ
う
に
四
台
に
増
や
す
な
ど
シ
ス
テ
ム
を
改
良
し
た
。
測

定
内
容
は
瞬
間
最
大
風
速
、
瞬
時
風
速
、
平
均
風
速
、
風
向
、
気
温
、
気
圧
、
記
録
機
器
内
部
温
度
で
あ
る
。
必
要
な
記
録
イ
ン
タ
ー
バ

ル

（
一
〇
分
、
三
〇
分
、　
一
時
間
）
で

一
年
間
充
分
に
測
定
で
き
る
。

セ
ン
サ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
二
個
設
置
は
、
故
障
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
冗
長
性
を
持
た
せ
た
。
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
に
関
し
て
も
同
様
に
二
つ

の
ロ
ガ
ー
で
同
じ
デ
ー
タ
を
録
る
よ
う
に
し
、　
一
つ
が
故
障
し
て
も
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
出
来
る
よ
う
に
し
た
。

な
お
、
測
定
機
器
は
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
以
外
は
す
べ
て
特
注
品
で
、
そ
れ
ぞ
れ
耐
風
性
、
耐
寒
性
を
考
慮
し
て
あ
る
。
観
測
シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
も
の
は
全
て
マ
イ
ナ
ス
五
〇
度
Ｃ
程
度
の
低
温
特
性
試
験
を
済
ま
せ
て
い
る
。
参
考
の
た
め
、
各
機
器
の
メ
ｌ
ヵ
ｌ
名
を
付
記
し

て
お
く
。
セ
ン
サ
ー
類
は
牧
野
応
用
測
器
研
究
所
、
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
、
電
源
等
は
白
山
工
業
、
支
持
台
は
飯
田
製
作
所
に
依
頼
し
た
。
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マ ッキンリーの烈風

南面よりのマ ッキンリー全景
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以
上
の
機
器
を
完
成
さ
せ
、
隊
は
本
年
六
月
六
日
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
に
向
か
っ
た
。
七
月

一
日
ま
で
の
二
六
日
間
の
行
動
内
容
は
以
下
の

通
り
。

六
月
　
ニハ
日

八
日

九
日

十
日

十

一
日

十
二
日
　
（金
）

十
三
日

（土
）

十
四
日
　
（日
）

一
五
日
　
（月
）

十
六
日
　
（火
）

十
七
日
　
（水
）

十
八
日
　
（木
）

十
九
日
　
（金
）

二
十
日
　
（土
）

二
十

一
日
（日
）

二
十
二
日
（月
）

二
十
三
日
（火
）

（土
）

（月
）

（火
）

（水
）

（木
）

成
田
発
。
七
日

（日
）
午
後
ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
到
着

ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
ー
タ
ル
キ
ー
ト
ナ
＝
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

・
ポ
イ
ン
ト

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

ｏ
ポ
イ
ン
ト
～
二
三

一
〇
陣
月
に
移
動

二
三

一
〇
済
～
三

一
〇
〇
陣
月
に
移
動

Ｂ
Ｃ
に
荷
上
げ
の
予
定
も
悪
天
候
の
た
め
三
八
〇
〇
陣
月
に
デ
ポ
ジ
ッ
ト

ヘ
移
動

三
八
〇
〇
陣
川
の
デ
ポ
ジ

ッ
ト
装
備
を
Ｂ
Ｃ
へ
荷
上
げ

Ｄ
Ｃ

（三
三
〇
〇
屑
）
～
Ｂ
Ｃ

（四
三
〇
〇
肩
）
に
移
動

休
養
停
滞

Ｂ
Ｃ
よ
り
四
九
五
〇
】
川
へ
荷
上
げ
デ
ポ
ジ

ッ
ト

Ｂ
Ｃ

（四
三
〇
〇
屑
）
～
Ｈ
Ｃ

（五
二
五
〇
済
）
荷
上
げ
移
動

四
九
五
〇
陣
川
の
デ
ポ
ジ

ッ
ト
品
を
回
収

（逆
ボ
ッ
カ
）

休
養
停
滞

悪
天
候
の
た
め
停
滞

（設
置
機
器
準
備
）

設
置
作
業

一
日
目
　
設
置
点
五
七

一
〇
陣
川
に
荷
上
げ
し
作
業

悪
天
候
の
た
め
停
滞

（Ｈ
Ｃ
）

設
置
作
業
二
日
目
　
登
頂

Ｈ

Ｃ

～

Ｂ

Ｃ

○
○
陣川
よ
り
Ｄ
Ｃ
（三
三
〇
〇
屑
）

28



マ ッキンリーの烈風

二
十
四
日
（水
）

Ｂ
Ｃ
～
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

二
十
五
日
（木
）
～
二
十
七
日

（土
）

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
フ
ラ
イ
ト
待
ち

（二
十
七
日
は
火
山
噴
火
の
た
め
火
山
灰
降
る
）

二
十
八
日
（日
）

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

・
ポ
イ
ン
ト
＝
タ
ル
キ
ー
ト
ナ
ー
ア
ン
カ
レ
ッ
ジ

二
十
九
日
（月
）

荷
作
り
、
帰
国
準
備

三
十
日
　
（火
）

ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
発

七
月
　

一
日
　
（水
）

成
田
着

（午
後
三
時
）

＊
１
　
日
時
は
い
ず
れ
も
現
地
時
間

＊
２
　
前
記
の
記
号
は
次
の
意
味
を
持

つ
～
徒
歩
、
―
自
動
車
、
＝
セ

ス
ナ
機

目
の
　
目
い”
ｒ
ｌ
め
”
日
ｕ
　
”
０

”
”
∽
①
１

０
”
日
０

∪
０
　
∪
①
Ｏ
ｏ
∽
〓
１

０
”
日
ｕ

各
キ
ャ
ン
プ
の
名
称
は
正

式
名
で
は
な
い

（便
宜
上
つ

け
た
通
称
名
）

今
年
度
は
天
候
が
悪
く
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー

周
辺
で
は
過
去
最
悪
の
死
者

（七
月

一
日
現

在
で
十
三
人
）
が
出
た
。
私
た
ち
も
悪
天
に
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阻
ま
れ
、
当
初
よ
り
予
定
が
多
少
長
引
い
た
も
の
の
観
測
機
器
の
設
置
お
よ
び
四
名
全
員
登
頂
に
成
功
し
た
。
観
測
機
器
の
設
置
は
デ
ナ

リ

・
パ
ス
よ
り
約
二
〇
〇
口用
上
、
標
高
五
七

一
〇
房
の
登
山
道
よ
り
少
し
離
れ
た

（約
三
〇
腐
）
地
点
に
あ
る
岩
峰
上
に
て
行
っ
た
。
設

置
は
当
初
の
予
想
よ
り
困
難
で
手
間
取
り
、
二
日
間
か
か
っ
た
も
の
の
、
か
な
り
頑
丈
な
も
の
を
組
み
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

総
重
量
二
四
〇
策
で
各
自
六
〇
策
の
荷
上
げ
は
相
当
こ
た
え
た
が
、
プ
ラ
ン
ど
お
り
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
満
足
し
て
い
る
。

ま
た
、
組
織
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
実
行
委
員
会

（
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
気
象
観
測
機
器
設
置
登
山
隊
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー
ム
）
＝
科
学
研
究
委
員
会
担
当
理
事
大
森
弘

一
郎
、

同
委
員
長
徳
久
球
雄
、
同
委
員
会
各
委
員

・
隊
の
構
成
＝
大
蔵
喜
福

（隊
長

・
渉
外

・
資
金
）
、
千
葉
信

一
郎

（機
器
製
作
）
、
中
村
真

（機
器
製
作
）
、
田
中
清
隆

（装
備

・
食
料
）
、

ソ
ロ
モ
ン
・
ハ
ロ
ル
ド

（渉
外

・
Ｂ
Ｃ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
滞
在
）

・
本
部
＝
大
森
弘

一
郎

（統
括

・
指
揮
）
、
徳
久
球
雄

（科
学
研
究
委
員
長
）
、
長
谷
川
厚
志

（機
器
製
作
リ
ー
ダ
ー
）

私
た
ち
の
考
案
し
た
極
地
と
く
に
高
所
山
岳
に
お
け
る
無
人
気
象
観
測
シ
ス
テ
ム
は
、
毎
年
回
収
の
た
め
登
山
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
、
こ
れ
か
ら

一
年
間
の
測
定
結
果
は
来
年
の
登
山
ま
で
お
預
け
だ
。だ
か
ら
い
ず
れ
は
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
タ
方
式
を
用
い
て
直
線
で
約

一

〇
〇
キ
ロ屑
離
れ
た
タ
ル
キ
ー
ト
ナ
の
レ
ン
ジ
ャ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
デ
ー
タ
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。
現
在
、
多
く
の
協
力
者
を
得
て
鋭
意
進
行
中
で
あ
る
。
幸
い
地
元
ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
の
気
象
台
の
協
力
も
得
ら
れ
そ

う
な
の
で
今
後
が
楽
し
み
で
あ
る
。

三
年
の
間
に
私
た
ち
の
行
動
は
現
地
で
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
関
係
機
関
も
非
常
に
協
力
的
で
、
な
か
に
は
寄
付
を
申
し
出
て

く
れ
る
有
り
難
い
人
も
現
れ
る
な
ど
理
解
が
深
ま
っ
て
き
た
。
日
本
山
岳
会
内
で
も
今
年
は
海
外
登
山
基
金
補
助
金
を
頂
き
、
新
た
に
青

年
部

・
学
生
部
の
協
力
も
得
ら
れ
、
強
力
な
隊
を
組
む
こ
と
が
出
来
有
り
難
く
思
っ
て
い
る
。
登
る
側
か
ら
の
科
学
的
な
究
明
と
い
う
使

命
を
多
く
の
会
員
に
理
解
、
認
識
し
て
頂
く
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
五
年
間
は
記
録
を
と
り
た
い
の
で
、
現
在
も
科
学
研
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マ ッキンリーの烈風

究
委
員
会
の
委
員
を
は
じ
め
、
多
く
の
協
力
者
を
得
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
今
後
は
、
気
象
専
門
家
お
よ
び
科
学
者
と
登
山
家
が
結
集
し

て
、
極
地
用
自
動
気
象
観
測
機
器
の
開
発
、
予
測
の
精
度
向
上
、
地
球
規
模
の
大
気
汚
染
観
測
ま
で
の
展
開
も
見
据
え
て
、
計
画
を
進
め

て
い
き
た
い
方
針
で
あ
る
。

費
用
捻
出
が

一
番
の
問
題
な
の
で
、
会
員
各
位
に
よ
い
知
恵
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ご
協
力
ご
支
援
を
切
に
お
願
い
申
し
あ

げ
た
い
。
最
後
に
な
っ
た
が
、
機
器
製
作
に
お
い
て
多
大
な
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
白
山
工
業
欄
吉
田
稔
氏
、
小
林
正
幸
氏
、

帥
牧
野
応
用
測
器
研
究
所
牧
野
章
汎
氏
、
牧
野
良
誓
氏
、
飯
田
製
作
所
飯
田
信
次
氏
に
本
誌
上
を
か
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

31

る、子.く り、す―

一イ

ヽ
・ヽ 、

l― 一ヽ



登
山
の
新
し
い
分
野
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

―

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

。
東
京
大
会
を
開
催
し
て
―

神
　
崎
　
忠
　
男

一
九
九

一
年
十
月
十
六
日
か
ら
二
十
日
ま
で
東
京

・
代
々
木
公
園
に
お
い
て
日
本
で
は
じ
め
て
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
開
か
れ
た
。
四

方
を
海
に
囲
ま
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
遠
い
国
、
日
本
で
の
大
会
に
参
加
す
る
選
手
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
大

会
運
営
の
以
前
に
選
手
来
日
が
心
配
さ
れ
る
程
に
初
歩
的
な
問
題
を
か
か
え
て
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
開
催
で
あ
っ
た
。

日
本
の
登
山
界
の
な
か
に
も
そ
ろ
そ
ろ
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
論
が
ま
と
ま
り
つ
つ
あ
る
時
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
、

思
い
切
っ
て
開
催
に
踏
み
切
り
、
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
を
実
現
さ
せ
た
こ
と
は
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
定
着
さ
せ
る
に
最
も
効
果

的
な
方
法
で
あ
り
、
登
山
界
の
新
た
な
分
野
と
し
て
認
め
ら
れ
る
上
に
大
き
な
進
展
を
み
た
。

以
上
の
よ
う
に
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
本
開
催
は
唐
突
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
な
り
の
背
景
が
あ
っ
て
の
開
催
で
も
あ
っ
た
。
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
競
技
種
目
を
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
参
加
さ
せ
る
に
は
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
南
米
で
の
国
際
大
会
、
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大

会
開
催
を
実
現
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
対
策
に
応
え
て
日
本
で
の
開
催
決
定
を
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
は
す
で
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は

一
つ
の
競
技
と
し
て
定
着
し
、
若
い
人
た
ち
の
人
気
も
な
か
り
高
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

登
山
の
岩
登
り
の
エ
キ
ス
を
競
技
化
し
た
こ
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
、
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
種
目
参
加
へ
の
可
能
性
を
う
け
、
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登山の新しい分野としてのスポーツクライミング

国
際
山
岳
連
盟

（Ｕ
Ｉ
Ａ
Ａ
）
は
新
し
い
委
員
会
を
設
け
て
普
及
と
振
興
を
は
か
っ
た
。
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
種
目
へ
の
道
は
、
よ
り
多
く
の

競
技
者
、
競
技
国
そ
し
て
、
多
く
の
大
会
開
催
の
実
績
が
必
要
で
あ
り
、．
国
際
山
岳
連
盟
で
は
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
南
米
の
地
域
に

お
け
る
大
会
開
催
に
力
を
入
れ
は
じ
め
、
そ
し
て

一
昨
年
、
香
港
に
お
い
て
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
岩
登
り
競
技
委
員
会

（Ａ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）

を
発
足
さ
せ
た
。
香
港
が
議
長
国
を
受
け
、
日
本
、
中
国
、
中
華
台
北
、
韓
国
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
イ
ラ
ン
が
会
議
に
参

加
、
当
然
、
イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
、
タ
イ
等
、
ア
ジ
ア
全
域
に
わ
た
る
組
織
づ
く
り
を
し
て
い
な
か
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ア
ジ
ア
山
岳

連
盟
も
ま
と
ま
ら
な
い
な
か
で
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
部
門
の
み
が
ま
と
ま
る
こ
と
も
困
難
を
き
わ
め
、
競
技
大
会
参
加
に
関
心
の

高
い
国
の
み
が
集
ま
っ
た
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
山
岳
連
盟
は
ア
ジ
ア
岩
登
り
競
技
委
員
会
の
発
足
に
期
待

も
大
き
く
、
会
議
に
お
け
る
役
員
の
派
遣
は
も
と
よ
り
、
ル
ー
ト
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
ジ
ャ
ッ
ジ
等
の
研
修
会
開
催
、
指
導
者
、
講
師
の
派

遣
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
、
昨
年
か
ら
は
年
二
回
位
、
ア
ジ
ア
の
ど
こ
か
の
国
で
研
修
会
を
開
く
と
い
う
方
策
を
打
ち
出
し
た
。

世
界
的
ク
ラ
イ
マ
ー
の
養
成
を
早
急
に

日
本
に
於
い
て
も

一
九
九

一
年
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
東
京
大
会
を
開
催
す
る
に
当
た
り
、
国
際
山
岳
連
盟
か
ら
イ
タ
リ
ア
の
マ
ル
コ
・
ス

コ
ラ
リ
ー
氏
が
派
遣
さ
れ
て
、　
一
九
九

一
年
二
月
、
約

一
週
間
に
わ
た
リ
ジ
ャ
ッ
ジ
研
修
会
が
開
か
れ
た
。
ア
ジ
ア
各
国
よ
り
二
人
か
ら

三
人
の
参
加
者
が
集
ま
り
、
日
本
か
ら
も
五
名
ほ
ど
の
受
講
応
募
が
あ
っ
た
が
、
日
本
で
の
事
情
か
ら
ど
う
し
て
も
語
学
の
壁
が
破
れ
ず
、

準
公
認
の
資
格
者
が

一
人
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
研
修
会
で
の
公
認
資
格
を
得
た
の
は
韓
国
か
ら

一
人
と
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ベ
ー

パ
ー
テ
ス
ト
等
総
合
面
で
合
格
す
る
こ
と
の
難
し
さ
は
あ
っ
て
も
、
競
技
大
会
実
施
に
伴
う
実
力
の
面
で
は
、
日
本
の
レ
ベ
ル
の
高
い
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
す
で
に
、
日
本
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
協
会
で
の
実
績
も
高
く
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
の

ス
ポ
ー
ツ
が
新
し
い
分
野
で
あ
る
だ
け
に
、
登
山
界
全
体
の
考
え
方
や
活
動
に
お
い
て
、
各
組
織

・
団
体
の
足
並
み
が
揃
わ
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
ス
ポ
ー
ツ
も
初
期
に
お
い
て
は
困
難
も
あ
り
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
本
物
に
な
る
も
の
と
信
じ
る
。
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
愛
す
る
人
た
ち
が
、　
一
生
懸
命
に
な
っ
て
普
及
、
振
興
に
取
り
組
み
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
、
日
本
に
お
け
る

今
が
そ
の
時
期
と
受
け
止
め
て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
日
本
で
は
ま
だ
ま
だ
、
ご
く

一
部
の
人
た
ち
の
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
し
か
あ
つ
か
わ
れ
て
お
ら
ず
、
登
山
界
に
お
い
て

も
賛
否
両
論
が
あ
る
。
特
に
年
配
者
に
は
、
自
然
環
境
に
ふ
れ
あ
わ
な
い
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
的
な
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
は
登
山
精
神
か
ら
も
好
感

の
も
て
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
受
け
止
め
方
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
一
方
若
い
人
に
聞
く
と
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
見
て
も
す
で
に
ピ
ー

ク
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
時
代
は
終
わ
り
、
よ
り
困
難
な
ル
ー
ト
か
ら
の
登
攀
、
登
頂
が
こ
れ
か
ら
の
登
山
の
傾
向
で
あ
る
こ
と
を
み
る
と
き
、

フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
術
や
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
当
然
必
要
で
あ
り
、
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
認
め
ず
し

て
こ
れ
か
ら
の
登
山
を
語
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
だ
い
た
い
最
近
は
登
ら
ず
し
て
登
山
家
ぶ
っ
て
い
る
人
が
増
え
た
よ
う
に
も
み

う
け
ら
れ
る
と
い
う
若
者
な
り
の
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
る
か
と
思
う
が
、
要
す
る
に
登
山
の
新

し
い
分
野
の
ひ
と
つ
と
し
て
割
り
切
ら
な
け
れ
ば
議
論
は
つ
き
な
い
。
や
り
た
い
人
が
い
る
限
り
、
そ
の
こ
と
を
実
践
し
て
い
け
ば
よ
い

こ
と
で
あ
り
、
第
三
者
的
な
発
言
は
避
け
た
方
が
よ
い
と
い
う
雰
囲
気
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
結
論
的
に
考
え
て
み
て
、
も
し
、
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
種
目
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
何
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
か
。
国
体
競
技
の
登
山
種
日
は
ど
う
な
る

の
だ
ろ
う
。
対
応
に
遅
れ
た
日
本
と
し
て
、
国
際
的
レ
ベ
ル
で
の
参
加
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
計
画

的
に
、
組
織
だ
っ
て
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
い
う
と
、
早
く
国
体
の
登
山
競
技
に
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
方
式

（国
際
山
岳
連
盟
Ｕ
Ｉ
Ａ
Ａ
方
式
）
を
取
り
入
れ
、
国
際
的
に
も
通
用
す
る
大
会
、
世
界
に
通
じ
る
ク
ラ
イ
マ
ー
の
養
成
を
早
急
に
は
か

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
日
本
山
岳
協
会
が
今
の
時
代
に
合
わ
せ
て
機
構
改
革
を
行
い
、
競
技
部
を
設
け
た
こ
と
は
そ
の
意
義
が
大

き
い
。
こ
の
新
た
な
機
構
の
な
か
で
日
本
と
し
て
も
、
日
本
で
開
催
さ
れ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、　
一
九
九
八
年
長
野
冬

季
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
を
目
標
と
し
て
積
極
的
に
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
参
加
に
力
を
入
れ
る
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
見

解
で
は
夏
期
ゲ
ー
ム
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
夏
期
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
は
参
加
希
望
種
目
が
多
い
だ
け
に
加
入
が

一
段
と
大
変
に
な
る
。
昨

今
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
世
界
大
会
は
、
原
則
と
し
て
屋
内
大
会
を
決
め
て
い
る
。
天
候
や
気
温
に
左
右
さ
れ
な
い
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

イ
ミ
ン
グ
大
会
を
め
ざ
し
、
登
攀
を
こ
こ
ま
で
人
工
的
に
し
た
の
だ
か
ら
、
全
天
候
性
室
内
競
技
と
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
も
あ
る

く
ら
い
で
、
冬
季
競
技
と
し
て
も
開
催
に
問
題
は
な
い
。
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話
が
後
と
先
に
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
日
本
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
経
過
の
大
要
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
大
き
な

流
れ
と
し
て
は
、
岩
登
り

（自
然
壁
）
が
競
技
化
さ
れ
、
難
易
度
制

（デ
ィ
フ
ィ
カ
ル
ト
）
、
時
間
制

（タ
イ
ム
）
と
か
の
方
式
と
ル
ー

ル
に
よ
る
大
会
が
、　
一
時
ソ
連
に
お
い
て
岩
登
り
競
技
会
と
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。
日
本
山
岳
協
会
で
も
、
日
本
体
育
協
会
の
援

助
と
指
導
の
な
か
、
日
ソ
ス
ポ
ー
ツ
交
流
の

一
環
と
し
て
毎
年
選
手
を
派
遣
し
て
い
た
。
ま
た
、　
一
方
で
は
、
ヨ
セ
ミ
テ
あ
た
り
を
中
心

に
、
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
名
の
も
と
に
、
岩
登
り
が
盛
ん
に
な
り
競
技
性
を
帯
び
て
く
る
と
、
ス
ポ
ー
ツ
的
記
録
追
求
の
興
味

が
高
ま
り
、
近
代
ス
ポ
ー
ツ
登
山
の
名
の
も
と
に
国
際
山
岳
連
盟
で
も
新
し
い
委
員
会
を
設
け
て
の
実
践
に
入
り
、
今
ま
で
の
岩
登
り
競

技
の
ソ
連
方
式
等
を
取
り
入
れ
た
国
際
山
岳
連
盟
Ｕ
Ｉ
Ａ
Ａ
方
式
の
ル
ー
ル
を
ま
と
め
、
年
六
戦
～
八
戦
ぐ
ら
い
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
開

催
を
実
施
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
競
技
を
確
立
し
た
。
日
本
で
は
ま
だ
選
手
層
も
薄
い
が
、
平
山
祐
二
選
手
は
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
東
京
大
会
で
は
優
勝
、
そ
の
後
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
し
て
、
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
を
歴
戦
、
毎
年
の
年
間
ラ
ン
キ
ン
グ
に
も
ト
ッ
プ
レ

ベ
ル
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
歴
史
は
ま
だ
浅
い
が
、
中
味
に
濃
い
も
の
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。

日
本
で
も
早
く
か
ら
世
界
の
情
勢
に
合
わ
せ
て
普
及
、
振
興
に
努
め
、
日
本
山
岳
協
会
の
ジ
ャ
パ
ン
カ
ッ
プ
も
第
六
回
を
迎
え
、
ワ
ー
ル

ド
カ
ッ
プ
及
び
世
界
大
会
へ
の
参
加
選
手
の
選
考
を
含
め
て
年

一
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
界
で
も

一
九
八
九
年
六

月
に
は
日
本
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
協
会

（Ｊ
Ｆ
Ａ
）
が
発
足
、
選
手
権
大
会
の
開
催
、
毎
年
大
倉
カ
ッ
プ
な
ど
日
本
に
お
け
る
ビ
ッ
グ

イ
ベ
ン
ト
を
主
催
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
若
い
人
た
ち
に
も
励
み
に
な
る
Ｊ
Ｆ
Ａ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
コ
ン
ペ
・
ジ
ャ
パ
ン
ツ
ア
ー
シ

リ
ー
ズ
大
会

（十
二
戦
）
を
開
催
、
ポ
イ
ン
ト
ラ
ン
キ
ン
グ
な
ど
を
決
め
て
、
人
気
を
高
め
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
発
展
に
は
、
人

（選
手
）
、
壁

（施
設
）
そ
し
て
資
金

（大
会
運
営
費
）
に
大
き
く
影
響
が

あ
り
、
先
回
の
福
岡
国
体
の
登
攀
競
技
で
も
、
屋
外
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
準
ず
る
壁
面
を
使
用
し
た
り
、

す
で
に
日
本
の
各
地
に
立
派
な
競
技
用
の
壁
面
施
設
が
完
成
し
つ
つ
あ
る
。
今
年

（
一
九
九
二
年
）
も
昨
年
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
東
京
大

会
に
つ
づ
き
、
十
月
九
日
、
十
日
、
十

一
日
と
神
戸
で
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
会
に
次
ぐ
第
二
戦
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
開
か
れ
た
が
、
開
催

資
金
も
安
い
も
の
で
は
な
く
、
特
に
低
迷
す
る
経
済
状
況
の
な
か
で
ス
ポ
ン
サ
ー
協
力
が
困
難
で
あ
り
、
開
催
如
何
も
資
金
集
め
に
か
か

登山の新しい分野としてのスポーックライミング
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わ
る
問
題
と
な
り
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
や
む
な
く
開
催
中
止
に
な
っ
た
大
会
が
い
く
つ
か
あ
る
。

進
む
登
山
界
の
国
際
化

こ
の
様
に
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
登
山
の
新
し
い
分
野
と
し
て
世
界
的
レ
ベ
ル
で
発
展
し
て
い
く
な
か
で
自
ず
と
日
本
も
国
際
舞

台
の
一
員
と
な
り
、
日
本
の
登
山
界
に
も
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
通
し
て
国
際
化
が
入
り
込
ん
で
き
た
気
も
す
る
。

し
か
し
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
み
な
ら
ず
、
登
山
界
の
国
際
化
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
も
ど
ん
ど
ん
進
展
し
て
い
る
。
自
然
保

護
、
山
岳
環
境
保
全
の
運
動
は
、
世
界
的
規
模
で
ひ
と
つ
の
う
ね
り
と
な
り
、
ま
た
、
遭
難
対
策
な
ど
に
お
い
て
も
国
際
的
に
登
山
の
秩

序
を
守
る
た
め
に
も
世
界
規
模
で
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
代
に
な
っ
た
こ
と
を
日
本
の
登
山
界
は
意
識
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

五
、
六
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
私
は
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山
の
こ
と
を
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
の
講
話
と
し
て
話
を
す
る
よ
う
依
頼
さ
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
緊
張
し
て
前
夜
日
本
山
岳
会
の
山
研
に
泊
っ
た
。
そ
の
夜
、
初
対
面
の
会
員
の
何
人
か
の
方
と
同
宿
し
、
夜
の
懇
談
の
席
と

な
っ
た
時
、
そ
の
ひ
と
り
の
人
が
言
う
。
「最
近
の
若
い
人
は
得
意
気
に
外
国
の
山
の
話
を
し
て
ば
か
り
い
て
…
…
気
に
く
わ
ん
―
」
と
。

翌
日
の
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
で
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
私
は
戸
惑
い
を
感
じ
た
。
当
時
、
私
も
こ
の
人
の
言
っ
て
い
る

こ
と
が
解
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
。
自
分
の
山
登
り
を
地
道
に
コ
ツ
コ
ツ
と
登
っ
て
い
る
人
の
純
粋
で
素
朴
な
登
山
の
よ
さ
に
ひ
か
れ
、

派
手
に
と
ら
れ
が
ち
な
海
外
登
山
の
話
を
す
る
こ
と
に
懸
念
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
心
の
傷
の
よ
う
に
山
研
で
聞
い
た

一
会
員
の
話
が
い

つ
ま
で
も
私
の
耳
に
残
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
私
の

「国
際
化
論
」
に
ひ
ず
み
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
後
、
ど
う
い
う
巡
り
合
わ
せ

か
、
海
外
登
山
の
み
な
ら
ず
、
国
際
山
岳
連
盟
へ
の
出
席
な
ど
国
際
化
の
第

一
線
で
活
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
国
際
山
岳
連
盟
に
お
い
て
も
昔
の
親
睦
、
交
流
の
時
代
は
変
わ
り
、
現
在
で
は
実
質
的
に
世
界
の
登
山
界
の
組
織
と
し
て
機
能

的
、
現
実
的
活
動
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
は
十
七
カ
国
あ
る
理
事
国
の
一
員
と
し
て

一
役
を
担
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
立
場
に
あ

る
。
そ
ん
な
な
か
で
の
、
東
京
、
神
戸
の
二
年
連
続
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
開
催
、
そ
し
て
、
日
本
Ｈ
Ａ
Ｔ
‐
Ｊ
の
山
岳
環
境
保
護
国
際
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
は
、
日
本
の
登
山
界
の
国
際
化
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
国
際
活
動
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
先
回
の
ス
ペ
イ
ン
・
サ
ン
セ
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バ
ス
チ
ャ
ン
Ｕ
Ｉ
Ａ
Ａ
理
事
会
で
も
、
日
本
の
評
価
は
高
く
、
一
九
九
二
年
秋
国
際
山
岳
連
盟
総
会
が
日
本
の
松
本
市
で
開
か
れ
る
に
至
っ

て
は
、
国
際
的
に
も
認
め
ら
れ
期
待
さ
れ
る
日
本
の
登
山
界
と
し
て
、
世
界
の
登
山
界
の
一
員
と
い
う
自
覚
の
な
か
に
、
国
際
的
な
登
山

の
秩
序
を
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
分
は
海
外
の
山
に
は
行
か
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
国
際
化
は
関
係
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
登
山
界
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
立

場
で
の
国
際
化
、
国
際
交
流
に
対
す
る
登
山
者
の
理
解
が
大
切
で
あ
る
。
再
三
言
う
よ
う
に
、
今
の
日
本
の
登
山
界
は
国
際
舞
台
そ
の
も

の
が
、
活
動
の
場
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
適
切
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
国
際
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
東
京
大
会

が
そ
の
き
っ
か
け
と
も
な
り
得
た
こ
と
に
、
い
さ
さ
か
の
自
負
を
も
っ
て
い
る
。

日
本
の
登
山
界
が
、
国
際
山
岳
連
盟
を
通
し
、
世
界
の
登
山
界
の
な
か
で
ま
す
ま
す
発
展
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

登山の新しい分野としてのスポーックライミング

t'rfjL
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。
中
高
年
登
山
を
考
え
る

近
年
中
高
年
登
山
者
の
増
加
に
伴
い
、
そ
の
角
度
か
ら
の

安
全
登
山
対
策
の
必
要
性
が
論
議
さ
れ
て
い
る
。
日
本
山
岳

会
に
お
い
て
も
そ
の
視
点
か
ら
、　
一
九
九
二
年
二
月
二
十
二

日
、
東
京
に
お
い
て
中
高
年
登
山
対
策
全
国
大
会
を
開
催
し

て
論
議
を
深
め
た
の
で
、
同
大
会
に
お
け
る
講
演
お
よ
び
討

論
の
概
要
を
収
録
し
た
。
ま
た
、
中
高
年
者
が
海
外
の
高
所

登
山
を
楽
し
む
と
い
う
積
極
的
な
動
き
も
今
後
増
え
て
く
る

と
予
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
五
十
歳
以
上
の
パ
ー
テ
ィ
ー
で

八
〇
〇
〇
】川
峰
に
挑
ん
だ
体
験
を
寄
せ
て
も
ら
っ
た
。
な
お
、

六
十
歳
で
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
に
登
っ
た
斎
藤
惇
生

・
中
島
道
郎

両
氏
の
記
録
が

「還
暦
男
二
人
、
八
千
米
峰
に
登
る
の
記
」

と
し
て
、
「山
岳
』

一
九
九
〇
年
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

合
わ
せ
て
参
考
に
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、
「高
齢
者
登
山

・

私
の
場
合
」
と
題
し
て
、
今
日
な
お
壮
者
を
凌
ぐ
元
気
な
登

山
を
続
け
て
い
る
高
齢
会
員
に
、
そ
の
元
気
の
秘
訣

・
訓
練

法

・
安
全
の
た
め
に
心
が
け
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
の

体
験
記
を
寄
せ
て
も
ら
っ
た
。
　
　
　
　
（編
集
委
員
会
）

∧
中
高
年
登
山
対
策
全
国
大
会
に
お
け
る
講
演
∨

文
部
省
登
山
研
修
所
の
活
動

浦

井

孝

夫

（文
部
省
登
山
研
修
所
長
）

本
日
は
現
在
私
ど
も
が
行
っ
て
い
ま
す
登
山
研
修
所
の
仕
事
、

こ
れ
か
ら
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
な
ど
申
し
上
げ
て
ご
理
解

い
た
だ
き
、
ご
指
導
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
と
存
じ
ま
す
。

ま
ず
最
初
に
登
山
研
修
所
が
現
在
行
っ
て
い
ま
す
事
業
等
に
つ

い
て
簡
単
に
ご
説
明
し
、
次
い
で
中
高
年
の
安
全
登
山
と
い
う
観

点
か
ら
い
く
つ
か
提
言
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
承
知
の
と
お
り
文
部
省
の
登
山
研
修
所
は
富
山
県
の
立
山
町

に
あ
り
、
今
か
ら
二
十
五
年
前
の
一
九
六
七
年
に
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
日
本
で
唯

一
の
登
山
指
導
者
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で

す
。　
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
遭
難
事
故
が
相
次
ぎ
、
特
に

一
九
六

三
年
、
六
四
年
に
は
若
い
パ
ー
テ
ィ
ー
が
大
量
に
遭
難
死
し
ま
し
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特集 。中高年登山を考える

た
こ
と
が
開
設
の
大
き
な
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
わ
が
国
の
ス
ポ
ー
ツ
の
健
全
な
普
及
発
展
の
た
め
の

仕
事
を
担
当
し
て
い
ま
す
文
部
省
と
し
て
は
、
何
を
な
す
べ
き
か

と
い
う
こ
と
で
論
議
を
重
ね
、
こ
の
よ
う
な
痛
ま
し
い
遭
難
事
故

を
未
然
に
防
止
す
る
に
は
、
ま
ず
登
山
指
導
者
の
研
修
訓
練
を
行

い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
し
い
安
全
な
登
山
を
全
国
的
に
普
及
す
る

こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
と
の
見
地
か
ら
、
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
研
修
会
に
は
、
本
日
お
見
え
の
方
々
の
中
に
も
講
師
と
し

て
お
世
話
に
な
っ
た
方
や
研
修
生
と
し
て
参
加
さ
れ
た
方
も
お
ら

れ
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
に
約
八
千
名
が
登
山
研
修
所
で
研
修
を
修

了
し
て
お
り
ま
す
。
年
間
で
三
百
～
四
百
名
に
な
り
ま
す
。

研
修
の
内
容
は
講
義
、実
技
、研
究
協
議
の
三
つ
の
内
容
で
行
っ

て
お
り
ま
す
が
、
中
心
に
な
る
の
は
冬
山
、
春
山
、
夏
山
に
お
け

る
歩
行
技
術
、
登
攀
技
術
、
緊
急
時
対
策
、
生
活
技
術
と
い
っ
た

実
技
訓
練
で
す
。　
一
回
の
研
修
期
間
は
研
修
会
の
種
類
や
参
加
対

象
者
に
よ
っ
て
多
少
異
な
り
ま
す
が
、
約

一
週
間
で
、
主
な
参
加

者
は
大
学
山
岳
部
の
リ
ー
ダ
ー
、
地
域
や
職
域
の
山
岳
会
や
登
山

ク
ラ
ブ
の
指
導
者
、
そ
れ
に
加
え
高
校
、
高
等
専
門
学
校
の
登
山

部
や
山
岳
部
の
顧
問
教
員
等
で
す
。
顧
間
を
や
っ
て
い
る
先
生
は

必
ず
し
も
若
い
時
に
登
山
を
や
っ
た
と
い
う
人
ば
か
り
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
経
験
者
は
少
な
い
と
い
え
ま
す
。

こ
れ
ら
参
加
者
の
多
く
は
登
山
の
仲
間
を
持

っ
て
お
り
、
平
素

か
ら
登
山
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
活
動
を
し
て
い
る
活
動
母
体
が

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ク
ラ
ブ
と
か
同
好
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ

て
お
り
、
そ
れ
ら
の
リ
ー
ダ
ー
格
の
人
が
受
講
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
組
織
は
に
わ
か
作
り
で
は
な
く
、
継
続
性
の
あ
る
し
つ

か
り
と
し
た
登
山
者
の
集
ま
り
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
ク
ラ

ブ
や
同
好
会
の
代
表
者
が
研
修
に
参
加
す
れ
ば
、
帰

っ
て
か
ら
そ

の
内
容
を
仲
間
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
い
う
い
う
仕
組

み
が
な
い
と
い
く
ら
研
修
を
行

っ
て
も
そ
の
人
だ
け
で
終

っ
て
し

ま
い
波
及
効
果
が
少
な
い
わ
け
で
す
。
ま
た
、
研
修
に
参
加
し
て

く
る
人
々
の
母
体
の
ク
ラ
ブ
や
同
好
会
の
多
く
は
日
本
山
岳
会
と

い
っ
た
組
織
に
加
盟
し
て
お
り
、
登
山
に
関
す
る
情
報
と
か
指
導

が
わ
り
と
伝
達
さ
れ
や
す
い
登
山
愛
好
者
の
集
団
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
私
ど
も
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
若
い
人
た
ち
の
遭

難
防
止
に
対
す
る
研
修
、
指
導
等
を
行

っ
て
き
ま
し
た
。
近
年
、

余
暇
時
間
の
増
大
、
高
齢
化
社
会
の
進
展
等
社
会
環
境
が
変
わ

っ

て
き
ま
し
て
、
同
時
に
生
活
水
準
が
向
上
し
て
中
高
年
の
ス
ポ
ー

ツ
実
施
人
口
が
増
え
て
き
て
お
り
ま
す
。
昔
は
、
四
十
歳
を
過
ぎ
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れ
ば
ス
ポ
ー
ツ
を
や
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
で
は

四
十
代
、
五
十
代
、
六
十
代
、
七
十
代
い
ず
れ
も
ス
ポ
ー
ツ
を
行
っ

て
お
り
、
特
に
六
十
代
、
七
十
代
の
ス
ポ
ー
ツ
人
口
は
十
年
前
、

二
十
年
前
と
比
べ
る
と
随
分
増
え
て
お
り
ま
す
。
二
十
代
、
三
十

代
の
ス
ポ
ー
ツ
人
口
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
登
山

に
つ
い
て
も
同
様
で
、
登
山
人
口
全
体
は
そ
れ
ほ
ど
増
え
て
い
な

い
の
で
す
が
、
中
高
年
の
占
め
る
割
合
が
増
え
て
お
り
ま
す
。
そ

の
た
め

一
方
で
遭
難
事
故
も
大
変
多
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
対
策

が
急
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
文
部
省
と
し
て
遅
ま
き
な
が

ら

一
九
九
〇
年
か
ら
そ
の
対
策
に
乗
り
出
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の

最
初
の
仕
事
が

『楽
し
い
登
山
」
と
い
う
本
の
出
版
で
す
。

当
初
は
、
そ
う
し
た
本
を
出
す
の
が
良
い
の
か
、
講
習
会
を
実

施
す
る
の
が
良
い
の
か
と
、
内
部
で
随
分
論
議
を
し
た
わ
け
で
す

が
、
中
高
年
で
登
山
を
し
て
い
る
人
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
組

織
に
は
所
属
し
な
い
で
個
人
個
人
で
や
っ
て
い
る
人
が
多
い
の

で
、
講
習
会
を
や
っ
て
も
そ
の
参
加
者
が
帰
っ
て
組
織
的
に
伝
達

す
る
と
い
う
形
に
は
な
り
づ
ら
い
の
で
、
ま
ず
は
本
を
出
し
て
皆

に
知
識
を
普
及
す
る
の
が
先
で
は
な
い
か
と
の
考
え
か
ら
本
の
出

版
を
手
が
け
た
わ
け
で
す
。
昨
年
の
八
月
に
出
来
上
が
り
、
十
二

月
ま
で
に

一
万
四
千
部
が
売
れ
、
何
と
か
趣
旨
は
達
成
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

本
年
度
の
事
業
と
し
て
は
中
高
年
の
安
全
登
山
講
習
会
を
予
算

化
し
ま
し
た
。
立
山

（富
山
）
、
大
山

（鳥
取
）
及
び
丹
沢

（神

奈
川
）
で
行
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
岩
手
、
岐
阜
、
高
知
で
実
施

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。ど
う
い
う
講
習
内
容
に
す
る
の
か
、

何
を
教
え
る
の
か
と
い
う
の
が
課
題
で
あ
り
、
日
本
山
岳
会
の
皆

さ
ん
か
ら
ご
指
導
を
い
た
だ
き
、
充
実
し
た
内
容
に
し
た
い
と
お

も
い
ま
す
。
参
加
対
象
は
第

一
に
都
道
府
県
、
市
町
村
教
育
委
員

会
の
体
育

・
ス
ポ
ー
ツ
の
行
政
担
当
者
で
す
。
行
政
の
中
核
に

な
っ
て
い
る
方
々
に
理
解
し
て
も
ら
わ
な
い
と
登
山
の
普
及
と
い

う
仕
事
は
進
み
ま
せ
ん
。
第
二
は
日
本
山
岳
協
会
と
か
日
本
山
岳

会
と
か
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
人
に
も
入
っ
て
来
て
欲
し
い
。
第

三
に
は
地
域
や
職
域
の
中
高
年
登
山
グ
ル
ー
プ
の
指
導
者
で
、
こ

れ
ら
の
方
の
参
加
が

一
番
大
事
で
す
。

そ
こ
で
、
中
高
年
登
山
の
問
題
点
で
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
中

高
年
に
な
っ
て
登
山
を
始
め
た
初
心
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
、
も

う

一
つ
は
観
光
と
か
レ
ジ
ャ
ー
と
か
気
晴
ら
し
と
い
っ
た
安
易
な

考
え
方
で
山
へ
行
く
こ
と
、
さ
ら
に
は
に
わ
か
作
り
の
グ
ル
ー
プ

で
計
画
や
準
備
が
ず
さ
ん
な
ま
ま
山

へ
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
で

す
。
そ
こ
で
二
つ
ほ
ど
提
言
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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一
つ
は
、
中
高
年
齢
者
の
中
に
は
登
山
を
や
り
た
い
と
い
う
人

は
か
な
り
多
く
い
る
と
お
も
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
初
心
者
を

対
象
と
し
た
中
高
年
登
山
者
の
グ
ル
ー
プ
作
り
を
進
め
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
富
山
県
に
お
い
て
は
日
本
山
岳
会
の

副
会
長
を
し
て
お
ら
れ
る
藤
平
さ
ん
の
も
と
で
富
山
県
山
岳
連
盟

が
指
導
し
て
、
富
山
市
に
中
高
年
の
大
き
な
登
山
グ
ル
ー
プ
が
で

き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
形
の
グ
ル
ー
プ
作
り
を
指
導
し
て
す
す

め
な
れ
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

も
う

一
つ
は
、
す
で
に
中
高
年
の
ク
ラ
ブ
と
か
グ
ル
ー
プ
が
あ

り
、
そ
う
い
う
も
の
を
行
政
や
山
岳
団
体
等
が
把
握
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
を
把
握
す
る
と
同
時

に
そ
の
代
表
者
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
指
導
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
未
組
織
の
人
だ
か
ら
組

織
に
入

っ
て
も
ら
う
と
い
っ
て
も
、
そ
う
い
っ
た
人
に
は
既
存
の

ベ
テ
ラ
ン
の
い
る
会
に
は
な
か
な
か
入
り
難

い
と
思
い
ま
す
の

で
、
そ
う
し
た
面

へ
の
配
慮
も
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

∧
中
高
年
登
山
対
策
全
国
大
会
に
お
け
る
講
演
∨

女
性
の
た
め
の
登
山
教
室
１８
年

十
七
年
前

（
一
九
七
五
年
）
、
朝
日
新
聞
の
運
動
部
記
者
片
山

全
平

（日
本
山
岳
会

・
故
人
）
さ
ん
か
ら
、
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
・

セ
ン
タ
ー
に
、
女
性
の
た
め
の
登
山
教
室
を
新
設
し
た
い
の
で
、

協
力
を
し
て
欲
し
い
と
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
す
が
に
新
聞
社

が
母
体
と
な
っ
て
発
足
し
た
だ
け
に
、
世
の
中
を
先
取
り
し
た
企

画
だ
と
感
心
し
た
も
の
で
し
た
。
た
だ
、
山
登
り
を
す
る
た
め
に
、

受
講
料
を
払
っ
て
ま
で
、　
一
般
の
女
性
が
集
ま
っ
て
く
る
だ
ろ
う

か
、
半
信
半
疑
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
フ
タ
を
開
け
て
み
ま
す
と
、
定
員
四
十
名
の
と
こ

ろ
に
、
六
十
名
ほ
ど
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
の
で
す
。
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
考
え
て
み
ま
す
と
、
第

小

倉

当ヒ
達ユ

子
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一
次
登
山
ブ
ー
ム
は
、
日
本
山
岳
会
が
行
っ
た
マ
ナ
ス
ル
登
頂
が

き

っ
か
け
で
し
た
。
あ
の
時
代
に
山
に
憧
れ
た
若
い
人
た
ち
が
、

（男
性
は
企
業
戦
士
と
し
て
）
女
性
は
子
育
て
や
仕
事
な
ど
で
、

登
山
を

一
時
中
断
し
て
い
た
人
た
ち
も
仕
事
を
リ
タ
イ
ア
、
ま
た

は
子
育
て
が
終
り
、時
間
的
に
ゆ
と
り
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
、

再
び
山
歩
き
や
山
登
り
に
、
復
帰
し
た
時
期
と

一
致
し
た
の
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
に
ま

っ
た
く
縁
の
な
か
っ
た
人
た
ち

も
、
時
間
的
、
経
済
的
に
余
裕
が
で
き
た
時
、
歩
く
こ
と
な
ら
で

き
る
だ
ろ
う
、
と
山
歩
き
を
選
ん
だ
よ
う
で
す
。
と
同
時
に
、
交

通
網
の
発
達
に
よ
っ
て
、
比
較
的
体
力
の
弱
い
人
た
ち
で
も
、
山
々

へ
向
か
う
チ
ャ
ン
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
装
備
類

の
開
発
や
軽
量
化
に
よ
っ
て
、
中
高
年
に
ぴ
っ
た
り
の
要
素
が
、

整

っ
た
時
期
と
も
い
え
ま
す
。

実
は
、
カ
ル
チ
ャ
ー

・
セ
ン
タ
ー
で
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
作
る
時

に
、
受
講
生
は
、
山
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
興
味
を
持
ち
、
実
際
に

登
る
だ
け
で
な
く
、
動
物
や
植
物
な
ど
、
自
然
に
対
し
て
も
興
味

を
も

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
講
師
に
参
加
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

受
講
生
の
目
的
は
、
実
際
に
山
に
登
る
ノ
ウ

・
ハ
ウ
が
知
り
た

か
っ
た
の
で
す
。

二
十
代
の
学
生
さ
ん
か
ら
、
三
、
四
十
代
、
五
十
代
と
年
齢
層

に
幅
が
あ
り
ま
し
た
が
、
思
い
は
同
じ
で
し
た
。
こ
と
に
、
中
高

年
の
人
た
ち
に
は
、
楽
し
め
る
時
間
が
残
り
少
な
い
の
で
、
と
に

か
く
早
く
山
を
歩
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
、
と
い
う
の
が
本
音

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
、
山
歩
き
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、

体
力
も
つ
き
余
裕
が
出
て
、
は
じ
め
て
山
の
写
真
を
撮
り
た
い
、

高
山
植
物
の
名
前
を
知
り
た
い
、
ス
ケ
ッ
チ
を
し
た
い
、
と
興
味

が
わ
い
て
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

試
行
錯
誤
の
末
に
い講
座
内
容
は
①
山
を
歩
く
た
め
の
基
本
（大

自
然
相
手
の
山
で
あ
る
こ
と
。
常
に
最
悪
の
状
態
を
想
定
し
、
判

断
と
対
処
が
い
か
に
重
要
か
。
計
画
の
た
て
方
、
実
行
に
際
し
て

の
留
意
点
。
チ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
。
体
力
の
な
い
女
性
が
中
高
年
の

場
合
、
メ
ン
バ
ー
が
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た
時
は
、
チ
ー
ム
全

体
の
安
全
確
保
す
ら
で
き
な
く
な
る
。
一
人

一
人
の
責
任
で
あ
る
。

人
を
頼
ら
ず
、
自
立
心
を
養
う
。
リ
ー
ダ
ー
体
験
で
、
山
歩
き
山

登
り
の
基
本
を
身
に
つ
け
る
）
②
服
装
と
装
備
③
安
全
と
健
康
④

地
図
の
読
み
方
⑤
山
の
気
象
⑥
山
行
計
画
書
提
出

。
ま
と
め
。

週

一
回
二
時
間
、
六
回
講
座
と
し
、　
一
泊
二
日
の
実
技
登
山
を

加
え
、短
時
間
に
基
本
を
身
に
つ
け
て
も
ら
う
よ
う
に
し
ま
し
た
。

実
技
登
山
で
は
、
チ
ー
ム
の
つ
く
り
方
。
準
備
体
操
や
整
理
体
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操
の
重
要
性
。
服
装

（汗
を
か
か
な
い
工
夫
、
寒
暖
調
整
）
。
歩

き
方
。
水
の
飲
み
方
。
休
け
い
の
と
り
方
な
ど
。
ど
う
す
れ
ば
バ

テ
ず
に
歩
け
る
か
、
体
験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

例
え
ば
、
ネ
パ
ー
ル
で
重
い
荷
を
背
負
っ
た
ポ
ー
タ
ー
が
、
急

坂
で
二
、
三
歩
ず
つ
の
ジ
グ
ザ
グ
上
り
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、

私
も
見
習
っ
て
み
ま
し
た
。
非
常
に
呼
吸
が
楽
な
ん
で
す
ね
。
山

に
慣
れ
て
い
な
い
初
心
者
や
中
高
年
の
人
た
ち
に
は
、
運
動
不
足

や
体
重
オ
ー
バ
ー
な
ど
で
、
心
肺
機
能
が
落
ち
て
、
呼
吸
が
苦
し

い
と
、
上
り
を
い
や
が
る
人
が
い
ま
す
が
、
こ
の
ジ
グ
ザ
グ
上
り

を
取
り
入
れ
る
と
、
苦
し
ま
ず
に
上
り
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
下
り
が
弱
い
こ
と
も
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
計
画

を
立
て
る
時
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
ね
。
こ
う
し
て
、
自
分
自

身
の
体
験
や
失
敗
談
を
加
え
、
で
き
る
だ
け
早
く
、
実
体
験
を
通

し
て
山
に
親
し
ん
で
も
ら
う
よ
う
、
心
が
け
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
中
高
年
に
な
り
ま
す
と
、
と
に
か
く
早
く
高
い
山

へ
、数
多
く
登
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
、

わ
が
ま
ま
と
い
う
か
、
自
分
中
心
な
ん
で
す
ね
。
他
人
の
面
倒
は

見
た
く
な
い
と
い
う
人
が
、
ほ
と
ん
ど
で
す
。
そ
れ
で
は
、
他
人

を
思
い
や
る
気
持
、
チ
ー
ム

・
ワ
ー
ク
が
育
つ
わ
け
が
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
い
い
仲
間
が
い
な
く
て
は
山
歩
き
、
山
登
り
は
楽

し
く
な
い
し
、
安
全
な
登
山
も
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
、
自
分
で
で
き
る
範
囲
の
山
を
選
ん
で
、
リ
ー

ダ
ー
体
験
を
す
る
よ
う
（講
座
修
了
生
で
作
っ
た
登
山
同
好
会
「紫

蘭
会
し
、
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

他
人
を
連
れ
て
行
く
と
い
う
体
験
は
、
計
画
、
準
備
、
気
象
な

ど
事
前
の
問
題
、
現
地
で
の
判
断
や
対
処
の
仕
方
な
ど
、
無
事
に

全
員
が
帰
宅
す
る
ま
で
、
責
任
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
能
力
以

上
の
山
の
計
画
が
、
い
か
に
怖
い
も
の
か
判
っ
て
も
ら
え
ま
し
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
人
を
頼
っ
て
、
連
れ
ら
れ
登
山
を
し
て
い
る

人
は
、
山
の
怖
さ
を
知
ら
な
い
ば
か
り
か
、
何
か
起
こ
っ
た
時
は
、

他
人
に
責
任
を
な
す
り
つ
け
、無
責
任
な
行
動
を
と
る
も
の
で
す
。

リ
ー
ダ
ー
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分

た
ち
の
能
力
、
体
力
に
応
じ
た
山
に
、
助
け
合
っ
て
登
頂
し
、
無

事
に
下
山
し
た
時
の
充
実
感
は
、
連
れ
ら
れ
登
山
で
は
味
わ
え
な

い
喜
び
と
な
る
の
で
す
。
日
常
生
活
も
い
き
い
き
し
て
く
る
か
ら

不
思
議
で
す
。

一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
講
座
の
初
め
ご
ろ
、

実
技
指
導
に
、
山
岳
会
の
男
性
会
員
に
協
力
を
お
願
い
し
て
お
り

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
男
性
は
女
性
に
や
さ
し
い
と
い
う
か
、
甘

い
と
い
う
か
、
難
所
に
か
か
る
と
、
す
ぐ
手
を
さ
し
の
べ
て
し
ま

特集 0中 高年登山を考える
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う
の
で
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
、女
性
の
自
立
は
と
ん
で
も
な
い
と
思

い
ま
し
た
。
結
局
男
性
の
講
師
は
辞
め
て
も
ら
い
、
女
性
講
師
自

ら
が
、
厳
し
さ
の
中
に
や
さ
し
さ
と
抱
擁
力
を
加
味
し
、好
評
を
得

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
私
の
十
八
年
間
を
通
じ
て
の
体
験
で
す
。

前
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー

・
セ
ン
タ
ー

の
女
性
登
山
教
室

（の
ち
に
山
歩
き
教
室
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
の
み
変

更
）
は
、
開
講
当
時
は
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
に
し
て
新
企
画
で
あ
る
、

と
好
評
を
得
て
、
十
八
年
間
続
い
て
き
ま
し
た
が
、
今
年
を
最
後

に
閉
講
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
日
の
よ
う
に
中
高
年
登
山

者
問
題
が
、
社
会
問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
時

期
に
、
な
ぜ
閉
講
す
る
の
か
、
と
首
を
か
し
げ
る
人
も
い
ま
す
。

時
流
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー

・
セ
ン
タ
ー

の
所
在
地
で
あ
る
西
新
宿
に
、
東
京
都
庁
が
移
転
し
て
き
た
た
め

に
、
地
価
が
暴
騰
し
、
経
営
を
圧
迫
し
は
じ
め
た
の
で
す
。
当
然

定
員
割
れ
の
教
室
は
、
切
り
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
破
目
に
追
い
込

め
ら
れ
ま
し
た
。
生
涯
教
育
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
た
朝
日
カ
ル
チ
ャ

ー

・
セ
ン
タ
ー
も
、
結
局
は
企
業
で
す
か
ら
、
採
算
が
第

一
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

最
近
に
な

っ
て
、
大
手
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
、
登
山
教
室

を
開
く
と
い
う
動
き
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
た
商
売
に
つ

な
が
る
こ
と
な
ら
、
何
で
も
や
る
と
い
う
、
企
業
の
考
え
方
も
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
多
分
、
日
本
山
岳
会
の
皆
さ
ん
に
、
講
師

依
頼
が
来
る
と
思
い
ま
す
が
、
企
業
の
思
惑
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
登
山
と
い
う
も
の
は
、　
一
人

一
人
の
責
任
に
お
い
て
、
い

の
ち
を
大
切
に
、
山
を
楽
し
む
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
客
さ
ま
と

し
て
山
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
て
い
て
は
、
本
当
の
山
の
よ
さ

を
知
ら
ず
に
終

っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
、
ご
指
導
願
い
た
い
と
思

い
ま
す
。

最
後
に
中
高
年
登
山
者
が
、
と
も
す
れ
ば
忘
れ
が
ち
に
な
る
こ

と
に
、
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
山
を
好
き
に
な
る
人
に

は
、
頑
固
で
意
固
地
と
い
う
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
人
が
多

い
と
思
い
ま
す
。
年
を
重
ね
る
ご
と
に
、
ま
す
ま
す
激
し
く
な
り
、

「若
い
時
は
…
…
」
と
い
う
思
い
込
み
が
強
く
な
る
よ
う
で
す
。

自
分
の
体
力
、
そ
し
て
持
病
の
こ
と
な
ど
を
わ
き
ま
え
、
過
去
の

栄
光
は
、
青
春
の
大
切
な
思
い
出
と
し
て
、
自
分
の
胸
の
奥
に
し

ま
い
、
そ
の
時
々
の
体
調
に
合

っ
た
山
を
楽
し
ん
で
い
き
た
い
も

の
で
す
。
お
た
が
い
に
仲
間
同
士
で
チ
ェ
ッ
ク
し
合
う
の
も
、　
一

つ
の
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。
信
頼
し
合
え
る
仲
間
を
生
涯
持
ち
つ

づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
素
晴
ら
し
い
私
た
ち
の
財
産
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
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∧
中
高
年
登
山
対
策
全
国
大
会
に
お
け
る
講
演
∨

中
高
年
者
の
体
力
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

大
　
森
　
董
（　
雄

（
一
）
は
じ
め
に

わ
が
国
の
登
山
界
で
は
こ
の
と
こ
ろ
熟
年
登
山
者
が
大
変
気
を

吐
い
て
お
り
、
昨
年
は
五
十
歳
以
上
の
グ
ル
ー
プ
が
チ
ョ
ｏ
オ

ユ
ー
に
登
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、　
一
昨
年
は
六
十
歳
の
方
が
や

は
り
八
〇
〇
〇
腐
峰
に
登
る
と
い
う
、
大
変
に
素
晴
ら
し
い
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
反
面
、
最
近
で
は
何
で
も
な
い
よ
う
な
尾

根
か
ら
転
落
す
る
、
あ
る
い
は
登
山
中
急
死
す
る
と
い
っ
た
よ
う

な
事
故
が
増
え
て
お
り
、
ま
た
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
中

に
高
山
病
で
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
事
故
が
毎
年
何
件
か

報
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
き
ょ
う
は
中
高
年
登
山
者
の
体
力
が
ど
う
な
っ
て
い
る

か
、
メ
デ
ィ
ヵ
ル

・
チ
ェ
ッ
ク
を
ど
う
す
る
か
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
話
を
し
て
み
ま
し
よ
う
。

（二
）
背
景
と
最
近
の
遭
難
の
実
態

私
は
も
と
も
と
整
形
外
科
医
な
の
で
、
運
動
器
の
面
か
ら
は
歳

を
と

っ
た
方
で
も
全
く
問
題
は
な
い
の
で
登
山
を
薦
め
て
お
り
ま

す
が
、
中
高
年
と
も
な
る
と
い
ろ
い
ろ
な
成
人
病
が
基
盤
に
あ
り
、

そ
う
い
う
よ
う
な
中
で
ど
の
よ
う
に
登
る
の
が
よ
い
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

私
ど
も
は
十
三
年
前
に
日
本
山
岳
会
の
中
の
医
療
委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
が
集
ま
り
、
登
山
医
学
研
究
会
を
発
足
さ
せ
、
毎
年

「
登

山
医
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
い
う
研
究
会
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

一
昨
年
、
私
が
第
十
回
の
会
長
を
や
り
ま
し
た
時
に
、
こ
の
中
高

年
登
山
者
の
諸
問
題
を
テ
ー
マ
に
専
門
の
先
生
方
に
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
会
員
の
松
永
敏
郎

さ
ん
が
中
高
年
登
山
者
を
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
現
状
を
分
析

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
ま
ず
紹
介
し
て
お
く
と
、
第

一
は
継
続

型
で
、
若
い
時
か
ら
ク
ラ
ブ
に
所
属
し
て
先
輩
の
き
び
し
い
指
導

の
も
と
で
基
礎
技
術
を
身
に
付
け
て
積
雪
期
登
山
あ
る
い
は
岩
壁

登
攀
の
経
験
を
積
み
、
今
な
お
自
分
の
登
山
を
実
践
し
て
い
る
タ

イ
プ
で
、
常
に
そ
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
摂
生
に
努
め
て
い

特集・中高年登山を考える
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る
人
。
こ
の
人
た
ち
は
登
山
を
続
け
な
が
ら
自
分
の
体
力
の
衰
え

を
自
覚
し
、
長
い
経
験
の
中
で
培
っ
て
き
た
防
御
力
を
身
に
つ
け

て
い
る
。
二
番
目
は
復
活
型
で
、
若
い
時
に
き
び
し
い
ス
ポ
ー
ツ

登
山
を
や
り
な
が
ら
種
々
の
事
情
で
中
断
し
て
い
た
も
の
が
、
時

間
や
金
銭
的
余
裕
が
で
き
、
仕
事
や
家
庭
の
状
態
が
変
わ
っ
て
き

て
登
山
を
再
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
人
。
こ
の
よ
う
な
方
は
し
ば

ら
く
登
山
活
動
を
中
断
し
て
い
た
間
に
自
分
の
体
力
や
技
術
が
衰

え
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
見
受
け
ら
れ

る
。
三
番
目
は
初
心
者
型
。
職
場
内
の
友
人
や
妻

（夫
）
に
誘
わ

れ
て
、
ま
た
定
年
後
趣
味
を
求
め
て
、
こ
れ
ま
で
山
と
は
全
く
縁

の
な
い
人
た
ち
が
、
ふ
と
山
登
り
を
始
め
た
と
い
う
人
た
ち
で
、

中
に
は
大
変
研
究
熱
心
で
率
直
に
リ
ー
ダ
ー
の
い
う
こ
と
を
聞
く

人
も
い
る
が
、
多
く
の
人
た
ち
は
登
山
に
必
要
な
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

や
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
ヘ
の
認
識
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
医
学
的
に
み
て
中
高
年
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
、

体
力
が
年
を
追
っ
て
衰
え
て
い
く
こ
と
で
す
。
一
般
的
に
い
っ
て
、

人
の
体
力
は
二
十
歳
を
頂
点
と
し
て
衰
退
が
は
じ
ま
り
、
頂
点
時

を

一
〇
〇
％
と
し
て

一
年
毎
に
約

一
％
ず
つ
減
少
す
る
と
い
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
図
１
の
よ
う
に
、
二
十
歳
の
男
性
の
各
体
力
の
指

標
を

一
〇
〇
と
し
て
加
齢
に
伴
う
変
化
を
見
る
と
、
最
も
低
下
度

の
大
き
い
の
は
閉
眼
片
足
立
ち
と
脚
筋
力
で
、
大
体
六
十
歳
で
は

三
〇
～
五
〇
％
低
下
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
人
は
脚
か
ら
衰
え
る

と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
次
い
で

腕
立
て
伏
せ
、
立
位
の
体
の
前
屈
、
そ
れ
か
ら
垂
直
跳
び
も
六
十

歳
で
は
大
体
四
〇
～
六
〇
％
に
低
下
し
ま
す
。

気
力
の
優
れ
た
人
に
と
っ
て
は
、
自
分
は
ま
だ
若
い
と
い
う
思

体

力 60

%

20    30 40     50     60

年 齢 (歳 )

図 1 体力の加齢による変化 (20歳 の体力を 100と し、それ

ぞれの年齢の体力を相対値で示している)(池上、1987)
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い
込
み
が
あ
り
、
無
意
識
の
う
ち
に
自
分
の
肉
体
に
そ
れ
を
期
待

す
る
わ
け
で
す
が
、
実
際
に
は
気
力
と
体
力
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
き

く
崩
れ
て
、
反
射
神
経
が
失
わ
れ
、
筋
力
が
低
下
し
て
瞬
発
的
な

動
作
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
持
久
性
や
筋
の
持
久
力

の
低
下
で
疲
労
が
早
く
訪
れ
、
何
よ
り
も
決
定
的
な
こ
と
は
疲
労

の
回
復
が
遅
れ
て
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
現

れ
て
き
ま
す
。

警
視
庁
保
安
部
外
勤
課
が
毎
年
発
行
す
る
山
岳
遭
難
発
生
状
況

の
事
故
統
計
に
つ
い
て
み
て
み
ま
す
と
、　
一
九
九
〇
年
で
は
登
山

道
、
沢
、
岩
場
、
尾
根
か
ら
の
転
落
、
滑
落
が
最
も
多
く
百
八
十

五
件

（三
二
％
）
、
次
い
で
道
迷
い
百
七
十
件

（三
〇
％
）
、
疲
労
、

病
気
七
十
六
件

（
一
三
％
）
の
順
で
あ
り
ま
し
た
。

事
故
の
間
接
的
な
要
因
と
し
て
は
、
登
山
技
術
の
未
熟
や
登
山

の
基
礎
知
識
の
不
足
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
事
故
が
多
発
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
死
者
、
行
方
不
明
者
の
原
因
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、

転
滑
落
者
が
最
も
多
く
七
十
三
人

（四
七
％
）
、
次
い
で
疲
労
、

病
気
二
十
五
人

（
一
六
％
）
、
道
迷
い
十
四
人

（九
％
）
、
雪
崩
十

二
人

（八
％
）
、
悪
天
候
十
人

（六
％
）
、
の
順
で
あ
り
ま
し
た

（図

２
）
。

年
齢
別
発
生
状
況
に
つ
い
て
み
ま
す
と
遭
難
者
は
二
十
歳
代
が

特集・中高年登山を考える

転 滑 落

道 迷 い

疲労・病気

雪   崩

悪 天 候

そ の 他

100人

国目発生件数

匡ヨ死亡・行方不明者

彪多損傷者
Eコ 救助者

200人
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最
も
多
く
百
四
十

一
人

（
一
九
％
）
、
次
い
で
四
十
歳
代
百
十
四

人

（
一
六
％
）
、
六
十
歳
代
百
十
三
人

（
一
六
％
）
の
順
に
な

っ

て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
死
者
、
行
方
不
明
者
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、
二
十
歳
代

三
十
三
人
（二

一
％
）
、
次
い
で
七
十
歳
代
の
二
十
七
人
（
一
人
％
）
、

四
十
歳
代
、
六
十
歳
代
の
そ
れ
ぞ
れ
二
十
三
人

（
一
五
％
）
と
な
っ

て
お
り
、
四
十
歳
代
以
上
の
中
高
年
登
山
者
の
遭
難
事
故
が
増
加

８０

～

７０

～

７９

６０

～

６９

５０

～

５９

４０

～

４９

３０

～

３９

２０

～

２９

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０

（
人

）

０

～

１９

（年
齢
）

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

（図
３
）
。
信
じ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
簡

単
に
捻
挫
や
骨
折
が
お
き
た
り
、
滑
落
し
た
ま
ま
停
止
動
作
が
で

き
ず
、
致
命
的
な
事
故
に
つ
な
が
っ
た
例
も
多
い
。
ま
た
、
日
常

生
活
で
は
潜
在
し
て
い
る
疾
患
が
、
登
山
中
の
い
ろ
い
ろ
の
負
荷

に
よ
っ
て
表
面
に
で
や
す
い
点
、
あ
ら
か
じ
め
充
分
な
注
意
が
必

要
で
あ
り
ま
す
。

（三
）
メ
デ
ィ
ヵ
ル
チ
エ
ッ
ク
に
つ
い
て

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
か
ぬ
た
め
に
は
、
自
分
が
は

た
し
て
登
山
を
や
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
身
体
的
な
メ
デ
ィ
ヵ
ル
チ
エ
ッ
ク
を
計

画
的
、
系
統
的
に
実
施
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。
と
く

に
中
高
年
登
山
者
の
健
康
管
理
は
メ
デ
ィ
ヵ
ル
チ
エ
ッ
ク
に
始
ま

る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

メ
デ
ィ
ヵ
ル
チ
エ
ッ
ク
の
目
的
は
、
登
山
活
動
に
関
連
し
て
発

生
し
て
く
る
障
害
や
潜
在
性
の
健
康
阻
害
因
子
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
登
山
活
動
の
障
害
に
な
っ
た
り
、

社
会
生
活
を
妨
げ
た
り
、
生
命
を
脅
か
す
よ
う
な
因
子
を
前
も
っ

て
発
見
し
、
事
故
や
障
害
を
未
然
に
防
ぎ
、
す
で
に
存
在
し
て
い

る
異
常
に
つ
い
て
は
悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
登

山
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ヵ
ル
チ
ェ
ッ
ク
で
は
、
登
山
に
関
連
し
て
発

囲囲 死亡・行方不明者

に雨 損傷者

Eコ 救助者

図3 年齢別発生状況
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生
が
予
想
さ
れ
る
病
態
に
つ
い
て
特
に
詳
細
に
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
抵
の
方
は
成
人
病
検
診
と
い
う
こ
と
で
年

一
回
は
受
け
て
い

る
と
思
い
ま
す
が
、　
一
般
検
査
と
し
て
糖
尿
病
の
検
査
、
腎
障
害

が
な
い
か
ど
う
か
、
肝
障
害
が
な
い
か
ど
う
か
、
高
尿
酸
血
症
と

い
っ
て
通
風
が
な
い
か
ど
う
か
の
検
査
、
貧
血
が
な
い
か
等
を
調

べ
ま
す
。
特
殊
な
検
査
と
し
て
は
、
最
も
大
事
な
の
は
心
臓
の
検

査
で
、
大
抵
の
場
合
は
心
電
図
を
と
り
ま
す
。
そ
れ
も
普
通
の
心

電
図
だ
け
で
な
く
負
荷
心
電
図
と
い
っ
て
、
ロ
ー
ラ
ー
の
上
を

走
っ
て
あ
る
程
度
負
荷
を
か
け
た
時
の
状
態
を
検
査
し
ま
す
。
そ

の
ほ
か
最
近
で
は
心
エ
コ
ー
と
い
っ
て
心
臓
の
状
態
が
判
る
検
査

が
あ
り
ま
す
。
心
臓
は
ド
ク
ド
ク
と
血
液
を
排
出
す
る
ポ
ン
プ
の

役
目
を
し
ま
す
が
、
そ
の
肝
心
な
心
臓
の
筋
肉
を
養
う
血
管
が
あ

り
、
そ
の
血
管
に
動
脈
硬
化
が
き
た
り
、
ケ
イ
レ
ン
を
お
こ
し
た

り
し
て
そ
の
た
め
に
胸
が
痛
く
な
っ
た
り
す
る
狭
心
症
、
そ
れ
が

詰
ま
っ
て
全
く
血
液
が
行
か
な
く
な
っ
た
り
、
切
れ
る
と
心
筋
梗

塞
で
、
そ
れ
が
か
な
り
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
突
然
死
の
中
に
含

ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
心
臓
を
養
う
血
管
に
障
害
を
き
た

す
よ
う
な
と
こ
ろ
を
十
分
に
調
べ
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
次
の
よ
う
な
項
目
に
該
当
す
る
人
は
登
山

は
避
け
た
方
が
無
難
で
す
。
第

一
は
階
段
や
坂
道
を
登
る
と
息
が

き
れ
る
ほ
ど
心
臓
や
肺
に
病
気
が
あ
る
人
、
第
二
は
成
人
病
の
機

能
検
査
の
上
で
所
見
が
あ
る
よ
う
な
肝
臓
の
病
気
、
腎
臓
の
病
気

を
持

っ
て
い
る
人
、
第
三
は
リ

ュ
ー
マ
チ
な
ど
の
関
節
疾
患
の
あ

る
人
、
第
四
は
高
度
の
高
血
圧
症

（程
度
の
低
い
場
合
は
薬
で
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
の
で
あ
ま
り
問
題
に
は
な
ら
な
い
）
、
第
五

は
重
度
の
貧
血
症
の
あ
る
人
、
第
六
に
て
ん
か
ん
発
作
を
も

っ
て

い
る
人
、
第
七
は
気
管
支
喘
息
を
も
っ
て
い
る
人
、
第
八
は
主
治

医
か
ら
登
山
は
止
め
た
方
が
よ
い
と
指
示
を
う
け
て
い
る
人
。

（四
）
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て

そ
う
し
た
メ
デ
ィ
ヵ
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
、
登
山
を
や
っ
て
も

差
し
支
え
な
い
と
な
っ
た
ら
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
何
の
身
体
的
準
備
も
な
し
に
登
山
を
す
る
の
は
無
謀

と
い
う
も
の
で
す
。

体
力
の
最
も
重
要
な
指
標
で
あ
り
呼
吸
循
環
機
能
を
表
す
も
の

に
最
大
酸
素
摂
取
能
力
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。
第
４
図
に
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
た
人
と

一
般
的
の
人
と
の
比
較
を
グ
ラ
フ
化
し

て
あ
り
ま
す
。
最
大
酸
素
摂
取
能
力
は
加
齢
に
よ
り
直
線
的
に
減

少
し
て
い
き
ま
す
が
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行

っ
て
い
る
人
は
各
年

代
に
お
い
て
二
〇
～
三
〇
％
高
い
数
字
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
常
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日
頃
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
心
が
け
て
お
く
こ
と
の
必
要
性
が
判
る
と

お
も
い
ま
す
。
最
大
酸
素
摂
取
量
は
高
度
の
上
昇
に
伴
い
減
少
し
、

一
五
〇
〇
】
川
か
ら

一
〇
〇
〇
周
上
昇
す
る
毎
に
約

一
〇
％
低
減
し

ま
す
。
富
士
山
の
頂
上
で
は
約
二
〇
％
、
六
〇
〇
〇
屑
で
は
五

〇
％
、
エ
ベ
レ
ス
ト
の
頂
上
で
は
七
〇
％
が
減
少
す
る
と
い
わ
れ

れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
登
山
活
動
に
要
す
る
酸
素
の
摂
取
量
は

高
度
に
関
係
な
く
ほ
ぼ

一
定
値
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、
高
度
の

最
大
酸
素
摂
取
量

上
昇
に
伴

っ
て
登
山
活
動
の
運
動
強
度
は
増
加
し
て
い
く
わ
け
で

す
。
従

っ
て
あ
ら
か
じ
め
こ
の
最
大
酸
素
摂
取
能
力
を
高
め
て
お

く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
比
率
を
低
下
さ
せ
た
り
、
予
備
能
力
を
高

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
こ
で
、
心
肺
機
能
を
十
分
に
働
か
せ
る
よ
う
な
中
高
年
に
適

し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
方
法
と
し
て
、
私
は
速
歩
き
を
推
奨
し
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
は
わ
り
と
実
行
し
や
す
い
、
長
続
き
し
や
す
い
、

リ
ス
ク
が
少
な
い
方
法
だ
と
い
え
る
と
思

い
ま
す
。
そ
の
目
安
は
脈
拍
が

一
分
間
に

一
〇
〇
～

一
四
〇
く
ら
い
の
範
囲
で
、
歩

く
時
間
は

一
時
間
く
ら
い
、
週
に
二
、
三

回
や
る
と
効
果
が
出
て
き
ま
す
。
脈
拍
は

一
分
間
に
八
〇
以
下
が
正
常
で
、
爽
や
か

な
朝
の
目
覚
め
の
時
は
六
〇
く
ら
い
、
歳

を
と
る
と
七
〇
～
八
〇
と
い
っ
た
と
こ
ろ

で
す
。
熱
が
あ
る
と
か
、
カ
ゼ
を
ひ
い
て

具
合
が
悪
い
と
い
う
時
は
九
〇
以
上
に
な

り
ま
す
。
中
高
年
の
場
合
は
運
動
で
脈
拍

が

一
四
〇
を
越
す
と
い
ろ
ん
な
障
害
が
出

て
く
る
の
で
気
を
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い

― ―トレーニング者(男子)

″―――一般人(男子)
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図4 中高年長距離ランナーと一般人との最大酸素

摂取量の年齢別比較 (Asano,Ko et al。 ,1976)
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図5 高度、大気圧と最大酸素摂取量能力の関係

最
大
酸
素
摂
取
能
力

と
思
い
ま
す
。

速
歩
き
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
効
果
と
し
て
次
の
よ
う
な
点
が
あ

げ
ら
れ
ま
す
。
第

一
に
毛
細
血
管
が
発
達
し
て
く
る
た
め
に
身
体

の
隅
々
ま
で
血
液
が
行
き
わ
た
っ
て
血
圧
が
下
が
る
。
第
二
に
血

管
壁
に
付
い
た
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
取
り
除
き
動
脈
硬
化
を
予
防

す
る
、
第
三
に
糖
の
代
謝
が
良
く
な
り
糖
尿
病
を
予
防
し
、
肥
満

を
防
ぐ
。
第
四
に
心
臓
に
負
担
を
か
け
る
こ
と
な
く
心
肺
機
能
を

高
め
る
。
第
五
に
脳
を
刺
激
し
て
そ
の
働
き
を
促
進
す
る
。
第
六

に
筋
肉
を
強
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
骨
が
丈
夫
に
な
る
。
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
利
点
が
あ
り
ま
す
。

四
十
五
歳
か
ら
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
始
め
ら
れ
た
脇
坂
順

一
会
員

（久
留
米
医
大
名
誉
教
授
、　
一
九

一
三
年
生
ま
れ
）
は
、
当
時
八

十
キ
ロ
の
肥
満
体
で
高
血
圧
の
傾
向
が
あ

っ
た
そ
う
で
す
が
、
現

在
は
五
十
八
キ
ロ
で
血
圧
も
正
常
化
し
、　
一
九
八
三
年
の
古
稀
を

十
登
日
の
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
峰
頂
上
で
お
祝
い
し
た
と
い
う
こ
と

で
、
喜
寿
を
過
ぎ
た
今
日
で
も
な
お
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
つ
づ
け
て

海
外
で
の
登
山
を
行

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

日
常
生
活
の
中
で
の
体
力
づ
く
り
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
利
点
が

あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
山
登
り
に
余
裕
が
で
き
て
楽
し
さ
が

倍
増
す
る
訳
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
取
り
組
ま
れ
、
皆
さ
ん
に
も
推
奨

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
こ
の
歩
く
こ
と
、
登
山
を
す
る
こ
と
は
賢
者
の
ス
ポ
ー
ツ

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

度

１５

高

‐ ０SoL.
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∧
中
高
年
登
山
対
策
全
国
大
会

に
お
け
る
討
論
概
要
∨

▽
中
高
年
登
山
者
対
策
△

木
戸

（富
山
）

中
高
年
の
登
山
対
策
と
い
う

場
合
、
日
本
山
岳
会
の
中
高
年
会
員
に
対
す
る
対

策
を
考
え
る
場
合
と
日
本
山
岳
会
が
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
と
っ
て
広
く
中
高
年
対
策
を
考
え
る
場

合
が
あ
る
。
山
岳
会
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、

経
験
者
の
集
ま
り
で
あ
る
か
ら
基
本
的
な
情
報
を

流
し
て
も
ら
え
ば
よ
い
。後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、

ど
う
い
う
人
が
ど
ん
な
所
に
、
ど
れ
だ
け
い
る
の

か
、
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
大
事
だ
。
富
山
で

中
高
年
の
安
全
登
山
講
習
会
を
や
っ
た
と
こ
ろ
、

一
回
目
に
六
十
人
の
山
は
全
く
初
め
て
と
い
う
人

が
集
ま
り
、
こ
れ
ま
で
に
会
員
が
三
百
十
人
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
募
集
し
た
わ
け
で
は
な
く
ロ
コ

ミ
で
広
が
っ
た
も
の
だ
。
年
間
四
回
の
山
行
を

行
っ
て
お
り
、
岳
連
の
中
で
は
い
ち
ば
ん
大
き
な

団
体
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
岳
連
で
は
年

一
回

県
民
登
山
を
や
っ
て
お
り
、
今
年
で
三
十

一
回
に

な
る
。
山
行
の
前
に
講
習
を
行
っ
て
必
要
な
知
識

の
周
知
を
は
か
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
会
員
を
把
握
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
対
策

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

坂
井

（越
後
）

県
山
協
で
中
高
年
対
策
を
担

当
し
て
い
る
が
、
中
高
年
の
登
山
者
を
把
握
す
る

と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
。
グ
ル
ー
プ
に
入
る

の
を
嫌
う
と
か
、
無
線
が
目
的
で
五
月
の
飯
豊
連

峰
に
入
り
遭
難
死
し
た
例
も
あ
る
。

新
潟
市
内
の
四
十
歳
以
上
を
対
象
と
し
た
山
の

会
で
は
、初
め
は
三
百
人
く
ら
い
だ
っ
た
会
員
が
、

昨
年
秋
に
中
高
年
登
山
講
習
会
を
や
っ
た
と
こ
ろ

会
員
が
増
え
て
八
百
人
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
会

で
は
山
行
を
す
る
と
、
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
る
と

い
う
意
識
で
参
加
し
て
く
る
人
た
ち
が
多
く
、
自

分
自
身
で
山
登
り
を
す
る
と
い
う
感
覚
が
あ
ま
り

な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

藤
平

（副
会
長
）

募
集
し
な
い
の
に
三
百
何

十
人
も
集
ま
っ
て
き
た
と
い
う
富
山
の
話
が
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
大
事
な
問
題
で
は
な
い
か
。
そ
う

い
っ
た
ア
ク
シ
ョ
ン
を
各
支
部
で
と
っ
て
は
ど
う

か
。
そ
の
場
合
に
大
事
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
は

と
も
す
る
と
技
術
論
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
も
大
事
だ
が
、
登
山
を
ど
う
楽
し
む
か

と
い
う
こ
と
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
山
を

楽
し
み
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く
こ
と

が
山
登
り
を
永
続
き
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
な

い
か
。

例
え
ば
、
福
井
支
部
で
は

「北
陸
の
百
山
を
登

る
会
」
を
作
っ
て
中
高
年
登
山
者
を
リ
ー
ド
し
て

い
る
。
北
陸
の
百
山
を
選
定
す
る
時
に
、
山
高
き

が
故
に
貴
か
ら
ず
と
い
う
観
点
か
ら
、
富
山
の
呉

羽
山
（
一
四
五
肩
）
、金
沢
の
卵
辰
山
（
一
四

一
屑
）
、

福
井
の
足
羽
山

（
一
一
七
厨
）
と
い
っ
た
ポ
ピ

ュ

ラ
ー
な
山
も
採
り
入
れ
た
の
で
と
り
つ
き
や
す
い

と
い
う
感
じ
が
あ
る
と
思
う
。
ま
た
富
山
で
は
、

立
山
の
室
堂
で
星
の
観
察
、
ス
ラ
イ
ド
を
写
し
て

高
山
植
物
の
説
明
、
立
山
信
仰
の
話
、
自
然
保
護

と
い
う
四
つ
の
内
容
で
講
座
を
開
い
た
と
こ
ろ
、

県
外
か
ら
の
百
人
以
上
の
人
を
含
め
四
百
人
が
参

加
し
た
。
圧
巻
は
富
山
文
化
セ
ン
タ
ー
の
プ
ラ
ネ

タ
リ
ウ
ム
の
主
任
技
師
が
天
体
望
遠
鏡
で
土
星
を

見
せ
て
く
れ
た
こ
と
で
、
大
変
な
好
評
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
催
し
も
中
高
年
登
山
へ
の
一
つ
の
あ
り

方
で
は
な
い
か
。
未
組
織
の
人
は
情
報
に
飢
え
て

い
る
か
ら
、
求
め
て
い
る
情
報
を
ど
の
よ
う
に
提

供
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
今
後
の
あ
り
方
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

宮
本

（福
井
）

「北
陸
の
百
山
を
登
る
会
」
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と
い
う
の
は
、
中
高
年
の
人
た
ち
か
ら
北
陸
の
百

山
を
登
り
た
い
と
い
う
声
が
大
き
く
出
て
き
て
、

そ
れ
を
目
的
に
で
き
た
。
ロ
コ
ミ
で
広
が
り
会
員

は
百
二
十
～
三
十
人
に
な
る
。
で
き
て
三
年
で
六

十
ち
か
い
山
を
登
っ
て
き
た
。
初
心
者
が
多
か
っ

た
の
で
そ
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
課
題
だ
っ
た
。
百

山
全
部
を
登
り
た
い
と
い
う
希
望
が
強
い
も
の

の
、
百
山
の
中
に
は
剣
岳
、
後
立
山
、
毛
勝
山
と

い
っ
た
山
も
あ
る
の
で
あ
る
程
度
の
訓
練
が
必
要

に
な
る
。　
一
つ
一
つ
の
山
の
体
験
を
通
し
て
山
の

厳
し
さ
に
対
処
で
き
る
経
験
や
技
術
を
身
に
つ
け

て
い
る
。

▽
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

△

中

（三
水
会
）

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
な
い
で

山
へ
入
る
者
が
多
い
。
登
山
に
お
け
る
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
法
の
確
立
が
大
切
で
は
な
い
か
。

大
森

（講
師
）

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
し
で
山
ヘ

行
く
と
い
う
の
は
無
謀
だ
。
常
日
頃
訓
練
を
し
て

筋
肉
を
鍛
え
て
お
く
べ
き
だ
。
人
間
の
体
に
は
六

百
種
類
の
筋
肉
が
あ
り
、
そ
の
半
分
が
下
半
身
に

あ
る
。
下
半
身
の
筋
肉
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
は

ほ
ぼ
全
身
の
筋
肉
を
動
か
す
こ
と
に
匹
敵
す
る
く

ら
い
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

私
は
中
高
年
の
方
に
は
最
小
限
度
速
歩
き
を
す
る

こ
と
を
奨
め
て
い
る
。

佐
々
木

（秋
田
）

自
転
車
の
効
用
は
ど
う
か
。

大
森
　
あ
る

一
定
の
筋
力
を
要
求
す
る
と
い
う

点
で
は
自
転
車
も
素
晴
ら
し
い
機
械
の
一
つ
だ
。

し
か
し
地
に
つ
い
た
感
覚
を
つ
か
む
と
い
う
点
で

は
歩
く
の
が

一
番
で
あ
る
。

水
科

（北
海
道
）

山
登
り
の
時
に
は
心
拍
数

を
計
れ
る
時
計
を
か
な
ら
ず
持
っ
て
行
き
、
百
五

十
を
過
ぎ
た
ら
ひ
と
息
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い

る
。大

森
　
パ
ル
ス
メ
ー
タ
ー
の
付
い
た
時
計
が
安

く
買
え
る
の
で
利
用
す
る
と
よ
い
。
た
だ
そ
の
数

値
は
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
、
そ
の
人
に

合
っ
た
脈
拍
数
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
願
い
た
い
。

西
郷

（静
岡
）

八
十
歳
を
過
ぎ
て
も
幸
い
元

気
で
山
を
歩
い
て
い
る
が
、
年
齢
と
と
も
に
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
る
範
囲
が
だ
ん
だ
ん
と
小
さ
く
な
っ

て
く
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
若
い
時
に
は
そ
の
範
囲

を
は
み
出
し
て
重
心
を
移
し
て
も
そ
れ
を
戻
す
筋

力
が
あ
る
が
、
七
十
歳
を
越
え
る
と
そ
れ
を
引
き

戻
す
こ
と
が
で
き
ず
、
よ
ろ
け
て
前
や
横
へ
倒
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
補
う
た
め
に
杖

に
よ
っ
て
、
つ
ま
つ
り
腕
に
与
え
る
感
覚
に
よ
っ

て
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
。
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
な
っ
た

時
の
た
め
の
対
策
は
あ
る
の
か
。

大
森
　
人
間
は
加
齢
と
と
も
に
力
の
減
退
が
起

き
る
。足
だ
け
で
な
く
総
合
的
に
退
化
す
る
の
で
、

そ
れ
を
頭
に
入
れ
て
行
動
す
る
べ
き
だ
。
杖
を
つ

き
な
が
ら
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
い
う
の
は
重
要
で

あ
り
、
私
は
皆
さ
ん
に
杖
を
使
い
な
さ
い
と
奨
め

て
い
る
。
補
助
器
具
を
駆
使
し
て
山
に
登
っ
て
い

る
と
い
う
の
は
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た

▽
リ
ー
ダ
ー
保
険
△

上
野

（北
海
道
）

山
で
の
遭
難
に
よ
る
死
亡

事
故
が
あ
っ
た
場
合
、
遺
族
か
ら
リ
ー
ダ
ー
の
過

失
責
任
が
訴
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
近
い
将
来

相
当
増
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
北
海
道
で
は

最
近
ス
キ
ー
場
で
の
事
故
に
対
す
る
損
害
賠
償
請

求
が
増
え
て
い
る
。
登
山
に
つ
い
て
も
、
裁
判
官

は
山
登
り
に
つ
い
て
は
素
人
だ
か
ら
、
登
山
は
非

常
に
危
険
な

一
つ
の
遊
び
と
認
識
す
る
と
思
う
。

登
山
の
テ
キ
ス
ト
を
見
る
と
、
リ
ー
ダ
ー
の
や
る

べ
き
こ
と
を
相
当
厳
格
に
書
い
て
あ
る
か
ら
、
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
パ
ー
テ
ィ
ー
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー

の
管
理
責
任
と
い
う
形
で
も
っ
て
こ
ら
れ
る
。
死

　

５



亡
し
た
本
人
は
そ
の
気
持
ち
が
な
く
て
も
、
遺
族

は
本
人
の
感
情
を
無
視
し
て
ま
ず
法
律
事
務
所
に

相
談
に
行
く
。
そ
う
す
る
と
、
山
登
り
は
お
互
い

に
了
解
し
て
や
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
損
害
賠
償
は

請
求
で
き
な
い
と
説
明
す
る
弁
護
士
と
、
リ
ー

ダ
ー
の
過
失
責
任
を
問
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
説

明
す
る
弁
護
士
が
あ
り
、
後
者
で
あ
れ
ば
、
遺
族

は
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。ま
た
、

弁
護
士
も
新
し
い
分
野
だ
か
ら
、
や
っ
て
み
た
が

る
傾
向
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
五
十
歳
の
人
が
死
亡
し
た
場
合
に

ど
れ
く
ら
い
の
額
を
請
求
さ
れ
る
の
か
と
い
え

ば
、
慰
謝
料
が
千
五
百
～
千
人
百
万
円
。
六
十
七

歳
ま
で
五
百
万
円
の
年
収
が
あ
る
と
す
れ
ば
約
八

千
五
百
万
円
、
そ
れ
か
ら
三
〇
％
く
ら
い
が
引
か

れ
る
と
し
て
も
、
慰
謝
料
を
含
め
て
七
千
万
円
く

ら
い
の
請
求
額
に
な
る
。

大
学
の
山
岳
部
や
山
岳
会
と
ち
が
っ
て
、
中
高

年
登
山
は
あ
ま
り
濃
く
な
い
人
間
関
係
で
パ
ー

テ
ィ
ー
が
組
ま
れ
て
山
へ
行
く
場
合
が
多
い
。
そ

う
し
た
場
合
の
事
故
で
は
、
遺
族
は
他
人
に
近
い

感
情
で
訴
え
を
起
こ
し
や
す
い
。
そ
の
よ
う
な

パ
ー
テ
ィ
ー
の
リ
ー
ダ
ー
は
大
変
な
目
に
遭
う
可

能
性
が
あ
る
か
ら
、
リ
ー
ダ
ー
保
険
に
入
っ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

藤
平
　
日
本
山
岳
会
の
山
行
に
も
リ
ー
ダ
ー
保

険
を
付
け
ろ
と
い
っ
た
の
は
私
だ
が
、
そ
れ
は
、

富
山
県
キ
ャ
ン
プ
協
会
の
会
長
を
仰
せ
付
か
っ
た

時
に
、
指
導
者
の
会
合
で
第

一
に
出
さ
れ
た
要
望

が
リ
ー
ダ
ー
保
険
だ
っ
た
。
子
ど
も
を
連
れ
て

行
っ
て
ケ
ガ
を
し
た
と
い
っ
た
も
の
が
す
べ
て

リ
ー
ダ
ー
の
責
任
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

入
沢

（集
会
委
員
会
担
当
理
事
）

現
在
付
け

て
い
る
リ
ー
ダ
ー
保
険
の
仕
組
み
に
つ
い
て
説
明

す
る
と
、
藤
平
副
会
長
か
ら
の
お
話
も
あ
り
、
四

年
ほ
ど
前
に
発
足
し
た
。
提
携
先
は
日
産
火
災
海

上
保
険
卸
で
、
日
本
山
岳
会
の
た
め
の
商
品
を
作

り
出
し
て
も
ら
っ
た
。
名
称
は

「
日
本
山
岳
会
指

導
者
賠
償
責
任
保
険
」
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
他
人
を
山
へ
連
れ
て
行
っ
て
何
ら
か
の
事
故
が

あ
っ
た
場
合
、
訴
え
が
起
き
る
起
き
な
い
に
か
か

わ
ら
ず
、
保
険
で
賠
償
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、

賠
償
額
は

一
人
に
つ
い
て

一
億
円
ま
で
、　
一
事
故

に
つ
い
て
三
億
円
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

最
近
の
登
山
界
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
単
に
登
山

の
み
に
限
ら
ず
ス
キ
ー
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
、
パ
ラ

グ
ラ
イ
ダ
ー
、
ハ
ン
グ
ラ
イ
ダ
ー
、
カ
ヌ
ー
等
あ

ら
ゆ
る
分
野
を
網
羅
し
て
ヘ
ッ
ジ
し
た
。
そ
し
て
、

国
内
だ
け
で
な
く
、海
外
の
山
も
対
象
に
な
る
が
、

ア
メ
リ
カ
で
の
事
故
と
ネ
パ
ー
ル
で
の
事
故
で
は

評
価
の
基
準
が
異
な
る
。
現
在
、
リ
ー
ダ
ー

一
人

に
つ
い
て
年
間
千
八
百
円
ず
つ
払
っ
て
お
り
、

リ
ー
ダ
ー
が
訴
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
山
岳

会
そ
の
も
の
も
責
任
を
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う

考
え
方
か
ら
、
山
岳
会
を
ヘ
ッ
ジ
す
る
意
味
で
、

一
山
行

・
一
人

。
一
日
当
た
り
五
十
円
の
掛
け
金

を
払
う
。
遭
難
対
策

・
指
導

ｏ
集
会
の
各
委
員
会

の
委
員
全
員
と
、
他
の
委
員
会
は
推
薦
の
あ
っ
た

委
員
の
み
の
計
約
百
人
に
付
け
て
い
る
。

（編
者
註
＝
こ
の
会
合
で
の
論
議
が
契
機
と
な
っ

て
リ
ー
ダ
ー
保
険
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
そ

の
後
各
支
部
の
支
部
長

・
委
員
も
付
保
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
）

▽
無
線
の
利
用
△

小
倉

（講
師
）

以
前
、
女
性
だ
け
の
パ
ー

テ
ィ
ー
で
剣
沢

へ
入
っ
て
い
た
時
に
、
剣
岳
で

ル
ー
ト
を
外
れ
て
登
っ
て
い
た
登
山
者
の
事
故
を

知
ら
せ
る
無
線
が
入
り
、
予
定
の
山
行
を
急
遠
変

更
し
て
救
出
に
赴
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
以
来
、

な
ま
じ
っ
か
無
線
に
頼
る
よ
り
も
、
自
分
自
身
で

責
任
を
持
ち
、
事
故
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
方
向
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で
指
導
し
て
い
る
。
そ
の
方
が
重
要
で
は
な
い
か
。

藤
平
　
富
山
県
山
岳
連
盟
の
会
長
も
や
っ
て
い

る
の
で
、
冬
の
剣
岳
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
述
べ
て

み
た
い
。
昨
年
、　
一
昨
年
と
剣
岳
の
人
ッ
峰
で
同

じ
よ
う
な
遭
難
が
起
こ
り
立
ち
往
生
と
な
っ
た
。

そ
の
際
に
無
線
が
非
常
に
有
効
に
使
わ
れ
て
、
救

助
さ
れ
た
。
実
は
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が

あ
っ
た
。
無
線
が
と
び
交
っ
て
い
て
割
り
込
め
な

い
。ち
ょ
う
ど
う
ま
く
割
り
込
ん
だ
の
も
あ
っ
て
、

救
助
要
請
を
県
警
に
伝
え
て
く
れ
と
頼
ん
だ
が
断

ら
れ
た
。
こ
れ
は
無
資
格
者
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

八
ッ
峰
だ
と
富
山
県
に
は
入
ら
な
い
の
で
、
長
野

県
の
夜
遅
く
受
験
勉
強
し
て
い
た
中
学
生
が
傍

受
、
キ
ャ
ッ
チ
し
て
富
山
に
連
絡
し
て
く
れ
た
。

と
こ
ろ
が
県
警
の
救
助
隊
は
番
場
島
に
あ
り
、
そ

こ
へ
は
富
山
市
か
ら
は
無
線
は
入
ら
な
い
。
そ
こ

で
立
山
町
の
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
家
の
協
力
を
得
て

番
場
島
に
伝
え
た
。
富
山
、
石
川
の
ア
マ
チ
ュ
ア

無
線
家
も
受
発
信
を
ダ
ウ
ン
し
て
協
力
し
て
く
れ

た
。
あ
の
時
、
Ｓ
Ｏ
Ｓ
が
早
過
ぎ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
が
、
も
し
あ
の
ま
ま

だ
っ
た
ら
遭
難
者
は
ダ
メ
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
早
過
ぎ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私

は
思
っ
て
い
る
。
人
命
の
救
助
は
、
県
警
に
と
っ

て
は
最
大
の
使
命
だ
。
タ
イ
ミ
ン
グ
が
ず
れ
て
助

け
そ
こ
な
っ
た
場
合
に
、
非
難
を
浴
び
る
の
は
県

警
だ
。

ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
は
業
務
用
に
使
っ
て
は
い
け

な
い
と
い
う
規
則
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
使
う
時

は
ア
マ
チ
ェ
ア
無
線
連
盟
に
協
力
を
要
請
す
る
よ

り
な
い
。

佐
々
木

（秋
田
）

日
本
山
岳
会
の
メ
ン
バ
ー

は
あ
ま
り
遭
難
救
助
の
お
世
話
に
な
る
こ
と
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
遭
難
対
策
を
話
し
合
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
そ
の
可
能
性
が
あ
る

か
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
を

考
え
る
と
、無
線
は
な
い
よ
り
有
っ
た
方
が
よ
い
。

有
っ
た
場
合
に
は
、
電
波
法
を
守
っ
て
や
れ
ば
、

遭
難
死
亡
事
故
の
五
〇
び角
以
上
は
助
か
る
と
思

う
。
救
助
要
請
の
連
絡
を
断
ら
れ
た
と
い
う
が
、

そ
れ
は
電
波
法
違
反
だ
。
緊
急
時
に

「非
常

・
非

常

・
非
常
」
と
三
回
繰
り
返
せ
ば
他
の
交
信
は
す

べ
て
止
ま
る
。
で
な
け
れ
ば
、
メ
ン
チ
ャ
ン
ネ
ル

以
外
で

「割
り
込
み
」
と
い
う
と
必
ず
ど
こ
か
に

割
り
込
め
る
。
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
た
く
さ
ん
あ
る
か

ら
必
ず
通
じ
る
。
緊
急
事
態
に
入
っ
た
場
合
、
地

区
の
遭
難
対
策
協
議
会
に
連
絡
す
れ
ば
、
秋
田
県

で
は
三
十
分
あ
れ
ば
救
助
ヘ
リ
の
準
備
が
可
能
で

あ
る
。
さ
ら
に
自
衛
隊
の
救
難
隊
を
利
用
す
る
方

法
も
あ
る
。
そ
う
し
た
点
も
含
め
て
日
頃
か
ら
研

究
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

▽
サ
バ
イ
バ

ル
技
術
△

水
野

（静
岡
）

支
部
そ
の
他
で
高
齢
者
と
山

へ
行
く
機
会
が
多
い
。
そ
の
場
合
に
い
つ
も
心
掛

け
て
い
る
の
は
遭
難
し
た
よ
う
な
場
合
へ
の
対
応

策
で
あ
る
。
必
ず
持
っ
て
行
く
物
と
し
て
、
六
ミリ

の
補
助
ザ
イ
ル
二
十
肝
、
ナ
タ
、
予
定
以
上
に
時

間
が
か
か
っ
た
時
の
た
め
の
ラ
イ
ト
、
赤
布
、
救

急
薬
品
、
三
角
巾
、
予
備
の
食
料
な
ど
で
あ
る
。

赤
布
は

一
反
で
ま
と
め
て
買
い
、
端
の
方
に

一
彙
ン

幅
く
ら
い
で
あ
ら
か
じ
め
ハ
サ
ミ
で
切
り
込
み
を

入
れ
て
お
き
、
現
地
で
切
り
裂
い
て
使
う
。
道
が

ま
が
る
よ
う
な
場
所
の
樹
の
枝
等
に
結
び
付
け
て

お
く
。
も
う

一
つ
大
事
な
こ
と
は
サ
バ
イ
バ
ル
技

術
で
、
非
常
時
に
火
を
た
く
、
い
ざ
と
い
う
時
に

は
大
き
い
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
っ
て
寒
さ
を
避
け

る
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
の
袋
に
水
と
米
を
入
れ
て
口

を
縛
り
、上
で
た
き
火
を
す
る
と
メ
シ
を
炊
け
る
、

な
ど
基
本
的
な
こ
と
を
知
っ
て
お
い
て
も
ら
う
必

要
が
あ
る
。
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∧
中
高
年
パ
ー
テ
ィ
ー
の
八
〇
〇
〇
層
峰
登
頂
∨

タ

ー
ト

ル

ル
バ

1

銀

亀

隊

チ
ョ
・
オ
ユ
ー
に
登
る

「中
高
年
と
は
何
歳
か
ら
を
指
す
の
か
…
」
と
あ
ら
た
ま
っ
て
聞
か
れ
る
と

答
え
に
戸
惑
う
こ
と
が
あ
る
。
三
十
五
歳
か
ら
と
も
四
十
歳
か
ら
と
も
言
わ
れ

て
い
る
い
る
が
、
登
山
で
は
そ
う
い
っ
た
は
っ
き
り
し
た
年
齢
が
何
歳
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
社
会
的
に
時
間
の
ゆ
と
り
が
出
来
て
山
歩
き
を
楽

し
む
ゆ
と
り
の
あ
る
人
た
ち
を
、　
一
般
に
中
高
年
登
山
者
と
呼
ん
で
い
る
よ
う

だ
。
そ
し
て
、
若
い
頃
に
登
山
を
し
て
い
な
か
っ
た
人
た
ち
や
、
経
験
や
技
術

的
に
も
初
心
者
が
多
く
、
危
険
な
ど
の
面
か
ら
も
中
高
年
登
山
の
自
主
性
、
自

覚
に
た
っ
た
安
全
対
策
の
重
要
性
が
問
わ
れ
て
い
る
。
極
論
で
い
う
と
中
高
年

登
山
そ
れ
自
体
が
す
で
に
無
謀
登
山
と
見
る
向
き
が
あ
る
。

「中
高
年
対
策
」
と
い
う
言
葉
が
登
山
界
で
も
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
敬

わ
れ
て
い
る
の
か
邪
魔
に
さ
れ
て
い
る
の
か
何
と
も
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
言

葉
で
あ
る
。
誰
も
が
登
山
を
楽
し
み
、
ま
た
、
健
康
を
考
え
て
山
歩
き
を
す
る

の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
ユ
ネ
ス
コ

「体
育

・
ス
ポ
ー
ツ
国
際
憲
章
」
で

も
、
第

一
条
に

″体
育

・
ス
ポ
ー
ツ
の
実
践
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
基
本
的

神
　
崎
　
忠
　
男

権
利
で
あ
る
″
と
謳
っ
て
い
る
。

あ
え
て
こ
こ
で
中
高
年
登
山
論
を
論
ず
る
こ
と
も
な
い
が
、
中
高
年
登
山
も

社
会
的
現
象
の
副
産
物
み
た
い
な
も
の
で
、
高
齢
化
、
国
際
化
、
情
報
化
、
都

市
化
な
ど
現
代
社
会
に
お
け
る
人
口
や
産
業
、
文
化
の
構
造
変
化
に
伴
う
、
生

活
の
在
り
方
や
、
社
会
の
変
化
に
大
き
く
係
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
登
山
界
に
も

中
高
年
の
人
が
増
え
て
き
た
現
象
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
対
策
と
し
て
、
中

高
年
、
高
齢
者
の
登
山
そ
の
も
の
の
対
策
も
大
切
だ
が
社
会
的
構
造
と
の
相
互

関
係
な
ど
の
面
か
ら
も
、
日
本
山
岳
協
会
は
じ
め
日
本
山
岳
会
な
ど
、
大
き
な

登
山
組
織
団
体
が
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
今
日
的
登
山
界
の
課
題
の
ひ
と
つ

と
考
え
る
。

中
高
年
登
山
対
策
と
か
、
自
然
保
護
活
動
な
ど
は
誰
も
が
反
対
し
に
く
い
事

柄
だ
け
に
、
時
に
は
組
織
運
営
の
態
勢
づ
く
り
、
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
な
ど
に
利

用
さ
れ
た
り
、
本
当
に
重
要
な
こ
と
な
の
に
真
剣
味
を
欠
い
た
り
し
て
実
質
的

な
進
展
が
は
か
ら
れ
ず

「対
策
」
の
取
り
違
い
、
見
当
違
い
と
い
い
た
い
場
面

56



特集 。中高年登山を考える

が
登
山
界
の
な
か
に
も
見
う
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
私
も
よ
く
、
「中
高
年

対
策
っ
て
ど
ん
な
こ
と
を
や
る
の
で
す
か
…
」
と
聞
か
れ
た
り
し
て
戸
惑
う
こ

と
が
あ
る
。
〃な
ぜ
山
に
の
ぼ
る
の
か
…
…
そ
こ
に
山
が
あ
る
か
ら
…
…
〃
だ

と
簡
単
に
答
え
て
し
ま
う
よ
う
に
、
「今
更
、
社
会
の
波
に
も
ま
れ
て
き
た
人

生
経
験
豊
か
な
頑
固
爺
や
婆
あ
に
登
山
論
を
言
っ
た
と
こ
ろ
で
素
直
に
聞
く
様

な
方
々
じ
ゃ
な
い
…
」
「そ
こ
に
中
高
年
が
い
る
か
ら
だ
…
」
と
い
っ
て
簡
単

に
話
を
そ
ら
し
て
し
ま
う
。
自
分
自
身
、
適
確
な
論
調
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で

も
な
く
明
解
な
答
を
自
分
で
も
し
っ
か
り
と
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
日
頃

考
え
て
い
る
が
、
齢
を
と
っ
た
と
き
の
た
め
の
自
分
の
登
山
の
対
策
を
若
い
頃

か
ら
考
え
る

「中
高
年
対
策
」
が
大
切
な
こ
と
だ
と
は
考
え
て
い
る
。

五
十
歳
以
上
の
志
を
同
じ
く
す
る
山
仲
間
で
編
成

さ
て
、
今
回
は
五
十
歳
以
上
の
中
高
年
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
八
千
肩
峰
、
チ
ョ
ｏ
オ

ユ
ー

（八
二
〇

一
屑
）
の
登
山
隊
の
隊
長
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
関
係

で
こ
の
原
稿
を
書
く
よ
う
に
依
頼
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
が
、
隊
編
成
に
当
た
っ

て
は
中
高
年
と
か
高
齢
者
登
山
と
い
っ
た
年
齢
を
意
識
し
た
こ
と
は
全
く
な

く
、
む
し
ろ
社
会
的
に
多
少
余
裕
が
出
来
た
と
い
う
か

″時
間
〃
的
に
自
分
の

時
間
が
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
発
想
で
編
成
さ
れ
た
と
い
っ
た
方
が
適

当
か
も
知
れ
な
い
。

日
本
大
学
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
会
の
二
次
会
の
席
で
、
酒
の
勢
い
も
借
リ
ヒ
マ
ラ
ヤ

登
山
談
義
と
な
っ
た
。
若
か
っ
た
頃
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
行
き
た
か
っ
た
気
持
そ
の

ま
ま
が
、
「
よ
し
、
仕
事
の
方
も
少
し
余
裕
が
出
て
来
た
し
…
昔
の
仲
間
で
八

千
腐
で
も
行
く
か
…
」
時
間
的
余
裕
と
、
行
き
た
い
と
い
う
情
熱
が
先
行
し
て
、

年
齢
の
こ
だ
わ
り
は
表
面
に
出
て
こ
な
い
。
「学
生
時
代
の
四
年
生
、
三
年
生
、

二
年
生
、
新
兵
で
行
け
た
ら
最
高
に
楽
し
い
ぜ
…
」
夢
と
現
実
の
真
中
で
、
計

画
と
準
備
が
す
で
に
進
み
は
じ
め
て
い
た
。
日
大
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
を
中
心
に
し

て
の
発
想
で
は
あ
っ
た
が
、
五
十
歳
を
越
え
、
志
を
同
じ
く
す
る
山
仲
間
に
は

登
山
隊
を
開
放
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
責
任
を
も
っ
た
、
自
由
奔
放
な
精
神
に
基
づ

き
、
五
十
歳
以
上
自
分
で
自
分
の
責
任
を
と
れ
る
登
山
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
参

加
出
来
る
登
山
隊
を
組
む
こ
と
に
し
た
。
頂
上
を
目
指
す
者
、
自
己
ベ
ス
ト
に

挑
む
者
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
観
る
楽
し
み
の
み
で
参
加
す
る
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑

の
な
か
に
憧
れ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
行
っ
て
み
よ
う
と
い
う
者
が
十
五
名
ほ
ど
集

ま
っ
た
。
大
雑
把
な
人
事
分
け
は
、
昭
和
三
十
五
年
当
時
の
日
大
山
岳
部
集
団
、

大
城
泰

（Ｏ
Ｂ
）
を
は
じ
め
、
池
田
錦
重

（四
年
生
）
、
根
津
院

一
（三
年
生
）
、

関
孝
治
、
神
崎
忠
男

（二
年
生
）
、
山
平
靖

（
一
年
生
）
、
と
年
こ
そ
と
っ
て
は

い
る
も
の
の
当
時
の
日
大
山
岳
部
流
に
言
う
と

″
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
チ
ョ
・
オ
ユ
ー

合
宿
〃
。
こ
の
隊
員
を
核
に
中
央
大
学
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
集
団
の
大
山

昇
、
本
間
堅

一
、
三
浦
充
哲
の
三
氏
、
社
会
人
グ
ル
ー
プ
か
ら
石
川
富
康
、
遠

藤
京
子
、
渡
辺
玉
枝
と
野
武
士
集
団
。
体
験
集
団
と
し
て
は
成
田
蔵
人
、
永
田

周
子
そ
し
て
、
ド
ク
タ
ー
の
堀
井
昌
子
先
生
が
加
わ
っ
た
混
成
隊
。
悪
く
言
う

と
雑
居
隊
、
良
く
言
っ
て
ユ
ニ
ー
ク
隊
と
の
自
覚
の
う
え
で
の
隊
編
成
で
あ
っ

た
。ど

ん
な
隊
で
あ
っ
て
も
隊
長
は
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
国
登
山
協
会

及
び
ネ
パ
ー
ル
に
も
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
と
れ
る
者
が
よ
い
と
、
神
崎
忠
男
が
そ

の
任
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
隊
の
ポ
リ
シ
ー
と
し
て

一
口
に
言
っ

て
申
告
登
山
と
い
う
形
態
を
取
り
、
各
隊
員
が
自
分
の
最
終
日
標
を
申
告
し
、

自
分
は
高
度
六
千
屑
ま
で
と
か
、
第
ニ
キ
ャ
ン
プ
ま
で
と
か
、
自
分
な
り
の
目

標

・
目
的
を
も
っ
て
自
分
の
責
任
で
登
山
隊
に
参
加
、
よ
っ
て
今
ま
で
の
登
山
　
５



隊
の
よ
う
に
隊
長
が
指
示
を
し
た
り
命
令
を
出
し
て
隊
を
運
営
す
る
の
で
は
な

く
、
各
隊
員
自
身
が
主
体
と
な
っ
て
の
行
動
を
取
り
、
そ
れ
ら
の
調
整
役
と
し

て
の
隊
長
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
隊
長
に
は
権
限
が
な
い
か
わ
り
に
責
任
も
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
指
向
と
い
う
よ
り
各
メ
ン
バ
ー
の

自
覚
と
責
任
に
基
づ
く
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
指
向
の
隊
編
成
が
い
か
に
も
、
中
高

年
チ
ー
ム
ら
し
い
編
成
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
チ
ー
ム
論
と
し
て
実

践
出
来
れ
ば
、
よ
り
民
主
的
な
登
山
隊
の
編
成
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
が
、
今

ま
で
の
よ
う
に
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
牽
引
力
で
引
っ
張
っ
た
チ
ー
ム
づ
く

り
か
ら
、　
一
人
ひ
と
り
の
メ
ン
バ
ー
の
自
覚
に
基
づ
く
チ
ー
ム
づ
く
り
の
時
代

と
か
ね
て
か
ら
私
な
り
の
チ
ー
ム
論
を
考
え
て
い
た
。
真
に
そ
れ
を
実
践
し
た

の
が
、
こ
の
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
隊
だ
っ
た
が
、
若
い
頃
に
厳
し
い
登
山
を
経
験
し

て
き
た
頑
固
な
中
高
年
隊
の

一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
尊
重
し
、
満
足
さ
せ
る
に

マ
ッ
チ
し
た
隊
の
編
成
だ
っ
た
と
も
思
っ
て
い
る
。

ル
ー
ル
、
マ
ナ
ー
、
自
党
を
守
り

こ
の
様
な
編
成
は
や
や
も
す
る
と
放
任
的
、
開
放
的
な
登
山
展
開
に
隊
運
営

が
難
し
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
各
隊
員
か
ら
の
不
平
、
不
満
も
多
い

か
と
思
っ
て
い
た
が
、
結
果
的
に
見
て
、
心
配
す
る
程
の
こ
と
も
な
く
、
こ
れ

は
各
自
隊
員
の
人
格
的
な
も
の
も
あ
る
が
、
自
分
の
責
任
で
自
分
の
体
力
の
限

界
ま
で
思
い
切
り
挑
戦
し
そ
れ
ぞ
れ
が
納
得
し
た
登
山
が
出
来
た
こ
と
が
功
を

奏
し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
真
に
中
高
年
的
発
想
で
あ
り
、
か
つ
実
践

だ
っ
た
と
い
え
る
。

中
高
年
登
山
と
い
う
と
ど
う
し
て
も
遭
難
と
か
事
故
の
心
配
性
が
ま
ず
先
に

立
ち
、計
画
や
行
動
を
自
重
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
社
会
の
目
が
あ
る
。

し
か
し

″社
会
の
目
〃
を
気
に
す
る
の
で
は
な
く
、
行
く
登
山
者
自
身
の
自
覚

を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
口
は
ば
っ
た
く
言
え
ば
こ
れ
も
中
高
年
登
山
者

の
ル
ー
ル
で
あ
り
、
マ
ナ
ー
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
登
山
や
山
歩
き
が
中
高
年

に
好
ま
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
に
自
分
の
ペ
ー
ス
で
出
来
る
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
こ

と
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
責
任
も
自
分
で
と
り
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い

精
神
が
必
要
で
あ
る
。
自
分
の
ペ
ー
ス
を
飛
び
出
し
て
「年
寄
り
の
意
気
が
り
」

や

「記
録
的
挑
戦
」
な
ど
考
え
違
い
を
し
た
り
、
思
い
違
い
を
す
る
と
大
変
な

こ
と
に
も
な
る
。
こ
う
い
っ
た
中
高
年
登
山
の
正
し
い
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
、
中

高
年
者
と
い
う
正
し
い
自
覚
の
な
か
で
の
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
登
山
は
生
き
が

い
に
な
り
、
そ
れ
な
り
に
意
義
も
大
き
い
。

私
は

一
九
八
〇
年
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
北
壁
隊
に
参
加
し
た
と
き
、
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
不
足
ば
か
り
が
気
に
な
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
な
ど
の
高
所
登
山
に
お
い
て
は
、
す

で
に
自
分
が
高
齢
者
で
あ
る
と
い
う
、
自
覚
や
意
識
を
持
た
ず
、
若
い
頃
の
気

持
の
ま
ま
で
登
っ
た
た
め
急
性
心
筋
梗
塞
を
起
こ
し
て
し
て
ま
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
自
分
の
生
涯
登
山
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
自
分
は
心
臓
が

悪
い
ん
だ
と
い
う
ハ
ン
デ
キ
ャ
ッ
プ
を
認
識
し
て
い
る
と
、
け
っ
こ
う
健
康
や

体
調
へ
の
注
意
が
高
ま
り
、
自
ず
と
行
動
が
慎
重
に
な
っ
て
安
全
が
た
も
た
れ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。
私
の
よ
う
に
身
体
障
害
を
実

際
に
も
っ
て
い
な
く
て
も
、
中
高
年
登
山
者
と
し
て
常
に

「高
齢
と
い
う
こ
と

自
体
が
ひ
と
つ
の
ハ
ン
デ
キ
ャ
ッ
プ
」
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
山
に
入
る
こ
と

が
必
要
な
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
ま
り
強
く
意
識
し
過
ぎ
て

か
え
っ
て
登
山
の
楽
し
み
を
失
っ
た
り
す
る
の
で
、
ほ
ど
ほ
ど
に
中
高
年
、
高

齢
者
と
い
う
意
識
を
も
つ
こ
と
が
、自
分
た
ち
に
重
要
な
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。

あ
え
て
中
高
年
対
策
な
る
登
山
指
導
を
考
え
る
な
ら
、
そ
う
い
っ
た
自
覚
を
登
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山
者
自
身
に
も
た
せ
る
よ
う
な
対
策
こ
そ
重
要
な
問
題
で
、
規
制
と
か
、
警
告

の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
の
中
高
年
登
山
の
対
策
は
、
好
ま
し
く
な
い
と
考
え

る
。
自
由
に
お
お
ら
か
な
登
山
が
出
来
る
環
境
の
な
か
で
い
か
に
事
故
を
少
な

く
し
、安
全
が
確
保
出
来
る
か
と
い
う
こ
と
は
理
想
論
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

少
し
で
も
そ
れ
に
近
い
登
山
が
出
来
る
な
か
で
の
対
策
を
考
え
て
い
き
た
い
も

の
で
あ
る
。

私
た
ち
が
五
十
歳
以
上
で
の
チ
ョ
ｏ
オ
ユ
ー
登
山
を
試
み
た
こ
ろ
他
で
海
外

登
山
遭
難
が
多
発
し
た
。
十
五
人
も
の
中
高
年
者
パ
ー
テ
ィ
ー
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
八

千
房
峰
登
山
で
、
四
人
も
登
頂
に
成
功
し
な
が
ら
何
の
事
故
な
く
、
し
か
も
全

員
が
満
足
し
て
下
山
出
来
た
こ
と
は
、
各
メ
ン
バ
ー
が
中
高
年
と
い
う
い
い
意

味
で
の
自
覚
の
な
か
で
登
山
に
挑
ん
だ
結
果
だ
と
考
え
て
い
る
。
事
故
の
な
い

こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
、
威
張
っ
た
り
、
誇
っ
た
り
す
る
問
題
で
は
な
い
が
、

今
、
中
高
年
が
無
事
に
帰
る
こ
と
も
登
山
の
成
果
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
満
足
す

る
こ
と
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
勝
手
に
喜
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
高

齢
者
が
八
〇
〇
〇
屑
に
登
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
満
足
し
て
、

無
事
日
本
に
帰
っ
て
来
た
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
て
い
る
。

今
回
の
中
高
年
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
隊
の
別
名
を

「
銀

　

亀

卓
奥
友
峰
登

山
隊
」
と
、
中
国
流
に
も
名
付
け
た
が
、
も
し
も
し
亀
よ
亀
さ
ん
よ
…
で
は
な

い
が
、
年
寄
っ
た
亀
が
ゆ
っ
く
り
で
も
マ
イ
ペ
ー
ス
で
最
終
地
点
ま
で
頑
張
る

と
い
う
意
を
含
め
て
名
付
け
た
。
中
高
年
…
真
に
亀
さ
ん
の
ご
と
く
山
登
り
を

続
け
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
私
の
念
願
で
も
あ
る
。

特集・中高年登山を考える
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∧
高
齢
者
登
山

ｏ
私
の
場
合
∨

（文
中
①
…
⑦
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
①

生
年

ｏ
年
齢
、
②
登
山
を
始
め
て
か
ら
の

簡
単
な
経
緯
、
③
こ
こ
二
～
三
年
の
山
行

回
数
お
よ
び
主
な
山
行
、
④
今
日
ま
で
元

気
に
山
登
り
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
主
な
要

因
、
⑤
健
康
法
ま
た
は
訓
練
法
、
⑥
安
全

登
山
の
た
め
に
心
掛
け
て
い
る
こ
と
、
⑦

日
頃
山
登
り
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
こ
と
、

に
つ
い
て
稿
を
寄
せ
て
も
ら
っ
た
も
の
で

あ
る
。）

藤

七

米
寿
の
平
ヶ
岳
登
山

一
九
〇
三

（明
治
三
十
六
）
年
六
月
の
生
ま
れ

だ
か
ら
満
八
十
九
歳
に
な
る
。昨
年
、米
寿
で
登
っ

た
平
ヶ
岳
に
つ
い
て
記
す
。

私
は

一
九
五
二

（昭
和
三
十
七
）
年
五
月
、
魚

沼
駒
か
ら
中
ノ
岳
を
経
て
、
県
界
尾
根
を
縦
走
し

て
、
尾
瀬
へ
出
た
こ
と
が
あ
る
。
稜
線
は
ま
だ
雪

が
続
い
て
い
た
。
平
ヶ
岳
へ
か
か
っ
た
時
は
、
生

憎
天
候
が
悪
く
、
ま
だ
雪
に
埋
も
れ
て
い
た
頂
上

を
か
す
め
て
通
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
た
。

次
い
で

一
九
七

一

（昭
和
四
十
六
）
年
七
月
、

二
、
三
十
名
の
団
体
で
鷹
ノ
巣
か
ら
登
っ
た
こ
と

が
あ
る
が
、
そ
の
時
は
時
間
の
関
係
で
、
王
子
石

ま
で
し
か
行
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
機
会
が
あ
っ

た
ら
、
こ
ん
ど
こ
そ
は
平
ヶ
岳
の
全
貌
を
探
り
た

い
と
い
う
の
が
、
私
の
年
来
の
宿
望
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
度
の
登
山
に
就
い
て
は
、
私
が

一

九
五
四

（昭
和
二
十
九
年
）
三
月
、
黒
又
川
流
域

の
積
雪
調
査
に
協
力
し
て
、
三
ツ
又
小
屋
で
世
話

に
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
星
幸

一
君
が
、
近
頃
中
ノ

岐
川
流
域
の
開
発
が
進
む
に
つ
れ
て
、
車
で
奥
ま

で
行
け
る
よ
う
に
な
り
、
平
ヶ
岳
登
山
が
大
変
便

利
に
な
っ
た
か
ら
是
非
来
な
い
か
と
の
再
三
の
誘

い
が
あ
り
、
私
も
年
が
年
と
て
、
こ
の
好
機
逸
す

べ
か
ら
ず
と
、
勇
躍
決
行
に
ふ
み
切
っ
た
の
で
あ

る
。さ

て
、
前
書
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
い
よ
い
よ

本
文
に
は
い
ろ
う
。

一
行
は
笠
原
藤
七

（８８
）
、
牧
野
武
彦

（５２
）
、

清
水

一
郎

（４８
）
、
丹
羽
実

（４４
）
、
案
内
人
星
幸

一
。八

月
十
七
日
朝
八
時
村
松
の
笠
原
宅
発
。
三

条

・
燕
イ
ン
タ
ー
よ
り
高
速
道
路
に
入
り
、
小
出

イ
ン
タ
ー
で
出
る
。
十
時
湯
中
居
の
星
幸

一
君
を

訪
ね
た
ら
、
嫁
さ
ん
が

一
人
、
お
や
じ
さ
ん
は
銀

山
平
へ
先
行
し
て
待
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
間
も

な
く
シ
ル
バ
ー
ラ
イ
ン
の
隧
道
に
入
り
、
三
十
分

に
し
て
銀
山
平
に
出
た
処
に
星
君
の
待
つ
小
屋
が

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
旧
知
の
佐
藤
広
文
君

の
顔
も
あ
っ
た
。
彼
は

一
九
六
二

（昭
和
三
十
七
）

年
二
月
北
海
道
の
ニ
ペ
ソ
ツ
登
山
以
来
旧
知
の

友
。
十
時
就
寝
し
た
が
、
夜
は
鼠
が
走
り
廻
っ
て

大
変
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
私
は
幸
な
こ
と
に
、

熟
睡
し
て
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
。

八
月
十
八
日
　
晴
　
六
時
伝
之
助
小
屋
発
、
車

は
ひ
た
す
ら
早
暁
の
湖
岸
を
東
、
南
進
し
て
、
雨

池
橋
よ
り
い
よ
い
よ
湖
岸
を
離
れ
、
中
ノ
岐
川
に

沿
っ
て
遡
上
、
池
ノ
沢
の
出
合
の
先
で
車
止
め
と

な
る
。
朝
食
。
七
時
行
動
開
始
、
右
に
剣
ガ
倉
の

岩
峰
を
眺
め
な
が
ら
登
る
と
や
が
て
針
葉
樹
林
帯

に
入
り
、
潅
木
帯
を
過
ぎ
る
と
広
々
と
し
た
草
原

に
出
た
。
途
端
に
前
方
に
大
き
な
濃
緑
の
餞
頭
型

の
山
が
、ど
っ
し
り
と
控
え
て
い
た
。
こ
れ
ぞ
平
ヶ

岳
の
頂
稜
で
あ
る
。
こ
の
度
の
山
は
、
私
に
と
っ

て
は
、
出
直
し
の
き
か
な
い
山
で
あ
る
。
是
が
非

で
も
あ
の
頂
稜
は
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の

執
念
が
生
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

王
子
石
十

一
時
。
平
ヶ
岳
沢
の
源
頭
部
の
冷
た
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い
清
水
で
昼
食
十
二
時
。
平
ヶ
岳
頂
上
二
等
三
角

点
十
三
時
。
長
年
の
宿
望
が
満
た
さ
れ
た
感
慨
深

い

一
時
で
あ
っ
た
。
十
三
時
三
十
分
下
山
開
始
。

車
に
帰
っ
た
の
は
二
十
時
と
も
う
暗
く
な
っ
て
い

た
。
そ
し
て

一
路
帰
途
を
急
ぎ
二
十
二
時
小
出
。

二
十
三
時
三
十
分
帰
松
。

余
談
　
あ
る
記
録
に
よ
れ
ば
、
平
ヶ
岳
登
山
の

最
高
齢
者
は
八
十
三
歳
と
聞
き
、
は
か
ら
ず
も
八

十
八
歳
の
私
が
そ
の
記
録
を
破
っ
た
こ
と
に
な

り
、
何
よ
り
の
米
寿
記
念
と
喜
ん
で
い
る
。
（越

後
支
部
）

（編
者
註
―
笠
原
藤
七
氏
は
慶
応
義
塾

大
学
在
学
中
は
山
岳
部
に
所
属
、
卒
業
後

は
家
業
の
山
林
業
に
携
わ
る
傍
ら
山
登
り

を
続
け
ら
れ
、　
一
九
四
三
年
三
月
積
雪
期

の
飯
豊

・
大
日
岳
を
石
転
沢
側
か
ら
の
初

登
の
ほ
か
川
内
の
山
を
開
拓
さ
れ
た
。
そ

れ
ら
は
若
渓
堂
発
行
の
近
著

『撫
林
　
私

の
山
旅
』
に
詳
し
い
）

①

一
九

一
二

（明
治
四
十
五
）
年
三
月
生
ま
れ
、

八
十
歳
。

②
十
五
歳

（中
三
）
富
士
山

（※
＝
単
独
）
、

十
六
歳
鳥
帽
子

ｏ
槍

ｏ
穂
高
。
十
七
歳

（
一
高
）

甲
斐
駒

・
仙
丈

・
白
峯
。　
一
高
旅
行
部
に
入
り

一

九
二
九

（昭
和
四
）
年
二
月
赤
岳

・
阿
弥
陀
、
四

月
仙
丈
、
五
月
立
山
、
七
月
千
丈
沢

・
北
鎌

・
小

槍
、
八
月
赤
石

。
悪
沢
、
十
月
清
津
川
よ
り
白
砂

山

・
白
砂
川

（△
＝

『山
岳
』
所
載
）
。　
一
九
三

〇
年

一
月
至
仏

・
会
津
駒

（△
）
、
三
月
三
国
川

よ
り
中
ノ
岳

・
八
海
山
、
四
月
マ
チ
ガ
沢
よ
り
谷

川
岳

（△
）
、
奥
穂
高
、
八
月
会
津
駒
よ
り
只
見

川
下
り

（※
）
、
万
太
郎
谷
よ
り
谷
川
岳

（※
△
）
、

十
二
月
早
月
尾
根
試
登
。　
一
九
三

一
年
七
月
前
穂

高
北
尾
根
下
り

（※
）
。　
一
九
三
三
年
四
月
北
穂

（※
）
、
御
岳
。
一
九
三
五
年
三
月
仙
丈

ｏ
北
岳

・

間
ノ
岳

・
塩
見

（△
）
。
東
大
時
代
は
時
々
の
み
。

卒
業
後
は
ほ
と
ん
ど
ご
無
沙
汰
。
昭
和
三
十
年
代

に
数
回
夏
山
の
み
。

一
九
七
八

（昭
和
五
十
三
）
年
頃
よ
り
再
開
し

毎
月
三
～
四
回
。
七
九
年
北
岳
診
療
所
開
設
。
以

後
毎
夏
数
回
乃
至
十
日
の
勤
務
を
続
け
て
い
る
。

③

一
九
八
九

（平
成
元
）
年
度
三
十
九
回
、
九

〇
年
度
四
十

一
回
、
九

一
年
度
四
十
回
。
夏
山
の

富
士
山
、
北
岳
の
他
は
関
東
甲
信
越
、
東
北
、
北

海
道
の
中
級
山
岳
。
最
近
冬
は
雪
山
を
敬
遠
し
低

山
が
多
い
。

④
高
校
時
代
は
月

一
、
数
日
で
あ
っ
た
が
、
大

学
入
学
後
は
医
学
部
の
た
め
実
習
が
多
く
、
あ
ま

り
さ
ぼ
れ
ず
、
山
行
回
数
激
減
。
卒
業
時
、
も
う

終
り
と
思
っ
て
、
仲
間
と
白
馬
に
遊
ん
だ
後
、
単

独
で
小
谷
よ
り
峠
を
越
え
て
笹
ヶ
峰
、
火
打
に
登

り
、
妙
高
を
越
え
て
燕
、
さ
ら
に
志
賀
高
原
よ
り

白
根
を
越
し
て
草
津
、
さ
ら
に
鹿
沢
へ
と
ス
キ
ー

を
楽
し
ん
だ
。　
一
九
三
七
年
第

一
回
応
召
で
北

支

・
中
支
、　
一
九
四

一
年
第
二
回
応
召
で
ハ
ル
ピ

ン
に
行
き
発
疹
チ
フ
ス
に
罹
患
、
骨
と
皮
と
な
っ

て
内
地
還
送
、
除
隊
と
な
っ
た
。　
一
九
三
五
年
頃

に
な
っ
て
や
っ
と
山
歩
き
可
能
と
な
り
、富
士
山
、

立
山

・
剣
、
穂
高
、
湯
俣

・
三
俣
蓮
華

・
笠
と
歩

い
た
が
捻
挫
で
中
絶
。　
一
九
六
八
年
ア
ン
プ
ル
の

ガ
ラ
ス
破
片
が
目
に
さ
さ
り
、
す
ぐ
抜
い
て
も

ら
っ
た
が
、
あ
と
ブ
ド
ウ
膜
炎
よ
り
白
内
障
と

な
っ
て
左
眼
失
明
、
も
う
山
は
無
理
と
思
っ
て
あ

き
ら
め
て
い
た
。　
一
九
七
二
年
、
東
大
を
定
年
退

職
後
、
し
ば
ら
く
伊
豆
に
遊
び
、　
一
九
七
五
年
よ

り
昭
和
大
学
藤
ヶ
丘
病
院
長
奉
職
、
七
八
年
頃
よ

う
や
く
病
院
運
営
が
軌
道
に
の
っ
た
頃
よ
り
、
ポ

ツ
ポ
ツ
と
低
山
歩
き
、
つ
い
で
比
較
的
楽
な
高
山
、

さ
ら
に
は
雪
山
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。
七
十
歳
で

退
職
し
た
が
、
ま
だ
十
分
歩
け
た
。
七
十
五
歳
を
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過
ぎ
る
頃
よ
り
次
第
に
体
力
の
減
退
を
自
覚
し
、

専
ら
マ
イ
ペ
ー
ス
で
歩
く
こ
と
を
続
け
て
い
る
。

要
す
る
に
、
四
十
年
余
の
ブ
ラ
ン
ク
の
後
、
低

山
よ
り
次
第
に
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
山
行
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
あ
る
程
度
回
復
し
、

維
持
し
て
い
た
が
、
経
年
と
と
も
に
七
十
五
歳
頃

よ
り
の
体
力
低
下
に
伴
い
、
程
度
を
下
げ
て
続
け

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

⑤
週
二
～
三
回
の
早
朝
散
歩
、
速
歩
、
ジ
ョ
ギ

ン
グ
、
体
操
。

⑥
絶
対
無
理
し
な
い
。
マ
イ
ベ
ー
ス
を
ま
も
る
。

⑦
歩
け
る
う
ち
は
山
歩
き
を
続
け
た
い
。
楽
し

み
を
伴
う
よ
い
健
康
法
と
思
う
。

達
夫

一
九

一
四

（大
正
三
）
年
生
れ
。
七
十
八
歳
。

山
登
り
は
中
学
時
代
か
ら
始
め
、
初
め
て
山
ら

し
い
山
の
金
峰
山
へ
登
っ
た
の
が
中
学
三
年

（
一

九
二
八
）
、
北
ア

（燕
岳
）
、
奥
秩
父

（雲
取
山
―

雁
坂
峠
）
へ
行
っ
た
の
が
中
学
四
年
（
一
九
二
九
）
、

十
五
歳
の
と
き
で
あ
る
。
一
九
三
二
年

（昭
和
七
）

東
京
商
大

（現

一
橋
大
）
予
科
に
入
学
と
同
時
に

山
岳
部
に
入
り
、　
一
九
三
八
年

（昭
和
十
三
）
卒

業
、
後
間
も
な
く
Ｊ
Ａ
Ｃ
入
会
。

社
会
人
に
な
っ
て
も
出
来
る
だ
け
山
歩
き
を
続

け
た
が
、　
一
九
四

一
年

（昭
和
十
六
）
七
月
、
兵

役
に
就
き
大
戦
中
は
キ
ス
カ
島
で
九
死
に

一
生
を

得
て
敗
戦
と
な
っ
た
。
ソ
連
軍
の
捕
虜
と
な
り

一

九
四
七
年

（昭
和
二
十
二
）
十
二
月
復
員
し
た
。

そ
の
間
の
六
年
半
と
、
そ
の
後
の
三
年
ぐ
ら
い
は

殆
ど
山
歩
き
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
五

一
年
（昭

和
二
十
六
）
三
十
七
歳
ご
ろ
か
ら
ほ
ぼ
途
絶
え
る

こ
と
な
く
山
登
り
を
続
け
て
現
在
に
至
る
。

但
し

一
九
五

一
年
以
降

一
九
七
二
年

（昭
和
四

十
七
）
ま
で
の
二
十
余
年
間
は
仕
事
が
繁
忙
を
き

わ
め
た
た
め
、
月

一
回
年
間
十
二
回
を
目
処
と
し

て
出
か
け
て
い
た
。
登
山
回
数
が
ふ
え
た
の
は
、

む
し
ろ
そ
れ
以
後
、
六
十
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。ま

た

一
九
八
七
年

（昭
和
六
十
二
）
四
月
に
妻

が
大
病
し
、
そ
の
後
四
年
半
の
病
養
生
活
を
経
て

一
九
九

一
年

（平
成
三
年
）
十
二
月
に
病
没
し
た

た
め
、
そ
の
間
は
登
山
の
回
数
日
数
共
に
激
減
し

て
い
る
。

社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
、
い
ち
ば
ん
出
か
け
ら

れ
た
の
は
、
完
全
に
職
場
を
離
れ
た

一
九
八
五
年

（昭
和
六
十
）
七
十

一
歳
の
と
き
で
、
こ
の
年
は

登
山
回
数
年
間
五
十
三
回
、
延
日
数
九
十
五
日
に

達
し
た
が
、
そ
れ
以
後
は
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
超

え
た
年
は
な
い
。

こ
の
二
、
三
年
の
山
歩
き
は
右
の
理
由
か
ら
大

き
く
激
減
し
て
い
る
が
、　
一
応
左
記
す
る
。

一
九
九
〇
年

（平
成
二
）
四
十
四
回
、
日
数
延

六
十
七
日
。
日
帰
り
登
山
が
多
く
、
五
月
下
旬
金

剛
堂
山
、
青
海
黒
姫
山
、
六
月
初
旬
天
狗
岳

（北

八
ツ
）
、
六
月
下
旬
佐
渡
の
山
、七
月
上
旬
南
蔵
王
、

八
月
下
旬
白
山
の
別
山
か
ら
石
徹
白
、
十

一
月
甲

州
の
常
葉
山

（唐
松
山
）
、
十
二
月
ハ
ト
峰
、
鶏

岳
な
ど
。

一
九
九

一
年

（平
成
三
）
二
十
八
回
、
日
数
延

三
十
八
日
。
日
帰
り
登
山
が
多
い
。　
一
月
三
ッ
界

山
、
尺
丈
山
、
二
月
白
浜
山
、
四
月
日
暮
山
、
荷

鞍
山
、
五
月
光
兎
山
、
鷲
ヶ
巣
山
、
角
落
山
、
六

月
斑
尾
山
、
十

一
月
角
間
山
な
ど
。

一
九
九
二
年

（平
成
四
）
五
月
上
旬
迄
十
二
回
、

日
数
延
十
四
日
。
依
然
日
帰
り
登
山
が
多
い
。
三

月
向
山

（奥
利
根
ス
キ
ー
場
付
近
の
）
、
四
月
向

山

（奥
多
摩
）
、
五
月
板
沢
山
な
ど
。

現
在
ま
で
元
気
に
山
登
り
を
続
け
ら
れ
た
要
因

を
考
え
て
み
る
と
、
元
々
私
自
身
頑
健
な
体
躯
で

は
な
か
っ
た
も
の
の
、
特
に
大
病
も
せ
ず
に
過
し

た
の
が

一
番
大
き
か
っ
た
と
思
う
。
そ
の
基
に
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な
っ
た
の
が
、
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
な
が
ら
暴

飲
暴
食
や
睡
眠
不
足
な
ど
の
不
健
康
な
こ
と
を
、

つ
と
め
て
避
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
時
で
も
す

ぐ
山
へ
出
か
け
ら
れ
る
よ
う
、
平
素
か
ら
体
調
を

整
え
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
だ
か
ら
、
普
段
か
ら

で
き
る
だ
け
健
康
的
な
生
活
を
お
く
る
よ
う
に
し

た
。
酒
は
生
来
殆
ど
呑
め
な
い
体
質
で
あ
る
が
、

若
い
頃
パ
イ
プ
党
で
あ
っ
た
も
の
の
約
二
十
年
位

前
か
ら
禁
煙
者
と
な
っ
た
。

自
分
が
体
調
を
常
に
整
え
て
お
く
と
同
時
に
、

近
親
の
な
か
に
病
弱
者
が
出
な
い
こ
と
も
、
山
行

き
を
左
右
す
る
重
要
な
要
因
に
な
る
。

私
自
身
は
健
康
法
と
か
訓
練
法
と
い
っ
た
も
の

は
特
に
や
っ
て
い
な
い
。
た
だ
七
十
歳
を
過
ぎ
て

か
ら
は
、
老
化
の
速
度
が
早
ま
る
こ
と
を
顧
慮
し

て
、
山
行
の
間
隔
が

一
週
間
以
上
ひ
ら
い
た
と
き

な
ど
は
、
で
き
る
だ
け
近
所
を
約

一
時
間
ぐ
ら
い

歩
く
よ
う
に
つ
と
め
た
。

安
全
登
山
に
つ
い
て
―

私
は
自
分
の
趣
味
の

た
め
に
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
は
絶
対
に

回
避
す
べ
き
こ
と
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
六
十
五

歳
ご
ろ
を
過
ぎ
て
か
ら
の
単
独
行
は
厳
禁
し
て
い

る
。
元
々
私
は
、
青
壮
年
時
代
で
も
単
独
行
の
回

数
は
ご
く
少
な
い
方
で
あ
る
。
老
年
に
な
っ
て
か

ら
は
、
な
る
べ
く
中
年
ぐ
ら
い
の
元
気
の
あ
る
人

を
仲
間
に
入
れ
て
登
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
れ

は
最
初
か
ら
サ
ポ
ー
ト
し
て
貰
う
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
万

一
の
場
合
老
人
だ
け
の
仲
間
よ
り

ず
っ
と
強
力
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

現
在
の
年
齢
で
、
数
日
間
連
続
し
て
毎
日
六
、

七
時
間
以
上
行
動
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
っ

た
。
殊
に
少
し
重
い
荷
を
か
つ
い
だ
場
合
は
。
そ

れ
で
日
帰
り
で
も
い
い
か
ら

一
週
間
乃
至
十
日
に

一
回
ぐ
ら
い

（即
ち
月
に
三
～
四
回
）
出
か
け
る

方
が
体
が
ら
く
で
長
く
続
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

一
日
十
時
間
以
上
の
山
行
な
ら
、
精
々
二
日
ぐ
ら

い
が
限
度
で
あ
ろ
う
。
筋
肉
の
回
復
力
も
ぐ
ん
と

お
そ
く
な
る

一
方
、
あ
ま
り
間
を
お
い
て
、
体
躯
、

殊
に
脚
を
使
わ
な
い
と
す
ぐ
ダ
メ
に
な
る
よ
う
に

思
う
。

ニ
ッ
石
　
清

①

一
九

三
二

（大
正
三
）
年
生
ま
れ
、
七
十
八

歳
。②

少
年
鉄
道
員
と
し
て
鉄
道
省
勤
務
。
十
五
歳

の
時
、
中
央
沿
線
の
山
で
山
の
洗
礼
を
う
け
る
。

以
来
、
大
菩
薩
嶺
、
甲
斐
駒
、
磐
梯
、
吾
妻
、
苗

場
、
妙
高
な
ど
毎
土
曜
は
夜
行
に
。
鉄
道
省
山
岳

部
で
富
士
山
に
五
月
に
登
る
。
ス
キ
ー
を
始
め
る
。

十
九
歳
頃
、　
一
人
で
富
士
に
何
回
も
登
り
、
『強

力
伝
』
の
小
宮
山
さ
ん
と
三
月
の
御
中
道
を
歩
い

た
こ
と
も
あ
る
。

一
九
三
九

（昭
和
十
四
）
年
、
九
ビ
ル

一
階
に

Ｊ
Ｔ
Ｂ
の
剛
健
徒
歩
旅
行
相
談
所
が
開
設
さ
れ
、

相
談
員
に
な
る
。　
一
九
四

一
年
二
十
七
歳
の
時
に

Ｊ
Ａ
Ｃ
入
会
。
塚
本
繁
松
氏
の
推
薦
に
よ
る
。
召

集
を
受
け
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦
場
か
ら
生
還
、
先

ず
は
守
屋
山
に
登
る
。

参
考
の
た
め
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
遭
難
、
遭
難

未
遂
経
験
を
記
す
。

六
十
八
歳
の
時
。
十
月
北
岳
で
幕
営
。
間
ノ
岳

か
ら
塩
見
を
目
指
す
。同
行
は
三
十
二
歳
の
友
人
。

私
は
完
全
装
備
を
背
負
子
で
行
く
。
三
峰
岳
へ
の

稜
線
で
転
落
、
岩
棚
に
引
っ
掛
か
る
。
頭
部
負
傷
、

出
血
多
量
な
る
も
止
む
。引
き
返
し
北
岳
で
幕
営
、

自
力
下
山
。後
遺
症
な
し
。背
負
子
が
い
け
な
か
っ

た
か
？

七
十
三
歳
の
時
。
急
性
心
不
全
か
。
二
月
、
山

ス
キ
ー
で
野
麦
ス
キ
ー
場
か
ら
小
鉢
盛
山

（二
三

七
八
済
）
に
若
い
友
人
三
名
と
登
る
。
頂
上
直
下

で
私
の
み
残
る
こ
と
に
決
め
、
彼
等
は
三
十
分
で

戻
る
と
の
こ
と
で
、
ツ
ェ
ル
ト
を
張
っ
た
が
、
十
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分
に
防
寒
対
策
も
と
ら
ず
、
バ
ー
ナ
ー
も
無
し
。

気
温
零
下
八
度
、
風
速

一
〇
腐
く
ら
い
。
結
局
彼

等
は
九
十
分
後
に
戻
っ
た
が
、
そ
の
頃
私
は
脈
を

み
る
と
不
整
脈
で
、
そ
の
乱
れ
方
が
ひ
ど
い
。
二

人
に
遅
れ
な
が
も
無
事
下
山
。
が
、
帰
宅
後
深
夜

心
臓
部
に
し
め
つ
け
ら
れ
る
感
じ
強
く
、
病
院
ヘ

行
く
。
検
査
の
結
果
は
心
不
全
と
の
こ
と
で
、　
一

週
間
く
ら
い
心
臓
に
強
い
圧
迫
感
が
あ
っ
た
が
、

間
も
な
く
完
全
に
治
癒
。

七
十
歳
の
時
。
十

一
月
、
単
独
で
後
方
羊
蹄
山

に
登
る
。
山
頂
火
口
際
で
三
腐
吹
き
飛
ば
さ
れ
岩

に
身
体
を
ぶ
つ
け
腰
を
打
ち
指
を
負
傷
す
る
。

③
こ
こ
三
年
間
の
年
間
平
均
登
山
回
数
は
二
十

七
回
、
入
山
日
数
四
十
二
日

（低
山
も
含
む
）
。

主
な
も
の
は
、
積
雪
期
で
は
藻
琴
山
、
御
岳
山

八
合
日
、
戸
隠
山

（登
頂
不
能
）
、
野
伏
岳
、
鈴

鹿
山
系
、
伊
吹
山
。
無
雪
期
で
は
ト
ム
ラ
ウ
シ
山
、

音
更
山
、
石
狩
岳
、
魃
岳
、
杓
子
岳
、
伊
吹
山
北

尾
根
、
鈴
鹿
山
系
、
御
前
山
、
恵
那
山
、
茶
臼
山
、

三
峰
山

（二
重
県
）
、
高
千
穂
峰
、
韓
国
岳
、
阿

蘇
山
な
ど
。

④
二
十
年
前
、
五
十
八
歳
の
時
、
脚
の
丈
夫
な

う
ち
に
と
、
北
海
道
の
山
に
集
中
す
る
こ
と
に
決

め
た
。
以
来
、
本
州
と
違
う
深
い
静
か
な
無
人
の

山
の
崇
高
さ
に
目
覚
め
る
。
七
十
回
渡
道
。
幌
尻

岳
に
は
七
回
登
頂
。
六
十
三
歳
で
北
海
道
で
山
ス

キ
ー
を
始
め
、
六
十
九
歳
か
ら
七
十
五
歳
ま
で
に

札
幌
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
等
の
ス
キ
ー
マ
ラ
ソ
ン
大
会

の
二
十
五
キ
ロ
レ
ー
ス
に
五
回
出
場
、
寒
さ
に
負
け

な
い
体
力
、
気
力
を
つ
く
る
。
六
十
九
歳
で
体
力

の
低
下
を
防
ぐ
た
め
に
マ
ラ
ソ
ン
ク
ラ
ブ
に
入
会

し
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
毎
朝
行
う
と
と
も
に
各
地
の

マ
ラ
ソ
ン
十
キ
ロ
レ
ー
ス
に
出
場
、
六
十
八
歳
の
時

健
康
マ
ラ
ソ
ン
七
段
の
免
許
受
け
る
。

こ
の
間
、
六
十
六
歳
の
時
、
環
境
庁
自
然
公
園

指
導
員
を
委
嘱
さ
れ
、
国
立

・
国
定
公
園
を
パ
ト

ロ
ー
ル
、
主
に
東
日
本
の
山
々
を
歩
く
。
ま
た
こ

の
頃
か
ら
七
十
二
歳
ま
で
長
野
県
立
山
山
岳
総
合

セ
ン
タ
ー
主
催
の
登
山
講
習
会
に
参
加
、
夏
山
、

冬
山
、
春
山
、
山
ス
キ
ー
等
八
課
程
に
十
二
回
参

加
。
修
了
。
六
十
九
歳
で
Ｊ
Ａ
Ｃ
に
復
活
入
会
。

⑤
ツ
ェ
ル
ト
に
よ
る
幕
営

（積
雪
期
を
含
め
）

に
心
掛
け
る
。九

一
年
は

一
年
間
に
二
十
二
ヵ
所
、

三
十
五
泊
。
東
海
自
然
歩
道
を
毎
月
歩
く
。
冬
は

鈴
鹿
山
系
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
等
で
歩
く
ス
キ
ー
で
ピ

ス
ト
ン
登
降
を
す
る
。
七
十
七
歳
ま
で
は
バ
ス
は

必
ず
二
停
留
所
手
前
で
乗
降
。
堅
く
守
る
原
則
と

し
て
、
七
階
に
住
む
が
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
使
わ
ず

階
段
を
歩
く
。
地
下
鉄
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
乗

ら
な
い
。毎
朝
冷
水
タ
オ
ル
で
全
身
摩
擦
を
す
る
。

煙
草
、
ア
ル
コ
ー
ル
は
青
年
期
か
ら
や
ら
な
い
。

コ
ー
ヒ
ー
は

一
日
二
杯
、
緑
茶
は
多
量
に
飲
む
。

こ
こ
三
十
年
間
、
紳
士
靴
は
は
か
な
い
。
外
出

時
は
ビ
ブ
ラ
ム
底
の
短
靴
か
軽
登
山
靴
を
は
く
。

食
事
に
つ
い
て
は
、
戦
後
は
ず
っ
と
独
居
生
活

で
あ
り
、
外
食
せ
ず
自
炊
に
徹
し
て
い
る
。
時
間

節
約
の
た
め
主
食
は
パ
ン
に
し
て
、
以
下
の
品
を

普
通
の
人
の
倍
の
量
を
食
べ
る
。
キ
ャ
ベ
ツ
、
人

参
、
た
ま
ね
ぎ
、
わ
か
め
、
納
豆
、
大
豆
と
昆
布

の
煮
も
の
、
梅
干
し
、
干
し
魚
、
鯖
の
缶
詰
、
卵
、

牛
乳

（多
量
に
）
、
ピ
ー
ナ
ツ
、
バ
タ
ー
、
キ
ャ

ラ
メ
ル
。
牛
肉

ｏ
豚
肉
は
食
べ
な
い
。

⑥
日
帰
り
山
行
で
も
ザ
ッ
ク
の
底
に
ツ
ェ
ル
ト

（四
五
〇
〃
ラ）
を
入
れ
て
あ
る
。
地
図
、
磁
石
、

高
度
計
は
常
時
持
参
。
食
料
は
多
め
に
。
日
曜
山

行
の
時
は
金
曜
の
夜
は
十
分
に
寝
る
。

非
常
用
と
し
て
、
イ
ン
ド
メ
タ
シ
ン
入
リ
バ
ン

テ
リ
ン
ｏ
ク
リ
ー
ム
、
キ
ャ
ラ
メ
ル

（筋
肉
疲
労

回
復
用
）
、
心
臓
用
貼
り
薬

（た
だ
し
使
用
し
た

こ
と
は
な
い
）
、
バ
ン
ド
エ
イ
ド
を
持
参
。

毎
朝
起
床
前
に
脈
を
は
か
っ
て
お
く

（現
在
毎

分
五
十

一
）
ほ
か
、
登
高
中
に
自
分
で
た
び
た
び

64



脈
拍
を
調
べ
る
。
な
る
べ
く
心
拍
数
が
百
二
十
前

後
で
登
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

⑦
登
高
時
に
、
六
十
五
歳
以
上
の
仲
間
が
い
る

時
は
二
十
七
分
毎
に
三
分
く
ら
い
の
休
み
を
と
る

配
慮
が
望
ま
し
い

（多
く
は

一
時
間
歩
い
て
十
五

分
く
ら
い
休
む
）
。
高
齢
者
登
山
と
い
っ
て
も
、

宿
で
酒
盛
り
を
楽
し
む
会
合
が
多
い
の
で
は
な
い

か
。
早
目
に
寝
て
、
翌
日
暗
い
う
ち
に
出
発
し
て
、

ゆ
っ
く
り
登
れ
ば
Ｊ
Ａ
Ｃ
会
員
な
ら
ば
八
十
歳
ぐ

ら
い
で
も
山
登
り
は
で
き
る
と
思
う
。
（東
海
支

部
）

口十

①

一
九

一
五

（大
正
六
）
年
十
月
生
ま
れ
、
七

十
六
歳
で
す
。
私
の
年
齢
に
対
す
る
概
念
は
、
現

今
に
お
い
て
は
百
歳
を
目
標
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
六
十
歳
代
は
青
年
期
、

七
十
歳
代
は
壮
年
期
、
八
十
歳
代
は
実
年
期
、
九

十
歳
代
は
熟
年
期
、
百
歳
に
至
っ
て
か
ら
老
年
期

で
す
。
七
十
、
八
十
は
鼻
た
れ
小
僧
で
す
。
気
分

を
若
く
も
っ
て
、
明
る
く
元
気
に
暮
ら
し
て
い
き

幸
（―
）
よ
つヽ
。

②
私
の
田
舎
に
は
西
日
本

一
の
伯
者
大
山
が
あ

り
ま
す
。
幼
児
か
ら
大
山
を
眺
め
て
生
活
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。
そ
の
大
山
に
登
り
始
め
た
の
が
小

学
校
五
年
生
の
時
で
す
。
当
時
は
バ
ス
も
そ
の
他

の
乗
り
物
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
た
だ
た

だ
歩
い
て
行
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
生
家
は
、
最
近
新
聞
紙
上
を
賑
わ
し
て
い

る

「上
淀
廃
寺
跡
」
の
淀
江
町
で
、
そ
こ
か
ら
大

山
ま
で
は
約
十
五
キ
ロ、
そ
こ
を
八
歳
年
長
の
先
輩

に
連
れ
ら
れ
て
、
弁
当
を
持

っ
て
早
朝
か
ら
歩
き

続
け
て
、
夕
方
に
や
っ
と
大
山
の
宿
坊
に
到
着
。

泊
ま
っ
た
宿
坊
は

『暗
夜
行
路
』
で
有
名
な
蓮
浄

院
で
、
頂
上
は
こ
の
部
落
か
ら
眺
め
た
だ
け
。
翌

日
の
下
山
コ
ー
ス
は
大
山
口
駅
経
由
で
、
ま
た
ま

た
歩
き
続
け
ま
し
た
。
夕
闇
迫
る
頃
や
っ
と
帰
宅

で
き
ま
し
た
。
こ
の
大
山
登
山
が
き

っ
か
け
で
、

山
登
り
が
病
み
つ
き
と
な
り
、
小
六
か
ら
旧
制
米

子
中
学
の
五
年
間
も
毎
夏
大
山
登
山
を
や
り
ま
し

た
。中

三
の
時
に
初
め
て
頂
上
登
山
を
達
成
し
、
山

頂
か
ら
の
眺
め
は
日
本

一
で
あ
る
と
思

い
ま
し

た
。
頂
上
の
石
室
に

一
泊
し
て
夕
焼
け
の
俯
腋
の

景
色
は
こ
れ
ま
た
世
界

一
で
あ
る
と
感
じ
ま
し

た
。そ

の
後
、
早
稲
田
の
山
岳
部
に
入
り
、
谷
川
岳

を
第

一
歩
に
、
毎
休
暇
の
合
宿
で
鍛
え
ら
れ
ま
し

た
。
就
中
、　
一
九
三
九

（昭
和
十
四
）
年
正
月
の

台
湾
、
新
高
山

（玉
山
）
の
主
峰
北
稜
の
初
登
攀

に
成
功
し
、
大
感
激
を
土
産
に
神
戸
港
に
帰
り
ま

し
た
。

卒
業
と
同
時
に
兵
役
が
待
ち
か
ま
え
て
お
り
、

兵
役
中
は
大
阪
の
高
射
砲
陣
地
の
隊
長
を
務
め
て

い
た
の
で
、
毎
月
の
外
泊
休
暇
の
三
日
間
は
田
舎

の
家

へ
帰
り
、
大
山
の
日
帰
り
往
復
や
大
山
ス

キ
ー
場
で
の
ス
キ
ー
を
楽
し
み
ま
し
た
が
、
さ
す

が
に
終
戦
の
年
に
は
そ
れ
も
か
な
い
ま
せ
ん
で
し

た
。③

七
十
歳
に
入
っ
て
か
ら
の
山
登
り
は
、
昔
の

仲
間
と
五
名
で
半
世
紀
ぶ
り
に
新
高
山
に
阿
里
山

経
由
で
頂
上
ま
で
登
っ
て
帰
り
ま
し
た
。
昔
の
現

役
時
は
八
通
関
経
由
で
し
た
。
こ
の
王
山
登
山
が

特
筆
す
べ
き
山
登
り
で
、
そ
の
他
で
は
、
昔
の
馬

力
が
無
く
な
リ
ハ
イ
キ
ン
グ
程
度
で
あ
り
、
大
雪

山
、
岩
木
山
、
蔵
王
、
那
須
岳
、
石
鎚
山
と
い
っ

た
山
で
す
。

冬
は
大
山
の
国
際
ア
ル
ペ
ン
競
技
ス
キ
ー
の

コ
ー
ス
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
ゴ
ー
ル
ま
で
を
休
み
な

が
ら
滑
っ
て
下
っ
て
お
り
ま
す
。
四
～
五
年
前
ま

で
は
毎
年
北
海
道
の
富
良
野
と
ニ
セ
コ
の
リ
フ
ト

の
終
点
か
ら
下
ま
で
を
滑
っ
て
お
り
ま
し
た
。
長
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い
距
離
の
滑
走
と
高
度
差
の
あ
る
コ
ー
ス
が
面
白

く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

⑤
夏
は
家
の
前
が
海
で
す
の
で
海
水
浴
、
そ
の

他
ジ
ョ
ギ
ン
グ
、
速
歩
。
歩
く
こ
と
は
約

一
時
間

か
ら

一
時
間
半
く
ら
い
を
続
け
て
お
り
ま
す
。
特

に
終
末
の
仕
上
が
り
で
は
、
百
眉
競
走
の
気
分
で

年
寄
り
の
現
有
体
力
で
疾
走
、
終
末
体
操
で
お
し

ま
い
に
し
ま
す
。
そ
の
他
、
庭
の
鉄
棒
で
の
ぶ
ら

さ
が
り
、
竹
刀
の
素
振
り
、
腕
立
て
伏
せ
、
腹
筋

の
そ
り
返
り
、
両
足
で
ジ
ャ
ン
プ
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ

ブ
の
素
振
り
、
首
の
前
後
左
右
と
回
転
運
動
で
肩

の
こ
り
を
防
い
で
お
り
ま
す
。
と
に
か
く
要
は
体

を
動
か
す
こ
と
を
心
掛
け
、
何
は
と
も
あ
れ
歩
く

こ
と
が

一
番
で
す
。

特
に
山
登
り
は
、
頂
上
か
ら
の
高
度
差
が
そ
の

ま
ま
気
圧
の
変
化
差
で
す
の
で
、
こ
れ
に
耐
え
る

こ
と
が
体
を
鍛
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
山

で
良
い
空
気
を
腹
い
っ
ぱ
い
呼
吸
す
る
こ
と
も
良

い
健
康
法
の
一
つ
で
す
。

⑥
安
全
登
山
は
、
学
生
時
代
か
ら
心
掛
け
て
お

り
ま
す
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
山
登
り
は
真

剣
で
す
。
油
断
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
常
に

用
心
深
い
注
意
を
持
ち
続
け
る
こ
と
で
す
。

四
季
を
通
じ
て
、
山
登
り
は
気
の
ゆ
る
み
が

一

番
恐
い
こ
と
で
す
。
油
断
大
敵
で
す
。
何
か
あ
っ

た
ら
早
目
に
引
き
返
す
こ
と
で
す
。
私
も
過
去
に

三
回
の
命
拾
い
を
し
て
お
り
、
大
い
に
教
訓
に

な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
に
山
を
汚
さ
な
い
こ
と
。
ビ
ニ
ー
ル
袋
は

常
に
リ
ュ
ッ
ク
の
中
に
入
れ
て
お
り
ま
す
。

⑦
食
べ
物
は
常
に
栄
養
を
考
え
て
、
特
に
齢
を

と
っ
て
か
ら
は
魚
を
多
く
摂
り
、
鰯
や
鯖
等
の
青

魚
が
良
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
肉
は
油
身
の
少
な

い
も
の
を
い
た
だ
く
様
に
心
掛
け
て
お
り
ま
す
。

年
齢
と
と
も
に
骨
が
も
ろ
く
な
り
ま
す
の
で
、
カ

ル
シ
ウ
ム
の
補
強
に
小
魚
は
骨
ご
と
食
べ
、
昆
布

や
わ
か
め
等
の
海
藻
類
を
摂
る
ほ
か
、
野
菜
や
果

物
で
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
を
摂
る
よ
う
心
掛
け
て
お
り
ま

す
。
昼
食
は
普
通
に
と
り
、
夕
食
は
腹
七
分
目
に

し
て
お
く
こ
と
も
大
切
で
す
。
健
康
の
維
持
に
努

め
、
い
つ
ま
で
も
元
気
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
お

り
ま
す
。
元
気
で
あ
れ
ば
、
山
登
り
は
続
け
ら
れ

ま
す
。
（山
陰
支
部
）

―

坂
倉
登
喜
子

山
が
あ
る
か
ら
生
き
て
き
た
八
十
年

私
の
山
歩
き
は
幼

い
猟
人
日
記
か
ら
始
ま
っ

た
。
父
親
の
趣
味
だ

っ
た
狩
猟
に
つ
い
て
歩
き
、

大
と

一
緒
に
山
野
を
駆
け
廻
っ
た
の
は
、
大
正
時

代
で
小
学
生
の
頃
で
あ
っ
た
。

そ
の
頃
は
朝
早
く
か
ら
日
暮
れ
ま
で
歩
き
、
山

に
耐
え
る
生
活
を
父
か
ら
学
び
、
花
を
い
つ
く
し

む
心
を
母
か
ら
受
け
つ
ぎ
、
父
母
の
名
前
を

一
字

ず
つ
貰
っ
て
登
っ
て
喜
ぶ
子
と
名
付
け
ら
れ
、
自

然
と
の
出
会
い
の
喜
び
を
、
幼
い
頃
か
ら
知
る
こ

と
が
で
き
た
。
自
然
の
美
し
さ
を
眼
で
、
自
然
の

響
き
を
耳
で
、
自
然
の
喜
び
を
心
で
受
け
と
め
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
絵
を
習
い
山
の
優
れ
た
本

を
読
み
文
章
を
書
い
て
、
自
然
を
見
つ
め
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

私
が
山
ら
し
い
山
に
登
っ
た
の
は
、
暫
く
近
江

の
琵
琶
湖
の
ほ
と
り
に
移
り
住
ん
で
い
た
頃
、
伊

吹
山
に

一
九
二
四

（大
正
十
三
）
年
初
登
、
冬
は

三
合
目
ま
で
ス
キ
ー
で
登
り
、　
一
台
の
短
い
ス

キ
ー
を
交
代
で
穿
い
て
、
滑
り
下
り
て
き
た
の
も

楽
し
い
思
い
出
で
あ
る
。

そ
し
て

一
九
二
七

（昭
和
三
）
年
東
京
に
戻
り
、

日
本
電
気
に
入
社
し
て
職
場
山
岳
部
に
入
り
、
男

性
た
ち
と
冬
の
谷
川
岳
な
ど
へ
登
っ
て
、
多
く
の

厳
し
い
登
山
の
良
き
経
験
と
、
山
の
友
情
に
よ
る

尊
い
思
い
出
を
残
し
た
。

一
九
三
五

（昭
和
十
）
年
頃
か
ら
登
山
が
盛
ん
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に
な
り
、
年
間
登
山
回
数
も
増
え
た
頃
、
男
性
と

競
い
合
い
一
回
差
の
年
間
五
十
四
回
で
勝
ち
、
賞

品
に
登
山
講
座

一
揃
い
を
貰
っ
て
喜
ん
だ
、
山
に

熱
中
し
た
時
代
が
あ
っ
た
。

そ
の
当
時
東
京
付
近
の
登
山
コ
ー
ス
実
地
踏
査

取
材
で
、
毎
週
の
よ
う
に
山
を
歩
き
、
何
冊
か
の

案
内
書
の
出
版
に
協
力
、
戦
時
中
も
休
む
こ
と
な

く
、
代
用
食
を
持
っ
て
、
登
り
続
け
て
終
戦
を
迎

え
た
。

戦
後
は
再
び
日
本
交
通
公
社
に
入
社
し
て
、
資

料
関
係
の
仕
事
か
ら
後
に
山
と
仕
事
の
両
立
が
で

き
た
。

一
九
四
七

（昭
和
二
十
二
）
年
故
入
沢
文
明
、

故
山
下

一
夫
両
氏
の
紹
介
で
日
本
山
岳
会
に
入
会

し
て
、
各
大
学
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
の
指
導
を
受
け
、

槍

・
穂
高
周
辺
の
山
を
歩
い
た
。
入
会
と
同
時
に

出
来
た
東
京
支
部
に
即
入
部
し
て
集
会
、
編
集
、

婦
人
係
役
員
を
担
当
、
四
九
年
、
諸
先
輩
の
協
力

で
婦
人
部
を
纏
め
設
立
し
た
。

女
性
登
山
の
分
野
で
は
、
婦
人
部
と
し
て
国
体

登
山
部
門
で
も
女
性
役
員
と
し
て
出
動
し
、
冬
富

士
登
山
に
も
同
行
し
た
り
、
東
京
都
山
岳
連
盟
の

婦
人
部
担
当
役
員
と
し
て
も
活
動
し
、
感
謝
状
を

貰
っ
た
。

Ｊ
Ａ
Ｃ
婦
人
部
も
年
々
会
員
が
増
え
、
あ
る
程

度
の
仕
事
も
ま
か
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
、　
一
九
五
五

（昭
和
三
十
）
年
、
女
性
の
初
歩

指
導
の
重
要
性
を
考
え
、
女
性
ら
し
く
登
山
を
目

指
し
て
、
清
く
優
し
く
強
く
生
き
る
エ
ー
デ
ル
ワ

イ
ス
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
私
な
り
の
エ
ー
デ
ル

ワ
イ
ス
ｏ
ク
ラ
ブ
を
創
立
し
て
、
日
本
山
岳
会
に

団
体
加
入
し
講
習
会
等
に
参
加
し
た
。

以
来
三
十
七
年
間
事
故
も
無
く
続
け
、
女
性
登

山
の
向
上
と
人
間
性
の
確
立
を
計
り
、
心
豊
か
な

女
性
の
山
岳
会
と
し
て
、
内
外
の
登
山
活
動
を

行
っ
た
。

私
は
お
茶
の
水
体
協
内
に
日
本
山
岳
会
の
ル
ー

ム
が
あ
っ
た
頃
、
須
田
町
の
交
通
博
物
館
に
勤
務

し
て
い
た
の
で
、
務
め
が
終
わ
る
と
体
協
坂
の
裏

側
の
入
口
か
ら
登
っ
て
毎
日
ル
ー
ム
に
通
い
、
入

り
浸
り
で
会
の
仕
事
に
熱
中
し
た
。
そ
の
後
三
水

会
や
ク
ラ
ブ
イ
ズ
ム
を
語
り
合
う
土
曜
会
に
所
属

協
力
し
て
久
し
い
が
、
在
籍
四
十
五
年
間
、
日
本

山
岳
会
の
歴
史
と
共
に
、
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
こ
と

を
幸
と
思
っ
て
い
る
。

現
在
は
八
十
周
年
記
念
山
岳
展
に
展
示
し
た
資

料
を
元
に
し
て
、
将
来
の
山
岳
博
物
館
設
立
を
夢

見
て
、
前
佐
々
会
長
を
中
心
に

「山
岳
博
物
館
を

考
え
る
会
」
を
作
り
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
加
わ
っ

て
資
料
委
員
会
が
発
足
し
、
貴
重
な
山
岳
資
料
の

蒐
集
を
始
め
た
。

や
が
て
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
完
璧
な
山
岳
博
物
館
が
完
成

さ
れ
た
時
に
は
、
女
性
登
山
史
と
共
に
女
性
登
山

の
歴
史
資
料
コ
ー
ナ
ー
を
作
っ
て
、
後
世
に
残
し

た
い
の
が
、
私
の
永
い
間
の
夢
で
あ
り
念
願
な
の

で
あ
る
。

私
は
こ
う
し
て
日
本
山
岳
会
に
入
会
以
来
、
女

性
登
山
の
仕
事
を
続
け
ら
れ
た
こ
と
を
、
心
か
ら

喜
び
と
し
て
、
今
後
も
続
け
る
つ
も
り
で
あ
る
。

さ
て
私
自
身
八
十
の
坂
を
越
え
、
既
に
歴
史
の

中
の
人
物
な
が
ら
、
日
本
山
岳
会
の
大
先
輩
の
皆

様
か
ら
の
精
神
的
な
指
導
や
、
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー

の
教
え
を
受
け
て
、
山
が
あ
る
か
ら
生
き
て
き
た

に
し
て
も
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
で
受
け
た
恩
に
む
く
い
る
た

め
に
も
、
夢
と
す
る
山
岳
博
物
館
設
立
へ
の
仕
事

を
、
最
後
の
奉
仕
と
し
て
、
協
力
し
て
行
き
た
い

と
思
っ
て
い
る
。

今
日
ま
で
山
に
生
き
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
多
分

に
日
本
山
岳
会
の
諸
先
輩
に
出
会
っ
て
得
た
知
識

を
、
多
く
の
後
輩
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
の
、
私
の

生
き
甲
斐
が
、
山
に
生
き
て
こ
ら
れ
た
要
因
で
あ

る
と
思
う
。
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自
分
自
身
で
楽
し
む
山
ば
か
り
で
は
な
く
、
自

分
で
経
験
し
た
知
識
を
教
え
ら
れ
る
立
場
に
立
っ

て
、
心
豊
か
に
自
然
に
親
し
む
術
を
知
っ
た
女

性
た
ち
の
喜
ぶ
姿
を
見
て
、
私
は
今
生
き
甲
斐
を

感
じ
、
次
の
時
代
に
生
き
る
女
性
に
期
待
を
か
け

て
い
る
。

私
は
常
に
健
康
保
持
を
心
が
け
コ
ン
ス
タ
ン
ト

に
毎
月
三
回
位
安
全
な
登
山
を
続
け
、
目
的
の
夢

に
向
か
っ
て
そ
れ
の
実
現
に
努
力
し
て
、
山
仲
間

達
と
共
に
歩
む
こ
と
が
、
今
の
私
の
持
ち
続
け
た

気
力
だ
ろ
う
か
…
。
学
生
時
代
総
て
の
ス
ポ
ー
ツ

で
体
力
作
り
し
た
の
で
、
特
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は

し
て
い
な
い
が
、
毎
月
休
み
な
く
登
っ
て
夏
山
や

海
外
の
山
に
備
え
て
い
る
。
今
後
は
世
界
の
エ
ー

デ
ル
ワ
イ
ス
探
訪
を
目
指
し
、
山
と
花
が
あ
る
か

ら
山
に
生
き
て
、
ま
だ
ま
だ
夢
の
実
現
に
向
か
っ

て
、
生
涯
現
役
で
花
追
い
人
生
を
続
け
て
行
け
た

ら
と
思
っ
て
い
る
。

中
高
年
女
性
に
対
す
る
考
え
は
、
既
に
十
年
前

位
か
ら
当
ク
ラ
ブ
の
入
会
年
齢
層
で
察
知
で
き
た

の
で
、
初
心
者
の
基
礎
的
指
導
を
心
が
け
る
こ
と

に
し
た
。
中
高
年
登
山
者
は
先
ず
山
を
知
る
勉
強

か
ら
始
め
、健
康
管
理
し
て
趣
味
と
目
的
を
持
ち
、

自
己
過
信
せ
ず
年
に
応
じ
た
安
全
登
山
を
心
が
け

て
欲
し
い
。

昨
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
で

「山
が
あ
る
か
ら
生

き
て
き
た
」
の
放
送
を
し
た
と
こ
ろ
、
全
国
か
ら

感
激
の
便
り
が
き
て
山
に
生
き
た
幸
を
喜
ん
だ
。

①

一
九

一
〇

（明
治
四
十
三
）
年
、
東
京
日
本

橋
生
れ
。

②
大
正
初
期
よ
り
登
山
を
始
め
、
伊
吹
山
に
初

登
後
全
国
的
に
登
山
、　
一
九
四
七
年
日
本
山
岳
会

入
会
、　
一
九
四
九
年
婦
人
部
設
立
、　
一
九
五
五
年

エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
・
ク
ラ
ブ
創
立
、
会
長
。

③
年
間
三
十
五
回
～
四
十
回
位
。

④
燕
岳
、
常
念
岳
、
唐
松
岳
、
霞
沢
岳
、
北
岳
、

白
山
、
大
山
、
石
鎚
山
、
小
川
山
、
瑞
謄
山
「
兜

山
。海

外
で
は
ベ
ル
ー
・
ア
ン
デ
ス
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
、

イ
ン
ド
、
カ
ナ
ダ
、
ブ
ー
タ
ン
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

ｏ

ア
ル
プ
ス
毎
年
。

精

雄

①
八
十
五
歳
、
一
九
〇
七

（明
治
四
十
）
年
生
。

②
中
大
山
岳
会

（部
）
、
日
本
登
高
会
、
日
本

山
岳
会
、
南
会
津
山
の
会
、
そ
の
他
幾
つ
か
の
会

に
関
係
を
も
つ
。
最
初
夏
の
北
ア
ル
プ
ス
、
他
の

季
節
は

一
般
の
山
と
い
う
パ
タ
ー
ン
だ
っ
た
が
、

上
高
地
へ
車
で
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
か
ら
、

利
根
上
流
を
含
む
上
信
越
や
会
津
な
ど
未
開
の
山

域
に
目
を
向
け
、
特
に
積
雪
期
を
目
指
し
た
。
ま

た
意
識
的
に
単
独
行
を
多
く
し
た
。

③
月

一
回
の
場
合
も
あ
り
、
五
回
の
こ
と
も
あ

る
か
ら
平
均
二
回
半
位
か
。
悪
沢
岳
、
恵
那
山
、

斜
里
岳
、
ト
ム
ラ
ウ
シ
、
木
曽
駒
の
北
の
経
ヶ
岳

（天
幕
使
用
）
、
鉢
森
山
、
仙
ノ
倉
、
皇
海
山
、

魃
岳

（風
雨
）
、
船
形
山
、
八
幡
平
、
至
仏
山

（風

雪
）
。
他
に
十
枚
山
、
篠
井
山
、
笠
取
山
、
米
山
、

七
時
雨
山
。南
フ
ラ
ン
ス
と
シ
ャ
モ
ニ
ー
ニ
週
間
。

④
禁
煙
、
節
酒
な
ど
健
康
に
留
意
、
邪
念
を
持

た
ず
、
登
山
を
続
け
た
こ
と
。

⑤
必
ず
毎
月
登
る
と
決
め
て
い
る
。
毎
日

一
時

間
程
度
近
く
の
善
福
寺
川
緑
地
公
園
を
歩
き
、
途

中
で
ラ
ジ
オ
体
操
程
度
の
自
己
流
体
操
を
や
る
。

（立
っ
た
ま
ま
腰
を
折
り
、掌
を
地
面
に
着
け
る
。

膝
の
屈
伸
運
動
を
や
る
）
。

数
日
お
き
に
公
園
内
や
近
く
住
居
地
の
階
段

（駅
の
階
段
よ
り
段
差
稽
小
）
を
五
百
段
乃
至
千

五
百
段
上
下
す
る
。
ま
た
公
園
に
は

「渡
り
歩
く

台
」
と
も
い
う
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
段
を
持
っ

た
子
供
用
の
施
設
が
五
個
並
ん
で
い
る
の
で
、
こ

れ
を
往
復
渡
り
歩
く
。
も
う

一
つ
低
い
鉄
柵

（上
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特集 :中高年登山を考える

部
は
細
い
平
面
）
を
何
歩
か
渡
っ
て
み
る
。
運
動

靴
で
な
く
古
い
軽
登
山
靴

（片
方
約
六
五
〇
〃
ラ）

だ
か
ら
渡
り
に
く
い
。
然
し
運
動
靴
に
比
べ
て
実

戦
的
効
果
が
あ
る
。

買
物
の
使
い
走
り
や
庭
木
の
手
入
れ
を
は
じ

め
、
家
事
に
手
を
出
し
、
出
来
る
だ
け
体
を
動
か

す
。
頭
脳
の
老
化
を
防
ぐ
た
め
、
若
い
頃
か
ら
の

俳
句
生
活
を
続
け
て
い
る
。

⑥
老
人
の
山
、
と
い
う
こ
と
を
真
っ
先
に
念
頭

に
置
い
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
、
何
と
言
っ
て
も

脚
力
が
弱
リ
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
な
っ
て
い
る
の

で
、
岩
場
の
あ
る
山
は
な
る
べ
く
敬
遠
す
る
。
未

登
の
山
で
も
他
人
に
迷
惑
が
及
ぶ
と
い
け
な
い
の

で
断
念
す
る
。

そ
の
二
に
、
天
気
予
報
が
悪
け
れ
ば
躊
躇
な
く

や
め
る
。
老
人
の
体
は
気
温
の
変
化
に
対
応
が
難

し
い
か
ら
だ
。
③
の
と
こ
ろ
で
記
し
た
魃
岳
と
至

仏
山
の
場
合
は
ど
ち
ら
も
熟
知
の
山
だ
し
、
確
り

し
た
同
行
者
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
三
に
、
体
調
が
変
と
感
じ
た
ら
直
ち
に
中

止
す
る
。
老
人
は
風
邪
で
も
発
熱
し
な
い
か
ら
注

意
が
要
る
。
つ
い
先
だ
っ
て
も
越
後
の
日
本
平
山

へ
出
発
す
る
間
際
に
や
め
た
こ
と
が
あ
る
。
若
い

頃
風
邪
で
声
も
出
な
い
の
に
丹
沢
縦
走
を
し
た
ら

全
快
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
が
。
体
力
を
考
え

て
荷
物
を
軽
く
し
カ
メ
ラ
な
ど
持
た
な
い
し
、
夜

行
日
帰
り
登
山
も
や
ら
な
い
。

そ
の
四
に
、
七
十
歳
頃
か
ら
近
郊
の
山
と
い
え

ど
も
単
独
行
動
を
や
め
た
。
若
い
仲
間
に
同
行
を

お
願
い
し
て
い
る
し
、
悪
場
で
は
確
保
し
て
貰
う

こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
老
人
と
し
て
恥
ず
か
し
い

と
は
思
わ
な
い
。

最
後
に
、
現
在
は
近
郊
の
山
な
ら
厳
冬
で
も
出

か
け
る
が
、
本
格
的
な
冬
山
は
望
め
な
い
し
、
行

こ
う
と
も
思
わ
な
い
。
し
か
し
軽
ア
イ
ゼ
ン
の
春

山
ぐ
ら
い
な
ら
結
構
楽
し
ん
で
い
る
。

⑦
国
内
の
山
に
関
し
て

一
言
す
れ
ば
、
ダ
ム
や

道
路
の
お
か
げ
で
余
り
に
も
開
け
過
ぎ
登
山
の
妙

味
が
失
わ
れ
た
。
こ
れ
以
上
自
然
を
損
ね
な
い
よ

う
に
す
る
の
が
、
山
登
り
を
好
む
者
の
責
任
と
考

え
る
。

衛

一
九
〇
六

（明
治
三
十
九
）
年
九
月
三
十
日
生

ま
れ
、
満
八
十
六
歳
に
な
る
。

十
八
歳
の
夏
、
前
橋
市
に
住
ん
で
い
た
義
兄
に

誘
わ
れ
て
赤
城
山
に
登
っ
た
。
前
橋
を
午
前
二
時

に
出
発
赤
城
山
の
黒
檜
山
に
登
り
、
帰
宅
は
夜
八

時
で
あ
っ
た
。
勿
論
往
復
徒
歩
で
あ
る
。
山
麓
で

迎
え
た
日
の
出
は
美
し
く
今
だ
に
忘
れ
な
い
。

一
九
二
六

（大
正
十
五
）
年
の
夏
に
学
友
と
再

び
別
の
コ
ー
ス
で
赤
城
山
に
登
っ
た
。
こ
れ
が
私

の
登
山
を
始
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
そ
の
後

社
会
人
に
な
っ
て
職
場
の
同
僚
た
ち
と
奥
多
摩
、

秩
父
、
大
菩
薩
、
丹
沢
、
箱
根
な
ど
の
山
歩
き
を

し
た
が
、
勤
務
先
が
建
設
会
社
で
、
休
日
は
僅
か

月
二
回
、
遠
出
は
無
理
で
あ
っ
た
か
ら
、
前
夜
発

の
徹
夜
で
登
り
、
休
日
を
フ
ル
に
使
う
こ
と
が
多

か
っ
た
。　
一
九
四
二

（昭
和
十
七
）
年
、　
一
九
四

三

（同
十
八
）
年
頃
は
戦
争
も
烈
し
く
な
り
、
建

設
工
事
現
場
は
資
材
の
配
給
も
滞
り
開
店
休
業
の

状
態
が
続
い
た
。
お
蔭
で
暇
も
出
来
た
の
で
白
馬

岳
、
尾
瀬
、
槍
ヶ
岳
、
奥
秩
父
な
ど
遠
く
の
山
ヘ

足
を
延
ば
し
た
。
そ
の
後
空
襲
も
烈
し
く
、
交
通

事
情
も
悪
化
す
る
ば
か
り
で
山
行
ど
こ
ろ
で
は
な

か
っ
た
。

戦
後

一
九
四
七

（昭
和
三
十
二
）
年

一
月
霧
の

旅
会
に
入
会
、
会
の
山
行
に
は
必
ず
参
加
し
、
会

員
の
神
谷
恭
さ
ん
と
は
個
人
山
行
を
度
々
共
に
し

た
。　
一
九
四
八
年
日
本
山
岳
会
に
入
会
、
同
年
十

一
月
の
富
士
山
冬
山
講
習
に
誘
わ
れ
た
の
が
Ｊ
Ａ

Ｃ
の
行
事
の
初
参
加
と
な
っ
た
。
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一
九
五

一
年
か
ら
十
二
年
間
、
静
岡
で
勤
務
し

た
の
で
地
元
の
山
の
会
に
も
入
会
し
て
、
主
に
南

ア
ル
プ
ス
の
山
に
登
っ
た
。　
一
九
六
九
年
定
年
退

職
し
て
か
ら
は
北
海
道
は
じ
め
九
州
、
沖
縄
の
山

に
も
出
掛
け
て
、
今
日
ま
で
登
り
続
け
て
い
る
。

こ
こ
二
、
三
年
の
山
行
は
、　
一
九
八
九
年
度
の

山
行
回
数
は
二
十
四
回
、
延
べ
日
数
四
十
六
日
、

主
な
山
は
愛
鷹
山
三
回
。
奥
美
濃
蕎
麦
粒
山
。
黒

法
師
岳
。
千
枚
、
荒
川
三
山
、
小
河
内
岳
、
三
伏

峠
ま
で
の
縦
走
。

一
九
九
〇
年
度
山
行
回
数
十
四
回
、
延
べ
日
数

三
十
日
、
主
な
山
は
山
上
ヶ
岳
か
ら
前
鬼
ま
で
の

大
峯
山
奥
駈
コ
ー
ス
の
縦
走
。
夜
叉
神
峠
か
ら
御

座
石
鉱
泉
ま
で
鳳
凰
三
山
縦
走

（単
独
）
。
黒
四

ダ
ム
か
ら
欅
平
ま
で
の
黒
部
下
の
廊
下

（単
独
）
。

一
九
九

一
年
度
山
行
回
数
二
十

一
回
、
延
べ
日

数
五
十
四
日
、
主
な
山
は
沖
縄
石
垣
島
の
於
茂
登

岳
、
西
表
島
浦
内
川
沿
い
に
島
の
縦
断

（単
独
）
。

沖
縄
本
当
与
那
覇
岳
。
小
川
山
、
五
郎
山
。
蓮
華

岳
、
針
ノ
木
岳
、
爺
ヶ
岳
、
鹿
島
槍
ヶ
岳
。
平
ヶ

岳
。
縞
枯
山
か
ら
天
狗
岳
ま
で
の
北
八
ヶ
岳
縦
走

（単
独
）
。
天
狗
山
、
男
山
。

現
在
ま
で
山
登
り
が
続
け
ら
れ
た
の
は
、
永
年

病
気
を
し
た
こ
と
も
な
く
健
康
に
恵
ま
れ
た
こ

と
、
第
二
に
気
の
合
っ
た
山
友
達
に
出
会
っ
て
い

つ
で
も
気
楽
に
山
行
が
出
来
た
こ
と
で
あ
る
。

現
在
私
の
住
居
は
静
岡
県
天
竜
川
の
河
口
に
近

い
所
で
、
高
い
所
は
天
竜
川
の
堤
防
と
海
岸
の
防

波
堤
だ
け
の
平
坦
な
農
村
地
帯
で
あ
る
。
こ
こ
に

移
り
住
ん
で
二
十
三
年
に
な
る
。
毎
朝
七
～
八
キ
ロ

歩
く
の
を
日
課
と
し
て
い
た
が
登
り
坂
の
な
い
の

が
も
の
た
り
な
か
っ
た
。　
一
九
八
六
年
天
竜
川
河

回
の
海
洋
公
園
内
に
人
工
の
山
、
十
八
】
川余
の
丘

が
造
ら
れ
、
後
に
国
土
地
理
院
が
四
等
三
角
点
標

石

（点
名
竜
洋
富
士
）
を
設
置
し
て
山
の
形
も
整

い
、
町
内
の
最
高
点
に
な
っ
た
。
以
来
格
好
の
訓

練
場
と
し
て
雨
が
降
ら
な
い
か
ぎ
り
毎
朝
家
か
ら

往
復
十
キ
ロ歩
き
、
山
に
は
十
回
登
る
こ
と
を
続
け

て
い
る
。
こ
れ
は
登
山
を
続
け
る
上
で
も
、
又
健

康
を
保
つ
こ
と
に
も
大
変
役
立
っ
て
い
る
と
思

う
。安

全
登
山
で
心
掛
け
て
い
る
こ
と
は
、
昔
か
ら

云
わ
れ
て
い
る
無
理
を
し
な
い
こ
と
、
迷
っ
た
ら

元
に
戻
る
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
る
。
そ
し

て
藪
山
で
は
必
ず
目
印
の
赤
布
を
結
び
付
け
、
縦

走
で
戻
ら
な
い
と
き
も
万

一
を
考
え
赤
布
を
付
け

て
登
る
。
単
独
行
の
と
き
は
、
腰
に
大
き
な
音
の

出
る
鈴
を
下
げ
て
歩
い
て
い
る
が
、
い
つ
か
も
途

中
で
出
会
っ
た
登
山
者
に

「熊
で
も
出
る
ん
で
す

か
」
な
ど
か
ら
か
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か

し
岩
場
か
ら
落
ち
て
動
け
な
く
な
っ
た
人
が
、
近

く
に
落
ち
て
い
た
空
缶
を
叩
い
て
、
通
り
が
か
り

の
登
山
者
に
助
け
ら
れ
た
例
も
あ
る
。
用
心
に
こ

し
た
こ
と
は
な
い
。木
曽
の
藪
山
に
入
っ
た
と
き
、

釣
人
か
ら
こ
の
山
は
熊
が
出
る
と
注
意
さ
れ
た
の

で
、
蚊
取
線
香
を
腰
に
下
げ
て
登
っ
た
。
身
の
安

全
を
願
っ
て
、
良
い
こ
と
は
何
で
も
実
行
し
て
い

る
。南

ア
ル
プ
ス
深
南
部
の
鶏
冠
山
に
登
っ
た
と

き
、
南
信
濃
村
か
ら
頂
上
を
往
復
し
た
が
、
思
っ

た
よ
り
時
間
が
か
か
り
、
下
山
の
途
中
で
日
が
暮

れ
た
。
私
た
ち
は
不
用
意
に
も
懐
中
電
灯
を
持
っ

て
来
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
真
暗
や
み
の
笹
藪
の

中
を
足
で
踏
跡
を
探
り
な
が
ら
歩
い
て
い
た
が
、

つ
い
に
そ
の
踏
跡
も
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の

と
き
連
れ
の
一
人
が
、
足
の
さ
わ
り
が
固
い
こ
と

か
ら
こ
っ
ち
だ
と
、
い
わ
ば
獣
的
感
覚
で
、
は
っ

き
り
し
た
径
を
捜
し
当
て
、
無
事
に
下
山
し
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
藪
山
歩
き
で
は
獣
的
勘
が
必
要
に

な
る
場
合
が
度
々
あ
る
。
こ
の
勘
を
養
う
た
め
に

は
、
若
い
時
か
ら
単
独
行
を
し
て
、
山
の
あ
ら
ゆ

る
こ
と
を
自
分
で
体
験
し
て
経
験
を
積
む
こ
と
で
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あ
る
。
私
は
若
い
と
き
か
ら
度
々
単
独
行
を
し
た

が
、
幸
い
進
退
窮
す
る
よ
う
な
困
難
に
遭
遇
し
た

こ
と
は
な
か
っ
た
。
奥
深
い
山
中
の
一
人
寝
で
妖

怪
め
く
獣
と
の
出
合
い
は
あ
っ
た
が
、
里
で
は
昔

な
が
ら
の
人
情
の
暖
か
さ
を
度
々
受
け
て
、
今
思

い
出
し
て
も
感
謝
の
気
持
ち
で

一
杯
で
あ
る
。

私
は
若
い
時
代
暇
が
な
か
っ
た
の
で
、
ま
だ
ま

だ
登
り
た
い
山
が
沢
山
あ
る
。
体
力
の
維
持
に
は

細
心
の
注
意
を
し
な
が
ら
、
人
に
迷
惑
を
か
け
な

い
よ
う
に
心
掛
け
て
、
こ
れ
か
ら
も
山
行
を
続
け

た
い
と
願
っ
て
い
る
。
（静
岡
支
部
）

初
子

一
九

一
九

（大
正
八
）
年
生
ま
れ
。
ス
ペ
イ
ン

風
邪
で
乳
幼
児
が
バ
タ
バ
タ
死
ん
だ
生
き
残
り
の

七
十
三
歳
で
す
。

一
九
三
六

（昭
和
十

一
）
年
、
学
校
か
ら
、
夏

休
み
に
北
ア
ル
プ
ス
行
が
あ
り
ま
し
た
。
ガ
イ
ド

が
三
人
。
白
馬
、
八
方
の
故
大
谷
定
雄
氏
と
岩
岳

の
福
島
忠
雄
氏
、
他
。
両
家
へ
は
今
も
訪
れ
て
い

ま
す
。

信
濃
大
町
―
大
沢
―
針
ノ
木
小
屋
―
平
―
五

色
ヶ
原
―
立
山
―
剣
沢
小
屋

（主
人
は
源
次
郎
で

し
た
）
―
剣
岳
―
長
次
郎
雪
渓
―
雷
鳥
沢
―
室
堂

―
松
尾
峠
―
常
願
寺
川
沿
い
に
芦
崎
寺
の
先
の
千

垣
ま
で
歩
き
ま
し
た
。

初
め
て
の
山
行
な
の
に
、
毎
日
雨
。
太
陽
が
の

ぞ
い
た
の
は
平
の
釣
橋
を
渡
っ
た
時
だ
け
で
し

た
。
ガ
ス
で
景
色
は
見
え
ず
、前
を
歩
く
人
の
ザ
ッ

ク
と
、
足
も
と
の
高
山
植
物
だ
け
を
見
て
歩
き
ま

し
た
。
不
完
全
な
雨
具
の
た
め
、
毎
日
お
磨
ま
で

濡
れ
て
。
で
も
、
こ
の
山
行
で
す
っ
か
り
山
の
と

り
こ
に
な
っ
た
の
で
す
。
以
来
五
十
六
年
続
け
て

い
ま
す
。

戦
前
は
伊
吹
山
ス
キ
ー
に
し
て
も
、
近
江
長
岡

駅
に
夜
中
の
二
時
に
放
り
出
さ
れ
、
ス
キ
ー
を
か

つ
い
で
、　
一
合
日
で
日
の
出
、
頂
上
は
正
午
、
そ

れ
か
ら
滑
っ
た
も
の
で
し
た
。

私
が
山
を
始
め
た
頃
は
、
健
康
志
向
も
無
か
っ

た
し
、
骨
粗
柩
症
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
山

歩
き
が
健
康
に
つ
な
が
る
、
な
ん
て
考
え
も
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
、
山
故
に
け
が
し
て
も
、

若
死
に
し
て
も
良
い
と
、
私
は
好
き
な
山
へ
行
き

ま
し
た
。
そ
れ
が
、
老
い
た
今
、
山
行
か
ぬ
周
囲

と
比
べ
て
、
背
は
曲
が
ら
ず
、
膝
は
痛
ま
ず
、
歩

け
る
、
歩
け
る
。
う
れ
し
い
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

六
十
八
歳
の
正
月
、
主
人
と
行
っ
た
妙
高

ｏ
杉

ノ
原
で
ス
キ
ー
を
飛
ば
し
て
い
る
時
、
突
然
現
れ

た
青
年
と
衝
突
。
右
膝
下
骨
折
に
も
め
げ
ず
、
ギ

ブ
ス
が
と
れ
る
と
す
ぐ
、
松
葉
杖
で
山
行
を
始
め

ま
し
た
。
山
で
け
が
し
た
の
だ
か
ら
山
で
治
し
て

も
ら
お
う
、
リ
ハ
ビ
リ
は
山
で
と
。
そ
の
時
以
来
、

山
へ
行
く
日
が
ふ
え
、
毎
年
、
計
九
十
日
余
り
歩

い
て
い
ま
す
。

最
近
、
骨
の
検
査
を
受
け
ま
し
た
。
二
十
歳
の

骨
密
度
に
比
べ
、七
十
歳
平
均
は
六
三
ぎ
な
の
に
、

私
は
九
六
絆
で
し
た
。
山
で
運
動
が
足
り
、
紫
外

線
を
十
分
受
け
て
い
る
お
か
げ
と
思
い
ま
す
。

学
校
を
卒
業
後
は
、
戦
前
の
大
阪
の
山
行
グ

ル
ー
プ

・
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
に
入
り
、
終
戦
後
は

関
西
登
高
会
で
岩
登
り
を
習
い
、
雪
山
に
入
り
ま

し
た
。
今
で
は
お
笑
い
草
で
し
ょ
う
が
、
終
戦
前

後
に
剣
の
チ
ン
ネ
や
、
前
穂
Ⅳ
峰
の
明
大
ル
ー
ト

な
ど
を
や
り
ま
し
た
。終
戦
直
後
の
一
九
四
六
（昭

和
二
十

一
）
年
暮
れ
に
は
、
ス
キ
ー
に
シ
ョ
ベ
ル
、

鍋
釜
、
米

・
味
噌

・
野
菜
、
炭
俵
ま
で

（勿
論
男

性
が
）
か
つ
い
で
立
山
に
入
り
ま
し
た
。
全
山
人

な
し
。防
風
雪
荒
れ
狂
う

一
ノ
越
か
ら
の
滑
り
で
、

小
屋
が
見
つ
か
ら
ず
、
浄
土
の
山
腹
に
雪
洞
を

掘
っ
て
一
夜
を
過
ご
し
ま
し
た
。　
一
九
四
八
年
正

月
に
は
、
神
城
か
ら
遠
見
尾
根
へ
。
バ
カ
雪
に
進

め
ず
、
小
遠
見
の
穴
で
五
日
間
篭
城
し
た
の
も
思
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い
出
で
す
。

三
十
歳
過
ぎ
て
結
婚
。
「山
を
続
け
さ
せ
て
ね
」

が
結
婚
の
条
件
で
し
た
。
お
じ
め
の
取
れ
ぬ
内
か

ら
、
お
ん
ぶ
し
て
の
家
族
山
行
と
ス
キ
ー
で
し
た
。

子
ど
も
の
手
が
離
れ
か
け
た

一
九
七
三

（昭
和

四
八
）
年
四
月
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
母
親
た
ち
を
誘
っ
て

山
へ
行
き
ま
し
た
。
私
よ
り
十
歳
若
い
彼
女
た
ち

は
、
戦
中
の
学
校
時
代
を
過
ご
し
た
の
で
遊
び
を

知
り
ま
せ
ん
。
楽
し
い
山
行
を
知
ら
そ
う
、
そ
し

て
私
自
身
も
グ
ル
ー
プ
で
楽
し
み
た
か
っ
た
。

「
で
ん
で
ん
虫
」
と
名
付
け
ま
し
た
。
昨
日
の
ハ

イ
キ
ン
グ
で
計
四
百
六
十
八
回
。
遭
難
が
な
い
の

が
自
慢
で
す
。
週

一
回
、
近
く
の
六
甲
、
脚
を
伸

ば
し
て
丹
波
、
播
州
、
比
良
、
曽
爾
、
紀
州
。
泊

り
が
け
で
信
州
、
中
国
、
四
国
、
九
州
、
東
北
、

ス
イ
ス
ア
ル
プ
ス
ヘ
も
行
き
ま
し
た
。
主
婦
二
十

人
の
グ
ル
ー
プ
で
す
。
山
行
参
加
は
毎
度
十
人
前

後
。私

み
た
い
な
年
よ
り
が
、
四
十
～
六
十
歳
代
の

主
婦
十
人
余
り
を
連
れ
て
北
ア
ル
プ
ス
を
歩
く
。

第
三
者
が
見
れ
ば
危
な
っ
か
し
い
で
し
ょ
う
。
で

も
、
朝
は
早
立
ち
、　
一
日
の
行
程
は
短
く
、
荒
天

は
無
理
せ
ず
ビ
ス
タ
リ
ー
で
歩
い
て
い
ま
す
。
岩

場
で
は
必
ず
声
を
か
け
ま
す
。
「え
え
か
っ
こ
せ

ず
、
慎
重
に
」
。
人
の
少
な
い
時
を
選
び
、
花
を

賞
で
つ
つ
歩
き
ま
す
。

主
人
の
休
日
に
は
二
人
で
行
き
ま
す
。
登

っ
た

山
は
北
海
道
、
屋
久
島
、
韓
国
の
智
異
山
。
台
湾

の
南
湖
大
山
、
北
大
武
山
。
ボ
ル
ネ
オ
の
キ
ナ
バ

ル
。
ブ
ー
タ
ン
の
チ
ョ
モ
ラ
リ
ベ
ー
ス
の
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
。
ネ
パ
ー
ル

・
マ
ナ
ス
ル
の
ト
レ
ッ
キ
ン

グ
。
ト
ル
コ
の
ア
ラ
ラ
ッ
ト

（
ハ
イ
キ
ャ
ン
プ
ま

で
）
。
ス
イ
ス
の
ア
イ
ガ
ー
グ
レ
ー
シ
ャ
ー

（ス

キ
ー
）
。
ゴ
ル
ナ
ー
グ
ラ
ー
ト

（ス
キ
ー
と

ハ
イ

キ
ン
グ
）
。
サ
ン
モ
リ
ッ
ツ

（
ハ
イ
キ
ン
グ
）
。
ア

フ
リ
カ
の
キ
リ

マ
ン
ジ
ャ
ロ

（キ
ボ

ハ
ッ
ト
ま

で
）
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ミ
ル
フ
ォ
ー
ド

・

ト
ラ
ッ
ク
、
な
ど
。

最
近
の
主
な
山
行
は
、
主
人
と

一
九
九
〇
年
夏

の
塩
見
岳
。　
一
九
九

一
年
夏
の
餓
鬼
岳
―
唐
沢
岳

―
中
房
。
同
年
五
月
の
ラ
ン
タ
ン
谷
。
今
年
の
ゴ
ー

ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
は
北
九
州
の
由
布
岳
と
阿
蘇

の
日
の
尾
峠
―
高
岳
―
仙
酔
峡
を
放
浪
し
て
来
ま

し
た
。
で
ん
で
ん
虫
で
は
九
〇
年
夏
の
鳥
海
山
。

針
ノ
本
―
蓮
華
―
七
倉
。
九
　
年
夏
の
針
ノ
本
―

種
池
―
冷
―
鹿
島
南
北
槍
―
大
谷
原
。
ス
キ
ー
は

九
〇
年
二
月
、
三
月
の
岩
岳
。
九

一
年
二
月
の
遠

見
、
青
木
湖
。
三
月
の
黒
姫
、
赤
倉
。

生
ま
れ

つ
き
弱

い
心
臓
、
低
血
圧
の
ハ
ン

デ
ィ
ー
を
背
負
い
な
が
ら
、好
き
と
い
う
だ
け
で
、

よ
く
ま
あ
今
日
ま
で
続
け
た
も
の
で
す
。
最
近
、

体
力
は
落
ち
ま
し
た
。
年
相
応
の
山
行
を
心
が
け

て
い
ま
す
。
山
で
そ
れ
ら
し
き
姿
を
見
か
け
ら
れ

た
ら
お
声
を
か
け
て
下
さ
い
。
（関
西
支
部
）

田
　
二
郎

一
九
三
二

（昭
和
七
）
年
の
春
、
小
学
校
の
遠

足
で
奥
多
摩
の
御
岳
山
に
行
っ
た
の
が
初
め
て
の

山
登
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
は
八
合
目
あ
た
り
で

完
全
に
バ
テ
て
し
ま
い

〃生
涯
山
登
り
な
ど
す
ま

い
″
と
心
に
誓
っ
た
筈
な
の
だ
が
、
い
つ
ど
う
し

て
山
狂
い
と
な
っ
た
か
定
か
で
な
い
。
た
だ
、
中

学

一
年
頃
か
ら
慶
応
山
岳
部
に
い
た
兄
に
付
い
て

山
を
登
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
の
山
が
何
と
こ

れ
ま
た

一
月
の
御
岳
山
だ
っ
た
の
は
皮
肉
な
こ
と

だ
が
、
新
雪
に
粧
わ
れ
た
山
歩
き
の
す
が
す
が
し

さ
は
今
も
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
。

中
二
の
夏
は
愛
鷹
山
縦
走
。
三
年
の
夏
は
兄
と

上
高
地
で
合
流
、
徳
沢
を
根
拠
地
に
奥
穂
高
、
大

滝
山
な
ど
に
日
帰
り
の
山
登
り
を
楽
し
ん
だ
。
山

の
楽
し
さ
が
解
る
に
つ
れ
、
兄
に
付
い
て
行
く
山

登
り
か
ら
自
分
の
力
で
山
に
行
く
よ
う
に
な
っ
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た
。
五
年
生
の
夏
に
は
単
独
で
清
里
か
ら
赤
岳
を

経
て
夏
沢
峠
ま
で
の
縦
走
を
試
み
た
が
、
自
分
で

計
画
し
た
初
め
て
の
単
独
行
と
て
途
中
で
何
度
か

心
細
い
思
い
を
し
な
が
ら
何
と
か
歩
き
お
お
せ
た

喜
び
は
大
き
か
っ
た
。

慶
応
の
予
科
に
入
る
と
す
ぐ
山
岳
部
に
入
り
、

夏
の
合
宿
、
縦
走
を
皮
切
り
に
学
校
の
方
は
必
要

最
低
限
の
出
席
に
止
め
、
年
間
百
日
前
後
は
山
に

い
る
学
生
生
活
で
あ
っ
た
。
当
時
大
先
輩
の
槙
、

三
田
、
早
川
の
諸
氏
は
雲
の
上
の
存
在
で
あ
っ
た

が
、
直
接
山
岳
部
に
強
烈
な
影
響
を
与
え
ら
れ
た

谷
口
現
吉
さ
ん
は
中
堅
Ｏ
Ｂ
と
し
て
厳
し
い
山
登

り
を
説
か
れ
た
し
、
部
の
キ
ャ
プ
テ
ン
は
山
本
雄

一
郎
氏
、
予
科
の
チ
ー
フ
は
加
藤
喜

一
郎
さ
ん
と

い
っ
た
錯
々
た
る
顔
ぶ
れ
で
、
そ
の
後
今
日
ま
で

の
私
の
山
登
り
の
根
幹
と
も
な
っ
た
数
々
の
教
訓

を
実
地
に
学
び
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
変
な

幸
運
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
九
四
三

（昭
和
十
八
）
年
、
在
学
中
に
学
徒

動
員
と
な
り
二
年
足
ら
ず
の
ブ
ラ
ン
ク
の
後
、
復

員
と
同
時
に
復
学
。
空
き
腹
を
抱
え
な
が
ら
日
夜

を
忘
れ
て
部
の
再
建
に
取
り
組
ん
だ
。
ピ
ッ
ケ
ル

を
抱
え
て
冬
の
富
士
山
に
向
か
う
汽
車
の
中
で
は

山
麓
の
開
拓
団
と
間
違
え
ら
れ
、
″御
苦
労
様
″

と
慰
め
ら
れ
た
か
と
思
え
ば
、
〃
こ
の
食
料
難
の

時
代
に
山
登
り
と
は
″
と
白
い
眼
で
見
ら
れ
た
り

と
思
い
出
は
尽
き
な
い
。

一
九
四
九

（昭
和
二
十
四
）
年
に
は
、
戦
後
、

関
東
学
生
山
岳
連
盟
で
仲
間
と
な
っ
た
大
塚
、
村

木
な
ど
の
諸
兄
と
日
本
山
岳
会
に
入
会
。
マ
ナ
ス

ル
登
山
で
は
こ
れ
ら
の
方
々
と
戦
後
初
の
本
格
的

ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の

後

一
九
六
〇
年
に
は
慶
応
義
塾
創
立
百
年
記
念
の

ヒ
マ
ル
チ
ェ
リ
登
山
隊
を
率
い
て
初
登
頂
に
成
功

し
た
こ
と
は
忘
れ
難
い
。

最
近
自
己
の
登
山
歴
を
調
べ
て
判
っ
た
こ
と
だ

が
ヒ
マ
ル
チ
ュ
リ
以
降
二
十
年
間
ほ
と
ん
ど
山
に

登
っ
て
い
な
い
。
流
石
の
山
狂
い
も
少
し
は
気
が

引
け
て
、
会
社
の
仕
事
に
没
頭
し
た
と
見
え
る
。

と
こ
ろ
が
フ
ト
し
た
き
っ
か
け
で
登
高
会
の
旧

い
仲
間
た
ち
と
の
小
山
行
が
復
活
、　
一
九
八
〇
年

以
降
今
日
ま
で
月
平
均

一
回
程
度
、
高
度
差
千
腐

前
後
の
山
行
を
続
け
て
い
る
。学
生
時
代
に
は
北
、

南
ア
ル
プ
ス
、
後
立
山
な
ど
が
限
ら
れ
た
地
域
で

何
度
も
同
じ
所
を
登
っ
て
い
る
が
、
現
在
は
北
海

道
か
ら
九
州
ま
で
幅
広
く
歩
く
こ
と
で
、
ま
た
新

し
い
山
行
の
楽
し
さ
を
味
わ
っ
て
い
る
。

最
近
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は

一
九
八
九

（平
成
元
）

年
夏
の
モ
ン
ブ
ラ
ン
登
頂
と
、
そ
の
翌
年
春
に
山

岳
会
の
山
ス
キ
ー
同
好
会
で
富
士
山
頂
か
ら
大
沢

の
ス
キ
ー
滑
降
を
楽
し
ん
だ
事
だ
。
（去
年
は

一

九
四
〇
年
以
来
憧
れ
続
け
て
き
た
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル

ワ
登
山
が
五
十
年
ぶ
り
に
実
現
し
、
そ
の
総
隊
長

を
仰
せ
付
か
っ
た
訳
だ
が
、
Ｂ
Ｃ
滞
在
中
四
三
〇

〇
屑
の
Ｃ
ｌ
ま
で
日
帰
り
で
行
っ
た
だ
け
だ
か
ら

ハ
イ
ラ
イ
ト
と
云
う
に
は
少
し
恥
ず
か
し
い
。）

と
こ
ろ
が
、
″会
長
さ
え
登
れ
た
の
だ
か
ら
″と
、

そ
の
後
も
モ
ン
ブ
ラ
ン
行
き
の
中
高
年
会
員
や

ら
、
富
士
山
の
ス
キ
ー
も
参
加
者
が
大
幅
に
増
え

た
と
い
う
。
喜
ば
し
い
こ
と
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ

う

。考
え
て
み
る
と
私
の
山
登
り
も

一
九
三
三

（昭

和
八
）
年
以
来
六
十
年
近
く
経
っ
て
し
ま
っ
た
。

両
親
か
ら
健
康
な
身
体
を
授
け
ら
れ
た
た
め
か
、

私
は
今
日
ま
で
山
で
ヘ
バ
ッ
て
人
に
迷
惑
を
か
け

た
事
が
な
い
こ
と
を
良
い
こ
と
に
、
あ
ま
り
熱
心

に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
た
記
憶
が
な
い
。
部
の

キ
ャ
プ
テ
ン
の
時
も
、
〃ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
各

自
白
主
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
、
時
間
が
あ
っ
た

ら
山
の
気
象
と
か
雪
崩
と
か
大
自
然
相
手
の
ス

ポ
ー
ツ
に
ふ
さ
わ
し
い
勉
強
を
す
べ
き
だ
″
と
い

う
考
え
も
あ
っ
て
、
部
員
に
マ
ラ
ソ
ン
だ
の
ラ
グ
　
　
７



ビ
ー
だ
の
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
集
団
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
強
制
し
た
こ
と
は
な
い
。
自
分
な
り
に
考

案
し
て
自
転
車
で
走
る
こ
と

（数
年
前
は
毎
朝
十

キ
ロ程
を
三
十
分
く
ら
い
で
走
っ
て
い
た
）
な
ど
し

た
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
で
海
外
勤
務
中
七
十
キ
ロ

に
も
増
え
た
体
重
が
六
十
二
～
三
キ
ロ
に
減
っ
た
こ

と
を
良
い
こ
と
に
、
現
在
は
日
常
で
き
る
だ
け
歩

く
こ
と
、
月

一
回
程
度
の
山
行
を
続
け
る
こ
と
で

体
調
を
整
え
て
い
る
。

結
　
語

大
学
の
山
岳
部
時
代
に
教
え
ら
れ
た
重
装
主
義

の
山
登
り

（山
で
は
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
こ
と
が
起

こ
る
の
が
ノ
ー
マ
ル
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
、
物
、
心
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
最
悪
の
事
態

に
備
え
て
準
備
を
整
え
る
こ
と
）
、
仲
間
を
大
切

に
す
る
山
登
り

（春
山
の
帰
り
、
中
ノ
湯
か
ら
沢

渡
へ
の
バ
ス
道
で
隊
の
リ
ー
ダ
ー
が
隊
員
よ
り
先

に
歩
い
て
来
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
山
の
検
討
会

で

〃後
か
ら
来
る
隊
員
が
途
中
で
落
石
や
ス
ノ
ー

ブ
ロ
ッ
ク
で
や
ら
れ
た
ら
、
お
前
は
ど
う
し
て
隊

長
と
し
て
責
任
を
と
る
の
か
″
と
部
の
キ
ャ
プ
テ

ン
が
鋭
く
叱
責
す
る
の
を
見
て
、
そ
の
時
の
隊
長

の
行
動
を
あ
ま
り
気
に
留
め
て
い
な
か
っ
た
私

は
、
仲
間
を
大
切
に
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
改
め

て
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
）
は
今
や
身
に

し
み
込
ん
で
体
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
私
は
生
来
臆
病
な
せ
い
か
、
山
で
は
自
信

が
無
く
な
っ
た
時
は
あ
た
り
構
わ
ず
引
き
返
す
こ

と
に
し
て
い
る
。
あ
ま
り
格
好
は
良
く
な
い
が
こ

れ
も
永
年
山
登
り
を
続
け
て
来
ら
れ
た
秘
訣
か
も

知
れ
な
い
。

山
登
り
で
の
失
敗
は
死
に
つ
な
が
る
こ
と
を
覚

悟
し
て
か
か
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
反
面
、
山
登

り
な
ど
命
が
け
で
す
る
も
の
と
も
思
っ
て
い
な

野
か
ら
前
鬼
奥
駈
け
コ
ー
ス
や
、
柏
木
―
大
台
―

伯
母
峰
コ
ー
ス
を
、
当
時
の
越
後
支
部
長
藤
島
氏

に
同
行
す
る
。
翌

一
九
四
九
年
日
本
山
岳
会
に
入

会
。
そ
の
後
も
、
同
様
の
山
行
で
、
大
半
は
単
独

行
。　
一
九
七
六
年
に
退
職
し
、
健
康
状
態
に
合
わ

せ
て
山
行
を
し
て
き
た
が
、
単
独
者
の
宿
泊
の
苦

労
や
環
境
の
変
化
を
知
り
、
テ
ン
ト
な
ど
十
分
な

装
備
の
持
て
な
い
体
力
と
健
康
状
態
を
考
え
、
最

近
で
は
低
山
歩
き
と
趣
味
を
兼
ね
た
山
行
に
変
わ

る
。③

お
お
よ
そ
六
十
回

（
一
回
平
均

一
四
～

一
八

キ
ロ、
四
～
五
時
間
の
行
程
）
。
退
職
後
、
近
郊
の

低
山
に
変
更
し
て
か
ら
、
回
数
が
徐
々
に
増
え
る
。

金
剛

・
葛
城
方
面
、
宇
陀

・
室
生
方
面
、
大
和
方

面
、
鈴
鹿
霊
仙
山
、
那
須
ヶ
原
山
、
湖
南
の
飯
道

山
、
高
野
山
、
大
峰
稲
村
ヶ
岳
―
山
上
ヶ
岳
―
吉

野
、
大
和
鳥
見
山
―
貝
ヶ
一十
１
戒
場
山
。

④
常
に
自
分
の
体
力
と
健
康
状
態
に
合
わ
せ

て
、
無
理
の
な
い
山
や
コ
ー
ス
を
選
ん
で
行
動
し

て
き
た
。
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
は
、
山
の
高
低
に

こ
だ
わ
ら
ず
、
山
に
登
る
と
い
う
よ
り
は
山
を
歩

く
と
い
う
考
え
方
に
変
わ
り
、
愉
し
い
山
行
の
で

き
る
よ
う
、
趣
味

（ス
ケ
ッ
チ
等
）
を
兼
ね
る
よ

う
に
な
っ
た
。

―

垣
内
　
康
時

①

一
九
二
〇

（大
正
九
）
年
生
ま
れ
、
七
十
二

歳
。②

若
い
頃
か
ら
近
郊
の
山
歩
き
を
す
る
。　
一
九

四
〇

（昭
和
十
五
年
）
に
就
職
し
、
職
場
で
山
の

会
を
つ
く
る
。
後
、
大
阪
市
登
山
部
に
入
会
。　
一

九
四
三

（昭
和
十
八
）
年
、
自
馬
岳
―
黒
部
渓
谷

―
欅
平
に
降
る
。
戦
時
中
は
大
風
呂
敷
に
リ
ュ
ッ

ク
を
包
み
、
北
ア
ル
プ
ス
は
槍
ヶ
岳
、
穂
高
岳
、

三
俣
蓮
華
、
鳥
帽
子
、
立
山
、
剣
岳
な
ど
、
ま
た

関
西
で
は
、
大
峰
、
大
台
、
台
高
山
脈
、
高
見
山
、

鈴
鹿
方
面
を
歩
く
。　
一
九
四
八
年
、
大
峰
山
、
吉
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⑤

・
山
歩
き
前
は
不
規
則
な
日
常
生
活
は
で
き

る
だ
け
し
な
い
よ
う
心
が
け
る
。

・
食
べ
物
の
好

き
嫌
い
は
無
く
す
よ
う
に
す
る
。
山
行
き
を
続
け

フハ）い」レ」
。

⑥

・
健
康
状
態
に
合
わ
せ
た
コ
ー
ス
を
選
ぶ
。

・
無
理
を
し
な
い
。

・
装
備
は
体
裁
よ
り
軽
量
で

実
用
的
な
も
の
に
す
る
。　
・
一
応
の
必
要
品

（特

に
医
薬
品
）
は
最
少
限
持
参
す
る
。

・
地
図
は
五

万
分
の
一
又
は
二
万
五
千
分
の
一
の
最
新
版
と
、

あ
れ
ば
旧
版
を
共
に
持
参
す
る
。

・
最
近
の
図
書

や
案
内
書
を
読
む
よ
う
に
心
が
け
、
常
に
情
報
を

仕
入
れ
る
。

・
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
が
使
え
な
い
電

話
も
あ
る
の
で
、
小
銭
を
少
々
持
参
す
る
。

・
帽

子
は
野
球
帽
の
よ
う
な
ひ
さ
し
の
あ
る
も
の
を
着

用
す
る
。
朝
日
よ
り
夕
陽
に
向
か
う
と
、
老
眼
鏡

を
か
け
て
い
る
場
合
目
測
を
誤
り
や
す
い
の
で
。

・
老
眼
鏡
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
徒

歩
中
、特
に
階
段
状
の
下
り
に
注
意
し
て
い
る
（十

二

・
〇
〇
く
ら
い
は
ま
だ
よ
い
が
、
＋
二

・
五
〇

以
上
老
眼
度
を
増
す
と
目
測
を
誤
る
危
険
が
あ

る
。
遠
近
両
用
の
眼
鏡
も
あ
る
が
同
様
で
あ
る
）
。

・
ス
テ
ッ
キ
を
持
参
す
る
。
ま
た
何
か
目
立
つ
色

の
も
の
を
持
参
、
又
は
身
に
付
け
て
い
る

（赤
帽

等
）
。

・
手
帳
に
簡
単
な
記
録
と
コ
ー
ス
中
に
気

付
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
帰
宅
後
、
そ
の
日

の
装
備
な
ど
、
そ
の
状
況
を
良
好
や
快
適
、
そ
の

日
履
い
た
靴
の
状
況
を
、
例
え
ば
足
の
指
先
が
少

し
痛
む
な
ど
、
日
記
の
末
尾
に
記
し
て
お
け
ば
、

後
の
参
考
と
な
る
。

⑦
年
寄
っ
て
年
々
体
力
の
衰
え
を
知
る
よ
う
に

な
り
、
無
理
な
山
行
は
で
き
な
く
な
る
の
に
、　
一

方
中
高
年
の
山
行
が
盛
ん
に
な
り
、
近
郊
の
山
々

は
平
日
、
休
日
に
関
係
な
く
人
出
が
絶
え
な
い
最

近
で
あ
る
。

若
い
頃
学
校
や
グ
ル
ー
プ
等
で
山
行
き
の
経
験

の
あ
る
人
も
い
る
が
、
職
場
を
退
職
し
て
か
ら
の

人
の
方
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。　
一
度
行
っ
て
み
た

か
っ
た
と
か
、
健
康
法
の
一
つ
と
し
て
な
ど
、
安

易
な
考
え
で
参
加
し
た
り
同
行
す
る
。
団
体
行
動

に
参
加
し
て
も
指
導
者
や
付
添
い
は
い
る
が
、
貴

方
任
せ
的
な
気
分
で
、
行
動
に
は
自
己
意
識
が
先

行
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
規
制
さ
れ
た
と
こ

ろ
か
ら
開
放
さ
れ
る
と
、
自
己
意
識
が
急
に
強
く

な
り
、
自
分
の
健
康
状
態
に
よ
っ
て
団
体
行
動
の

不
自
由
さ
を
覚
え
、
徐
々
に
グ
ル
ー
プ
や
個
人
行

動
の
山
行
き
に
変
っ
て
行
く
こ
と
が
多
い
。

山
で
の
危
険
は
高
低
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
時
、

何
処
で
起
き
る
か
わ
か
ら
な
い
。
中
高
年
の
よ
く

歩
く
低
山
も
コ
ー
ス
を
少
し
外
す
と
危
険
で
、
最

近
の
低
山
は
新
し
い
地
図
で
も
道
が
の
っ
て
い
な

い
こ
と
が
多
く
、　
一
歩
道
を
誤
る
と
、
倒
木
、
伐

採
、
雑
草
、
土
砂
崩
れ
な
ど
で
身
動
き
で
き
な
く

な
る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。車
社
会
の
時
代
と
な
り
、

旧
道
が
廃
道
化
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、

標
示
も
な
く
、
古
い
道
標
も
朽
ち
た
り
倒
れ
た
り

し
て
い
る
。

自
分
は
自
然
が
好
き
で
山
行
き
を
続
け
て
い
る

が
、
最
近
こ
れ
ら
の
状
況
に
し
ば
し
ば
遭
遇
し
、

ま
た
道
に
迷
っ
て
い
る
人
に
出
会
う
こ
と
も
よ
く

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
静
か
な
自
然
に
浸
り
楽
し
も

う
と
す
る
人
に
少
し
で
も
、
年
寄
り
な
り
に
で
き

る
こ
と
を
と
、
途
中
で
み
る
標
示
や
三
角
点
標
識

周
辺
の
倒
木
や
雑
草
な
ど
を
除
去
し
、
見
易
い
よ

う
に
し
、
時
に
は
迷
っ
た
ハ
イ
カ
ー
の
案
内
的
な

こ
と
を
続
け
て
い
る
。
（関
西
支
部
）

―

―
石
坂
　
久
忠

私
の
山
登
り

生
ま
れ
た
時
は

一
九
二

一

（大
正
十
）
年
の
一

月
だ
か
ら
当
年
と
っ
て
辛
酉
七
十

一
歳
に
な
る
。

小
学
生
の
頃
よ
り
山
に
登
っ
た
。
特
に
高
山
へ
の

踏
み
入
り
は
年
中
行
事
と
し
て
の
集
団
登
山
に
参

特集 :中高年登山を考える
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加
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
集
団
登
山
と
は
、
越

中
国

（富
山
県
）
で
は
、
立
山
登
拝
を
し
な
い
と

一
人
前
の
男
子
で
な
い
と
し
て
い
た
時
代
で
あ

っ

た
か
ら
、　
一
日
も
早
く
立
山
登
拝
を
済
ま
せ
る
こ

と
で
あ

っ
た
。
小
学
生
の
分
際
で

一
人
前
の
男
子

に
な
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
問
題
も
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
の
事
が
あ
っ
て
か
山
に
対
す
る
病
み
付

き
が
で
て
、
長
く
山
行
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
頃
の
唯

一
の
頼
り
と
な
る
も
の
と
し
て
は

勿
論
陸
地
測
量
部

・
現
在
の
国
土
地
理
院
発
行
の

地
図
を
読
む
よ
り
方
法
が
な
く
、
近
く
の
山
遠
く

の
山
を
地
図
と
と
も
に
歩
い
た
し
踏
み
跡
を
残
し

て
き
た
。

中
国
の
学
校
に
学
ん
で
い
た
時
も
泰
山
に
登
っ

た
り
、
北
京
西
方
の
近
く
の
山

へ
も
登

っ
た
。
八

達
嶺
の
山
々
に
も
登
り
、
万
里
の
長
城
を
上
か
ら

も
眺
め
、
歴
史
の
偉
大
な
築
造
物
に
も
接
し
て
き

た
。あ

る
時
は
、
大
学
が
休
み
に
な
る
と
故
郷
の
山

が
恋
し
く
な
っ
て
剣
や
立
山
が
眼
前
に
ち
ら

つ

き
、
汽
車
と
船
の
旅
を
続
け
て
帰

っ
た
も
の
で
あ

る
。中

国
に
葛
洪
と
い
う
人
が
い
た
。
紀
元
四
世
紀

頃
の
人
だ
と
い
う
が
、
又
の
名
は
戸
解
仙
と
い
っ

た
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
こ
の
人
は
名
山
に
入
る

に
は
、
入
山
術
を
心
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
、
そ
の

一
つ
に
は
、
飲
食
や
動
作
を
慎
み
清
浄

謹
慎
を
守
る
べ
し
と
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
現
代

人
に
通
じ
な
い
点
も
あ
ろ
う
か
、
通
ず
る
人
も
少

な
く
な
い
だ
ろ
う
。

日
本
人
で
は
青
木
北
海
と
い
う
人
は
入
山
術
に

つ
い
て
方
法
を
述
べ
即
ち
高
歩
の
術
が
そ
れ
で
あ

る
。
ス
ロ
ー
ス
ロ
ー
、
右
左
右
左
で
は
な
く
て
右

左
右
右
ヽ
左
の
歩
行
で
あ
る
。
要
は
体
力
を
急
速
に
消

耗
せ
ず
に
登
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
老
人
達
が

階
段
を

一
段
ず
つ
登
る
よ
う
な
も
の
で
現
代
人
に

は
縁
の
遠
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
。

敗
戦
で
故
郷
に
帰

っ
た
が
山
は
動
か
ず
に
天
高

く
雲
を
い
た
だ
い
て
い
た
し
、
飛
騨
山
脈
の
姿
は

そ
こ
に
あ

っ
た
。
地
方
の
山
も
又
そ
れ
な
り
に
尊

い
も
の
で
あ
り
美
し
い
自
然
が
あ

っ
て
親
し
め
る

も
の
だ
。

ネ
パ
ー
ル
や
パ
ミ
ー
ル
、
ブ
ラ
ジ
ル
等
の
山
も

又
よ
い
体
験
に
な
っ
た
。
高
い
山
だ
か
ら
尊
い
も

の
と
は
感
じ
な
い
し
、
山
に
対
す
る
心
の
清
浄
感

が
あ
れ
ば
、
山
そ
の
も
の
を
清
く
し
自
分
の
行
動

に
も
親
し
み
を
加
え
る
も
の
に
し
て
く
れ
る
。
パ

ミ
ー
ル
の
山
麓
を
歩
い
て
い
る
時
、
中
国
人
の
古

老
に
張
審
の
歩
い
た
イ
ン
ド
ヘ
の
道
を
訪
ね
て
み

た
ら
、
あ
の
山
の
中
腹
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
と

聞
い
た
の
で
、
そ
の
道
を
辿
っ
た
こ
と
も
あ
る
が

現
在
の
風
情
は
異
な
る
と
し
て
も
浮
世
の
結
び
付

き
が
何
と
な
く
哀
れ
に
も
感
ず
る
の
は
凡
人
で
あ

ろ
う
か
、
そ
の
道
の
賢
人
は

一
心
な
の
で
信
念
も

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
尊
い
信
念
と
努
力
が
成

功
へ
の
要
点
で
あ
る
。

山
登
り
と
は
日
本
語
で
あ
る
。
登
山
と
な
れ
ば

中
国
語
に
な
る
。
で
も

一
般
的
に
登
山
と
い
っ
て

い
る
現
在
で
は
あ
る
が
意
義
の
取
り
方
が
異
る
。

山
は
そ
こ
に
あ
る
か
ら
登
る
の
だ
ろ
う
が
登
っ
た

ら
降
る
こ
と
が
定
ま
り
で
あ
る
と
こ
ろ
に
山
登
り

の
悦
び
が
あ
り
、
動
作
が
存
在
す
る
。
行
為
が
生

ず
る
と
こ
ろ
に
方
法
が
出
て
く
る
し
編
み
出
さ
れ

る
。急

ぐ
動
作
を
す
る
と
欠
点
を
さ
ら
け
出
し
失
敗

す
る
。
登
仙
の
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
辺
り
に
山
登
り
の
難
し
さ
が
あ
る
。

近
頃
中
高
年
登
山
者
の
事
故
多
発
が
取
り
さ
だ

さ
れ
て
い
る
。
悲
し
む
べ
き
こ
と
だ
。
そ
の
原
因

を
考
え
て
み
る
と
、
よ
り
困
難
な
山
へ
、
雪
の
あ

る
山
へ
、
孤
独
で
な
い
山
へ
と
不
相
応
に
も
日
標

と
違
っ
た
選
択
を
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
。
中
高
年
と
も
な
れ
ば
体
力
を
考
え
、

脳
細
胞
の
減
少
を
考
慮
し
、
空
を
見
な
い
で
時
計

を
見
な
が
ら
時
間
に
気
が
と
ら
れ
焦
る
と
こ
ろ
に

問
題
が
生
ず
る
よ
う
だ
。
山
に
入
っ
た
時
ぐ
ら
い

は
自
然
と
共
に

一
時
を
過
ご
す
気
分
に
も
な
れ
な

い
も
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
。

二
年
前
に
薬
師
岳
に
登
っ
た
。
初
夏
の
薬
師
岳

は
美
し
か
っ
た
。
で
も
心
を
傷
め
た
の
は
幾
つ
も

あ
る
が
自
然
の
痛
み
付
け
が

一
番
悲
し
か
っ
た
。

そ
れ
は
道
筋
の
荒
廃
で
あ
る
。　
一
筋
の
道
で
は
な

く
裸
地
が
広
が
り
無
残
な
姿
で
あ
っ
た
。
山
登
り

人
口
の
算
術
級
数
か
幾
何
学
級
数
的
な
増
加
に
よ

る
災
害
で
あ
ろ
う
か
。
モ
ラ
ル
の
低
下
で
あ
ろ
う

か
。
歩
き
易
い
と
こ
ろ
へ
、
歩
き
や
す
い
と
こ
ろ

へ
と
踏
み
入
る
人
間
の
悪
い
習
性
の
結
果
だ
ろ
う

か
、草
地
の
裸
地
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
だ
っ
た
。

人
間
は
勝
手
す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
狂
っ
た

世
の
中
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
。
経
済
が

豊
か
に
な
っ
て
倫
理
が
乱
れ
た
近
視
な
の
か
。

年
に
数
回
は
自
分
の
山
を
求
め
て
山
に
入
る
。

剣
や
立
山
は
何
回
登
っ
て
も
そ
の
時
々
に
よ
っ
て

山
の
魅
力
は
違
っ
て
い
る
も
の
だ
。
違
っ
た
角
度

か
ら
山
は
迎
え
て
く
れ
る
。
故
に
無
理
を
し
な
い

山
登
り
が
続
け
ら
れ
て
来
た
。

山
に
登
る
、
山
に
行
く
と
な
る
と
五
体
健
康
で

あ
る
べ
き
だ
が
、
も
う

一
つ
常
に
多
面
的
に
訓
練

さ
れ
た
身
体
で
あ
っ
て
ほ
し
い
こ
と
だ
。

自
分
の
家
の
前
が
早
月
川
と
い
う
川
が
流
れ
て

い
る
。
波
打
際
ま
で
頭
大
、
否
、
そ
れ
以
上
の
九

石
が
あ
る

一
面
の
川
原
で
あ
る
。
万
葉
集
に
み
る

「は
い
つ
き
川
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
川
原
が

唯

一
の
歩
行
ゲ
レ
ン
デ
で
あ
る
。
堤
防
の
石
積
垣

を
直
登
、
直
降
、
ト
ラ
バ
ー
ス
し
た
り
し
て
毎
日

の
よ
う
に
歩
い
て
い
る
。
足
腰
の
バ
ラ
ン
ス
、
悪

路
で
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
歩
き
平
衡
感
覚
の
乱
れ
も

な
く
飛
石
も
時
に
は
飛
ん
で
み
る
が
年
波
に
は
勝

て
な
い
時
も
な
い
で
は
な
い
。

山
登
り
に
法
定
速
度
で
も
あ
っ
た
ら
馬
鹿
げ
た

こ
と
に
な
ろ
う
が
山
登
り
の
魅
力
が
生
ま
れ
て
く

る
よ
う
な
気
に
も
な
る
。
年
老
い
た
者
の
愚
間
と

考
え
方
か
も
し
れ
な
い
。
然
し
世
の
中
は
目
ま
ぐ

る
し
過
ぎ
る
か
ら
山
の
事
故
も
多
く
な
る
。
山
の

と
ら
え
方
を
も
っ
と
研
究
す
べ
き
時
代
で
あ
り
、

高
さ
の
み
が
山
を
山
た
る
も
の
に
し
な
く
て
、
そ

の
山
の
も
つ
自
然
を
尊
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め

る
心
を
養
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
心
掛
け

に
よ
っ
て
自
然
の
恩
恵
に
接
し
、
自
然
と
の
か
か

わ
り
を
理
解
し
環
境
を
守
る
信
念
が
得
ら
れ
、
将

来
に
向
っ
て
持
続
的
環
境
保
全
開
発
の
ア
イ
デ
ア

も
創
生
さ
れ
、
山
岳
保
全
の
将
来
像
が
確
立
さ
れ

よ
う
。
（富
山
支
部
）

間
　
信
夫

雨
の
日
で
も
歩
け

一
週
間
も
十
日
も
山
か
ら
遠
ざ
か
る
と
、
心
身

共
に
い
ら
い
ら
し
て
次
の
休
日
ま
で
間
が
も
て
な

い
の
で
、
余
程
の
大
雨
で
も
な
い
限
り
必
ず
歩
く

こ
と
に
し
て
い
る
。

場
所
は
簡
単
な
所
を
選
び
、
興
津
川
や
由
比
川

か
ら
塩
の
道
を
歩
い
て
富
士
川
の
下
流

へ
降
っ
た

の
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

天
然
記
念
物
の
大
柾
の
あ
る
旧
村
長
の
お
宅

ヘ

上
が
り
こ
ん
で
昔
話
を
聞
い
た
り
、
身
延
詣
り
の

石
畳
の
路
を
歩
い
た
り
し
た
の
は
よ
い
思
い
出
で

あ
る
。

次
に
よ
く
歩
い
た
の
が
茶
ど
こ
ろ
大
井
川
や
瀬

戸
川
流
域
の
山
村
で
あ
る
。
細
か
い
雨
を
石
置
き

屋
根
の
庇
に
よ
け
、
濃
く
淡
く
流
れ
る
霧
の
動
き

を
眺
め
る
の
は
、
晴
れ
た
日
に
は
味
わ
え
な
い
風

情
で
あ
る
。

当
時
は
車
道
が
な
か
っ
た
の
で
村
々
を
回
る
行

商
の
お
や
じ
さ
ん
と
よ
く
出
会
い
、
戦
争
で
片
腕

特集 :中高年登山を考える
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を
失
っ
た
こ
と
や
身
上
話
な
ど
し
な
が
ら

一
緒
に

歩
い
た
。

私
の
最
初
の
勤
務
地
が
関
西
だ
っ
た
の
で
京
都

の
北
山
へ
よ
く
出
掛
け
た
。
こ
の
辺
り
は
名
所
旧

蹟
が
多
い
が
晴
れ
た
休
日
に
は
人
出
が
多
く
落
ち

着
か
な
い
の
で
、
矢
張
り
雨
の
日
に
歩
く
こ
と
に

し
た
。

或
る
年
の
秋
、
花
背
峠
の
炭
焼
き
小
屋
で
雨
を

よ
け
て
い
る
と
、
山
羊
髭
を
つ
け
た
小
柄
な
老
人

が
現
わ
れ
、
俺
は
日
本

一
の
炭
焼
き
だ
と
傘
を
さ

し
て
歩
け
る
広
い
竃
の
中
へ
案
内
し
、
丸
太
は
こ

う
し
て
割
る
も
の
だ
と
手
拭
で
日
か
く
し
し
て
大

き
な
マ
サ
カ
リ
を
振
り
下
ろ
し
た
が
、　
一
打
二
打

三
打
と
も
寸
分
た
が
わ
ぬ
同
じ
所
へ
打
ち
こ
ん
だ

の
に
は
全
く
驚
か
さ
れ
た
。
帰
り
し
な
、
お
前
は

今
時
珍
し
い
青
年
だ
、
下
宿
の
火
鉢
に
く
べ
な
さ

い
と
炭
を
沢
山
包
ん
で
く
れ
た
。

物
の
本
に
よ
る
と
、
雨
の
日
に
は
山
行
を
見
合

わ
せ
る
よ
う
に
と
書
い
て
あ
る
。
至
極
く
尤
も
で

は
あ
る
が
天
気
は
何
時
も
微
笑
ん
で
く
れ
る
と
は

限
ら
な
い
。
日
帰
り
山
行
で
も
夕
立
に
あ
う
こ
と

も
あ
ろ
う
し
、　
一
週
間
と
も
な
れ
ば

一
日
や
二
日

は
雨
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

或
る
年
の
二
月
、
快
晴
の
岩
原
ス
キ
ー
場
か
ら

飯
士
山
を
目
指
し
た
時
、
頂
上
へ
出
た
と
た
ん
猛

風
雪
に
変
わ
り
、
ス
キ
ー
の
下
手
な
私
た
ち
は

ル
ー
ト
を
誤
っ
て
岩
壁
か
ら
転
落
し
危
う
く
命
を

落
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

数
え
て
見
れ
ば
こ
れ
に
類
し
た
こ
と
は
多
々
あ

る
が
、悪
天
候
の
時
歩
く
こ
と
に
馴
れ
て
い
れ
ば
、

こ
れ
以
上
は
無
理
、
こ
の
く
ら
い
な
ら
何
と
か
し

の
げ
る
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
つヽ
。

私
の
山
行
は
自
然
と
二
人
切
り
に
な
る
こ
と
が

信
条
で
単
独
行
が
多
く
、
首
題
の
記
事
を
書
く
資

格
は
な
い
が
、
何
か
の
参
考
に
な
れ
ば
と
筆
を

と
っ
た
次
第
で
あ
る
。

①
七
十
七
歳
、　
一
九

一
四

（大
正
三
）
年
生
ま

れ
。②

一
九
二
五

（大
正
十
四
）
年
小
学
五
年
の
時

父
と
兄
に
連
れ
ら
れ
て
富
士
山
へ
登
る
。
以
後
付

近
の
山
か
ら
南
、
北
、
中
央
ア
ル
プ
ス
ヘ
範
囲
を

ひ
ろ
げ
、
北
は
利
尻
岳
、
南
は
屋
久
島
の
山
へ
登

る
。
海
外
の
山
と
旅
行
八
回
。

③
最
近
三
年
間
の
山
行
回
数
百
九
十
回
。

こ
の
間
登
っ
た
主
な
山
※
有
明
山

（長
野
）
失
敗
、

※
七
ッ
小
屋
山

（群
馬

。
新
潟
）
、
※
笠
無
山

（長

野
）
、
※
北
八
ツ
稲
子
岳

（長
野
）
、
※
大
満
寺
山

（島
根

・
隠
岐
）
と
三
徳
山

（鳥
取
）
、
※
大
明

神
山

（山
梨

・
笹
子
）
、
※
海
谷
駒
ヶ
岳

（新
潟
）

と
雨
飾
山
、
※
猫
魔
ヶ
岳

（福
島
）
と
磐
梯
山
、

※
八
ヶ
岳
西
岳

（長
野
）
と
編
笠
山
、
※
三
峰
山

と
子
持
山

（群
馬
）
、
※
無
岳
山

（静
岡
、
一
三

〇
五
屑
ロ
ボ
ッ
ト
山
の
仮
称
）
、
※
森
吉
山

（秋

田
）
、
※
聖
山
と
冠
着
山

（長
野
）
、
大
峠
と
源
氏

山

（山
中
）
、
※
城
峰
山

（埼
玉
）
、
帯
那
山

（山

梨
）
、
富
士
山
の
お
中
道
吉
田
ロ
ー
須
走
口
間

（山

梨

・
静
岡
）
（※
印
は
新
規
の
山
）
。

な
お

一
九
九
二
年
七
月
三
十

一
日
現
在
の
山
行

回
数
二
千
五
百
五
十
六
回
、
登
頂
数
二
人
○
○
腐

以
上
百
座
。

④
健
康
で
あ
っ
た
こ
と
。

⑤
少
な
く
と
も
十
日
に

一
回
は
歩
く
こ
と
。

⑥
小
さ
な
山
で
も
地
図
と
磁
石
を
携
え
て
現
在

地
を
確
か
め
る
こ
と
。

⑦
自
然
の
懐
に
抱
か
れ
る
気
持
で
未
知
の
所
を

歩
く
こ
と
。
（静
岡
支
部
）

―

―
西
郷
　
正
郎

中
高
年
登
山
者
の
生
き
甲
斐

今
年

（
一
九
九
二
年
）
五
月
連
体
の
富
士
山
周

辺
は
、
風
が
荒
れ
ぎ
み
と
積
雪
が
多
い
点
を
除
け
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ば
、
春
の
陽
光
を

一
杯
に
受
け
た
楽
し
い
春
山
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
遭
難
者
続
出
で
、

確
認
さ
れ
た
五
名
の
死
者
は
四
十
歳
か
ら
五
十
歳

台
の
方
々
ば
か
り
で
あ
る
。
予
想
さ
れ
て
い
た
と

は
い
え
、
私
た
ち
が
想
像
し
て
い
た
以
上
に
中
高

年
の
登
山
者
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
社
会
的

に
常
識
を
わ
き
ま
え
て
い
る
筈
の
人
々
の
遭
難
が

何
故
起
る
の
か
無
視
で
き
な
い
も
の
を
感
じ
る
。

い
ず
れ
反
省
と
対
策
が
論
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
が
、
集
団
の
立
場
と
個
の
立
場
と
で
意
見
が
か

み
合
わ
ず
に
、
総
論
賛
成
、
各
論
反
対
の
よ
う
な

結
論
に
終
わ
ら
な
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
ま
私
は
個
の
立
場
に
立
っ
て
登
山
者

に
つ
い
て
語
っ
て
い
き
た
い
。

最
近
は
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
、
航
空
路
が
発
達
し
短

時
間
で
四
／
五
千
腐
の
高
度
ま
で
運
ん
で
く
れ

る
。
そ
の
地
点
に
降
り
立
ち
体
調
に
異
状
が
な
い

か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
歩
き
が
ち
だ
が
、
高
年
齢
の

肉
体
に
そ
の
行
動
が
い
か
に
重
く
影
響
す
る
か
体

験
し
て
い
る
高
年
登
山
家
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。一

九
二
六

（大
正
元
）
年
生
ま
れ
の
私
は
昨
年

七
十
九
歳
で
富
士
山
の
ご
中
道
上
部

（標
高
二
六

〇
〇
屑
く
ら
い
）
に
二
回
登
っ
た
。
そ
こ
で
感
じ

た
こ
と
だ
が
四
年
前
宝
永
山
付
近
を
歩
い
た
と
き

と
は
違
っ
て
非
常
に
苦
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
上
り
に
な
る
と
五
／
六
歩
ご
と
に
足
を
と
め

深
呼
吸
し
な
い
こ
と
に
は
登
れ
な
い
。
正
に
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
高
峻
山
岳
な
み
で
あ
る
。
高
年
と
な
る
と

僅
か
四
年
で
こ
う
も
体
に
感
ず
る
登
山
の
難
易
度

が
違
っ
て
く
る
も
の
だ
と
自
覚
し
た
。
こ
の
自
覚

に
よ
る
行
動
の
制
御
が
必
要
と
感
じ
た
。

私
の
登
山
は
少
年
時
代
の
生
活
環
境
の
中
で
自

然
に
育
っ
た
も
の
で
あ
る
。
小
学
生
の
こ
ろ
は

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
で
山
林
の
下
刈
り
を
手
伝
い
、

小
学
五
年
に
な
る
と
富
士
登
山
で
頂
上
お
鉢
回
り

ま
で
さ
せ
ら
れ
た
。
中
学
で
は
私
の
父
が
師
範
学

校
の
教
師
を
し
て
い
た
の
を
幸
い
と
し
て
、
い
ま

で
い
う
南
ア
ル
プ
ス
深
南
部
山
中
の
小
学
校
の
宿

直
室
に
無
料
宿
泊
し
て
歩
く
方
法
を
覚
え
た
。
父

は
そ
の
宿
直
教
員
に
礼
状
を
出
す
の
に
忙
し
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
、
今
は
亡
父
に
あ
や
ま
り
た

い
気
持
ち
で
あ
る
。
し
か
し
私
の
山
好
き
と
民
俗

学
へ
の
関
心
は
こ
の
時
に
育
っ
た
の
で
あ
る
。

大
学
の
学
生
生
活
は
良
き
山
岳
会
と
山
友
達
に

め
ぐ
ま
れ
て
、
日
本
ア
ル
プ
ス
や
上
越
の
山
の
登

山
が
多
く
、
と
く
に
北
八
ヶ
岳
は
原
書
で
読
む

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・
ア
ル
プ
ス
の
景
観
を
思
わ
せ
る
山

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
山
小
屋
を
建
て
る
こ

と
を
計
画
し
た
。
小
屋
は

一
九
三
六

（昭
和
十

一
）

年
秋
に
完
成
し
、
山
歩
き
の
根
城
と
な
っ
た
。

ま
た
こ
の
時
期
は
山
岳
書
を
乱
読
し
文
学
的
な

も
の
を
好
ん
で
読
ん
だ
。
そ
の
な
か
で
も
大
島
亮

吉
氏
の
文
章
に
ひ
か
れ
、
単
調
な
道
路
を
楽
し
く

歩
け
る
こ
と
が
登
山
家
の
資
格
の
ひ
と
つ
で
あ
る

こ
と
を
学
ん
だ
。
そ
れ
に
共
鳴
し
歩
き
に
歩
い
た

こ
と
が
今
日
八
十
歳
に
な
っ
て
も
ま
だ
山
を
歩
く

こ
と
が
で
き
る
基
礎
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

海
外
の
山
は
戦
前
か
ら
私
の
目
標
に
あ
っ
て
、

一
九
三
九

（昭
和
十
四
）
年
に
出
版
し
た
本
の
な

か
で
も
そ
れ
を
書
い
た
が
、
当
時
は
も
う
戦
争
突

入
間
じ
か
く
、
そ
の
実
行
を
推
進
で
き
る
情
勢
で

は
な
か
っ
た
。
戦
中
、
戦
後
を
経
て
漸
く
六
十
歳

を
越
え
て
か
ら
隔
年
、
四
回
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
訪
れ

ア
ル
プ
ス
を
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
し
て
、
山
岳
書
を
読

ん
で
長
く
頭
の
中
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
ア
ル
プ
ス

の
景
観
を
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
勿
論
ヒ

マ
ラ
ヤ
に
は
行
か
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
。

戦
争
中
に
空
爆
下
の
東
京
下
町
の
工
場
で
、
地

方
か
ら
働
き
に
出
て
き
た
女
子
工
員
の
蒸
し
焼
き

に
な
っ
た
数
十
名
の
死
体
を
見
た
。
そ
の
戦
争
の

悲
惨
を
し
め
す
衝
撃
は
私
を
う
ち
の
め
し
、
こ
の
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精
神
的
打
撃
か
ら
そ
の
後
の
山
歩
き
に
大
き
な
変

化
が
起
り
、
孤
独
な
山
行
が
常
態
に
な
っ
た
。

い
ま
に
な
っ
て
み
る
と
、
私
の
長
年
の
行
動
は

三
つ
の
領
域
の
な
か
で
動
い
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
生
活
の
基
盤
と
な
る
経
済
的
環
境
、
登
山
家

と
し
て
の
環
境
、
も
う
ひ
と
つ
は
文
学
者
と
し
て

の
環
境
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
な
か
で
は

自
由
に
行
動
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
つ
か
ら

別
の
領
域
に
移
る
に
は
非
常
に
困
難
を
感
じ
た
。

そ
れ
ら
の
領
域
は
当
時
の
社
会
環
境
で
は
互
い
に

交
流
で
き
な
い
積
み
重
な
っ
た
層
を
な
し
て
い

た
。
そ
の
東
縛
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
私
が
し
た
こ

と
は
二
つ
の
名
前
を
持
つ
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
登

山
と
文
学
の
領
域
で
は

「千
坂
正
郎
」
、
経
済
生

活
で
は

「西
郷
正
郎
」
を
使
い
分
け
そ
れ
で
通
し

た
。
し
た
が
っ
て
学
校
の
ク
ラ
ス
・
メ
イ
ト
や
山

仲
間
は

「
チ
サ
カ
」
で
通
り
、
職
場
で
は

「
サ
イ

ゴ
ウ
」
と
い
わ
れ

「
チ
サ
カ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
都
合
が
悪
く
な
る
と
逃
げ
込
む
場

所
を
つ
ね
に
用
意
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。　
一
見

卑
怯
な
よ
う
だ
が
大
変
に
便
利
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。私

は
登
山
家
の
一
生
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
。
ま
ず
最
初
は
情
熱
の
山
、
こ
の
時
代
は
た
だ

山
に
登
り
た
い
一
途
で
、
他
に
考
え
る
こ
と
は
な

に
も
な
い
個
人
的
な
ビ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ム
を
成
し
遂

げ
る
可
能
性
が
多
い
時
期
で
あ
る
。
続
い
て
中
年

に
な
り
体
力
の
低
下
を
自
覚
し
、
若
い
と
き
の
よ

う
に
登
山
に
情
熱
を
燃
や
す
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
時
期
が
来
る
。
登
山
の
世
界
か
ら
脱
落
を
心
配

す
る
人
は
、
登
山
の
思
想

・
理
念
の
探
究
、
価
値

観
、
登
山
史
な
ど
に
関
心
を
持
つ
、
そ
れ
に
熱
中

し
て
い
る
な
か
で
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
れ
ば

ま
ず
は
幸
せ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
さ
ら
に
年
齢
が
進
み
生
活
維
持
面
の
負

担
が
軽
く
な
る
と
、
無
気
力
で
心
の
空
虚
に
な
る

時
期
が
訪
れ
る
。
そ
し
て
回
想
の
な
か
に
だ
け
生

き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
高
年
齢
登
山
家
に

と
っ
て
あ
ま
り
に
も
さ
び
し
い
。
そ
れ
を
い
か
に

充
実
し
た
生
き
甲
斐
で
埋
め
る
か
が
重
要
に
な

る
。優

れ
た
登
山
家
で
あ
れ
ば
体
力
を
僅
か
消
費
す

る
だ
け
で
、
「山
の
呼
ぶ
士こ

を
き
き
と
り
、
「自

然
」
と
心
の
融
合
を
試
み
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て

「柔
ら
か
な
緊
張
」
の
う
ち
に
生
涯
を
終
え
る
こ

と
に
な
る
。

こ
れ
が
情
熱
の
山
―
理
念
の
山
―
情
念
の
山
と

続
く
、
私
の
理
想
の
登
山
家
の
一
生
の
経
路
で
あ

フハ）。「自
然
の
呼
ぶ
士こ

と
は

「山
の
呼
ぶ
声
」
「海

の
呼
ぶ
声
」
「大
地
の
呼
ぶ
声
」
で
あ
り
、
個
々
人

の
血
の
な
か
に
持
っ
て
い
る
伝
統
、
民
族
性
、
遺

伝
、
歴
史
な
ど
に
支
え
ら
れ
た

「力
」
で
あ
る
。

こ
れ
を
心
の
支
え
に
し
、
現
在
の
体
力
を
自
覚
し

そ
の
範
囲
内
で
山
を
歩
く
、
そ
れ
が
中
高
年
登
山

者
の
行
く
べ
き
道
で
あ
ろ
う
。
（静
岡
支
部
）

順

一

山
と
人
生

山
に
登
り
出
し
て
か
ら
、
か
れ
こ
れ
六
十
年
に

な
る
が
、
と
に
か
く
私
は
山
が
好
き
で
た
ま
ら
な

い
。
ご
み
ご
み
し
た
都
会
か
ら
離
れ
、
世
間
の
雑

事
や
煩
雑
な
仕
事
か
ら
す
っ
か
り
解
放
さ
れ
て
、

休
み
の
一
日
を
野
や
山
に
過
ご
し
、
新
鮮
な
空
気

を
胸

一
ぱ
い
に
呼
吸
し
、
坂
道
に
汗
を
流
す
こ
と

の
爽
快
さ
は
た
と
え
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
健
康
的
な
リ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
は
そ
う
ざ
ら
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま

た
山
を
愛
し
、
自
然
を
愛
す
る
清
純
な
情
熱
と
旺

盛
な
フ
ァ
イ
ト
を
以
て
山
に
挑
む
こ
と
は
、
心
身

を
鍛
え
る
運
動
と
し
て
最
高
の
も
の
で
、
老
若
男

女
を
問
わ
ず
極
力
勧
め
た
い
ス
ポ
ー
ツ
の
一
つ
で
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も
あ
る
。私
が
山
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
、

自
然
が
こ
よ
な
く
好
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

私
は

一
九

一
三
年

（大
正
三
年
）
三
月
生
れ
な

の
で
現
在
満
七
十
九
歳
。
孫
も
七
人
い
る
正
真
正

銘
の
お
爺
さ
ん
で
あ
る
。
過
去
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
は
曲
が
り
な
り
に

も
夢
を
追
い
続
け
て
来
た
と
云
っ
て
も
よ
い
。
職

業
が
ら
医
学
研
究
の
面
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
特

に
山
に
関
し
て
は
更
に
切
実
で
あ
っ
た
。
先
ず
山

に
関
し
て
の
第

一
の
夢
は
、
若
い
頃
か
ら
そ
の
姿

形
に
憧
れ
て
い
た
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン

（ス
イ
ス
・

イ
タ
リ
ア
国
境
、
四
四
七
八
屑
）
に
登
る
夢
で
、

そ
れ
な
り
に
日
頃
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
み
重
ね

て
い
た
。

さ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
は
先
ず

一
七
八

六
年
モ
ン
・
ブ
ラ
ン
が
初
登
頂
さ
れ
た
の
を
切
っ

掛
け
に
次
々
に
登
頂
さ
れ
た
が
、
こ
の
マ
ッ
タ
ー

ホ
ル
ン
だ
け
は
登
攀
不
可
能
な

「魔
の
山
」
と
し

て
恐
れ
ら
れ
、
最
後
ま
で
人
を
寄
せ
つ
け
な
か
っ

た
山
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
英
国
の
ウ
イ
ン

パ
ー
が
執
念
の
も
と
に
何
回
も
こ
れ
に
挑
み
続

け
、
七
回
目
に
や
っ
と
初
登
頂
し
た
の
で
あ
る
。

一
八
六
五
年
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
九
六

一

（昭
和
三
十
六
）
年
、
既
に
四
十
八

歳
に
な
っ
て
い
た
が
、
初
め
て
渡
欧
の
機
会
に
恵

ま
れ
た
私
は
か
ね
て
の
夢
を
果
た
す
べ
く
麓
の
町

ツ
ェ
ル
マ
ッ
ト
に
着
い
て
、
街
か
ら
こ
の
山
の
岩

壁
を
間
近
に
仰
ぎ
見
た
と
た
ん
恐
怖
感
に
襲
わ
れ

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
山
は
他
を
威
圧
す

る
よ
う
に
虚
空
に
そ
そ
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
然
し
名
ガ
イ
ド
の
Ｈ
◆
タ
ウ
グ
ワ
ル
ダ
ー
と

共
に
こ
の
山
頂
に
立
ち
得
た
時
の
感
激
は
今
だ
に

忘
れ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
以
来
ア
ル
プ
ス
の
山
に
病

み
つ
き
に
な
り
、
渡
欧
の
度
に
観
光
な
ど
そ
っ
ち

の
け
で
登
り
続
け
た
。
そ
の
う
ち
ア
ル
プ
ス
だ
け

で
は
飽
き
足
ら
ず
、
ア
フ
リ
カ
、
イ
ラ
ン
、
ア
イ

ス
ラ
ン
ド
、
北
極
圏
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
メ

キ
シ
コ
、
南
米
、
北
米
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、

ボ
ル
ネ
オ
、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
の
山
々
に
も
足

を
延
ば
し
、
塵
も
積
も
っ
て
本
年
夏
で
海
外
山
岳

登
頂
ピ
ー
ク
の
延
べ
数
が
百
四
十
六
に
達
し
た
。

こ
の
中
で
最
も
数
多
く
登
っ
た
山
は
何
と
云
っ

て
も
私
の
恋
人
と
も
云
え
る
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン

で
、
過
去
十

一
回
登
っ
た
こ
と
に
な
る
。　
一
九
七

三
年
第
五
登
日
と
な
っ
た
こ
の
山
で
は
頂
上
で
還

暦
を
祝
っ
た
。
そ
し
て
こ
ん
な
厳
し
い
山
は
も
う

こ
れ
で
打
ち
切
り
、
と
周
囲
の
者
に
約
束
し
て
い

た
が
、
体
力
が
衰
え
ぬ
ま
ま
六
十
二
歳
の
時
こ
っ

そ
り
第
六
登
を
や
っ
た
。
と
こ
ろ
が
麓
の
ヘ
ル
ン

リ
小
屋
か
ら
頂
上
ま
で

一
二
〇
〇
厨
の
岩
壁
登
攀

の
時
間
が
四
時
間
二
十
分
で
、
そ
れ
ま
で
よ
り
最

も
短
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
自
信
を
得
て

一

つ
の
夢
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は

「七
十

歳
の
古
稀
祝
い
も
こ
の
山
頂
で
し
よ
う
。
し
か
も

第
十
登
目
に
な
る
よ
う
に
」
と
云
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
日
頃
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に

一
段
と
熱
が

は
い
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
誰
し
も
何
か
夢
或

い
は
目
標
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
は
な
か
ろ
う

か
。
夢
の
無
い
人
生
は
淋
し
い
と
云
え
よ
う
。
夢

を
持
つ
こ
と
は
人
生
を
よ
り
豊
か
に
し
、
生
き
甲

斐
あ
る
も
の
に
な
る
と
思
う
。
但
し
、
夢
を
抱
い

た
以
上
そ
の
夢
の
実
現
の
た
め
に
弛
ま
ぬ
精
進
を

怠
ら
ぬ
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
目
的
に
向
か
っ
て

情
熱
を
傾
け
、
周
到
な
準
備
を
着
実
に
続
行
し
て

行
け
ば
、
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
必
ず
や
そ
の

夢
は
叶
え
ら
れ
る
、
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
と
私
は

思
う
の
で
あ
る
。

実
は
私
は
四
十
歳
頃
は
身
長
百
六
十
彙
ンな
の
に

体
重
八
十
キ
ロ
の
肥
満
体
で
、
坂
道
を
登
る
の
が
き

つ
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
五
五

（昭
和
三
十
）
年

の
元
旦
か
ら
毎
朝
冷
水
摩
擦
と
全
身
運
動
を
や
る

こ
と
に
し
、
同
時
に
食
事
の
献
立
を
徹
底
的
に
切
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り
替
え
、
現
在
な
お
こ
れ
を
続
行
し
て
い
る
が
、

体
重
も
五
十
八
キ
ロ内
外
を
維
持
し
、
と
て
も
調
子

が
良
い
。満
七
十
歳
に
な
っ
て
受
け
て
み
た
体
力
、

運
動
能
カ
テ
ス
ト

（十
種
目
）
の
結
果
二
十
乃
至

三
十
歳
代
と
云
う
意
外
な
結
果
が
出
て
、
我
な
が

ら
驚
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
年
の
夏
、

前
記
の
夢
が
叶
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
海
外
の
山
の
登
頂
ピ
ー
ク
の
延
べ

数
が
八
十
二
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
又
新
し
い

夢
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
あ
と
十
八
峰

登
っ
て
百
に
し
よ
う
。
し
か
も
百
登
目
は
最
も
好

き
で
登
り
甲
斐
の
あ
る
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
で
、
と

云
う
夢
で
あ
る
。
毎
朝
四
十
分
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

の
他
、
毎
日

一
万
歩
以
上
の
速
歩
や
毎
月
二
～
三

回
の
登
山
も
そ
れ
ま
で
通
り
続
行
し
、
四
年
前
の

八
月
遂
に
こ
れ
を
や
り
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
古
稀

を
祝
っ
て
か
ら
五
年
後
、
体
力
は
既
に
峠
を
越
し

て
い
た
が
頑
張
り
通
し
て
や
っ
と
頂
上
に
着
い
た

時
は
か
な
り
疲
労
し
て
い
た
。
下
山
し
て
ガ
イ
ド

事
務
所
で
登
山
証
明
書
を
貰
っ
た
時
、
事
務
所
長

は
ヘ
ル
ン
リ
小
屋
か
ら
山
頂
を
日
帰
り
往
復
し
た

中
で
貴
方
は
正
に
最
高
年
齢
者
だ
、
と
云
っ
て
右

の
親
指
を
突
き
出
し
て
誉
め
て
く
れ
、
と
て
も
嬉

し
か
っ
た
。

過
去
百
四
十
六
登
頂
の
中
、
六
十
五
歳
の
定
年

退
職
後
に
登
っ
た
山
が
九
十
七
峰
あ
り
、
七
十
歳

過
ぎ
て
登
っ
た
山
が
七
十
峰
あ
る
が
、
そ
の
多
く

が
三
〇
〇
〇
～
五
〇
〇
〇
肩
級
の
山
で
あ
る
。
因

み
に
昨
年
夏
は
ア
ル
プ
ス
の
最
高
峰
モ
ン
・
ブ
ラ

ン

（四
八
〇
七
屑
）
に
も
登
頂
し
た
。
こ
の
年
齢

で
こ
れ
ら
の
山
に
登
れ
た
の
も
偏
に
日
頃
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
と
独
自
の
食
事
に
よ
っ
て
、
若
さ
を

比
較
的
長
く
維
持
出
来
た
御
蔭
と
思
っ
て
い
る
。

「人
は
年
を
重
ね
る
か
ら
老
い
る
の
で
は
な
い
。

夢
或
い
は
理
想
を
失
っ
た
時
に
初
め
て
老
い
が
始

ま
る
」
と
云
う
サ
ム
エ
ル
・
ウ
ル
マ
ン
の
言
葉
は

誠
に
味
わ
う
べ
き
銘
言
で
あ
る
と
思
う
。

さ
て
私
の
独
自
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
食
事
の
内

容
の
詳
細
は
拙
著

「七
十
歳
は
ま
だ
青
春
」
（山

と
渓
谷
社
）
に
述
べ
て
い
る
の
で
御
参
考
に
な
り

得
る
と
思
う
。
要
す
る
に
毎
朝
の
全
身
運
動
と
冷

水
摩
擦
、
そ
れ
に
速
歩
、
階
段
登
り
な
ど
で
あ
る
。

駅
で
電
車
を
待
つ
間
も
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
登
る

階
段
を
上
下
し
て
脚
を
鍛
え
る
。
電
車
内
で
も
な

る
べ
く
座
ら
ず
に
踵
を
上
げ
て
爪
立
っ
た
り
、
吊

革
を
両
手
で
持
っ
て
体
を
持
ち
上
げ
る
と
脚
や
腕

の
筋
肉
が
鍛
え
ら
れ
る
。
そ
の
気
に
な
れ
ば
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
の
場
は
ど
こ
に
も
あ
る
わ
け
で
、
こ

れ
ら
を
利
用
し
な
い
の
は
勿
体
な
い
。
御
互
に
長

く
若
さ
を
維
持
し
て
息
の
長
い
登
山
を
続
け
た
い

も
の
で
あ
る
。
（福
岡
支
部
）

―

―
松
浦
　
勇
次

一
九

一
〇

（明
治
四
十
三
）
年
八
月
の
生
ま
れ

で
八
十
二
歳
に
な
る
。
登
山
を
始
め
て
六
十
二
～

三
年
が
経
つ
。
も
っ
と
も
、
最
初
は
五
年
生
の
時

に
先
生
に
連
れ
ら
れ
て
夏
休
み
に
燕
岳
か
ら
槍
ヶ

岳
へ
と
、
い
わ
ゆ
る
ア
ル
プ
ス
銀
座
と
や
ら
を
縦

走
し
た
も
の
で
、
草
軽
に
、
雨
具
と
し
て
は
油
紙

と
い
う
、
装
備
な
ど
と
い
う
も
の
の
無
い
時
代
で

あ
り
、
こ
れ
は
え
ら
い
所
へ
付
い
て
来
た
も
の
だ

と
騰
を
噛
ん
だ
が
後
の
祭
り
で
あ
っ
た
。

こ
こ
数
年
の
山
行
は
専
ら

一
等
三
角
点
本
点
の

山
を
踏
む
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
る
。
と
い
う
の

は
、
私
も
か
な
り
年
を
喰
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
二

等
、
三
等
、
四
等
ま
で
は
手
が
回
ら
な
い
、
否
、

足
が
回
ら
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
の
前
半
は
大
津
に
家
を
新
築
の
た

め
山
に
は
御
無
沙
汰
し
て
し
ま
っ
た
。
九

一
年
は

七
月

一
日
の
岩
手
山
の
山
開
き
に
併
せ
て
出
か
け

た
。
こ
の
時
は
京
都
山
岳
会
か
ら

一
名
応
援
に
来

て
く
れ
、
二
名
で
出
か
け
た
。
滝
沢
村
の
馬
返
し
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の
新
し
い
山
小
屋
で

一
泊
、
翌
日
五
十
数
名
が
安

全
祈
願
の
後
、
山
頂
を
目
指
し
た
。

そ
の
前
年
、九
〇
年
九
月
の
八
甲
田
山
は
単
独
、

十
月
二
十
八
日
に
は
京
都
山
岳
会
創
立
七
十
周
年

記
念
祝
賀
会
が
開
か
れ
た
。
私
は
バ
ッ
ジ
Ｎｏ
二
五

で
あ
っ
た
。

そ
の
他
の
こ
こ
数
年
に
登
っ
た
も
の
は
三
本

槍
、
前
穂
高
、
剣
山
、
大
崩
山
、
宮
浦
岳
な
ど
で

あ
る
が
、
前
穂
を
除
く
他
の
山
は
単
独
で
、
天
幕

持
参
も
あ
る
。

今
日
ま
で
元
気
に
山
登
り
を
続
け
て
こ
ら
れ
た

要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
決
し
て
無
理
を

し
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。
八
甲
田
山
、
早
池
峰
、

焼
石
岳
、
屏
風
岳
、
毛
無
山
、
高
峰
山
、
能
郷
白

山
は
天
候
不
良
の
た
め
三
度
目
又
は
三
度
目
に
成

功
し
た
。　
一
度
で
成
功
し
た
も
の
と
そ
う
で
な
い

も
の
の
対
比
を
示
せ
ば
三
十
対
七
と
な
る
。
そ
れ

は
山
に
関
し
て
の
事
ば
か
り
で
は
な
く
、
世
の
常

の
出
来
事
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
。

た
だ

一
度
、
大
峰
の
正
法
寺
谷
付
近
で
三
屑
ほ

ど
滑
落
し
て
、
一
ヵ
月
入
院
治
療
し
た
事
が
あ
る
。

小
雨
の
中
の
遡
行
で
、
当
初
気
に
掛
け
た
と
お
り

中
止
し
て
お
れ
ば
よ
か
っ
た
、
と
思
っ
た
。
（京

都
支
部
）

廣

私
は

一
九
二

一

（大
正
十
）
年
生
ま
れ
で
今
年

七
十
歳
。
十
年
ほ
ど
前
に
学
校
の
教
員
を
辞
め
て

か
ら
は
勤
め
は
な
い
。
こ
の
原
稿
を
書
く
に
当

た
っ
て
、
最
近
の
山
登
り
の
回
数
を
調
べ
て
み
た

ら
、
昨
年
は
四
十
回
で

一
昨
年
は
四
十
九
回
だ
っ

た
。
昨
年
の
四
十
回
の
中
に
は
、　
一
ヵ
月
の
ヒ
マ

ラ
ヤ
写
生
旅
行
も
ふ
ま
れ
る
の
で
、
山
に
い
た
日

数
は
そ
れ
よ
り
だ
い
ぶ
多
い
。

登
山
と
い
っ
て
も
日
帰
り
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
、　
一
泊
以
上
の
も
の
は
年
に
六
、
七
回
も
あ
ろ

う
か
。
ま
た
カ
ン
ジ
キ
を
履
い
て
の
登
山
も
、
毎

年
七
、
八
回
は
あ
る
。
同
年
輩
の
も
の
が
山
か
ら

足
が
遠
の
く
中
で
は
、
よ
く
出
か
け
る
方
と
い
え

よ
う
。

山
登
り
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
要
因
は
、
山
の
自

然
が
好
き
な
の
と
、
健
康
で
あ
っ
た
こ
と
に
尽
き

る
。私

は
特
定
の
山
岳
会
で
研
さ
ん
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
永
い
間
高
校
の
教
員
と
し
て
山
岳
部
の
指

導
に
当
た
っ
て
い
た
関
係
で
、
卒
業
し
て
い
っ
た

教
え
子
た
ち
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
あ
る

程
度
の
登
山
技
術
が
身
に
つ
い
た
と
い
え
よ
う
。

老
い
ぼ
れ
て
も
山
へ
登
ろ
う
と
は
考
え
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
山
へ
登
り

た
い
と
い
う
気
持
ち
は
若
い
頃
か
ら
あ
っ
た
。
山

登
り
は
辛
く
厳
し
い
行
為
だ
か
ら
、
登
る
だ
け
の

目
的
で
は
い
ず
れ
足
が
山
か
ら
遠
の
く
。
登
り
な

が
ら
楽
し
む
余
技
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
、
今
ま

で
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
や
っ
て
き
た
。
鉄
砲
打
ち

は
鉄
砲
屋
を
回
っ
た
だ
け
で
あ
き
ら
め
た
。
八
ミリ

映
画
、
ス
ラ
イ
ド
映
写
、
土
い
じ
り
、
山
の
写
生

そ
し
て
山
の
紀
行
文
の
執
筆
な
ど
。
い
ず
れ
も
あ

る
程
度
は
山
へ
足
を
向
け
る
の
に
役
立
っ
た
と
い

え
る
。
し
か
し
、
今
で
も
続
け
て
い
る
の
は
絵
と

執
筆
だ
け
。
あ
と
は
十
年
間
ほ
ど
ず
つ
続
け
て
や

め
た
。

絵
の
方
は
、
昨
年
の
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
写
生
展
」
が
、

私
の
個
展
の
三
十
四
回
目
に
当
た
る
。
今
年
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
ヘ
写
生
に
出
か
け
た
の

で
、
来
春
ま
で
に
は
ア
ル
プ
ス
写
生
展
を
や
り
た

い
と
思
う
。

執
筆
の
方
は
、
今
年
五
月
に
出
版
し
た

『北
越

の
山
歩
き
』
が
、
私
の
山
の
著
書
の
十

一
冊
目
に

当
た
る
。
い
つ
の
ま
に
や
ら
た
ま
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
感
じ
だ
。
主
と
し
て
地
元
の
新
聞
に
連
載

し
た
山
の
記
事
を
、　
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
　
　
８



そ
の
う
ち
の
八
冊
は
画
文
集
で
あ
る
。
著
書
は
そ

の
都
度
日
本
山
岳
会
へ
寄
贈
し
て
あ
る
が
、
ず
い

ぶ
ん
古
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
ル
ー
ム
の
図
書
室

に
あ
る
か
ど
う
か
。
参
考
ま
で
に
、
著
名
な
ど
を

記
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
『山
嶺
抒
情
』

一
九
六
七

年
私
家
版
、
『越
中
の
峠
』

一
九
七
二
年
北
日
本

新
聞
社
刊
、
『北
ボ
ル
ネ
オ
の
山
旅
』

一
九
七
三

年
新
紀
元
社
、
『ヒ
マ
ラ
ヤ
を
め
ざ
し
た
越
中
人

た
ち
』

一
九
七
六
年
窓
出
版
会
、
『山
旅
に
描
く
』

一
九
七
九
年
窓
出
版
会
、
『山
旅
の
記
念
に
』
同

年
同
会
刊
、
『加
越
山
行
譜
』

一
九
八
六
年
北
国

出
版
、
『と
や
ま
３５
市
町
村
の
最
高
地
点
』

一
九

八
六
年
北
日
本
新
聞
社
、
『山
麓
紀
行
』

一
九
八

七
年
能
登
印
刷
出
版
部
、
『と
や
ま
雪
山
あ
る
き
』

同
年
桂
書
房
、
『北
越
の
山
歩
き
』

一
九
九
三
年

桂
書
房
。

登
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
描
く
こ
と
書
く
こ
と
な

ど
の
余
技
に
助
け
ら
れ
て
、
今
ま
で
山
と
付
き

合
っ
て
こ
れ
た
し
上
記
の
本
も
出
版
で
き
た
。
が
、

も
う

一
つ
山
か
ら
足
が
遠
ざ
か
ら
な
い
で
い
る
理

由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ー
マ
の
あ
る
山
登
り
を

し
て
き
た
こ
と
だ
と
私
は
思
う
。
体
力
、
気
力
そ

の
他
自
分
の
能
力
に
あ
っ
た
テ
ー
マ
を
作
っ
て
山

へ
登
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
。
こ
こ
七
、
八
年

間
の
私
の
山
登
り
の
テ
ー
マ
は
今
年
五
月
出
版
し

た
拙
著

『北
越
の
山
歩
き
』
の
中
に
記
し
て
あ
る

の
で
、
日
次
の
一
部
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

「と
や
ま

一
、
二
等
三
角
点
山
あ
る
き
」
「熊
野
川

流
域
山
歩
き
」
「佐
渡
島

一
等
三
角
点
の
旅
」
「飛
騨

へ
日
帰
り
山
行
記
」
「福
井

一
等
三
角
点
の
山
旅
」

「越
後
の
名
山
と
北
陸

・
関
越
自
動
車
道
」
な
ど

で
あ
る
。

目
的
が
あ
る
か
ら
、
福
井
や
飛
騨
の
山
へ
通
っ

て
も
通
い
が
い
が
あ
っ
た
し
、
県
内
七
十
五
カ
所

の
一
・
二
等
三
角
点
の
山
へ
も
登
り
が
い
が
あ
っ

た
。
私
の
在
住
す
る
富
山
市
に

一
番
近
い
熊
野
川

流
域
の
、
有
名
、
無
名
の
道
の
な
い
山
の
藪
を
わ

け
る
の
も
張
り
合
い
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
私
の
古

い
著
書
の

『越
中
の
峠
』
『と
や
ま
３５
市
町
の
最
高

地
点
』
『山
麓
紀
行
』
な
ど
も
、
テ
ー
マ
を
持
っ
た

山
登
り
の
所
産
と
い
え
る
。

私
は
欲
張
り
だ
か
ら
、
今
も
幾
つ
か
の
宿
題
を

抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
い
つ
か
実
を
結
ぶ
か
も
し

れ
な
い
し
、
陽
の
目
を
見
な
い
で
立
ち
消
え
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
で
も
い
い
。
怠
惰
な

私
を
、
山

へ
向
か
っ
て
叱
咤
激
励
し
て
く
れ
る

テ
ー
マ
で
あ
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
る
。

今
西
錦
司
の
千
五
百
山
登
山
や
、
深
田
久
弥
の

日
本
百
名
山
の
登
山
と
執
筆
や
、
吉
沢

一
郎
の
Ｋ

２
登
山
の
総
指
揮
や
、
最
近
の
田
中
三
郎
の

『六

十
歳
か
ら
の
日
本
三
百
名
山
』
は
、
高
齢
者
登
山

の
鑑
と
い
っ
て
い
い
。
そ
の
他
高
齢
者
の
め
ざ
ま

し
い
登
山
の
例
を
幾
つ
も
聞
い
て
い
る
。
そ
れ
か

ら
み
る
と
私
の
テ
ー
マ
な
ど
取
る
に
足
り
な
い
。

言
え
る
こ
と
は
、
今
も
山
に
足
が
向
く
の
は
、
自

分
の
テ
ー
マ
に
追
っ
か
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と

い
え
る
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
健
康
が
総
て
に
優
先
す
る
。
山
へ
登

る
た
め
に
健
康
で
あ
り
た
い
。
そ
し
て
、
体
力
、

気
力
に
ふ
さ
わ
し
い
山
登
り
を
し
た
い
と
心
か
ら

思
う
。

こ
こ
ま
で
書
い
て
気
が
つ
い
た
が
、
本
特
集
企

画
の
主
旨
は
、
近
年
激
増
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る

中
高
年
登
山
の
安
全
対
策
と
そ
の
情
報
提
供
が
目

的
と
思
わ
れ
る
の
に
、
私
事
に
つ
い
て
の
み
記
し

て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
考
え
て
み
る
と
、
高
齢
者

の
山
の
登
り
方
と
、
青
壮
年
者
の
山
の
登
り
方
と

異
な
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
男
性
登
山
と
女

性
登
山
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
山
登
り
の
基
本

は
、
年
齢
、
性
別
等
で
違
わ
な
い
は
ず
。
要
は
高

齢
者
が
高
齢
に
よ
る
体
力
、
気
力
の
減
退
を
自
覚

す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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中
高
年
者
に
よ
る
真
砂
岳
の
大
量
遭
難
は
、
中

高
年
だ
か
ら
無
謀
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
青
壮
年

に
と
っ
て
も
や
は
り
無
謀
な
の
で
あ
る
。
（富
山

支
部
）

（橋
本
廣
氏
の
近
著

『北
越
の
山
歩
き
』
は

一

九
九
二
年
五
月
、
桂
書
房
刊
。
桂
新
書
６
で
価
格

は
八
二
四
円
。）

原
　
利
重

私
は
、　
一
九
〇
八

（明
治
四
十

一
）
年
八
月
三

日
、
信
濃
の
国
、
四
方
山
々
に
囲
ま
れ
た
上
田
盆

地
の
西
方
、
青
木
村
田
沢
温
泉
に
生
ま
れ
、
当
年

八
十
四
歳
に
な
り
ま
す
。

山
の
経
験
は
少
年
時
代
に
村
内
の
千
屑
程
の

山
々
を
度
々
登
っ
て
い
た
の
が
始
ま
り
で
し
た
。

二
十
歳
の
時
、
初
め
て
三
千
済
級
の
木
曽
駒
ヶ

岳
へ
木
曽
福
島
よ
り
登
っ
て
藪
原
へ
下
山
し
ま
し

た
。
そ
の
時
の
胸
が
わ
く
わ
く
し
た
事
を
昨
日
の

事
の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
次
は
、
滋
賀
県

の
伊
吹
山
で
あ
っ
た
。
大
勢
で
登
り
ま
し
た
が
余

り
む
ず
か
し
い
山
で
は
な
く
楽
に
登
れ
ま
し
た

が
、
後
に
聞
い
た
話
で
は
、
青
年
の
人
た
ち
が
簡

単
な
山
と
し
て
か
け
足
で
登
っ
て
三
合
目
辺
り
で

へ
た
ば
っ
て
登
れ
な
く
な
り
下
山
し
た
と
聞
き
、

山
を
あ
ま
く
み
て
は
い
け
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。

今
は
自
動
車
で
山
頂
ま
で
行
け
る
と
か
。

四
十
五
歳
富
士
山
に
登
山
。
六
十
歳
南
ア
ル
プ

ス
北
岳

へ
、
七
十
歳
の
時
友
人
の
百
瀬

一
茂
さ
ん

と
前
信
濃
支
部
長
の
奥
原
教
永
さ
ん
の
紹
介
で
、

日
本
山
岳
会
信
濃
支
部
会
員
と
し
て
仲
間
入
り
さ

せ
て
戴
き
嬉
し
く
て
山
男
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が

し
ま
し
た
。
七
十
三
歳
、
ネ
パ
ー
ル
国
ポ
カ
ラ
よ

り

一
週
間
、
山
か
ら
山
へ
と
天
幕
生
活
を
し
な
が

ら
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
し
ま
し
た
。
日
中
は
大
陸
的

気
候
で
暑
さ
が
厳
し
く
、
夕
方
に
な
る
と
急
に
温

度
が
下
が
り

雹

や
霰
が
降
り
、
気
候
の
変
化
の

厳
し
さ
に
驚
き
ま
し
た
。
夜
は
冬
の
登
山
服
装
で

寝
袋
に
入
っ
て
の
寝
起
き
の
生
活
で
し
た
。
イ
ン

ド
に
近
い
山
に
入
っ
た
時
、
ひ
と
抱
え
ふ
た
抱
え

も
あ
る
石
楠
花
の
大
樹
が
真
っ
赤
な
大
輪
の
花
を

咲
か
せ
て
全
山

一
面
に
咲
き
乱
れ
、
邊
か
遠
方
に

そ
び
え
立
つ
雪
に
つ
つ
ま
れ
た
真
っ
白
い
山
々
と

の
調
和
の
美
し
さ
が
今
も
瞳
に
残
る
ヒ
ト
コ
マ
で

あ
り
ま
す
。

七
十
四
歳
、
信
濃
支
部
主
催
の
秋
山
行
で
南
ア

ル
プ
ス
仙
丈
岳
へ
。
雪
山
に
経
験
の
な
い
私
は
こ

の
時
初
め
て
カ
ン
ジ
キ
を
使
用
し
ま
し
た
。
風
雪

で
山
道
が
氷
り
つ
き
、
ひ
ど
い
荒
れ
で
冬
の
山
の

恐
ろ
し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

七
十
七
歳
、
栂
池
よ
り
白
馬
大
池
を
経
て
白
馬

岳
山
頂
へ
。
翌
日
白
馬
鑓
温
泉
か
ら
猿
倉
へ
下
山
。

今
思
え
ば
白
馬
駅
の
受
付
で
貴
方
の
年
齢
で
は
栂

池
よ
り
白
馬
岳
登
山
を
し
て
は
い
け
な
い
と
注
意

さ
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
謀
に
も
禁
を
犯
し

登
山
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
程
苦
し
か
っ
た
登
山
は

初
め
て
で
あ
り
強
く
反
省
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
五
十
五
歳
か
ら
現
在
ま
で
、
信
濃
支
部

主
催
に
よ
る
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
に
は
、
勤
め
で
参
加

出
来
な
い
場
合
を
除
き
、
毎
年
前
日
島
々
宿
で
泊

ま
り
土
曜
日
朝
六
時
島
々
宿
出
発
、
岩
魚
留
小
屋

を
経
て
徳
本
峠
を
越
え
上
高
地
へ
下
る
コ
ー
ス
に

参
加
し
、
本
年
で
二
十
四
回
に
な
り
ま
す
。
縦
走

コ
ー
ス
で
は
燕
岳
よ
り
大
天
丼
岳
、
槍
ヶ
岳
か
ら

上
高
地
へ
の
コ
ー
ス
。
湯
俣
よ
り
入
山
し
て
三
俣

蓮
華
岳
、
雲
ノ
平
へ
、
折
り
返
し
三
俣
蓮
華
小
屋

宿
泊
、
双
六
岳
、
槍
ヶ
岳
を
経
て
上
高
地
へ
下
山
。

蝶
ヶ
岳
よ
り
常
念
岳
、
燕
岳
へ
の
縦
走
等
が
あ
り

ま
す
。
他
に
、
本
曽
御
岳
登
山
、
黒
四
ダ
ム
が
完

成
さ
れ
な
い
時
富
山
か
ら
入
山
、立
山
連
峰
縦
走
、

黒
四
ダ
ム
が
完
成
後
孫
た
ち
と
立
山
雄
山

へ
登

山
、
変
わ
っ
た
山
で
は
、
女
人
禁
制
の
奈
良
県
の

大
峰
山
等
が
あ
り
ま
す
。

特集 :中高年登山を考える
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三
俣
蓮
華
岳
か
ら
槍
ヶ
岳
の
縦
走
コ
ー
ス
で
は

こ
ん
な
想
い
出
が
あ
り
ま
す
。
同
宿
の
二
十
五
、

六
歳
の
青
年
二
人
と
私
共
は
子
供
と
二
人
で

一
緒

に
槍
ヶ
岳

へ
向
か
っ
た
時
、
兎
と
亀
の
競
走
で
は

な
い
が
、
青
年
た
ち
は
急
い
で
歩
い
て
行
っ
て
は

腰
を
お
ろ
し
休
み
、
急
い
で
歩
い
て
行
っ
て
は
腰

を
お
ろ
し
て
休
ん
で
お
り
ま
し
た
。　
一
方
私
た
ち

は
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
リ
ュ
ッ
ク
を
背

負
っ
た
ま
ま
休
み
な
が
ら
登
っ
て
行
き
ま
し
た
。

結
果
は
槍
ヶ
岳
頂
上
に
着
い
た
の
は
私
た
ち
の
方

が

一
時
間
も
早
か
っ
た
こ
と
で
す
。
山
は
急
い
で

登
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
よ
く
判
り
ま
し
た
。

最
近
二
～
三
年
で
は
、
八
十

一
歳
の
時

一
九
八

九
年
十
月
の
山
陰
で
の
日
本
山
岳
会
全
国
支
部
懇

談
会
で
大
山
に
登
山
、
八
十
二
歳
、
信
濃
支
部
主

催
に
よ
る
秋
山
行
に
は
木
曽
御
岳
山
へ
。
八
十
三

歳
に
は

一
九
九

一
年
九
月
の
立
山
天
狗
平
で
の
全

国
支
部
懇
談
会
に
参
加
し
、立
山
雄
山
へ
登
山
（雄

山
へ
三
回
登
行
）
。
同
年
十
月
信
濃
支
部
主
催
に

よ
る
秋
山
登
山
。
八
ヶ
岳
天
狗
岳
に
登
り
現
在
に

至
っ
て
お
り
ま
す
。
八
ヶ
岳
へ
は
六
十
歳
頃
硫
黄

岳
―
横
岳
―
赤
岳
と
縦
走
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
東
天
狗
岳
は
頂
上
ま
で
大
き
な
石
の
山
で
驚

き
ま
し
た
。

今
思
え
ば
七
十
三
歳
の
ネ
パ
ー
ル
ヘ
の
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
と
今
回
の
八
十
三
歳
の
登
山
と
は
体
力
に

多
大
な
る
相
違
が
あ
り
、
自
分
な
が
ら
驚
い
て
お

り
ま
し
て
若
い
方
々
に
迷
惑
を
お
か
け
し
な
い
よ

う
心
が
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
が
今
日
ま
で
元
気
で
登
山
が
出
来
ま
し
た
の

は
学
校
と
勤
務
局
を
通
し
、
片
道
ニ
キ
ロ
の
坂
道
を

毎
日
往
復
歩
い
て
通
学
、
通
勤
し
た
賜
物
と
思
い

ま
す
。
又
ど
ん
な
山
へ
で
も
挑
戦
す
る
勇
気
と
心

構
え
が
あ
っ
た
か
ら
と
自
分
で
は
思
っ
て
お
り
ま

す
。健

康
に
つ
い
て
は
別
に
取
り
立
て
て
申
し
上
げ

る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ
オ

体
操
が
始
ま
っ
た
時
か
ら
今
日
ま
で
毎
朝
励
行
し

て
お
る
こ
と
と
暇
を
み
て
な
る
べ
く
歩
く
こ
と
に

心
掛
け
て
お
り
ま
す
。
常
日
頃
登
山
に
つ
い
て
は

高
い
山
、
低
い
山
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
り
も
下
り

も
同

一
歩
調
で
急
が
ず
歩
く
こ
と
に
し
て
お
り
ま

す
。
登
山
に
つ
い
て
日
頃
注
意
し
て
お
る
こ
と
は

縦
走
の
登
山
の
場
合
は
服
装
に
注
意
し
て
、
防
寒

に
セ
ー
タ
ー
、
雨
具
、
下
着
類
着
替

一
揃
え
を
持

参
す
る
こ
と
と
食
料
は
パ
ン
、
握
り
飯

（握
る
時

水
を
つ
け
な
い
で
梅
漬
の
水
で
海
苔
を
使
わ
ず
握

る
と

一
週
間
位
は
保
ち
ま
す
）
、
小
ビ
ン
の
ウ
イ

ス
キ
ー
、
氷
砂
糖
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
夏
蜜
柑
等

少
々
と
カ
メ
ラ
の
持
参
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て

お
り
ま
す
。
①
高
山
植
物
等
を
と
ら
な
い
こ
と
、

②
山
は
神
聖
で
あ
る
か
ら
不
浄
の
こ
と
は
し
な
い

こ
と
、
③
ゴ
ミ
は
持
ち
帰
る
こ
と
、
④
山
に
入
る

時
は
山
の
大
神
様
に
よ
く
お
願
い
し
て
登
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。
（信
濃
支
部
）

謙

一

高
齢
化
社
会
が
進
む
に
つ
れ
高
齢
者
の
ス
ポ
ー

ツ
人
口
が
増
え
る
の
は
明
ら
か
。
し
た
が
っ
て
高

年
の
登
山
人
口
も
ご
多
分
に
も
れ
ず
増
加
の

一
途

を
た
ど
り
事
故
も
多
く
な
り
社
会
問
題
と
し
て
話

題
に
上
る
様
に
な
っ
て
来
た
。
私
も
そ
の
中
の
一

人
と
し
て
特
に
今
後
は
健
康
で
安
全
な
登
山
を
目

指
し
、
気
分
と
体
力
の
調
和
を
図
り
楽
し
い
山
行

が
出
来
る
こ
と
を
望
み
な
が
ら
今
ま
で
の
山
行
を

振
り
返
っ
て
見
る
と
、
先
ず
は
、
小
学
校
の
遠
足

で
近
郊
の
九
百
済
た
ら
ず
の
山
に
登
っ
た
の
が
始

ま
り
で
、
戦
前
九
州
の
山
に
年
間
十
回
程
度
、
た

だ
登
っ
た
だ
け
で
記
憶
は
皆
無
。

軍
隊
に
入
っ
て

一
九
四
三
年
九
月
東
部
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
ｉ
フ
エ
に
て
戦
況
悪
く
何
れ
は
此
の
地
で

玉
砕
と
死
を
覚
悟
し
て
い
た
の
に
転
進
命
令
、

86



我
々
に
生
の
執
着
が
蘇
っ
て
く
る
。
転
進
は
ス
タ

ン
レ
イ
山
脈
の
枝
尾
根
サ
ラ
ワ
ケ
ッ
ト
山

（四

一

〇
〇
肩
）
を
越
え
て
マ
ダ
ン
ヘ
。
航
空
部
隊
で
行

軍
の
経
験
は
な
く
、
夏
服
着
の
み
着
の
ま
ま
、
別

に
雨
外
套
、
携
帯
天
幕

一
枚
、
食
糧
は
米
を
主
に

副
食
は
圧
搾
口
糧
の
中
の
梅
ぼ
し
、
か
つ
お
、
別

に
兵
器
弾
薬
等
何
と
か
立
て
る
重
量
の
も
の
を
身

に
つ
け
、
途
中
食
糧
の
補
給
は
無
く
、
敵
機
を
気

に
し
な
が
ら
夜
間
手
探
り
の
行
軍
、
飢
え
と
寒
さ

に
震
え
な
が
ら
の
山
越
え
、　
一
月
近
く
か
か
っ
て

目
的
地
に
辿
り
着
き
、
や
っ
と
生
き
の
び
た
。
そ

の
間
多
く
の
落
伍
者
は
不
明
の
ま
ま
。
ス
ポ
ー
ツ

で
な
い
こ
ん
な
悲
惨
な
登
山
行
為
は
今
後
絶
対
に

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
私
の
生
涯
の
記
憶
に
止

め
て
い
ま
す
。

生
あ
っ
て
復
員
、山
以
外
に
趣
味
の
な
い
私
は
、

地
元
の

「山
の
会
」
に
入
会
し
先
輩
の
指
導
を
受

け
岩
登
り
に
毎
週
の
様
に
阿
蘇
高
岳
へ
土
曜
日
夜

行
、
月
曜
朝
帰
宅
出
勤
の
繰
返
し
を
続
け
る
熱
の

入
れ
様
で
し
た
。
食
糧
は
満
足
す
る
も
の
は
無
く

薩
摩
芋
を
飯
金
に
つ
め
て
の
山
行
、
よ
く
体
力
が

も
っ
た
も
の
だ
と
感
心
し
て
い
ま
す
。
四
八
年
秋
、

冬
期
鹿
島
槍
東
尾
根
登
攀
の
た
め
偵
察
行
、
同
年

十
二
月
下
旬
に
鹿
島
に
入
り

一
月
上
旬
に
登
頂
の

目
的
は
達
し
た
も
の
の
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
が
夜
間
に

荒
沢
に
転
落
、
積
雪
多
く
捜
索
出
来
ず
、　
一
人
の

犠
牲
者
を
出
し
て
心
身
共
に
大
変
な
痛
手
を
受
け

ま
し
た
。
四
九
年
九
月
、
同
行

一
人
奥
又
白
池
に

キ
ャ
ン
プ
、
前
穂
東
壁
を
携
行
品
全
て
を
付
け
て

登
攀
、
穂
高
小
屋
で
泊
り
鹿
島
荒
沢
の
遭
難
者
捜

索
へ
。
遺
体
発
見
。
九
月
二
十
五
日
、
冬
山
の
処

理
が
終
り

一
安
心
。
同
年
十

一
月
東
京
国
体
に
参

加
、
富
士
山
へ
。
同
年
冬
前
穂
の
東
壁
を
狙
う
も

天
候
悪
く
断
念
。
五
〇
年
春
四
、
五
月
の
連
体
に

上
高
地
よ
り
西
穂
―
北
穂
の
縦
走
、
途
中
誰
に
も

会
わ
ず
我
々
だ
け
の
す
ば
ら
し
い
穂
高
。
同
年
八

月
再
度
前
穂
東
壁
の
冬
期
登
攀
を
狙
っ
て
ル
ー
ト

確
認
に
行
く
。
Ⅳ
峰
正
面
、
東
壁
を
登
り
滝
谷
第

四
尾
根
を
通
し
て
帰
福
、
こ
の
年
あ
た
り
か
ら
穂

高
も
登
山
者
が
多
く
な
っ
て
来
た
。
同
年
十
二
月

末
前
年
に
続
き
冬
期
の
前
穂
東
壁
へ
、
第
ニ
テ
ラ

ス
下
で
ビ
バ
ー
ク
し
登
頂
。
五

一
年
十
二
月
末
よ

り
富
士
山
合
宿
、
剣
ヶ
峰
に
テ
ン
ト
を
張
り
耐
寒

訓
練

一
週
間
、
五
二
年
冬
岳
沢
コ
ブ
尾
根
、
初
め

て
ナ
イ
ロ
ン
ザ
イ
ル
使
用
。
延
び
が
多
く
て
安
心

感
な
し
。
以
後
冬
は
上
高
地
の
小
屋
を
利
用
し
奥

又
白
池
、
北
穂
、
西
穂
と
動
い
て
い
ま
し
た
。
最

近
は
徳
本
、
西
穂
山
荘
ど
ま
り
で
他
の
山
に
行
く

の
が
億
劫
に
な
り
同
じ
所
で
毎
年
同
じ
行
動
を
し

て
、
今
年
ま
で
続
け
て
い
ま
す
。

二
十
年
程
前
か
ら
毎
日
曜

・
休
日
に
早
朝
近
郊

の
山

（九
〇
〇
腐
）
に
年
間
五
十
回
ほ
ど
、
又
会

の
山
行
に
も
参
加
し
て
お
り
こ
れ
が
何
よ
り
の
訓

練
で
健
康
維
持
に
も
な
り
、
今
日
ま
で
元
気
に
登

山
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
要
因
だ
と
思
う
。
常
時
続

け
て
い
る
と
体
調
不
良
、
雨
天
の
時
で
も
、
無
理

を
押
し
て
で
も

一
回
で
も
多
く
登
り
た
い
、
回
数

を
増
や
し
た
い
、
と
義
務
感
み
た
い
な
も
の
が
出

る
こ
と
が
あ
る
。
年
齢
の
所
以
で
自
制
心
も
働
き

気
力
だ
け
は
あ
っ
て
も
無
理
の
効
か
な
い
体
力
に

気
付
く
。
七

一
年
政
変
前
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、

イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
で
タ
ン
ボ

チ
ェ
ま
で
行
く
が
写
真
を
撮
る
の
に
走
り
回
り
高

度
障
害
に
か
か
る
が

一
日
で
お
さ
ま
る
。
体
力
の

限
界
か
な
と
思
う
。
八
六
年
山
仲
間
と
ス
イ
ス
・

ア
ル
プ
ス
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
で
終
り
に
モ
ン
ブ
ラ

ン
登
頂
。
気
力
体
力
共
に
バ
テ
気
味
五
千
腐
ぐ
ら

い
が
限
界
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
九

一
年
中
国

ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
あ
る
ム
ス
タ
ー
グ

ｏ
ア
タ
の

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ヘ
。
ト
ラ
ッ
ク
で
三
八
〇
〇
屑

ま
で
行
け
た
の
で
楽
な
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
で
し
た
。

安
全
な
山
行
を
続
け
る
に
は
日
頃
の
訓
練
も
さ
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る
こ
と
な
が
ら
、
自
己
の
体
調
を
知
り
最
低
で
も

一
日
八
時
間
は
十
分
行
動
出
来
る
体
力
を
維
持

し
、
又
生
理
的
老
化
と
共
に
老
人
病
が
潜
ん
で
い

る
可
能
性
が
充
分
に
あ
る
。
そ
こ
で
登
山
活
動
に

相
当
す
る
運
動
負
荷
等
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

登
山
行
為
は
自
然
と
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て

い
る
上
に
健
康
の
維
持
、
ス
ト
レ
ス
の
解
消
等
楽

し
み
な
が
ら
出
来
る
の
で
今
年
七
十

一
歳
だ
が
体

力
の
許
す
限
り
山
登
り
を
続
け
た
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。
（福
岡
支
部
）

―

―
羽
根
田
二
郎

①

一
九

一
七

（大
正
六
）
年
九
月
生
ま
れ
、
七

十
五
歳
。

②
十
数
年
前
の
こ
と
だ
が
、
い
ま
ま
で
全
く
山

に
登
っ
た
こ
と
の
な
い
私
が
偶
然
に
も
利
尻
山
に

登
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
古
い
学
友

と
二
人
だ
け
の
こ
の
山
行
は
、
私
の
山
に
対
す
る

無
知
と
体
力
不
足
の
た
め
、
つ
い
に
頂
上
を
き
わ

め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

そ
れ
か
ら
の
私
は
、
い
つ
の
間
に
か
山
の
虜
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
私
は
五

十
八
歳
で
あ
っ
た
。
以
来
、
私
は
ひ
た
む
き
に
山

の
中
に
入
っ
て
い
っ
た
。
は
じ
め
の
う
ち
は
、
ひ

と
り
で
札
幌
周
辺
の
自
然
歩
道
や
低
い
山
、
冬
は

「歩
く
ス
キ
ー
」
で
身
体
を
鍛
え
た
。
そ
し
て
い

つ
し
か
煙
草
も
や
め
、
夜
の
街
に
も
足
を
運
ぶ
こ

と
を
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
う
ち
に
私
の
親
し
い
山
仲
間
ば
か
り
で
、

小
さ
な
山
の
会
、
「北
山
渓
」
を
つ
く
っ
た
。
こ

の

「北
山
渓
」
の
お
か
げ
で
私
の
よ
う
な
老
骨
が

到
底
望
め
な
い
よ
う
な
大
雪
山
、
東
大
雪
、
十
勝
、

日
高
、
知
床
な
ど
の
山
域
に
ま
で
足
を
踏
み
入
れ

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

七
十
歳
で
仕
事
を
や
め
る
と
、
道
外
な
ど
遠
く

の
山
に
も
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
、
よ
き

山
の
友
に
も
恵
ま
れ
た
し
、
多
く
の
優
秀
な
山
岳

ガ
イ
ド
と
も
親
し
く
な
っ
て
い
た
。
お
か
げ
で
、

山
を
は
じ
め
て
十
六
年
、
そ
の
間
、
道
内
の
山
百

七
十
座
。
日
高
の
山
の
一
部
を
の
ぞ
い
て
各
山
域

の
主
な
る
山
は
ほ
と
ん
ど
登
る
こ
と
が
で
き
た
。

道
外
の
山
も
、
四
国
、
九
州
、
南
北
ア
ル
プ
ス
、

東
北
の
山
な
ど
四
十
六
座
。
ま
た
六
十
九
歳
か
ら

は
じ
め
た
山
ス
キ
ー
で
の
登
山
も
、
八
甲
田
山
、

岩
木
山
を
含
め
て
三
十
峰
の
頂
上
を
踏
ん
だ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ル
プ
ス
の
山
旅
に
も
参
加
し
、

も
っ
と
も
登
り
や
す
い
と
い
う
ブ
ラ
イ
ト
ホ
ル
ン

（四

一
六
五
済
）
に
も
登
攀
し
た
。

③

一
九
九
〇
年

（七
十
二
～
七
十
三
歳
）
＝
来

馬
岳
、
奥
手
稲
山
、
春
香
山
、
自
樺
山
、
シ
ャ
ク

ナ
ゲ
岳
、
日
国
内
岳

（以
上
山
ス
キ
ー
ツ
ー
リ
ン

グ
）
、
神
威
岳
、
烏
帽
子
岳
、
黄
金
山
、
室
蘭
岳
、

カ
ム
イ
ヌ
プ
リ
、
天
狗
岳

（定
山
渓
）
、
東
ヌ
プ

カ
ウ
シ
ヌ
プ
リ
、
西
ヌ
プ
カ
ウ
シ
ヌ
プ
リ
、
ペ
ケ

レ
ベ
ツ
岳
、
剣
山
、
夕
張
岳
、
声
別
岳
、
オ
ロ
フ

レ
山
、
上
ホ
ロ
ヵ
メ
ッ
ト
ク
山
、
十
勝
岳
、
美
瑛

岳
、
ベ
ベ
ツ
岳
、
オ
プ
タ
テ
シ
ケ
山
、
ト
ム
ラ
ウ

シ
山
、
化
雲
岳
、
天
狗
岳

（白
滝
）
、
雌
阿
寒
岳
、

斜
里
岳
、
南
斜
里
岳
、
ビ

ッ
シ
リ
山
、
知
床
岳
、

雷
電
山
、
朝
日
岳
、
夕
日
岳
、
カ
ニ
カ
ン
岳
、
雄

鉾
岳
、
小
天
狗
岳

（以
上
道
内
）
、
八
甲
田
山

（高

田
大
岳
、
駒
ヶ
峰
、
猿
倉
岳
）
、
岩
木
山

（以
上

山
ス
キ
ー
ツ
ー
リ
ン
グ
）
、
立
山

（雄
山
、
大
汝
山
、

真
砂
山
、
別
山
）
、
剣
御
前
、
鳥
海
山
、
秋
田
駒
ヶ

岳
、
乳
頭
山
、
岩
手
山
、
早
池
峰
な
ど
五
十
三
座
。

六
十

一
回
、
入
山
日
数
七
十
二
日
。

一
九
九

一
年

（七
十
三
～
七
十
四
歳
）
＝
百
松

沢
山
、
丹
鳴
岳
、
チ
セ
ヌ
プ
リ
、
手
稲
ネ
オ

・
パ

ラ
、
朝
里
岳
、
（以
上
山
ス
キ
ー
ツ
ー
リ
ン
グ
）
、

野
牛
山
、
ビ
セ
ナ
イ
山
、
ア
ポ
イ
岳
、
沖
里
加
山
、
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イ
ル
ム
ケ
ッ
プ
山
、
多
峰
古
峰
山
、
両
古
美
山
、

恵
山
、
駒
ヶ
岳
、
嘔
山
、
百
松
沢
山

（南
峰
）
、

旭
岳
、
間
宮
岳
、
北
鎮
岳
、
桂
月
岳
、
石
垣
山
、

黒
岳
、
比
布
岳
、
安
足
間
岳
、
永
山
岳
、
漁
岳
、

美
瑛
岳
、
十
勝
岳
、
十
勝
幌
尻
岳
、
ニ
ペ
ソ
ツ
山
、

天
望
山
、
白
雲
山
、
武
佐
岳

（以
上
道
内
）
、
北
岳
、

中
白
峰
、
間
ノ
岳
、
西
農
鳥
岳
、
農
鳥
岳
、
涸
沢

岳
、
奥
穂
高
岳
、
熊
野
岳
、
月
山
、
西
吾
妻
山
、

安
達
太
良
山
な
ど
五
十
二
座
、
五
十
八
回
。
入
山

日
数
六
十

一
日
。

一
九
九
二
年
（七
十
四
歳
）
＝
阿
部
山
、
四
ッ
峰
、

股
下
山
、
ニ
セ
コ
ア
ン
ヌ
プ
リ
、
白
老
岳
、
阿
女

鱒
岳
、
岩
木
山
、
八
甲
田
山

（高
田
大
岳
、
猿
倉

岳
）
（以
上
山
ス
キ
ー
ツ
ー
リ
ン
グ
）
、
円
山
、
藻

岩
山
、
空
沼
岳
、
札
幌
岳
な
ど
。

の
ｘ⑤
⑥
私
は
数
年
来
、
軽
い
糖
尿
病
の
た
め
毎

回
イ
ン
ス
リ
ン
の
注
射
を
打
っ
て
い
る
身
体
で
あ

り
、
食
事
に
つ
い
て
は
老
妻
が
な
か
な
か
や
か
ま

し
い
の
で
厳
格
に
そ
れ
を
守
っ
て
い
る
。
毎
朝
欠

か
さ
ず
全
身
の
乾
布
摩
擦
と
腕
立
て
伏
せ
な
ど
自

己
流
の
体
操
を
や
る
。
朝
夕
二
回
、
四
キ
ロ
の
道
を

八
キ
ロ
の
鉄
亜
鈴
を
入
れ
た
ザ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
歩

く
。
お
か
げ
で
快
食
、
快
通
、
快
眠
で
難
と
い
え

ば
糖
尿
病
性
網
膜
症
で
目
が
悪
い
だ
け
で
あ
る
。

札
幌
の
西
南
部
に
あ
る
独
立
峰

・
手
稲
山
は
私
の

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
登
山
の
山
で
あ
る
。
今
ま
で
に
百

二
十
回
登
っ
て
い
る
。
私
が
今
日
ま
で
元
気
に
山

登
り
を
つ
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
第

一
に
い
い
山
の

友
、
す
ば
ら
し
い
リ
ー
ダ
ー
に
め
ぐ
ま
れ
た
か
ら

だ
と
思
う
。
内
助
の
功
の
老
妻
に
も
感
謝
し
て
い

る
。
も
と
も
と
私
は
身
体
が
至
っ
て
丈
夫
な
方
で

あ
っ
た
し
、
そ
れ
な
り
の
努
力
も
し
て
き
た
が
、

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
何
よ
り
も
、
私
の

後
半
の
人
生
は
、
山
か
ら
多
く
の
教
訓
を
得
た
こ

と
だ
と
思
う
。
大
自
然
の
美
し
さ
、
力
強
さ
、
優

し
さ
、
き
び
し
さ
、
偉
大
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
私
は

老
い
て
足
腰
が
立
た
な
く
な
る
ま
で
山
に
親
し
み

た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
私
は
七
十
歳
を
過
ぎ
る

頃
か
ら
手
稲
山
な
ど
特
定
の
山
を
の
ぞ
い
て
は
、

単
独
行
は
や
ら
な
く
な
っ
た
。
グ
レ
ー
ド
の
高
い

山
や
渓
は
山
岳
ガ
イ
ド
と
共
に
登
る
。
そ
れ
で
も
、

お
の
ず
か
ら
体
力
や
力
量
に
制
約
が
あ
る
。　
一
回

の
山
行
回
数
は
四
泊
五
日

（テ
ン
ト
泊
り
は
二
泊

三
日
）
が
限
度
。
装
備
の
重
量
は
十
五
キ
ロ以
下
と

考
え
て
い
る
。

⑦
「人
は
、
年
を
重
ね
る
か
ら
老
い
る
の
で
は

な
い
。
理
想
、
あ
る
い
は
夢
を
失
っ
た
と
き
に
、

初
め
て
老
い
が
は
じ
ま
る
。」
こ
の
言
葉
か
ら
、

私
は
大
き
な
励
ま
し
を
受
け
る
の
だ
が
所
詮
、
肉

体
は
確
実
に
老
化
す
る
。
や
が
て
手
稲
山
に
も
登

れ
な
い
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
藻
岩

山
に
登
り
、
円
山
に
も
登
れ
な
く
な
っ
た
ら
、
地

図
上
の
山
行
を
楽
し
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
（北

海
道
支
部
）
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一
九
九

一
年
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
合
同
登
山

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
。
チ
ベ
ッ
ト
の
南
部
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
北
側
を
西
か
ら
東
へ
ほ

ぼ
真
横
に
流
れ
て
い
る
の
が
ヤ
ル
・
ツ
ァ
ン
ポ
ー
河
で
あ
り
、
横
断
山
脈
の
手

前
で
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
を
囲
む
よ
う
に
弧
を
描
き
、
ギ
ャ
ラ
ペ
リ
峰
の
間
を
大

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
分
断
し
て
上
流
と
平
行
に
し
か
も
反
対
方
向
に
九
六
キ
ロ屑
流

れ
て
か
ら
再
び
南
に
向
き
を
変
え
ブ
ラ
マ
プ
ト
ラ
河
と
な
っ
て
ベ
ン
ガ
ル
湾
に

注
ぐ
。
ヤ
ル
・
ツ
ァ
ン
ポ
ー
の
河
岸
か
ら
原
生
林
を
経
て
四
六
〇
〇
】日
も
そ
そ

り
立
つ
こ
の
峰
は
、
今
に
も
飛
び
立
た
ん
と
す
る
大
鷲
を
彿
彿
さ
せ
る
。

主
峰
か
ら
長
大
な
尾
根
が
西
北
西
と
東
北
東
に
そ
れ
ぞ
れ
派
生
し
て
お
り
、

南
側
に
は
鋭
く
切
り
立
っ
た
稜
が
落
ち
、
コ
ル
を
隔
て
て
ナ
イ
プ
ン
峰

（七
〇

四
三
屑
）
に
続
い
て
い
る
。

登
攀
史

重

廣

恒

夫

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
し
た
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
い
出
せ
な
か
っ
た
。

一
九
六
〇
年
十
二
月
、
チ
ベ
ッ
ト
登
山
隊
に
よ
り
周
辺
調
査
が
行
わ
れ
、
同

隊
は
ヤ
ル
・
ツ
ァ
ン
ポ
ー
屈
曲
部
の
加
拉
ま
で
入
り
、
南
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
三
月
か
ら
四
月
、
西
稜
及
び
前
衛
ナ
イ
プ
ン
峰

（七
〇
四
三
屑
）

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
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
。
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一
九
八
四
年
三
月
か
ら
五
月
、
中
国
か
ら
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
隊
を
派
遣

す
る
が
、
主
峰
に
至
る
南
稜
上
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
国
家
体
育
運
動
委
員
会
か

ら
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
登
山
の
特
別
許
可
が
降
り
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
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
遠
征
を
実

施
し
て
依
頼
、
十
年
目
に
受
け
取
っ
た
吉
報
で
あ
っ
た
。
十
月
十

一
日
に
は
北

京
に
て
中
国
登
山
協
会
と
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
偵
察
の
打
ち
合
わ
せ
が
行
わ
れ

た
。
あ
わ
た
だ
し
い
準
備
の
後
、
十

一
月
十

一
日
ラ
サ
に
日
中
双
方
十
名
の
隊

員
が
集
結
し
た
。
十
七
日
か
ら
二
十
三
日
に
か
け
て
西
北
西
稜
の
支
尾
根
の
試

登
を
行
っ
た
が
い
ず
れ
も
取
付
き
の
氷
河
の
状
態
の
悪
さ
、
岩
の
脆
さ
、
そ
し

て
西
北
西
稜
上
の
懸
垂
氷
河
の
崩
落
に
よ
り
多
発
す
る
雪
崩
の
た
め
危
険
性
が

大
き
い
と
判
断
、
ナ
イ
プ
ン
峰
の
ル
ー
ト
偵
察
に
切
り
換
え
た
。
十

一
月
二
十

五
日
、
二
十
六
日
の
二
日
間
小
型
ジ
ェ
ッ
ト
機
に
よ
る
空
か
ら
の
偵
察
を
実
施

し
た
。

十
二
月
四
日
、
偵
察
隊
は
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
を
出
発
し
、
七
日
に
は
ラ
バ

ロ
を
突
破
し
、
九
日
五
六
〇
〇
屑
に
Ｃ
３
を
建
設
、
十

一
日
に
は
い
く
つ
か
の

ク
レ
バ
ス
を
避
け
て
ル
ー
ト
を
延
ば
し
、
六
九
〇
〇
属
の
ナ
イ
プ
ン
峰
直
下
の

氷
の
割
れ
日
に
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
と
の
最
低
コ
ル
ヘ
の
下
降
ル
ー
ト
を
探
し

出
す
事
が
出
来
た
。

短
期
間
で
の
偵
察
行
動
で
あ
っ
た
が
、
西
面
か
ら
南
面
に
か
け
て
の
概
略
を

知
る
事
が
出
来
た
。
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
か

脆
い
岩
の
尾
根
に
な
っ
て
い
る
。

■
■
■
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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
、
苛
酷
な
ラ
ッ
セ
ル
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
従
っ
て
比
較
的

キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
の
安
定
し
て
い
る
南
稜
の
ル
ー
ト
が
登
頂
の
可
能
性
が
最
も

大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
最
低
コ
ル
ヘ
の
降
り
口
か
ら
主
峰
を
眺
め
た
限
り
で

は
、
四
五
度
か
ら
六
〇
度
程
の
傾
斜
の
岩
稜
と
そ
の
右
側
に
氷
雪
壁
が
拡
が
り
、

七
四
〇
〇
屑
か
ら

一
〇
〇
属
位
の
一
番
短
い
岩
壁
部
分
が
ル
ー
ト
と
し
て
採
れ

そ
う
で
あ
る
。
途
中
に
テ
ン
ト
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
一
〇
〇
屑
を

一
気
に
登
り
切
る
技
術
と
体
力

が
要
求
さ
れ
る
。
山
容

ｏ
ル
ー
ト
的
に
は
マ
ッ
シ
ャ
ー
ブ
ル
ム
の
北
西
壁
に
酷

似
し
て
い
る
。
又
秋
と
い
う
シ
ー
ズ
ン
は
低
温
と
強
風
が
本
隊
の
登
山
を
大
き

く
左
右
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
事
が
予
想
出
来
た
。

一
九
九

一
年
の
計
画
と
実
際

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
の
初
登
頂
を
成
功
さ
せ
る
為
に
は
、
充
分
な
人
と
物
が

必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
適
正
な
人
員
で
適
正
な
物
資
を
最
も
経
済
的
か
つ
効

果
的
に
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
も
日
本

・
中
国

ｏ
ネ
パ
ー
ル
の
チ
ョ
モ
ラ

ン
マ
三
国
友
好
登
山
と
同
様
に
日
本
側
が
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
の
立
案
、
現
場
に
お

い
て
は
最
前
線
で
指
揮
を
と
る
事
と
な
っ
た
。
登
山
概
要
に
つ
い
て
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

一
、
登
山
ル
ー
ト
　
ナ
イ
プ
ン
峰
経
由
の
南
稜

二
、
登
山
時
期
　
九
月
下
旬
～
十

一
月
下
旬

三
、
登
山
方
法
　
無
酸
素
、
極
地
法
と
ア
ル
バ
イ
ン
ス
タ
イ
ル
の
併
用

四
、
登
山
隊
員
　
日

・
中
各
国
六
名

日
中
双
方
が
協
力
を
し
て

「成
功
」
と
い
う
二
文
字
を
獲
得
す
る
た
め
の
計

画
は
、
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
の
確
保
、
物
資
の
荷
上
げ
、
補
強
、
と
そ
れ
ら
の
管

理
等
の
機
能
の
充
実
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
成
功

の
必
須
条
件
で
あ
り
、
過
去
の
記
録
、
情
報
を
収
集

・
分
析
し
、
以
下
の
基
本

的
な
計
画
を
立
案
し
た
。

・
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト

（別
図
参
照
）

・
行
動
予
定

長
期
的
な
計
画
と
し
て
以
下
の
三
期
の
目
標
を
設
定
し
た
。
こ
れ
と
は
別
に

気
象
の
変
化
、
隊
員
の
体
調
等
に
合
わ
せ
て
、
効
率
良
く
行
動
出
来
る
よ
う
に

短
期
の
予
定
を
現
地
で
作
成
し
た
。

第

一
期
　
Ｂ
Ｃ
～
Ａ
Ｂ
Ｃ
建
設
、
ラ
バ
回
の
ル
ー
ト
エ
作
、
Ｃ
３
へ
の
荷
上

ギ
′ｏ第

二
期
　
Ｃ
３
建
設
、
Ｃ
４
◆
Ｃ
５
へ
の
ル
ー
ト
エ
作

・
建
設
、
荷
上
げ
。

第
三
期
　
Ｃ
５
建
設
、
Ｃ
６
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
、
荷
上
げ
、
登
頂
。

・
装
備
そ
の
他

登
山
隊
員
用
と
し
て
四
人
用
十
張
り
、
六
人
用
十
六
張
り
、
ツ
ェ
ル
ト
ニ
張

り
の
ゴ
ア
テ
ッ
ク
ス
テ
ン
ト
、及
び
ス
タ
ッ
フ
・ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
用
と
し
て
四

人
用
四
張
り
、
オ
ー
ナ
ー
ロ
ッ
ジ
ニ
張
り
、
中
国
テ
ン
ト
三
張
り
を
用
意
し
た
。

登
攀
装
備
で
は
、
登
攀
用
ザ
イ
ル
五
〇
屑
十
本
、
フ
ィ
ッ
ク
ス
用
ロ
ー
プ
二

五
〇
〇
腐
、
ス
ノ
ー
バ
ー
四
十
本
、
各
種
ハ
ー
ケ
ン
八
十
五
本
を
用
意
し
た
。

炊
事
具
で
は
Ｃ
ｌ
以
上
で
は
ブ
タ
ン
ガ
ス
を
使
用
す
る
事
と
し
三
十
六
台
の

バ
ー
ナ
ー
と
三
十
台
の
ラ
ン
タ
ン
を
用
意
し
た
。
通
信
機
器
で
は

一
四
四
メ
ガ

ヘ
ル
ツ
の
小
型
無
線
機
を
各
隊
員
が
携
行
し
、
Ｂ
Ｃ
と
Ｃ
２
に
は
四
五
ロ
ンと

一

〇
ロ
ッ
の
モ
ー
ビ
ル
機
を
用
意
し
、
ラ
サ
と
Ｂ
Ｃ
の
通
信
に
備
え
た
。
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ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
へ
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
ル
ー
ト

ラ
サ
か
ら
川
蔵
公
路
を
四
四
〇
キ
ロ腐
走
り
、
林
芝
県
の
第
二
の
都
市
八

一
鎮

に
到
着
す
る
。
途
中
標
高
五
〇
〇
〇
属
の
米
拉
を
越
え
る
と
乾
燥
し
た
チ
ベ
ッ

ト
高
原
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、
緑
濃
い
草
原
が
続
き
ヤ
ク
が
草
を
喰
み
可
憐
な

花
が
咲
き
ほ
こ
っ
て
い
る
。
や
が
て
広
葉
樹
林
、
針
葉
樹
林
を
見
る
様
に
な
る
。

八

一
鎮
か
ら
は
民
洋
川
沿
い
に
南
下
し
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
江
の
同
嘱
大
橋
を

渡
り
米
林
県
の
県
政
所
在
地
で
あ
る
米
林
と
は
反
対
に
走
り
、
派
区
へ
向
か
う

が
道
路
事
情
は
余
り
良
く
な
い
。
派
区
は
海
抜
三

一
〇
〇
肩
あ
り
そ
こ
か
ら
先

は
山
脈
や
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
沿
い
の
簡
易
道
路
を
走
る
。

プン峰

一
八
キ
ロ腐
走
っ
た
所
で
格
嘆

（三
二
〇
〇
屑
）
に
到
着
す
る
。
派
区
、
途

中
の
峠
、
格
嘔
か
ら
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
の
全
貌
を
眺
め
る
事
が
出
来
る
。

格
嘆
か
ら
先
は
山
道
と
な
り
加
拉
へ
の
道
の
途
中
か
ら
右
へ
入
り
、
し
っ
か

り
し
た
山
道
を
約
三
時
間
で
接
地
当
嘱
の
村
は
ず
れ
に
作
ら
れ
た
ベ
ー
ス
キ
ャ

ン
プ
に
到
着
す
る
。

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
は
標
高
三
五
二
〇
屑
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
と

し
て
は
低
い
場
所
に
あ
り
、
イ
ン
ド
洋
の
湿
っ
た
空
気
が
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
江

の
渓
谷
沿
い
に
北
上
し
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
に
流
入
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
地

区
の
気
候
を
湿
潤

・
温
暖
で
雨
や
雪
の
多
い
も
の
に
し
て
い
る
。

七
月
か
ら
九
月
の
三
ヵ
月
は
降
水
量
の
最
も
多
い
時
期
で
ほ
と
ん
ど
毎
日
雨

か
雪
が
降
り
、
し
か
も
雲
が
厚
く
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
の
姿
を
ほ
と
ん
ど
見
る

事
が
出
来
な
い
。

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
接
地
当
嘔
一の
村
の
そ
ば
を
通
っ
て
サ
ル
オ
ガ
セ
の
垂

れ
下
が
っ
た
原
生
林
を
進
む
。
標
高
が
四
〇
〇
〇
肩
を
越
え
る
と
大
き
な
シ
ャ

ク
ナ
ゲ
の
林
と
な
り
背
の
低
い
潅
木
が
あ
ら
わ
れ
て
来
る
と
標
高
四
三
五
〇
】
月

の
Ｃ
ｌ
で
あ
る
。

Ｃ
ｌ
か
ら
は
ゆ
る
や
か
な
傾
斜
の
草
地
を
辿
リ
ナ
イ
プ
ン
峰
へ
の
支
稜
に
続

く
小
さ
な
谷
に
入
る
。
岩
だ
ら
け
の
歩
き
に
く
い
谷
を
右
ヘ
ト
ラ
バ
ー
ス
し
、

ナ
イ
プ
ン
峰
南
稜
か
ら
流
れ
出
る
氷
河
の
左
端
に
あ
る
台
地
に
到
着
す
る
と
、

こ
こ
が
標
高
四
八
〇
〇
属
の
Ｃ
２
で
あ
る
。
小
さ
な
カ
ー
ル
の
下
の
台
地
は
十

月
中
は
水
も
流
れ
砂
地
の
快
適
な
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
で
あ
る
が
十

一
月
に
入
る

と
雪
の
上
と
な
り
水
も
雪
を
溶
か
す
以
外
な
く
な
っ
て
く
る
。

Ｃ
２
か
ら

一
段
下
り
南
稜
南
端
か
ら
流
れ
を
出
し
て
い
る
氷
河
を
左
上
の
懸

垂
氷
河
の
崩
落
に
気
を
つ
け
な
が
ら
ラ
バ
ロ
の
取
付
き
へ
と
向
か
う
。
ラ
バ
ロ
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1991年 ナムチャバルワ峰合同登山

の
岩
壁
基
部
は
標
高
五
〇
八
〇
厨
あ
り
、
こ
こ
か
ら
岩
と
雪
の
ミ
ッ
ク
ス
壁
を

五
二
〇
〇
屑
ま
で
左
か
ら
右
へ
回
り
込
み
３
ビ
ッ
チ
で
ラ
バ
ロ
の
ト
ラ
バ
ー
ス

地
点
に
達
す
る
。
ト
ラ
バ
ー
ス
は

一
五
腐
程
の
短
い
も
の
で
あ
る
が
標
高
差
三

五
〇
腐
の
逆
三
角
型
の
ル
ン
ゼ
全
体
の
雪
崩
が
集
中
す
る
所
で
あ
り
緊
張
す

る
。
五
二
四
〇
肩
か
ら
五
三
八
〇
層
の
ビ
ナ
ク
ル
ま
で
は
不
安
定
な
深
い
雪
の

ラ
ッ
セ
ル
と
な
る
。
そ
の
後
は
傾
斜
の
増
し
た
雪
稜
を
４
ビ

ッ
チ
で
南
稜
上
に

到
達
す
る
。
五
六
〇
〇
】
月
の
Ｃ
３
は
目
の
前
で
あ
る
。
Ｃ
３
か
ら
は
雪
の
長
大

な
斜
面
が
Ｃ
５
ま
で
続
く
。
雪
は
深
く
重
い
。

雪
崩
事
故
の
状
況
に
つ
い
て

十
月
十
六
日
、
標
高
五
六
〇
〇
屑
の
Ｃ
３
よ
り
七
時
十
分
頃
、
日
本
人
隊
員

三
名
、
八
時
頃
中
国
人
隊
員
三
名
が
Ｃ
４
予
定
地
へ
向
け
出
発
。
ル
ー
ト
上
は

前
日
の
降
雪
で
深
い
ラ
ッ
セ
ル
な
の
で
、
十
時
頃
か
ら
五
人

（陳
健
軍
登
攀
隊

長
は
遅
れ
て
い
た
）
で
交
代
で
ラ
ッ
セ
ル
を
行
う
。
プ
ラ
ト
ー

（六
〇
〇
〇
】
川

前
後
）
で
Ｃ
ｌ
梶
田
に
交
信
、
そ
の
後
Ｃ
４
予
定
地
へ
向
け
て
さ
ら
に
ラ
ッ
セ

ル
を
行
っ
た
。

一
九
九
〇
年
秋
の
試
登
の
際
の
Ｃ
４
（六
三
五
〇
腐
）
下
の
ゆ
る
い
プ
ラ
ト
ー

（高
見
登
攀
隊
長
の
高
度
計
で
は
六

一
五
〇
肝
を
示
し
て
い
た
）
。
こ
の
付
近

で
Ｃ
４
が
出
来
な
い
か
否
か
検
討
、
Ｃ
ｌ
よ
り
Ｃ
２
に
荷
上
中
の
重
廣
に
報
告

し
た

（こ
の
時
、
重
廣
は
Ｃ
２
の
手
前
に
お
り
、
十
三
時
十
分
頃
か
）
。
高
見

は
空
身
で
ラ
ッ
セ
ル
し
て
い
た
の
で
、
五
〇
脚
程
下
っ
た
所
に
あ
る
ザ
ッ
ク
を

取
り
に
下
っ
た

（こ
の
間
、
大
西
隊
員
か
ら
重
廣
へ
交
信
、
上
部
の
偵
察
を
行

う
と
の
報
告
。
十
三
時
十
五
分
前
後
か
）
。
元
の
場
所
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
、
大

西
隊
員
が
偵
察
に
行
く
と
出
発
、
そ
こ
か
ら
、
昨
年
の
Ｃ
４
付
近
は
傾
斜
は
四

〇
度
前
後
で
あ
っ
た
が
、
大
西
隊
員
は
早
い
ス
ピ
ー
ド
で
登
り
、
そ
の
後
を
木

本
隊
員
が
続
い
た
。

木
本
隊
員
は
す
ぐ
に
左
ヘ
ト
ラ
バ
ー
ス
、
高
見
登
攀
隊
長
は
デ
ポ
地
に
て
食

事
を
摂
っ
て
い
た
。
そ
の
後
高
見
登
攀
隊
長
は
ト
レ
ー
ス
を
伝
い
三
〇
屑
程

登
っ
た
が
、
デ
ブ
リ
の
山
で
あ
り
雪
崩
の
発
生
を
知
っ
た
。
雪
崩
の
発
生
は
十

三
時
三
十
五
分
前
後
と
思
わ
れ
る
。
大
西
隊
員
の
姿
は
見
え
ず
、
木
本
隊
員
が

デ
ブ
リ
の
中
か
ら
姿
を
現
し
た
。
二
〇
屑
程
流
さ
れ
て
い
た
。
二
人
で
付
近
を

探
し
、
十
三
時
五
十
分
大
西
隊
員
を
発
見
。
デ
ブ
リ
の
中
か
ら
右
手
が
出
て
い

た
。
中
国
隊
員
も

一
緒
に
な
っ
て
掘
り
出
し
た
。
大
西
隊
員
は
雪
面
下
七
〇
～

八
〇
彙
ン肝
の
所
に
あ
お
む
け
で
埋
ま
っ
て
お
り
、
デ
ポ
地

（六

一
五
〇
腐
）
ま

で
降
ろ
し
、人
工
呼
吸
を
開
始
し
た
。十
四
時
二
十
分
頃
ま
で
人
工
呼
吸
を
行
っ

た
が
、
瞳
孔
が
開
き
、
脈
も
な
か
っ
た
。
Ｂ
Ｃ
の
小
島
ド
ク
タ
ー
に
状
況
を
報

告
、
死
亡
を
確
認
し
た
。
そ
の
後
、
テ
ン
ト
に
く
る
み
五
八
五
〇
肝
ま
で
降
ろ

し
安
置
、
Ｃ
３
に
戻
っ
た
。
下
り
は
風
で
朝
の
ト
レ
ー
ス
も
消
え
、
歩
行
は
困

難
で
あ
っ
た
。
翌
日
Ｃ
３
下
の
ラ
バ
ロ
降
り
口
ま
で
遺
体
を
降
ろ
し
、
翌
十
八

日
、
ラ
バ
ロ
か
ら
の
収
容
作
業
を
行
い
Ｃ
２
に
安
置
し
た
。

雪
崩
の
規
模
は
厚
さ
三
〇
～
五
〇
彙
ン、
幅

一
五
〇
層
～
二
〇
〇
肝
、
長
さ
八

〇
屑

（最
長
）
、
右
手
は
五
〇
屑
位
。
標
高
六
二
五
〇
肝
付
近
で
あ
っ
た
。

頂
上
ア
タ
ッ
ク

深
い
雪
と
強
風
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
予
定
の
隊
荷
を
Ｃ
５
に
荷
上
げ
す
る

事
が
出
来
た
十

一
月
十
九
日
、
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
は
上
部
の
風
が
止
む
の
を

待
っ
て
、
六
七
〇
〇
屑
の
コ
ル
に
第
六
キ
ャ
ン
プ
を
建
設
、
さ
ら
に
頂
上
直
下

の
垂
壁
を
七
二
三
〇
屑
ま
で
ル
ー
ト
エ
作
し
た
。
二
十
日
、
Ｃ
６
を
出
発
し
た

第

一
次
登
頂
隊
は
頂
上
を
目
指
し
て
出
発
し
た
。
頂
上
直
下
の
斜
度
六
〇
度
近

い
雪
壁
は
昨
日
の
フ
ィ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
上
部
か
ら
支
尾
根
と
な
っ
て
伸
び
て
　
９５



い
る
岩
稜
の
基
部
に
至
り
、
岩
稜
の
右
側
に
出
た
が
雪
質
が
変
わ
り
、
今
に
も

雪
崩
そ
う
な
悪
い
積
雪
状
態
に
ル
ー
ト
エ
作
は
行
き
詰
ま
つ
た
。

朝
か
ら
小
雪
が
舞
う
天
気
で
あ
り
、
Ｃ
５
か
ら
も
ア
タ
ッ
ク
隊
の
行
動
を
垣

間
見
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
高
見
登
攀
隊
長
の

「七
三
五
〇
屑
付
近
を
登

攀
中
、
雪
が
降
っ
て
い
る
。
ガ
ス
が
濃
く
視
界
が
悪
い
」
そ
れ
に
続
く

「小
さ

な
雪
崩
が
足
元
か
ら
起
き
る
」
と
の
報
告
を
受
け
て
は
行
動
を
続
行
す
る
事
は

出
来
な
い
。
雪
崩
は
降
雪
に
よ
る
も
の
で
は
無
い
が
、
岩
稜
の
側
面
、
そ
し
て

垂
直
の
岩
壁
帯
の
直
下
と
い
う
囲
ま
れ
た
地
型
が
上
部
か
ら
の
風
成
雪
も
あ
っ

て
安
定
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。
七
三
五
〇
肩
の
地
点
に
登
攀
具

を
デ
ポ
し
そ
の
日
の
行
動
を
終
了
し
た
。

二
十

一
日
は
天
気
も
思
わ
し
く
な
く
、
連
日
の
行
動
で
ア
タ
ッ
ク
隊
も
疲
れ

て
い
る
の
で
Ｃ
６
に
て
休
養
、
Ｃ
５
か
ら
食
料
の
補
給
を
行
っ
た
。

二
十
二
日
、
午
前
四
時
二
十
分
、
Ｃ
６
を
出
発
し
た
日
中
各
二
人
の
第

一
次

ア
タ
ッ
ク
隊
は
風
も
予
想
よ
り
弱
く
、
満
月
が
こ
う
こ
ぅ
と
照
る
中
勇
躍
頂
上

へ
と
向
っ
た
。
先
日
の
ア
タ
ッ
ク
で
到
達
し
た
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
基
部
よ
り
高
見

登
攀
隊
長
ト
ッ
プ
で
右
に
ト
ラ
バ
ー
ス
、
今
日
は
天
気
も
良
く
Ｃ
５
か
ら
も
ア

タ
ッ
ク
隊
の
行
動
が
ビ
デ
オ
の
超
望
遠
レ
ン
ズ
を
通
し
て
手
に
取
る
様
に
解
っ

た
。
し
か
し
岩
壁
帯
の
不
安
定
な
雪
に
ア
イ
ゼ
ン
も
ス
リ
ッ
プ
し
が
ち
で
時
間

だ
け
が
経
過
し
て
い
っ
た
。

そ
の
う
ち
に
レ
ン
ズ
を
通
し
て
、
登
高
中
の
隊
員
の
周
辺
を
雪
が
風
で
舞
う

の
が
見
え
た
。
ツ
ェ
リ
ン
・
ド
ル
ジ
ェ
が
ト
ッ
プ
に
立
っ
た
頃
か
ら
稜
線
に
雪

が
走
る
様
に
な
り
、
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
も
荒
れ
狂
う
風
雪
に
見
え
隠
れ
す
る
様
に

な
り
、
午
後
零
時
四
十
分
、
ア
タ
ッ
ク
隊
を
流
雪
が
襲
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
が
ビ

ッ
ケ
ル
を
雪
面
に
打
ち
込
み
、
フ
ィ
ッ
ク
ス
に
ぶ
ら
下
が
り

な
が
ら
流
さ
れ
る
事
だ
け
は
防
い
だ
が
、
ゴ
ー
グ
ル
や
サ
ン
グ
ラ
ス
を
何
人
か

が
飛
ば
さ
れ
た
。
岩
壁
帯
の
各
所
か
ら
滝
の
様
に
雪
が
流
れ
、　
一
方
強
風
が
雪

を
吹
き
上
げ
た
。
午
後

一
時
過
ぎ
撤
退
を
決
定
し
た
。
ほ
と
ん
ど
が
手
足
に
軽

い
凍
傷
を
負
い
Ｃ
６
に
帰
っ
た
。
七
四
六
〇
屑
が
最
高
到
達
点
で
あ
っ
た
。

二
十
三
日
、
足
指
の
凍
傷
で
ツ
ェ
リ
ン
ｏ
ド
ル
ジ
ェ
隊
員
と
ロ
ズ
隊
員
が
Ｃ

５
の
羅
申
隊
員
と
シ
ャ
オ
チ
ミ
隊
員
と
交
代
し
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ヘ
と
下
っ

た
。
食
糧
等
の
補
給
も
行
っ
た
が
、
二
十
四
日
、
登
山
の
終
結
が
決
定
さ
れ
た
。

登
山
隊
員
の
み
な
ら
ず
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
待
つ
身
に
も
長
い
六
十
日
間
で

あ
っ
た
。

天
候
に
つ
い
て

チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
気
象
局
に
よ
る
と
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
は
ブ
ラ
マ
プ
ト
ラ

河
を
遡
る
湿
潤
な
空
気
に
影
響
さ
れ
、
モ
ン
ス
ー
ン
の
開
始
が
早
い
。
通
常
五

月
に
モ
ン
ス
ー
ン
が
始
ま
り
早
い
時
は
四
月
上
旬
に
始
ま
る
時
も
あ
る
。
秋
は

通
常
十
月
上
旬
に
明
け
る
が
遅
い
時
に
は
十
月
下
旬
で
あ
る
。

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
の
登
山
時
期
は
降
水
の
状
況
か
ら
考
え
れ
ば
、
秋
の
時

期
が
ベ
タ
ー
だ
が
、
モ
ン
ス
ー
ン
が
終
わ
る
と
風
が
強
く
な
る
。
春
か
ら
夏
に

か
け
て
、
チ
ベ
ッ
ト
高
原
の
北
側
で
強
烈
な
風
が
吹
く
。
ま
た
、
十
月
に
な
る

と
強
風
帯
が
北
側
か
ら
南
側
に
移
る
。
特
に
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
に
沿
っ
て
西
南

風
が
多
く
、
十
月
下
旬
に
な
る
と
さ
ら
に
風
が
強
く
な
る
。
十
月
か
ら
十

一
月

に
か
け
て
二
回
く
ら
い
ベ
ン
ガ
ル
湾
か
ら
の
サ
イ
ク
ロ
ン
の
通
過
が
あ
り
、　
一

九
九

一
年
の
秋
は
十

一
月
上
旬
に

一
つ
サ
イ
ク
ロ
ン
が
通
り
過
ぎ
た
。
サ
イ
ク

ロ
ン
の
通
過
時
期
は
、
雪
の
発
生
が
多
く
流
雪
が
多
発
す
る
。

登
山
に
有
利
な
時
期
は
モ
ン
ス
ー
ン
の
終
わ
っ
た
直
後
で
あ
り
、
太
平
洋
高

気
圧
が
張
り
出
し
て
く
る
九
月
下
旬

（十
五
日
以
降
）
に
登
山
を
開
始
し
、
登
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頂
時
を
十
月
上
旬
か
ら
十
月
中
旬
に
持
っ
て
く
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
八
月
下

旬
か
ら
九
月
上
旬
に
か
け
て
好
天
気
が
続
く
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
チ

ベ
ッ
ト
に
高
気
圧
が
張
り
出
し
て
お
り
、
気
温
が
高
く
登
山
活
動
か
ら
見
る
と

有
利
で
は
な
い
。
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
は
五
月
に
な
る
と
南
側
に
あ
る
強
風
帯

が
北
側
に
位
置
し
、
こ
の
時
期
か
ら
モ
ン
ス
ー
ン
が
始
ま
り
多
く
の
雪
が
降
り
、

春
の
時
期
に
は
登
頂
の
チ
ャ
ン
ス
が
非
常
に
少
な
い
。

去
年
は
六
月
四
日
に
モ
ン
ス
ー
ン
が
始
ま
っ
た
が
、
降
水
量
は
そ
れ
ほ
ど
多

く
な
く
平
年
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
風
が
非
常
に
強
い
年
で
あ
っ
た
。
去
年

の
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
地
域
に
つ
い
て
は
、
知
る
限
り
正
常
な
気
象
で
あ
っ
た
。

ベ
ン
ガ
ル
湾
か
ら
の
サ
イ
ク
ロ
ン
が
三
回
あ
っ
た
が
、
通
常
の
年
に
比
べ
る
と

少
な
い
回
数
で
あ
る
。
北
か
ら
南
へ
の
強
風
帯
の
移
動
は
十
月
下
旬
で
あ
り
、

十

一
月
中
旬
か
ら
風
が
非
常
に
強
く
な
っ
た
。
登
山
ル
ー
ト
が
風
が
当
る
所
と

な
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
風
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
を
登

る
の
は
九
月
下
旬
か
ら
十
月
下
旬
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。

結
果
的
に
は
雪
崩
事
故
で
十
日
間
の
停
滞
を
余
儀
無
く
さ
れ
、
十

一
月
に

入
っ
て
か
ら
は
強
風
の
為
に
ル
ー
ト
エ
作
、
荷
上
げ
に
支
障
を
来
す
よ
う
に
な

り
、
十

一
月
初
旬
の
第

一
次
頂
上
ア
タ
ッ
ク
の
予
定
は
二
十
日
ま
で
ず
れ
込
ん

で
し
ま
っ
た
。

ま
と
め

雪
崩
や
流
雪
の
危
険
性
を
さ
け
て
北
面
や
西
面
か
ら
頂
上
に
迫
る
事
は
現
在

の
ア
プ
ロ
ー
チ
事
情
か
ら
す
る
と
実
現
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
。
今
回
の
ル
ー

ト
の
う
ち
最
低
コ
ル
か
ら
頂
上
へ
続
く
左
の
岩
稜
は
風
も
強
く
、
時
間
が
か
か

り
過
ぎ
る
難
点
が
あ
る
。

南
壁
部
分
の
流
雪
も
降
雪
直
後
及
び
強
風
が
な
い
か
ぎ
り
そ
ん
な
に
規
模
は

多
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
但
し
西
北
西
稜
か
ら
頂
上
付
近
に
雪
煙
が
た
ち
は
じ

め
る
と
風
成
雪
に
よ
る
流
雪
が
発
生
す
る
の
で
Ｂ
Ｃ
ｅ
Ｃ
５
か
ら
の
監
視
が
必

要
で
あ
る
。

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
の
天
候
は
変
わ
り
易
い
の
で
、
状
況
の
悪
い
時
は
キ
ャ

ン
プ
で
待
機
し
、
良
く
な
れ
ば
最
短
距
離
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
天
気
の
変
化
の
サ
イ
ク
ル
が
短
く
、
三
、
四
日
間
好
天
が
続
け
ば
良
い
ほ

う
で
あ
る
。
従
っ
て
Ｃ
２
も
し
く
は
Ｃ
３
で
待
機
を
し
、
好
天
を
予
測
し
て
の

数
日
に
亘
る
ア
タ
ッ
ク
の
方
法
で
は
頂
上
に
到
達
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ

れ
、
Ｃ
６
へ
の
補
給
を
計
画
的
に
行
い
物
資
を
確
保
し
、
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
を
突

破
し
て
か
ら
は
、　
一
気
に
頂
上
ア
タ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
登
頂
の
確
率
を
高
め
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

登
山
隊
の
組
織

［日
本
側
］
総
顧
問
＝
櫻
内
義
雄

・
早
川
種
三

・
宇
都
宮
徳
馬

・
小
林
典
三

次
、
名
誉
総
隊
長
＝
橋
本
龍
太
郎
、
総
隊
長
＝
山
田
二
郎
、
副
総
隊
長
＝
村
木

潤
次
郎
、
隊
長
＝
重
廣
恒
夫
、
登
攀
隊
長
＝
高
見
和
成
、
隊
員
＝
木
本
哲

・
大

西
宏

・
山
本
篤

・
広
瀬
学
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
兼
通
訳
＝
梶
田
正
人
、
医
師
＝
小

島
彰［中

国
側
］
総
顧
問
＝
伍
紹
組

・
江
村
羅
布
、
名
誉
総
隊
長
＝
史
占
春
、
総
隊

長
＝
洛
桑
達
瓦
、
副
総
隊
長
＝
王
鳳
桐
、
隊
長
＝
サ
ン
ジ
ェ
、
登
攀
隊
長
＝
陳

建
軍
、
隊
員
＝
ジ
ャ
ブ
ー
、
ツ
ェ
リ
ン
・
ド
ル
ジ
ェ
、
ベ
ン
バ
ザ
ン
、
羅
申
、

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
＝
張
江
援
、
通
訳
＝
趙
建
軍

［註
‥
本
登
山
隊
は
日
本
山
岳
会
海
外
登
山
基
金
、
平
成
三
年
度
助
成
金
の

割
当
て
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
］

1991年 ナムチャバルワ峰合同登山
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群
馬
県
冬
期
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
南
西
壁
登
攀

群
馬
県
山
岳
連
盟
は

一
九
四

一
年
の
創
立
以
来
、
国
内
の
山
岳
は
も
と
よ
り

ヒ
マ
ラ
ヤ
を
始
め
と
す
る
世
界
の
山
々
に
足
跡
を
印
し
て
き
た
。
特
に
ヒ
マ
ラ

ヤ
登
山
で
は

一
九
七

一
年
春
の
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
Ⅳ
峰
偵
察
、
翌
七
二
年
春
の
本
隊

以
来
、　
一
九
八
七
年
～
八
八
年
冬
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
ー
峰
南
壁
の
世
界
初
の
岩

壁
ル
ー
ト
の
冬
期
初
登
攀
成
功
ま
で
、
偵
察

・
本
隊
を
合
わ
せ
て
七
隊
を
派
遣

し
て
い
る
。
ま
た
、
岳
連
加
盟
の
山
岳
会
独
自
の
海
外
登
山
十
四
隊
と
会
員
の

山
岳
連
盟
以
外
の
登
山
隊
へ
、
個
人
資
格
で
参
加
し
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
な
ど
の
海
外

登
山
八
十
七
隊
を
合
わ
せ
る
と
、
群
馬
岳
連
関
係
者
の
海
外
登
山
の
合
計
は
百

八
隊
、
と
い
う
多
き
を
数
え
る
。

岳
連
創
立
五
十
周
年
を
記
念
し
て

こ
れ
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
、
群
馬
岳
連
で
は

一
九
九

一
年
～
九
二
年
の
冬
期

に
岳
連
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業
の

一
つ
と
し
て
、
世
界
最
高
峰

・
サ
ガ
ル

マ
ー
タ

（八
八
四
八
肩
）
の
南
西
壁
登
攀
が
計
画
さ
れ
た
。

こ
の
計
画
は
、　
一
九
八
四
年
の
冬
期
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
ー
峰
南
壁
登
山
の
準
備

尾

形

好

雄

中
に

「今
の
中
学
生
や
高
校
生
が
山
登
り
を
好
き
に
な
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を

志
し
た
と
き
に
登
れ
る
よ
う
に
」
、
と
十
年
先
を
展
望
し
て
立
て
ら
れ
た
長
期

的
な
計
画
で
あ
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
世
界
の
登
山
界
の
頂
点
で
は
冬
期
八
千
肩
峰
登
山

が
標
榜
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
果
敢
な
挑
戦
が
展
開
さ
れ
た
。
日
本
で
も
群
馬

岳
連
関
係
者
に
依
っ
て
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
、
マ
ナ
ス
ル
、
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
ー
峰
な

ど
の
冬
期
登
頂
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
八
〇
年
代
に
日
本
で
冬
期
八
千
屑

峰
登
山
を
牽
引
し
て
き
た
の
は
、
唯

一
群
馬
岳
連
、
と
云
っ
て
も
過
言
で
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
間
に
は
群
馬
の
誇
る
、
否
、
日
本
の
誇
る
山
田
昇
を
は
じ
め

と
す
る
優
秀
な
岳
人
が
相
次
い
で
山
に
逝
き
、
冬
の
南
西
壁
計
画
を
支
え
る
べ

き
中
核
メ
ン
バ
ー
を
喪
失
し
た
。
「群
馬
モ
ン
ロ
ー
主
義
」
を
唱
え
、
七

一
年

春
の
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
Ⅳ
峰
偵
察
以
来
、
群
馬
岳
連
を
中
心
と
し
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山

の
実
践
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
き
た
八
木
原
囲
明
隊
長
も
こ
こ
に
冬
の
南
西
壁
を

陥
す
た
め
に
は
外
部
か
ら
の
隊
員
補
充
も
や
む
な
し
の
断
を
下
さ
れ
、
日
本
ヒ
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マ
ラ
ヤ
協
会

（Ｈ
Ａ
Ｊ
）
会
員
の
中
か
ら
数
名
が
補
強
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
ん
な
中
で
イ
ン
ド

・
チ
ベ
ッ
ト
国
境
警
察

（Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
）
か
ら
Ｈ
Ａ
Ｊ
ヘ

カ
ン
チ
エ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
東
壁
の
合
同
登
山
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。
冬
の
サ
ガ

ル
マ
ー
タ
南
西
壁
を
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
登
る
に
は
、
秋
に
八
千
屑
峰
登
山
を
実

行
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
か
、
と
考
え
て
い
た
八
木
原
隊
長
は
、
願
っ
て
も
な

い
チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
に
こ
の
カ
ン
チ
登
山
を
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
南
西
壁
登
山
の

プ
レ
登
山
と
位
置
づ
け
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
九
〇
年
の
秋
、
カ
ン
チ
の
出
発
ま
で
六
ヵ
月
弱
と
云
う
短
期
間
の

中
で
カ
ン
チ
か
ら
冬
期
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
南
西
壁
へ
の
メ
ン
バ
ー
が
集
結
し
た
。

カ
ン
チ
東
面
の
登
山
に
つ
い
て
は
既
報

（本
誌
第
八
十
六
年
）
の
通
り
、
戦

前
ド
イ
ツ
隊
が
果
敢
な
死
闘
を
展
開
し
た
北
東
支
稜
に
転
進
し
て
登
頂
を
果
た

し
、
メ
ン
バ
ー
の
殆
ど
も
八
千
肩
ラ
イ
ン
を
突
破
し
て
プ
レ
登
山
を
無
事
終
え
た
。

一
方
、
カ
ン
チ
に
参
加
し
な
か
っ
た
メ
ン
バ
ー
も
プ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク
や
ヌ

ン
峰
に
登
頂
し
て
の
参
加
で
、
隊
員
の
殆
ど
が
高
所
登
山
の
ブ
ラ
ン
ク
の
な
い

状
態
で
勇
躍
ネ
パ
ー
ル
ヘ
と
飛
ん
だ
。

隊
員
た
ち
は
ネ
パ
ー
ル
入
り
し
て
か
ら
も
ペ
リ
チ
ェ
の
裏
山
（五
〇
九
九
屑
）

や
ポ
カ
ル
デ

（五
八
〇
八
屑
）
で
積
極
的
に
順
応
訓
練
を
行
い
な
が
ら
、
十

一

月
十

一
日
以
降
順
次
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
に
入
っ
た
。

近
年
、
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
に
は

一
シ
ー
ズ
ン
に
何
隊
も
の
登
山
隊
が
入
山
す
る

よ
う
に
な
り
、
ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
で
は
最
初
に
登
攀
用
具
、
人
員
等
を
投
入

し
た
隊
が
、
あ
と
か
ら
入
山
し
た
隊
か
ら
通
行
料
を
徴
収
す
る
と
伝
え
ら
れ
て

お
り
、
昨
秋
は

一
隊
員
に
つ
き
三
百
ド
ル
徴
収
さ
れ
た
と
云
う
。

今
冬
は
我
々
の
ほ
か
に
韓
国
か
ら
の
二
隊
が
通
常
ル
ー
ト
と
南
稜
に
挑
む
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
カ
ト
マ
ン
ズ
で
の
話
し
合
い
で
ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
の

ル
ー
ト
エ
作
は
共
同
で
行
う
こ
と
に
し
、
登
攀
用
具
や
人
員
等
は
折
半
で
出
し

合
う
こ
と
に
し
た
。

登
攀
の
開
始

ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
の
ル
ー
ト
エ
作
は
第

一
陣
が
Ｂ
Ｃ
入
り
し
た
十

一
月
十

一
日
か
ら
開
始
し
、
十
六
日
ま
で
の
六
日
間
で
終
了
し
た
。
冬
の
ア
イ
ス
ｏ

フ
ォ
ー
ル
帯
は
、
降
雪
が
殆
ど
な
い
た
め
テ
カ
テ
カ
の
固
い
蒼
氷
で
、
雪
が
降

ら
な
い
せ
い
か
流
動
も
激
し
く
、
ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
・
シ
ェ
ル
パ
を
常
時

ル
ー
ト
整
備
に
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

Peak

群馬県冬期サガルマータ南西壁登攀
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十

一
月
二
十
日
か
ら
隊
員
の
六
千
屑
台
の
順
化
を
図
る
た
め
Ｃ
ｌ
へ
の
荷
上

げ
を
開
始
し
た
。
こ
れ
は
二
十
七
日
ま
で
続
け
ら
れ
、
こ
の
間
、
各
自
の
体
調

を
見
な
が
ら
三
～
六
回
行
い
、
最
終
的
に
Ｃ
ｌ
へ
の
荷
上
げ
所
要
時
間
は
二
時

間
半
程
ま
で
縮
ま
っ
た
。

こ
の
順
応
訓
練
で
六
千
屑
台
の
順
化
を
終
え
た
我
々
は
、
Ｂ
Ｃ
で
休
養
し
な

が
ら
十
二
月

一
日
の
冬
期
登
山
の
幕
開
け
を
待
っ
た
。

十
二
月

一
日
、
い
よ
い
よ
冬
期
南
西
壁
に
向
け
て
登
山
活
動
を
開
始
す
る
。

先
ず
尾
形
パ
ー
テ
ィ
ー

（吉
田
、
後
藤
）
と
名
塚
パ
ー
テ
ィ
ー

（佐
藤
、
小
西
）

が
シ
ェ
ル
パ
九
名
と
共
に
Ｃ
ｌ
へ
移
動
す
る
。

Ｃ
ｌ

（六
〇
二
〇
肩
）
は
、
前
と
後
に
巨
大
な
ク
レ
バ
ス
が
口
を
開
け
て
い

る
ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
の
落
口
に
設
け
た
。

翌
二
日
、
尾
形

。
名
塚
両
パ
ー
テ
ィ
ー
と
シ
ェ
ル
パ
で
Ｃ
２

（六
五
〇
〇
屑
）

を
建
設
。
Ｃ
２
は
ウ
エ
ス
タ
ン
・
ク
ム
が

一
段
上
っ
た
西
稜
寄
り
の
モ
レ
ー

ン
・
カ
バ
ー
さ
れ
た
氷
河
上
で
快
適
な
キ
ャ
ン
プ

・
サ
イ
ト
で
あ
る
。

南
西
壁
基
部
の
六
七
〇
〇
屑
付
近
に
大
き
な
シ
ュ
ル
ン
ド
が
口
を
開
け
て
い

る
が
、
う
ま
い
具
合
に
梯
子
を
架
け
る
必
要
も
な
く
、
難
な
く
越
え
ら
れ
た
。

シ
ュ
ル
ン
ド
の
上
は
傾
斜
三
五
度
ほ
ど
の
氷
雪
壁
が
続
き
、
「軍
艦
岩
」
を
目

ざ
し
て
直
上
す
る
。
二
日
、
三
日
の
両
日
で
シ
ュ
ル
ン
ド
の
上
に
８
ビ
ッ
チ
半

ル
ー
ト
を
延
ば
し
て
軍
艦
岩
に
達
し
、
五
日
Ｃ
３
（六
九
〇
〇
Ｈ
）
を
建
設
し
た
。

Ｃ
３
は
軍
艦
岩
の
基
部
で
、
落
石
の
危
険
は
避
け
ら
れ
る
、
と
云
わ
れ
た
が
、

長
い
登
山
期
間
中
に
は
何
度
か
落
石
も
あ
り
、
テ
ン
ト
に
穴
を
あ
け
ら
れ
た
。

当
初
Ｃ
３
に
は
ボ
ッ
ク
ス
・
テ
ン
ト
を
使
用
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
氷
壁
に

テ
ラ
ス
を
切
っ
て
ド
ー
ム
。
テ
ン
ト
を
設
営
す
る
こ
と
が
で
き
、
荷
上
げ
が
軽

減
さ
れ
た
。

Ｃ
３
か
ら
上
の
ル
ー
ト
は
、
先
ず
軍
艦
岩
の
下
を
左
に

一
五
〇
屑
ト
ラ
バ
ー

ス
し
て
か
ら
傾
斜
四
〇
度
の
氷
雪
壁
を
登
る
。
固
定
ロ
ー
プ
の
支
点
に
は
ス

ノ
ー
バ
ー
が
利
い
て
く
れ
た
の
で
助
か
り
、
ル
ー
ト
は
順
調
に
延
び
た
。

Ｃ
３
か
ら
８
ビ
ッ
チ
上
が
る
と
、
七
五
年
英
国
隊
の
Ｃ
４
跡
地
で
ボ
ッ
ク

ス
ｏ
テ
ン
ト
の
残
骸
が
見
苦
し
く
雪
壁
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
た
。

こ
の
Ｃ
４
跡
地
か
ら
二
〇
】月
中
央
部
に
向
か
っ
て
ト
ラ
バ
ー
ス
し
た
後
、
傾

斜
四
〇
度
の
氷
雪
壁
を
直
上
す
る
。
５
ビ

ッ
チ
延
ば
し
て
か
ら
中
央
の
凹
状
部

を
２
ビ

ッ
チ
左
上
し
、
さ
ら
に
１
ビ
ッ
チ
直
上
す
る
と
七
〇
年
日
本
山
岳
会
隊

の
Ｃ
４
跡
地
が
現
れ
る
。
こ
こ
も
人
エ
キ
ャ
ン
プ
台
や
ボ
ッ
ク
ス
・
テ
ン
ト
の

フ
レ
ー
ム
、
シ
ュ
ラ
フ
、
酸
素
ボ
ン
ベ
な
ど
が
粗
大
ゴ
ミ
化
し
て
無
惨
な
姿
を

さ
ら
け
だ
し
て
い
た
。
こ
の
キ
ャ
ン
プ

・
サ
イ
ト
は
二
段
に
な
っ
た
ジ
ャ
ン
プ

台
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
南
西
壁
の
ま
っ
た
だ
中
で
は
唯

一
の
キ
ャ
ン
プ

・
サ

イ
ト
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
落
石
の
集
中
砲
火
を
浴
び
る
こ
と
を
思
う
と
、
と

て
も
テ
ン
ト
を
張
る
気
に
は
な
れ
な
い
。

こ
の
先
、
何
本
か
の
朽
ち
果
て
た
固
定
ロ
ー
プ
に
導
か
れ
な
が
ら
、
ほ
ぼ
中

央
部
に
ル
ー
ト
を
延
ば
し
、
八
日
Ｃ
４
キ
ャ
ン
プ
予
定
地

（七
六
〇
〇
屑
）
に

到
達
し
た
。
結
局
、
Ｃ
３
～
Ｃ
４
間
に
は
五
日
か
ら
八
日
の
４
日
間
で
２３
ビ

ッ

チ
半
の
固
定
ロ
ー
プ
を
張
っ
た
。

ロ
ッ
ク

・
バ
ン
ド
に
迫
る

十
二
月
十

一
日
、
顕
著
な
灰
色
の
ツ
ル
ム
の
下
に
Ｃ
４
を
建
設
し
た
。
Ｃ
４

は
人
エ
キ
ャ
ン
プ
台
を
設
置
し
た
所
に
ド
ー
ム
・
テ
ン
ト
を
設
営
し
た
。

十

一
日
目
に
し
て
Ｃ
４
を
建
設
し
た
我
々
は
、
い
い
よ
南
西
壁
の
核
心
部
、

ロ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
ヘ
と
迫
っ
た
。

南
西
壁
の
八
〇
〇
〇
済
の
高
み
に
は
、
標
高
差
三
〇
〇
眉
に
及
ぶ
黒
々
と
し
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た
垂
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
圧
倒
的
な
ロ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
の
突
破

が
南
西
壁
攻
略
の
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
我
々
は
七
五
年
英
国
隊
と
同
じ

く
、
ロ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
の
左
端
に
喰
い
込
む
左
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
ヘ
と
ル
ー
ト
を

延
ば
し
た
。

十
一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
の
四
日
間
で
名
塚
パ
ー
テ
ィ
ー
が
Ⅳ
ピ
ッ
チ
、

ル
ー
ト
を
延
ば
し
、
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
の
入
口
へ
と
肉
薄
し
た
。

我
々
が
ロ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
の
攻
略
に
奮
闘
し
て
い
た
十
三
日
の
未
明
、
韓
国

の
通
常
ル
ー
ト
隊
は
サ
ウ
ス
・
コ
ル
直
下
の
Ｃ
４
か
ら
隊
員
一
名
と
シ
ェ
ル
パ

一
名
が
ア
タ
ッ
タ
を
敢
行
し
た
が
、
強
風
に
阻
ま
れ
て
断
念
し
た
。
一
方
、
南

稜
隊
の
ほ
う
は
十
三
日
の
深
夜
か
ら
登
頂
を
試
み
た
が
、
や
は
り
寒
気
と
強
風

に
追
い
返
さ
れ
、
十
四
日
の
午
後
Ｃ
２
に
敗
退
し
て
き
た
。

十
五
日
、
名
塚
パ
ー
テ
ィ
ー
の
最
高
到
達
点
か
ら
さ
ら
に
半
ピ
ッ
チ
ほ
ど
登

る
と
、
深
く
削
ら
れ
た
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
に
入
る
。
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
の
幅
は
三
～

四
脚
で
、
両
側
は
逃
げ
場
の
な
い
岩
壁
が
聾
え
て
い
る
。
途
中
に
チ
ョ
ッ
ク
・

ス
ト
ー
ン
を
持
つ
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
内
に
は
、
さ
い
わ
い
雪
が
詰
ま
っ
て
お
り
、

五
○
度
ぐ
ら
い
の
傾
斜
で
せ
り
上
が
っ
て
い
る
。
チ
ョ
ッ
ク
・
ス
ト
ー
ン
自
体

は
ほ
と
ん
ど
雪
に
埋
も
れ
て
い
て
難
な
く
越
え
、
さ
ら
に
１
ピ
ッ
チ
延
ば
す
と

ラ
ン
ペ
（
傾
斜
路
）
へ
続
く
二
五
Ｍ
ほ
ど
の
垂
壁
と
な
る
。
こ
こ
は
周
り
が
岩

壁
に
囲
ま
れ
た
円
形
劇
場
の
よ
う
な
所
で
、
井
戸
の
底
に
い
る
よ
う
な
気
分
に

な
る
。
垂
壁
に
は
朽
ち
果
て
た
ロ
ー
プ
の
先
に
デ
ッ
ド
・
マ
ン
が
結
び
つ
い
て

垂
れ
下
が
っ
て
い
た
。
十
六
日
、
つ
い
に
ロ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
の
核
心
部
を
突
破

し
て
ラ
ン
ペ
に
上
が
る
。

こ
の
日
、
尾
形
・
後
藤
の
パ
ー
テ
ィ
ー
は
垂
壁
の
基
部
に
到
着
し
た
後
、
酸

素
ボ
ン
ベ
を
下
ろ
し
、
登
肇
具
を
身
に
つ
け
て
、
無
酸
素
で
こ
の
難
関
に
取
り
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か
か
っ
た
。
つ
る
つ
る
の
固
い
岩
に
ア
イ
ゼ
ン
の
爪
を
軋
ま
せ
な
が
ら
ジ
リ
ッ
、

ジ
リ
ッ
と
高
度
を
勝
ち
取
る
ス
リ
リ
ン
グ
な
登
攀
は
八
三
〇
〇
房
と
云
う
高
所

だ
け
に
し
ん
ど
い
登
攀
を
強
い
ら
れ
た
。

こ
の
垂
壁
を
越
え
る
と
グ
ズ
グ
ズ
の
岩
層
が
の
っ
か
っ
た
ラ
ン
ペ
が
右
上
し

て
い
る
。
一
歩
踏
み
出
す
と
落
石
が
起
こ
る
よ
う
な
状
態
で
神
経
を
使
う
。
チ
ャ

ン
ネ
ル
・
ハ
ー
ケ
ン
を
三
本
叩
き
込
ん
で
ロ
ー
プ
を
固
定
し
て
か
ら
ア
プ
ザ
イ

レ
ン
で
セ
カ
ン
ド
の
所
へ
戻
り
、
酸
素
ボ
ン
ベ
と
ロ
ー
プ
類
を
担
い
で
再
び
登

り
返
す
。
こ
の
高
度
で
荷
物
を
担
い
で
の
垂
直
の
ユ
マ
ー
リ
ン
グ
は
酸
素
を
毎

分
三
肥
に
し
て
も
苦
し
い
。

再
び
ラ
ン
ペ
に
這
い
上
が
っ
て
か
ら
、
落
石
を
起
こ
さ
ぬ
よ
う
慎
重
に
ル
ー

ト
を
延
ば
す
。
ラ
ン
ペ
は
五
〇
済
ほ
ど
で
終
わ
る
が
、
ル
ー
ト
は
そ
の
手
前
か

ら
三
腐
ほ
ど
の
垂
壁
を
登
っ
て
直
上
す
る
よ
う
に
な
る
。
強
風
が
ゴ
ー
ゴ
ー
と

唸
り
出
し
た
の
を
潮
時
に
、
こ
の
日
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
Ｃ
４
へ
と
下
降
し
た
。

十
八
日
、
橋
本
パ
ー
テ
ィ
ー

（田
辺

ｏ
小
田
）
と
シ
ェ
ル
パ
ニ
名
は
、
前
回

の
最
高
到
達
点
か
ら
さ
ら
に
１
ビ
ッ
チ
凹
状
壁
に
ル
ー
ト
を
延
ば
し
て
英
国
隊

の
Ｃ
６

（八
三
五
〇
腐
）
跡
地
に
到
達
し
た
。
Ｃ
６
跡
地
に
は
、
雪
壁
に
サ
ミ
ッ

ト

ｏ
ボ
ッ
ク
ス
・
テ
ン
ト
の
残
骸
が
残
り
、
そ
の
そ
ば
に
は
昨
春
の
韓
国
隊
の

も
の
と
思
わ
れ
る
ソ
連
製
の
酸
素
ボ
ン
ベ
な
ど
が
デ
ポ
し
て
あ
っ
た
。

こ
の
雪
壁
で
は
と
て
も
テ
ン
ト
を
設
営
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
く
、
四

厨
ほ
ど
上
に
岬
の
よ
う
に
突
き
出
し
た
幅
の
狭
い
ス
ノ
ー
・
リ
ブ
が
出
て
い
た

の
で
、
そ
こ
を
Ｃ
５
予
定
地
と
し
た
。

こ
の
高
度
ま
で
上
が
る
と
南
峰
は
、
も
は
や
指
呼
の
間
に
望
ま
れ
、
隣
接
す

る
ロ
ー
ツ
ェ
が
ぐ
っ
と
低
く
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

イ
エ
ロ
ー
・
バ
ン
ド
の
下
に
断
続
す
る
雪
の
バ
ン
ド
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
い

や
ら
し
い
ス
ラ
ブ
の
ト
ラ
バ
ー
ス
を
強
い
ら
れ
そ
う
だ
。
南
峰
へ
続
く
ク
ー
ロ

ワ
ー
ル
に
入
る
手
前
の
ロ
ッ
ク
・
ス
テ
ッ
プ
も
赤
茶
け
た
ス
ラ
ブ
を
見
せ
、
苦

労
さ
せ
ら
れ
そ
う
だ
。

忍
び
寄
る
冬
の
魔
手

こ
こ
ま
で
は
予
想
以
上
に
順
調
だ
っ
た
。
十
二
月
中
旬
ま
で
に
核
心
部
の

ロ
ッ
ク

・
バ
ン
ド
を
突
破
で
き
た
の
で
す
っ
か
り
気
を
よ
く
し
て
し
ま
っ
た

が
、
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
の
機
嫌
が
よ
か
っ
た
の
も
こ
の
頃
ま
で
で
、
冬
の
魔
手
は

直
ぐ
そ
こ
ま
で
忍
び
寄
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
十

一
日
、
尾
形
パ
ー
テ
ィ
ー
が
再
度
Ｃ
５
建
設
に
向
か
っ
た
が
、
午
後
か

ら
天
候
が
崩
れ
だ
し
、
強
風
と
寒
気
で
テ
ン
ト

・
ポ
ー
ル
が
ポ
キ
、
ポ
キ
と
折

れ
て
し
ま
っ
て
設
営
不
能
と
な
り
、
や
む
な
く
Ｃ
４
へ
撤
退
す
る
。

翌
日
か
ら
つ
い
に
冬
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
行
動
不
能
と
な
っ
た
。
Ｃ
２
の
テ

ン
ト
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
二
十
五
日
、
一
時
Ｂ
Ｃ
へ
撤
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｂ
Ｃ
に
下
っ
て
五
日
間
、
風
の
お
さ
ま
り
を
待
ち
な
が
ら
休
養
し
た
我
々
は

三
十

一
日
か
ら
登
山
活
動
を
再
開
し
た
。

年
も
改
ま
り
、　
一
月
に
入
っ
て
か
ら
は
風
に
悩
ま
さ
れ
、
登
っ
て
は
成
果
も

な
く
引
き
返
す
と
云
う
状
態
が
続
い
た
。

そ
れ
で
も

一
月
八
日
に
は
、
名
塚

・
佐
藤
の
両
名
に
よ
っ
て
待
ち
わ
び
た
Ｃ

５
が
建
設
さ
れ
、
残
す
課
題
は
イ
エ
ロ
ー
・
バ
ン
ド
約
１６
ビ

ッ
チ
の
解
決
の
み

と
な
っ
て
い
た
。
十
五
日
、
田
辺
、
江
塚
の
両
名
は
、
こ
の
残
さ
れ
た
課
題
を

解
決
す
べ
く
Ｃ
５
入
り
し
た
が
、
強
風
に
阻
ま
れ
て
南
峰
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
に

踏
み
だ
せ
ず
、
十
七
日
に
は
再
び
Ｂ
Ｃ
へ
の
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

最
後
の
チ
ャ
ン
ス
に
賭
け
る
べ
く
、
登
山
期
間
を
二
月
十
五
日
ま
で
延
長
し

た
上
で
、　
一
月
二
十
五
日
、
あ
ら
た
め
て
上
部
へ
の
活
動
を
再
開
し
た
。
登
山
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期
間
が
三
ヵ
月
近
く
に
及
ん
だ
た
め
、
ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
帯
の
ル
ー
ト
変
更

は
も
と
よ
り
、
Ｃ
ｌ
～
Ｃ
２
間
の
ク
レ
バ
ス
も
大
き
く
口
を
開
け
る
よ
う
に
な

り
、南
西
壁
の
雪
も
飛
ば
さ
れ
て
日
増
し
に
黒
ず
ん
だ
岩
肌
が
露
出
し
て
き
た
。

二
十
九
日
に
二
名
が
再
び
Ｃ
５
に
到
達
し
た
が
、
翌
日
か
ら
荒
れ
狂
う
嵐
に

ま
た
し
て
も
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
Ｃ
２
へ
下
る
。

二
月
に
入
っ
て
も
、
西
稜
や
サ
ウ
ス
・
コ
ル
を
吹
き
上
げ
る
烈
風
の
咆
嘩
は

止
ま
ず
、
い
た
ず
ら
に
日
数
を
食
い
つ
ぶ
し
て
い
っ
た
。

絶
え
間
な
い
烈
風
は
シ
ェ
ル
パ
た
ち
の
士
気
を
も
く
じ
き
、
Ｃ
５
へ
の
サ

ポ
ー
ト
拒
否
に
つ
な
が
っ
た
。
種
々
の
要
因
を
検
討
し
た
我
々
は
、
つ
い
に
二

月
九
日
、
登
頂
断
念
を
決
定
し
た
。

冬
の
南
西
壁
は
、
取
付
点
か
ら
ロ
ッ
ク
ｏ
バ
ン
ド
の
核
心
部
ま
で
の
約
５０

ビ

ッ
チ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
氷
雪
壁
に
ル
ー
ト
を
採
る
こ
と
が
で
き
、
春
の
よ
う

に
ス
ラ
ブ
帯
が
現
れ
た
り
、
秋
の
よ
う
に
雪
崩
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

壁
の
状
態
と
し
て
は
最
高
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

Ｂ
Ｃ
か
ら
僅
か
十
六
日
と
云
う
短
期
間
で
ロ
ッ
ク

ｏ
バ
ン
ド
を
突
破
で
き
た

の
も
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
何
故
登
れ
な
か
っ
た
の
か
と
云
う
と
、
い

く
つ
か
の
敗
因
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
や
は
り
な
ん
と
云
っ
て
も
風
で
あ
ろ
う
。

強
風
が
ひ
と
た
び
ゴ
ー
ゴ
ー
と
咆
嘩
す
る
と
我
々
は
手
も
足
も
で
な
か
っ
た
。

冬
の
南
西
壁
に
立
ち
向
か
う
の
に
寒
さ
と
風
と
落
石
は
覚
悟
の
上
の
筈
で
あ
っ

た
が
、
不
遜
で
あ
っ
た
。
Ｂ
Ｃ
か
ら
荷
上
げ
を
開
始
し
て
以
来
じ
つ
に
八
十
三

日
間
に
及
ん
だ
長
い
登
山
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
大
半
は
、
烈
風
の
お
さ
ま
り
を

ひ
た
す
ら
待
つ
忍
耐
の
日
々
で
あ
っ
た
。

（な
お
、
こ
の
報
告
は
八
木
原
隊
長
が
書
く
筈
で
あ
っ
た
が
、
ネ
パ
ー
ル
ヘ

長
期
出
張
で
不
在
の
た
め
、
群
馬
岳
連
の
部
外
者
で
あ
る
私
が
不
本
意
乍
ら
本

登
山
隊
の
副
隊
長
と
云
う
立
場
か
ら
筆
を
取
っ
た
。
群
馬
岳
連
の
冬
期
八
千
房

登
山
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
「群
馬
岳
連
五
十
年
誌
」
、
「憧
憬
の
白
き
壁
」
な

ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。）

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
群
馬
県
冬
期
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
南
西
壁
登
山
隊

一
九
九

一
～
九
二
年

活
動
期
間
　
一
九
九

一
年
十
月
～
九
二
年
二
月

目
　
　
的
　
サ
ガ
ル
マ
ー
タ

（八
八
四
八
腐
）
南
西
壁
の
冬
期
初
登
攀

隊
の
構
成
　
総
隊
長
　
＝
星
野
光

（５９
）
、
隊
長
＝
八
木
原
囲
明

（４５
）
、
副
隊

長
＝
尾
形
好
雄

（４３
）
、
登
攀
隊
長
＝
名
塚
秀
二

（３７
）
、
隊
員
＝

吉
田
秀
樹

（３８
）
・
橋
本
康
弘

（３７
）
・
木
村
文
江

（３６
）
・
田
辺

治
（３１
）
・
江
塚
進
介
（３０
）
・
佐
藤
光
由
（３０
）
・
小
西
浩
文
（２９
）
・

小
田
隆
三

（２９
）
。
後
藤
文
明

（２６
）
・
星
野
龍
史

（２４
）
・
松
崎

宣
行

（２４
）
・
秋
山
剛

（２１
）
、
医
師
＝
吉
村
哲
明

（３０
）

行
動
概
要
　
十
月
二
日
～
二
十
日
の
間
に
四
次
に
わ
た
っ
て
日
本
出
発
。
十
月

下
旬
か
ら
ク
ー
ン
ブ
地
域
に
入
っ
て
順
応
訓
練
。
十

一
月
十

一
日

Ｂ
Ｃ
建
設

（五
三
五
Ｏ
ｍ
）
、
十
二
月

一
日
Ｃ
ｌ
建
設

（六
〇
二

〇
ｍ
）
、
二
日
Ｃ
２
建
設

（六
五
〇
Ｏ
ｍ
）
、
五
日
Ｃ
３
建
設

（六

九
〇
〇
ｍ
）
、
十

一
日
Ｃ
４
建
設

（七
六
〇
〇
ｍ
）
、
十
六
日
ロ
ッ

ク

・
バ
ン
ド
の
核
心
部
突
破
、　
一
月
八
日
Ｃ
５
建
設

（八
三
五
〇

ｍ
）
、
十
五
日
、
二
十
九
日
と
Ｃ
５
に
上
が
る
も
烈
風
に
阻
ま
れ

て
ル
ー
ト
延
び
ず
、
二
月
九
日
登
頂
断
念
を
決
定
、
十
四
日
Ｂ
Ｃ

撤
収
。

報
　
　
生
口

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
（２４７
号
）
、
「山
と
渓
谷
」
（９２
年
５
月
号
）
、
「岩
と
雪
」

（１５２
号
）
、
「冬
期
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
南
西
壁
登
山
報
告
書
」
。

群馬県冬期サガルマータ南西壁登攀
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カ
ラ
コ
ル
ム

・
ト
リ
ボ
ー
ル
峰
の
登
頂

バ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
平
原
か
ら
タ
ル
ベ
ラ
ダ
ム
上
流
の
イ
ン
ダ
ス
川
を
辿
り
、

ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
の
麓
タ
リ
チ
か
ら
ギ
ル
ギ
ッ
ト
川
に
沿
っ
て
、
ギ
ル
ギ
ッ

ト
管
区
に
入
る
。
さ
ら
に
、
壮
麗
な
ラ
カ
ポ
シ
を
西
か
ら
回
り
込
む
と
、
フ
ン

ザ
を
抜
け
実
質
的
に
パ
ミ
ー
ル
に
移
る
。
そ
の
境
目
に
、
幾
多
の
高
峰
を
擁
す

る
山
脈
、
バ
ト
ゥ
ー
ラ
ｏ
ヒ
ス
パ
ー
山
群
が
あ
る
。
ヒ
ス
パ
ー
の
盟
主
は
、
デ
ィ

ス
タ
ギ
ル
ｏ
サ
ー
ル

（七
八
八
五
屑
）
で
あ
る
。
ク
ン
ヤ
ン
・
キ
ッ
シ
ュ
や
ユ

ク
シ
ン
・
ガ
ル
ダ
ン
・
サ
ー
ル
と
い
っ
た
難
峰
に
囲
ま
れ
、
男
性
的
な
風
貌
で

我
を
張
っ
て
い
る
。
そ
の
東
側
に
、
七
〇
〇
〇
屑
を
上
下
す
る
長
い
吊
り
尾
根

を
へ
て
、
名
前
も
山
容
も
何
処
と
な
く
優
し
い
女
性
的
な
姿
を
見
せ
て
対
峙
し

て
い
る
の
が
、
ト
リ
ボ
ー
ル
で
あ
る
。

早
稲
田
大
学
山
岳
部
カ
ラ
コ
ル
ム
登
山
隊
は
、　
一
九
九

一
年
の
七
月
か
ら
九

月
に
か
け
て
、
ト
リ
ボ
ー
ル
の
北
面
か
ら
の
初
登
攀
と
モ
ム
ヒ
ル
ｏ
サ
ー
ル
の

登
頂
を
目
指
し
遠
征
を
行
っ
た
。

七
月
六
日
に
、
先
発
隊
三
好

・
橋
本
チ
ー
ム
が
日
本
を
発
っ
た
。
彼
ら
は
気

大
　
詈貝
　
敏
　
史

温
四
〇
度
を
越
す
灼
熱
の
街

・
パ
キ
ス
タ
ン
の
ラ
ワ
ル
ピ
ン
デ
ィ
ー
で
多
く
の

仕
事
を
こ
な
し
な
が
ら
、
本
隊
を
待
っ
た
。
彼
ら
の
働
き
に
よ
り
、
十
日
後
に

パ
キ
ス
タ
ン
に
着
い
た
本
隊
は
、
大
型
バ
ス
の
到
着
を
待
っ
て
そ
れ
に
乗
り
込

む
だ
け
が
、
街
で
や
る
唯

一
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ま
で

カ
ラ
コ
ル
ム
＝
ハ
イ
ウ
エ
ー
は
パ
キ
ス
タ
ン
と
中
国
の
合
同
事
業
で

一
九
八

六
年
に
完
成
さ
れ
た

一
大
山
岳
道
路
で
あ
る
。
灰
色
と
茶
色
を
混
ぜ
た
茫
洋
と

し
た
イ
ン
ダ
ス
の
激
流
に
そ
っ
て
、
九

一
日
半
バ
ス
に
揺
ら
れ
て
移
動
す
る
。

日
本
と
比
べ
る
と
極
端
に
緑
の
少
な
い
、
渇
き
き
り
荒
れ
き
っ
た
景
色
に
、
思

う
存
分
辟
易
す
る
こ
ろ
、
北
部
地
域
の
中
心
都
市
ギ
ル
ギ
ッ
ト
に
着
く
。
こ
こ

で

一
泊
。
翌
日
、
い
よ
い
よ
現
れ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
白
峰
に
心
を
奪
わ
れ
な
が
ら
、

さ
ら
に
北
部
の
村
、
パ
ス
ー
に
着
い
た
。
こ
こ
で
荷
を
下
ろ
し
、
こ
こ
か
ら
は

カ
ラ
コ
ル
ム
＝
ハ
イ
ウ
エ
ー
を
離
れ
、
シ
ム
シ
ャ
ー
ル
川
と
い
う
大
峡
谷
に

沿
っ
て
キ
ャ
ラ
バ
ン
が
始
ま
る
。
シ
ム
シ
ャ
ー
ル
川
を
六
〇
キ
ロ屑
も
入
っ
た
奥
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に
、
シ
ム
シ
ャ
ー
ル
村
と
い
う

人
口
千
人
ほ
ど
の
山
村
が
あ

る
。
今
回
の
ポ
ー
タ
ー
は
、
そ

の
標
高
三
〇
〇
〇
腐
の
村
で
生

ま
れ
育
っ
た
、
屈
強
の
村
人
た

ち
に
頼
む
こ
と
に
な
っ
た
。

パ
ス
ー
か
ら
ジ
ー
プ
と
ト
ラ

ク
タ
ー
で
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
開
始

地
点
に
向
か
う
。
ジ
ー
プ
終
点

に
は
、
シ
ム
シ
ャ
ー
ル
の
ポ
ー

タ
ー
た
ち
百
余
名
が
、
思
い
思

い
に
固
ま
っ
て
暖
を
と
り
な
が

ら
待
っ
て
い
た
。
峡
谷
を
半
日

遡
る
と
足
が
抜
け
そ
う
な
橋
を

渡
る
。
ポ
ー
タ
ー
た
ち
は
、
二

五
第
以
上
の
荷
を
担
ぎ
な
が

ら
、
そ
の
足
は
我
々
の
三
倍
く

ら
い
速
く
歩
き
、
し
か
も

一
歩

踏
み
外
せ
ば

一
〇
〇
屑
下
の
濁

流
に
吸
い
込
ま
れ
そ
う
な
細
い

道
で
も
危
な
げ
が
無
い
。
半
日

歩
き
シ
ム
シ
ャ
ー
ル
川
と
別

れ
、
モ
ム
ヒ
ル
谷
に
入
る
。
そ

の
日
の
終
点
は
、
モ
ム
ヒ
ル
氷

河
の
末
端
で
あ
っ
た
。
二
日
目
は
氷
河
の
上
の
歩
き
に
く
い
モ
レ
ー
ン

（岩
層

の
堆
積
）
を
歩
き
続
け
る
。
標
高
が
三
五
〇
〇
層
を
越
え
る
と
、
我
々
日
本
人

は
薄
い
空
気
の
影
響
で
、
ま
す
ま
す
歩
み
が
遅
く
な
り
、
ポ
ー
タ
ー
の
ス
ピ
ー

ド
は
さ
ら
に
増
す
。
こ
の
日
は
、
チ
コ
リ
ン
と
い
う
富
士
山
の
山
頂
と
同
高
度

の
花
の
咲
き
匂
う
牧
草
地
で
泊
ま
る
。
こ
こ
で
始
め
て
ト
リ
ボ
ー
ル
が
、
姿
を

現
す
。
肩
の
張
っ
た
巨
大
な
氷
の
せ
り
上
が
り
で
あ
る
。
薄
い
空
気
の
影
響
は

こ
こ
ら
辺
か
ら
激
し
く
な
る
。
大
事
を
と
っ
て
さ
ら
に
こ
こ
で

一
泊
、
こ
の
上

の
大
地
で
も
う

一
泊
し
て
、
七
月
二
十
七
日
に
待
望
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
テ

ン
ト
村
を
建
設
し
た
。
標
高
四
三
〇
〇
済
、
モ
ム
ヒ
ル
氷
河
の
眩
し
い
光
に
囲

ま
れ
た
場
所
で
あ
る
。
低
所
ポ
ー
タ
ー
と
は
こ
こ
で
別
れ
る
。
こ
れ
か
ら
は
日

本
人
隊
員
八
名
、
高
所
ポ
ー
タ
ー
三
名
、
コ
ッ
ク
ニ
名
、
と
我
々
の
お
日
付
け

役
と
し
て
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
が
つ
け
た
連
絡
官

（彼
は
軍
人
で
あ
る
）
で

一
ヵ

月
半
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

登
攀
活
動
開
始

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
氷
塔
の
中
の
複
雑
な
道
を
五
時
間
辿
り
、
私
た
ち
の

登
攀
ル
ー
ト
と
計
画
し
て
い
る
、
ト
リ
ボ
ー
ル
と
モ
ム
ヒ
ル
・
サ
ー
ル

（七
三

四
三
房
）
と
を
繋
ぐ
稜
線
か
ら

一
気
に
三
二
〇
〇
屑
落
ち
る
、
モ
ム
ヒ
ル
稜
の

末
端
に
着
く
。
我
々
は
特
に
梯
子
の
よ
う
な
も
の
を
用
意
し
て
こ
な
か
っ
た
の

で
、
全
て
の
ク
レ
バ
ス
は
、
決
死
の
ジ
ャ
ン
プ
と
冷
や
汗
の
迂
回
で
か
わ
し
た
。

日
が
経
つ
に
つ
れ
飛
ん
で
越
え
て
い
た
ク
レ
バ
ス
が
広
が
り
、
ど
う
し
て
も
渡

れ
な
く
な
っ
た
が
、
ポ
ー
タ
ー
た
ち
の
現
場
の
知
恵
で
、
石
を
崩
し
た
積
み
石

の
橋
が
作
ら
れ
、
我
々
を
ク
レ
バ
ス
の
え
じ
き
か
ら
救
っ
た
。
モ
ム
ヒ
ル
稜
の

末
端
に
二
〇
〇
属
の
モ
レ
ー
ン
丘
が
あ
り
、
こ
こ
に
前
進
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を

設
け
、
長
大
な
尾
根
を
登
り
切
る
足
掛
か
り
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
大
変
脆
い
急
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な
岩
尾
根
を
五
〇
〇
腐
ロ
ー
プ
に
頼
っ
て
登
る
。
岩
尾
根
の
頭
か
ら
雪
庇
の
張

り
出
し
た
雪
稜
が
尾
根
の
肩

（五
九
〇
〇
房
）
ま
で
続
く
。
Ｃ
ｌ
を
雪
稜
途
中

の
五
四
八
〇
属
に
設
け
、
Ｃ
２
を
肩
の
先
の
台
地
の
上
六
五
〇
〇
層
に
作
っ
た
。

Ｃ
２
に
来
る
と
目
指
す
ル
ー
ト
が

一
望
の
も
と
に
視
野
に
入
る
。
主
稜
線
の
Ｃ

３
ま
で
標
高
差
七
〇
〇
屑
、
そ
こ
か
ら
は
初
登
頂
の
ノ
イ
ス
を
し
て

「
ニ
マ
イ

ル
の
稜
線
」
と
い
わ
し
め
た
長
い
長
い
稜
線
が
ト
リ
ボ
ー
ル
ま
で
続
い
て
い
る
。

は
っ
き
り
言
え
ば
モ
ム
ヒ
ル
稜
は
、
モ
ム
ヒ
ル
・
サ
ー
ル
を
登
る
た
め
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
う
言
い
切
っ
て
も
い
い
く
ら
い
こ
の
稜
線
は
、
ト
リ
ボ
ー

ル
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
に
繋
が
っ
て
い
る
。
隊
員
は
、
体
調
も
よ
く
食
欲
も

旺
盛
だ
が
、
食
い
つ
く
紫
外
線
だ
け
ら
の
太
陽
の
も
と
、
毎
日
続
く
荷
上
げ
と

高
度
障
害
で
、
日
に
日
に
元
気
が
失
わ
れ
て
く
る
。
Ｃ
２
か
ら
尾
根
は
徐
々
に

傾
斜
を
増
し
、
雪
崩
の
危
険
の
渦
巻
く
広
大
な
斜
面
を
登
る
。
最
後
に
二
〇
〇

属
の
氷
雪
壁
を
ロ
ー
プ
に
す
が
っ
て
這
い
上
が
る
と
Ｃ
３

（六
七
三
〇
屑
）
。

こ
こ
か
ら
ト
リ
ボ
ー
ル
ま
で
六
六
八
〇
腐
峰
、
ノ
イ
ス
が
命
名
し
た

「双
頭

の
塔
」
と
い
う
二
つ
の
こ
ぶ
を
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
二
〇
〇
済
大
き
く

高
度
を
下
げ
六
五
〇
〇
済
の
コ
ル
ヘ
一
気
に
降
り
る
。
六
六
八
〇
眉
峰
は
雪
崩

の
出
そ
う
な
斜
面
を
、
滑
落
に
注
意
し
て
越
え
る
。
下
り
は
ザ
イ
ル
に
ぶ
ら
下

が
っ
て
の
懸
垂
下
降
。
下
り
切
っ
た
所
が
Ｃ
４

（六
五
五
〇
屑
）
。
こ
こ
ま
で

三
週
間
か
か
っ
た
。　
一
旦
全
員
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
下
っ
て
休
養
を
と
る
必
要

が
あ
っ
た
。
Ｃ
３
以
上
は
、
縦
走
な
の
で
逃
げ
道
が
無
く
、
悪
条
件
に
な
る
と

窮
地
に
陥
る
。　
一
挙
に
登
頂
し
、
速
や
か
に
下
山
し
安
全
圏
に
戻
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。

ア
タ
ッ
ク

八
月
二
十
八
日
、
ル
ー
ト
上
の
最
大
ポ
イ
ン
ト

「双
頭
の
塔
」
を
ル
ー
ト
エ

作
。
際
ど
い
雪
壁

・
岩
壁
を
ロ
ー
プ
２
ビ
ッ
チ
で
越
え
る
。
さ
ら
に
氷
壁
の
ト

ラ
バ
ー
ス
３
ビ
ッ
チ
で
難
所
を
終
え
る
。

八
月
二
十
九
日
、
大
貫

・
遠
藤
の
ア
タ
ッ
ク
隊
と
井
沢

・
中
間
の
サ
ポ
ー
ト

隊
で
Ｃ
５
の
建
設
に
向
か
う
。
ト
リ
ボ
ー
ル
ヘ
延
々
と
続
く

一
二
〇
〇
】川
の
登

り
に
か
か
り
六
八
八
〇
屑
の
氷
塔
の
下
に
二
人
用
テ
ン
ト
を
張
る
。
天
気
が
今

一
つ
安
定
し
な
い
の
が
気
懸
か
り
。

八
月
三
十
日
、
午
前
三
時
半
、
ア
タ
ッ
ク
隊
出
発
。　
一
刻
も
早
く
山
頂
に
達

す
る
た
め
、
月
明
か
り
の
な
か
急
斜
面
を
急
ぐ
。
頂
上
の
雪
庇
に
高
所
の
雲
が

ま
と
わ
り
つ
き
、
虹
色
に
輝
い
て
見
え
る
。
だ
ん
だ
ん
と
風
が
強
く
な
リ
ガ
ス

に
ま
か
れ
ブ
リ
ザ
ー
ド
に
な
る
。
頂
上
稜
線
に
抜
け
る
ル
ー
ト
が
よ
く
見
え
な

い
ま
ま
、
急
峻
な
ル
ン
ゼ
を
力
任
せ
に
よ
じ
登
る
。
全
く
視
界
を
絶
た
れ
た
状

態
で
、
や
っ
と
頂
上
稜
線
の
一
角
ら
し
き
所
に
出
る
。
雪
庇
を
踏
み
抜
い
て
し

ま
う
危
険
を
察
知
し
、
ツ
ェ
ル
ト
に
潜
り
込
み
長
い
待
機
。
私
は
安
全
に
帰
れ

る
可
能
性
を
熟
慮
し
、
隊
長
と
し
て
や
む
な
く
遠
藤
に
下
山
を
促
し
た
。
し
か

し
、
遠
藤
は

「ビ
バ
ー
ク
し
て
で
も
行
き
た
い
」
と
い
う
。
も
う

一
度
考
え
る
。

一
回
降
り
て
し
ま
え
ば
、
も
う
三
度
と
登
頂
の
チ
ャ
ン
ス
が
失
わ
れ
て
し
ま
う

の
は
、
私
が

一
番
良
く
知
っ
て
い
る
。
長
い
沈
黙
。
自
分
た
ち
の
負
う
こ
と
に

な
る
リ
ス
ク
と
登
頂
へ
の
激
し
い
誘
惑
と
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
。
ふ
と
ツ
ェ
ル
ト

か
ら
顔
を
出
す
と
、
願
い
が
通
じ
た
の
か
晴
れ
て
く
る
。
天
候
が
安
定
し
て
い

る
内
に

一
気
に
お
と
す
の
み
。
午
後

一
時
五
十
分
、
細
い
リ
ッ
ジ
の
ど
ん
ず
ま

り
が
最
高
点
で
あ
っ
た
。
ノ
イ
ス
の
こ
の
登
山
に
関
す
る
著
書

「未
知
の
山
へ
」

を
読
む
と
、
彼
ら
は
三
十

一
年
前
の
初
登
頂
の
際
、
手
前
の
頂
上
で
止
ま
っ
て

し
ま
っ
た
よ
う
な
記
述
が
あ
る
が
、
我
々
は
念
の
た
め
も
う

一
つ
向
こ
う
に
続

く
雪
庇
の
上
に
立
っ
た
。
三
十
分
ほ
ど
で
慌
た
だ
し
く
写
真
を
撮
り
、
大
急
ぎ
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で
下
山
を
開
始
す
る
。

救
出
ノ

ガ
ス
に
巻
か
れ
道
を
失
い
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
夕
暮
れ
直
前
に
Ｃ
５
に
降
り

着
く
。
疲
労
困
億
し
た
ア
タ
ッ
ク
隊
が
Ｃ
５
に
戻
る
と
Ｃ
４
に
降
り
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
サ
ポ
ー
ト
隊
が
Ｃ
５
に
い
る
。
何
で
も
中
間
隊
員
の
調
子
が
悪

く
、
井
沢

一
人
で
は
Ｃ
４
に
降
り
る
の
が
不
安
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
夜
は
仕

方
な
く
四
人
で
二
人
用
テ
ン
ト
に
寝
る
。

し
か
し
高
所
で
無
理
を
し
、
高
い
高
度
に
泊
ま
っ
た
つ
け
が
や
っ
て
き
た
。

夜
十
時
頃
か
ら
の
中
間
の
様
子
が
お
か
し
く
な
る
。
激
し
い
咳
と
胸
鳴
り
。
肺

水
腫
だ
―
・

一
刻
の
猶
予
も
な
ら
な
か
っ
た
。
中
間
が
立
て
る
内
に
少
し
で
も

高
度
を
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
症
状
の
悪
化
は
急
速
に
進
ん
で
い
る

よ
う
で
あ
っ
た
。
午
前
零
時
に
全
員
が
起
き
、
脱
水
症
状
を
防
ぐ
た
め
水
を
多

量
に
作
る
。
三
時
出
発
。
中
間
の
前
後
で
ア
ン
ザ
イ
レ
ン
し
ゆ
っ
く
り
下
る
。

明
る
く
な
っ
た
午
前
七
時
に
下
の
コ
ル
に
つ
く
。
大
貫
は
中
間
の
看
病
。
遠
藤

は
Ｃ
４
の
移
動
。井
沢
は
酸
素
ボ
ン
ベ
の
回
収
に
走
る
。
同
時
に
Ｃ
２
の
三
好

・

橋
本
で

一
挙
に
Ｃ
３
を
越
え
Ｃ
４
方
面
へ
の
酸
素
の
運
搬
を
要
請
。
Ｂ
Ｃ
へ
は

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
依
頼
す
る
。
こ
の
稜
線
上
で
は
Ｃ
３
ま
で
三
つ
の
山
を
越
え

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
状
況
下
で
は
短
時
間
に
下
に
お
ろ
す
の
は
到
底
無
理
と
思

わ
れ
た
か
ら
だ
。
三
〇
〇
腐
し
か
Ｃ
５
か
ら
高
度
を
下
げ
ら
れ
な
い
。
ヒ
マ
ラ

ヤ
の
稜
線
上
で
は
こ
れ
以
上
の
身
動
き
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

願
い
が
通
じ
た
の
か
コ
ル
に
つ
い
て
か
ら
症
状
が
安
静
に
向
か
っ
て
い
る
よ

う
だ
っ
た
。
夕
方
、
リ
レ
ー
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
酸
素
ボ
ン
ベ
が
コ
ル
に
届
き

大
い
に
安
心
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
日
に
は
ヘ
リ
が
来
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

し
か
し
ま
た
し
て
も
不
運
！
　
ポ
ー
タ
ー
の
伝
令
が
戻
っ
て
き
て
言
う
に
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は
、
ス
カ
ル
ド
ゥ
方
面
で
事
故
が
あ
リ
ヘ
リ
が
ふ
さ
が
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。

翌
日
、
翌
々
日
と
待
て
ど
も
あ
ら
わ
れ
ず
。
そ
う
し
て
い
る
間
に
中
間
は
大
分

回
復
し
て
き
て
動
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
と
う
と
う
し
び
れ
を
切
ら
し
み

ん
な
で
Ｃ
３
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
何
故
最
後
ま
で
来
な

か
っ
た
の
か
誰
も
知
ら
な
い
。

モ
ム
ヒ
ル
・
サ
ー
ル
の
ア
タ
ッ
ク
そ
し
て
下
山

長
い
稜
線
で
の
行
動
が
た
た
っ
て
多
く
の
隊
員
に
疲
労
の
跡
が
隠
せ
な
い
。

し
か
し
下
に
降
り
休
養
し
て
か
ら
再
度
ア
タ
ッ
ク
す
る
に
は
時
間
が
足
り
な

か
っ
た
。
九
月
五
日
に
ワ
ン
チ
ャ
ン
ス
に
か
け
、
ア
タ
ッ
ク
可
能
な
六
人
で
モ

ム
ヒ
ル
・
サ
ー
ル
に
向
か
う
。
Ｃ
３
か
ら
１
時
間
半
で
取
り
付
き
、
そ
こ
か
ら

急
な
東
稜
が
い
き
な
り
せ
り
上
が
っ
て
い
る
。
見
る
か
ら
に
手
ご
わ
そ
う
だ
。

三
好

・
遠
藤
が
先
行
し
フ
ィ
ッ
ク
ス
作
業
を
す
る
。
二
日
前
に
は
三
好

・
土
沢

の
珍
コ
ン
ピ
で
３
ビ
ッ
チ
ほ
ど
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
が
付
け
て
あ
る
。
遠
藤
は

リ
ッ
ジ
を
ま
わ
り
こ
ん
だ
氷
の
ル
ン
ゼ
に
挑
ん
で
い
た
。
氷
壁
は
固
く
長
く
、

し
か
し
彼
の
手
元
に
は
た
っ
た
二
本
の
ア
イ
ス
ｏ
ス
ク
リ
ュ
ー
が
あ
る
の
み
で

あ
っ
た
。
時
に
高
度
は
七
〇
〇
〇
屑
。
過
去
数
々
の
隊
が
こ
の
リ
ッ
ジ
に
取
り

付
き
敗
退
し
た
が
、
そ
の
理
由
が
よ
く
理
解
で
き
た
。

翌
六
日
、
三
好

・
土
沢
迷
コ
ン
ビ
に
ザ
イ
ル
回
収
を
任
せ
、
残
り
の
隊
員
は

Ｂ
Ｃ
へ
下
山
。
翌
７
日
全
員
下
山
。
登
山
は
終
わ
っ
た
。

私
達
の
力
を
使
い
果
た
し
た
と
い
え
る
登
山
で
あ
っ
た
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
早
稲
田
大
学
山
岳
部
カ
ラ
コ
ル
ム
登
山
隊

一
九
九

一
年

活
動
期
間
　
一
九
九

一
年
七
月
六
日
～
九
月
二
十

一
日

目
　
　
的
　
パ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
カ
ラ
コ
ル
ム
山
脈
ヒ
ス
パ
ー
山
群
、
ト
リ

ボ
ー
ル
峰

（七
七
二
八
屑
）
の
北
面
か
ら
の
初
登
頂

（通
算
第
二

登
）
、
モ
ム
ヒ
ル
・
サ
ー
ル
峰

（七
三
四
三
厨
）
の
全
員
登
頂

隊
の
構
成
　
隊
長
＝
大
貫
敏
史
ｍ
、
副
隊
長
＝
三
好
雅
彦
ω
、
隊
員
＝
橋
本
守

功
制

・
中
間
英
敏
ω

・
井
沢
正
彦
ω

・
遠
藤
淳
囲

・
小
林
浩
ω

・

土
沢
信
明
の

先
発
隊
出
発

本
隊
出
国

Ｂ
ｃ
集
結

登
攀
活
動

・
第

一
期
開
始
、
モ
ム
ヒ
ル
稜
末
端
の
モ
レ
ー
ン
丘
上
ま

で
全
員
で
往
復
Ａ
Ｂ
Ｃ
と
す
る

（四
八
八
〇
屑
）

第
二
期
開
始

Ｃ
３
建
設

第
二
期
終
了
、
Ｂ
Ｃ
に
て
完
全
体
養

第
三
期

（ア
タ
ッ
ク
）
開
始
、
こ
の
後
悪
天
候
、
ポ
ー
タ
ー
、
隊
員

の
故
障
続
く

ア
タ
ッ
ク
隊

（大
貫

ｏ
遠
藤
）
Ｃ
５

（六
八
八
〇
腐
）
入
り
、
サ
ポ
ー

ト
隊

（井
沢

ｏ
中
間
）
Ｃ
５
往
復
、
モ
ム
ヒ
ル
隊
Ｃ
３
往
復

午
後

一
時
五
十
分
ト
リ
ボ
ー
ル
登
頂

モ
ム
ヒ
ル
・
サ
ー
ル
ア
タ
ッ
ク
、
三
好

・
遠
藤
の
先
行
、
大
貫

・
井

沢

・
橋
本

・
土
沢
の
後
続
で
東
稜
沿
い
に
フ
ィ
ッ
ク
ス
。
七
〇
〇
〇

腐
付
近
で
氷
の
ル
ン
ゼ
に
阻
ま
れ
撤
退

Ｂ
Ｃ
キ
ャ
ン
プ
集
結
、
登
山
活
動
終
了

日
本
帰
国
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ブ
ー
タ
ン

ヒ
マ
ラ
ヤ

ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
の
初
登
頂

計
画
の
始
ま
り

千
葉
大
学
ヒ
マ
ラ
ヤ
委
員
会
が
派
遣
し
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
隊
は
、　
一
九
六
三

年
の
東
ネ
パ
ー
ル
・
ヌ
ン
ブ
ー
ル
以
来
、今
回
の
ブ
ー
タ
ン
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
「
ツ
ェ

ン
ダ
カ
ン
」
で
七
回
目
を
数
え
、
第

一
回
日
以
来
、　
一
貫
し
て
東
部
、
湿
潤
ヒ

マ
ラ
ヤ
地
域
に
焦
点
を
絞
り
登
山
と
植
生
を
中
心
と
し
た
学
術
調
査
を
行
っ
て

き
た
。

一
九
八
三
年
、
ブ
ー
タ
ン
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
登
山
が
解
禁
に
な
り
、　
一
九
八
五

年
、
ナ
ム
シ
ラ
峰
の
登
山
と
別
動
隊
に
よ
る
学
術
調
査
を
行
い
、
概
ね
当
初
の

成
果
を
得
た
。
ま
た
、
北
部
ル
ナ
ナ
地
方
の
踏
査
を
通
じ
て
ブ
ー
タ
ン
の
登
山

事
情
も
把
握
で
き
た
た
め
、
次
回
も
ブ
ー
タ
ン
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
未
知
の
山
域
に

と
目
を
向
け
て
き
た
。　
一
九
八
六
年
以
降
、
随
時
メ
ン
バ
ー
が
入
国
し
て
ブ
ー

タ
ン
当
局
に
接
触
、
未
登
峰
の
許
可
取
得
の
可
能
性
を
う
か
が
っ
て
き
た
。
し

か
し
、
ブ
ー
タ
ン
当
局
は
、
マ
サ
カ
ン
、
ジ
ェ
チ
ュ
ダ
ケ
と
い
っ
た

一
部
の
高

吉 桜

峰
を
除
き
主
だ
っ
た
高
峰
は
中
国
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
と
の
国
境
線
近
く
に
位
置

す
る
た
め
許
可
し
な
い
姿
勢
を
取
り
続
け
、　
一
九
八
七
年
に
は
最
高
峰
ガ
ン
ケ

ル
プ
ン
ズ
ム
の
登
山
も
禁
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、　
一
九
八
七
年
、　
一
部
の
メ
ン
バ
ー
が
ブ
ー
タ
ン
に

入
国
、
国
境
線
よ
り
や
や
南
側
に
位
置
す
る
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
の
登
山
許
可
を
さ

ぐ
っ
た
が
、
許
可
取
得
の
可
能
性
が
な
い
た
め
、
取
り
あ
え
ず
、
テ
ィ
ン
プ
ー

東
方
の
ド
チ
ュ
・
ラ
か
ら
の
遠
望
で
以
前
よ
り
注
目
し
て
い
た
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン

の
東
側
に
位
置
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
無
名
の
高
峰
を
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
東
峰
と

呼
ん
で
許
可
の
申
請
を
し
た
と
こ
ろ
、
標
高
も
位
置
も
不
明
な
無
名
峰
の
た
め

か
、
ブ
ー
タ
ン
当
局
よ
リ
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

・
ピ
ー
ク
扱
い
と
し
て
の
登
山
許
可

が
発
給
さ
れ
た
。

一
九
九
〇
年
に
は
、
植
生
、
気
象
、
地
形
等
の
学
術
調
査
隊
が
派
遣
さ
れ
、

ブ
ー
タ
ン
中
部
を
中
心
に
幅
広
い
踏
査
を
行
い
、
同
時
に
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
東
峰

登
山
の
確
認
も
行
っ
て
き
た
。

永 井

英 文

明 隆
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往
路
キ
ャ
ラ
バ
ン

一
九
九

一
年
十
月

一
日
、
ネ
パ
ー
ル
・
カ
ト
マ
ン
ズ
で
の
物
資
の
調
達
と
通

関
業
務
を
行
う
た
め
先
発
隊
二
名
が
出
発
、
続
い
て
十
月
八
日
、
本
隊
三
名
が

バ
ン
コ
ッ
ク
経
由
で
出
発
し
、
十
月
九
日
、
パ
ロ
で
合
流
後
、
テ
ィ
ン
プ
ー
に

入
っ
た
。

翌
日
よ
リ
ブ
ー
タ
ン
観
光
公
社
と
の
日
程
調
整
等
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
担
当

官
か
ら
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
東
峰
で
な
く
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
主
峰
の
登
山
を
了
承
す
る

と
の
突
然
の
発
言
が
な
さ
れ
た
た
め
、
と
ま
ど
い
な
が
ら
も
急
遠
、
東
峰
か
ら

主
峰
へ
の
登
山
に
切
り
換
え
た
準
備
に
入
り
、
十
月
十
二
日
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス

で
テ
ィ
ン
プ
ー
を
出
発
、
古
都
プ
ナ
カ
を
経
由
し
て
モ
ｏ
チ
ュ
ー
沿
い
の
自
動

車
道
路
終
点
、
リ
ン
チ
ュ
ー
村
先
よ
り
馬
に
よ
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
開
始
し
た
。

タ
シ
タ
ン
、
ゲ
ン
ダ
ム
ジ
を
通
過
し
、
十
月
十
四
日
、
こ
の
地
方
の
中
心
地

で
あ
る
温
泉
地
、
ガ
サ
着
。
ガ
ン
プ
ー
カ
ン
が
間
近
に
望
め
、
店
に
は
イ
ン
ド

製
の
ビ
ー
ル
も
売
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
馬
の
一
部
を
ヤ
ク
に
交
代
し
た
の
ち
、

モ
・
チ
ュ
ー
沿
い
の
バ
レ
ニ
フ

（三
八
〇
〇
腐
）
を
越
え
、
コ
イ
ナ
を
通
過
し

て
十
月
十
六
日
、
軍
が
駐
屯
す
る
タ
ク
ツ
イ
マ
カ
ン
着
、
谷
奥
に
は
マ
サ
カ
ン

が
望
め
た
。
馬
か
ら
ヤ
ク
ヘ
の
交
代
の
た
め
の
体
養
日
に
は
最
奥
の
村
、
ラ
ヤ

村
の
見
学
に
出
向
き
、
特
徴
の
あ
る
竹
皮
の
ト
ン
ガ
リ
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
女
性

を
物
珍
し
く
見
、
水
車
の
調
査
を
行
っ
た
。

十
月
十
九
日
よ
り
後
半
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
開
始
。
ル
ナ
ナ
地
方
へ
の
街
道
と

も
な
っ
て
い
る
ロ
ド
フ
・
チ
ュ
ー
沿
い
を
進
み
、
十
月
二
十
日
、
ツ
ェ
ン
ダ
カ

ン
南
西
面
に
通
じ
る
支
谷
に
入
り
、
標
高
四
七
〇
〇
肩
地
点
に
ベ
ー
ス
・
キ
ャ

ン
プ
を
建
設
し
た
。

ベ
ー
ス
ｏ
キ
ャ
ン
プ
か
ら
見
る
ツ
エ
ン
ダ
カ
ン
は
、
西
稜
、
南
稜
、
北
稜
、

南
西
壁
よ
り
形
成
さ
れ
、
西
稜
上
部
よ
り
南
西
方
に
支
稜
を
有
し
、
北
稜
に
続

く
稜
線
上
に
は
当
初
目
指
し
て
い
た
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
東
峰
が
そ
び
え
て
い
る
。

登
山
活
動

十
月
二
十
二
日
、
東
峰
と
の
間
に
氷
河
を
抱
く
東
面
よ
り
取
り
付
く
べ
く
、

ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
正
面
の
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
に
ル
ー
ト
エ
作
を
開
始
し
た

が
、
氷
河
の
状
態
が
悪
く
、
大
ク
レ
バ
ス
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
て
断
念
、
十
月

二
十
七
日
よ
り
南
稜
の
延
長
線
上
に
あ
る
五

一
〇
〇
済
の
コ
ル
に
進
出
し
て
偵

察
し
た
と
こ
ろ
、西
稜
下
部
の
ル
ン
ゼ
に
可
能
性
の
あ
る
ル
ー
ト
を
発
見
し
た
。

西
稜
自
体
相
当
急
峻
な
リ
ッ
ジ
で
あ
る
が
、
南
西
壁
も
ル
ー
ト
と
し
て
は
不
向

き
な
こ
と
か
ら
こ
の
ル
ン
ゼ
に
成
否
を
か
け
る
こ
と
に
し
た
。

十
月
二
十
九
日
、
南
西
支
稜
基
部
の
プ
ラ
ト
ー
手
前
に
Ｃ
ｌ

（五
三
五
〇
肝
）

を
建
設
、
翌
日
、
も
ろ
い
ル
ン
ゼ
に
ル
ー
ト
エ
作
を
行
い
、
西
稜
上
の
コ
ル
に

出
る
こ
と
が
で
き
た
。

十
月
三
十
日
よ
り
西
稜
上
に
本
格
的
な
ル
ー
ト
エ
作
を
開
始
、
西
稜
は
両
側

が
切
れ
落
ち
た
高
度
感
満
点
の
リ
ッ
ジ
で
、
約
四
五
度
の
風
化
の
進
ん
だ
岩
ま

じ
り
の
雪
壁
が
続
く
。
五
八
〇
〇
屑
付
近
で
用
意
し
て
き
た
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー

プ
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
東
峰
か
ら
主
峰
に
急
違
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
準
備

不
足
が
露
呈
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
し
ま
い
悔
ま
れ
た
。
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
が

尽
き
た
の
ち
は
、
登
攀
用
の
も
の
で
補
い
つ
つ
ナ
イ
フ
リ
ッ
ジ
に
ル
ー
ト
を
延

ば
し
て
行
っ
た
が
、
い
よ
い
よ
食
料
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
、
十

一

月
六
日
よ
り

一
気
に
ア
タ
ッ
ク
体
制
に
入
る
こ
と
に
し
た
。

十

一
月
六
日
、
三
名
に
て
Ｃ
ｌ
を
出
発
、
フ
ィ
ッ
ク
ス
終
了
点
十
七
時
着
、
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そ
の
ま
ま
ナ
イ
フ
リ
ッ
ジ
を
進
み
、
二
十
二
時
雪
壁
途
中
に
て
ビ
バ
ー
ク
。
翌

十

一
月
七
日
、南
西
支
稜
と
の
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
手
前
の
小
台
地
上
に
Ｃ
２
（六
　
１‐

〇
五
〇
屑
）
を
建
設
し
た
。

十

一
月
八
日
、
Ｃ
２
よ
り
三
名
の
隊
員
に
て
リ
ッ
ジ
の
続
く
頂
稜
を
進
ん
だ
。

Ｃ
２
よ
り
す
ぐ
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
に
な
っ
て
お
り
、
ク
レ
バ
ス
を
越
す
と
雪
壁

が
続
く
と
い
っ
た
状
態
で
頂
上
の
肩
に
出
た
。
頂
上
は
す
ぐ
と
思
わ
れ
た
が
、

リ
ッ
ジ
沿
い
の
急
な
雪
壁
の
ト
ラ
バ
ー
ス
が
待
っ
て
い
た
。
３
ビ
ッ
チ
の
ト
ラ

バ
ー
ス
を
慎
重
に
行
い
つ
つ
日
前
の
小
岩
峰
を
目
指
し
て
直
上
し
到
達
し
た
所

が
頂
上
で
あ
っ
た
。
十
三
時
着
。
地
図
上
は
七
〇
〇
〇
屑
と
な
っ
て
い
る
が
、

高
度
計
は
六
三

一
〇
屑
を
指
し
て
い
た
。
マ
サ
カ
ン
、
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
東
峰
が

手
に
取
る
よ
う
に
望
め
た
。

下
降
は
二
回
の
懸
垂
を
ま
じ
え
、
十
七
時
Ｃ
２
に
帰
着
し
た
。
十

一
月
九
日
、

Ｃ
２
か
ら
の
下
降
を
続
け
、
二
十
時
Ｃ
ｌ
着
。
翌
十
日
、
Ｂ
Ｃ
に
無
事
下
山
し
、

全
員
が
合
流
し
た
。

ル
ー
ト
選
定
に
多
く
の
時
間
を
と
ら
れ
、時
間
切
れ
寸
前
の
登
頂
で
あ
っ
た
。

ル
ー
ト
は
お
ろ
か
、
山
容
さ
え
も
判
然
と
し
な
い
ブ
ー
タ
ン
ｏ
ヒ
マ
ラ
ヤ
な
ら

で
は
の
醍
醐
味
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
反
面
、
当
初
、
東
峰
を
目
指
し
て
準
備

し
て
い
た
た
め
、
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
等
の
装
備
の
面
で
の
見
込
み
違
い
が

あ
っ
た
こ
と
も
最
後
ま
で
苦
労
し
た

一
因
で
あ
っ
た
。

帰
路
キ
ャ
ン
プ

十

一
月
十
日
、
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
を
撤
収
し
て
ロ
ド
フ
に
下
り
、
隊
員
に

よ
る
植
生
調
査
等
を
し
な
が
ら
往
路
を
辿
り
、
途
中
、
ガ
サ
の
温
泉
で
休
養
を

と
っ
た
の
ち
、
十

一
月
十
六
日
夜
遅
く
テ
ィ
ン
プ
ー
に
帰
着
し
た
。

ヽ

一

Л
川
剣
ゴ
ー
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前
回
、　
一
九
八
五
年
の
ナ
ム
シ
ラ
峰
遠
征
の
際
の
帰
路
キ
ャ
ラ
バ
ン
は
、
ル

ナ
ナ
地
方
を
横
断
す
る
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
食
料
、
荷
物
運
搬
用
の
ヤ
ク
の

調
達
等
、
ガ
イ
ド
の
必
死
の
奔
走
に
も
か
か
わ
ら
ず
住
民
の
協
力
が
全
く
得
ら

れ
ず
、
荷
物
を
捨
て
な
が
ら
の
空
腹
を
抱
え
た
脱
出
行
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

今
回
の
モ
ｏ
チ
ュ
ー
沿
い
の
ル
ー
ト
は
、
幹
線
と
も
い
え
る
街
道
沿
い
の
せ
い

か
、
食
料
も
十
分
で
、
馬
か
ら
ヤ
ク
ヘ
の
交
代
等
も
概
ね
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
、

前
回
と
は
様
変
り
の
状
況
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

山
岳
部
Ｏ

ｏ
Ｂ
二
名
、
現
役
三
名
と
い
う
弱
体
な
隊
で
あ
り
、
ま
た
、　
一
部

に
準
備
不
足
の
面
も
あ
っ
た
が
、
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
の
初
登
頂
と
あ
る
程
度
の
周

辺
地
域
の
地
形
の
解
明
が
で
き
た
。

テ
ィ
ン
プ
ー
帰
着
後
、
未
登
峰
で
あ
っ
た
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
登
山
に
関
し
ブ
ー

タ
ン
観
光
省
を
所
管
す
る
商
工
省
よ
り
若
干
の
ク
レ
ー
ム
が
つ
い
た
。
し
か
し
、

プ
ラ
ダ
ン
大
臣
の
寛
容
な
取
り
扱
い
と
観
光
省
ス
タ
ッ
フ
の
援
助
で
事
無
き
を

得
た
。

大
学
山
岳
部
は
、
近
年
、
部
員
不
足
が
顕
著
で
十
分
な
合
宿
さ
え
も
で
き
な

い
状
態
に
あ
る
。
従
来
か
ら
若
千
名
の
現
役
を
必
ず
隊
員
に
含
め
て
遠
征
活
動

を
行
っ
て
き
た
が
、
今
回
は
三
名
の
現
役
が
参
加
し
、
し
か
も
主
導
的
な
活
躍

を
し
た
。
こ
の
余
勢
を
か
っ
て

一
九
九
二
年
春
に
は
現
役
に
よ
る
初
め
て
の
ヒ

マ
ラ
ヤ
合
宿
も
実
現
し
た
。
国
内
に
お
け
る
訓
練
も
必
要
で
あ
る
が
、
ヒ
マ
ラ

ヤ
と
い
っ
た
憧
れ
を
実
現
し
て
行
く
の
も
、
今
後
の
魅
力
あ
る
大
学
山
岳
部
の

ひ
と
つ
の
あ
り
方
か
も
知
れ
な
い
。

未
知
の
山
域
が
ま
だ
ま
だ
多
く
残
る
ブ
ー
タ
ン
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

登
山
の
醍
醐
味
を
満
喫
さ
せ
て
く
れ
る
。　
一
九
八
三
年
の
登
山
解
禁
以
来
、
約

十
年
後
の
今
日
で
も
、
こ
の
状
態
は
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
今
後
と
も
変

わ
ら
ず
に
残
さ
れ
て
行
く
こ
と
を
祈
り
た
い
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
一
九
九

一
年
千
葉
大
学
ブ
ー
タ
ン
学
術
調
査
登
山
隊

活
動
期
間
　
一
九
九

一
年
十
月
～
十
二
月

目
　
　
的
　
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
の
初
登
頂
と
周
辺
地
域
の
踏
査

隊
の
編
成
　
総
指
揮
＝
中
馬
敏
隆
の
、
指
揮
＝
吉
永
英
明
り
、
隊
長
＝
桜
井
文

隆
０
、
隊
員
＝
小
玉
裕
志
の

・
本
間
航
介
の

・
高
橋
良
治
の

ｏ
朱

宮
丈
晴
の
、
ガ
イ
ド
＝
カ
ル
マ
・
ド
ル
ジ

行
動
概
要
　
十
月
十
二
日
テ
ィ
ン
プ
ー
発
、
同
日
リ
ン
チ
ュ
ー
先
よ
リ
キ
ャ
ラ

バ
ン
開
始
、
二
十
日
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
南
面
四
七
〇
〇
済
に
ベ
ー

ス
。
キ
ャ
ン
プ
建
設
、十

一
月
八
日
西
稜
よ
リ
ツ
ェ
ン
ダ
カ
ン
（七

〇
〇
〇
屑
）
に
初
登
頂
、
十
日
ベ
ー
ス
ｏ
キ
ャ
ン
プ
撤
収
、
往
路

を
辿
り
十
六
日
テ
ィ
ン
プ
ー
帰
着
。

報

告

書
　
一
九
九
二
年
に
発
行
予
定
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ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ

ュ
の
名
峰
テ
ィ
リ
ッ
チ
ミ
ー
ル

―
日
本

・
パ
キ
ス
タ
ン
合
同
登
山
隊
の
記
録
―

日
本
山
岳
会
京
都
支
部
は
、　
一
九
九

一
年
の
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
パ
キ

ス
タ
ン
の
ア
ド
ベ
ン
チ
ュ
ア
ー
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン

（Ａ
Ｆ
Ｐ
）
と
の
合
同
で

ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
の
最
高
峰
テ
ィ
リ
ッ
チ
ミ
ー
ル

（七
七
〇
八
厨
）
の
登
山
を

行
っ
た
。

こ
の
登
山
は
京
都
支
部
の
五
周
年
事
業
と
し
て
行
っ
た
初
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山

で
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
も
初
め
て
の
本
格
的
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
で
あ
っ
た
。

パ
キ
ス
タ
ン
に
は
満
足
な
登
山
装
備
は
無
く
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
の
メ
ン
バ
ー
に
も
本

格
的
な
登
山
の
経
験
は
無
い
。
そ
こ
で
日
本
か
ら
彼
等
の
個
人
装
備
も
含
め
た

登
山
装
備
と
上
部
で
の
食
糧
を
用
意
し
て
行
き
、
パ
キ
ス
タ
ン
側
に
は
宿
泊
と

食
事
の
世
話
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
の
食
糧
と
装
備
を
無
料
で
準
備
し
て
も

ら
っ
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
の
若
手
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
未
経
験
者
に
は
こ
と
さ
ら
に
技
術

指
導
を
す
る
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
私
た
ち
と

一
緒
に
登
山
を
す
る
中
で
何

か
を
つ
か
み
取
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
た
。

登
山
ル
ー
ト
は
北
面
の
ア
ッ
パ
ー
テ
ィ
リ
ッ
チ
氷
河
か
ら
登
り
、
氷
河
上
の

須

藤

建

志

六
四
〇
〇
腐
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
建
設
し
た
後
に
、
テ
ン
ト
や
食
糧
を
担
い
で

一
気
に

登
る
方
法
と
し
た
。
又
、
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
は
モ
ン
ス
ー
ン
の
影
響
を
受
け
ず

に
天
気
が
安
定
し
て
い
る
の
で
主
峰
の
登
頂
を
行
っ
た
後
に
、
西
峰
の
各
峰
の

登
頂
と
縦
走
も
試
み
る
と
い
っ
た
欲
張
っ
た
計
画
と
し
た
。

日
本
側
隊
員
の
出
発
は
休
暇
が
取
り
や
す
い
よ
う
に
先
発
、
後
発
と
分
け
、

後
発
は
日
本
出
発
か
ら
帰
国
ま
で
を
四
十
日
間
と
し
て
、
そ
の
間
で
理
想
的
な

高
度
順
化
を
行
っ
て
短
期
間
で
登
頂
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
た
。
又
、
も
う

一

つ
の
目
的
と
し
て
登
山
期
間
中
の
環
境
へ
の
配
慮
と
ゴ
ミ
処
理
を
提
案
し
、
計

画
段
階
か
ら
担
当
者
を
決
め
て
具
体
的
な
方
法
を
検
討
し
て
行
っ
た
。

七
月

一
日
に
斎
藤
支
部
長
、
須
藤
、
堀
江
、
船
尾
、
小
田
、
支
部
長
に
同
行

し
た
山
口
の
先
発
隊
は
Ａ
Ｆ
Ｐ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
避
暑
地
の

ア
ボ
ッ
タ
バ
ー
ド
に
入
リ
パ
キ
ス
タ
ン
側
と
初
顔
合
わ
せ
を
し
た
。

メ
ン
バ
ー
は
副
隊
長
の
サ
ジ
ャ
ー
ド
、
彼
は
京
都
在
住
で
日
本
語
が
堪
能
で

あ
る
。
ア
タ
、
彼
は
空
軍
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
で
彼
だ
け
が
唯

一
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
経
験
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者
で
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
、
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅱ
、
シ
ア
カ
ン
リ
に
登
っ
て
い

る
。
タ
リ
ッ
ク
は
海
軍
の
事
務
官
で
何
度
か
の
リ
エ
ゾ
ン
オ
フ
ィ
サ
ー
の
経
験

が
あ
る
。
タ
イ
ヤ
ー
ブ
、
ナ
デ
ィ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ド
は
フ
ラ
ン
ス
の
登
山
学
校

で
の
コ
ー
チ
は
受
け
て
い
る
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
は
初
め
て
で
あ
る
。
ア
タ
は
リ

エ
ゾ
ン
オ
フ
ィ
サ
ー
を
、
フ
ァ
ー
ド
は
登
山
隊
の
ド
ク
タ
ー
を
兼
ね
て
い
る
。

一
ヵ
月
前
に
船
便
で
送
っ
た
隊
荷
が
ア
ボ
ッ
タ
バ
ー
ド
ま
で
届
い
て
お
ら
ず

や
き
も
き
し
た
が
、
四
日
に
よ
う
や
く
届
き
七
日
に
は
チ
ト
ラ
ル
に
向
け
て
出

発
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

九
日
に
テ
ィ
リ
ッ
チ
ゴ
ル
の
上
流
の
村
、
シ
ャ
グ
ラ
ム
ま
で
ジ
ー
プ
で
入
り

キ
ャ
ラ
バ
ン
を
開
始
し
た
。
シ
ャ
ニ
ョ
ー
ク
、
シ
ョ
ゴ
ロ
ベ
ー
ス
ン
と
進
み
十

二
日
に
ア
ッ
パ
ー
テ
ィ
リ
ッ
チ
氷
河
の
屈
曲
点
右
岸
の
四
八
〇
〇
屑
に
ベ
ー

ス
。
キ
ャ
ン
プ
を
設
け
た
。
ベ
ー
ス
は
対
岸
に
イ
ス
ト
ル
オ
ナ
ー
ル
や
ノ
シ
ャ

ク
が
見
え
る
大
変
景
色
の
よ
い
所
だ
っ
た
が
周
辺
に
は
過
去
の
登
山
隊
が
残
し

た
空
き
缶
が
散
乱
し
て
い
た
。

こ
こ
か
ら
先
の
ル
ー
ト
は
ア
ッ
パ
ー
テ
ィ
リ
ッ
チ
氷
河
の
右
岸
を
Ｃ
ｌ
、
Ａ

Ｂ
Ｃ
と
進
み
、
そ
こ
か
ら
氷
河
最
奥
の
ク
ー
ロ
ア
ー
ル
か
ら
西
峰
と
の
コ
ル
に

登
り
登
頂
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
日
間
で
荷
上
げ
の
準
備
を
済
ま
せ
、
十
五
日

か
ら
登
山
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

Ｃ
ｌ
は
従
来
の
キ
ャ
ン
プ
地
を

一
つ
飛
ば
し
て
、
西
峰
４
峰
か
ら
の
尾
根
の

末
端
ま
で
持
っ
て
行
っ
た
だ
け
に
距
離
八
キ
ロ腐
、
高
度
差

一
〇
〇
〇
房
と
非
常

に
遠
く
最
初
の
順
応
し
き
れ
な
い
う
ち
は
大
変
し
ん
ど
く
、
荷
上
げ
で
登
り
着

け
な
い
者
も
い
た
が
次
第
に
全
員
が
登
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

十
九
日
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
六
三
〇
〇
屑
に
設
け
、
先
発
二
回
の
ア
タ
ッ
ク
と
後
発

一
回
分
の
食
糧

・
装
備
を
荷
上
げ
し
て
、
六
八
〇
〇
陣
川
Ｃ
３
予
定
地
ま
で
偵
察

に
登
り

一
旦
Ｂ
Ｃ
ま
で
引
き
上
げ
て
ア
タ
ッ
ク
前
の
休
養
に
入
っ
た
。

七
月
二
十
日
に
日
本
を
出
発
し
た
後
発
の
宮
川
、
松
田
、
百
海
は
二
十
七

日
に
は
Ｂ
Ｃ
に
到
着
し
て
全
員
が
揃
っ
た
。

第
二
次
ア
タ
ッ
ク

先
発
隊
は
五
日
間
の
体
養
を
と
リ
ア
タ
ッ
ク
の
鋭
気
を
養
っ
た
が
登
山
期
間

の
少
な
い
後
発
隊
は
休
養
を
と
る
間
も
な
く
順
化
活
動
に
入
っ
た
。

三
十
日
、
膝
の
故
障
の
サ
ジ
ャ
ー
ド
、
Ｂ
Ｃ
か
ら
上
部
へ
ほ
と
ん
ど
行
動
す

る
こ
と
の
出
来
な
い
タ
リ
ッ
ク
を
除
く
先
発
七
名
が
ア
タ
ッ
ク
に
出
発
す
る
。

八
月

一
日
、
Ｃ
３
を
六
八
〇
〇
属
の
氷
河
の
最
奥
の
ク
レ
バ
ス
に
建
設
す
る
。

こ
こ
ま
で
の
ル
ー
ト
は
技
術
的
な
問
題
は
無
く
歩
い
て
登
る
こ
と
が
出
来
た

が
、
こ
こ
か
ら
は
高
度
差
五
〇
〇
厨
、
六
〇
度
ぐ
ら
い
の
氷
の
ク
ー
ロ
ア
ー
ル

に
な
る
。
こ
こ
を
１５
ビ

ッ
チ
の
フ
ィ
ッ
ク
ス
で
ル
ー
ト
を
開
き
Ｃ
３
で

一
日
休

養
し
て
四
日
に
七
三
〇
〇
屑
の
コ
ル
に
Ｃ
４
を
設
け
る
。

こ
の
登
り
は
、
急
傾
斜
に
加
え
て
Ｃ
３
を
撤
収
し
た
テ
ン
ト
、
ア
タ
ッ
ク
に

必
要
な
装
備
、
食
糧
、
個
人
装
備
と
、
各
自
二
〇
キ
ロを
越
え
る
ザ
ッ
ク
を
担
い

で
と
な
り
、
苦
し
い
登
攀
と
な
っ
た
。
タ
イ
ヤ
ー
ブ
、
ナ
デ
ー
ム
、
小
田
が
遅

れ
だ
し
、
小
田
は
最
後
の
２
ビ
ッ
チ
で
ほ
と
ん
ど
動
け
な
く
な
り
迎
え
に
出
た

堀
江
に
助
け
ら
れ
て
夜
の
十
時
近
く
に
や
っ
と
Ｃ
４
に
た
ど
り
着
い
た
。
夜
中

に
は
食
べ
た
も
の
を
も
ど
す
な
ど
疲
労
し
て
い
た
が
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
回

復
力
で
翌
日
に
は
全
員
で
ア
タ
ッ
ク
に
出
発
し
た
。

Ｃ
４
か
ら
は
稜
線
上
の
岩
稜
に
ル
ー
ト
を
求
め
る
が
、
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま

う
。岩
稜
の
右
は
深
く
切
れ
落
ち
た
ル
ン
ゼ
で
ル
ー
ト
は
無
い
。左
ヘ
ト
ラ
バ
ー

ス
す
る
が
、
上
部
の
岩
壁
帯
に
は
ば
ま
れ
て
ル
ー
ト
を
見
付
け
る
こ
と
が
出
来

な
い
。
こ
の
ま
ま
ル
ー
ト
を
見
付
け
ら
れ
な
い
で
ダ
ラ
ダ
ラ
と
全
員
が
行
動
し
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て
い
た
の
で
は
時
間
が
掛
か
る
ば
か
り
な
の
で
、
前
日
Ｂ
Ｃ
入
り
の
遅
れ
た
小

田
、
高
所
経
験
の
無
い
タ
イ
ヤ
ー
ブ
、
ナ
デ
ィ
ー
ム
を

一
旦
Ｃ
４
に
帰
す
こ
と

に
し
て
残
り
の
四
人
で
そ
れ
ぞ
れ
ル
ー
ト
を
探
す
こ
と
に
し
た
。
三
人
は
し
ば

ら
く
傾
斜
の
無
い
所
で
休
ん
で
い
た
が
、
船
尾
が
上
部
の
ク
ー
ロ
ア
ー
ル
か
ら

岩
稜
を
登
っ
て
ル
ー
ト
を
探
る
の
に
ロ
ー
プ
を
持
っ
て
い
る
タ
イ
ヤ
ー
ブ
に
確

保
す
る
よ
う
に
声
を
掛
け
た
。
私
は
帰
れ
と
指
示
を
し
て
あ
る
タ
イ
ヤ
ー
ブ
が

こ
の
場
で
行
動
し
て
い
る
の
を
見
て
い
や
な
予
感
が
し
た
が
、
間
も
な
く
行
き

詰
ま
っ
て
船
尾
が
降
り
出
し
た
の
で
そ
の
予
感
に
対
処
す
る
こ
と
な
く
そ
の
場

を
離
れ
た
。
そ
の
直
後
、
「
タ
イ
ヤ
ー
ブ
が
滑
落
し
た
」
と
叫
ん
で
い
る
船
尾

の
声
が
耳
に
入
っ
た
。
あ
わ
て
て
滑
落
地
点
が
見
え
る
所
ま
で
戻
っ
た
が
彼
の

姿
を
見
付
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
タ
イ
ヤ
ー
ブ
は
氷
の
三
～
四
〇
度
の

斜
面
を
滑
落
し
て

一
気
に
ロ
ア
ー
テ
ィ
リ
ッ
チ
氷
河
に
落
ち
て
行
っ
た
よ
う
に

田
心ゝ
え
上だ
。

ア
タ
が
滑
落
し
た
方
向
を
ず
っ
と
見
て
い
て
四
〇
〇
属
ほ
ど
下
の
ク
レ
バ
ス

を
指
差
し
て
あ
そ
こ
に
落
ち
て
い
る
と
い
う
。
私
に
は
見
え
な
い
が
ス
リ
ッ
プ

痕
が
そ
の
下
に
は
無
い
と
い
う
。

そ
の
ク
レ
バ
ス
は
Ｃ
４
か
ら
平
行
に
二
〇
〇
属
ほ
ど
ト
ラ
バ
ー
ス
し
た
所
に

有
り
容
易
に
歩
い
て
行
け
る
。
全
員
で
Ｃ
４
に
戻
リ
ク
レ
バ
ス
ま
で
ト
ラ
バ
ー

ス
す
る
と
タ
イ
ヤ
ー
プ
は
ク
レ
バ
ス
に
た
た
き
付
け
ら
れ
て
止
っ
て
い
た
。
意

識
は
し
っ
か
り
し
て
お
り
全
身
を
調
べ
て
見
る
が
肋
骨
以
外
は
大
し
た
怪
我
は

無
い
よ
う
だ
。
だ
き
抱
え
て
Ｃ
４
に
連
れ
て
帰
り
Ｃ
４
を
撤
収
し
て
全
員
で
Ｃ

３
に
タ
イ
ヤ
ー
ブ
を
降
ろ
す
こ
と
に
す
る
。

１５
ビ

ッ
チ
の
ク
ー
ロ
ア
ー
ル
は
確
保
し
て
の
下
り
と
な
り
苦
労
す
る
が
無
事

Ｃ
３
に
収
容
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
Ｃ
３
に
は
順
化
行
動
中
の
宮
川
、
百
海
も

レ
ス
キ
ュ
ー
に
上
が
っ
て
お
り
彼
等
は
シ
ュ
ラ
フ
無
し
の
ビ
バ
ー
ク
と
な
る
。

翌
日
再
ア
タ
ッ
ク
の
堀
江
、
船
尾
、
ア
タ
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
残
し
松
田
を
加
え
た
残

り
全
員
で
タ
イ
ヤ
ー
ブ
を
Ｂ
Ｃ
に
収
容
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

Ａ
Ｂ
Ｃ
に
残
っ
た
堀
江
パ
ー
テ
ィ
ー
は
休
養
の
後
九
日
に

一
気
に
Ｃ
４
に
登

り
十
日
に
ア
タ
ッ
ク
に
出
る
。

し
か
し
頂
上
へ
の
岩
稜
を
突
破
す
る
ル
ー
ト
が
見
付
け
ら
れ
な
い
の
に
加

え
、
強
風
の
た
め
に
ア
タ
の
両
足
指
が
凍
傷
に
な
リ
ア
タ
ッ
ク
を
中
止
し
て
下

山
す
る
。

一
方
、
タ
イ
ヤ
ー
ブ
と
共
に
Ｂ
Ｃ
に
戻
っ
た
メ
ン
バ
ー
は
三
日
間
の
休
養
後

十
日
に
須
藤
、
宮
川
、
松
田
、
小
田
、
百
海
で
最
後
の
ア
タ
ッ
ク
に
出
発
す
る
。

こ
こ
ま
で
タ
イ
ヤ
ー
ブ
の
滑
落
、
ア
タ
の
凍
傷
、
フ
ァ
ー
ド
は
尻
に
腫
れ
物
が

で
き
手
術
の
た
め
に
下
山
、
サ
ジ
ャ
ー
ド
は
膝
の
故
障
、
タ
リ
ッ
ク
は
Ｂ
Ｃ
か

ら
上
に
登
る
体
力
が
無
い
と
、
パ
キ
ス
タ
ン
メ
ン
バ
ー
は
こ
と
ご
と
く
戦
線
か

ら
離
脱
し
て
お
り
、
残
る
の
は
ナ
デ
ィ
ー
ム
た
だ

一
人
だ
が
タ
イ
ヤ
ー
ブ
の
手

痛
い
失
敗
も
あ
り
、
ま
だ
頂
上
へ
の
ル
ー
ト
の
見
通
し
も
つ
い
て
い
な
い
所
へ

未
経
験
の
彼
を
連
れ
て
行
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
今
ま
で
体
調
も
よ

く
荷
上
げ
、
タ
イ
ヤ
ー
ブ
の
レ
ス
キ
ュ
ー
と
、
人

一
倍
頑
張
っ
て
来
た
彼
を
ア

タ
ッ
ク
さ
せ
た
い
し
、
又
彼
を
は
ず
す
こ
と
に
よ
っ
て
パ
キ
ス
タ
ン
メ
ン
バ
ー

は

一
人
も
登
頂
出
来
な
く
な
り
合
同
隊
と
し
て
非
常
に
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
こ
と

に
な
る
が
、
タ
イ
ヤ
ー
ブ
の
二
の
舞
い
だ
け
は
し
た
く
な
い
。
登
山
は
ま
ず
個

人
の
判
断
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
し
、
行
け
ば
登
れ
る
可
能
性
の
高
い
者
を
い

わ
ば
隊
長
の
権
限
と
い
う
や
つ
で
ア
タ
ッ
ク
か
ら
は
ず
す
の
は
心
苦
し
い
。
し

か
し
彼
は
ま
だ
二
十
四
歳
、
こ
れ
か
ら
経
験
を
積
め
ば
い
く
ら
で
も
チ
ャ
ン
ス

は
有
る
。
今
回
は
涙
を
の
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。
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第
二
次
ア
タ
ッ
ク
ヘ

十
二
日
に
再
び
ア
タ
ッ
ク
に
必
要
な
食
糧
、
装
備
を
担
ぎ
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
出
発
す

る
。
Ｃ
４
へ
の
登
り
は
順
化
行
動
期
間
の
少
な
い
後
発
メ
ン
バ
ー
に
は
苦
し
い

登
り
と
な
り
、
松
田
と
百
海
、
彼
等
と
行
動
を
共
に
し
た
小
田
は
夜
の
八
時
近

く
に
な
っ
て
Ｃ
４
に
た
ど
り
着
く
。
宮
川
は
登
り
の
苦
し
く
な
っ
た
所
で
自
ら

の
個
人
装
備
で
あ
る
シ
ュ
ラ
フ
を
デ
ポ
し
て
夕
方
に
は
上
が
っ
て
来
て
い
る
。

十
四
日
、
宮
川
は
マ
イ
ナ
ス
二
五
度
ま
で
下
が
っ
た
寒
い
Ｃ
４
の
夜
を
シ
ュ

ラ
フ
カ
バ
ー

一
枚
で
耐
え
て
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
朝
を
迎
え
る
。
今
日
十
四
日

は
パ
キ
ス
タ
ン
の
独
立
記
念
日
だ
。
下
界
で
は
連
日
テ
レ
ビ
で
独
立
記
念
日
に

日

・
パ
合
同
隊
が
テ
ィ
リ
ッ
チ
ミ
ー
ル
に
登
頂
す
る
、と
流
し
て
い
る
ら
し
い
。

か
っ
こ
良
く
登
る
に
は
今
日
登
頂
し
た
い
。
昨
夜
の
Ｃ
４
入
り
の
遅
れ
か
ら
疲

れ
の
見
え
る
小
田
と
百
海
を
残
し
三
人
で
ア
タ
ッ
ク
に
出
る
。

先
日
の
行
き
詰
ま
っ
た
地
点
か
ら
左
に
ト
ラ
バ
ー
ス
し
て
氷
の
傾
面
に
入

る
。
須
藤
リ
ー
ド
で
七
ミリ
ロ
‐
プ
の
フ
ィ
ッ
ク
ス
を
張
り
な
が
ら
登
る
と
岩
稜

上
の
小
さ
な
雪
の
プ
ラ
ト
ー
に
出
た
。
登
山
期
間
の
短
い
宮
川
と
松
田
は
順
応

不
足
の
た
め
ス
ピ
ー
ド
が
上
が
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
ー
か
ら
左
上
ぎ
み
に
岩
場
を

１
ビ

ッ
チ
延
ば
し
て
四
時
に
な
り
、
明
日
再
度
ア
タ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
決
め
て

Ｃ
４
に
帰
る
。

十
五
日
、昨
夜
は
宮
川
も
ぐ
っ
す
り
眠
れ
た
よ
う
だ
。大
統
領
の
レ
セ
プ
シ
ョ

ン
、
帰
国
の
日
程
も
決
ま
っ
て
い
る
以
上
、
今
日
が
最
後
の
ア
タ
ッ
ク
と
な
る

だ
ろ
う
。
今
日
は
絶
対
に
登
る
ぞ
と
心
に
決
め
て
出
発
す
る
。

三
人
で
は
時
間
が
か
か
る
の
で
宮
川
と
二
人
で
ア
タ
ッ
ク
に
出
る
。
昨
日
の

最
高
到
達
点
に
十
時
ま
で
に
と
決
め
て
い
た
が
十
時
ピ

ッ
タ
リ
に
到
達
し
て
気

を
よ
く
す
る
。
こ
こ
か
ら
Ⅲ
級
程
度
の
岩
登
り
を
１
ビ

ッ
チ
延
ば
し
て
氷
の
狭

い
ル
ン
ゼ
に
入
る
。
Ⅲ
～
Ⅳ
級
の
ミ
ッ
ク
ス
の
ル
ン
ゼ
を
２
ビ

ッ
チ
登
り
右
の

側
壁
を
１
ビ

ッ
チ
で
頂
上
の
見
え
る
稜
線
に
出
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１２

も
う
こ
こ
か
ら
は
ロ
ー
プ
は
い
ら
な
い
。
岩
稜
を

一
五
〇
】
日
で
雪
の
プ
ラ

ト
ー
に
出
る
と
そ
こ
が
頂
上
だ
っ
た
。
今
ま
で
晴
れ
て
い
た
空
が
ガ
ス
に
包
ま

れ
て
楽
し
み
に
し
て
い
た
パ
ノ
ラ
マ
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
記
念
写
真
を

撮
り
こ
こ
ま
で
来
れ
な
か
っ
た
皆
に
み
や
げ
の
石
を
拾
い
早
々
に
下
山
に
う
つ

る
。
後
発
の
宮
川
は
五
十
歳
と
い
う
年
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｂ
Ｃ
到
着
後
十
九

日
日
、
し
か
も
Ｃ
４
の
寒
い
夜
を
シ
ュ
ラ
フ
カ
バ
ー
だ
け
で
二
晩
も
耐
え
て
の

登
頂
で
あ
っ
た
。

夕
闇
せ
ま
る
頃
Ｃ
４
に
帰
り
つ
く
。
三
人
が
暖
か
く
迎
え
て
く
れ
た
。

十
六
日
朝
起
き
る
と
百
海
の
様
子
が
お
か
し
い
。　
一
人
で
立
ち
上
が
る
こ
と

す
ら
出
来
な
い
ほ
ど
平
衡
感
覚
を
失
っ
て
い
る
。
か
な
り
危
険
な
状
態
の
脳
浮

腫
の
よ
う
だ
。
朝
食
を
と
る
時
間
も
お
し
む
よ
う
に
Ｃ
４
を
撤
収
し
て
レ
ス

キ
ュ
ー
に
か
か
る
。
Ｃ
４
か
ら
い
き
な
り
始
ま
る
１５
ビ

ッ
チ
の
フ
ィ
ッ
ク
ス
を

懸
垂
で
降
ろ
し
、
荷
降
ろ
し
の
た
め
に
上
が
っ
て
来
た
堀
江
と
ナ
デ
ィ
ー
ム
に

Ｃ
３
で
合
流
し
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
も
撤
収
し
て
こ
こ
で
合
流
し
た
サ
ジ
ャ
ー
ド
と
と
も

に
夜
の
九
時
ま
で
か
か
っ
て
六

一
〇
〇
屑
ま
で
降
り
る
。
こ
こ
か
ら
先
は
ヒ

ド
ゥ
ン
ク
レ
バ
ス
が
多
く
夜
の
行
動
は
出
来
な
い
。
こ
こ
に
テ
ン
ト
を
張
る
こ

と
に
す
る
。　
一
二
〇
〇
屑
降
ろ
し
た
お
か
げ
で
翌
日
に
は
百
海
の
状
態
も
か
な

り
回
復
し
て
暗
く
な
る
前
に
全
員
Ｂ
Ｃ
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。

十
八
日
に
全
員
で
Ｂ
Ｃ
に
散
乱
し
て
い
る
空
き
缶
な
ど
の
ゴ
ミ
を
回
収
す

る
。
約
八
〇
〇
個
の
空
き
缶
を
つ
ぶ
し
て
持
ち
帰
る
よ
う
パ
ッ
キ
ン
グ
す
る
。

須
藤
と
サ
ジ
ャ
ー
ド
で
旧
Ｃ
ｌ
跡
地
ま
で
登
り
雪
の
下
か
ら
出
て
き
た
ゴ
ミ
を

拾
い
集
め
て
ク
レ
バ
ス
に
投
棄
す
る
。
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今
回
の
登
山
を
ふ
り
返
っ
た
時
、
タ
イ
ヤ
ー
ブ
の
滑
落
、
ア
タ
の
凍
傷
と
、

主
峰
の
ア
タ
ッ
ク
に
手
こ
ず
っ
て
西
峰
へ
の
可
能
性
と
い
う
欲
ば
っ
た
プ
ラ
ン

は
実
行
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
も
全
部
持
ち
帰
る
計
画
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
下
山
時
に
百
海
の
レ
ス
キ
ユ
ー
で
テ
ン
ト

一
張
り
と
余
剰
食
糧
や
フ
ィ
ッ

ク
ス
ザ
イ
ル
な
ど
約
七
五
キ
ロを
残
置
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
登
山
の

成
否
は
自
分
た
ち
だ
け
の
問
題
で
済
む
が
、
し
か
し
残
置
し
た
物
は
回
収
し
な

い
限
り
永
久
に
残
る
も
の
で
あ
り
、
ゴ
ミ
処
理
も
含
め
て
計
画
通
り
実
行
出
来

な
か
っ
た
今
回
の
登
山
は
失
敗
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
日
本
人
二
人
だ
け
の
登
頂
者
だ
っ
た
合
同
登
山
を
三
度
の
レ
ス

キ
ュ
ー
や
、
Ｂ
Ｃ
で
の
他
の
登
山
隊
の
ゴ
ミ
の
清
掃
な
ど
を
通
じ
て
、
民
族
性
、

文
化
、
習
慣
、
生
活
の
違
い
を
越
え
て
、
自
然
を
愛
し
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
中

で
登
山
を
楽
し
む
と
い
う
共
通
点
に
よ
っ
て
、
と
も
す
れ
ば
お
互
い
の
国
同
士

を
意
識
し
あ
う
合
同
登
山
を
、
共
通
の
目
的
意
識
を
持
っ
て
同
じ
登
山
を
愛
好

す
る
仲
間
と
し
て
行
え
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
。
今
回
、
友
好
登
山
の

楽
し
み
の
一
つ
を
見
付
け
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
日
本

ｏ
パ
キ
ス
タ
ン
合
同
テ
ィ
リ
ッ
チ
ミ
ー
ル
登
山
隊

主
　
　
催
　
日
本
山
岳
会
京
都
支
部
、
ア
ド
ベ
ン
チ
ュ
ア
ー
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ

ン
・
パ
キ
ス
タ
ン

活
動
期
間
　
一
九
九

一
年
七
月

一
日
～
八
月
三
十

一
日

目
　
　
的
　
テ
ィ
リ
ッ
チ
ミ
ー
ル

（七
七
〇
八
屑
）
の
登
頂
と
そ
の
周
辺
山
域

で
の
登
山
、
ゴ
ミ
の
完
全
処
理
、
持
ち
帰
り

隊
の
構
成
　
総
顧
問
＝
橋
本
龍
太
郎
、
［日
本
側
メ
ン
バ
ー
］
総
隊
長
＝
斎
藤
惇

生

（６１
）
、
副
総
隊
長
＝
塚
本
珪

一

（６０
）
、
総
隊
長
同
行
＝
山
口

克

（６３
）
、
隊
長
＝
須
藤
建
志

（４１
）
、
隊
員
＝
宮
川
清
明

（５０
）
ｏ

松
田
謙
介

（４８
）
・
堀
江
良
明

（３３
）
・
小
田
佳
子

（３２
）
・
船
尾

修

（３０
）
・
百
海
琢
司

（２７
）
、
［パ
キ
ス
タ
ン
側
メ
ン
バ
ー
］
副
総

隊
長
＝
Ｊ

ｏ
ナ
デ
ィ
ー
ル
・
カ
ー
ン
、
副
隊
長
＝
サ
ジ
ャ
ー
ド

・

Ｈ
ｏ
シ
ャ
ー
（２８
）
、
隊
員
＝
Ｓ
・
タ
リ
ッ
ク
ｏ
サ
デ
ィ
キ

（５０
）
・

ア
タ

・
ウ
ル
・
ハ
ク

（３０
）
・
Ｓ
・
ム
ハ
マ
ッ
ド

・
タ
イ
ヤ
ー
ブ

（２５
）
ｏ
Ｍ
・
ナ
デ
ィ
ー
ム
・
カ
ー
ン

（２４
）
・
フ
ア
ー
ド

・
カ
ー

ン

（２４
）

行
動
概
要

六
月
二
十
九
日
　
先
発
隊
日
本
出
発

七
月
九
日
　
　
　
チ
ト
ラ
ル
～
シ
ャ
グ
ラ
ム

（ジ
ー
プ
）

七
月
十
二
日
　
　
Ｂ
Ｃ

（四
人
○
○
房
、
ア
ッ
パ
ー
テ
ィ
リ
ッ
チ
Ｇ

Ｌ
の
屈
曲
点
）

七
月
十
六
日
　
　
Ｃ
ｌ
建
設

（五
八
〇
〇
Ｈ
）

七
月
十
九
日
　
　
Ｃ
２
建
設

（六
四
〇
〇
屑
）

七
月
二
十
日
　
　
第

一
回
ロ
ア
タ
ッ
ク
出
発

八
月

一
日
　
　
　
Ｃ
３
建
設

（六
八
〇
〇
屑
）

八
月
四
日
　
　
　
Ｃ
４
建
設

（七
三
〇
〇
屑
）

八
月
五
日
　
　
　
一第

一
回
ア
タ
ッ
ク
七
四
〇
〇
房
ま
で

八
月
十
日
　
　
　
第
二
回
ア
タ
ッ
ク
七
四
五
〇
屑
ま
で

八
月
十
四
日
　
　
第
三
回
ア
タ
ッ
ク
七
五
五
〇
肝
ま
で

八
月
十
五
日
　
　
第
四
回
ア
タ
ッ
ク
、
登
頂
　
須
藤
、
宮
川

［註

一
本
登
山
隊
は
日
本
山
岳
会
海
外
登
山
基
金
平
成
三
年
度
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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五
十
歳
以
上
の
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
峰
登
頂

は
じ
め
に

い
つ
だ
っ
た
か
、
秋
の
穂
高

・
涸
沢
ヒ
ュ
ッ
テ
で
の
集
ま
り
の
中
で
、
五
十

歳
を
前
に
し
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
登
ろ
う
と
突
然
誰
か
が
云
い
だ
し
た
。
こ
れ
が

今
回
の
山
行
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
実
際
の
計
画
に
入
る
と
体
力

・
経
験

・
高

所
へ
の
順
化
な
ど
で
、
多
く
の
不
安
な
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
と
り
あ
え

ず

一
九
八
八
年
は
五
月
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
を
利
用
し
て
、
ア
ラ
ス
カ
・

マ
ッ
キ
ン
レ
ー
峰
に
登
っ
て
み
た
。
悪
天
候
の
中
と
は
い
え
、
す
ば
ら
し
い
三

週
間
の
氷
河
の
旅
と
登
頂
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
高
さ
が
大
丈
夫
と
な
れ
ば
、
す

ぐ
目
指
す
山
は
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
峰

（八
二
〇

一
屑
）
と
決
ま
っ
て
い
た
。
我
々

の
年
齢
で
、
技
術
を
要
す
る
困
難
な
登
攀
は
無
理
だ
け
れ
ど
も
、
高
さ
が
八
千

厨
を
こ
え
、
登
れ
そ
う
な
山
と
云
え
ば
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
峰
し
か
な
か
っ
た
し
、

若
い
頃
、
古
い
先
輩
を
相
手
に
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
と
も
云
い
出
せ
ず
、
グ
レ
ー
ド

を
さ
げ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
計
画
を
だ
し
つ
ぶ
さ
れ
、
暗
浩
と
し
た
気
持
ち
で
方
向
転

換
を
は
か
っ
て
か
ら
既
に
三
十
年
の
歳
月
が
た
ち
、
だ
い
ぶ
回
り
道
を
し
た
あ

池

田

錦

重

と
、
こ
の
山
に
辿
り
つ
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
今
度
は
八
千
屑

と
云
え
ど
も
、
あ
ま
り
肩
肘
を
は
ら
ず
楽
な
気
持
ち
で
八
千
腐
の
山
旅
を
楽
し

み
た
い
と
考
え
た
。
隊
員
は
仲
間
の
呼
び
か
け
で
、
同
じ
関
心
を
持
っ
た
者
が

十
五
名
集
ま
っ
た
。計
画
は
神
崎
君
を
隊
長
と
し
、遠
藤
女
史
を
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

に
選
ん
で
か
ら
急
ピ
ッ
チ
に
進
み
だ
し
た
。
隊
員
の
中
に
は
登
頂
の
ほ
か
に
、

チ
ベ
ッ
ト
高
原
を
旅
で
き
れ
ば
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
岳
の
写
真
を
撮
り
た
い
、　
一
輪

の
ブ
ル
ー
ポ
ピ
ー
を
見
た
い
な
ど
、
様
々
な
思
い
を
持
っ
た
中
年
の
集
ま
り

だ
っ
た
。
中
国
の
登
山
許
可
は
意
外
と
簡
単
に
と
れ
た
が
、　
一
番
大
切
な
登
頂

時
期
が
あ
わ
な
い
た
め
、
再
度
と
り
直
し
た
。
次
の
許
可
条
件
は
香
港
隊
を
含

め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
程
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
か
ら
三
十
五
日
間
位
と
し
、

登
山
は

一
般
ル
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
西
北
西
稜
を
中
国
側
か
ら
登
る
こ
と
と
に
し

た
。
登
山
に
さ
い
し
案
内
と
荷
上
げ
は
ネ
パ
ー
ル
か
ら
ラ
ク
パ

・
テ
ン
ジ
ン
を

サ
ー
ダ
ー
と
す
る
十

一
名
の
経
験
豊
か
な
シ
ェ
ル
パ
を
雇
用
し
隊
の
運
行
を
ま

か
せ
た
。
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主な行動表

6800 6900

第1登頂隊 第2登頂隊

8000～ 8100

＼

10月

頂上

8201m

C3
7600

C2
7100

Cl
6400

ンパラ峠

58005900

50005000峠 5200カルカ

BC
5700

TBC
4960

シガール
4200

4500
自動車

ニラム
3700

ザンムー
2100

9月

行

　

　

動

八
月
三
十
日
朝
、
本
隊
は
成
田
空
港
を
出
発
、
香
港
経
由
で
、
夜
に
は
ネ
パ
１
　
１２

ル
の
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
に
到
着
す
る
。
シ
ェ
ル
パ
の
歓
迎
を
受
け
ホ
テ
ル
・
ヒ

マ
ラ
ヤ
に
宿
泊
し
た
。
翌
朝
は
カ
ト
マ
ン
ズ
の
町
も
見
ず
に
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
と

ト
ラ
ッ
ク
で
国
境
の
町
コ
ダ
リ
に
む
け
出
発
、
モ
ン
ス
ー
ン
と
は
い
え
薄
日
の

さ
す
田
園
の
中
を
車
は
走
る
。
途
中
、
ぼ
つ
ね
ん
と
畑
の
中
に
た
つ
、
ベ
ン
ガ

ラ
を
塗
っ
た
様
な
、
美
し
い
民
家
と
段
々
畑
に
み
と
れ
る
。
だ
ん
だ
ん
両
側
の

山
岳
が
狭
く
な
っ
て
く
る
と
道
も
怪
し
く
な
り
、
モ
ン
ス
ー
ン
で
ひ
き
裂
か
れ

た
道
が
出
て
き
て
往
き
止
ま
り
と
な
り
、
こ
こ
で
車
を
降
り
る
。
こ
こ
か
ら
徒

歩
に
よ
る
大
き
な
高
巻
き
が
ま
っ
て
い
た
。
周
辺
に
は
大
勢
の
ネ
パ
ー
ル
人
が

集
ま
っ
て
、
す
ぐ
我
々
の
荷
物
は
彼
ら
の
背
に
担
が
れ
て
動
き
だ
し
た
。
ま
る

で
昔
の
マ
ナ
ス
ル
登
山
の
映
画
を
み
る
様
で
懐
し
か
っ
た
。
夕
方
雨
の
中
を
コ

ダ
リ
の
木
賃
宿
に
入
る
。
室
内
に
は
ベ
ッ
ト
が
あ
り
、
日
本
の
山
小
屋
よ
り
は

る
か
に
ま
し
で
あ
る
。
翌
朝
、
通
関
を
す
ま
せ
国
境
の
橋
を
渡
り
中
国
側
の
町

ザ
ン
ム
ー

（二

一
〇
〇
済
）
の
ホ
テ
ル
に
入
る
。
九
月
二
日
、
ホ
テ
ル
か
ら
二

時
間
ほ
ど
歩
い
た
所
か
ら
中
国
の
用
意
し
て
く
れ
た
ジ
ー
プ
に
乗
リ
ボ
ー
テ
ｏ

コ
シ
川
に
沿
っ
て
緑
濃
い
樹
林
と
モ
ン
ス
ー
ン
で
雄
大
な
滝
の
か
か
る
山
道
を

走
る
。
や
が
て
樹
林
帯
が
な
く
な
り
、
チ
ベ
ッ
ト
特
有
の
茶
色
の
岩
山
と
緑
の

草
原
が
出
て
く
る
と
、
最
初
の
町
ネ
ー
ラ
ム

（三
七
〇
〇
腐
）
だ
っ
た
。
町
は

石
と
生
レ
ン
ガ
を
積
ん
だ
三
階
建
て
の
フ
ラ
ッ
ト
屋
根
の
建
物
が
多
く
、
こ
の

中
の
一
軒
の
木
賃
宿
に
泊
ま
る
。宿
は
ド
イ
ツ
人
の
旅
行
者
と
相
部
屋
で
あ
る
。

我
々
は
こ
こ
で
最
初
の
高
度
順
化
の
た
め
三
日
間
ほ
ど
滞
在
し
た
。
裏
山
は
お

花
畑
と
な
り
、
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
が
い
ま
が
盛
り
と
咲
く
中
を
、
ゆ
っ
く
り
と

順
化
の
た
め
登
り
、
四
、
五
千
属
の
高
度
に
汗
を
流
し
た
。
裏
山
の
モ
ン
ス
ー
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ン
の
雲
の
切
れ
間
か
ら
、
初
め
て
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
ガ
ウ
リ
サ
ン
カ
ー
ル
、
シ
シ
ャ

パ
ン
マ
を
み
て
感
激
す
る
。
日
本
を
出
て
わ
ず
か
五
日
日
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か

ら
ア
ッ
プ

・
ダ
ウ
ン
の
激
し
い
荒
涼
た
る
草
原
を
走
る
。
と
き
た
ま
ヒ
ツ
ジ
の

群
れ
を
連
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
人
の
牧
人
と
、
そ
の
白
い
テ
ン
ト
を
み
る
。
や
が
て

五
千
厨
の
峠
を
越
え
る
と
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
と
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
の
登
山
口
で
あ
る

テ
ィ
ン
リ
ー
（四
三
〇
〇
属
）
の
町
に
到
着
す
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
モ
ン
ス
ー

ン
の
重
い
雲
は
な
い
。
途
中
の
小
さ
な
部
落
の
周
り
に
は
黄
金
色
を
し
た
大
麦

の
穂
が
、
刈
り
入
れ
を
前
に
大
き
く
波
う
っ
て
い
る
。
こ
の
日
は
シ
ガ
ー
ル
の

手
前
の
ニ
ュ
ー
・
テ
ィ
ン
リ
ー

（四
二
〇
〇
屑
）
に
建
つ
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
ｏ
ホ

テ
ル
に
泊
ま
る
。
外
観
は
立
派
だ
か
、
中
に
入
れ
ば
水
も
湯
も
使
え
な
い
不
便

な
ホ
テ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
ネ
ー
ラ
ム
の
木
賃
宿
の
方
が
ま
し
で
あ
る
。

翌
日
テ
ィ
ン
リ
ー
に
戻
リ
チ
ョ
ｏ
オ
ユ
ー
ヘ
の
道
を
辿
る
。
車
は
ジ
ャ
ブ
ラ
氷

河
の
後
退
し
た
モ
レ
ー
ン
の
手
前
の
右
岸
で
止
ま
る
。
こ
こ
が
Ｔ
Ｂ
Ｃ

（四
九

六
〇
屑
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
既
に
外
国
の
登
山
隊
の
天
幕
が
幾
張
り
も
あ
っ

た
。
こ
こ
で

一
日
を
荷
物
の
整
理
と
休
養
に
あ
て
た
。
九
月
八
日
行
動
を
開
始
、

下
か
ら
き
た
ヤ
ク
と
共
に
Ｂ
Ｃ
建
設
の
た
め
出
発
、
広
い
河
原
の
中
を
流
れ
る

幾
本
も
の
川
を
渡
渉
し
た
あ
と
、
ジ
ャ
ブ
ラ
氷
河
の
モ
レ
ー
ン
の
上
に
つ
い
た

道
を
辿
り
、
途
中
、
カ
ル
カ
手
前
の
水
場
で

一
泊
し
た
あ
と
、
Ｂ
Ｃ

（五
七
〇

〇
肩
）
予
定
地
に
入
っ
た
。
Ｂ
Ｃ
周
辺
の
モ
レ
ー
ン
上
は
過
去
の
登
山
隊
の
キ
ャ

ン
プ
跡
が
沢
山
あ
り
汚
れ
て
い
る
。
既
に
入
っ
て
い
る
外
国
隊
は
お
も
い
お
も

い
の
所
に
キ
ャ
ン
プ
し
て
い
る
。
我
々
は
前
年
の
学
習
院
隊
の
跡
に
Ｂ
Ｃ
を
設

け
た
。
こ
こ
か
ら
の
景
観
は
ナ
ン
パ
ラ
峠
の
美
く
し
く
長
い
雪
線
と
、
六
千
】
月

を
こ
え
る
無
名
の
山
々
が
乱
立
し
見
事
で
あ
る
。
ま
た
チ
ョ
。
オ
ユ
ー
峰
は
こ

こ
で
初
め
て
全
容
を
み
せ
、
我
々
を
圧
倒
す
る
様
に
せ
ま
っ
て
く
る
。
天
気
は

午
前
中
は
よ
い
が
、
午
後
に
な
る
と
降
雪
が
あ
る
。
ま
だ
我
々
に
は
ヒ
マ
ラ
ヤ

を
計
る
尺
度
が
全
然
つ
か
め
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
台
湾
隊
だ
け
が
キ
ャ
ン
プ

を
高
所
に
伸
ば
し
、
悪
天
候
の
中
を
頂
上
に
せ
ま
っ
て
い
る
。
我
々
は
こ
こ
で

後
発
隊
を
む
か
え
、荷
の
整
理
と
高
度
順
化
の
た
め
軽
い
行
動
を
開
始
し
、
シ
ェ

ル
パ
た
ち
は
勝
手
知
り
た
る
モ
レ
ー
ン
の
上
を
た
ど
り
、
Ｃ
ｌ
建
設
と
荷
上
げ

に
出
発
す
る
。
結
局
七
日
間
の
Ｂ
Ｃ
滞
在
で
六
千
屑
ま
で
の
順
化
を
お
え
、
九

月
十
七
日
か
ら
全
員
七
千
肝
の
高
度
を
獲
得
す
る
た
め
、
Ｃ
ｌ
に
む
か
い
行
動

す
る
。
は
じ
め
は
ジ
ャ
プ
ラ
氷
河
の
モ
レ
ー
ン
上
を
歩
き
、
西
北
西
稜
に
つ
き

あ
げ
る
ガ
ラ
場
を
登
り
、
雪
稜
に
出
た
所
に
あ
る
Ｃ
ｌ

（六
四
〇
〇
済
）
に
入

る
。
翌
日
は
春
の
剣
の
稜
線
の
様
な
と
こ
ろ
を
た
ど
る
と
尾
根
は
上
部
氷
河
に

雪
壁
と
な
っ
て
飲
み
込
ま
れ
、
消
え
る
。
上
部
氷
河
は
そ
こ
で
雪
壁
の
左
右
に

ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
と
な
り
わ
か
れ
落
ち
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
雪
壁
を
登
り
右

手
の
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
の
上
に
抜
け
る
ト
ン
ネ
ル
状
に
な
っ
た
ア
イ
ス
ブ
ロ
ッ

ク
ま
で
登
り
下
山
し
た
。
シ
ェ
ル
パ
た
ち
は
我
々
の
行
動
と
は
別
に
Ｃ
２

（七

一
〇
〇
屑
）
を
建
設
し
、
荷
上
げ
に
従
事
し
て
い
る
。
天
気
は
こ
の
頃
よ
り
安

定
し
、
風
の
強
い
日
も
あ
る
が
、
朝
は
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
二
〇
度
近
く
ま
で
下

が
り
、
毎
日
快
晴
が
続
く
様
に
な
る
。
外
国
隊
も
我
々
の
シ
ェ
ル
パ
の
行
動
に

あ
わ
せ
る
様
に
動
き
だ
し
た
。
九
月
二
十
二
日
Ｂ
Ｃ
に
全
隊
員
が
集
ま
り
今
後

の
相
談
を
す
る
。
こ
れ
以
上
順
化
の
為
の
行
動
は
我
々
の
体
力
を
消
耗
し
、
天

気
も
い
つ
崩
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
事
、
シ
ェ
ル
パ
の
荷
上
げ
能
力
と
疲
労
を
考

え
、
登
頂
態
勢
に
入
る
事
に
し
た
。
頂
上
へ
の
希
望
者
を
募
っ
た
所
、
八
名
の

隊
員
が
お
り
、
登
頂
隊
を
三
隊
に
わ
け
る
事
に
し
た
。
第

一
隊
は
調
子
の
良
い

石
川
氏
を
リ
ー
ダ
ー
に
渡
辺
、
根
津
の
三
名
と
し
、
第
二
隊
は
池
田
、
遠
藤
、

堀
井
、
関
、
本
間
の
五
名
で
、
体
調
を
み
な
が
ら
第

一
隊
に
続
い
て
登
る
事
に
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し
た
。
九
月
二
十
三
日
第

一
隊
が
Ｂ
Ｃ
を
出
発
Ｃ
ｌ
に
入
り
、
翌
日
ア
イ
ス

フ
ォ
ー
ル
の
氷
の
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
、
ク
レ
バ
ス
帯
を
右
上
手
に
登
り
、
下
か

ら
見
る
と
西
北
西
稜
の
コ
ル
に
み
え
る
手
前
の
埋
ま
つ
た
ク
レ
バ
ス
の
段
の
所

に
張
っ
た
Ｃ
２
に
入
る
。
上
部
の
ル
ー
ト
を
見
て
い
る
と
、
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の

あ
た
り
か
ら
毎
日
表
層
雪
崩
が
出
て
い
る
。
我
々
は
こ
れ
を
さ
け
る
た
め
Ｃ
２

か
ら
雪
崩
発
生
地
点
の
上
部
を
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
切
れ
目
に
む
か
い
小
さ
な
側

稜
と
ク
ー
ロ
ア
ー
ル
を
ト
ラ
バ
ー
ス
ぎ
み
に
登
り
、
ロ
ー
プ
を
フ
ィ
ッ
ク
ス
し

た
。
二
十
五
日
は
風
で
動
け
ず
、
翌
二
十
六
日
は
シ
ェ
ル
パ
だ
け
で
第

一
ロ
ッ

ク
バ
ン
ド
を
こ
え
、
第
ニ
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
中
間
の
急
な
雪
面
の
中
に
あ
る
大

岩
の
下
に
Ｃ
３

（七
六
〇
〇
屑
）
を
建
設
し
た
。
二
十
七
日
、
第

一
隊
は
二
名

の
シ
ェ
ル
パ
と
共
に
Ｃ
３
に
入
っ
た
。
こ
の
夜
は
睡
眠
に
酸
素
を
使
用
、
翌
二

十
八
日
朝
五
時
に
酸
素
を
つ
け
出
発
、
石
川
、
渡
辺
、
根
津
、
ニ
マ
・
テ
ン
バ
、

ミ
ン
マ
ｏ
ノ
ル
ブ
の
五
名
は
十

一
時
に
頂
上
に
立
っ
た
。
リ
ー
ダ
ー
の
石
川
氏

の
言
葉
を
借
り
る
と
、
「
テ
ィ
ッ
チ
ー
の
初
登
頂
以
来
、
こ
の
三
十
六
年
間
に

多
く
の
人
間
が
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
の
頂
上
に
た
っ
た
。
そ
ん
な
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
に

ど
う
し
た
わ
け
か
、
私
は
心
か
ら
親
し
さ
と
心
安
さ
を
覚
え
た
。
最
後
の
ク
ー

ロ
ア
ー
ル
の
フ
ィ
ク
ッ
ス
を
終
え
、
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
を
通
過
し
た
。
そ
こ
か
ら

上
機
嫌
に
な
る
。
足
に
仕
事
を
任
せ
、
頭
は
頂
上
に
つ
い
た
時
の
事
を
考
え
て

い
た
。
八
千
層
の
ラ
イ
ン
は
と
う
に
こ
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
ド
ー
ム
も

こ
し
た
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
膝
の
あ
た
り
ま
で
柔
ら
か
い
雪
の
中
に
は
ま
っ
た
。

チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
が
左
手
に
だ
ん
だ
ん
大
き
く
迫
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
頂
上
だ
け

で
な
く
、
直
下
の
ロ
ン
ブ
ッ
ク
氷
河
が
黒
々
と

一
気
に
せ
り
上
が
っ
て
く
る
。

私
た
ち
は
小

一
時
間
で

一
番
奥
ま
で
進
ん
だ
。
こ
の
頂
上
は
富
士
山
頂
の
お
鉢

を
埋
め
た
ぐ
ら
い
の
大
き
な
も
の
だ
っ
た
。
頂
き
が
広
す
ぎ
る
た
め
か
、
少
し

し
か
感
激
が
湧
い
て
こ
な
い
。
私
の
生
涯
に
お
い
て
、
今
ほ
ど
調
子
の
よ
い
時

は
な
い
。」
と
云
っ
て
い
る
。
第
二
隊
は

一
日
遅
れ
で
池
田
と
ペ
ン
パ

・
ノ
ル
　
ー２

ブ
が
登
頂
、
遠
藤
、
関
が
八
千
属
の
ラ
イ
ン
に
達
し
、
本
間
は
第

一
ロ
ッ
ク
バ

ン
ド
ま
で
、
堀
井
は
七
千
屑
ラ
イ
ン
ま
で
で
、
各
自
の
判
断
に
従
い
行
動
し
下

山
し
た
。
こ
の
あ
と
各
キ
ャ
ン
プ
を
撤
収
し
、
十
月
三
日
Ｔ
Ｂ
Ｃ
に
下
山
し
た
。

五
日
に
は
全
員
ラ
ッ
サ
と
カ
ト
マ
ン
ズ
に
分
か
れ
Ｔ
Ｂ
Ｃ
を
後
に
し
た
。
テ
ィ

ン
リ
ー
か
ら
み
た
チ
ョ
ｏ
オ
ユ
ー
峰
の
山
容
は
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
に
お
と
ら
ず
大

き
か
っ
た
。

後
　
記

今
回
の
登
山
で
は
希
望
者
全
員
の
登
頂
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
五
十
歳
を
こ

え
た
四
名
の
隊
員
と
三
名
の
シ
ェ
ル
パ
が
頂
き
に
立
ち
、
全
員
事
故
も
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
楽
し
み
、
我
々
に
と
り
初
め
て
の
登
山
と
し
て
は
成
功
し

た
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
第

一
に
天
候
に
恵
ま
れ
た
事
、
第
二
に
高
所

で
睡
眠
、
登
頂
、
体
調
を
崩
し
た
時
、
十
分
な
酸
素
を
使
え
た
事
、
第
三
に
優

秀
な
十

一
名
の
我
々
の
事
を
理
解
し
て
く
れ
る
シ
ェ
ル
パ
を
雇
用
し
え
た
事
、

第
四
は
寄
せ
集
め
の
隊
で
は
あ
っ
た
が
、　
一
年
間
の
準
備
期
間
を
通
し
、
お
互

い
を
知
り
え
た
事
が
隊
員
間
の
流
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
し
、
各
隊
員
が
各
自
の
責

任
に
お
い
て
、
常
に
ゆ
っ
く
り
と
体
調
に
あ
わ
せ
て
行
動
し
た
事
で
あ
る
。
以

上
で
あ
る
が
私
た
ち
は
こ
の
山
行
を
通
し
て
中
高
年
者
で
も
ま
だ
ま
だ
八
千
屑

の
山
々
に
新
た
な
世
界
が
拡
っ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
つ
つ
帰
っ
て
き
た
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
同
人
シ
ル
バ
ー
タ
ー
ト
ル
卓
奥
友
峰
登
山
隊

一
九
九

一
年

活
動
期
間
　
一
九
九

一
年
八
月
～
十
月

目
　
　
的
　
チ
ョ
・
オ
ユ
ー

（八
二
〇

一
腐
）
の
登
山
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隊
の
構
成

行
動
概
要

報

告

書

隊
長
＝
神
崎
忠
男
（５１
）
、
隊
員
＝
大
城
泰

（５６
）
・
石
川
富
康

（５５
）

堀
井
昌
子

（５４
）
・
遠
藤
京
子

（５３
）
・
渡
辺
玉
枝

（５３
）
・
池
田

錦
重
（５３
）
・
根
津
院

一
（５２
）
・
本
間
堅

一
（５１
）
・
関
孝
治
（５１
）
・

大
山
昇

（５１
）
・
三
浦
充
哲

（５０
）
・
山
平
靖

（５０
）
・
永
田
周
子

（４３
）
・
成
田
蔵
人

（３６
）
以
上
日
本
人

一
五
名
。
中
国
連
絡
官

＝
轟
金
庭
、通
訳
＝
甘
衛
平
。ネ
パ
ー
ル
人
シ
ェ
ル
パ

ｏ
サ
ー
ダ
ー

＝
ラ
ク
パ

・
テ
ン
ジ
ン
、
ペ
ン
バ
・
ノ
ル
ブ
、
ニ
マ
・
テ
ン
バ
、

ニ
マ
・
ド
ル
ジ
ュ
、
ア
ン
ダ
ワ
・
タ
マ
ン
、
バ
ダ
ア
ム
・
バ
ァ

ダ
ー
、
ゴ
ー
テ
・
タ
マ
ン
、
ミ
ン
マ
・
ノ
ル
ブ
、
マ
ン
ピ
ー
、
ホ

バ
・
テ
ン
ジ
ン
、
コ
ッ
ク
＝
ア
ン
ｏ
ノ
ル
ブ
。

八
月
二
十
三
日
先
発
隊
日
本
出
発
、
三
十
日
本
隊
出
発
、
三
十

一

日
カ
ト
マ
ン
ズ
出
発
、
九
月
五
日
Ｔ
Ｂ
Ｃ
到
着

（四
九
六
〇
房
）
、

九
日
Ｂ
Ｃ
建
設

（五
七
〇
〇
眉
）
、
九
月
十
五
日
Ｃ
ｌ
建
設

（六

四
〇
〇
腐
）
二
十

一
日
Ｃ
２
建
設

（七

一
〇
〇
腐
）
、
二
十
七
日

Ｃ
３
建
設

（七
六
〇
〇
屑
）
、
九
月
二
十
八
日
第

一
登
頂
隊
五
名

登
頂
、
二
十
九
日
第
二
登
頂
隊
二
名
登
頂
、
十
月
三
日
Ｔ
Ｂ
Ｃ
全

員
下
山
。

帰
国
報
告
会
に

「
五
十
歳
以
上
の
卓
奥
友

（チ
ョ
・
オ
ユ
ー
）
峰

（八
二
〇

一
屑
）
登
山
隊
の
記
録
」
と
題
し
て
簡
単
な
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
刊
行
し
て
い
る
。

llt=3,i..3 r-
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東
京
農
大
ブ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク
登
山
隊

一
九
九

一
の
記
録

一
九
八
六
年
に
中
国
皇
脊
山
脈
七

一
六
七
房
峰
登
山
を
行
っ
た
の
ち
、
我
々

の
志
向
は
当
然
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
と
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
チ
ョ
・
オ
ユ
ー

や
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
な
ど
で
メ
ン
バ
ー
の
幾
人
か
が
高
所

登
山
の
経
験
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
に
到
り
、
そ
し
て
我
々
の
目
論
み
と
し
て

は
、　
一
九
八
九
年
、
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
の
ラ
キ
オ
ト
ピ
ー
ク
東
南
稜
と
い
う

長
大
な
屋
根
よ
り
頂
上
を
目
指
す
期
間
、
独
自
の
登
山
を
展
開
す
る
中
で
、
よ

り
多
く
の
隊
員
が
高
所
登
山
の
本
質
を
体
験
、
理
解
し
登
頂
す
る
、
そ
れ
で
大

学
創
立
百
周
年
と
重
な
る

一
九
九

一
年
に
こ
こ
数
年
の
ひ
と
つ
の
結
集
と
し
て

も
っ
と
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
登
山
を
行
な
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
思
惑
ど
お
り
に
は
事
は
進
ま
な
い
も
の
で
、
そ
の
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
で

の
事
故
と
敗
退
、
同
年
暮
れ
の
白
馬
岳
で
の
雪
崩
に
よ
り
主
カ
メ
ン
バ
ー
ニ
名

を
失
っ
た
。
我
々
に
と
っ
て
は
致
命
的
と
い
え
、
も
は
や
そ
れ
を
や
る
だ
け
の

隊
を
編
成
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
少
な
い
メ
ン

バ
ー
の
中
で
も
せ
っ
か
く
勢
い
づ
い
た
雰
囲
気
を
消
し
て
し
ま
う
の
は
惜
し

佐

藤

正

倫

く
、農
大
で
の
八
〇
〇
〇
腐
峰
は
い
ま
だ
果
た
せ
な
い
で
い
る
。ま
た
何
と
い
っ

て
も
大
学
か
ら
援
助
金
が
貰
え
そ
う
だ
と
い
う
吉
報
も
あ
っ
て
、
出
掛
け
な
い

手
は
無
い
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
持
ち
上
が
っ
て
き
た
計
画
が
、
ブ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク

（八
〇
四
七
肩
）

な
の
で
あ
る
。
ル
ー
ト
は
、　
一
九
五
七
年
ヘ
ル
マ
ン
・
ブ
ー
ル
等
が
初
登
頂
し

た
時
の
西
稜
で
、
全
員
登
頂
を
目
標
の
大
前
提
と
し
た
。
登
山
期
間
は
、
バ
ル

ト
ロ
氷
河
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
日
数
を
除
い
た
実
質
登
山
日
数
と
し
て
、
六
月
初
旬

よ
り
八
月
初
旬
の
六
十
日
間
と
し
た
。

隊
構
成
は
、
隊
長
に
早
坂
敬
二
郎

（４４
）
、
隊
員
に
八
幡
敏
正

（４１
）
、
小
笠

原
岩
雄

（３８
）
、
佐
藤
正
倫

（２７
）
、
谷
川
太
郎

（２４
）
、
加
藤
和
夫

（６２
、
Ｏ

Ｂ
会
長
）
の
六
名
で
、
加
藤
を
除
く
五
名
が
登
攀
隊
員
で
あ
る
。
パ
キ
ス
タ
ン

人
は
、
陸
軍
の
連
絡
官

一
名
、
コ
ッ
ク
一
名
、
キ
ッ
チ
ン
ボ
ー
イ

一
名
の
計
三

名
で
、
総
勢
九
名
の
隊
と
な
っ
た
。

精
鋭
で
あ
る
わ
け
が
な
く
、
体
力
や
経
験
に
も
個
人
差
が
あ
る
五
人
が
全
員
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登
頂
を
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
は
自
然
と
極
地
法
に
近
い
も

の
に
な
る
。
上
部
キ
ャ
ン
プ
の
Ｃ
ｌ
か
ら
Ｃ
４
ま
で
を
そ
れ
ぞ
れ
固
定
し
、
基

本
的
に
五
人

一
パ
ー
テ
ィ
ー
の
同

一
行
動
で
荷
上
げ
と
ル
ー
ト
エ
作
を
各
キ
ャ

ン
プ
ご
と
に
行
う
。
休
養
は
三
、
四
日
の
行
動
に
対
し
て
二
日
を
大
体
の
目
安

と
し
た
が
、
キ
ャ
ン
プ
間
の
移
動
が
短
時
間
で
可
能
な
こ
の
ル
ー
ト
で
は
上
部

で
の
休
養
は
で
き
る
限
り
避
け
て
滞
在
日
数
も
減
ら
し
、
Ｂ
Ｃ
へ
下
り
て
休
養

を
取
る
よ
う
心
掛
け
た
。
ま
た
各
キ
ャ
ン
プ
建
設
後
も
Ｂ
Ｃ
へ
下
り
、
充
分
な

休
養
を
と
る
こ
と
と
し
た
。
フ
ィ
ッ
ク
ス
ト

・
ロ
ー
プ
等
も
持
参
し
必
要
箇
所

に
は
固
定
、
Ｃ
４
に
お
い
て
睡
眠
用
酸
素

（Ａ
Ｍ
Ｐ
）
を
毎
分
〇

・
五
円
”使
用

と
し
た
。

易
し
い
と
言
わ
れ
る
こ
の
山
で
あ
る
が
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ
侮
ら
ず
に
不
測

の
場
合
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
余
裕
あ
る
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
と
装
備
、
食
糧
を
用

意
し
た
。

ゴ
ミ
に
関
し
て
は
、
上
部
キ
ャ
ン
プ
で
は
な
る
べ
く
Ｂ
Ｃ
へ
荷
下
げ
を
行
な

い
、
可
燃
物
は
焼
却
、
不
燃
物
は
復
路
キ
ャ
ラ
バ
ン
で
ポ
ー
タ
ー
を
雇
い
、
ス

カ
ル
ド
ま
で
下
ろ
す
よ
う
に
し
た
。

＊

　

　

　

　

　

　

　

＊

　

　

　

　

　

　

　

＊

五
月
十
四
日
、
イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド
到
着
後
、
装
備
、
食
糧
な
ど
の
買
い
出
し
、

プ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
等
手
慣
れ
た
仕
事
を
こ
な
し
、
二
十
三
日
ス
カ
ル
ド
ヘ
飛
行

機
で
移
動
す
る
。
こ
こ
で
も
生
鮮
食
品
や
ポ
ー
タ
ー
支
給
分
の
食
糧
や
燃
料
を

購
入
し
て
全
て
の
隊
荷
を
揃
え
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
備
え
再
梱
包
を
す
る
。
し
か

し
、
多
く
な
り
が
ち
な
隊
荷
は
今
回
も
同
様
で
、
ど
う
見
て
も
隊
の
規
模
と
不

釣
り
合
い
な
そ
れ
ら
の
再
梱
包
に
炎
天
下
、
丸
二
日
も
費
や
し
て
し
ま
っ
た
。

ス
カ
ル
ド
か
ら
ジ
ー
プ
七
台
に
荷
物
と
共
に
分
乗
し
て
実
質
キ
ャ
ラ
バ
ン
出

発
地
で
あ
る
ホ
ト
に
到
着
す
る
。
二
十
七
日
、
雇
用
し
た
ポ
ー
タ
ー
百
八
十
人

と
い
う
大
所
帯
を
従
え
て
キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始
で
あ
る
。

ア
ス
コ
ー
レ
、
バ
ル
デ
ィ
マ
ル
と
経
由
し
た
の
ち
パ
イ
ユ
で

一
日
休
養
と
な

り
、
食
糧
、
装
備
を
ポ
ー
タ
ー
ヘ
支
給
す
る
。
キ
ャ
ラ
バ
ン
自
体
は
ガ
ッ
シ
ャ

ブ
ル
ム
Ⅱ
峰
の
ス
イ
ス
隊
、
韓
国
隊
と
行
動
を
共
に
し
、
沢
山
の
ト
レ
ッ
カ
ー

が
行
き
交
う
ま
さ
に
バ
ル
ト
ロ
街
道
で
あ
っ
た
。
好
天
に
も
恵
ま
れ
腰
ま
で
の

徒
渉
を
し
た
り
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
岩
峰
群
を
間
近
に
眺
め
て
は
立
ち
止
ま
り
、

驚
嘆
し
、
そ
れ
は
何
と
も
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
リ
リ
ゴ
を
少
し
過
ぎ
た

あ
た
り
で
前
方
の
彼
方
に
や
っ
と
ブ
ロ
ー
ド

。
ピ
ー
ク
を
望
む
こ
と
が
で
き

た
。
険
し
さ
こ
そ
な
い
が
、
そ
の
迫
力
は
完
全
に
他
を
圧
倒
し
鎮
座
し
て
い
る
。

ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
４
峰
を
正
面
に
見
据
え
る
コ
ン
コ
ル
デ
ィ
ア
を
左
に
折
れ

て
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
オ
ー
ス
チ
ン
氷
河
を
、
Ｋ
２
の
懐
を
目
指
す
か
の
よ
う
に
進
み
、

六
月
四
日
Ｂ
Ｃ

（四
九
〇
〇
腐
）
に
到
着
す
る
。
こ
こ
ま
で
全
員
体
調
は
良
好

で
順
調
と
い
え
よ
う
。

二
日
間
を
Ｂ
Ｃ
建
設
と
、
い
よ
い
よ
始
ま
る
登
山
の
準
備
に
当
て
る
。
す
で

に
西
稜
で
は
日
本
の
イ
エ
テ
ィ
同
人
隊
が
活
動
し
て
お
り
、
ル
ー
ト
状
況
や
彼

ら
の
固
定
し
た
フ
ィ
ッ
ク
ス
ト

・
ロ
ー
プ
使
用
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
な

う
。七

日
、
よ
う
や
く
登
山
開
始
で
あ
る
。
ま
ず
Ｂ
Ｃ
か
ら
氷
河
を
遡
り
良
い
所

で
中
央
モ
レ
ー
ン
に
移
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
し
ば
ら
く
遡
っ
て
か
ら
氷
河
を
横

断
す
る
。
そ
し
て
尾
根
を
左
へ
回
り
込
む
よ
う
に
ガ
レ
場
を
歩
い
て
行
く
と
取

り
付
き
点
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
フ
ィ
ッ
ク
ス
ト

・
ロ
ー
プ
に
導
か
れ
つ
つ
所
々

氷
雪
の
壁
を
登
る
と
尾
根
の
上
の
テ
ン
ト
跡
に
出
る
。我
々
は
さ
ら
に

一
時
間
、

若
干
傾
斜
の
き
つ
く
な
っ
た
氷
壁
を
登
っ
て
ト
ラ
バ
ー
ス
し
た
所
の
尾
根
上
を
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Ｃ
ｌ

（五
七
五
〇
屑
）
と
す
る
。
Ｃ
ｌ
へ
は
都
合
四
回
の
荷
上
げ
を
行
い
、
Ｂ

Ｃ
で

一
日
の
休
養
の
後
Ｃ
２
建
設
の
た
め
、十
四
日
Ｃ
ｌ
へ
入
る
。数
日
前
や
っ

て
来
た
パ
キ
ス
タ
ン
・
ド
イ
ツ
両
陸
軍
合
同
隊
と
イ
エ
テ
ィ
同
人
隊
ら
と

一
緒

の
行
動
と
な
り
、
四
カ
国
語
が
飛
び
交
う
賑
や
か
な
登
高
と
な
っ
た
が
、
狭
い

Ｃ
ｌ
は
と
て
も
窮
屈
で
こ
の
先
の
テ
ン
ト
場
が
思
い
や
ら
れ
る
。
Ｃ
ｌ
か
ら
Ｃ

２
は
標
高
差
約
六
〇
〇
】川
で
三
時
間
で
行
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
Ｃ
ｌ
よ
り

尾
根
右
側
の
ル
ン
ゼ
状
斜
面
を
登
っ
て
行
き
、
顕
著
な
岩
の
凹
角
を
抜
け
て
尾

根
に
出
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
雪
が
載
っ
て
お
ら
ず
岩
層
で
非
常
に
歩
き
に
く

く
、
ア
イ
ゼ
ン
を
は
ず
す
程
で
あ
る
。
こ
こ
を
二
〇
分
程
歩
く
と
き
れ
い
に
整

地
し
て
あ
る
六
二
五
〇
属
の
テ
ン
ト
跡
で
あ
る
が
、
ま
だ
行
け
る
と
い
う
こ
と

で
そ
の
上
の
六
三
五
〇
済
を
Ｃ
２
と
し
荷
物
を
デ
ポ
す
る
。
十
五
日
か
ら
三
日

間
荷
上
げ
を
繰
り
返
し
た
十
七
日
、
Ｃ
２
に
荷
上
げ
後
Ｂ
Ｃ
へ
下
る
。
そ
れ
に

し
て
も
ル
ー
ト
エ
作
は
Ｃ
３
近
く
ま
で
済
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
、
我
々
は
さ

な
が
ら
歩
荷
登
山
に
従
事
し
そ
う
な
気
配
で
あ
る
。

天
候
は
悪
天
へ
と
変
わ
り
始
め
、
Ｂ
Ｃ
で
の
三
日
間
は
間
断
な
く
降
雪
に
見

舞
わ
れ
た
。
し
か
し
、
我
々
の
行
動
は
好
天
周
期
と
う
ま
く

一
致
し
、
最
後
ま

で
悪
天
に
よ
る
停
滞
が
な
か
っ
た
の
は
幸
運
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
こ
の

頃
新
た
に
東
京
ス
キ
ー
山
岳
会
隊
と
国
際
隊
も
や
っ
て
来
て
、
こ
こ
ブ
ロ
ー

ド

・
ピ
ー
ク
Ｂ
Ｃ
は
に
わ
か
に
国
際
キ
ャ
ン
プ
の
様
相
を
呈
し
て
き
た
。

ま
だ
悪
天
が
明
け
き
ら
な
い
二
十

一
日
、
Ｃ
３
目
指
し
て
Ｂ
Ｃ
を
出
発
。
二

十
三
日
、
Ｃ
２
の
早
朝
、
六
〇
〇
〇
屑
以
上
で
最
初
の
滞
在
と
あ
っ
て
か
皆

一

様
に
動
き
に
冴
え
が
な
い
が
、
強
風
を
つ
い
て
Ｃ
３
へ
向
か
う
。
岩
稜
と
雪
壁

を
過
ぎ
る
と
ゆ
る
や
か
な
雪
稜
と
な
る
の
だ
が
、
過
去
の
記
録
と
は
違
っ
て
全

面
に
氷
が
露
出
し
て
お
り
、
下
り
を
思
う
と
ロ
ー
プ
な
し
で
は
怖
い
く
ら
い
で

あ
る
。
稜
が
台
地
状
に
な
る
あ
た
り
で
ル
ー
ト
は
右
に
大
き
く
迂
回
し
、
八
〇

】日程
の
氷
壁
を
登
っ
て
西
稜
上
に
出
る
。
そ
し
て
易
し
い
岩
稜
の
上
が
Ｃ
３
（六

九
〇
〇
肩
）
で
あ
る
。右
に
迂
回
す
る
所
か
ら
氷
壁
上
部
ま
で
二
五
〇
厨
の
ロ
ー

プ
を
固
定
す
る
。
二
十
四
日
も
強
風
の
中
、
Ｃ
３
へ
の
荷
上
げ
と
ル
ー
ト
整
備

を
完
了
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
Ｂ
Ｃ
で
の
休
養
を
終
え
た
二
十
八
日
に
Ｂ
Ｃ
発
、

三
十
日
Ｃ
３
入
り
、
七
月

一
日
と
二
日
に
最
後
の
仕
上
げ
と
し
て
Ｃ
４
建
設
ヘ

と
向
か
う
。
Ｃ
３
周
辺
は
寒
気
を
伴
っ
た
南
西
の
風
が
相
変
わ
ら
ず
強
く
我
々

の
行
動
を
阻
も
う
と
す
る
が
、
こ
れ
が
幸
い
し
て
か
懸
念
さ
れ
た
ラ
ッ
セ
ル
は

腰
く
ら
い
。
Ｃ
３
か
ら
３
時
間
弱
で
セ
ラ
ッ
ク
基
部
に
あ
る
僅
か
な
平
坦
地
に

達
す
る
こ
と
が
で
き
、
Ｃ
４

（七
四
五
〇
屑
）
と
す
る
。
翌
日
さ
ら
に
七
六
〇

〇
腐
付
近
の
セ
ラ
ッ
ク
帯
通
過
の
ル
ー
ト
を
確
保
し
、
こ
れ
で
ア
タ
ッ
ク
態
勢

は
万
全
に
整
っ
た
こ
と
に
な
る
。
三
日
は
Ｃ
３
か
ら
Ｂ
Ｃ
へ
一
気
に
駆
け
下
り

る
。三

日
か
ら
ま
た
悪
天
周
期
と
な
り
、
Ｂ
Ｃ
で
の
我
々
は
休
養
で
好
き
勝
手
し

放
題
で
あ
っ
た
が
、
我
々
と
入
れ
替
わ
っ
て
Ｃ
３
に
入
り
虎
視
眈
々
と
頂
上
を

窺
っ
て
い
た
イ
エ
テ
ィ
同
人
隊
は
、
Ｃ
３
か
ら
ま
っ
た
く
動
け
ず
に
結
局
諦
め

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
フ
ィ
ッ
ク
ス
ト

・
ロ
ー
プ
の
恩
恵
を
受
け
、　
一

ヵ
月
余
り
友
情
を
交
わ
し
た
彼
ら
の
不
運
の
敗
退
は
我
々
に
と
っ
て
も
辛
か
っ

た
。十

日
、
彼
等
の
分
も
と
い
う
思
い
を
秘
め
、
快
晴
の
中
、
満
を
持
し
て
Ｂ
Ｃ

を
出
発
す
る
。
Ｃ
２
、
Ｃ
４
と
２
日
で
登
り
、
十
二
日
、
ア
タ
ッ
ク
の
日
を
迎

え
る
。
外
は
ま
だ
夜
明
け
前
、
満
天
の
星
空
で
あ
る
。
睡
眠
酸
素
の
せ
い
か
、

皆
食
欲
も
あ
っ
て
調
子
は
良
さ
そ
う
だ
。
四
時
十
分
、
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
を
付
け

テ
ン
ト
を
飛
び
出
す
。
ル
ー
ト
エ
作
を
し
て
お
い
た
セ
ラ
ッ
ク
帯
を
素
早
く
抜

130



東京農大プロード・ピーク登山隊 1991の記録

け
る
と
主
峰
と
中
央
峰
の
コ
ル
ヘ
と
続
く
斜
面
に
出
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
ヒ
ザ
下

で
さ
ほ
ど
で
は
な
く
状
態
は
良
好
、
途
中
の
ク
レ
バ
ス
に
ロ
ー
プ
二
〇
層
を
固

定
す
る
。
赤
旗
も
立
て
な
が
ら
行
く
。
や
は
り
山
の
ス
ケ
ー
ル
は
大
き
く
、
喘

ぎ
な
が
ら
必
死
に
登
る
が
な
か
な
か
コ
ル
が
近
づ
か
ず
、
低
酸
素
と
闘
い
な
が

ら
登
高
が
続
く
。
こ
の
頃
よ
り
Ｂ
Ｃ
方
向
の
山
々
が
雲
に
覆
わ
れ
よ
う
と
し
て

お
り
悪
天
端
の
兆
し
が
感
じ
ら
れ
た
。
雲
上
に
は
マ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
の
鋭
い
鷲

頭
が
際
立
っ
て
見
え
る
。

徐
々
に
傾
斜
は
き
つ
く
な
リ
コ
ル
直
下
に
五
〇
陣
川
の
ロ
ー
プ
を
固
定
し
、
七

時
三
十
分
コ
ル
着
。
激
し
い
ブ
リ
ザ
ー
ド
が
痛
い
ほ
ど
顔
面
を
直
撃
す
る
。
コ

ル
か
ら
は
頂
上
へ
と
続
く
稜
線
、
反
対
側
に
は
間
近
に
そ
そ
り
立
つ
中
央
峰
、

そ
し
て
延
々
と
白
い
峰
々
が
横
た
わ
っ
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
が
遠
望
で
き
る
。

コ
ル
か
ら
幾
分
細
い
稜
線
と
な
り
、
残
置
ロ
ー
プ
に
七
〇
済
の
ロ
ー
プ
を
結

ん
で
固
定
し
な
が
ら
慎
重
に
進
む
。
少
し
し
て
稜
線
は
広
く
な
り
左
の
中
国
側

に
雪
屁
が
大
き
く
張
り
出
し
て
お
り
、
雪
は
時
々
深
く
な
る
。
テ
ム
ニ
ー
状
岩

峰
登
り
に
五
〇
腐
ロ
ー
プ
を
固
定
し
て
雪
壁
を
登
り
続
け
る
と
前
峰
に
着
く
。

こ
の
頃
よ
り
天
候
は

一
変
し
ガ
ス
に
包
ま
れ
視
界
が
効
か
な
く
な
り
、
風
も

猛
烈
に
強
く
な
る
。
こ
こ
か
ら
ほ
ぼ
水
平
な
ガ
レ
歩
き
と
な
っ
て
ホ
ワ
イ
ト
ア

ウ
ト
の
中
、
稜
線
の
途
中
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
頂
上
に

一
一
時
二
十
分
、

最
後
は
あ
っ
け
な
く
登
頂
す
る
。
写
真
を
撮
影
し
、
ビ
デ
オ
を
撮
っ
て
い
る
間

に
後
続
の
隊
員
も
次
々
と
登
頂
し
、
こ
こ
に
全
員
登
頂
が
成
っ
た
。

所
期
の
目
的
を
達
成
し
た
こ
の
登
山
は
も
ち
ろ
ん
成
功
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
今
回
の
そ
れ
は
単
に
八
〇
〇
〇
腐
峰
に
登
る
だ
け
の
た
め
の
行
為

で
あ
っ
て
、
も
し
現
在
の
登
山
レ
ベ
ル
と
比
較
す
る
と
す
れ
ば
何
ら
評
価
の
対

象
に
は
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
特
に
意
識
し
た
り
は
じ

な
い
が
登
山
を
終
わ
っ
て
み
て
物
足
り
な
さ
も
感
じ
た
の
は
事
実
で
あ
っ
た
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
で
は
雪
も
寄
せ
つ
け
な
い
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
４
峰
西
壁
や
マ
ッ

シ
ャ
ブ
ル
ム
に
驚
き
、
Ｂ
Ｃ
で
は
毎
日
Ｋ
２
を
仰
が
さ
れ
た
。

そ
し
て
帰
路
立
ち
寄
っ
た
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
で
は
、
サ
ン
ナ
ビ
キ
同
人
が

ル
パ
ー
ル
壁
を
登
攀
中
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
見
る
に
つ
け
ど
う
し
て
も
我
々

の
登
山
は
か
す
ん
で
し
ま
い
、
〃激
し
い
山
登
り
を
″
と
強
く
思
う
の
で
あ
る
。

登
山
技
術
や
装
備
、
情
報
な
ど
あ
ら
ゆ
る
発
達
に
よ
っ
て
八
〇
〇
〇
屑
峰
全

山
を
登
る
の
は
さ
し
て
困
難
で
は
な
く
な
っ
た
感
の
あ
る
今
、
ア
ル
パ
イ
ン
ス

タ
イ
ル
な
ど
の
登
山
形
式
に
こ
だ
わ
り
、
よ
り
難
し
い
山
や
ル
ー
ト
を
求
め
て

い
く
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、経
験
に
よ
っ

て
裏
付
け
さ
れ
た
真
の
実
力
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
易
し
い
ル
ー
ト
を
登
っ

て
い
る
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
、
厳
し
い
登
攀
を
自
ら
が
繰
り
返
し
、
経
験
す

る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
し
、
ま
た
そ
の
本
質
を
良
く
理
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
登
山
を
契
機
に
再
出
発
を
し
よ
う
と
新
た
な
計
画
を
し
て
い
た
矢
先
で

あ
る
。　
一
九
九
二
年
三
月
二
十
二
日
、
隊
長
で
あ
っ
た
早
坂
が
北
ア
ル
プ
ス
大

天
丼
岳
を
縦
走
中
、
雪
崩
に
よ
っ
て
還
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。

十
年
来
の
活
動
を
推
進
し
て
き
た
の
は
早
坂
で
あ
り
、
我
々
に
と
っ
て
は
本

当
に
大
き
な
損
失
で
あ
る
。
今
、
幾
人
か
の
先
輩
や
友
人
を
失
い
思
う
の
は
、

時
は
確
実
に
進
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
事
で
あ
る
。

山
登
り
は
各
個
人
の
思
い
入
れ
で
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
良
い
意
味
で
意

志
を
継
承
し
て
、ま
た
違
っ
た
味
の
あ
る
活
動
を
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
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福
岡
支
部
創
立
三
十
五
周
年
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
隊
報
告

シ
シ
ャ
パ
ン
マ
峰
遠
征
は
成
末
洋
介
氏
を
中
心
に
昨
年
正
月
過
ぎ
よ
り
話
が

煮
つ
ま
り
計
画
が
進
ん
だ
。
ル
ー
ト
の
候
補
と
し
て
北
東
稜
と
南
西
壁
が
あ
が

り
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
全
員
登
頂
を
前
提
に
北
東
稜
に
決

ま
る
。

登
山
の
方
法
と
し
て
酸
素
ボ
ン
ベ
を
使
わ
な
い
、
高
所
協
力
員
な
し
と
し
、

コ
ッ
ク
の
み

一
名
ネ
パ
ー
ル
人
を
雇
う
こ
と
と
す
る
。

シ
シ
ャ
バ
ン
マ
北
東
稜
ル
ー
ト
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
が
五
七
〇
〇
済
で
、
こ
こ
で
登
山

活
動
最
低
限
度
の
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
国
内
で
日
常
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
の
他
に
正
月
に
富
士
山
に
登
る
。
産
業
医
大
の
低
圧
室
で
七
〇
〇

〇
肝
ま
で

一
週
間
に

一
回
三
ヵ
月
間
の
訓
練
を
行
う
。
も
う

一
つ
の
作
戦
は
ネ

パ
ー
ル
側
で
六
〇
〇
〇
屑
の
ラ
イ
ト
エ
キ
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
組
み
そ
の
後
チ

ベ
ッ
ト
ヘ
は
い
る
。

以
上
が
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
登
頂
作
戦
で
あ
る
。

三
月
二
十
二
日
と
二
十
六
日
の
二
回
に
わ
た
り
隊
員
三
人
カ
ト
マ
ン
ズ
入
り

日

野
　
悦
　
郎

す
る
。
成
末
隊
長
は
二
十
八
日
北
京
に
は
い
り
中
国
登
山
協
会
と
事
務
的
仕
事

を
完
了
さ
せ
、
連
絡
官
、
通
訳
を
と
も
な
っ
て
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
Ｂ
Ｃ
近
辺
で
高

所
順
応
を
し
ネ
パ
ー
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
国
境
の
町
ザ
ン
ム
ー
で
ネ
パ
ー
ル
側
か
ら

は
い
る
隊
員
三
人
と
合
流
す
る
段
取
り
で
あ
る
。

高
所
順
応
の
た
め
ア
イ
ラ
ン
ド
ピ
ー
ク
ヘ

ネ
パ
ー
ル
側
ラ
イ
ト
エ
キ
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
は
い
ろ
い
ろ
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し

た
が
、
早
く
、
登
り
や
す
い
山
と
い
う
こ
と
で
ア
イ
ラ
ン
ド
ピ
ー
ク

（六

一
六

九
腐
）
に
決
め
る
。

参
考
の
た
め
の
ア
イ
ラ
ン
ド
ピ
ー
ク
の
記
録
を
書
く
。

ル
ク
ラ
便
が
早
朝

一
便
、
又
は
二
便
し
か
飛
ば
な
い
た
め
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に

交
渉
を
頼
み
、
少
々
割
高
だ
が
日
程
に
は
代
え
ら
れ
ず
大
型
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
相

乗
リ
チ
ャ
ー
タ
ー
に
乗
る
。

三
十
日
ル
ク
ラ
着
、
ポ
ー
タ
ー
ニ
人
、
隊
員
三
人
で
パ
ク
デ
ィ
ン
マ
、
ナ
ム

チ
ェ
、
タ
ン
ボ
チ
エ
、
デ
ィ
ン
ボ
チ
ェ
と
進
み
、
四
月
三
日
パ
レ
シ
ャ
ヤ

・
ギ
ャ
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ブ

（五
〇
〇
〇
屑
）
に
着
き
Ｂ
Ｃ
設
営
。

四
日
、
五
九
〇
〇
屑
地
点
ま
で
登
リ
ル
ー
ト
の
下
見
を
す
る
。

五
日
、
昨
夜
の
雪
が

一
転
快
晴
と
な
る
。
Ｂ
Ｃ
を
七
時
二
十
分
発
ち
最
初
は

土
の
急
斜
面
を
登
り
岩
場
に
出
る
。
ル
ン
ゼ
の
中
を
登
り
踏
跡
を
た
ど
っ
て
行

く
と
上
部
キ
ャ
ン
プ
地
に
出
る
。
ケ
ル
ン
に
導
か
れ
せ
り
出
し
た
岩
場
を
右
に

ま
わ
り
こ
み
、
白
い
岩
稜
を
登
る
と
氷
河
に
出
る
。
す
ぐ
に
ク
レ
バ
ス
が
で
て

く
る
が
左
か
ら
ま
わ
り
こ
み
な
お
も
登
る
と
な
だ
ら
か
な
広
い
雪
の
斜
面
に
で

る
。
氷
塔
を
さ
け
な
が
ら
右
か
ら
ま
わ
り
こ
み
氷
壁
の
下
に
着
く
。
こ
の

一
二

〇
済
の
壁
は
頂
稜
近
く
ま
で
氷
柱
群
と
な
っ
て
い
る
た
め
こ
れ
を
ホ
ー
ル
ド
、

ス
タ
ン
ス
に
使
い
稜
線
に
出
る
。
こ
こ
か
ら
右
側
の
雪
稜
を
た
ど
り
十
二
時
四

十
分
頂
上
に
立
つ
。
Ｂ
Ｃ
に
は
十
六
時
四
十
分
帰
着
。
高
所
順
応
が
お
く
れ
て

い
た
宮
崎
、
橋
本
が
Ｂ
Ｃ
に
は
い
る
。

六
日
、
宮
崎
、
橋
本

一
時
三
十
分
Ｂ
Ｃ
出
発
、
ピ
ー
ク
に
直
接
登
る
が
時
間

切
れ
の
た
め
六
〇
五
〇
屑
で
引
き
返
す
。
Ｂ
Ｃ
着
十
二
時
、
こ
の
日
は
そ
の
ま

ま
デ
ィ
ン
ボ
チ
ェ
ま
で
下
が
る
。

十
日
カ
ト
マ
ン
ズ
帰
着
。

十
三
日
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
Ｂ
Ｃ
を
チ
ョ
・
オ
ユ
Ｉ
Ｂ
Ｃ
に
変
更
し
高
所
順
応

を
果
た
し
た
成
末
隊
長
と
ザ
ン
ム
ー
で
合
流
、
全
隊
員
集
結
。
轟
金
庭
連
絡
官
、

金
俊
喜
通
訳
、
ア
ン
ｏ
バ
ー
ブ
コ
ッ
ク
の
総
勢
七
人
の
メ
ン
バ
ー
が
そ
ろ
う
。

十
四
日
、
チ
ベ
ッ
ト
ヘ
つ
づ
く
峡
谷
を
へ
つ
っ
た
道
を
高
度
を
上
げ
、
ニ
ェ

ラ
ム
を
越
え
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
を
ま
わ
り
こ
む
よ
う
に
北
面
の
Ｂ
Ｃ
に
到
着
、
明

日
に
で
も
五
七
〇
〇
厨
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
向
け
出
発
す
る
勢
い
だ
が
ヤ
ク
の
到
着
が

お
く
れ
出
発
は
十
七
日
に
延
び
る
。

十
八
日
、
Ｂ
Ｃ
か
ら
二
七
キ
ロ
の
道
を
ヤ
ボ
ガ
ン
ジ
ェ
ロ
川
に
沿
っ
て
三
日
が

か
り
で
ヤ
ク
九
頭
、
ヤ
ク
エ
三
人
、
隊
員
四
人
で
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
到
着
。
雪
ま
じ
り

の
強
風
の
中
Ａ
Ｂ
Ｃ
建
設
。

コ
ッ
ク
の
ア
ン
ｏ
バ
ー
ブ
は
体
調
が
悪
く
Ｂ
Ｃ
に
と
ど
ま
る
。

十
九
日
、
成
末
隊
長
、
宮
崎
は
ヤ
ボ
ガ
ン
ジ
エ
ロ
氷
河
左
岸
モ
レ
ー
ン
帯
を

五
九
〇
〇
屑
ま
で
偵
察
。

二
十
日
、
全
隊
員
で
五
九
〇
〇
腐
ま
で
荷
上
げ
、
Ｃ
ｌ
予
定
地
へ
つ
づ
く
氷

河
を
偵
察
。

二
十
三
日
、
氷
河
を
渡
渉
、
Ｃ
ｌ
予
定
地
六
四
〇
〇
陣川
雪
原
へ
は
軽
く
着
け

そ
う
だ
が
雪
の
し
ま
り
が
悪
く
ラ
ッ
セ
ル
に
苦
し
み
、
右
側
の
ピ
ー
ク
か
ら
崩

壊
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
を
ぬ
っ
て
登
る
。
ク
レ
バ
ス
が
多
く
竹
ざ
お
で
日
じ
る

し
を
立
て
な
が
ら
高
度
を
上
げ
る
が
途
中
ガ
ス
が
か
か
り
ど
の
位
置
に
い
る
の

か
わ
か
ら
な
く
な
り
六
二
〇
〇
済
地
点
に
仮
Ｃ
ｌ
を
設
営
し
五
九
〇
〇
屑
の
カ

ル
カ
に
引
き
返
す
。

二
十
四
日
、
仮
Ｃ
ｌ
を
越
え
六
四
〇
〇
済
の
雪
原
に
Ｃ
ｌ
建
設
。
直
ぐ
横
に

は
日
本
隊
の
テ
ン
ト
跡
、
ゴ
ミ
類
が
放
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
部
に
も
日
本

隊
の
テ
ン
ト
類
が
放
置
さ
れ
て
い
る
。

二
十
五
日
、
Ｃ
２
予
定
地
ま
で
偵
察
、
荷
上
げ
。
Ｃ
ｌ
の
雪
原
帯
は
広
く
、

通
過
す
る
の
に

一
時
間
か
か
る
。
こ
れ
よ
り
六
九
〇
〇
済
の
Ｃ
２
予
定
地
ま
で

は
ク
レ
バ
ス
が
多
く
三
カ
所
は
ザ
イ
ル
が
い
る
。　
一
つ
は
裂
け
目
の
細
い
つ
な

が
り
部
を
渡
る
部
分
と
、
も
う

一
つ
は
ス
ノ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
を
衝
撃
を
か
け
な
い

で
渡
る
の
が
あ
り
、
他
は
飛
び
こ
せ
る
程
度
の
ク
レ
バ
ス
で
あ
る
。
Ｃ
２
予
定

地
に
荷
上
げ
品
を
デ
ポ
、
Ｃ
ｌ
へ
引
き
返
す
。

二
十
六
日
、
全
員
で
Ｃ
２
へ
荷
上
げ
、
ラ
ッ
セ
ル
は
交
代
で
行
う
。
天
候
は

悪
く
な
る
が
テ
ン
ト
ニ
張
り
、
食
糧
、
燃
料
三
日
分
を
荷
上
げ
し
、
Ｃ
２
建
設
。
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隊
員
み
ん
な
元
気
で
こ
の
ま
ま
前
進
し
頂
上
ア
タ
ッ
ク
を
か
け
よ
う
か
と
話
が

は
ず
む
が
、
相
手
が
八
〇
〇
〇
厨
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
十
分
休
養

を
と
リ
ア
タ
ッ
ク
す
る
の
が
最
善
と
い
う
こ
と
で
翌
日
Ａ
Ｂ
Ｃ
へ
下
る
。

Ａ
Ｂ
Ｃ
で
は
ア
ン
・
バ
ー
ブ
が
カ
ト
マ
ン
ズ
に
下
っ
た
の
で
通
訳
の
金
さ
ん

が
上
っ
て
来
て
く
れ
飲
み
も
の
、
食
事
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ド
イ
ツ
隊
も
入
山
し
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
に
ぎ
や
か
に
な
る
。
天
候
は
今

一
つ
で
午
後

か
ら
は
ガ
ス
る
日
が
つ
づ
き
Ａ
Ｂ
Ｃ
も
降
雪
と
な
る
。

二
十
八
日
、
も
う

一
つ
の
ド
イ
ツ
隊
が
入
山
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
通
り
過
ぎ
五
九
〇

〇
腐
ま
で
あ
が
る
。

頂
上
ア
タ
ッ
ク
ヘ

五
月

一
日
、
成
末
隊
長
の
、
今
日
か
ら
の
ア
タ
ッ
ク
が
唯

一
の
登
頂
チ
ャ
ン

ス
だ
か
ら
全
力
で
が
ん
ば
る
よ
う
に
の
声
の
も
と
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
出
発
す
る
。

二
日
、
Ｃ
ｌ
着
、
た
っ
た
五
日
の
留
守
だ
が
テ
ン
ト
が
埋
り
か
け
傾
い
て
い

る
。
修
復
に
時
間
が
か
か
る
。
ド
イ
ツ
隊
が
Ｃ
ｌ
を
直
ぐ
下
に
設
営
し
ア
ッ
と

い
う
間
に
ス
キ
ー
で
下
降
す
る
。

三
日
、
Ｃ
２
着
、
そ
の
こ
ろ
よ
リ
ガ
ス
が
か
か
り
風
強
く
嵐
と
な
る
。
テ
ン

ト
を
吹
き
飛
ば
さ
ん
ば
か
り
の
裂
風
で
こ
の
悪
天
候
は
翌
日
ま
で
つ
づ
く
。

五
日
、
天
気
回
復
、
こ
れ
よ
リ
シ
シ
ャ
バ
ン
マ
本
峰
と
前
衛
峰
と
の
間
に
あ

る
廊
下
と
言
わ
れ
る
広
い
谷
間
を
進
む
。
こ
の
奥
の
ど
ん
づ
ま
り
部
よ
り
北
東

稜
が
始
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
廊
下
は
あ
ま
り
傾
斜
は
な
い
が
雪
面
は
ラ
ッ

セ
ル
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
奪
わ
れ
る
の
で
氷
結
面
を
選
び
ア
イ
ゼ
ン
を
き
か
せ
進

む
。
な
だ
ら
か
な
登
り
の
た
め
快
適
で
あ
る
。
ク
レ
バ
ス
も
な
く
高
度
さ
え
な

け
れ
ば
新
人
の
ア
イ
ゼ
ン
ワ
ー
ク
に
は
適
し
て
い
る
。

こ
の
廊
下
の
ど
ん
づ
ま
り
か
ら
北
東
稜
に
ル
ー
ト
を
と
ろ
う
と
話
が
決
ま
り

全
員
で
稜
に
取
り
付
く
が
岩
稜
で
浮
石
が
多
く
、
岩
登
り
に
な
り
時
間
が
か
か

り
過
ぎ
る
。　
一
旦
も
と
に
戻
り
廊
下
の
ど
ん
づ
ま
り
の
手
前
に
幅
の
広
い
ク
１
　
１３

ロ
ワ
ー
ル
が
あ
り
、
偵
察
に
は
い
り
残
置
さ
れ
た
固
定
ロ
ー
プ
を
確
認
す
る
。

最
初
の
計
画
で
は
北
東
稜
七
三
〇
〇
】
川地
点
に
Ｃ
３
を
つ
く
り
、
そ
こ
か
ら

ア
タ
ッ
ク
を
か
け
る
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
こ
の
地
点
で
の
右
往
、
左
往
は
七

三
〇
〇
陣月
ま
で
は
時
間
切
れ
で
上
が
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

七

一
〇
〇
】
川
で
の
Ｃ
３
建
設
と
な
っ
た
が
成
末
隊
長
の
七

一
〇
〇
房
か
ら
頂

上
ま
で
の
九
〇
〇
済
の
高
差
の
ア
タ
ッ
ク
は
困
難
で
あ
る
、
の
言
葉
が
ひ
び
い

て
く
る
。
だ
か
明
日
の
ア
タ
ッ
ク
は
決
定
す
る
。

六
日
、
五
時
三
十
分

（北
京
時
間
）
隊
員
全
員
で
出
発
、
昨
日
偵
察
の
と
き

部
分
的
に
掘
り
お
こ
し
た
固
定
ロ
ー
プ
を
伝
い
な
が
ら
急
斜
面
を
登
る
。
か
な

り
広
い
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
だ
が
上
部
は
左
側
の
岩
稜
を
登
り
七
三
〇
〇
】川
の
稜
線

に
出
る
。
こ
こ
か
ら
頂
上
ま
で
の
ル
ー
ト
で
テ
ン
ト
を
張
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い

か
、
さ
が
す
が
む
ず
か
し
い
。
風
が
強
く
平
地
が
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

少
し
稜
線
を
登
る
と
見
晴
ら
し
が
よ
く
な
り
頂
上
が
す
ぐ
そ
こ
に
見
え
る
。

宮
崎
と
頂
上
は
直
ぐ
そ
こ
だ
と
話
し
合
う
。
そ
の
上
部
に
は
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ

た
残
置
テ
ン
ト
が
風
で
は
た
め
い
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
最
初
の
岩
場
が
立
ち
は
だ
か
り
、
左
側
を
巻
く
が
雪
の
し
ま
り
が

悪
く
ひ
ざ
ま
で
埋
り
こ
む
。
こ
れ
か
ら
が
き
つ
い
ラ
ッ
セ
ル
の
は
じ
ま
り
で
、

途
中
い
い
か
げ
ん
い
や
に
な
る
。

雪
面
も
不
安
定
で
こ
の
斜
面
で
の
雪
崩
の
心
配
が
頭
を
よ
ぎ
る
。
成
末
隊
長

Ｃ
３
へ
引
き
返
す
。

ラ
ッ
セ
ル
の
苦
闘
の
す
え
七
七
〇
〇
】
月
に
あ
る
巨
大
な
三
角
ピ
ナ
ク
ル
地
点

に
着
く
。
橋
本
が
少
し
お
く
れ
だ
す
。
吐
気
を
訴
え
る
。
こ
こ
ま
で
来
た
か
ら



に
は
な
ん
と
か

一
緒
に
登
り
た
い
が
あ
と
三
〇
〇
屑
登
り
、
七

一
〇
〇
属
の
Ｃ

３
ま
で
帰
還
で
き
る
か
、
昼
か
ら
い
つ
も
の
よ
う
に
天
候
が
く
ず
れ
る
恐
れ
も

あ
る
。
橋
本
は
こ
こ
で
持
つ
こ
と
に
き
め
る
。

三
角
ピ
ナ
ク
ル
か
ら

一
〇
〇
厨
の
岩
場
を
登
り
高
度
を
稼
ぐ
。
主
峰
へ
は
こ

の
地
点
か
ら
左
に
ト
ラ
バ
ー
ス
気
味
に
登
り
頂
上
に
達
す
る
の
だ
が
こ
れ
以
上

の
ラ
ッ
セ
ル
に
は
乗
り
気
が
せ
ず
、
雪
崩
も
こ
わ
い
の
で
、
北
東
稜
を
こ
の
ま

ま
突
き
上
げ
中
央
峰
に
登
る
こ
と
を
宮
崎
と
相
談
し
決
め
る
。

頂
上
直
下
は
斜
面
が
急
に
な
り
左
ヘ
ト
ラ
バ
ー
ス
気
味
に
登
り
十
四
時
間
四

十
分
中
央
峰
八
〇
〇
八
腐
に
登
頂
。
十
四
時
五
十
分
宮
崎
登
頂
、
よ
ろ
こ
び
の

握
手
を
か
わ
す
。
二
十
分
頂
上
に
と
ど
ま
り
下
降
に
か
か
る
。
七
七
〇
〇
厨
地

点
で
橋
本
が
こ
の
寒
気
の
中
ツ
ェ
ル
ト
を
か
ぶ
っ
て
持
っ
て
い
て
く
れ
出
迎
え

の
祝
福
を
も
ら
う
。
十
七
時
四
十
分
Ｃ
３
に
帰
り
つ
き
成
末
隊
長
と
が
っ
ち
り

握
手
を
か
わ
す
。

〈記
録
概
要
〉

隊
の
名
称
　
日
本
山
岳
会
福
岡
支
部
創
立
３５
周
年
記
念
中
国

・
チ
ベ
ッ
ト
シ

シ
ャ
パ
ン
マ
登
山
隊
９２

活
動
期
間
　
一
九
九
二
年
三
月
～
五
月

目
　
　
的
　
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
峰

（八
〇

一
二
腐
）
北
東
稜
か
ら
の
登
頂

隊
の
構
成
　
隊
長
＝
成
末
洋
介

（４７
）
、
隊
員
＝
日
野
悦
郎

（５１
）

・
橋
本
昌

典

（３４
）

・
宮
崎
豊
文

（４１
）

連
絡
官

・
轟
金
庭

（５９
）
、

通
訳

・
金
俊
喜

（３８
）

行
動
概
要
　
三
月
三
十
日
ル
ク
ラ
着
。
四
月
三
日
パ
レ
シ
ャ
ヤ

・
ギ
ャ
ブ
Ｂ
Ｃ
、

四
月
五
日
ア
イ
ラ
ン
ド
ピ
ー
ク
登
頂
、
四
月
六
日
ア
イ
ラ
ン
ド

ピ
ー
ク
ニ
次
隊
ア
タ
ッ
ク
。
四
月
十
日
カ
ト
マ
ン
ズ
。
四
月
十
三

日
ザ
ン
ム
ー
。
四
月
十
四
日

（五
〇
〇
〇
層
）
Ｃ
ｌ
建
設
。
四
月

十
八
日

（五
七
〇
〇
層
）
Ａ
Ｂ
Ｃ
建
設
。
四
月
二
十
四
日

（六
四

〇
〇
屑
）
Ｃ
ｌ
建
設
。
四
月
二
十
六
日

（六
九
〇
〇
鰤
）
Ｃ
２
建

設
。
五
月
五
日

（七

一
〇
〇
屑
）
Ｃ
３
建
設
。
五
月
六
日
中
央
峰

（八
〇
〇
八
済
）
登
頂
。
五
月
七
日
全
員
Ａ
Ｂ
Ｃ
帰
着
。
五
月
八

日
Ｂ
Ｃ
着
。
五
月
十
日
ザ
ン
ム
ー
。
五
月
十

一
日
カ
ト
マ
ン
ズ
着
。

福岡支部創立 35周 年シシャバンマ隊報告
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青
年
部
第
二
次
海
外
登
山

慕
士
塔
格
山

（ム
ス
タ
ー
グ
・
ア
タ
）
登
山
の
記
録

∧
隊
の
編
成
と
出
発
ま
で
∨

次
世
代
を
担
う
若
手
会
員
の
育
成
と
、
長
期
的
な
展
望
の
模
索
と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
青
年
部
の
海
外
高
所
登
山
三
カ
年
計
画
は

一
九
九
〇
年
よ

り
始
ま
っ
た
。
初
年
度
に
は
、
大
谷
亮
隊
長
以
下
五
名
を
ソ
連

（現
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）

領
パ
ミ
ー
ル
に
派
遣
し
、
登
山
隊
は
七
〇
〇
〇
済
峰
二
座

（レ
ー
ニ
ン
峰
、
コ

ル
ジ
ェ
ネ
フ
ス
カ
ヤ
峰
）
に
登
頂
し
た
。

こ
の
計
画
が
発
案
さ
れ
た
当
初
は
、
比
較
的
短
期
間
で
七
〇
〇
〇
済
級
の
高

所
経
験
が
可
能
な
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
で
、
パ
ミ
ー
ル
山
域
が
念
頭
に
お
か
れ

て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
ソ
連
国
内
の
政
治
情
勢
の
急
変
、
ま
た
、
同

一
地

域
で
多
年
度
に
わ
た
る
登
山
活
動
に
対
す
る
興
味
の
持
続
へ
の
懸
念
等
が
生

じ
、
他
の
地
域
で
パ
ミ
ー
ル
に
類
似
し
た
山
を
探
す
こ
と
に
な
っ
た
。
三
カ
年

計
画
と
い
う
こ
と
で
、
夏
に
青
年
部
の
誰
か
が
、
ど
こ
か
で
高
所
登
山
を
す
る

で
あ
ろ
う
と
い
う
意
識
は
あ
っ
た
も
の
の
、
い
ざ
具
体
的
な
計
画
と
し
て
議
題

に
あ
げ
て
み
る
と
、
難
問

・
難
題
が
次
か
ら
次
へ
と
で
て
き
て
、
議
論
は
粉
糾

相
　
馬

　

　

勉

し
た
。
曰
く
、
「
三
カ
年
計
画
と
銘
打
っ
た
も
の
の
、
三
年
も
続
け
る
意
義
が

ど
こ
に
あ
る
の
か
」
、
ま
た

「今
夏
、
高
所
登
山
を
す
る
に
し
て
も
誰
が
い
け

る
の
か
、
青
年
部
の
若
手
メ
ン
バ
ー
の
大
部
分
は
他
の
遠
征
隊
へ
の
参
加
が
決

ま
っ
て
お
り
、
実
際
行
け
そ
う
な
人
間
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
」
、
さ
ら
に

は

「海
外

（高
所
）
登
山
未
経
験
者
が
大
部
分
を
占
め
る
隊
が
挑
む
に
は
七
〇

〇
〇
層
級
の
山
は
高
す
ぎ
な
い
か
」
云
々
と
。
様
々
な
議
論
が
出
た
も
の
の
、

良
い
結
論
は
出
ず
、
結
果
と
し
て
、
前
年
度
の
パ
ミ
ー
ル
隊
に
休
暇
の
都
合
が

つ
か
ず
参
加
で
き
な
か
っ
た
相
馬
が
隊
長
と
な
り
、
計
画
お
よ
び
そ
の
実
施
に

つ
い
て
は
相
馬
に
す
べ
て
任
せ
る
と
い
う
形
で
落
ち
着
い
た
。
山
の
選
定
に
つ

い
て
は
、
相
馬
が
自
分
の
経
験

・
趣
味
で

「
ム
ス
タ
ー
グ

・
ア
タ
峰
」
と
決
め

て
し
ま
い
直
ち
に
中
国
登
山
協
会

へ
許
可
申
請
を
し
た
。

以
後
、
二
つ
の
大
き
な
原
則
を
お
い
て
隊
員
募
集

・
準
備
と
実
際
の
行
動
に

移
っ
た
。
ひ
と
つ
は
隊
長
以
下
す
べ
て
の
隊
員
は
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

こ
れ
は
、
参
加
各
個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
出
身
母
体
も
違
い
、
ま
た
参
加
目
的
、
思
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惑
も
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
、
寄
せ
集
め
隊
と
い
う
性
格
上
、
変
な
序
列
は
ひ
と
つ

の
大
き
な
目
的
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
場
合
、
害
に
こ
そ
な
れ
、
う
ま
く
作
用

す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
た
。
ま
た
ひ
と
つ
は
必
要
経
費
は
す
べ
て

隊
員
の
個
人
負
担
に
す
る
と
い
う
こ
と
。
外
部
か
ら
資
金
を
貰
う
と
い
う
こ
と

で
若
い
隊
員
に
登
山
以
外
の
面
で
余
計
な
負
担
が
か
か
り
登
山
に
専
念
で
き
な

く
な
っ
た
り
、
不
必
要
な
東
縛
感
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。
こ
の
た
め
準
備
段
階
で
、
特
に
装
備
、
食
糧
の
集
荷
段
階
で
関
係
諸
氏
に

多
大
な
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

今
回
の
登
山
隊
は
有
志
が
集
ま
り
自
然
発
生
的
に
で
き
た
登
山
隊
と
は
異
な

り
、
ま
ず
、
今
夏
誰
か
が
、
ど
こ
か
で
高
所
登
山
を
行
う
と
い
う
こ
と
だ
け
が

先
に
決
ま
っ
て
い
た
。
「山
」

。
「隊
員
」
等
々
の
パ
ズ
ル
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ

組
み
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
登
山
隊
が
徐
々
に
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
。
三

月
初
旬
、
中
国
登
山
協
会

（Ｃ
Ｍ
Ａ
）
の
メ
ン
バ
ー
の
来
日
時
に
、
今
夏
の
ム

ス
タ
ー
グ

ｏ
ア
タ
山
の
登
山
許
可
の
取
得
の
可
否
を
打
診
し
た
と
こ
ろ
、
今
年

か
ら
ム
ス
タ
ー
グ

ｏ
ア
タ
で
登
山
祭
（旧
ソ
連
の
パ
ミ
ー
ル
キ
ャ
ン
プ
に
類
似
）

を
行
う
の
で
許
可
取
得
に
関
し
て
は
問
題
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ

ち
に
許
可
申
請
を
Ｃ
Ｍ
Ａ
に
し
た
も
の
の
、
正
式
な
許
可
を
貰
っ
た
の
は
四
月

下
旬
で
あ
っ
た
。
許
可
申
請
し
た
前
後
よ
り
隊
員
募
集
を
始
め
た
が
、
全
隊
員

が
決
ま
っ
た
の
は
六
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
青
年
部
主
体
と
い
う
も
の

の
、
集
ま
っ
た
隊
員
は
相
馬
を
除
き
、
全
員
が
学
生
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。

高
所
登
山
が
初
め
て
と
い
う
者
が
多
い
う
え
に
、
登
山
経
験
も
未
熟
と
思
わ
れ

る
も
の
も
い
た
。
事
前
の
地
域
研
究
で
は
、
ム
ス
タ
ー
グ

・
ア
タ
は
特
に
技
術

的
に
困
難
な
と
こ
ろ
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
体
力
が
あ
り
、
高
度
順
化
を
う
ま

く
こ
な
せ
れ
ば
、
頂
上
に
到
達
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。
事
前
の
国
内
合
宿
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で
は
、
体
力
強
化
を
主
目
的
と
し
て
五
月
連
休
よ
り
六
月
中
旬
に
か
け
て
、
剣

岳
、
谷
川
岳
、
富
士
山
で
都
合
三
回
山
行
を
も
っ
た
。
寄
せ
集
め
隊
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
各
個
人
の
都
合
が
つ
か
ず
、
全
員
が
そ
ろ
っ
て
山
行
が
で
き
た
の

は
、
六
月
中
旬
に
行
っ
た
富
士
山
で
の
合
宿
だ
け
で
あ
っ
た
。
七
月
六
日
、
七

日
の
両
日
、
成
険
大
学
よ
り
合
宿
所
を
借
り
て
梱
包
作
業
を
終
え
、
七
月
二
十

一
日
、
北
京
へ
と
向
か
っ
た
。

∧
登
山
活
動
∨

北
京
よ
り
空
路
ウ
ル
ム
チ
を
経
由
し
七
月
二
十
三
日
カ
シ
ュ
ガ
ル
入
り
を
し

た
。
カ
シ
ュ
ガ
ル
に
三
日
間
滞
在
し
、
物
資

・
食
糧
等
の
準
備
を
し
、
ま
た
、

現
地
カ
シ
ュ
ガ
ル
登
山
協
会
と
の
最
終
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
、
二
十
六
日
、
カ

シ
ュ
ガ
ル
を
出
発
し
、
ス
バ
シ

（三
六
五
〇
屑
）
入
り
す
る
。
翌
二
十
七
日
、

ス
バ
シ
よ
リ
ラ
ク
ダ
三
頭
に
隊
荷
を
積
み
込
み
Ｂ
Ｃ
（四
五
〇
〇
屑
）
へ
と
キ
ャ

ラ
バ
ン
を
始
め
た
。
Ｂ
Ｃ
ま
で
は
数
時
間
の
行
程
で
あ
っ
た
。
隊
員
六
名
、
中

国
人
連
絡
官

一
名
、
通
訳

一
名
と
総
勢
八
名
の
小
規
模
な
登
山
隊
で
あ
り
、
隊

荷
は
個
人
装
備
も
含
め
て
総
重
量
五
〇
〇
第
以
内
に
収
ま
っ
た
。

登
山
活
動
は
大
き
く
三
つ
の
ス
テ
ー
ジ
に
分
け
ら
れ
る
。

第

一
ス
テ
ー
ジ
　
Ｂ
Ｃ
入
り
か
ら
Ｃ
ｌ
建
設
ま
で

第
ニ
ス
テ
ー
ジ
　
Ｃ
ｌ
～
Ｃ
３
建
設

（六
六
〇
〇
屑
）
と
高
度
順
化

第
三
ス
テ
ー
ジ
　
頂
上
ア
タ
ッ
ク
及
び
Ｂ
Ｃ
撤
収

計
画
段
階
で
は
、
全
員
登
頂
と
頂
上
か
ら
の
ス
キ
ー
滑
降
が
第

一
の
目
標
で

あ
っ
た
。
Ｂ
Ｃ
入
山
時
よ
り
不
調
者
が
続
出
し
、
特
に
田
中
は
高
度
障
害
が
ひ

ど
く
カ
シ
ュ
ガ
ル
ま
で
降
り
、
回
復
す
る
ま
で

一
週
間
程
、
現
地
病
院
に
入
院

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
Ｂ
Ｃ
入
山
時
よ
り
当
初
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
を
大
き
く
変

更
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
登
山
そ
の
も
の
は
技
術
的
に
困
難
な
と
こ
ろ
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
も
の
の
、
安
全
第

一
と
し
、
氷
河
の
上

（Ｃ
ｌ
よ
り
上
部
の

行
動
）
は
、
ア
ン
ザ
イ
レ
ン
す
る
か
、
ス
キ
ー
装
着
を
原
則
と
し
た
。
ま
た
、

単
独
行
動
は
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
。

Ｂ
Ｃ
入
山
の
翌
日

（七
月
二
十
八
日
）
よ
り
、
上
部
行
動
を
開
始
し
た
。
Ｂ

Ｃ
か
ら
Ｃ
ｌ

（五
五
〇
〇
屑
）
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
ガ
ラ
場
で
、
遊
牧
民
の
踏

み
跡
が
続
い
て
お
り
全
く
問
題
な
く
登
れ
る
。
所
要
時
間
は
三
～
五
時
間
程
で

あ
っ
た
。
二
十
九
日
Ｂ
Ｃ
で
全
員
休
養
の
後
、
三
十
日
Ｃ
ｌ
を
設
営
。
Ｃ
ｌ
の

上
部
七
～
八
〇
〇
済
程
セ
ラ
ッ
ク
帯
が
続
い
て
お
り
、
そ
の
間
を
ぬ
っ
て
行
く

よ
う
な
形
で
登
る
。
セ
ラ
ッ
ク
は
安
定
し
て
お
り
、
崩
壊
も
激
し
く
な
い
。
ク

レ
バ
ス
は
と
こ
ろ
ど
こ
ら
に
見
ら
れ
る
も
の
の
ロ
ー
プ
を
フ
ィ
ッ
ク
ス
す
る
必

要
も
な
く
、
Ｃ
ｌ
よ
リ
ア
ン
ザ
イ
レ
ン
し
て
Ｃ
２

（六

一
〇
〇
屑
）
ま
で
登
る
。

四
～
五
時
間
の
行
程
で
あ
る
。
Ｃ
２
下
部

一
五
〇
眉
付
近
よ
り
傾
斜
が
緩
く
な

り
、
大
雪
原
が
え
ん
え
ん
と
続
い
て
頂
上
に
至
っ
て
い
る
。

八
月
六
日
、
Ｃ
２
設
営
。
Ｃ
２
付
近
よ
り
上
部
は
、
早
朝
を
除
い
て
は
雪
が

や
わ
ら
か
く
、
ツ
ボ
足
だ
と
ヒ
ザ
下
ま
で
、
場
所
に
よ
っ
て
は
腰
付
近
ま
で
の

ラ
ッ
セ
ル
を
強
い
ら
れ
、
ま
た
、
ヒ
ド
ン
ク
レ
バ
ス
も
多
少
あ
る
た
め
、
Ｃ
２

以
上
の
行
動
は
す
べ
て
ス
キ
ー
装
着
を
原
則
と
し
た
。
八
月
七
日
ま
で
に
、
Ｃ

２
へ
の
荷
上
げ
お
よ
び
Ｃ
３
予
定
地

（六
六
〇
〇
屑
）
ま
で
の
偵
察
及
び
高
度

順
化
を
し
、
八
日
は
全
員
Ｂ
Ｃ
に
下
り
、
頂
上
ア
タ
ッ
ク
前
の
休
養
日
と
す
る
。

八
月
九
日
、
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
石
川

・
佐
々
木
が
Ｂ
Ｃ
発
Ｃ
ｌ
入
り
。
同

日
、
田
中

。
中
里
が
荷
上
げ
を
兼
ね
て
ア
タ
ッ
ク
隊
と
共
に
Ｃ
ｌ
入
り
す
る
。

十
二
日
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
は
、
Ｃ
３
を
十
時
三
十
分
に
出
発
し
、
十
七
時
に

頂
上
付
近
に
到
達
し
た
が
、
頂
上
周
辺
も
大
雪
原
で
あ
り
ど
こ
が
頂
上
か
判
然

と
せ
ず
、
三
十
分
程
周
辺
を
歩
き
回
り
、　
一
番
高
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
岩
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峰
を
み
つ
け
、
そ
こ
を
頂
上
と
判
断
し
、
ケ
ル
ン
を
積
ん
で
か
ら
下
降
を
開
始

し
た
。

第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
は
同
日
Ｃ
２
ま
で
ス
キ
ー
で
下
り
、
翌
十
三
日
Ｂ
Ｃ
に

帰
着
。
十
三
日
に
Ｃ
３
入
り
し
た
第
二
次
隊

（相
馬

・
田
中
）
は
、
十
四
日
十

時
三
十
分
Ｃ
３
を
出
発
、
Ｃ
３
よ
り
三
五
〇
】川程
登
っ
た
と
こ
ろ
で
田
中
が
不

調
を
訴
え
動
き
も
鈍
く
な
っ
た
た
め
登
頂
を
断
念
し
Ｂ
Ｃ
ま
で
、
そ
の
日
の
う

ち
に
下
降
し
た
。
こ
れ
で
す
べ
て
の
登
山
活
動
は
終
了
し
、
十
八
日
Ｂ
Ｃ
を
撤

収
し
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
ヘ
と
下
山
し
た
。

∧
お
わ
り
に
∨

出
身
母
体
が
違
い
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
を
も
っ
た
人
間
が
集
ま
り
、

ひ
と
つ
の
目
的
に
向
か
っ
て
、
試
行
錯
誤
を
く
り
返
し
な
が
ら
準
備
を
重
ね
、

貴
重
で
興
味
深
い
地
域
で
登
山
を
経
験
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
各
参
加
隊
員
ま

た
青
年
部

・
学
生
部
に
と
っ
て
も
意
義
の
あ
る
も
の
に
な
っ
た
と
思
う
。
し
か

し
登
山
の
結
果
と
し
て
、
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
の
二
名
し
か
頂
上
に
立
つ
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
結
果
に
終
わ
っ
た

一
番
大
き
な
原
因
は
隊
員

各
個
人
の
基
礎
的
な
登
山
能
力
の
不
足
、
特
に
体
力
不
足
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
近
年
、
海
外
登
山
は
容
易
に
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
改
め
て
高

所
登
山
の
厳
し
さ
、難
し
さ
を
身
に
し
み
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
登
山
で
あ
っ
た
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
日
本
山
岳
会
青
年
部
慕
士
塔
格
山
登
山
隊

一
九
九

一

活
動
期
間
　
一
九
九

一
年
七
月
二
十

一
日
～
八
月
二
十
三
日

目
　
　
的
　
慕
士
塔
格
山

（七
五
四
五
眉
）
の
登
頂
と
、
頂
上
か
ら
の
ス
キ
ー

滑
降

隊
の
構
成
　
隊
長
＝
相
馬
　
勉

（３１
）
、
隊
員
＝
石
川
慶
英

（２４
）

・
滝
沢
守

生

（２２
）

・
佐
々
木
毅
彦

（２３
）

ｏ
田
中
清
隆

（２１
）

・
中
里
雄

一

（２０
）

七
月
二
十

一
日
　
成
田
発
↓
北
京
着

七
月
二
十
三
日
　
北
京
↓
ウ
ル
ム
チ

七
月
二
十
四
日
　
ウ
ル
ム
チ
↓
カ
シ
ュ
ガ
ル

七
月
二
十
六
日
　
カ
シ
ュ
ガ
ル
↓
ス
バ
シ

（三
八
〇
〇
ｍ
）

七
月
二
十
七
日
　
ス
バ
シ
↓
Ｂ
Ｃ

（四
五
〇
Ｏ
ｍ
）
建
設

七
月
三
十
日
　
　
Ｃ
ｌ

（五
五
〇
Ｏ
ｍ
）
建
設

八
月
五
日
　
　
　
Ｃ
２

（六

一
〇
〇
ｍ
）
建
設

八
月
七
日
　
　
　
Ｃ
３

（六
六
〇
〇
ｍ
）
ま
で
の
荷
上
げ
、
順
化

終
了

八
月
八
日
　
　
　
全
員
Ｂ
Ｃ
で
休
養

八
月
九
日
　
　
　
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
Ｂ
Ｃ
発

八
月
十
二
日
　
　
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
登
頂

八
月
十
四
日
　
　
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
隊
Ｃ
３
発
、
六
九
五
〇
屑
で

登
頂
断
念

八
月
十
八
日
　
　
Ｂ
Ｃ
撤
収
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
下
山

（注
）
使
用
時
間
は
北
京
標
準
時
。記
録
の
詳
細
に
つ
い
て
は
「第

二
次
海
外
登
山
　
日
本
山
岳
会
慕
士
塔
格
山
登
山
隊
９１
報
告
書
」

を
参
照
。

行
動
概
要
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関
西
学
院
大
学
山
岳
部
七
十
年
の
歩
み

（本
稿
は

一
九
九
二
年
二
月
十
四
日
開

催
の

「第
二
十
回
山
岳
史
懇
談
会
」
で
の

話
を
関
係
者
の
校
閲
を
へ
て
収
録
し
た
も

の
で
あ
る
）

て
お
り
ま
す
。
省
み
ま
す
と
栄
光
と
挫
折
が
織
り

成
し
、
誠
に
人
の
一
生
を
思
わ
せ
る
歴
史
と
の
感

を
深
く
し
て
い
ま
す
。

私
ど
も
の
歩
ん
で
き
た
道
を

一
通
り
お
話
し

し
、
次
い
で
時
折
の
話
題
を
提
供
し
よ
う
と
存
じ

ま
す
。
話
し
手
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
何
分
長
い

期
間
で
す
の
で
分
担
を
致
し
ま
す
の
で
悪
し
か
ら

ず
御
了
承
を
お
願
い
し
ま
す
。

長
井
弘
光

本
題
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
最
初
に
関

西
学
院
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

関
西
学
院
は

一
八
八
九
年

（明
治
二
十
二
年
）

キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
よ
る
青
年
の
教
育
を
目
指
し

て
、
ア
メ
リ
カ
南
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
の
宣
教

師
ウ
ォ
ル
タ
ー

・
ラ
ッ
セ
ル

ｏ
ラ
ン
バ
ス
に
よ

っ

て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
神
戸
に
あ

っ
た
の

で
す
が

一
九
二
九
年
、
現
在
の
西
宮
に
移
転
さ
れ

ま
し
た
。
六
甲
山
の
麓
で
緑
濃
い
所
、
山
岳
部
に

と
っ
て
は
近
ぐ
に
仁
川
渓
谷
の
岩
場
が
あ
り
、
ク

ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
も
出
来
ま
す
の
で
、
日
頃
の
練

習
に
は
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
り
ま
す
。

一
九
三
二
年
大
学
昇
格
が
認
可
さ
れ
、
現
在
神

学
部
を
含
む
七
学
部
と
中
学
部
、
高
等
部
が
あ
り

ま
す
。

ス
ク
ー
ル
モ
ッ
ト
ー
は

「〓
＞
∽
↓
∪
”
く

『
ｏ
”
∽
”
刀
≦
ｏ
日
」
―
奉
仕

へ
の
練
達
―

で
あ
り
、

校
章
は

「
三
日
月
」―
満
月
に
な
る
よ
う
に
向
上

を
目
指
し
、
太
陽
の
光
を
う
け
て
夜
を
照
ら
す
―

で
あ
り
ま
す
。
校
歌

「空
の
翼
」
は
作
詩

・
北
原

白
秋
、
作
曲

ｅ
山
田
耕
作

（Ｏ
Ｂ
）
で
す
。
文
化

部
門
そ
し
て
運
動
部
門
と
も
学
生
活
動
が
盛
ん
な

校
風
が
あ
り
、
運
動
部

の
モ
ッ
ト
ー

〓Ｚ
Ｏ
ω
ｒ
∪

∽
↓
ｃ
”
ω
ｏ
卿
ｚ
∪
∽
∽
こ
「気
品
の
高

い
根
性
」
ま
た

は

「
上
品
な
粘
り
」
で
、
数
多
く
の
全
国
制
覇
を

為
し
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
選
手
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。

さ
て
本
題
に
入
り
ま
す
。
ま
ず
七
十
年
の
歴
史

を
七
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
話
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

二格旧
　
吉
本豪
フ

関
西
学
院
大
学
山
岳
部
は

一
九
二
〇
年

（大
正

九
年
）
に
設
立
さ
れ
て
以
来
七
十
余
年
に
な
り
ま

す
。
六
甲
山
周
辺
の
登
山
か
ら
始
ま
っ
て
芦
屋
、

仁
川
の
岩
場
に
親
し
み
、
剣
、
穂
高
、
鹿
島
槍
を

中
心
と
す
る
北
ア
ル
プ
ス
の
春
夏
秋
冬
の
登
山
、

さ
ら
に
北
千
島
、
朝
鮮
、
台
湾
の
山
へ
の
遠
征
か

ら
ベ
ル
ー
ア
ン
デ
ス
、
カ
ナ
ダ

。
ロ
ー
ガ
ン
、
そ

し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
と
活
動
の
範
囲
を
広
げ
て
参
り

ま
し
た
が
、　
一
九
六
五
年
以
降
山
岳
部
員
の
減
少

が
続
き
少
数
精
鋭
に
よ
る
登
山
活
動
を
強
い
ら
れ

出
席
者

日尾藤橘

上崎木

耕 高真

司進嶺琴

塩

津

正

英

長

井

弘

光

三
戸
田

一
郎

高

田

英

明
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一　
草
創
期

（
一
九
二
〇
年
～

一
九
二
五
年
）

一
九
二
〇

（大
正
九
）
年
十

一
月
志
保
川
ら
四

名
に
よ
っ
て
発
起
さ
れ
十
二
月
学
生
大
会
に
お
い

て
承
認
を
受
け
正
式
に

「関
西
学
院
高
等
部
登
山

部
」
が
創
立
さ
れ
ま
し
た
。
設
立
の
目
的
は
規
則

第

一
条
に
よ
る
と

「吾
部
は
精
神
の
向
上
、
健
康

の
増
進
を
第

一
の
目
的
と
な
し
並
び
に
山
岳
趣
味

普
及
に
尽
力
な
す
こ
と
」
と
あ
り
、
関
学
山
岳
部

二
十
年
史
で
佐
藤
は

「参
加
の
動
機
は
伝
統
的
な

自
然
愛
好
と
青
年
ら
し
い
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

第

一
回
登
山
と
し
て
金
剛

・
葛
城
山
縦
走
が
行

わ
れ
、
引
き
続
き
六
甲
山
の
登
山
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。　
一
九
二
二
年
に
山
岳
部
と
改
称
し
本
格
的

活
動
に
入
っ
て
い
ま
す
。
組
織
と
し
て
、
当
時
は

個
人
主
義
社
会
で
個
人
の
主
観
で
行
動
す
る
の
が

学
生
自
治
の
基
本
概
念
で
あ
り
、
チ
ー
フ
リ
ー

ダ
ー
の
必
要
は
な
い
と
さ
れ
、
部
長
も
名
誉
部
長

を
教
授
中
よ
り
推
薦
し
、
功
労
の
あ
っ
た
先
輩
を

顧
間
と
し
部
員
の
中
よ
リ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

一
名
、

幹
事
若
干
名
を
選
出
し
て
自
主
的
に
運
営
し
て
お

り
ま
し
た
。
た
だ
山
行
が

一
般
学
生
の
募
集
で
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
部
員
を
確
定
す
る
の
は
難

し
か
っ
た
よ
う
で
す
。

登
山
活
動
と
し
て
は
学
校
が
摩
耶
山
の
山
麓
に

位
置
す
る
と
こ
ろ
か
ら
六
甲
山
、
摩
耶
山
、
神
戸

ア
ル
プ
ス
、
須
磨
ア
ル
プ
ス
等
が
縦
走
あ
る
い
は

ル
ー
ト
を
か
え
て
登
ら
れ
、　
一
ヵ
月

一
～
二
回
、

参
加
者
は
五
～
八
名
、　
一
九
二
四
年
に
は
例
会
山

行
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
興
味
あ
る

記
録
と
し
て

「応
援
登
山
」
が
あ
り
ま
す
。
野
球

や
相
撲
の
応
援
に
行
く
前
に
登
山
し
て
か
ら
応
援

に
行
き
、
終
っ
て
か
ら
さ
ら
に
キ
ャ
ン
プ
を
し
て

い
る
。
そ
の
キ
ャ
ン
プ
も
盛
ん
で
阪
神
間
の
砂
浜

の
他
、淡
路
島
や
琵
琶
湖
へ
も
出
か
け
て
い
ま
す
。

日
本
ア
ル
プ
ス
ヘ
は
夏
期
休
暇
に

一
般
学
生
を

募
集
し
て

（朝
日
新
聞
な
ど

一
般
新
聞
社
に
通
告

し
て
募
集
記
事
を
掲
載
し
て
も
ら
い
、
帰
着
時
に

は
無
事
帰
着
と
報
道
さ
れ
て
い
た
）
の
遠
征
が
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
計
画
は
相
当
広
範
囲
で

一
九

二
二
年
九
班
、
二
三
年
八
班
、
二
四
年
三
班
、
二

五
年
七
班
の
計
画
が
あ
り
、
白
馬
岳
、
立
山
、
槍
ヶ

岳
、
後
立
山
縦
走
、
燕
―
常
念
、
立
山
―
針
ノ
木

岳
等
の
コ
ー
ス
で
登
ら
れ
て
い
ま
す
。
朝
鮮

・
金

剛
山
、
富
士
山
登
山
や
先
輩
宅
に
宿
泊
し
な
が
ら

東
海
道
徒
歩
旅
行
も
実
施
し
て
い
ま
す
。
新
卒
者

の
月
給
が
三
十
円
程
度
の
時
朝
鮮

・
金
剛
山
へ
の

費
用
が
五
十
円
、
三
三
年
の
五
～
七
日
間
の
日
程

で
三
十
～
四
十
円
と
記
録
さ
れ
登
山
費
用
は
昔
か

ら
高
く
つ
い
た
よ
う
で
す
。

登
山
の
ほ
か
ス
キ
ー
、
ス
ケ
ー
ト
も
平
行
し
て

行
わ
れ
、
二
三
年
十
二
月
に
ス
ケ
ー
ト
倶
楽
部
が

発
足
し
、
二
五
年
十
二
月
関
温
泉
に
初
め
て

「
ス

キ
ー
遠
征
隊
」
が
出
立
し
て
い
ま
す
。
翌
二
六
年

に
は
朝
日
新
聞
主
催

「第

一
回
関
西
学
生
ス
キ
ー
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選
手
権
大
会
」
が
伊
吹
山
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、

本
日
出
席
の
橘
会
長
他
三
名
が
出
場
し
て
い
ま

す
。
当
時
ス
ト
ッ
ク
は
市
販
し
て
お
ら
ず
、
選
手

が
手
造
り
で
つ
く
っ
て
お
り
、
橘
会
長
は
ス
ト
ッ

ク
造
り
が
上
手
で
他
の
仲
間
の
た
め
に
も
よ
く
作

ら
さ
れ
た
と
話
さ
れ
て
い
ま
す
。

登
山
の
啓
蒙
活
動
と
し
て
は
学
院
内
で
の
写
真

展
、
講
演
会
、
座
談
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
二

二
年
六
月
榎
谷
徹
蔵
氏

「
日
本
ア
ル
プ
ス
の
挿

話
」
、
牧
伊
三
郎
氏
「
日
本
ア
ル
プ
ス
現
況
施
設
」
、

手
塚
順

一
郎
氏

「
レ
ン
ズ
よ
り
み
た
る
日
本
ア
ル

プ
ス

（幻
燈
）」
が
学
院
中
央
講
堂
で
開
催
さ
れ
、

学
生
三
十
銭
、　
一
般
五
十
銭
の
聴
講
料
を
と
っ
て

六
百
名
を
集
め
て
お
り
、
翌
二
三
年
七
月
藤
木
九

三
氏

「立
山
よ
り
針
ノ
木
越
」
榎
谷
徹
蔵
氏

「
日

本
ア
ル
プ
ス
の
深
雪
状
況
」
、
矢
沢
米
三
郎
氏

「
日

本
ア
ル
プ
ス
の
学
術
的
価
値
」
の
他
に
ハ
ー
モ
ニ

カ
及
び
関
西
学
院
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏
も
あ
っ

た
た
め
か
聴
衆
千
六
百
名
弱
と
人
気
が
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
藤
木
九
三
氏
に
は
そ
の
後
山
岳
部
と
し

て
指
導
を
受
け
顧
間
を
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
。

一
一　
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
前
期

（
一
九
二
六
年
～

一

九
三
二
年
）

啓
蒙
の
時
期
を
経
て
活
動
も
分
化
し
、
次
の
段

階
へ
展
開
す
る
模
索
の
時
期
で
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
時
期
の
観
念
に
つ
い
て
佐
藤
は

「広
義
に
お
け

る
∽
「
〇
卿
↓
い
わ
ば
「
ｒ
＞
く
の
概
念
で
あ
っ
た
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。

一
九
二
八

（昭
和
三
）
年
山
岳
部
内
の
組
織
と

し
て
登
山
Ａ
部
、
登
山
Ｂ
部

（ピ
ク
ニ
ッ
ク
的
登

山
）
、
山
岳
ス
キ
ー
部
、
山
地
露
営
部
、
ロ
ッ
ク

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
部
、
ス
キ
ー
倶
楽
部
、
ス
ケ
ー
ト

倶
楽
部
を
設
け
そ
れ
ぞ
れ
好
む
と
こ
ろ
に
よ
り
所

属
を
分
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
学
外
組

織
と
し
て
三
七
年
二
月
関
西
学
生
ス
キ
ー
連
盟
結

成
に
、
そ
し
て
二
九
年
関
西
学
生
山
岳
連
盟
結
成

に
参
加
し
て
い
ま
す
。

登
山
活
動
と
し
て
は
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ヘ

の
取
り
組
み
が
二
六
年
四
月
Ｒ
Ｃ
Ｃ
・
藤
木
九
三

氏
、
直
木
重

一
郎
氏
の
指
導
で
始
ま
り
芦
屋
、
道

場
、
仁
川
の
岩
場
で
練
習
を
積
み
ま
し
た
。
二
九

年
学
院
が
神
戸
か
ら
西
宮
の
上
ヶ
原
に
移
転
す
る

と
学
院
か
ら
徒
歩
十
分
程
の
と
こ
ろ
に
あ
る
仁
川

渓
谷
の
岩
場
が
ホ
ー
ム
ゲ
レ
ン
デ
と
な
り
今
日
に

至
っ
て
い
ま
す
。
日
本
ア
ル
プ
ス
で
の
岩
登
リ
ヘ

の
取
り
組
み
は
二
九
年
七
月
前
穂
高
岳
北
尾
根

（浅
川
、
寺
元
）
と
剣
岳
八
ッ
峰

（高
須
賀
、
石

黒
）
に
始
ま
り
ま
し
た
。
登
山
対
象
の
山
も
北
ア

ル
プ
ス
か
ら
南
ア
ル
プ
ス
、
中
央
ア
ル
プ
ス
、
八
ヶ

岳
、
白
山
、
御
岳
、
北
海
道
等
へ
広
が
り
、
北
ア
　
　
ー４

ル
プ
ス
で
も
コ
ー
ス
が
多
様
化
し
ま
し
た
。
ま
た

近
畿
の
山
も
鈴
鹿
の
山
、
大
台
ヶ
原
、
比
良
山
、

吉
野
山
等
が
夏
だ
け
で
な
く
春
、
秋
に
も
登
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
冬
は
ま
だ
ス
キ
ー
が
中

心
で
し
た
。

登
山
形
式
も
こ
の
時
期
に
変
化
が
み
ら
れ
、
部

員
を
主
体
と
し
て
今
日
に
つ
な
が
る
定
着
合
宿
の

方
式
が
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
一
九
二
〇
年
夏
、

剣
岳
真
砂
沢
へ
の
集
中
登
山

（二
～
三
人
の
班
に

分
け
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
コ
ー
ス
か
ら
真
砂
沢
へ
集

結
し
て
合
宿
に
入
る
と
い
っ
た
方
式
）
が
行
わ
れ
、

三

一
年
夏
は
穂
高
岳
涸
沢
、
三
二
年
夏
は
剣
沢
二

股
へ
の
集
中
登
山
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
間
の
注
目

す
べ
き
記
録
と
し
て
は
笠
ヶ
岳
穴
毛
谷

（土
居
、

竹
内
、
大
原
）
、
自
萩
川
遡
行
剣
岳

（山
中
、
田
中
、

塩
津
）
、
岩
井
谷
―
薬
師
岳
―
剣
岳

（竹
内
、
藤
田
、

音
岡
）
が
あ
る
。
積
雪
期
登
山
は
二
八
年
三
月
乗

鞍
岳

（石
黒
）
が
初
め
て
で
あ
る
が
三

一
年
三
月

に
自
馬
岳
主
稜
初
登
攀

（秋
山
、
田
中
＝
神
戸
商

大
）
。
同
パ
ー
テ
ィ
ー
は
、
同
年
十
二
月
に
富
士

山
五
合
日
で
テ
ン
ト
を
試
用
し
快
適
な
も
の
だ
と

報
告
し
て
い
ま
す
。



六
甲
山
を
中
心
と
す
る
近
郊
の
登
山
は
例
会
山

行
と
し
て
定
着
し
、
岩
登
り
を
含
め
て
月
二
回
お

こ
な
わ
れ
、　
一
九
二
六
年
か
ら
例
会
毎
に
リ
ー

ダ
ー
が
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
キ
ャ
ン
プ

は
芦
屋
等
で
例
会
を
兼
ね
て
実
施
さ
れ
た
他
、
二

七
年
夏
淡
路
島
、
比
良
山
麓
で
の
キ
ャ
ン
プ
、
富

士
五
湖
巡
り
、
二
八
年
夏
に
は
大
山
登
山
を
含
む

山
陰
ツ
ア
ー
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
ス
キ
ー
は

一
九
二
五
年
に
続
き
翌
年
も
関

温
泉
で
合
宿
、
燕
、
赤
倉
へ
回
リ
ク
リ
ス
チ
ャ
ニ

ア
や
テ
レ
マ
ー
ク
の
コ
ー
チ
を
受
け
て
い
る
。
そ

の
後
関
温
泉
の
他
二
九
～
三
〇
年
は
菅
平
、
二
九

年
に
は
猿
倉
で
白
馬
登
山
を
兼
ね
た
合
宿
も
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
〓
三
年
熊
の
湯
合
宿
の
他
近
郊
で

の
ツ
ア
ー
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
三

一
年

一
月

神
鍋
山
に
お
け
る
関
西
学
生
ス
キ
ー
選
手
権
大
会

で
は
優
勝

（秋
山
、
小
野
垣
、
松
本
、
三
戸
）
し

て
い
る
。
三
二
年
こ
れ
ま
で
の
合
宿
を
改
革
し
山

に
重
点
を
お
い
た
ス
キ
ー
合
宿
に
な
っ
た
。
細

野

・
黒
菱
の
グ
レ
ン
デ
で
部
員
を
ス
キ
ー
の
レ
ベ

ル
毎
に
ク
ラ
ス
分
け
し
て
そ
れ
ぞ
れ
コ
ー
チ
を
つ

け
て
練
習
し
、
そ
の
後
猿
倉

。
白
馬
組
、
唐
松
組
、

乗
鞍
組
に
分
か
れ
登
山
と
ス
キ
ー
ツ
ア
ー
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

機
関
誌
と
し
て

一
九
二
八

（昭
和
三
）
年

一
月

「六
甲
」
創
刊
号
を
発
行
、
内
容
は
論
説
、
紀
行
、

随
筆
、
年
報
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
号
か
ら

は
ご
＞
∽
”
∪
ロ
ヨ
ロ
∽
∽
こ
と
改
題
さ
れ
現
在
十

六
号
ま
で
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
別
に

「会
報
」

が

一
九
六
三
年
三
月
か
ら

一
九
七
八
年
の
三
十

一

号
ま
で
出
て
い
ま
す
が
、
現
在
休
刊
中
で
す
。
ま

た
部
員
を
対
象
に

「時
報
」
が

一
九
三
三
年
十
二

月
か
ら
並
行
し
て
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が

一
九
六
三
年
九
月
以
後
は
合
宿
毎
の
報
告
書
に
そ

の
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

三
　
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
後
期
Ｉ

（
一
九
二
三
年
～

一
九
二
七
年
）

学
院
各
運
動
部
の
活
動
も
全
般
に
活
発
で
あ
り

そ
れ
に
刺
激
さ
れ
、
ま
た
大
学
昇
格
も

一
九
三
二

（昭
和
七
）
年
に
認
可
さ
れ
、
高
揚
し
た
雰
囲
気

に
包
ま
れ
て
い
た
こ
の
時
期
は
ス
ポ
ー
ツ
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
の
高
次
な
る
発
現
の
た
め
の
意
欲
的
な
試

み
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
日
曜
登

山
と
い
う
形
を
脱
皮
し
て
、
毎
日
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
に
よ
る
個
人
の
技
術
向
上
が
意
識
的
に
取
り
上

げ
ら
れ
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
研
究
も
始
め
ら
れ
た
。

組
織

ｏ
運
営
面
で
は
ま
ず
チ
ー
フ
・
リ
ー
ダ
ー

を
選
出
し
チ
ー
フ
・
リ
ー
ダ
ー
と
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

の
下
に
そ
の
諮
問
機
関
と
し
て

「
リ
ー
ダ
ー
会
」

が
置
か
れ
た
。
そ
れ
は

一
～
二
の
英
雄
的
登
山
家

を
輩
出
せ
し
む
る
よ
り
部
員
全
体
が
総
体
的
円
満

な
る
動
き
を
見
せ
る
と
い
う
方
針
に
基
づ
い
て
作

ら
れ
た
。
部
内
の
組
織
も
会
計
係
、
学
連
係
、
道

具
係
、
書
籍
係
、
庶
務
係
、
写
真
係
に
分
け
、
別

に
大
学
担
当
委
員
と
予
科
担
当
委
員
が
置
か
れ
ま
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し
た
。　
一
九
三
三
年
に
ス
キ
ー
、
ス
ケ
ー
ト
倶
楽

部
を
廃
上
、
二
五
年
七
月
関
西
学
院
山
岳
会
を
発

足
し
、会
長
に
本
日
出
席
の
橘
真
琴
が
選
出
さ
れ
、

五
十
六
年
間
今
日
ま
で
そ
の
職
を
務
め
て
い
ま

す
。
仁
川
渓
谷
で
毎
日
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
開
始
さ

れ
、
登
山
技
術
の
研
究
会
や
合
宿
計
画
の
準
備
会

が
開
催
さ
れ
て
知
識
の
向
上
が
計
ら
れ
ま
し
た
。

山
行
と
し
て
は
夏
山
で
は
集
中
登
山
―
定
着
合

宿
方
式
が
確
立
さ
れ
、
合
宿
も
夏
山
、
春
山
、
秋

山
、
冬
山
と
シ
ー
ズ
ン
毎
に
実
施
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
夏
の
合
宿
は
剣
岳
真
砂
沢
と
穂
高
岳

涸
沢
で
交
互
に
行
わ
れ
合
宿
前
に
二
～
四
名
よ
り

な
る
四
～
九
班
の
パ
ー
テ
ィ
ー
が
十
五
日
前
後
の

山
行
で
合
宿
地
へ
集
合
し
全
員
合
宿
に
入
っ
た
。

合
宿
で
は
岩
登
り
が
主
体
で
あ
っ
た
が
合
宿
後
も

数
パ
ー
テ
ィ
ー
に
分
か
れ
縦
走
な
ど
が
行
わ
れ
ま

し
た
。対
象
の
山
も
拡
大
さ
れ
北
千
島
や
利
尻
山
、

屋
久
島
へ
も
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
登
っ
た
山

も
従
来
と
違
う
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
選
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
期
の
夏
の
主
な
記
録

を
挙
げ
る
と
剣
岳
チ
ン
ネ

（塩
津
、
田
中
、
西
村
、

中
川
）
、
鹿
島
槍
岳
中
央
ル
ン
ゼ

（塩
津
、
西
村
、

松
本
、
鷲
池
）
、
北
岳
バ
ッ
ト
レ
ス
第
五
尾
根

（陸

田
、
真
辺
）
、
剣
岳
剣
尾
根
上
半
部

（陸
田
、
大
橋
）
、

屏
風
岩
第
ニ
ル
ン
ゼ

（田
中
、
西
村
、
真
辺
）
等

が
あ
り
ま
す
。

積
雪
期
は
剣
岳
西
面
を
対
象
に
三
年
間
取
り
組

ん
で
い
ま
す
が
、
別
に
栂
池
と
遠
見
尾
根
で

一
般

学
生
を
含
む
ス
キ
ー
合
宿
も
行
わ
れ
、
鹿
島
槍
岳

の
北
壁
、大
山
の
北
壁
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

遠
見
小
屋
の
建
設
に
つ
い
て
は
小
屋
主
下
川
氏
の

要
請
に
応
じ
場
所
の
選
定
と
資
金
援
助
を
し
た
こ

と
か
ら
同
小
屋
の
一
室
を
専
用
使
用
で
き
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
剣
岳
西
面
は
天
候
に
恵
ま

れ
ず
三
年
目
に
よ
う
や
く
成
果
を
あ
げ
て
い
ま

す
。　
一
九
三
四
年
二
月
、
十
二
月
そ
し
て
三
五
年

三
月
と
も
に
早
月
屋
根
途
中
で
撤
退
し
て
い
ま
す

が
、
三
五
年
十
二
月
早
月
尾
根
に
Ａ
Ｃ
を
設
置
し

て
剣
岳
頂
上
に
達
し
、
翌
三
六
年
三
～
四
月
白
萩

川
に
Ｂ
Ｃ
を
設
置
し
て
小
窓
尾
根
―
三
ノ
窓

（森

田
、
箕
輪
）
、
三
ノ
窓
Ａ
Ｃ
Ｉ
チ
ン
ネ
正
面
初
登

攀

（塩
津
、
鷲
池
）
、
剣
尾
根
試
登

（西
村
、
真
辺
）

と

一
応
の
成
果
を
み
た
の
で
三
七
年
三
月
は
鹿
島

槍
カ
ク
ネ
里
に
転
じ
た
が
浪
高
生
遭
難
救
助
の
た

め
合
宿
は
中
止
さ
れ
ま
し
た
。
十
二
月
は
ハ
ィ

キ
ャ
ン
プ
研
究
を
テ
ー
マ
に
再
び
早
月
尾
根
に

入
っ
た
の
で
す
が
キ
ワ
ラ
平
で
不
測
の
遭
難
事
故

に
よ
り
山
本
、
中
谷
の
二
名
を
失
い
合
宿
は
中
止

と
な
り
ま
し
た
。
創
立
以
来
初
め
て
の
道
難
で
あ

り
そ
の
衝
撃
は
大
き
い
も
の
で
し
た
。

四
　
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
後
期
Ⅱ

（
一
九
二
八
年
～

一
九
四
四
年
）

学
生
だ
け
で
意
欲
的
な
山
行
に
取
り
組
ん
で

着
々
と
成
果
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
が
遭
難
事
故
の

シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
く

一
つ
の
転
機
を
迎
え
ま
し

た
。　
一
方
時
流
は
戦
争

へ
と
傾
き
登
山
そ
の
も
の

も
問
わ
れ
る
時
代
と
な
っ
た
が
し
か
し
遭
難
か
ら

の
立
直
り
は
早
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
目
指
し
よ
り
徹
底

し
た
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
が
追
求
さ
れ
た
。
二
十
年
史

に
佐
藤
は

「
こ
こ
に
お
い
て
我
ら
は
研
究
に
、
準

備
に
、
交
渉
に
、
実
践
的
に
は
異
人
種
人
夫
の
使

用
に
、
距
離
感
の
縮
少
に
、
国
外
遠
征
の
段
階
と

な
る
べ
き
国
内
遠
征
を
主
義
と
し
て
掲
げ
そ
し
て

ま
た
登
高
の
永
遠
的
問
題
た
る
軽
装
備
及
び
食

料
、気
象
の
登
山
科
学
、
そ
れ
と
連
関
し
て
ス
ノ
ー

ホ
ー
ル
の
研
究
あ
ら
ゆ
る
至
難
の
登
頂
の
鍵
を
握

る
ス
ポ
ー
ツ
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
的
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
修

練
そ
し
て
こ
れ
ら
を
裏
付
け
る
も
の
は

『学
生
山

岳
部
集
団
」
と
し
て
の
全
体
性
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。

戦
争
が
深
刻
化
し
て
い
よ
い
よ
学
徒
出
陣
の
現

実
と
な
る
中
で
か
え
っ
て
山
行
は
情
熱
的
に
、
よ
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関西学院大学山岳部七十年の歩み

り
困
難
を
求
め
意
欲
的
に
行
わ
れ
た
。
戦
時
体
制

が
強
化
さ
れ
る
に
従
い
学
生
の
自
治
組
織
は
軍
事

体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。　
一
九
四

一

（昭

和
十
六
）
年
学
生
会
運
動
部
山
岳
部
か
ら
報
国
団

鍛
練
部
山
岳
班
に
、
更
に
四
三
年
に
鍛
練
部
戦
技

訓
練
科
行
軍
山
岳
班
と
改
称
す
る
に
及
び
、
班
長

は
原
田
教
授
に
替
わ
り
配
属
将
校

（中
尉
）
が
就

任
し
て
い
ま
す
。
文
部
省
学
徒
体
育
実
施
要
領
で

は
山
岳
班
は
最
重
点
的
位
置
に
置
か
れ

「戦
技
と

し
て
の
登
山
行
軍
と

一
般
学
生
の
錬
成
指
導
が
使

命
」
と
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
四
三
年
七
月
に
関

西
学
生
山
岳
連
盟
は
解
散
し
十
月
に
は
学
徒
出
陣

の
大
命
が
下
り
部
員
の
大
半
が
同
年
十
二
月
入
営

し
残
留
部
員
は
四
名
に
な
り
ま
し
た
。

早
月
屋
根
に
二
人
の
部
員
を
失
っ
た
後
の
春
山

は
遠
見
尾
根
で
ス
キ
ー
合
宿
、
夏
は
白
馬

・
杓
子

岳
よ
り
白
馬
岳
―
祖
母
谷
温
泉
―
三
田
平
―
剣
岳

―
三
田
平
Ｂ
Ｃ

（八
ッ
峰
等
）―
白
萩
川
―
馬
場

島
の
コ
ー
ス
で
合
宿
、
冬
は
遠
見
小
屋
を
ベ
ー
ス

に
五
竜
岳
に
登
っ
て
い
る
が
そ
の
際
雪
洞
の
研
究

を
行
い
テ
ン
ト
を
使
用
し
な
い
山
行
に
自
信
を
得

て
い
る
。
四
〇
年
春
山
で
杓
子
岳
東
壁

（Ａ
尾
根
）

積
雪
期
初
登
攀
の
際
に
は
Ａ
Ｃ
に
雪
洞
を
利
用
し

て
い
る

（浅
野
、
小
倉
、
永
野
）
。
引
き
続
き
四

一
年
の
大
商
大
と
の
合
同
登
山
と
な
っ
た
春
山

〔毛
勝
―
猫
又
―
剣
縦
走
〕
で
も
雪
洞
利
用
を
試

み
て
い
ま
す
。

夏
山
合
宿
は
四
〇
年
穂
高
岳

へ
の
集
中
登
山
が

行
わ
れ
た
が
翌
四

一
年
は
ニ
パ
ー
テ
ィ
ー
出
発
後

文
部
省
よ
り
戦
時
体
制
下
の
規
制
の
通
達
が
出
さ

れ
、
合
宿
は
中
止
さ
れ
た
。
こ
の
時
井
原
は
ヒ
マ

ラ
ヤ
を
想
定
し

〔西
宮
の
関
西
学
院
か
ら
剣
岳
頂

上
ま
で
徒
歩
に
よ
る
登
山
―
二
十
四
日
間
〕
を
成

し
遂
げ
て
い
る
。
四
二
年
は
休
暇
の
減
少
で
剣
岳

（真
砂
沢
及
び
三
ノ
窓
）
の
み
に
な
っ
た
が
、
こ

の
期
間
寸
暇
を
惜
し
む
か
の
よ
う
に
山
行
と
登
攀

が
行
わ
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
登
攀
記
録
と
し

て
は
四
〇
年
七
月
鹿
島
槍
岳
北
壁
中
央
ル
ン
ゼ
初

登
攀

（岡
田
、
東
仲
）
、
四
二
年
五
月
鹿
島
槍
岳

荒
沢
奥
壁
北
股
中
央
ル
ー
ト

（井
上
、
山
本
）
、

七
月
剣
岳
チ
ン
ネ
頭
直
下
の
フ
ェ
ー
ス
中
央
完

登
、
チ
ン
ネ
京
大
ル
ー
ト
左
の
ク
ラ
ッ
ク

（Ｄ
ク

ラ
ッ
ク
）
完
登
、
チ
ン
ネ
左
端
ク
ラ
ッ
ク
よ
り
稜

線
完
登
、
八
ッ
峰
六
峰
長
次
郎
側
フ
ェ
ー
ス
完
登

が
あ
る
。
そ
の
他
春
秋
を
含
め
岩
登
り
を
中
心
に

剣
岳
、穂
高
岳
（前
穂
北
尾
根
四
峰
奥
又
白
中
央
）
、

鹿
島
槍
岳

（荒
沢
）
、
北
岳
バ
ッ
ト
レ
ス
、
北
鎌

尾
根
、
八
ヶ
岳
、
御
在
所
岳
等
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

三
九
年
イ
ラ
ン
遠
征
が
為
替
管
理
法
の
施
行
に

よ
り
直
前
に
中
止
に
な
っ
た
た
め
急
拠
台
湾
へ
向

か
い
、
シ
ン
カ
ン
山
、
ハ
イ
ン
サ
山
を
登
っ
て
い

る
。
続
い
て
四
〇
年
朝
鮮
冠
帽
峰
お
よ
び
白
頭
山

に
登
る
と
と
も
に
民
族
学
的
調
査
を
行
い

「登
山

と
民
族
学
研
究
」
に
纏
め
て
い
る
。
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積
雪
期
は
四

一
年
春
早
月
尾
根
か
ら
剣
岳
を
目

指
し
た
が
天
候
不
良
で
計
画
半
ば
に
終
っ
た
。
こ

の
時
以
降
重
点
は
鹿
島
槍
岳
を
中
心
と
す
る
後
立

山
の
ポ
ー
ラ
ー
メ
ソ
ッ
ド
に
よ
る
登
山
計
画
に

移
っ
て
い
る
。
四
二
年
春
鹿
島
槍
岳
東
尾
根
か
ら

唐
松
岳

へ
の
縦
走
が
行
わ
れ
、
冬
は
ポ
ー
ラ
ー
メ

ソ
ッ
ド
に
よ
る
八
方
尾
根
か
ら
白
馬
岳

へ
の
計
画

が
実
行
さ
れ
た
が
天
候
不
良
の
た
め
不
帰
Ｉ
峰
最

低
鞍
部
ま
で
で
終
っ
た
。
こ
の
計
画
は
戦
後

「後

立
山
国
境
線
極
地
法
登
山
計
画
」
に
発
展
す
る
こ

と
に
な
る
。
四
三
年
春
鹿
島
槍
岳
信
州
側
ト
ラ

バ
ー
ス

（遠
見
尾
根
―
カ
ク
ネ
里
―
天
狗
尾
根
―

荒
沢
―
東
尾
根
）
に
成
功
し
、
引
き
続
き
直
ち
に

自
馬
岳
か
ら
針
ノ
木
岳
の
後
立
山
全
山
縦
走

（井

上
、
小
山
）
を
行
い
こ
れ
も
成
功
し
て
い
る
。

戦
時
体
制
下
に
お
け
る
山
岳
部
の
役
割
と
し
て

一
般
学
生
の
指
導
が
指
示
さ
れ
て
い
る
が
具
体
的

行
動
と
し
て
は
剣
岳

「大
学
予
科
学
練
部
体
育
班

錬
成
登
山
」
が
行
わ
れ
、
コ
ー
ス
は
弘
法
―
乗
越

小
屋
―
剣
岳
頂
上
―
早
月
尾
根
―
馬
場
島
で
あ
っ

た
。
ま
た
十

一
月

「戦
技
登
山
研
究
会
」
（大
日

本
体
育
会
行
軍
山
岳
部
会
）
が
穂
高
岳
を
舞
台
に

陸
軍
大
野
少
将
統
監
の
下
に
実
施
さ
れ
、
こ
れ
に

は
岩
登
り
に
特
段
の
実
績
を
も
つ
井
上
が
全
国
学

生
山
岳
界
を
代
表
し
て
唯

一
人
参
加
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
ひ
た
む
き
な
登
山
も
十
二
月

入
営
決
定
に
よ
り
練
習
を
停
止
し
部
活
動
は
富
士

山
の
出
陣
壮
行
登
山
を
も
っ
て
事
実
上
の
休
部
に

入
っ
た
。

五
　
戦
後
復
興
期

（
一
九
四
五
年
～

一
九
五
六

年
）

終
戦
後
復
員
し
て
き
た
Ｏ
Ｂ
の
指
導
を
う
け
戦

前
の
レ
ベ
ル
ヘ
の
復
活
が
は
か
ら
れ
た
が
、
装
備

も
な
く
食
料
も
乏
し
く
資
金
に
窮
し
て
い
た
当
時

は
山
へ
行
く
に
は
幾
多
の
困
難
が
あ
っ
た
。

そ
の
中
で

一
九
四
五

（昭
和
二
十
）
年
、
四
六

年
冬
と
春
に
八
方
尾
根
と
遠
見
尾
根
を
中
心
に
Ｏ

Ｂ
・
学
生
合
同
の
合
宿
が
行
わ
れ
た
。
四
八
年

春

・
夏
と
も
鹿
島
槍
岳
を
中
心
に
置
い
て
活
動
し

た
。
こ
の
時
鹿
島
槍
中
央
ル
ン
ゼ
の
第
三
登

（永

野
、
井
上
、
山
本
、
片
山
、
植
田
）
が
な
さ
れ
た
。

秋
に
は
富
士
山
で
冬
山
技
術
講
習
会
が
日
本
山
岳

会
主
催
で
行
わ
れ
関
西
学
連
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て

植
田
、
片
山
他
四
名
が
参
加
し
て
い
る
。

四
九
年
春
ポ
ー
ラ
ー
メ
ソ
ッ
ド
に
よ
る
後
立
山

縦
走
計
画
が
Ｏ
Ｂ
◆
学
生
合
同
で
実
行
さ
れ
た
。

こ
の
計
画
は
戦
前
か
ら
意
図
さ
れ
た
計
画
で
栂
池

か
ら
鹿
島
槍
岳
へ
至
る
も
の
で
あ
る
が
、
鹿
島
槍

頂
上
へ
は
キ
レ
ッ
ト
か
ら
カ
ク
ネ
里
へ
下
り
、
北

壁
正
面
ル
ン
ゼ
を
登
り
ま
た
白
馬
岳
へ
戻
る
計
画

　

１４

に
な
っ
て
い
た
。
天
候
不
良
の
た
め
日
程
が
遅
延

し
唐
松
岳
Ａ
Ｃ
か
ら
正
面
ル
ン
ゼ
登
攀
を
放
棄
し

て
鹿
島
槍
岳
北
槍
頂
上
に
達
し
た
も
の
の
Ａ
Ｃ
に

戻
る
こ
と
が
で
き
ず
北
股
を
下
っ
て
し
ま
い
失
敗

に
終
っ
た
。

五
〇
年
以
降
も
Ｏ
Ｂ
・
学
生
合
同
の
登
山
が
夏

は
剣
岳
、
冬
は
白
馬
と
遠
見
尾
根
を
中
心
に
行
わ

れ
た
が
だ
ん
だ
ん
と
学
生
主
体
に
な
っ
て
い
っ

た
。
五
四
年
二
月
信
州
側
よ
り
富
山
側
へ
の
黒
部

横
断

〔遠
見
尾
根
―
五
竜
岳
―
東
谷
尾
根
―
仙
人

ダ
ム
ー
雲
切
尾
根
―
池
の
平
―
小
窓
―
三
ノ
窓
―

剣
岳
頂
上
―
早
月
尾
根
―
馬
場
島
〕
に
成
功
し
た

の
に
引
き
続
き
、
再
び
ポ
ー
ラ
ー
メ
ソ
ッ
ド
に
よ

る
後
立
山
縦
走
計
画
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
五
五

年
春
は
ア
ク
シ
デ
ン
ト
で
失
敗
し
た
が
翌
五
六
年

春
に
自
馬
岳
―
鹿
島
槍
岳
南
槍
往
復
に
成
功
し

た
。
戦
前
考
え
て
い
た
ポ
ー
ラ
ー
と
雪
洞
に
よ
る

山
行
を
大
成
し
た
時
期
と
い
え
る
で
し
よ
う
。

こ
の
様
な
実
績
が
六

一
年
、
Ｏ
Ｂ
と
合
同
の
ペ

ル
ｌ
ｏ
ア
ン
デ
ス
や
六
四
年
学
生
だ
け
の
ロ
ー
ガ

ン
遠
征
へ
と
発
展
し
ま
し
た
。
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
中
心
と
な
り
、
岩
も
夏
か
ら
厳
冬
期
へ
と
い
よ



い
よ
尖
鋭
化
し
て
い
く

「戦
後
最
盛
期

（
一
九
五

七
年
～

一
九
六
四
年
）
」
と
部
員
減
少
の

「昭
和

後
期
以
降

（
一
九
六
五
年
～

一
九
九
二
年
）
」
は

時
間
の
都
合
で
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

塩
津
正
英

私
は
山
岳
部
に

一
九
三
二

（昭
和
七
）
年
入
部

し
て
い
ま
す
。
そ
の
前
年
末
山
岳
部
主
催
の
熊
の

湯
ス
キ
ー
合
宿
に

一
般
参
加
し
ま
し
た
が
、
合
宿

が
始
ま
る
と
リ
ー
ダ
ー
か
ら
毎
日
渋
峠
の
往
復
を

命
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
年
が
明
け
て

一
月
神
鍋
山
に

お
け
る
関
西
学
生
ス
キ
ー
大
会
に
突
然
出
場
を
言

い
渡
さ
れ
技
術
の
未
熟
な
私
は
恥
ず
か
し
い
成
績

で
し
た
が
先
輩
た
ち
の
頑
張
り
で
チ
ー
ム
と
し
て

は
高
岡
高
商
に
次
い
で
二
位
で
し
た
。
前
年
は
優

勝
し
て
い
ま
し
た
が
。
そ
の
夏
剣
岳
に
連
れ
て
行

か
れ
た
の
が
私
の
ア
ル
プ
ス
初
経
験
で
し
た
。
そ

の
後
は
後
立
山
、
剣
を
中
心
に
山
行
を
重
ね
て
い

ま
す
が
中
で
も

一
番
心
を
ひ
か
れ
た
の
は
鹿
島
の

カ
ク
ネ
里
で
し
た
。

三
四
年
七
月
穂
高
涸
沢
の
合
宿
の
前
に
か
ね
て

着
目
し
て
い
ま
し
た
カ
ク
ネ
中
央
ル
ン
ゼ
の
登
攀

を
試
み
ま
し
た
。
ル
ン
ゼ
を
登
り
つ
め
最
終
の
段

階
で
正
面
の
壁
側
に
ト
ラ
バ
ー
ス
し
て
、
あ
と
ワ

ン
ピ

ッ
チ
と
い
う
所
で
墜
落
、
再
度
試
み
ま
し
た

が
ま
た
も
墜
落
。
そ
の
瞬
間
か
ら
意
識
が
な
く
な

り
無
意
識
の
ま
ま
元
の
位
置
に
戻
り
、
リ
ュ
ッ
ク

か
ら
補
助
ザ
イ
ル
を
出
し
、
四
名
全
員
を
二
重
に

ア
ン
ザ
イ
レ
ン
し
、
懐
中
電
灯
を
取
り
出
し
た
あ

た
り
か
ら
意
識
が
戻
っ
た
も
の
の
何
故
そ
こ
に
い

る
の
か
、
そ
の
間
何
が
起
こ
っ
た
の
か
解
か
ら
ず

セ
カ
ン
ド
の
者
に
聞
い
て
や
っ
と
納
得
し
ま
し

た
。
間
も
な
く
夜
と
な
っ
て
雨
も
降
り
は
じ
め

ハ
ー
ケ
ン
に
す
が
っ
た
ま
ま

一
行
は
夜
を
明
か
し

翌
朝
懸
垂
を
繰
り
返
し
ベ
ー
ス
に
戻
っ
た
の
が
鮮

明
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
四
〇
年
、
後
輩

の
岡
田
、
東
仲
両
君
が
初
完
登
を
果
た
し
て
く
れ

ま
し
た
。
こ
の
ル
ン
ゼ
の
積
雪
期
登
攀
の
た
め
三

七
年
三
月
白
岳
沢
下
部
に
ベ
ー
ス
を
設
け
、
登
攀

を
開
始
し
ま
し
た
が
他
校
生
の
遭
難
救
助
作
業
で

こ
の
計
画
は
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し

た
。戦

後
に
な
っ
て

一
九
四
九
年
春
、
栂
池
か
ら
白

馬
、
唐
松
、
鹿
島
と
キ
ャ
ン
プ
を
の
ば
し
鹿
島
キ

レ
ッ
ト
か
ら
カ
ク
ネ
に
下
降
、
念
願
の
ル
ン
ゼ
を

登
っ
て
往
路
を
栂
池
に
引
き
帰
え
す
と
い
う
０

Ｂ
・
学
生
混
成
パ
ー
テ
ィ
ー
に
よ
る
計
画
で
私
も

サ
ポ
ー
ト
隊
員
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
が
、
天
候

不
順
に
よ
る
日
数
不
足
で
ア
タ
ッ
ク
隊
は
ル
ン
ゼ

登
攀
を
試
み
る
こ
と
な
く
鹿
島
槍
か
ら
下
山
と
い

う
結
果
に
な
り
私
の
カ
ク
ネ
ヘ
の
こ
だ
わ
り
も
終

り
ま
し
た
。

次
に

一
九
三
五
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
北
千

島
の
幌
麺

、

占
守

に
行
き
ま
し
た
。
幌
筵
で

荒
川
岳
に
登
っ
た
時
頂
上
附
近
で
ガ
ス
に
ま
か
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れ
、
磁
石
を
見
る
と
考
え
て
い
た
方
角
と
全
然
違

う
方
向
を
指
し
て
い
る
。
驚
い
て
そ
の
ま
ま
足
を

踏
み
出
す
と
磁
石
の
針
が
ク
ル
リ
と
回
っ
て
し
ま

う
。
ど
う
し
た
こ
と
か
困
惑
し
ま
し
た
が
磁
石
に

頼
ら
ず
な
ん
と
か
下
山
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
後
で
地
図
を
み
る
と
右
下
隅
に

「局
所
磁
気

あ
り
注
意
を
要
す
」
と
記
さ
れ
て
あ
り
納
得
し
ま

し
た
。
船
舶
航
海
用
の
海
図
を
持
参
し
て
お
り
、

参
謀
本
部
発
行
の
も
の
は
手
に
は
い
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

占
守
島
で
は
片
岡
湾
か
ら
半
日
が
か
り
で

別
飛
に
行
き
、
別
所
さ
ん
宅
を
訪
ね
、　
一
夜
の

宿
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
突
然
の
こ
と
で
し
た
が

快
く
承
諾
し
て
下
さ
り
お
爺
さ
ん
の
部
屋
を
あ
け

て
泊
め
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
部
屋
は
三
畳
く

ら
い
の
部
屋
で
し
た
が
熊
の
毛
皮
を
敷
き
詰
め
た

暖
か
い
部
屋
で
し
た
。
食
事
も
家
の
す
ぐ
前
で
海

に
注
ぐ
小
川
か
ら
獲
っ
た
鮭
を
料
理
し
て
暖
か
い

も
て
な
し
を
う
け
、
翌
朝
は
付
近
の
先
住
民
の
遺

跡
を
案
内
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
時
別
所
さ

ん
の
家
族
は
佐
吉
爺
さ
ん
と
息
子
の
二
郎
蔵
さ
ん

に
最
近
東
京
か
ら
来
ら
れ
た
お
嫁
さ
ん
の
三
人
暮

ら
し
で
し
た
。
明
治
の
開
拓
以
来
ず
っ
と
そ
こ
で

暮
ら
し
て
お
ら
れ
る
様
子
で
し
た
が
占
守
の
年
間

気
温
観
測
表
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
最
低

で
も
確
か
零
下
四
～
五
度
と
案
外
に
寒
く
な
い
の

は
意
外
で
し
た
。

そ
の
後
神
戸
に
帰
っ
て
二
～
三
ヵ
月
後
に
別
所

様
か
ら
お
手
紙
で
お
爺
さ
ん
の
写
真
が
あ
れ
ば
ほ

し
い
と
の
こ
と
で
キ
ャ
ビ
ネ
判
に
伸
ば
し
て
送
り

ま
し
た
と
こ
ろ
、
千
島
開
拓
団
の
一
員
と
し
て
の

功
績
を
も
つ
先
日
お
世
話
に
な
っ
た
お
爺
さ
ん
が

亡
く
な
っ
た
と
の
こ
と
で
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
写
真
に
つ
い
て
も
う

一
つ
の
思
い
出
が
あ

り
ま
す
。　
一
九
七
七
年
元
日
本
山
岳
会
会
長
佐
々

保
雄
氏
が
編
纂
さ
れ
た
別
所
二
郎
蔵
さ
ん
の
手
記

『わ
が
北
千
島
記
』
（講
談
社
発
行
）
の

「父
母

の
こ
と
」
の
記
事
の
中
に
私
が
送
っ
た
佐
吉
翁
の

写
真
が
載
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
本
で
別
所
さ

ん
が
戦
後
千
島
か
ら
引
揚
げ
、
根
室
に
牧
場
を
経

営
さ
れ

一
九
七
六
年
六
十
九
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
ま
た
当
時
持
参
し
た
海
図

が
な
く
な
っ
た
の
で

一
昨
日
神
戸
で
買
い
求
め
た

と
こ
ろ
、
発
行
者
は
不
明
で
す
が
地
名
は
ロ
シ
ア

語
で
注
釈
は
英
語
、
地
名
や
山
名
は
書
き
こ
み
は

少
な
い
が
パ
ラ
ム
シ
ル
、
シ
ュ
ム
シ
ュ
、
オ
ネ
コ

タ
ン
等
の
島
の
名
前
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い

ま
す
。以
前
に
な
か
っ
た
道
路
が
少
し
記
入
さ
れ
、

幌
麺
島
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
側
の
航
行
を
禁
止
す
る

と
あ
り
ま
し
た
。

藤
本
高
嶺

一
九
四
六

（昭
和
二
十

一
）
年
大
学
予
科
に
入

り
ま
し
た
。
先
輩
は
軍
隊
か
ら
復
員
し
た
憲
兵
、

陸
軍
や
海
軍
中
尉
な
ど
軍
隊
調
で
し
た
。
練
習
を

さ
ぼ
っ
て
は
な
ぐ
ら
れ
、
岩
登
り
で
な
ぐ
ら
れ
、

練
兵
場

（グ
ラ
ン
ド
の
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
い
っ

て
い
た
）
を
走
ら
さ
れ
、
走
ら
さ
れ
た
ま
ま
で
忘

れ
ら
れ
て
い
た
な
ど
か
な
り
無
茶
苦
茶
な
訓
練
で

し
た
。
た
だ

一
人
片
山
全
平
先
輩

（日
本
山
岳
会

元
図
書
委
員
）
の
み
が
味
方
を
し
て
く
れ
ま
し
た

が
惜
し
い
人
を
早
く
な
く
し
た
も
の
で
す
。
私
よ

り
齢
で
二
つ
、
学
年
で

一
年
上
で
し
た
。

関
学
は
裏
山
に
仁
川
渓
谷
の
岩
場
が
あ
り
歩
い

て
十
分
、
放
課
後
毎
日
岩
登
り
の
練
習
を
し
て
い

ま
し
た
。
他
の
学
校
に
比
べ
て
恵
ま
れ
て
お
り
休

日
に
練
習
に
行
く
必
要
は
な
い
。
毎
日
や
る
も
の

だ
か
ら
技
術
も
上
達
し
て
曲
芸
師
、
ア
ク
ロ
バ
ッ

ト
な
ど
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
日
曜
、
祭
日

は
六
甲
山
等
で
高
校
生
を
指
導
し
て
い
ま
し
た
。

夏
は
剣
合
宿
ば
か
り
。
剣
沢
か
二
俣
で
テ
ン
ト

を
張
っ
て
二
～
三
週
間
岩
登
り
合
宿
、
終
っ
て
針
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ノ
木
や
槍
、
穂
高
へ
縦
走
し
て
い
た
。
冬
は
鹿
島

槍
に
集
中
、
四
年
間
遠
見
、
自
岳
、
五
竜
ば
か
り

で
し
た
。
そ
し
て
雪
洞
を
重
視
し
た
。
当
時
装
備

の
な
い
時
代
で
し
た
が
父
親
が
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ

ス
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
持
ち
帰
っ
た
羽
毛
の
シ
ュ
ラ

フ
が
あ
り
お
互
い
に
貸
し
借
り
し
な
が
ら
山
に

行
っ
た
も
の
で
す
。

神
戸
大
が
北
鎌
尾
根
を
や
る
時
に
、
借
り
て

い
っ
た
人
が
表
層
雪
崩
で
亡
く
な
り
、
そ
の
シ
ュ

ラ
フ
に
入
れ
て
荼
昆
に
付
さ
れ
、
そ
の
シ
ュ
ラ
フ

の
代
り
に
返
し
て
く
れ
た
シ
ュ
ラ
フ
を
持
参
し
た

関
学
生

（山
岳
部
員
で
な
い
）
が
同
志
社
大
と
共

に
山
行
し
て
滑
落
死
。
ま
た
返
し
て
く
れ
た
シ
ュ

ラ
フ
を
持
参
し
た
同
志
社
大
生
が
冬
の
鹿
島
槍
で

雪
崩
に
あ
っ
て
四
人
が
死
亡
す
る
遭
難
に
ま
き
こ

ま
れ
、
彼
は
六
月
に
そ
の
シ
ュ
ラ
フ
に
入
っ
た
ま

ま
で
見
つ
け
出
さ
れ
ま
し
た
。
自
分
は
三
日
早
く

出
発
し
て
キ
レ
ッ
ト
小
屋
で
彼
等
が
来
る
の
を

待
っ
て
い
た
の
で
す
。
三
度
あ
る
こ
と
は
三
度
有

る
、
と

「岳
人
」
に
書
い
た
と
こ
ろ
三
度
と
借
り

に
来
る
者
が
な
く
な
り
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

一
九
四
九
年
全
後
立
山
を
極
地
法
で
や
ろ
う
と

考
え
、
全
行
程
を
雪
洞
を
使
っ
て
現
役
六
人
と
Ｏ

Ｂ
を
含
め
た
十
二
名
で
栂
池
に
ベ
ー
ス
を
置
い

た
。
そ
し
て
白
馬
山
頂
Ｃ
ｌ
ｌ
天
狗
の
コ
ル
Ｃ
２

１
五
竜
岳
Ｃ
３
１
キ
レ
ッ
ト
か
ら
カ
ク
ネ
に
下
っ

て
鹿
島
北
壁
を
登

っ
て
同
じ
ル
ー
ト
で
戻
る
と
い

う
壮
大
な
も
の
で
し
た
。
ア
タ
ッ
ク
隊
を
待
ち
な

が
ら
十
七
日
間
天
狗
の
コ
ル
で
そ
れ
も

一
週
間
分

の
食
料
を
食
い
の
ば
し

一
人

一
食
十
粒
の
米
を

煎

っ
て
、
数
え
な
が
ら
食
べ
て
茶
を
の
ん
で
腹
を

ふ
く
ら
ま
せ
た
。
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
が
な
い
時
代

で
連
絡
が
と
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
ア
タ
ッ
ク

隊
の
二
人
は
凍
傷
で
戻
れ
ず
冷
沢
か
ら
下
山
し
て

い
た
の
で
す
。
好
天
を
見
は
か
ら
っ
て
帰
途
に
つ

い
た
自
分
達
三
人
は
蓮
華
の
コ
ル
に
来
た
時
下
か

ら
登
っ
て
来
る
大
勢
の
人
た
ち
を
み
て
ど
こ
の

パ
ー
テ
ィ
ー
か
な
ど
話
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
な
ん

と
自
分
た
ち
の
捜
索
隊
で
あ

っ
た
。
新
聞
で
は
顔

写
真
入
り
で
遭
難
か
と
報
道
さ
れ
大
さ
わ
ぎ
に

な

っ
て
い
ま
し
た
。

お
蔭
様
で
朝
日
新
聞
社
の
入
社
試
験
の
面
接
で

は
、
こ
の
話
題
で
も
ち
き
り
に
な
り
た
す
か
り
ま

し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
な
ん
と
か
縦
走
は
成
功
し

ま
し
た
が
極
地
法
で
は
失
敗
で
し
た
。
そ
の
後
も

う

一
度
失
敗
の
後
、　
一
九
五
六
年
に
成
功
し
ま
し

た
。
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き
ょ
う
の
話
は
大
森
久
雄
さ
ん
か
ら
頼
ま
れ
ま

し
た
が
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
と
書
い
て
き
ま
し

た
の
で
、
ど
う
し
よ
う
か
と
迷
っ
た
の
が
正
直
な

と
こ
ろ
で
す
。
お
手
元
に
資
料
が
二
種
類
あ
る
と

思
い
ま
す
。　
一
つ
は

「書
誌
索
引
展
望
』
（第
八

巻
二
号
、　
一
九
八
四
年
五
月
）
に
書
い
た
も
の
で

こ
れ
を
ご
覧
に
な
れ
ば
、
き
ょ
う
お
話
し
す
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
読
む

よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ご
勘

弁
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
う

一
つ
、
印

刷
の
も
の
や
ら
手
書
き
の
も
の
が
混
ざ
っ
て
い
る

各
種
文
献
目
録
資
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
あ
と
で
お
話
い
た
し
ま
す
。

Ｇ
Ｊ
と
の
出
会
い

私
が
や
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
す
べ
て
道
楽
ご

薬

師

義

美

と

で
し

て
、

そ

の
最
初

は

『ｏ
８
”
”■

８
一

「８
日
”】』
に
出
会
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ

た
ん
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
望
月
達
夫
さ
ん

が
訳
さ
れ
た
ロ
ン
グ
ス
タ
ッ
フ
の

『わ
が
山
の
生

涯
』
に
、
Ｇ
Ｊ
と
い
う
文
献
の
引
用
が
随
所
に
出

て
く
る
わ
け
で
す
。
Ｇ
Ｊ
と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ

う
か
。
『０
８
鳴
”ｏ
〓
８
〓
８
コ
”】』
と
い
う
の
は

わ
か
っ
て
い
た
ん
で
す
が
。

私
は
山
に
行
く
の
に
都
合
の
い
い
と
こ
ろ
と
い

う
の
で
大
学
は
地
理
学
科
を
選
び
ま
し
た
。
そ
し

て
、
院
生
で
残
る
こ
ろ
で
す
が
、
研
究
室
に
そ
の

Ｇ
Ｊ
が
第

一
巻
（
一
八
九
三
年
）
か
ら
揃
い
の
セ
ッ

ト
で
購
入
さ
れ
た
ん
で
す
。
ブ
ル
ー
の
表
紙
で
ひ

と
山
あ
り
ま
し
た
。
Ｇ
Ｊ
の
実
物
は
こ
れ
か
、
と

目
次
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
ウ
ォ
ル
タ
ー

・
ウ
ェ

ス
ト
ン
の
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ

ｏ
ア
ル
プ
ス
も
あ
り
ま

す
し
、
南
極
、
北
極
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
も
ち
ろ
ん
、

い
ろ
い
ろ
な
報
告
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
感

　

１５

激
性
の
私
は
途
端
に
の
ぼ
せ
あ
が
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。　
一
九
五
〇
年
ぐ
ら
い
ま
で
、
ざ
っ
と
六
十

年
分
の
Ｇ
Ｊ
が
、
製
本
の
し
て
な
い
バ
ラ
で
ひ
と

山
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
ひ

と
つ
ヒ
マ
ラ
ヤ
関
係
の
索
引
を
つ
く
ろ
う
と
考
え

た
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
、
ビ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
最
初
に
つ
く
り

あ
げ
た
の
が
こ
の

『Ｈａ
熙
…
』
で
す
。
こ
れ
を
、

そ
の
こ
ろ
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る

方
々
に
、
厚
か
ま
し
く
も
お
送
り
し
ま
し
た
。
こ

れ
を
出
し
た
の
は

一
九
五
九
年
で
、　
一
七
頁
の

薄
っ
ぺ
ら
い
も
の
で
す
。
ザ
ラ
半
紙
を
使
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
お
送
り
し
た
も
の
は
か
な
り
変
色
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
、
そ
う
し
ま
し

た
ら
、
ず
い
ぶ
ん
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。
深
田
久

弥
さ
ん
、
諏
訪
多
栄
蔵
さ
ん
、
望
月
達
夫
さ
ん
、

吉
沢

一
郎
さ
ん
も
そ
う
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
八

〇
部
が
す
ぐ
に
出
て
し
ま
い
、増
刷
も
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
改
訂
し
、
も
う

一
度
見
直
し
た
も
の
が

ブ
ル
ー
の
表
紙
の

『∽
①】のの一ａ

【ａ
実
…
』
、
こ
れ

が
翌

一
九
六
〇
年
で
す
。
全
体
で
五
二
頁
、
こ
れ

も
最
初
百
部
つ
く
り
ま
し
た
が
、
あ
と
で
増
刷
し

ヒ
マ
ラ
ヤ
文
献
目
録
と
そ
の
周
辺



ヒマラヤ文献目録とその周辺

て
い
ま
す
。

こ
れ
で
い
ち
お
う
終
わ
り
ま
し
た
。
研
究
室
で

は
い
つ
で
も
見
ら
れ
る
ん
で
す
が
、
し
か
し
自
分

の
手
元
に
も
置
き
た
い
と
思
い
、
か
な
り
費
用
を

か
け
て
、
関
係
箇
所
を
全
部
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

に
撮
り
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、
し
ば
ら
く
し
ま
し

た
ら
、
Ｇ
Ｊ
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
残
っ
て
い
る

と
広
告
が
出
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ロ
ン
ド
ン
に
手

紙
を
書
き
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
関
係
の
号
を
取
り
寄
せ
ま

し
た
。
そ
れ
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
川
喜
田
二

郎
先
生
の
研
究
室
に
譲
り
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
調
べ
ま
す
と
、
当
然
Ｒ
Ｇ
Ｓ

（英
国

王
立
地
理
学
協
会
）
か
ら
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が
出
て

い
る
わ
け
で
す
。
現
在
ま
で
に
九
巻
出
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は

一
昨
年
、
よ
う
や
く
全
巻
手
に
入
り

ま
し
た
。
と
も
あ
れ
、
Ｇ
Ｊ
は
こ
れ
で
お
し
ま
い

と
い
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

次
に
、
「〓
目
ご
薔
”
「８
〓
２
』
は
ヒ
マ
ラ
ヤ

に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
こ

ろ
も
戦
前
の
号
を
手
に
入
れ
る
の
は
大
変
で
し

た
。
山
岳
会
の
ル
ー
ム
が
御
茶
の
水
の
時
代
に
お

伺
い
し
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
丸
善
か
ら
戦
前
の

も
の
が

一
四
巻
ほ
ど
揃
い
で
入
っ
た
と
こ
ろ
で
し

た
。
ま
だ
図
書
ナ
ン
バ
ー
な
ど
押
し
て
な
か
っ
た

の
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
Ｇ
Ｊ
の

索
引
の
お
か
げ
で
、
深
田
さ
ん
の
松
原
の
お
宅
に

も
、
諏
訪
多
栄
蔵
さ
ん
の
紹
介
で
伺
い
ま
し
た
。

こ
の
前
後
に
、
諏
訪
多
さ
ん
と

一
緒
に
Ｈ
Ｊ
の
総

目
次
と
索
引
を
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
Ｈ

Ｊ
に
は
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

い
ま
図
書
室
か
ら
出
し
て
い
た
だ
い
た
の
が
第

一

巻
で
す
。
き
ち
ん
と
表
紙
も
つ
け
て
あ
っ
て
、
こ

の
表
紙
が
値
打
ち
が
あ
る
の
で
す
。
中
に
は
そ
れ

を
の
け
て
、
本
文
だ
け
製
本
と
い
う
場
合
も
あ
る

よ
う
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
の
再
８
一８
雰
”ａ

Ｈａ
のｘ

けｏ
手
の
ロ
ロ
”】”薔
”
〕８
〓
”】』
も
三
百
部
つ
く
り
、

こ
れ
も
た
い
へ
ん
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。
の
ち
に

ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
ク
ラ
ブ
が
ボ
ン
ベ
イ
に
移
っ
て
か

ら
、
似
た
よ
う
な
も
の
を
出
し
て
お
り
ま
す
。

も
う

一
つ
、
『≧
ｕ
す
■
８
ロ
ユ
』
が
あ
り
ま
す

が
、
索
引
は
整
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
雑
誌
は
こ

れ
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
諏
訪
多
さ
ん
や
深
田
さ
ん
の
お
宅

に
出
入
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
雑
誌
よ
り
も
単
行

本
が

一
番
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、
雑
誌
に
報
告
を
書
い
て
も
本
に
し
な
い
人

も
あ
り
ま
す
。
で
も
、
本
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
そ

れ
が
最
高
の
も
の
で
し
ょ
う
。
深
田
さ
ん
の
お
宅

に
お
伺
い
す
る
た
び
に
、
蔵
書
が
増
え
て
い
き
ま

す
。
最
後
に
は
細
長
い
、
深
田
さ
ん
自
称

「
ウ
ナ

ギ
の
寝
床
」
の
九
山
山
房
が
で
き
ま
し
た
。
深
田

さ
ん
の
本
を
見
て
い
ま
す
と
、
自
分
の
手
元
に
な

い
こ
と
が
い
ち
ば
ん
悔
し
い
。
だ
れ
が
い
つ
、
ど

ん
な
本
を
出
し
て
い
る
か
、
持
た
ざ
る
も
の
の
な

ん
と
か
で
カ
ー
ド
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
、
自
分
自
身
に
火
が
つ
き
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
っ

た
り
し
て
、
カ
ー
ド
は
ロ
ッ
カ
ー
に
放
り
込
ん
だ

ま
ま
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
か
な
り
た
ま
っ

て
い
ま
し
た
。

諏
訪
多
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
お
伺
い
し
て
い
た

ら
、
ド
イ
ツ
で

『ヨ
ヨ
”一”，
Ｗ
σ
〓
ｏ蹂
”０
〓
の』
と

い
う
小
さ
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
出
て
い
る
。
こ
れ

は
ウ
ィ
リ
ー
・
メ
ル
ク
ル
が
主
に
編
集
し
た
も
の

で
、
諏
訪
多
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
を
も
と
に
諏
訪
多
さ
ん
は
戦
前
の

『探
検
』
と

い
う
雑
誌
に
四
回
、
Ｍ
項
ま
で
詳
し
く
解
説
さ
れ

て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
文
献
が
中
心
で
す
が
、
日

本
の
も
の
も
含
め
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
雑
誌
は
廃
刊
に
な
り
、
完
結
し
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
そ
れ
も
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
深

田
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
実
物
の
本
も
た
く
さ
ん
拝
見

し
て
、
そ
の
カ
ー
ド
を
随
分
た
め
た
わ
け
で
す
。
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『ヒ
マ
ラ
ヤ
関
係
図
書
目
録
』
の
こ
と

深
田
さ
ん
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
前
に
、
カ
ー

ド
を

一
つ
の
本
に
し
て
ほ
し
い
と
、
行
く
た
び
に

言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
お
邪
魔
す
る
と
き
は
、

事
前
に
ご
連
絡
す
る
ん
で
す
が
、
連
絡
す
る
と
、

原
稿
は
先
に
仕
上
げ
て
、
て
ぐ
す
ね
引
い
て
お
待

ち
い
た
だ
い
た
と
い
う
感
じ
で
す
。
亡
く
な
っ
た

志
げ
子
夫
人
に
は
、
「薬
師
さ
ん
が
来
る
と
、
早

く
原
稿
を
仕
上
げ
て
待
っ
て
い
る
の
で
、
「岳
人
』

が
た
い
へ
ん
喜
ぶ
ん
で
す
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

朝
か
ら
で
も

一
杯
や
り
な
が
ら
、
本
な
ど
の
話
で

す
。
私
に
す
れ
ば
自
分
の
父
親
ぐ
ら
い
の
年
齢
の

差
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
「
カ
ー
ド
を
目
録

に
し
て
ほ
し
い
な
」
と
い
つ
も
言
わ
れ
て
い
た
ん

で
す
。

一
九
六
二
年
ご
ろ
、
寝
袋
を
借
り
て
九
山
山
房

に
泊
ま
り
こ
ん
で
調
べ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
こ
ろ
は
、
ま
だ
、　
一
冊
の
本
に
ま
と
め
よ
う
と

い
う
気
は
な
く
て
、
自
分
の
カ
ー
ド
と
い
う
つ
も

り
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

一
九
七

一
年
三
月
に
深
田

さ
ん
が
急
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
、
大
変
な
こ
と

だ
、
墓
前
に
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
さ
っ
そ
く
単
行
本
化
を
計
画
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
出
版
会
社
に
二
、
三
あ
た
っ
た
ん
で
す

が
、
ど
こ
も
ダ
メ
で
し
た
。

し
か
た
が
な
い
、自
分
で
や
ろ
う
と
い
う
の
で
、

で
き
あ
が
っ
た
の
が
こ
の

『ヒ
マ
ラ
ヤ
関
係
図
書

目
録
』
（
一
九
七
二
年
）
で
す
。
誤
植
も
ず
い
ぶ

ん
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
目
次
の
と
こ
ろ
で
、

「Ｗ
σ
〓
ｏ”
『Ｓ
く
」
と

「Ｆ
」
が
抜
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
全
部
、
自
分
で
タ
イ
プ
を
叩
き
ま
し
た
。

ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
出
て
き
ま
す
の
で
、

そ
れ
に
も
使
え
る
よ
う
に
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
も

改
造
し
ま
し
た
。
和
文
の
部
分
は
写
植
で
す
。
中

に
翻
訳
書
が
出
て
き
ま
す
し
、
後
半
は
半
分
が
英

文
、
半
分
が
和
文
に
な
っ
て
い
ま
す
。
英
文
の
部

分
は
私
が
打
ち
込
み
、
和
文
の
部
分
は
あ
と
で
プ

ロ
に
写
植
で
貼
り
込
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の

こ
ろ
は
、
ま
だ
ワ
ー
プ
ロ
が
な
か
っ
た
の
で
、
ず

い
ぶ
ん
手
間
取
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
つ
く
り
あ
げ
る
の
に
十
ヵ
月
ほ
ど
か
か

り
ま
し
た
。
昼
間
は
本
職
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
家

に
帰
っ
て
か
ら
夜
な
べ
仕
事
で
叩
く
わ
け
で
す
。

し
か
も
私
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
は
イ
ン
チ
キ
で
、

人
指
し
指
が
中
心
で
す
か
ら
、
終
わ
る
こ
ろ
に
は

腱
鞘
炎
で
指
が
曲
が
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の

こ
ろ
に
は
、
布
の
リ
ボ
ン
で
は
な
く
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
リ
ボ
ン
が
出
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
使
い

ま
し
た
。

こ
れ
は
赤
字
に
な
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
、
深

田
さ
ん
の
た
め
に
と
つ
く
り
あ
げ
た
わ
け
で
す
。

ま
こ
と
に
道
楽
で
す
が
、
五
百
部
つ
く
り
ま
し
た
。

何
十
万
円
か
の
赤
字
に
な
っ
て
も
と
思
っ
て
い
ま

し
た
と
こ
ろ
、
事
前
に

「岳
人
』
な
ど
に
紹
介
し

て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
予
約
注
文
も
か
な

り
あ
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
、
時
間
が
あ
っ
て
神
田

の
吉
本
屋
を
回
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
新

本
で

一
冊
出
て
い
た
の
で
、
買
い
取
っ
て
き
ま
し

た
。
は
さ
ん
だ
別
紙
に
は
た
し
か
に
私
の
字
で
「
カ

ン
デ
ヒ
ウ
ン
チ
ュ
リ
の
登
頂
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
」
と
書
い
て
あ
り
、
さ
ら
に

「予
約
金
を
い

た
だ
い
た
の
で
す
が
、
送
料
共
三
千
五
百
円
で
不

足
五
百
円
で
す
か
ら
、
つ
い
で
の
折
に
五
百
円

送
っ
て
下
さ
い
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、

な
お
さ
ら
自
分
の
と
こ
ろ
に
返
し
て
も
ら
お
う
と

い
う
わ
け
で
買
い
取
っ
て
き
ま
し
た
が
、
四
千
五

百
円
で
し
た
。

こ
れ
は
外
国
へ
も
送
り
ま
し
た
。
外
国
に
売
れ

よ
う
が
国
内
で
売
れ
よ
う
が
、
ベ
イ
で
き
れ
ば
い

い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
国
内
の
山
の
関
係
の

方
々
か
ら
ず
い
ぶ
ん
注
文
を
い
た
だ
き
、
国
内
で
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だ
い
た
い
黒
字
に
な
り
ま
し
た
。
公
立
の
図
書
館

や
大
学
図
書
館
か
ら
も
注
文
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と

ひ
そ
か
に
期
待
し
た
ん
で
す
が
、
国
内
の
図
書
館

関
係
で
は
た
っ
た

一
つ
で
し
た
。
話
に
聞
き
ま
す

と
、
大
学
関
係
が
五
百
、
公
立
の
図
書
館
も
そ
れ

く
ら
い
あ
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
た
の
が
、
た
っ
た

一
つ
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
驚
い
た
の
は
、
国
外
か
ら
の
反
響

が
非
常
に
大
き
か
っ
た
ん
で
す
。
い
き
な
リ
ア
メ

リ
カ
の
国
会
図
書
館
か
ら
直
接
来
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
か
ら
も
来
ま
し

た
。
し
か
る
べ
き
山
の
関
係
に
は
送
っ
た
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
ど
こ
で
ど
う
調
べ
る
の
か
。
も
ち
ろ

ん
わ
が
国
の
国
会
図
書
館
に
は

一
部
寄
贈
し
、
国

会
図
書
館
の
ニ
ュ
ー
ス
に
は
出
し
て
く
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
が
海
外
に
も
出
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
見
て
言
っ
て
き
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で

す
が
。
Ｈ
Ｊ
の

『０
８
一８
雰
”口
Ｏ
Ｆ
浄
ｘ
…
」
に

つ
い
て
も
、
イ
ン
ド
大
使
館
か
ら
照
会
が
あ
り
、

上
京
の
折
に
直
接
届
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
目
録
が
出
た
と
こ
ろ
、何
人
か
の
方
か
ら
、

リ
ス
ト
で
訂
正
、
追
加
の
連
絡
を
受
け
ま
し
た
。

特
に
ア
メ
リ
カ
の
エ
コ
ラ
ス
・
ク
リ
ン
チ
さ
ん
、

イ
タ
リ
ア
の
フ
ォ
ス
コ
・
マ
ラ
イ
ー
ニ
さ
ん
、
イ

ギ
リ
ス
の
ル
イ
ス
・
ボ
ー
ム
さ
ん
な
ど
か
ら
、
抜

け
て
い
る
よ
、
間
違
い
が
あ
る
よ
と
い
う
指
摘
を

受
け
ま
し
た
。
私
の
ミ
ス
タ
ッ
チ
で
ず
い
ぶ
ん
誤

植
が
あ
る
の
は
当
然
な
ん
で
す
。
そ
う
こ
う
し
て

い
る
う
ち
に
、
半
年
あ
ま
り
で
五
百
部
全
部
出
て

し
ま
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
完
成
し
た
と
き
に
、
深
田
さ
ん
の
お
宅

で
関
係
者
の
方
に
お
祝
い
し
て
も
ら
っ
た
こ
と

は
、
今
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。
望
月
さ
ん
、
小
林
義

正
さ
ん
、
諏
訪
多
栄
蔵
さ
ん
、
高
橋
照
さ
ん
、
山

崎
安
治
さ
ん
な
ど
十
人
ほ
ど
で
、
色
紙
に
寄
せ
書

き
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
七
三
年
二
月
四
日
で

す
。
そ
の
と
き
九
山
山
房
を
の
ぞ
き
ま
し
た
ら
、

空
っ
ぽ
で
し
た
。
あ
の
と
き
は
涙
が
出
る
ほ
ど
悲

し
く
、
思
い
も
複
雑
で
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
奥

さ
ん
も
亡
く
な
ら
れ
、
洋
書
は
国
会
図
書
館
に

入
っ
て
、
や
れ
や
れ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。

一
時
期
、
東
京
か
ら
京
都
に
、
深
田
さ
ん
の
本
を

薬
師
が
買
い
取
る
と
い
う
う
わ
さ
話
が
聞
こ
え
て

き
ま
し
た
。
金
も
場
所
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
と

ん
で
も
な
い
話
で
す
。

と
も
か
く
国
会
図
書
館
に
納
ま
っ
て
、
そ
の
特

別
展
示
会
が
あ
り
ま
し
た
。
私
も
日
帰
り
で
国
会

図
書
館
へ
見
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
会
場
で
、
吉

沢

一
郎
さ
ん
に
ば
っ
た
り
会
い
ま
し
た
。
そ
れ
に

つ
い
て
は
、
「岳
人
』
に
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

『ヒ
マ
ラ
ヤ
文
献
目
録
』

こ
れ
で

一
応
終
わ
り
ま
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と

は
も
う
三
度
と
や
る
ま
い
と
思
い
ま
し
た
。
タ
イ

プ
を
打
ち
始
め
て
全
部
発
送
す
る
ま
で
、　
一
年

ち
ょ
っ
と
か
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
経
済

的
に
ど
う
な
る
か
と
い
う
心
配
、
指
が
腱
鞘
炎
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
や
め
た
ん

で
す
。
カ
ー
ド
の
補
充
も
全
く
し
な
い
で
、
こ
れ

で
お
し
ま
い
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
ま
し
た
。

私
の
近
く
に
新
河
端
病
院
と
い
う
の
が
あ
り
ま

し
て
、
そ
こ
の
院
長
が
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
斎
藤
惇

生
さ
ん
で
、
わ
が
家
の
主
治
医
で
も
あ
る
ん
で
す
。

そ
こ
に
堀
内
章
雄
さ
ん
が
来
て
、
私
に
会
い
た
い

と
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。
家
に
来
て
も

ら
っ
て
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
あ
る
出
版
社
か

ら
こ
の
本
の
改
訂
版
を
出
そ
う
と
い
う
話
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
あ
あ
い

う
し
ん
ど
い
こ
と
は
三
度
と
や
る
ま
い
と
思
っ
て

い
た
ん
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
そ
の
気
に
な
り
ま
し

て
、
で
は
ま
た
や
ろ
う
か
と
、
性
懲
り
も
な
く
始

め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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『目
録
』
を
出
し
て
か
ら
は
外
国
の
吉
本
屋
か

ら
い
ろ
い
ろ
カ
タ
ロ
グ
が
来
て
お
り
ま
し
た
。
そ

れ
に
は

『目
録
』
に
載
っ
て
い
な
い
も
の
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
ま
ず
そ
れ
か
ら
の
ビ
ッ

ク
ア
ッ
プ
、
ま
た
新
刊
は
雑
誌
類
の
書
評
、
紹
介

か
ら
の
ビ

ッ
ク
ア
ッ
プ
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
も

か
な
り
年
月
が
か
か
り
ま
し
た
。

そ
う
や
っ
て
、
基
本
デ
ー
タ
を
集
め
て
い
る
途

中
で
、
ど
う
も
会
社
の
状
態
が
よ
く
な
い
の
で
、

原
稿
を
入
れ
て
も
本
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な

い
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
し
か
た
が
な
い
。
し
か
し
、
原
稿
は
か
な
り

で
き
て
い
ま
し
た
の
で
、
私
は
白
水
社
の
当
時
の

編
集
長
藤
原

一
晃
さ
ん
と
親
し
く
し
て
い
ま
し
た

か
ら
、
藤
原
さ
ん
に
出
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
尋

ね
た
わ
け
で
す
。
す
る
と
、
そ
れ
で
は
や
ろ
う
と

本
気
に
な
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
が
こ

の

『ヒ
マ
ラ
ヤ
文
献
目
録
』
で
、
ず
い
ぶ
ん
立
派

な
本
に
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。

こ
の
原
稿
は
全
部
手
書
き
で
し
た
。
と
申
し
ま

す
の
は
、
勤
め
の
空
き
時
間
を
フ
ル
に
利
用
す
る

に
は
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
打
っ
て
い
た
の
で
は

家
と
学
校
と
二
台
い
り
ま
す
し
、
ど
う
し
て
も
時

間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
全
部
手
書
き
に
し
ま
し

た
。
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
で
き
あ
が
る
と
こ
ろ
で
、

話
を
白
水
社
に
持
っ
て
い
き
、
第
二
版
が
で
き
あ

が
っ
た
わ
け
で
す
。

最
初
は
千
部
印
刷
し
ま
し
た
。　
一
万
九
千
円
と

た
い
へ
ん
高
い
本
で
す
。
白
水
社
も
採
算
が
取
れ

る
か
ど
う
か
、実
績
五
百
部
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、

お
そ
ら
く
薄
氷
を
踏
む
思
い
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
が
出
た
の
が

一
九
八
四
年
の
一

月
で
す
か
ら
、
最
初
の
も
の
を
出
し
て
か
ら
十
年

ぐ
ら
い
た
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
国
内
向
け
が
七
百
、
外
国
向
け
が
三
百

で
す
。
両
者
の
違
い
は
、
国
内
向
け
は
裏
に
奥
付

け
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、
外
国
向
け
に
は
つ
い
て

い
ま
せ
ん
。
ほ
か
は
全
部

一
緒
で
す
。
こ
れ
も
四
、

五
年
の
う
ち
に
だ
い
た
い
出
た
よ
う
で
す
。
千
部

が
出
た
と
こ
ろ
で
、
本
の
形
に
せ
ず
に
、
印
刷
し

て
紙
だ
け
寝
か
し
て
お
い
た
二
百
部
を
製
本
し
て

追
加
し
ま
し
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
あ
と
十
部
ぐ

ら
い
し
か
残
っ
て
な
い
よ
う
で
、
こ
の
種
の
も
の

と
し
て
は
よ
く
出
た
よ
う
で
す
。

た
だ
、
こ
れ
も
図
書
館
関
係
に
は
た
い
へ
ん
出

が
悪
い
よ
う
で
す
。
こ
の
間
も
新
聞
を
見
て
い
ま

し
た
ら
、
図
書
館
の
予
算
が
非
常
に
少
な
い
と
あ

り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
高
い
本
に
な
り
ま
す
と
、

買
い
に
く
い
ん
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
レ
フ
ァ
レ

ン
ス
と
し
て
絶
対
に
置
い
て
ほ
し
い
本
だ
と
思
い
　
　
１５

ま
す
。

こ
の

『文
献
目
録
』
は
パ
ッ
と
見
た
ら
立
派
な

も
の
だ
な
と
な
る
ん
で
す
が
、
誤
植
は
ご
勘
弁
い

だ
く
と
し
て
も
、
私
の
基
本
カ
ー
ド
の
ミ
ス
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
何
人
か
の
方
か
ら
、
今
度
も
、

誤
植
、
追
加
の
連
絡
を
受
け
ま
し
た
。
イ
タ
リ
ア

の
マ
ラ
イ
ー
ニ
さ
ん
か
ら
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

マ
ラ
イ
ー
ニ
さ
ん
と
は
、
い
ち
ば
ん
最
近
で
は

一

昨
年
の
十
二
月
、
テ
レ
ビ
の
取
材
で
お
見
え
に

な
っ
た
と
き
に
、
京
都
で
会
い
ま
し
た
。
京
都
の

日
本
文
化
研
究
所
に
嘱
託
で
半
年
ぐ
ら
い
お
見
え

に
な
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
日
本
山
岳
会
京
都
支

部
の
総
会
に
お
呼
び
し
て
、
講
演
し
て
も
ら
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
か
ら
文

通
は
あ
り
ま
し
た
し
、
イ
タ
リ
ア
語
の
こ
う
い
う

文
献
が
抜
け
て
い
る
よ
と
、
ズ
ラ
ッ
と
リ
ス
ト
で

教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

ま
た
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
ク
リ
ン
チ
さ
ん
か

ら
も
、
リ
ス
ト
を
送
っ
て
き
ま
し
た
。
あ
の
方
の

世
界
中
の
山
関
係
の
蔵
書
は
約
二
万
冊
だ
そ
う
で

す
。
今
こ
の
ル
ー
ム
は

一
万
ち
ょ
っ
と
で
し
ょ
う

か
。
個
人
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
は
、
た
ぶ
ん
世
界
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一
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ク
リ
ン
チ
さ
ん
の

と
こ
ろ
に
あ
る
新
し
い
も
の
、
あ
る
い
は
私
の
も

の
で
抜
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
カ
ー
ド
の
コ

ピ
ー
や
自
分
で
タ
イ
プ
し
た
分
厚

い
リ
ス
ト
を

送

っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、

ス
ウ
エ
ー
デ
ン
生
ま
れ
で
ス
イ
ス
に
帰
化
し
て
い

た
ア
ン
デ
ル
ス

・
ボ
リ
ン
ダ
ー
さ
ん
が
、
旧
体
制

下
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ク
ラ
イ

マ
ー
と
交
流
が
あ

り
、
そ
こ
か
ら
の
情
報
も
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
て

い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
三
年
前
に
は
ス
ペ
イ
ン
の
山
岳
資

料
情
報
セ
ン
タ
ー
の
チ
ー
フ
、
Ｊ

・
パ
イ
ト
ゥ
ビ

さ
ん
か
ら
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
文
献
の
追
加
と
し
て
、

五
十
七
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
冊
子
を
送
っ
て
き
ま
し

た
。″

Ｚ
〇
一
一コ

く
＞

バ

⊂

∽

〓

一″

白
水
社
版
の
原
稿
を
つ
く
り
始
め
て
か
ら
、
ぼ

つ
ぼ
つ
十
年
た
ち
ま
す
。
私
は
そ
う
い
う
気
持
ち

は
毛
頭
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
い

ろ
い
ろ
資
料
、
訂
正
の
リ
ス
ト
を
送
り
つ
け
ら
れ

ま
す
と
、
何
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ご
存
じ

の
方
も
お
あ
り
と
思
う
ん
で
す
が
、
外
国
の
山
関

係
の
本
屋
さ
ん
は
、
Ｙ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
。
ナ
ン

バ
ー
◆
Ｒ
０
１
を
見
な
さ
い
と
か
明
示
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
私
の
に
な
い
の
は
、
「Ｚ
ｏ■
●

く
＞
バ
ｃ
∽
四
」
と
書
い
て
あ
る
。
そ
う
い
う
の
が

数
軒
、
イ
タ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
に
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
私
の
目
録
に
載
っ
て
い
な
い
本

が
あ
る
と
い
う
の
は
シ
ャ
ク
で
す
か
ら
、
そ
う
い

う
の
も
入
れ
て
何
と
か
し
た
い
。

カ
ー
ド
だ
け
は
、
そ
の
後
サ
ボ
ら
ず
に
つ
く
っ

て
い
ま
す
。
白
水
社
版
の
あ
と
、
約
四
千
枚
あ
り

ま
す
。
こ
の
本
で
四
千
点
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
簡

単
に
い
い
ま
す
と
分
量
が
倍
に
な
り
ま
す
。
そ
う

な
る
と
、
分
厚
く
な
り
ま
す
し
、
価
格
も

一
万
九

千
円
で
は
収
ま
り
が
つ
き
ま
せ
ん
。
も
う

一
つ
、

こ
れ
は
全
部
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
写
植
で
す
が
、
元
の

フ
ロ
ッ
ピ
ー
が
残
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。だ
か
ら
、

再
版
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
大
改
訂
と
な

る
と
、
ま
た

一
か
ら
や
り
直
す
こ
と
に
な
る
わ
け

で
す
。

つ
い
こ
の
間
、
ま
た
道
楽
ご
と
で
デ
シ
デ
リ
の

『チ
ベ
ッ
ト
の
報
告
』
を
出
し
ま
し
た
が
、
去
年

の
八
月
、
平
凡
社
へ
打
ち
合
わ
せ
に
来
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
つ
い
で
に
白
水
社
に
寄
り
ま
し
た
。

か
つ
て
編
集
長
だ
っ
た
藤
原
さ
ん
は
、
前
社
長
が

お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
、
今
は
社
長
さ
ん
で
す
。

私
と
し
て
は
都
合
が
い
い
か
な
と
思
い
ま
し
て
，

大
改
訂
を
や
ろ
う
で
は
な
い
で
す
か
、
分
量
は

ざ
っ
と
倍
に
な
り
ま
す
と
話
を
し
ま
し
た
ら
、
か

つ
て
は
編
集
で
自
分
の
道
楽
も
で
き
た
け
れ
ど

も
、
社
長
に
な
る
と
、
そ
う
勝
手
な
こ
と
は
で
き

な
い
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
、

ベ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
藤
原
さ
ん
自
身
も
色
気
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
し
、
し
か
も

一
応
こ
れ
は
成
功
し
た
わ
け

で
す
の
で
、
柳
の
下
の
何
と
か
に
な
る
よ
う
に
と

い
う
わ
け
で
、
見
本
刷
り
を
つ
く
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
欧
文
、
和
文
で
三
、
四
ペ
ー
ジ
の
見
本
刷
り

が
で
き
て
い
ま
す
。
ペ
ー
ジ
数
は
や
は
り
倍
に
な

り
ま
す
。
価
格
も
倍
に
な
り
そ
う
で
す
。
そ
れ
に

ゴ
ー
サ
イ
ン
が
出
る
か
ど
う
か
、
皆
さ
ん
方
の
ご

声
援
で
、
大
丈
夫
で
す
よ
と
言
い
た
い
ん
で
す
け

れ
ど
…
…
。

こ
の
本
は
、
保
存
を
考
え
て
中
性
紙
を
使
っ
て

い
ま
す
。
ご
覧
に
な
れ
ば
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、

ず
い
ぶ
ん
抜
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
発

行
地
は
わ
か
っ
て
い
て
も
出
版
社
が
わ
か
ら
な

い
、
あ
る
い
は
ペ
ー
ジ
数
が
わ
か
ら
な
い
、
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
の
を
見
る
と
、
私
は

気
が
減
入
っ
て
く
る
ん
で
す
が
、
補
充
で
き
る
も
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の
は
補
充
し
て
、
も
う
少
し
き
ち

っ
と
し
た
も
の

に
し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
で
七
百
六
十
ペ
ー
ジ
あ
り
ま

す
の
で
、
倍
に
な
り
ま
す
と
辞
書
み
た
い
に
分
厚

い
も
の
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
欧
文
と
和

書
と
分
け
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
言

っ
て
い
る
ん
で

す
が
、
営
業
政
策
上
、
分
け
ま
す
と
国
内
で
は
英

文
の
も
の
が
あ
ま
り
出
な
い
だ
ろ
う
、
国
外
で
は

和
文
の
も
の
が
出
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、

ま
た

一
冊
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
ま
す
。

こ
れ
は
す
べ
て
私
の
道
楽
ご
と
な
ん
で
す
が
、

世
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
道
楽
を
や
る
人
が
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
研
究
機
関
も
あ
り
ま
す
し
、
山
岳

会
も
あ
り
ま
す
。
つ
い
先
ほ
ど
ル
ー
ム
の
図
書
室

か
ら
借
り
出
し
て
、
ス
イ
ス
山
岳
会
の
蔵
書
目
録

を
拝
見
し
ま
し
た
ら
、
非
常
に
分
厚
い
も
の
で
し

た
。
私
は
、
そ
う
い
う
も
の
も
全
部
参
考
資
料
に

し
ま
す
。

文
献
目
録
あ
れ
こ
れ

今
日
の
も
う

一
つ
の
資
料
は
現
在
次
の
た
め
の

作
業
に
入
っ
て
い
る
、
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も

の
で
す
。
そ
の
原
稿
は
い
ま
約
二
百
枚
作
成
し
、

Ｃ
項
目
ま
で
い
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
の
は
文
献

目
録
関
係
だ
け
で
、
し
か
も
そ
の
中
か
ら
セ
レ
ク

ト
し
て
あ
り
ま
す
。

以
下
に
そ
の
中
の
さ
ら
に
重
要
と
思
え
る
も
の

を
ご
説
明
し
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ル
バ
イ
ン
・

ク
ラ
ブ
も
立
派
な
蔵
書
目
録

（注
１
）
を
出
し
て

い
て
、
ル
ー
ム
の
図
書
室
に
も
入
っ
て
お
り
ま
す
。

ア
シ
ョ
フ
（注
２
）
の
も
の
は
、
重
い
の
で
き
ょ

う
は
持
っ
て
き
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
昨
年
末
に
発

行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
や
チ
ベ
ッ
ト

の
ド
イ
ツ
語
関
係
の
も
の
が
収
ま
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
全
部
の
チ
ェ
ッ
ク
は
終
わ
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
ド
イ
ツ
語
の
も
の
で
は
こ
れ
が
絶
対
必
要
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
値
段
が
三
二
〇
ス
イ
ス
フ
ラ

ン
で
す
。
私
は
ア
シ
ョ
フ
と
い
う
人
と
最
近
情
報

交
換
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
、
文
通
で
し
か
知
ら
な

い
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
非
常
に
利
用
価
値
が
高
い

の
で
、
ぜ
ひ
ル
ー
ム
に

一
冊
備
え
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
英
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
へ
の
翻
訳

も
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、

た
だ
し
書
き
が
入
っ
て
い
て
、
原
著
も
わ
か
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

目
録
類
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
立
科
学
研
究
セ

ン
タ
ー
が
ネ
パ
ー
ル
関
係
の
目
録

（注
３
）
を
続

け
て
出
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
完
結
し
て
い
な
い
よ

う
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
中
心
に
し
て
非
常
に
利

用
価
値
の
高
い
も
の
で
す
。
ネ
パ
ー
ル
の
研
究
に

は
絶
対
に
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

変
わ
っ
た
も
の
で
は
、
ア
タ
ー
ル
ｏ
チ
ャ
ン
ド

が
チ
ベ
ッ
ト
の
も
の

（注
４
）
を
出
し
て
お
り
ま

す
。次

は
ド
イ
ツ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
隊
、
メ
ル
ク
ル

が
主
に
編
集
し
た
も
の

（注
５
）
で
先
ほ
ど
ご
紹

介
し
た
と
お
り
で
す
。
今
か
ら
見
た
ら
大
し
た
こ

と
は
な
い
ん
で
す
が
、
当
時
と
し
て
は
こ
れ
が
唯

一
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
関
係
の
文
献
目
録
だ
と
思
い
ま

す
。
三
、
四
年
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
吉
本
屋
の
カ

タ
ロ
グ
に
出
て
お
り
ま
し
た
。
非
常
に
珍
し
い
と

思
い
ま
す
が
、
私
の
手
元
に
は
、
諏
訪
多
さ
ん
か

ら
譲
っ
て
い
た
だ
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

中
国
で
出
さ
れ
た
も
の

（注
６
）
は
編
集
を
急

い
だ
た
め
か
、
中
身
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
と
た
い

へ
ん
雑
で
す
。　
一
つ
の
本
が
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
と

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
二
つ
に
分
か
れ
て
、
二
冊
の
本

の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
で
も
目
録
の

類
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
、
私
の
一
つ
の
き
っ
か
け

に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
目
録
で
し
た
。

日
本
で
も
優
れ
た
目
録
が
出
さ
れ
て
い
る
の

は
、
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。
た
と
え
ば
日
本
ネ

156



ヒマラヤ文献目録とその周辺

パ
ー
ル
協
会
の
ネ
パ
ー
ル
研
究
ガ
イ
ド
の
目
録

（注
７
）。
金
子
民
雄
さ
ん
が
編
集
さ
れ
た
ヘ
デ
ィ

ン
の
目
録

（注
８
）。
こ
れ
は
ヘ
デ
ィ
ン
の
も
の

に
関
し
て
は
世
界
で
最
高
の
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
残
念
な
の
は
本
文
が
日
本
語

な
の
で
、
外
国
で
は
通
用
し
に
く
い
と
い
う
う
ら

み
は
あ
り
ま
す
が
。
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
深

田
さ
ん
の
蔵
書
目
録

（注
９
）
で
す
。
こ
れ
を
拝

見
し
て
い
ま
す
と
、
も
し
深
田
さ
ん
が
ま
だ
ご
存

命
で
し
た
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
珍
し
い
本
が
さ
ら
に

加
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

『チ
ベ
ッ
ト
研
究
文
献
目
録
』

（注
１０
）
は
、

成
田
か
ら
出
て
い
る
ん
で
す
が
、
ず
い
ぶ
ん
分
量

の
多
い
目
録
で
す
。
登
山
や
探
検
の
ほ
う
は
手
薄

で
す
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
を
研
究
さ
れ
る
方
に

と
っ
て
は
、
こ
れ
は
絶
対
に
必
要
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
日
本
人
の
今
枝
さ
ん
は
名
前
し
か
存
じ
ま

せ
ん
が
、
ブ
ー
タ
ン
に
お
い
で
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

『イ
ギ
リ
ス
と
チ
ベ
ッ
ト
』
（注
Ｈ
）
は
マ
ー
シ
ャ

ル
と
い
う
人
の
編
集
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら

出
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
目
録
は
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
に
内
容
紹
介
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
探

検
も
非
常
に
詳
し
く
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ヒ

マ
ラ
ヤ
、
チ
ベ
ッ
ト
を
研
究
す
る
に
は
、
絶
対
に

必
要
な
も
の
と
思
い
ま
す
。　
一
九
七
七
年
で
す
の

で
、
ち
ょ
っ
と
古
い
で
す
が
、
自
水
社
版
の
目
録

の
補
遺
の
二
、
小
文
字
の
ｂ
で
入
っ
て
い
る
の
は

す
べ
て
そ
う
で
す
。
私
は
大
学
に
手
紙
を
書
い
て
、

直
接
取
り
寄
せ
ま
し
た
。

山
に
関
し
て
は
、
ニ
ー
ト
の
目
録

（注
１２
）
が

二
つ
あ
り
ま
す
。
最
初
、
ヨ
・
”
・
ｚ
８
８
と
〓
一

Ｚ
８
一の
が
ど
ぅ
ぃ
ぅ
関
係
か
な
と
思
っ
て
い
た
ん

で
す
が
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
性
転
換

を
し
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
Ｗ
・
Ｒ
と
い
う
の
は
男

性
だ
っ
た
そ
う
で
、
女
性
に
性
転
換
し
て
ジ
ル
と

な
っ
た
そ
う
で
す
。
去
年
の
三
月
に
京
大
学
士
山

岳
会
の
梅
里
雪
山
の
合
同
慰
霊
祭
の
と
き
に
、
ク

リ
ン
チ
さ
ん
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
二
晩
ほ
ど
お

付
き
合
い
し
、
主
に
山
の
本
の
話
を
し
た
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
性
転
換
し
た
と
い
う
話
を

聞
き
ま
し
た
。
こ
の
人
も
整
理
番
号
に
私
と
同
じ

よ
う
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
数
字
を
つ
け
る
や
り

方
を
採
用
し
ま
し
た
。

最
近
、
中
国
か
ら
も
二
、
三
出
て
お
り
ま
す
。

『シ
ル
ク
ロ
ー
ド
文
献
目
録
』
（注
１３
）
は
蘭
州

大
学
か
ら
出
て
お
り
ま
す
。
実
物
は
ま
だ
見
て
お

り
ま
せ
ん
が
、
中
国
関
係
書
を
扱
う
本
屋
の
ア
ナ

ウ
ン
ス
メ
ン
ト
で
見
ま
し
た
。
『青
海
文
献
目
録
』

（注
１４
）
は
手
元
に
あ
り
ま
す
。
中
国
も
こ
う
い

う
も
の
を
少
し
ず
つ
ま
と
め
て
い
る
よ
う
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
の

「チ
ベ
ッ
ト
研
究
文
献
目
録
』

（注
１５
）
は
貞
兼
さ
ん
の
編
集
で
、
私
は

一
度
カ

ト
マ
ン
ズ
で
お
会
い
し
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

山
関
係
は
少
な
い
ん
で
す
が
、
チ
ベ
ッ
ト
、
ヒ
マ

ラ
ヤ
に
は
た
い
へ
ん
役
立
つ
も
の
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
シ
ャ
ッ
パ
ー
ト
の

「シ

ッ
キ
ム
』
（注
１６
）
で
、
タ
イ
プ
印
刷
で
す
が
、

ハ
ワ
イ
の
ホ
ノ
ル
ル
で
の
刊
行
で
す
。
東
京
は
駒

込
の
東
洋
文
庫
に
も
わ
り
と
古
い
も
の
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
私
も
何
度
か
訪
ね
て
、
い
く
つ
か

見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
『日
本
に
お
け
る
中
央

ア
ジ
ア
関
係
研
究
文
献
目
録
』
（注
１７
）
は
膨
大

な
目
録
で
す
。
こ
れ
は
ま
だ
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

次
の
ワ
リ
コ
ー
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
も
の
で
す

が
、
ジ
ャ
ン
ム
、
カ
シ
ミ
ー
ル
、
ラ
ダ
ー
ク
の
特

異
な
文
献
目
録

（注
１８
）
で
す
。

さ
て
、
最
終
的
に
私
の
目
録
第
二
版
は
ど
う
な

る
の
か
、
あ
と
し
ば
ら
く
で
結
論
が
出
る
と
は
思

う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
も
し
ダ
メ
な
場
合
に
は
、
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ま
た
自
分
で
ワ
ー
プ
ロ
を
叩
こ
う
か
と
思
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
う
な
る
と
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
た

だ
、
私
の
同
僚
に
ワ
ー
プ
ロ
使
い
が
何
人
も
い
ま

す
か
ら
、
原
稿
を
渡
し
て
、
協
力
さ
せ
よ
う
か
と

も
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
前
に
自
水
社
版
の
よ
う

な
立
派
な
か
た
ち
に
し
た
い
と
思
っ
て
、
決
定
を

持
つ
と
い
う
昨
今
で
す
。

タ
イ
ト
ル
は
、
最
初
の
は

「ヒ
マ
ラ
ヤ
関
係
図

書
目
録
』
、
自
水
社
版
は

『ヒ
マ
ラ
ヤ
文
献
目
録
』

で
す
。
私
は
最
初
の
タ
イ
ト
ル
に
し
た
か
っ
た
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
白
水
社
の
営
業
政
策
に

一
部
妥

協
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、

文
献
と
い
い
ま
す
と
単
行
本
だ
け
で
は
な
く
、
雑

誌
の
論
文
な
ど
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
が
文
献
で

し
ょ
う
か
ら
…
…
。
私
の
場
合
に
は
単
行
本
だ
け

で
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
使
い
た
く
な
い
と
い
う
気

が
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
分
量
も
う
ん
と
増
え
て

い
ま
す
し
、
目
を
つ
ぶ
っ
た
と
い
う
具
合
で
す
。

ま
た
次
も
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
分
量
が
倍
に
な
り
ま
す
の
で
、
大
増
補
改

訂
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
と
も
あ

れ
、
ま
た
道
楽
根
性
で
仕
事
を
始
め
つ
つ
あ
る
と

い
う
と
こ
ろ
で
す
。

先
ほ
ど
水
野
勉
さ
ん
か
ら
、
山
書
の
会
が
お
出

し
に
な
っ
た
山
岳
関
係
の
和
書
の
目
録
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
い
た
だ
い
た
ば
か
り
で
、
中
身
は
見

て
い
な
い
ん
で
す
が
、
当
然
次
の
目
録
の
中
に
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
最
近
の
よ
う
に
た
く

さ
ん
遠
征
隊
が
出
た
り
、
い
ろ
ん
な
報
告
が
出
て

き
ま
す
と
、
と
て
も
全
部
を

一
人
で
フ
ォ
ロ
ー
で

き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
山
書
の
会

の
場
合
は
何
人
か
で
手
分
け
し
て
お
や
り
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
私
自
身
も

一
人
で

や
れ
る
は
ず
は
毛
頭
な
い
ん
で
す
が
、
た
だ
、
行

き
掛
か
り
上
、
道
楽
根
性
で
や
っ
て
お
り
ま
す
。

書
評
や
紹
介
の
中
で
、
中
国
語
と
ロ
シ
ア
語
が

あ
っ
た
ら
完
壁
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
あ
り
ま

す
が
、
私
は
ロ
シ
ア
語
が
ダ
メ
で
し
て
、
そ
の
ヘ

ん
は
田
村
俊
介
さ
ん
あ
た
り
に
お
願
い
し
た
ほ
う

が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
中
国
語
に

つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
向

こ
う
の
図
書
館
関
係
の
蔵
書
目
録
み
た
い
な
も
の

が
ぼ
つ
ぼ
つ
出
て
お
り
ま
す
し
、
新
し
い
と
こ
ろ

は
新
刊
の
案
内
―
私
は
東
方
書
店
と
い
う
中
国
専

門
店
が
出
し
て
い
ま
す

『東
方
』
の
目
録
で
ビ

ッ

ク
ア
ッ
プ
す
る
ん
で
す
が
、
最
初
か
ら
中
国
書
を

入
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
途
中
か
ら
入
れ
る
と
変

な
こ
と
に
な
る
と
、
や
っ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
吉
本
屋
で
は
、
特
に
親
し
い
の

は
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
の
数
店
、
イ
タ
リ
ア
は

一

店
で
、
ご
存
じ
の
リ
ブ
レ
リ
ア
・
ア
ル
ピ
ナ
の
マ

リ
オ

・
ミ
ン
ガ
ル
デ
ィ
と
ガ
ス
ト
ン
の
ル
イ
ス
・

ボ
ー
ム
、
付
き
合
い
は
も
う
二
十
年
近
い
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
ま
だ
会
っ
た
こ
と
は
な
い
で
す
。
そ

れ
か
ら
ス
イ
ス
は
三
軒
ほ
ど
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の

Ｍ
ｏ
ヘ
ン
ス
は
来
春
に
訪
日
し
ま
す
。
現
在
、
欧

米
の
約
三
十
ほ
ど
の
吉
本
屋
か
ら
カ
タ
ロ
グ
が
送

ら
れ
て
き
ま
す
。

私
の
二
十
五
年
来
の
友
人
で
、
イ
ギ
リ
ス
の

ジ
ャ
ッ
ク
・
ベ
ー
ン
ズ
と
い
う
人
が
山
の
吉
本
屋

を
や
っ
て
い
ま
す
。　
一
昨
年
も
来
日
し
ま
し
て
、

今
年
の
夏
に
も
来
た
い
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。　
一

昨
年
は
槍

・
穂
高
に

一
緒
に
合
宿
に
行
き
、
今
年

来
た
ら
立
山

・
剣
に

一
緒
に
行
く
予
定
で
す
。
住

ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
ノ
ー
ス
ｏ
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
す

か
ら
、
わ
り
と
古
書
の
値
段
が
安
い
の
で
す
。
ロ

ン
ド
ン
に
近
い
ほ
ど
値
段
が
高
く
、
と
て
も
手
が

出
な
い
よ
う
な
値
段
で
す
。

あ
と
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
山
好
き
の
人
が
始
め
た

本
屋
が
二
、
三
軒
あ
り
ま
す
。
途
中
で
や
め
て
し

ま
う
の
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
し
て
、
ビ
タ
ッ
と
目

録
が
来
な
く
な
る
。
ア
メ
リ
カ
で
す
と
、
シ
ア
ト
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ル
に
あ
っ
た
の
が
、
二
、
三
年
前
か
ら
ピ
タ
ッ
と

止
ま
り
ま
し
た
。
た
ぶ
ん
や
め
た
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

カ
タ
ロ
グ
が
来
ま
す
と
、
新
刊
も
吉
本
も
全
部

カ
ー
ド
化
し
ま
す
。
私
と
し
て
は

一
カ
所
に
注
文

し
た
ほ
う
が
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
つ
な
い
で

お
か
な
い
と
い
け
な
い
も
の
で
す
か
ら
、　
一
冊
、

二
冊
と
バ
ラ
バ
ラ
に
注
文
し
ま
す
。
そ
う
し
な
い

と
次
か
ら
送
っ
て
こ
な
い
も
の
で
す
か
ら
。
そ
う

し
ま
す
と
、
送
金
の
手
数
料
が
ち
ょ
っ
と
高
く
つ

く
ん
で
す
。

わ
が
家
は
ラ
ビ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
で
す
か
ら
、
置
き

場
に
困
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
ご
ろ
は
う
ん
と

し
ぼ
っ
て
お
り
ま
す
し
、
こ
の
間
の
東
京
の
よ
う

な
地
震
が
も
し
あ
っ
た
ら
三
階
が
落
ち
る
危
険
性

も
あ
り
ま
す
の
で
、
三
、
四
年
ご
と
に
処
分
し
ま

す
。
せ
っ
か
く
仕
入
れ
て
も
、
タ
イ
ト
ル
に
ご
ま

か
さ
れ
て
買
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
も
あ
り
ま

す
し
、
で
き
る
だ
け
定
評
の
あ
る
も
の
に
し
ぼ
っ

て
お
り
ま
す
が
、
な
に
し
ろ
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
バ

ブ
ル
と
は
関
係
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
ど
う
し
よ

う
も
な
い
で
す
。
た
だ
、
全
部
を
カ
ー
ド
化
し
て
、

自
分
の
蔵
書
の
ご
と
く
に
考
え
て
お
こ
う
。
せ
め

て
そ
ん
な
こ
と
で
お
茶
を
濁
し
て
お
り
ま
す
。

私
が
や
り
ま
す
の
は
す
べ
て
道
楽
ご
と
で
す
。

道
楽
の
話
を
す
る
の
は
本
当
に
恐
縮
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
ご
勘
弁
い
た
だ
い
て

よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
、
ご
質

問
な
り
お
話
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
承
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

〈司
会
〉

（山
本
良
三

ｏ
図
書
委
員
会
担
当
理
事
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
い
い

機
会
で
す
か
ら
、
こ
の
際
、
薬
師
さ
ん
に
お
聞
き

し
た
い
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ

お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。

〈質
問
〉
ぼ
く
は
こ
の
十
年
ぐ
ら
い
た
い
へ
ん
不

勉
強
で
、
こ
う

い
う
も
の
か
ら
だ
い
ぶ
遠
ざ
か
っ

て
し
ま

っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
が
つ
く
ら

れ
た
白
水
社
版
の
目
録
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
、
今

あ
な
た
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ロ
シ
ア
語
と
中
国
語
の

も
の
は
な
い
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
ほ
か
の
も
の

は
ほ
と
ん
ど
入

っ
て
お
っ
て
、
し
か
も
日
本
の
文

献
も
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
世

界
に
ほ
か
に
今
あ
る
ん
で
す
か
。

〈薬
師
〉
こ
の
目
録
の
よ
う
な
も
の
が
で
す
か
。

こ
う

い
う
か
た
ち
で
は
、
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
な
、
ア
ル

パ
イ
ン

・
ク
ラ
ブ
の
い
わ
ゆ
る
蔵
書
目
録
、
ス
イ

ス
山
岳
会
の
蔵
書
目
録
は
あ
り
ま
す
が
。

〈質
問
〉
そ
れ
ら
は
各
地
の
山
の
文
献
が
入
っ
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
と
か
中
央
ア
ジ

ア
の
も
の
と
し
て
は
、
世
界
で
薬
師
さ
ん
の
も
の

し
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

〈薬
師
〉
単
行
本
に
関
し
て
は
そ
う
思
い
ま
す
。

〈質
問
〉
東
欧
、
チ
エ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
と
か
ポ
ー

ラ
ン
ド
あ
た
り
で
は
、
ロ
シ
ア
語
で
書
い
て
い
る

の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
英
語
の
も
出
て
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
あ
た
り
は
網
羅
さ

れ
て
い
る
ん
で
す
か
。

〈薬
師
〉
私
の
知
る
範
囲
で
は
、
ほ
と
ん
ど
網
羅

し
て
い
ま
す
。
た
だ
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
し
ょ
う
か
、

キ
リ
ル
文
字
を
使
う
の
は
。
あ
そ
こ
は
入
っ
て
な

い
と
思
い
ま
す
。
最
近
、
ソ
連
の
エ
ベ
レ
ス
ト
の

報
告
書
が
何
冊
か
出
て
い
ま
す
が
、
あ
あ
い
う
の

は
ロ
ー
マ
ナ
イ
ズ
し
て
、
新
し
い
カ
ー
ド
に
は
収

録
し
て
い
ま
す
。

か
つ
て
ス
イ
ス
の
ボ
リ
ン
ダ
ー
さ
ん
は
、
チ
ョ

コ
レ
ー
ト
を
送

っ
て
、
そ
れ
の
お
返
し
に
東
欧
の

山
の
本
を
も
ら
う
と
い
う
、
バ
ー
タ
ー
取
り
引
き

を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
ボ
リ
ン
ダ
ー
さ
ん
は
器

用
な
人
だ

っ
た
ら
し
く
て
、
奥
さ
ん
と
二
人
合
わ
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せ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
を
八
、
九
カ
国
語
を

や
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
た

く
さ
ん
の
友
達
が
い
る
の
で
、
た
い
て
い
二
部
取

り
寄
せ
て
、　
一
部
を
私
の
と
こ
ろ
に
送
っ
て
く
れ

た
ん
で
す
。も
ち
ろ
ん
私
も
バ
ー
タ
ー
で
日
本
の
、

特
に
英
文
サ
マ
リ
ー
の
付
い
て
い
る
も
の
を
ま
た

送
る
、と
い
う
こ
と
で
付
き
合
い
が
あ
り
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
ア

ル
中
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

ご
存
じ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
の
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
ハ
ン
ス
ｏ
デ
ィ
ー
タ
ー
◆
グ

ロ
ィ
ル
と
い
う
人
が
い
ま
し
て
、
本
職
は
ド
イ
ツ

航
空
の
ル
フ
ト
ハ
ン
ザ
で
す
。
こ
の
人
の
奥
さ
ん

が
片
手
間
に
山
の
本
屋
を
や
っ
て
お
り
、
主
に
新

本
で
す
が
、
カ
タ
ロ
グ
を
送
っ
て
き
ま
す
。
彼
女

は
タ
イ
人
で
、
も
と
看
護
婦
さ
ん
で
す
。　
一
九
七

〇
年
代
の
は
じ
め
、
ポ
リ
ン
ダ
ー
の
紹
介
で
そ
の

グ
ロ
イ
ル
夫
妻
が
私
の
家
に
来
た
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
そ
の
後
、
二
人
は
仲
違
い
し
ま
し
た
。
と
い

う
の
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
控
え
な
さ
い
と
忠
告
し

た
ら
、
ボ
リ
ン
ダ
ー
が
ヘ
ソ
を
曲
げ
て
、
関
係
が

お
か
し
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
私
は
第
三

者
で
す
の
で
、
両
方
と
も
付
き
合
っ
て
い
ま
し
た
。

両
方
か
ら
悪
口
が
入
っ
て
き
て
大
変
だ
っ
た
ん
で

す
が
。
グ
ロ
イ
ル
一
家
は
昨
夏
も
来
日
し
ま
し
た
。

「岩
と
雪
」
に
ち
ょ
っ
と
書
い
た
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
晩
ご
飯
を
食
べ
て
、
た
ぶ
ん
そ
れ
は
ア
ル

コ
ー
ル
が
入
っ
て
い
て
の
あ
と
だ
ろ
う
と
思
う
ん

で
す
が
、
自
宅
の
プ
ー
ル
に
水
が
あ
る
と
思
っ
て

飛
び
込
ん
だ
ら
、
水
が
な
か
っ
た
。
奥
さ
ん
が
お

か
し
い
と
思
っ
て
庭
を
探
し
た
ら
、
プ
ー
ル
に
倒

れ
て
お
り
、
救
急
車
を
呼
ん
だ
け
れ
ど
も
す
で
に

遅
か
っ
た
ん
で
す
。
六
十
四
歳
で
し
た
。

ま
た
脱
線
し
ま
す
が
、
そ
の
方
の
蔵
書
が
三
千

余
冊
あ
っ
て
、
最
初
、
日
本
で
買
い
取
っ
て
く
れ

る
と
こ
ろ
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
奥
さ
ん
か
ら
私

の
と
こ
ろ
に
話
が
あ
り
ま
し
た
。
バ
ブ
ル
で
景
気

の
よ
い
こ
ろ
で
し
た
か
ら
、
日
本
だ
っ
た
ら
ど
こ

か
買
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う

わ
け
で
す
。
そ
れ
で
二
、
三
当
た
っ
た
ん
で
す
が
、

ダ
メ
で
し
た
。

結
局
、
日
本
へ
は
来
な
い
で
、
ロ
ン
ド
ン
の
ハ

ン
シ
ャ
ン
タ
ン

（寒
山
堂
）
と
い
う
、
同
じ
ス

ウ
エ
ー
デ
ン
人
の
や
っ
て
い
る
本
屋
に
買
い
取
っ

て
も
ら
つ
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
の
ジ
ョ
ン
・
ボ
イ
ル
と
い
う
人
が
ほ
と
ん

ど
買
い
取
り
ま
し
た
。
す
い
ぶ
ん
古
い
で
す
が
、

ボ
リ
ン
ダ
ー
夫
妻
が
ピ
エ
ロ
・
ギ
リ
オ
ー
ネ
な
ど

と

一
緒
に
ア
ン
デ
ス
に
行
っ
て
い
ま
し
て
、
ア
ン

デ
ス
の
本
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
関
係
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

奥
さ
ん
の
意
向
で
は

一
括
し
て
買
い
取
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

が
ダ
メ
で
、
六
、
七
割
は
ジ
ョ
ン
・
ボ
イ
ル
が
買

い
取
り
ま
し
た
。

去
年
の
五
月
の
連
体
明
け
に
、
三
浦
雄

一
郎
さ

ん
の

「
マ
ウ
ン
テ
ン
・
サ
ミ
ッ
ト
」
を
聞
き
に
く

る
と
い
う
こ
と
を
回
実
に
し
て
、
わ
が
家
へ
や
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
い
ろ
い
ろ
聞
き
ま
し
た
と

こ
ろ
、
ダ
ブ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、　
一
部
は

寒
山
堂
か
ら
ロ
ン
ド
ン
の
グ
リ
ゴ
ア
・
テ
イ
ラ
ー

と
い
う
女
性
の
本
屋
へ
流
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が

一

冊
の
カ
タ
ロ
グ
と
な
っ
て
、
高
い
値
段
を
つ
け
て

出
さ
れ
ま
し
た
。

一
生
懸
命
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
も
の
が
、
あ
と

で
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
と
い
う
の
は
、
遺
族
の
方
に

す
る
と
た
い
へ
ん
悲
し
い
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
ベ
レ
ナ

・
ボ
リ
ン
ダ
ー
夫
人
と
は
、
今

で
も
ク
リ
ス
マ
ス
カ
ー
ド
の
や
り
と
り
を
し
て
お

り
ま
す
が
、
こ
の
方
は
も
と
も
と
ス
イ
ス
の
生
ま

れ
の
人
の
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
で
、
私
自
身
は
古
本
屋
さ
ん
だ
と

か
い
ろ
ん
な
人
と
付
き
合
い
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
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（注

３
）

（注
４
）

（注
５
）

（注
６
）

（注
７
）

（注
８
）

（注
９
）

（注
１０
）

（注
Ｈ
）

（注
１２
）

も
、会
っ
て
い
な
い
人
が
ず
い
ぶ
ん
多
い
ん
で
す
。

〈質
問
〉
ヒ
マ
ラ
ヤ
関
係
は
別
に
し
て
、
中
央
ア

ジ
ア
と
い
っ
た
場
合
に
、
西
の
ほ
う
、
昔
の
ソ
連

領
の
中
央
ア
ジ
ア
が
、
山
が
な
い
か
ら
か
も
し
れ

ま
せ
ん
け
れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
手
薄
で
す
ね
。

〈薬
師
〉
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
そ
れ
と
ソ

連
領
の
ほ
う
は
早
く
に
鉄
道
な
ん
か
が
入
っ
て
、

探
検
の
時
代
が
早
く
に
終
わ
っ
た
と
い
う
感
じ
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
あ
る
ん
で
す
。

〈質
問
〉
そ
う
で
す
ね
。　
一
八
七
二
年
か
、
八
〇

年
ぐ
ら
い
ま
で
で
す
か
ね
、
ロ
シ
ア
軍
が
入
る
ま

で
で
し
ょ
う
か
ら
ね
。

［追
記
］

そ
の
後
、
白
水
社
は
第
三
版

（増
補
改
訂
）
の

刊
行
を
決
定
し
、
九
四
年

一
月
に
出
版
の
予
定
で

あ
る
。

（注
１
）

↓
す
の
＞
ぼ
〓
の
０
ご
σ
一
＞
ぼ
〓
①
Ｏ
一３

ｒ
【
σ
『
”
ヽ
く

０
”
け
２

ｏ
”
ｃ
の

一
く

ｏ
〓

日

の

○
”
の
・

ＰＯ
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２
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ｏ
ｏ
ｏ
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∽３
ｏ
欧
一
ゴ
σ
①Ｆ

ｚ
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”
一
〓
Ｑ

Ｏ
①
ヽ
　

バ
匡
『
け
Ｃ
ヽ
『
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■
ヨ

　

Ｏ
①
∽
　

口
一ヨ
●
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Ч
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・

Ｎ
口
「
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の
口
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Ｐ
Ｏ
Ｏ
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・
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σ
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〇
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Ｚ
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・
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”
『
一
∽
・

Ｐ
Ｏ
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Ｏ
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口
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一　
↓
一び
の
け
　

一

「
”
∽
”
　
”
”
Ｑ

「
ヽ
の
∽
の
●
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Ｈ
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〇
〇
‐
Ｈ
Ｏ
∞
Ｈ
・
　
Ｚ
①
■
　
∪
の
Ｆ

Ｆ

Ｈ
Φ
∞
Ｎ
ｅ

目
一日
”
【と
”
　

ω
一げ
〓
ｏ
”
『
”
ｕ
ｒ
一の

　

（
Ｐ
∞
ｏ
Ｈ
‥

ＨＯωω）
・　
７ハ鰤
口
のＦ
のコ
・　
ＨΦω卜
・

徐
近
之
編

『青
康
蔵
高
原
及
砒
連
地
区

・
西
文
文
献
目
録
』
（北
京
、　
一
九
五

八
年
）

『ネ
パ
ー
ル
研
究
ガ
イ
ド

・
解
説
と
文

献
目
録
』
（日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、　
一

九
八
四
年
）

『
ヘ
デ
ィ
ン
著
書
目
録
』
（日
本
山
書
の

会
、　
一
九
八

一
年
）

「国
立
国
会
図
書
館
所
蔵

・
深
田
久
弥

旧
蔵
書
目
録
』
（
一
九
七
六
年
）

バ
“
一
ヽ
く

鮨

【
ヨ
●
①
Ｑ
”

一
”
夢

〓
〇
”
『
”
り
ｒ
Ч

Ｏ
』

日
〓
σ
の
け
”
”
　
∽
け
Ｃ
ａ
一
の
∽
・
　
〕Ｚ
”
『
〓
”
・　
ド
Φ
∞
０

・

〕
ｏ
Ｏ

・

〓

”
『
∽
ｒ
”
〓

一
ω
『
〓
”
一コ

”
口
０

↓
い
σ
①
け

Ｐ
『
Ｏ
い
‐
Ｈ
Φ
卜
『

・　
　
ｒ
”
　
　
ロ
ギ
Ｏ
σ
①
　
　
．Ｃ

コ
い
く
。
・

Ｈ
Ｏ
「
『

・

ｄ
く
。　
”

・　
】４
①
”
け
の

一
り
ヽ
〇
暉
口
”
”
【●
①
の
『
一
口
∞

”
”
Ｑ

〓
∽

ｒ
吉
の
『
”
け
“
『
①
ｏ　
Ｏ
に
日

σ
ュ

”
・　
ド
Φ
『
∞

・

旨
〓
Ｚ
①
”
け①
一
一〓
Ｏ
Ｃ
”
け”
一コ
の
の
■
●
”
ｒ
〓
①
『
”
‘

け」
ヽ
①
・　
∽
①
”
簿
一の
。　
Ｐ
Ｏ
∞
Ｏ
・

『絲
綱
之
路
文
献
叙
録
』

（蘭
州
大
学
、

一
九
九
〇
年
）

青
海
省
図
書
館
編

『館
蔵

◆
青
海
文
献

目
録
』

（西
寧
、　
一
九
八
八
年
）

『チ
ベ
ッ
ト
研
究
文
献
目
録
（日
本
文

・

中
国
文
）
一
八
七
七
年
～

一
九
七
七
年
』

（亜
細
亜
大
学

ア
ジ
ア
研
究
所
、　
一
九

八
二
年
）

ｒ
ｅ
Ｏ
ｅ
∽
の
コ
”
●
Ｕ
の
『け
一
∽
一澪
Ｆ
一．ヨ
Ｈ∞
〇
〇
‐

ＨΦ
Ｏ
∞
・　
】出
〇”
〇
【“
】“
・　
い０
０
∞
・

ユ
ネ

ス
コ
東

ア
ジ
ア
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
編
、
二
巻
、　
一
九
八
八
～
八
九
年

パ
ｏ
メ
、”
ュ
澪
〇
〇
一
〕
”
ロ
ロ
Ｆ

【
”
∽
口
日
〓

””
Ｑ
ｒ
”
Ｑ
”澪
す
・
Ｚ
①■
∪
の一ｒ
Ｆ
ＨＯ
『
０
・

（注
１３
）

（注
１４
）

（注
１５
）

（注
１６
）

（注
１７
）

（注
１８
）

（本
稿
は

一
九
九
二
年
二
月
三
日
、
日
本
山
岳
会

に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
二
十
三
回

「山
岳
図
書

を
語
る
夕
」
に
お
け
る
講
演
を
編
集
担
当
が
整
理

し
、講
師
の
校
閲
を
へ
て
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
）
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書

紹

介

『西
堀
榮
三
郎
選
集
』

悠
々
社
　
一
九
九

一
年
刊
行
　
四
六
判

全
三
巻

・
各
三
五
〇
〇
円
、
別
巻
四
五
〇
〇
円

（各
巻
三
五
〇
～
四
〇
〇
頁
．
別
巻
四
五
〇
頁
）

西
堀
さ
ん
の
登
山

・
探
検
に
関
す
る
著
書
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
、

一
般
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る
南
極
探
検
に
つ
い
て
の

『南
極
越
冬
記
』
（
一
九

五
八
年
、
岩
波
新
書
）
が
あ
る
だ
け
で
、
大
部
分
が
共
著
や
雑
誌
へ
の
執
筆
、

講
演
記
録
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
主
と
な
っ
て
い
た
。

西
堀
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
、
生
前
に
公
刊
さ
た
単
行
本
以
外
に
遺
さ

れ
た
文
章
と
、
各
界
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
追
悼
文
を
合
わ
せ
て
文
集
の
出
版
が
企

画
さ
れ
、
こ
こ
に

『西
堀
榮
三
郎
選
集
』
と
し
て
第

一
巻

「人
生
は
探
検
な
り
」

（西
堀
榮
三
郎
自
伝
）
、
第
二
巻

「未
知
な
る
山

・
未
知
な
る
極
地
」
、
第
二
巻

「技
術
の
創
造
力
と
品
質
管
理
」
、
別
巻

「人
生
に
ロ
マ
ン
を
求
め
て
」
（西
堀

榮
三
郎
追
悼
）
の
四
冊
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
選
集
は
、
西
堀
さ
ん
の
開
拓
精

神
に
あ
ふ
れ
た
考
え
方
、
登
山
家
と
し
て
の
位
置
づ
け
な
ど
を
知
る
上
の
好
著

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
西
堀
さ
ん
の
幅
広
い
経
歴
か
ら
、
こ
の
選
集
を

と
り
ま
と
め
た
編
者
も
次
の
よ
う
な
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
唐
津

一

（東
海

大
学
開
発
技
術
研
究
所
教
授
）
、
北
村
泰

一

（九
州
大
学
理
学
部
教
授
）
、
堂
本

暁
子

（参
議
員
議
員
）
、
原
田
明

（株
式
会
社
オ
ー
ケ
ン
社
長
）
、
本
多
勝

一

（ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）
、
山
田
二
郎

（日
本
山
岳
会
会
長
）
の
諸
氏
て
あ
る
。

こ
の
選
集
の
各
巻
内
容
を
紹
介
す
る
前
に
、
編
集
委
員
名
で

「刊
行
の
こ
と

ば
―
人
間

ｏ
西
堀
榮
三
郎
」
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
再
掲
載
さ
せ
て

も
ら
う
こ
と
に
す
る
。

「世
間
的
に
は
第

一
次
南
極
地
域
観
測
越
冬
隊
長
と
し
て
最
も
広
く
知
ら
れ

た
西
堀
榮
三
郎
氏
で
す
が
、
そ
の
活
動
は
登
山
界

・
探
検
界
は
も
ち
ろ
ん
品
質

管
理
か
ら
原
子
力
関
連
に
い
た
る
ま
で
、
ま
こ
と
に
壮
大
な
ひ
ろ
が
り
の
、
か

つ
先
端
を
き
り
ひ
ら
い
て
き
た
巨
人
で
し
た
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
品
質
管
理
と
探
検
と
い
っ
た
全
く
か
け
は
な
れ
た
か
に

み
え
る
分
野
も
、
西
堀
氏

の
頭
や
人
格
の
な
か
で
は

何
の
矛
盾
も
な
く
統

一
さ

れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
基

本
的
に
は
同
じ
根
っ
こ
か

ら
派
生
し
、
開
花
し
た
結

果
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
ひ
ら
た
く
言

え
ば

『石
橋
を
た
た
け
ば

渡
れ
な
い
』
と
か

『出
る

杭
を
の
ば
す
』
と
い
っ
た

西
堀
流
の
名
言
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
真
の
意
味
で
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の
探
検
的
精
神
で
す
。
植
村
直
己
な
ど
の
冒
険
家
を
心
か
ら
愛
し
、
支
援
し
た

の
も
当
然
で
し
た
。

品
質
管
理
の
世
界
で
、
西
堀
流
三
現
主
義
と
い
わ
れ
た
モ
ッ
ト
ー
が
あ
り
ま

す
。①

ま
ず
現
場
へ
行
く
、
②
現
物
を
前
に
し
て
考
え
る
、
③
現
実
的
な
解
決
―

こ
れ
ら
は
実
は
探
検
を
実
行
す
る
と
き
の
基
本
的
心
得
で
も
あ
り
ま
し
よ
う
。

た
と
え
ば
③
に
し
て
も
、
理
想
的
で
な
く
て
も
今
す
ぐ
に
手
を
う
て
る
方
法
を

選
ば
な
け
れ
ば
前
へ
進
め
な
い
の
で
す
。

こ
う
し
て
少
年
時
代
か
ら
死
ぬ
ま
で

『創
意
工
夫
の
人
生
』
を
歩
ん
だ
西
堀

氏
の
世
界
を
、
す
で
に
西
堀
氏
の
著
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
除
い
て
収

録
し
ま
し
た
。
探
検
的
精
神
に
乏
し
い
日
本
社
会
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
大
き

い
と
確
信
し
ま
す
。」

第

一
巻

「人
生
は
探
検
な
り
」
（西
堀
榮
三
郎
自
伝
）
は
、
編
集
者
が
自
伝

の
流
れ
を
つ
く
る
た
め
に
、
各
種
の
資
料
を
整
理
し
て
、
「山
そ
し
て
友
と
の

出
会
い
」
「自
然
探
究
へ
の
旅
立
ち
」
「山
城
三
〇
山
跛
渉
と
技
術
へ
の
興
味
」

「自
由
主
義
の
も
と
で
」
「大
学
生
活
と
登
山
」
「研
究
と
山
と
」
「研
究
に
没
頭
」

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
め
ざ
し
て
」
「技
術
に
生
き
る
」
「技
術
の
現
場
に
て
」
「品
質

管
理
普
及
活
動
」
「
マ
ナ
ス
ル
登
山
許
可
の
取
り
つ
け
」
「実
現
し
た
南
極
越
冬

の
夢
」
「越
冬
隊
前
史
」
「氷
の
中
の
一
年
」
「新
し
い
原
子
炉
へ
の
情
熱
」
「安

全
な
原
子
炉
を
め
ざ
し
て
」
「原
子
力
船

『む
つ
』
の
建
造
」
「憧
れ
の
ヒ
マ
ラ

ヤ
ヘ
」
「
ヤ
ル
ン
ｏ
カ
ン
遠
征
隊
長
」
「
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山
隊
総
隊
長
」
「技

術
と
大
自
然
」
「私
を
か
り
た
て
て
き
た
も
の
」
「
『技
士
道
』

へ
の
道
」
「水
平

線
の
か
な
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
西
堀
さ
ん
の
人
生
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る

こ
と
を
証
明
す
る
よ
う
な
見
出
し
で
、
ま
と
め
て
い
る
。

こ
の
中
で
、
西
堀
さ
ん
が
商
家
に
生
ま
れ
、
科
学
者
へ
の
道
を
歩
ん
だ
も
と

と
な
っ
た
親
の
話
が
書
か
れ
て
い
る

（第

一
巻
七
頁
）
。

「私
は
思
う
の
だ
が
、
子
ど
も
は
み
な
ロ
マ
ン
を
追
い
求
め
る
心
を
も
っ
て

い
る
。
が
、
普
通
の
親
は
、
そ
う
い
う
火
を
片
っ
ぱ
し
か
ら
消
し
て
歩
い
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
の
父
は
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
む
し
ろ
積
極
的
に
、
私
の
や
る
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
、
後
押
し
し

て
く
れ
た
。
お
か
げ
で
私
は
、
今
に
な
っ
て
も

『
ロ
マ
ン
を
追
う
心
』
だ
け
は
、

普
通
の
少
年
以
上
に
も
っ
て
い
る
と
自
負
し
て
い
る
。

子
ど
も
は
本
来
、
放
っ
て
お
い
て
も

一
人
で
歩
く
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

私
は
、
生
キ
ズ
の
絶
え
る
こ
と
の
な
い
ほ
ど
、
よ
く
怪
我
ば
か
り
し
て
い
た
が
、

そ
の
お
か
げ
で
体
に
早
い
回
復
力
と
抵
抗
力
が
で
き
、
今
日
の
健
康
を
保
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
私
は
、　
一
般
の
親
が
、
子
ど
も
の
ロ
マ
ン
を
追
う
心
の
火
を

消
し
て
歩
く
こ
と
に
、
大
き
な
不
満
を
覚
え
る
。
親
の
役
割
は
、
子
ど
も
に
と
っ

て
後
押
し
を
し
て
や
る
ぐ
ら
い
で
ち
ょ
う
ど
よ
い
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
が
無
意

識
に
や
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
『意
識
を
呼
び
起
こ
す
』
手
段
を
教
え
て

や
る
だ
け
で
よ
い
と
思
う
。」

西
堀
さ
ん
が
、
南
極
探
検
を
意
識
し
た
の
は
、
十

一
歳
の
と
き
、
自
瀬
中
尉

の

「南
極
探
検
報
告
会
」
に
行
き
、
南
極
の
映
画

（活
動
写
真
）
や
自
瀬
中
尉

の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
発
端
で
あ
り
、
少
年
の
夢
が
実
現
で
き
た
の
は
運
に
恵

ま
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
。

ま
た

「私
を
か
り
た
て
て
き
た
も
の
」
の
中
で
、
「自
分
の
歩
ん
で
き
た
道

を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
の
探
究
心
を
か
り
た
て
て
き
た
原
動
力
は

一
体
な

ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
今
さ
ら
な
が
ら
思
う
。
世
の
た
め
か
、
人
の
た
め

図 書 紹 介
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か
、
そ
れ
と
も
約
束
や
義
務
、
忠
誠
心
と
い
っ
た
よ
う
な
社
会
的
な
要
素
が
働

い
た
た
め
か
。
そ
れ
ら
も
た
し
か
に
原
動
力
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
単
な
る
使
命
感
だ
け
で
な
く
、
そ
の
根
底
に
は
生
活
が
あ
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
の
行
く
末
、
隣
人
た
ち
と
の
付
き
合
い
を
含
め
た
、
自
分
の
生
活

を
営
む
と
い
う
よ
う
な
動
機
、
自
分
の
探
究
心
を
満
足
さ
せ
た
い
気
持
、
社
会

的
な
要
請
な
ど
、
数
々
の
動
機
が
混
合
さ
れ
て
、
私
の
探
究
は
長
続
き
し
て
き

た
の
だ
と
思
う
。

南
極
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
そ
し
て
未
知
の
原
子
力
の
世
界
へ
と
、
私
は
自
分
の
探

究
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
熱
中
し
て
き
た
が
、
そ
れ
が
で
き
得
た
背
景
を
考

え
る
と
、
社
会
か
ら
受
け
た
恩
恵
、
特
に
組
織
や
機
関
か
ら
受
け
た
有
形
無
形

の
恩
恵
が
非
常
に
大
き
い
。
そ
れ
ら
の
恩
に
対
し
て
、
今
、
私
は
恩
返
し
を
し

な
く
て
は
と
思
う
。
そ
れ
は
生
涯
を
か
け
て
の
プ
ロ
ジ
ェ
ト
ク
で
あ
る
。」
と

書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
堀
さ
ん
の
人
生
観
が
で
て
い
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。

第
二
巻
、
「未
知
な
る
山

ｏ
未
知
な
る
極
地
」
に
は
、
京
都
北
山
か
ら
、
ヒ

マ
ラ
ヤ
、
南
極
越
冬

へ
、
探
検
的
人
生
の
す
べ
て
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
「雪

山
讃
歌
」
を
作
詩
し
た
こ
ろ
な
ど
の
話
、
編
集
委
員
に
よ
る

「西
堀
榮
三
郎
登

山
概
史
」
、
「
ス
キ
ー
論
」
な
ど
や

「友
を
語
る
」
で
は
、
植
村
直
己
、
加
藤
保

男
、
村
井
米
子
な
ど
の
追
悼
文
な
ど
が
あ
る
。
「解
説
」
と
し
て

「西
堀
榮
三

郎
に
お
け
る
登
山
と
探
検
」
が
本
多
勝

一
と
大
内
尚
樹
の
両
氏
に
よ
っ
て
書
か

れ
て
い
る
。

第
三
巻

「技
術
の
創
造
力
と
品
質
管
理
」
に
は
、
西
堀
さ
ん
の
技
術
者
と
し

て
の
、
発
想
、
行
動
、
品
質
管
理
の
草
分
け
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
文
章
が
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
も
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
「異

質
の
協
力
」
に
つ
い
て
は
遠
征
な
ど
の
参
考
と
な
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

別
巻
、
「人
生
に
ロ
マ
ン
を
求
め
て
」
は
、
西
堀
さ
ん
と
接
触
の
あ
っ
た
各

方
面
の
方
々
に
よ
る
追
悼
文
を
主
体
と
し
て
、
西
堀
さ
ん
の
姿
が
浮
彫
り
に
な
　
１６

る
文
章
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（高
速
　
宏
）

松
永
敏
郎
著

『空
に
た
だ
よ
う
峰
』

ア
ポ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
　
一
九
九

一
年
刊

Ｂ
５
版
五

一
九
ペ
ー
ジ
、
四
〇
〇
〇
円

本
の
題
名
は
優
に
や
さ

し
い
。
何
か
幻
想
的
な
物

語
り
を
想
像
さ
れ
る
方
も

あ
ろ
う
が
、
著
者
の
意
図

す
る
と

こ
ろ
は
逆

で
あ

る
。
自
然
の
厳
し
さ
、
恐

ろ
し
さ
、
そ
れ
で
も
な
お

逃
れ
ら
れ
な
い
魅
力
を
、

そ
し
て
卑
小
な
人
間
が
ど
う
し
て
も
自
然
で
あ
る
山
に
は
勝
て
な
い
の
だ
と
い

う
果
敢
な
さ
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
の
推
測
は
こ

の
本
の
後
半
に
あ
る
ヘ
イ
ズ
南
峰
南
稜
の
登
攀
記
録
を
読
め
ば
納
得
し
て
頂
け

る
だ
ろ
う
。
以
下
私
ご
と
を
含
め
て
少
し
戦
後
の
日
本
山
岳
会
の
こ
と
に
ふ
れ
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た
い
。　
一
九
五
〇
年
頃
か
ら

一
九
七
〇
年
頃
ま
で
、
山
岳
会
は
若
い
登
山
者
の

育
成
に
力
を
尽
く
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。
学
生
登
山
界
を
中
心
と
し
て
海
外
登

山
の
推
進
と
国
内
の
登
山
者
層
の
充
実
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
ん
な
雰

囲
気
の
中
で
育
っ
た

一
人
で
あ
る
が
、
松
永
さ
ん
は
そ
の
時
代
後
半
か
ら
の
友

人
で
あ
る
。　
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
私
は
身
す
ぎ
世
す
ぎ
の
勤
め
人
に
な
り

下
っ
て
、
時
々
講
習
会
の
お
手
伝
い
に
お
茶
を
濁
す
程
度
で
あ
っ
た
が
、
何
時

も
真
面
目
な
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
ヘ
ッ
ポ
コ
連
中
に
綱
の
さ
ば
き
方
や
確
保
の
仕

方
な
ん
か
を
教
え
て
お
ら
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

そ
の
後
私
は
東
京
を
離
れ
て
い
わ
ゆ
る
登
山
界
と
は
縁
が
薄
く
な
っ
て
い
っ

た
が
、
山
登
り
の
仕
方
も
随
分
変
わ
っ
た
。
チ
ー
ム
、
集
団
の
力
に
頼
る
登
山

よ
り
も
個
人
の
力
を
表
に
出
す
登
山
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
も
極
地
法
的
、
包
囲
的
な
登

り
方
か
ら
少
数
精
鋭
の
ア
ル
パ
イ
ン
ス
タ
イ
ル
の
時
代
に
な
り
、
日
本
山
岳
会

の
権
威
も
薄
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
中
で

一
人
黙
々
と
自
分
な
り
の
登
山
に
精

進
さ
れ
た
成
果
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
の
本
を
見
る
時
、
音
の
仲
間
と
し
て
は

無
条
件
で
拍
手
喝
朱
を
送
り
た
い
思
い
で
あ
る
。
巻
末
の
初
出

一
覧
を
見
て
も

分
る
通
り
記
述
の
大
半
は

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら

一
九
八
〇
年
代
ま
で
で
、

人
間
と
し
て
円
熟
し
た
時
期
に
登
山
の
変
遷
を
見
つ
め
な
が
ら
積
み
重
ね
た
体

験
と
関
わ
っ
た
事
件
を
踏
ま
え
た
論
説
、
研
究
的
な
試
論
、
紀
行
、
短
歌
か
ら

な
っ
て
い
る
。
順
を
追
っ
て
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。

「季
節
へ
の
い
ざ
な
い
」
…
夏
秋
冬
に
分
け
た
文
章
に
初
心
者
が
山
へ
入
っ

た
時
の
心
構
え
、
準
備
や
行
動
、
リ
ー
ダ
ー
と
の
関
係
な
ど
が
巧
み
に
説
明
さ

れ
て
い
る
。

「新
し
い
展
開
の
た
め
に
」
…
戦
後
の
装
備
の
歴
史
、
露
営
、
確
保
論
、
危

急
時
対
策
に
つ
い
て
豊
富
な
経
験
と
調
査
研
究
、
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
二
つ
の
事
件
の
教
訓
」
…
あ
ま
り
例
の
な
い
富
士
山
頂
で
の
肺
水
腫
に
よ

る
死
亡
事
故
、
雪
崩
に
よ
る
遭
難
及
び
事
後
処
理
な
ど
、
著
者
の
後
輩
の
人
た

ち
の
関
わ
っ
た
痛
ま
し
い
事
件
に
つ
い
て
の
検
討
論
説
で
、
前
章
と
こ
の
部
分

が
本
書
の
中
で
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
論
説
の
中
で
若

干
気
に
な
る
個
所
が
あ
っ
た
。
決
し
て
本
来
の
価
値
を
損
な
う
程
の
も
の
で
は

な
い
が
友
達
甲
斐
に
の
べ
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
六
五
ペ
ー
ジ
、
通
気
性
防
水
布

に
風
を
伴
っ
た
雨
が
吹
き
つ
け
て
、
水
が
浸
み
こ
み
易
い
現
象
を
の
べ
て
い
る

が
、
こ
こ
に
使
わ
れ
た
浸
透
圧
と
い
う
言
葉
は
既
に
化
学
用
語
と
し
て
定
義
が

確
立
し
て
い
る

（半
透
膜
を
介
し
て
溶
液
と
溶
媒
が
接
し
た
場
合
、
溶
媒
粒
子

の
溶
液

へ
の
移
動
を
規
定
す
る
用
語
）
。
従
っ
て
意
図
は
分
か
る
が
こ
の
場
合

は
不
適
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
二
〇
四
ペ
ー
ジ
、
肺
水
腫
の
原
因
に
対

す
る
考
察
と
し
て
、
悪
天
候
に
際
し
て
起
こ
っ
た
急
激
な
相
対
湿
度
の
増
大
に

着
目
し
て
、
「富
士
山
に
お
い
て
も
寒
冷
の
空
気
中
に
多
量
の
水
分
を
貯
留
す

る
こ
と
は
当
然
大
気
中
の
酸
素
分
圧
の
低
下
を
生
じ
肺
胞
内
に
取
り
入
れ
ら
れ

る
酸
素
量
に
著
し
い
減
少
を
招
く
危
険
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
大
き
な
誤
り

に
な
る
で
あ
ろ
う
か
」
、
又
こ
の
相
対
湿
度
の
上
昇
を
水
分
の
増
大
に
結
び
つ

け
る
こ
と
に
つ
い
は
二

一
〇
ペ
ー
ジ
に
低
温
度
下
で
の
六
〇
数
ヤノヾ角
の
数
値
は

「専
門
家
に
聴
い
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
特
に
高
い
数
値
と
は
言
え
な
い
と
教
え

ら
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
お
り
特
に
相
対
湿
度
の
上
昇
の
み
に
固
執
し
て
い
る
訳

で
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
議
論
と
し
て
は
も
う
少
し
明
解
に
し
て
も
ら
い
た
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
相
対
湿
度
は
目
＝
テ
辮
ｎ
円
＼
鵬
畔
師
河
Э
番
苦
沐
渕
刈
円
×

８
ｏ
（ゝ

）
で
示
さ
れ
る
が
低
温
の
飽
和
水
蒸
気
圧
は
著
し
く
低
下
す
る
の
が
常

識
で
あ
る
。
た
と
え
ば
表
１
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
氷
点
下
三
〇
度
前

後
の
飽
和
水
蒸
気
圧
は

一
ｍｍ
聰
程
度
で
あ
り
、
関
係
湿
度
が
上
昇
し
て
も
水
蒸
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温度 ℃ -14 -10 -5 10 15 20 30

飽和蒸気圧 mmHg 1,361 1,950 3,013 4,579 6,542 9,208 12,788 17,536 31,827

気
量
が
著
し
く
増
大
す
る
と
は
云
え
な
い
の
で
は
な
い

か
。　
一
九
九
二
年
理
科
年
表

・
気
８４

（２７４
）
富
士
山
頂
気

候
表
か
ら

一
～
三
月
の
蒸
気
圧
と
相
対
湿
度
を
引
用
す
る

と
表
２
の
通
り
で
、
こ
の
状
況
が
分
か
る
筈
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
高
温
多
湿
は
あ
る
が
低
温
多
湿
は
考
え
に
く
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
山
頂
の
内
院
に
お
い
て
強

風
と
濃
霧
が
存
在
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
霧
を

ど
ん
な
風
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
、
こ
こ
に
も
問
題
が
あ

り
そ
う
で
あ
る
。
温
度
か
ら
見
て
水
滴
と
は
考
え
に
く
い

か
ら
水
蒸
気
が
直
接
昇
華
し
た
氷
の
微
粒
子
な
の
だ
ろ
う

が
、
空
気
と
氷
の
微
粒
子
が
混
在
し
て
若
干
相
対
湿
度
が

上
が
っ
た
と
し
て
も
氷
の
微
粒
子
と
酸
素
窒
素
の
分
子
と

の
相
関
関
係
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
酸
素
分
圧
の
低
下
に
結

び
つ
け
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
氷
の
微
粒
子
の
混

表 2

在
し
た
空
気
が
肺
に
ど
の
よ
う
な
刺

激
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
天
幕

の
中
ま
で
こ
の
よ
う
な
外
部
の
状
況

が
影
響
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
気
に

な
る
点
が
色
々
あ
る
。
極
め
て
興
味

が
あ
り
重
要
な
現
象
に
関
す
る
問
題

提
起
と
考
え
ら
れ
る
の
で
も
う
少
し

正
確
慎
重
に
議
論
を
進
め
て
頂
き
た

い
と
願
う
の
で
あ
る
。

後
半
は
「風
と
霧
の
匂
い
を
愛
す
」

…
著
者
の
心
に
刻
ま
れ
た
登
攀
と
山
行
を
誰
に
遠
慮
気
が
ね
も
な
く
思
い
の
ま

ま
に
記
さ
れ
た
十
二
編
は
ま
さ
に
こ
の
本
の
白
眉
と
も
云
え
る
。

最
後
の
章
…
「蒼
天
飛
雲
」
（短
歌
）
に
つ
い
て
は
国
学
院
の
御
出
身
で
あ
る

か
ら
繹
通
空
、
折
口
信
夫
大
先
生
の
流
れ
に
連
ら
な
る
方
か
と
も
想
像
す
る
が

私
に
は
歯
が
立
た
な
い
。
た
だ
冒
頭
の
歌

「見
は
る
か
す
針
の
木
岳
の
真
穂
高
み

富
士
空
に
あ
り
浮
く
が
如
く
に
」

こ
こ
に
も

「空
に
た
だ
よ
う
峰
」
が
出
て
く
る
の
が
印
象
に
残
っ
た
。
ヘ
イ
ズ

南
峰
と
は
別
の
意
味
で
は
あ
る
が
著
者
の
山
に
対
す
る
憧
憬
の
思
い
が
窺
え
る

の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
幅
広
い
視
野
を
持
つ
こ
の
本
は
す
ぐ
に
役
に
立
つ
と

い
う
ハ
ウ

・
ツ
ー
物
で
は
な
い
が
、
山
登
り
に
つ
い
て
も
う

一
度
考
え
を
新
た

に
す
る
と
い
う
意
味
で
貴
重
な
本
で
あ
る
。
最
近
急
増
し
た
と
聞
く
中
高
年
の

登
山
愛
好
家
の
方
々
に
是
非
読
ん
で
頂
き
た
い
本
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
。

（村
木
潤
次
郎
）

ア
ー
ネ
ス
ト

・
サ
ト
ウ
著
　
庄
田
元
男
訳

『日
本
旅
行
日
記
』

平
凡
社

（東
洋
文
庫
）
全
二
巻

一
九
九
二
年

一
月
、

六
月
刊

新
書
判
　
〓
三

六
ベ
ー
ジ

（二
七
八

一
円
）
、
三
三

四
ペ
ー
ジ

（二
八
八
四
円
）

十
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
十
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
日
本
に
お
け
る
外
国
人
の

表 1 気温と飽和蒸気圧との関係

改訂 3版化学便覧基礎編Ⅱ 表 8-13,表 8-14よ り抜粋

月

蒸気圧 mb 0,9 1.0 1.3

相対湿度% 51 55 59
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活
動
に
対
す
る
関
心
が
こ
の
十
年
間
に
大
き
な
高
ま
り
を
見
せ
た
。
多
く
の
翻

訳
が
発
表
さ
れ
た
。
古
書
目
録
で
も
対
外
交
渉
史
が

一
分
野
と
し
て
扱
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
比
較
文
明
論
の
立
場
か
ら
日
本
を
知
ろ
う
と

し
て
い
る
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
ネ
ス
ト

・
サ
ト
ウ
の
業
績
や
著
作
に
つ
い

て
の
研
究
が
最
近
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
の

一
つ

で
あ
る
。
サ
ト
ウ
の
日
記
を
資
料
と
し
て
萩
原
延
寿
氏
が

『遠
い
崖

・
サ
ト
ウ

日
記
抄
』
を
書
き
、
長
岡
祥
三
氏
が

『
ア
ー
ネ
ス
ト

・
サ
ト
ウ
公
使
日
記
』
を

訳
し
、
庄
田
元
男
氏
が

『日
本
旅
行
日
記
』
を
訳
し
た
が
こ
れ
は
サ
ト
ウ
の
日

記
が
新
資
料
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

萩
原
氏
は
サ
ト
ウ
の
日
記
を
全
般
的
に
扱
い
、
長
岡
氏
は
外
交
官
と
し
て
の

公
式
な
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
扱
い
、
庄
田
氏
は
登
山
、
旅
行
の

領
域
で
扱
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
が
、
テ
ー
マ
は
や
は
り
日
本
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
何
も
日
本

だ
け
が
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
英
国
で
も

一
九
九

一
年
に
日
本
協
会
創

立
百
年
を
記
念
し
て
”
■
”Ｆ

”ａ

Ｆ
ｕ
”口
Ｈ∞
３
‐８
８

↓
Ｆ
のヨ
①∽
””
０
「
①『∽ｏ
‐

コ
”澤
いの∽
と
い
う
研
究
論
文
集
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
紹
介
書
に
戻
ろ
う
。
サ
ト
ウ
は
中
国

ｏ
日
本
に
向
か
う
べ
く
英
国
を

出
発
し
た

一
八
六

一
年
の
十
八
歳
の
時
か
ら
八
十
六
歳
で
死
亡
す
る
二
年
ほ
ど

前
ま
で
日
記
を
書
き
つ
づ
け
、
厖
大
な
日
記
を
残
し
、
そ
れ
が
英
国
国
立
公
文

書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
コ
ピ
ー
が
横
浜
開
港
資
料
館
に
あ
り
、
訳
者

は
そ
れ
を
利
用
し
て
、
こ
の

『日
本
旅
行
日
記
』
を
編
集
翻
訳
し
た
の
で
あ
る

が
、
筆
者
自
身
も
他
の
人
の
日
記
や
手
紙
の
コ
ピ
ー
を
見
る
機
会
が
あ
る
が
、

日
記
そ
の
も
の
が
判
読
が
困
難
な
の
に
、
そ
の
コ
ピ
ー
と
な
る
と
更
に
読
み
に

く
く
な
る
。
訳
者
の
苦
労
が
察
し
ら
れ
る
。

訳
者
は
厖
大
な
日
記
の
中
か
ら
、
旅
行
と
登
山
に
関
す
る
部
分
を
え
ら
ん
で

訳
出
し
、
十
九
章
に
分
け
て
発
表
し
た
の
が
、
『日
本
旅
行
日
記
』
二
巻
で
あ
る
。

第

一
巻
が
主
と
し
て
登
山
を
扱
い
、
第
二
巻
が
旅
行
を
扱
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

が
、
明
確
に
は
分
け
ら
れ
な
い
。
登
山
史
の
上
か
ら
は
第

一
巻
の
針
ノ
木
峠

（
一

八
七
八
年
）
、
八
ヶ
岳
連
峰
の
赤
岳
試
登

（
一
八
八
〇
年
と

一
八
八

一
年
）
、
農

鳥

・
間
ノ
岳
登
頂

（
一
八
八

一
年
）
な
ど
が
重
要
で
あ
る
。
サ
ト
ウ
の
登
山
活

動
に
つ
い
て
は
訳
者
が
す
で
に
『異
人
た
ち
の
日
本
ア
ル
プ
ス
』
（
一
九
九
〇
年
）

の
中
で
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事

で
あ
る
。
山
崎
安
治
氏
の

『日
本
登
山
史
』
（
一
九
八
六
年
）
で
も
安
川
茂
雄

氏
の

『近
代
日
本
登
山
史
』
（
一
九
七
六
年
）
で
も
、
針
ノ
木
峠
越
え
を
記
録

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
訳
者
が
サ
ト
ウ
の
登
山
事
蹟
を
初
め
て
日

本
に
紹
介
し
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
山
旅
の
面
か
ら
見
て
も
、
驚
く
べ
き
ほ
ど
日
本
の
山
地
を
歩
き
廻
っ

て
い
る
。
第

一
巻
で
は
、
道
志
、
大
菩
薩
峠
、
御
獄
、
志
賀
坂
峠
、
戸
隠
、
飯

縄
山
、
金
峰
山
な
ど
、
第
二
巻
で
は
、
古
峰
原
、
石
裂
山
、
戦
場
ヶ
原
、
浅
間

山
、
日
光
白
根
山
、
庚
申
山
、
女
峰
山
、
富
士
山
、
丹
沢
、
雁
坂
峠
、
赤
城
山

な
ど
が
扱
わ
れ
て
い
る
。　
一
人
七
〇
年
代
か
ら

一
八
八
〇
年
代
に
か
け
て
こ
れ

ほ
ど
日
本
の
山
を
歩
い
た
外
国
人
は
他
に
は
い
な
い
。
ガ
ウ
ラ
ン
ド
や
ミ
ル
ン

や
ラ
イ
ン
な
ど
の
名
が
知
ら
れ
て
い
た
の
に
、
サ
ト
ウ
の
名
が
登
山
史
に
ほ
と

ん
ど
出
て
こ
な
か
っ
た
の
が
ふ
し
ぎ
な
く
ら
い
だ
。
た
ぶ
ん
、
こ
れ
は
サ
ト
ウ

が
ホ
ー
ズ
と
と
も
に
ま
と
め
た

『中
央
部

ｏ
北
部
日
本
旅
行
案
内
』
の
中
で
、

協
力
し
て
も
ら
っ
た
人
び
と
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
、
自
分
の
名
を
情
報
提
供

者
と
し
て
挙
げ
る
わ
け
に
い
か
な
っ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。
今
か
ら
考
え
る
と
当

然
な
こ
と
だ
が
、
『中
央
部

・
北
部
日
本
旅
行
案
内
』
の
記
述
の
大
部
分
は
サ
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ト
ウ
自
身
が
足
で
確
か
め
た
情
報
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

登
山
史
を
は
な
れ
て
も
、
サ
ト
ウ
の
記
述
は
詳
細
で
あ
り
、
広
範
囲
で
あ
る
。

好
奇
心
が
旺
盛
で
、
何
で
も
見
て
や
ろ
う
と
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
鋭
い
観
察
眼
を

向
け
て
い
る
。
サ
ト
ウ
の
目
を
通
し
て
読
者
は
百
年
以
上
前
の
日
本
を
思
い
や

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
で
も
、
こ
の
訳
書
の
発
行
は
あ
り
が
た
い
。

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
訳
者
の
苦
労
は
た
い
へ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

特
に
、
神
道
や
仏
教
関
係
の
言
葉
の
翻
訳
は
、
多
く
の
参
照
文
献
の
調
査
が
必

要
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
地
理
的
記
述
を
現
在
の
地
図
と
照
合
し
な
が
ら
訳
さ

ね
ば
な
ら
な
い
苦
心
な
ど
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
そ
し
て
、
厖
大
な
訳
注
は
訳

者
の
研
究
熱
心
さ
を
示
し
て
い
る
。
更
に
、
関
係
の
図
版
を
古
い
文
献
か
ら
え

ら
ん
で
挿
入
し
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
見
る
方
は
楽
し
い
が
、
え
ら
ん
だ
訳

者
の
苦
労
は
た
い
へ
ん
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
訳
者
の
苦
労
を
知
り
な
が
ら
、
読
ん
で
気
に
な
る
の
は
、
文
意
が

わ
か
り
に
く
い
個
所
が
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
訳
者
も
編
集
担

当
者
も
う
っ
か
り
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
語
と
し
て
意
味
が
通
じ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
な
い
と
文
章
と
い
う
も
の
は
読
み
に
く
い
も
の
だ
。
折
角
の
訳

者
の
苦
労
が
こ
れ
ら
の
不
明
瞭
な
個
所
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
読
者
に
伝
わ
ら
な

い
。
よ
く
注
意
す
れ
ば
防
げ
た
で
あ
ろ
う
内
容
だ
け
に
残
念
で
あ
る
。

そ
う
い
う
点
は
あ
り
な
が
ら
も
、
登
山
史
研
究
者
ば
か
り
で
な
く
、
明
治
初

期
の
日
本
の
姿
を
知
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
た
い
へ
ん
有
用
な
文
献
で
あ

る

（水
野
　
勉
）

Ｊ

ｏ
Ｃ
・
ア
シ
ョ
フ
編
、
ド
イ
ツ
語
だ
け
の
文
献
目
録
―

‐

『チ
ベ
ッ
ト
ｏネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
文
化
圏
』

文
献
目
録
の
類
は
、
し
か
る
べ
き
図
書
館
、
研
究
機
関
な
ど
が
編
集
し
、
作

成
、
公
刊
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
ろ
う
。
労
力
、
時
間
、
情
報
網
、
そ
し
て
最

後
は
刊
行
の
費
用

（採
算
性
）
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
ま

に
は
有
徳
の
士
が
編
纂
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
目
録
は
そ
の
最

た
る
も
の
と
い
え
よ
う
か
。

編
者
の
ユ
ル
ゲ
ン
・
ア
シ
ョ
フ
博
士
は
現
在
、
ド
イ
ツ
の
ウ
ル
ム
大
学
の
副

学
長
で
、
専
門
は
神
経
学
と
精
神
病
学
の
医
学
者
。
ベ
ル
リ
ン
に

一
九
三
八
年

に
生
ま
れ
た
。
私
信
に
よ
れ
ば
、　
一
九
七
四
年
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
ヒ
マ
ラ
ヤ

地
域
に
出
か
け
て
い
る
け
れ
ど
、
い
わ
ゆ
る
登
山
家
で
は
な
く
、
旅
好
き
の
、

ト
レ
ッ
カ
ー
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
写
真
も
よ
く
し
、
す
で
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
に

関
す
る
本

（〓
目
の『
〓
一ａ
の『
〓
日
”一”薔
Ｆ

８
∞
い）
と
、
西
チ
ベ
ッ
ト
の
グ
ゲ

王
国
の
古
都
ツ
ァ
パ
ラ
ン
に
つ
い
て
の
二
書
（巧
∽”冨
『営
”

一
↓
】げ
の一
雪
ｏ∽
‐

∽①∽
（り
のす
のＦが
コ
一∽。．・　
ＨＯ∞
Ｎ
レ」
。ｔ弓
∽”Ｕ
”『””
”
　̈】（〇‥コ
一””
∽∽け”０
け
一●
どく０
∽け‐け【．σ
①”こ
・

８
∞０）
を
公
刊
し
て
い
る
。

そ
し
て
今
回
は
病
が
嵩
じ
、
と
う
と
う
文
献
目
録
の
作
成
に
ま
で
至
っ
た
と

い
う
。
そ
れ
で
も
彼
は
飽
き
足
ら
ず
、
フ
ァ
プ
リ
出
版

（Ｆ
σ
コ。
く
Ｌ
品
）
と

い
う
出
版
社
を
作
り
、　
一
九
八
九
年
の
ギ
オ
ル
ギ
の

『チ
ベ
ッ
ト
入
門
』

（≧
ｕ
Ｆ
σ
の言
日
↓
一σ
のご
ロ
ロ
）
の
ド
イ
ツ
語
訳

（
一
七
六
八
年
）
の
復
刻
を
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手
は
じ
め
に
、
チ
ベ
ッ
ト
関
係
の
本
を
出
し
は
じ
め
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
チ
ベ
ッ

ト
ヘ
の
そ
の
傾
倒
振
り
は
、
尋
常
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
な
る

と
、
本
職
の
方
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
、
他
人
事
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
気

に
も
な
っ
て
く
る
。

さ
て
、
本
目
録
は
総
ペ
ー
ジ
四
七
七
頁
の
堂
々
た
る
大
冊
で
あ
る
。
古
く
は

一
六
二
七
年
の
ア
ン
ト
ニ
オ

ｏ
ア
ン
ド
ラ
ー
デ
の
、
グ
ゲ
王
国
で
の
伝
道
報
告

か
ら
、　
一
九
九
〇
年
ま
で
の
最
新
の
、
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
単
行
本
、
雑
誌

論
文
、
報
告
書
な
ど
、
総
計
二

三
二
一
点
が
収
録
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
著
作
者
の

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
す
べ
て
に
ド
イ
ツ
語
で
解
説

が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
英
語
や
仏
語
な
ど
か
ら
の
翻
訳
書
の
場
合
に
は
、
そ
の

解
説
文
の
冒
頭
に
原
著
名
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
巻
末
に
は
時
代
別

（
一

八
〇
〇
年
以
前
と

一
九
世
紀
）
、
地
域
別

（西
チ
ベ
ッ
ト
と
西
部
ヒ
マ
ラ
ヤ
、

ネ
パ
ー
ル
、
シ
ッ
キ
ム
と
ブ
ー
タ
ン
）
、
分
野
別

（地
理

・
地
質
、
動
植
物
、

旅
行
、
写
真
集
な
ど
）
の
索
引
が
つ
く
。
こ
れ
は

一
見
便
利
そ
う
だ
が
、
自
分

に
は
最
初
か
ら
順
に
目
を
通
す
こ
と
の
ほ
う
が
楽
し
か
っ
た
。

文
献
目
録
は
古
書
目
録
と
違
っ
て
、
書
影
も
な
く
、
た
だ
文
字
の
羅
列
だ
か

ら
、
退
屈
至
極
な
も
の
で
あ
る
。
長
年
の
探
究
書
が
見
つ
か
れ
ば
、
日
も
輝
く

の
だ
が
…
。
し
か
し
、
こ
こ
で
私
が
楽
し
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
自
分
の
目
録

（白
水
社
、　
一
九
八
四
年
）
で
不
十
分
だ
っ
た
ド
イ
ツ
語
関
係
の
も
の
が
、
こ

れ
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
す
ぐ
に
気
付
い
た
の
は
、
純
然
た
る
登
山
の
報
告
が
ほ
と
ん
ど
な
い

こ
と
で
あ
っ
た
。　
一
世
を
風
靡
し
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
大
登
山
家
パ
ウ
ル
・
バ
ウ

ア
ー
の
も
の
が
ひ
と
つ
も
入
っ
て
い
な
い
し
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ニ
ス
ト
の
大
家
Ｇ

・

０
・
デ
ィ
ー
レ
ン
フ
ル
ト
の
も
の
は

『バ
ル
ト
ロ
』
（”
鉾
ｏ『ｏ
一
口
●
日
口
”
‐

ご
薔
・ω
Ｃ
のＦ

８
ω
Ｏ）
だ
け
。
ま
た
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
の
領

袖
Ｋ
ｏ
Ｍ
ｏ
ヘ
ル
リ
ヒ
コ
ッ
フ
ァ
ー
は
ひ
と
つ
も
な
く
、
時
代
の
寵
児
だ
っ
た

Ｒ
・
メ
ス
ナ
ー
は
、
エ
ベ
レ
ス
ト
の
単
独
登
頂
記
な
ど
、
三
点
し
か
入
っ
て
い

な
い
。

他
方
、
私
に
は
関
心
の
う
す
い
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
関
す
る
宗
教
書
、
教
理

書
が
数
多
く
収
録
さ
れ
、
ま
た
、
シ
ュ
ラ
ー
ギ
ン
ト
ワ
イ
ト
三
兄
弟
の
著
作
は

『イ
ン
ド
及
び
高
地
ア
ジ
ア
の
旅
』
（Ｒ”
の一∽８

〓
Ｆ
２
８

目
０
目
ｏ３
２
８
Ｆ

卜
〓
Ｐ
」
∞
８
占
∞∞ｏ）
を
は
じ
め
と
し
て
、
三
〇
点
も
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
登
山
に
対
す
る
冷
遇
な
ど
に
不
満
を
並
べ
、
嘆
い
て
み
て
も
、

こ
れ
が
編
者
ア
シ
ョ
フ
博
士
の
姿
勢
、
方
針
で
あ
れ
ば
、
他
か
ら
と
や
か
く
い

う
筋
の
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
行
き
方
だ
と
思
う
。
第

一
、
自
分

自
身
が
そ
う
で
あ
る
か
ら
だ
。
私
は
ア
シ
ョ
フ
博
士
を
土
台
に
し
て
、
さ
ら
に

自
分
の
も
の
を
作
り
あ
げ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
の
目
を
見
る
の
は
、
九

四
年
の
春
に
な
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
専
門
外
の
道
楽
ご
と
と
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
を
単
独
で
編

集
し
、
公
刊
で
き
た
こ
と
に
拍
手
を
送
り
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
。
そ
し

て
、
学
術
調
査
、
研
究
者
に
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
奥
行
き
の
深
い
登
山
を
展

開
し
よ
う
と
考
え
る
も
の
に
は
、
必
携
の
手
引
書
、
基
本
的
な
目
録
と
な
る
。

「
口
『
”
の
”
Ｏ
ｏ　
＞
あ
の
コ
〇
「』
一
↓
一σ
のけ
・　
Ｚ
の
０
”
一
“
●
Ｑ
Ｑ
の
「
バ
Ｃ
〓
Ｃ
『
『
”
Ｃ
一３

０
①
∽
口
一ヨ
●
【”
く
”

（日
】け　
ｒ
”
Ｑ
”
澪
す

・　
∽
一澪
″
一口
　
“
●
Ｑ
　
ω
ゴ
Ｃ
け”
”
）
・　
∪
一の
Ｌ
Ｆ
Ｏ
”
・　
∽
■
一∽
∽
・　
〇
”
ヽ
Ｃ
ａ
”
‐

く
の
ュ
”
”
・
Ｐ
Ｏ
Ｏ
Ｎ
。
Ｎ
ω
ｏＯ
×
Ｐ
Ｏ
・ω
・
卜
『
ヽ
「
◆
（∽
「
『
・
Ｎ
Ｎ
Ｏ
＼
∪
〓

Ｎ
卜
ｕ
）

（薬
師
義
美
）
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会
報

『山
』
図
書
紹
介

一
覧
―
一九
九
一年
度
―

●
四
月
号

（
五
五

一
号
）

神
戸
山
岳
会
編

『神
戸
山
岳
会
会
報
』
創
立
五
十
周
年
記
念
号

（神
戸
山
岳
会
）

京
都
大
学
ヒ
マ
ラ
ヤ
研
究
会
編

『ヒ
マ
ラ
ヤ
学
誌
』
第

一
号

（京
都
大
学
ヒ
マ

ラ
ヤ
研
究
会
）

●
五
月
号

（五
五
二
号
）

林
正
敏
著

『鳥
学
を
支
え
た
岳
人
』
（信
濃
毎
日
新
聞
社
）

山
下
喜

一
郎
著

「北
ア
ル
プ
ス
の
こ
な
し
方
』
（森
林
書
房
）

佐
瀬
稔
著

『ヒ
マ
ラ
ヤ
を
駆
け
抜
け
た
男
　
山
田
昇
の
青
春
譜
』
（東
京
新
聞

出
版
局
）

小
倉
董
子
著

『山
歩
き
讃
歌
　
人
と
自
然
に
魅
せ
ら
れ
て
』
（共
同
通
信
社
）

坂
倉
登
喜
子

・
小
川
清
美
共
著

『関
東
周
辺
　
山
と
地
酒
の
旅
』
（新
潮
社
）

貝
塚
爽
平
著

『富
士
山
は
な
ぜ
そ
こ
に
あ
る
の
か
』
（丸
善
）

酒
井
昭
市
著

『飛
騨
の
山
々
　
ヤ
ブ
山
編
』
（ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
）

●
六
月
号

（
五
五
三
号
）

日
本
山
岳
会
東
九
州
支
部
編

『登
山
ガ
イ
ド

・
大
分
百
山
』
（日
本
山
岳
会
東

九
州
支
部
）

日
本
山
岳
会
三
水
会
創
立
十
五
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編

『三
水
会
十
五
年

の
歩
み
』
（日
本
山
岳
会
三
水
会
）

布
川
欣

一
著

『山
道
具
が
語
る
日
本
登
山
史
』
（山
と
渓
谷
社
）

福
田
由
利
子
編

『女
子
登
攀
ク
ラ
ブ
の
二
十
年
　
一
九
六
九
～

一
九
九
〇
』

（女
子
登
攀
ク
ラ
ブ
）

毎
日
新
聞
社
前
橋
支
局
編

『尾
瀬
　
そ
の
風
の
中
に
』
（あ
さ
を
社
）

京
都
山
岳
会
実
行
委
員
会
編

『京
都
山
岳

（創
立
七
十
周
年
記
念
号
）』

藤
本

一
美
著

『山
岳
ノ
ー
ト
』
（私
家
版
）

ス
コ
ッ
ト
著

『
ス
コ
ッ
ト
南
極
探
検
日
誌
』
（ド
ル
フ
イ
ン
プ
レ
ス
）

京
都
山
岳
会
新
青
峰
登
山
隊
編

『昆
奇
の
秘
峰
　
新
青
峰
』

●
八
月
号

（五
五
五
号
）

奥
田
博

・
伊
藤
繁
著

『東
北
ス
キ
ー

一
〇
〇
コ
ー
ス
』
（山
と
渓
谷
社
）

筑
木
力
著

『山
と
自
然
と
人
間
を
愛
し
て
』
（ほ
お
ず
き
書
籍
）

横
浜
山
岳
会
編

『創
立
六
十
周
年
記
念
誌
』
（横
浜
山
岳
会
）

西
川

一
三
著

『秘
境
西
域
八
年
の
潜
行
』
（中
央
公
論
社
）

佐
藤
芝
明
著
『山
と
神
と
民
俗
と
信
仰
　
丹
沢

・
桂
川

・
足
柄
』
（丸
の
内
出
版
）

田
中
三
郎
著

『六
十
歳
か
ら
の
日
本
三
百
名
山
』
（東
京
新
聞
出
版
局
）

●
九
月
号

（五
五
六
号
）

風
見
武
秀
著

『ヵ
メ
ラ
片
手
に
地
球
を
駆
け
る
』
（山
と
渓
谷
社
）

上
村
幹
雄
著

『片
雲
往
来
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ⅲ
［第
二
部
］
語
ら
い
の
山
々
』
（私
家
版
）

一
九
九
〇
年
南
極
大
陸
横
断
国
際
探
検
隊
日
本
事
務
局
刊

『南
極
大
陸
横
断
国

際
探
検
隊
』

●
十
月
号

（五
五
七
号
）

広
島
三
郎
著

『山
が
楽
し
く
な
る
地
形
と
地
学
』
（山
と
渓
谷
社
）

国
土
地
理
院
刊

『日
本
の
山
岳
標
高
―
上
○
〇
三
山
―
』

●
十

一
月
号

（五
五
八
号
）

Ｊ

・
シ
ン
プ
ソ
ン
著
『死
の
ク
レ
バ
ス
　
ア
ン
デ
ス
氷
壁
の
遭
難
』
（岩
波
書
店
）

富
山
県
自
然
保
護
協
会
、
日
本
山
岳
会
富
山
支
部

『ブ
ー
タ
ン
王
国
自
然
調
査

団
報
告
』
（非
売
品
）
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会報「山』図書紹介一覧

日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
刊

『中
国
登
山
の
手
引
』

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
―
』
（日
本
山
岳
会
東
海
支
部
）

山
里
寿
男
著

『す
ぐ
に
役
立
つ

「山
の
絵
の
描
き
方
」
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
油
絵
ま

で
』
（東
京
新
聞
出
版
局
）

牧
潤

一
著

『初
心
者
の
為
の

「淡
彩

・
山
の
描
き
方
」』
（日
貿
出
版
社
）

●
十
二
月
号

（五
五
九
号
）

く
Ｈ”
〇
】Ｚ
【＞

∽
∪
Ｈ∽
”
”
”
”
０
”
Ｏ
ω
”
↓

Ｆ
Ｏ
Ｏ
【
口
”
∪
く
士右
　
〓
〓
一〇
匡
口
””
』口
の
ヽ
■
口
”
”
●
Ｑ

７
〔Ｏ
Ｃ
口
け”
一”
（〕】“
σ
∽
の
『
一”
一∽
¨
”
（〕
Ｃ
一Ｏ
①
け〇
一口
”
∞
〓
∽
ｒ
一ｒ
”
”
∞
匡
”
”
の
、「
〓
】の
∽
．．

ジ
ャ
ン
＝
ル
イ

・
エ
チ
エ
ン
ヌ
著

『南
極
大
陸
横
断
―
国
際
チ
ー
ム
二

一
九
日

間
の
記
録
―
』
（早
川
書
房
）

『西
堀
榮
三
郎
選
集
』
全
三
巻

・
別
巻

（悠
々
社
）

小
野
有
五

ｏ
大
森
弘

一
郎

『神
々
の
み
た
氷
河
期
へ
の
旅
』
（丸
善
）

下
関
山
岳
会
編

『稜
線
』
六
十
年
史

（非
売
品
）

●
一
月
号

（五
六
〇
号
）

「東
海
支
部
報
」
Ｎｏ
ｌ
～
Ｎｏ
４５
覆
刻
合
本

（日
本
山
岳
会
東
海
支
部
）

＞
∽
０
∪
Ｚ
↓
喜
Ｆ
の
】二
〇
ｒ
口
け”
】●
①
の
『
一●
∞
”
Ｘ
Ｏ
の
「
一の
口
の
の
一コ
瓢
〇
ュ
Ｑ

”
●
０

一ヨ
“
”
の
の
Ｑ
〓
①
Ｑ

二
月
号

（五
六

一
号
）

日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
監
修

『ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
の
挑
戦
』
１
～
３

（ア
テ
ネ
書
房
）

と
よ
た

ｏ
時
著

『
い
ら
す
と
　
丹
沢

・
山
も
の
が
た
り
』
（山
と
渓
谷
社
）

山
本
朋
三
郎
著

『南
ア
ル
プ
ス
ー
山
の
歴
史
―
』
（非
売
品
）

「
∪
＞
バ
∽
＞
Ｚ
∪
「
＞
∽
∽
∪
∽
〇
『
↓
ロ
ロ
〇
＞
”
ロ
メ
「＞
Ｆ
目
日〓
＞
ｒ
＞
く
＞

●
二
月
号

（五
六
二
号
）

串
田
孫

一
・
田
中
清
光
編

『山
の
詩
集
』
（築
摩
書
房
）

藤
田
健
次
郎
著

『ひ
と
り
歩
き
の
金
剛
山
』
（山
と
渓
谷
社
）

静
岡
の
百
山
研
究
会
編

『静
岡
の
百
山
』
（明
文
出
版
社
）

Lr) L"'r', t\Lii ,..
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種

三

氏

（
一
八
九
七
～

一
九
九

こ

昨
年

（
一
九
九

一
年
）
十

一
月
に
早
川
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。
誠
に
残
念
と

も
何
と
も
云
う
べ
き
言
葉
を
知
ら
な
い
。
心
か
ら
哀
悼
の
意
を
表
す
る
と
共
に

多
年
の
御
厚
配
に
対
し
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

私
は
早
川
種
さ
ん
と
は

一
九
二
三

（大
正
十
二
）
年
三
月
五
色
温
泉
で
の
ス

キ
ー
合
宿
で

一
緒
に
な
っ
て
か
ら
親
し
く
し
て
頂
き
、
七
十
年
に
わ
た
る
山
に

よ
っ
て
結
ば
れ
た
永
い
交
友
で
あ
る
。
思
い
巡
ら
せ
ば
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と

数
々
の
想
い
出
が
走
馬
燈
の
よ
う
に
脳
裡
に
浮
ぶ
。

早
川
さ
ん
が
山
岳
部
に
入
っ
た
の
は
割
合
に
遅
く

一
九
二
〇

（大
正
九
）
年

の
こ
と
で
、
初
め
て
の
山
は
江
木
盛
雄
リ
ー
ダ
ー
で
登
っ
た
五
月
の
雲
取
山
で

あ
る
。
そ
し
て
一
度
山
の
味
を
覚
え
る
と
ま
る
で
憑
か
れ
た
よ
う
に
山
に
熱
中

し
て
い
っ
た
。
早
川
さ
ん
に
は
型
破
り
の
自
伝

『私
の
履
歴
書
　
青
春
八
十
年
』

（日
本
経
済
新
聞
社

一
九
八

一
年
四
月
発
行
）
が
あ
り
、
そ
の
中
に

「山
に
憑

か
れ
て
」
と
云
う

一
文
が
あ
る
。
そ
の
中
か
ら

一
部
書
き
抜
い
て
見
よ
う
。

「登
山
は
ス
ポ
ー
ツ
と
い
っ
て
も
負
け
る
こ
と
は
死
を
意
味
す
る
。
そ
れ
だ

け
に
真
剣
に
な
る
。真
剣
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
山
の
怖
さ
と
美
し
さ
が
わ
か
り
、

惹
き
込
ま
れ
て
い
く
。
私
は
学
業
に
は
さ
っ
ぱ
り
身
を
入
れ
な
か
っ
た
が
、
山

に
つ
い
て
は

「命
』
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
仲
間
と

一
緒
に
熱
心
に
研
究
し

た
」
「し
か
し
い
く
ら
知
識
が
あ
っ
て
も
、
危
険
を
避
け
る
に
は
細
心
の
注
意
　
１７

と
的
確
な
判
断
力
、
そ
し
て
勇
敢
な
決
断
が
必
要
だ
」
「私
は
体
だ
け
で
な
く
、

精
神
も
山
で
き
た
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
貴
重
な
こ
と
は
山
で
す
ば
ら
し
い
友
を

得
た
こ
と
で
あ
る
」
「国
内
の
山
で
は
信
州
だ
け
で
な
く
北
海
道
、
東
北
の
山

に
も
登
っ
た
。
だ
が
い
ち
ば
ん
よ
く
い
っ
た
の
は
や
は
り
北
ア
ル
プ
ス
、
そ
れ

も
穂
高
で
あ
る
。
私
は
い
ろ
ん
な
山
に
登
る
よ
り
季
節
を
変
え
て

一
つ
の
山
に

い
く
の
が
好
き
だ
。
春
、
夏
、
秋
、
冬
、
季
節
に
よ
っ
て
山
は
ま
る
で
表
情
を

変
え
る
。
そ
の
刻
々
、
時
々
に
変
化
す
る
自
然
は
す
ば
ら
し
く
、
そ
れ
に
ふ
れ

る
の
が
楽
し
い
。
こ
う
し
て
す
っ
か
り
山
の
と
り
こ
と
な
り
、
ひ
ど
い
時
は

一

年
の
う
ち
三
百
八
十
日
間
ぐ
ら
い
山
に
こ
も
っ
て
い
た
」

登
高
行
の
年
報
を
見
て
も
早
川
さ
ん
は
よ
く
穂
高
に
行
っ
て
い
る
。
涸
沢
の

岩
小
舎
が
お
気
に
入
り
で
何
回
も
入
っ
て
い
る
。
登
高
行
五
年
の
岩
小
舎
に
つ

い
て
の
三
田
さ
ん
や
大
島
さ
ん
の
名
文
は
い
ず
れ
も
早
川
さ
ん
と

一
緒
の
時
の

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
積
雪
期
初
の
槍

・
穂
高
に
も
槙
さ
ん
や
大
島
さ
ん
た
ち
と

登
っ
て
い
る
。
正
に
早
川
さ
ん
は
部
が
積
雪
期
登
山
や
岩
登
り
を
本
格
的
に
始

め
た
頃
の
主
役
の

一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

一
九
二
五

（大
正
十
四
）
年
の
ア

ル
バ
ー
タ
遠
征
に
は
選
ば
れ
て
隊
員
の
一
人
と
な
っ
た
。
こ
の
時
ベ
ー
ス
キ
ャ

ン
プ
か
ら
私
た
ち
若
い
後
輩
宛
に
手
紙
を
貰
っ
た
が
、
種
さ
ん
の
全
く
気
取
ら

な
い
、
お
お
ら
か
な
人
柄
が
偲
ば
れ
る
の
で
登
高
行
に
も
の
っ
て
い
る
が
再
録

し
て
み
る
。

「出
発
前
色
々
御
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
御
蔭
様
で
ア
ル
バ
ー
タ
も
登
る
事

を
得
ま
し
た
。
カ
ッ
パ

（渡
辺
三
郎
）
宛
の
手
紙
を
三
、
四
通
出
し
て
お
い
た

か
ら
見
て
呉
れ
な
い
か
、
そ
れ
に
色
々
な
事
を
書
い
て
お
い
た
。
豊
辺
宛
に
と

[ヨ~可

「

川
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デ
ン
公

（斉
藤
長
寿
郎
）
宛
に
写
真
も
四
、
五
枚
づ
つ
送
っ
て
お
い
た
か
ら
見

に
行
け
。
こ
ま
か
い
事
は
ヘ
ル
マ
キ
の
新
聞
へ
の
通
信
を
御
覧
の
こ
と
と
思
う

か
ら
己
公
は
書
か
な
い
。
只
己
公
は
ヘ
ル
マ
キ
や
其
他
の
人
々
の
お
蔭
で
や
っ

と
ア
ル
バ
ー
タ
や
ウ
ー
レ
ー
に
登
っ
た
事
だ
け
書
く
。
例
に
よ
っ
て
己
公
の
登

り
方
は
す
こ
ぶ
る
乱
暴
だ
。
併
し
身
体
が
大
き
い
か
ら
時
々
役
に
立
つ
こ
と
も

あ
る
。
明
日
ス
タ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
に
行
く
予
定
、
こ
の
山
は
全
山
氷
で
南

（即

ち
コ
ロ
ン
ビ
ア
ア
イ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
）
の
方
か
ら
来
れ
ば
簡
単
に
登
れ
そ
う
だ

が
北
側
は
全
部
崖
と
ハ
ン
ギ
ン
グ
グ
レ
ッ
チ
ャ
ー
で
、
明
日
の
登
路
は
こ
れ
を

登
る
予
定
。己
公
は
ア
イ
ス
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
よ
く
知
ら
な
い
か
ら
モ
ロ
キ
ン
だ
。

己
公
達
が
連
れ
て
い
る
ガ
イ
ド
三
人
の
中
、
ヘ
ッ
ド
ガ
イ
ド
の
フ
ー
ラ
ー
と
云

う
の
は
四
十
五
歳
で
、
ゼ
ネ
ラ
ル
ブ
ル
ー
ス
と
チ
ベ
ッ
ト
に
も
行
っ
た
事
が
あ

り
、
フ
ィ
ン
チ
な
ん
か
と
も
ず
い
分
歩
い
て
い
る
者
だ
。
そ
し
て
ア
マ
タ
ー
と

フ
ィ
ン
ス
タ
ー
ラ
ホ
ー
ン
の
東
尾
根
の
フ
ァ
ー
ス
ト
ア
ッ
セ
ン
ト
を
や
っ
た
レ

コ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
者
で
、
流
石
全
て
が
あ
ざ
や
か
な
も
ん
だ
。
己
公
は

一

生
懸
命
ア
イ
ス
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
習
っ
て
い
る
。
ザ
イ
ル
の
用
い
方
、
ス
テ
ッ
プ

の
切
り
方
を
教
わ
っ
て
い
る
。
少
し
覚
え
た
が
ク
レ
バ
ス
や
セ
ラ
ッ
ク
の
猛
烈

な
の
に
会
う
と
未
だ
自
信
は
な
い
。
併
し
ス
タ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
に
行
く
時
は

全
部
氷
河
だ
か
ら
其
時
確
信
の
出
る
ま
で

一
生
懸
命
覚
え
る
つ
も
り
。　
一
人

一

人
手
紙
を
出
さ
な
い
か
ら
部
員
連
中
に
よ
ろ
し
く
。
無
事
元
気
で
頑
張
っ
て
る

と
御
伝
言
下
さ
い
。

七
月
二
十

一
日
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
て
　
種
三
。」

悼
　
　
私
は

一
九
二
四
年
の
夏
、
飢
、
薬
師
、
笠
を
と
お
っ
て
上
高
地
に
入
り
、
清

水
屋
の
小
舎
で
種
さ
ん
や
豊
辺
さ
ん
達
と

一
緒
に
な
っ
た
事
が
あ
る
。
五
、
六

追

　

日
岩
魚
釣
り
等
を
し
て
楽
し
く
過
ご
し
た
が
、
そ
の
或
る
日
、
涸
沢
の
岩
小
舎

へ
連
れ
て
っ
て
や
る
と
云
わ
れ
て
出
掛
け
た
が
、
前
穂
の
稜
線
近
く
で
猛
烈
な

雷
雨
に
や
ら
れ
、
ビ

ッ
ケ
ル
を
遠
く
に
置
い
て
岩
蔭
に
ひ
そ
ん
で
い
た
が
な
か

な
か
止
み
そ
う
も
な
い
の
で
引
き
返
し
た
事
を
思
い
出
す
。
ス
キ
ー
で
は
五
色

や
関
で
何
回
か

一
緒
に
滑
っ
た
が
種
さ
ん
の
ス
キ
ー
は
強
引
で
な
か
な
か
上
手

だ
っ
た
。
ル
ー
ム
で
の
種
さ
ん
は
い
つ
も
気
易
く
付
き
合
っ
て
呉
れ
て
全
く
気

の
お
け
な
い
頼
も
し
い
先
輩
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
当
時
既
に
後
年
の
大
成
を
予

感
さ
せ
る
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
独
特
の
風
格
を
感
じ
と
っ
た
の
は
私
ば

か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
後
日
紀
屋
が
出
来
た
当
初
は
種
さ
ん
は
じ
め
ヘ
ル
マ
キ

（槙
　
有
恒
）
、
大
先

（田
村
静

一
）
、
久
ち
ゃ
ん

（佐
藤
久

一
朗
）
等
先
輩
達

が
揃
っ
て
い
た
の
で
、
ま
る
で
登
高
会
の
ル
ー
ム
み
た
い
な
感
じ
で
何
か
あ
る

と
よ
く
訪
ね
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
お
会
い
し
た
の
は
昨
年
の
春
、
守
屋
君
と
慶
應
病
院
に
お
訪
ね
し
た

時
で
あ
る
。
そ
の
時
青
木
君
か
ら
預
か
っ
た

一
九
二
九

（昭
和
四
）
年
二
月
早

川
さ
ん
が
槙
さ
ん
た
ち
と
富
士
山
へ
行
っ
た
時
の
写
真
を
持
っ
て
い
っ
た
が
大

変
喜
ん
で
頂
い
た
。
若
き
日
の
山
を
想
い
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
感
慨
深
げ

な
様
子
で
あ
っ
た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
て
筆
を
欄
く
。

（内
田
勇
三
＝
登
高
会
会
員
）

略

一
八
九
七

一
九

一
五

一
九
二
〇

一
九
二
二

歴

（明
治
三
十
）
年
六
月
六
日
　
現
仙
台
市
に
お
い
て
早
川
智
寛
の
三

男
と
し
て
出
生

（大
正
四
）
年
四
月
　
慶
応
義
塾
大
学
理
財
科
予
科
入
学

（大
正
九
）
年
五
月
　
慶
応
山
岳
会

（現
山
岳
部
）
入
会

（大
正
十

一
）
年
三
月
ょ
り
槍
ヶ
岳
、
立
山
、
自
馬
岳
、
穂
高
岳
な
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一
九
二
五

一
九
二
五

一
九
三
〇

一
九
五
三

一
九
六
二

一
九
六
四

一
九
六
七

一
九
七

一

一
九
七
三

一
九
七
六

一
九
八
四

一
九
九

一

ど
で
の
ス
キ
ー
登
山
を
行
う

（大
正
十
四
）
年
二
月
慶
応
義
塾
大
学
理
財
科
キ
業
、
日
本
山
岳
会

入
会

（会
員
番
号
九
二
三
）

（大
正
十
四
）
年
六
月
～
七
月
　
ァ
ル
バ
ー
タ
遠
征
隊
参
加
、
初
登

頂（昭
和
五
）
年
　
東
京
建
鉄

（現
日
本
建
鉄
）
入
社

（昭
和
二
十
八
）
年
以
降
　
日
本
山
岳
会
の
マ
ナ
ス
ル
遠
征
を
は
じ

め
数
多
く
の
海
外
遠
征
の
裏
方
と
し
て
財
政
面
で
多
大
の
貢
献
を

す
る
。
ま
た
植
村
直
己
の
探
検
も
支
援

（昭
和
三
十
七
）
年
　
慶
応
義
塾
評
議
員

（昭
和
三
十
九
）
年
以
降
　
日
本
特
殊
鋼
を
は
じ
め
佐
藤
造
機
、
興

人
な
ど
数
多
く
の
会
社
再
建
に
手
腕
を
振
る
う

（昭
和
四
十
二
）
年
八
月
　
連
合
三
田
会
副
会
長

（昭
和
四
十
六
）
年
十

一
月
　
勲
二
等
瑞
宝
章
受
賞

（昭
和
四
十
八
）
年
　
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員

（昭
和
五
十

一
）
年
　
三
田
体
育
会
会
長

（昭
和
五
十
九
）
年
　
慶
応
義
塾
評
議
員
会
議
長

（平
成
三
）
年
十

一
月
十
日
　
呼
吸
不
全
の
た
め
東
京
に
お
い
て
死

去
、
享
年
九
十
四
歳

（山
田
二
郎
）

国

分

勘

兵

衛

氏

（
一
九
〇
七
上

九
九
一
）

早
川
さ
ん
に
続
い
て
国
分
君
が
亡
く
な
っ
た
の
は

一
月
遅
れ
て

一
九
九

一

（平
成
三
）
年
の
十
二
月
で
あ
っ
た
。
全
く
思
い
も
か
け
ぬ
訃
報
で
唯
々
驚
く

ば
か
り
で
あ
る
。
先
日
守
屋
君
が
国
貫
は
我
々
に
と
っ
て
は
空
気
み
た
い
な
も

の
だ
ね
と
云
っ
て
い
た
が
正
に
そ
の
通
り
で
、
も
う
会
え
な
い
と
思
う
と
何
と

も
や
り
き
れ
な
い
想
い
で

一
杯
で
あ
る
。
い
つ
で
も
何
処
で
も
彼
と

一
緒
に
い

る
と
何
か
ホ
ッ
と
す
る
感
じ
で
、
全
く
気
の
お
け
な
い
大
切
な
仲
間
を
失
っ
た

淋
し
さ
を
し
み
じ
み
痛
感
す
る
昨
今
で
あ
る
。

国
貫

（普
通
部
時
代
の
愛
称
で
私
た
ち
も
い
つ
も
親
し
み
を
込
め
て
こ
う
呼

ん
で
い
た
）
と
山
岳
部
で
初
め
て
会
っ
た
の
は
関
温
泉
の
ス
キ
ー
合
宿
で

一
九

二
二

（大
正
十

一
）
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
会
っ
た
の
も
同

じ
関
温
泉
の
朝
日
屋
で
、
昨
年
五
月
彼
が
珍
し
く
参
加
し
た
登
高
会
有
志
の
旅

の
時
で
何
か
宿
縁
を
感
じ
る
。
笹
ヶ
峰
牧
場
か
ら
廻
っ
て
来
て
、
関
見
峠
の
展

望
台
の
よ
う
な
処
で
お
互
い
に
何
十
年
振
り
か
の
関
温
泉
を
眺
め
な
が
ら
あ
れ

こ
れ
話
し
合
っ
た
こ
と
が
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
私

は
少
々
体
調
を
崩
し
会
う
こ
と
が
な
か
っ
た
が
見
舞
い
の
電
話
を
貰
っ
た
の
が

彼
の
声
の
聞
き
納
め
と
な
っ
た
。

国
貫
は

一
九
二
二

（大
正
十

一
）
年
普
通
部
二
年
の
時
か
ら
部
に
入
っ
た
の

で
部
員
生
活
は
随
分
長
い
。
三
月
の
関
温
泉
ス
キ
ー
合
宿
か
ら
始
ま
り
、
初
め

て
の
山
は
そ
の
七
月
田
中
三
晴
リ
ー
ダ
ー
で
浜
口
た
ち
と
燕
、
常
念
、
槍
に
登



り
、
上
高
地
で
は
清
水
屋
の
小
舎
に
数
日
滞
在
、
そ
の
間
前
穂
高
に
登
っ
て
い

る
。
以
後

一
九
三
〇

（昭
和
五
）
年
に
卒
業
す
る
迄
毎
年
南
北
ア
ル
プ
ス
か
ら

東
北
の
山
々
ま
で
幅
ひ
ろ
く
歩
い
て
い
る
。
積
雪
期
の
山
は

一
九
二
五

（大
正

十
四
）
年
三
月
斉
藤
た
ち
と
登
っ
た
槍
、
南
岳
、
西
穂
高
が
最
初
で
、　
一
九
二

六
年
三
月
に
は
私
も

一
緒
で
奥
穂
高
、
北
穂
高
に
登
っ
た
。　
一
九
二
七

（昭
和

三
）
年
三
月
に
は
東
北
朝
日
岳
に
浜
口
た
ち
と
行
き
、
大
朝
日
か
ら
鳥
原
山
ま

で
登
っ
て
い
る
。
一
九
二
八
年

一
月
北
岳
、
間
ノ
岳
、
農
鳥
岳
、
三
月
赤
石
岳
、

悪
沢
岳
、
聖
岳
、　
一
九
二
九
年

一
月
塩
見
岳
と
当
時
の
部
と
し
て
は
い
ず
れ
も

積
雪
期
初
め
て
の
登
頂
に
成
功
し
た
。
そ
し
て
そ
の
詳
細
を
登
高
行
七
年
に
「積

雪
期
に
於
け
る
南
ア
ル
プ
ス
登
山
」
と
し
て
報
告
し
て
い
る
。
同
年
三
月
は
立

山
、
剣
へ
登
り
、
三
〇
年

一
月
に
は
小
太
郎
尾
根
か
ら
北
岳
を
狙
っ
た
が
こ
の

時
不
幸
に
し
て
竹
馬
の
友
で
あ
り
、
最
も
信
頼
し
た
山
の
仲
間
で
も
あ
っ
た
野

村
実
君
を
板
状
雪
崩
の
た
め
失
っ
た
。
無
念
と
も
何
と
も
云
い
よ
う
も
な
い
想

い
で
あ
っ
た
ろ
う
。
察
す
る
に
余
り
あ
る
。

一
九
二
〇

（昭
和
五
）
年
二
月
卒
業
す
る
と
直
ぐ
翌
年
の
一
月
に
か
け
て
欧

州
各
国
か
ら
ア
メ
リ
カ
を

一
廻
り
し
て
来
た
。
そ
の
間
七
月
か
ら
九
月
に
か
け

て
ス
イ
ス
に
遊
び
、
グ
ロ
ー
ス
シ
ュ
レ
ッ
ク
ホ
ル
ン
、
エ
ン
ゲ
ル
ヘ
ル
ナ
ー
、

マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
、
ワ
イ
ス
ホ
ル
ン
、
モ
ン
ブ
ラ
ン
等
を
登
っ
て
来
た
。
松
方

さ
ん
の
紹
介
で
槙
さ
ん
所
縁
の
ブ
ラ
バ
ン
ト
を
連
れ
て
ア
ル
プ
ス
の
氷
雪
と
岩

を
存
分
に
楽
し
ん
で
来
た
。
こ
の
時
の

「
ア
ル
プ
ス
紀
行
」
は
登
高
行
八
年
に

の
っ
て
い
る
。

悼
　
　
国
貫
は
本
当
に
友
達
づ
き
あ
い
の
い
い
男
で
、
特
に
山
の
仲
間
、
学
校
の
仲

間
の
集
ま
り
に
は
多
忙
の
中
を
よ
く
都
合
を
つ
け
て
出
て
い
た
。
我
々
同
世
代

追

　

の
山
仲
間
十
数
人
で
卒
業
後
も
疎
遠
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
毎
月
の
様
に
集
っ

て
会
食
し
て
い
た
が
、
国
貫
の
出
席
率
は
抜
群
で
彼
の
長
い
応
召
中
も
軍
務
の

合
間
を
見
て
は
よ
く
出
て
き
て
く
れ
た
。　
一
九
四
二

（昭
和
十
七
）
年
六
月
の

こ
と
だ
が
山
仲
間
数
名
で
箱
根
の
い
つ
も
の
仲
間
の
宿
へ
集
っ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
こ
の
時
の
こ
と
を
斉
貞
こ
と
斉
藤
貞

一
君
が
大
体
次
の
よ
う
に
書
き
残
し

て
い
る
。

「七
時
過
ぎ
に
や
っ
と
俵
石
閣
に
到
着
す
る
。
そ
れ
か
ら

一
服
し
て
風
呂
に

入
ろ
う
と
す
る
と
国
分
さ
ん

（当
時
中
尉
で
応
召
中
）
に
東
京
か
ら
電
話
だ
と

云
う
。
何
事
か
と
皆

一
寸
驚
く
。
被
服
本
廠
か
ら
公
用
だ
と
云
う
の
で
国
分
兄

は
東
京
へ
急
報
で
電
話
を
申
込
む
。
そ
の
返
事
に
よ
る
と
明
後
日
ま
で
に
広
島

へ
行
き
、
そ
れ
か
ら
中
支
ま
で
荷
物
の
宰
領
に
行
け
と
の
命
令
で
あ
る
。
今
日

の
昼
ま
で
そ
ん
な
話
が
な
い
の
に
急
に
や
っ
て
来
る
の
だ
か
ら
軍
隊
は
大
変
で

あ
る
。
つ
ま
り
明
日
出
発
し
て
三
週
間
ば
か
り
内
地
と
別
れ
る
わ
け
で
夕
食
は

国
分
兄
の
送
別
会
と
な
っ
た
。
食
後
い
ろ
い
ろ
話
が
は
ず
ん
だ
が
中
で
も
国
分

兄
の
小
鳥
の
鳴
声
を
聞
く
趣
味
は
意
外
だ
っ
た
。
翌
朝
国
分
兄
が
小
鳥
の
声
を

聞
く
た
め
四
時
半
頃
床
を
出
て
行
く
の
を
見
て
成
程
本
物
だ
と
思
っ
た
。
六
時

五
十
五
分
の
通
勤
バ
ス
で
東
京

へ
帰
る
国
分
兄
を
皆
で
宿
の
門
前
ま
で
見
送

る
。
元
気
で
恙
な
く
大
任
を
は
た
し
て
帰
ら
れ
ん
こ
と
祈
る
。」

国
貫
の
思
い
出
は
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
脳
裡
に
浮
か
ん
で
き
て
き
り
が
な

い
。
最
近
と
云
っ
て
も
も
う
十
数
年
前
に
な
る
が
、
国
貫
の
主
唱
で
登
高
会
ヒ

マ
ラ
ヤ
遠
足
ど
称
し
て
ネ
パ
ー
ル
ヘ
出
掛
け
、
二
週
間
程
起
居
を
共
に
し
た
時

の
こ
と
は
最
も
楽
し
い
思
い
出
の
一
つ
で
あ
る
。
お
蔭
で
西
は
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
か

ら
東
は
カ
ン
チ
ま
で
ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
を
総
て
目
近
か
に
眺
め
る
こ

と
が
出
来
て
、
国
貫
が
会
報
に
書
い
て
い
る
通
り

「念
願
を
は
た
し
た
」
喜
び

は
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
旅
へ
出
掛
け
る
前
、
足
馴
ら
し
に
少
し
で
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も
高
い
処
へ
と
思
っ
て
国
分
夫
妻
、
守
屋
と
四
人
で
富
士
の
七
合
目
の
上
ま
で

登
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
快
晴
で
八
合
日
以
上
は
新
雪
に
輝
き
、
麓
の
紅
葉
も

見
事
だ
っ
た
。
こ
の
時
の
こ
と
が
ネ
パ
ー
ル
の
旅
と
二
重
写
し
で
思
い
出
さ
れ

る
。国

分
君
が
登
高
会
の
幹
事
長
を
引
き
受
け
て
く
れ
た
の
は

一
九
七

一

（昭
和

四
十
六
）
年
の
こ
と
で
、
早
川
さ
ん
が
佐
藤
造
機
再
建
の
仕
事
で
山
陰
の
方
へ

出
掛
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
為
そ
の
後
を
頼
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
来
二

十
年
の
長
い
問
会
の
為
に

一
方
な
ら
ぬ
御
蓋
力
を
頂
き
誠
に
感
謝
に
堪
え
ぬ
次

第
で
あ
る
。
心
か
ら
本
当
に
御
苦
労
様
で
し
た
と
申
し
上
げ
た
い
。

（内
田
勇
三
＝
登
高
会
会
員
）

を
は
じ
め
か
ず
か
ず
の
峰
を
踏
破

（昭
和
六
）
年
十
月
　
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号

一
三
三
八
）
　

１７

（昭
和
四
十
三
）
年
十
月
藍
綬
褒
章
受
章

（昭
和
四
十
六
）
年
十
二
月
　
登
高
会
幹
事
長

（昭
和
五
十

一
）
年
十
月
　
慶
応
山
岳
部
創
立
六
十
年
記
念
ネ
パ
ー

ル
遠
足
に
参
加

（昭
和
五
十
二
）
年
十

一
月
　
勲
三
等
瑞
宝
賞
受
章

（昭
和
五
十
六
）
年
十
二
月
　
日
本
山
岳
会
永
年
会
員

（平
成
三
）
年
十
二
月
十
三
日
　
心
不
全
の
た
め
死
去
、
享
年
八
十

四
歳

（山
田
二
郎
）

略

一
九
〇
七

一
九
二
〇

一
九
二
四

一
九
二
八

一
九
三
〇

一
九
三
〇

一
九
三

一

一
九
六
八

一
九
七

一

一
九
七
六

一
九
七
七

一
九
八

一

一
九
九

一

歴

（明
治
四
十
）
年
七
月
十
五
日
　
東
京
都
港
区
高
輪
に
て
出
生

（大
正
九
）
年
四
月
　
慶
応
義
塾
普
通
部
入
学
、
普
通
部
時
代
よ
り

慶
応
山
岳
部
に
属
し
、
夏
に
は
燕
岳
、
槍
ヶ
岳
、
剣
岳
な
ど
に
登

り
、
冬
に
は
関
温
泉
、
五
色
温
泉
で
の
ス
キ
ー
講
習
に
参
加
。

（大
正
十
三
）
年
四
月
　
慶
応
義
塾
大
学
経
済
学
部
予
科
入
学
、
大

学
時
代
を
通
じ
南
北
ア
ル
プ
ス
は
も
ち
ろ
ん
東
北
、
中
部
地
方
の

山
々
を
幅
広
く
登
る
。
特
に
南
ア
ル
プ
ス
の
山
々
を
愛
し
、
夏
冬

を
問
わ
ず
数
多
く
の
記
録
を
残
す

（昭
和
三
）
年
四
月
　
山
岳
部
幹
事
と
な
る

（昭
和
五
）
年
三
月
　
慶
応
義
塾
大
学
経
済
学
部
卒
業
、
合
名
会
社

国
分
商
店
入
社

（昭
和
五
）
年
七
月
～
九
月
　
海
外
遊
学
の
傍
ら
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン

早
川
種
三
、
国
分
勘
兵
衛
両
氏
の
追
悼
文
に
就
い
て

両
氏
の
所
属
す
る
登
高
会
の
一
員
と
し
て
の
小
生
に
山
岳
編
集
担
当
理
事

よ
り
然
る
べ
き
執
筆
者
選
択
に
就
い
て
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
早
川
さ
ん
は

当
会
の
名
誉
会
員
で
あ
り
、
国
分
さ
ん
も
永
年
会
員
と
し
て
、
夫
々
山
岳
会

に
多
大
の
貢
献
を
さ
れ
た
方
で
は
あ
り
ま
す
が
、
何
分
ご
高
齢
で
も
あ
り
、

ま
た
現
存
す
る
会
員
の
方
で
特
別
に
ご
呪
懇
の
方
も
思
い
当
た
ら
ぬ
ま
ま
、

登
高
会
会
員
と
し
て
両
氏
と
は
殊
に
親
し
か
っ
た
登
高
会
幹
事
の
内
田
勇
三

氏
が
登
高
会
会
報
宛
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
を
、
同
氏
の
ご
了
解
を
得
て
掲
載

さ
せ
て
頂
い
た
。

早
川
、
国
分
両
氏
共
、
実
業
界
で
の
ご
活
動
が
余
り
に
お
忙
し
か
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
山
岳
会
の
役
職
等
で
実
務
に
携
わ
っ
た
こ
と
は
殆
ど
無
か
っ



た
が
、
当
会
の
マ
ナ
ス
ル
遠
征
以
来
、
或
い
は
資
金
面
で
、
或
い
は
遠
征
隊

の
食
料
調
達
な
ど
で
は
、
数
知
れ
ぬ
登
山
隊
が
お
世
話
に
な
っ
た
し
、
会
員

の
中
に
は
個
人
的
に
も
何
か
と
ご
指
導
に
預
っ
た
方
々
も
数
多
い
こ
と
と
思

わ
れ
る
。

両
氏
の
追
悼
文
転
載
に
就
き
快
く
ご
承
諾
賜
っ
た
内
田
勇
三
氏
に
心
よ
り

お
礼
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
早
川
、
国
分
両
先
輩
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し

上
げ
度
い
。

（山
田
二
郎
）

谷

口
　
現

士
口
氏

（
一
九
一
〇
～
一
九
九
二
）

一
月
二
十

一
日
谷
口
現
吉
君
が
急
逝
し
た
。
山
田
二
郎
君
か
ら
第

一
報
で
危

篤
、
第
二
報
で
遂
に
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
私
は
信
じ
ら
れ
ず
、　
一
日
中
ぼ

さ
っ
と
し
て
い
た
よ
う
だ
。と
言
う
の
は
前
夜
九
時
頃
大
し
て
用
も
な
い
の
に
、

大
町
の
彼
の
家
に
電
話
し
、
彼
の
生
の
声
を
聞
い
た
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
だ
。

「風
邪
ひ
い
て
ね
て
る
。
こ
れ
で
お
れ
も
人
並
に
な
っ
た
よ
」
「な
に
言
っ

て
い
る
ん
だ
。
早
く
寝
ろ
よ
。
じ
ゃ
、
ま
た
」
が
最
後
の
会
話
で
、
奥
様
も
聞

い
て
お
ら
れ
た
は
ず
。
そ
し
て
十
数
時
間
後
に
は
こ
の
知
ら
せ
だ
っ
た
か
ら
驚

き
な
ん
て
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

悼
　
　
思
え
ば
谷
口
君
と
私
は
単
な
る
山
仲
間
以
上
だ
っ
た
。
私
の
最
高
の
山
登
り

は
い
つ
も
彼
が

一
緒
だ
っ
た
し
、
谷
口
君
も
力
い
っ
ぱ
い
の
山
は
い
つ
も

一
緒

追

　

だ
つ
た
と
五
十
年
た
っ
て
も
六
十
年
た
っ
て
も
ま
だ
そ
ん
な
こ
と
言
い
合
っ
て

懐
し
ん
で
い
た
か
ら
だ
。
実
際
二
人
だ
け
の
山
で
も
、
三
月
の
剣
八
ッ
峰
、
夏

の
北
海
道
、
秋
の
穂
高
、
二
月
の
八
ヶ
岳
縦
走
な
ど
あ
る
し
、
他
に
誰
か
加
わ
っ

て
三
人
と
か
四
人
の
厳
し
い
登
山
も
か
な
り
多
い

（『登
高
行
』
九
号
参
照
）
。

谷
口
君
が
山
に
燃
え
て
い
た
そ
の
頃
、
三
田
幸
夫
先
輩
の

「冬
の
ロ
ー
タ
ン

パ
ス
と
ク
ル
渓
谷
」
が

『登
高
行
』
八
号
に
載
っ
た
が
、
そ
の
通
信
欄
に

一
九

三
〇
年
八
月
イ
ン
ド
の
三
田
さ
ん
か
ら
山
岳
部
宛
の
長
文
の
す
ご
く
エ
キ
サ
イ

テ
ィ
ン
グ
な
手
紙
が
あ
っ
た
。
即
ち

「…
…
日
本
の
山
で
も
充
分
な
準
備
を
し

て
天
幕
を
上
へ
進
め
…
…

一
万
尺
付
近
の
雪
中
露
営
を
数
日
間
続
け
た
な
ら
ば

恐
ら
く
驚
く
べ
き
新
し
い
経
験
と
知
識
を
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
別
山
乗
越
、

一
ノ
越
、
五
色
ヶ
原
、
槍
の
鎌
尾
根
、
穂
高
主
峰
間
の
鞍
部
等
皆
面
白
い
と
思

わ
れ
る
…
…
』
と
言
う
の
だ
。
更
に
こ
の
手
紙
に
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
事
情
か
ら
外

国
の
登
山
隊
の
こ
と
な
ど
ま
で
書
い
て
あ
り
、
そ
の
頃
内
地
の
山
に
行
き
詰
ま

り
を
感
じ
て
い
た
私
た
ち
に
は
強
烈
な
教
示
で
あ
り
、
以
後
谷
口
君
と
私
は
更

に
親
密
に
結
ば
れ
山
へ
精
進
し
て
行
っ
た
。
こ
の
手
紙
が
彼
を
し
て
開
眼
せ
し

め
た
と
告
白
し
て
い
る
。

特
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
想
定
し
て
の
一
九
三
三

（昭
和
八
）
年
三
月
の
剣
平
蔵
谷

頭
、
長
次
郎
谷
頭
の
雪
中
露
営

（七
名
、
二
十
八
日
間
）
か
ら
八
ッ
峰
、
源
次

郎
尾
根
、
小
窓
、
早
月
等
の
剣
岳
周
辺
の
踏
破
や
十
二
月
の
槍
ヶ
岳
、
大
喰
岳

雪
中
露
営

（七
名
、
二
十

一
日
間
）
か
ら
北
鎌
尾
根
二
九
〇
七
腐
独
標
点
往
復

な
ど
谷
口
君
と
私
の
コ
ン
ピ
で
計
画
さ
れ
た
。
そ
し
て
槍
の
穂
先
き
に
も
っ
と

高
く
て
険
し
い
北
鎌
ピ
ー
ク
で
も
聾
え
て
い
れ
ば
い
い
の
に
と
語
り
合
っ
た
。

こ
の
時
は
穂
高
縦
走
こ
そ
出
来
な
か
っ
た
が
、
三
〇
〇
〇
済
の
雪
稜
上
に
七
日

間
も
テ
ン
ト
を
張
り
続
け
た
こ
と
は
貴
重
な
体
験
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
私
は
卒
業
。
谷
口
・
小
森
宮
章
正
の
コ
ン
ビ
で
春
は
北
穂
高
露
営
、

177



冬
は
奥
穂
高
頂
上
直
下
涸
沢
側
に
な
ん
と
か
テ
ン
ト
を
張
り
、
テ
ン
ト
設
営
の

場
所
に
自
信
を
つ
け
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
風
と
寒
気
と
戦
い
な
が
ら
四
泊
し
、

こ
れ
で
雪
中
露
営
も

一
段
落
を
告
げ
た
。
そ
の
間
雪
洞
研
究
も
重
ね
、
念
々
本

番
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
だ
っ
た
の
に
時
局
悪
化
、
谷
口
君
は
入
隊
、
応
召
を
重
ね
、
満

州
黒
竜
江
へ
と
飛
ん
で
行
っ
た
。

こ
こ
で
彼
に
関
す
る
ト
ビ

ッ
ク
ス
を
紹
介
し
た
い
。　
一
九
三
二

（昭
和
七
）

年
三
月
、
剣
八
ッ
峰
の
初
登
攀
を
目
指
し
た
時
、
同
じ
目
的
の
他
の
大
学
パ
ー

テ
ィ
ー
と
別
山
乗
越
小
屋
で

一
緒
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
六
日
間
風
雪
が
続
き

両
パ
ー
テ
ィ
ー
と
も
停
滞
、
七
日
目
に
漸
く
晴
れ
上
が
っ
た
。
そ
し
て
他
の
大

学
の
パ
ー
テ
ィ
ー
は
早
速
飛
び
出
し
て
行
っ
た
が
、
初
登
攀
を
目
指
し
て
や
っ

て
来
て
い
な
が
ら
剣
沢
や
長
次
郎
谷
の
雪
崩
を
考
慮

「荒
天
数
日
の
後
だ
。
尾

根
以
外
は
歩
け
ぬ
日
で
あ
る
。
は
や
る
心
を
抑
え
て
雄
山
を
往
復
」
し
た
。
と

『登
高
行
』
九
号
記
録
三
七
頁
に
あ
る
の
を
見
て
、
山
崎
安
治
氏
が
山
日
記
の

雪
崩
の
項
で
こ
の
行
動
を
絶
讃
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
幸
運
に
も
そ
の
翌
日

八
ッ
峰
の
五
峰
か
ら
八
峰
ま
で
の
初
登
攀
は
こ
ち
ら
で
成
し
と
げ
得
た
が
。

ま
た
第

一
次
マ
ナ
ス
ル
隊
で
、
谷
口
君
子
飼
い
の
加
藤
喜

一
郎
、
山
田
二
郎

の
二
人
が
初
め
て
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
も
拘
ら
ず
、
プ
ラ
ト
ー
下
の
七
三
五
〇
屑
に

一
時
間
で
二
人
用
の
雪
洞
を
掘
り

一
夜
を
明
か
し
た
。
そ
し
て
登
頂
を
ね
ら
っ

た
が
、
翌
日
は
悪
天
の
た
め
下
降
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
の

感
想
を

「内
地
の
山
の
よ
う
な
気
が
す
る
、
家
に
帰
っ
た
よ
う
だ
」
と
三
田
隊

長
に
報
告
、
大
変
満
足
さ
れ
た
。
そ
し
て
帰
国
後
、
谷
口
君
に
内
地
で
し
っ
か

り
や
っ
て
お
け
ば
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
も
雪
洞
は
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
だ
と
そ
れ
ま
で
の

一
連
の
雪
中
露
営
、
雪
洞
生
活
の
研
究
成
果
を
実
証
し
た
と
報
告
、
彼
を
自
分

の
こ
と
の
よ
う
に
喜
ば
せ
た
事
は
有
名
な
話
。

そ
れ
か
ら
第
二
次
マ
ナ
ス
ル
隊
で
は
堀
田
隊
長
の
下
、
副
隊
長
と
し
て
谷
口

君
は
参
加
し
た
が
、
サ
マ
の
部
落
で
の
強
引
な
入
山
拒
否
に
会
い
、急
遠
ガ
ネ
ッ
　
ー７

シ
ュ
ヒ
マ
ー
ル
に
日
標
を
変
え
た
が
登
頂
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
時
の

メ、
ン
バ
ー
辰
沼
広
吉
、
加
藤
喜

一
郎
、
山
田
二
郎
、
松
沢
幸
雄
な
ど
立
派
な
後

輩
を
育
て
得
て
満
足
し
て
い
た
。
他
の
メ
ン
バ
ー
で
も
村
山
雅
美
、
村
木
潤
次

郎
、
大
塚
博
美
、
日
下
田
実
、
松
田
雄

一
氏
ら
と
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
で
は
な
か

な
か
む
ず
か
し
い
面
の
あ
る
協
調
性
も
誠
に
ス
ム
ー
ズ
に
行
っ
て
い
た
の
も
彼

に
そ
ん
な
面
が
自
然
に
身
に
備
わ
っ
て
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。

そ
の
後
慶
応
山
岳
部
の
ヒ
マ
ル
チ
ュ
リ
初
登
頂
成
功
が
あ
っ
た
が
、
隊
長
山

田
以
下
宮
下
秀
樹
、
田
辺
寿
、
中
沢
公
正
、
大
森
弘

一
郎
ら
み
ん
な
谷
口
君
の

薫
陶
を
直
接
受
け
た
者
揃
い
だ
っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
た
い
。

実
際
彼
は
人
に
頼
ま
れ
れ
ば
な
ん
で
も
引
き
受
け
る
タ
イ
プ
の
男
だ
っ
た
。

終
戦
直
後
、
松
方
三
郎
さ
ん
か
ら
の
呼
び
か
け
で
日
本
山
岳
会
の
急
速
な
復
興

を
指
示
さ
れ
た
時
な
ど
、
彼
は
就
職
の
必
要
も
特
に
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
っ
た

ろ
う
が
当
時
卒
先
お
茶
の
水
の
事
務
所
に
勤
務
み
た
い
に
毎
日
顔
を
出
し
て
い

た
。そ

の
頃
は
食
料
難
、
交
通
難
だ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
各
大
学
の
学
生
達
を
大

勢
集
め
、
天
幕
を
か
つ
い
で
近
郊
の
山
へ
出
か
け
た
り
、
冬
の
富
士
山
へ
登
っ

た
り
、
関
東
学
生
山
岳
連
盟
を
組
織
化
し
た
り
し
て
、
登
山
技
術
向
上
を
、
堀

田
爾

一
氏
ら
と
共
に
献
身
的
に
行
動
し
た
。
そ
の
頃
の
学
生
た
ち
が
現
在
山
岳

会
の
主
脳
部
に
大
勢
い
る
の
だ
が
、
確
か
に
谷
口
君
は
日
本
山
岳
会
戦
後
復
興

の
大
功
労
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

ま
た
学
生
の
時
な
ど
、
丁
度
そ
の
頃
慶
応
の
一
部
が
日
吉
に
移
っ
た
時
で
、

山
岳
部
員
を
野
放
し
に
は
し
て
お
け
ぬ
と
三
田
と
日
吉
を
殆
ど
毎
日
往
復
、
そ



の
接
触
を
計
っ
た
が
、
こ
れ
な
ど
も
谷
口
君
に
し
て
初
め
て
出
来
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

谷
口
君
が
大
町
に
移
り
住
ん
で
か
ら
、
大
町
山
岳
博
物
館
運
営
に
情
熱
を
注

ぎ
、
展
示
資
料
に
槙
有
恒
さ
ん
、
三
田
幸
夫
さ
ん
の
用
具
や
初
期
の
ヒ
マ
ラ
ヤ

遠
征
の
装
備
な
ど
借
用
陳
列
し
、
次
い
で
図
書
の
集
収
に
奔
走
中
で
あ
っ
た
。

ま
た
彼
は
五
年
前
か
ら
大
町
で
全
日
本
シ
ル
バ
ー
ス
キ
ー
競
技
大
会
を
始
め

た
。
勿
論
大
町
市
発
展
の
た
め
な
ん
だ
が
、
彼
の
人
柄
と
顔
の
広
さ
で
、
朝
日

新
聞
社
に
主
催
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
文
部
省
、
厚
生
省
に
も
協
力
者
と
し

て
応
援
し
て
も
ら
う
な
ど
着
々
基
盤
を
固
め
、
五
回
目
大
会
で
は
念
願
の
長
野

県
ス
キ
ー
連
盟
の
公
認
競
技
と
し
て
の
資
格
も
獲
得
し
、
念
々
二
月
開
催
を
期

待
し
て
い
た
矢
先
だ
っ
た
だ
け
に
さ
ぞ
残
念
だ
っ
た
と
思
う
。
彼
の
た
め
に
も

こ
の
シ
ル
バ
ー
ス
キ
ー
大
会
の
発
展
を
心
か
ら
祈
り
た
い
。

最
後
に
思
い
出
と
し
て
付
け
加
え
た
い
が
、
昭
和
六
十
年
の
秋
、
谷
口
君
と

彼
の
奥
様
、
私
と
私
の
家
内
と
で
山
眺
め
の
旅
を
し
た
。
途
中
ま
で
ポ
ー
タ
ー

と
し
て
私
の
娘
を
つ
れ
て
行
っ
た
が
先
ず
上
高
地
に

一
泊
、
中
ノ
湯
か
ら
中
尾

へ
、
ゴ
ン
ド
ラ
で
西
穂
高
展
望
台
へ
。
そ
の
日
天
気
よ
く
皆
初
め
て
穂
高
の
裏

側
を
楽
し
ん
だ
。
高
山
か
ら
鉄
道
で
富
山
、
藤
橋
か
ら
ケ
ー
ブ
ル
や
バ
ス
で
室

堂
。
昔
重
い
ル
ッ
ク
を
背
負
い
、
ラ
ッ
セ
ル
で
苦
し
ん
だ
弥
陀
ヶ
原
、
大
日
岳

か
ら
早
月

・
剣
岳
を
眺
め
な
が
ら
ミ
ク
リ
ガ
池
で
寝
こ
ろ
ん
で
い
た
。
あ
と
は

ト
ン
ネ
ル
で
黒
部
へ
、
そ
し
て
大
町
へ
出
た
の
だ
が
「
ラ
ウ
ン
ド
北
ア
ル
プ
ス
」

と
名
づ
け
た
こ
の
家
族
山
行
を
い
つ
も
話
し
合
っ
て
い
た
が
、
思
え
ば
長
い
つ

悼
　

き
合
い
で
あ
っ
た
。

日
本
山
岳
会
の
年
次
晩
餐
会
で
、
皇
太
子
殿
下
の
隣
り
の

「穂
高
」
テ
ー
ブ

追

　

ル
に
前
回
も
今
回
も
谷
口
君
と
隣
同
志
の
席
を
与
え
ら
れ
、
四
方
山
話
か
ら
長

岡
と
大
町
は
近
い
、
ち
ょ
い
ち
ょ
い
遊
び
に
来
い
よ
と
誘
わ
れ
た
が
、
そ
の
十

二
月
七
日
が
最
後
の
日
に
な
っ
て
し
ま
い
な
ん
と
も
悲
し
い
。

（金
山
淳
三
）

思
い
起
こ
す
ま
ま
に

一
月
十
七
日
は
登
高
会
幹
事
長
で
日
本
山
岳
会
永
年
会
員
で
も
あ
っ
た
国
分

勘
兵
衛
氏
の
社
葬
が
午
後

一
時
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
日
の
朝
、
電
話
に
出
た
家
内
が

「大
町
の
谷
口
さ
ん
か
ら
で
す
」
と
云

う
。
出
る
と
、
「
ア
、
二
郎
か
、
今
日
の
国
分
さ
ん
の
社
葬
に
は
お
ま
い
り
に

行
く
予
定
に
し
て
い
た
ん
だ
が
、
少
し
風
邪
気
味
な
の
で
欠
席
す
る
。
皆
に
は

前
か
ら
行
く
と
云
っ
て
い
た
の
で
待
た
せ
て
も
悪
い
し
、
社
長
の
章

一
氏
に
も

世
話
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
お
悔
や
み
申
し
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
、

君
か
ら
も
宜
し
く
申
し
上
げ
て
欲
し
い
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
何
時
も
と
変

わ
ら
ぬ
調
子
で
、
そ
れ
か
ら
僅
か
半
日
後
が
永
遠
の
お
別
れ
に
な
ろ
う
な
ど
と

は
思
い
も
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
十
二
日
の
密
葬
に
は
私
共
夫
婦
の
ほ
か

松
田
副
会
長
ご
夫
妻
も
わ
ざ
わ
ざ
参
列
頂
い
た
。

谷
口
さ
ん
と
の
お
付
き
合
い
は
、　
一
九
四
〇

（昭
和
十
五
）
年
に
私
が
慶
応

の
予
科
に
入
学
し
て
か
ら
だ
か
ら
、
半
世
紀
余
の
こ
と
で
、
こ
の
間
、
山
岳
部

員
、
登
高
会
員
、
日
本
山
岳
会
員
と
し
て
ご
指
導
頂
い
た
ほ
か
、
就
職
、
仕
事
、

私
生
活
に
ま
で
わ
た
っ
て
兄
弟
の
よ
う
に
過
ご
さ
せ
て
頂
い
た
。

谷
口
さ
ん
と
の
お
付
き
合
い
は
慶
応
の
予
科
入
学
以
来
で
は
あ
る
が
、
実
際

に
は
新
入
部
員
と

一
ま
わ
り
も
年
齢
の
異
な
る
先
輩
と
で
は
直
接
お
話
を
す
る

よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
直
接
お
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

一
九
四
二
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（昭
和
十
七
）
年
春
に
私
が
部
の
チ
ー
フ
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
か
ら
で
、
戦
争

も
敗
色
濃
く
、
山
行
の
食
料
、
装
備
も
入
手
難
、
世
に
は
時
代
に
迎
合
し
た
「行

軍
登
山
」
が
横
行
し
、
冬
山
に
参
加
す
る
部
員
が
上
野
駅
で
市
民
か
ら

「
こ
の

戦
時
中
に
山
や
ス
キ
ー
と
は
何
事
だ
」
と
暴
行
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
時
代

で
あ
っ
た
か
ら
、
チ
ー
フ
を
仰
せ
付
か
っ
た
私
は
部
の
運
営
に
つ
い
に
物
心
両

面
で
思
い
悩
む
こ
と
が
多
か
っ
た
。

相
談
し
よ
う
に
も
上
級
生
は
卒
業
と
同
時
に
兵
役
に
服
し
て
、
そ
の
多
く
は

海
外
の
戦
地
に
送
ら
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
が
、
幸
い
谷
口
さ
ん
は

一
九
四
二
年

の
初
め
に
は
召
集
解
除
と
な
り
、
北
満
か
ら
帰
還
さ
れ
て
い
た
の
で
、
私
が
学

徒
動
員
の
た
め
、
ル
ー
ム
を
閉
鎖
す
る
に
至
る
ま
で
随
分
お
世
話
に
な
っ
た
。

部
の
整
理
を
終
え
、
十
二
月
の
入
営
を
目
前
に
行
っ
た
送
別
富
士
登
山
、
暗
い

戦
況
と
は
裏
腹
に
美
し
か
っ
た
秋
晴
れ
の
山
は
忘
れ
難
く
、
こ
の
時
も
谷
口
さ

ん
は
ご

一
緒
し
て
下
さ
っ
た
。

戦
争
も
終
り
、
大
学
に
帰
っ
て
山
岳
部
を
復
活
、　
一
九
四
七
年
に
卒
業
す
る

ま
で
の
部
の
運
営
は
、
多
く
の
仲
間
を
戦
場
に
失
い
、
生
き
残
っ
た
者
た
ち
も

戦
災
そ
の
他
で
山
の
道
具
も
な
く
、
更
に

「
一
千
万
人
の
餓
死
者
が
出
る
」
と

云
っ
た
時
代
背
景
の
中
で
は
山
岳
部
運
営
の
前
途
は
と
も
す
れ
ば
そ
の
望
み
も

挫
け
が
ち
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
中
、
綱
町
の
剣
道
場
の
片
隅
に
割
り
当
て
ら
れ
た
鰻
の
寝
床
の
よ
う

な
ル
ー
ム

（と
云
う
よ
り
物
置
）
に
も
、
よ
く
立
ち
寄
ら
れ
て
話
を
聞
い
て
頂

い
た
。
当
時
谷
口
さ
ん
は
大
磯
の
別
荘
に
疎
開
中
で
あ
っ
た
の
で
、
夏
と
云
わ

ず
、
冬
と
云
わ
ず
駅
か
ら
の
長
い
道
を
歩
い
て
話
を
聞
い
て
頂
き
に
お
邪
魔
し

た
こ
と
は
回
数
も
思
い
出
せ
な
い
程
で
あ
っ
た
。

戦
後
、
松
方
三
郎
さ
ん
の
呼
び
掛
け
に
応
じ
、
日
本
山
岳
会
の
再
興
、
中
で

も
学
生
山
岳
部
に
対
す
る
谷
口
さ
ん
の
情
熱
は
大
変
な
も
の
で
、
そ
の
影
響
は

今
日
に
及
ぶ
数
多
く
の
業
績
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。中
で
も
戦
後
の
混
乱
の
中
、

一
九
四
六
年
秋
に
万
世
橋
の
交
通
博
物
館
講
堂
で
行
わ
れ
た
登
山
講
習
会
は
大

学
山
岳
部
運
営
に
苦
し
む
現
役
学
生
に
計
り
知
れ
ぬ
希
望
と
自
信
を
甦
ら
せ
る

結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
催
し
の
中
心
は
谷
口
さ
ん
の
ほ
か
堀
田
爾

一
、
藤
井
運

平
、
浜
野
正
男
、
関
根
吉
郎
、
今
村
正
三
、
林
和
夫
等
各
大
学
山
岳
部
の
若
手

Ｏ
Ｂ
で
、
特
に
堀
田
、
谷
口
両
氏
は
そ
の
ま
と
め
役
と
し
て
の
役
割
を
演
ぜ
ら

れ
、
ま
た
こ
れ
と
前
後
し
て
関
東
学
生
山
岳
連
盟
の
再
建
で
は
そ
の
中
心
と
し

て
努
力
さ
れ
た
。

こ
の
間
の
事
情
は
谷
口
さ
ん
の
遺
稿
集

「至
高
」
に
詳
し
い
。

今
日
、
日
本
山
岳
会
の
中
核
と
し
て
活
躍
し
て
居
ら
れ
る
村
木
潤
次
郎
、
大

塚
博
美
、
藤
平
正
夫
、
松
田
雄

一
の
諸
兄
も
こ
の
頃
谷
口
さ
ん
の
熱
情
に
ふ
れ
、

そ
の
薫
陶
に
あ
ず
か
っ
た
仲
間
達
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
そ
の
影
響
力
の
大

き
さ
を
今
更
の
よ
う
に
感
銘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

ご
葬
儀
に
際
し
て
の
弔
辞
で
も
ふ
れ
た
が
、
ま
か
り
間
違
え
ば

「死
ぬ
こ
と

も
あ
る
」
山
登
り
を
志
す
者
と
し
て
当
然
乍
ら
、
登
山
は
勿
論
生
活
態
度
す
べ

て
に
亘
っ
て

「
い
い
加
減
」
で
す
ま
す
こ
と
を
自
ら
も
戒
め
、
ま
た
後
輩
た
ち

に
も
求
め
ら
れ
る
ご
性
格
、
自
分
の
後
に
続
く
若
者
た
ち
に
も
よ
り
良
い
登
山

人
生
を
全
う
さ
せ
よ
う
と
願
う
強
い
熱
意
と
面
倒
見
の
良
さ
の
二
つ
が
も
た
ら

す
結
果
、
ご
指
導
を
う
け
る
後
輩
の
中
に
は

「谷
口
さ
ん
は
常
に
よ
り
高
き
、

よ
り
難
き
を
求
め
る
完
璧
な
ス
ポ
ー
ツ
登
山
の
み
を
偏
重
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を

後
輩
に
も
求
め
ら
れ
る
方
」
と
云
っ
た
誤
解
を
し
た
者
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
今

は
も
う
そ
ん
な
誤
解
を
し
て
い
る
者
は
い
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
谷
口
さ
ん
は

よ
く
私
に

「
二
郎
、
お
前
は
図
々
し
い
か
ら
何
で
も
思
っ
た
通
り
に
云
え
る
の
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追  悼

だ
が
、
若
い
学
生
た
ち
に
自
分
の
云
っ
て
い
る
こ
と
が
本
当
に
正
し
く
理
解
さ

れ
て
い
な
い
ん
で
は
な
い
か
と
思
う
と
恐
ろ
し
く
な
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
。
そ

ん
な
時
は
余
程
言
葉
を
選
ば
な
く
て
は
と
思
っ
た
り
、
物
を
云
う
の
を
躊
躇
し

た
り
し
て
ね
」
と
云
っ
て
居
ら
れ
た
。

想
い
出
す
儘
に
取
り
留
め
も
な
く
書
い
て
し
ま
っ
た
。
「
二
郎
の
奴
、
本
当

は
未
だ
俺
の
こ
と
が
判
っ
て
い
な
い
な
」
と
、
お
叱
り
を
受
け
そ
う
な
気
も
す

る
が
、
ま
さ
か
今
更
瞑
土
か
ら
現
わ
れ
て
怒
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
度
い
。

な
お
、谷
口
さ
ん
の
ご
指
導
を
受
け
た
登
高
会
員
数
人
が
世
話
人
と
な
っ
て
、

ご
遺
族
と
も
相
談
し
乍
ら
谷
口
現
吉
遺
稿
集

「至
高
」
を
発
行
し
て
い
る
。
小

生
の
拙
い
追
悼
文
な
ど
よ
り
、
こ
れ
を
通
読
さ
れ
れ
ば
谷
口
さ
ん
の
実
像
が
よ

り
鮮
明
に
捉
え
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
是
非
ご

一
読
を
お
す
す
め
し
度
い
。

（山
田
二
郎
）

会
入
会

（会
員
番
号

一
六
三
六
）

（昭
和
二
十

一
）
年
～

一
九
五
三
年
　
日
本
山
岳
会
常
務
理
事

（昭
和
二
十
二
）
年
九
月
　
関
東
学
生
山
岳
連
盟
を
設
立
し
、
大
学

山
岳
部
の
再
建
に
尽
力

（昭
和
二
十
三
）
年
　
西
村
工
業
販
売
帥
代
表
取
締
役

（昭
和
二
十
四
）
年
　
佐
倉
飼
科
卸
代
表
取
締
役

（昭
和
二
十
八
）
年
　
五
月
　
日
本
山
岳
会
評
議
員

（昭
和
三
十
九
）
年
　
日
本
山
岳
会
第
二
次
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
副
隊

長（昭
和
五
十
七
）
年
　
０
日
本
弘
道
会

（会
祖
西
村
茂
樹
）
評
議
員

（昭
和
六
十
）
年
　
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員

（昭
和
六
十

一
）
年
　
大
町
ス
キ
ー
場
代
表
取
締
役

（昭
和
六
十
三
）
年
　
大
町
市
シ
ル
バ
ー
・
ス
キ
ー
大
会
実
行
委
員

長（平
成
元
）
年
　
大
町
市
立
山
岳
博
物
館
顧
問

（平
成
四
）
年

一
月
二
十

一
日
　
肺
水
腫
の
た
め
大
町
市
に
お
い
て

死
去
。
享
年
八
十

一
歳

（山
田
二
郎
）

略

一
九

一
〇

一
九
二
八

一
九
二
九

一
九
三
二

一
九
三
五

一
九
三
六

歴

（明
治
四
十
三
）
年
九
月
十
七
日
　
谷
口
辞
三
郎
次
男
と
し
て
東
京

品
川
に
お
い
て
出
生

（昭
和
三
）
年
三
月
　
東
京
府
立
第
八
中
学
校

（現
東
京
都
立
小
山

台
高
校
）
卒
業

（昭
和
四
）
年
四
月
　
慶
応
義
塾
体
育
会
山
岳
部
入
部

（昭
和
七
）
年
三
月
　
剣
岳
八
ッ
峰
積
雪
期
初
登
攀

（昭
和
十
）
年

一
月
　
慶
応
山
岳
部
と
し
て
積
雪
期
高
所
露
営
技
術

を
確
立

（昭
和
十

一
）
年
三
月
　
慶
応
義
塾
大
学
法
学
部
卒
業
、
日
本
山
岳

一
九
四
六

一
九
四
七

一
九
四
八

一
九
四
九

一
九
五
三

一
九
五
四

一
九
八
二

一
九
八
五

一
九
八
六

一
九
八
八

一
九
八
九

一
九
九
二
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山

田

二

郎

氏

（
一
九
〇
五
上

九
九
二
）

日
本
山
岳
会
の
会
員
名
簿
に
、
同
姓
同
名
が
何
組
あ
る
か
調
べ
た
こ
と
も
な

い
が
、
山
田
二
郎
は
た
し
か
に
二
名
並
ん
で
い
る
。
会
員
番
号
三
四
七
三
山
田

二
郎
は
、
当
然
の
こ
と
現
在
第

一
線
で
活
躍
中
の
会
長
さ
ん
で
追
悼
な
ど
も
っ

て
の
外
の
話
で
あ
る
。あ
と
の
一
人
の
山
田
二
郎
が
当
追
悼
文
の
主
山
田
さ
ん
、

一
九
三
〇
年
四
月
入
会
、
会
員
番
号

一
一
七
六
、
関
西
支
部
、
出
生
は

一
九
〇

五

（明
治
三
十
八
）
年
二
月
、
生
家
は
和
歌
山
の
老
舗
綿
布
問
屋
吉
兵
衛
の
次

男
と
聞
く
。

和
歌
山
中
学
時
代
は
水
泳
に
熱
中
し
て
、
部
の
幹
部
と
し
て
活
躍
、
極
東
大

会
の
日
本
代
表
に
も
な
ろ
う
か
と
い
っ
た
猛
者
だ
っ
た
ら
し
い
。

早
稲
田
に
進
ん
で
か
ら
は
、
体
調
を
考
え
て
か
、
黄
金
時
代
を
誇
っ
て
い
た

水
泳
部
に
は
行
か
ず
に
、
山
岳
部
に
籍
を
お
く
こ
と
に
な
っ
た
。

当
時
の
早
大
山
岳
部
は
、
船
田
三
郎
と
い
う
す
ぐ
れ
た
指
導
者
の
流
れ
を
汲

ん
で
、
厳
冬
の
山
に
情
熱
を
傾
け
研
究
に
余
念
が
な
か
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な

現
わ
れ
が
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の

「大
沢
小
舎
生
活
」
で
あ

る
。　
一
九
二
四

（大
正
十
三
）
年
か
ら
翌

一
月
に
第

一
回
が
行
わ
れ
、
そ
の
後

毎
冬
第
二
回
、
第
三
回
と
継
続
し
て
、
着
実
に
成
果
を
挙
げ
て
き
た
。
記
録
に

よ
る
と
、
第
四
回
大
沢
小
舎
生
活
は
、　
一
九
二
七

（昭
和
三
）
年
十
二
月
二
十

七
日
第

一
隊
リ
ー
ダ
ー
近
藤
正
の
下
十

一
名
、
次
い
で
第
二
隊
三
名
三
十
日
入

山
の
予
定
で
、
単
に
山
頂
に
立
つ
だ
け
で
な
く
、
ス
キ
ー
地
図
の
作
製
、
雪
崩

の
研
究
な
ど
課
題
と
し
て
い
た
。

山
田
さ
ん
は
、
第
四
回
大
沢
小
舎
生
活
の
第

一
隊
と
し
て
参
加
し
た
。
だ
が
、

十
二
月
三
十
日
ス
キ
ー
訓
練
中
に
突
如
と
し
て
お
き
た
篭
川
谷
赤
石
沢
か
ら
の

雪
崩
の
た
め
に
、　
一
瞬
に
し
て
大
惨
事
と
な
り
、
四
名

（家
村
、
山
本
、
関
、

上
原
）
の
若
い
部
員
の
死
去
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
全
員
埋
没
、

山
田
さ
ん
は
や
っ
と
の
こ
と
掘
り
出
さ
れ
て

一
生
を
得
た
の
で
あ
る
。

そ
の
時
の
こ
と
を
追
憶
し
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。
物
凄
い
土
用
波
に
巻
き
込

ま
れ
て
、
突
き
倒
さ
れ
、
大
き
な
苦
痛
を
感
じ
な
が
ら
無
二
無
三
に
押
し
飛
ば

さ
れ
た
。
雪
崩
は
止
ま
っ
た
。
心
臓
が
沸
騰
し
て
い
る
。
呼
吸
が
出
来
な
い
。

頭
が
張
り
烈
け
る
よ
う
だ
。
死
！
死
！
や
ら
れ
た
。　
一
生
懸
命
も
が
い
て
い
た

時
、
頭
の
上
の
雪
が
除
か
れ
て
空
中
に
手
が
出
た
。
じ
め
た
、
助
か
っ
た
。
暗

黒
の
世
界
か
ら
光
明
の
世
界
へ
。
誰
か
が
飛
び
つ
い
て
来
て
掘
り
だ
し
て
く
れ

た
。こ

の
針
ノ
木
遭
難
は
、
日
本
登
山
界
の
大
事
件
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
大
晦

日
の
街
角
に
号
外
ま
で
飛
び
だ
す
社
会
問
題
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
部
は
勿
論

の
こ
と
、
生
き
残
っ
た
七
名
に
と
っ
て
も
大
へ
ん
な
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
お
そ

ら
く
人
生
観
を
三
六
〇
度
変
え
る
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

早
大
山
岳
部
は
、
針
ノ
木
遭
難
の
大
き
な
打
撃
を
う
け
て
混
乱
状
態
だ
っ
た

と
思
う
。
反
省
、
批
判
、
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
壁
、
山
積
し
て
い
た
。

社
会
的
圧
力
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
時
に
最
も
必
要
と
す
る
前
向
き

の
姿
勢
を
失
わ
な
か
っ
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。当
面
の
処
理
は
勿
論
の
こ
と
、

部
の
立
て
直
し
の
た
め
に

一
九
と
な
っ
て
事
に
あ
た
る
。
部
は
そ
れ
だ
け
の
力

を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
充
実
し
て
い
た
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。

部
室
は
い
つ
も
沸
き
あ
が
っ
て
い
た
。
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
論
議
も
華
や
か
だ
っ

182



た
。
山
田
さ
ん
は
、
こ
ん
な
部
屋
の
渦
の
中
で
、
際
立
っ
た
存
在
だ
っ
た
。
太

い
眉
毛
を
ピ
ク
つ
か
せ
な
が
ら
論
陣
を
張
る
姿
は
、
イ
キ
イ
キ
し
て
い
た
。
口

グ
セ
の
よ
う
に

「俺
は
教
室
よ
り
も
部
室
に
い
る
方
が
勉
強
に
な
る
」
と
言
っ

た
言
葉
は
、
部
で
育
つ
若
者
の
風
潮
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
風
潮
は
、単
に
特
定
の
大
学
山
岳
部
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

学
生
登
山
者
は
、
こ
う
し
た
流
れ
の
上
に
育
ち
、
力
を
つ
け
て
き
た
。
学
生
登

山
者
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
、
こ
う
し
た
論
は
部
の
内
に
外
に
活
濃
に
行
わ
れ
、

引
い
て
は
、
他
の
大
学
と
手
を
た
ず
さ
え
て
、
同
志
的
結
合
と
い
う
形
を
と
る

に
至
っ
た
。
学
生
達
は
よ
く
動
い
た
。
足
に
、
手
に
、
日
に
、
山
に
関
す
る
限

り
若
き
情
熱
を
傾
け
た
。
日
本
山
岳
会
は
こ
れ
で
よ
い
の
か
、
集
る
度
に
話
は

盛
り
あ
が
っ
た
。
す
ぐ
に
頭
に
浮
か
ぶ
の
が
、
商
大
の
磯
野
計
蔵
さ
ん
、
日
大

の
初
見

一
雄
さ
ん
、
明
治
の
小
沢
利

一
郎
さ
ん
、
法
政
の
大
木
長
蔵
さ
ん
、
立

教
の
水
越
誠

一
さ
ん
、
ほ
か
に
も
多
勢
の
方
の
力
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
早
稲
田

で
は
い
つ
も
、
山
田
さ
ん
、
渡
辺
公
平
さ
ん
な
ど
、
皆
ん
な
若
く
て
元
気
温
れ

て
い
た
。
日
本
山
岳
会
の
大
御
所
大
先
輩
の
方
々
の
と
こ
ろ
へ
は
皆
で
押
し
か

け
た
も
の
だ
。
新
聞
社
に
も
よ
く
行
っ
た
。

こ
う
し
て
、
関
東
学
生
登
山
聯
盟
は
生
ま
れ
た
。　
一
九
二
九

（昭
和
四
）
年

十

一
月
二
十

一
日
早
稲
田
大
学
大
隈
講
堂
で
発
会
式
挙
行
、
「岳
聯
報
告
」
第

一
号
に
あ
る
よ
う
に
、
関
東

一
円
山
形
、
福
島
を
含
め
て
大
学
、
高
校
二
十
八

校
が
勢
揃
い
し
た
の
だ
か
ら
壮
観
だ
っ
た
。
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
日
本
登
山

界
に
大
き
な
新
し
い
方
向
づ
け
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
関
東
に
呼
応

悼

　

し
て
、
関
西
学
生
登
山
聯
盟
も
結
成
さ
れ
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
い
ろ
い
ろ
の

事
情
か
ら
数
年
後
に
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
学
生
登
山
者
の
存
在
は
明
確

追

　

に
世
に
問
う
こ
と
が
出
来
た
。

山
田
さ
ん
は
、
社
会
人
と
し
て
新
聞
界
で
身
を
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
三
三

（昭
和
八
）
年
五
月
大
阪
朝
日
新
聞
社
入
社
。
途
中
五
年
間
の
軍

務
応
召
を
除
い
て
は
、　
一
九
六
三

（昭
和
三
十
八
）
年
二
月
ま
で
三
十
年
間
通

信
部
、
整
理
部
の
畑
で

一
筋
に
新
聞
人
と
し
て
生
き
て
き
た
山
田
さ
ん
、
正
直

一
本
槍
で
通
さ
れ
た
と
き
い
て
、
な
る
ほ
ど
と
理
解
で
き
る
。

朝
日
新
聞
大
阪
本
社
編
集
局
で
は
、
「ヤ
マ
ダ
テ
ン
ノ
ウ
」
で
通
っ
て
い
た

と
い
う
。
紙
面
造
り
の
鬼
と
も
言
わ
れ
た
ら
し
い
。
若
い
社
員
た
ち
は
、
山
田

さ
ん
の
日
と
雷
を
盗
ん
で
デ
ス
ク
の
後
を
通
り
ぬ
け
た
と
い
う
。
原
稿
の
組
み

変
え
は
毎
度
の
こ
と
で
、
工
場
に
流
し
た
ニ
ュ
ー
ス
の
組
み
直
し
に
は
、
平
身

低
頭
、
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
姿
勢
は

一
貫
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

あ
る
人
の
話
、
金
沢
支
局
長
時
代
に
、
そ
の
あ
る
人
が
、
入
社
し
て
三
年
経
っ

て
、
金
沢
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
、
赴
任
を
前
に
し
て
、
「金
沢
か
、
ヤ
マ
ダ

天
皇
の
と
こ
ろ
だ
な
。
き
つ
い
ぞ
」
と
何
人
か
の
人
に
言
わ
れ
た
と
か
。
覚
悟

を
決
め
て
赴
任
し
ま
し
た
と
、
実
感
が
こ
も
っ
て
い
る
。
さ
て
、
「お
蔭
様
で

新
聞
人
に
育
て
て
貰
い
ま
し
た
」
と
は
真
の
こ
も
た
後
日
談
で
あ
る
。
非
を
非

と
い
っ
て

一
生
を
通
せ
た
山
田
さ
ん
、
山
田
イ
ズ
ム
は
こ
こ
で
も
輝
い
て
い
た

よ
う
だ
。

新
聞
を
離
れ
て
か
ら
は
、
嘱
望
さ
れ
て
、
神
戸
の
辰
己
商
会
と
い
う
海
運
業

界
の
会
社
に
席
を
置
く
こ
と
に
な
り
、
社
史
の
編
さ
ん
や
ら
会
長
の
伝
記
や
ら

や
り
あ
げ
て
十
数
年
、
な
か
な
か
辞
め
さ
せ
て
貰
え
な
い
と
グ
チ
の
出
る
日
が

あ
っ
た
。

そ
の
頃
か
ら
、
口
に
は
出
さ
ぬ
が
身
体
の
調
子
が
悪
く
な
っ
た
よ
う
で
、
楽

し
み
に
し
て
い
た
山
歩
き
も
出
来
ず
に
日
を
過
ご
し
て
い
た
。
奥
様
と
の
約
束

の
秋
の
上
高
地
行
も
果
た
せ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
「俺
が
死
ん
だ
ら
骨
は
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山
に
埋
め
て
く
れ
」
と
。
ジ
ョ
ウ
ダ
ン
に

「針
ノ
木
の
方
が
い
い
ぢ
ゃ
な
い
か
。

皆
ん
な
が
待
っ
て
い
る
か
ら
」
と
三
年
前
に
京
都
に
訪
ね
た
時
の
話
、
「そ
う

だ
な
」
と
う
な
ず
い
て
い
た
姿
が
想
い
出
さ
れ
る
。

篭
川
谷
の
新
緑
は
鮮
や
か
だ
っ
た
。
埋
も
れ
た
友
を
さ
が
し
て
何
日
か
過
ご

し
た
大
沢
小
舎
で
、
た
き
火
を
囲
み
な
が
ら
、
「山
は
い
い
ネ
」
と
ポ
ツ
リ
と

一
言
。

針
ノ
木
遭
難
生
き
残
り
の
最
後
の
一
人
、
山
田
さ
ん
、
も
し
か
し
た
ら
皆
ん

な
揃
っ
た
と
こ
ろ
で

「吹
雪
は
や
み
て
」
の
合
唱
を
し
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
。

（長
島
春
雄
）

進

藤

波

男

氏

（
一
九
≡

上

九
九
一
）

進
藤
波
男
さ
ん
が
、
突
然
の
事
故
で
七
十
八
歳
の
生
涯
を
と
じ
た
の
は
去
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

進
藤
さ
ん
は
、
三
水
会
の
創
設
当
時
か
ら
の
会
員
で
、
日
本
山
岳
会
の
入
会

も

一
九
四
〇

（昭
和
十
五
）
年
と
早
く
、
途
中
休
会
が
な
か
っ
た
な
ら
、
永
年

会
員
に
な
れ
る
番
号
で
、　
一
八
六
三
番
で
あ
っ
た
。
進
藤
さ
ん
は
、　
一
九

一
三

（大
正
三
）
年
九
月
二
十
日
、
群
馬
県
桐
生
の
旧
家
に
生
ま
れ
、
そ
の
土
地
の

小
学
校
を
卒
業
す
る
と
、
単
身
上
京
し
た
。
向
学
心
に
燃
え
た
少
年
は
、
当
時

東
京
で
も
入
学
が
む
ず
か
し
い
と
い
わ
れ
た
、
東
京
府
立
工
芸
学
校
に
入
学
、

機
械
方
面
の
勉
強
に
精
を
出
し
た
。

卒
業
後
、
千
葉
県
市
川
市
の
あ
る
軍
関
係
の
工
場
に
就
職
し
た
。
軍
の
特
別

な
関
係
が
あ
っ
た
た
め
に
軍
隊
に
入
隊
す
る
こ
と
な
く
、
大
砲
、
砲
弾
の
研
究

に
没
頭
し
た
。
そ
の
間
、
山
好
き
な
進
藤
さ
ん
は
、
自
ら
、
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
　

ー８

と
い
う
山
の
会
を
作
り
、
友
達
と
共
に
北
ア
ル
プ
ス
、
南
ア
ル
プ
ス
、
秩
父
、

多
摩
の
山
々
に
登
っ
た
と
の
こ
と
を
奥
様
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
と
い
う
山
の
会
は
、
坂
倉
登
喜
子
さ
ん
の
会
だ
け
だ
と

思
っ
て
い
た
私
は
び
っ
く
り
し
た
。
当
時
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
た
の
で
、
五

十
年
も
過
ぎ
て
い
る
番
号
に
も
驚
い
た
。

私
が
進
藤
さ
ん
と
知
り
合
っ
た
の
は
、
三
水
会
の
で
き
た

一
九
七
五
年
頃
で

し
た
。
ほ
り
の
深
い
、
日
本
人
ば
な
れ
を
し
た
風
貌
で
、
登
山
の
服
装
も

一
種

独
特
の
も
の
で
し
た
。特
に
親
し
く
つ
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「ポ
シ
ス
」

と
い
う
歩
く
会
を
作
っ
た
の
で
、
色
々
と
指
導
を
し
て
く
れ
な
い
か
と
相
談
を

う
け
て
か
ら
で
あ
っ
た
。　
一
番
初
め
の
行
事
と
し
て
行
っ
た
の
は
、
夜
間
三
十

キ
ロ
の
コ
ー
ス
を
歩
く
こ
と
で
し
た
。
参
加
者
五
十
名
、
コ
ー
ス
は
西
武
線
の
仏

子
の
駅
か
ら
飯
能
を
通
り
有
間
小
屋
ま
で
で
し
た
。
心
配
し
た
行
事
も
無
事
全

員
到
着
、
ほ
っ
と
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
思
い
で
が
あ
り
ま
す
。
進
藤
さ
ん
は
そ

の
時
、
参
加
者
全
員
に
自
ら
デ
ザ
イ
ン
を
し
た
、
き
れ
い
な
バ
ッ
チ
を
進
呈
し

た
。
そ
の
後
何
回
か
行
っ
た
が
、
道
路
、
そ
の
他
の
都
合
で
と
り
や
め
る
こ
と

に
な
っ
た
こ
と
は
残
念
で
し
た
。

そ
の
後
進
藤
さ
ん
は
、
家
の
中
で
歩
く
機
械
を
作
る
こ
と
に
没
頭
し
て
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
放
送
に
出
演
で
き
る
機
械
を
考
案
を
し
た
。
又
教
育
大
の
阿

久
津
先
生
や
、
早
稲
田
大
学
の
窪
田
先
生
と
の
交
流
を
深
め
体
育
器
具
の
開
発

に
努
力
し
た
が
、
製
品
と
な
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
人
と
の
交
際
も
、

旧
海
軍
の
山
の
会

「梓
会
」
の
人
々
や
、
奥
武
蔵
研
究
会
の
人
々
、
面
白
い
人

で
は
、
ス
ペ
イ
ン
ダ
ン
ス
の
人
々
な
ど
あ
り
、
多
才
の
人
で
も
あ
っ
た
。
又
、



心
身
の
鍛
練
の
た
め
に
、
古
武
道
の
三
條
流
を
学
び
そ
の
研
究
の
た
め
に
森
の

あ
る
所
に
家
を
移
転
し
て
、
心
身
の
修
業
に
励
み
、
人
生
修
業
の
た
め
に
色
々

な
研
究
を
し
た
面
白
い
人
で
あ
っ
た
が
、
中
途
で
故
人
に
な
ら
れ
た
の
は
残
念

で
な
り
ま
せ
ん
。

三
水
会
行
事
に
も
積
極
的
に
参
加
さ
れ
、
係
も
引
き
受
け
他
の
人
に
な
い
独

特
な
考
え
、
行
動
を
三
水
会
の
人
々
に
見
せ
て
く
れ
た
。
そ
し
て
色
々
と
啓
蒙

も
し
て
く
れ
た
貴
重
な
人
で
あ
っ
た
。

深
く
哀
悼
の
意
を
表
し
て
筆
を
お
く
。

（中
　
　
保
）

佐

藤

金

一
氏

（
一
九
≡

上

九
九
一）

佐
藤
氏
は

一
九

三
二

（大
正
三
）
年
わ
が
国
有
数
の
豪
雪
地
で
知
ら
れ
る
守

門
山
の
山
麓
の
栃
尾
市
で
生
ま
れ
る
。
ま
わ
り
を
山
で
囲
ま
れ
、
刈
谷
田
川
に

沿
っ
て
家
並
み
が
つ
づ
く
機
屋
町
で
、
越
後
の
小
京
都
と
も
呼
ば
れ
、
長
岡
ま

で
通
う
軽
便
鉄
道
が
当
時
唯

一
の
文
化
を
運
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
織
物

産
地
の
土
地
柄
、
文
化
活
動
が
盛
ん
で
、　
一
九
二
五
年
ア
ル
バ
ー
タ
の
登
山
か

ら
帰
国
さ
れ
た
槙
有
恒
氏
の
講
演
会
が
開
か
れ
、
こ
れ
に
感
動
し
て
登
山
に
の

め
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
町
の
植
物
学
者
稲
田
豊
八
氏
の
指

悼
　

導
で
自
然
観
察
、
近
代
登
山
術
の
手
ほ
ど
き
を
う
け
、
本
格
的
な
山
登
り
を
始

め
る
。　
一
九
三

一

（昭
和
六
）
年
七
月
機
屋
の
若
旦
那
衆
と
登
山
集
団

「
ア
パ

追

　

ル
会
」
を
結
成
、
登
山
活
動
に
弾
み
が
つ
く
。
第
二
次
大
戦
で
多
く
の
機
屋
が

統
廃
合
さ
れ
軍
需
工
場
に
転
換
し
た
。
こ
こ
で
街
の
織
物
工
場
主
の
鈴
木
倉
市

郎
氏
と
出
合
う
こ
と
に
な
る
。
鈴
木
氏
は
人
も
知
る
文
化
人
で
、
自
ら
絵
筆
も

よ
く
執
ら
れ
、
機
業
人
と
し
て
の
力
量
、
洞
察
力
高
く
、
戦
後
は
鈴
木
氏
の
片

腕
と
な
っ
て
、
織
物
業
の
再
建
に
取
り
組
み
、
幾
多
の
危
機
を
好
機
に
と
ら
え
、

テ
キ
ス
タ
イ
ル
の
一
貫
生
産
に
挑
戦
し
つ
つ
、封
建
性
の
強
い
産
地
に
あ
っ
て
、

″鈴
倉
に
学
べ
″
の
声
が
公
然
と
起
こ
り
始
め
る
ま
で
の
、
当
地
第

一
級
の
企
業

に
育
て
挙
げ
た
陰
の
功
労
者
の
一
人
で
、
そ
の
パ
ワ
ー
は
登
山
で
学
ん
だ
知
識

と
人
脈
と
体
力
だ
と
常
に
口
に
さ
れ
て
い
た
。　
一
九
四
七

（昭
和
二
十
二
）
年

日
本
山
岳
会
に
入
会
さ
れ
、
支
部
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
行
動
さ
れ
職
務
多
忙

で
も
山
の
義
理
を
欠
く
こ
と
の
な
い
人
で
、
趣
味
と
し
て
の
山
を
追
い
つ
づ
け

る
こ
と
に
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
、
自
分
の
信
念
と
し
て
正
し
い
道
を
迷
う
こ

と
な
く
、
山
男
と
し
て
の
誇
り
と
自
信
を
常
に
持
っ
て
居
ら
れ
た
。
ホ
ー
ム
グ

ラ
ン
ド
の
守
門
岳
、
浅
草
岳
を
は
じ
め
、
六
十
里
越
え
、
八
十
里
越
え
か
ら
会

津
に
至
る
山
々
の
地
域
研
究
と
開
拓
は
、
地
元
の
山

一
筋
の
佐
藤
氏
の
地
味
な

人
柄
を
物
語
る
。
戦
後
の
守
門
岳
平
石
川
源
流
、
会
津
朝
日
岳
小
戸
沢
、
毛
猛

山
塊
の
ル
ー
ト
開
拓
、
早
春
の
中
ノ
岳
か
ら
平
ヶ
岳
の
縦
走
の
記
録
な
ど
は
、

こ
の
方
面
へ
の
入
山
者
へ
の
助
言
、
指
導
に
大
き
な
力
と
な
っ
た
。

ま
た
、
県
内
の
登
山
者
講
習
会
の
講
師
や
、
日
本
山
岳
会
越
後
支
部
創
立
二

十
周
年
記
念
県
境
踏
査
登
山
の
実
行
委
員
、第
十
四
回
飯
豊
国
体
の
役
員
な
ど
、

陣
頭
に
立
っ
て
行
動
さ
れ
、
そ
れ
等
の
記
録
は
支
部
機
関
誌

『越
後
山
岳
』
や

数
々
の
山
岳
雑
誌
に
、
紀
行
、
随
筆
、
案
内
文
と
し
て
ロ
マ
ン
浴
れ
る
文
章
を

残
さ
れ
て
居
る
。
こ
れ
が
縁
で
同
地
を
訪
れ
る
人
々
も
多
く
、自
ら
案
内
を
買
っ

て
出
ら
れ
て
い
た
。

故
高
松
宮
様
、
日
高
信
六
郎
、
神
谷
恭
、
野
口
末
延
、
中
村
謙
、
深
田
久
弥
、
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中
西
悟
堂
氏
等
々
日
本
山
岳
会
の
重
鎮
を
案
内
し
、
多
く
の
地
方
会
員
に
交
流

の
場
を
橋
渡
し
さ
れ
た
。
飾
り
気
の
な
い
朴
と
つ
な
佐
藤
さ
ん
は
、
不
思
議
な

誰
も
が
真
似
の
出
来
な
い
魅
力
の
持
ち
主
で
、山
で
風
景
ｏ植
物
な
ど
鮮
や
か
に

ス
ケ
ッ
チ
し
て
、
見
る
人
を
う
な
ら
せ
た
り
、
道
々
で
の
ウ
ン
チ
ク
あ
る
お
話

や
、
軽
妙
酒
脱
の
語
り
口
で
の
栃
尾
小
話
は
、
聞
く
人
を
し
て
疲
れ
を
忘
れ
さ

せ
、
博
識
で
多
芸
多
才
の
人
で
あ
り
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
細
か
い
思
い
や
り
の

あ
る
人
で
し
た
。
日
本
山
岳
会
越
後
支
部
の
機
関
誌

『越
後
山
岳
』
第

一
号
の

一
九
三
七

（昭
和
十
二
）
年
三
月
守
門
岳
か
ら
浅
草
岳
に
行
か
れ
た
紀
行
文
に
、

「大
岳
か
ら
網
張
場
へ
は
ス
キ
ー
の
ま
ま
降
れ
ま
す
」
「急
斜
面
で
す
か
ら
気

を
つ
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
「鋸
グ
ラ
の
尾
根
は
急
峻
な
凹
凸
が
ひ
ど
く
て
、

五
味
沢
へ
の
ル
ー
ト
と
し
て
は
適
当
で
あ
り
ま
せ
ん
」
な
ど
、
随
所
に
か
ゆ
い

と
こ
ろ
に
手
の
届
く
よ
う
な
思
い
や
り
あ
る
文
章
が
見
ら
れ
、
遭
難
防
止
と
、

楽
し
い
登
山
を
常
に
念
頭
に
置
い
た
、
佐
藤
さ
ん
ら
し
い
紀
行
文
を
残
し
て
居

ら
れ
る
。
お
お
ら
か
で
邊
し
い
岳
人
、
こ
れ
は
佐
藤
さ
ん
に
ビ

ッ
タ
リ
の
表
現

で
あ
ろ
う
。　
一
九
七
六

（昭
和
五
十

一
）
年
支
部
結
成
三
十
周
年
記
念
に
藤
島

玄
氏
を
隊
長
に
、
ネ
パ
ー
ル
を
元
気
に
旅
行
し
、
世
界
最
高
峰
の
エ
ベ
レ
ス
ト

を
望
見
し
て
感
動
さ
れ
、
菩
提
樹
の
下
で
マ
チ
ャ
プ
チ
ャ
レ
を
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ

た
姿
が
、
今
も
日
に
浮
か
ん
で
は
な
れ
な
い
。　
一
九
八
三

（昭
和
五
十
八
）
年

脳
梗
塞
で
倒
れ
ら
れ
、
ご
家
族
の
手
厚
い
看
護
で
小
康
を
得
ら
れ
、
近
く
の
古

城
趾
を
散
歩
さ
れ
る
と
伺
い
、
山
仲
間
と
安
堵
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
昨
年
十
二

月
六
日
心
不
全
に
よ
り
ご
逝
去
さ
れ
た
。
十
二
月
七
日
の
密
葬
、
十
二
月
十
三

日
社
葬
が
栃
尾
市
の
善
昌
寺
で
し
め
や
か
に
営
ま
れ
た
。
百
基
を
越
す
境
内

一

杯
の
供
花
の
中
央
に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
行
の
最
後
に
撮
ら
れ
た
、
満
ち
足
り
た
喜

び
を
満
面
に
湛
え
た
遺
影
に
お
別
れ
す
る
参
列
者
は
五
百
余
名
に
及
ん
だ
。
正

面
に
か
ざ
ら
れ
た
市
長
の
供
花
と
並
ん
で
、
山
岳
会
の
生
花
が
飾
ら
れ
、
産
業

人
佐
藤
と
山
岳
人
佐
藤
の
最
後
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
告
別
式
で
あ
り
ま
し
　
１８

た
。
山
岳
会
員
の
多
く
が
生
前
の
数
々
の
山
歴
に
敬
意
を
表
し
、
冥
福
を
心
か

ら
お
祈
り
し
て
お
別
れ
を
し
た
。

戒
名
　
機
倉
院
慈
徹
岳
堂
居
士
位

略

一
九

一
三

一
九
二

一

一
九
四
六

一
九
四
八

一
九
六
八

一
九
七
二

一
九
九

一
泉

隆

次

郎

氏

（
一
九
三

上

九
九
一
）

泉
隆
次
郎
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、　
一
九
九

一

（平
成
三
）
年
十
二
月
二

十
九
日
、
年
の
瀬
も
お
し
せ
ま
っ
た
日
で
あ
っ
た
。

歴

（大
正
三
）
年
九
月
二
十
三
日
　
栃
尾
市
原
で
出
生

（昭
和
六
）
年
　
ア
ル
パ
会
を
創
立
発
会

（昭
和
二
十

一
）
年
　
日
本
山
岳
会
に
入
会

（会
員
番
号
二
五
〇
五
）

（昭
和
二
十
三
）
年

一
月
　
鈴
倉
織
物
に
入
社

（昭
和
四
十
三
）
年
十
二
月
　
栃
尾
市
山
岳
遭
難
対
策
協
議
会
設
立

に
尽
力

（昭
和
四
十
七
）
年
七
月
　
榊
鈴
倉
織
物
専
務
取
締
役

（平
成
三
）
年
十
二
月
六
日
　
心
不
全
に
よ
り
逝
去
、
享
年
七
十
九

歳

（室
賀
輝
男
）



三
年
程
前
、
体
調
を
く
ず
し
、
阪
大
病
院
に
入
院
、
手
術
を
受
け
た
が
、
そ

の
後
回
復
し
、泉
さ
ん
が
大
手
術
を
受
け
た
こ
と
な
ど
知
ら
な
い
で
、付
き
合
っ

て
い
た
人
も
、
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
惜
し
い
人
を
亡
く
し
た
も
の

で
あ
る
。

泉
さ
ん
は
、　
一
九
三

一

（昭
和
六
）
年
、
大
阪
商
科
大
学

（現
、
大
阪
市
立

大
学
）
予
科
に
入
学
し
て
、
間
も
な
く
山
岳
部
に
入
り
、
そ
れ
か
ら
山
登
り
が

は
じ
ま
っ
た
。
私
よ
り
四
年
先
輩
、
私
が
入
学
し
た
時
は
、
既
に
泉
さ
ん
が
、

チ
ー
フ
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
、
六
十

年
近
い
、
お
そ
ろ
し
く
長
い
泉
さ
ん
と
私
と
の
お
付
き
合
い
が
、
始
ま
っ
た
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
、
思
い
お
こ
し
て
見
る
と
、
お
互
い
に
現
役
部
員
と
し
て
、　
一
緒
に

山
へ
行
っ
た
の
は

一
年
半
に
す
ぎ
ず
、
想
い
出
に
残
る
の
は
、　
一
九
三
六

（昭

和
十

一
）
年
の
春
の
剣
、
早
月
尾
根
、
夏
の
台
湾
遠
征
と
冬
の
大
阪
薬
専

（現
、

大
阪
薬
大
）
と
の
富
士
山
合
同
登
山
な
ど
、
数
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
今
想
い
お

こ
す
と
、
不
思
議
な
よ
う
な
気
も
す
る
。

卒
業
後
の
泉
さ
ん
は
、
後
輩
の
指
導
に
当
る

一
方
、
関
西
の
山
仲
間
と
の
幅

広
い
付
合
い
が
始
ま
っ
て
い
た
。
も
う
亡
く
な
っ
た
人
ば
か
り
に
な
る
が
、
西

岡

一
雄
さ
ん
、
北
條
理

一
さ
ん
、
新
村
正

一
さ
ん
、
前
田
光
雄
さ
ん
な
ど
、
又
、

エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
の
お
嬢
さ
ん

（？
）
方
等
多
方
面
に
及
ん
で
い
た
。
ひ
ま
し

に
戦
時
色
が
濃
く
な
っ
て
来
た
頃
、
堂
島
の
関
西
支
部
ル
ー
ム
と
、
向
か
い
の

好
日
山
荘
と
が
、
た
ま
り
場
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

悼
　
　
戦
争
中
の
応
召
、
又
戦
後
数
年
間
の
愛
知
県
の
元
疎
開
地
で
の
お
仕
事
が

一

段
落
し
、大
阪
へ
も
ど
っ
て
来
る
頃
、戦
争
中
の
ブ
ラ
ン
ク
を
克
服
し
つ
つ
あ
っ

追
　

た
大
阪
市
大
山
岳
部
、
山
岳
会
の
再
建
に
、
す
ば
ら
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。

不
幸
、　
一
九
六

一
年
の
ラ
ン
タ
ン
・
リ
ル
ン
で
、
遭
難
事
故
を
お
こ
し
た
時

に
は
、
救
援
に
現
地
へ
赴
き
、
そ
れ
以
後
、
最
後
ま
で
大
阪
市
大
山
岳
会
の
「顔
」

で
あ
り
、
「活
力
の
源
泉
」
で
あ
っ
た
。
市
大
の
若
い
人
か
ら
、
「泉
さ
ん
は
こ

わ
い
」
と
か
、
「泉
さ
ん
に
叱
ら
れ
た
」
と
か
い
ろ
い
ろ
話
は
よ
く
耳
に
す
る
が
、

泉
さ
ん
に

「し
ご
か
れ
た
」
と
い
う
言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
厳
し
い
が
、

実
に
お
お
ら
か
な
、明
る
い
、す
ば
ら
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
持
ち
主
で
あ
っ

た
と
思
う
。

後
年
、
仲
西
政

一
郎
さ
ん
と
の
永
年
の
お
付
き
合
い
か
ら
、
近
畿
山
岳
愛
好

会
の
副
会
長
、
会
長
も
つ
と
め
て
、
新
し
い
沢
山
の
若
い
山
の
お
友
達
も
出
来

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

泉
さ
ん
は
会
社
、
役
所
な
ど
、
色
々
と
勤
務
を
か
わ
ら
れ
た
が
、
最
後
の
お

仕
事
は
、　
一
九
八
〇

（昭
和
五
十
五
）
年
、
全
国
に
さ
き
が
け
て
作
ら
れ
た
財

団
法
人
大
阪
腎
臓
バ
ン
ク
の
設
立
で
あ
っ
た
。
大
阪
腎
臓
バ
ン
ク
の
専
務
理
事

と
し
て
、
亡
く
な
る
直
前
ま
で
、
医
学
に
素
人
の
泉
さ
ん
が
、
脳
死
や
臓
器
移

植
の
問
題
と
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
、
仕
事
に
熱
中
し
て
お
ら
れ
た
姿
に
は
、

本
当
に
頭
が
下
が
る
思
い
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
凡
て
泉
さ
ん
の
人
間
愛
か
ら

出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

又
、
生
前

一
人
で
、
四
国
八
十
八
ケ
所
の
巡
礼
や
イ
ン
ド

・
ネ
パ
ー
ル
の
仏

跡
巡
拝
も
や
り
、仏
教
経
典
も
よ
く
学
ん
で
い
た
、熱
心
な
仏
教
信
者
で
も
あ
っ

た
泉
さ
ん
、
今
は
西
方
浄
土
で
、
沢
山
の
山
友
達
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
を
見
つ

め
て
い
て
下
さ
る
と
思
う
。

ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
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略
　
　
歴

一
九

一
一
一
（大
正
元
）
年
七
月
二
十
日
　
大
阪
市
難
波
区
桜
川
町
に
て
生
ま
れ

る

一
九
三

一

一
九
三
七

一
九
四

一

一
九
四
六

一
九
四
九

一
九
五
五

一
九
六
七

一
九
七
五

一
九
七
九

一
九
八
〇

一
九
九

一

（昭
和
六
）
年
　
大
阪
府
立
豊
中
中
学
校
よ
り
大
阪
商
科
大
学
予
科

に
入
学

（昭
和
十
二
）
年
　
大
阪
商
科
大
学
卒
業
と
同
時
に
菊
田
石
油
株
式

会
社
に
役
員
と
し
て
入
社

（昭
和
十
六
）
年
よ
り

一
九
四
五
年
ま
で
太
平
洋
戦
争
に
応
召

（昭
和
三
十

一
）
年
　
愛
知
県
北
設
楽
郡
田
口
町
に
て
旭
産
業
株
式

会
社
を
設
立
、
役
員
と
し
て
製
材
業
を
営
む

（昭
和
三
十
四
）
年
　
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号
三
二
四
三
）

（昭
和
三
十
）
年
　
三
徳
商
事
株
式
会
社
に
復
帰

（菊
田
石
油
株
式

会
社
組
織
変
更
の
た
め
）

（昭
和
四
十
二
）
年
　
吹
田
市
役
所
企
画
部
長
と
し
て
招
聘
さ
れ
就

職（昭
和
五
十
）
年
　
同
上
　
依
願
退
職

（昭
和
五
十
四
）
年
　
財
団
法
人
大
阪
腎
臓
バ
ン
ク
の
設
立
業
務
に

当
る

（昭
和
五
十
五
）
年
　
財
団
法
人
大
阪
腎
臓
バ
ン
ク
設
立
、
専
務
理

事
と
し
て
そ
の
運
営
に
当
る

（平
成
三
）
年
十
二
月
二
十
九
日
没
。
享
年
七
十
九
歳

（大
橋
秀

一
郎
）

徳

永

芳

雄

氏

（
一
九
〇
八
上

九
九
一
）

徳
永
芳
雄
兄
が
昨
年
九
月
四
日
に
亡
く
な
ら
れ
た
が
、
最
近
は
お
会
い
す
る

機
会
も
な
く
年
賀
の
ご
挨
拶
だ
け
で
済
ま
し
て
い
た
。

小
生
は
兄
を

「徳
さ
ん
」
と
愛
称
し
て
い
た
が
、
別
に

「大
ナ
ッ
シ
ョ
」
と

い
う
渾
名
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
の
人
柄
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
あ
の

温
厚
、
瓢
々
と
し
た
風
情
に
は
も
う
お
目
に
か
か
れ
な
い
。

さ
れ
ば
、
徳
永
さ
ん
が
生
前
に
残
し
た
北
海
道
の
山
登
り
の
一
端
を
こ
こ
に

記
し
て
追
悼

ｏ
追
憶
を
述
べ
さ
せ
て
頂
こ
う
。

一
。
徳
永
さ
ん
と
札
幌
第
二
中
学
校
徒
歩
旅
行
部
の
こ
と
。

兄
が
中
学
校
に
入
っ
た
頃
、
健
脚
団
と
い
う
部
が
あ
っ
て
身
体
を
鍛
練
し
て

い
た
が
、
当
時
最
上
級
生
で
あ
っ
た
坂
本
直
行

（故
人
）
と
共
に
徒
歩
旅
行
部

と
改
称
し
、
主
と
し
て
札
幌
西
郊
の
山
々
を
跛
渉
し
て
回
っ
て
い
た
。
当
時
は

ス
キ
ー
登
山
は
ま
だ
普
及
し
て
お
ら
ず
、
専
ら
春
の
堅
雪
時
と
夏
秋
の
沢
登
り

に
徹
し
て
い
た
も
の
だ
。

小
生
は
彼
よ
り

一
年
後
に
中
学
に
入
学
し
共
に
山
を
歩
き
、
彼
が
四
年
か
ら

北
大
予
科
に
入
学
し
た
頃
、
先
輩
の
坂
本
直
行
が
主
導
し
兄
と
小
生
に
徳
さ
ん

の
弟
の
正
雄
君
と
が
協
力
し
、
当
時
中
学
と
し
て
は
画
期
的
な
山
岳
旅
行
部
部

報

「
ヌ
タ
ッ
ク
』
を
第
二
号
ま
で
発
行
し
た
が
、
彼
に
は
大
い
に
健
筆
を
揮
っ

て
頂
い
た
も
の
だ
。

二
．
徳
さ
ん
と
北
大
山
岳
部
の
こ
と
。



兄
が

一
九
二
六

（大
正
十
五
）
年
北
大
予
科
に
入
学
し
た
時
、
桜
星
会
旅
行

部
と
称
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
彼
は
そ
れ
に
入
部
し
本
格
的
に
北
海
道
山

岳
登
山
の
開
拓
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
、
伊
藤
秀
五
郎

（故
人
）
、

山
口
健
児
等
先
輩
が
主
体
と
な
っ
て
北
大
山
岳
部
が
発
足
し
た
。

当
時
冬
期
登
山
の
訓
練
は
、
ニ
セ
コ
連
峰
の
中
枢
に
あ
る
青
山
温
泉
に
合
宿

し
て
ス
キ
ー
登
山
術
の
習
練
に
努
め
て
い
た
が
、
彼
は
中
野
征
紀

（故
人
）
、

渡
辺
千
尚
と
同
じ
班
員
と
し
て
行
動
し
た
の
で
あ
っ
た
。

後
年
彼
よ
り
た
ち
遅
れ
て
、
小
生
が
北
大
予
科
に
入
学
し
た
時
に
は
、
冬
山

合
宿
は
十
勝
岳
吹
上
温
泉
（終
戦
直
前
閉
鎖
解
体
さ
れ
て
現
在
は
存
在
し
な
い
）

に
移
り
、
小
生
等
金
光
正
次

（故
人
）
と
共
に
登
山
ス
キ
ー
術
を
鍛
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
徳
さ
ん
は
別
班
の
班
長
で
あ
っ
た
が
、
痩
せ
ぎ
す
の
細
長
い
脚

に
ゲ
ー
ト
ル
を
膝
下
ま
で
巻
き
つ
け
、
ス
キ
ー
の
両
杖
を
や
や
前
方
に
併
行
し

て
立
た
せ
か
げ
ん
に
捧
げ
持
っ
て
滑
っ
て
来
る
彼
の
姿
が
彿
彿
と
し
て
眼
前
に

浮
か
ぶ
想
い
が
す
る
。

彼
は
日
高
山
脈
登
山
の
先
鞭
を
つ
け
た

一
人
で
あ
り
、
ま
た
中
央
高
地
登
山

の
開
拓
者
で
も
あ
っ
た
。
登
山
報
告
会
で
そ
れ
等
の
魅
力
を
訥
々
と
語
り
尽
く

し
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
難
く
、
小
生
が
日
高
登
山
の
虜
と
な
る
原
因
と
も
な
っ

た
。三

　
＾
．
徳
さ
ん
と
グ
ブ
ラ
ー
さ
ん
の
こ
と
。

グ
ブ
ラ
ー
さ
ん
は
北
大
予
科
の
独
逸
語
の
教
師
で
あ
っ
た
。
山
好
き
の
武
骨

者
で
あ
っ
た
が
、
無
口
で
取
り
付
き
が
悪
く
山
岳
部
と
も
縁
を
持
た
な
か
っ
た

悼

　

が
、
当
時
同
僚
の
ハ
ン
ス
・
コ
ー
ラ
ー
さ
ん
と
造
っ
た

ヘ
ル
ヴ
ェ
チ
ア
・

ヒ
ュ
ッ
テ
建
設
の
際
に
、
徳
さ
ん
は
何
か
の
切
っ
掛
け
で
か
手
伝
い
を
す
る
よ

追
　

う
に
な
り
、
備
品
等
の
運
搬
に
も
助
力
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た

一
九
二
八

（昭
和
三
）
年
十
二
月
に
グ
ブ
ラ
ー
さ
ん
と
同
道
し
て
、
台

湾
の
次
高
山
登
山
を
行
っ
た
り
、
当
時
の
南
樺
太
旅
行
に
も
案
内
役
と
な
っ
た

り
し
た
。

彼
が
卒
業
後
縁
あ
っ
て
台
北
大
学
に
勤
務
し
、
終
戦
後
も
台
湾
の
復
興
に
貢

献
し
た
こ
と
は
特
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

兄
の
日
本
山
岳
会
入
会
は
台
湾
か
ら
東
京
へ
引
き
揚
げ
て
来
て
か
ら
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
の
登
山
生
活
に
就
い
て
は
小
生
は
知
り
得
な
い
。

以
上
徳
さ
ん
の
若
き
頃
を
追
想
し
て
追
悼
の
縁

と
す
る
。

略

一
九
〇
八

一
九
五
六

一
九
九

一
［編
者
註
］
文
中
に
出
て
く
る
北
大
山
岳
部
関
係
の
伊
藤
秀
五
郎
氏
に
つ
い

て
は

『山
岳
』
七

一
・
七
二
年
の
、
中
野
征
紀
氏
に
つ
い
て
は
同
七
三
年

の
、
坂
本
直
行
氏
に
つ
い
て
は
同
七
七
年
の
、
金
光
正
次
氏
に
つ
い
て
は

同
八

一
年
の
追
悼
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
記
述
が
あ
る
。

歴

（明
治
四
十

一
）
年
十
月
十
日
生
ま
れ
。

元
東
京
教
育
大
学
教
授
、
植
物
病
理
学
専
攻

（昭
和
三
十

一
）
年
二
月
　
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号
四
三
四

三
）

（平
成
三
）
年
九
月
四
日
　
心
筋
梗
塞
に
よ
り
保
谷
市
の
自
宅
で
逝

去
、
八
十
三
歳

（相
川
　
修
）
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阿

達

　

　

憲

氏

（
一
九
三
〇
～
一
九
九
二
）

謹
ん
で
故
阿
達
憲
陸
将
閣
下
の
ご
霊
前
に
お
別
れ
の
言
葉
を
申
し
上
げ
ま

す
。日

本
ア
ル
パ
イ
ン
・
ス
キ
ー
兵
協
会

（Ｊ
Ａ
Ｓ
Ａ
）
会
長
で
あ
り
、
キ
ス
カ

会
名
誉
会
長
で
あ
る
藤
井

一
美
陸
将
閣
下
の
強
い
要
請
に
よ
っ
て
、
阿
達
憲
様

は
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ａ
副
会
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
早
速
、
副
会
長
は
、　
一
九
九
〇

年
六
月
二
日
、
三
日
、
ド
イ
ツ
国
山
岳
部
隊
ア
ル
プ
ス
基
地
で
あ
る
ミ
ッ
テ
ン

ワ
ル
ト
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
国
際
山
岳
兵
連
盟
総
会

（Ｉ
Ｆ
Ｍ
Ｓ
・
Ｒ
Ｅ
Ｕ

Ｎ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
）
お
よ
び
ド
イ
ツ
山
岳
部
隊
七
十
五
周
年
記
念
式
典
に
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ａ
代

表
と
し
て
参
加
さ
れ
、
国
際
交
流

・
親
善
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ミ
ッ
テ
ン
ワ
ル
ト
ー
Ｆ
Ｍ
Ｓ
総
会
の
席
上
、
世
界
各
国
が
注
視
し
、
具

体
的
な
行
動
を
実
行
し
つ
つ
あ
っ
た
中
東
危
機
問
題
に
関
す
る
日
本
政
府
の
微

妙
な
対
応
と
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
、
多
く
の
時
間
を
費
や
し
て
説
明
さ
れ
ま

し
た
。

同
時
期
に
、
イ
タ
リ
ア
国
ア
ル
プ
ス
の
登
山
基
地
で
あ
る
メ
ラ
ノ
で
開
催
さ

れ
た
国
際
電
子
技
術
者
会
議

へ
阿
達
様
は
、
日
本
電
気
株
式
会
社

（Ｎ
Ｅ
Ｃ
）

技
師
長
と
し
て
参
加
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
会
議
で
、
前
ド
イ
ツ
連
邦

会
議
総
長
フ
ォ
ン
。
ハ
ッ
セ
ル
博
士
に
会
わ
れ
ま
し
た
。

阿
達
様
が
Ｉ
Ｆ
Ｍ
Ｓ
の
話
題
を
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
は
か
ら
ず
も
、
同
博
士

は

「私
は
、　
一
九

一
〇
年
、
高
田
連
隊
で
、
日
本
陸
軍
へ
最
初
に
ス
キ
ー
を
伝

習
し
た
セ
オ
ド
ル
・
フ
ォ
ン
・
レ
ル
ヒ
大
尉

（当
時
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
）
の
甥

で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
、
お
互
い
に
改
め
て
、
感
激
の
握
手
を
さ
れ
た
。

一
九
九
〇
年
十

一
月
二
十
六
日
、
東
京
ｏ丸
の
内
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、藤
井
Ｊ

Ａ
Ｓ
Ａ
会
長
と
阿
達
副
会
長
の
両
名
は
、
防
衛
庁
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
名
誉
会
長
、

同
指
導
員
会
会
長
、
全
日
本
ス
キ
ー
連
盟
指
導
員
で
あ
る
柴
田
繁
陸
将
補
を
私

に
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
会
議
で
は

一
九
九
八
年
長
野
冬
季
五
輪

開
催
誘
致
運
動
、
お
よ
び
、
輸
番
制
で
、
日
本
に
お
い
て
、
国
際
山
岳
兵
連
盟

総
会
開
催
に
つ
い
て
の
態
勢
づ
く
り
に
つ
い
て
、
真
剣
に
討
議
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
藤
井

一
美
会
長
は
、
そ
の
一
ヵ
月
後
、
十
二
月
二
十
四
日
急
逝

さ
れ
ま
し
た
。
以
後
、
阿
達
憲
陸
将
は
、
藤
井
会
長
の
遺
志
を
つ
い
で
、
Ｊ
Ａ

Ｓ
Ａ
会
長
代
行

（＞
ａ
記

「
お
∽こ
８
け）
と
し
て
、
国
際
交
流

・
親
善
に
尽
力

し
て
く
だ
さ
っ
た
。

一
九
九

一
年
四
月
二
十
九
日
、
阿
達
様
は
、
外
務
省
参
与
に
任
ぜ
ら
れ
、
化

学
兵
器
の
専
門
家
と
し
て
、
国
際
連
合
の
イ
ラ
ク
大
量
破
壊
兵
器
解
体
特
別
委

員
会
の
化
学
兵
器
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
ニ
ユ
ー
ヨ
ー

ク
の
国
連
本
部
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
国
連
軍
縮
会
議
、
そ
れ
に
技
師
長
と
し
て
日

本
電
気
株
式
会
社
へ
の
技
術
報
告
な
ど
、
文
字
通
リ
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
動
を
続

け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
多
忙
な
中
で
、
一
九
九

一
年
九
月
六
日
か
ら
イ
タ
リ
ア
国
ボ
ル
ザ
ノ
（イ

タ
リ
ア
山
岳
部
隊
ア
ル
プ
ス
基
地
）
で
開
催
さ
れ
る
第
六
回
国
際
山
岳
兵
連
盟

総
会
に
た
い
し
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｍ
Ｓ
事
務
総
長
ジ
ャ
ン
ｏ
ミ
ン
ス
タ
氏

（
フ
ラ
ン
ス

国
シ
ャ
モ
ニ
ー
在
）
と
連
絡
を
と
っ
て

「
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ａ
の
組
織
の
現
況
、
日
本
か

ら
は
遠
距
離
で
あ
り
、
中
東
情
勢
が
不
安
定
で
あ
る
た
め
、
イ
タ
リ
ア
国
ボ
ル

ザ
ノ
ヘ
派
遣
す
る
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ａ
代
表
団
結
成
が
困
難
で
あ
る
実
情
」
を
報
告
し
て
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追  悼

い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
時
阿
達
様
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
プ
に
お
い
て
国
連
軍
縮
会
議

に
参
加
さ
れ
て
い
た
。

さ
て
、　
一
九
九

一
年
八
月
十
四
日
の
お
盆
休
み
に
は
、　
一
時
帰
国
の
貴
重
な

時
間
を
さ
い
て
、
柴
田
陸
将
補
と
連
絡
を
と
ら
れ
て
私
と
、
東
京

・
丸
の
内
ホ

テ
ル
で
会
合
を
も
ち
ま
し
た
。
こ
の
席
上
、
阿
達
様
は

「外
務
省
参
与
」
と
い

う
資
格
で
の
国
連
を
中
心
と
し
た
外
交
官
活
動
は
、
無
給
、
単
身
赴
任
で
あ
り
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
、
中
近
東
方
面
へ
の
出
張
旅
費
だ
け
は
後
払
い

支
給
の
冷
遇
で
あ
る
。
日
本
電
気
株
式
会
社
か
ら
の
給
与
支
給
に
た
い
し
て
、

技
師
長
と
し
て
技
術
報
告
は
欠
か
せ
な
く

「全
く
多
忙
を
極
め
て
い
る
…
」
と

超
過
密
、
過
労
の
日
常
生
活
の
実
情
を
し
み
じ
み
と
語
ら
れ
た
。
こ
れ
が
、
阿

達
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ａ
副
会
長
と
の
最
後
の
会
合
に
な
ろ
う
と
は
…
。

一
九
九
二
年
二
月
九
日
、
柴
田
繁
様
か
ら

「阿
達
憲
陸
将
は
、
八
日
午
後
十

一
時
、
心
不
全
の
た
め
、
六
十
二
歳
の
働
き
盛
り
の
身
で
、
永
眠
さ
れ
た
」
こ

と
を
知
ら
さ
れ
た
。
三
月
十

一
日
、
板
橋
の
宗
仙
寺
で
の
葬
儀
は
、
外
務
省
、

陸
上
自
衛
隊
の
高
官
連
、
日
本
電
気
株
式
会
社
を
中
心
と
し
た
世
界
最
高
級
の

技
術
者
の
方
々
、
登
山
関
係
者
の
花
環
に
囲
ま
れ
、
生
前
の
阿
達
憲
陸
将
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
幅
広
い
活
動
が
眼
前
に
蘇
っ
た
。

阿
達
様
の
残
さ
れ
た
偉
業
は
永
く
各
方
面
の
方
々
に
と
っ
て
忘
れ
得
ぬ
こ
と

で
あ
ろ
う
。

お
別
れ
に
際
し
、
限
り
無
い
哀
悼
の
誠
を
捧
げ
ま
す
と
と
も
に
、
ひ
た
す
ら

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、
ご
霊
前
に
追
悼
の
辞
を
捧
げ
ま
す
。
　
　
合
掌

（春
日
部
　
薫
＝
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ａ
事
務
局
長
）

略

　
　
歴

（昭
和
五
）
年

一
月
二
十
九
日
生
ま
れ
。
横
浜
工
専
化
学
工
業
科
を

卒
業
後
、
一
九
五
二
（昭
和
二
十
七
）
年
自
衛
隊
に
入
隊
。
ス
キ
ー
、

登
山
に
は
入
隊
後
す
ぐ
赴
任
し
た
青
森
市
浪
館
の
第
九
混
成
団
時

代
に
親
し
ん
だ

（昭
和
三
十

一
）
年
七
月
　
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号
四
四
〇

七
）
。
以
後
札
幌
在
住
時
代
に
は
北
海
道
支
部
の
山
行
に
参
加
す

る
な
ど
本
会
会
員
と
山
行
を
共
に
す
る

（昭
和
四
十
六
）
年
　
外
務
省
に
出
向
し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
軍
縮
会
議

で
技
術
面
か
ら
交
渉
を
サ
ポ
ー
ト
し
た

（昭
和
五
十
四
）
年
八
月
　
核
、
化
学
、
生
物
兵
器
に
対
す
る
防
護

を
研
究
す
る
陸
上
自
衛
隊
化
学
学
校
校
長
に
就
任

（昭
和
五
十
八
）
年
七
月
　
西
部
方
面
総
監
部
幕
僚
長

（昭
和
六
十
）
年
七
月
　
防
衛
庁
技
術
本
部
技
術
開
発
官

（昭
和
六
十

一
）
年
八
月
　
陸
将
に
て
防
衛
庁
を
退
官
。
日
本
電
気

側
に
技
師
長
と
し
て
招
か
れ
る

（昭
和
六
十
二
）
年
　
日
本
ア
ル
パ
イ
ン
・
ス
キ
ー
兵
協
会

（Ｊ
Ａ

Ｓ
Ａ
）
設
立
と
と
も
に
副
会
長
と
な
る

（平
成
二
）
年
六
月
　
ド
イ
ツ
、
ミ
ッ
テ
ン
ワ
ル
ト
市
で
開
催
さ
れ

た
第
五
回
国
際
山
岳
兵
連
盟

（Ｉ
Ｆ
Ｍ
Ｓ
）
総
会
に
日
本
代
表
と

し
て
出
席

（平
成
三
）
年
四
月
　
外
務
省
参
与
に
任
命
さ
れ
、
国
連
特
別
委
員

会
委
員
と
な
る
。
こ
の
委
員
会
は
国
連
安
保
理
決
議
に
基
づ
い
て

設
置
さ
れ
た
委
員
会
で
、
イ
ラ
ク
の
大
量
破
壊
兵
器
の
廃
棄
に
関

す
る
業
務
が
行
わ
れ
、
阿
達
委
員
は
化
学
兵
器
作
業
グ
ル
ー
プ
に

一
九
三
〇

一
九
五
六

一
九
七

一

一
九
七
九

一
九
八
三

一
九
八
五

一
九
八
六

一
九
八
七

一
九
九
〇

一
九
九

一
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所
属
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
等
に
出
張
を
繰
り
返
し
、

一
九
九

一
年
五
月
、
六
月
、
十
月
、
十
二
月
お
ょ
び
九
二
年
二
月

の
計
五
回
の
特
別
委
員
会
の
会
合
等
に
出
席
、
多
忙
を
極
め
た

一
九
九
二

（平
成
四
）
年
三
月
八
日
　
ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
か
ら
帰
国
直
後
、
急
性

心
不
全
の
た
め
急
逝
。
行
年
六
十
二
歳

生
前
、
本
会
の
企
業
募
金
等
に
も
気
持
ち
よ
く
紹
介
の
労
を
と

ら
れ
協
力
を
さ
れ
た
こ
と
も
、
感
謝
を
こ
め
て
付
記
し
て
お
き
た

は
そ
の
会
長
代
行
と
し
て
、
国
際
山
岳
兵
連
盟
総
会
の
日
本
開
催
の
た
め
心
を

砕
か
れ
、
日
本
に
は
山
岳
師
団
、
山
岳
部
隊
と
い
っ
た
受
け
皿
の
な
い
困
難
な

状
況
を
お
し
て
準
備
を
す
す
め
よ
う
と
し
て
い
た
直
前
の
急
逝
で
あ
っ
た
。
追

悼
文
の
内
容
が
や
や
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ａ
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
ご
了

承
願
い
た
い
。

（
一
九
〇
七
～

一
九
九
二
）

川
端
信
治
氏
は

一
九
二
七
年

（昭
和
三
年
）
静
岡
県
立
静
岡
工
業
学
校
電
気

科
卒
業
以
来
、　
一
貫
し
て
電
気
供
給
の
会
社
の
技
術
者
と
し
て
生
涯
を
全
う
さ

れ
た
。　
一
九
四
五
年
の
日
本
の
敗
戦
は
灯
火
管
制
下
の
暗
く
不
自
由
な
生
活
か

ら
の
解
放
で
も
あ
っ
た
。
日
本
の
復
興
に
は
電
力
は
総
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ

り
、
電
力
会
社
は
そ
の
供
給
に
は
火
力
発
電
、
水
力
発
電
で
賄
っ
た
。
天
竜
川
、

大
井
川
を
管
内
に
持
つ
中
部
電
力
は
敗
戦
に
ひ
し
ゃ
げ
ら
れ
た
日
本
の
工
業
力

の
発
展
の
た
め
、
巨
大
な
ダ
ム
を
つ
く
り
発
電
力
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
。
山

奥
に
作
る
発
電
ダ
ム
建
設
は
資
材

・
作
業
員
輸
送
の
た
め
、
戦
前
に
は
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
軌
道
や
立
派
な
作
業
道
路
が
作
ら
れ
た
。

南
ア
ル
プ
ス
南
部
の
山
々
は
、
主
と
し
て
戦
前
に
は
山
梨
県
、
長
野
県
か
ら

入
山
し
て
お
り
、
太
平
洋
側
の
静
岡
市
か
ら
南
ア
ル
プ
ス
に
登
れ
る
こ
と
が
出

来
る
の
を
知
っ
て
い
る
人
は
あ
ま
り
無
か
っ
た
。
中
部
電
力
で
は
戦
後
、
直
ち

に
大
井
川
に
次
々
と
発
電
ダ
ム
を
建
設
し
て
い
っ
た
。
ダ
ム
の
完
成
後
は
こ
れ

（松
田
雄

一
）

［編
者
註
］
筆
者
の
春
日
部
薫
氏
は
中
京
山
岳
会
特
別
会
員
で
、
も
と
キ
ス
カ

島
守
備
隊
の
通
訳
官
で
あ
っ
た
。　
一
九
八
五
年
五
月
、
キ
ス
ヵ
島
に
無
血
上
陸

し
た
米
国
第
八
七
山
岳
歩
兵
連
隊
所
属
の
登
山
家
で
も
あ
っ
た
シ
ャ
ー
マ
ン
・

ス
ミ
ス
氏
か
ら

一
通
の
書
簡
が
本
会
佐
々
会
長
宛
届
い
た
。
こ
の
手
紙
に
は
、

ス
ミ
ス
軍
曹
が
地
下
壕
の
入
口
で
入
手
し
た
日
章
旗
に

「祈
武
運
長
久
、
贈
春

日
部
薫
君
、
中
京
山
岳
会
」
と
し
て
同
会
員
の
名
前
が
見
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
察

す
る
と
キ
ス
カ
島
に
は
強
力
な
日
本
の
山
岳
部
隊
が
い
た
の
で
は
な
い
か
、
是

非
春
日
部
氏
に
会
い
た
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
て
当
会
の
橋
渡
し
が
縁
で
ス
ミ
ス
軍
曹
が
来
日
、春
日
部
氏
と
対
面
、

幸
い
に
春
日
部
氏
は
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
英
語
の
出
来
る
通
訳
官
で
あ
っ
た
こ

と
も
幸
い
し
、
旧
日
本
軍
に
は
山
岳
兵
部
隊
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
キ
ス
カ
守

備
隊
を
山
岳
兵
部
隊
と
み
な
し

（こ
の
部
隊
に
は
本
会
名
誉
会
員
、
望
月
達
夫

氏
も
お
ら
れ
た
）
日
本
ア
ル
バ
イ
ン
ｏ
ス
キ
ー
兵
協
会

（Ｊ
Ａ
Ｓ
Ａ
）
が
設
立

さ
れ
、
国
際
山
岳
兵
連
盟

（Ｉ
Ｆ
Ｍ
Ｓ
）

へ
の
加
盟
が
認
め
ら
れ
、
阿
達
憲
氏

川

端

信

治

氏
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ら
の
交
通
手
段
は

一
般
に
も
次
第
に
解
放
さ
れ
、利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

南
ア
ル
プ
ス
が
戦
後
、
静
岡
市
か
ら
登
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
の
は
、
中
部
電
力

の
大
井
川
発
電
ダ
ム
建
設
の
付
随
的
な
偉
大
な
結
果
で
あ
る
。
戦
後
の
南
ア
ル

プ
ス
登
山
は
南
ア
ル
プ
ル
南
部
の
開
拓
登
山
史
と
い
っ
て
も
よ
い
。
大
井
川
の

二
軒
小
屋
ま
で
の
林
道
の
開
通
に
よ
っ
て
日
本
全
国
の
登
山
愛
好
者
た
ち
は
、

南
ア
ル
プ
ス
南
部
の
登
山
の
入
山
か
下
山
に
は
大
井
川
の
コ
ー
ス
を
取
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
。戦
前
は
勿
論
の
こ
と
、戦
後
も
静
岡
よ
り
の
林
道
が
無
か
っ

た
頃
は
二
軒
小
屋
ま
で
は
四
日
、
早
く
て
三
日
掛
か
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
井
川

林
道
の
完
成
開
通
に
よ
っ
て
乗
用
車
で
四
、
五
時
間
で
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

事
の
善
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
南
ア
ル
プ
ス
登
山
が
日
時
的
に
短
縮
さ
れ
、
多

く
の
登
山
愛
好
者
た
ち
の
登
山
意
欲
を
掻
き
立
て
る
事
と
な
っ
た
。

こ
の
様
に
南
ア
ル
プ
ス
の
戦
後
の
開
拓
期
に
中
部
電
力
で
は
井
川
ダ
ム
建
設

に
伴
う
発
電
所
建
設
を
引
き
続
き
行
っ
た
。
発
電
所
建
設
と
と
も
に
送
電
線
敷

設
の
工
事
が
同
時
着
工
さ
れ
て
い
っ
た
。
長
期
に
わ
た
る
送
電
線
敷
設
工
事
の

た
め
、
多
く
の
作
業
員
宿
舎
が
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
内
の
一
つ
、
口
坂
本
か
ら

大
日
峠
を
越
え
て
井
川
本
村
ま
で
の
物
資
輸
送
の
長
い
ケ
ー
ブ
ル
の
中
間
点

に
、
保
守
点
検
の
大
日
峠
管
理
小
屋
が
作
ら
れ
て
あ
っ
た
。
井
川
ダ
ム
の
発
電

事
業
が
開
始
さ
れ
、
不
要
に
な
っ
た
作
業
員
小
屋
や
物
資
輸
送
の
ケ
ー
ブ
ル
も

井
川
林
道
の
開
通
で
取
壊
し
撤
去
さ
れ
た
。
し
か
し
、
大
日
峠
中
間
地
点
の
こ

の
管
理
小
屋
は
、
当
時
、
中
部
電
力
配
電
課
工
事
係
長
で
あ
り
、
中
部
電
力
山

岳
部
部
長
で
あ
っ
た
川
端
氏
の
努
力
で
、
取
壊
し
撤
去
せ
ず
に
中
部
電
力
山
岳

悼
　

部
の
山
小
屋
と
し
て
改
造
さ
れ
、
多
く
の
部
外
者
の
山
岳
愛
好
家
に
も
、
広
く

開
放
さ
れ
た
。
当
時
と
し
て
は
南
ア
ル
プ
ス
南
部
の
山
に
、
民
間
で
の
山
小
屋

追

　

の
第

一
号
で
あ
っ
た
。

今
は
大
井
川
鉄
道
の
井
川
線
と
し
て
運
行
さ
れ
て
い
る
、
ジ
ー
ゼ
ル
軌
道
は

井
川
ダ
ム
建
設
時
に
中
部
電
力
の
発
電
ダ
ム
建
設
の
た
め
の
物
質

・
要
員
の
運

搬
手
段
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
部
外
者
は
原
則
と
し
て
利
用
で
き
な
か
っ
た
。
エ

ン
ジ
ン
と
愛
称
さ
れ
て
い
た
ジ
ー
ゼ
ル
機
関
車
に
、県
内
の
山
男
た
ち
は
千
頭
、

井
川
間
を
ほ
ぼ

一
時
間
で
走
る
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
の

「
エ
ン
ジ
ン
」
乗
車
の
便
宣

を
、
川
端
氏
、
同
氏
の
部
下
の
鈴
木
正
平
氏
か
ら
世
話
し
て
も
ら
っ
て
い
た
も

の
で
あ
っ
た
。
戦
後
、
南
ア
ル
プ
ス
南
部
登
山
の
展
開
に
地
道
な
貢
献
者
と
し

て
の
川
端
氏
の
存
在
は
大
き
い
。

略
　
　
歴

一
九
〇
七

（明
治
四
十
年
）
七
月
十

一
日
静
岡
県
清
水
市
に
生
ま
れ
る
　
，

一
九
六

一

（昭
和
三
十
六
年
）
十
二
月
日
本
山
岳
会
に
入
会

（会
員
番
号
五
三

二
五
）
し
、
静
岡
支
部
役
員
等
を
歴
任
。　
一
九
八
九
年
六
月
よ
り

死
去
ま
で
静
岡
支
部
顧
間
と
し
て
活
躍

一
九
九
二

（平
成
四
年
）
三
月
二
十
六
日
没
。
享
年
八
十
五
歳
　
論
名
俊
峰
信

鑑
居
士

（山
本
朋
二
郎
）

熊

谷

太

二

郎

氏

（
死

〇
六
上

九
九
二
）

熊
谷
さ
ん
の
山
の
著
書

『郷
土
の
山
々
』
（
一
九
六
二
年
五
月
発
行
）
、
「続



郷
土
の
山
々
』
（没
後
に
刊
行
）
を
見
て
い
く
と
、
同
氏
の
登
山
は
青
年
時
代

の
一
九
二
〇
年
か
ら
の
八
年
間

（中
で
も
後
半
の
三
年
）
と
、　
一
九
四
五

（昭

和
二
十
）
年
か
ら

一
九
六
二
年
ま
で
と
な
っ
た
福
井
市
長
時
代
と
の
、
二
つ
の

期
間
に
分
か
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
熊
谷
さ
ん
は
参
議
院
議
員
に
当
選
し
て
か
ら
も
山
を
忘
れ
た
こ

と
は
な
く
、
そ
れ
以
降
に
出
版
さ
れ
た
幾
冊
か
の

『歌
集
』
（同
氏
は
ア
ラ
ラ

ギ
派
の
優
れ
た
歌
人
で
も
あ
っ
た
）
に
は
、
特
に
ふ
る
さ
と
の
山
の
歌
が
、
多

く
数
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
山
に
脚
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
少
な
く
な
っ
て

い
た
。

年
譜
に
よ
れ
ば
、
同
氏
の
登
山
は

一
九
二
〇
年
、
中
学
二
年
の
八
月
の
木
曽

御
岳
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
年

一
回
の
ペ
ー
ス
で
浅
問
山
、
白
馬

岳
、
槍
ヶ
岳
と
登
山
は
続
く
の
だ
が
、
福
井
中
学
時
代
に
熊
谷
さ
ん
が
打
ち
こ

ん
で
い
た
の
は
、
む
し
ろ
野
球
部
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
福
井
中
学

は
県
大
会
優
勝
の
実
力
で
、
同
氏
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
セ
カ
ン
ド
で
あ
っ
た

（の

ち
に
熊
谷
組
の
野
球
部
が
盛
ん
に
な
る
の
も
、
野
球
少
年
だ
っ
た
同
氏
の
影
響

が
大
き
か
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
）
。
そ
れ
が
、
第

一
高
等
学
校
に
進
学
し

た
熊
谷
さ
ん
が
、
福
井
中
学
の
三
年
先
輩
で
あ
っ
た
深
田
久
弥
氏
と
出
逢
う
こ

と
に
よ
っ
て
、　
一
度
に
山
に
向
か
い
始
め
る
の
で
あ
る
。

一
九
九

一
年
の
十
二
月
に
、
同
氏
の
歌
集

『汽
車
の
旅
』
の
出
版
記
念
会
で

お
会
い
す
る
と
、
「今
度

『福
井
か
ら
見
え
る
山
々
」
を
改
め
て
出
版
し
た
い

と
お
も
っ
て
い
ま
す
」
と
、
話
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
「そ
れ
は
そ
れ
は
、
期
待

し
て
い
ま
す
よ
」
と
い
っ
た
の
だ
っ
た
が
、
熊
谷
さ
ん
は
、

「期
待
さ
れ
て
も
困
り
ま
す
」

と
、
ど
こ
か
恥
ず
か
し
そ
う
な
顔
に
な
っ
た
。
福
井
の
山
が
本
当
に
好
き
で

な
け
れ
ば
、
あ
の
よ
う
な
表
情
に
は
な
ら
な
い
。

『福
井
か
ら
見
え
る
山
々
』
は
、　
一
九
五
五

（昭
和
三
十
）
年
に
福
井
市
長

時
代
の
同
氏
の
随
想
集
と
し
て
出
版
さ
れ
た
、
「た
ち
あ
が
る
街
か
ら
」
に
、

巻
末
付
録
の
様
子
で
併
載
さ
れ
た
。
こ
の
付
録
が
な
か
な
か
の
名
品
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
同
文
の
は
し
が
き
に
よ
る
と
、
熊
谷
さ
ん
が

「福

井
か
ら
見
え
る
山
々
」
の
ス
ケ
ッ
チ
図
を
作
る
こ
と
を
思
い
た
っ
た
の
は
、
ま

だ
京
都
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た

一
九
二
八
年
ご
ろ
、
と
い
う
か
ら
恐
れ
入
る
。

私
な
ど
は
、
か
け
出
し
と
い
う
気
分
に
な
る
。

そ
し
て
、
戦
争
に
よ
る
中
断
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
つ
い
に
三
度
目
の
試
み
で
、

ス
ケ
ッ
チ
は

一
応
の
完
成
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
熊
谷
さ
ん
は
、

―
あ
り
て
い
に
言
う
と
、
こ
こ
ま
で
仕
上
げ
る
の
に
は
、
少
な
か
ら
ず
労
力

と
時
間
と
を
要
し
、
そ
の
上
殆
ど
無
駄
に
等
し
い
経
済
的
消
耗
を
も
重
ね
た
が
、

自
分
の
好
き
な
こ
と
を
す
る
た
め
だ
か
ら
、
少
し
も
苦
痛
で
な
く
、
却
っ
て
満

足
で
あ
っ
た
。

と
、
書
い
て
い
る
。
ま
こ
と
に
よ
く
理
解
で
き
る
心
境
だ
。

そ
の
上
、
熊
谷
さ
ん
の
仕
事
振
り
は
実
に
詳
細
に
わ
た
る
の
で
あ
る
。
か
ね

て
不
明
の
山
頂
を
、ど
う
し
て
も
確
か
め
た
い
と
き
は
、中
学
野
球
時
代
の
エ
ー

ス
で
や
は
り
山
に
転
向
し
て
い
た
泰
氏
と
し
め
し
合
せ
、
指
定
時
刻
に

一
方
は

山
頂
で
大
き
な
旗
を
振
り
、
市
長
は
、
市
役
所
三
階
に
陣
取
っ
て
、
天
体
望
遠

鏡

（私
費
で
購
入
）
で
そ
れ
を
確
認
す
る
と
い
う
念
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
「福
井
か
ら
見
え
る
山
々
』
に
は
、
実
に
幽
か
な
山
頂
も
、

全
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
私
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
も
山
名
を
調
べ
文
書
を
書
く

お
り
に
、
ず
い
分
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
お
会
い
し
た
時
、

何
度
か
伝
え
て
は
き
た
の
だ
が
、
熊
谷
さ
ん
は
や
は
り
恥
ず
か
し
そ
う
に
、

194



追  悼

「
い
や
い
や
」

と
い
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
一
九
五
六

（昭
和
三
十

一
）
年
四
月
か
ら
お
亡
く
な
り
に
な
る
ま
で
、

県
山
岳
連
盟
会
長
に
就
か
れ
て
い
る
。
福
井
開
催
の
国
民
体
育
大
会
や
山
岳
連

盟
の
海
外
登
山
で
は
、
色
い
ろ
な
点
で
、
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

現
在
、
日
本
中
の
あ
ら
ゆ
る
都
市
で
、
俄
か
に
再
開
発
と
い
う
か
け
声
が
起

こ
っ
て
、
街
の
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
は
日
に
日
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
が
福
井

市
で
は
、
態
谷
さ
ん
に
い
わ
せ
る
と

「殆
ど
無
駄
に
等
し
い
労
力
と
時
間
」
に

よ
っ
て
、
今
は
消
滅
し
た
市
役
所
望
楼
か
ら
見
た
、
昭
和
二
十
年
代
の
ス
カ
イ

ラ
イ
ン
が
、
後
世
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
熊
谷
氏
の
本
業
で

あ
っ
た
建
設
業
に
思
い
を
寄
せ
る
と
、
い
さ
さ
か
皮
肉
の
感
は
ま
ぬ
が
れ
え
な

い
の
で
も
あ
る
が
。

し
か
し
、
歌
人
熊
谷
さ
ん
の
文
章
に
は
、
簡
潔
な
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
遠
く
に

続
く
山
や
ま
を
眺
め
て
、
次
第
に
吸
い
よ
せ
ら
れ
る
気
持
ち
に
な
っ
て
い
っ
た

遠
い
音
を
、
手
も
と
に
引
き
寄
せ
る
魅
力
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
時
間
が
あ
れ
ば
、
ビ
ル
の
窓
辺
に
立
ち
、
汽
車
の
窓
に
顔
を

近
づ
け
て
、
ふ
る
さ
と
の
山
な
み
に
目
を
遊
ば
せ
て
き
た
、
熊
谷
さ
ん
の
日
常

を
暗
示
し
て
も
い
る
の
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
山
好
き
人
生
を
歩
み
続
け
た
ひ
と

の

一
人
と
い
え
る
の
だ
。

熊
谷
太
三
郎
氏
は

一
九
六
三
年

一
月
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号
五
五

一

九
、
紹
介
者
は
深
田
久
弥

。
今
西
錦
二
両
氏
）
。

（増
永
迪
男
）

酒

井

昭

市

氏

（
一
九
二
七
上

九
九
一
）

私
が
酒
井
先
生
と
同
行
し
た
の
は
、
主
に
大
病
さ
れ
た
あ
と
だ
っ
た
。

大
手
術
後
、
始
め
て
大
黒
山
登
山
の
た
め
、
お
宅
に
迎
え
に
伺
っ
た
と
き
、

い
つ
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
玄
関
で
両
ひ
ざ
を
つ
い
て
丁
寧
に
迎
え
て
下
さ
る

そ
の
や
つ
れ
ら
れ
た
お
姿
を
拝
見
し
た
と
き
は
、
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
り
驚

き
で
あ
っ
た
。

で
も
再
び
登
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
非
常
に
喜
ん
で
お
ら
れ
た
。

私
の
場
合
、
小
学
生
だ
っ
た
子
ど
も
も

一
緒
だ
っ
た
の
で
小
学
生
の
子
で
も

登
れ
る
山
と
い
う
こ
と
で
登
る
山
を
選
ん
で
下
さ
っ
た
。
そ
し
て
子
ど
も
た
ち

に
は
、
「君
た
ち
は
し
あ
わ
せ
だ
ね
。
こ
う
や
っ
て
お
母
さ
ん
に
山
に
連
れ
て

い
っ
て
い
た
だ
け
る
か
ら
…
」
と
よ
く
話
し
て
下
さ
り
、
大
変
か
わ
い
が
っ
て

下
さ
っ
た
。

途
中
、
車
内
で
の
話
は
つ
き
る
こ
と
な
く
今
と
な
っ
て
は
と
て
も
い
い
思
い

出
と
な
り
学
ぶ
こ
と
も
多
か
っ
た
。
雪
山
を
ス
キ
ー
で
か
け
降
り
た
話
、
富
士

山
で
の
登
山
研
修
中
参
加
者
の
一
人
を
死
な
せ
て
し
ま
い
、
し
ば
ら
く
の
間
山

か
ら
遠
ざ
か
っ
た
話
、
教
員
時
代
、
朝
早
く
学
校
に
行
き
教
室
で
登
校
す
る
生

徒
を
迎
え
た
話
、
管
理
教
育
の
強
化
で
の
苦
労
話
な
ど
、
す
べ
て
過
去
と
な
っ

た
こ
と
を
懐
か
し
む
よ
う
な
お
話
を
し
み
じ
み
と
聞
い
た
も
の
だ
。
又
山
に
登

る
心
掛
け
と
し
て
、
メ
モ
を
し
っ
か
り
と
る
こ
と
、
山
に
は
バ
ナ
ナ
の
皮

一
つ
　
５

捨
て
て
は
い
け
な
い
こ
と
、朝
早
立
ち
を
す
る
こ
と
、降
水
確
率

一
〇
絆
で
あ
っ
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て
も
無
理
を
し
な
い
こ
と
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
説
明
を
加
え
な
が
ら

丁
寧
に
教
え
て
下
さ
っ
た
。

ま
た
自
分
の
生
き
た
証
し
と
し
て
何
か
を
残
し
て
い
き
た
い
と
よ
く
話
さ
れ

た
が
、
そ
れ
が
何
冊
か
の
山
の
本
の
出
版
で
あ
っ
た
。
特
に
農
山
村
に
生
き
て
、

生
涯
日
の
目
に
あ
た
る
こ
と
の
な
か
っ
た
古
老
た
ち
に
関
心
を
持
た
れ
、
雑
誌

や
新
聞
の
記
事
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
先
生
の
や
さ
し
い
人
柄
を

感
じ
た
。
そ
の
取
材
の
折
に
は
事
前
に
依
頼
し
て
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
そ
の
土

地
の
人
た
ち
は
丁
重
に
迎
え
て
下
さ
り
先
生
の
取
材
も
真
剣
で
あ
っ
た
。
じ
ゃ

が
た
い
も
を
御
馳
走
に
な
っ
た
り
、
わ
さ
び
漬
け
を
お
土
産
に
頂
い
た
り
、
あ

ち
こ
ち
で
人
の
心
の
あ
た
た
か
さ
に
ふ
れ
た
。

「夕
べ
は

一
睡
も
し
て
い
ま
せ
ん
」
「食
べ
物
を
受
け
付
け
ず
ぜ
ん
ぶ
も
ど

し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
「熱
が
三
十
八
度
あ
り
ま
し
た
」
…
こ
ん
な
言
葉
を
車

中
で
何
度
聞
い
た
こ
と
か
。
し
か
し
登
る
脚
ど
り
は
確
か
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を

執
念
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
道
中
や
頂
上
で
お
地
蔵
さ
ん
や
、
お
社
な
ど
あ
る

と
き
は
い
つ
も
手
を
合
わ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
真
剣
さ
に
つ
ら
れ
て
私
も
手
を
合

わ
せ
る
習
慣
が
つ
い
た
。
再
び
山
に
登
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
感
謝
と

生
き
長
ら
え
る
こ
と
を
祈
っ
て
拝
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

先
生
は
い
つ
も
、
苦
労
し
て
登
っ
た
山
ほ
ど
い
つ
ま
で
も
心
に
残
る
も
の
だ

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
熊
の
気
配
を
感
じ
て
、
う
ら
声
を
出
し
た
り
笛
を
ふ

い
て
登
っ
た
猫
峠
、
今
は
廃
道
と
な
り
背
た
け
よ
り
は
る
か
に
高
い
ヤ
ブ
を
か

き
分
け
、
泣
き
わ
め
く
娘
を
連
れ
て
登
っ
た
鉄
嶺
峠
、
二
肝
ほ
ど
あ
る
雪
の

上
を
す
べ
り
落
ち
る
危
険
を
心
配
し
な
が
ら
登
り
、
頂
上
近
く
で
キ
ラ
キ
ラ
輝

く
樹
氷
を
み
た
昆
沙
門
岳
、
け
も
の
道
を
歩
き
い
の
し
し
の
ぬ
た
場
を
見
つ
け

た
笙
ケ
岳
な
ど
今
と
な
っ
て
は
大
変
よ
い
思
い
で
と
な
り
先
生
と

一
緒
だ
か
ら

こ
そ
で
き
た
の
だ
と
感
謝
し
て
い
る
。

最
後
の
山
行
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
九

一
年
の
成
人
式
の
日
、
雪
の
中
を
登
っ
　

１９

た
岩
村
Ｉ
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
と
そ
の
前
の
十
二
月
二
日
登
っ
た
天
瀑
山
と

で
は
、
先
生
は
今
ま
で
に
な
い
弱
い
脚
ど
り
で
、
私
が
先
導
す
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
後
ろ
を
振
り
返
る
と
、
そ
こ
に
、　
一
生
懸
命
歩
い
て
お
ら
れ
る
先
生
の

大
変
痛
々
し
い
姿
が
あ
っ
た
。
岩
村
Ｉ
で
は
思
わ
ぬ
カ
モ
シ
カ
に
出
あ
い
、
そ

の
カ
モ
シ
カ
と
い
っ
し
ょ
に
記
念
写
真
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
。
カ
モ
シ
カ
に

つ
い
て
の
話
も
豊
富
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
雪
の
中
か
ら
三
角
点
を
捜
す
の
に
行

き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
や
っ
と
の
思
い
で
捜
し
出
し
喜
び
合
っ
た
が
、
こ
れ
が

先
生
と
の
最
後
の
山
行
き
に
な
る
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。

こ
の
山
の
帰
り
、
次
に
登
る
山
の
約
束
を
し
て
別
れ
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
が
果
た
せ
ぬ
ま
ま
入
院
さ
れ
、
つ
い
に
永
眼
さ
れ
た
。　
一
九
九

一
年
三
月

二
十
八
日
。

先
生
の
奥
様
と
学
校
で
同
僚
で
あ
っ
た
こ
と
が
ご
縁
で
先
生
に
同
行
さ
せ
て

頂
け
た
こ
と
を
幸
運
に
思
い
、
生
前
に
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
胸
に
、
こ
れ

か
ら
も
登
り
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
あ
と
で
、
ご
自
宅
に
は
山
関
係
者
、
友
人
、

読
者
、
教
え
子
た
ち
が
尋
ね
ら
れ
た
り
、
お
手
紙
を
送
っ
て
下
さ
っ
た
り
し
て

い
る
が
、
そ
の
中
か
ら
先
生
の
友
人
の
王
井
武
博
氏
の
詠
ま
れ
た
短
歌
を
ご
紹

介
し
て
こ
の
拙
い
追
悼
文
の
結
び
と
し
た
い
。

山
男
逝
く

君
逝
く
を
　
朝
の
厨

の
新
聞
に

惚
け
て
し
ば
し
　
春
寒
の
雨



追   悼

頂
き
の
指
呼
も
危
ぶ
み
　
崖
降
り
し

山
の
勇
者
よ
　
病
床
に
逝
く

登
頂
記
の
稿
を
ベ
ッ
ド
に
　
喘
ぎ
い
し

君
在
り
し
日
を
　
ま
ぶ
た
に
焼
く

山
萌
ゆ

病
み
て
な
お
飛
騨
ヤ
ブ
谷
の
　
攀
じ
道
を

探
り
し
君
の
　
逝
き
て
山
萌
ゆ

雑
踏
の
孤
独
わ
び
い
し
　
君
な
れ
ば

山
萌
え
初
め
し
　
谷
に
眠
ら
ん

ゆ
く
り
な
く
　
書
店
の
棚
に
君
の
籍

「飛
騨
の
山
山
」
墓
標
の
ご
と
く

（藤
田
純
江
＝
大
垣
山
岳
協
会
会
員
）

一
九
九

一
年
三
月
二
十
八
日
　
逝
去

主
な
著
書

一
九
七
五
年
　
岐
阜
県
山
岳
連
盟
編

『岐
阜
百
山
』
を
岐
阜
日
日
新
聞
社
か
ら

出
版
。
東
濃

・
飛
騨
山
系
を
分
担
執
筆

一
九
八
八
年

　

「飛
騨
の
山
　
美
濃
の
山
』
を
山
と
渓
谷
社
か
ら
出
版

一
九
九
〇
年

　

『飛
騨
の
山
山

（ヤ
ブ
山
編
）』
を
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
か
ら
出

版

一
九
九
二
年
　
遺
稿

『飛
騨
の
山
山

（国
境
編
）』
を
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
か
ら

出
版

（酒
井
さ
ん
は
日
本
山
岳
会
岐
阜
支
部
の
会
員
で
あ
り
、
著
書
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
飛
騨
、
美
濃
の
山
に
情
熱
を
傾
け
て
こ
ら
れ
た
方
で
あ
る
が
、
本

会
支
部
会
員
と
山
行
を
共
に
さ
れ
た
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

こ
で
酒
井
さ
ん
が

『飛
騨
の
山
山

（国
境
編
）』
の
あ
と
が
き
の
謝
辞
に
挙

げ
て
お
ら
れ
る
藤
田
純
江
氏
に
お
願
い
し
た
の
が
本
稿
で
あ
る
）

（松
井
辰
爾
）

佐

藤

敏

彦

氏

（
死

三
三
上

九
九
二
）

「今
日
は
チ
ャ
グ
チ
ャ
グ
馬
っ
子
祭
り
で
す
。
久
し
ぶ
り
の
五
月
晴
れ
で
大

略

一
九
二
七
年

一
九
四
七
年

一
九
六
二
年

一
九
六
八
年

一
九
六
九
年

一
九
七
〇
年

一
九
八
四
年

歴岐
阜
市
に
生
ま
れ
る

岐
阜
師
範
学
校
卒
業

岐
阜
県
山
岳
連
盟
常
任
理
事

日
本
山
岳
会
入
会
、
会
員
番
号
六
四

一
九

岐
阜
県
山
岳
連
盟
副
理
事
長
。
後
に
相
談
役

日
本
山
岳
協
会
理
事
。
文
部
省
登
山
研
修
所
講
師

こ
れ
ま
で
の
三
十
七
年
間
岐
阜
県
内
の
中
学
校
に
勤
務
、
や
が

て
起
っ
た
校
内
暴
力
の
嵐
に
対
し
て
管
理
教
育
強
化
の
情
勢
の

下
で
、
教
務
主
任
、
生
活
指
導
を
担
当
し
、
苦
悩
、
苦
闘
の
結

果
健
康
を
害
し
、
定
年
ま
で
二
年
残
し
て
依
願
退
職



に
ぎ
わ
い
を
み
せ
て
お
り
ま
す
。
も
し
和
賀
岳
に
来
ら
れ
る
と
し
ま
し
た
ら
何

時
頃
に
な
り
ま
す
か
？
　
う
ち
の
部
員
で
行
き
度
い
者
が
お
り
ま
す
。
幕
営
す

る
様
で
し
た
ら
同
行
さ
せ
ま
す
が
、
テ
ン
ト
も
用
意
さ
せ
ま
す
。
（後
略
）」
と

書
か
れ
た
敏
彦
君
か
ら
の
古
い
便
り
が
出
て
き
た
。
消
印
を
見
る
と
昭
和
四
十

六
年
六
月
十
七
日
で
、
住
所
は
月
が
丘
三
―
二

一
―

一
〇
、
盛
岡
医
大
の
助
教

授
だ
っ
た
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

敏
彦
君
を
知
っ
て
、
ま
だ
二
、
三
年
ぐ
ら
い
し
か
た
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思

う
が
、
面
倒
見
の
よ
い
彼
は
、
私
が
和
賀
岳
へ
行
き
た
い
の
を
聞
知
し
て
、
こ

ん
な
便
り
を
寄
越
し
て
く
れ
た
。
実
際
に
行
っ
た
の
は
翌
年
の
六
月
で
、
川
崎

精
雄
、山
田
哲
郎
両
氏
が
同
行
し
た
が
、彼
の
配
下
の
山
岳
部
員
に
厄
介
に
な
っ

た
。
憶
い
出
に
の
こ
る
好
い
山
登
り
だ
っ
た
が
、
既
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の

で
、
こ
こ
に
は
省
く
。

敏
彦
君
は
、
あ
ま
り
長
い
手
紙
は
書
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
か
わ
り
夜
お
そ

く
電
話
を
く
れ
る
こ
と
が
晨
々
あ
っ
た
。
誘
わ
れ
て
初
め
て
北
上
山
地
の
山
ヘ

行
っ
た
の
は
、
多
分

一
九
八
二

（昭
和
五
十
七
）
年
四
月
の
朝
島
山
、
大
麻
部

山
、
石
上
山
が
最
初
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
大
変
気
に
入
っ
た
の
で
、
以
後
何
回

か
彼
の
誘
い
に
の
っ
て
北
上
の
山
々
を
訪
れ
た
。
牧
野
衛
さ
ん
、
川
崎
さ
ん
や

織
田
沢
美
知
子
さ
ん
と

一
緒
の
と
き
も
あ
っ
た
し
、
今
西
錦
司
さ
ん
が
行
か
れ

た
と
き
同
行
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
紀
子
夫
人
が
殆
ど
の
場
合

一
緒
で
、
よ
い

ア
シ
ス
タ
ン
ト
振
り
を
発
揮
し
て
い
た
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
後
年
敏
彦
君
が
中
心
に
な
っ
て
纏
め
あ
げ
た

『か
ぬ
か
平

の
山
々
』
に
載
っ
て
い
る
山
の
四
分
の
一
ぐ
ら
い
は
登
っ
た
こ
と
に
な
り
そ
う

だ
が
、
偏
え
に
彼
の
お
蔭
と
い
う
他
は
な
い
。

そ
の
な
か
で
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
今
西
さ
ん
が

『遠
野
物
語
」
に

出
て
く
る
マ
ヨ
イ
ガ
の
白
見
山
へ
ど
う
し
て
も
登
り
た
い
と
云
わ
れ
る
の
で
、

出
か
け
た
と
き
だ
が
、
昔
の
切
あ
け
な
ど
ま
っ
た
く
判
ら
な
く
な
っ
て
、
酷
い

笹
藪
に
化
し
て
い
た
た
め
、
何
人
か
で
木
鎌
や
鈍
を
使
っ
て
道
造
り
を
し
な
が

ら
登
つ
た
こ
と
だ
。
こ
れ
を
敏
彦
君
は
今
錦
参
道
と
名
づ
け
、
そ
の
後
に
登
っ

た
時
の
こ
と
を
面
白
く
書
い
て
い
る

（前
掲
書
７４
～
７６
頁
）
。

遠
島
山
へ
行
っ
た
の
は

一
九
八
九

（昭
和
六
十
四
）
年
十
月
で
、
敏
彦
君
と

同
行
し
た
最
後
の
山
に
な
っ
た
。
私
の
家
内
が

一
九
八
七

（昭
和
六
十
二
）
年

春
に
大
病
を
し
て
以
来
、
あ
ま
り
遠
出
が
で
き
な
く
な
っ
た
せ
い
で
、
昨
年
十

二
月
に
永
眼
し
た
時
は
、
早
速
懇
ろ
な
慰
め
の
電
話
を
貰
っ
た
。
し
か
し
、
後

か
ら
敏
彦
君
の
入
院
時
を
き
い
た
ら
、
そ
れ
か
ら
僅
か
三
箇
月
ぐ
ら
い
だ
っ
た

よ
う
だ
。
私
は
、
彼
が
入
院
し
た
こ
と
な
ど
露
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
四
月
二

十
三
日
の
深
夜
、
電
話
で
彼
の
遠
逝
を
知
ら
さ
れ
た
時
は
、
実
の
と
こ
ろ
ま
っ

た
く
驚
い
た
。
内
科
医
で
医
博
の
肩
書
を
も
つ
紀
子
夫
人
は
、
普
通
の
奥
さ
ん

が
味
わ
う
何
倍
か
の
口
惜
し
さ
に
堪
え
ら
れ
た
筈
と
思
い
、
私
の
心
は
二
重
の

悲
し
さ
に
深
く
沈
ん
だ
。

敏
彦
君
は
故
郷
の
安
積
高
校
か
ら

一
九
五
八

（昭
和
三
十
三
）
年
に
日
大
歯

学
部
を
卒
業
し
た
が
、
山
へ
行
く
傍
ら
ボ
ク
シ
ン
グ
に
も
励
ん
だ
よ
う
だ
。
日

大
医
科
の
先
輩
で
、
山
が
好
き
だ
っ
た
田
村
豊
幸
氏
の
誘
い
で
、
で
き
て
間
も

な
い
南
会
津
山
の
会
へ
入
っ
た
の
も
同
年
四
月
だ
っ
た
。
そ
し
て

一
九
六
五
年

に
盛
岡
へ
移
る
ま
で
、
田
村
氏
と
男
鹿
岳
、
三
倉

・
大
倉
山
、
木
ノ
俣
川
遡
行

を
や
り
、
更
に
大
白
森
、
小
白
森
、
大
戸
岳
、
額
取
山
、
会
津
駒
、
小
野
岳
、

美
女
峠
な
ど
、
ま
だ
未
開
の
会
津
の
山
々
や
阿
武
隈
の
山
々
を
精
力
的
に
歩
い

た
。
野
口
冬
人
氏
と
の
共
著

『阿
武
隈
と
水
郷
』
は
、
こ
う
し
た
結
果
で
き
あ

が
っ
た
。
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一
九
六
五
年
に
盛
岡
の
岩
手
医
大
歯
学
部
に
移
り
、
間
も
な
く
本
会
に
入
会

し
、　
一
九
七

一
年
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、　
一
九
七
五
年
に
カ
ラ
コ
ル
ム
に
出
か
け

た
が

（『山
岳
』
七
十

一
・
七
十
二
年
参
照
）
、
そ
の
後
、
本
会
の
岩
手
支
部
長

を
笠
原
潤
二
郎
氏
か
ら
引
き
継
ぎ
、　
一
九
七
九
年
に
開
業
医
と
な
っ
た
こ
と
な

ど
は
略
歴
に
詳
し
い
。

一
九
六
五
年
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
二
十
数
年
間
は
、
主
と
し
て
北
上
山
地

の
、
そ
れ
ま
で
登
山
者
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
数
多
く
の
山
々
を
、
マ
イ
カ
ー

を
使
っ
て
徹
底
的
に
踏
査
し
た
。
そ
れ
に
は
岩
手
支
部
の
会
員
が
多
く
協
力
し

た
が
、
そ
の
結
果
が

『か
ぬ
か
平
の
山
々
』
と
な
っ
て
結
実
し
た
。
（彼
の
計

画
に
は
『続

・
か
ぬ
か
平
の
山
々
』
の
編
著
が
あ
っ
た
こ
と
を
後
か
ら
聞
い
た
）
。

敏
彦
君
は
、
ま
た
山
村
民
俗
に
深
い
関
心
を
よ
せ
、
現
地
で
の
聞
き
書
き
な

ど
を
数
多
く
つ
く
っ
た
。
山
行
の
途
次
、
僻
村
の
民
家
を
訪
ね
た
り
、
営
林
署

に
勤
め
る
人
の
寂
し
い
家
や
、牛
番
小
屋
を
訪
ね
る
彼
の
姿
を
震
々
目
撃
し
た
。

何
よ
り
も
孤
村
の
人
た
ち
へ
の
温
か
い
愛
情
が
、
そ
こ
に
遊
り
出
て
い
た
。
お

そ
ら
く
僻
地
診
療
な
ど
も
時
々
や
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。　
一
九
八
二

（昭
和

五
十
七
）
年
に
遠
野
市
で
開
い
た
日
本
民
俗
学
会
が
無
事
終
了
し
た
後
、　
一
人

で
物
見
山
に
登
り
、紅
葉
と
ア
キ
ア
カ
ネ
の
大
群
に
出
合
っ
た
と
き
の
叙
述
（前

掲
書
５１
頁
）
は
、
読
者
に
忘
れ
が
た
い
印
象
を
与
え
る
。

ま
た
、
民
俗
ば
か
り
で
な
く
、
極
寒
地
の
山
岳
に
見
ら
れ
る
構
造
土
な
ど
に

も
興
味
を
も
っ
て
研
究
し
、
小
雨
降
る
安
家
森
で
は
、
そ
の
実
体
を
現
地
で
わ

れ
わ
れ
に
熱
心
に
説
明
し
て
く
れ
た
こ
と
も
、
今
に
忘
れ
が
た
い
。

悼
　
　
晩
年
に
や
っ
た
仕
事
の
一
つ
と
し
て
、
西
川

一
三
氏

『秘
境
西
域
八
年
の
潜

行
』
上
中
下
巻

（中
公
文
庫
）
の
刊
行

（
一
九
九
〇
年
十
月
～
九

一
年

一
月
）

追

　

に
尽
力
し
た
こ
と
を
加
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

早
池
峯
は
平
侵
名
の
へ
の
字
形
を
し
て
い
る
と
云
わ
れ
る
が
、
見
る
方
向
に

よ
っ
て
は
槍
の
よ
う
に
尖
っ
て
い
た
り
、
金
字
塔
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
を

見
る
の
が
敏
彦
君
の
北
上
の
山
々
へ
ゆ
く
楽
し
み
の
一
つ
だ
っ
た
よ
う
だ
。
彼

の
手
引
き
で
私
も
、
実
地
に
そ
れ
を
何
度
か
経
験
し
た
。
あ
ま
り
に
も
早
く
逝

き
す
ぎ
た
彼
の
霊
は
、
い
ま
北
上
の
碧
落
に
あ
っ
て
、
ま
だ
そ
れ
を
追
い
求
め

て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い

略

一
九
三
三

一
九
五
二

一
九
五
八

一
九
六
五

一
九
七
〇

一
九
七

一

一
九
七
二

一
九
七
五

一
九
七
七

一
九
七
九

一
九
八
二

一
九
九
二

歴

（昭
和
八
）
年
六
月
三
十
日
、
郡
山
市
に
誕
生

（昭
和
二
十
七
）
年
　
安
積
高
校
卒
業

（昭
和
三
十
三
）
年
　
日
本
大
学
歯
学
部
卒
業
。
日
東
紡
績
病
院
勤

務
。
四
月
、
南
会
津
山
の
会
入
会

（昭
和
四
十
）
年
　
山石
手
医
大
歯
学
部
勤
務
、
医
学
博
士

（昭
和
四
十
五
）
年
四
月
　
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号
六
九
三

五
、
紹
介
者
は
伊
藤
爾
十
郎
、
安
藤
治
）

（昭
和
四
十
六
）
年
六
～
八
月
　
ァ
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
岩
手
医
大
医
療

踏
査
隊
に
参
加

（昭
和
四
十
七
）
年
　
岩
手
医
大
歯
学
部
講
師
を
へ
て
助
教
授

（昭
和
五
十
）
年
六
～
八
月
　
日
本
山
岳
会
岩
手
支
部
カ
ラ
コ
ル
ム
、

マ
ル
ビ
ッ
テ
ィ
ン
登
山
隊
副
隊
長

（昭
和
五
十
二
）
年
よ
り
日
本
山
岳
会
岩
手
支
部
長

（昭
和
五
十
四
）
年
八
月
　
盛
岡
市
茶
畑
に
神
農
歯
科
医
院
開
業

（昭
和
五
十
七
）
年
　
遠
野
市
に
お
い
て
日
本
民
俗
学
会
開
催
　
　
　
９

（平
成
四
）
年
四
月
二
十
三
日
　
胃
ガ
ン
の
た
め
死
去
。
六
月
六
日
、
　
‐



盛
岡
で

「敏
彦
を
語
る
会
」
が
多
く
の
友
人
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た

他
に
日
本
民
俗
学
会
会
員
、
山
岳
修
験
学
会
会
員
、
岩
手
民
俗
の
会
理
事
長
、

岩
手
県
文
化
財
保
護
審
議
委
員
会
第
四
部
会
長
、
日
本
民
俗
音
楽
学
会
東
北
北

海
道
地
区
理
事

（同
初
代
岩
手
支
部
長
）
、
日
本
ヒ
ン
ズ
ー
・
ク
シ
ュ
、
カ
ラ

コ
ル
ム
会
議
会
員

著
書

・
編
書

『郡
山
市
周
辺
の
ハ
イ
キ
ン
グ
』
編
著

・
一
九
六
三

（昭
和
三
十
八
）
年
二
月

郡
山
市
役
所
観
光
課
。

『阿
武
隈
と
水
郷
』
野
口
冬
人
氏
と
共
著

・
マ
ウ
ン
テ
ン
ガ
イ
ド
、　
一
九
六
五

（昭
和
四
十
）
年
四
月
山
と
渓
谷
社
。

『日
本
山
岳
地
図
集
成
』
編
著

・
一
九
七
五

（昭
和
五
十
）
年
四
月
学
習
研
究

社
。

『岩
手
の
民
俗
散
歩
』
金
野
静

一
氏
と
編
著

。
一
九
八
四

（昭
和
五
十
九
）
年

五
月
熊
谷
印
刷
出
版
部
。

『か
ぬ
か
平
の
山
々
』
編
著
並
に
監
修

・
一
九
八
八

（昭
和
六
十
三
）
年
四
月

現
代
旅
行
研
究
所
。

『四
季
の
民
俗
散
歩
』
編
集
代
表

・
一
九
八
八

（昭
和
六
十
三
）
年
十
二
月
熊

谷
印
刷
出
版
部
。

『全
国
虎
舞
考
』
編
著

・
一
九
九
二

（平
成
四
）
年
二
月
釜
石
市
地
域
活
性
化

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
本
部
。

（望
月
達
夫
）

早

坂

敬

二

郎

氏

（
一
九
異

上

九
九
二
）

早
坂
は
山
形
県
羽
黒
山
の
宿
坊

（大
進
坊
）
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。

少
年
の
頃
は
多
少
早
熟
で
ツ
ッ
張
り
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
も
山
形
県
立
鶴
岡

南
高
校
に
進
学
し
、
山
岳
部
に
入
部
す
る
こ
と
に
よ
り
、
山
に
熱
中
す
る
少
年

と
変
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
山
岳
部
顧
間
の
木
村
先
生
、
先
輩
、

同
級
生
諸
氏
と
の
出
会
い
が
、
そ
う
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
鶴
岡
南
高
校
で
出
合
っ
た
人
た
ち
こ
そ
、
そ
の
後
も
彼
を
最
も
理

解
し
て
く
れ
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
を
語
る
う
え
で
ご
両
親
の
深
い

愛
情
と
理
解
が
終
生
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

彼
は
農
大
山
岳
部
時
代
、
海
外
で
の
合
宿
と
い
う
こ
と
に
取
り
憑
か
れ
奔
走

し
て
い
た
。
し
か
し
、
夢
に
見
た
海
外
合
宿
と
い
う
こ
と
を
成
し
得
な
か
っ
た

こ
と
も

一
因
し
て
か
、
卒
業
と
同
時
に
イ
ン
ド
ヘ
旅
立
っ
て
行
っ
た
。

キ
シ
ュ
ト
ワ
ー
ル
山
群
の
ブ
ラ
マ
ー
峰

（六
四

一
六
厨
）
に
先
輩
の
甲
田
氏

と
そ
の
友
人
二
人
と
共
に
挑
戦
す
る
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
山
行
は
彼
自
身
に

と
っ
て
は
何
の
激
し
い
行
動
も
な
い
ま
ま
終
わ
り
を
告
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
翌

年
、
私
た
ち
と
こ
の
山
域
の
最
高
峰
シ
ッ
ク
ル
ム
ー
ン

（六
五
七
四
屑
）
に
挑

む
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
山
行
も
ル
ー
ト
選
定
の
過
ち
と
登
山
日
数
の
関

係
で
登
頂
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

一
九
七
〇
年
の
ブ
ラ
マ
ー
登
山
が
終
わ
る
と
、
彼
は
ネ
パ
ー
ル
ヘ
入
り
、
当

時
入
域
困
難
で
あ
っ
た
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
周
辺
の
旅
を
し
て
い
る
。
目
的



は
今
も
末
踏
峰
と
し
て
残
る
ト
ゥ
イ
ン
ズ

（現
在
名
ギ
ミ
グ
ラ
チ
ュ
リ
、
七
三

五
〇
腐
）
を
自
分
の
日
で
確
か
め
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「ト
ゥ
イ
ン
ズ

ヘ

続
け
る
こ
と
の
で
き
る
山
行
を
」
と
い
う
の
が
、
当
時
の
我
々
の
目
標
だ
っ
た

こ
と
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ト
ゥ
イ
ン
ズ
は
、　
一
九
六
三
年
農
大

隊

（宮
沢
憲
隊
長
以
下
五
名
）
が
挑
み
、
七
〇
〇
〇
済
地
点
に
最
終
キ
ャ
ン
プ

を
設
営
し
な
が
ら
断
念
せ
ざ
る
得
な
か
っ
た
山
な
の
で
あ
る
。

ト
ゥ
イ
ン
ズ
は
彼
の

「心
の
支
え
」
で
も
あ
っ
た
し
、
最
も
登
り
た
い
山
の

ひ
と
つ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

ふ
た
つ
の
山
行
の
失
敗
と
ネ
パ
ー
ル
滞
在
中
に
肝
炎
を
患
っ
た
こ
と
で
、
こ

の
時
期
彼
は
落
ち
込
ん
で
い
た
よ
う
だ
。

そ
れ
を
払
拭
す
る
為
か
、
病
が
癒
え
る
と
と
も
に
今
度
は
南
米
に
転
じ
て
い

る
。
チ
ン
ボ
ラ
ソ

（六
三

一
〇
厨
）
、
コ
ト
パ
キ
シ

（五
八
九
七
屑
）
、
ワ
ス
カ

ラ
ン

（六
七
六
八
屑
）
、
ア
コ
ン
カ
グ
ア

（六
九
六
〇
屑
）
と
登
っ
て
い
る
。

チ
ン
ボ
ラ
ソ
は
、　
一
九
七

一
年
に
山
岳
部
々
員
が
立
案
し
実
践
し
た
そ
の
登
山

に
お
い
て
、
還
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
後
輩
の
死
を
悼
む
山
行
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ワ

ス
カ
ラ
ン
で
は
頂
上
直
下
ま
で
達
し
な
が
ら
他
の
日
本
人
パ
ー
テ
ィ
ー
の
救
助

を
優
先
さ
せ
登
頂
を
諦
め
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
山
行
は
、
彼
の
や
さ
し
さ

と
心
の
広
さ
の
一
端
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
ア
コ
ン
カ
グ
ア
で

は
二
十
時
間
近
い
ア
タ
ッ
ク
で
凍
傷
を
負
い
足
指

一
本
を
切
断
と
い
う
幸
苦
も

紙
め
て
い
る
。

し
か
し
彼
は
ネ
パ
ー
ル
、
イ
ン
ド
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
旅
に

悼

　

お
い
て
も
多
く
の
友
人
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
柄
だ
け
で
は
説
明
で
き
な

い
魅
力
が
備
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

追
　
　
農
大
山
岳
部
監
督
に
就
い
て
か
ら
は
、
数
々
の
失
敗
を
踏
ま
え
た
指
導
は
厳

し
い
も
の
で
あ
り
、
時
間
の
許
す
限
り
学
生
と
山
行
を
共
に
し
て
い
た
。
そ
の

指
導
に
よ
っ
て
多
く
の
後
輩
が
育
ち
、
山
岳
会
諸
氏
の
温
か
い
支
援
も
あ
っ
て

機
も
熟
し
た
と
し
、　
一
九
八
六
年
中
国
昆
掃
山
脈
最
高
峰

（七

一
六
七
腐
峰
）

の
登
山
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
昆
帯
で
は
若
い
隊
員
を
巧
み
に
リ
ー
ド
し
、

長
年
培
っ
て
き
た
彼
流
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
で
全
員
登
頂
を
果
た
し
て
い
る
。

じ
っ
く
り
と
取
り
組
み
、
キ
メ
の
細
か
さ
細
心
さ
が
彼
の
身
上
と
い
っ
て
も
良

い
だ
ろ
う
。
そ
の
前
年
、
日
本
山
岳
会
の
中
国
登
山
隊
に
農
大
よ
り
馬
場
哲
也
、

小
林
新
二
を
送
り
出
し
、
自
ら
は
黄
河
源
流
隊
の
副
隊
長
と
し
て
参
加
、
多
く

の
会
員
諸
氏
と
交
流
を
深
め
楽
し
い
旅
を
味
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
昆
奇
の
三
年
後
、　
一
九
八
九
年
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
登
山
を

一
歩
進

め
た
長
大
な
ラ
キ
オ
ト
ピ
ー
ク
東
南
稜
か
ら
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
登
頂
を
目
標

に
出
掛
け
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の

「農
大
の
山
登
り
」
の
実
践
で
あ
っ
た
。
後

輩
が
育
っ
た
こ
の
時
期
に
実
行
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
心
情
を

「
ナ
ン
ガ
パ
ル

バ
ッ
ト

一
九
八
九
」
報
告
書
に
こ
う
書
い
て
い
る
。

「農
大
の
山
登
り
と
は
チ
ー
ム
で
行
う
登
山
を
基
本
と
す
る
。
個
々
人
の
創

造
性
が
あ
る

一
定
の
方
向
性
の
も
と
に
編
成
、
組
織
さ
れ
る
と
、
単
な
る
個
人

の
集
合
体
を
超
え
た
有
機
体
と
な
る
。
そ
し
て
、
チ
ー
ム
の
目
的
遂
行
の
過
程

で
各
々
が
自
ら
創
造
性
を
高
め
て
実
践
す
れ
ば
、
そ
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
限

り
な
い
可
能
性
を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
我
々
の
山
登
り
の
基
本
姿

勢
で
あ
る
。」

し
か
し
、
こ
れ
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
は
珍
し
い
落
雷
事
故
に
よ
る
馬
場
哲
也
君
の

落
命
と
い
う
悲
運
も
あ
り
登
頂
断
念
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
年
の
暮
れ
、
自

馬
岳
で
中
嶋
真
也
君
を
失
い
、
彼
の
悲
し
み
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。

だ
が
、
高
み
へ
の
情
熱
は
尽
き
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
は
ブ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク
（八
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〇
四
七
屑
）
と
い
う
形
で
結
実
す
る
。
後
日
、
隊
員
の
ひ
と
り
が

「
こ
ん
な
に

簡
単
に
八
千
屑
峰
に
登
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
彼
も

農
大
山
岳
会
々
長
を
含
め
た
隊
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
無
事
成
功
を
素
直
に
喜

ん
で
い
た
。

昨
年
ア
コ
ン
カ
グ
ア
ヘ
一
緒
に
出
掛
け
た
折
、
「オ
ジ
サ
ン
達
を
連
れ
て
来

る
の
に
丁
度
い
い
山
だ
ナ
ー
」
と
い
っ
て
い
た
。
新
た
に
気
心
の
知
れ
た
仲
間

と
の
山
登
り
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

今
年

（
一
九
九
二
年
）
は
五
月
中
旬
よ
リ
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅱ
へ
行
く
予
定

で
あ
っ
た
。
「
六
十
歳
ま
で
山
登
り
を
続
け
た
い
」
と
も
ア
コ
ン
カ
グ
ア
登
山

中
も
ら
し
て
い
た
。
ま
た
、
「金
を
貯
め
て
お
け
よ
」
な
ど
と
も
私
に
い
っ
て

い
た
の
で
、
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
後
の
計
画
は
す
で
に
描
か
れ
て
い
た
様
で
あ
る
。

多
分
そ
れ
は
エ
ベ
レ
ス
ト
で
あ
り
、
ト
ゥ
イ
ン
ズ
か
ら
の
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン

ガ
登
頂
で
あ
っ
た
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
る
。

多
く
の
先
輩
、
後
輩
、
友
人
た
ち
の
懸
命
な
捜
索
が
続
い
た
七
十
五
日
間
、

特
に
若
手
Ｏ
Ｂ
、
学
生
た
ち
の
行
動
は
連
日
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に

「仕
事
の
方

は
大
丈
夫
か
」
と
気
遣
う
と
、
「
い
や
、
早
坂
さ
ん
の
方
が
大
事
で
す
か
ら
」

と
い
う

一
言
で
あ
っ
た
。

イ
ン
ド
ヒ
マ
ラ
ヤ

ｏ
ブ
ラ
マ
Ｉ
Ｉ
峰

イ
ン
ド
ヒ
マ
ラ
ヤ

・
シ
ッ
ク
ル
ム
ー
ン

日
本
山
岳
会
入
会
　
会
員
番
号
七
八
二
四

ペ
ル
ー
ア
ン
デ
ス
・
ボ
ン
ゴ
ス
北
峰
登
頂
、
ワ
ス
カ
ラ
ン
、
チ

ン
ボ
ラ
ソ
登
頂

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
ア
ン
デ
ス
・
ア
コ
ン
カ
グ
ア
登
頂

欄
デ
パ
ッ
ク
設
立

キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
登
頂

キ
ナ
バ
ル
登
頂

チ
ン
ボ
ブ
ソ
登
頂
、
コ
ト
パ
ク
シ
登
頂
、
農
友
会
山
岳
部
監
督

就
任

雪
岳
山

日
本
山
岳
会
中
国
黄
河
源
流
隊
参
加

東
京
農
業
大
学
中
国
嵐
器
山
脈
最
高
峰
七

一
六
七
腐
峰
登
山

隊
々
長
と
し
て
登
頂

日
本
山
岳
会
青
年
部
、
学
生
部
担
当
理
事
就
任

ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト

・
ル
パ
ー
ル
壁
中
央
側
稜
、
キ
リ
マ
ン

ジ
ャ
ロ
登
頂

東
京
農
業
大
学
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
登
山
隊
々
長

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
偵
察

東
京
農
業
大
学
ブ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク
登
山
隊
々
長
、
登
頂

一
月
ァ
コ
ン
カ
グ
ア
登
頂

三
月
二
十
二
日
　
北
ア
ル
プ
ス
大
天
丼
岳
頂
上
付
近
を
硫
黄
尾

根
よ
り
縦
走
中
、
雪
崩
に
よ
っ
て
逝
去
。
享
年
四
十
五
歳

略

一
九
四
六
年

一
九
六
二
年

一
九
六
六
年

一
九
七
〇
年

歴八
月
六
日
山
形
県
に
て
出
生

山
形
県
立
鶴
岡
南
高
校
入
学
、
同
校
山
岳
部
入
部

東
京
農
業
大
学
農
学
部
農
業
工
学
科
入
学
、
農
友
会
山
岳
部
入

部同
学
卒
業

一
九
七

一
年

一
九
七
四
年

一
九
七
五
年

一
九
七
六
年

一
九
七
七
年

一
九
七
八
年

一
九
七
九
年

一
九
八
二
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
七
年

一
九
八
九
年

一
九
九
〇
年

一
九
九

一
年

一
九
九
二
年
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（原
　
康
博
）

西

岡

京

治

氏

（
一
九
三
三
上

九
九
こ

西
岡
京
治
君
は

一
九
二
三

（昭
和
八
）
年
二
月
十
四
日
、
当
時
の
京

城

、

今
の
ソ
ウ
ル
で
生
ま
れ
た
。
彼
が
大
陸
育
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
意
味
深
長
か

も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
大
陸
育
ち
の
日
本
人
に
は
、
な
か
な
か
雄
勁
な
人

材
が
多
く
、
彼
の
一
生
は
ま
さ
に
そ
う
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
京
城
帝

国
大
学
医
学
部
教
授
の
父
君
辰
蔵
氏
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
彼
は
、
勿
論
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
で
大
部
分
の
学
歴
を
す
ご
し
た
。　
一
九
五
六
年
に
大

阪
府
立
大
学
農
学
部
の
遺
伝
育
種
学
教
室
を
卒
業
し
た
こ
と
は
、
当
時
教
授

だ
っ
た
中
尾
佐
助
さ
ん

（
マ
ナ
ス
ル
登
山
の
偵
察
隊
及
び
第

一
次
登
山
隊
の
隊

員
）
と
の
深
い
因
縁
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
尾
さ
ん
の
推
薦
で
、
西
岡
君
は

一
九
五
八
年
の
私
が
リ
ー
ダ
ー
を
勤

め
た

「西
北
ネ
パ
ー
ル
学
術
探
検
隊
」
の
隊
員
に
な
っ
た
。
こ
の
隊
の
行
動
ぶ

り
は
私
の
著
で

「鳥
葬
の
国
」
と
し
て
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
御
覧
頂
く
と

彼
の
登
山
か
ら
学
術
に
わ
た
る
活
動
ぶ
り
、
更
に
チ
ベ
ッ
ト
人
た
ち
に
好
か
れ

た
人
柄
が
か
な
り
沢
山
の
べ
ら
れ
て
い
る

（
一
九
六
〇
年
刊
だ
が
、　
一
九
九
二

悼
　

年
ま
た
講
談
社
学
術
文
庫
と
し
て
再
版
）
。
彼
が
野
生
大
麦
ま
で
発
見
し
た
こ

と
は
、
師
の
中
尾
さ
ん
も

「し
ま
っ
た
。
先
手
を
と
ら
れ
た
」
と
叫
ん
だ
程
で
、

追
　

故
木
原
均
博
士
に
も
喜
ん
で
頂
い
た
。
こ
こ
に
西
岡
君
の
物
事
の
や
り
っ
ぷ
り

の
面
目
も
躍
如
と
し
て
い
る
。

こ
の
遠
征
の
帰
途
、
私
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
村
へ
の
技
術
協
力
を
示
唆
し
た
の
に

対
し
、
彼
は
も
う
す
こ
し
登
山
と
探
検
を
や
り
た
い
と
答
え
た
。
そ
の
言
葉
通

り

一
九
六
二
年
に
は
東
北
ネ
パ
ー
ル
の
ヌ
プ
チ
ュ
ー
峰
初
登
頂
を
含
む
学
術
探

検
隊

（中
尾
佐
助
隊
長
）
に
、
副
隊
長
と
し
て
参
加
。
そ
の
前
年
に
結
婚
し
た

里
子
夫
人
と
の
ハ
ネ
ム
ー
ン
に
も
な
っ
た
。
隊
の
解
散
後
も
二
人
で
半
年
間
チ

ベ
ッ
ト
人
地
帯
に
滞
在
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
も
う
登
山
や

探
検
の
時
代
で
は
な
い
。
私
は
ブ
ー
タ
ン
ヘ
技
術
協
力
で
入
る
」
と
い
っ
て
、

帰
途
シ
ッ
キ
ム
に
ブ
ー
タ
ン
ハ
ウ
ス
を
訪
ね
、
ブ
ー
タ
ン
の
要
路
者
と
交
渉
を

始
め
た
。
こ
こ
に
、
あ
く
ま
で
も

一
流
の
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
を
志
す
、
彼
の

面
目
が
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
ブ
ー
タ
ン
入
り
が
実
現
し
た
の
は
、　
一
九
六
四
年
の
春
。
当
時
の
ブ
ー

タ
ン
の
皇
太
后
、
皇
后
、
そ
の
姉
君
タ
ー
シ
ー
・
ド
ル
ジ
ェ
さ
ん
な
ど
は
皆
西

岡
君
を
気
に
入
っ
て
い
た
が
、
イ
ン
ド
政
府
の
暗
黙
の
抵
抗
を
の
り
こ
え
る
の

は
大
変
だ
っ
た
。
私
の
関
係
し
た
範
囲
で
は
、
当
時
の
駐
カ
ル
カ
ッ
タ
総
領
事

東
郷
文
彦
さ
ん
、
京
都
大
学
生
物
誌
研
究
会
々
長
の
声
田
譲
治
教
授
、
お
よ
び

私
の
二
人
は
、
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
応
援
団
を
勤
め
た
。
西
岡
君
に
は
、
こ
の

よ
う
に
、
応
援
し
た
く
な
る
人
間
的
魅
力
が
大
い
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
西
岡

農
場
が
数
十
年
に

一
度
と
い
う
大
洪
水
で
や
ら
れ
て
再
起
の
資
金
が
必
要
と

な
っ
た
時
、
時
の
総
理

・
故
佐
藤
栄
作
さ
ん
と
外
務
省
と
私
と
が
応
援
に
動
い

た
の
も
、
彼
の
人
間
的
魅
力
と

一
点
の
私
心
も
な
い
堂
々
た
る
仕
事
ぶ
り
に
惚

れ
こ
ん
だ
か
ら
だ
っ
た
。

ブ
ー
タ
ン
入
り
に
際
し
て
彼
に
助
言
し
た
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
最
初
の
一
年

間
は
技
術
協
力
な
ど
せ
ず
、
国
内
を
広
く
歩
け
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
彼
は
「私
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も
そ
う
思
う
」
と
い
っ
て
夫
妻
で
こ
れ
を
実
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

い
う
べ
く
し
て
な
か
な
か
実
行
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
徹

底
し
た
現
場
の
実
態
把
握
こ
そ
、
そ
の
後
の
草
の
根
元
か
ら
の
、
住
民
と
共
に

推
進
す
る
彼
の
技
術
協
力
の
真
骨
頂
で
あ
っ
た
。
ブ
ー
タ
ン
政
府
の
ト
ッ
プ
た

ち
が

「私
た
ち
の
望
む
と
こ
ろ
を
ビ
タ
リ
と
先
取
り
し
て
進
め
て
ゆ
く
」
と
舌

を
巻
い
た
由
で
あ
る
。

彼
が
全
く
ブ
ー
タ
ン
の
身
に
な
っ
て
農
業
指
導
を
し
た
こ
と
は
、
去
る
大
阪

の
花
の
万
博
の
時
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
名
花
メ
コ
ノ
プ
シ
ス

（青
い
ケ
シ
）
の
花
が

永
い
会
期
中
い
つ
も
ブ
ー
タ
ン
館
に
届
い
た
こ
と
で
も
判
る
。
背
後
に
彼
の
手

配
が
な
け
れ
ば
、
到
底
こ
ん
な
芸
当
は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
。

こ
う
し
て
第
二
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
パ
ロ
県
ボ
ン
デ
村
の
モ
デ
ル
農
場
は
、

着
々
と
実
績
を
あ
げ
、
民
衆
に
親
し
ま
れ
つ
つ
根
を
下
ろ
し
て
い
っ
た
。
現
地

で
間
に
あ
う
技
術
な
ら
そ
れ
を
生
か
す
。
不
足
な
ら
ア
ッ
サ
ム
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
奥

地
に
ま
で
で
か
け
て
、
ミ
タ
ン
牛
を
沢
山
導
入
す
る
。
日
本
の
進
ん
だ
農
業
技

術
で
あ
ろ
う
が
ハ
イ
テ
ク
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
ブ
ー
タ
ン
の
大
地
と
農
民
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
な
ら
、
何
で
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
。
こ
れ
見
よ
が
し
の

技
術
の
た
め
の
技
術
と
い
う
思
想
に
は
決
し
て
溺
れ
な
い
。

彼
の
数
か
ず
の
実
績
の
う
ち
、
中
部
ブ
ー
タ
ン
の
シ
ェ
ム
ガ
ン
県
総
合
開
発

計
画
の
責
任
者
と
し
て
実
施

・
推
進
に
あ
た
っ
た
こ
と
は
、
最
も
本
懐
だ
っ
た

ろ
う
。
そ
こ
は
焼
畑
耕
作
民
地
帯
だ
っ
た
。
そ
の
彼
ら
が
参
画
意
欲
を
も
っ
て

自
分
ら
の
村
づ
く
り
に
立
ち
あ
が
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
彼
が
私
に
語
っ
た
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
何
と
数
十
力
村
に
、
各
村
に
泊
り
こ
み
で
語
り
あ
い
に
出
む

い
た
の
で
あ
る
。
計
画
は
完
全
な
成
功
で
あ
っ
た
。

ブ
ー
タ
ン
政
府
が
彼
に
与
え
た
栄
誉
の
う
ち
、
恐
ら
く
最
も
誇
ら
し
い
の
は
、

外
国
人
に
も
与
え
得
る
最
高
の
称
号

「
ダ
シ
ョ
ー
」
が

一
九
八
〇
年
に
国
王
か

ら
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２０

そ
ろ
そ
ろ
ブ
ー
タ
ン
か
ら
引
き
あ
げ
、
日
本
を
拠
点
に
、
全
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
域

の
保
全
と
活
性
化
に
大
所
高
所
か
ら
指
導
を
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
う
思
っ
て

西
岡
御
夫
婦
と
語
り
あ
っ
た
の
が
、
今
年
の
一
月
だ
っ
た
。
ま
さ
か
こ
ん
な
幕

切
れ
に
な
る
と
は
と
、
無
念
で
あ
る
。
夫
人
の
お
話
し
で
は
、
歯
か
ら
細
菌
が

入
り
、
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
の
腎
不
全
と
か
。

国
王
は
国
葬
を
決
定
し
、
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
日
間
通
夜
が
行
わ
れ
、
全

ブ
ー
タ
ン
の
県
知
事
を
は
じ
め
三
千
人
が
お
別
れ
を
告
げ
た
由
。
ビ
デ
オ
で
見

る
と
、
沿
道
に
並
ん
で
見
送
っ
た
五
千
人
以
上
の
庶
民
ま
で
、
心
か
ら
彼
の
死

を
悼
ん
で
く
だ
さ
っ
た
空
気
が
、
よ
く
判
る
。

彼
の
や
っ
た
こ
と
の
意
義
を
、
単
に
後
進
国
ブ
ー
タ
ン
ヘ
の
先
進
国
か
ら
の

恩
恵
的
援
助
の
よ
う
に
見
倣
し
て
は
誤
り
で
あ
る
。
環
境
破
壊

ｏ
資
源
濫
費

ｏ

心
や
人
の
和
の
荒
廃
で
ゆ
き
づ
ま
っ
た
今
日
の
文
明
が
、
「も
う
ひ
と
つ
の
文

明
」
へ
の
路
線
変
更
を
模
索
し
て
い
る
今
日
、
そ
れ
に
向
け
パ
イ
オ
ニ
ア
的
挑

戦
を
実
践
し
た
の
が
彼
に
と
っ
て
の
ブ
ー
タ
ン
な
の
で
あ
る
。西
岡
君
よ
、も
っ

て
瞑
す
べ
し
。

（川
喜
田
二
郎
）

［編
者
註
］
元
会
員
西
岡
京
治
氏
は

一
九
五
八
年
入
会
、会
員
番
号
四
六
五
五
。

紹
介
者
は
田
辺
主
計
、
加
藤
泰
安
。
『山
岳
』
五
十
四
年

（
一
九
五
九
年
）
に

川
喜
田
二
郎
、
並
河
治
両
氏
と
三
人
で

「西
北
ネ
パ
ー
ル
の
山
旅

（
一
九
五
八
）

―
ム
ク
ト

・
ヒ
マ
ー
ル
、
カ
ン
ジ
ロ
バ
・
ヒ
マ
ー
ル
付
近
―
」
を
執
筆
し
て
い

フハ）。



長

谷

川

恒

男

氏

（
一
九
四
七
上

九
九

一
）

契
り

一
秒

、
離
別

一
生

。
こ
の
世
は
誰
も
が
不
如
帰
。
（メ
メ
ン
ト

・

モ
リ
、
藤
原
新
也
著
）

長
谷
川
恒
男
が
カ
ラ
コ
ル
ム
の
ウ
ル
タ
ル
Ⅱ

（七
三
八
八
屑
）
で
、
九

一
年

十
月
十
日
に
鬼
籍
に
入
っ
て
早

一
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

月
報
の

「山
』
や
商
業
誌
に
、
色
々
の
方
々
が
追
悼
文
を
執
筆
さ
れ
て
い
る

の
で
、
同
じ
様
な
文
章
を
書
い
て
も
仕
方
な
い
と
思
う
。
「素
晴
ら
し
い
人
だ
っ

た
」
「
い
い
人
だ
っ
た
」
等
と
い
う
通
り

一
遍
の
こ
と
を
書
く
気
も
更
々
な
い
。

あ
る
意
味
で
は
追
悼
文
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て

お
き
た
い
。

ア
ル
プ
ス
三
大
北
壁
冬
期
単
独
登
攀
の
輝
か
し
い
記
録
と
、
そ
の
後
の
一
連

の
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
カ
ラ
コ
ル
ム
山
行
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。
そ
れ

を

「不
運
だ
っ
た
」
と
言
う
だ
け
で
片
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
現
代
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
は
、単
に
頂
き
に
立
つ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

登
山
の
ス
タ
イ
ル
・
質

・
内
容
を
問
わ
れ
る
時
代
で
あ
る
。だ
が
、
八
五
年
ガ
ッ

シ
ャ
ー
ブ
ル
ム
４
峰
西
壁
を
登
攀

（頂
上
に
は
立
っ
て
い
な
い
）
し
た
Ｗ
・
ク

ル
テ
ィ
カ
は
「頂
上
に
立
っ
て
こ
そ
こ
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
は
全
き
も
の
と
な
る
」

悼

　

と
記
し
て
い
る
。

「困
難
を
追
求
し
た
か
ら
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

・
カ
ラ
コ
ル
ム
で
の
頂
上
に
は
恵
ま

追
　

れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
八
三
年
の
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
ー
峰
、
八
五

年
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
は
、
通
常
の
シ
ー
ズ
ン
、
通
常
の
ル
ー
ト
、
通
常
の
登
山

ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
八
四
年
の
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
南
西
稜
に
し
て
も
、
こ
の

山
の
ノ
ー
マ
ル
・
ル
ー
ト
と
な
っ
た
西
面
デ
ィ
ア
ミ
ー
ル
壁
キ
ン
ス
ホ
ー

フ
ァ
ー
・
ル
ー
ト
程
で
は
な
い
に
し
て
も
、
数
登
は
さ
れ
て
い
る
ル
ー
ト
で
あ

る
。ヒ

マ
ラ
ヤ

ｏ
カ
ラ
コ
ル
ム
の
頂
き
に
立
て
な
か
っ
た
理
由

。
原
因
は
他
に
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
へ
の
批
判
を
覚
悟
で
敢
え
て
言
わ
し
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
①
山

（ル
ー

ト
）
の
選
択
、
②
組
織

（隊
の
構
成
）
、
③
戦
術
の
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。

①
と
②
は
当
然
関
連
し
て
い
る
。
個
々
に
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
、
与
え
ら
れ

た
文
章
タ
イ
ト
ル
と
趣
旨
が
異
な
る
の
で
省
き
ま
す
。

そ
し
て
、
ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰
で
の
遭
難
を
考
え
る
時
、
意
識
と
実
際
の
ギ
ャ
ッ

プ
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
三
大
北
壁
を
登
攀

し
た
頃
の
よ
う
な
国
内
で
の
登
攀

（冬
期
）
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す

（私
の
思
い
違
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
。
ガ
イ
ド
と
し
て
数
多
く
の
山
行

を
し
て
は
い
て
も
、
個
人
と
し
て
の
シ
ビ
ア
な
登
攀

・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ガ
イ
ド
山
行
が
忙
し
す
ぎ
た
と
い
う

こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
。
そ
こ
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
意
識
と
実
際
の

ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
経
験
の
蓄

積
を
否
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「自
分
が
登
ろ
う
と
思
う
か
ら
い
け
な
い
ん
だ
。
山
が
機
嫌
が
い
い
時
に
登

ら
せ
て
も
ら
う
ん
だ
。
い
つ
も
の
口
ぐ
せ
が
ふ
っ
と
口
か
ら
出
そ
う
に
な
っ

た
。」
（『北
壁
に
舞
う
』）

現
在
は
こ
の
言
葉
が
空
し
く
思
わ
れ
ま
す
。
個
人
的
に
も
、
そ
し
て
組
織

（社
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団
法
人
日
本
ア
ル
パ
イ
ン
ガ
イ
ド
協
会
）
と
し
て
も
、
失
っ
た
も
の
は
あ
ま
り

に
も
大
き
い
。

批
判
的
な
こ
と
ば
か
り
書
き
ま
し
た
が
、
私
の
本
意
は
他
に
あ
り
ま
す
。

ア
デ
ィ
オ
ス
・
ア
ミ
ー
ゴ
。
さ
ら
ば
岳
友
よ
。
二
十
代
前
半
頃
の
、
星
と
嵐

同
人
の
仲
間
は
、
あ
る
者
は
鬼
籍
に
入
り
、
他
は
登
攀
か
ら
去
り
、
二
人
だ
け

が
残
っ
て
い
た
。
そ
し
て
昨
年
の
事
故
で
、
つ
い
に
私

一
人
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
登
攀
者
と
し
て
、
ガ
イ
ド
と
し
て
、
輝
か
し
い
足
跡
を
語
り
継
ぐ
た
め
に

も
、
生
き
続
け
、
登
攀
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

略
　
　
歴

一
九
四
七
年
十
二
月
八
日
神
奈
川
県
愛
甲
郡
愛
甲
町
に
生
ま
れ
る
。
六
三
年

閉
日
本
コ
ロ
ム
ビ
ア
に
入
社
。
神
奈
川
県
立
神
奈
川
工
業
高
校
卒
業
。

十
五
歳
か
ら
登
山
を
始
め
る
。
六
九
年
か
ら
明
星
山
の
岩
壁
に
四
本
の
新

ル
ー
ト
を
開
拓
し
た
の
を
は
じ
め
、
冬
期
登
攀
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
行
い
実
力
を
養

う
。
七

一
年
退
社
後
、
（社
）
日
本
ア
ル
パ
イ
ン
ガ
イ
ド
協
会
公
認
の
ガ
イ
ド

と
し
て
活
動
を
始
め
る
。

七
三
年
第
Ⅲ
次
Ｒ
Ｃ
Ｃ
主
催
の
エ
ベ
レ
ス
ト
登
山
隊
隊
員
と
し
て
初
の
海
外

登
山
を
体
験
し
標
高
八
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
到
達
。
七
五
年
谷
川
岳

一
ノ
倉
沢

に
残
さ
れ
た
最
後
の
冬
期
末
踏
ル
ー
ト

・
滝
沢
第
ニ
ス
ラ
ブ
を
単
独
初
登
攀
。

ア
ル
パ
イ
ン
ガ
イ
ド
と
し
て
四
季
を
通
じ
て
活
動
し
な
が
ら
、
七
七
年
か
ら

七
九
年
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
三
大
北
壁
の
冬
期
単
独
登
攀
を
達

成
。
八

一
年
ア
コ
ン
カ
グ
ア
南
壁
の
冬
期
単
独
初
登
攀
に
成
功
。
そ
の
後
チ
ョ

モ
ラ
ン
マ
を
は
じ
め
と
す
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
の
困
難
な
登
攀
に
挑
み
つ
づ
け
、
九

一
年
十
月
十
日
パ
キ
ス
タ
ン
・
ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰
登
山
中
、
雪
崩
に
よ
り
死
亡
。

享
年
四
十
三
歳
。
日
本
山
岳
会
に
は
七
八
年
入
会
、
会
員
番
号
八
四
六
七
。

登
山
年
譜

一
九
七
三
年
　
エ
ベ
レ
ス
ト

一
九
七
七
年
　
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
北
壁
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ル
ー
ト
冬
期
単
独
登
攀

一
九
七
八
年
　
ア
イ
ガ
ー
北
壁
冬
期
単
独
初
登
攀

一
九
七
九
年
　
グ
ラ
ン
ド
ジ
ョ
ラ
ス
北
壁
ウ
ォ
ー
カ
ー
稜
冬
期
単
独
初
登
攀

一
九
八
〇
年
　
ア
コ
ン
カ
グ
ア
北
面
ノ
ー
マ
ル
ル
ー
ト
冬
期
単
独
初
登
攀

一
九
八

一
年
　
ア
コ
ン
カ
グ
ア
南
壁
フ
ラ
ン
ス
ル
ー
ト
冬
期
単
独
初
登
攀

一
九
八
二
年
　
パ
タ
ゴ
ニ
ア
・
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
北
東
壁
新
ル
ー
ト
試
登

一
九
八
三
年
　
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
ー
峰
北
東
稜

一
九
八
四
年
　
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
南
西
稜

ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
中
央
側
稜
単
独

一
九
八
五
年
　
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
北
東
稜

一
九
八
七
～
八
八
年
　
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
北
東
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル

（冬
期
）

一
九
八
八
年
　
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
北
東
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル

（冬
期
）

一
九
九
〇
年
　
パ
キ
ス
タ
ン
・
ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰
南
西
壁

一
九
九

一
年
　
ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰
南
西
壁

著
書
に

『北
壁
に
舞
う
』
（集
英
社
）
、
「岩
壁
よ
お
は
よ
う
』
（中
央
公
論
社
）
、

『北
壁
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
（民
衆
社
）
、
「山
に
向
か
い
て
』
（福
武
書
店
）

他
、
記
録
フ
ィ
ル
ム
に

『北
壁
に
舞
う
』
（
一
九
七
九
年
）
、
「ウ
ー
タ
ン
と
十

二
人
の
仲
間

・
八
ヶ
岳
編
』
（
一
九
八
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（松
本
正
城
）
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大

西

　

宏

氏

（
一
九
六
二
～
一
九
九
一
）

彼
、
大
西
宏
と
の
出
会
い
は
、
い
ま
か
ら
ち
ょ
う
ど
十
年
前
の
一
九
八
二
（昭

和
五
十
七
）
年
四
月
に
さ
か
の
ぼ
る
。
明
大
和
泉
校
舎
中
庭
の
山
岳
部
新
人
勧

誘
の
出
店
に
、
「
や
っ
ば
り
入
部
し
た
い
ん
で
す
け
ど
」
と
例
の
調
子
で
彼
は

や
っ
て
き
た
。
当
時
、
明
大
山
岳
部
に
入
る
た
め
に
、
明
大
に
入
学
し
た
私
は
、

上
級
生
が
た
っ
た
四
人
と
い
う
部
員
の
少
な
さ
に
愕
然
と
し
、
半
ば
危
機
感
と

と
も
に
、　
一
年
生
な
が
ら
新
人
勧
誘
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

「何
だ
か
変
な
の
が
来
た
な
」
。
こ
れ
が
正
直
な
私
の
彼
へ
の
第

一
印
象
で

あ
っ
た
。
し
か
し

一
週
間
、
二
週
間
と
部
生
活
を
共
に
す
る
に
つ
れ
て
、　
一
年

生
時
競
走
部
長
距
離
部
門
に
い
た
と
い
う
彼
の
脚
力
は
群
を
抜
い
て
お
り
、

我
々
一
年
生
は
も
と
よ
り
、
怖
い
怖
い
上
級
生
ま
で
も
、
彼
に

一
日
お
く
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
二
年
生
な
が
ら
山
岳
部
で
は

一
年
生
の
同
期
と
し
て

始
ま
っ
た
山
岳
部
の
四
年
間
は
、
楽
し
い
こ
と
よ
り
辛
い
こ
と
の
方
が
圧
倒
的

に
多
か
っ
た
が
、
今
か
ら
思
い
起
こ
す
と
い
く
つ
も
の
印
象
深
い
で
き
事
が
あ

る
。
そ
の
中
で

一
つ
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
四
年
生
時
の
、
日
本
山
岳
会

学
生
部
マ
ラ
ソ
ン
大
会
初
優
勝
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
学
生
部
マ
ラ
ソ
ン
大
会
は
、
早
稲
田
が
断
然
強
く
、
前
年
上
智
に
敗

悼

　

れ
る
ま
で
十
連
覇
を
成
し
遂
げ
て
い
た
。
そ
ん
な
中
、
我
が
部
は
、　
一
年
生
の

時
か
ら
、
何
と
か
そ
れ
を
阻
も
う
と
、
毎
年
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
年
度
目
標
に

追
　
　
マ
ラ
ソ
ン
大
会
優
勝
を
挙
げ
て
い
た
。　
一
年
時
四
位
、
二
年
時
三
位
、
そ
し
て

三
年
時
二
位
と
、
毎
年

一
つ
ず
つ
順
位
を
挙
げ
て
い
き
、
つ
い
に
四
年
時
、　
一

区
六
位
の
出
遅
れ
を
、
二
区
大
西
の
快
走
で

一
挙
に
ト
ッ
プ
に
出
て
、
猛
追
す

る
早
稲
田
を
二
十
五
秒
差
で
振
り
切
り
、
念
願
の
初
優
勝
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
は
、
私
自
身
が
学
生
部
の
委
員
長
を
務
め
て
お
り
、

そ
の
面
目
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
と
同
時
に
、
部
員
の
退
部
問
題
等
で
、
い
ま

ひ
と
つ
盛
り
上
が
り
に
欠
け
た
部
内
を
活
性
化
さ
せ
る
意
味
で
も
大
き
な
意
義

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
と
き
ば
か
り
は
、
い
つ
も
渋
い
顔
を
し
て
い
た
コ
ー

チ
陣
も
、
心
か
ら
喜
ん
で
く
れ
た
覚
え
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、後
に
我
々
が
活
動
す
る
舞
台
と
な
っ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
つ
い
て
は
、

二
人
と
も

一
年
生
の
時
か
ら
、
そ
れ
を
常
に
目
標
に
山
登
り
を
行
っ
て
き
た
。

大
西
は
、
四
年
生
の
時
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
カ
カ
サ
イ
ジ
モ
ン
ガ
隊
に
参
加
し
、
学
生

な
が
ら
抜
群
の
強
さ
で
登
頂
を
果
た
し
帰
国
し
た
が
、
何
や
ら
少
し
も
の
足
り

な
さ
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
私
は
私
で
、
た
だ
先
を
越
さ
れ
た
思
い

で
、
ど
こ
か
へ
行
く
チ
ャ
ン
ス
は
な
い
も
の
か
と
方
々
あ
た
っ
て
み
た
が
、
結

局
何
の
あ
て
も
な
い
ま
ま
、
卒
業
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
な
っ
て
は
仕
方
が
な
い
、
と
り
あ
え
ず
就
職
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
、

お
互
い
中
途
半
ば
な
気
持
ち
の
ま
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
採
用
通
知
の
来
て
い
た
会
社

に
入
社
し
た
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
半
年
ほ
ど
し
て
、
明
大
で
久
し
振
り
に
遠
征
を
出
そ
う
と

い
う
話
が
、
若
手
Ｏ
Ｂ
の
間
か
ら
出
て
、
大
西
と
私
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ

れ
に
加
わ
っ
た
。
し
か
し
い
ざ
動
き
出
し
て
み
る
と
、
仕
事
上
の
都
合
や
家
庭

の
事
情
等
で
、
メ
ン
バ
ー
が
次
々
と
欠
け
、
し
か
も
、
当
初
の
目
標
で
あ
っ
た

ブ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク
の
許
可
が
お
り
ず
、
第
二
希
望
の
ラ
カ
ポ
シ
に
な
り
、
隊

そ
の
も
の
が
危
う
く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
隊
の
実
現
に
大
き
な
力
と
な
っ
た
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の
が
、
大
西
の
他
人
ま
か
せ
で
は
な
く
、
行
く
な
ら
自
分
で
な
ん
と
か
す
る
と

い
う
姿
勢
で
あ
り
、
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
た
私
と
、
隊
長
の
山
本
宗
彦
さ
ん
の

三
人
で
八
七
年
五
月
何
と
か
出
発
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
結
果
は
、
残
念
な
が
ら
、

七
月
三
日
、主
峰
に
は
ほ
ど
遠
い
東
峰
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
断
念
と
な
っ
た
が
、

力
を
出
し
切
っ
た
、
さ
わ
や
か
な
後
味
の
残
る
す
ば
ら
し
い
登
山
で
あ
っ
た
。

こ
の
登
山
を
契
機
に
、
三
国
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
、
南
米
、
北
極
点
、
エ
ベ
レ
ス

ト
、
マ
カ
ル
ー
と
立
て
つ
づ
け
に
遠
征
を
こ
な
し
、
成
果
を
あ
げ
た
大
西
の
次

の
目
標
は
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
だ
っ
た
。
南
極
と
い
う
別
の
計
画
も
同
時
進
行
し

て
お
り
、
当
初
は
迷
っ
て
い
る
ふ
し
も
あ
っ
た
が
、
い
っ
た
ん
や
る
と
決
め
て

か
ら
は
、
準
備
に
雑
務
に
大
車
輪
の
活
躍
で
、
隊
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存

在
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
登
山
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
、
常
に
先
頭
に
立
ち
、
彼

が
頂
上
に
立
つ
こ
と
を
誰
も
が
疑
わ
な
か
っ
た
が
、
十
月
十
六
日
の
あ
の
雪
崩

が
全
て
を
無
に
し
て
し
ま
っ
た
。

二
十
九
年
と
五
ヵ
月
、
強
烈
な
個
性
を
放
ち
、
常
に
周
囲
の
人
々
に
影
響
を

与
え
続
け
た
魂
が
、
こ
ん
な
に
も
は
か
な
い
も
の
か
と
、
無
常
と
無
念
さ
を
同

時
に
味
わ
っ
た
気
持
ち
は
、　
一
年
た
っ
た
今
も
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
彼
と
過

ご
し
た
貴
重
な
時
を
思
い
起
こ
す
に
つ
け
、
私
自
身
、
い
か
に
多
く
の
こ
と
を

彼
か
ら
学
ん
だ
か
、
そ
し
て
、
そ
の
彼
に
何
ら
か
の
部
分
で
寄
与
し
得
た
こ
と

を
、
今
は
誇
り
に
思
う
。

人
生
を
太
く
激
し
く
生
き
た
大
西
よ
、
さ
よ
う
な
ら
、
安
ら
か
に
。

（大
西
宏
氏
は

一
九
八
七
年
入
会
、
会
員
番
号

一
〇

〓
二
一
）

（山
本
　
篤
）

会
報

「山
」
追
悼
文

一
覧

・
一
九
九

一
年
八
月
号

（五
五
五
号
）

追
悼
　
元
会
員
畠
中
善
弥
氏

（穴
田
雪
江
）

・
一
九
九

一
年
十
月
号

（五
五
七
号
）

文
蔵
追
悼

（藤
平
正
夫
）

・
一
九
九

一
年
十

一
月
号

（五
五
八
号
）

「海
外
の
山
」
長
谷
川
恒
男
の
死

（江
本
嘉
伸
）

・
一
九
九

一
年
十
二
月
号

（五
五
九
号
）

追
悼
　
大
西
君
、
安
ら
か
に

（橋
本
　
清
）

訃
報
　
周
百
錬
氏
逝
く

（Ａ
。
Ｏ
）

・
一
九
九
二
年

一
月
号

（五
六
〇
号
）

追
悼
　
長
谷
川
恒
男
君
の
こ
と

（湯
浅
道
男
）

追
悼
　
大
西
宏
氏
の
冥
福
を
祈
っ
て

（ロ
バ
ー
ト

・
ス
ワ
ン
）

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
に
逝
き
し
大
西
宏
氏
を
悼
む

（宇
都
木
慎

一
）

・
一
九
九
二
年
二
月
号

（五
六

一
号
）

追
悼
　
早
川
種
三
先
輩
の
死
を
悼
む

（田
辺
寿
）

・
一
九
九
二
年
二
月
号

（五
六
二
号
）

訃
報
　
熊
谷
太
三
郎
氏

追
悼
　
谷
口
現
吉
名
誉
会
員

（山
田
二
郎
）

・
一
九
九
二
年
五
月
号

（五
六
四
号
）

ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
夫
人
を
偲
ん
で

（村
山
雅
美
）

訃
報
　
阿
達
憲
氏
、
西
岡
京
治
氏
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部

だ

よ

り

海

道

支

部

平
成
三
年
度
の
事
業
計
画
は
総
会
の
決
議
に
基
づ
き
役
員
二
十
二
名
担
当
の

も
と
に
左
記
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
。
集
会
は

（全
国
集
会
参
加
を
含
む
）

一
、
五
月
十
四
日
　
支
部
委
員
会

（十
名
）

一
、
五
月
十
八
日
　
支
部
長
会
議

・
総
会

（
一
名
）

一
、
五
月
三
十

一
日
　
支
部
委
員
会

（十
二
名
）

一
、
五
月
三
十

一
日
　
支
部
総
会

（三
十
三
名
）

一
、
六
月
二
十
六
日
　
支
部
委
員
会

（十
七
名
）

一
、
十
月
十
九
日
　
観
月
会

（お
ぼ
こ
荘
に
て
、
三
十
三
名
）

一
、
十
二
月
七
日
　
支
部
長
会
議

（
一
名
）

一
、
十
二
月
七
日
　
年
次
晩
餐
会

（七
名
）

一
、
十
二
月
十
四
日
　
支
部
忘
年
会

（四
十
八
名
）

一
、
四
年
二
月
二
十
二
～
二
十
三
日
全
国
支
部
事
務
局
担
当
者
会
議

（二
名
）

一
、
二
月
三
十
日
　
支
部
委
員
会

（十
名
）

山
行
は
春
夏
秋
冬
各
期

一
回
と
サ
ブ
山
行

一
回
の
五
回
計
画
通
り
実
施
す

一
、
サ
ブ
山
行
　
六
月

一
日
～
二
日
　
雷
電
山

（山
菜
採
取
、
十
五
名
）

一
、
春
期
　
六
月
二
十
二
日
～
二
十
三
日
　
羊
蹄
山

（清
掃
登
山
、
九
名
）

一
、
夏
期
　
九
月
六
日
～
十

一
日
　
岩
手
山
、
秋
田
駒
ヶ
岳
、
鳥
海
山
、
栗

駒
山

（十
六
名
）

一
、
秋
期
　
十
月
十
九
日
～
二
十
日
　
雄
鉾
岳

（三
十
三
名
）

一
、
冬
期
　
四
年
二
月
八
日
～
十

一
日
　
ニ
セ
コ
ア
ン
ヌ
プ
リ
周
辺

（三
十

七
名
）

山
行
五
回
延
べ
百
十
名
、
総
会

・
忘
年
会
延
べ
八
十

一
名
の
参
加
を
見
る
。

そ
の
他
編
集
委
員
の
努
力
で
支
部
会
報

『
ヌ
プ
リ
』
が
十

一
月
三
十
日
発
行
さ

れ
た
。
又
、
十

一
月
三
十
日
、
支
部
会
員
名
簿
が
作
成
さ
れ
全
会
員
に
送
付
さ

れ
た
。
訃
報
と
し
て
平
成
三
年
十
二
月
五
日
、
札
幌
の
今
井
三
男
会
員
が
六
十

二
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
誌
上
を
か
り
て
あ
ら
た
め
て
哀
悼
の
意
を
表
し

ま
す
。
名
簿
作
成
に
あ
た
り
道
内
居
住
者
で
支
部
に
所
属
し
て
い
な
い
方
に
ア

ン
ケ
ー
ト
実
施
の
結
果
新
た
に
七
名
の
方
が
支
部
会
員
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

三
年
度
新
入
会
員
十
四
名
を
加
え
て
四
年
三
月
末
現
在
の
支
部
会
員
総
数
百
八

十
六
名
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
四
年
度
に
入
り
四
月
十
七
日
支
部
総
会

（三
十
八
名
）
、
五
月
十
六
日

支
部
長
会
議

・
総
会
に
支
部
長
出
席
、
五
月
二
十
七
日
支
部
委
員
会

（十
四
名
）

と
実
施
さ
れ
た
。
新
役
員
に
は
海
外
担
当
に
沼
崎
洋
会
員
が
入
り
植
田
淳
慈
会

員
は
辞
任
、
他
の
役
員
は
留
任
と
な
る
。
三
年
同
様
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
。
平
成
四
年
度
事
業
計
画
は
左
記
の
通

り
決
定
す
る
。
主
要
山
行
は
年
四
回
、
グ
ル
ー
プ
山
行
年
二
回
を
計
画
。

春
期

夏
期

秋
期

冬
期

五
月
十
六
日
～
十
七
日
　
黄
金
山

（清
掃
）

七
月
二
十
五
日
～
二
十
六
日
　
大
雪
山

（愛
山
渓
）

十
月
十
日
～
十

一
日
　
芽
室
岳

（兼
観
月
会
）

五
年
二
月
十
三
日
～
十
四
日
　
ニ
セ
コ
ア
ン
ヌ
プ
リ

支 部 だ よ り

る

209



一
、
グ
ル
ー
プ
山
行
　
六
月
六
日
～
七
日
　
雷
電
山

（山
菜
採
取
）
、
九
月

初
旬
　
飯
豊
連
峰

（東
北
）

忘
年
会
　
十
二
月
十
二
日

会
報

『
ヌ
プ
リ
』
発
行

海
外
研
究
の
夕
べ
年
二
回
予
定

自
然
保
護
　
全
国
関
連
集
会
参
加
等
。
な
お
来
年
度
は
支
部
創
立
二
十
五
周

年
に
な
る
た
め
準
備
委
員
に
よ
る
記
念
行
事
の
検
討
等
。
以
上
の
よ
う
な
計
画

の
も
と
に
各
担
当
委
員
が
細
部
に
就
い
て
検
討
す
る
。

本
道
の
場
合
広
域
の
た
め
会
員
の
行
事
参
加
が
困
難
な
の
が
悩
み
の
種
で
あ

る
。
出
来
る
だ
け
山
行
の
山
の
選
択
等
に
よ
り

一
人
で
も
多
く
の
会
員
と
の
接

触
と
親
睦
を
図
り
た
い
と
思
う
。
道
内
の
地
区
別
会
員
分
布
状
況
は
道
央

（七

六

・
八
イ
）
、
道
北

（八

・
六
イ
）
、
道
東

（八

・
一
ギ
）
、
道
南

（四

・
八
ギ
）
。

今
年
度
山
行
は
道
北
、
道
束
の
山
を
加
え
て
実
施
と
な
っ
て
い
る
。

（小
須
田
喜
夫
）

手

支

部

平
成
三
年
の
秋
季
例
会
は
九
月
十
四
日
、
十
五
日
に
岩
泉
町
の
嘉
村
旅
館
で

実
施
。
こ
の
年
は
天
候
不
純
で
、
会
員
お
目
当
て
の
松
茸
は
不
作
で
当
て
外
れ

で
あ
っ
た
が
甲
子
山
、
岩
泉
黒
森
山
に
登
っ
た
。

平
成
四
年
二
月

一
日
に
冬
の
例
会
を
盛
岡
市
の
三
ち
ゃ
ん
寿
司
で
行
っ
た
。

貫
田
宗
男
著

『ふ
た
り
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
』
刊
行
記
念
と
、
二
上
純

一
氏
の
遺

族
送
別
会
、
和
田
庄
司

・
藤
岡
知
昭
両
氏
の
還
暦
厄
払
い
の
三
つ
の
趣
旨
を

持
っ
た
も
の
で
、
二
上
さ
ん
の
ご
家
族
全
員
を
含
め
て
二
十
五
名
の
参
加
で

あ
っ
た
。
幹
事
は
宮
伸
穂

・
佐
藤
紀
子
。

平
成
四
年
の
春
の
例
会
を
四
月
十
八
日
、
十
九
日
川
井
村
田
畑
旅
館
に
泊
　
２‐

ま
っ
て
大
笹
山
登
山
で
行
っ
た
。
こ
の
会
は
、
ご
夫
妻
と
も
会
員
で
あ
る
石
村

実

ｏ
日
満
子
両
氏
の
中
国
新
彊
昌
吉
市
へ
の
転
居
の
送
別
も
兼
ね
て
い
た
。
実

氏
は
新
彊
科
学
院
に
勤
務
さ
れ
て
作
物
研
究
の
指
導
を
、
日
満
子
氏
は
八

一
農

学
院
で
日
本
語
教
師
を
さ
れ
る
由
。
参
加
者
は
二
十
名
で
幹
事
は
小
口
洋
右
。

こ
の
会
で
、
佐
藤
支
部
長
の
入
院
が
話
題
に
な
っ
た
が
重
体
と
の
認
識
は
持
っ

て
い
な
か
っ
た
。　
一
同
の
お
見
舞
い
を
持
っ
て
病
室
を
訪
れ
た
代
表
者
は
、
面

会
謝
絶
で
は
あ
っ
た
が
、
た
ま
た
ま
ド
ア
が
開
い
て
い
て
面
会
が
出
来
て
お
話

も
す
る
事
が
出
来
た
の
だ
っ
た
が
、
二
日
後
に
逝
去
さ
れ
た
。
故
人
の
遺
志
に

よ
っ
て
葬
儀
は
真
の
意
味
の
密
葬
が
早
期
に
行
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
支
部

委
員
会
は
支
部
と
し
て
の
弔
意
を
表
す
タ
イ
ミ
ン
グ
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。

六
月
六
日
紀
子
夫
人
の
主
催
で
盛
岡
の
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
生
前
の
交
誼
に
感

謝
す
る
会
が
行
わ
れ
、
山
田
会
長
を
は
じ
め
と
し
て
故
人
と
親
し
か
っ
た
岳
人

を
始
め
と
す
る
多
彩
な
人
た
ち
が
各
地
か
ら
招
待
さ
れ
た
。
山
田
会
長
は
当
日

朝
、
姫
神
山
の
一
本
杉
の
名
水
を
汲
ん
で
来
ら
れ
て
霊
前
に
捧
げ
ら
れ
て
ご
冥

福
を
祈
ら
れ
た
。

当
支
部
は
副
支
部
長
を
決
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
支
部
長
亡
き
後
の
対
応

に
戸
惑
っ
た
が
相
田
房
男

・
菊
地
修
身
両
総
務
委
員
、
特
に
盛
岡
在
住
の
相
田

さ
ん
に
中
心
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
。
後
任
の
支
部
長
を
選
出
す
る
に
あ
た
っ
て

は
支
部
総
会
を
予
定
し
た
が
、
改
め
て
支
部
規
約
を
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
、

「支
部
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
支
部
長
が
選
出
さ
れ
る
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
委
員
会
を
開
催
し
て
中
谷
科
学
委
員
が
新
支
部
長
に
、
副
支

部
長
に
は
菊
地
修
身
総
務
委
員
が
互
選
さ
れ
、
ま
た
事
務
連
絡
先
は
田
鎖
寿
監



事
方
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
。

支
部
長
の
一
枚
看
板
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
き
た
岩
手
支
部
は
そ
の
逝
去
に

よ
り
大
黒
柱
を
失
っ
た
感
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
支
部
は
新
た
な
体
制
に
な
っ

て
い
く
の
で
、
こ
こ
し
ば
ら
く
は
他
支
部
と
の
交
流
等
に
控
え
め
の
運
営
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
が
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た
い
。
　
　
　
　
　
（中
谷
　
充
）

田

支

部

平
成
三
年
度
の
支
部
活
動
は
、
例
年
に
比
べ
少
し
忙
し
い
事
業
内
容
と
な
っ

た
。山

行
に
つ
い
て
は
、
例
年
通
り
各
会
員
が
重
複
所
属
の
関
係
上
、
三
度
程
度

に
留
め
、
春
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
山
谷
薬
師
と
貝
吹
岳
を
総
会
と
兼
ね
て
実

施
。
秋
に
は
地
元
信
仰
の
山

ｏ
奥
宮
岳
と
金
峰
山
を
共
に
多
数
の
参
加
者
を
得

て
実
施
し
た
。

特
別
事
業
と
し
て
は
、
十
月
に
婦
人
懇
談
会
を
宮
城
支
部
と
の
協
賛
で
、
八

森
町
の
ニ
ッ
森
を
会
場
に
七
十

一
名
の
参
加
者
を
得
て
実
施
。
当
日
、
あ
い
に

く
の
雨
で
山
頂
か
ら
の
雄
大
な
ブ
ナ
の
樹
海
を
残
念
な
が
ら
眺
望
出
来
な
か
っ

た
が
、
地
元
の
菊
地
町
長
を
交
え
て
の
懇
談
は
意
義
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思

う

。な
お
、
こ
の
日
か
ら
婦
人
懇
談
会
が
女
性
懇
談
会
と
改
称
さ
れ
た
。

よ
　
　

十

一
月
に
は
、
か
ね
て
か
ら
進
め
て
い
た
韓
国

・
智
異
山
と
当
地
の
大
平
山

だ
　

と
を
、
共
通
点
の
多
い
こ
と
を
事
由
に
姉
妹
山
と
し
て
協
議
。
七
日
に
地
元
の

部

　

太
平
山
三
吉
神
社
、
十

一
日

（世
界
平
和
記
念
日
）
に
は
韓
国
の
慶
南
大
学
に

支

　

於
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
国
内
調
印
と
本
調
印
の
式
典
を
行
い
契
り
を
結
ん
だ
。

本
会
関
連
で
実
施
し
た
支
部
懇
談
会

・
富
山
集
会
に
三
名
、
年
次
懇
談
会
に

は
地
方
支
部
と
し
て
は
珍
し
い
十
名
の
多
数
が
出
席
、
共
に
交
流
を
深
め
た
。

支
部
報
の
発
行
も
増
刊
し
て
三
回
発
行
、
よ
う
や
く
二
十

一
号
と
な
っ
た
。

新
入
会
員
は
五
名
、
実
質
会
員
は
六
十
名
と
こ
れ
ま
で
共
に
最
多
と
な
っ
た

が
、
加
賀
谷
功
会
員
に
続
い
て
冨
塚
清

一
会
員
を
残
念
な
が
ら
失
っ
て
い
る
。

（佐
々
木
民
秀
）

形

支

部

支
部
創
立
四
十
周
年
の
翌
年
と
な
っ
た
が
、記
念
山
行
と
し
て
九

一
年
八
月
、

会
員
十
二
名
が
参
加
し
て
韓
国

・
雪
岳
山
縦
走
を
行
っ
た
。
屹
り
立
つ
岩
峰
群

の
稜
線
は
、　
一
行
の
足
に
山
形
の
山
と
は
違
う
感
触
を
充
分
に
味
わ
せ
て
く

れ
た
。

こ
の
時
の
登
行
を
共
に
す
る
な
ど
、
心
暖
ま
る
支
援
を
い
た
だ
い
た
韓
国
の

張
健
児
氏
、
権
純
縣
氏
等
の
来
日
を
機
に
三
月
十
五
日
に
は
、
山
形
市
に
お
い

て
歓
迎
の
夕
を
催
し
た
り
、
そ
の
後
の
交
流
を
続
け
て
い
る
が
、
隣
国
の
岳
人

達
と
、
友
情
と
云
う
得
難
い
財
産
が
築
か
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。

こ
の
年
、
嘗
て
支
部
を
支
え
て
下
さ
り
、
山
を
愛
し
続
け
た
畠
中
善
哉
、
森

喜
八
の
両
氏
が
相
次
い
で
他
界
さ
れ
た
。

ま
た
十
月
に
は
、　
一
周
忌
を
迎
え
た
元
支
部
長

・
後
藤
幹
次
氏
を
偲
ぶ

「幹

山
会
の
集
い
」
を
秋
色
に
飾
ら
れ
た

「蔵
王
と
ど
ま
つ
ヒ
ュ
ッ
テ
」
に
て
開
催
。

多
数
の
参
会
者
が
和
や
か
に
故
人
の
思
い
出
を
語
ら
っ
て
、
翌
る
日
、
地
蔵
岳

に
登
っ
た
。

十
二
月
、
肘
折
温
泉
で
支
部
晩
餐
会
。
二
月
、
樹
氷
を
縫
う
ス
キ
ー
ツ
ア
ー
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を
蔵
王
坊
平
に
て
。
三
月
、
山
形
冬
期
国
体
に
御
来
県
の
皇
太
子
殿
下
に
、
支

部
会
員

一
同
か
ら
の
記
念
品
を
お
届
け
し
た
。

四
月
二
十
六
日
に
九
二
年
度
支
部
総
会
を
、
羽
黒
山
麓
の

「
い
で
は
山
荘
」

に
お
い
て
行
っ
た
。
新
入
会
員
も
加
え
て
五
十

一
名
と
な
っ
た
支
部
が
、
会
員

に
と
っ
て
親
し
み
の
あ
る
会
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、

支
部
山
行
を
年
七
～
八
回
に
増
や
す
こ
と
と
し
、
理
事
全
員
が
交
代
制
で
立
案

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
年
度
最
初
の
プ
ラ
ン
で
あ
る
五
月
の
加
無
山
は
、
山

形

・
秋
田
県
境
の
藪
に
覆
わ
れ
た
秘
峰
で
あ
る
が
、連
続
す
る
雨
に
崇
ら
れ
て
、

と
う
と
う
十

一
月
に
変
更
と
な
っ
て
い
る
。

新
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
海
外
登
山
実
行
委
員
会
を
、
こ
の
六
月
に
梅
津
博

会
員
を
委
員
長
と
し
て
発
足
の
運
び
と
な
っ
た
。
夢
の
あ
る
企
画
の
検
討
が
待

た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

山
に
登
る
と
、自
分
が
い
か
に
小
さ
い
も
の
で
あ
る
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

そ
の
こ
と
が
ま
た
と
な
く
い
い
と
思
う
。
と
も
す
れ
ば
自
然
に
対
し
て
傲
慢
に

な
り
が
ち
な
人
間
社
会
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
思
い
を
忘
れ
ず
に
感
じ
続
け
た

い
。
山
を
通
し
て
自
然
な
る
も
の
に
溶
け
こ
ま
せ
て
も
ら
う
。
そ
ん
な
気
持
ち

で
山
に
登
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
登
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
登
り
方
は
ひ
と
様
々
で
あ
り
、
会
員
の
山
へ
の
対
時
の
し
か
た
も

夫
々
違
う
と
思
う
。
自
然
保
護
運
動
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
山
が
好
き
な

集
ま
り
と
は
云
っ
て
も
自
ず
と
考
え
方
の
相
違
が
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
あ
っ
て

繋
ぎ
合
え
る
接
点
を
求
め
て
、
共
有
で
き
る
山
の
悦
び
を
沢
山
つ
く
っ
て
ゆ
き

た
い
、
と
願
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
橋
克
也
）

濃

支

部

松
本
市
が
カ
ト
マ
ン
ズ
市
と
姉
妹
提
携
　
信
濃
支
部
の
努
力
実
る

日
本
ア
ル
プ
ス
の
玄
関
都
市
、
松
本
市
と
ネ
パ
ー
ル
王
国
の
首
都
カ
ト
マ
ン

ズ
市
の
両

〃岳
都
″
の
姉
妹
提
携
が
実
現
、
両
市
の
交
流
が
進
ん
で
い
る
。
提

携
に
は
、
信
濃
支
部
も
積
極
的
に
協
力
、
そ
の
努
力
が
実
っ
た
も
の
で
あ
る
。

両
市
の
姉
妹
提
携
の
動
き
は
、
昭
和
五
十

一
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
同
年
八
月
、

ネ
パ
ー
ル
王
国
駐
日
大
使
Ｂ
・
Ｐ
・
ス
レ
シ
タ
氏
が
、
当
支
部
元
副
支
部
長
の

清
水
悟
朗

・
信
州
大
学
名
誉
教
授

（故
人
）
の
案
内
で
松
本
市
を
訪
問
さ
れ
た

際
、
松
本
市
に
打
診
さ
れ
た
。
北
ア
ル
プ
ス
を
背
景
と
し
た
松
本
平
の
風
景
が

カ
ト
マ
ン
ズ
盆
地
に
似
て
お
り
、
岳
都
同
士
の
縁
を
感
じ
た
、
と
い
う
の
が
打

診
の
動
機
と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
、
昭
和
六
十

一
年
、
当
時
の
カ
ト
マ
ン
ズ
市
長
か
ら
オ
イ
ス
カ
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
を
通
じ
て
松
本
市
長
に
働
き
か
け
が
あ
っ
た
。
同
年
八
月
、

当
支
部
よ
り
日
本
山
岳
会
に
依
頼
、
全
面
的
な
支
援
を
い
た
だ
い
て
、
松
本
市

で
国
際
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
大
会
が
開
か
れ
た
。
そ
の
際
、
大
会
に
参
加
さ
れ
た
ネ

パ
ー
ル
王
国
皇
室
の
ク
マ
ー
ル
・
カ
ド
ガ
殿
下

（ネ
パ
ー
ル
山
岳
協
会
会
長
）

も
松
本
市
長
に
提
携
促
進
を
要
望
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
元
年
二
月
、
松
本

市
を
訪
問
し
た
Ｓ
ｃ
Ｐ
・
バ
タ
ラ
イ

・
カ
ト
マ
ン
ズ
市
長
の
歓
迎
昼
食
会
で
、

当
時
の
和
合
正
治
松
本
市
長
が

「提
携
実
現
に
努
力
し
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
し

た
。こ

う
し
た
機
運
の
高
ま
り
を
み
て
、
当
支
部
は
、
オ
イ
ス
カ
関
係
者
と
共
に

市
議
会
関
係
者
ら
に
積
極
的
に
働
き
か
け
た
。
そ
の
結
果
、
同
年
九
月
市
議
会

で
、
和
合
市
長
は
、
「
で
き
る
だ
け
す
み
や
か
に
、
姉
妹
都
市
提
携
を
実
現
し
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た
い
」
と
答
弁
し
た
。

和
合
市
長
は
、
提
携
の
理
由
と
し
て
▽
市
民
の
多
く
が
ア
ジ
ア
の
都
市
と
の

提
携
を
希
望
し
て
い
る
▽
両
市
が
山
岳
都
市
、
観
光
都
市
な
ど
共
通
点
が
多
い

▽
登
山
、
植
林
、
緑
化
な
ど
で
す
で
に
交
流
が
行
わ
れ
て
い
る
▽
カ
ト
マ
ン
ズ

市
が
世
界
の
数
多
い
都
市
の
う
ち
か
ら
松
本
市
だ
け
を
選
ん
だ
―
こ
と
を
挙
げ

た
。同

年
十
月
、
市
議
会
は
全
員

一
致
で
提
携
に
同
意
。
同
年
十

一
月
に
、
和
合

市
長
を
団
長
と
す
る

一
行
二
十
九
人
が
カ
ト
マ
ン
ズ
市
を
訪
間
、同
月
十
七
日
、

ヤ
ク

・
ア
ン
ド

・
イ
エ
テ
ィ
ホ
テ
ル
で
調
印
が
行
わ
れ
た
。
最
初
に
打
診
が
行

わ
れ
て
か
ら
十
三
年
ぶ
り
で
あ
り
、
松
本
市
と
し
て
は
海
外
で
は
米
国

・
ソ
ル

ト
レ
ー
ク
市
に
次
い
で
二
番
目
の
姉
妹
都
市
と
な
っ
た
。

調
印
直
後
の
平
成
二
年
に
入
っ
て
、
ネ
パ
ー
ル
で
は

「民
主
化
運
動
」
が
活

発
と
な
り
。
カ
ト
マ
ン
ズ
市
で
も
デ
モ
行
動
、
ゼ
ネ
ス
ト
な
ど
が
行
わ
れ
、
警

官
隊
と
デ
モ
隊
の
衝
突
が
起
き
た
。
姉
妹
都
市
提
携
は
、
あ
や
う
く
流
れ
る
と

こ
ろ
だ
っ
た
だ
け
に
、
松
本
市
の
関
係
者
は
ホ
ッ
と
し
て
い
た
。

両
市
は
、
提
携
調
印
を
受
け
て
、
交
流
活
動
を
盛
ん
に
繰
り
広
げ
て
い
る
。

平
成
二
年
四
月
か
ら
大
阪
で
開
い
た
国
際
花
と
緑
の
博
覧
会
に
出
展
す
る
ネ

パ
ー
ル
王
国
に
対
し
、
松
本
市
は
出
展
経
費
の
一
部
五
百
万
円
を
賛
助
金
と
し

て
支
出
し
た
。

平
成
二
年
五
月
二
十
八
日
に
は
、
松
本
市
で
、
両
市
交
流
の
窓
口
と
な
る
「松

本
市
カ
ト
マ
ン
ズ
市
姉
妹
提
携
委
員
会
」
（会
長

・
松
本
市
長
）
が
官
民

一
体

の
形
で
設
立
さ
れ
た
。
当
支
部
か
ら
は
、
役
員
と
し
て
、
理
事
に
赤
羽
孝

一
郎

支
部
長
が
、
幹
事
に
田
中
弘
美
副
支
部
長
が
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
た
。

同
年
九
月
に
は
、
松
本
市
が
カ
ト
マ
ン
ズ
市
の
都
市
計
画

・
建
設
技
術
担
当

職
員
の
デ
ビ
ン
ド
ラ
◆
ド
ン
ゴ
ル
氏
を
招
き
、
十

一
月
初
旬
ま
で
日
本
の
日
常

生
活
、
行
政
の
実
態
な
ど
の
体
験
、
研
修
を
し
て
も
ら
っ
た
。
同
年
十
月
、
花

と
緑
の
博
覧
会

へ
の
賛
助
金
の
謝
礼
と
し
て
ネ
パ
ー
ル
政
府
か
ら
松
本
市
に

「
ベ
ル
・
ピ
ー
ス
」
（平
和
の
鐘
）
が
寄
贈
さ
れ
、
市
中
央
公
園
で
、
写
真
や

パ
ネ
ル
、
物
産
展
示
に
よ
る

「ネ
パ
ー
ル
ｏ
カ
ト
マ
ン
ズ
展
」
を
提
携
委
員
会

が
開
い
た
。

同
年
十

一
月
、
提
携

一
周
年
記
念
訪
問
団
が
カ
ト
マ
ン
ズ
市
を
訪
れ
、
十
三

日
、
ホ
テ
ル
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
で
記
念
式
典
、
祝
賀
会
が
行
わ
れ
た
。
続
い
て
十

二
月
に
は
、松
本
市
民
訪
問
団
の
二
十
六
人
も
カ
ト
マ
ン
ズ
市
を
訪
れ
た
ほ
か
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
友
好
協
会
の
メ
ン
バ
ー
十

一
人
が
カ
ト
マ
ン
ズ
市
を
訪
問
す
る
と
共

に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

・
ロ
ー
ル
ワ
リ
ン
山
群
で
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
楽
し
む
な
ど
、
そ

れ
ぞ
れ
交
流
を
深
め
た
。

さ
ら
に
、
平
成
三
年
に
入
っ
て
か
ら
も
、
七
月
に
オ
イ
ス
カ
植
林
隊
二
十
六

人
が
カ
ト
マ
ン
ズ
市
を
訪
れ
、
こ
こ
に
は
長
野
県
内
か
ら
も
八
人
が
参
加
し
た
。

同
年
十
月
に
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
友
好
協
会
が

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
自
然
と
ネ
パ
ー
ル
文

化
展
」
を
開
催
。
十

一
月
に
は
、
提
携
二
周
年
記
念
訪
問
団
の
二
十
九
人
が
カ

ト
マ
ン
ズ
市
を
訪
れ
、
祝
賀
会
を
開
い
た
。

カ
ト
マ
ン
ズ
市
か
ら
は
、
日
本
を
訪
問
し
た
市
民
ら

（歯
科
医
師
、
仏
像
師
、

シ
ェ
ル
バ
ら
）
が
、
松
本
市
に
立
ち
寄
り
た
い
と
し
て
、
市
を
訪
問
し
て
交
流

を
行
っ
て
い
る
。

松
本
市
側
か
ら
は
、
カ
ト
マ
ン
ズ
訪
間
の
際
、
学
用
品
、
タ
オ
ル
な
ど
を
学

校
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
持
参
し
贈
っ
て
い
る
。

松
本
市
で
は
、
昭
和
六
十

一
年
に
開
い
た
国
際
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
大
会
の

「松

本
宣
言
」
で
提
唱
し
た
Ｕ
Ｉ
Ａ
Ａ
総
会
の
松
本
開
催

（９２
国
際
山
岳
連
盟
総
会
）

支 部 だ よ り
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が
実
現
、
本
年
十
月
七
日
か
ら
十

一
日
ま
で
、
各
国
代
表

（四
十
九
ヵ
国

ｏ
六

十
九
団
体
）
百
五
十
人
、
日
本
代
表

（四
十
六
都
道
府
県
）
五
十
人
が
参
加
し

て
開
か
れ
た
。
市
側
は
官
民

一
体
で
受
入
れ
実
行
委
員
会
を
組
織
し
、
支
援

・

協
力
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
松
本
市
と
カ
ト
マ
ン
ズ
市
の
姉
妹
提
携
に
基
づ
く

交
流
が
、
広
く
世
界
に
理
解
さ
れ
、
は
ず
み
が
つ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

当
支
部
と
し
て
は
、
今
後
も
積
極
的
な
協
力
を
惜
し
ま
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
域
に
密
着
し
た
活
動
が
、
市
民
の
幅
広
い
理
解
と
関
心
を
呼
び
、

新
し
い
時
代
の
登
山
文
化
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。（田

中
弘
美
）

梨

支

部

山
梨
支
部
設
立
は
、
昭
和
二
十
三
年

（
一
九
四
八
年
）
、
今
年
で
四
十
三
年

目
に
な
り
ま
す
。
創
立
は
戦
前
よ
り
甲
斐
山
岳
会
の
ち
南
嶺
会
会
長
大
沢
伊
三

郎
、
三
井
松
男
、
今
井
友
之
助
、
百
瀬
舜
太
郎
諸
先
輩
の
努
力
に
よ
っ
て
発
足

致
し
ま
し
た
。
当
時
の
県
内
に
は
往
年
の
平
賀
文
夫
氏
な
ど
お
り
支
部
員
約
三

十
数
名
で
し
た
。

発
足
当
時
は
本
部
で
も
力
を
入
れ
て
下
さ
れ
松
方
、
三
田
、
槙
、
な
ど
の
諸

氏
も
来
県
さ
れ
て
、
支
部
の
活
動
に
種
々
助
言
を
戴
き
ま
し
た
。

ま
た
、
日
本
山
岳
会
創
立
六
十
周
年
記
念
に
は
、
支
部
行
事
の
一
環
と
し
て

本
部
よ
り
、
加
藤
泰
安
、
望
月
達
夫
両
氏
を
お
招
き
し
て
、
南
ア
ル
プ
ス
広
河

原
に
て
夜
の
更
け
る
の
も
忘
れ
楽
し
い
一
夜
を
過
ご
し
ま
し
た
。
其
の
後
三
井

松
男
氏
の
悲
報
に
接
し
、
各
支
部
で
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
十
何
年
か
は
支
部

活
動
も
低
迷
い
た
し
、
又
大
方
の
支
部
員
が
他
の
山
岳
会
と
重
籍
し
て
お
り
高

齢
化
と
共
に
若
手
の
入
会
者
が
無
い
現
状
で
す
。

本
部
よ
り
は
、
山
梨
支
部
の
活
動
に
対
し
て
再
々
声
が
か
か
り
、
平
成
三
年
　
２‐

五
月
の
支
部
総
会
を
機
に
、
本
部
よ
り
村
木
、
望
月
、
飯
野
各
氏
に
来
県
し
て

戴
き
、
新
役
員
を
改
選
い
た
し
、
会
長
は
従
来
通
り
大
沢
伊
三
郎
氏
に
お
願
い

し
、
執
行
部
に
は
若
手
の
委
員
長
古
屋
学
而
氏
ほ
か
委
員
十
二
名
を
選
出
い
た

し
ま
し
た
。現
在
支
部
員
と
し
て
登
録
人
数
は
七
十
三
名
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

支
部
と
し
て
は
、
新
旧
の
会
員
の
親
し
み
易
い
支
部
に
、
又
他
支
部
と
の
交

流
、
新
会
員
の
獲
得
等
、
支
部
の
活
動
に
全
員
が
参
加
し
て
戴
く
よ
う
努
力
し

て
お
り
ま
す
。

山
梨
県
支
部
年
度
行
事
計
画

四
月
十
九
日
　
深
田
祭

（韮
崎
市
茅
ヶ
岳

・
深
田
公
園
）
支
部
協
賛

四
月
二
十
五
日
　
山
梨
支
部
通
常
総
会

五
月
十
五
日
　
日
本
山
岳
会
支
部
長
会
議

（東
京
）
、
支
部
長
出
席

五
月
十
六
日
　
木
暮
祭
前
夜
祭

（増
富

ｏ
有
井
館
）
、
十
七
日
参
加
者
懇
親

登
山

（支
部
主
催
、
山
村
実
行
委
員
長
）

七
月
二
十
五
日
　
支
部
納
涼
懇
親
会

七
月
二
十
六
日
　
参
加
者
懇
親
登
山

十
二
月
五
日
　
支
部
長
会
議

（東
京
、
支
部
長
出
席
）

十
二
月
五
日
　
年
次
晩
餐
会

（東
京
）

（岩
間
弘
雄
）

井

支

部

福
井
支
部
は
平
成
三
年
十

一
月
八
日
、
三
十
六
名
の
会
員

（新
入
会
二
十
九



名
）
で
発
足
し
た
。
各
会
員
は
既
に
県
下
や
国
内
、
あ
る
い
は
海
外
で
の
登
山

経
験
を
持
つ
も
の
ば
か
り
と
い
え
た
か
ら
、
始
め
か
ら
顔
見
知
り
も
ほ
と
ん
ど

で
、
な
ご
や
か
な
会
合
の
う
ち
に
支
部
長
中
村
義
ほ
か
役
員
を
互
選
し
た
。

そ
の
後
、
半
年
間
の
行
動
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

設
立
記
念
講
演
会
　
今
立
町

「
い
ま
だ
て
芸
術
館
」
に
て
、
演
題

「極
限
に

挑
む
―
南
極

・
北
極
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
、
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
の
登
山
」
、
講
師
は

本
部
よ
り
神
崎
忠
男
氏
、
当
支
部
か
ら
は
関
孝
治
が
担
当
し
た
。
な
お
、
当
日

は
立
見
も
出
る
盛
況
で
あ
っ
た
。

四
月
二
十
六
日
、
浄
法
寺
山

（
一
〇
五
三
屑
）
に
て
支
部
長
以
下
九
名
が
参

加
し
て
親
睦
登
山
。
お
天
気
に
も
恵
ま
れ
て

一
同
の
ビ

ッ
チ
は
あ
が
り
、
予
定

を
越
え
て
丈
競
山
を
往
復
し
た
。同
日
夜
は
兎
越
山
保
養
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
、

第

一
回
の
総
会
と
懇
親
会

（参
加
十
六
名
）
を
行
っ
た
。

六
月
六

・
七
日
、
福
井
支
部
設
立
記
念
登
山
。
近
隣
の
各
支
部

（京
都
、
岐

阜
、
富
山
、
石
川
）
か
ら
の
参
加
を
得
て
、
県
内
最
高
の
経
ヶ
岳

（
一
六
二
五

屑
）
で
記
念
登
山
。
な
お
前
日
は
夕
刻
よ
り
六
呂
師
高
原
ハ
イ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

に
て
、
設
立
記
念
懇
談
会
を
開
催
し
た
。

以
上
が
福
井
支
部
発
足
以
来
半
年
間
の
行
動
概
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
記

載
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
支
部
の
会
員
の
う
ち
八
〇
びヽ角
以
上
は
、
既
に
県

下
の
各
山
岳
会
に
所
属
し
て
お
り
、ま
た
各
会
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
山
岳
会
福
井
支
部
の
こ
れ
か
ら
の
動
き
は
、
登
山
そ
の
も

の
よ
り
も
、
現
代
の
登
山
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
状
況
を
、
常
に
意
識
し
た
も
の
に

な
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
福
井
県
下
の
山
や
ま
の
様
子
は
、
年
ご
と
に
、
自
然
の
状
態
か

ら
人
工
に
よ
る
劣
悪
な
管
理
の
も
と
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
る
、
と
い
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
現
状
に
対
し
て
、
個
人
に
よ
る
意
見
の
発
表
は
、
地
方

紙
を
借
り
て
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、
更
に
声
の
集
ま
り
と
し
て
、
支
部
の
態
度

表
明
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
支
部
創
立
メ
ン
バ
ー
の
年
齢
構
成
を
見
て
ゆ
く
と
、
日
下
の
急
務
と

さ
れ
て
い
る
中
高
年
者
へ
の
登
山
対
策
が
、
た
ち
ま
ち
各
自
の
問
題
と
な
り
そ

う
な
気
配
で
あ
る
。
こ
の
点
も
、
今
後
は
よ
く
活
用
し
て
、
福
井
支
部
で
は
個

人
の
登
山
行
動
か
ら
、　
一
般
的
な
中
高
年
者
の
登
山
の
問
題
点
の
指
摘
に
つ
い

て
、
知
識
を
交
換
し
合
う
予
定
で
い
る
。

以
上
が
、
発
足
し
た
ば
か
り
の
福
井
支
部
が
抱
え
る
行
動
目
標
に
な
り
そ
う

で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
は
、　
一
人
ひ
と
り
が

「形
」
の
よ
い
山
登
り
を
す
る
こ

と
か
ら
、
全
て
は
始
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。（増

永
迪
男
）

都

支

部

近
年
、
地
球
の
環
境
問
題
に
関
す
る
意
識
が
高
ま
る
な
か
で
、
当
支
部
の
行

事
も
そ
れ
に
連
動
し
た
取
り
組
み
と
な
っ
て
き
た
。

京
都
支
部
設
立
五
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
企
画
し
た
日
本

ｏ
パ
キ
ス
タ
ン

合
同
テ
ィ
リ
ッ
チ
ミ
ー
ル
登
山
隊
は
、
キ
ャ
ン
プ
地
の
ゴ
ミ
処
理
に
正
面
か
ら

取
り
組
み
、
過
去
に
放
置
さ
れ
た
物
ま
で
も
撤
去
し
た
事
で
話
題
と
な
り
、
後

に
続
く
登
山
隊
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
た
。
又
同
隊
は
湾
岸
戦
争
の
煽
り
で
発

生
し
た
油
井
大
火
に
よ
る
大
気
の
汚
染
に
も
目
を
向
け
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
雪
の
採

集
と
分
析
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

一
方
、
国
内
で
は
、
昨
年
よ
り
身
近
な
山
と
し
て
新

「山
城
三
十
山
」
を
月

支 部 だ よ り
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例
会
と
し
て
取
り
上
げ
、
毎
回
清
掃
登
山
を
実
施
し
て
い
る
。
「山
城
三
十
山
」

は
、
故
今
西
錦
司
先
生
た
ち
が
京
都

一
中
時
代
に
青
葉
会
を
作
り
、
そ
こ
で
選

定
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
、
そ
の
後
、
後
輩
が
改
訂
し
て
新

「山
城
三
十
山
」

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
等
の
ほ
と
ん
ど
が
京
都
周
辺
の
一
〇
〇
〇
陣
月
に
満

た
な
い
山
ば
か
り
で
市
街
地
に
近
く
、
気
軽
に
登
れ
る
こ
と
か
ら
、
毎
回
二
十

人
前
後
の
参
加
者
が
あ
る
。
こ
の
六
月
で
十
三
回
を
数
え
、
参
加
者
の
間
に
も

ゴ
ミ
の
拾
集
行
為
が
定
着
し
て
き
た
よ
う
だ
。
ま
た
、
参
加
者
に
は
当
時
の
中

学
生
た
ち
が
執
筆
し
た

「山
城
三
十
山
記
」
（
一
九
三
四
年
発
行
）
の
中
か
ら

該
当
す
る
山
の
資
料
が
配
付
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
山
の
概
観

・
歴
史

ｏ
地
理

・

登
路
等
、
六
十
年
前
の
山
の
様
子
が
ひ
た
む
き
な
少
年
の
目
を
通
し
て
詳
し
く

記
述
さ
れ
て
お
り
、
山
の
変
化
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
を
片
手
に

歩
く
と
、
頂
上
の
周
辺
に
の
み
昔
日
の
面
影
が
残
る
と
い
う
山
が
多
い
。
長
い

歳
月
の
間
に
人
々
の
生
活
様
式
も
変
わ
り
、
道
路
の
敷
設
や
ゴ
ル
フ
場
を
初
め

と
す
る
レ
ジ
ャ
ー
施
設
等
の
出
現
で
、
山
容
も
ず
い
分
変
化
し
て
き
て
い
る
。

当
支
部
が
第

一
回
目
の
例
会
に
選
ん
だ
ポ
ン
ポ
ン
山
も
ゴ
ル
フ
場
に
な
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
が
、
自
然
保
護
運
動
に
よ
っ
て
、
こ
の
春
京
都
市
に
買
収
さ
れ
る

こ
と
に
決
ま
っ
た
と
聞
い
た
。

折
し
も
今
年
の
自
然
保
護
全
国
大
会
は
、滋
賀
県
の
朽
木
村
で
開
催
さ
れ
た
。

熱
心
な
討
議
を
拝
聴
し
て
、
こ
れ
ま
で
遠
く
に
聞
い
て
い
た
こ
れ
等
の
問
題
が
、

身
近
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。

新

「山
城
三
十
山
」
執
筆
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
つ
た
梅
樟
忠
夫
先
生

（国
立
民

族
博
物
館
館
長
）
が

「千
里
眼
」
三
十
七
号
の

″北
山
そ
だ
ち
″
の
中
で
当
支

部
が
新

「山
城
三
十
山
」
を
取
り
上
げ
た
こ
と
に
ふ
れ

「新
し
い
時
代
に
お
い

て
信
頼
出
来
る
後
継
者
を
え
た
」
と
結
ん
で
お
ら
れ
る
。
例
会
で
の
取
り
組
み

は
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
、
取
り
敢
え
ず
出
来
る
こ
と
か
ら
手
懸
け
て
、
自
然

保
護
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る
よ
う
努
め
て
行
き
た
い
。

こ
の
外
の
活
動
と
し
て
、
岩
、
沢
登
り
、
ス
キ
ー
登
山
、
ス
ケ
ッ
チ
山
行
が

あ
り
、
会
員
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
と
体
力
に
応
じ
て
参
加
し
、
四
季
の
自
然
を
楽

し
ん
で
い
る
。
イ
ン
ド
ア
の
山
水
会
も
、
天
文
学
、
民
俗
学
、
国
宝
見
学
等
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
会
員
が
こ
れ
ら
の
行
事

に
参
加
し
て
交
流
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
（内
田
昌
子
）

西

支

部

昨
年
に
続
き
、
平
成
四
年
度
も
、
支
部
会
計
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
支

部
活
性
化
以
上
に
本
年
は
支
部
運
営
の
正
常
化
が
求
め
ら
れ
る
年
と
な
っ
た
。

支
部
総
会
に
お
い
て
、
支
部
規
約
の
一
部
変
更
が
承
認
さ
れ
、
次
年
度
か
ら
委

員
会
活
動
も
、
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
本
年
度
は
、
そ
の

ス
テ
ッ
プ
の
年
と
考
え
、支
部
委
員
の
選
抜
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
、
ワ
ー
キ
ン
グ

・

グ
ル
ー
プ

（Ｗ
・
Ｇ
）
を
編
成
し
て
、
阿
部
支
部
長
を
座
長
に
、
今
後
の
支
部

運
営
に
つ
い
て
、
全
面
的
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
四
月
よ
り
、
月

一
回
の
ベ
ー
ス
で
Ｗ
・
Ｇ
会
を
開
き
、
秋
に
は
支
部
評
議
員
会
を
開
き
、
支
部

評
議
員
の
皆
様
に
も
改
革
案
を
審
議
し
て
頂
き
、
平
成
五
年
度
か
ら
新
し
い
支

部
運
営
正
常
化
案
が
実
施
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

第

一
回
の
Ｗ
・
Ｇ
会
で
、
ま
ず
他
支
部
の
実
情
を
調
べ
よ
う
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
ら
せ
て
頂
き
ま
し
た

（結
果
は
関
西
支
部
報
第
六
五

号
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
下
さ
い
）
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
、
支

部
会
員
の
多
さ
か
ら
し
て
、
他
支
部
と
の
比
較
は

一
概
に
は
出
来
な
い
が
、
単
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純
な
数
字
の
判
断
で
は
、支
部
運
営
費
徴
収
も
止
む
得
ぬ
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

Ｗ
・
Ｇ
会
で
は
、
次
の
よ
う
な
項
目
が
議
題
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。

①
支
部
委
員
会
の
編
成
　
支
部
活
動
の
企
画

・
討
議
す
る
委
員
会
と
計
画

・

実
行
す
る
、
ス
タ
ッ
フ
会
に
分
け
る
。

②
支
部
運
営
費
の
徴
収
　
日
常
の
運
営
費
と
、
蔵
書
の
保
管
の
た
め
の
ル
ー

ム
の
設
置
ま
で
、
見
通
し
た
話
し
合
い
が
求
め
ら
れ
る
。

③
　
集
会
の
充
実
　
報
告
会
中
心
の
現
状
か
ら
、
多
種
多
様
な
会
合
の
開
催

が
求
め
ら
れ
る
。

④
　
支
部
報
発
行
回
数
の
検
討
　
年
四
回
発
行
で
は
、
行
事
の
予
告
が
十
分

に
出
来
な
い
。
年
六
回
位
の
発
行
で
は
ど
う
か
。

⑤
　
若
年
層
の
充
実
　
若
年
層
充
実
の
た
め
、
本
部
の
青
年
部
や
学
生
部
に

規
範
を
求
め
、
関
西
支
部
に
も
同
様
な
機
関
を
造
っ
て
若
い
人
と
の
交
流
の
場

を
設
け
る
。

⑥
　
支
部
蔵
書
に
つ
い
て
　
支
部
蔵
書
は
現
在
、
今
西
組
の
一
室
に
保
管
を

お
願
い
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
場
所
を
検
討
し
て
お
願
い
し
た
の
で
は
な
く
、

前
の
場
所
を
放
り
出
さ
れ
て
、
行
く
と
こ
ろ
が
な
く
て
今
西
氏
の
ご
好
意
で

一

部
室
を
提
供
し
て
頂
い
た
状
況
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
現
状
で
は
困
る
の
で
、
支

部
蔵
書
の
収
納
出
来
る
支
部
ル
ー
ム
の
開
設
が
早
急
に
望
ま
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
支
部
会
員
の
意
向
が
大
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と

も
に
、
本
部
の
支
部
活
動
に
対
す
る
援
助
が
強
く
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

『山
岳
』
が
発
行
さ
れ
る
頃
に
は
、
Ｗ
・
Ｇ
の
提
案
が
支
部
会
員
に
も
問
わ

れ
、
支
部
総
会
へ
の
提
案
準
備
中
と
思
わ
れ
る
が
、
長
い
歴
史
を
誇
り
、
四
百

余
名
の
大
勢
の
支
部
会
員
で
構
成
さ
れ
る
関
西
支
部
が
還
暦
間
近
か
に
、
生
ま

れ
変
わ
る
よ
い
機
会
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
（桑
田
　
結
）

陰

支

部

会
員
約
三
十
名
の
山
陰
支
部
は
、
毎
月
の
例
会
を
欠
か
さ
ず
続
け
て
お
り
、

い
つ
も
半
数
以
上
の
会
員
が
参
加
す
る
サ
ロ
ン
は
、
話
題
が
飛
び
交
っ
て
尽
き

な
い
。
ま
た
約
百
名
に
近
い

「山
陰
支
部
友
の
会
」
会
員
と
は
、
年
二
回
の
山

行
を
中
心
に
連
係
を
保
ち
な
が
ら
、
日
本
山
岳
会
の
活
動
が
地
域
の
活
動
の
下

支
え
と
な
る
よ
う
進
め
て
い
る
。

新
体
制
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
吉
川
支
部
長
体
制
も
今
年
で
三
年
目
、
重
点

課
題
で
あ
っ
た
会
員
増
加
の
目
標
は

一
歩
前
進
し
、
待
望
の
女
性
会
員
二
名
を

含
む
三
名
の
参
加
を
得
た
。
支
部
の
平
均
年
齢
が
少
し
下
り
、
新
し
い
風
は
ど

よ
め
き
に
も
似
た
響
き
で
支
部
活
動
の
活
力
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
。

平
成
四
年
度
は
四
役
の
留
任
を
決
め
、
新
し
く
自
然
保
護
委
員
会
が
発
足
し

た
。
各
委
員
会
は
―

ｏ
運
営
…
…
会
の
四
十
五
周
年
記
念
事
業
を
企
画
。

ｏ
山
陰
の
山
研
究
…
…
会
員
が
全
鳥
取
県
境
走
破
と
そ
の
記
録
を
ま
と
め
よ

う
と
す
る
企
画
で
最
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
コ
ー
ス
に
踏
跡
の
な

い
三
五
〇
キ
ロ走
破
は
難
題
だ
。

・
海
外
登
山
研
究
…
…
四
十
五
周
年
記
念
行
事
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ル

プ
ス
登
山
山
行
準
備
中
。

。
自
然
保
護
…
…
大
山
中
心
に
自
然
保
護
と
そ
の
啓
蒙
活
動
を
地
域
と
共
に

進
め
る
。

以
上
の
活
動
の
ほ
か
に
会
員
の
個
人
山
行
を
合
わ
せ
て
車
の
両
輪
と
し
、
他

支 部 だ よ り
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の
支
部
で
も
報
告
さ
れ
て
い
る
会
員
の
高
齢
化
問
題
を
克
服
し
、
特
徴
あ
る
支

部
活
動
の
推
進
を
目
指
し
て
い
る
。
活
動
概
況
は
―

‐

平
成
三
年
七
月
は
、
第
八
回
山
陰
支
部
友
の
会
山
行
で
七
十
五
名
が
北
ア
ル

プ
ス
燕
岳
を
目
ざ
し
た
が
雨
に
た
た
ら
れ
中
房
温
泉
へ
の
道
が
通
行
止
め
。
黒

部
ダ
ム
・
八
方
尾
根
に
コ
ー
ス
を
変
更
、
そ
の
後
で
大
町
山
岳
博
物
館
や
山
陰

の
大
山
の
麓
に
生
ま
れ
た
田
渕
行
男
氏
記
念
館
な
ど
を
見
学
し
帰
郷
し
た
。

平
成
三
年
八
月
は
、
土
口岡
淳

一
会
員

（フ
ラ
ン
ス
の
ル
・
サ
ロ
ン
会
員
）
の

「山
の
絵
展
」
。

平
成
三
年
九
月
は
、
日
本
山
岳
会
立
山
集
会
の
後
で
、
毎
年
の

「干
支
」
の

名
の
山
に
こ
だ
わ
っ
て
登
り
続
け
る
五
名
が
、
新
潟
県
の
「未
丈
ガ
岳

（み
じ
ょ

う
が
だ
け
）
」
一
五
五
二
済
に
登
り
、
晴
天
の
山
頂
か
ら
越
後
三
山
、
尾
瀬
魃
ヶ

岳
な
ど
確
認
し
た
。

平
成
三
年
十
月
は
、す
っ
か
り
恒
例
と
な
っ
た
福
岡
支
部
と
の
交
流
登
山
で
、

昨
年
出
版
し
た

「山
陰
の
百
山
」
の
一
つ
で
あ
る
島
根
県
と
山
口
県
境
の
訪
ヶ

岳

（あ
ざ
み
が
だ
け
）
に
九
名
参
加
。
渓
流
沿
い
で
採
取
の
ク
リ
タ
ケ
汁
に
よ

り
交
流
を
深
め
た
。

平
成
三
年
十

一
月
は
、
紅
葉
狩
山
行
で
、
ブ
ナ
の
純
林
が
続
く
宝
珠
尾
根
か

ら
三
鈷
峰
は
快
晴
の
中
に
あ
り
、
友
の
会
メ
ン
バ
ー
を
含
む
三
十
余
名
が
そ
の

紅
葉
に
染
ま
っ
た
。

平
成
三
年
十
二
月
は
、
山
陰
支
部
晩
餐
会
で
、
ゲ
ス
ト
に
松
田
雄

一
副
会
長

を
迎
え
盛
会
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
個
人
山
行
を
含
め
る
と
、
大
山
冬
山
パ
ト
ロ
ー
ル
、
親
子
で
の

知
床
山
行
、
福
岡
支
部
計
画
に
同
行
し
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
山
行
、
同
じ
く

福
岡
支
部
山
行
に
参
加
し
た
祖
母

・
傾
山
山
行
な
ど
が
あ
る
。

（吉
川
暢

一
）

九

州

支

部

平
成
三
年
度
の
支
部
活
動
は
、
そ
れ
な
り
に
多
彩
だ
っ
た
。
な
に
し
ろ
前
年

度
が
支
部
創
立
三
十
周
年
で
、
山
田
会
長
は
じ
め
全
国
各
支
部
の
皆
さ
ん
を
迎

え
て
記
念
集
会

・
登
山
会
を
催
し
た
り
、
あ
る
い
は
二
十
周
年
に
選
定
し
た
あ

と
定
例
山
行
で
登
り
続
け
て
き
た

「大
分
百
山
」
を
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
記

念
出
版
す
る
な
ど
、
か
な
り
多
忙
だ
っ
た
。
こ
の
反
動
も
あ
っ
て
、
あ
る
い
は

気
の
抜
け
た
よ
う
な

一
年
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
当
初
は
心
配
し
た
も
の
だ

が
、
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
か
な
り
充
実
し
た
年
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
一
つ
は
、
韓
国
の
仁
川
山
岳
会
と
の
交
流
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

同
会
の
来
日
に
つ
い
て
は
最
初
に
本
部
の
西
村
氏
か
ら
打
診
が
あ
っ
た
。
支
部

と
し
て
Ｏ
Ｋ
を
決
め
、
連
絡
を
と
り
合
っ
た
結
果
、
八
月
に
実
現
し
た
。
会
長

以
下
、
十
余
名
の
会
員
が
ソ
ウ
ル
ー
福
岡
空
港
で
十
二
日
に
大
分
県
入
り
、
別

府
温
泉
で
の
公
式
交
歓
会
の
あ
と
十
三
日
は
観
光
と
鶴
見
岳
登
山
、
十
四
日
は

九
重
山
群
登
山
、
十
五
日
に
帰
国
と
い
う
慌
た
だ
し
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、

毎
日
が
楽
し
か
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
お
盆
に
あ
た
り
、
支
部
会
員
の
な
か
に
は
忙
し
い
人
も
い
た
が
、

そ
れ
で
も
在
籍
者
の
三
分
の
二
が
参
加
す
る
と
い
う
盛
況
。
毎
夜
が
酒
盛
り
と

な
り
、
民
族
や
言
葉
の
違
い
を
超
え
て
山
を
語
り
合
っ
た
。
印
象
に
残
っ
た
の

は
、
韓
国
の
若
い
人
た
ち
の
礼
儀
正
し
さ
と
素
晴
ら
し
い
体
力
で
あ
る
。
そ
の

後
、
さ
っ
そ
く
支
部
か
ら
も
数
人
が
韓
国
に
渡
リ
ソ
ウ
ル
周
辺
で
の
登
山
を
楽

し
み
、
お
お
い
に
歓
迎
さ
れ
た
。
以
来
、
支
部
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
会
員
個
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人
間
の
交
流
も
続
い
て
い
る
が
、
本
年
度
か
ら
大
分
―
ソ
ウ
ル
の
定
期
航
空
路

も
開
設
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
相
互
訪
間
は
さ
ら
に
活
発
に
な
り
そ
う
だ
。

定
例
山
行
は
大
分
百
山
に
続
き
、県
境
の
山
々
を
中
心
に
月

一
回
行
っ
た
し
、

平
成
四
年
も
継
続
し
て
実
施
中
。
大
分
県
は
耶
馬
渓

ｏ
英
彦
山
群
や
津
江
山
群

で
福
岡
、
九
重
山
群
で
熊
本
、
祖
母

・
傾
山
群
で
宮
崎
の
各
県
と
接
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
九
州
を
代
表
し
得
る
山
々
で
あ
る
と
と
も
に
、
幸
い
そ
れ
ぞ
れ
の
県

に
日
本
山
岳
会
の
支
部
が
あ
る
。
県
境
の
山
を
選
ん
だ
の
に
は
、
地
域
の
境
を

乗
り
越
え
て
、
例
え
ば
自
然
保
護
な
ど
共
通
す
る
山
の
問
題
を
と
も
に
考
え
、

九
州
に
お
け
る
支
部
間
の
交
流
を
活
性
化
し
よ
う
と
い
う
狙
い
も
あ
る
。

自
然
保
護
と
い
え
ば
、
最
も
身
近
な
自
然
で
あ
る
里
山
が
、
ゴ
ル
フ
場
や
別

荘
地
な
ど
バ
ブ
ル
経
済
の
投
資
の
対
象
と
な
り
、
荒
ら
さ
れ
る
傾
向
が
出
て
き

た
。
四
年
に
な
っ
て
バ
ブ
ル
が
破
綻
、
や
や
沈
潜
化
し
て
い
る
し
、
ス
ポ
ー
ツ

登
山
の
場
で
は
な
い
も
の
の
、
環
境
問
題
と
し
て
見
過
ご
せ
な
い
。
支
部
と
し

て
は
、
他
の
各
種
団
体
と
提
携
し
、
保
護
運
動
を
進
め
て
い
る
。

最
後
に
、
支
部
の
決
定
に
基
づ
く
活
動
で
は
な
い
が
、
会
員
の
う
ち
五
人
が

中
高
年
者
の
登
山
グ
ル
ー
プ
に
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
入
り
、
指
導
し
て
い
る
。
こ

れ
は
十
年
以
上
に
わ
た
り
、
こ
の
な
か
か
ら
日
本
山
岳
会
に
正
式
会
員
と
し
て

加
入
す
る
人
も
生
ま
れ
て
き
た
し
、
支
部
の
会
友
も
増
え
て
い
る
こ
と
を
報
告

し
て
お
き
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（梅
木
秀
徳
）

本

支

部

「君
子
」
と
い
う
に
は
程
遠
い
会
員
の
揃
っ
た
支
部
だ
が
、
そ
の

「交
わ
り

は
淡
き
こ
と
水
の
若
し
」
で
、
日
下
の
と
こ
ろ
、
年
四
回
の
例
会
で
お
茶
を
濁

し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
て
た
ま
に
会
う
か
ら
、
「
や
あ
や
あ
暫
く
」
で
、

案
外
う
ま
く
い
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ
て
、
こ
の
一
年
の

「淡
き
交

わ
り
」
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

八
月
二
十
四
日
、
夏
季
例
会

「山
の
映
画
と
ビ
ー
ル
の
夕
べ
」
を
、
熊
本
市

内
の
レ
ス
ト
ラ
ン

「
ホ
ル
ン
山
小
屋
」
で
開
催
し
、
二
十

一
名
が
出
席
し
た
。

五
年
前
ま
で
は
、
夏
季
例
会
も
山
行
と
な
っ
て
い
た
が
、
暑
い
時
期
に
標
高
の

低
い
九
州
の
山
の
、
そ
れ
も
あ
ま
り
人
の
訪
れ
な
い
ヤ
ブ
山
を
登
っ
て
い
た
の

で
、
誰
云
う
と
も
な
く
次
第
に
停
滞
、
現
在
の
よ
う
な

「映
画
と
ビ
ー
ル
」
の

例
会
と
な
っ
た
。

映
画

（現
在
は
ビ
デ
オ
）
は
、
当
初
か
ら
神
谷
会
員

（熊
本
八
ミ
リ
ク
ラ
ブ

会
員
）
の
作
品
で
、
昨
年
は
、
前
年
の
秋
季
例
会
の
記
録

「秋
の
石
堂
山
山
行
」

を
上
映
し
た
。
夏
季
例
会
は
、
支
部
の
例
会
の
な
か
で
も

一
番
人
気
が
あ
り
、

ビ
ー
ル
と
歓
談
で
、
支
部
会
員
に
と
っ
て
は
真
夏
の
夜
の
一
服
の
清
涼
剤
と

な
っ
て
い
る
。

秋
季
例
会
は
、
十
月
二
十
日
、
九
州
脊
梁
の
烏
帽
子
岳

（
一
六
九
二
腐
）

ヘ

紅
葉
山
行
。
前
夜
は
落
人
伝
説
で
有
名
な
五
家
荘
最
奥
の

「樅
木
」
の
民
宿
に

泊
ま
り
、
翌
日
、
モ
ハ
チ
谷
か
ら
登
っ
た
が
、
台
風
十
九
号
の
通
過
し
た
直
ぐ

後
で
、
至
る
所
で
倒
木
に
出
会
い
、
思
い
の
ほ
か
手
こ
ず
っ
て
し
ま
っ
た
。
幸

い
晴
天
に
め
ぐ
ま
れ
、
山
頂
か
ら
は
色
づ
き
始
め
た
九
州
脊
梁
の
山
並
み
を
見

渡
す
こ
と
が
で
き
た
。
十
名
参
加
。

平
成
四
年

一
月
十

一
日
、
新
年
晩
餐
会
を

「
ホ
ル
ン
山
小
屋
」
で
開
催
し
、

二
十
五
名
が
出
席
し
た
。
本
部
の
年
次
晩
餐
会
に
倣
っ
て
始
め
た
支
部
の
新
年

会
も
今
年
で
十
二
回
日
、
す
っ
か
り
支
部
の
行
事
と
し
て
定
着
し
た
。

食
事
が

一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、
近
況
報
告
あ
る
い
は
今
年
の
抱
負
を
、
各
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自
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
思
い
思
い
に
述
べ
、
そ
の
後
は
終
了
時
間
ま
で
、
な
ご

や
か
な
歓
談
が
続
く
の
が
恒
例
と
な
っ
て
い
る
。

三
月
八
日
、
春
季
例
会
は
十
五
名
が
参
加
し
て
、
大
分
県
の
万
年
山

（
一
一

四
〇
屑
）
に
登
っ
た
。
前
夜
は
万
年
山
の
北
麓
に
あ
る
、
温
泉
宿

「美
人
湯
」

に
宿
泊
、
そ
の
名
の
通
り
、
い
か
に
も
美
人
に
な
り
そ
う
な
泉
質
だ
っ
た
。
翌

日
は
、
頂
上
台
地
の
す
ぐ
下
ま
で
車
で
上
が
り
、
ひ
と
登
り
で
山
頂
へ
。
寒
風

の
吹
く
な
か
、
頂
上
台
地
の
東
端
か
ら
西
端
ま
で
往
復
す
る

「高
原
散
策
」
と

な
っ
た
。

三
月
三
十

一
日
、
支
部
報
第
三
号
を
発
行
。
会
員
の
随
想
の
ほ
か
、
熊
本
の

登
山
史
の

一
側
面
と
し
て

「熊
本
岳
連
回
想
」
が
寄
稿
さ
れ
て
い
る
。

四
月
二
十
五
日
、
支
部
総
会
を

「
ホ
ル
ン
山
小
屋
」
で
開
催
。
本
部
の

「支

部
運
営
に
関
す
る
規
定
」
に
併
せ
て
支
部
規
約
を
改
正
し
、
任
期
満
了
に
伴
う

第
五
代
支
部
長
と
し
て
、
本
田
誠
也
を
選
出
し
た
。
ま
た
、
今
年
は
支
部
創
立

三
十
五
周
年
に
当
た
る
の
で
、
そ
れ
を
記
念
し
て
、
七
月
十
八
日
か
ら
十
日
間

の
予
定
で
、
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
・
ロ
ッ
キ
ー
の
ア
サ
バ
ス
カ
峰

（三
四
九

一
眉
）

へ
、
遠
征
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
総
勢
十

一
名
で
、
計
画
は
予
定
通
り
に
進
ん

で
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（田
上
敏
行
）

/ ¬
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一
九
九

一
年

（平
成
三
）
六
月
～

一
九
九
二
年

（平
成
四
）
五
月

一
九
九

一
年
度
役
員

・
評
議
員

・
支
部
長

会
　
　
　
長
　
山
田
二
郎

副
　
会
　
長
　
藤
平
正
夫

・
松
田
雄

一

常

務

理

事
　
小
倉
茂
暉

・
大
倉
昌
身

・
重
廣
恒
夫

・
大
森
弘

一
郎

・
神
崎
忠
男

理
　
　
　
事
　
入
澤
郁
夫

・
穴
田
雪
江

・
小
倉
　
厚

・
山
本
良
三

・
関
口
令
安

・
伊
丹
紹

泰

・
石
橋
正
美

・
藤
井
正
彦

・
山
口
俊
輔

・
村
井
龍

一
◆
片
岡
泰
彦

・
南

川
金

一

監
　
　
　
事
　
飯
野
　
亨

・
中
島
伊
平

常
任
評
議
員
　
鳴
原
啓
佑

・
橋
本
　
清

・
斎
藤
惇
生

・
湯
浅
道
男

・
西
村
政
晃

評
　
議
　
員
　
今
西
壽
雄

・
吉
村
健
児

・
大
塚
博
美

・
室
賀
輝
男

・
佐
藤
　
光

・
奥
原
教

永

・
河
野
　
長

・
大
森
久
雄

・
西
丸
震
哉

・
村
木
潤
次
郎

・
徳
久
球
雄

・

鈴
木
郭
之

・
國
見
利
夫

・
田
部
井
淳
子

・
廣
江
　
研

支
　
部
　
長
　
小
須
田
喜
夫

（北
海
道
）
・
佐
藤
敏
彦

（岩
手
）
・
岡
田
光
行

（秋
田
）
・

大
橋
克
也

（山
形
）

ｏ
西
郡
光
昭

（宮
城
）

。
中
島
正
夫

（福
島
）

・
佐

藤

一
栄

（越
後
）

。
赤
羽
孝

一
郎

（信
濃
）

・
大
澤
伊
三
郎

（山
梨
）

・

安
間
　
荘

（静
岡
）

・
湯
浅
道
男

（東
海
）

・
松
井
辰
爾

（岐
阜
）

・
斎

告
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
惇
生

（京
都
）

・
若
林
啓
之
助

（富
山
）

ｏ
増
江
俊
三

（石
川
）

・
阿

報
　
　
　
　
　
　
　
　
部
和
行

（関
西
）

・
吉
川
暢

一

（山
陰
）

・
権
藤
太
郎

（福
岡
）

。
梅
木

務
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
徳

（東
九
州
）

・
奥
野
正
亥

（熊
本
）

・
魚
本
定
良

（宮
崎
）

・
中
村

義

（福
井

・
一
九
九

一
年
十

一
月
八
日
設
立
）

会
　
　
　
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

一
年
）
理
事
会
　
六
月
十
三
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
十
九
名

▽
審
議
事
項

一
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
・
山
研
合
同
募
金
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
東
海
支
部
創
立
三
十
周
年
記
念
行
事

二
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
出
席
と
、
安
曇
村
村
長
か
ら
本
会
に
感
謝
状
と
記
念
品
代
と
し
て

金

一
封
を
贈
ら
れ
た
。

会
報
五
五
五
号
参
照

▽
各
委
員
会
の
運
営
方
針
、
新
委
員
会
の
構
成

（会
報
五
五
五
～
五
五
六
号
参
照
）

◇
七
月
理
事
会
　
七
月
十
八
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
十
九
名

▽
審
議
事
項

一
、
電
気
大
学
二
部
山
岳
部
ヤ
ツ
ギ
ル
ド
ー
ム
南
峰
登
山
隊
推
薦
状
依
頼
の
件

二
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
募
金
の
件

三
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
隊
の
準
備
状
況

▽
報
告
事
項

一
、
山
岳
研
究
所
改
築
準
備
に
つ
い
て

二
、
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
、
そ
の
他

会
報

「山
」
五
五
六
号
参
照

◇
九
月
理
事
会
　
九
月
十
二
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
名

▽
審
議
事
項

一
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
隊
九
月
十
九
日
本
隊
出
発
後
の
体
制
な
ど

二
、
海
外
登
山
基
金
委
員
会
委
員
交
替
の
件
、
そ
の
他

▽
報
告
事
項

会

務

報

告
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一
、
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て

二
、
山
岳
研
究
所
改
築
準
備
状
況
、
そ
の
他

会
報

「山
」
五
五
八
号
参
照

◇
十
月
理
事
会
　
十
月
十
七
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
名

▽
審
議
事
項

一
、
秩
父
宮
記
念
学
術
賞
候
補
者
推
薦
の
件
、
そ
の
他

▽
報
告
事
項

一
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
遭
難
報
告

十
月
十
六
日
十
四
時
十
五
分
、
大
西
隊
員
が
雪
崩
に
巻
き
込
ま
れ
遭
難
死
、
十
月
二
十

日
に
両
親
と
姉
が
現
地
へ
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
か
ら
橋
本
清
、
佐
野
哲
也
の
二
名
が
付
き
添
う
。

二
、
中
間
監
査
報
告
、
そ
の
他

会
報

「山
」
五
五
九
号
参
照

◇
十

一
月
理
事
会
　
十

一
月
十
四
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
十
八
名

▽
審
議
事
項

一
、
福
井
支
部
設
立
の
件

（設
立
会
員
二
十
九
名
）

十

一
月
八
日
に
設
立
総
会
、
支
部
長
以
下
次
の
と
お
り
、

支
部
長
　
中
村
　
義
、
事
務
局
長
　
宮
本
数
男
、
副
支
部
長
　
関
　
孝
治
、
監
事
　
吉

村
和
義
、
委
員
　
増
永
迪
男
、
牧
野
治
生
、
井
上
泰
利

一
、
女
子
エ
ベ
レ
ス
ト
合
同
登
山
隊
へ
の
参
加
要
請
、
見
送
り
、
そ
の
他

▽
報
告
事
項

一
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
隊
の
件

大
西
隊
員
の
遺
骨
十

一
月
二
日
に
帰
国
、
二
十
三
日
に
告
別
式

二
、
合
同
募
金
、
山
岳
研
究
所
、
そ
の
他

会
報

「山
」
五
六
〇
号
参
照

◇
十
二
月
臨
時
理
事
会
　
十
二
月
七
日
　
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
・
パ
ミ
ー
ル
館

・
紅

玉出
席
者
　
二
十

一
名

▽
審
議
事
項

一
、
平
成
四
年
度
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
に
再
挙
の
件
を
承
認

◇
十
二
月
理
事
会
　
十
二
月
十
二
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
十
九
名

▽
審
議
事
項

一
、
文
部
省
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
９２
派
遣
に
つ
い
て

五
つ
の
分
科
会
の
う
ち
４
高
年
者
、
５
野
外
活
動
の
三
分
科
会
に
参
加
、
二
名
を
派
遣

す
る
こ
と
に
な
っ
た

二
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
の
件

十
二
月
二
十

一
日
に
検
討
会
、
報
告
会
と
大
西
隊
員
の
追
悼
会
を
番
町
グ
リ
ー
ン
パ
レ

ス
で
開
催
。
十
二
月
四
日
、
大
西
君
ご
両
親
が
来
室
、　
一
〇
〇
万
円
を
寄
贈
さ
れ
、
海

外
登
山
基
金
に
編
入
を
承
認
し
た

▽
報
告
事
項

一
、
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
報
告
の
件

二
、
山
岳
研
究
所
の
新
築
申
請
の
件
、
そ
の
他

会
報

「山
」
五
六

一
号
参
照

◇

一
月

（
一
九
九
二
年
）
理
事
会
　
一
月
十
六
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十

一
名

▽
審
議
事
項

一
、
海
外
登
山
基
金
　
四
件
承
認
の
件

申
請
六
件
に
対
し
、
次
の
四
件
に
交
付
を
承
認

０
日
本

・
中
国
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
隊
　
一
五
〇
万
円

０
ア
ン
タ
ー
ク
テ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
ク
隊
　
一
〇
〇
万
円
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０
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
気
象
観
測
機
器
設
置
隊
　
五
〇
万
円

０
広
島
山
の
会
ス
ー
ク
ー
ニ
ャ
ン
峰
隊
　
五
〇
万
円

そ
の
他

▽
報
告
事
項

一
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
再
挙
の
件
、
そ
の
他

会
報

「山
」
五
六
二
号
参
照

◇
二
月
理
事
会
　
二
月
十
三
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
二
名

▽
審
議
事
項

一
、
第
二
次
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
の
件

総
隊
長
は
山
田
会
長
、
隊
長
は
重
廣
氏
、
副
総
隊
長
の
人
選
は
、
両
副
会
長
、
総
隊
長
、

隊
長
に

一
任
と
し
た

二
、
平
成
四
年
度
予
算
の
件

三
、
ア
ン
タ
ー
ク
テ
ィ
ッ
ク
ウ
オ
ー
ク
隊
名
義
後
援
の
件
、
承
認

▽
報
告
事
項

一
、
募
金
状
況
報
告
、
そ
の
他

会
報

「山
」
五
六
三
号
参
照

◇
二
月
理
事
会
　
二
月
十
二
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
四
名

▽
審
議
事
項

一
、
中
国
登
山
協
会
と
の
協
議

本
会
か
ら
登
頂
時
期
を
早
め
る
こ
と
、
気
象
の
専
門
家
同
行
を
提
案
、
中
国
側
か
ら
総

指
揮
部
強
化
な
ど
が
提
案
さ
れ
、
大
筋
で
合
意
。
ま
た
日
中
友
好
協
会
か
ら
の
提
案
で
、

日
本
国
交
正
常
化
二
十
周
年
記
念
の
冠
を
隊
の
名
称
に
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た

二
、
平
成
四
年
度
事
業
計
画
案
お
よ
び
予
算
案
の
件
、
そ
の
他

▽
報
告
事
項

一
、
委
員
会
報
告
、
そ
の
他

会
報

「山
」
五
六
四
号
参
照

◇
評
議
員
会
　
四
月
十
六
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
山
田
二
郎

ｏ
藤
平
正
夫

・
松
田
雄

一
・
鴫
原
啓
佑

・
斎
藤
惇
生

・
西
村
政

晃

・
吉
村
健
児

・
大
塚
博
美

・
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

・
田
部
井
淳
子

・
小
倉
茂
暉

▽
議
事

一
、
通
常
総
会
提
出
議
案
承
認
の
件

０
平
成
三
年
度
事
業
報
告
並
び
に
収
支
決
算
報
告

②
平
成
三
年
度
監
査
報
告

０
平
成
四
年
度
事
業
計
画
並
び
に
収
支
予
算
案

０
会
費
未
納
に
よ
る
除
籍
対
象
者

会
報

「山
」
五
六
五
号
参
照

◇
四
月
理
事
会
　
四
月
十
六
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十

一
名

▽
審
議
事
項

一
、
平
成
三
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
収
支
決
算
書
、
財
産
目
録
承
認
の
件

▽
報
告
事
項

一
、
合
同
募
金
に
つ
い
て

三
月
三
十

一
日
現
在
の
募
金
状
況
、
会
員

一
一
〇

一
名
で
二
六
、
一
九
〇
、
○
○
○
円
、

企
業
募
金
は
申
し
込
み
を
含
め
四
四
、
六
四
〇
、
○
○
○
円

二
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
登
山
に
つ
い
て

四
月

一
日
事
務
局
開
設
、
四
月
二
十
六
日
～
二
十
九
日
北
京
会
議
に
斎
藤
惇
生
、
重
廣

恒
夫
出
席
、
七
月
中
旬
に
隊
荷
を
船
積
み
、
九
月

一
日
出
発
、
十
月
中
旬
に
登
頂
の
予

定三
、
早
坂
敬
二
郎
氏
（元
学
生
部
担
当
理
事
）
が
三
月
二
十
二
日
大
天
丼
岳
で
行
方
不
明

会 務 報 告
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会
報

「山
」
五
六
五
号
参
照

◇
五
月
理
事
会
　
五
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

０
北
京
会
議
で
の
協
議
決
定
事
項
に
つ
い
て
の
承
認

隊
の
構
成

（Ｊ
Ａ
Ｃ
十
二
、
中
国
四
十

一
、
報
道
十
四
、
計
六
十
九
名
）
、
そ
の
他

②
登
山
隊
員
選
考
に
つ
い
て
の
承
認

登
攀
隊
長
＝
山
本

一
夫
、
隊
員
＝
三
谷
統

一
郎

・
青
田
　
浩

・
山
本
　
篤

・
佐
藤
正
倫

二
、
山
研
お
よ
び
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
の
両
事
業
は
、
事
業
年
度
が
ま
た
が
る
特
別

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
の
で
、
通
常
会
計
と
分
け
て
管
理
し
て
い
る
。
飯
野
監
事
よ
り
正

確
か
つ
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
り
、
了
承

会
報

「山
」
五
六
六
号
参
照

◇
支
部
長
会
議
　
五
月
十
六
日
　
コ
ー
プ
ビ
ル

出
席
者
三
十
四
名

一
、
岩
手
支
部
長
佐
藤
敏
彦
氏
の
四
月
十
三
日
逝
去
に
関
す
る
件
、
ほ
か

二
、
全
国
支
部
懇
談
会
ほ
か
、
平
成
四
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て

◇
支
部
長
交
替

平
成
三
年
度
の
総
会
で

「支
部
設
立
な
ら
び
に
運
営
に
関
す
る
規
定
」
が
改
訂
さ
れ
、

支
部
長
の
任
期
等
が
明
確
化
さ
れ
た
が
、
平
成
四
年
度
か
ら
次
の
四
名
の
支
部
長
が
新

た
に
就
任
し
た
。

▽
熊
本
支
部
長
　
本
田
誠
也
氏

▽
福
岡
支
部
長
　
吉
村
健
児
氏

▽
富
山
支
部
長
　
木
戸
繁
良
氏

▽
岩
手
支
部
長
　
中
谷
　
充
氏

（五
月
に
急
逝
さ
れ
た
佐
藤
敏
彦
支
部
長
の
後
任
）

会
報

「山
」
五
六
六
号
参
照

◇
平
成
四
年
度
通
常
総
会
　
五
月
十
六
日

（土
）
千
代
田
区
内
神
田
コ
ー
プ
ビ
ル

出
席
者
　
一
一五
〇

一
名

（委
任
状
を
含
む
）

▽
総
会
次
第

一
、
会
長
挨
拶

二
、
会
務
報
告

三
、
平
成
三
年
度
事
業
報
告
承
認
の
件

四
、
平
成
三
年
度
収
支
決
算
、
財
産
目
録
承
認
の
件

五
、
監
査
報
告

六
、
平
成
四
年
度
事
業
計
画

（案
）
承
認
の
件

七
、
平
成
四
年
度
収
支
予
算

（案
）
承
認
の
件

八
、
平
成
三
年
度
除
籍
対
象
者
の
件

九
、
議
事
録
署
名
人
の
件

総
会
終
了
後
、
引
続
き
懇
親
会
が
行
わ
れ
た
。

会
報

「山
」
五
六
六
号
参
照

◇
主
な
行
事
と
集
会

▽
一
九
九

一
年
六
月

一
～
二
日
上
高
地

第
四
十
五
回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭

▽
六
月
七
～
九
日
　
岩
手

・
七
時
雨
山

第
十
五
回
　
若
葉
会
山
行

（集
会

・
岩
手
支
部
）

▽
六
月
八
～
九
日
　
谷
川
岳

学
生
部
初
夏
合
宿

▽
六
月
十
五
～
十
六
日
　
小
川
山

学
生
部
小
川
山
岩
登
り
集
会

▽
六
月
二
十
二
日
　
富
士
山

青
年
部
富
士
山
合
宿

▽
六
月
二
十
四
日
　
ル
ー
ム
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ビ
デ
オ
映
写
会
Ｉ

▽
七
月
二
十
～
二
十

一
日
　
駒
止
湿
原

科
学
研
究
委
員
会
探
索
山
行

・
湿
原
と
植
物

▽
九
月
二
十
八
～
二
十
九
日
　
立
山

全
国
支
部
集
会

▽
十
月
五
～
六
日
　
上
高
地

ス
ケ
ッ
チ
山
行

▽
十
月
五
～
六
日
　
小
川
山

指
導
委
員
会
初
級
岩
登
り
講
習
会

▽
十
月
五
～
六
日
　
小
川
山

青
年
部
秋
合
宿

▽
十
月
十
二
～
十
三
日
　
秋
田

・
八
森
町

女
性
懇
談
会
全
国
集
会

▽
十
月
十
五
日
　
ル
ー
ム

ム
ス
タ
ー
グ

・
ア
タ
、
プ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク
報
告
会

▽
十
月
二
十

一
日
　
ル
ー
ム

新
入
会
員
懇
談
会

▽
十
月
二
十
三
日
　
ル
ー
ム

講
演
会

「山
を
語
る
」
広
島
三
朗
氏

▽
十
月
二
十
七
日
　
西
沢
渓
谷

ビ
デ
オ
撮
影
会

▽
十

一
月
六
日
　
ル
ー
ム

青
年
部

「早
大
ト
リ
ボ
＝
ル
、
拓
大
ス
ー
ク
ー
ニ
ャ
ン
」
報
告
会

▽
十

一
月
十
日
　
皇
居
周
辺

学
生
部

「第
二
十
八
回
マ
ラ
ソ
ン
大
会
」

▽
十

一
月
二
十
二
日
　
ル
ー
ム

会 務 報 告

講
演
会

「飯
豊
の
高
山
植
物
」
小
荒
井
実
氏

▽
十

一
月
二
十
八
日
　
ル
ー
ム

冬
山
講
習
会

「防
げ
る
か
冬
山
の
孤
立
遭
難
」

▽
十
二
月
五
日
　
ル
ー
ム

青
年
部

「立
正
大
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
報
告
会
」

▽
十
二
月
五
日
　
ル
ー
ム

学
生
部

「積
雪
期
剣
岳
八
ッ
峰
研
究
会
」

▽
十
二
月
七
日
　
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

支
部
長
会
議

▽
十
二
月
七
日
　
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

年
次
晩
餐
会

▽
十
二
月
十
五
日
　
鹿
留
山

忘
年
山
行

▽
十
二
月
二
十

一
日
　
番
町
グ
リ
ー
ン
パ
レ
ス

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
検
討
会
及
び
報
告
会

▽
一
九
九
二
年

一
月
八
日
　
ル
ー
ム

青
年
部

「千
葉
大
ツ
エ
ン
ダ
カ
ン
」
報
告
会

▽
一
月
十

一
～
十
三
日
　
八
方
尾
根

ス
キ
ー
懇
親
会

▽
二
月
六
日
　
ル
ー
ム

講
演
会

「
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
気
象
観
測
報
告
」
大
蔵
喜
福
氏

▽
二
月
八
日
　
ル
ー
ム

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
総
括

▽
二
月
十
四
日
　
ル
ー
ム

第
二
〇
回

「山
岳
史
懇
談
会
」
関
西
学
院
大
学
山
岳
部
七
十
年
の
歩
み

▽
二
月
十
八
日
　
ル
ー
ム
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ビ
デ
オ
映
写
会
Ⅱ

▽
三
月
三
日
　
ル
ー
ム

第
二
十
三
回

「山
岳
図
書
を
語
る
夕
べ
」
薬
師
義
美
氏

▽
三
月
三
日
　
ル
ー
ム

第
二
十
九
回

「
こ
の

一
本
展
」

▽
三
月
八
日
　
ル
ー
ム

南
極
ビ
ン
ソ
ン
マ
シ
フ
峰
報
告
会

▽
三
月
七
～
九
日
　
戸
隠

女
性
懇
談
会
戸
隠
ス
キ
ー
集
会

▽
三
月
十
四
日
　
ル
ー
ム

新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

▽
三
月
十
四
～
十
六
日
　
会
津
駒
ヶ
岳

指
導
委
員
会
　
山
岳
ス
キ
ー
講
習
会

◇
研
究

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

▽
四
月
六
日
　
青
山
学
院
大
学

科
学

・
自
然
保
護
委
員
会
共
催

「山
小
屋
の
屎
尿
処
理
」
永
嶋
正
信
氏
ほ
か

▽
七
月
五
日
　
青
山
学
院
大
学

科
学
委
員
会

「山
に
お
け
る
雷
の
問
題
」
北
川
信

一
郎
氏

▽
七
月
十
三
～
十
四
日
　
北
里
研
究
所
北
里
本
館

第
十

一
回
登
山
医
学
研
究
会

高
齢
者
登
山
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
太
刀
夫

多
様
化
す
る
登
山
に
対
す
る
医
療
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
　
　
　
　
　
　
大
森
薫
雄

◇
登
山
施
設
の
改
善
そ
の
他
登
山
の
た
め
の
適
切
な
事
業

▽
上
高
地
山
岳
研
究
所
の
開
設
及
び
改
築
計
画
の
検
討

・
解
体
　
平
成
三
年
四
月
～
十

月
▽
山
に
関
す
る
貴
重
な
フ
ィ
ル
ム
、
ス
ラ
イ
ド
、
テ
ー
プ
、
ア
ル
バ
ム
等
の
複
製
、
お

よ
び
貴
重
な
資
料
の
収
集
、
整
理
、
管
理

◇
山
岳
遭
難
の
予
防
と
そ
の
対
策
に
関
す
る
企
画
お
よ
び
指
導

▽
二
月
二
十
二
～
二
十
三
日
　
水
道
橋
グ
リ
ー
ン
ホ
テ
ル

中
高
年
登
山
対
策
全
国
大
会

◇
自
然
保
護
活
動
の
推
進

▽
六
月
二
日
～
九
日
　
全
国

一
斉
清
掃
登
山
の
実
施

（Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
）
に
協
力

▽
六
月
二
十
九
～
三
十
日
　
新
発
田
市
及
び
飯
豊
山
麓

・
湯
の
平
温
泉

▽
九
月

一
日
　
玉
原
湿
原

自
然
観
察
山
行

▽
十

一
月
二
～
三
日
　
稲
包
山

自
然
環
境
保
全
の
た
め
の
現
地
視
察

▽
一
九
九
二
年
三
月

一
日
　
奥
武
蔵

自
然
観
察
山
行

▽
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
自
然
保
護
活
動
の
歴
史
の
調
査
、
編
集

◇
機
関
誌
な
ど
の
発
行

▽

「山
岳
」
第
８６
年

（
一
九
九

一
年
）
の
発
行

▽
会
報

「山
」
第
五
五

一
号
～
第
五
六
二
号
の
発
行

▽
会
報

「山
」
第
五
〇

一
号
～
第
五
五
〇
号
目
録
の
発
行

▽

「登
山
医
学
」
第
１１
巻
の
発
行
に
協
力

◇
国
内
お
よ
び
外
国
山
岳
団
体
と
の
連
絡
、
情
報
交
換

▽
国
内
関
係
団
体

（日
山
協
、
都
岳
連
そ
の
他
）
と
の
密
接
な
連
絡

▽
海
外
登
山
団
体
と
の
機
関
紙
お
よ
び
情
報
の
交
換

▽
十

一
月
九
～
十
日
　
昭
和
女
子
大
学
人
見
講
堂
　
山
岳
環
境
保
護
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
開
催
に
協
力

◇
海
外
登
山

▽
七
月
二
十

一
日
～
八
月
二
十
六
日
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青
年
部
「
ム
ス
タ
ー

グ
・

ア
タ」
登

山
隊
の
派
遣

▽
九
月
1

十
二
月

ナ
ム
チ
ャ

バ
ル
ワ
峰
登

山
隊
の
派
逍

▽
十

月
二

十
日
i

十一
月

五
日

ナ
ム
チ
ャ

バ
ル
ワ
・
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
の
実
施

七七

六
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A PRELIMINARY REPORT ON:METEOROLOGICAL OBSERVAT10NS ON
MTo McKINLEY,ALASKA

Harold Solomon

Mt.McKinley is known for having sorne of the rF10St ViOlent Weather On earth。  1[JSing

the standard Of 3 feet Of elevatiOn per inile Of latitude, its elevatiOn Of 20,320 feet at lati‐

tude 62 degrees nOrth makes it the equivalent Of a 14,500f00t(4,400m)high mountain

at the NOrth POle,Or a 27,400 foot(8,300m)high mOuntain at the latitude of Mt.

IE)verest. In addition, unlike for exarrlple the South Pole, it is only 150 nliles froIIl the

Ocean, and in the track of powerful storins circling the Arctic.

′
I｀ he  severe  weather  conditions  and  rapid  changes frequently  catch  clilnbers

unpreparedo As Of 1982 there had been 147 “incidents'' resulting in 41 deaths recorded

on the inountain;every year there are diSaSterS and near diSaSterS。  
′

「
he StOrlmL Of July 15

t028, 1967, which hit the expeditiOn led by JOe WilcOx, resulted in 7 fatalities and is

considered possibly the worst storin anywhere in■ lountaineering history.

The principal routes on this mountain are(except for crevasse danger)not technically

difficulti weather and altitude are the lnajor causes of trouble.

′
I｀ he potential for weather‐ related trouble has increased as inore clilnbers venture onto

the rnountain in wintere lParticular interest has been created in Japan by diSaSterS WhiCh

struck severa1 0f Japan's mOst famOus climbers during winter ascents of McKinley. In

1984 NaOHli UeIIlura, best knOwn fOr his s01o conquest of the North Pole by dog sled and

alSo haVing nuコ nerOuS Other aCCOnnpliShFrlentS aS a lnOuntaineer and eXp10rer, did the

first so10 winter ascent of McKinley(which was also the first ascent at the height of

winter, previOus winter ascents having been in March when days are longer and condi‐

tions relatively milder), but disappeared on the descent,and search operations were

halnpered fOr a w.eek by severe stOrm.s. In 1989, Noboru Yam.ada, attempting to becom.e

the first inan tO scale the highest inOuntains On 5 continents in winter, and his

companions, Teruo Saegusa and Kozo Kom、 atsu,were killed in a severe storm just below

Denali Pass.

lF｀01lowing these disasters, Yoshito■li Okura, a professional alpine guide having de―

ve10ped a keen interest in high lnountain weather since participating in winter attenlpts

on the North Face of Mt.Everest in 1983 and 1985(the latter attempt reached 8,500m,

the altitude recOrd On the north side of Everest in winter),undertook to organize an

ObservatiOnal prOgranl near the sunlinit of Mt. McKinley. 
′

「 he plan was to install auto‐

lnatic recording instrulnents that would be left in place for a whole year and thus obtain

a record of winter as well as suininer weather. In addition to the value for inountaineer‐

ing safety,it is hOped that the data frOm this prOgram will be useful to the ACARS data
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netwOrk fOr aircraft OperatiOns in Alaska, and by providing an additional point in a

sparse observational grid will possibly help to inlprove the aCCuracy of nunlerial weather

prediction.

With SanCtiOn frOrFl the JapaneSe Alpine club and initial suppOrt fronl Asahi Broad‐

casting Corporation, which produced a docurnentary, an expedition under Okura's

leadership was organized in 1990, and instrunlentS installed at the site of a rock outcrop

at an estimated altitude of 5,710m (18,735■ )above Denali Pass, a bit off the climbing

rOute on the ridge leading to the South Surrlinit.

′
Iヽ he instrurnents installed in 199o included an aerOvane_type aneinOrneter, and 2 plati‐

num resistance thermometers. The anemometer was mOunted at a height Of abOut l.5m

on a stand made of angle iron(before departure,then disassembled fOr traVel)by the

climbers. One thermometer was mounted under the anemometer, in a plastic sports

drink bOttle cut Open at One end.Data w'ere recOrded in Data Mark data loggers made by

IIakusan Corporation, inside a plastic bucket for protection frOnl crows, and buried be‐

neath abOut O.5m (2 feet)of snow. The second thermometer was inside the recorder

box。

′
I｀ he angle iron stand was secured by guy lines, but in deference to a request froIIl the

National Park Service, bolts were not used.

A recOrd Of wind speed was Obtained frOnl June thrOugh Novenlber, 1990. In

November, fo1lowing several severe storm.s, the rig blew down and recording of wind

speed stoppedo Although theoretically the wind over a rnountain iS StrOnger than the

wind in the surrounding free air due to the airfoil effect, the wind recorded on the rrloun‐

tain was weaker than winds at the sarne altitude over Anchorage, lF｀ airbanks and

McGrath(kindly prOvided by National Weather Service forecaster Ted Fathauer)。 Sus‐

pected causes include thickening of lubricating oil at low tenlperature, and possible er‐

ratic response of the aerovane to sudden changes of wind direction in strong lurbulence。

Wind direction data were clearly erratic and were discarded.

′
renlperature data continued tO be recorded thrOughout the year, with the lowest being

-58.2° C(-72.8°F)on February 3.The excellent perfOrmance of the Data Mark log‐

gers and the lithiunl batteries is considered the rnOSt iFnpOrtant aCCOnlpliShrnent Of the

first year's observations.

A second set of instruments was installed in 1992. This time light weight 3‐ cup ane―

lnollleters、 A′ ere installed in place of the aerovane. It is hoped that they will be rnore re―

sponsive to rapid changes in wind speed, and that the tenlperature will relnain low

enOugh sO that the cups dO nOt fill with wet snOw Or iceo Light weight wind vanes are

used tO lmeasure direction. An air pressure sensor was also installed this tiine. 
′

「 he rig‐

ging was professionally designed and built, in a broad‐ based pyranlid shape for

stability, and lnade of aluininunl tubing coupled with U‐ clalllps rather than bolted angle
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irono With the previous failure having deI1lonstrated the need, perIIlission was granted

to use bolts(which in any case are routinely permitted in the park br mountain

climbing)e So although there is no guarantee of success in the severe environment,there

is significant ilnprOvenlent over the 1990 rig.

′
I｀ he data loggers were installed in a strong folding plastic packing carton, which is

lnore convenient to carry and use than a bucket, and will hopefully be strong enough to

resist crow attacks.

With instrurnentatiOn, tools and a 50kg support rig to carry in addition to rnoun‐

taineering equip■lent, and with one rrlenlber having to cancel out due to circurnstances at

wOrk, each Of the 4 clirnbers in 1992 had tO carry and pul1 60kg up the lKahiltna Glaciere

After the second camp above the landing point at 3,100m (10,200 feet), caches were

used and the equiprnent carried up in relays. 
′
rhe ascent, by the west lButtress route,

t00k frOrn June 10 t0 22, the surrlrrlit being reached on the night of June 22, during a

break in generally bad weather, after the equipΠ lent installation was coIIlpleted. The

party was at the landing pOint On June 27 when Mount Spurr erupted, depositing ash on

the glaciers. IF｀ ortunately very little fe1l on the runway, and it was possible to fly out.

weather On the inOuntain this year was particularly bad, with a recOrd 13 deaths as of

July l.

Instrumentation (1992)

Instrument Quantity Remarks (Manufacturer)

Platinum thermometer 4

3-cup anemometer 2 Both analogue and pulse

outputs (tvtat<ino)

Wind vane 2 Potentiometer type (tvtatino)

Air pressure sensor 1 (Vaisala, modified for high

altitude by Makino)

Data Mark logger 4 LS-3000 (Hat<usan)

Peak hold unit 1 (Hakusan)

Lithium battery pack 5 (Hitachi-Maxell)

Stand I (Iida)

Three of the Data Mark loggers are set to record every 30 minutes, staggered 10

minutes apart so that if all work correctly data will be obtained every 10 minutes.

The fourth logger is connected to a peak hold unit and records extreme values in

each 60-minute period.
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Expedition Members

1990

Yoshitomi Okura (leader )

Eiho Otani (director TV cre*)
Akira Kiuchi

Manabu Hirose

Motoki Kodama

Taijiro Maeda (fV crew )

Fumihiko Yamanushi (fV crew)

Harold Solomon (landing point observations, liaison)

1991 (dutu recovery only)

Yoshitomi Okura (leader)

Toshihide Haruki

Shigeki Nishikawa

1992

Yoshitomi Okura (leader)

Atsushi Hasega*a (directed instrumentation work, canceled from climb )

Makoto Nakamura

Shin'ichiro Chiba

Kiyotaka Tanaka

Harold Solomon (landing point observations, liaison)
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REPORT ON JAPAN CHINA C00PERATIVE EXPEDIT10N TO NAMCHA
BARWA 1991

SHIGEHIRO Tsuneo

1. Purpose of Expedition

1) To climb Namcha Barwa, the highest unclimbed peak in the world

Z) Develop friendly relationship between China and Japan, and promote climb-

ing techniques

2. Climbing Plan

1) Climbing route South ridge via Naipun

Z) Climbing period 29th Sept. - 30ttr Nov. 1991

3) Climbing style Polar method without oxygen

3. Composition of the team

DUTY

General Leader

Deputy Leader

Team Leader

Climbing Leader

Member

Manager

Medical Doctor

Interpreter

JAPAN    CHINA   YOMIURI    NHK

(CHINESE) (CHINESE)

IALTOT

Liaison Officer

Kitchen Staff

Driver

High Altitude

Porter

Low Altitude

Porter

Newspaper Staff

T. V. Staff

Radio Engineer

1

(CHINESE)

(CHINESE) (CHINESE)

3

4

11

１０
　
　
Ｈ
　
４
　
１

A30

10 29 70Ｈ

⑥

２ｏ

０

TOTAL

(CHINESE)(CHINESE)



ACTION PLAN
We diVided the dimbing periOd intO three StageS OVer a 10ngrang plan。

As follows:

First Stage   Establish a Base Camp― the Advance Base Camp.Make a route

up tO``Rabakou".

SecOnd Stage  Establish Canlp 2. IPlan a rOute and carry equip■ lent and food to

Camp 4/5.

Third Stage   Establish Cam、 p5。 Plan a rOute tO Cam、 p6. And attempt to reach

the sunllnit.

DETAILS OF THE AVALANCHE
Scale ofthe avalanche  I)epth

Width

Length

Altitude

30-80cコn

150-200rn

50-―‐801n

ArOund 6,250-6,200m

壁匹二L量型重主堕聖望

13 : 10 Takami, the climbing leader, reported that they had reached the

Plateau.

13 : 15 Received report on the condition of the upper slope from Onishi.

13 : 40- Avalance occurred and Onishi was reported missing. Giving
13 : 45 

artificial respiration to Onishi.

14 : 15- Confirmed Onishi was deceased.
14:20

14 : 40 Asked Mr. Shimada of Yomiuri Newspaper to contact Mr.

Yamada, General Leader, in Lassa and Tokyo .

15 : 15 Instructed Dr. Kojima to climb to Camp 2 in conduct an inquest

on Onishi's death.

l5 : 25 Reported from Takami that they stowed the dead body at the

point of 5 ,850m .

Attempt to reach summit

On 19th Nov. the first attempt party set up Camp 6 at the lowest col of 6,700m

and a route up to 7 ,230m.

On Z}th Nov. the party left Camp 6 for the summit. It had been snowing that

morning and the party could not be seen from Camp 5. The Climbing Leader

Takami reported that the party was reaching around the 7, 500m point on the steep

slope. It was still snowing and the visibility was very poor because of a dense

fog. They reported that many avalanches were breaking by their steps. We de-

cided to return to Camp 6 and then deposited the climbin g gear at the point of

7, 350m.
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On 21st Nov. the members of the first attempt party took a whole day's rest at

Camp 6 since the weather was poor and all of them were exhausted because of hard

climbing over several days. Food and fuel were supplied to Camp 6 from Camp 5.

On ZZnd Nov. six members of the first attempt party, consisting of three Japanes

and three Chinese, left Camp 6 under a brightly shining fuIl moon at 4 : 20 in the

early morning. Takagi began to traverse the rock-band where they had reached the

previous climbing duy. Unsettled snow on the rock-band forced the members to

take much time. Meantime, weather condition had gotten worse. At 13 : 40 the

party was seized with the snow avalanche. Each member droved their ice axes into

the snow slope and held to fixed rope, not to be swallowed up by the avalanche.

Some members lost their equipment such as sunglasses. Most members got frost-

bitten lightly on their hands and feet in the bad conditions. Eventually we decided

to make a retreat from the attempt at 13 i 00 and got back to Camp 6. The altitude

7 , 460m was the highest point we could reach in this attempt.

JAPAN GUNMA WINTER:MT◆ SAGARMATHA SOUTH― WEST FACE EX‐

PEDIT10N 1991-'92

OGATA Yoshio

The Gunma Mountaineering Association (CUe) was founded in 1941 , and the acti-

vities sponsored by the GMA cover a wide range of mountains in the world. In the

Himalayan area, the GMA has sponsored 7 climbing expeditions, including climbs to

the summit of Mt. Dhaulagiri I (8, 167m, the first ascent of the S. E. ridge) and

Annapurna I (8,091m, the first winter ascent of the South Face) .

In 1991 , the GMA sponsored a climb to the route of the south-west face of Mt.

Sagarmatha (Everest 8,848m) in winter which the British team failed in 1975, and

this plan was made in commemoration of the 50th anniversary of the GMA foundation.

Mr. Hikaru Hoshino, the president of the GMA, was the General Leader of the Ex-

pedition and Mr. Kuniaki Yagihara, the chairman of the Overseas Mountaineering

Committee of the GMA, was the Leader. The team consisted of 15 climbing members,

not including the General Leader and the Leader.

For the preparation of this expedition, each members trained himself separately at

Kangchenjunga, The Broad Peak , Nun and Pamir in spring and summer. Our team

was divied into four parties and stayed in Kathmandu from 3rd Oct. to 21st Oct. Af'

ter that, we trained for the acclimatization at the 5,099m high peak behind Pheriche

and at Pokalde Peak (5 ,806m) opposite Lobuche.
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We set up the Base Calmp on the Khumbu Glacier at an elevation of 5,35011l on llth

NOve we started IIlaking a rOute tO the ice_fall tOgether with two lKorean explorers to‐

ward the South Plllar and the South(Col on the saIIle daye We finished IIlaking a route

fOr the ice_fall by 16th Nov. Having trained for the acclimatization for 6,000m, we

carried Our 10ad up tO Calnp l frOI11 20th NOv.t027th Nov.

.A■er three days rest, we started winter climbing tO the South‐ West Face of Mt.

Sagarmath on lst Deco We established Camp l a top of an ice‐ fall at an elevation of

6,020Ⅱl on the saine day.

The next day,we pitched Camp 2 on the Western Cwln at an elevation of 6,500m。

At the elevation of 6,700m,we found a big“ schrund''base at the SOuth_West Face

which had to be got over before we crossed it through a narrow gap. 
′
rhe upper part

Of the ``schrund'' looked like an easy ice‐ snow slope and its average gradient of the

slope was 35°  approxilnately. Nazuka's party stretched 8.5 pitches of the fixed rope

On the upper part Of the``schrund''On the 2nd and 3rd I)ec.

We established Cainp 3 below the big rock just like a warship at an elevation of

6,900m on 5th Dec.

We stretched 23.5 pitches of fixed ropes fronl Calllp 3 tO Canlp 4, and the average

gradient Of the s10pe was apprOxllnately 40° . Canlp 4 was pitched on a slope just be‐

low the Grayish Turm.at an elevation of 7,600m.on llth Dec. The artificial camp

stage was used fOr Camp 4。 On the saimie day, Nazuka's party started route m.aking for

Carnp 5。  
′

「 hey extended the route 17 pitches up toward the left``couloir''cutting into a

rOck band frOΠ l llth t0 14th iDec.

′
I｀he next day,(1)gata's party extended the route one inore pitch up, and they

reached the entrance Of the``cOu10ir''. 
′
rhey went up sOnle l.5 pitches of narrow gully

tO the anlphitheatre at the top. 
′

「 he ``couloir''has a width of three or four ineters, and

a small chockstone(almost covered with snow)hindered in the“ couloir".The aVer‐

age gradient Of the ``cOu10ir'' was apprOxilnately 50° 。 
′

「 hey reached at the elevation of

abOut 8,300m just below the Ramp.On the very steep rock face we found an old fixed

rOpe which presunnably be10nged to the 1975:British expedition tearrl.

(E)n16th iDec., at length we acconlplished overconling the key point of the rock band

successfully。 ()gata took over and led up the rock face, tending slightly to the right to

gain a rarllp.()gata went up the raIIlp, taking care not to drop a stone. On the rarFlp

there were loose and brittle rocks. lHe extended the route one ttnore pitch up on the

rannp e

On 18th Dec。 ,Hashilnoto's party stretched for another short pitch,until they were

alinOst sure that the way was clear tO reach the site fOr Carrlp 5 at an elevation of

8,35olm.They fOund the rem.ains Of British teain's Ca■ lp 6 in that place。

0■ 21st E)ece, 0'gata's party atteinpted to put up Camp 5 but failed. The tent poles
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were broken by the cold and strong wind. Then the real cold winter visited the

mountain.

On 25th Dec . , w€ were compelled to evacuate from the Cam p Z to the Base Camp .

After five days rest, w€ started climbing again, but we suffered from the strong wind

almost everyday in January. We went up to the upper camp but again we came down

to Camp 2 without any result.

On 8th Jan. , we set up Camp 5 (8, 350m) , and Nazuka and Sato stayed the first

night there. Next morning they had to go down to Camp 2 because the night at Camp 5

was too severe.

On 15th and 29th Jan. , two parties reached at Camp 5 again, but they could not

continue to climb up higher than to Camp 5. Sherpas refused to supply the goods to

Camp 5.

When February comes the gales set in. We resolved to give up climbing on the 9th

of Feb. All members and sherpas came back to the Base Camp safely on the next day.

Most of the 83 climbing days were spent just waiting for the wild wind to calm down.

ASCENT OF TIRICH MIR

SUDO Tateshi

On 1st of July 1991 Saito, Suddo, Horie, Funao, Oda, and Yamaguchi visited

Adventure Training Centre, which is situated at the resort city of Abbottabad. The

both sides of Japan-Pakistan Joint Tirich Mir expedition met each other for first time.

Six Pakistani climbers participated in the expedition. Sajjad Shah is deputy leader .

Ata-UI-Haq , one of the few experienced Pakistani climbers, stood on the summits of

Nanga Parbat, Gasherbrum II , and Sia Kangri, joined this time as liaison officer.

After four days caravan journey, otr lzth of July the main body of the party reached

bend of the Upper Tirich glacier (4,800m) , and built Base Camp. Climbing of Tirich

Mir was commenced on the following day.

Camp 1 and Advance Base Camp were pitched respectively at 5 ,800m and 6 ,400m .

Luggages of higher camps were carried up by Z4th, and members descended to Base

Camp to take five days' rest. Miyagawa , Matsuda and Dokai of the rear group arrived

at Base Camp to join the main body.

On 30tfr Sudo, Horie , Funao, Oda, Atta , Tayyab and Nadeem left Base Camp.

They built Camp 3 at 6,800m on the crevasse-ridden upper end of the glacier, and

spent two days to cut open fifteen pitches of way on the ice couloir culminating in the

col between the summit and West Peak . Camp 4 was built on the col .
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Seven clilnbers started on 5th to assault on the suⅡ linit. :But 
′
I｀ ayyab slipped at

7,400rFl and fell tO the :Lower Tirich glacier. Fortunately he was found lain in a cre‐

vasse 4001m 10wer dOw■ . He was hardly hurt and able tO be carried dOwn to Calmp 3.

Renlaining three clilnbers ascended to Camp 3 to m.eet others. 
′
rayyah was safely res‐

cued doヽwn to Base Camp on 6th.

On 9th Horie, Funao and Atta ascended tO Camp 4 and went on the second suinnlit

assault On 10th。 
′
I｀ he heavy wind brOke tent pOled at Cainp 4, and they could not cut

the way up and were conlpelled to return at 7,450nl and arrived at Carnp 4。  Atta got

frostbitten on both feet and he returned to lBase Canlp on the following day.

On 10th Sudo, Miyagawa, Matsuda, Oda and Dlokai le■ Base CaΠlp and clilmbed to

Cainp 4 on 13th. On 14th Sudo, Miyagawa and Matsuda started on the third assault,

but it t00k t00 1nuCh tiIIle tO find Out the Way On the rOCky arete leading tO the SurlllmLit.

A.■er climbing 4 pitches it became t00 1ate,and they were fOrced tO return。 ()n15th

Sudo and Miyagawa lmanaged tO climb the rest Of 4 pitches On the arete, and finally

reached the sumit(7,708m)at 2 pm.

In the mOrning Of 16th DOkai at Camp 4 was seriOusly affected with cerebral edem.a

and he could not walk by him,self. Rescue OperatiOn was begun without delay. Dokai

was carried dOwn tO Camp 3,where Horie and Nadeem joined the group.At Advance

Base Camp Sajjad ioinede Camp 3 and Advance Base Camp were removed and they

bivouaced at 6,100m.Dokai was carried down to a place some l,200m10wer dOwn,

and he considerably recovered by the follwing nlorning. The party could carry safely

him back to Base Camp.As a member Of the rear group Miyagawa came to the moun‐

tain rather late.He cOuld tread On the sulmnlit 19 days after he reached Base Camp.

′
I｀ he SeCOnd ObjeCt Of Our eXpeditiOn WaS tO FlihilniZe the VOlurrle Of rubbiSh and tO

carry out the luggage as inuch as possible. IBecause of unanticipated happenings of in‐

cidents at higher camps, we were unable to attain completely the objecte We were

cOnlpelled tO leave s011le Of equiprnents and f00ds On the n10untain。 ()ne tent Of Carnp 4

and provisions at Canlp 3 and Cainp l were thrown into crevasse of the glacier

nearby,and rations at Advance Base Camp were left on snow since we could not find

Out crevasse in the neighbOurh00d.(Clirnbing rOpe fixed at 23 pitches on the steep

slope was lefte

While w'ew・ ere climbing, all garbages w・ ere carried do・ wn to Base Calmp and burned

there. EInptied tins and garbage found on cainp sites of previous expeditions w.ere

cleaned up. Emptied tins were pressed compactly, and together with inflammble

wastes,those were transported back to Abbottabad by three special porters。

On 26th August a1l of us were invited to the reception party given by the President.

I handed over the piece of stone to the Presindent which l picked up at the suinnlit of

Tirich Mir, and reported hiln the results of expedition. Japanese ineinbers left Pakis―
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tan on 31st of August
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ナムチャバルワの気象 (1991年 )

ナムチャバルワの気象 (1991年 )

奥 山  巌

1。 まえがき

1991年秋, 日本 0中 国合同登山隊はナムチャバルワの登山を行った。しかし悪天候に

はばまれ登頂には成功しなかった。

以下の報告はBC(3520傷 )か らC5(6900仁)ま での天気を重廣登攀隊長からいた

だいたので,こ の間の気象を上層天気図などと比較,検討してみた結果とそれに関連し

た調査結果である。

2.300,500mbの気圧の谷と天気との関係

第 1図 は上が300mb(那 曲 北緯31.5度 ,東経92.0度 付近)と 500mb(ラ サ 北緯

29.5度 ,東経91。 0度付近)の高度と気温,中が那曲の300mbと ラサの400・ 500mbの 風 ,

下が登攀中の天気とコメントである。

まず,下の天気を見てみよう。10月 中旬まで天気が曇 りがちなのはモンスーンの影響

があろうが,その後の天気はだいたい気圧の谷通過のとき崩れている (谷接近につれ天

気悪化 し,通過 とともに回復 している)。 気圧の谷は300～ 500mb各 層 とも少 しのずれ

はあるが (だいたいは上の方が後にずれている),ほ ぼ同時に通過 している。

しか し10月 14～ 15日 の悪天のみは,300mbで みると気圧の谷ではなく,気圧の峰の

ところの悪天のようにみえるが,500mbを細か く見ると,や はり気圧の谷は通過 してお

り, しかもこのときは南からの湿ったベンガル湾気流 も関係 している。

気圧の谷と天気の崩れは割合よい一致を示すが気圧の谷の構造は単純なものばか りで

ない。その何例かをとりあげ解析 してみた。

3。 気圧の谷の解析例

① 10月 13～ 16日 の例

500mb(第 2図 )をみると,10月 13日 は西から谷が接近,こ れとともにベンガル湾か

らの南風が山へ直接入りはじめた。この谷は14～ 15日 にかけて山へもっとも近づき,15
日夜は弱まりながら東へぬけた。この谷の通過に伴って,南から暖湿な気流が入ったた

め山はかなりの降雪となった。とくに雪崩遭難の起った (16日 ),山 の稜線の風下斜面

では50事
ン
傷前後もの降雪があった。

その後,ま た別の深い気圧の谷がインド西部へ進んできたが,こ の谷は西の方では深

くとも東へ進むにつれ弱まり,山 を通過したのは17～ 18日 。山の上の方では18日 に雪が

降っているが,こ の影響であろう。この谷の接近のため,山では16日 も南西風となった

が,天気はよかった。
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ナムチャバルワの気象 (1991年 )
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(1) 10月 13日  12Z

第 2図  '91.10.13～ 16

500mb天気図
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(2) 10月 14日  12Z



ナムチャバルワの気象 (1991年 )

・３
　

Ｈ

(3) 10月 15日  12Z

10月 16日  12Z

実線 :等高度線 (m;60mお き)

破線 :等温線 (°C;3° Cお き)

二重線 :気圧の谷

矢可可根 :L_10KT (5m/s)

データ :上から高度,気温

アミ部分は高度3000m以 上
△ :ナ ムチャバルワ

(4)

(注 )
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これはスケッチ図上の500mbの ように,南からの暖湿気流は北西方にある深い気圧

の谷へではなく,その南側にある強風軸に伴う南側の気圧の谷の前面へ入るため,悪天

域は深い気圧の谷よりも前に現われることが多い。300mb(ス ケッチ図下,ま たは第 3

図)では南の気圧の谷は表現されず,西からの気圧の峰の東進の方が強く表現されてい

る。16日 好天になったのはこの峰が山の上に重なったためでもあろう。しかし,14～ 15

日の悪天は500mb以 下の下層の現象であった。

② ll月 4～ 6日 の例

第 4図の300mbを みると,西から接近する谷ははっきりしているが,細かくみると

谷は 2つ ある。Aの谷は4～ 5日 にかけ山の南側を通過。Bの谷は山の北西方から南東

進しており,こ れが,5～ 6日 通過した。しかし40事
ン
傷もの大雪が降ったのは南側の谷の

通過に伴ってで,北側の谷では降雪量としてはそれ程ではない。

この例でも気圧の谷は二段構造を示し,よ り悪天域は主な気圧の谷の南東側にある気

圧の谷の方である。前例と同じく下層の暖湿気流は南側の谷の前面に入るからである。

とくにこの例では4日 12Zの 500mbの 風が弱いながら南東風を示している (第 1図 )。

500mbも の上層で東よりの風を観測することは上層まで低気圧性循環のあることを示

しており,それだけ伴う上昇気流も強く,こ のため降雪量も多くなったのであろう。一

方北側の主な谷の方は,上層寒気中心に対応するもので,こ の方は大気を不安定にさせ

降雪をもたらすが,それほどの降雪量はなく,風 も比較的弱いのが普通である。

③ ll月 19～ 21日 の例

この場合も,気圧の谷はいくつかある。 (第 5図)一つの谷 Aは 19日 夜通過。つづい

て Bの谷が20～ 21日 にかけ通過したが,こ の方は前の例と同様,南北 2つの二段構造

を示していた。北系の最後の谷 Cがぬけたのは21日 朝であった。これに対応して山で

は19～ 21日 にかけて降雪となった。

④ ll月 14～ 22日 の強風,流雪について

11月 14～ 18日 にかけての300mbの 風は70～ 80KT(ノ ット)を示し物凄い強風であっ
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②
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月
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日

ナムチャバルワの気象 (1991年 )

第 3図  '91.10.14～ 16

00Z

(注)実線 :等高度線 (120

mお き),

破線 :等風速線 (KT,20
KTお き),

二重線 :気圧の谷

ジグザグ線 :気圧の峰

矢】コ根 : L__50KT (25m/s)

L10KT (5m/s)
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た (第 1図 )。 これを反映 して登山隊もしばしば強風のため停滞を余儀なくされていた。

19日 以降になると深い気圧の谷接近のため,21日 にかけて天気は崩れた。

しか し風そのものは300mbで は,それ以前 と比べると弱まっている。それで も40～

50KTは あったが,肝腎の400mb(7500mく らい)の風は20～ 30KTと 弱い。あるいは

これはチベ ット内陸のラサの風だから弱いので,山 の稜線では300mbに 近い風が吹い

ていたのかも知れない。

とにか く登攀隊のビデオを見ている

と,山頂直下のロックバンドでは,下か

ら吹き上げる強風のため雪が下から吹き

つけ,登山が難航 している様子がよく撮

られていた。

これはその場所が上空を吹 く強い風の

風下の逆風帯に位置するためであろう。

山本三郎調査の富士山気流図 (第 7図 )

では,風向に対 して側面が強風帯,真後

ろが逆風帯,強風帯と逆風帯の間が突風

帯 (つ むじ風帯)と なっているが,こ の

=⇒
、_〉

場合,主風向が西～西北西風なので,ロ ックバンド付近が丁度逆風帯～突風帯に当って

いた。

また,山の風蔭では地形の影響で逆風にも当りにくい所があるが,そ こでは無風状態

になることもある。16日 ,21日 ,24日 のC6の風弱しという記事はこの無風帯に入った

ことを示しているのであろう。

⑤ 300mbの 強風と気温について

第 1図の中段の風は300mbの 風であるが,こ こで70KT以上の強風についてはV,ま

たは一ヽ―をつけてある。ここで注目すべきことはVは単発的な強風であるが,こ のとき

は大体上層の気圧の谷 (上層寒気南下)に伴う強風である。一方― の方は,気圧の谷

通過後,気圧の峰が接近する場合であって,気温も上昇している。すなわち亜熱帯高気

圧 (サ ブトロピカル ハイ)の張り出しに伴う強風であって,こ の方がより強く,よ り

長期間つづく習性がある。

筆者は前に「上層の強風と気圧の谷との関係」について報告したが,そのときの解析

には日本付近のデータを用いた。日本付近の上層の強風の場合,気圧の谷 (上層寒気南

下に伴って現われる)通過前後に現われる回数の方が,亜熱帯高気圧張り出しのときよ

り多かった。

強風は等高度線の間隔が狭くなるとき (空気の流路が圧縮されるとき)起る。それは

寒気南下,暖気北上の双方で起る。寒気南下の場合,南下しすぎると,寒気内の弱風域

に入ってしまうし,ま たその南下のし方によって強風は,谷の前で起ったり後で起った

りする。しかしこの場合,強風は割合短時間ですむことが多い。

しかし暖気北上,亜熱帯高気圧の張り出しの方は,よ リスケールが大きく,ヒ マラヤ

C4

つ つ
強風帯

(突風帯 )

逆風帯△ゝ
C6

ロックパンド

ゝ
Ｃ３

ｏ
医
１
１
１

／
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ナムチャバルワの気象 (1991年 )

第 4図  '91,11.4～ 5

12Z

300mb天 気図

の場合,起ると3～ 4日 はつづく傾向がある。第 6図がその一例 (1991011・ 12～ 13)であ

る。12日 夜気圧の谷通過中は谷の中の弱風域に入ったため風は弱まったが,通過後の13

日になると南から亜熱帯高気圧が北へ張り出し強風となり,18日 までの 6日 間も70KT

以上の強風がつづいた。

気温の方をみると,12日 は低かったが,12日 夜から上 り出し,13日 朝にかけ約 5°C

の上りを示している。そして強風の吹く問,気温は高めであった。 (か えって15日 夜,

弱いながら気圧の谷通過,気温が下がったが,こ のとき風はやや弱まっている)。

このようにヒマラヤ付近については,寒気南下の場合よりも暖気北上の方が回数も多

く,かつ顕著のようである。

先に大蔵喜福は気温上昇は強風発現の前兆となると指摘されたが,ヒ マラヤに関して

はこのタイプの強風がかなり多く発現するようである。1991年秋はとくにこのタイプが

多くどうやら年によるくせもありそうである。また他の地域ではどうかも含めて, もう

Ｏ
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ナムチャバルワの気象 (1991年 )

(2)

11

月
13
日

第 6図  '91.11.12～

13  12Z

300mb天 気図

少 し調査をつづけていきたいと思っている。

4。 東経90度線にそう強風軸の南北変動

夏から冬へ移り変わる時期,300mbや 500 mbの風はどう変化しているのであろうか。

このことをみるため,1991年 8月 ～1992年 3月 の 300 mb,1991年 8月 ～12月 の500mb

の北緯65～ 23度の各緯度 5度 ごとの代表観測点における,旬別の平均風速を出してみた

のが第 1表である (代表観測点の毎日12Zの風速の平均)。

300mbで みると,夏の間 (8～ 9月 )は北緯40度付近に比較的強いものが停滞してい

るだけだが,10月 になると北緯55～ 65度の高緯度により強いものが現われ,同時に北緯

40度付近にあった強風軸が北緯30度付近へ南下強まった。11月 になると強風軸はそれぞ
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第 7図 北西季節風時の富士山気流図 (山 本三郎)

れさらに北緯55度,25～ 30度付近へ南下。12月 以降は北のものより南の方が強まり, と

くに南のものは25度 を中心に80～ 100KT,ま たはそれ以上を示す。

一方500mbの 方は300mbと 傾向はほぼ同じだが風速は弱い。しかも30～ 35度付近は

チベット高原の影響で,風はさらに弱めに出ている。

10月 中旬までは強風軸はチベット高原の北 (40度付近)で停滞しているが,10月 下旬

になると急に25度付近へとチベット高原を飛びこして南下。真冬になるとさらに南下停

滞するようである。

風の強さからいうと,秋の間は低緯度 (25度)の方より高緯度 (50～ 55度)の方が強

いが,真冬になると低緯度の方が強まってくる。

問題の32度付近に注目すると,500mbで この付近が強まるのは10月 中,下旬頃。チベッ

ト高原の影響で強風軸がこの付近を南下するときも,こ の付近の風は比較的弱い。しか

し冬になるにつれ低緯度の強風軸の強さが増すにつれ35度付近の風速も増大してくる。

真冬 (1～ 2月 )に なると,300mbで は25度を中心にその風速は80～ 120KT(40～ 60m/s)

という猛烈なものとなり,32度付近でも50～ 80KTと なる。もちろん周期的な気圧の谷

の通過や南の亜熱帯高気圧の強弱によって,よ り強いときもある代り, ときにはぐっと

弱まるときもあろう。しかし平均的には冬期は猛烈な風の吹くときの方が多くなるとい

えよう。

5。 まとめ

1991年 10月 ～11月 の2カ 月間のナムチャバルワの気象と前に行なわれた1988年 3～ 5月

A48



緯度

'91～
65 62 57 52 48 43 39 32 26 23

8

月

上 旬 42 56 43 42 47 50 51 16 11 21

申旬 21 33 34 51 46 35 44 20 18

下 旬 33 28 34 31 43 61 55 18 14

9

月

上 旬 26 18 28 43 40 38 49 31 11

中 旬 35 31 34 39 50 56 60 30 10

下 旬 31 40 35 38 37 二生二 39 41 30

10

月

上 旬 59 58 58 31 27 48 53 55 28 11

57 42 45 42 35 48 51 64 39 16

下 旬 53 65 72 57 46 32 19 62 51 30

11

月

上 旬 59 49 35 69 45 46 38 62 63 40

45 49 41 27 26 29 35 63 59 51

下 旬 25 43 59 54 57 48 40 60 75 67

12

月

上 旬 19 39 70 66 54 52 34 54 59 57

中旬 31 40 53 59 76 68 51 50 41 52

下 旬 70 63 51 40 46 39 37 75 90 85

1

月

29 59 56 48 44 42 50 64 73 85

申旬 69 61 56 44 29 35 40 49 78 80

下 旬 48 43 53 62 65 56 55 49 57 70

2

月

上 旬 47 43 37 33 32 38 47 56 89 87

30 37 51 33 32 33 45 81 120 95

下 旬 31 52 50 40 53 36 21 44 68 87

3

月

上 旬 45 43 47 41 49 49 49 85 71

中 旬 42 30 38 36 57 51 55 55 70 58

下 旬 65 73 74 49 39 68 70 66 74 59

第 1表 (1)300 mb風速の緯度別、月、旬別平均風速 (KT)
('91.8月 ～'92.3月

)

(注)風は毎日12Zのみの平均、一 風速の極大、一―一次位

風速はKT(ノ ット)、 m/Sはその 1/2。

第 1表 (2)500 mb風速の緯度別、月、旬別平均風速 (KT)
('91.8月 ～12月 )

ナムチャバルワの気象 (1991年 )

緯度

'91
65 62 57 52 48 43 39 32 26 23

8

月

上 旬 24 32 29 28 23 23 14

中 旬 17 21 33 25 24 15 15 12 10 13

下 旬 23 24 14 19 25 35 20 11 16

9

月

上 旬 20 15 25 25 27 24 25

中 旬 26 19 20 22 29 26 23 10 8

下 旬 22 25 23 24 21 26 18 11 15 12

10

月

上 旬 38 36 34 21 19 21 23 16 15 10

申 旬 39 39 37 30 24 20 23 19 19 14

下 旬 35 46 55 41 30 20 10 16 27 19

11

月

上旬 33 34 38 38 34 24 27 17 35 26

中 旬 38 37 35 31 19 16 18 21 38 24

下 旬 19 33 46 50 46 32 26 27 41 39

12

月

上 旬 17 24 42 50 40 24 27 19 31 32

中 旬 21 32 44 33 43 41 37 24 21 19

下 旬 42 41 37 24 23 20 20 19 53 51
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のチョモランマの気象を解析してみた結果および中島の報告などでは, ヒマラヤの悪天

は上層の気圧の谷通過とはほぼ対応するといえる。しかし気圧の谷も細かくみてみると,

単独で通過するもの,南北の二段構造を示すもの,ま た谷も浅いものや深いものがある。

また谷の通過が山の真上を通るもの,北方を通るもの,南方を通過するもの,ま た南か

らの下層暖気を伴うものなど,い ろいろあり,山への影響はこれらの複合作用で決まる。

しかしモンスーン終了後,上層気圧の谷通過のときの山での大雪 (降雪10cm以上)

となると,南からの下層暖気の流入が重なるときとか,500mbで も低気圧が表現され

るほど気圧の谷が深いときとなる。

しかも事後の解析ではもっともらしいことをいえても,事前の予測となると一層難し

い。

気象庁は北半球500mb天 気図については一週間先までの予想天気図 (電子計算機で

の計算)を 作っているが,ヒ マラヤ付近は500mb近 くまで大きなチベット高原がある

ため,そ の影響をうけて他地域より予測精度は落ちる。300 mbの 方が地形の影響のう

け方は少ないが,こ の方は24時間先までの予想天気図しか作っていないし,300mbだ

けだと前に述べた1991年 10月 13～ 15日 の例のような500mb以 下の現象は予測できない。

このためヒマラヤの天気予測を行うには,ま ず第 1に は,気象庁の計算機による予想

上層天気図を利用して行うが,ヒ マラヤ付近では予想天気図の精度が不十分なので,現

地の気象の変化,気象衛星の雲画像からの雲の動き,現地周辺の高層観測所における上

層観測値そのものの変化などを注意深く見て,次に来る気圧の谷の構造,強弱,速度な

どを推測し,予想天気図を補正して使うことが,今のところの最良の方法であろう。そ

れ故今後はヒマラヤヘ出かけられる方は,その気象データを是非科学研究委員会へ提供

していただきたい,と お願いして結びとします。

(日 本気象協会 日本山岳会科学研究委員会委員)
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落石から身を守る基礎知識

岩 船 昌 起
(東北大学・理学研究科)

I は じめに

落石により,命を落とす登山者は数多い。一昨年の夏,男女二人のパーティーが前穂

高岳・北尾根Ⅳ峰を登っていた。 トップの男性は,突然発生した長径 3m以上もある巨

大な落石に巻き込まれ,お よそ300m滑落した。筆者は,その時近くで地形調査をして

いたが,数十もの落石がすさまじい音を立てながら転がり落ちる光景に身震いした。あ

たりが静かになっても,彼の名前を繰り返し叫び続ける女性の声だけがカール内に響き

わたっていたことを忘れられない。

落石による事故を100%防 ぐことは簡単である。落石が発生する危険なところに近づ

かなければよい。もっと分かりやすく言うと山に登らなければよいのだが,そ うなると

大半の山小屋がつぶれ,多 くの人々が困る。日本山岳会もなくなり,私の文章もこれで

終わりになる。ところが幸いなことに (?)多 くの登山者は多少の危険を冒してでも山

の自然美に触れることを望み,「山に登るな」というナンセンスな忠告を聞かない。

落石の危険性を承知で山に登るからには,山でおきる事故の責任は登山者自身で負わ

なければならない。しかし,多 くの登山者は落石が非常に危険なものだということを把

握していないように思える。私たちは,落石事故を未然に防ぐため,落石という現象を

しっかりと理解する必要がある。

そこで本文では,登山者が自分自身で落石事故を防ぐ基礎知識として,落石について

地形学的観点から説明を行う。冒頭にも少し書いたが,筆者は穂高岳,涸沢カールの地

形を研究している。その都合上,落石に関する地形学的説明も涸沢カールでの研究結果

がもとになっている (岩船,未発表)。

Ⅱ 落石が頻発する涸沢カール

穂高岳は,前穂高岳,奥穂高岳,北穂高岳などの岩峰群の総称である (第 1図 )。 穂

高岳周辺には氷河地形が数多 く分布 し,古 くから多 くの研究が行われてきた (例 えば
,

今村,1940;式 ,1952:五 百沢,1962;Ito and Vorndran,1983)。 そのため穂高岳は
,

日本における氷河地形の模式地とされてきた。

涸沢カールは,穂高岳の東側斜面に位置する日本最大規模のカールである。涸沢カー

ルでは,裸岩壁 と崖錐の地形が非常によく目立つ。崖錐は,裸岩壁か ら生産 される

岩層がその脚部に堆積 してできた急傾斜の斜面である。より具体的に示すとザイテン

グラー ドに取 り付 く前のガラガラ斜面のような地形を崖錐 という。この崖錐を調べる

ことにより,過去に裸岩壁からの岩暦生産がどの様に行われてきたかを知ることができ
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る。

涸沢カールの地質は,吊尾根

の一部に閃緑斑岩が分布するの

を除き,裸岩壁のすべてが前穂

高岳溶結凝灰岩からなる (原 山,

1990)。 岩層生産など地形の形

成に関わることを論 じる場合 ,

地質条件を吟味 しなければなら

ない。地質の違いにより岩層の

生産の仕方が異なるからだ。 し

かし涸沢カールの地質はほぼ一

様 と見なすことができ,地質条

件をほとんど考慮する必要がな

い。

崖錐を調べることにより,現
在の岩層生産は晩氷期 (約 1万

年前)や ネオグラシェーション

期 (約 3千年前)に

比べて規模が小さい

ことが解った。生産

されたほとんどの岩

層は裸岩壁のガリー

内 に一旦蓄積 され

た 後,slush debris

flow(シ ャーベ ット

状の雪が雪面上の岩

層を取 り込み,高速

第 1図 調査地域の概念図

表 1 月別の落石発生数および落石発生頻度

落石発生数 崖錐上へ落ちた数 落石発生頻度 (観測目数)

5月 74回 5回 37.0回/日 (2日 間)

6月 57回 6回 11.4回 /日 (5日 間)

7月 59回 5回 7.4回 //日 (8日 間 )

8月 9回 1回 3.0回 /日 (3日 間)

9月 28回 3回 9.3回 /日 (3日 間)

10月 111回 6回 55.5回/日 (2日 間)

度で移動する現象)や wet debris■ ow(い わゆる土石流)に より崖錐の上部に運搬され

る。崖錐の上部はこの繰 り返 しにより現在 も形成され続けている。

裸岩壁のガリー内に堆積せずに,落石として直接崖錐にたどり着 く岩層の数は意外 と

少ない (表 1)。

Ⅲ 落石の地形学的な意義 とその研究方法

落石の定義についてここで再確認しておきたい。「落石」とは,岩壁から岩層が生産

され,自 由落下した後,下方の斜面に堆積するまでの一連の現象を示す。従って,堆積

する場所が裸岩壁のガリー内や崖錐であってもそれまでの現象は落石と見なすことがで

きる。また自由落下した岩暦そのものを落石という場合もあるが,本文ではそのような

ものについては「岩暦」と表現する。

多

ノ
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地形のでき方を考える場合,地形を構成 しているものが,どこで生産 し,どの様に運

搬され,堆積 したかということを明らかにしなければならない。落石は,運搬や堆積が

比較的単純に行われるため,岩層生産を直接把握することができる。 したがって,落石

の発生メカニズムを解明することは,岩層生産の仕組みを明らかにすることとなる。

ところで日本の高山地域での岩層生産には,凍結融解作用 (例 えば,岩体内部の水分

が凍結一融解することにより岩体が破砕される現象)が大きく関与 していると考えられ

ている (小泉,柳町,1982,Matsuoka,1990な ど)。 Matsuoka(1990)は ,南アルプス

間ノ岳において生産された岩層量の比較から,夏季 (6月 から9月 まで)よ り,凍結―

融解が繰 り返 し頻発する冬季 (10月 から5月 まで)の方がその生産量が多いことを明

らかにし,こ の岩層生産が凍結融解作用と関連 していることを示唆 した。 しかし,こ の

研究は蓄積された岩暦生産量と日周期で生 じる凍結―融解の回数との関係を調べたもの

であり,どの様な温度変化に対応 して岩層生産が行われているかということは具体的に

提示 していない。凍結融解作用により岩層生産が行われていることを明らかにするには,

日周期の凍結一融解に対応 したより小さなオーダーで議論する必要がある。

日周期の凍結―融解に対応 した岩層生産の仕組みを解明するには,少なくとも時間の

オーダーの精度で議論 したい。その点,落石の観測は,その発生音を記録することによ

り岩層生産の時間変化を明らかにすることができる極めて有効な手法である (Akerman,

1984)。

基本的に昼は連続的に,夜は 2時間ごとに 1時間落石の発生音を観測 した。発生音か

ら方角を推定 し,おおよその発生地点とその規模,発生時間,発生原因などを観測 し,

あわせて日射の強弱,ガスや雨の状態などその時の気象状況についても記録 した。観測

期間中,測定された落石のデータは,風や雨などノイズのほとんどない時に観測された

ものであり,ノ イズの多い時間帯や音が非常に小さくて不確かなものなどは除いてある。

Ⅳ 気象状況に対応 した落石の発生メカニズム

1.落石の発生と気象状況との関係

いくつかの観測例から,落石の発生と気象状況との関係は第 2図のようにまとめられ

る。左の縦軸は,1時間あたりの落石の発生頻度を,右側の縦軸は表面岩温を,横軸は

時間を表す。図の左側から,0°C以下に表面岩温が低下しない場合 (①～④),0°C以下

に表面岩温が低下する場合 (⑤,⑥)の順に説明する。

①曇りや裸岩壁にガスが掛かっている時には,表面岩温の変化が少ない。この場合,

落石は時間あたり0～ 1個 の頻度でしか発生しない。

②晴天の日など,表面岩温がある程度変動した場合,落石は若干発生する。特に裸岩

壁に日射が強く当たり,急激に表面岩温が上昇した場合には,時間あたり3～ 4個 の割

合で落石が発生する。

③小雨が降り,表面岩温の変化がほとんどない時は,①と同様に落石はほとんど発生

しない。時間あたり0～ 1個 の頻度である。

④雨天後の晴天時,表面岩温が急激に上昇すると,時間あたり7～ 8個の頻度で落石
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が発生する。表面岩温が 0°C以下に下回らない場合の発生条件の中で (①～④),最 も

落石の頻度が高い。

⑤表面岩温が 0°C以下に低下する場合,0°Cを下回った直後と最低岩温に達した後の

温度上昇時には落石が頻発する。前者は時間あたり7～ 8個の頻度で,後者は時間あた

り10～ 12個 の頻度である。

⑥表面岩温の最低値が -2°cま で低下した場合,その後の温度上昇時には落石の発生

頻度が高い。時間あたり18～ 22個 であり,表面岩温が 0°Cを若干低下した時より約 2

倍多い。

2.落石の発生メカニズム

観測結果から,特に表面岩温が 0°Cを上下した時に落石が活発化することが解る。こ

のような落石は凍結融解作用により生じるものと考えられ,その大部分は表面岩温が

0°C以下になった後の温度上昇時 (特 に融解進行時)に発生する。凍結進行時にも落石

は発生するのだが,その頻度は融解進行時に比べてはるかに少ない。この現象は次のよ

うなメカニズムで生じていると考えられる。凍結進行時や最低岩温時には,裸岩壁内部

の水分が凍結することにより,体積が膨張して凍結破砕を生じるが,同時に氷が接着剤

の役割を果たし,裸岩壁を徐々に安定させる。融解進行時には裸岩壁が融解し,こ れま

で凍結していることにより張り付いていた,凍結破砕された岩層が次々に剥がれ落ちる。

涸沢カールでの落石の大半は,こ のようなメカニズムで生じる。

表面岩温が 0～ 1°Cに低下した時の落石の発生頻度より,-2°C以下に低下した時の

方が約 2倍ほど多い。これは,凍結融解作用の働 く最適効果温度との関係によるものと

考えられる。水分を多く含む節理の発達した岩体において,氷になった時の膨張率が最

も高くなり,効果的に凍結融解作用が働 く温度は -2°Cであるという (Matsuoka,1988

ほか)。 そのため表面岩温が -2°C以下になった時には,氷の高い膨張率により効果的

に凍結融解作用が働き,0～ 1°Cに なった時よりも落石発生頻度が高くなる。

表面岩温が 0°C以下にならない場合,最 も落石の発生頻度が高いのは雨天後の晴天時

である。特に日射が直接あたる裸岩壁では,表面岩温が急激に上昇し,落石が活発化し

た。この発生メカニズムははっきりと解らないが,乾湿風化,水分の移動・蒸発による

裸岩壁内部での重量の変化などが考えられる。

V 落石の運動エネルギー

涸沢カールで生産された岩層のすべてが,落石として崖錐に運ばれるわけではない(表

1)。 生産された岩層の大きさと生産された高度 (基本的に高度により落石のスピード

が決められる)と の関係,す なわち運動エネルギーの大きさにより崖錐斜面に到達する

かどうかがほぼ決定される。運動エネルギーの小さいものは崖錐まで到達することがで

きず,裸岩壁のガリー内に堆積する。岩層の運動エネルギーが大きくなると崖錐に到達

するのだが,中 には涸沢のテント場の近くまで来る,非常に大きな運動エネルギーを有

する落石もある。

崖錐では,上部から下部になるほど岩層の粒径が大きくなるのが特徴的だ。大ざっぱ
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に考えると,裸岩壁は節理が入り組んでいるため,大小異なる岩層を一様に生産すると

考えて差し支えない。従って,比較的粒径の大きい岩層は運動エネルギーが大きいため

に崖錐下部に,小 さいものは崖錐上部に堆積する。このような岩層の配列を Rockfall‐

sorting(Rapp,1960)と いい,涸沢カール以外でも崖錐斜面なら一般的に認められる。

融雪期 (6月 )に雪渓上に運搬された岩層の大きさを測定していると,時々落石が近

くを通り抜ける。見た目には大したことが無いように思えるが,実 はその運動エネルギー

は非常に大きい。実際に測定したわけではないが,下部より上部の方が落石の速度が速

く,上部では時速 60～ 80 kmに なると考えられる。仮に300 kg(50 cm× 50 cm× 50 cm

:涸沢カールで一般的な大きさ)の岩層が時速80 kmの 速度で移動 しているとすると,

その運動エネルギーは,自動車 (1000 kg)が時速45 kmの 速度で移動している時の運

動エネルギーとほぼ等しい。

ぶつかりそうになると,自動車は止まってくれるし,避けてもくれる。しかし落石に

はブレーキもなく,ハ ンドルもない。山の中では,残念ながら道路交通法は適用されな

い。

Ⅶ :登山にあたっての注意

登山にあたっての注意を季節ごとにまとめた。

① 春

残雪期には落石が多い。この時期には日周期の凍結融解作用が頻発し,同時に消雪と

ともに年周期の融解が生じる。特に,裸岩壁に日射が当たり表面岩温・気温が上昇する

午前中に落石が発生する傾向が強い。また今回は説明できなかったが,融雪期に生じる

小規模な雪崩も,日 射が当たり雪面が融けはじめる9～ 13時頃の時間帯に発生しやすい。

この時間帯には岩壁の直下やガリー沿いでの行動はできるだけ避けたい。

② 夏

雨天が続いた後の晴れた日に落石が発生する。このような日はあまりないため,全体

としての落石の発生頻度は非常に少なくなる。代わってこの時期に特に注意しなければ

ならないのが人為落石だ。夏山シーズンには多くの登山者が訪れるため,人為落石の発

生頻度が自然落石の頻度をはるかに上回る。登山者自身がマナーを守り,安全な登山を

心がければ心配無い。

③ 秋

10月 に入ると, 日周期の凍結一融解が生じるようになる。特に雨が降った直後で,

裸岩壁全体が飽和状態にあると,全体で効果的に凍結融解作用が生じ,落石カリト常に多

く発生する。落石が集中的に発生する時間帯は①春とほぼ同じなので,同様の注意をは

らい,行動していただきたい。

④ 冬

冬期にはほとんどの裸岩壁が雪に覆われ,露出している部分も氷で固められているた

め,落石は発生し難い。しかし強い日射が当たり,裸岩壁表面が融けると,落石が発生

する可能′畦が生じる。
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落石から身を守る基礎知識

現在,岩層が生産されているところは,ダケカンバやハイマツなどの木本類植物に覆

われていない裸岩壁で,特に地質断層や弱線沿いの節理間隔が小さい部分 (割れ目が密

集 している部分)に集中している。このような場所は岩稜の登山道沿いには必ずある。

岩場に近づ く人は,特に気象状況に注意 し,落石が発生することを意識 していただきた

い。

Ⅷ お わ り に

地形学的観点から落石についての説明を行った。実際に観測 したデータに基づいてい

るので,気象変化 と落石発生頻度との関係の模式図 (第 2図)は確かなものだと信 じて

いる。この基礎知識を理解 し,登山で役立てていただければ幸いである。

本文で取 り上げたことはあくまでも基礎知識であり,こ の知識を覚えたからといって

落石事故を 100%防 ぐことはできない。落石は凍結一融解の生 じる季節に多 く発生する

が,それ以外の季節でも不規則的に発生する。また落石の発生メカニズムがすべて解明

されても,いつ・どこで・どのような落石が発生するかを予知することは困難だ。結局 ,

落石から身を守るには自分自身で的確な判断を行い,行動するしかないのである。私た

ちは,登山をする時に,いつ落石が発生 しても対処できる心構えで臨まなければならな

い。

最後にこの場を借 りてお願いがある。私たち地形学者 (研究者)は ,普通の登山者 と

異なり, とんでもない所にいる。例えば,私は前穂高岳や奥穂高岳直下の崖錐にいる場

合が多い。登山者の多 くは,人為落石を発生させた時に「落 (ラ ク)」 と叫んで くれる

のだが,「下には誰 もいない」と勝手に思い込み,何 も言わない人 もいる。そのような

人はまだ許せるのだが,中 には空き缶を自由落下させる不届 きものがいた。ただでさえ

数が少ないのに,こ れ以上地形学者が減ると日本の (世界の)地形学が成 り立たなくな

る。ぜひとも御配慮をいただきたい。

<参 考 文 献>
Akerman,J。 (1984):Notes on talus morphology and processes in Spitsbergeno Geog‐

raphiska annaler, 66A, 267_284.

原山 智 (1990):上 高地地域の地質.地域地質研究報告 (5万分の 1地質図幅),地質

調査所,60-71。
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日本山岳会・自然保護の歩み (2)

<昭和51年 (1976)～ 昭和63年 (1988)>

[お読みになる前に]

1。 この年譜は前号に続 く昭和 51年から昭和 63年 までの 13年 間の記録で,次号

の平成元年から同4年 までの記録で終了する。

2。 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。

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 (昭和○〇年),あ

るいは (西暦 19× ×年)の表示に拠った。

また編者の都合などで,翌年以降に発行されたものも,「山岳」の表示した

年に統一した。

5.表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。

1992年 8月 30日

日本山岳会自然保護委員会

日召矛口51年 (1976)

「環境庁との懇談会を開催した」

* 昭和 50年 11月 の理事会報告。

〔山本良三〕

(「山」367号 )

図書紹介『山は満員』 渡辺公平著              〔島田 巽〕

* ジャーナリストでもある著者が,こ こ十余年の間に新聞,雑誌に寄せた

ものの中から60数点を選び新著とした。自然保護の推進者としての発言

が強く出ているが,激 しい抗議調ではなく,お だやかな口調で開発反対論

を述べている。著者は,自 然保護委員。       (「 山」368号 )

図書紹介『朝日連峰・吾妻連峰・飯豊連峰◆鳥海山 C飛鳥・出羽三山 0葉山』

山形県総合学術調査会輯              〔朝井一男〕

* 専門家による本格的調査報告書。自然の汚損を防止し復元をはかるのに

必要な知識を満載した五輯からなるシリーズ。    (「 山」368号 )
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図書紹介『蔵王
―

自然と人間
―

』 東北大学山の会編    〔望月達夫〕

* 「蔵王にスキーがもちこまれて 50年,自 然と人間のかかわりはどう変

わったか」をテーマに,1日制三高及び東北大学の山岳部関係者による回

顧録。観光開発と自然破壊についても触れている。  (「 山」369号 )

「第328回小集会『会員懇談会報告』テーマ2 自然保護について」

* 第328回 小集会として,「テーマ 1 山岳会について」「テーマ 3 登山

者のモラルについて」と共に開催された。森林開発,林道,観光道路な

どについて論議し,林野行政と保護の矛盾,過疎と開発,住民意識など

に関する問題提起と,屋久島保護についての要望。  (「 山」370号 )

自然保護情報「自然保護委員会昭和51年度活動計画」      〔山本良三〕

* ``会員を対象に自然保護に関する啓蒙を行う"を基本方針に,活動計画

を発表。その一項目にスローガン「自然をよごさないように,ゴ ミを持ち

かえろう」の会報掲載をうたっている。       (「 山」371号 )

「山をきれいに ゴミは持ちかえろう」

* スローガン,掲載はじまる。 (「山」373号 より)

自然保護情報「自然保護担当者の設置依頼について」      〔山本良三〕

* 会長,委員長名で各支部長宛に支部在住自然保護委員の設置を依頼。6

月 20日 現在,8支部 11名 の推薦があったことを報告。 (「山」373号 )

「アラスカの山からゴミの回収を要求」           〔秋田しおみ〕

* アメリカ山岳会から日本山岳会に寄せられた手紙。内容は,ア ラスカの

山,特にマッキンレーでのゴミ公害の大半は日本から持ち込んだもの。空

罐その他は回収するようにとの協力要請。      (「 山」374号 )

「上高地での自然保護委員会」                〔武田満子〕

* 初めて各支部に参加を呼びかけ,35名 による集会。ゴミの問題に焦点

をあて,岳沢をクリーンエリアとして会員の自然保護思想の啓蒙をはかっ

ていくこと,各支部に自然保護委員をおくことなど活動方針と「穂高宣言」

採択および参加者による各地の活動状況の報告。   (「 山」375号 )

自然保護情報「各支部の自然保護委員」         〔自然保護委員会〕

* 各支部在住の自然保護委員 20名 (支部長推薦 18名 ,本部委嘱2名)の

氏名発表。                    (「 山」376号 )
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日本山岳会・自然保護の歩み (2)

自然保護情報「日本山岳会『穂高宣言』」

* “このかけがえのない美しい日本の自然"を守るためにと,自 然保護委

員会第一回上高地集会において採択された「穂高宣言」の全文を掲載。

(「山」376号 )

自然保護情報「岳沢クリーン・エリア計画」

* 「穂高宣言」の精神にのっとり,奥穂 。前穂・岳沢を結ぶ地域を自然保

護モデル地域として,徹底したゴミー掃,ゴ ミ持ち帰り運動を展開中と報

告。                       (「 山」376号 )

自然保護情報「冬山登山のゴミが山を汚す」          〔三上博民〕

* 10月 30～ 31日 に開催された自然保護委員会第 2回上高地集会の内容。

新潟・大阪両地域での清掃登山の報告,大台ガ原の林道工事による自然

破壊の状況,国立・国定公園内の花木の盗伐などが問題提起された。

(「山」378号 )

「スイス山岳会長オットーメイヤー氏との思わぬ会見」    〔早乙女緩次〕

* オットーメイヤー氏と会見した際, 日本人登山者のゴミ処理問題が出た

ことがあったが,帰国後「マッキンレー山脈に於けるゴミ」の新聞記事を

読んで,一文を寄せる気になった。         (「 山」378号 )

日召矛口52」手,(1977)

自然保護情報「山をきれいに」             〔自然保護委員会〕

* 冬山シ=ズ ンに備えて各大学山岳部宛に,ゴ ミ処理などへの協力を要請

した。                         (「 山」380号 )

自然保護情報「御在所岳北谷の水質調査 (一 )(二 )」       〔尾上 昇〕

* 御在所岳 (1209)に ロープウェイがかけられて17年 ,頂上は山上公園

の様相となった。以来,誰が言い出したともなく北谷の水は飲用不適と

言われてきた。その北谷の水質を検査し,汚染源が山上の諸施設にある

ことを解明したもの。             (「 山」3800381号 )

自然保護情報「これでいいのか? 矛盾した自然保護行政」   〔田村聡明〕

* 全額国費で買い上げて保全しようという大台ヶ原山上に,コ ンクリート

舗装が進められている。そのくせ登山者への規制はきびしいことなど,行

政の矛盾を問題提起している。           (「 山」382号 )

〔藤田英治〕
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* ゴミ持ち帰りこそ,国民一人ひとりが取り組める極めて教育的な自然保

護運動であり,すべての保護運動の第一歩といえる。清掃登山の実績をも

つ越後支部からの提言。               (「 山」383号 )

自然保護情報「ブナの原生林を守ろう一
和賀岳の場合」    〔高橋亭夫〕

* 岩手・秋田の県境にある和賀岳及び朝日岳一帯のブナ原生林は,原生自

然環境保全地域候補地になっているが,国有林で林野庁の保安林に指定さ

れているので,それを解除し,新たな指定を受け入れることで美しい自然

を残したい。                     (「 山」385号 )

「大峰 。大台からのアピール
ー

自然保護委員の視察行」    〔渡辺公平〕

* 6月 11日 ,大台教会山の家において採択した奈良県当局及び環境庁に

対するアピールの内容は,白川又川谷流域の伐採計画の再検討と,奥地

の普通地域を特別保護地区に昇格させようというものである。

(「山」386号 )

自然保護情報「プロの手から盗伐・盗掘を防ごう」       〔葛貫一雄〕

* 近年,道路が山中に伸びたことによって,古木・植物の盗伐・盗掘が目

にあまることをとりあげ,華道関係者に向かって残り少ない自然植物を花

材に使うことを止めるよう警告している。      (「 山」386号 )

自然保護情報「春スキーとゴミ」               〔武藤清次〕

* 山岳観光道路開発による自然景観の破壊と動植物への悪影響などを憂

い,ゴ ミ持ち帰りの徹底を訴える。          (「 山」387号 )

自然保護情報「自然保護委員会第三回上高地集会の概要」    〔小倉 厚〕

* 8月 27日 夜の集会で示された 52年度計画は,現地調査と啓蒙の二本建

てで行 くというもの。続いて参加者による討論と翌 28日 の岳沢周辺のゴ

ミ収集と実地調査の報告。              (「 山」388号 )

自然保護情報「早池峰の小田越林道を廃上しよう」       〔湯浅俊行〕

* 特別天然記念物に指定されている早池峰山だが,昭和 45年の岩手国体

と同時に林道が開発され,その結果,盗伐や密猟を招いている。自然破

壊の原図ともいうべき小田越林道の廃止に向けて当局の英断を期待する。

(「山」388号 )

「どこまで壊せば気がすむのか
― 自然破壊の現状 0南アルプス北部の場合」

〔山村正光〕
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日本山岳会 。自然保護の歩み (2)

* 南アルプスの原生林を東西に横断する南ア・スーパー林道,現在は北沢

峠をはさんだ一部を残して工事をストップしている。長野側尾勝谷,山梨

側野呂川左岸などの現場をたずね,その惨状を訴えたもの。

(「山」389号 )

自然保護情報「原生林の北沢峠は守れるか
一

追いつめられた南アルプス」

〔市川一雄〕

* 北沢峠をはさむ1.8キ ロの未施工部分をめぐって 10年越しの論議が続

いている南ア 0ス ーパー林道。環境庁の裁断を前に, 日本最大の山岳地

帯を従来の山岳観光地に堕落させてはならないと林道建設廃棄を訴えて

いる。                         (「 山」390号 )

自然保護情報「自然保護委員会 東京集会」          〔織内信彦〕

* 裏丹沢長者舎山荘における集会の記録。越後支部からは「新潟県山のゴ

ミ会議」制作の映画によって山の汚染状況を,東海支部からは御在所岳北

谷上流付近の谷川水の汚染状況を報告。       (「 山」390号 )

自然保護情報「自然保護委員会丹沢集会に参加して」      〔高橋亭夫〕

* 岩手支部から初めて集会に参加した感激と感想。秋晴れの丹沢で先輩た

ちと親しく話し合えたことを喜び,本委員会がますます強化されて,わが

国の自然保護のよきリーダーとなるようにと結んでいる。

(「山」390号 )

「大台ヶ原の自然保護について」               〔田村聡明〕

* 大正初期の濫伐に関する悲嘆の文章,昭和 47年の特別地域国費買上げ,

ドライブウェイと環境整備,昭和 52年 の日本山岳会自然保護委員会大台ヶ

原視察等について。        (山 岳 第 71072年  61～ 73頁 )

日召矛口53」華:(1978)

自然保護情報「山は山でもゴミの山
一

山のゴミ公害について」

〔坂倉登喜子〕

* 観光地だけでなく,健脚の登山者だけの山岳地帯や,天下の秘境といわ

れた地域までゴミの山で, もはや有志による清掃活動だけでは間に合わな

い事態だ。組織的な規制と罰金制を提案している。  (「 山」391号 )

「白川又川林道工事について」             〔自然保護委員会〕

* 奈良県白川又川林道建設について, 日本山岳会は昭和 52年 9月 に奈良

県知事宛,中止を要望していたが,こ の要望書の全文と,奈良県知事か
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らの回答の全文を紹介し,中間報告をしている。 (「山」393号 )

自然保護情報「北海道の山の自然とその保護」         〔辻井達一〕
* 従来,北海道の山は入りにくかったため,山の自然は保たれてきたが,

大雪山系では層雲峡などで観光化が進み, 日高山系も国定公園編入で開発

が進み,自 然が損なわれそうだ。北海道の山は登りにくいことを特徴とし

て,自 然を保護していきたいと提言している。    (「 山」395号 )

自然保護情報「山道」                     〔庄司駒男〕

* 奥羽の山なみを背にした仙台近郊も,大規模な都市化と東北自動車道の

開通で,社の都も緑が少なくなった。舟形山腹の落葉広葉樹は皆伐され,

林道の近くでは盗掘の穴が多い。厳しい自然に保護された静かな山道は遠

くにある。                  (「 山」396号 )

自然保護情報「立山の開発と自然保護」           〔若林啓之助〕

* 昭和 29年 8月 の千寿ヶ原から美女平へのケーブルカー架設,黒四ダム

建設計画と前後して,富山県の自然保護運動が始まり,昭和 49年夏から

県制度によるナチュラリストの設置と,その活躍を語る。

(「山」397号 )

「1978年 日米民間環境会議」

* アメリカ最大の山岳・自然保護団体シエラ・クラブ,オ ーデュボン協会

他の呼びかけに応じて第 1回 日米民間環境会議が開かれる。内容は環境教

育,環境汚染,自 然保護その他。           (「 山」397号 )

自然保護情報「大峰・白川又川流域の林道建設中止の要望書」

〔自然保護委員会〕

* 393号で奈良県知事への要望および回答の報告をしているが,こ れに続

いて昭和 53年 6月 に重ねて林道建設中止を要望したのに対 して,奈良県

知事から工事継続と,自 然保護に留意する, との回答が寄せられた。要

望書と回答書が掲載されている。           (「 山」399号 )

自然保護情報「第四回上高地集会 “やたらに開発に反対するのでなく,や たらな

開発に反対する"」               〔小倉 厚〕

* 北海道から九州まで日本全国から50名 が参加し,熱心な討議が行われ

た。「開発と自然保護の限界と範囲」について大論争が行われた。三田元

会長が 55年ぶりに徳本峠を越えて,こ の集会に参加した。

(「山」401号 )
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日本山岳会・自然保護の歩み (2)

「穂高宣言と大峰大台アピール
ー

自然保護 1977～ 8」      〔渡辺公平〕

* 小島鳥水の上高地風景保護の公開状,昭和 51年の「穂高宣言」。昭和

52年の大峰・大台ヶ原の自然保護委員会の視察と奈良県知事への要望書

など。山岳会の自然保護活動を総括している。

(山岳 第 73年 巻頭 6～ 14頁 )

日召千口54」平.(1979)

自然保護情報「冬・春山のゴミを持ち帰ろう一
自然保護委と環境庁合同会議」

〔小倉 厚〕

* 環境庁自然保護局長,同保護管理課長,山岳会自然保護委員,大学山岳

部リーダー等多数が出席。冬山のゴミ処理は大学山岳部が模範となって,

社会人パーティーの啓蒙役になってほしい, と要望があった。

(「山」405号 )

「環境庁からの要望書」             〔金子太郎自然保護局長〕

* 冬山のゴミ処理について,山岳会, 日山協会長に要望があった。

(「山」405号 )

自然保護情報「山のゴミ
ー

蛾ヶ岳で考えたこと
一 」     〔小林 茂〕

* 甲府盆地と盆地をとりかこむ山々の眺望に恵まれた静かな山頂も,空缶

の山であった。登山者のモラル低下と,ゴ ミ問題にJACが取 り組まねば

ならない現状に疑間を持った。           (「 山」405号 )

「ユングフラウヨッホの水晶宮殿」           〔自然保護委員会〕

* ヴァリス当局がユングフラウ鉄道にヨッホの水晶宮殿建設を認可したこ

とにスイス山岳会が反対の抗議をしている。岡沢祐吉会員訳。

(「山」408号 )

自然保護情報「鳥海山ではじまる観光開発」          〔斎藤重一〕

* 秋田県側北東斜面の頂上直下までゴンドラによる索道を建設する計画が

あり,秋田では開発を阻止すべ く多くの岳人が結集しつつある。全国の大

きな応援を願っている。               (「 山」409号 )

自然保護情報「島 谷々川の道
―

建設と破壊の谷
―

」     〔小林俊樹〕

* 徳本峠を越えて上高地へたどる美しい島 谷々の道が,二俣の地に砂防堰

堤がきずかれてから,次々に渓谷破壊の工事が進められそうだ。古き名残

りの渓谷の景勝を,そのまま残してほしい。     (「 山」410号 )
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自然保護情報「白川又林道建設の中止と大台ヶ原マイカー規制を求めて」

〔中村純二〕

* 5月 25日 に折井副会長, 自然保護委員と関西支部および地元有志たち

が奈良県庁にアピールに出かけ,考え方に相違があったものの,林道線

の変更など一部に前進があったため,一応の区切りとした。

(「山」411号 )

「映画『穂高讃歌』のこと」                 〔折井健一〕

* 神憲明君が穂高山荘を基地に7年間を費やして製作した「穂高讃歌」は
,

本会自然保護委員会の特別推薦を受けたが,文部省からも特選を受けた。

(「山」411号 )

図書紹介『登山者のための生態学』 渡辺弘之著        〔大森久雄〕

* 山の樹木や草花,鳥や虫,苔 ,水などとの対面,森林生態学について,

述べており,自 然保護についてもバランス感覚のある意見を読んでいると

生態系の崩壊と山登 りの関係を一層深く考えさせられる。

(「山」412号 )

「大峰・大台現地視察と大杉谷山行」             〔中村純二〕

* 二年前の視察時にくらべ,の り面の緑化などで,やや改善がみられてい

るが,皆伐地域の多くは無惨な姿を露呈している。関西支部の援助に感謝

しつつ,3日 間の現地視察を報告している。      (「 山」413号 )

自然保護情報「大正池の河川化と田代池の壊滅」        〔富田健一〕

* 昭和 59年 8月 21日 の台風 11号 の影響で,霞沢岳の崩壊,八右衛門沢

の土砂崩れで田代池が埋没,焼岳からの慢性的な土砂流入と六百山の山

崩れにより大正池が元の梓川に戻 りつつある。修復整備のブルの音を聞

きながらも人力の弱さを感じた。          (「 山」414号 )

日召矛口55」華:(1980)

「自然保護委員会 忘年会を兼ねて清掃登山を実施」      〔小倉 厚〕

* 奥多摩でも屈指のハイカーのメッカである,奥多摩御岳～日之出山の清

掃登山を12月 15,16日 の両日実施した。山頂付近に多量に散乱するゴミ

を処理したが,「山のゴミ持ち帰り運動」を一般ハイカーにまで徹底する

のはまだ先のことと思われる。            (「 山」415号 )

<日 本山岳会隊,チ ョモランマ北東稜 (5月 3日 )・ 北壁(5月 10日 )登頂に成功>
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日本山岳会・自然保護の歩み (2)

自然保護情報「鳥海山の自然を守ろう」         〔自然保護委員会〕

* 東北の名山,鳥海山の北東斜面に,秋田県企業局がスキー場等の「鳥海

山開発構想」を打ち出した。大規模な自然破壊が心配されるので,2月 1

日付,西堀会長・織内自然保護委員長名で,秋田県知事他の関係方面に要

望書を提出した。現在,山形県で同様の計画が持ち上がっている。

(「山」422号 )

自然保護情報「日高中央横断道路計画とその問題点」      〔渡辺正臣〕

* 日本各地の山岳地帯で自然破壊が問題になっている中,北海道日高山脈

の中央を貫く,中央横断道路建設計画が進んでいる。既に日勝道路や建設

中の道路もあり,建設の正統性が薄く,二つとない原始環境を破壊してま

で作らねばならない道路とは思われない。「日高中央横断道路建設に対す

る要望書」を会長名で北海道知事,道議会議長,北海道開発庁長官等に提

出した。                       (「 山」422号 )

「尾瀬に再び自然破壊の危機
―

自然保護委員会,現地視察報告」

* 首都圏の水不足が年とともに深刻化する中,神奈川県を除く自治体は
,

共同で昨夏から『尾瀬の水を首都圏へ』と,ダム建設を計画する運動を始

めた。自然保護委員 14名 は,6月 28～ 29日 ,ダム予定地の三条の滝,平
滑の滝,尾瀬ヶ原一帯を視察した。本件では,単なる反対から一歩踏み出

し,再生用水道を上下水道のほかに新設するなど,水道政策の見直しを迫

るといったことが今後検討されてよいであろう。    (「 山」422号 )

「自然保護委員会 第五回上高地集会」            〔小倉 厚〕

* 9月 27日 は『講演と映画の夕べ (環境庁ビジターセンター)』 と,懇談

会 (山研)。 翌 28日 は,岳沢の清掃を行う。回収ゴミ袋40袋であった。

中村純二委員の講演要旨も掲載。          (「 山」425号 )

日召矛口56」軍:(1981)

自然保護「ゆがめられた自然保護運動」(日 高中央横断道路反対の矛盾点)

〔一原有徳〕

* 「日高山脈は日本に残された唯一の原生林」との前提で,大々的な連合

会が発足し,本会も加わっているが,反対運動に参加する人に, 日高山脈

と横断道路の実体を知っている人がどれだけいるのであろうか。真に保護

の対象とすべき地域は他にあろう。         (「 山」431号 )

〔海外連絡委員会・丹部節雄〕
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* 昨秋,ジ ュネーブで開かれたUIAAの常任理事会傍聴記と,総会報告。

副会長の ドムケ (西独)は ,自然保護なくしてはUIAAの存在価値はな

いと強調。英国のグレーは,山 の自然保護は世界的規模の運動に盛 り上

げねば効果はない。ネパールのクマール・カド,ア メリカのパ トナム他

の意見等が報告されている。             (「 山」431号 )

自然保護「再び 日高中央横断道路計画と問題点」       〔渡辺正臣〕

* 前号の一原氏の御意見に対する自然保護委員会の見解。原生自然の保護

をしようというのは,その林野が有用の森林資源であるか否かは無関係。

一年の半分を雪で交通途絶される道路が,原始的大自然を破壊してまで建

設される必要があろうか。          (「 山」432号・422号 )

自然保護情報「環境週間北海道大会に参加して」        〔渡辺正臣〕

* 北海道自然保護団体連合主催の行事に,自 然保護委員会から織内委員長,

工藤,渡辺委員が参加した。日高横断道路建設予定地を視察した後,大石

元環境庁長官,織内委員長が講演した。二日日,三 日日と視察場所を道東

へと移して,意義のある大会を終えた。       (「 山」434号 )

自然保護懇親山行「青木ヶ原の地底を探る」          〔国見利夫〕

* ヘルメット,ア イゼン,ビ ッケルを使い真黒な溶岩洞穴を垂直下降する。

地底は蒼い氷田,170m進んだ地点で大氷柱を目にした。

(「山」434号 )

自然保護「国際山岳会(IMS)創 立
一

山を守る運動を登山家と科学者の手で
一 」

〔田中 薫〕

* 発足した国際山岳会の概要を紹介する。問題の所在,本会の目的,機関

誌,本会設立の背景,創立の役員 0.C.ア イヴス博士,コ ロラド大)等が,

会の趣意書に基き紹介されている。          (「 山」435号 )

「委員会会議一 自然保護委員会の運営方針」         〔渡辺正臣〕

* 支部に自然保護委員を委嘱してもらい,各支部との連繋を深める。フイー

ルドマナー・ノートを作成する。国際山岳会, 日米環境会議への協力をす

すめたい。                    (「 山」437号 )

「月山の高山植物について」

* 科学研究委員会「出羽三山に修験道と高山植物を訪ねる旅」における,

元山形博物館々長,結城嘉美氏の講演概要。月山に鳥海山から移植したチョ

ウカイフスマが成育繁殖しているが,将来自然生と見誤られる懸念がある。
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日本山岳会 0自 然保護の歩み (2)

その意味からこれも自然破壊行為であると訴えたい。 (「山」437号 )

自然保護講演会「ヨーロッパの自然保護」           〔井手貫夫〕

* 自然保護運動は1853年 フランスの「フォンテンブローの森を守る」が

晴矢であり,国立公園では1895年 アメリカの「イエローストン公園」が

最初である。ヨーロッパでは原始的自然が殆ど残っていない。人口が増

加し,文明が進展する中で,人間は自然との調和を見出さなくてはなら

ない。                         (「 山」438号 )

日召禾口57」軍:(1982)

「自然保護委員会 第六回上高地集会」            〔関塚貞亨〕

* 本年度の集会は支部との交流を深めることを重点に置き,10月 24～ 25

日の両日上高地で開催された。6支部,参加者 33名 。渡辺委員長よリフィー

ルドマナー 0ノ ートの作成,自然破壊への対応について等活動方針が述

べられた。                     (「 山」439号 )

「講演会 山と鳥」                  〔自然保護委員会〕

* 日本鳥類保護連盟指導部長柳沢紀夫氏による講演 (1月 22日 ,於ルー

ム)。 鳥はどのような動物か。世界中で8,600種 ,鳥 は自然環境のモニター

的な役割をもっている。自然保護運動の最初の引き金は鳥の関係者であっ

た。                          (「 山」443号 )

「懇親探鳥会」

* 4月 24～ 25日 ,八ヶ岳山麓で行う。参加 16名。

〔自然保護委員会〕

(「山」446号 )

「講演会 山岳における危機」     〔科学研究・自然保護両委員会共催〕

* 国際山岳会々長JoD.ァ ィブス氏による講演 (3月 12日  於ルーム)。

ネパール,チベット高原,天山山脈,チ ェンマイ山脈等に於て見られる

自然災害の状況をスライドを利用して紹介。危機的状況にある山岳環境

の保全に取り組むよう訴えた。           (「 山」447号 )

日召矛口58」軍|(1983)

自然保護「南アルプス・スーパー林道を踏む」         〔沢井政信〕

* 6月 26～ 27日  自然保護委員会の有志で南ア 0ス ーパー林道の現状を

視察。あちこちに道路建設で惹き起こされた崩壊の跡がみられた。

(「山」451号 )

〔松本恒広,中村純二〕
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* 7回 を迎える自然保護全国集会が,自 然保護委員会と静岡支部の紅葉会

との併催で,11月 13～ 14日 静岡県井川にて開催された。フィールドマ

ナー・ノートを作成するについて活発な意見交換が行われた。

(「山」453号・446号 )

「南ア・スーパー林道修復停上の要望書提出」      〔自然保護委員会〕

* 南ア・スーパー林道の惨胆たる現状とその将来を慮り,昭和 57年 12月

17日 付で北沢峠広域基幹林道の修復停止の要望書を佐々会長,国見委員

長名をもって山梨,長野両県知事,農水大臣,林野庁長官及び環境庁長官

等関係各方面へ提出した。要望書の全文を掲載。   (「 山」453号 )

自然保護「山を美しく保つためのフィールドマナー◆ノートの配付について」

〔中村純二〕

* 第七回全国集会での検討結果をもとに,先ずはJAC会員を対象に,自

然保護委員会ではマナーノートを作成,会員全員に配付した。

(「山」454号 )

自然保護「携帯灰皿頒布について」     〔自然保護委員会,総務委員会〕

* フィールドマナー 0ノ ート作成配付に呼応して,JACマーク入りの携帯

灰皿を作製頒布することになった。         (「 山」454号 )

「白神山地ブナ原生林」                   〔中村あや〕

* 青森秋田県境にまたがる白神山地,広大なプナ原生林帯が残る貴重な自

然の宝庫に林道建設計画がもち上がった。この反対運動に協力する為に現

地視察を目的に自神を訪れた。           (「 山」458号 )

「白神山地ブナ原生林の保全並びに青秋林道建設反対の要望」

〔自然保護委員会〕

* 1万 6千ヘクタールというわが国に残された最大級のブナ原生林帯の中

心部に,建設が予定されている広域基幹林道青秋線に反対する要望書を,

昭和 58年 7月 11日 付で,佐々会長,中 村常任評議員,国見委員長連名

にて関係各方面に発送した。要望書全文掲載。    (「 山」458号 )

会員懇談会「白神山地のブナ原生林」    〔自然保護委員会,総務委員会〕

* 4月 15日 ルームにて,自神山地のブナ原生林と屋久島の植物について

の懇談会が工藤父母道,根深 誠,中村純二各委員を講師として開催さ

れた。出席者 23名 。                (「 山」458号 )
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会員懇談会「フィールドマナー・ノートについて」

〔自然保護委員会,総務委員会〕

* 6月 15日 ルームにて,フ ィールドマナー・ノートについての懇談会を

開催。話題提供,中村純二委員。          (「 山」458号 )

「アンケート調査報告」           〔アンケート調査特別委員会〕

* 全会員を対象として行われたアンケートの調査報告中,今後JACに活

動を強化してほしいことは?と の設間に対し,第 1位は自然保護で 30。 9%

の高率であった。                  (「 山」458号 )

「白神山地視察行」                     〔中村純二〕

* 白神山地の保全と青秋林道問題の視察と陳情を兼ね,8月 25～ 27日 に

かけて自然保護委員会は,自然保護国会議員連盟岩垂事務局長始め, 日

本自然保護協会, 日本野鳥の会,世界野生生物基金等関係諸団体のメン

バーと共に現地を訪れた。             (「 山」460号 )

「自然保護委員会第八回全国集会」              〔松本恒廣〕

* 8月 27～28日 の両日富山支部,富山県自然保護協会との共催で立山山

麓で開催。環境庁塚本静雄氏の国立公園の保護対策についてと,県 自然

保護課長林信雄氏の県のナチュラリス トについての講演があり,有意義

な集会となった。                 (「 山」460号 )

日召禾口59」芋|(1984)

「箱根の自然と鎌倉吉道を歩く」               〔渡部温子〕

* 会員懇談会の一つの催しとして箱根古道の一つである湯坂道を歩いた記

録。                          (「 山」468号 )

「奥秩父自然観察山行」                  〔木名瀬 亘〕

* 会員啓蒙の一つ,観察山行の記録。かつての和名倉山の原生林をしのび,

削られゆく武甲山の姿を嘆きつつ,国道 140号 の工事現場を訪れて,莫大

な費用をかけて山河の損壊をくり返している現状を報告。

(「山」470号 )

図書紹介「山は甦る
一

山岳美化 10年 の軌跡』 新潟県山のゴミ会議著

〔小倉 厚〕

* 誕生から13年 を数える「山のゴミ会議』は,わが国屈指の実戦力を誇

る自然保護団体である。ボランティア精神によって貫かれた活動によっ

て,汚染された山が甦っていく。その苦闘 10年 の記録が収められている。
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(「山」474号 )

「山岳と山村の変貌
―

南アルプス・スーパー林道が示すもの」 〔細田 浩〕

* 1967年,森林開発公団によって多目的林道として計画され,い ろいろ

な自然保護団体の反対にもかかわらず 1980年 に全道開通した南ア・スー

パー林道による山麓の人々の生活や社会の変化および自然環境や景観の

破壊について述べている。      (山 岳 第 79年 A23～ A42頁 )

日召矛口60」芋:(1985)

図書紹介『生態調査のすすめ
一

ヒマラヤの人々の生活と自然』 沼田 真編

〔松田雄一〕

* 千葉大ヒマラヤ学術調査隊に関わった17名 によるエッセイ集。第 I部

の「ヒマラヤの自然」は,植物生態学に関連したものを収録。最後を「ネ

パールの自然保護」で結んでいる。第Ⅱ部は「人々の生活」を中心に収

録している。                     (「 山」475号 )

シンポジウム「ヒマラヤのエコロジー」            〔高橋 詢〕

* 10月 27日 に科学研究委員会が開いたシンポジウムの報告。川喜田二郎,

小野有五,中島暢太郎,金井弘夫,高遠宏,春 日俊郎,滝口正三,渡辺兵

力の諸氏をパネリストに,ヒ マラヤ地域をエコロジーの視点から解明して

いる。                      (「 山」476号 )

「秩父宮記念学術賞を沼田真会員が受賞」           〔岡沢祐吉〕

* 会員で千葉大学名誉教授の沼田真氏が「東部ネパールヒマラヤについて

の永年にわたる生態学的研究調査の成果」により,秩父宮記念学術賞を受

賞した。                     (「 山」477号 )

「自然エネルギーの利用について
一

風力・水力から太陽光との複合利用へ」

〔鳥居 亮〕

* 山岳地帯におけるクリーンな自然エネルギーの利用に関する歴史的考察

と現状報告。穂高岳山荘では初代今田重太郎氏によって風力発電が試みら

れ,その後,故折井健一氏の仲介で二代日英雄氏と著者とが組んで実験 ,

実用化に向かいつつある。              (「 山」478号 )

「ヒマラヤの環境保全」                   〔沼田 真〕

* ユネスコの MAB計画の第六プロジェクト「山地におけるツンドラ生態

系に対する人間活動の影響」についての,地域集会での決議をもとに設

立された ICIMOD(イ シモド,国際山岳総合開発センター)の紹介。
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(「山」480号 )

「武甲山の自然破壊を視る」                 〔小倉 厚〕

* かつて 1,336メ ートルの標高を誇っていた奥武蔵の名山。いま山頂は消

え,既に2億 トンもの石灰岩を採掘したという。自然保護委員会による武

甲山での自然破壊の現状の視察と山行の記録。    (「 山」481号 )

「祖母・傾山系の原生林保護と伐採施業計画見直しのための要望書提出」

〔中村純二〕

* 昭和 60年 3月 の自然保護委員会の現地視察にもとづき。林野庁並びに

環境庁長官宛に提出した標題の要望書提出までの経緯の説明。要望書全

文も別掲。                      (「 山」482号 )

「『ブナ・シンポジウム』に参加して」             〔麦倉 啓〕

* 国際森林年協賛行事として日本自然保護協会主催, 日本山岳会他の後援

で6月 15,、 16日 に秋田市で開かれたシンポジウムヘの参加記録。「ブナ帯

文化」「ブナ林の現状」について討論された。     (「 山」483号 )

「志賀高原植物生態系観察探索行」              〔高橋 詢〕

* 科学研究委員会主催の初夏の志賀高原自然観察行。田の原湿原を経て三

角池,上の小池,長池と,れんげつつじ,む らさきやしをつつじを楽しみ

つつ,自 然教育園を見学。              (「 山」483号 )

「日本山岳会創立八十周年記念展覧会出品目録 0自然保護」

* 武甲山の今昔 (写真)〔清水武甲〕 富士山の車道 (写真)〔松下電器〕

北アルプス・南アルプス・富士山の自然破壊 (写真)〔渡辺正臣〕 白神

山地のブナ (写真)〔江川正幸〕他8点。       (「 山」484号 )

「自然保護 “標語"募集」

* 「山」誌上に載せる標語の募集。

〔自然保護委員会〕

(「山」485号 )

「高尾山の自然と圏央道の計画について」           〔横山 隆〕

* 首都圏から放射状に広がる東北・関越・中央・、東名の高速道路を横につ

なぐ「首都圏中央連絡道路」の計画では,高尾山にトンネルが通るという。

9月 8日 に自然保護委員会が実施した現地視察の記録。 (「山」486号 )

「自然保護全国集会」                     〔松本恒広〕

* 10月 19,20日 に三重県湯の山温泉で開催された第 11回全国集会の記
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録。第 1日 日は支部報告に続いて「祖母・傾山でのブナ伐採の現状」 (中

村委員)の報告やスライド (渡辺委員)。 第 2日 目は自由討議として入山

規制, し尿処理,マナーノートⅡをめぐって意見交換が行われた。

(「山」486号 )

図書紹介『森林』 四手井綱英著                〔近田文弘〕

* 森林生態学者の著作を, とくに登山者として読むべき図書として紹介。

日本人と森林のつき合いから自然保護論まで展開している。

(山岳 第 80年 108～ 110頁 )

「山岳地帯における自然エネルギー利用の実用化へ向けて」

〔鳥居 亮・森 武昭・富田英雄 0重村 清 ◆池田 実 。今田英雄 0神 憲明〕

* 穂高岳山荘における風力・太陽光発電の実験段階から手がけたスタッフ

による山小屋での自然エネルギー利用の有効性に関する提言。

(山岳 第 80年 A31～ A46頁 )

日召矛口61」軍|(1986)

「ヒマラヤの生態系と環境
―

公開シンポジウム
ー 」     〔高橋 詢〕

* 日本山岳会創立 80周 年記念行事の一つとして, 日本ネパール協会と共

催でもたれたシンポジウムの報告。講師は川喜田二郎,中尾佐助,沼 田具,

渡辺桂,渡辺兵力の 5氏。ヒマラヤの自然保護, ヒマラヤの生態系保全

の問題点などについて発言。他所者の自然保護意識は山地住民のそれと

は異なること。ネパール 。ブータンにおける人口増加,林内過放牧によ

る森林の荒廃が進んでいるなど豊富な内容であった。

(「山」489号・503号 )

「フィールドマナー・ノート (英語版)完成」

* 佐々会長 (当時)か ら要請のあったフィールドマナー・ノートの英訳版

が,佐藤テル会員によってこのほど完成した。  (1月 委員会議事録)

図書紹介「ミズバショウの花いつまでも』 蜂谷 緑著     〔国見利夫〕

* 尾瀬という自然の宝庫の美しさ尊さを感受性豊かな少年少女に語りかけ

る本書は,大人にとっても, 自然を大切にする心を育てる啓蒙の書として

推賞する。本書は第 40回毎日出版文化賞を受賞した。著者は自然保護委員。

(「山」490号・499号 )

「尾瀬を守る懇話会の提言への意見書」

* 大石武一氏らの「尾瀬を守る懇話会」より,同会の7項 目の提言につい
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て日本山岳会としての意見を求められていたが,自 然保護委員会より意見

を提出した。                 (3月 委員会議事録)

「山を美しく保つために フィールドマナー・ノート (松本版)完成」

* 8月 に松本市で開かれる「国際アルピニスト0シ ンポジウム松本」に,

完成間近の『フィールドマナー・ノート (Ⅱ )」 を (松本版)の体裁で
,

一足早く印刷し,シ ンポジウムやトレッキング参加者に配布することを

決定した。                  (4月 委員会議事録)

図書紹介『自然保護のあゆみ』 日本自然保護協会三十年史編集委員会編

〔村井米子〕

* 戦後日本の自然保護行政,一般市民の自然保護意識の移り変わりや民間

人の自然保護運動の推移がよく捉えられている。自然保護を長年,総合的

かつ全国的な視野で見つめ,実践してきた結果がうかがわれる。紹介者は

同協会および日本山岳会の自然保護委員会発起人の一人であった。

(「山」491号 )

「尾瀬ヶ原をのこした記録」                 〔中沢真二〕

* 大正 12年 に平野長蔵氏から尾瀬に発電所を作らないようにしてほしい

と依頼された。戦後,電力の需要が急増 し,尾瀬の発電所建設プランが

新聞を賑わした。武田久吉氏や国立公園協会等の尾瀬を守ろうとする側

は,実業界等の建設推進派の勢いを阻む術を持ち得ないようだった。多

年発電所建設計画に携わっていた中沢氏は,尾瀬一帯の雨量を年 1,200

m/mと 推定し,こ の推定を実証することにより,建設省水力課長から建

設中止の判断を得るに至った。           (「 山」492号 )

映画会「穂高は生きている」                 〔鈴木郭之〕

* 穂高岳山荘の神憲明氏による前作『穂高讃歌』につづく本作品を自然保

護委員会・フィルム委員会の共催でルームにて上映。この映画をみて,誰

でも,穂高はこんなに美しかっただろうか, と疑間を持つことだろう。そ

れはウェストン師や小島烏水氏が当時見たであろう昔の穂高が,神氏の手

によって映像化されているからである。        (「 山」492号 )

「国際アルピニスト・シンポジウム松本 ('86)」         〔信濃支部〕

* 8月 20か ら3日 間,松本市で開催された同シンポジウムは,海外から

の 8ヵ 国 15人 ,国内 9人の講師が招かれ,『山と人間』をメイン・テー

マに,自然保護,登山教育,高所医学等と様々な角度から,その関わり

合いを掘り下げようというものであった。基調講演はNeハ ーディ氏によ
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る「世界の自然保護活動について」,記念講演は今西寿雄会長,史占春氏。

最後の記念講演は西堀栄三郎元会長。本大会を総括,松本宣言を確認し

て終了した。ヒラリー卿による特別講演をはじめ関連行事も色々と行わ

れた。                   (「 山」493号・497号 )

「北陸電力 。双六谷電源開発についての現地視察」

* 北陸電力と金木戸営林署で計画のある,双六渓谷電源開発について,本

会富山支部・岐阜支部の支部長や支部自然保護委員,本部委員および北陸

電力の環境部長 0発電次長ら全員 12名 で,7月 26～ 27日 現地を視察した。

(7月 委員会議事録)

「山を美しく保つために
一

中学・高校生におくるフィールドマナー・ノート」

* 中学 。高校生を主な対象としたフィールドマナー・ノート (Ⅱ )が完成

し,7,000部 印刷した。配布先はJACの 21支部に各 100部 ,全国高等学

校体育連盟に2,000部 の他, 日本山岳協会 0環境庁をはじめとする関連

46団体に発送。一般への頒価は一部 50円 。

(10月 。11月 ・12月 委員会議事録)

「林野行政は見直しの時期に
一

祖母・傾山麓で自然保護全国集会
―

」

〔関塚貞亨〕

* 第 12回 自然保護全国集会の報告。主要テーマは「森林伐採と植林」。傾

山周辺の皆伐状況はひどく,林業の常識を越えた伐採である。もはや林野

行政が独立採算制をとることに無理が出ている。僅かに残された原生林を

保護するため,集会に参加した地元町民 30余名との数時間におよぶ討論

は有意義であった。11月 1日 ～3日 ,別府市および祖母・傾山麓の字目町

で実施された。                   (「 山」498号 )

「猪俣君のこと」                      〔小倉 厚〕

* 「新潟県山のゴミ会議』代表,猪俣信市君の冥福を心から祈る追悼文。

山岳美化のリーダーとして類まれな信念と実行力,強力な個性の持主だっ

た猪俣君は,延べ4,000人 を動員し,100ト ンを越えるゴミを新潟県の山

から運び降した。同会議が発行した『山は甦る (山岳美化 10年 の軌跡)』

をぜひ読んで,一代の風雲児の足跡を偲んでやってほしい。

(「山」498号 。474号 )

「自然保護の標語について」              〔自然保護委員会〕

* 自然保護に関する標語を募集していたが,入選作 16点 “次代に残そう

美しい山と渓"他が決まった。        (「 山」498号・485号 )
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日召矛口62」軍:(1987)

「第 4回 ヒマラヤのエコロジーシンポジウム 
ー

ヒマラヤの自然の保護と利用

開発との調和
― 」                     〔中村純二〕

* 日本ネパール協会と本会科学研究委員会 0自然保護委員会が共催したシ

ンポジウムの報告。基調講演の後,ヒ マラヤの植生の特徴,ヒ マラヤの地

表・森林の崩壊状況,ネパールの人口動態と自然環境の問題点など,6氏
による充実した発表であった。            (「 山」499号 )

「知床森林問題の賢明な解決を」               〔八木健三〕

* 知床国立公園内の国有林 1,700ヘ クタールを,昭和 61年度から10年 間

にわたって伐採する林野庁の計画に対し,北海道自然保護協会会長の八木

氏は発想の転換を提起する。例えば今の様な国有林の独立採算制の宿弊か

ら脱して,森林が持つ水を洒養する能力を評価し国の予算を林野庁に回し

たり,環境庁は国立公園にもっと支出すべき等々,具体的な案を提示する。

(「山」502号 )

「京都支部だより 自然保護集会」              〔横田明男〕

* 今西錦司元会長ら総勢 65名 ,支部発足以来初めての大きな集会となっ

た。2日 日は吉村健次郎氏から芦生演習林の概要と現状の話を聞いた後,

杉尾峠のブナ 0ス ギ原生林の見学等 3班 に分かれて行動した。

(「山」502号 )

図書紹介「高尾山』 身近な自然を考えるアサヒタウンズ編   〔関塚貞亨〕

* 東京多摩地区で発行されている週刊新聞「アサヒタウンズ」に50回 に

互って連載された『東京の山 高尾山』を取り纏めたもの。裏高尾圏央

道問題などが収録されている。今西寿雄会長が推薦文を寄せている。

(「山」502号 )

「双六谷上流地域の国立公園編入の要望」           〔関塚貞亨〕

* 現在も原始渓谷の様相を残している双六谷上流は,北陸電力が水利権を

持ち,ま た流域周辺は国有林となっている。最近,北陸電力が双六谷にダ

ムを計画しているので,山岳景観を守るために,双六谷上流の国立公園編

入の要望書を提出したい旨,若林富山支部長から要請された。自然保護委

員会名で環境庁長官宛に要望書を提出,写 しを林野庁長官に,ま た岐阜支

部長・富山支部長から各県知事に提出。北陸電力にも協力を要請した。

(「山」503号 )
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「大山隠岐国立公園大山一の沢地内における治山工事用道路建設に伴うブナ・ミ

ズナラ林伐採に対する抗議と善処の要請」          〔小西 毅〕

* 地域住民のボランティア活動として,大山山頂の裸地復元のための一木

運動などを展開している同地において,「大山自然公園指導員会会長』を

している本会山陰支部自然保護委員の小西氏が,林野庁長官に宛て標題の

善処方を要請した。昭和 62年 7月 22日 付文書。

図書紹介『ほろびゆくブナの森』 工藤父母道著        〔大森久雄〕

* ブナの持つはかり知れない価値が,確たる将来設計もなしに乱伐され,

「役に立たない」ものとして他の単一の樹木に変えられてゆくその恐ろし

さが,鳥肌たつような思いでこの本から伝わってくる。著者は,元,本会

自然保護委員。                   (「 山」505号 )

「秘境の渓谷美守れ  『北ア・双六谷上流,ダム開発に反対』一
日本山岳会

国立公園編入を要望
一 」

* 日本山岳会自然保護委員会 (国見利夫委員長)が,富山支部 (若林啓之

助支部長),岐阜支部 (松井辰弥支部長)と合同で現地踏査をしたうえ,

同山岳会として『ダム反対』の立場から「双六谷上流 10キ ロ流域を新た

に中部山岳国立公園に編入して渓谷美を守って欲しい」との要望書を環境

庁に提出した。同地域が昭和 11年以来,国立公園から外されてきた事情や,

国見委員長の談話も掲載されている。

(毎 日新聞・昭和 62年 8月 11日 付夕刊)

図書紹介『水源林の四季一―一多摩川上流・緑と水のレポート
ー

』 畦倉 実著

〔大森久雄〕

* 首都圏の山好きに親しまれている奥多摩は植林と自然林が交錯し,豊か

な樹相が保たれているが,それは水源林として,ま た土地の人の生活の場

として手入れされている結果である。開発と保護への一つの解答を本書は

よく伝えている。               (「 山」506号 )

「九州にアケボノツツジを訪ねて」              〔中村純二〕

* 祖母・傾山系にアケボノツツジを訪ねた山旅で,九州の4支部の自然保

護委員や会員諸兄と山行し,九州の照葉樹林のことなど自然保護問題につ

いても意見を交換した。               (「 山」507号 )

図書紹介『屋久杉が消えた谷』 津田邦宏著          〔関塚貞亨〕

* 屋久島の山々に囲まれた原生林の谷が,大正末期に国の伐採基地として

開拓され,木を切り尽くして廃村となるまでの半世紀にわたる歴史を記録
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したもので,「 日本の森の未来をみる」自然保護の啓蒙書であろう。

(「山」508号 )

図書紹介『尾瀬は病んでいる』 加藤久晴著          〔蜂谷 緑〕

* 関越自動車道が開通して以来,尾瀬への入山者は90万人にも達し,ほ

とんど一時期に集中する。自然保護への方途をさぐるこの本の著者は,

これまでも放送番組を通じて,尾瀬の危機を訴えてきたTVマ ンである。

(「山」508号 )

「今日の自然保護の諸問題
―

いま改めて考える
一 」     〔沼田 具〕

* 具体的な例を種々と述べ,自 然保護の諸問題を解決し,世の中がいい方

向へ向かうためには,一番の基本は教育であると結んでいる。なるべく早

く人間と自然がいい形で共存できるようになることを期待したい。

(山岳 第 82年 7～ 16頁 )

「日でみる自然保護の諸問題」

* 「白神山地の場合』 根深 誠撮影

* 『知床の場合』 渡辺正臣撮影

(山岳 第82年 カラー・グラビア頁)

図書紹介『知床を考える』 本多勝一編            〔関塚貞亨〕

* 知床だけでなく日本の森林や自然保護問題を考えるための必読書。1987

年 4月 14日 ,林野庁は知床国立公園内の国有林に機動隊を導入して,530

本の巨木を切ったが,本書はその前日に刊行された。本多氏の著書として

は穏健な論調になっており,各章にはそれぞれ伐採推進派と反対派の論評

が載せられている。編者と工藤父母道氏の対談などは読み応えがある。編

者は自然保護委員。           (山 岳 第 82年 91～ 93頁 )

「世界の自然保護活動について」         〔ノーマン・ハーデイー〕

* 国際アルピニスト。シンポジウム ('86松 本)での元ニュージーランド

山岳会会長 N.ハ ーディー氏による基調講演の概要。「人間が環境を破壊

している。人口の増加をコントロールし,国土の大切さを教育しなくて

はいけない」。              (山 岳 第 82年 A83頁 )

「世界各国の登山事情―
現在の問題と将来の展望」

* 国際アルピニスト◆シンポジウム ('86松本)セ ッションⅡより

自然破壊の実態や自然保護対策について,ネパールのクマール 0カ ドガ

殿下やインド登山財団のナルニ・ジャヤール副会長他,森林資源の消滅が
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従来の 2倍以上のスピー ドで進んでいること,イ ンドのナンダ・デヴィの

山頂付近を入山禁止とし,サ ンクチュアリとしていることなどを報告。

(山岳 第 82年 A85～86頁 )

「自然を語る」                      〔西堀栄三郎〕

* 国際アルピニスト・シンポジウム ('86松本)での西堀元JAC会長によ

る記念講演。「山男は自然保護ということでは毅然とした態度で模範を示

すべきだ」と呼びかけた。         (山 岳 第82年 A89頁 )

日召矛口63」華:(1988)

『森林保護』への提言           〔日本山岳会自然保護全国集会〕

* 森林は日本の美しい山と渓のもとである。しかし総合保養地域整備法が

成立し過疎地対策の声とともに,乱開発で森林が荒らされることを恐れる。

そこで第 13回 自然保護全国集会において,次のとおり提言する。

一,国民総参加への推進。  二,国有林の公益的機能重視の確立。

三,国有林に関する権限の一本化。  四, リゾート地域法の対策。

五,自 然保護思想の啓蒙,普及。          (「 山」512号 )

『森林保護』への提言を採択                 〔関塚貞亨〕

* 第 13回 自然保護全国集会 (1987年 11月 14日 ～15日 )の報告。各支部

の自然保護委員会からの報告の後,「今なぜ森林保護なのか ?」 との疑問

が出され,議長から「今年は知床伐採問題など,多 くの自然林の保護が問

題となった。また 5月 にリゾート地域法が成立して,森林保護を訴える時

と考える」と説明。前記『提言』を採択した。    (「 山」512号 )

「三浦富士で新春自然観察山行」            〔自然保護委員会〕

* 三浦半島の先端近くにある通称三浦富士は,緑地特別保全地区に指定さ

れているので豊かな常緑樹の自然が残されていた。   (「山」512号 )

「北八甲田山ロープウェイ建設計画をめぐって」        〔八木健三〕

* 十和田八幡平国立公園の北八甲田山に全長 7.2キ ロのロープウェイを建

設する計画が浮上している。既設の八甲田ロープウェイだけで,大岳山頂

付近は裸地化が進行し,オ ーバーユースの状態になっている。

(「山」513号 )

「自然保護委員会より」                   〔国見利夫〕

* 北八甲田山ロープウェイ問題についての自然保護委員会のコメント。

「青森県民の会理事長」から前年に話を聞かされた段階と, リゾート地
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域法の施行された現在とでは,状況は変わったので対応を決めていきた

ぃ。                        (「 山」513号 )

自然保護随想『自然は子孫から借 りている』          〔関塚貞亨〕

* 昨年 6月 に公布されたリゾート地域法で,全国 150ヵ 所のリゾート開発

計画が申請を準備中という。日本中の良好な自然条件を備えた地域が,箱

根や軽井沢,伊豆を理想の姿としているようでは困る。 (「山」513号 )

「屋久島の縄文杉は今…」                  〔羽賀克己〕

* 縄文杉と対面するには片道 5時間を要すが,年間六千～八千名の人々が

訪れる。老杉の周囲は伐開され,踏みつけられ,根系は地上に露出した。

地元では縄文杉を目がけたロープウェイ架設が計画されている。一方アメ

リカではセコイアの巨木群を守るため,巨木群の中にある村を撤去するこ

とを決めたという。一本の縄文杉に頼らねばならないほど精神的な貧困に

陥っているとは信じたくないが,文化の成熟度の差違を考えさせられる。

(「山」514号 )

自然保護随想『米国製のコーラの缶から』           〔関塚貞亨〕

* 欧米で売られているコカ・コーラ,ジ ュース, ビールの缶は日本のそれ

とは違う。タブが離れない型だから,環境重視の合理的な構造である。日

本でも空缶の回収が叫ばれているが,足元の環境保護を考えない建前論だ

けで,哲学の差を感じる。              (「 山」514号 )

自然保護随想『スキーッアーについて』            〔関塚貞亨〕

* 『尾瀬を守る懇話会』作成の緊急対策の中で,「 スキーッアーの禁止」

という項目がある。春スキーの団体が増えて湿原を汚染し,富栄養化が

問題であるという。冗談ではなく「山へは便器持参」の時代が来ている

のかも知れない。                (「 山」515号 )

自然保護随想『林道の終点で』                〔関塚貞亨〕

* 総理府が発表した「環境問題に関する世論調査」によると,3人に 1人

が環境問題に無関心という。煙草の吸殻のポイ捨て,渋滞する道路での

ゴミのまき散らし,林道の終点の吸殻の山,理解に苦しむ光景だらけだ。

(「山」516号 )

自然保護随想『やせゼンマィ』                〔小倉 厚〕

* 春の連体に故郷新潟の魚沼地方の山に入った。豪雪地であるが故に,か
つては山菜の宝庫であった。車道が奥地へと延び,村人達が大切にしてき
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た山菜は根こそぎ荒らされて見るかげもない。 (「山」517号 )

図書紹介「白神山地二冊の本」                〔国見利夫〕

『白神山地に生きる』 鎌田孝一著

* 白神山地の秋田県側に育った著者は,青秋林道建設計画問題で不慣れな

中央官庁との折衝を体験した。そうした経緯から白神の未だ世に知られて

いない沢の存在や,植物の新種発見等の白神の魅力を伝えたいと考えた。

『津軽白神山がたり』 根深 誠著

* ブナの山,伝説の山,マ タギの山の 20数篇から成る。最後に著者は
,

最貧の西日屋村が世界最大級のブナ原生林の一隅を占め,豊かな自然を

持っている皮肉な事実のなかで,自 然と開発を調和させる英知を,地元

の人に求めているのが印象に残る。         (「 山」518号 )

自然保護随想『秋田杉とブナ林』               〔関塚貞亨〕

* 青秋林道の秋田側の終点は,ニ ツ森の山腹まで延びている。地元の八森

町はブナを伐って杉の苗を植林したが,標高が高すぎたせいか,曲 りくねっ

た杉しか育たない。植え替えたが,現状は裸山同然で,山腹は崖崩れが起

きている。                    (「 山」518号 )

図書紹介『知床を考える』 本多勝一編            〔八木健三〕

* 1986年 夏から1987年春にかけ,全国を賛否論議の渦にまきこんだ知床

国立公園森林伐採問題を扱う自然保護側と,林野庁等の伐採推進側とか

ら出された論説,評論,報告を本多氏がまとめた。なお『山岳第 82年』

にも,関塚氏による同書の紹介がある。       (「 山」519号 )

図書紹介「森はいのち
―

エコロジーと生存権』 宮脇 昭著  〔渡辺正臣〕

* 森と人間との関わり合いの歴史,自 然を護り,共存する方法を論じ,実
践を指示している。山の森より里の森に重点が置かれているが,一読をお

すすめしたい。                   (「 山」519号 )

「白神山域を探る山行報告」                 〔赤松 光〕

* 婦人懇談会主催で山形支部・秋田支部会員との交流をまじえて,5月 27

日～29日 に行われた山行。万緑のなかを青秋林道の核心部へ,工藤茂美

講師からブナ原生林の生態を実地に聞く。地域の過疎化と自然界の調和に

着日, これを守っていこうとする努力に敬服した。   (「山」519号 )

「63年度自然保護委・全国集会『山岳地域における大規模開発と自然保護』をテー
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マに」                           〔小倉 厚〕

* 9月 3～ 4日 の両日,上高地にて全国集会が開催された。各支部委員か

ら実情や取 り組んでいる問題が報告された。今回の主テーマは,総合保

養地域整備法 (リ ゾート法)と の関連もあって,地元の行政が主体となっ

た地域活性化と,自然保護がぶつかり合うケースが多く,真剣な討議が

行われた。                     (「 山」520号 )

自然保護随想「ネイチャーゲーム」               〔遠藤光男〕

* 子供たちが自然の中で遊びながら,知 らず知らずのうちに自然と親しみ
,

素晴らしさを見い出し,自 然界の基本的な知識を学び,保護教育へとつな

げていく,それがネイチャーダームだ。親しむ,知 る,守るの三つを柱と

する教育活動の勉強会を自然保護委員会でこころみた。 (「山」520号 )

図書紹介『神々の遊ぶ庭」 北海道自然保護協会編       〔辻井達一〕

* 開発と自然保護,観光と自然保護,森林と自然保護の三部から成る本書

は,北海道の自然の美しさと,大 きさと,原始性とを守るために採るべき

方策などをまとめたものである。          (「 山」520号 )

図書紹介『尾瀬に生きる・平野長英』 平野紀子編       〔蜂谷 緑〕

* 尾瀬を守るのは,立派な啓蒙施設や制度よりも,ま ず,人から人への心

の伝達であろう。一人の山守りが遺した言葉には,千鉤の重みがあるよう

に思える。                       (「 山」520号 )

「二つのロープウェイ計画」              〔自然保護委員会〕

* 自然保護委員会は 7月 20日 ,屋久島の縄文杉の観光を目的としたロー

プウェイ建設計画の中止を求める要望書を,環境庁に提出した。『ムラお

こしの計画に水を注す形となるが,次代に残す国民の遺産として,縄文

杉と屋久島の自然を外すわけにはいかない』というのが山岳会の立場で

ある。

北アルプスの槍,穂高の展望台として人気の高い「蝶ヶ岳」まで,安
曇野側からロープウェイを架けようという計画が,ひそかに進行してい

る。                       (「 山」521号 )

海外の山「SACの悩み」                     〔J.T.〕

* スイス山岳会 (SAC)は創設 125年 目を迎えたが,アルプスの自然美を

そのまま残すという創始者の願いは,観光業と電力業と交通業の発展に

勝てなかった。また,競争的な登攀,パ ラ 0グ ライド,雪上サーフィン

等のおびただしい数の競技ゲームの出現で,今やアルプスはディズニー
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ランド化を前にしている。 (「山」522号 )

海外の山「海外あれこれ」                  〔中村テル〕

* 山岳環境保全のため,マ ウンテン・ウイルダーネスと称する新しい協会

がラインホル ト・メスナーの意志を基にミラノに結成された。エ ドモン

ド・ヒラリー卿が名誉会長,外国代表者はクリス・ボニントン他であり,

88年の計画のうちにはドロミテのマルモラーダ南面の清掃等がある。

(「山」522号 )

自然保護随想「白い尾瀬」                  〔渡辺正臣〕

* きのうは木道がどこまでもよく見えていた。同じ道を引き返す今日の尾

瀬ガ原は,自一色に包まれ夢幻の世界のようであった。40セ ンチも積っ

た雪の向うに,平野長英さんと植物学者の本田正次博士と三人で歩いた日

の思い出が重なった。                (「 山」522号 )

/tダニ
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トレッキングからエクスペデイションまでし
アノ″ イヾンツアーはヒマラヤからカラコルム、

ヨーロッパアルプス、アラスカ、カナダ、USA、 南極、

アンデス、パタゴニス ニユージーランR中国、

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。

運輸大臣登録―般旅行業第490号 /日 本旅行業協会正会員 /ロイヤルネパール航空代理店

東 京/〒 105東京都港区新橋2-2-2(川 志満ビル7階 )  803(3503)1911(代 表)

大 阪/〒 550大阪市西区靭本町1-15-8(本町天祥ビル9階)806(444)3033(代 表)

名古屋/〒 450名 古屋市中村区名駅3-23-6(第 2千福ビル8階)8052(581)3211(代 表)

福 岡/〒 810福岡市中央区舞鶴1-2-8(セ ントラルビル5階)8092(715)1557(代 表)
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覆刻日本の山岳名著國目
解題書0特別資料付
企画・編集/日本山岳会
現金価格!95,700円
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嶽
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萬
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会
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刻
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本
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〇
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二
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嶽
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蹴
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亮
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ア
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ウ
オ
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郎
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覆
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解
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日
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編

●
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資
料
‐‐１１‐‐‐

日
本
山
岳
会
『

●
特
別
資
料
２

播
隆
上
人
筆

日本の近代アルピニズム史上不滅の光を放つ
｀`
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

″

會

報
「鎗
ヶ
嶽
繕
固
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第

一
〇

一
号

―

』
第

二
〇

〇
号

襲騎日本の出岳名著園目
解題
企画

250円
0編集/日本山岳会

山
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の
世
界

図
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百
科

Ｎ
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ィ
ー
レ
ン
フ
ァ
人
／
丁
と
‥
ベラ
ー
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著
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本
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西
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栄
三
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６
０
０
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か
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科
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写
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ワ
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書
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０
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０
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追
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余
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ェ
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隊
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一
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選
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、
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遠
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指
し
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ま
還
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な
っ
た
若
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ア
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ス
ト
Ｇ
・
Ｌ
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マ
ロ
リ
ー
の
素
顔
を
、
多
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々
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の
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会
い
や
英
国
の
社
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背
景
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通
し
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い
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追
想
記
。

四
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判
・
２
９
２
頁
　
―
、
５
４
５
円

邊
か
な
り

エ
ヴ
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ス
ト

■内審見本呈                ●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



軽 く、コンパク トなテン トのことなら

dADRAE TENT
麻)フ ラ イ テ ン ト

〒 175東京都板橋区赤塚5-13-7 ЪI。03(3939)6481

大月書店
東京都文京区本郷 2-11-9

電話 03(3813)4651〈代表〉

FA X.03(3813)4656

振替東京3-16387

峰々 を求めた女性たち
1章・「女人禁制」と女性の登山

2章・近代登出の黎明

3章・近代登出黎明期の女性登出家たち

4章・社会人登出

5章・学校登出

6章・登出者|こつ<した出女たち

7章・海外登出

坂倉登喜子0梅野淑子著

資料・エピソード満載

静||1初
めての女性登山史

F■「 定価1600円 (税込)A5判並製カバー
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丁
二
級
茶

本
場
申
国
福
建
省
産
の
下
二
級
茶
葉

だ
け
を
限
定
使
用
し
た
ア
サ
ヒ
の
烏

龍
茶
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
下
三
級
茶
葉
だ

け
の
す
っ
き
り
と
し
た
味
わ
い
が
、
大
変

ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
鳥
龍

茶
葉
は
、品
質
に
よ
っ
て
等
級
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
等
級
は
、様
々
な
基
準
で
選
別

さ
れ
た
茶
葉
を
、最
終
的
に
は
、国
家
機

関
で
あ
る
商
品
検
験
局
の
「茶
師
」
と

呼
ば
れ
る
専
門
家
が
、葉
の
種
類
、大
き

さ
、
形
、
香
り
、お
茶
の
色
、味
わ
い
、
喉

ご
し
や
後
味
に
至
る
ま
で
厳
し
く
審
査

し
ま
す
。
こ
の
高
級
茶
葉
だ
け
を
限
定

使
用
し
た
ア
サ
ヒ
の
鳥
龍
茶
の
お
い
し

さ
を
、あ
な
た
の
喉
で
お
確
か
め
下
さ
い
。
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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

曜N
∠」IL 山友社た力l″ι

S]NCE

1014

nTn

Щ■Щスキ_o専門唐
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)1794
FAX 03(3831)6680
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″IZ協鶴ログ

0

カ
モ
シ
カ
同
人
ビ
ン
ソ
ン
ｏ
マ
シ
フ
登
山
隊

エスパース・マキシム:ミニl～ 2人用¥35,000/2～ 3人用¥39,000/4～ 5人用¥46,000

ライト・エスパース(フライシート付):ミニ1～2人用¥32,000/2～ 3人用¥36,000

4～5人用¥39,000/ジ ャンボ6～ 7人用¥68,000
エスパース:ミニl～2人用¥29,000/2～ 3人用¥86,000/4～ 5人用¥40,000

ジヤンボ6～ 7人用¥68,000

コンテックス・エスパース:ミニl～2人用¥49,000/2～ 3人用¥64,000/4～ 5人用¥74,000
※価格は1992年 12月 1日 現在のものです。

株式会社カモシカスポーツ 山の店
〒169東京都新宿区高田馬場3-3-3803(3371)4333

●AM1 0i3□～PM8:00(月 ～金)/AM10:30～PM7:00(土・日・祝)

●定休日/日曜日(4月・7月・8月・12月 は定休日なし)

平峯兌多鞣{米
躍億

ｔ
灌
一

一職欝
一

日
・      |   |「 ‐種国

‐‐‐||11111       1  ・ 1 圏爾

予 11:||‐ ‐‐‐11 1 1:囃



■
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
ッ
ト
価
／

一
一
四
〇
〇
円
（税
込
）

Ｉ
巻

憧

憬

解
説

＝

串
田
孫

一

『
山
行
』
『
マ
ナ
ス
ル
登
頂
物
語
』

Ｈ
巻

情

熱

解
説

＝

田
呈

郎

『
マ
ナ
ス
ル
通
信
』
『
ピ
ツ
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
・
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

困:03-3233-4161 FAX03-3233-4162

海上 での遭難、酷使 と高空 |万 mの低圧 に耐 えるプロ用です。

その信頼 と精度 を山の行動 と安全 にお使 い下 さい。

カタログ代無料、電話  FAX 葉書で どうぞ。

東京都練馬区上石神井 1丁 目37番 13号

株式会社 石 神 丼 計 器 製 作 所
電言舌03-3928-5411 FAX03-3928-5411

手のひらサイズの高精度方位鏡

ハィアイポイント

コンパスグラスHB-3

自信を持って山に行こう/

山座同定迷走脱出に力強い味方です。
広視界 10° 高倍率の明るい視界内に見える目標がそのま

ま正 しい磁気方位です。完全水密 耐圧水深50m 耐高

度 1万 m 耐寒 -25° 軽量78g水面浮上 フォーカスフ

リー 方位 自動追尾

つや消し黒    ¥17,o00  L巨 D照明付 ¥19,800

黄橙色メタリック ¥18.000  普及型 黒  ¥ll,500
送料 ¥440 (消 費税別 料金着払い)

コンパスグラスは狙った目標を絶対に逃がしません。
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旅守3あなたaサポロト隊
パッケージツアー0グループ・トレッキングはあ遊猪1行が、割引航空券・個人

旅行・個人山行は、中ヤ到 ンヽデスタが、皆様のお手伝いをいたします。

秘境の地ヘ

世界の出々ヘ

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
。

トレッキング部門は、JAI・ HIMAL TREK
…KINGが 、一般観光部門は SAIYU・ 丁RAVEL
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・秘境旅行・トレッキング 0海外登出のパイオニア

運輸大臣登録一般旅行業第607号

糞嚢わ遊を行~ ・・
‐口・     さい     ゆう     りよ     こう

本      社

大 阪 営 業 所

キャラバンデスク

カトマンズ連絡事務所

〒101東 京都千代田区神田神保町2-2新世界ビル5F
803(3237)1391は )

〒530大 阪市北 区神 山町 6-4  北川 ビル 5F
C,06(367)1391“ り

〒101東 京都千代田区神田神保町2-4 矢野ビル2F
● 03(3237)8384

新世界 ビル 5F

九段下駅

自
山
通

り

____」 ヒ_~¬
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ン
グ
ス
ウ
ェ
イ
　
　
“
０

鴫

仁
□
トイコ
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●B4変型・100頁・オールカラー ●定価はすべて税込みです)●送料各380円
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自
然
の
リ
ズ
ム

上

高

地

職
費

影

郷
愁
―
田
園
・丘
陵
・雑
木
林
―
忘
れ
か
け

武

蔵

野

山
下
喜

一
郎

撮
影

串
田
孫

一　
　
文

魂
の
原
風
景

串
田
孫
一威

文

人
の
国
、水
の
国
、緑
の
国
、神
話
が
息
づ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

阿

　

蘇

　

耀晰良嚇
爆影
綱

卜 〒
|  し

｀■1口

― マ
ζヽ 、

｀
.

■ ノ

ー ガ
V,離
ノ け

Jレ是
l界

高巨量
峰峰嵩

14峰
座
と

内
田
良
平

文 撮
影

「「
i景

口J)蓉
′ぎ
′  1"

ll`言
′ 幽

ノ 玄

"1世ハ界

山申
口西
耀俊
久明

文 撮
影

定価4120円

太
田

撮
影

定価4300円

山

稜

破

璃

円

一二
歩七
　
”修
・
撮
影
　
　
剛

串
田
孫

一　
文
　
　
卸

神
々
の
雄
山
、
き
ら
め
く
四
季
の
賦

上ユ

　

・山
円
　
　
Ⅷ
清鷲
影

そ
そ
り
つ
屏
風
岩
、天
を
突
き
さ
す
尖
塔
、荘
厳
な
る
出
岳
の
美
　
　
旧

穂

高

槍

　

宅
修
鰍

定価4017円

て
い
た
風

定価4120円定価4017円定価4500円

803(3591)1l11振 替東京4-85000東京都千代田区 日比谷公園 1-3〒 100

自痛iのデ,=憂翌菫

時事通信社

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 )



〃
日
本
の
摩
一根
″
の
全
域
を
形
ポ

◇
定

価

各
巻
（菊
四
変
）

三
、
五
〇
〇
円

（税
込
み
）

長
野
、
岐
阜
、
富
山
、
新
潟
の
四
県
に
ま
た
が
る

広
大
な
北
ア
ル
プ
ス
の
豊
か
な
自
然
と
多
様
な
民
俗

を
、
新
聞
記
者
が
ベ
ン
と
カ
メ
ラ
で
紹
介
―
―
。

〈
主
な
内
容

〉

◎
上
巻
＝
二
一
二
頁
、
カ
ラ
ー

一
七
六
枚

▼
日
本
の
屋
根
（槍

・
穂
高
の
パ
ノ
ラ
マ
）
▼
上
高

地
周
辺
の
山
々
▼
乗
鞍
岳
初
夏
▼
穂
高
連
峰
▼
槍

ヶ
岳
▼
飛
騨
の
山
々
▼
山
上
の
別
天
地

（雲
ノ
平

ほ
か
）
▼
裏
銀
座
を
行
く
▼
忘
れ
ら
れ
た
山
系
（船

窪
岳
ほ
か
）
▼
高
瀬
渓
谷
▼
常
念
山
系
▼
梓
川
渓

谷
▼
越
年
登
山
▼
シ
ー
ズ
ン
を
待

つ
（高
山
祭
り
、

涸
沢
ほ
か
）

◎
下
巻
＝
二
〇
八
頁
、
カ
ラ
ー

一
八
四
枚

▼
開
山
祭
▼
雪
形
▼
黒
部
峡
谷
（黒
部
源
流
、
下
ノ

廊
下
ほ
か
）
▼
後
立
山
連
峰
▼
北
端
の
山
々
（朝
日

岳
ほ
か
）
▼
剣
岳
▼
立
山
▼
西
部
の
山
々
（薬
師
岳

ほ
か
）
▼
冬
の
ア
ル
ペ
ン
ル
ー
ト
▼
冬
の
黒
部
峡

谷
▼
白
馬
ス
キ
ー
事
情
▼
北
ア
を
守
れ

・
座
談
会

ほ
か

信
濃
毎
日
新
聞
社
出
版
部
刊
搬
６
翌
野
」郁
縣
岬

６５７７

しま模様に雪が残る

焼岳 (上巻から)

表 紙

夜明けの槍ケ岳窓雪渓

好
評
発
売
中

尋

国躍目

題字・井上 靖

●



ニ ッチ

※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。

定評ある著者陣容 /
全 56巻

定価各700円

日

第 |

A4版 21
5色 ×2色
定価5,800円

書店にてごらん下さい。

地図の 日 地 出 版
本社 東京都千代田区西神田2-2-15

東京 03(3261)5126

支店 大阪市中央区南船場2-||-23
大阪 06(252)7421

①北アルプス

②立山・剣 黒部漢谷
l③ 黒部。自馬 鹿島槍
③雲ノ平
⑤槍・穂高 アルプス銀座
|〔3,上高地 乗鞍岳
'01御 岳 木曽路

③中央アルプス
19南 アルプス北部
l⑩ 南アルプス南部
101入 笠山 守屋山・高速

⑫八ヶ岳 蓼科山

⑬霧ヶ峰 自樺湖・蓼科山

O美ヶ原 霧ヶ峰

○軽井沢 妙義山

⑩浅間・菅平

O志賀高原 草津白根

○加賀自山 白川郷

⑩奥武蔵 武甲・雲取

④奥多摩 大菩薩
②奥秩父

④陣馬0高尾 秋川漢谷

④丹沢山塊

④富士・五湖 三ッ峠

④箱根 熱海・湯河原

④l伊豆半島 大島
④三浦半島 鎌倉
IЭ 房総半島
l⑩ 奥日光 奥鬼怒

⑪尾瀬 銀山湖

⑫谷川岳
⑬苗場・鳥甲 清津峡
⑭越後三山 奥只見・巻機山

⑮那須・塩原 鬼怒川
l⑮ 磐梯・吾妻 安達太良
ICII蔵王連峰
l⑬ 飯豊・朝日

①八幡平 岩手山・駒ヶ岳

⑩大雪山 層雲峡・然別湖
①東海自然歩道I

l⑫ 東海自然歩道II

l① 東海自然歩道lH

10金剛山 葛城・岩湧山

⑫l六甲・摩耶

⑬比良連山
,01大 峰・吉野

①大台ヶ原 大杉谷
①赤目・青山 室生寺
〇鈴鹿連峰 御在所・伊吹
①大山・蒜山

⑩阿蘇山

地
図
の
本
　
　
白
旗
史
朗
著
　
円

‐
『‐
Ｌ
ｒ
‘置

環

総
ペ
ー
ジ
　
　
ｏｌ０

Ｅ
月

“
”
日
　
地
図
と
カ
ラ
１

１
，

登山・ハイキングシリーズ

〒102東京都千代田区紀尾井町3-23文
藝 春 秋



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

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
薩
腹
圧
“曜
　

Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
９
０
０
円

山
里
寿
男
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
２
４
０
０
円

黄
色
い
テ
ン
ト

田
淵
行
男
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
３
９
１
０
円

車
窓
の
山
旅
・中
央
線
か
ら
見
え
る
山
　
花
の
山
旅
日
本
ア
比
フ
ス

山
】村
正
光
一　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
９
６
０
円
　
　
　
　
　
　
ヤ型
姜
喜

水ヽ
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
２
２
０
０
円

関
東
百
山
１
８
の山へのガく
土
ッセイ
ー

浅
野
孝

Ｔ
打
田
鉄

Ｔ
楠
日
高
明
・横
山
厚
夫

Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
８
５
０
円

ス
ケ
ッ
チ
の
山
旅
１２
ヵ
月

一日
の
山
・中
央
線
私
の
山
旅

横
山
厚
夫
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
７
５
０
円

展
望
の
山
旅
（正
×
続
）

イ
タ
リ
ヤ
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
―
光迎靱
馨
‐

藤
本

一
美
・田
代
博

Ａ
５
変
型
判
／
定
価
（正
）１
９
６
０
円
（続
）２
０
０
０
円

西
本
晃
二
　
四
六
判
／
定
価
１
６
５
０
円

カ

メ

フ
の

山

旅

―
山
の
写
真
と
カ
メ
ラ
八
イ
ク
明

月
―

川
口
邦
雄
　
Ａ
５
変
型
判
／
定
価
１
８
５
０
円

０
ス
ア
・ス
　
　
　
　
　
　
　
定
価
１
４
０
０
円

①
ョ
ー
ロ
ス
ハ・ア
比
フ
ス
　
　
定
価
１
３
０
０
円

０
ヒ
マ
ラ
ヤ
・ト
レ
ツ
キ
ス
グ
定
価
１
４
２
０
円

の
）っノ
ラ

ス
カ
″　
　
　
　
　
　
　
　
定
価
１
２
０
０
円

①

二
子
ｋ
シ
ｓＩ
ラ

ン
ド
・　
　
　
定
価
１
２
０
０
円

●ご注文はもよりの書店へお願いします。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す。
●書店に遠くご不便の方は小社に送料(冊数に関係な〈―律210円 )を 加算してご送金下さればお送りします。(前金制・切手代用一割増)

〒104東京都中央区銀座1-3-9/振替東京1-326

Eコ
Eコ



社
洋 文 庫 》

２４ｏ
日
本
奥
地
紀
行
イザベラー
ジ
高梨健吉訳

明
治
初
期
の
日
本
を
、
東
京
か
ら
北
海
道
ま
で
旅
し
た
イ
ギ
リ
ス
女
性

の
克
明
な
記
録
。
本
邦
初
訳
。　
　
　
　
◎
定
価
２
、
８
８
４
円
（税
込
）

２４８
・２４９

東

西

遊

記

《
全
２
巻
》
橘
南
鎗
／
宗
政
五
十
頼

注

医
者
で
も
あ
っ
た
著
者
の
天
明
二
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
日
本
国
内
を

旅
し
た
記
録
。
③
定
価
１
＝２
、４
７
２
円
。
２
Ｈｌ
、８
５
４
円
（税
込
）

４６‐

江

漢

西

遊

日

記

司
馬
江
漢
／
芳
賀
徹
夫

田
理
恵
子
校
注

お
も
し
ろ
人
間
江
漢
の
残
し
た
、
江
戸
後
期
の
日
本
旅
行
記
。
愉
快
な

ワ
ン
ダ
ー
フ
オ
ー
ゲ
ル
ぶ
り
を
翻
刻
。　
◎
定
価
２
、２
６
６
円
（税
込
）

４７２
江
戸
温
泉
紀
行
板坂燿子編

江
戸
後
期
の
有
馬

・
熱
海

・
箱
根

・
草
津
、
△フ
は
な
き
湯
倉
な
ど
の
温

泉
町
の
様
子
を
い
き
い
き
と
描
く
。　
　
○
定
価
２
、
３
６
９
円
（税
込
）

５４２・鶴
案
ット
の
報
告
（全２巻〉″つ期
卦〓．拒
多
編／薬雲
美訳

一
八
世
紀
初
頭
、
イ
タ
リ
ア
人
宣
教
師
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
、
長
く
失

わ
れ
て
い
た
古
典
の
本
邦
初
訳
。　
　
◎
定
価
各
２
、８
８
４
円
（税
込
）

５４４・５５ｏ
日
本
旅
行
日
記
《全２巻》ν副話難
．サトフ

サ
ト
ウ
の
残
し
た
膨
大
な
日
記
か
ら
、
日
本
旅
行
に
か
か
わ
る
部
分
を

抄
出
。
　
　
　
○
定
価
１
＝
２
、
７
８
１
円

。
２
＝２
、
８
８
４
円
（税
込
）

５５５
東
洋
紀
行
１
《全
３巻
》撻麓
一訂
計１／森
太良監ン

一
九
世
紀
後
半
、
中
国

ｏ
日
本
な
ど
東
ア
ジ
ア
各
地
を
観
察

・
踏
査
し

た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
地
理
学
者
の
記
録
。
○
定
価
３
、０
９
０
円
（税
込
）

風
土
の
地
誌
式
正英

‐８６

秋

山

記

行

・
夜

職

草

鈴
木
牧
之
／
宮
栄
二
校
注

『北
越
雪
譜
』
の
著
者
に
よ
る
信
越
秋
山
郷
探
訪
記
。
併
せ
て
『苗
場
山

記
行
』
自
叙
伝

『夜
職
草
』
を
収
録
。
　

③
定
価
２
、８
８
４
円
（税
込
）

地
型

・
地
質
、
気
候
と
人
々
の
生
活
な
ど
、
第

一
級
の
地
理
学
者
が
語

る
、
風
景
の
読
み
方
と
新
し
い
旅
の
型
。
Ｏ
定
価
３
、
０
０
０
円
（税
込
）
102東京都千代田区二番町5/振替0東京8-29639/雨e

聞らぎる
t~者たら

":t rl.
●   ‐・ ●

」″

極
限
に
き
ら
め
く
生
と
死

′
■
ぎ
る
者
た
ち

百
い

盲
葦
者
一　
●
定
価
２
５
０
０
円
（税
込
）

●
四
六
版
　
３
０
１
頁
　
上
製

●
カ
バ
ー
、本
文
イ
ラ
ス
ト
は
著
者
自
身
に
よ
る
。

人
間
の
弱
さ
と
は
何
か
、
強
さ
と
は

何
か
。
長
き
に
わ
た
り
海
外
登
山
を

リ
ー
ド
し
て
き
た
著
者
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
、

ア
ン
デ
ス
な
ど
世
界
の
七
千
メ
ー
ト

ル
峰
岩
壁
を
舞
台
に
描
く
ド
キ
ュ
メ

ン
ト
。
限
界
状
況
に
お
け
る
人
間
の

観
察
と
分
析
が
光
る

一
冊
。

西
堀
選与
^

1日|ド

ヨ`己

襲:聾

生
ノ■`し

第
一
次
南
極
越
冬
隊
長
を
務
め
、
限
り
な
い
探
究
心
で
行
動
し

続
け
た
西
堀
榮
二
郎
。
そ
の
領
域
は
、
科
学
・技
術
・登
山
・極

地
・品
質
管
理
・原
子
力
関
連
に
ま
で
至
る
。
各
分
野
で
の
パ
イ

オ
ニ
ア
・ス
ピ
リ
ッ
ト
に
満
ち
た
先
駆
的
な
足
跡
を
集
大
成
。

１

巻

人

生

は

探

検

な

り

（西
堀
榮
三
郎
自
伝
）

２
巻

未
知
な
る
山
・未
知
な
る
極
地

３
巻

技
術
の
創
造
力
と
品
質
管
理

剛
碁̈
］
人
生
に
ロ
マ
ン
を
求
め
て
（西
堀
榮
三
郎
追
悼
）

●
定
価
１
、２
、３
巻
各
３
５
０
０
円
／
別
巻
４
５
０
０
円
⌒税
込
）

悠 々 社
〒162東京都新宿区神楽坂3-6ジーイージヤパンビル2F

TEL 03-5261-0052   FAX 03-5261-0054

日
Ｊ
『

Ｌ



モスクワ経由アエロフロート航空にて、中近東、北アフリカの各都市、

東欧を含むヨーロッパ33都市のお好きな街へ最高60日間の旅行ができ
ます。また、到着日のホテルが 1泊ついているので安心です。

(ロ ンドン:バ リ1ロ ーマ:フ ランクフルト1他 33都市)

★カリンカバック/ロ シアニ大都市
ロシアニ大都市のモスクワ又は、サンク

ト・ペテルブルグでの宿泊、朝食、送迎、

市内観光のついたお得なパ ック (お 一人

様からお申込頂けます)

■ 因 ″ |●宿泊ベオグラードホテル限定(2泊以上)

ヽ
、 、、 2泊 3日 3)白 4日 4泊 5日

2人部屋
使用の場合

¥23,000 ¥30,000 ¥38,000

1人部屋
使用の場合

¥39,000 ¥52,000 ¥65,000

フ
リ
ー
プ
ラ
ン
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
、
自
由
自
在
に
組
み
合
わ
せ
が
出
来
ま
す
。

あ
な
た
独
自
の
フ
リ
ー
ツ
ア
ー
を
お
作
り
く
だ
さ
い
。

※

●食事 《なし》●添乗員 《なし》●最小催行人数 《2人》

●出発地 《東京》●予定航空 《アエロフロート》

●目的地の到着日ホテルー泊付き (2人部屋)、 乗継便の

都合でモスクワに一泊する場合は、 トランジットホテル

代が約 ¥8,000か かります。

●東欧を含むヨーロッパ33都市、中近東、北アフリカの各

都市にも行けます。

●60日 以内でしたら、お好きな日にお好きな都市からご帰

国可能です。

● 1名 参加の場合は ¥8,000ア ップになります。

●ビザ取得の場合は実費プラス手数料が必要となります。

●目的地と帰国地を組み合わせることも可能です。

●宿泊モスクワホテル限定 (2泊以上)

＼
、 、、 2泊 3日 3泊 4日 4泊 5日

¥21,000 ¥27,000 ¥34,000

¥30,000 ¥43,000 ¥53,000

10月 16日 ～ ii月 30日 ¥140,000

12月 1日 ～12月 i8日 ¥1181000

12月 19日 ～12月 25日 ¥170,000

12月 26日 ～27日 ¥2010!000

12月 28日 ～ 1月 1日 ¥170,000

1月 2日 ～ 1月 31日 ¥123,000

2月 1日 ～ 2月 14日 ¥140,000

2月 i5日 ～ 3月 15日 ¥i50,000

3月 16日 ～ 3月 31日 ¥160,000

4月 1日 ～ 4月 20日 ¥150,000

昼 :東京」くモスクワ経由)

夜 :ヨ ーロッパ33都市、又は

中近東の各都市着 (泊 )

終日フリー

(ご希望日、各都市よりご帰国できます )

午後、各都市 コくモスクワ経由)

朝 :東京着

・ベテルプルグ

丁EL E額1夏煮、(03)3535-5621(lt表 )

基荘文化放送ブレーン
〒104中 央区銀座 4-4-8浜一・和光ビル7F

日本旅行業協会正会員 一般363号

2人部屋
使用の場合

l人部屋
籍日の場合

出発日 料 金

第 1日

第2日～第恥日

第59日

第60日



よりよきテントの最高降を
めざすヨングテント′

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

日,03(3399)2548・ FAX03(3395)4655

手造りのトロフィーオブジェ

中川 武

バッジ・タイ止・ループタイ・美術造型看板

丁E L03-3351-9927

F A X03-3351-9906
〒160東京都新宿区四ツ谷2丁目4番地

フラワホームズ四ツ谷204号

:DA TENT
0● 0賀 り00'70kV0

OSH



山岳名著選集
実際の ドラマチックな体験をもとに、

世界屈指のアルピニス トたちが綴った

感動の物語。

〈各巻A5判〉

ダ
ウ
ラ
ギ
リ
登
頂

エ
ヴ
エ
レ
ス
ト
登
頂
記

バ
ミ
ー
ル
ーシルクロードの城〒

″
遠

い

頂

″
ヌ

ブ

ツ

ェ

ー
北
西
峰
初
登
頂
の
記
録
―

マ
ッ
ク
ス

・
ア
イ
ゼ
リ
ン
　
著
／
横
川
文
雄
　
訳

定
価
１
５
４
５
円

ジ

ェ
ー
ム
ス

・
ア
ル
マ
ン
　
著
／
丹
部
節
雄
　
訳

定
価
２
５
７
５
円

田
村
俊
介
　
編
著

定
価
２
５
７
５
円

Ａ

・
ア
ル
ダ

ン
ロ
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
　
著
／
田
村
俊
介
　
訳

定
価
２
５
７
５
円

遥
か
な
る
天
山
‐緻製
臨諾
擁
フ伝

登
歩
渓
流
会
　
編
著

プ
モ
・リ
ー世界で最も美しい山―
定
価
２
５
７
５
円

グ

ル
ハ
ル
ト

ｏ
レ
ン
ザ
ー
　
苦
／
織
方
郁
映
、
橋
本
　
信
　
共
訳

ア
ム
ネ
マ
チ
ン
初
登
頂

上
越
山
岳
協
会
　
編
著

定
価
２
４
７
２
円

大
谷
定
雄
　
著

定
価
１
９
５
７
円

カ
ー
ル
ｏ
Ｍ

・
ヘ
ル
リ

ッ
ヒ
コ
ッ
フ
ァ
ー
　
著
／
岡
沢
祐
姜
口
　
訳

定
価
１
９
５
７
円

岡

沢
祐
士
口
　
著

定
価
２
２
６
６
円

ス

イ

ス

の

山

々

Ｉ
Ｓ
Ａ
日

喬

人
の
攘

談
―

オ

レ
ル

・
フ

ュ
ス
リ
社
　
編
／
岡
沢
祐
七
日
　
訳

　

定
価
１
９
５
７
円

北
ア
ル
プ
ス
自
馬
讃
歌

骰
納６０年‐

ナ
ン
ガ
・パ
ル
バ
ー
ト
回
想

闘
い
と
勝
利
―

氷
山
雪
嶺
二
千
年
―中国譴
史話―

周
　
正
　
著
／
暉

佐

強

・
田
川
常
雄
　
共
訳
　
定
価
２
２
６
６
円

ス
イ
ス
ー
山
案
内
人
の
手
帳
よ
り

定
価
２
５
７
５
円

中

級
登
山
者

の
た
め
の

一

般

的
な
解
説

か
ら
、
先
鋭

的

氷
壁
登
学
技
術
、
そ
れ

に
古
典
的
山
岳
文
学
、
山

と
人
間
と

の
長

い
関
わ
り

の
歴
史
ま

で
を
論
ず

る
、

最

新

の
登
山
総

合
解
説
書
。

壌

メ

ロ一顆
・

小
島
六
郎
　
監
修
　
　
　
定
価
２
８
０
０
０
円
　
（２
８
７
×
２
ｌ
ｏ
じ

明
治
３４
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
３２
名
、
案
内
人
と
人
夫
を
含

む
総
勢
５８
名
。
そ
の
際
の
記
録
が

「銀
山
平
探
検
記
」
と
な
っ
て
結
実
し
た
の

で
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
。
よ
っ
て
、
湖
底
に
洗
ん
だ
銀
山
へ
の
鎮
魂
と
な
す
′

憂一翼
一

一雛
一

一華
一

麟中
国
菫
山
ハ
ン
ド
ブ
ツ
ク

憩鴨
８５４円

上
越
山
岳
協
会
　
編
／
中
国
人
民
体
育
出
版
社
　
監
修

山
登
り
の
た
め
の
体
カ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

窪
田
　
登
　
著

新
書
判
／
定
価
８
５
５
円

珈

■
■
し
　

　

Ｉ
Ｊ
］　
　
　

　
　
　

中
国
新
彊
人
民
出
版
社
　
編

〓
萬
一　
　

―
―
一
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
社
　
訳

．
．
Ｊ
　

　

Ｉ
Ｌ
　
　
　
　
　
　
Ａ
４
判
変
型
上
製
／
定
価
７
１
０
７
円

ア
ム
ネ
マ
チ
ン

上
越
山
岳
協
会
　
編

Ａ
４
判
変
型
上
製

定
価
４
９
４
４
円

定
価
１
０
０
９
円

定
価
１
●
０
９
円

定
価
１
０
●
９
円

定
価
１
０
０
９
円

定
価
１
０
０
９
円

体育・スポーツ総合出版

彗嚢ベースポール0マガジン社 〒101東京都千代田区三崎町3-10-10奮 03(3238)0181※ 宅配も可 (送料310円 )



圃 國 国
山と自然のエッセイ・シリーズ

太
田
愛
人

各巻A5判上製/定価2800円

〒101東京都千代田区三崎町3-iO-10

わ
聯
薗
閣
一旅
潮
＝
驚
一

秋
谷
　
豊

雲
を
覇
瀧
一蓮
一話
構一＝一一

三
宅
　
修

高
原
め
花
物
語
輩̈
“＝

手
塚
宗
求

蒲
一原
一０
一野
鳥
一物
語
”

手
塚
宗
求

か
，

い

　

　

一
∵

っ

新
一編
避
逓
一の
一薗
一＝
難
”

手
塚
宗
求

自
然
を
師
と
し
て
、
共
に
生
き
る
智
慧
…
。

森
を
歩
い
て
、
土
を
耕
し
、
野
の
人
を
訪
ね
、
自
然
を

食
す
…
。
大
田
牧
師
が
掘
り
起
こ
し
た
大
地
の
教
え
。

都
市
生
活
者
た
ち
に
贈
る
グ
リ
ー
ン
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
。

ネ
オ
・
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
提
唱
し
て
戦
後
抒
情
詩
の
確
立
を
め

ざ
す
か
た
わ
ら
、
山
登
り
を
続
け
て
き
た
詩
人
に
よ
る
、
内
外
の

登
山
と
、
人
間
の
源
流
へ
と
辿
っ
た
旅
。
詩
と
山
の
五
十
年
。

登
ら
な
く
な
っ
た
山
々
へ
の
感
傷
的
な
追
慕
で
は
な
く
、
想
い
出

だ
け
を
綴
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
精
神
的
に
も
豊
か
な
山
登
り
を

愉
し
ん
で
欲
し
い
と
願
う
素
朴
な
想
い
が
溢
れ
る
最
新
山
の
本
。

『ア
ル
プ
』
の
写
真
家
が
、
四
十
年
以
上
に
及
ぶ
山
登
り
の
遍
歴

と
山
岳
写
真
の
精
神
を
、
軽
妙
な
文
章
と
詩
情
あ
ふ
れ
る
写
真
で

語
っ
て
見
せ
る
、
山
と
写
真
の
愛
好
家
に
最
適
の
写
文
集
。

幼
い
息
子
を
連
れ
て
高
原
の
風
に
吹
か
れ
て
歩
き
、
移
り
住
ん
だ

土
地
の
習
俗
を
訪
ね
る
著
者
の
歩
み
は
、
大
地
に
深
く
根
を
下
ろ

し
、
す
が
す
が
し
い
自
然
と
の
共
生
を
端
正
に
謳
い
上
げ
る
。

少
年
の
日
に
山
の
生
活
に
あ
こ
が
れ
、
長
じ
て
は
霧
ヶ
峰
高
原
の

山
小
屋
の
主
と
な
っ
た
著
者
が
、
野
に
咲
く
花
を
見
て
は
想
起
す

る
四
季
折
々
の
山
小
屋
の
日
常
と
事
件
な
ど
を
淡
々
と
描
く
。

高
原
を
渡
来
す
る
野
鳥
の
姿
や
鳴
き
声
と
と
も
に
展
開
す
る
山
小

屋
暮
し
の
日
常
の
中
に
、
出
会
っ
た
人
や
遭
遇
し
た
出
来
事
、
懐

か
し
く
も
切
な
い
思
い
出
を
語
っ
た
山
住
み
の
精
神
の
記
録
。

僧
籍
に
入
っ
て
ひ
っ
そ
り
と
山
寺
で
修
行
す
る
か
つ
て
の
山
の
仲

間
と
偶
然
に
再
会
す
る
表
題
作
を
は
じ
め
、
山
暮
し
の
よ
ろ
こ
び

と
悲
哀
、
自
然
の
表
情
と
驚
異
を
、
抒
情
ゆ
た
か
に
描
く
。

恒文社

■

ツ

すぐ読|

本`の宅配便
|

める″のご案内

書店へのご注文が不便な場合は、小社販売部
へ直接ご連絡 ください。早 くて便利な着払い

宅配便で、ご自宅またはお勤め先までお届け

いたします(送料は冊数にかかわらず310円 )。

販売部・コレク ト便係

な03(3238)0181



mont口bell

私達モンベルのアノン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

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。

F:=ン パヨ:」Eノ 
本   社●大阪市西区立売堀 1丁 目6-17ノ06-531-4761的  〒550

~‐
「

 ~“″  東京営業所●東京都渋谷区恵比寿南 |― 18-6ノ 03-3760-2131向 〒 150

■■陸幅

雹
|

織雷
籍．

7言警雫露|| 「

‐‐
i   t‐ ‐

r‐

□∠ コ

機



●山登りの話題と情報を満載 した月刊誌 ●クライミングと海外登山の専門誌

山」壕答 岩こ雪
毎月15日 発売/定価780円 奇数月 l日 発売/定価880円

●直接購読のご案内●
「山 と漢谷」一カ年分9360円 (送料は無料,特大号値上げ分サービス)

「岩 と雪」一カ年分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①号より」と指

定の うえ住所 。氏名を明記 して本社営業部あてお送 り下さい。

0)山と漢谷社
0105東 京都港区芝大門1-1-33/803(3436)40550FAX03(3433)4057/振 替0東京8-60249

ュ晨d目隆

・
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●0●
→ け 十  バヽ ヘ  ▲、レ ^     東 京 都 千 代 田 区 神 田 駿 河 台 2の l

イ2生  ツHへ、
′

=Tハ
  薔101電話 D3-3291-9442ノ

「
コ「 1フ、  三i=、      振替 口座 東京8-24723

山稜 の 読 書 家
島 田  巽  4′ 0:7円

山・ 人・ 本
島 田  巽  2′ 472円

L」」 4r′外 巾占
′」ヽ谷隆―-  3′ 296円

わ が 登 高 行  上巻 3′ 9i4円
三 田 幸 夫  下 巻 4′ 635円

静 か な る 山  正編 1′ 751円
川 崎 精 雄 ほ か 続 編 1′ 854円

登 山 史 の 周 辺
山崎安治 3′ 914円

登 山 史 の 発 掘
山 崎 安 治'2′ 575円

快 晴 の 山
織 内イ言彦: 2′ 575円

森 林 ・ 草 原 ・ 氷 河
カロ産襲覇澪題暑 2′ 575Fヨ

山に忘れ たパ イプ
藤 島 1政 男  3′ 296円

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
川 :崎精 雄: 2′ 987円

山 は

'両

員
渡ニユ公平・ 2′ 266円

す こ し の 音 の 話
初見一雄  1′ 236円

我 が ス キー シ ュプー ル
麻:生it治'3′ 502円

」ヒ の  山 続編
伊・藤 秀五良5 2′ 781円

詩集 山 の 風 物 誌
伊 藤 秀五郎  1′ 442円

乾 い た樹 氷
雨 宮 淳 三 詩 集  3′ 296円

山旅 の 足 音
渡 辺 兵 力  1′ 442円

坂 本 直 行 の 本
わ た しの 草 と本 の 絵 本

1′ 800F電

雪 原 の 足 あ と
3′ 914P電

原 野 か ら見 た 山
4′ 326P電

山・ 原 野 ・ 牧 場
1′ 800F電

,炎 彩多口亘i糸会は 力 きゞ
2集 3集 4集  各 600円

ラ ン タ ン紀 行
エーデル ワイス・クラブ  1′ 545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 ィ 縦 走 1976
ナ ングデヴィ登 山隊 4′ 017円

マ ナ ス タレ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
′」ヽプリ者≧己ム  1′ 545F電

山  ¬岳  日本 山岳 会

62年～ 81年、 86年 (1991年 )

2′ 060～ 3′ 605P電

」」岳 総 索 31  1′ 030P電

低 山 高
'従神 谷 恭 遺 稿 と追 悼  2′ 987円

山 ひ と す じ

中村 謙 遣 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

藪 山 辿 歴
望 月、 岡 田 共 著  1′ 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 )
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編

集

後

記

・
こ
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
時
間
の
経
過
が
ま
こ
と
に
早
く
感
じ
ら
れ
、

発
行
日
標
期
日
で
あ
る
年
次
晩
餐
会
が
ま
た
た
く
間
に
近
づ
い
て
来
る
。
因
み

に
、
年
間
の
仕
事
の
流
れ
を
記
す
と
、
年
明
け
か
ら
企
画
の
立
案
、
三
月
ま
で

に
企
画
と
執
筆
者
を
決
め
て
四
月
原
稿
執
筆
依
頼
、
六
～
八
月
は
届
い
た
原
稿

の
内
容
チ
ェ
ッ
ク

（固
有
名
詞
の
確
認
、
年
号

・
送
り
仮
名

・
用
語
の
統

一
な

ど
）
と
整
理
、
遅
れ
て
い
る
原
稿
の
催
促
、
九
月
早
々
に
入
稿
、
十
～
十

一
月

校
正
と
な
る
。
専
業
で
は
な
い
か
ら
、　
一
般
の
出
版
物
と
比
べ
る
と
問
合
い
は

長
い
と
思
わ
れ
る
が
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
き
、
ホ
ッ
と
し
た
時
に
は
山
は

も
う
冬
山
で
あ
る
。

・
季
節
の
移
ろ
い
を
山
で
じ
っ
く
り
味
わ
う
な
ど
と
い
う
贅
沢
は
い
わ
ぬ
に

し
て
も
、
山
中
を
駆
け
抜
け
る
よ
う
な
歩
き
方
で
は
風
情
が
な
い
。
そ
ん
な
渇

い
た
心
で

『山
岳
』
が
作
ら
れ
て
よ
い
も
の
か
、
と
も
思
う
。

・
本
号
で
は
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
と
と
も
に
注
目
さ
れ
た
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
気
象

観
測
に
つ
い
て
の
報
告
も
掲
載
す
べ
く
原
稿
を
印
刷
屋
に
渡
す
ま
で
に
な
っ
て

い
た
の
だ
が
、
事
情
に
よ
り
掲
載
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
ま
こ
と
に

残
念
で
あ
る
。

ｏ
本
会
に
は
元
気

印

の
高
齢
会
員
が
沢
山
お
ら
れ
る
。
「高
齢
者
登
山

・

私
の
場
合
」
で
は
そ
ん
な
方
々
を
で
き
る
だ
け
紹
介
し
た
い
と
考
え
、
支
部
を

は
じ
め
皆
さ
ん
に
伺
っ
て
み
た
と
こ
ろ
予
想
以
上
の
数
と
な
り
、
紙
幅
の
関
係

で
執
筆
者
を
大
幅
に
絞
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

・
校
正
や
英
文
の
チ
ェ
ッ
ク
等
で
関
塚
貞
亨
、
南
井
英
弘
、
宮
沢
美
渚
子
、

林
栄
二
、
中
条
昌
子
、
伊
藤
主
税
の
皆
さ
ん
に
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
。（南

川
）

山
岳
　
第
八
十
七
年

（通
巻

一
四
五
号
）

一
九
九
二
年
十
二
月
五
日
発
行

価
三
五
〇
〇
円

発
行
所

灘
畑

日

本

山

岳

会

東
京
都
千
代
田
区
四
番
町
五
―
四

サ
ン
ビ
ュ
ー
ハ
イ
ツ
四
番
町

（〒
一
〇
三
）

電
話
　
東
京
三
二
六

一
局
四
四
三
三
番

振
替
口
座
　
東
京
三
―

四
八
二
九
番

発
行
人
　
　
　
山
　
田
　
一
一　
郎

編
集
人
　
　
　
南
　
川
　
金
　
一

印
刷
所
　
株
式
会
社
　
技

　

報

　

堂

発
売
所
　
株
式
会
社
　
著

　

渓

　

堂

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台

二
―

一

電
話
　
東
京
三
二
九

一
局
九
四
四
二
番

振
替
口
座
　
東
京
八
―
二
四
七
二
三
番

本
誌
掲
載
の
記
事
、
写
真
お
よ
び
地
図
の
無
断
転
載

を
禁
じ
ま
す
。



大好きな自然を、ゆっくりと楽しみたい

▲

“

ビギナーのための冒険旅行から、未知の魅力を

秘めた国々へ、そしてエクスペディションまで、

それぞれのユーズにお応えし、新 しいユニーク

な手づ くりの旅をコーディネイ トします。

anas

agalmatha Na

unga

Nalmcha BarWa

☆世界各地への トレックツアー、各種手配旅行、航空券を取扱 っております。

※まことに残念ですが、全ての情報はここに載せられませんので、ご要望は直接お問い合わせ下さい。

詳細バンフレットをご請求下さい。ご氏名、ご住所、お電話番号を明記し、お申込み下さい。お電話でも結構です。

鮒フトラストレック なんでも相談富03-3341-0030
〒 160 東京都 新宿 区三栄町23番地

日本通運株式会社・東京海上火災保険株式会社代理店 運輸大臣登録一般旅行業代理店業第5084号
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