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23年間、山岳テントをリードしてきたエスパース。
1970年 、カモシカスポーツがオリジナルテントとして開発したエスパース。

吟味された素材を使用し国内での丁寧な縫製で仕上げる製品作りは、

登山家や冒険家をはじめとして各界から高い評価を受け、ベストセラーを続けています。

カモシカスポーツは登山家の信頼に応えます。

カモシカスポーツ

山の店 0本店 803(3371)4333
〒169東京都新宿区高田馬場3-3-3

山の店・横浜店 8045(212)2044
〒231横 浜市中区桜木町3-||

爾麟ランドマークタワー

0)AM10:30～ PM8:00(月 へ′金)′/AM10:30～ PM7:00(± 0日・祝)

●定休日/日曜日(4月 07月・8月・12月 は定休日なし。他の月は最初と最後の日曜日は営業します)
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八
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九
年
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『ヒ
マ
ラ
ヤ
山
河
誌
」
（松
田
雄

一
）
、
「西
蔵
漂
泊
」
（根
深
　
誠
）
、
「立
山
の
い
ぶ
き
―
万
葉
集

か
ら
近
代
登
山
の
事
始
め
ま
で
―
」
（湯
口
康
雄
）
、
「屋
久
島
の
山
岳
　
近
代
ス
ポ
ー
ツ
登
山
６５

年
の
歴
史
と
現
在
』
（松
本
征
夫
）
、
「滅
び
ゆ
く
森
の
王
者
　
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
」
「Ｓ
Ｏ
Ｓ
ツ
キ
ノ

ワ
グ
マ
」
（北
原
正
宣
）
、
「東
ヒ
マ
ラ
ヤ
探
検
史
」
（重
廣
恒
夫
）
、
会
報

「山
」
追
悼
文

一
覧

図
書
紹
介

＊

支
部
だ
よ
り
…
・

会
務
報
告

（
一
九
九
三
年
六
月
～

一
九
九
四
年
五
月
）

追

*島
田
　
巽
氏

（轡
田
隆
史
）
、
関
根
吉
郎
氏

（村
木
潤
次
郎
）
、
近
藤
恒
雄
氏

（望
月
達
夫
）
、
橘

真
琴
氏

（塩
津
正
英
）
、
内
田
耕
作
氏

（羽
田
栄
治
）
、
花
井
馨
氏

（渡
辺
富
衛
）
、
海
野
治
良

（入

澤
郁
夫
）
、
工
楽
英
司
氏

（近
藤
良
夫
）
、
中
尾
佐
助
氏

（川
喜
田
二
郎
）
、
鶴
岡
元
之
助
氏

（坂

階
庁
　
倉
登
喜
子
）
、
百
瀬

一
茂
氏

（蒲
生
明
登
）
、
小
林
基
子
氏

（山
村
正
光
）
、
岩
下
莞
爾
氏

（中
村
…

進
）
、
片
桐
理

一
郎
氏

（西
川
益
生
）
、
三
島
昌
夫
氏

（高
田
健
夫
）
、
金
井
五
郎
氏

（野
田
四
郎
）
、

渡
邊
宏
之
氏

（坂
口
三
郎
）
、
手
塚
晴
雄
氏

（望
月
達
夫
）
、
日
野
悦
郎
氏

（白
石
宣
夫
）
、
佐
藤

正
倫
氏

（小
笠
原
岩
雄
）
、
会
報

「山
」
訃
報

・
追
悼
文

一
覧

185205258A21

日
本
山
岳
会

・
自
然
保
護
の
歩
み
０
‥
…
…
…
‥
…
…
…
‥

山
岳
図
書
目
録
‥
…
…
…
…
‥
…
…
…
…
‥
…
…
…
…
…
…

大
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山
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ア
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査
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英
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概
‥
…
…
…
…
・

日
本
山
岳
会
自
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保
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委
員
会
…
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…
…
日
本
山
岳
会
図
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委
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会
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日
本
山
岳
会
青
年
登
山
懇
談
会
…
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イ
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田

也
寿
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佐
藤
知
恵
子
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上高地に牧場があった頃

上
高
地
に
牧
場
が
あ

っ
た
頃

織

内

信

彦

上
高
地
の
範
囲

上
高
地
に
牧
場
が
あ
っ
た
頃
と
い
う
と
、上
高
地
と
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
ど
の
あ
た
り
ま
で
を
指
す
の
か
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
が
は
じ
め
て
上
高
地
へ
行
っ
た
昭
和
三
年

（
一
九
二
七
）
に
買
っ
た
陸
地
測
量
部
五
万
分
の
一
の
地
図
は
大
正
四
年

（
一
九

一
五
）
の

発
行
で
、
そ
れ
に
は
河
童
橋
の
あ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
小
梨
平
の
地
点
に
上
高
地
と
小
さ
い
字
が
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
河
童
橋
よ

り
も
下
流
の
現
在
の
温
泉
ホ
テ
ル
の
と
こ
ろ
に
も
上
高
地
温
泉
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
図
は
今
日
で
は
歴
史
的
な
レ
ア
・
オ
ー

ル
ド

・
マ
ッ
プ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
西
穂
高
の
ピ
ー
ク
に
前
穂
高
と
記
さ
れ
、
今
の
前
穂
高
は
穂
高
嶽

（三
〇
九
〇
済
）
、

明
神
岳
は
無
名
峰
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
涸
沢
岳
と
思
わ
れ
る
地
点
に
奥
穂
高
嶽
と
記
さ
れ
て
お
り
、
高
さ
が
三

一
〇
三
腐
で
穂

高
連
峰
の
最
高
峰
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
当
の
最
高
峰
で
あ
る
奥
穂
高
岳
は
こ
の
地
図
に
は
明
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
槍
ヶ
岳
は
三

一
七

九

・
五
属
で
現
在
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い
。
以
上
の
経
過
か
ら
す
る
と
当
時
は
槍
の
方
が
穂
高
の
最
高
峰
よ
り
若
干
と
い
う
か
、
か
な
り
と

い
う
か
高
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
五
十

一
年

（
一
九
七
六
）
国
土
地
理
院
発
行
の
二
万
五
千
分
の
地
図
を
み
る
と
、
大
正
池
の
付
近
、
小
梨
平
は
も
と



よ
り
、
徳
沢
の
上
流
の
奥
又
白
、
中
又
白
の
ガ
レ
の
末
端
あ
た
り
ま
で
大
き
な
活
字
で
上
高
地
と
の
記
入
が
み
ら
れ
ま
す
。
私
の
初
期
の

感
触
か
ら
す
る
と
、
上
高
地
と
い
え
ば
河
童
橋
、
小
梨
平
を
中
心
と
し
て
下
流
は
大
正
池
の
付
近
ま
で
、
上
流
は
明
神
池
ま
で
を
呼
び
た

い
し
、
明
神
池
か
ら
さ
き
の
地
域
は
徳
沢
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
さ
き
は
横
尾
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
最
近
の
地
図
で
は
い
ま
言
っ

た
よ
う
に
、
大
正
池
か
ら
徳
沢
を
経
て
奥
又
白
ま
で
を
ひ
っ
く
る
め
た
か
な
り
広
い
地
域
を
上
高
地
と
表
示
し
て
い
る
の
で
す
。
但
し
又

白
付
近
に
あ
る
上
高
地
の
記
入
は
史
跡

・
名
勝
の
記
号
が
つ
い
て
い
る
の
で
必
ず
し
も
地
名
を
表
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

初
め
て
私
が
上
高
地
に
入
っ
た
の
は
昭
和
二
年
の
夏
だ
っ
た
か
ら
六
十
六
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
時
に
は
徳
沢
に
は
牧
場
が
あ
っ

た
が
、
い
わ
ゆ
る
小
梨
平
と
か
そ
の
ま
た
下
流
域
の
大
正
池
付
近
に
は
牧
場
ら
し
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

上
高
地
入
り
の
昔
話

昔
話
ば
か
り
に
な
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
そ
の
頃
の
上
高
地
入
り
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
当
時
中
央
線
の
始
発
駅

は
飯
田
町
で
し
た
。
早
朝
松
本
か
ら
島
々
へ
電
車
で
、
そ
れ
か
ら
徳
本
峠
登
山
口
ま
で
二
頭
立
て
の
馬
車
に
乗
る
。
こ
れ
が
風
情
が
あ
っ

て
な
ん
と
も
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
バ
ス
が
通
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
か
ら
三
年
く
ら
い
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
上
高
地
ま
で
開
通

し
た
の
は
更
に
後
の
た
し
か
昭
和
八
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
島
々
谷
を
登
っ
て
行
く
と
し
ば
ら
く
の
間
木
材
を
運
び
出
す
た
め
の
木
馬

路
が
続
き
、
そ
の
途
中
の
左
手
に

「秀
綱
奥
方
遭
難
の
場
」
と
い
う
札
の
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

話
が
横
道
に
そ
れ
る
が
秀
綱
奥
方
遭
難
の
件
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
秀
綱
は
三
木
秀
綱

（安
曇
村
誌
に
よ
る
と
サ
ン
ギ
ヒ
デ
ツ

ナ
）
の
こ
と
で
、
飛
騨
高
山
の
松
倉
城
主

（五
万
分
の
地
図

「
三
日
町
」
の
高
山
市
外
松
倉
観
音
の
東
方
高
地
に
記
念
碑
の
記
号
が
あ
る
）
。

姉
小
路
秀
綱
と
も
い
う
。
ど
う
し
て
姉
小
路
と
い
う
お
公
卿
さ
ん
み
た
い
な
名
な
の
か
と
い
う
と
、
三
木

一
族
が
高
山

一
円
を
支
配
す
る

前
に
、
姉
小
路
と
い
う
公
卿
が
、
国
司
つ
ま
り
京
都
か
ら
派
遣
さ
れ
た
地
方
官
と
し
て
宰
領
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
後
を
受
け
継
い

だ
の
が
三
本

一
族
で
、
そ
れ
で
姉
小
路
を
名
乗
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
豊
臣
秀
吉
輩
下
の
軍
勢
に
攻
め
た
て
ら
れ
秀
綱

一



上高地に牧場があった頃

家
は
城
を
明
け
渡
し
信
濃
の
縁
者
を
頼
っ
て
逃
亡
す
る
。
秀
綱
と
奥
方
、
侍
女
な
ど
小
人
数
で
中
尾
峠
を
越
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
ど

う
も
日
立
っ
て
い
け
な
い
と
秀
綱
は
白
骨
を
廻
っ
て
梓
川
ぞ
い
に
島
々
で
奥
方
を
待
つ
。
奥
方
は
上
高
地
を
通
り
、
た
ぶ
ん
白
沢
を
登
っ

て
徳
本
峠
を
越
え
島
々
に
出
る
。
こ
ん
な
約
束
で
別
行
動
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
奥
方
は
さ
ぞ
大
変
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

徳
本
を
越
え
島
々
に
出
る
途
中
で
山
麓
島
々
の
柚
人
、
山
仕
事
の
荒
く
れ
男
に
見
つ
か
っ
た
の
が
不
運
と
い
う
か
、
彼
等
の
手
で
島
々
谷

の
露
と
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
物
語
、
伝
説
と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
秀
綱
も
大
根
川

（大
野
川
）
か
ら
野
麦
街
道
の
角
ケ
平

（現
在
は
梓
湖
）
へ
出
る
途
中
の
祠
峠
の
付
近
で
土
民
に
討
た
れ
て
し
ま
う
。
奥
方
の
着
衣
な
ど
を
は
ぎ
と
っ
た
島
々
の
柚
人
は
、
そ
の

あ
と
長
い
問
奥
方
の
崇
り
を
受
け
て
、
ほ
ん
と
う
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
い
ろ
い
ろ
と
奇
妙
な
出
来
事
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

物
語
の
あ
ら
ま
し
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
更
に
く
わ
し
い
こ
と
に
興
味
を
も
た
れ
る
方
は
、
昭
和
十
五
年
刊
の
安
曇
村

誌
、
更
に
古
い
も
の
で
は
第
七
代
飛
騨
国
代
官
長
谷
川
忠
崇
が
将
軍
吉
宗
の
命
で
著
し
た

『飛
州
志
』
（文
政
十
二
年
）
お
よ
び
そ
の
附
録

の

「飛
州
軍
乱
記
」
を
み
ら
れ
る
と
よ
い
。
幸
い
そ
の
両
資
料
と
も
図
書
室
の
山
崎
安
治
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

上
高
地
誌
の
研
究
者
横
山
篤
美
氏
に
よ
る
と
、
島
々
で
は
奥
方
の
後
遺
症
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
は
ぎ
取
っ
た
奥
方
の
着
衣
類
を
島
々
神

社
に
奉
納
し
懇
ろ
に
そ
の
霊
を
祭
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
の
遺
品
類
を
安
曇
村
資
料
館
の
展
示
室
で
観
て
き
ま
し
た
。
金
糸
銀
糸
で

縫
い
と
り
を
し
た
打
掛
け
や
小
袖
、
懐
剣
、
鏡
類
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
打
掛
け
は
武
家
時
代
の
礼
服
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

し
、
展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
も
見
る
か
ら
に
厚
ぼ
っ
た
い
も
の
で
、
夏
の
終
わ
り
頃
に
あ
れ
を
着
て
中
尾
峠
を
、
更
に
徳
本
峠
を
越
え
て

島
々
谷
の
難
路
を
歩
け
た
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
残
り
ま
す
。

昭
和
初
期
の
上
高
地

昭
和
二
年
の
七
月
に
徳
本
峠
を
越
え
て
入
っ
た
上
高
地
は
、
旅
館
と
い
え
ば
五
千
尺
、
清
水
屋
だ
け
、
そ
の
ほ
か
に
売
店
と
し
て
河
童

橋
の
た
も
と
に
丸
西
、
少
し
行
っ
た
と
こ
ろ
に
西
糸
屋
が
あ
り
、
丸
西
は
屋
台
店
の
よ
う
な
小
さ
な
小
屋
が
け
の
店
で
、
草
戦
を
軒
先
か



ら
ぶ
ら
さ
げ
、
ラ
ム
ネ
、
キ
ャ
ラ
メ
ル
や
穂
高
餅
と
い
う
お
は
ぎ
み
た
い
な
餅
を
売
っ
て
お
り
、
二
、
三
年
し
て
売
店
の
横
に
小
さ
な
食

堂
を
開
業
し
、
小
梨
平
で
天
幕
生
活
を
し
て
い
た
学
生
た
ち
に
喜
ば
れ
た
。
こ
こ
の
親
爺
さ
ん
は
鳥
居
松
次
郎
と
い
う
人
で
若
い
こ
ろ
清

水
屋
で
調
理
人
を
や
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
松
本
で
は
魚
屋
の
店
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
学
生
た
ち
は
み
ん
な

「
い
わ
な
」
と
い
う
愛

称
で
呼
ん
で
い
た
も
の
で
す
。
小
梨
平
の
天
幕
で
大
雨
に
降
ら
れ
た
り
す
る
と
、
食
堂
の
裏
に
あ
っ
た
囲
炉
裏
端
へ
逃
げ
こ
ん
で
泊
っ
た

も
の
で
す
。

こ
の
囲
炉
裏
端
で
い
ろ
ん
な
大
学
の
山
岳
部
の
連
中
と
知
り
合
い
に
な
り
、
時
に
は
晩
飯
に
食
堂
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
か
何
か
食
べ
て
い

る
と
き
に
声
を
か
け
ら
れ
、
そ
の
学
生
と
ふ
た
り
し
て
夜
通
し
歩
い
て
槍
へ
向
か
い
、
肩
の
小
屋
へ
着
い
て
朝
を
迎
え
小
槍
を
登
っ
た
り

し
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
声
を
か
け
た
学
生
は
早
大
の
部
員
で
し
た
。
小
さ
な
売
店
だ
っ
た
丸
西
が
や
が
て
白
樺
食
堂
と
な
り
、

そ
し
て
い
ま
の
大
き
な
旅
館
に
発
展
し
白
樺
荘
と
な
る
わ
け
で
す
。
私
は
そ
の
発
展
過
程
を
よ
く
こ
の
日
で
み
て
い
ま
し
た
し
、
鳥
居
の

親
爺
さ
ん
夫
婦
や
娘
さ
ん
や
息
子
も
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
、
最
近
で
も
山
岳
会
の
山
研
に
泊
る
と
き
な
ど
必
ず
白
樺
荘
の
売
店
を
の
ぞ

き
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
滝
れ
て
も
ら
い
な
が
ら
話
し
こ
ん
で
き
ま
す
。

西
糸
屋
は
や
は
り
売
店
で
し
た
が
丸
西
よ
り
は
大
き
く
て
、
店
先
に
は
上
高
地
案
内
人
組
合
の
看
板
が
掛
け
て
あ
り
ま
し
た
。
飛
騨
の

中
畠
政
太
郎
、
今
田
由
勝
、
有
明
の
大
和
由
松
、
そ
れ
か
ら
地
元
島
々
の
上
條
孫
人
、
村
上
守
な
ど
の
名
う
て
の
案
内
者
を
登
山
客
に
世

話
を
す
る
こ
と
を
こ
の
西
糸
屋
が
や
っ
て
い
ま
し
た
。
西
糸
屋
は
焼
岳
の
肩
の
と
こ
ろ
に
も
小
さ
な
小
屋
を
出
し
て
い
て
、
私
の
記
憶
に

間
違
い
が
な
け
れ
ば
、
何
か
の
事
故
で
隻
脚
と
な
っ
た
当
時
の
ご
主
人

・
奥
原
さ
ん
の
弟
さ
ん
に
な
る
人
が
そ
の
小
屋
番
を
や
っ
て
い
ま

し
た
。
片
脚
が
な
い
け
れ
ど
も
松
葉
杖
を
使
っ
て
焼
の
往
復
は
も
ち
ろ
ん
、
話
に
よ
る
と
常
さ
ん

（内
野
常
次
郎
）
に
同
行
し
て
も
ら
っ

て
前
穂
高
の
頂
上
ま
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

小
梨
平
に
テ
ン
ト
を
張
っ
て
い
る
と
、
初
夏
の
こ
ろ
は
小
梨
の
花
が
散
っ
て
き
て
、
そ
れ
は
い
い
と
こ
ろ
で
し
た
。
す
ぐ
そ
ば
に
清
水

川
と
い
う
せ
せ
ら
ぎ
、
六
百
山
の
下
を
流
れ
て
い
る
川
で
、
水
車
が
廻
っ
て
お
り
そ
の
ま
た
少
し
わ
き
に
東
京
医
専
の
診
療
小
屋
が
あ
っ

た
。
前
穂
高
の
下
又
白
谷
で
パ
イ
オ
ニ
ア
的
実
績
を
残
し
ま
た
登
山
医
学
で
も
先
鞭
を
つ
け
た
篠
井
金
吾
氏
ら
の
活
躍
の
拠
点
で
す
。
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小
梨
平
に
は
、
徳
富
蘇
峰
主
筆
の
国
民
新
聞
が
上
高
地
支
局
と
い
う
天
幕
を
設
け
て
い
ま
し
た
。
朝
日
や
東
日
な
ど
は
い
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。
上
高
地
の
ニ
ュ
ー
ス
は
も
っ
ぱ
ら
国
民
新
聞
が
独
占
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
支
局
に
詰
め
て
い
た
楠
瀬
正
澄

（の
ち
に
作
家

に
な
っ
た
）
、
山
本
照

（の
ち
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
で
ベ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
の
放
送
で
活
躍
し
た
）
、
ア
ー
ル
ベ
ル
グ
ス
キ
ー

術
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
小
秋
元
隆
邦
と
い
う
よ
う
な
記
者
た
ち
と
親
し
く
な
り
ま
し
た
。
国
民
新
聞
は
が
り
版
で
上
高
地
ニ
ュ
ー
ス
を
発
行

し
キ
ャ
ン
プ
や
旅
館
に
無
料
で
配
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

話
が
や
や
前
後
し
ま
す
が
、
五
千
尺
も
は
じ
め
は
五
千
尺
養
老
館
と
い
う
看
板
を
掲
げ
て
お
り
、
ま
た
松
本
の
駅
前
に
も
養
老
館
と
上

高
地
案
内
所
の
看
板
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
上
高
地
温
泉
株
式
会
社
が
後
に
清
水
屋
と
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
関
係
者
間
の
紛
争
の

結
果
い
ま
の
温
泉
ホ
テ
ル
と
清
水
屋
に
分
か
れ
た
。
私
と
東
京
農
大
で
同
期
生
だ
っ
た
青
柳
競
君
が
戦
後
温
泉
ホ
テ
ル
の
社
長
に
な
っ
た

の
で
、
上
高
地
へ
行
く
と
よ
く
招
か
れ
て
湯
を
浴
び
た
り
、
り
っ
ぱ
な
晩
飯
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
彼
は
明

治
三
十
八
年

（
一
九
〇
五
）
に
創
立
さ
れ
た
上
高
地
温
泉
株
式
会
社
の
創
業
者
の
一
人
で
あ
り
初
代
社
長
に
つ
い
た
青
柳
尭
次
郎
の
後
裔

で
す
。

ま
た
、
徳
本
峠
か
ら
降
り
て
来
た
と
こ
ろ
に
茶
店
が
あ
っ
た
。
吉
城
屋
で
す
。
大
福
も
ち
の
よ
う
な
も
の
を
売
っ
て
い
た
。
上
高
地

（小

梨
平
）

へ
あ
と

一
里

（四
キ
ロ）
と
い
う
格
好
の
と
こ
ろ
な
の
で
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
た
。
吉
城
屋
と
い
う
の
だ
か
ら
た
ぶ
ん
飛
騨
の
人
が

や
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
隣
り
合
っ
て
い
る
明
神
館
は
徳
沢
園
の
上
條
喜
藤
次
さ
ん
の
長
女
の
一
家
が
昭
和
五
年
ご
ろ
小
屋
だ
け
建
て

何
も
し
な
い
で
お
い
た
も
の
を
終
戦
後
営
業
を
は
じ
め
、
現
在
は
そ
の
ま
た
娘
さ
ん

（喜
藤
次
さ
ん
の
孫
）
の
一
家
が
経
営
し
て
い
る
が
、

最
近
吉
城
屋
を
合
併
し
た
よ
う
で
す
ね
。

昭
和
二
年
は
秩
父
宮
殿
下
が
槙
さ
ん
、
早
川
さ
ん
、
岡
部
さ
ん
ら
の
案
内
で
天
狗
沢
か
ら
ジ
ャ
ン
ダ
ル
ム
を
経
て
槍
、
笠
へ
と
縦
走
さ

れ
た
年
で
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
の
年
の
七
月
下
旬
に
前
穂
高
か
ら
槍
へ
縦
走
し
た
の
で
す
が
、
殿
下
は
た
し
か
八
月
の
末
に
な
っ
て
か
ら

登
ら
れ
た
。
常
さ
ん
な
ど
も
お
供
を
し
て
い
る
。
私
の
方
が

一
足
先
に
、
縦
走
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
穂
高
小
屋
は
向
い
合
せ
に
新

し
い
建
物
を
建
て
て
殿
下
を
お
泊
め
す
る
手
筈
を
整
え
て
い
ま
し
た
。

上高地に牧場があった頃
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初
め
て
徳
沢
の
放
牧
場

ヘ

槍
沢
か
ら
徳
沢
に
下
っ
て
き
て
実
は
は
じ
め
て
そ
こ
に
牧
場
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
わ
け
で
す
。
古
び
た
木
柵
が
点
々
と
あ
り
、
牛
や

馬
が
放
牧
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
の
徳
沢
園
の
よ
う
な
大
き
な
建
物
は
な
か
っ
た
が
、
牛
番
小
屋
と
呼
ば
れ
る
堀
立
て
小
屋
の
よ
う
な
も
の

が
あ

っ
た
だ
け
で
す
。
徳
沢
の
中
心
ま
で
来
る
と
、
青
々
と
し
た
草
が
生
え
、
楡
の
木
や
、
白
樺
の
大
木
が
繁
り
、
見
上
げ
る
と
前
穂
高
、

明
神
の
岩
稜
が
見
え
る
し
、
そ
の
頃
は
知
識
が
な
か
っ
た
か
ら
、
エ
ギ
ー
ユ
と
か
ル
ン
ゼ
な
ど
と
い
う
よ
う
な
ハ
イ
カ
ラ
な
言
葉
は
知
ら

な
か
っ
た
が
、
下
か
ら
見
て
い
る
と
日
本
ば
な
れ
の
し
た
す
ば
ら
し
い
風
景
だ

っ
た
こ
と
が
年
少
の
私
の
心
を
凄
く
動
か
し
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
ず

っ
と
あ
と
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
徳
沢
を
日
本
の
メ
ル
ヘ
ン
ウ
ィ
ー
ゼ
と
い
つ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
言

っ
た

り
書
い
た
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
メ
ル
ヘ
ン
ウ
ィ
ー
ゼ
と
い
う
の
は
、
ナ
ン
ガ
パ
ル
バ
ッ
ト
の
北
面
ラ
キ
オ
ト
の
谷
の
下
の
広
場
を

ド
イ
ツ
人
が
そ
う
名
付
け
た
。
た
し
か
フ
リ
ッ
ツ

・
ベ
ヒ
ト
ー
ル
ト
の
書
い
た
本
に
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
真
似
し
て
徳
沢
を
私
は
そ
う

呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
は
上
高
地
と
書
い
て
い
る
が
、
小
島
鳥
水
さ
ん
は
上
河
内
と
書
い
て
い
ま
す
。
更
に
鳥
水
さ
ん
は
信
府
統
記
、
信
濃

地
名
考
、
善
光
寺
名
所
図
絵
等
の
諸
資
料
を
検
討
さ
れ
た
上

「神
河
内
」
こ
そ
こ
の
地
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
地
名
で
あ
る
と
力
説
さ
れ
て

い
る

（『山
岳
』
第
二
十
九
年

一
号
、
第
三
十
五
年

一
号
）
。
辻
村
伊
助
さ
ん
も
神
河
内
を
つ
か
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
ほ
か
に
、
神
高
地
、

神
合
地
、
神
降
地
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
だ
が
、
幕
藩
体
制
文
化
文
政
の
時
代
に
松
本
か
ら
上
高
地
の
山
々
ま
で
を
領
有
し
て
い
た

七
万
石
戸
田
藩
の
公
文
書
に
、
上
高
地
と
い
う
字
が
既
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
私
は

『山
岳
』
第
三
十
六
年
中
島
正
文
氏
の

「神
河
内
誌
」
や
島
々
の
横
山
篤
美
氏
の
本
で
知
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
上
高
地
と
い
う
字
は
近
代
に
な
っ
て
俄
か
に
使
わ
れ
だ
し
た

地
名
表
記
で
は
な
い
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
土
地
の
人
は
昔
か
ら
上
回
な
ど
と
言

っ
て
い
た
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。

徳
沢
牧
場
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
毎
年
の
よ
う
に
、
穂
高
や
槍

へ
登
る
行
き
帰
り
、
そ
し
て
冬
や
春
は
ス
キ
ー
を
滑
ら
せ
な
が
ら
出
か

け
た
の
で
す
が
、
昭
和
九
年

（
一
九
三
四
）
に
突
如
こ
の
牧
場
は
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
五
十
年
余
の
間
北
ア
ル
プ
ス
の
内
奥
に
牛
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上高地に牧場があった頃

馬
が
放
牧
さ
れ
て
い
た
と
い
う
き
わ
め
て
特
異
な
、
牧
歌
的
景
観
が
わ
れ
わ
れ
の
前
か
ら
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
ほ
ん
と
う
に
惜
し

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
理
由
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
が
、
あ
の
辺
が
観
光
地
化
し
、
不
用
意
な
観
光
客
に
牛
馬
が
危
害
を
与
え
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
国
立
公
園
の
指
定
地
域
に
含
ま
れ
る
と
か
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
だ
と
思
う
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
惜
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
牧
場
は
閉
鎖
さ
れ
る
が
、
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
登
山
客
を
泊
め
る
施
設
を
許
可
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
牧
場
を
や
っ
て
い
た
上
條
喜
藤
次
さ
ん
が
営
業
旅
宿
と
し
て
の
徳
沢
園
を
開
設
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は

徳
沢
牧
場
に
親
し
み
、
ま
た
小
屋
で
働
く
人
達
や
、
何
よ
り
も
木
柵
が
連
な
る
の
ど
か
な
牧
歌
的
風
景
が
た
ま
ら
な
く
好
き
だ
っ
た
も
の

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
大
変
惜
し
い
と
思
い
、
あ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
書
き
と
め
て
お
か
な
け
れ
ば
と

「上
高
地
と
牧
場
の
四
季
」
を
書
き
朋
文
堂
の
雑
誌
に
の
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

上
高
地
に
も
牧
場
は
あ

っ
た
ら
し

い

次
に
、
上
高
地
に
牧
場
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
上
高
地
は
狭
義
の
上
高
地
、
つ
ま
り
小

梨
平
周
辺
を
意
味
し
ま
す
。

上
高
地
に
牧
場
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
明
治
十
七
年

（
一
人
八
四
）
に
安
曇
村
の
有
志
数
名
の
連
名
で
出
願
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。

そ
れ
に
は
、
「本
年
度
出
産
の
牝
牡
も
多
く
、
増
す
ま
す
繁
殖
国
家
の
公
益
必
然
と
想
像
仕
り
候
間
、
何
卒
特
別
の
御
詮
議
を
以
て
前
記

反
別
八
十
町
歩
、
拝
借
願
御
聞
届
な
し
下
さ
れ
た
く
、
此
段
奉
願
候
也
　
明
治
十
七
年
四
月
二
十
三
日
」
と
あ
り
、
出
願
は
同
年
暮
れ
に

許
可
に
な
り
、
十
八
年
か
ら
牧
場
開
設
の
運
び
と
な
っ
た

（出
願
文
の
概
要
は
横
山
篤
美
氏
の
著
書
か
ら
引
用
し
た
）
。

前
記
反
別
八
十
町
歩
と
い
う
の
も
細
か
く
書
い
て
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
る
と
横
尾
尾
根
か
ら
上
堀
に
至
る
と
あ
り
ま
す
。
横
尾
尾
根
と

い
う
の
は
徳
沢
の
さ
き
の
横
尾
谷
に
入
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
か
ら
、
そ
し
て
上
堀
と
言
え
ば
大
正
池
の
西
側
、
つ
ま
り
大
変
広
い
面
積
を

出
願
し
て
い
る
。
八
十
町
歩
と
い
う
単
位
は
、
若
い
人
に
は
わ
か
り
に
く
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
八
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
約
二
十
四
万
坪
に

相
当
し
ま
す
。
岳
川
よ
り
下
湯
沢
ま
で
と
も
指
定
し
て
い
る
。
下
湯
沢
は
割
谷
山
か
ら
出
て
い
る
沢
で
す
。
い
ま
の
山
研
の
あ
た
り
も
当
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然
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
あ
の
辺
に
牛
や
馬
が
い
た
の
だ
と
思
う
。

紀
行
文
に
現
わ
れ
る
放
牧

清
水
屋
の
近
く
に
、
常
さ
ん
と
並
ぶ
有
名
な
猟
師
大
井
庄
吉
の
住
ん
で
い
た
小
屋
が
今
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
が
古
い
牛
番
小
屋
の

跡
だ
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
ま
す
。
ま
た
対
岸
の
帝
国
ホ
テ
ル
の
あ
る
中
ノ
瀬
あ
た
り
も
平
坦
な
と
こ
ろ
で
す
か
ら
牛
や
馬
が
い
た
と

こ
ろ
と
み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
小
梨
平
か
ら
温
泉
付
近
、
そ
れ
か
ら
対
岸
の
中
ノ
瀬
あ
た
り

で
牛
を
見
た
と
い
う
記
事
が
私
に
は
見
当
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
ウ
ェ
ス
ト
ン
の

『日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
と
探

検
』
に
は
、
第

一
回
日
の
槍
ヶ
岳
行

（明
治
二
十
四
年
）
で
徳
本
峠
か
ら

一
時
間
半
駆
け
下
り
、
梓
川
左
岸
の
牧
草
地
に
達
し
た
と
あ
り
、

こ
の
地
点
は
前
後
の
文
脈
か
ら
し
て
明
神
池
の
付
近
、
嘉
門
次
小
屋
か
、
そ
の
手
前
の
徳
吾
小
屋
か
、
林
道
整
備
の
人
夫
小
屋
の
付
近
で

あ
る
。
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
ど
の
小
屋
に
泊
っ
た
の
か
、
彼
の
文
章

（岡
村
精

一
訳
に
よ
る
）
か
ら
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
鱒

（た

ぶ
ん
鯖
で
あ
ろ
う
）
を
釣
っ
て
い
る
年
取
っ
た
猟
師
か
ら
そ
れ
を
買
っ
た
と
書
い
て
い
る
か
ら
嘉
門
次
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ

る
。彼

は
こ
の
山
行
で
は
小
梨
平
ま
で
足
を
の
ば
さ
ず
往
復
と
も
明
神
池
、
徳
本
峠
の
コ
ー
ス
を
歩
い
て
い
る
。
そ
し
て
徳
沢
周
辺
の
牧
草

地
に
は
ふ
れ
て
い
る
が
、
牛
馬
に
つ
い
て
の
所
見
は
な
い
。
第
二
回
の
槍
ヶ
岳
行

（明
治
二
十
五
年
、
こ
の
時
登
頂
し
た
）
も
第

一
回
と

全
く
同
じ
コ
ー
ス
で
往
復
し
て
お
り
小
梨
平
の
方
へ
は
行
っ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、放
牧
の
牛
馬
に
つ
い
て
の
記
述
も
見
え
な
い
。
ウ
ェ

ス
ト
ン
は
明
治
二
十
六
年

（
一
八
九
三
）
三
た
び
徳
本
峠
を
越
え
て
今
度
は
前
穂
高
へ
登
る
が
、
こ
の
時
も
明
神
池
近
く
の
小
屋
に
泊
っ

て
ま
た
徳
本
峠
を
経
て
島
々
へ
戻
っ
て
い
る
の
で
、
小
梨
平
方
面
へ
は
足
を
入
れ
て
い
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
上
高

地
で
牛
馬
の
放
牧
を
み
て
い
な
い
。
翌
明
治
二
十
七
年
に
中
尾
峠
を
越
し
て
蒲
田
か
ら
上
高
地
へ
出
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
温
泉
場
を
通
り
明

神
池
へ
出
て
い
る
。
そ
の
紀
行
に
も
牛
馬
は
出
て
こ
な
い
。
明
治
四
十
五
年
八
月
、
続
い
て
大
正
三
年
と
三
年
の
八
月
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
は

は
じ
め
て
上
高
地
温
泉
に
泊
っ
て
い
ま
す
。
私
の
言
う
い
わ
ゆ
る
上
高
地
で
、
大
正
三
年
の
と
き
は

一
高
生
の
大
木
操
さ
ん

（後
年
貴
族

14
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院
議
員
）
や
神
戸
三
中
の
辻
荘

一
さ
ん

（後
年
立
教
大
学
名
誉
教
授
）
と
の
出
合
い
が
あ
り
、
大
木
さ
ん
や
辻
さ
ん
が
当
時
の
こ
と
を
会

報
に
追
懐
し
て
い
る
の
も
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

昭
和
五
十

一
年

（
一
九
七
六
）
の
六
月
、
私
は
六
十
余
年
ぶ
り
と
い
う
大
木
操
さ
ん
を
嘉
門
次
小
屋
か
ら
徳
沢
へ
案
内
し
な
が
ら
、
ウ
ェ

ス
ト
ン
と
河
童
橋
の
上
で
会
っ
た
話
を
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
書
い
た
も
の
の
な
か
に
た
だ

一
つ
放
牧
の
牛
馬
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
は
、
『極
東
の

遊
歩
場
』
の
第
八
章

ｏ
北
ア
ル
プ
ス
再
訪
の

一
節
で
、
「上
高
地
に
は
牧
草
の
茂
っ
た
牧
草
地
が
あ
る
。
こ
う
し
た
牧
場
は
梓
川
の
温
泉

の
そ
ば

（右
岸
）
で
屡
々
出
合
う
。
家
畜
の
牧
人
た
ち
は
ど
う
や
ら
対
岸
の
小
屋
に
閉
じ
篭
っ
て
い
る
ら
し
く

（中
略
）
妻
と
私
が
上
高

地
と
河
童
橋
の
間
に
あ
る
細
い
径
を
ぶ
ら
ぶ
ら
散
歩
し
な
が
ら
宿
に
戻
っ
て
い
た
時
」
（岡
村
精

一
訳
に
よ
る
）
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
、

一
頭
の
牡
牛
に
暴
れ
ら
れ
た
模
様
を
細
々
と
説
明
し
、
更
に

一
緒
に
居
た
と
思
わ
れ
る
嘉
門
次
が
梓
川
へ
飛
び
こ
み
水
に
潜
っ
て
姿
を
隠

し
難
を
逃
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
河
童
橋
の
周
辺
に
も
放
牧
地
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
の
は
、
牧
場
は
梓
川
の
右
岸
、
温
泉
の
そ
ば
に
あ
り
と
い
う
の
は
よ
い
と
し
て
、
牧
人
の
小

屋
は
対
岸

（と
言
え
ば
い
ま
の
帝
国
ホ
テ
ル
や
、
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
あ
る
あ
た
り
に
な
る
）
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
前
に
も
言
っ
た

よ
う
に
、
清
水
屋
の
近
く
に
あ
る
大
井
庄
吉
の
小
屋
は
牛
番
小
屋
の
跡
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
平
仄
が
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

い
っ
ぽ
う
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
上
高
地
に
入
っ
た
著
名
な
登
山
者
や
文
人
の
紀
行
文
に
、
河
童
橋
の
周
辺
や
温
泉
の
付

近
、
い
わ
ゆ
る
私
の
言
う
上
高
地
で
放
牧
を
見
た
と
書
か
れ
た
も
の
が
な
か
な
か
見
当
り
ま
せ
ん
。

白
樺
や
、
化
粧
柳
や
、
落
葉
松
の
樹
間
に
牛
や
馬
が
点
々
と
遊
ん
で
い
る
牧
歌
的
風
景
は
、
穂
高
連
峰
の
ア
ル
ペ
ン
的
な
景
観
と
マ
ッ

チ
し
て
、
い
か
に
上
高
地
の
風
景
を
引
き
立
た
せ
て
い
た
か
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
も
都
会
か
ら
訪
れ
た
登
山
者
が
車
道
な
ど
な
か
っ
た
山

の
奥
で
放
牧
の
牛
馬
に
出
合
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
絶
好
の
材
料
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
。
し

か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
小
梨
平
を
中
心
と
す
る
上
高
地
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
し
い
こ
と
が
殆
ど
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
ど
う
い
う
わ
け
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な
の
だ
ろ
う
か
。

小
島
烏
水
の

『鎗
ヶ
嶽
探
検
記
』
は
明
治
三
十
五
年

（
一
九
〇
二
）
八
月
の
霞
沢
越
え
槍
ヶ
岳
の
登
山
記
で
す
。
「顔
洗
は
む
と
て
山

嵐
に
胴
震
ひ
を
堪
へ
な
が
ら
、
戸
外
に
立
出
で
た
る
に
、
何
物
と
も
知
れ
ず
背
後
よ
り
の
さ
り
の
さ
り
と
覗
ひ
寄
る
も
の
こ
そ
あ
れ

（中

略
）
熟
視
す
る
に
牛
な
り
」
と
記
し
、
更
に
鳥
水
は

「聞
く
と
こ
ろ
に
檬
れ
ば
横

一
里
縦
七
里
の
こ
の
神
河
内
の
牧
野
に
、
約
百
五
十
頭

の
牛
を
放
飼
せ
り
と
い
ふ
」
と
書
き
と
め
て
い
る
が
、
こ
の
時
鳥
水
が
泊
っ
た
の
は
明
神
池
に
近
い
嘉
門
次
小
屋
か
、
そ
の
手
前
の
徳
吾

小
屋
の
ど
っ
ち
か
で
、
小
梨
平
方
面
へ
は
行
っ
て
い
な
い
筈
で
す
。

翌
明
治
三
十
六
年
八
月
丸
山
注
連
三
郎
が
槍
へ
登
っ
て
い
ま
す
。
丸
山
の
著

『槍
ヶ
嶽
乃
美
観
―
明
治
三
十
九
年
刊
』
に
徳
本
峠
の
「絶

頂
よ
り
約
三
〇
分
道
漸
く
緩
と
な
り
牛
馬
こ
の
間
を
走
り
、
杖
以
て
牛
の
群
を
追
ひ
、
手
を
拍
ち
て
馬
の
群
れ
を
招
き

（中
略
）
峠
を
下

り
て
平
地
を
下
る
こ
と
約
二
〇
町
で
徳
五
の
小
屋
に
達
し
た
。
主
人
は
こ
の
牧
場
の
取
締
り
を
す
る
も
の
な
り
と
い
ふ
。
川
原
に
出
て

一

町
ば
か
り
で
宮
川
の
小
屋
に
着
…
…
」
と
あ
り
、
鳥
水
が
見
て
い
る
の
と
ほ
ぼ
同
じ
地
域
で
す
。
ま
た
、
「槍
の
帰
途
横
尾
を
過
ぎ
る
約

一
里
半

一
〇
数
匹
の
牛
の
一
群
に
逢
っ
た
」
と
あ
る
の
は
紛
れ
も
な
く
徳
沢
地
域
に
あ
た
り
ま
す
。

『山
岳
』
第

一
年
三
号

（明
治
三
十
九
年
）
に
河
郁
白
水
が

「徳
本
峠
と
槍
ヶ
岳
」
で

「梓
川
の
本
橋
を
渡
り
笹
の

一
杯
生
え
て
い
る

道
を
行
っ
て

一
軒
屋
に
着
き
、
湯
の
中
で
足
を
伸
ば
し

（中
略
）
翌
日
上
流
へ
向
っ
て
行
き
木
賊
沢
の
平
地
に
来
る
と
牧
場
に
な
っ
て
い

て
幾
百
頭
の
牧
馬
が
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
湯
に
入
っ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
温
泉
ま
で
行
っ
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
翌
日
本
賊
沢

（ト

ク
サ
ザ
ワ
＝
徳
沢
）
ま
で
行
っ
て
そ
こ
で
は
じ
め
て
牧
馬
を
み
て
い
る
の
で
す
。

同
じ

『山
岳
』
第

一
年
三
号
に
林
並
木
が

『放
養
せ
る
牛
馬
の
い
と
楽
し
げ
に
遊
ぶ
を
見
な
が
ら
」
と
述
べ
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
記

述
が
不
明
確
で
地
域
の
特
定
が
で
き
な
い
。
大
正
八
年

（
一
九

一
九
）
田
部
重
治
は
有
名
な
氏
の
著
書

『日
本
ア
ル
プ
ス
と
秩
父
巡
礼
』

に
、
上
高
地
に
約
二
十
日
間
滞
在
し
、
温
泉
宿
を
中
心
と
し
た
、
植
物
、
鳥
類
、
動
物
等
の
観
察
記
を
文
人
ら
し
く
せ
ん
細
に
書
い
て
い

ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
も
河
童
橋
や
温
泉
付
近
で
牛
を
見
た
と
い
う
記
述
は
な
く
、
辻
村
伊
助
も

『山
岳
』
第
七
年
三
号
の

「神
河
内
と

常
念
山
脈
」
に
く
わ
し
く
上
高
地
の
紹
介
を
の
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
や
は
り
放
牧
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
文
人
と
し
て
著
名
な
吉

16



上高地に牧場があった頃

田
絃
二
郎
の

『上
高
地
遊
記
』
に
も
徳
沢
の
牛
馬
の
こ
と
は
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
河
童
橋
周
辺
で
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
日
本
山
岳
会
創
立
発
起
人
の
一
人
高
野
鷹
蔵
の

『山
岳
』
第
四
年

一
号
に
、
「徳
本
峠
を
降
り
て
河
童
橋
を
渡
ら
う
と
す
る
と
橋
の

手
前
に
太
い
丸
太
が
二
本
横
に
二
の
字
を
引
い
て
、
か
ま
へ
て
る

（中
略
）
上
高
地
東
西
三
里
の
間
に
放
牧
せ
る
牛
馬
の
、
此
れ
よ
り
下

に
出
で
ざ
る
が
為
の
柵
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
私
に
は
大
変
興
味
の
あ
る

一
文
で
す
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
こ
れ
よ
り
下
に
出
で
ざ

る
が
為
と
い
う
こ
と
は
、
河
童
橋
よ
り
下
流
域
、
つ
ま
り
温
泉
宿
の
あ
る
方
へ
家
畜
た
ち
は
行
け
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
も
し
も
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
上
高
地
で
い
ち
ば
ん
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
構
造
的
に
も
す
ぐ
れ
た
風
景
を
備
え
て
い
る
小
梨
平
や
、
そ
の
奥
の
中
川
の
あ

た
り
、
岳
川
谷
の
残
雪
を
背
景
に
牛
馬
が
散
策
し
て
い
た
、
そ
う
い
う
絵
の
よ
う
な
景
観
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
正
に
ス
イ
ス

に
劣
ら
な
い
ア
ル
プ
の
美
景
が
ほ
う
ふ
つ
と
し
て
く
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
夢
の
よ
う
な
風
景
を
想
像
す
る
だ
け
で
な
く
、

現
実
の
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
た
数
少
な
い
一
つ
が
、
名
著
の
刊
行
に
少
な
か
ら
ぬ
業
績
を
残
し
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
な
ど
も
受
賞

さ
れ
た
岡
茂
雄
氏
の

「か
み
ぐ
ち
行
回
想
小
記
」
だ
と
思
い
ま
す
。
岡
さ
ん
は
明
治
四
十
三
年

（
一
九

一
〇
）
七
月
下
旬
徳
本
峠
か
ら
上

高
地
に
入
っ
た
と
き
の
こ
と
を
、
昭
和
四
十
三
年

（
一
九
六
八
）
に
な
っ
て
雑
誌

『
ア
ル
プ
』
九
十
二
号
に

「河
童
橋
の
袂
は
、
そ
う
広

く
は
な
い
が
柔
ら
か
い
草
原
に
な
っ
て
い
て
、
斑
ら
な
牛
が
数
頭
臥
そ
べ
り
、
あ
る
も
の
は
物
憂
げ
に
私
等
を
眺
め
て
い
る
。
ま
こ
と
に

穏
や
か
な
、
長
閑
な
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
美
し
い
眺
め
で
あ
っ
た
」
と
回
想
の
糸
を
た
ぐ
ら
せ
て
い
ま
す
。
つ
い
で
に
言
う
と
、
岡
茂

雄
氏
は
日
本
山
岳
会
の

「山
日
記
」
を
松
方
三
郎
さ
ん
や
角
田
吉
夫
さ
ん
ら
に
相
談
し
、
創
刊
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
発
行
所
と
し
て
編
集

や
宣
伝
に
つ
と
め
た
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
会
員
も
、
今
日
で
は
少
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
い
で
な
が
ら
も
う

一
つ
文
人
の
書
い
た
も
の
と
し
て
、
の
ち
に
芸
術
院
会
員
に
な
っ
た
歌
人
窪
田
空
穂
の

『日
本
ア
ル
プ
ス
ヘ
』
（大

正
五
年
刊
）
か
ら
少
し
引
用
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
大
正
三
年
に
探
訪
し
た

「上
高
地
の
籍
谷
」
の
章
に
徳
本
峠
の
急
な
路
を
降
り
て
行

く
と

「丸
太
の
組
ん
だ
も
の
で
路
の
横
切
ら
れ
て
い
る
前
に
立
ち
上
っ
た
、
馬
や
牛
の
出
な
い
為
の
ま
せ
棒
だ

（中
略
）
路
に
沿
っ
て
小

屋
が

一
つ
立
っ
て
居
た
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
小
屋
は
牛
番
小
屋
だ
と
思
う
が
、
空
穂
は
馬
小
屋
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
子
馬
三
匹
に
出
合
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
空
穂
の
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文
章
は
間
も
な
く
温
泉
の
話
に
移
っ
て
し
ま
う
の
で
現
地
を
特
定
し
に
く
い
。
こ
の
本
の
終
章
に
空
穂
の
歌
が
何
頁
か
の
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
に
三
例
ば
か
り
牛
馬
を
詠
み
こ
ん
だ
も
の
が
あ
り
、
前
後
し
て

「
一
つ
家
」
と
い
う
歌
が
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
こ
れ
は
嘉
門

次
小
屋
か
徳
吾
小
屋
で
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
小
島
鳥
水
も
嘉
門
次
小
屋
を
形
容
す
る
の
に
例
の
『鎗

ヶ
嶽
探
検
記
』
の
中
で
、
梓
川
へ
降
り
て
泊
っ
た
小
屋
を
、
神
河
内
の
孤
屋

（ひ
と
つ
や
）
と
書
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
こ
れ
に

は
異
説
も
あ
っ
て
、
上
條
武
氏
は
著
書

『孤
高
の
道
じ
る
べ
』
の
中
で
、
鳥
水
が
泊
っ
た
小
屋
は
温
泉
場
で
は
な
い
か
と
考
証
し
て
お
り
、

今
日
は
そ
う
い
う
見
方
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ウ

ェ
ス
ト
ン
に
叱
ら
れ
る
青
年
た
ち

空
穂
の
本
の
な
か
で
も
う

一
つ
見
落
せ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
空
穂
と
、
舅
、
谷
君
と
い
う
友
人
、
こ
の
二
人
が
同
行
者

で
す
が
、
上
高
地
の
温
泉
宿
で
、
た
ま
た
ま
来
宿
し
て
い
た
旧
知
の
Ｉ
、
Ｔ
、
Ｍ
の
三
人
と

一
緒
に
な
り
、
「
み
ん
な
で
ラ
ン
プ
の
下
に

集
ま
っ
て
高
声
で
話
し
て
い
る
時
隣
室
に
い
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
か
ら
、
眠
れ
な
い
か
ら
遠
慮
し
て
く
れ
、
と
要
求
さ
れ
た
。
夫
人
が
病
気
ら

し
か
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
Ｉ
は
私
な
ん
か
も
虎
ノ
門
の
ル
ー
ム
で
よ
く
お
目
に
か
か
っ
た
会
員
で
画
家
の
茨
木
猪
之
吉
さ

ん
、
Ｔ
は
高
村
光
太
郎
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
昭
和
十
七

（
一
九
四
二
）
年
十

一
月
、
ゥ
ェ
ス
ト
ン
の
レ
リ
ー
フ
を
撤
去
せ
よ
と

の
安
曇
村
有
志
の
強
硬
な
文
書
を
受
け
た
日
本
山
岳
会
は
や
む
な
く
茨
木
猪
之
吉
、
交
野
武

一
両
氏
を
現
地
に
派
遣
、
十
二
月
八
日
こ
れ

を
ひ
そ
か
に
取
り
外
し
た
。
Ｉ
氏
は
そ
の
と
き
の
茨
木
さ
ん
で
す
。
ち
な
み
に
、
安
曇
村
翼
賛
壮
年
団
名
で
申
し
入
れ
の
あ
っ
た
書
面
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て
協
議
す
る
常
務
役
員
会
が
昭
和
十
七
年
十

一
月
二
十

一
日
虎
ノ
門
の
ル
ー
ム
で
開
か
れ
、
木
暮
会
長
、
槙
、
小
島
、

鳥
山
、
高
頭
、
中
司
、
茨
木
、
交
野
、
田
辺
、
塚
本
、
織
内
の
十

一
名
が
出
席
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
私
を
除
く
十
名
は
既
に
故
人
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
あ
の
強
硬
な
書
面
を
見
た
私
は
た
っ
た

一
人
の
生
き
証
人
み
た
い
な
も
の
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

ウ
エ
ス
ト
ン
が
日
本
の
若
い
青
年
た
ち
を
叱
っ
た
話
は
い
ろ
い
ろ
の
も
の
に
出
て
い
ま
す
し
、
い
ま
や
上
高
地
伝
説
の
一
つ
に
な
り
つ

つ
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
さ
き
の
大
木
操
、
辻
荘

一
、
そ
し
て
こ
の
窪
田
空
穂
で
す

（い
ず
れ
も
大
正
三
年
）
。
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上高地に牧場があった頃

大
木
さ
ん
は
嘉
門
次
を
伴

っ
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
夫
妻
と
河
童
橋
の
上
で
会

っ
て
写
真
を
撮
ら
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
ご
自
身
は
温

泉
場
で
叱
ら
れ
た
記
憶
は
定
か
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
会
報
三
九
八
号
に
述
べ
、
ど
う
も
そ
の
こ
と
が
既
成
事
実
と
し
て
普
遍
化
し
て
い

る
よ
う
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
が
い
ろ
ん
な
人
に
よ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
誌
面
で
さ
ぞ
見
て
き
た
よ
う
に
語
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。
伝
説
と
い
う
も
の
は
お
お
か
た
そ
の
よ
う
な
具
合
に
つ
く
ら
れ
て
広
が
っ
て
い
く
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

辻
さ
ん
は
や
は
り
昭
和
九
年
の
会
報
三
七
号
に
、
ウ
エ
ス
ト
ン
に
叱
ら
れ
た
の
は
明
治
四
十
二
年
の
夏
、
中
学
三
、
四
年
生
の
頃
と
書

か
れ
、
昭
和
五
十
三
年
の
会
報
三
九
四
号
に
は
大
正
四
年
と
誤
記
し
て
お
り
ど

っ
ち
も
史
実
と
違
う
。
大
正
四
年
だ
と
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
も

う
日
本
に
い
な
い
。
中
学
四
年
生
の
辻
さ
ん

一
行
が
空
穂

一
行
の
大
人
た
ち
の
部
屋
に

一
緒
に
い
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
辻
さ
ん

一

行
の
中
学
生
は
中
学
生
だ
け
別
室
で
ワ
イ
ワ
イ
は
し
ゃ
い
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

辻
さ
ん
は
朝
五
時
ご
ろ
叱
ら
れ
た
と
あ
り
、
大
木
さ
ん

一
行
の

一
高
登
山
隊
は

「
最
後
の
夜
の
コ
ン
パ
」
と
あ
り
、
空
穂
は
い
ま
言
っ

た
よ
う
に
在
場
人
物
が
ま
る
で
違

っ
て
い
ま
す
。
い
ま
と
な

っ
て
は
ど
れ
が
ほ
ん
と
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
空
穂
の
本
が
出
た
の
は
、

上
高
地
に
行

っ
た
大
正
三
年
か
ら
三
年
し
か
経

っ
て
い
な
い
大
正
五
年
で
記
憶
も
生
々
し
い
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
最
も
信
憑

性
が
高
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
或
い
は
も
し
か
す
る
と
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
、
空
穂
や
茨
木
さ
ん
の
い
た
部
屋
と
、
辻
さ
ん
た
ち

中
学
生
の
い
た
部
屋
と
、
そ
し
て
ま
た
大
木
さ
ん
ら

一
高
生
が
騒
い
だ
と
い
わ
れ
る
部
屋
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
日
、
違
う
時
刻
に
声
を

か
け
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
や
は
や
ど
う
も
御
迷
惑
を
か
け
ま
し
た
、
と

一
言
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

徳
沢
牧
場
の
生
活

牧
場
と
前
後
し
て
、
上
高
地
開
墾
計
画
と
い
う
の
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
明
治
維
新
で
幕
藩
体
制
が
解
体
し
、
そ
れ
に
伴

っ

て
発
生
し
た
失
業
武
士
の
扱
い
に
苦
慮
し
た
新
政
府
が
、
北
海
道
の
開
拓
と
か
、
青
森
県
は
下
北
半
島
の
開
拓
な
ど
を
国
策
と
し
て
や
り

は
じ
め
ま
し
た
。
そ
う
い
う
社
会
情
勢
の
影
響
も
あ

っ
た
の
か
、
国
の
政
策
で
は
な
い
が
、
安
曇
野
に
い
る
人
達
の
な
か
か
ら
、
上
高
地

を
開
拓
し
て
新
し
い
村
を
創
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
運
動
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
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上
高
地
で
米
や
大
豆
や
馬
鈴
薯
な
ど
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
壮
大
と
も
言
え
る
発
想
で
す
が
、
上
高
地
の
よ
う

な
寒
冷
地
で
は
生
物
の
生
育
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
積
算
温
度
な
ど
の
点
か
ら
み
て
も
、
当
時
の
稲
作
技
術
で
米
を
つ
く
る
こ
と
は
無
理

だ

っ
た
と
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
や
が
て
計
画
は
繭
を
と
る
た
め
の
養
蚕
、
上
高
地

一
円
に
桑
畑
を
開
こ
う
と
い
う
計
画
に
変
わ
っ
た
よ

う
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
い
ま
に
林
檎
も
や
っ
て
は
ど
う
か
と
そ
の
台
木
と
し
て
の
小
梨

（ズ
ミ
、
い
ば
ら
科
リ
ン
ゴ
属
）
を
植
え
た

の
が
い
ま
の
小
梨
平
と
し
て
残

っ
た
ら
し
い
。
六
月
中
旬
ご
ろ
に
行
く
と
白
い
花
が
咲
き
、
秋
に
な
る
と
小
豆
く
ら
い
の
実
を

つ
け
る
。

あ
れ
は
実
は
上
高
地
に
自
生
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
経
過
で
移
植
さ
れ
た
も
の
だ
と
、
た
し
か
環
境
庁
の
ビ
ジ
タ
ー
セ

ン
タ
ー
の
と
こ
ろ
に
も
説
明
板
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
今
日
だ

っ
た
ら
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
乱
す
か
ら
と
そ
の
筋
は
目
く
じ
ら
を
た

て
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
ね
。
つ
い
で
な
が
ら
、
河
童
橋
の
下
流
の
中
ノ
瀬
の
落
葉
松
は
大
正
元
年
だ

っ
た
か
農
商
務
省
の
山
林
局
が
植
林

し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

明
治
十
七
年
に
牧
場
開
設
の
認
可
を
受
け
、
三
十
九
年
に
株
式
会
社
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
初
代
社
長
に
な

っ
た
の
が
上
條
百
次
良
と

い
う
人
で
、
後
の
徳
沢
園
を
開
設
し
た
上
條
喜
藤
次
さ
ん
の
お
父
さ
ん
で
す
。
喜
藤
次
さ
ん
は
私
が
徳
沢
園
を
利
用
す
る
よ
う
に
な

っ
て

か
ら
い
つ
も
親
切
に
し
て
く
れ
、
鮨
釣
り
や
き
の
こ
採
り
に
誘

っ
て
く
れ
た
人
で
す
。

畜
産
奨
励
で
安
曇
村
で
牛
を
飼
う
と
し
て
も
飼
料
が
な
い
。
牛

一
頭
に
つ
い
て

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
く
ら
い
の
ク
ロ
ー
バ
ー
と
か
ア
ル
フ
ァ

ル
フ
ァ
な
ど
の
採
草
地
が
必
要
で
す
か
ら
、
と
て
も
安
曇
村
で
は
や
れ
な
い
。
そ
こ
で
上
高
地
に
牧
場
を
開
か
せ
て
く
れ
と
い
う
出
願
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
が
は
じ
め
て
徳
本
峠
を
越
し
た
と
き
、
お
や
っ
と
思
っ
た
の
は
牛
の
糞
ら
し
い
も
の
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
そ

し
て
そ
れ
が
峠
の
上
の
方
ま
で
続
い
て
い
た
。
あ
ん
な
山
の
奥
に
牧
場
が
あ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
で
す
か
ら
ね
。
あ
と
で
徳
沢
に
行

っ

て
初
め
て
あ
あ
そ
う
か
と
思

っ
た
わ
け
で
す
。

前
に
も
言
い
ま
し
た
が
、
登
山
者
、
観
光
客
が
増
え
る
に
従

っ
て
、
上
堀
は
い
け
な
い
、
上
湯
沢
も
い
け
な
い
、
小
梨
平
も
と
、
営
林

署
の
規
制
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
徳
沢
も
と
う
と
う
昭
和
九
年

（
一
九
三
四
）
に
は
廃
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に

な
っ
た
。
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涸
沢

へ
入
っ
て
岩
小
屋
生
活
を
や
り
前
穂
高
の
北
尾
根
で
の
岩
登
り
、
三
峰
の
上
で
ザ
イ
ル
を
外
し
て
日
向
ぼ
っ
こ
、
い
わ
ゆ
る
ト
カ

ゲ
を
決
め
こ
ん
で
い
る
と
、
徳
沢
の
牛
の
晴
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
北
尾
根
の
岩
場
で
他
の
パ
ー
テ
ィ
ー
と
会
う
よ
う
な

こ
と
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
有
名
な
物
理
学
者
寺
田
寅
彦
さ
ん
の
文
章
の
中
に
、
鳶
が
油
揚
を
さ
ら
う
話
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
寺
田
さ
ん
の
文
章
を

か
い
つ
ま
ん
で
言
う
と
、
高
い
と
こ
ろ
を
飛
ん
で
い
る
鳶
、
こ
と
に
鳥
は
眼
が
よ
く
な
い
の
に
、
は
る
か
下
に
あ
る
小
さ
な
油
揚
を
見
つ

け
て
パ
ッ
と
降
り
て
来
て
撰

っ
て
い
く
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
芸
当
が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
寺
田
さ
ん
流
に
い
ろ
い
ろ
と
推
理
さ

れ
る
。
あ
れ
は
そ
の
場
に
発
生
し
た
上
昇
気
流
に
油
揚
の
匂
い
が
乗

っ
て
上
が
っ
て
く
る
。
鳶
は
気
流
の
ラ
イ
ン
に
沿

っ
て
急
降
下
し
油

揚
を
擢
う
。
た
し
か
そ
う
い
う
話
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
私
は
思
い
出
し
ま
し
て
ね
、
北
尾
根
で
聞
こ
え
る
牛
の
晴
き
声
は
あ
の
辺
に
起
こ
る
上
昇
気
流
に
乗

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
、
私
な
り
に
思
い
ま
し
た
。
北
尾
根
の
上
部
と
徳
沢
と
の
高
度
差
は
約
千
五
百
腐
ぐ
ら
い
あ
る
で
し
ょ
う
。
牛
の
晴
き
声
が
聞
こ
え
て

く
る
の
は
ち
ょ
っ
と
意
外
で
す
。

徳
沢
園
開
設
当
時
は
上
條
喜
藤
次
さ
ん
、
そ
の
息
子
さ
ん
が
上
條
進
さ
ん
、
そ
の
進
さ
ん
も
今
は
隠
居
し
て
息
子
の
敏
昭
君
が
跡
を
継

い
で
い
ま
す
。

私
が
初
め
て
冬
の
槍
や
穂
高

へ
登
る
た
め
に
ス
キ
ー
で
徳
沢

へ
入
る
の
は
昭
和
六
年

（
一
九
三

一
）
か
ら
で
す
が
、
冬
の
番
人
を
や
っ

て
い
た
の
が
上
條
源
兵
と
い
う
人
、
源
兵
さ
ん
は
元
営
林
署
の
巡
視
で
、
高
山
植
物
採
取
監
視
人
を
や
っ
た
人
で
す
。
次
が
姓
は
忘
れ
ま

し
た
が
茂
平
と
い
う
爺
さ
ん
、
そ
れ
か
ら
通
称
西
山
隠
居
、
西
山
隠
居
は
長
く
働
い
て
い
ま
し
た
か
ら
知

っ
て
い
る
人
は
今
で
も
か
な
り

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
源
兵
と
か
、
茂
平
を
知

っ
て
い
る
人
は
も
う
余
り
い
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
か
ら
、
徳
沢
で
遊
ん
で
い
る
と
、
さ
き
ほ
ど
の
喜
藤
次
が
茸
採
り
に
つ
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
し
て
ね
、
た
し
か
ユ
キ
ノ
シ
タ
と
い

う
名
の
き
の
こ
で
し
た
。
小
屋
で
、
雨
も
降

っ
て
い
な
い
の
に
番
傘
を
借
り
て
行
き
、
開
い
た
傘
の
中
に
片

っ
ぱ
し
か
ら
放
り
こ
ん
で
持

ち
帰
り
、
塩
焼
き
に
し
た
り
、
味
噌
汁
に
入
れ
た
り
し
て
食
べ
た
。
徳
沢
牧
場
に
は
ま
た
川
上
君
と
い
う
牧
夫
が
い
ま
し
た
。
彼
は
私
に

上高地に牧場があった頃
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蛙
を
捕
っ
て
喰
べ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
捕
っ
た
蛙
を
パ
ッ
と
叩
き
つ
け
、
の
び
ち
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
を
皮
を
剥
ぎ
、
清
流
で
洗
う
と

き
れ
い
な
さ
さ
身
が
と
れ
る
。
こ
れ
を
炉
端
で
焼
い
て
、
塩
や
醤
油
を
つ
け
て
食
べ
る
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
鶏
の
肉
に
似
て
乙
な
味
が

し
ま
す
。
そ
の
蛙
を
捕
り
に
行
っ
て
る
時
に
、
私
の
後
輩
が
、　
一
匹
ず
つ
捕
っ
て
い
て
は
面
倒
だ
か
ら
交
尾
し
て
い
る
の
を
押
え
れ
ば
効

率
が
い
い
。　
一
石
二
鳥
と
は
こ
の
こ
と
で
す
よ
、
と
言
う
ん
で
す
。
悪
い
や
つ
で
す
よ
。
昭
和
五
十
八
年

（
一
九
八
三
）
に
徳
沢
園
開
園

五
十
周
年
と
い
う
催
し
が
あ
り
、
古
い
関
係
者
を
招
待
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
い
ま
の
よ
う
な
昔
話
を
し
ま
し
た
と

こ
ろ
、
席
に
い
た
環
境
庁
の
レ
イ
ン
ジ
ャ
ー
の
人
か
ら
、
私
の
話
が
終
わ
る
や
否
や

「皆
さ
ん
国
立
公
園
内
で
あ
あ
い
う
こ
と
は
や
っ
て

は
い
け
ま
せ
ん
」
と
注
意
さ
れ
ま
し
た
。
国
立
公
園
内
で
は
蟻
蜂

一
匹
蜻
蛉

一
匹
と
っ
て
は
い
け
な
い
、
で
は
蚊
や
蚤
は
ど
う
な
の
か
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
ね
。
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
こ
の
辺
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（本
稿
は

一
九
九
三
年
五
月
十
七
日
、
三
水
会
例
会
で

「上
高
地
に
牧
場
が
あ
っ
た
頃
」
と
題
し
て
行
わ
れ
た
講
演
か
ら
高
田
具
哉

氏
が
原
稿
を
作
成
し
、
そ
れ
を
織
内
信
彦
氏
に
加
筆

・
削
除
な
ど
手
直
し
を
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。）
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日
本
山
岳
会
と
縁
深
い
弥
彦
山

―
新
潟
県
松
明
登
山
祭
に
よ
せ
て
―

筑
　
木

　

　

力

越
後
平
野
の
日
本
海
沿
岸
に
、
越
佐
海
峡
を
挟
ん
で
佐
渡
の
山
々
と
相
対
す
る
国
上

・
弥
彦

・
角
田
山
塊
は
、
第
三
紀
層
の
丘
陵
地
帯

を
抜
い
て
噴
出
し
た
火
山
で
あ
る
。
背
丈
こ
そ
低
い
が
、
山
裾
は
日
本
海
に
沈
潜
し
、
断
崖
絶
壁
を
随
所
に
か
け
、
奇
岩
怪
石
を
波
浪
が

た
た
ず

洗

っ
て
い
る
。
南
北
に
延
び
る
こ
の
連
嶺
の
件
ま
い
は
、
西
蒲
原
平
野
の

一
角
に
伏
す
龍
の
姿
に
も
似
て
い
て
、
佐
渡

・
弥
彦

・
米
山
国

定
公
園
の
中
心
的
な
景
観
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
山
塊
の
盟
主
弥
彦
山
は
、
越
後

一
宮
の

「
お
や
ひ
こ
さ
ま
」
が
鎮
座
ま
し
ま
す
神
山

と
し
て
、
万
葉
の
昔
か
ら
歌
に
も
詠
ま
れ
人
々
に
崇
敬
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
山
麓

一
帯
は
越
後
文
化
発
祥
の
地
で
も
あ

っ
て
、
妙
多
羅
天

女
や
酒
呑
童
子
な
ど
の
伝
説
や
史
跡
に
も
富
む
。

さ
ら
に
弥
彦
山
は
、
日
本
山
岳
会
の
諸
先
達
と
の
由
縁
も
深
い
。
新
潟
県
出
身
で
日
本
山
岳
会
の
第
二
代
会
長
を
勤
め
た
高
頭
仁
兵
衛

の
寿
像
が
、
昭
和
二
十
五

（
一
九
五
〇
）
年
に
越
後
支
部
の
藤
島
源
太
郎
、
花
井
馨
ら
地
元
関
係
者
の
手
に
よ
っ
て
弥
彦
山
頂
に
建
立
さ

れ
、
昭
和
三
十
五

（
一
九
六
〇
）
年
に
現
在
の
大
平
高
原
に
移
さ
れ
た
が
、
高
頭
と
の
関
係
で
日
本
山
岳
会
の
著
名
な
登
山
家
が
次
々
と

来
山
し
た
。
高
頭
自
身
は
十
三
歳
の
と
き
は
じ
め
て
弥
彦
山
に
登
り
、
頂
上
か
ら
眺
め
た
景
観
に
感
動
し
て
、
山
野
を
跛
渉
す
る
趣
味
を

も
つ
に
至

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
後
で
詳
述
す
る
。

日本山岳会と縁深い弥彦山
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弥
彦
山
塊
が
佐
渡
弥
彦
国
定
公
園
の
一
環
と
し
て
決
定
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
調
査

・
視
察
の
た
め
に
訪
れ
た
の
は
、
田
部
重
治
、
武
田

久
吉
、
村
井
米
子
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
後
に
来
訪
し
た
主
要
な
顔
触
れ

（順
序
不
同
）
は
、
槙
有
恒
、
日
高
信
六
郎
、
松
方
三
郎
、
深

田
久
弥
、
三
田
幸
夫
、
折
井
健

一
、
西
堀
栄
三
郎
、
冠
松
次
郎
、
佐
々
保
雄
、
中
村
謙
、
吉
沢

一
郎
、
加
藤
泰
安
、
沼
倉
寛
二
郎
、
山
崎

安
治
、
板
倉
勝
正
、
金
坂

一
郎
、
坂
倉
登
喜
子
、
成
瀬
岩
雄
、
渡
辺
公
平
、
浜
野
正
男
で
あ
る
。

神
話
か
ら
習
俗
に
伝
承
さ
れ
る
火
祭
り
と
つ
な
が
る
弥
彦
燈
籠
神
事
と
新
潟
県
松
明
登
山
祭

火
は
古
代
か
ら
世
界
の
い
ろ
ん
な
民
族
の
間
で
尊
崇
の
対
象
と
さ
れ
、
数
多
く
の
神
話
を
生
ん
だ
。
中
で
も
火
を
神
の
化
身
と
し
て
崇

拝
す
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
紀
元
前
六
世
紀
に
ペ
ル
シ
ャ
の
預
言
者
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
が
創
始
し
た
と
さ
れ
る
宗
教

で
あ
る
。
ま
た
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
で
は
、
火
が
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
し
て
天
界
か
ら
人
界
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
プ
ロ
メ
テ
ゥ

ス
の
盗
火
神
話
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
火
の
儀
礼
で
は
、
ま
ず

「鑽
火
の
儀
礼
」
を
あ
げ
る
。
こ
れ
は
火
き
り
杵
臼
や
魃
石
な
ど
に
よ
る
発
火
作
法
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
信
仰
や
神
話
伝
承
を
伴
わ
せ
て
宗
教
儀
礼
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に

「火
祭
り
の
儀
礼
」
を
あ
げ
る
。
冬
至

・
夏
至

・
春
分

・
秋
分
な
ど
の
季
節
の
替
わ
り
目
に
行
わ
れ
た
。
大
き
な
火
を
焚
き
、
供

物
を
し
犠
牲
を
捧
げ
て
焼
く
の
が
農
耕
祭
儀
で
あ
っ
た
。
こ
の
行
事
は
太
陽
の
光
熱
を
回
復

・
更
新
す
る
の
が
原
義
と
さ
れ
る
。
太
陽
と

火
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
う
し
た
信
仰
習
俗
は
、
盗
火
神
話
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
雷
神
や
鬼
神
に
祈
り
を
捧
げ
る

た
め
に
、
山
の
上
で
大
き
な
焚
火
を
し
た
り
、
こ
の
焚
火
の
周
り
で
松
明
を
持
ち
、
歌
い
舞
っ
て
雨
乞
い
を
す
る
儀
礼
も
あ
っ
た
。
こ
れ

は
雷
火
を
刺
激
し
て
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
す
る
試
み
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
邪
霊
や
害
獣
や
悪
疾
な
ど
を
国
土
や
村
落
か
ら
追
放
し
て

械
れ
を
清
め
る
た
め
の
儀
礼
や
、
宮
廷
で
北
辰

（北
斗
七
星
）
に
灯
明
を
捧
げ
る
御
燈
祭
も
こ
の
系
統
に
入
る
。

三
番
目
に

「通
過
儀
礼
に
お
け
る
火
の
儀
礼
」
が
あ
る
。
人
の
誕
生

・
成
人

・
婚
姻

・
特
定
団
体
へ
の
入
団

・
葬
式
な
ど
人
生
の
様
々

な
通
過
儀
礼
の
際
に
火
を
跨
い
だ
り
、
火
で
久
り
、
燻
し
て
、
本
人
の
心
身
を
浄
化

・
更
新
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
産
屋
で
の
火
焚
き
、

24



日本山岳会と縁深い弥彦山

嫁
の
火
跨
ぎ
、
修
験
者
の
火
渡
り
、
葬
礼
で
の
火
焚
き
、
火
葬
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

四
番
目
は

「火
の
神
の
崇
拝
儀
礼
」
で
あ
る
。
鑽
火
具

ｏ
竃

・
鼎

な
ど
火
に
関
わ
る
道
具
か
、
ま
た
は
こ
れ
ら
を
象
徴
す
る
石

・
溶

鉱
炉
な
ど
を
神
体
と
し
て
、
こ
れ
に
供
物
を
捧
げ
、
祈
疇
し
て
呪
術
儀
礼
を
行
う
。
特
に
火
山
の
噴
火
口
な
ど
に
供
物
や
犠
牲
を
捧
げ
る

の
は
、
自
然
の
火
に
対
す
る
直
接
の
儀
礼
行
為
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
阿
蘇

ｏ
伊
豆

・
薩
摩
な
ど
の
火
山
地
帯
に
ご
神
火
信
仰
が
み
ら

れ
る
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
よ
う
に
、
噴
火
口
に
生
け
に
え
を
投
げ
込
む
よ
う
な
慣
習
は
な
か
っ
た
。
ま
た
イ
タ
リ
ア
人

や
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
よ
う
に
、
噴
火
口
を
覗
き
込
ん
で
宗
教
的
な
懺
悔
を
行
い
滅
罪
を
図
る
儀
礼
も
、
わ
が
国
で
は
発
達
し
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
民
族
性
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

で
は
弥
彦
の
燈
籠
神
事
と
松
明
登
山
祭
は
、
こ
う
し
た
火
の
儀
礼
の
中
で
ど
ん
な
位
置
を
占
め
る
の
か
。
燈
籠
神
事
は
昭
和
五
十
三

（
一

九
七
八
）
年
五
月
二
十
二
日
に
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
始
ま
り
は
寛
徳
年
中

（十

一
世
紀
）
ご
ろ
と
伝
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
神
社
と
神
領
民
と
が

一
体
と
な
っ
て
行
う
伝
統
神
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
日
程
は
、
旧
暦
六
月

一
日
の

「御
祭
り
始
め
」
、
同

七
日
の

「神
興
祭
、
素
講
」
、
同
十

一
日
の

「お
慣
し
、
花
揃
い
」
、
同
十
四
日
の

「燈
籠
巡
行
」
、
同
十
五
日
の

「神
興
渡
御
」
と
続
い
た
。

こ
れ
ら
の
行
事
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
幾
つ
か
の
変
更
が
加
え
ら
れ
た
が
、
昭
和
三
十
六

（
一
九
六
二
）
年
か
ら
七

月
二
十
五
日
を

「燈
籠
神
事
」
と
定
め
て
行
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
弥
彦
山
に
お
け
る
新
潟
県
松
明
登
山
祭
は
、
昭
和
二
十
九

（
一
九
五
四
）
年
七
月
十
三
日
に
第

一
回
が
挙
行
さ
れ
、
第
二
回

は
三
十
年
八
月

一
日
、
第
三
回
以
降
は
七
月
二
十
五
日

（弥
彦
神
社
の
祭
日
）
と
定
め
ら
れ
て
、
平
成
五

（
一
九
九
三
）
年
に
第
四
十
回

を
迎
え
た
。
当
初
は
弥
彦
山
岳
会
の
主
催
行
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
新
潟
県
山
岳
協
会
等
と
の
共
催
に
な
り
、
日
本
山
岳
会
越
後
支
部

も
後
援
し
て
い
る
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
前
に
述
べ
た
燈
籠
神
事
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
当
時
の
弥
彦
神
社
の
関
係
者
と
新
潟
県
山
岳

界
の
要
人
た
ち
が
研
究
協
議
し
て
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
昔
人
々
が
雨
乞
い
の
た
め
弥
彦
山
に
登
り
、
山
頂
で
大
焚
火
を
燃
や
し
て

祈
り
続
け
、
願
い
が
叶
っ
て
雨
が
降
れ
ば
宿
泊
し
た
仮
設
小
屋
を
焼
き
払
い
、
夜
中
で
あ
れ
ば
松
明
を
点
じ
て
山
を
下
っ
た
と
い
う
故
事

（明
治
二
十
年
代
ま
で
続
い
た
）
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た

「火
祭
の
儀
礼
」
の
中
の

「雨
乞
い
の
儀
礼
」
に
あ
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て
は
ま
る
。

ち
な
み
に
吉
沢

一
郎
日
本
山
岳
会
元
副
会
長
は
、
昭
和
四
十
六

（
一
九
七

一
）
年
に
こ
の
松
明
登
山
祭
に
参
加
し
た
と
き
の
様
子
を
、

日
本
山
岳
会
会
報

「山
」
の
三
〇
二
号
に

「弥
彦
松
明
登
山
祭
」
と
題
し
て
寄
稿
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
行
事
の
生
み
の
親
と
も
い
う
べ

き
花
井
馨

（後
に
詳
述
）
は
、
そ
の
編
著

『青
雲
の
弥
彦
山
』
の
中
で
、
「太
古
よ
り
静
寂
を
保
っ
て
き
た
弥
彦
山
頂
の
夜
に
、
岳
人
た

ち
が
掲
げ
る
百
本
余
り
の
煙
火
が

一
斉
に
火
を
吹
く

一
瞬
は
、
や
は
り
大
き
な
感
激
で
あ
っ
た
。
私
の
心
に
、
聖
域
の
静
読
を
破
っ
た
の

は
神
山
の
冒
漬
で
は
な
い
か
と
の
恐
れ
も
あ
っ
た
が
、
い
や
い
や
、
岳
人
た
ち
が
神
の
山
へ
捧
げ
奉
る
誠
心
の
松
明
で
あ
る
と
、
固
く
信

ず
る
も
の
が
あ
っ
た
」
と
、
そ
の
と
き
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
。

弥
彦
大
神
が
導
い
た
大
平
晟
と
高
頭
仁
兵
衛
の
出
会
い
と
交
流

お
お
だ

い
ら
あ
き
ら
　
た
か
と
う
じ
ん

べ
　
え

大
平
晟
と
高
頭
仁
兵
衛
は
、
日
本
山
岳
会
の
歴
史
に
輝
く
二
巨
星
で
あ
る
。
弥
彦
山
が
新
潟
県
出
身
の
こ
の
両
者
に
、
登
山
趣
味
を
体

験
す
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
意
義
は
大
き
い
。

大
平
晟

（
一
人
六
五
―

一
九
四
三
）
は
、
新
潟
県
三
島
郡
高
梨
村
字
五
辺

（現
在
の
小
千
谷
市
高
梨
町
五
辺
）
に
生
ま
れ
た
。
四
歳
の

と
き
家
の
外
で
遊
ん
で
い
る
最
中
に
誤
っ
て
信
濃
川
に
転
落
し
、
母
に
助
け
ら
れ
た
と
い
う
秘
話
が
あ
る
。

彼
は
明
治
十
三

（
一
人
八
〇
）
年
の
片
貝
小
学
校
授
業
生

（代
用
教
員
）
か
ら
通
算
し
て
四
十
余
年
間
、
郷
里
の
片
貝
村
で
子
弟
の
薫

陶
に
専
念
し
た
教
育
者
で
あ
っ
た
。
明
治
十
九

（
一
八
八
六
）
年
に
新
潟
師
範
学
校
を
首
席
で
卒
業
し
て
、
高
梨
小
学
校
に
奉
職
し
、
翌

年
四
月
郡
立
片
貝
高
等
小
学
校
に
首
席
訓
導
と
し
て
着
任
し
た
。

明
治
二
十

一

（
一
人
八
八
）
年
、
十
二
歳
の
高
頭
式
太
郎

（幼
名
）
が
、
与
板
高
等
小
学
校
か
ら
片
貝
高
等
小
学
校
に
転
校
し
て
き
て

大
平
と
出
会
っ
た
。
大
平
は
地
理

ｏ
歴
史
を
担
当
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
二
人
は
生
涯
に
亘
る
師
弟
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。

高
頭
仁
兵
衛

（
一
人
七
七
―
上
九
五
八
）
は
、
新
潟
県
三
島
郡
深
才
村
深
沢

（現
在
の
長
岡
市
深
沢
町
）
の
豪
農
の
家
に
生
ま
れ
た
。

（た
だ
し
令
孫
の
寿
久
氏
が
著
し
た

「高
頭
仁
兵
衛
余
録
」
に
は
、
「
ニ
ヘ
イ
」
と
仮
名
が
ふ
っ
て
あ
る
）
。
彼
は
生
ま
れ
つ
き
虚
弱
で
あ
っ
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た
が
、
た
ま
た
ま
あ
る
と
き
史
書
を
読
み
、
盲
人
の
塙
保
己

一
が
徒
歩
を
励
行
し
て
身
体
を
強
健
に
し
た
こ
と
を
知
り
、
大
い
に
感
ず
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
深
沢
の
自
宅
か
ら
往
復
十
二
キ
ロ肝
余
り
の
片
貝
小
学
校
へ
、
徒
歩
通
学
を
決
意
し
実
行
に
移
し
た
と
こ
ろ
、

彼
が
生
涯
を
通
し
て
畏
敬
し
て
や
ま
な
か
っ
た
恩
師
大
平
晟
先
生
と
、
こ
の
学
校
で
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。

大
平
が
師
範
学
校
を
卒
業
し
た
前
後
の
時
代
は
、
わ
が
国
の
学
校
教
育
制
度
が

一
大
改
革
期
を
迎
え
て
い
た
。
そ
の
中
で
約
二
十
年
に

亘
る
小
学
校
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
み
る
と
、
明
治
十
九

（
一
八
八
六
）
年
に
四
年
制
尋
常
小
学
校
、
二
年
制
高
等
小
学
校
、
三
年
程
度

の
小
学
校
簡
易
科
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
明
治
二
十
三

（
一
八
九
〇
）
年
、
小
学
校
令
の
改
正
に
よ
り
簡
易
科
を
廃
止
し
、
尋
常
小
学
校

の
四
年
課
程
と
三
年
課
程
と
を
設
置
し
、
ま
た
中
学
校
進
学
希
望
者
向
け
に
、
八
年
間
の
教
育
内
容
を

一
貫
さ
せ
た
尋
常
小
学
校
を
設
け

た
。
し
か
し
明
治
三
十
三

（
一
九
〇
〇
）
年
に
、
尋
常
小
学
校
は
四
年
に
統

一
し
、
尋
常
高
等
小
学
校
は
進
学
用
で
は
な
く
、
尋
常
科
に

高
等
科
を
併
置
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
明
治
四
十

（
一
九
〇
七
）
年
に
、
尋
常
小
学
校
は
六
年
制
に
高
等
小
学
校
は
二
年
制
に
な

り
、
義
務
教
育
年
限
は
六
年
と
改
め
ら
れ
て
、
漸
く
小
学
校
制
度
は
ほ
ぼ
安
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

大
平
訓
導
は
、
孔
子

・
ス
マ
イ
ル
ズ

ｏ
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
を
信
奉
し
、
厳
格
な
鍛
練
主
義
に
立
脚
し
た
教
育
を
実
践
し
た
。
片
貝
高
等
小

学
校
の
寮
制
度
は
、
大
平
が
そ
の
教
育
信
念
を
実
践
す
る
場
と
し
て
当
時
知
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
寄
宿
舎
の
創
設
と
充
実
に
力
を
入
れ
、

自
ら
監
督

・
世
話
人

・
料
理
人
を
兼
ね
て
、
寮
生
の
心
身
の
鍛
練

・
修
養
を
目
ざ
し
て
集
団
主
義
教
育
を
行
っ
た
。
彼
と
師
弟
の
縁
を
結

ん
だ
高
頭
少
年
も
、
や
が
て
こ
の
寄
宿
舎
生
活
を
体
験
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
大
平
の
自
叙
伝
に
は
、
「此
ノ
多
数
寄
宿
生
ヲ
入
ル

ル
ノ
設
ナ
シ
故
二
毎
日
放
課
後
各
所
控
所
教
室
等
二
畳
ヲ
敷
キ
以
テ
其
寝
室
二
充
テ
毎
週
輪
番
各
室
転
換
ヲ
為
セ
リ
実
二
野
営
ノ
観
ア
リ

而
シ
テ
其
間
不
平
ヲ
見
ズ
深
沢
ノ
豪
農
高
頭
仁
兵
衛
氏

（式
太
郎
ノ
父
、
八
代
仁
兵
衛
義
宗
）
ノ
嗣
子

（式
太
郎
、
九
代
ロ
ノ
仁
兵
衛
）

亦
寄
宿
生
タ
リ
勤
番
ニ
ハ
善
ク
芋
洗
炊
事
給
仕
等
ノ
労
二
服
セ
リ
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
少
年
時
代
の
高
頭
が
偲
ば
れ
て
大
へ
ん
興
味

深
い
。

大
平
は
日
曜

・
休
日
に
は
必
ず
近
郊
の
低
山
を
歩
き
、
金
倉
山
、
弥
彦
山
、
米
山
な
ど
の
登
山
体
験
を
子
ど
も
た
ち
に
教
室
で
語
っ
て

き
か
せ
た
。
大
平
自
身
が
山
と
関
わ
っ
た
始
め
に
つ
い
て
、
「山
岳
』
第
二
十
三
年
第
三
号

（昭
和
四
年
九
月
）
に
載
せ
た

「台
湾
の
山
旅
」
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の
中
で
、
「予
が
山
岳
趣
味
の
起
り
」
と
題
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「予
が
幼
少
の
時
代
か
ら
少
な
か
ら
ず
山
に
対
す
る
興
味

を
も
っ
た
。
そ
れ
は
宅
地
が
近
く
信
濃
川
を
隔
て
て
、
東
方
直
距
離
約

一
里
の
天
に
、
金
倉
山
を
仰
ぎ
得
る
の
と
、
河
岸
に
立
っ
て
北
望

す
る
と
、
洋
々
た
る
流
れ
の
左
手
邊
か
に
、
端
麗
な
弥
彦
山
を
望
み
得
る
の
が
、　
一
つ
の
原
因
で
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
父
が
終
始
自
ら
山

に
登
ら
れ
た
経
験
談
話
を
さ
れ
た
の
が
、
更
に
大
い
な
る
動
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
。

大
平
の
最
初
の
登
山
は
米
山
で
、
明
治
十
二
年
六
月
彼
が
十
四
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
翌
年
弥
彦
山
に
登
り
、
日
本
海
に
浮
か
ぶ

佐
渡
の
島
影
を
頂
上
か
ら
眺
め
、
国
境
を
め
ぐ
る
高
山
群
峰
を
望
ん
で
大
い
に
感
激
し
、
山
岳
趣
味
を
感
得
し
た
と
い
う
。

一
方
、
高
頭
は
十
三
歳
の
と
き
は
じ
め
て
弥
彦
山
に
登
り
、
こ
れ
が
登
山
趣
味
の
発
端
と
な
っ
た
。
弥
彦
山

（神
剣
峰
）
と
多
宝
山
と

の
中
間
鞍
部
の
大
平
高
原
に
、
高
頭
仁
兵
衛
の
寿
像
碑
が
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
昭
和
二
十
五

（
一
九
五
〇
）
年
五
月
二
十
日
に
、
日
本

山
岳
会
越
後
支
部
が
建
立
し
た
も
の
で
、
弥
彦
神
社
拝
殿
で
除
幕
式
を
行
い
、
七
月
二
十
日
に
弥
彦
山
の
頂
上
で
完
成
式
典
を
挙
行
し
た

が
、
昭
和
三
十
五

（
一
九
六
〇
）
年
に
国
警
無
線
中
継
所
と
山
頂
社
務
所
の
改
築
に
伴
っ
て
現
在
の
場
所
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
武
田

久
吉
博
士
の
撲
文
に
な
る
寿
像
名
の

一
部
に
は
、
「高
頭
翁
名
は
式
　
字
は
義
明
　
仁
兵
衛
と
称
し
海
峰
と
号
す
　
明
治
十
年
五
月
　
北

越
三
島
郡
深
才
村
深
沢
に
生
ま
る
　
家
は
累
代
の
豪
農
に
し
て
　
世
々
学
を
好
み
　
郷
党
に
望
あ
り
　
翁
生
ま
れ
て
虚
弱
　
一
日
塙
保
己

一
の
伝
を
読
み
て
悟
り
　
以
来
努
め
て
山
川
に
親
し
み
　
健
康
を
自
得
す
　
十
三
歳
初
め
て
弥
彦
山
に
登
る
　
山
岳
登
踏
の
趣
味
を
解
す

る
の
始
な
り
…
…
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

高
頭
式
太
郎
は
十
五
歳
の
と
き
、
大
平
晟
先
生
に
引
率
さ
れ
て
舟
形
山
、
荻
城
山
に
登
っ
た
。
い
ず
れ
も
三
島
郡
に
あ
る
標
高
三
百
房

級
の
低
山
で
あ
る
が
、
そ
の
山
頂
か
ら
は
守
門
岳
、
八
海
山
、
妙
高
山
、
苗
場
山
な
ど
越
後
の
名
山
を
望
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う

し
て
式
太
郎
は
次
第
に
強
健
と
な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
山
岳
に
対
す
る
興
味
が
増
大
し
て
い
っ
た
。
高
頭
は
十
七
歳
で
片
貝
高
等
小
学
校

を
卒
業
し
た
が
、
大
平
は
そ
の
四
年
後
に
三
十
三
歳
で
片
貝
校
の
校
長
と
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
高
頭
は
東
京
に
出
て
、
や
が
て
小
島
久
太
や
志
賀
重
昂
と
知
り
合
い
に
な
り
、
二
人
の
助
言
を
受
け
な
が
ら

『日
本
山
嶽
志
』

を
明
治
三
十
九

（
一
九
〇
六
）
年
に
博
文
館
か
ら
刊
行
し
た
。
大
平
は
本
書
の
た
め
に
、
「登
山
の
心
得
」
や
妙
高
山

・
金
倉
山
の
紀
行
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な
ど
を
寄
せ
て
出
版
を
援
助
し
た
。
「登
山
の
心
得
」
は
全
部
で
二
十
項
目
に
及
ぶ
が
、
そ
の
中
で

「歩
き
方
」
「装
備
」
「食
事

・
水
」
「露

営
」
「落
石
」
「氷
雪
上
の
滑
落

・
踏
み
抜
き
」
「道
迷
い
」
「自
然
観
察
」
「周
到
な
事
前
準
備
」
が
お
も
な
内
容
で
あ
る
。
と
も
あ
れ

『日

本
山
嶽
志
』
は
わ
が
国
の
山
岳
に
関
す
る
百
科
事
典
と
も
い
え
て
、
高
頭
が
若
き
日
の
情
熱
を
傾
注
し
て
著
し
た
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

本
書
は
わ
が
国
の
近
代
登
山
史
上
に
確
固
た
る
地
位
を
占
め
、
登
山
者
の
座
右
の
書
と
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の

『日
本
山
嶽
志
』
が
刊
行
さ
れ
る

一
年
前
の
明
治
三
十
八

（
一
九
〇
五
）
年
十
月
に
、
日
本
山
岳
会
が
東
京
飯
田
橋
の
富
士
見
楼

で
結
成
式
を
挙
げ
た
。
発
起
人
は
高
野
鷹
蔵
、
武
田
久
吉
、
梅
沢
親
光
、
河
田
黙
、
小
島
久
太
、
城
数
馬
、
高
頭
仁
兵
衛
の
七
人
で
あ
っ

た
。
高
頭
は
会
員
番
号
四
を
受
け
、
後
に
昭
和
八

（
一
九
三
三
）
年
第
二
代
会
長
に
就
任
し
て
二
年
間
勤
め
た
。
彼
は
日
本
山
岳
会
運
営

の
た
め
に
、
強
力
な
財
政
的
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。　
一
方
、
大
平
は
明
治
三
十
九

（
一
九
〇
六
）
年
三
月
、
高
頭
の

強
い
勧
め
も
あ
っ
て
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
、
会
員
番
号
三
十

一
を
受
け
た
。
そ
し
て
こ
の
年
の
八
月
に
、
大
平
は
高
頭
ほ
か
二
人
と
立

山
に
登
っ
た
。
そ
の
後
に
お
け
る
大
平

・
高
頭
の
師
弟
共
同
山
行
に
は
、
大
正
十
三

（
一
九
二
四
）
年
の
開
聞
岳
、
翌
十
四
年
の
金
城
山
、

清
津
峡
、
昭
和
三

（
一
九
二
八
）
年
の
新
高
山

（台
湾
）

へ
の
登
山
が
あ
る
。
大
平
は
昭
和
八

（
一
九
三
三
）
年
十
二
月
、
日
本
山
岳
会

名
誉
会
員
に
推
挙
さ
れ
た
。
こ
れ
は
当
時
会
長
で
あ
っ
た
高
頭
の
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

こ
こ
で
、
わ
が
国
の
近
代
登
山
史
に
お
け
る
、
大
平
と
高
頭
と
の
師
弟
交
流
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
前
に
言
及
し
た
と
お
り
、

大
平
は
山
岳
人
と
し
て
の
高
頭
を
形
成
す
る
端
緒
を
つ
く
り
、
日
本
山
岳
会
創
立
の
前
史
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
。
片
貝
高
等
小
学
校

時
代
は
、
先
生
と
し
て
の
大
平
と
弟
子
と
し
て
の
高
頭
と
が
、
長
い
深
い
交
遊
の
基
盤
を
築
い
た

一
時
期
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り

少
年
時
代
の
高
頭
に
と
っ
て
、
大
平
は
自
己
の
生
命
を
蘇
生
さ
せ
て
く
れ
た
起
死
回
生
の
恩
人
で
あ
っ
た
。

高
頭
は
恩
師
大
平
を
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員
に
推
挙
し
、
さ
ら
に
昭
和
十

（
一
九
三
五
）
年
に
自
ら
音
頭
を
と
っ
て
、
大
平
晟
の
寿
像

を
苗
場
山
頂
に
建
立
し
た
。
ま
た
五
年
後
の
昭
和
十
五
年
に
は
、
鈴
木
牧
之
遺
跡
追
頌
、
大
平
晟
書

「天
下
之
霊
観
」
の
石
碑
を
、
や
は

り
高
頭
が
発
起
人
と
な
っ
て
苗
場
山
神
楽
峰
に
設
置
し
た
。
少
し
で
も
師
の
恩
に
報
い
た
い
と
願
う
高
頭
の
心
情
が
、
こ
れ
ら
の
事
業
を

行
う
基
因
と
な
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

29



結
論
を
い
え
ば
、
大
平
な
け
れ
ば
高
頭
な
く
、
ま
た
高
頭
な
け
れ
ば
大
平
は
山
が
好
き
な

一
介
の
田
舎
教
師
と
し
て
、
終
わ
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
大
平
も
高
頭
も
そ
の
少
年
時
代
に
弥
彦
山
に
登
り
、
頂
上
か
ら
眺
め
た
大
観
に
感
動
し
、
登
山
の
魅
力
に
目
覚
め
た
。
ま
さ

に
、
弥
彦
大
神
の
御
心
が
二
人
の
出
会
い
と
交
流
を
導
く
機
縁
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
。

高
頭
の
影
響
と
、
地
元
岳
人
た
ち
の
熱
意
に
よ
っ
て
、
弥
彦
山
に
は
日
本
山
岳
会
累
代
の
要
人
た
ち
が
足
繁
く
来
訪
し
て
い
る
。
我
々

の
大
先
輩
た
ち
の
息
差
し
が
全
山
至
る
と
こ
ろ
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
ん
な
意
味
で
日
本
山
岳
会
と
は
縁
が
深
い
山
で
あ
る
。

地
元
岳
人
た
ち
の
業
績

弥
彦
山
に
関
係
す
る
地
元
岳
人
た
ち
の
業
績
は
数
多
い
が
、
そ
の
中
で
は
、
藤
島
源
太
郎

（日
本
山
岳
会
越
後
支
部
初
代
支
部
長
、
日

本
山
岳
会
名
誉
会
員
、
会
員
番
号

一
〇
三
三
、
昭
和
六
十
三
年
九
月
歿
）
、
花
井
馨

（日
本
山
岳
会
越
後
支
部
、
会
員
番
号
二
三
六
四
、

平
成
六
年
二
月
歿
）
、
山
崎
幸
和

（日
本
山
岳
会
越
後
支
部
、
会
員
番
号
五
四
〇
三
）
の
三
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
成
し
遂
げ
た
仕
事
を
特
筆

し
た
い
。

藤
島
は
昭
和
二
十

一
（
一
九
四
六
）
年
十
二
月
の
越
後
支
部
結
成
発
足
以
来
、
支
部
長
と
し
て
三
十
有
余
年
に
亘
り
精
力
的
に
活
躍
し
、

卓
越
し
た
指
導
力
を
発
揮
し
て
、
飯
豊
連
峰
の
開
拓

・
紹
介
そ
の
他
多
く
の
業
績
を
残
し
た
。
弥
彦
山
に
も
早
く
か
ら
目
を
向
け
、
機
会

あ
る
毎
に
県
外
の
岳
人
た
ち
に
紹
介
の
労
を
と
っ
た
。
地
元
の
花
井
ら
と
協
力
し
て
、
松
明
登
山
祭
、
高
頭
祭
の
行
事
を
創
始
し
定
着
さ

せ
た
。
そ
の
著

『越
後
の
山
旅
』
で
弥
彦
山
に
つ
い
て
詳
し
く
世
に
紹
介
し
て
い
る
。

花
井
は
弥
彦
山
の
麓
で
生
ま
れ
、
育
ち
、
生
涯
を
過
ご
し
た
、
文
字
通
り
弥
彦
山
を
象
徴
す
る
岳
人
で
あ
っ
た
。
本
業
は
郵
政
職
で
あ
っ

た
が
万
葉
集
の
造
詣
も
深
く
、
篤
学

・
温
厚
の
士
で
弥
彦
山
岳
会
を
も
育
成
し
た
。
筆
者
は
そ
の
晩
年
に
面
識
を
得
て
指
導
を
受
け
た
。

編
著

『青
雲
の
弥
彦
山
』
に
は
、
光
栄
に
も
拙
稿
も

一
編
を
載
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
本
に
は
花
井
が
長
年
か
け
て
書
き
綴
っ
た
多
方

面
に
及
ぶ
弥
彦
山
関
係
の
論
考
等
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
弥
彦
山
に
お
い
て
の
、
高
頭
仁
兵
衛
に
関
す
る
事
業

・
行
事
の
創
始
と
発
展
に

尽
力
し
た
中
心
人
物
で
あ
っ
た
。
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日本山岳会と縁深い弥彦山

山
崎
は
本
業
の
銀
行
マ
ン
の
仕
事
の
か
た
わ
ら
、
新
潟
県
内
各
地
域
の
山
岳
に
登
り
、
精
通
し
て
い
る
が
、
彼
が
十
四
年
か
け
て
作
成

し
た
山
岳
展
望
図

「弥
彦
山
頂
か
ら
見
え
る
越
後
の
山
々
」
は
、
驚
嘆
す
べ
き
労
作
で
あ
る
。
百
七
十
座
の
山
名

・
山
容
を
克
明
に
描
写

し
た
イ
ラ
ス
ト
と
、
そ
れ
を
作
成
し
た
苦
心
談
が

『越
後
山
岳
』
第
八
号

（日
本
山
岳
会
越
後
支
部
編
、
平
成
元
年
十
二
月
刊
行
）
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
そ
の
主
要
な
件
を
幾
つ
か
引
用
す
る
。
「昭
和
四
十

一
年
十

一
月
半
ば
の
こ
と
、
弥
彦
山
頂
か
ら
の
展
望
が
と
て
つ
も
な
く
素

晴
ら
し
い
日
に
出
会
っ
て
、
三
百
六
十
度
の
展
望
図
を
作
っ
て
み
よ
う
と
決
心
し
た
」
。
「最
大
の
難
問
は
天
気
で
あ
っ
た
。
山
々
が
ほ
ん

と
う
に
鮮
明
に
見
え
る
日
は
、　
一
年
で
も
数
え
る
く
ら
い
。
稜
線
が
く
っ
き
り
す
る
の
は
初
冬
が
最
高
、
奥
の
高
い
山
が
冠
雪
す
る
と
山

の
重
な
り
具
合
が
わ
か
る
。
東
側
の
山
は
日
の
出
前
、
佐
渡
は
日
没
時
が
よ
く
見
え
る
」
。
「山
頂
に
立
ち
、
眺
望
が
利
い
て
観
察
で
き
た

の
は
五
十
日
ほ
ど
。
そ
れ
も

一
度
に
全
部
の
山
が
見
え
た
の
は

一
日
も
な
く
、
せ
い
ぜ
い
ほ
ぼ
八
割
く
ら
い
だ
っ
た
」
。

平
成
五

（
一
九
九
三
）
年
で
松
明
登
山
祭
は
四
十
回
、
高
頭
祭
は
三
十
六
回
を
迎
え
た
。
と
も
に
伝
統
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

筆
者
は
平
成
五
年
七
月
二
十
五
日
夕
刻
に
、
弥
彦
山
頂
の
神
廟
わ
き
の
広
場
で
、
「大
平
晟
と
高
頭
仁
兵
衛
と
の
師
弟
交
流
」
と
題
し
て
、

記
念
講
演
を
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
。
本
稿
は
そ
の
話
を
中
心
に
し
て
、
弥
彦
山
に
ち
な
む
他
の
話
題
も
付
け
加
え
な
が
ら
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
執
筆
に
際
し
て
は
、
藤
島
玄
著

『越
後
の
山
旅
』
（富
士
波
出
版
）
、
花
井
馨
編
著

『青
雲
の
弥
彦
山
』
（弥
彦
村
教

育
委
員
会
）
、
弥
彦
山
岳
会

・
新
潟
県
山
岳
協
会
編

『弥
彦
山
松
明
登
山
祭
の
栞
』
、
弥
彦
神
社
編

『弥
彦
神
領
史
話
』
、
久
保
田
全
著

「高

頭
式

『日
本
山
嶽
志
』
解
題
」
（覆
刻
　
日
本
の
山
岳
名
著
解
題
　
日
本
山
岳
会
編
に
掲
載
）
、
久
保
田
全
著

「大
平
晟
ノ
ー
ト
」
（『越
後
山

岳
』
第
八
号
　
日
本
山
岳
会
越
後
支
部
編
に
掲
載
）
、
松
前
健
著

『古
代
信
仰
と
神
話
文
学
』
（弘
文
堂
）
、
山
崎
幸
和
著

「弥
彦
山
頂
か
ら

見
え
る
越
後
の
山
々
」
（『越
後
山
岳
』
第
八
号
に
掲
載
）
の
各
著
作
に
い
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
心
か
ら
お
礼
申
し
あ
げ
る
。
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ラ
リ
グ
ラ
ス
に
囲
ま
れ
た
山
村
が
生
ま
れ
る
か

大
　
森
　
弘

一
郎

こ
れ
を
ご
報
告
す
る
に
は
未
だ
早
い
き
ら
い
が
あ
る
が
、
今
後
の
継
続
を
公
約
す
る
意
味
と
、
協
力
者
の
出
現
を
期
待
す
る
目
的
と
で
、

書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
な
お
こ
の
作
業
が
軌
道
に
乗
る
ま
で
の
し
ば
ら
く
、
ポ
カ
ラ
の
近
く
に
あ
る
こ
の
村
の
名
前
を
伏
せ

て
お
く
こ
と
を
お
許
し
下
さ
い
。

∧
行
動
の
背
景
Ｖ

昨
年
の
十
月
よ
り

「山
の
自
然
学
現
地
講
座
」
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
る
。
山
の
自
然
の
成
り
立
ち
や
、
気
象
、
地
質
、
地
形
、
植
生

な
ど
の
か
か
わ
り
、
そ
れ
へ
の
人
間
の
関
与
を
知
る
こ
と
で
、
今
あ
る
山
の
自
然
の
大
切
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
。
そ
し
て
そ
の
知
識
と
体

験
を
肥
や
し
に
し
て
、
自
ら
の
自
然
保
護
活
動
を
活
発
に
行
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

座
学
と
現
地
を
交
え
た
講
座
は
、
こ
の
十
二
ヵ
月
で
十
九
回
、
参
加
者
は
現
在
約
百
四
十
名

（内
Ｊ
Ａ
Ｃ
会
員
は
約

一
〇
ギ
）
。
地
球

環
境
基
金
の
助
成
を
得
て
、
活
動
は
順
調
に
進
ん
で
い
る
。

悩
み
は
あ
る
。
知
識
を
ど
う
活
動
に
結
び
付
け
る
か
、
で
あ
る
。
「実
践
な
き
も
の
自
然
保
護
を
論
ず
る
な
か
れ
」
と
な
ら
な
い
た
め
に
、

知
識
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
講
座
の
中
で
、
何
か
い
く
つ
か
の
モ
デ
ル
と
な
る
活
動
を
し
て
み
た
い
。
北
ア
と
木
曽
駒
で
山
の
破
壊
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ラリグラスに囲まれた山村が生 まれるか

の
ウ
オ
ッ
チ
と
回
復
の
作
業
も
計
画
し
て
、　
一
部
は
始
め
て
い
る
が
、
対
象
を
も
っ
と
広
げ
た
い
と
思
っ
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
く
者
は
、
そ
の
道
中
に
出
会
っ
た
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
林
の
印
象
を
鮮
明
に
残
し
て
い
る
。
そ
れ
が
次
に
行
く
と
伐
採
さ
れ
て

い
た
、
と
嘆
く
声
も
聞
く
。
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
構
成
要
素
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の

一
部
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
来
る
と
、
い
か
に
も
こ

こ
は
我
々
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
。

住
民
に
と
っ
て
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
は
利
用
価
値
の
低
い
木
、
成
長
が
遅
く
、
植
林
に
も
難
し
い
。
し
か
し
美
し
い
だ
け
で
な
く
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

に
は
三
百
種
類
ぐ
ら
い
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ

（ラ
リ
グ
ラ
ス
）
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
世
界
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
原
種
で
あ
り
、
ラ
リ
グ
ラ
ス
の
植

林
は
今
で
も
誰
も
考
え
た
事
が
無
い
、
と
判
っ
て
く
る
と
、
保
存

へ
の
意
味
も
大
き
く
な
っ
て
来
る
し
、
さ
ら
に
ラ
リ
グ
ラ
ス
が
ネ
パ
ー

ル
の
国
花
、
ネ
パ
ー
ル
人
の
誇
り
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
我
々
の
活
動
者
養
成
の
目
的
の
中
で
の
体
験
に
う
っ
て
つ
け
に
思
え
て
き

た
。
要
す
る
に
こ
れ
は
私
の
勘
で
あ
っ
た
が
。

や
る
な
ら
ラ
リ
グ
ラ
ス
だ
な
。
こ
う
思
っ
て
宮
原
魏
氏
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
美
し
く
見
え
る
適
地
は
な
い
か
相
談
し
た
。
二
、
三
思
い
当
た

る
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
三
月
末
に
調
べ
に
行
っ
た
。
ま
ず
ゴ
ラ
パ
ニ

（二
八
〇
〇
屑
）
に
飛
ぶ
。
短
い
時
間
に
地
質
を
調
べ
た
り

し
て
、
帰
り
に
降
ろ
さ
れ
た
所
は
、
始
め
に
予
想
し
て
い
た
所
と
は
違
う
尾
根
の
上
、　
一
九
〇
〇
層
の
カ
ル
カ
だ
っ
た
。
天
候
と
ヘ
リ
の

パ
イ
ロ
ッ
ト
の
判
断
で
偶
然
決
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
周
辺
に
は
本
は
多
い
が
ラ
リ
グ
ラ
ス
は
少
な
い
。
地
質
も
ラ
リ
グ
ラ
ス
の
適
地
と
思
え
る
ゴ
ラ
パ
ニ
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
。
周
辺

を
調
べ
て
下
る
途
中
、　
一
つ
の
村

（
一
五
〇
〇
房
）
に
入
っ
た
。
こ
の
尾
根
は
こ
の
村
の

「
い
り
あ
い
」
で
は
な
い
か
と
思
え
た
が
、
既

に
日
暮
れ
も
近
く
、
あ
ま
り
こ
こ
が
我
々
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
の
適
地
と
も
思
え
な
か
っ
た
の
で
、
子
供
達
と
少
し
付
き
合
っ
て
、
そ

の
ま
ま
下
山
し
た
。
楽
し
げ
に
村
に
上
っ
て
来
る
若
い
女
性
の
一
団
に
道
を
聞
き
な
が
ら
夜
道
を
下
る
う
ち
に
、
ど
こ
か
ら
か
現
れ
た
男

が
、
二
時
間
以
上
の
回
り
道
を
し
な
が
ら
の
道
案
内
を
し
て
く
れ
た
。
そ
の
道
々
ホ
タ
ル
が
群
舞
し
て
い
た
。
疲
れ
て
や
っ
と
着
い
た
村

で
、
お
巡
り
さ
ん
が
、
か
な
り
離
れ
た
家
ま
で
タ
ク
シ
ー
を
呼
ぶ
電
話
に
行
っ
て
く
れ
、
車
を
待
つ
間
の
交
番
で
は
、
勤
務
中
だ
け
れ
ど

日
本
酒
を
調
査
す
る
、
と
言
い
わ
け
を
し
な
が
ら
の
巡
査
と
日
本
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
り
、
す
る
内
に
次
第
に
こ
の
地
域
を
見
直
し
て
い
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た
。Λ

二
回
目
の
訪
間
／
そ
の
後
の
考
え
の
変
化
Ｖ

帰
国
後
調
べ
て
、
あ
の
カ
ル
カ
が
景
観
の
良
い
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
。
と
り
あ
え
ず
の
対
象
を
こ
の
尾
根
と
し
、
五
月
の
連

体
に
、
日
本
か
ら
六
名
、
カ
ト
マ
ン
ズ
在
住
の
四
名

（後
に
こ
の
講
座
の
正
式
メ
ン
バ
ー
と
な
る
）
と
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
パ
ー
テ
ィ
ー
を
組

ん
で
出
掛
け
た
。
そ
れ
か
ら
出
会
っ
た
こ
と
と
、
自
分
の
考
え
の
変
化
を
簡
単
に
纏
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る

（カ
ッ
コ
内
は
考
え
た

こ
と
）
。
そ
の
結
果
、
今
は
こ
の
村
を
、
人
々
の
生
活
の
あ
る
ラ
リ
グ
ラ
ス
園
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
村
が
物
心
両
面
で
豊
か
に
な
り
、
森

林
の
伐
採
が
減
り
、
自
然
環
境
が
守
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
村
の
自
立
心
、
自
発
的
行
動
で
行
わ
れ
る
よ
う
促
し
誘
導
す
る
。
こ
う
い

う
自
然
保
護
活
動
が
出
来
な
い
か
な
、
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
が
出
来
る
と
考
え
た
事
に
は
、
上
記
の
カ
ト
マ
ン
ズ
在
住
の
日
本
語
学
院
の
校
長
、
私
の
考
え
を
良
く
理
解
し
て
く
れ
て

い
る
、
シ
ャ
ム
ｏ
バ
ハ
ド
ゥ
ー
ル
ｏ
ド
ン
グ
ル
氏
と
そ
の
仲
間
の
四
名
の
存
在
、
及
び
池
田
明
彦
氏
を
初
め
と
す
る
専
門
家
の
助
力
が
大

き
く
あ
る
。

五
月
の
連
体
に
、
了
解
と
協
力
を
得
て
山
の
植
林
を
研
究
す
る
目
的
で
再
訪
。
↓
こ
の
山
を
い
り
あ
い
と
し
て
い
る
と
思
え
た
Ｈ
村
に

キ
ャ
ン
プ
、
鯉
の
ぼ
り
を
立
て
て
大
騒
ぎ
。
↓
村
人
の
学
校
、
ロ
ッ
ジ
な
ど
の
援
助
期
待
が
で
る

（期
待
し
て
ほ
し
く
な
い
と
自
助
を
促

す
）
。
↓
木
の
伐
採
は
自
家
使
用
の
目
的
だ
け
で
な
く
現
金
収
入
の
手
段
で
も
あ
っ
た

（山
林
保
護
に
は
他
の
収
入
が
必
要
だ
）
。
↓
成
長

の
遅
い
ラ
リ
グ
ラ
ス
だ
が
、
や
り
た
い
が
ど
う
か
と
念
を
押
し
た
の
に
対
し
、
村
の
リ
ー
ダ
ー
よ
り
、
美
し
く
な
る
山
と
村
を
思
っ
て
死

ね
る
の
は
嬉
し
い
と
の
回
答

（日
先
の
自
分
の
利
益
で
な
く
考
え
る
姿
勢
を
見
る
）
。
↓
山
の
調
査
の
み
で
な
く
、
村
に
植
え
た
い
か
ら

教
え
て
ほ
し
い
と
の
反
応

（担
当
者
に

一
日
同
行
し
て
も
ら
い
教
え
る
、
熱
心
）
。
↓
登
る
内
に
二
〇
〇
〇
陣川
周
辺
で
巨
木
林
を
見
、
山

道
の
わ
き
に
実
生
を
発
見

（霧
が
水
分
を
補
給
し
て
く
れ
る
湿
潤
な
成
育
の
適
地
を
知
り
、
こ
こ
の
活
用
を
考
え
る
）
。
↓
さ
ら
に
登
り
、

同
行
し
て
く
れ
た
池
田
氏
が
、
湧
き
水
の
あ
る
伐
採
跡
地
に
実
生
を
多
数
発
見

（途
中
に
考
え
た
苗
床
が
天
然
の
姿
で
有
っ
た
、
こ
れ
こ

そ
利
用
出
来
る
資
源
で
は
な
い
か
の
着
想
）
。
↓
マ
チ
ャ
プ
チ
ャ
リ
を
身
近
に
見
る
カ
ル
カ
に
降
り
て
試
植

（こ
こ
に
ラ
リ
グ
ラ
ス
の
咲
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苗の採取

く
と
き
を
夢
見
る
）
。
↓
村
人
は
こ
れ
を
村
に
も
植
え
た
い
と
言
う

（苗
を
渡
し
、
好
ま
し
い
動
き
だ
と
感
じ
る
）
。
↓
村
に
降
り
る
と
庭

や
畑
の
隅
に
大
切
に
植
え
ら
れ
て
い
た
。
↓
下
山
前
に
村
で
集
会
、
カ
ル
カ
に
植
え
る
と
管
理
費
が
必
要
だ
と
暗
に
援
助
を
期
待

（自
分

の
村
と
山
は
自
分
た
ち
の
力
で
良
く
し
て
ほ
し
い
と
話
す
）
。
↓
村
の
中
な
ら
自
分
た
ち
の
余
力
で
出
来
る
と
言
う

（村
の
中
の
み
の
植

林
に
賛
成
）
。
↓
モ
ン
ス
ー
ン
前
の
植
林
に
適
し
た
時
期
に
自
力
で
百
五
十
本
植
え
る
と
言
う

（自
力
で
や
る
考
え
を
喜
ぶ
）
。
↓
七
月
に

は
カ
ト
マ
ン
ズ
よ
リ
シ
ャ
ム
氏
達
、
十
月
に
は
日
本
よ
り
の
再
訪
を
約
す
、
次
回
か
ら
は
村
の
家
に
泊
ま
っ
て
く
れ
と

（こ
の
村
が
こ
れ

か
ら
離
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
知
る
）
。
↓
下
山
す
る
と
初
め
て
の
降
雨

（植
え
た
苗
へ
の
恵
み
の
雨
、
こ
れ
で
う
ま
く
い
く
）
。

帰
国
後
、
石
楠
花
園
、
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
協
会
の
研
究
会
な
ど
で
調
査
と
に
わ
か
勉
強
。
ネ
パ
ー
ル
全
土
に
分
布
し
て
い
る
百
種
以
上
の
原
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種
の
保
存
の
重
要
性
と
、
交
配
に
よ
り
新
種
が
続
々
と
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
交
雑
が
簡
単
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
知
る

（下
手
を
す
る
と

原
種
を
壊
す
こ
と
に
成
り
か
ね
な
い
）
。

七
月
に
カ
ト
マ
ン
ズ
メ
ン
バ
ー
よ
り
報
告
が
来
た
。
カ
ト
マ
ン
ズ
近
郊
に
ラ
リ
グ
ラ
ス
の
実
生
の
有
る
所
を
発
見
し
た
こ
と

（植
林
に

使
え
る
）
。
現
地
の
植
林
は
カ
ル
カ
、
村
、
共
に
七
割
が
活
着
し
て
い
る
。
村
の
人
達
で
二
百
七
十
四
本
を
植
え
、
学
校
前
の
空
き
地
そ

の
他
に
家
畜
よ
け
の
石
垣
を
積
ん
だ
と
の
こ
と
。
ラ
リ
グ
ラ
ス
育
成
の
委
員
会
を
作
っ
た
こ
と

（今
後
彼
ら
の
姿
勢
を
大
い
に
生
か
し
て

進
め
た
い
、
山
の
植
林
を
考
え
て
い
た
が
、
村
に
植
え
る
こ
と
が
山
の
保
護
に
な
る
）
。

∧
今
後
に
考
え
る
方
向
Ｖ

村
民
た
ち
が

（リ
ー
ダ
ー
が
）
、
多
少
の
思
惑
が
有
る
に
せ
よ
、
我
々
の
希
望
を
越
え
る
形
で
取
り
組
ん
で
く
れ
て
い
る
。
数
年
、
数

十
年
か
か
る
こ
の
作
業
は

「継
続
」
が
必
要
で
、
努
力
す
る
村
の
期
待
を
裏
切
る
事
は
出
来
な
い
。
ポ
カ
ラ
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
こ
の
小

さ
な
村
な
ら
、
我
々
に
援
助
が
途
切
れ
た
場
合
で
も
、
た
と
え
私

一
人
の
力
で
も
、
期
待
を
裏
切
ら
な
い
必
要
最
低
の
継
続
は
可
能
だ
。

つ
ま
り
始
め
た
こ
と
の
責
任
は
取
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
物
を
与
え
る
援
助
で
な
く
、
役
に
立
つ
と
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
自
分
達
の
資
源
を
生
か
し
て
、
自
助
の
力
で
自
分
た

ち
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
誘
導
す
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
、
援
助
が
や
れ
そ
う
で
あ
る
し
、
こ
の
よ
う
に
自
然
保
護
教
育
で
の
、
悩
み
の

体
験
を
す
る
場
と
し
て
も
生
か
せ
る
。

自
然
保
護
に
お
い
て
必
然
的
に
か
ら
ん
で
く
る

「保
護
か
活
用
か
」
「援
助
か
自
立
か
」
の
問
題
に
も
、
矛
盾
の
な
い
行
動
が
取
れ
そ

う
で
あ
る
。

原
生
自
然
の
保
存
と
自
然
の
活
用
、
自
然
の
回
復
と
改
造
と
い
う
問
題
。
こ
れ
ら
の
難
し
い
選
択
は
そ
の
場
所
場
所
で
の
最
適
の
形
が

あ
る
べ
き
も
の
、
そ
れ
を
考
え
る
体
験
も
で
き
る
。

こ
こ
の
場
合
、
今
ま
で
誰
も
役
立
つ
と
思
わ
な
か
っ
た
天
然
の
苗
床
が
有
っ
た
。
村
人
の
ラ
リ
グ
ラ
ス
に
対
す
る
誇
り
と
希
望
が
有
っ

た
。
こ
の
二
つ
が
こ
れ
か
ら
の
作
業
を
進
め
る
上
で
の

「鍵
」
だ
と
考
え
た
。
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Λ
対
応
策
の
選
択
Ｖ

こ
と
は
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。村
の
向
上
心
と
可
能
性
へ
の
夢
に
火
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。彼
ら
の
期
待
と
我
々

の
考
え
に
、
ま
だ
ず
れ
は
有
る
が
。
百
五
十
年
か
か
る
と
い
っ
て
み
た
も
の
の
、
や
は
り
早
く
実
を
結
ぶ
こ
と
を
や
っ
て
み
た
く
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
そ
の
後
色
々
な
方
策
を
考
え
、
教
わ
り
、
そ
の
一
部
か
ら
始
め
て
い
る
。

山
の
中
に
様
々
な
種
類
を
植
え
た
場
合
、
樹
種
の
交
雑
が
起
き
る
。
こ
れ
を
防
ぐ
こ
と
は
重
要
だ
が
、
人
の
生
活
圏
で
あ
る
村
の
中
に

対
し
て
は
ど
う
考
え
る
か
。
日
本
の
桜
を
持
っ
て
来
て
ほ
し
い
な
ど
と
い
う
希
望
に
対
し
て
ど
う
考
え
る
か
。

ポ
カ
ラ
に
近
い
と
い
う
立
地
条
件
。
天
然
の
苗
床
の
存
在
。
村
人
の
熱
意
。
カ
ト
マ
ン
ズ
在
住
メ
ン
バ
ー
の
関
心
。
自
然
保
護
の
た
め

に
は
村
を
豊
か
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
植
林
で
行
う
。
こ
れ
ら
の
背
景
の
中
で
、
今
は
以
下
の
よ
う
な
歯
止
め
と
内
容
で
進
め
た
い
と
思
っ

て
い
る
。

①
　
村
は
生
活
圏
だ
か
ら
、
自
分
の
周
囲
を
自
分
た
ち
の
気
に
入
る
よ
う
に
手
に
入
れ
る
の
は
、
自
由
だ
と
考
え
る
。

②
　
他
地
域
の
ラ
リ
グ
ラ
ス
も
持
ち
込
む
。
た
だ
し
ネ
パ
ー
ル
国
内
か
ら
に
限
る

（こ
こ
の
価
値
を
下
げ
な
い
た
め
）
。
そ
し
て
全
て

の
本
に
そ
の
出
所
を
明
ら
か
に
す
る
手
段

（地
図
と
識
別
票
）
を
施
す
。
交
雑
を
ふ
せ
ぐ
た
め
、
村
の
種
子
か
ら
は
次
代
を
増
や
さ
な
い
。

③
　
桜
や
他
の
樹
種
を
植
え
る
な
ら
ネ
パ
ー
ル
産
の
も
の
に
限
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
花
の
有
る
シ
ー
ズ
ン
を
広
げ
る
。

④
　
上
部
は
コ
ア
ゾ
ー
ン
と
考
え
、
上
部
の
ラ
リ
グ
ラ
ス
ヘ
の
撹
乱
を
防
ぐ
た
め
に
、
Ｈ
村
周
辺
よ
り
上
に
植
え
る
ラ
リ
グ
ラ
ス
は
、

こ
の
尾
根
の
も
の
に
限
る
。
一
九
〇
〇
屑
の
カ
ル
カ
あ
た
り
が
、
自
生
し
に
く
い
ち
ょ
う
ど
良
い
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
に
な
る
（
コ
ア
ゾ
ー

ン
に
村
の
花
粉
は
届
か
な
い
と
の
仮
定
に
よ
る
）
。

⑤
　
ネ
パ
ー
ル
各
地
か
ら
積
極
的
に
、
種
子
、
挿
し
木
の
枝
、
実
生
の
苗
を
採
取
し
て
集
め
る
。
種
子
と
枝
は
天
然
の
苗
床
を
活
用
し

て
、
発
芽
ま
た
は
発
根
を
さ
せ
、
村
に
植
え
る
。
こ
の
過
程
で
産
地
と
、
素
性
が
は
っ
き
り
残
る
シ
ス
テ
ム
を
組
み
上
げ
て
お
く
。

⑥
　
行
動
は
全
て
お
互
い
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
と
す
る
。
Ｈ
村
に
無
い
機
材
や
薬
品
は
日
本
か
ら
提
供
す
る
が
、
宿
泊
な
ど
の
提

供
は
受
け
る
。
こ
の
よ
う
に
対
等
の
関
係
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
。

ラリグラスに囲まれた山村が生まれるか
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⑦
　
第
三
者
に
対
す
る
民
宿
や
ポ
ー
タ
ー
の
価
格
設
定
を
薦
め
る
。
ゲ
ス
ト
に
対
す
る
誇
り
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
村
の
品
格
を
保

つ
よ
う
勧
め
る
。
わ
ず
か
な
雇
用
の
代
償
に
ご
み
と
人
心
の
荒
廃
を
残
す
観
光
設
備
な
ど
を
作
る
な
ど
考
え
さ
せ
な
い
よ
う
注
意
す
る
。

③

「生
活
の
中
に
、
ネ
パ
ー
ル
各
地
の
ラ
リ
グ
ラ
ス
を
集
め
た
ラ
リ
グ
ラ
ス
公
園
」
が
出
来
、
そ
こ
に
程
々
の
人
が
訪
れ
、
村
が
次
第

に
豊
か
に
な
る
方
向
に
誘
導
し
て
み
た
い
。

∧
ラ
リ
グ
ラ
ス
の
分
布
状
況
Ｖ

村
か
ら
始
ま
る
尾
根
を
た
ど
り
、
山
道
沿
い
に
観
察
し
た
結
果
を
ま
と
め
て
み
た
。
約
五
〇
屑
幅
ぐ
ら
い
を
と
ら
え
て
調
べ
た
も
の
で
、

高
度
は
Ｔ
Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｍ
Ｅ
Ｎ
気
圧
高
度
計
六
〇
〇
〇
】月
に
よ
る
。
太
さ
は
胸
高
の
幹
廻
り
だ
が
、
斜
面
に
倒
れ
て
い
る
と
き
は
だ
い
た
い
直

立
し
て
い
た
時
の
位
置
を
考
え
て
計
測
。
高
さ
は
高
い
と
き
は
日
測
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
高
地
ほ
ど
生
育
に
適
す
る
が
、
村
で
の
育

成
も
可
能
だ
と
推
測
で
き
る
。

（
一
五
〇
Ｏ
ｍ
）
Ｈ
村
、
鯉
の
ぼ
り
を
立
て
た
キ
ャ
ン
プ
地
。
（
一
六
〇
〇
ｍ
）
初
め
て
北
西
面
に
高
さ
六
ｍ
周
長
四
五
ｍ
。
（
一
六
三

〇
ｍ
）
斜
面
の
東
高
さ
八
ｍ
周
長
六
〇
ｍ
、
土
壌
ｐＨ
６
。
（
一
六
五
Ｏ
ｍ
）
高
さ
七
ｍ
周
長
八
〇
ｍ
、
高
さ
五
ｍ
あ
と
二
本
、　
一
五
ｍ
の

子

一
本
。
（
一
七
三
〇
ｍ
）
東
斜
面
の
道
端
に
高
さ
九
〇
ｃｍ

（五
～
六
年
物
）

一
本
。
（
一
七
九
〇
ｍ
）
東
斜
面
高
さ

一
六
ｍ
数
本
。
（
一

八

一
〇
ｍ
）
二
本
、
高
さ

一
〇
ｍ
周
長
九
〇
と
八
〇
ｍ
。
（
一
人
三
〇
ｍ
）
東
斜
面
高
さ

三
二
ｍ
周
長

一
二
〇
ｍ
、
高
さ
八
ｍ
周
長
九
〇
ｍ
、

高
さ
四
ｍ
周
長
三
〇
ｍ
、
高
さ

一
五
ｍ
周
長
八
五
ｍ
、
他
。
（
一
九
〇
〇
ｍ
）
キ
ャ
ン
プ
地
に
し
た
カ
ル
カ
、
北
面
の
緩
傾
斜
地
に
植
林

の
ス
ペ
ー
ス
あ
る
。

（二
〇
〇
〇
ｍ
）
南
面
高
さ

一
〇
ｍ
周
長

一
〇
五
ｃｍ
、
一
五
Ｏ
ｍ
四
本
。
（二
〇
五
Ｏ
ｍ
）
南
面
高
さ

一
二
ｍ
周
長
三
ｍ
。
（二
〇
七
〇
ｍ
）

南
斜
面
周
長
二
八
八
ｍ
、
着
生
多
い
、
霧
の
か
か
る
地
域
、
土
壌
硬
度

一
三
～

一
人
、

ｐＨ
６
、
九
時
三
〇
分
の
温
湿
度
は
二

一
℃
、
六
八
％
。

（二
〇
六
〇
ｍ
）
北
面
に
い
っ
ぱ
い
一
〇
数
本
。
（二
〇
九
〇
ｍ
）
北
西
面
に
巨
木
周
長
三
五
Ｏ
ｍ
、
枝
周
長

一
五
Ｏ
ｍ
。
（二

一
〇
〇
ｍ
）

天
高
く
大
き
い
の
一
本
、
根
曲
が
り

一
本
、
普
通
の
一
本
。

（二

一
三
〇
ｍ
）
約

一
〇
本
の
大
樹
。
（二

一
七
〇
ｍ
）

一
時
ラ
リ
グ
ラ
ス
な
く
な
る
。
（二

一
九
〇
ｍ
）
再
び
ラ
リ
グ
ラ
ス
が
現
れ
る
。
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（三
二
〇
〇
ｍ
）
北
斜
面
に
ラ
リ
グ
ラ
ス
の
大
樹
海
。

（三
二
三
〇
ｍ
）
初
め
て
実
生
を
発
見
。
（三
二
七
〇
ｍ
）
周
り
全
部
が
ラ
リ
グ
ラ
ス
、
実
生
発
見
。
（三
二
三
〇
ｍ
）
ト
ラ
バ
ー
ス
に

入
る
所
、
思
い
が
け
ず
実
生
発
見
。

（三
二
〇
〇
ｍ
）
分
岐
の
コ
ル
、
周
辺
に
木
あ
る
、
二
〇
以
上
の
実
生
を
発
見
。
（二

一
七
〇
ｍ
）
上
の
カ
ル
カ
、
数
ｍ
降
り
た
所
に
切

ら
れ
た
大
木
と
、
水
流
の
周
り
に
伐
採
後
が
あ
る
、
こ
こ
に

一
〇
〇
以
上
の
実
生
が
有
っ
た
。

（三
二
〇
〇
ｍ
か
ら
上
の
東
斜
面
）
二
〇
～
三
〇
ｍ
樹
高
の
木
が
密
生
。
（二
六
二
〇
ｍ
）
花
の
咲
か
な
か
っ
た
木
が
多
い
。

Λ
現
地
の
協
力
者
Ｖ

ジ
ャ
ガ
ン
ナ
ー
ト

ｏ
ア
チ
ャ
ル
ヤ
氏

（村
の
実
力
者
）
、
ト
ヤ
ナ
ー
ト

・
ア
チ
ャ
ル
ヤ
氏

（村
の
植
林
と
苗
床
の
責
任
者
）
、
ク
リ
シ
ュ

ナ

・
プ
ロ
シ
ャ
ー
ド

・
バ
ス
ト
ラ
氏

（村
長
）
。

Λ
ゴ
ラ
バ
ニ
ヘ
の
対
応
Ｖ

ラ
リ
グ
ラ
ス
を
考
え
る
と
き
、
気
に
な
る
の
は
ゴ
ラ
パ
ニ
で
あ
る
。
こ
の
広
大
な
ラ
リ
グ
ラ
ス
の
森
も
破
壊
が
進
ん
で
い
る
。
Ｈ
村
と

処
方
箋
は
異
な
る
が
、
こ
こ
の
保
護
の
作
業
を
連
動
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
Ｈ
村
上
部
の
尾
根
に
樹
齢
三
百
年
ぐ
ら
い
の
大
木
が
競
っ

て
密
に
成
長
し
、
巨
大
な
モ
ヤ
シ
と
な
っ
て
い
る
の
を
見
た
経
験
か
ら
す
る
と
、
密
生
の
均
質
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
回
答
の
あ
る
可
能
性

が
あ
る
が
、
計
画
し
て
い
る
詳
し
い
調
査
を
待
た
な
い
と
結
論
は
出
せ
な
い
。
も
し
こ
の
仮
設
が
正
し
く
、
長
期
的
に
、
上
手
な
指
導
が

出
来
る
と
す
れ
ば
、
保
護
と
活
用
を
両
立
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

Λ
今
後
の
進
め
方
Ｖ

進
展
は
現
地
の
反
応
と
作
業
の
成
否
で
柔
軟
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
ま
考
え
ら
れ
る
行
動
内
容
を
列
記
す
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
。

（秋
）
種
子
の
採
取

（現
地
及
び
ネ
パ
ー
ル
各
地
、
遠
征
隊
に
も
協
力
し
て
も
ら
う
）
、
天
然
の
苗
床
へ
の
位
置
を
定
め
た
種
蒔
き
と
挿

し
木
。
こ
こ
が
破
壊
さ
れ
な
い
た
め
の
指
導
。
植
林
の
根
づ
き
状
態
の
調
査
。
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（冬
）
ゴ
ラ
パ
ニ
の
調
査

（地
図
作
り
、
樹
種
の
同
定
、
分
布
、
生
育
密
度
の
測
定
な
ど
）
。

（春
）
各
地
と
の
樹
種
の
比
較
調
査
。
天
然
の
苗
床
の
発
芽
状
況
と
挿
し
木
の
発
根
調
査
。
取
り
木
の
試
み
。
ゴ
ラ
パ
ニ
の
調
査
。

（夏
）
Ｈ
村
で
の
挿
し
木
と
実
生
の
採
取
と
植
林
を
雨
季
に
行
う
。
発
芽
し
た
苗
を
適
地
に
植
え
る

（上
部
に
は
こ
の
尾
根
の
ラ
リ
グ

ラ
ス
の
種
類
と
同
じ
も
の
に
限
り
、
異
な
る
も
の
は
村
の
中
に
限
る
）
。

こ
れ
ら
を
、
現
地
の
反
応
と
作
業
の
成
否
に
柔
軟
に
対
応
し
つ
つ
毎
年
繰
り
返
す
。
数
年
か
ら
十
数
年
後
、
Ｈ
村
そ
の
も
の
は
、
美
し

く
な
り
、
心
は
豊
か
で
、
人
は
訪
れ
て
村
民
の
家
に
泊
ま
り
、
村
人
は
自
ら
作
っ
た
美
し
い
村
を
誇
り
と
し
、
村
の
産
物
と
ラ
リ
グ
ラ
ス

の
花
の
首
飾
り
で
人
を
も
て
な
し
、
上
の
カ
ル
カ
の
環
境
を
使
っ
た
苗
床
を
整
備
し
、
本
の
採
取
が
減
り
、
山
の
緑
が
増
え
る
。
そ
し
て

ヒ
マ
ラ
ヤ
は
美
し
い
。
こ
の
よ
う
に
展
開
し
て
く
れ
る
と
嬉
し
い
。

こ
れ
が
出
来
れ
ば
、
自
主
行
動
に
よ
る

「持
続
的
自
然
保
護
」
と
な
っ
て
く
れ
る
。
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近
代
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
の
山
岳
美
観

―
そ
の
成
立
の

一
側
面
―

Π
Ц
　

ｈ
ｌ
　

歯

一
　

卜
に

Ｅ
Ｌ
　

　

匡

　

　

ク
不

　
　
一
フ

こ
ん
に
ち
山
岳
は
何
ぴ
と
に
と
っ
て
も
美
し
い
も
の
で
あ
り
、
雄
大
な
も
の
で
あ
り
、
崇
高
な
も
の
で
さ
え
あ
る
。
従
っ
て
そ
う
し
た

山
岳
に
挑
も
う
、
登
ろ
う
と
す
る
行
為
に
対
し
て
は
何
も
疑
念
の
差
し
挟
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
何
も
あ
ん
な
苦
労
を
し
て
ま
で
も
…
…

と
い
う
意
見
は
あ
る
に
し
て
も
、
登
山
、
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
い
う
人
間
の
行
為
は
社
会
的
に
全
く
是
認
さ
れ
た
行
為
と
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
そ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
は
、
人
は
何
故
に
山
に
登
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
い
を
提
出
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
愚
問

に
な
っ
て
し
ま
う
。
山
に
登
る
こ
と
は
あ
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
の
だ
し
、
そ
う
し
た
問
い
以
上
に
事
実

（登
攀
史
）
は
す
で
に
先
行
し

て
行
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

そ
こ
で
人
は
何
故
に
山
に
登
る
の
か
を
真
剣
に
考
え
て
み
る
の
な
ら
、
こ
の
現
在
あ
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
通
用
し
て
い
る
観
念

（山

岳
は
美
し
い
、
崇
高
で
あ
る
、
登
山
は
人
間
に
と
っ
て
す
ば
ら
し
い
行
為
だ
、
等
々
）
を

一
旦
中
止
し
て
、
そ
う
し
た
観
念
が
歴
史
的
、

社
会
的
に
発
生
し
て
き
た
現
場
に
ま
で
立
ち
も
ど
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り

一
種
の
判
断
中
止
を
行
っ
て
、
山
岳
美
学
の
、
そ
し

て
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
観
念
史
を
湖
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
う
し
た
山
岳
の
観
念
史
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
今
日
通
用
し
て
い
る
山
の
観
念
は
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で
は
な
い
、
と
い

近代アルピニズムの山岳美観
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う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
発
祥
の
地
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
支
え
る
山
岳
観
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
観
念
史

の
中
に
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
今
日
的
な
山
岳
観
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、
む
し
ろ

「近
代
」
と
い
わ
れ
て
い
る
時
代
以
降

の
、
比
較
的
新
し
い
観
念
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
近
代
以
降
の
世
界
観
、
自
然
観
、
そ
れ
を
今
日
の
我
々
は
当
然
の
こ
と
と

し
て
い
る
が
、
実
は
そ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
あ
た
り
前
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
こ
こ
で
し
っ
か
り
と
確
認
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

以
下
、
現
代
に
通
ず
る
近
代
的
な
山
岳
観
、
そ
し
て
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
観
念
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
発
生
し
て
き
た
の
か
、
歴
史
を

湖
っ
て
検
討
す
る
。

ペ
ト
ラ
ル
カ

（
一
三
〇
四
―

一
三
七
四
）
は
イ
タ
リ
ア
文
学
の
巨
人
の
一
人
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
運
動
の
首
唱
者
で
あ
り
、
最
初
の
近
代

人
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
彼
が

一
三
三
六
年
四
月
二
十
六
日
に
登
山
を
行
な
っ
て
い
る
。
登
っ
た
山
は
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
ウ
山
で
ア

ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
北
東
に
そ
び
え
る
海
抜
二
〇
〇
〇
陣川
に
近
い
山
で
あ
る
。
こ
の
登
山
は
ペ
ト
ラ
ル
カ
自
身
に
よ
れ
ば

「た
だ
、
有
名
な
高

山
の
頂
き
を
見
て
み
た
い
と
い
う
願
望
に
か
ら
れ
て
」
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
何
ら
実
用
的
目
的
を
も
た
な
い
、
純
粋
に
登

山
の
み
を
目
的
と
し
た
登
山
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
最
初
の
近
代
的
登
山
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
山
頂
か
ら
の
眺
望
に

想
像
力
を
か
き
立
て
ら
れ
て
純
粋
に
知
的
、
審
美
的
な
動
機
か
ら
こ
の
登
山
を
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。

苦
労
し
て
山
頂
に
立
っ
た
ペ
ト
ラ
ル
カ
は

「た
だ
な
ら
ぬ
さ
わ
や
か
な
大
気
、
ひ
ろ
び
ろ
と
打
ち
ひ
ら
け
た
眺
望
に
感
動
し
」
茫
然
と

し
て
立
ち
つ
く
し
た
。
自
分
が
見
よ
う
と
し
て
や
っ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
眺
望
に
感
嘆
し
、
あ
る
い
は
地
上
の
も
の
を
嘆
賞
し
た
。
そ
し

て
彼
は
持
参
し
て
き
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

「告
白
」
に
目
を
通
そ
う
と
そ
の
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
偶
然
開
い
た
そ
こ
に
は
こ
う

書
か
れ
て
い
た
。

「人
び
と
は
外
に
出
て
、
山
の
高
い
頂
、
海
の
巨
大
な
波
浪
、
河
川
の
広
大
な
流
れ
、
広
漠
た
る
海
原
、
星
辰
の
運
行
な
ど
に
讃
嘆
し
、

自
己
自
身
の
こ
と
は
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
。」
（『告
白
』
第
十
巻
第
八
章
十
五
節
）
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ペ
ト
ラ
ル
カ
は
愕
然
と
し
て
書
物
を
と
じ
た
。
魂
の
ほ
か
に
は
な
ん
ら
感
嘆
す
べ
き
も
の
は
な
く
、
魂
の
偉
大
さ
に
く
ら
べ
れ
ば
何
も

の
も
偉
大
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
彼
は
異
教
の
哲
学
者
た
ち
か
ら
さ
え
も
と

っ
く
に
学
ん
で
お
く
べ
き
だ

っ
た
の
に
、
い

ま
な
お
地
上
の
も
の
に
感
嘆
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
自
分
自
身
に
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
腹
立
た
し
く
な
っ
た
。

い
ま
や
彼
は
山
を
見
る
こ
と
に
は
飽
き
て
し
ま
っ
て
、
内
な
る
眼
を
自
分
自
身

へ
と
ふ
り
む
け
、
沈
黙
の
内
省
に
ふ
け
っ
た
。
…
…
人

間
は
愚
か
に
も
、
み
ず
か
ら
の
も
っ
と
も
高
貴
な
部
分
を
な
お
ざ
り
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
気
を
散
ら
し
、
む
な
し
い
眺
め
に
わ

れ
を
忘
れ
て
は
、
内
部
に
こ
そ
見
い
だ
せ
る
は
ず
の
も
の
を
外
に
求
め
て
い
る
。
…
…
人
間
の
瞑
想
が
も
し
地
上
の
醜
い
汚
泥
の
な
か
に

沈
み
こ
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
瞑
想
の
高
さ
に
く
ら
べ
る
と
あ
の
山
の
高
さ
な
ど
腕
の
長
さ
に
も
足
り
な
い
。

…
…
わ
れ
わ
れ
が
懸
命
に
努
力
す
べ
き
は
、
地
上
の
高
所
を
足
下
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
地
上
的
な
も
の
に
か
き
た
て
ら
れ
て
膨
れ
あ

が
っ
た
欲
望
を
こ
そ
足
下
に
踏
み
つ
け
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
！
…
…

こ
の
最
初
の
近
代
人
の
日
に
映

っ
た
山
岳
美
の
景
観
は
、
ほ
ん
の

一
瞬
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
国
の
聖
な
る
天
上
の
世
界
の
前

に
、
む
な
し
く
も
否
定
し
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

「
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
を
数
多
く
読
ん
だ
者
は
誰
で
も
、自
然
界

へ
の
言
及
の
豊
富
さ
に
感
心
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。」

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
事
実
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
山
を
よ
く
知

っ
て
お
り
、
光
と
色
に
も
敏
感
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
立
ち
止
ま

っ
て
カ

ス
チ
ア
ゴ
の
山
の
表
情
を
描
写
し
て
い
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
た
だ
道
徳
を
語
る
た
め
に
山
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー

を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
然
美

へ
の
開
眼
は
べ
つ
に
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
最
初
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
し
て
か
ら

が
自
然
美
、
山
岳
美

へ
の
感
性
は
す
で
に
持

っ
て
い
た
。
中
世
の
文
学
に
お
い
て
も
自
然

へ
の
共
感
は
随
所
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
ペ
ト
ラ
ル
カ
以
前
に
も
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
ウ
山

へ
は
パ
リ
の
学
校
教
師
ジ
ャ
ン

・
ビ

ュ
リ
ダ
ン
が

三
二
一
六
年
と
三
四
年
の
間
に
登
り
、

そ
の
高
さ
を
詳
し
く
叙
述
し
て
、
セ
ヴ

ェ
ン
ヌ
山
脈
に
熱
を
上
げ
て
い
る
。

ま
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
十
世
紀
頃
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
登
山
や
山
の
描
写
が
あ

っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
ケ
ル
ン
の
ア
ン
ノ
大
主
教
は

晩
年
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
頻
繁
に
好
き
な
登
山
を
行
な
う
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。
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し
か
し
そ
う
し
た
自
然
へ
の
接
近
、
感
性
と
い
う
の
は
連
綿
と
し
て
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
全
体
と
し
て
支
配
し
て
い
た
世
界
観
は
や
は
リ
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ペ
ト
ラ
ル
カ
と
い
う
近
代
的
知
性
の

巨
人
に
し
て
か
ら
が
、
そ
の
山
岳
美
観
に
対
す
る
率
直
な
感
情
を
伝
統
的
観
念
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
モ

ン
ｏ
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
ウ
の
上
で
ほ
ん
の
一
瞬
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
は

『栄
光
の
山
』
を
見
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
瞬
は
過
ぎ
去
り
、
ロ
ー

マ
の
詩
人
と
キ
リ
ス
ト
教
説
教
師
か
ら
受
け
継
い
だ

『暗
い
山
』
が
、
彼
の
目
を
騎
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
（
ニ
コ
ル
ソ
ン
）
と

言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
個
人
の
意
識
性
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
率
直
な
感
情
と
し
て
山
岳
美
観
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
時

代
の
一
つ
の
共
通
認
識
に
ま
で
な
る
に
は
相
当
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。
中
世
的
世
界
観
が
近
代
的
世
界
観
に
変
る
た
め
に
は
、
つ
ま

り
山
々
は

「自
然
の
恥
と
病
」
で
あ
り
、
そ
れ
さ
え
な
け
れ
ば
美
し
い
は
ず
の
自
然
の
表
面
に
で
き
た

「沈
、
瘤
、
火
ぶ
く
れ
、
腫
れ
も

の
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
山
々
は

「自
然
の
聖
堂
、
自
然
の
祭
壇
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
変
る
た
め
に
は
何
が
必
要
で
あ
っ
た
の

か
。
ど
の
よ
う
な
時
代
的
背
景
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
に
世
界
観
、
宇
宙
観
、
そ
し
て
山
岳
美
観
の
変
様
が
可
能
と
な
っ
た
の
か
、
こ
の
こ

と
を
次
に
辿
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

神
に
よ
る
天
地
創
造
直
後
の
地
球
は
完
全
体
で
あ
っ
た
。
完
全
な
球
で
あ
り
、
地
球
の
表
面
は
完
全
に
滑
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
人

間
の
堕
落
に
対
す
る
神
の
裁
き
と
し
て
ノ
ア
の
洪
水
が
出
現
す
る
。
こ
の
洪
水
に
よ
っ
て
地
球
の
表
面
は
え
ぐ
ら
れ
地
表
に
凹
凸
が
生
ず

る
。
こ
れ
が
地
球
上
に
お
け
る
山
岳
の
起
原
で
あ
る
。
伝
統
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
、
教
え
ら
れ
て
き
た
。
と
す
る
と
地
球
上
の
山
岳
と
い
う
の
は
人
間
の
堕
落
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
神
の
裁
き
の
結
果
と
し
て

地
表
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
間
の
罪
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
聖
な
る
も
の
を
目
指
す
べ
き
人
間
に
と
っ
て
は

厭
わ
し
き
も
の
、
嫌
悪
す
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

人
間
に
と
っ
て
美
し
い
も
の
、
好
ま
し
い
も
の
と
は
、
神
の
意
志
に
適
う
も
の
で
あ
り
、
神
の
知
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
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こ
の
地
上
の
も
の
す
べ
て
は
聖
な
る
も
の
に
も
と
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
規
則
性
や
調
和
の
何
ら
認
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
地
上
の

形
態
と
い
う
の
は
不
完
全
な
も
の
、
神
に
背
く
も
の
、
嫌
悪
す
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

美
し
い
も
の
と
は
神
の
知
性
に
適
う
も
の
で
あ
る
か
ら
数
理
的
な
調
和
の
中
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
数
理
的
世
界
は
神

の
知
性
の
完
全
性
、
そ
の
調
和
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
的
調
和
の
中
に
あ
る
も
の
が
美
し
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
神

の
意
図
に
適
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
地
上
の
山
岳
の
示
す
不
規
則
な
形
態
は
美
し
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
不
完
全
性
、
罪
の
し
る
し
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
が
科
学
的
、
合
理
的
な
思
考
様
式
が
確
立
し
て
く
る
と
、
宇
宙
に
お
け
る
地
球
の
生
成
、
そ
し
て
地
球
の
構
造
そ
の
も
の
ま
で

が
因
果
律
に
基
づ
き
機
械
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
ガ
リ
レ
オ
や
ケ
プ
ラ
ー
に
よ
る
天
体
の
法
則
を
受
け
て
デ
カ

ル
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「理
性
の
光
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
…
…
物
質
的
事
物
の
い
く
つ
か
の
原
理
を
確
証
し
、
そ
の
真
理
が
疑
い
な

い
も
の
と
な
っ
た
今
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
諸
原
理
の
み
か
ら
自
然
現
象
の

一
切
を
説
明
し
得
る
も
の
か
ど
う
か
を
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
は
天
地
創
造
、
洪
水
お
よ
び
大
火
に
関
す
る
諸
説
と
、
六
日
間
天
地
創
造
説
の
長
い
伝
統
に
背
を
向
け
て
、

神
を
第

一
原
因
と
す
る
機
械
的
宇
宙
論
、
つ
ま
り
物
質
は
そ
の
性
質
と
、
そ
れ
が
混
沌
の
中
で
物
理
法
則
に
従
っ
て
示
す
性
向
と
い
う
己

れ
自
身
に
内
在
す
る
自
然
原
理
に
よ
っ
て
、
宇
宙
を
形
成
す
る
と
い
う
宇
宙
論
を
展
開
し
た
。

そ
の
後
近
代
物
理
学
の
祖
ニ
ュ
ー
ト
ン
は

『プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
の
中
で
秩
序
、
均
整
、
規
則
性
こ
そ
が
宇
宙
の
調
和
を
形
成
す
る
普
遍

的
原
理
で
あ
る
と
い
う
最
高
の
証
明
を
提
供
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
代
に
な
っ
て
く
る
と
地
上
の
世
界
は
神
の
世
界
の
対
立
項
と
し
て
、

負
の
世
界
、
罪
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
世
界
図
式
に
変
っ
て
、
こ
の
地
上
の
世
界
は
そ
も
そ
も
神
の
意
志
に
よ
っ
て
合
理
的
、
合
目
的
的

に
作
ら
れ
た
、
思
慮
深
い
計
画
に
基
づ
く
世
界
で
あ
る
と
い
う
世
界
認
識
へ
と
変
っ
て
行
く
。

こ
う
し
た
認
識
を
人
間
が
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
地
表
の
凹
凸
で
あ
る
山
岳
を
単
に
神
の
罰
の
し
る
し
と
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中

に
さ
え
も
神
の
恩
寵
を
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
世
界
観
の
転
換
、
新
し
い
宇
宙
論
、
自
然
学
の
誕
生
の
過
程
の
中
に
、

所
謂
観
念
史
学
派
の
碩
学
、
Ｍ
・
Ｈ
ｏ
ニ
コ
ル
ソ
ン
は
無
限
性
の
美
学
の
発
生
、
展
開
過
程
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

近代アルピニズムの山岳美観
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同
女
史
に
よ
れ
ば
無
限
性
の
美
学
と
は

「広
大
無
辺
性
を
神
か
ら
宇
宙
空
間
へ
、
そ
し
て
地
上
の
山
々
へ
と
移
行
さ
せ
た
美
学
」
の
こ

と
で
あ
り
、
神
の
広
大
無
辺
性
、
偉
大
さ
、
崇
高
さ

（∽３
〓
電
）
を
山
岳
の
中
に
も
読
み
と
ろ
う
と
す
る
美
学
の
こ
と
で
あ
る
。
地
球

に
お
け
る
自
然
の
諸
象
は
人
間
の
作
品
よ
り
も
は
る
か
に
偉
大
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
空
間
と
神
と
の
広
大
無
辺
性
を
反
映
す
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
無
限
性
の
美
学
に
お
い
て
は
、
芸
術
は
地
上
の
雄
大
な
自
然
を
通
り
、
さ
ら
に
宇
宙
空
間
を
通
っ
て
、
真
の

広
大
無
辺
性
す
な
わ
ち
無
限
性

（＝
神
）
に
向
っ
て
上
昇
し
て
行
く
が
、
さ
ら
に
ま
た
そ
の
無
限
性
か
ら
発
し
て
新
天
文
学
が
発
見
し
た

空
間
の
領
域
を
通
り
、
「崇
高

（∽３
〓
日
の）
」
は
こ
の
大
地
の
広
い
海
と
山
々
を
讃
え
歌
う
た
め
に
降
り
て
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
美
学
に
お
い
て
詩
人
の
魂
は
宇
宙
の
無
限
性
に
旅
を
す
る
。
人
間
を
長
い
間
、
小
屋
の
中
、
枠
の
中
に
閉
じ
こ
め
、
檻
の
中
で
苦

し
め
て
い
た
障
壁
を
こ
の
啓
蒙
の
時
代
の
哲
学
と
科
学
は
破
壊
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
無
限
性
の
美
学
を
受
け
継
い
だ
ロ
マ
ン
派

の
詩
人
た
ち
は

「無
限
と
永
遠
と
い
う
偉
大
な
伝
統
の
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
後
継
者
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
人
々
を
震
撼
さ
せ
た
自
然
の

広
大
無
辺
性
も
、
今
や
正
当
化
も
非
難
も
さ
れ
る
必
要
の
な
く
な
っ
た
不
規
則
性
の
感
覚
と
同
様
に
、
立
派
な
遺
産
の
一
部
と
な
っ
て
い

た
。
自
然
は
広
大
無
辺
で
あ
り
、
自
然
は
不
規
則
な
の
で
あ
る
。
…
…
山
や
海
は
、
無
限
定
の
時
の
流
れ
や
広
漠
た
る
空
間
の
感
覚
の
よ

う
に
、
神
を
反
映
す
る
影
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
眼
前
に
し
、
あ
る
い
は
想
起
し
つ
つ
、
詩
人
た
ち
は
想
像
力
の
拡
大
、
『宇
宙
の
弾

力
的
精
神
』
の
伸
張
を
、
か
つ
て
な
い
充
実
さ
を
も
っ
て
経
験
し
て
い
た
。
山
や
海
は
そ
れ
自
体
す
ば
ら
し
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
作
っ

た
神
の
力
と
恩
恵
の
表
象
と
し
て
考
え
る
時
、
こ
と
さ
ら
圧
倒
的
な
存
在
と
な
っ
た
。」
と
ニ
コ
ル
ソ
ン
は
言
う
。

ニ
コ
ル
ソ
ン
は
無
限
性
の
美
学
と
は
つ
ま
り

「崇
高
」
の
美
学
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
美
学
が
成
立
し
、
発
展
し
て
行
く
た
め
に
は

「崇

高
」
概
念
が
確
立
し
、
明
確
に
さ
れ
て
行
く
必
要
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「自
然
の
恥
と
病
」
で

あ
り
、
そ
れ
さ
え
な
け
れ
ば
美
し
い
は
ず
の
自
然
の
表
面
に
で
き
た

「沈
、
瘤
、
火
ぶ
く
れ
、
腫
れ
も
の
」
で
あ
っ
た
山
岳
が
、
「自
然

の
聖
堂
、
自
然
の
祭
壇
」
と
な
る
に
は

「崇
高

（∽３
〓
日
の）
」
概
念
が
確
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
そ
始
め
て
山
々

は
、
そ
こ
に
は
広
大
無
辺
性
が
宿
る
永
遠
な
る
も
の
、
神
へ
と
通
ず
る
も
の
と
し
て
、
理
解
さ
れ
、
肯
定
さ
れ
得
る
も
の
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
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さ
て
こ
の
よ
う
に
時
代
の
世
界
認
識
、
そ
し
て
具
体
的
に
は
山
岳
美
観
を
前
述
の
と
お
り

一
変
さ
せ
た
と
さ
れ
る

「崇
高

（∽３
〓
日
の）
」

概
念
は
、
実
は
古
典
主
義
か
ら
ロ
マ
ン
主
義

へ
の
文
学
思
潮
の
推
移
の
中
で
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
キ
イ

・
ワ
ー
ド
で
も
あ
っ
た
。
そ
し

て
実
は
こ
の

「崇
高
」
と
い
う
言
葉
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
学
派
の
哲
学
者
ロ
ン
ギ
ノ
ス

（二

一
三
―
二
七
三
）
の
著
作
と
さ
れ
て
き
た

「崇

高
論
」
に
由
来
す
る
文
芸
批
評
上
の
重
要
概
念
な
の
で
あ
る
。

こ
の
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の

「崇
高
論
」
は
ド
ラ
イ
デ
ン
や
ポ
ー
プ
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、
そ
の
名
を
広
く
世
間
に
知
ら
せ
た
の

は
ア
デ
ィ
ス
ン
で
あ
っ
た
。
ア
デ
ィ
ス
ン
は

「崇
高
論
」
中
の

「異
常
な
も
の
」
「偉
大
な
も
の
」
「美
し
い
も
の
」
こ
そ
想
像
力
を
喜
ば

し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
に
い
わ
ば
批
評
の
基
準
を
見
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

「
ス
ペ
ク
テ
ィ
タ
ー
」
を
通
し
て
十
八

世
紀
初
頭
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
研
究
熱
は
非
常
に
高
ま
り
、　
一
七
三
八
年
頃
に
彼
の
名
声
は
絶
頂
に
達
し
、
い
や
し

く
も
文
芸
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
口
に
彼
の
名
が
の
ぼ
ら
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
ほ
ど
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
、
美
学
者
で
あ
る
エ
ド
マ
ン
ド

・
バ
ー
ク

（
一
七
二
九
―
九
七
）
の

「崇
高
と
美
と
の
観
念
の
起
源
に
つ
い
て
の

哲
学
的
研
究
」
（以
下

「崇
高
と
美
の
起
源
」
と
略
記
）
が
現
わ
れ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
現
れ
る
と
た
ち
ま

ち
評
判
と
な
り
、
美
学
の
分
野
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
広
く
文
学
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
と
っ
て
も
関
心
の
的
と
な
り
次
々
に
版

を
重
ね
た
。

こ
の
時
代
、
詩
人
た
ち
は
ア
ル
プ
ス
の
山
々
に
つ
い
て
そ
の
雄
大
さ
、
崇
高
さ
を
う
た
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
し
、
ま
た
絵
画
の

世
界
に
お
い
て
も
山
岳
画
と
い
う
の
が
次
々
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ン
生
ま
れ
の
哲
学
者
で
自
然
科
学

者
で
も
あ
っ
た
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト

ｏ
フ
ォ
ン
・
ハ
ラ
ー
は

一
七
三
二
年
、
彼
の
ア
ル
プ
ス
旅
行
の
印
象
を
ま
と
め
て

「
デ
ィ
・
ア
ル
ペ
ン
」

と
い
う
詩
集
を
発
表
し
、
文
学
の
世
界
に
ア
ル
プ
ス
を
導
入
し
て
い
る
。
ま
た
ス
イ
ス
の
カ
ス
パ
ル
・
ヴ
ォ
ル
フ

（
一
七
三
五
―
九
八
）

は
ベ
ル
ン
の
出
版
者
ワ
グ
ナ
ー
の
求
め
に
応
じ
て
ア
ル
プ
ス
地
方
を
写
生
旅
行
し
、
自
然
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル

フ
は
彼
の
絵
筆
に
よ
っ
て
ア
ル
プ
ス
を
絵
画
の
世
界
に
本
格
的
に
導
入
し
、
山
が
絵
に
な
る
こ
と
を
示
し
た
最
初
の
画
家
と
言
わ
れ
て
い
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フハ， 。こ
の
時
代
、
洗
練
さ
れ
た
都
市
生
活
に
倦
怠
を
感
じ
は
じ
め
て
い
る
人
た
ち
の
う
ち
か
ら
、
自
然
に
親
し
み
、
田
園
生
活
を
欲
求
す
る

声
が
湧
き
起
こ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
観
光
旅
行
と
い
う
新
し
い
社
会
現
象
が
生
ま
れ
始
め
て
い
た
。
ス
イ
ス
の
山
々
は
自
然
科
学
者
、
植

物
学
者
、
地
質
学
者
た
ち
の
調
査
旅
行
の
場
と
な
り
、
ま
た

一
般
の
ツ
ー
リ
ス
ト
も
競
っ
て
ア
ル
プ
ス
山
麓
の
景
勝
の
地
を
訪
ね
る
よ
う

に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
時
代
、　
一
般
的
に
は
人
々
は
ア
ル
プ
ス
前
衛
の
山
々
、
山
麓
の
み
ど
り
の
谷
、
美
し
い
絵
の
よ
う
な
村
が
岸

辺
に
点
在
す
る
湖
、
絶
壁
に
か
か
る
滝
な
ど
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
氷
河
や
万
年
雪
に
囲
ま
れ
、
か
つ
て
は

恐
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
ア
ル
プ
ス
の
山
々
も
、
今
日
で
い
う
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
の
対
象
に
な
り
始
め
て
き
て
い
た
。

し
か
し
そ
う
し
た
時
代
で
は
あ
っ
て
も
、
ヴ
ォ
ル
フ
が
卓
越
し
た
筆
で
描
い
た
荒
々
し
い
山
岳
風
景
に
対
す
る
理
解
は
当
時
の
人
々
に

は
ま
だ
欠
け
て
い
た
。
「
ア
ル
プ
ス
は
絵
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ア
ル
プ
ス
は
人
間
性
の
介
入
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（ド

レ
ク
リ
ュ
ー
ズ
、　
一
八
四

一
年
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

こ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
バ
ー
ク
の

「崇
高
と
美
の
起
源
」
は
こ
の
新
し
い
山
岳
風
景
と
い
う
も
の
に
対
す
る
詩
人
や
画
家
の
表
現
の

た
め
の
理
論
的
な
支
え
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

バ
ー
ク
は
こ
の
著
作
の
中
で
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の

「崇
高
論
」
を

「無
比
の
論
文
」
と
称
し
な
が
ら
も
、
そ
の
中
で
崇
高
と
美
と
の
二
つ
の

観
念
が
ま
っ
た
く
無
差
別
に
濫
用
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
彼
の

「崇
高
と
美
の
起
源
」
の
出
発
点
は
実
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

換
言
す
れ
ば
崇
高
と
い
う
ま
っ
た
く
独
立
し
た
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
美
学
の
分
野
に
創
り
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

バ
ー
ク
は
美
学
上
の
重
要
概
念

「崇
高

（∽３
〓
日
の）
」
が

「美

（σ
①営
ξ
）」
と
混
同
さ
れ
、
そ
の
た
め
美
学
上
の
推
論
が
す
べ
て
著

し
く
不
正
確
に
、
か
つ
要
領
を
得
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
経
験
に
照
ら
し
た
帰
納
的
方
法
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ

自
身
の
胸
の
中
に
あ
る
諸
感
情
を
精
し
く
検
討
し
、
経
験
に
て
ら
し
て
そ
れ
ら
の
感
情
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
思
わ
れ
る
諸
事
物
の
属
性
を

注
意
深
く
調
査
し
、
そ
れ
ら
の
属
性
を
し
て
身
体
に
影
響
を
及
ぼ
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
諸
感
情
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
さ

せ
う
る
自
然
の
諸
法
則
を
冷
静
か
つ
慎
重
に
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
崇
高
の
観
念
を
検
討
、
確
立
し
た
。
バ
ー
ク
は
こ
の
著
作
に
お
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い
て
終
始
自
分
及
び
他
の
人
々
の
経
験
を
取
り
入
れ
、
哲
学
、
文
学
、
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
、
医
学
、
物
理
学
等
、
広
く
あ
ら
ゆ
る
分
野

か
ら
の
幾
多
の
実
例
と
実
験
と
に
よ
っ
て
巧
み
に
自
説
を
立
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
広
く
表
現
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
山
岳
風
景
や
氷
河
の
風
景
、
ま
た
崇
高
な
も
の
の
文
学
的
、
芸
術
的
表
現
に
対
す
る
確
固
た
る
理
論
的
な
基
礎

付
け
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
崇
高
美
学
は
そ
の
概
念
上
の
受
け
皿
を
与
え
ら
れ
、
ま
た

一
つ
の
美
的
価
値
と
し
て
、
そ
の

独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
て
カ
ン
ト

（
一
七
二
四
―

一
八
〇
四
）
は
ガ
ル
ヴ
ェ
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
通
し
て
、
バ
ー
ク
の

「崇
高
と
美
の
起
源
」
の
影
響
を
最
も

多
く
受
け
た

一
人
と
言
わ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
批
判
哲
学
及
び
ド
イ
ツ
観
念
論

へ
の
影
響
に
よ
っ
て
有
名
な
哲
学
者
で
あ
る
が
、

そ
の
カ
ン
ト
が
若
い
と
き
に
書
い
た

「美
と
崇
高
の
感
情
に
関
す
る
考
察
」
は
そ
の
批
判
哲
学
期
前
の
著
作
で
あ
り
、
学
問
的
著
作
と
言

う
よ
り
も
機
知
に
浴
れ
た
エ
ッ
セ
イ
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
著
作
に
は
バ
ー
ク
の
影
響
が
如
実
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

著
作
の
中
で
美
と
崇
高
と
い
う
二
つ
の
感
情
は
道
徳
的
な
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

「わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
か
ら
熟
考
し
よ
う
と
す
る
高
尚
な
感
情
は
、
特
に
崇
高
と
美
の
感
情
と
い
う
二
種
類
で
あ
る
。
両
者
に
よ
る
感
動

は
快
適
で
あ
る
が
、
非
常
に
異
な
っ
た
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
雪
に
お
お
わ
れ
た
頂
上
が
雲
の
上
に
聾
え
る
山
の
眺
め
、
暴
れ
狂
う
あ

ら
し
の
叙
述
、
ま
た
は
ミ
ル
ト
ン
の
地
獄
の
描
写
な
ど
は
適
意
の
感
を
喚
び
起
こ
す
が
、
戦
慄
を
と
も
な
う
。
そ
れ
に
反
し
て
、
花
の
咲

き
浴
れ
た
牧
草
地
、
小
川
が
曲
が
り
く
ね
り
、
草
を
食
む
畜
群
に
お
お
わ
れ
た
谷
な
ど
の
展
望
、
極
楽
の
叙
述
、
あ
る
い
は
…
…
な
ど
も

快
適
な
感
覚
を
引
き
起
こ
す
が
、
こ
の
方
は
朗
ら
か
で
ほ
ほ
え
ま
し
い
。
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
前
者
の
印
象
が
適
当
な
強
さ
で
起
こ
り
得

ん
が
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
崇
高
の
感
情
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
後
者
を
正
し
く
享
受
す
る
た
め
に
は
、
美
に
対
す
る
感
情

を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」

こ
の
著
作
は
出
版
当
初
か
ら
評
判
も
よ
く
、
「
カ
ン
ト
の
あ
ら
ゆ
る
著
書
の
中
で
恐
ら
く
最
も
広
く
読
ま
れ
た
」
（ボ
ロ
フ
ス
キ
ー
）
も

の
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
書
物
の
中
に
バ
ー
ク
と
極
め
て
類
似
し
た
い
ま
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
美
と
崇
高
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に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
認
識
は
す
で
に
そ
の
時
代
の
共
通
認
識
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
そ
う
な
る
ま
で
に
熟
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

カ
ン
ト
は
こ
の
書
物
の
中
で
は
、
こ
の
二
つ
の
美
学
上
の
概
念
を
厳
密
に
検
討
し
て
は
い
な
い
。
そ
う
し
た
作
業
は
後
の
批
判
哲
学
期

の
重
要
な
著
作

「判
断
力
批
判
」
の
中
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
が
し
か
し
カ
ン
ト
は
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
さ
し
て
崇
高

と
呼
ぶ
の
か
、
つ
ま
り
崇
高
の
定
義
に
つ
い
て
は
綾
々
述
べ
て
い
な
い
。
崇
高
な
対
象
の
存
在
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
心
情
の
状
態
が
崇
高
と
呼
ば
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
す
で
に
明
白
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
つ

ま
り
美
学
上
の
概
念
と
し
て

「崇
高
」
は
す
で
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
カ
ン
ト
の
著
作
の
中
に
崇
高
概
念
の
内
実
に

つ
い
て
の
バ
ー
ク
の
見
解
以
上
の
も
の
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
ら
ば
カ
ン
ト
は
こ
の
「判
断
力
批
判
」
の
中
で
何
を
行
な
っ

た
の
か
。

バ
ー
ク
の
崇
高
の
分
析
は
経
験
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
の
超
越
論
的
な
解
明
を
行
な
っ
た
。

つ
ま
り
人
間
の
認
識
能
力
の
分
析
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
崇
高
に
つ
い
て
の
判
断
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
ゆ
え
ん
の
超
越
論
的
な
根
拠
を

明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
判
断
が
可
能
と
な
る
先
天
的
な
根
拠
が
経
験
と
の
関
わ
り
の
中
で
解
明
さ
れ
て
い
く
。
従
っ
て
こ

こ
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
は
人
間
の
認
識
能
力

（感
性
、
構
想
力
、
悟
性
、
理
性
）
そ
の
も
の
の
吟
味
か
ら
す
る
人
間
の
存
在
構
造

で
あ
る
。
神
な
ら
ぬ
人
間
の
、
そ
し
て
単
な
る
感
覚
的
存
在
で
も
な
い
人
間
の
、
中
間
者
と
し
て
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
ふ
く
ろ
う
は
黄
昏
が
や
っ
て
く
る
と
始
め
て
飛
び
始
め
る
と
い
う
が
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
ふ
く
ろ
う
た
る
哲
学
は
、　
一
つ

の
時
代
が
完
成
し
た
の
ち
に
始
め
て
語
ら
れ
る
。
つ
ま
リ
カ
ン
ト
が
そ
の
哲
学
を
語
る
前
に
、
事
実
と
し
て
崇
高
概
念
は
確
立
し
て
い
た
。

何
が
崇
高
で
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
か
、
こ
う
し
た
こ
と
は
混
乱
は
し
て
い
た
に
せ
よ
、

す
で
に
時
代
の
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
崇
高
な
も
の
と
し
て
氷
河
を
い
た
だ
く
山
岳
は
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
時
代
の
混
乱
し
た

認
識
に

一
つ
の
は
っ
き
り
と
し
た
基
礎
付
け
を
与
え
、
ま
た
確
実
な
表
現
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
哲
学
の
使
命
が
あ
る
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト

哲
学
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。
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そ
こ
で
カ
ン
ト
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
崇
高
概
念
の
極
め
て
人
間
的
な
意
義
、
先
に
述
べ
た
中
間
存
在
者
と
し
て
の

人
間
に
と
っ
て
の

「崇
高
」
の
も
つ
意
味
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば

「美
し
い
も
の
は
悟
性
の
未
規
定
的
概
念
の
表
出
と
し
て
、
崇
高

な
も
の
は
理
性
の
未
規
定
的
概
念
の
表
出
と
し
て
見
ら
れ
る
。」
真
の
崇
高
は
判
断
者
の
心
情
に
の
み
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
の

判
定
が
判
断
者
の
そ
う
し
た
心
情
状
態
を
誘
発
す
る
よ
う
な
自
然
客
体
に
求
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
氷
の
巨
山
を
抱
い
て
荒
々
し
く
無

秩
序
に
重
畳
し
た
醜
い
山
岳
の
群
塊
や
、
暗
鬱
な
狂
い
猛
る
海
の
よ
う
な
も
の
を
何
ぴ
と
も
崇
高
と
呼
ぶ
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
て

「自
然
は
わ
れ
わ
れ
の
美
的
判
断
に
お
い
て
恐
怖
を
起
こ
す
か
ぎ
り
崇
高
と
判
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
わ
れ
わ
れ
の

力

（自
然
で
は
な
い
も
の
）
を
わ
れ
わ
れ
の
内
部
に
喚
起
す
る
か
ぎ
り
崇
高
と
判
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
「そ
れ
ゆ
え
自
然
が
こ
こ
に

崇
高
と
呼
ば
れ
る
の
は

一
に
自
然
が
構
想
力
を
高
め
て
、
心
情
が
自
己
の
本
分
の
も
つ
、
自
然
を
も
越
え
た
固
有
の
崇
高
性
を
み
ず
か
ら

に
感
知
さ
せ
う
る
事
例
の
、
表
出
に
ま
で
い
た
ら
せ
る
ゆ
え
で
あ
る
。」

時
代
の
崇
高
美
学
の
展
開
の
中
で
、
ア
ル
プ
ス
の
高
峰
や
巨
大
な
氷
河
は
ま
さ
に
崇
高
な
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
て
い
た
。
そ
の

美
し
さ
、
雄
大
さ
、
高
さ
を
詩
人
は
う
た
い
、
画
家
は
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
写
し
取
っ
て
い
た
。
対
象
そ
の
も
の
に
潜
む
そ
の
崇
高
性
を
詩
人

も
画
家
も
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
そ
の
崇
高
性
の
根
拠
は
対
象
そ
の
も
の
の
中
に
は
な
く
て
、
か
え
っ
て

対
象
を
そ
の
よ
う
に
崇
高
と
判
定
す
る
人
間
の
心
情
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。
崇
高
さ
、
と
い
う
の
は
人
間
に
と
っ
て
の
概
念

な
の
で
あ
っ
て
、
対
象
そ
れ
自
身
が
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
崇
高
な
わ
け
で
は
な
い
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
人
間
は
感
性
的
世
界
と
叡
知
的
世
界
の
中
間
者
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
理
性
と
い
う
の
は
そ
の
叡
知
的
世
界
へ
と

通
じ
う
る
能
力
で
あ
る
。
人
間
は
感
性
的
世
界
の
中
に
と
じ
込
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
理
性
の
実
践
的
使
用
に
よ
っ
て
叡
知
的
世
界
へ
と

高
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
は
神
の
問
題
、
世
界
の
全
体
性
、
霊
魂
の
不
滅
な
ど
の
永
遠
な
課
題
も
、
理
性
の
実
践
的
使
用
に
よ
っ

て
解
決
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
理
性
の
理
念
が
未
規
定
の
ま
ま
、
対
象
の
感
性
的
表
象
に
合
致
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
実

は
崇
高
の
感
情
、
し
か
も
理
性
に
基
づ
く
感
情
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
崇
高
と
は
中
間
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
、
通
常
の
感
覚
を
越

え
た
自
然
の
対
象
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
自
己
の
中
に
潜
む
永
遠
の
能
力
と
し
て
の
実
践
的
理
念
の
想
起
の
感
情
な
の
で
あ
る
。
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従
っ
て
美
と
い
い
、
崇
高
と
い
い
、
極
め
て
人
間
に
独
自
の
感
情
と
言
っ
て
も
よ
い
。
感
性
に
と
ら
わ
れ
た
人
間
は
そ
の
理
性
の
力
に

よ
っ
て
叡
知
的
存
在
に
ま
で
高
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
と
き
実
践
的
理
性
理
念
は
対
象
そ
の
も
の
の
中
に
崇
高
と
い
う
形
で
影

を
落
し
て
く
る
。
つ
ま
り
人
間
が
理
念

へ
と
高
ま
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
て
く
る
心
情
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
人
間
が
そ
う
し
た
崇

高
性
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
う
る
が
た
め
に
は
、
人
間
の
心
情
が
そ
う
し
た
実
践
的
理
性
理
念
に
対
し
て
充
分
に
開
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
自
然
対
象
の
そ
う
し
た
卓
越
性
に
関
し
て
判
断
を
下
し
う
る
が
た
め
に
は
、
単
に
美
的
判
断
力
だ
け
で
な
く
、

さ
ら
に
こ
の
判
断
力
の
根
底
に
あ
る
認
識
能
力
の
邊
か
に
進
ん
だ
陶
冶
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

カ
ン
ト
は
言
う
。
「実
際
、
道
徳
的
理
念
の
展
開
が
な
け
れ
ば
、
陶
冶

（文
化
）
を
経
て
い
る
わ
れ
わ
れ
が
崇
高
と
呼
ぶ
も
の
も
、
未

開
人
に
と
っ
て
は
単
に
長
怖
を
起
こ
す
も
の
と
し
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
し
か
し
自
然
の
崇
高
な
も
の
に
関
す
る
判
断
が
陶
冶
を
（美

し
い
も
の
に
関
す
る
判
断
よ
り
以
上
に
）
必
要
と
す
れ
ば
と
て
、
こ
の
判
断
が
陶
冶
に
よ
っ
て
初
め
て
生
み
出
さ
れ
、
そ
し
て
い
わ
ば
単

に
因
襲
に
よ
っ
て
社
会
へ
導
き
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
そ
れ
は
そ
の
根
底
を
人
間
性
の
う
ち
に
、
く
わ
し
く
言
え

ば
健
全
な
悟
性
と
共
に
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
、
あ
ら
ゆ
る
人
か
ら
要
求
し
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ

ち

（実
践
的
）
理
念
に
対
す
る
感
情
、
つ
ま
り
道
徳
的
感
情
へ
の
素
質
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
崇
高
の
感
情
は
道
徳
感
情
、
理
性
理
念
に
対
す
る
教
化
の
充
分
に
な
さ
れ
た
文
明
人
、
文
化
人
に
と
っ
て
始
め
て
可

能
な
感
情
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
然
の
崇
高
性
を
感
得
し
得
る
た
め
に
は
世
界
認
識
に
対
し
て
充
分
に
陶
冶
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

従
っ
て
カ
ン
ト
は
未
開
人
は
氷
河
を
い
た
だ
く
山
岳
を
仰
ぎ
見
て
も
、
そ
こ
に
何
ら
美
的
感
情
も
、
ま
た
崇
高
性
の
感
情
も
持
ち
得
な

い
と
す
る
。
ア
ル
プ
ス
山
麓
に
住
む
農
夫
は
ア
ル
プ
ス
を
愛
好
す
る
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
や
都
会
人
に
対
し
て
何
ら
理
解
を
示
さ
な
い
と
す
る
、

ド

・
ソ
ー
シ
ュ
ー
ル
の
ア
ル
プ
ス
旅
行
記
の
記
述
に
ふ
れ
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「未
開
人
は
、
そ
の
破
壊
の
う
ち
に
証
拠
立

て
ら
れ
る
自
然
の
暴
力
や
、
そ
れ
に
比
し
て
は
彼
の
も
つ
力
が
消
え
て
無
と
な
る
よ
う
な
自
然
の
威
力
の
巨
大
な
尺
度
に
つ
い
て
は
、
か

り
に
人
間
が
そ
う
し
た
も
の
の
手
に
委
せ
ら
れ
た
と
き
人
間
を
囲
む
で
あ
ろ
う
悲
惨
、
危
険
、
困
窮
だ
け
を
し
か
見
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
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の
善
良
で
、
と
に
か
く
思
慮
も
あ
る
サ
ヴ
ォ
ア
の
農
夫
は

（
ソ
ー
シ
ュ
ー
ル
氏
の
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
）
氷
山
を
愛
好
す
る
す
べ
て
の

人
を
躊
躇
な
く
愚
か
者
と
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
然
観
察
家
が
、
そ
の
身
を
曝
し
た
危
険
を
―

た
い
て
い
の
旅
行
家
が
普
通
そ

う
し
て
い
る
よ
う
に
―

‐単
に
道
楽
か
ら
企
て
た
の
か
、
あ
る
い
は
い
つ
か
彼
の
旅
行
に
つ
い
て
ス
リ
ル
を
覚
え
さ
せ
る
記
述
を
公
表
し

う
る
た
め
に
企
て
た
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
農
夫
の
言
葉
が
ま
っ
た
く
誤
っ
た
も
の
か
ど
う
か
を
誰
が
知
ろ
う
。
し
か
し
ソ
ー

シ
ュ
ー
ル
氏
の
意
図
は
人
々
を
教
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
こ
の
優
れ
た
人
は
、
魂
を
崇
高
な
も
の
へ
と
高
め
る
感

覚
を
み
ず
か
ら
体
得
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
彼
の
旅
行
記
の
読
者
に
も
与
え
た
の
で
あ
る
。」

山
岳
重
畳
た
る
ア
ル
プ
ス
の
高
峰
群
に
崇
高
性
の
美
学
を
読
み
取
り
得
る
た
め
に
は
、
道
徳
感
情
へ
充
分
に
開
化
さ
れ
た
文
明
人
で
あ

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
、ま
た
ア
ル
プ
ス
の
開
拓
者
ソ
ー
シ
ュ
ー
ル
の
語
っ
て
い
る
よ
う
に
そ
う
し
た
山
岳
に
挑
む
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
人
自
身
の
魂
を
崇
高
性
へ
と
高
め
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
山
岳
美
学
は
崇
高
の
美
学
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
化
人
、
文
明
人
の
美
学

で
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
は
文
明
人
、
文
化
人
の
行
為
、
し
か
も
崇
高
な
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
く
る
。

カ
ン
ト
は
抽
象
的
な
思
考
、
思
索
を
の
み
行
な
っ
て
き
た
哲
学
者
で
は
な
い
。
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
学
の
教
授
を
し
て
い
た
間
、
彼

は
四
十
年
間
に
わ
た
っ
て

「自
然
地
理
学
」
の
講
義
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
人
気
講
義
で
聴
講
者
は
毎
回
講
義
室
に
あ
ふ

れ
た
と
い
う
。
こ
の
自
然
地
理
学
講
義
は
天
文
学
、
地
質
学
、
植
物
学
、
鉱
物
学
、
人
文
地
理
学
な
ど
広
範
囲
に
及
び
、
カ
ン
ト
の
広
い

知
識
と
広
範
な
知
的
関
心
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
は
山
岳
に
つ
い
て
も
様
々
に
論
じ
ら
れ
、
そ
の
生
成
、
地
質
構
造
、
氷
河
、
高

山
病
、
雪
崩
な
ど
に
つ
い
て
も
科
学
的
に
分
析
、
探
求
の
メ
ス
を
入
れ
て
い
る
。
つ
ま
リ
カ
ン
ト
は
当
時
の
ア
ル
プ
ス
の
科
学
的
研
究
の

最
先
端
の
知
識
を
全
て
吸
収
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
然
ア
ル
プ
ス
ヘ
の
登
山
活
動
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う

こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
今
わ
れ
わ
れ
の
見
て
き
た
よ
う
な
山
岳
美
学
も
そ
の
中
に
含
む
と
こ
ろ
の
崇
高
性
に
関
す
る
美
学

を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
カ
ン
ト
の
崇
高
性
に
関
す
る
美
学
は
当
時
の
美
学
理
論
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
崇
高
性
の
概
念
は
、
無
限
性
に
関
す

近代アルピニズムの山岳美観
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る
概
念
と
と
も
に
ド
イ
ツ
観
念
論
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
思
想
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。

さ
て
こ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
崇
高

（∽３
〓
日
Ｐ

①３
”σ
８
）
概
念
が
確
立
し
、
近
代
合
理
主
義
思
想
の
展
開

の
中
で
よ
り
深
化
さ
れ
、
近
代
人
の
意
識
形
態
と
し
て
美
意
識
の
中
に
確
固
と
し
た
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
過
程
を
見
て
き

た
。
つ
ま
り
先
に
述
べ
た
よ
う
に
中
世
ま
で
の
世
界
観
と
は
違
っ
た
世
界
観
が
確
立
し
て
く
る
中
で
、
美
意
識
に
も
大
き
な
転
換
が
見
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

産
業
革
命
を
経
、
近
代
市
民
社
会
が
成
立
し
て
近
代
科
学
技
術
文
明
が
発
展
し
て
く
る
と
、
そ
こ
に
住
む
人
間
の
意
識
に
も
大
き
な
変

化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
ア
ル
プ
ス
の
氷
河
を
い
た
だ
く
山
岳
を
探
検
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
は
、
ま
ず
経
済
力
の
発
展
に

よ
っ
て
生
活
に
余
裕
が
生
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
科
学
的
探
求
の
気
運
が
高
ま
っ
て
く
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

ら
に
劣
ら
ず
大
切
な
の
は
、
こ
れ
ら
今
ま
で
は
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
全
く
無
関
係
、
あ
る
い
は
負
の
関
係
し
か
持
た
な
か
っ
た
も
の
が
、

人
間
に
と
っ
て
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
正
の
関
係
を
持
つ
も
の
に
変
様
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
岳
が
人
間
に

と
っ
て
美
し
い
も
の
、
雄
大
な
も
の
、
人
間
の
精
神
を
偉
大
な
も
の
へ
と
高
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
代
以
降
に

お
け
る
こ
う
し
た
山
岳
美
観
の
変
遷
を
跡
づ
け
、
そ
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
崇
高
概
念
が
極
め
て
有
効
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
崇
高
性
の
美
学
が
確
立
し
、
時
代
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
当
時
の
人
々
は
ア
ル

プ
ス
の
高
峰
へ
と
何
も
妨
げ
る
も
の
も
な
く
進
出
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
た
の
だ
と
言
え
る
。

崇
高
概
念
の
確
立
を
唯

一
の
原
因
と
し
て
単
純
に
近
代
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
が
発
生
、
成
立
し
た
と
き
め
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か

し
美
学
上
の
崇
高
概
念
な
く
し
て
は
近
代
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
発
生
の
契
機
を
も
つ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ

し
て
近
代
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
を
推
進
し
て
き
た
人
々
の
ア
ル
プ
ス
の
美
学
、
山
の
美
学
に
通
底
し
て
い
る
の
は
、
バ
ー
ク
そ
し
て
カ
ン
ト
な

ど
に
よ
っ
て
確
立
し
た
崇
高
性
に
関
す
る
近
代
的
な
美
意
識
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
近
代
的
な
山
岳
美
観
、
自
然
美
観
そ
し
て
風
景
画
観

は
こ
の
崇
高
性
の
美
学
の
中
に
そ
の
原
型
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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近代アルピニズムの山岳美観

今
日
わ
れ
わ
れ
が
ア
ル
プ
ス
を
、
そ
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
見
る
と
き
の
美
意
識
の
根
底
に
あ
る
の
も
こ
の
近
代
的
な
崇
高
性
の
美
学
で
あ

ろ
う
。
山
が
崇
高
で
美
し
い
か
ら
人
々
は
そ
れ
ら
に
魅
了
さ
れ
、
そ
し
て
登
攀
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
山
が
も
は
や
崇
高
で
も
美
し

い
も
の
で
も
な
く
な
れ
ば
、
つ
ま
り
も
は
や
崇
高
性
の
美
学
が
意
味
を
持
た
な
く
な
れ
ば
、
誰
も
山
岳
に
は
ひ
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
登
り
た
い
と
も
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

近
代
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
の
開
花
期
に
お
い
て
は
、
山
岳
は
ま
だ
ま
だ
未
知
未
踏
の
世
界
で
あ

っ
た
。
科
学
的
に
解
明
出
来
な
い
現
象
も
多

か
っ
た
し
、
山
岳
重
畳
た
る
世
界
の
地
理
知
識
も
不
足
し
て
い
た
。
だ
か
ら
パ
イ
オ
ニ
ア
的
探
検
の
要
素
も
充
分
に
あ

っ
た
。
し
か
し
今

日
の
よ
う
に
山
岳
世
界
の
科
学
的
解
明
が
ほ
ぼ
終
了
し
、
ま
た
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
の
よ
う
な
人
工
衛
星
を
使

っ
て
地
理
知
識
も
完
全
な
も
の

と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
山
岳
美
観
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
が
出
て
く
る
。
ま
た
山
岳
そ
の
も
の
も
、
最
初
は
未
知
未
踏
で
あ

っ
た
も
の
が
、

今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
全
て
登
り
尽
く
さ
れ
、
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
ル
ー
ト
か
ら
あ
ら
ゆ
る
季
節
に
登
り
尽
く
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
か
の
グ
レ
ー
ト

・
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
完
全
に
登
り
尽
く
さ
れ
る
の
は
も
は
や
時
間
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
く

る
と
、
今
日
の
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
に
お
い
て
か
つ
て
の
山
岳
美
観
、
崇
高
性
の
美
学
を
維
持
す
る
こ
と
が
果
し
て
可
能
な
の
か
は
は
な
は
だ

疑
間
と
な
っ
て
く
る
。
地
理
知
識
の
進
歩
、
人
間
の
経
験
領
域
の
拡
大
な
ど
が
、
か
つ
て
美
し
く
、
雄
大
で
、
崇
高
と
見
え
た
も
の
を
も

は
や
そ
の
よ
う
に
見
え
な
い
も
の
へ
と
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

崇
高
性
の
美
学
は
近
代
か
ら
現
代

へ
の
時
代
の
進
展
の
中
で
、
そ
の
使
命
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
美
学
の
行

末
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
ま
だ
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
近
代
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
発
生
の
現
場
に
立
ち
合
う
こ
と
を
も

っ
て
こ
の
小
論
を

終
わ
り
た
い
。

参
考
文
献

一　
ペ
ト
ラ
ル
カ

「
ル
ネ
サ
ン
ス
書
簡
集
」
（岩
波
文
庫
）
、
一
一　
二
コ
ル
ソ
ン

「暗
い
山
と
栄
光
の
山
」
（国
書
刊
行
会
）
、
〓
一　
Ｅ
ｏ
バ
ー
ク

「崇
高
と

美
の
起
源
」
（理
想
社
）
、
四
　
カ
ン
ト

「崇
高
と
美
の
感
情
に
関
す
る
考
察
」
（理
想
社
）
、
五
　
カ
ン
ト

「判
断
力
批
判
」
（理
想
社
）
、
ニハ
　
カ
ン
ト

「自

然
地
理
学
」
（理
想
社
）
、
他
。
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デ
ー
タ
か
ら
み
た
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
気
象

Ｊ
Ａ
Ｃ
第
四

・
五
次

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
気
象
観
測
登
山
隊
の
報
告

大
　
蔵
　
童
口　
福

こ
の
と
こ
ろ
五
年
間
続
け
て
、
六
月
に
な
る
と
ア
ラ
ス
カ
通
い
で
あ
る
。
気
象
遭
難
防
止
と
登
山
に
役
立
て
る
為
に

「厳
冬
期
高
山
に

お
け
る
風
の
実
態
解
明
調
査
」
を
、
極
北
の
巨
峰
マ
ゾ
キ
ン
リ
ー
山
で
行
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
実
態
解
明
調
査
と
い
っ
て
も
年
間
の
実
測

デ
ー
タ
を
と
ら
え
る
こ
と
が
第

一
の
目
的
で
あ
る
。
継
続
し
な
い
と
意
味
が
な
い
の
で
相
応
な
資
金
が
必
要
に
な
る
。
費
用
の
捻
出
に
頭

を
悩
ま
し
て
は
い
る
が
、
第
三
次
隊
か
ら
今
回
の
第
五
次
隊
ま
で
は
日
本
山
岳
会
海
外
登
山
基
金
か
ら
助
成
金
の
援
助
を
い
た
だ
き
感
謝

に
た
え
な
い
。
さ
ら
に
会
員
諸
氏
や
企
業
な
ど
か
ら
浄
財
も
う
け
、
こ
の
援
助
を
無
駄
に
し
な
い
た
め
に
、
な
ん
と
か
資
金
が
続
く
限
り

も
う
数
年
は
続
け
る
覚
悟
で
あ
る
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
厳
冬
期
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
成
否
と
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を
左
右
す
る

「風
」
と
い
う
気
象
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
い
か

に
正
確
に
予
測
す
る
か
、
そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う

「登
る
た
め
」
の
発
想
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
主
因
が

「風
」

と
い
う
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
山
田
隊
の
遭
難
事
件
に
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
解
明
へ
の
興
味
も
大
き
な
動
機
付
け
と
な
っ
た
。
想
像

を
絶
す
る
風
は
誰
も
体
験
し
た
こ
と
は
な
く
、
実
測
デ
ー
タ
も
ま
っ
た
く
な
い
。
い
っ
た
い
ど
こ
ま
で
苛
酷
な
状
況
が
呈
さ
れ
る
の
か
不

明
の
ま
ま
だ
。

そ
れ
に
は
高
峰
の
実
測
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
と
い
う
結
論
に
達
し
、
適
当
な
高
峰
を
探
す
な
か
で
、
遭
難
の
山
で
も
あ
る
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データからみたマッキンリーの気象

△

/

D,C.3350m

ヽ
＼

｀A/▲ユ3091口 n
l

l

l

＼
3185m

/

Mt.Hunter

△

北峰

“

41m //
＼

梃
ぼ
■
―

ｒ

″
　

　

一

北峰
5934rrl

4940rn

D。
911ゝ______

占
（Ｏｍ

置
‐７１
設
５

4330rn

π
t~

丁

デナリバスヘ
南峰
6194rn

フイックス 数 m

観測機器

南峰ヘ

設置点付近概念図

57

Mt.Mchnley概念図

f

′
′
′
′
′

/



プロベラ型風向風速計
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データからみたマッキンリーの気象
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マ
ッ
キ
ン
リ
ー
が
浮
上
し
て
き
た
。
登
る
だ
け
で
も
困
難
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
の
観
測
は
難
し
い
。
ま
た
許
可
の
上
か
ら
も
毎
年
登
山
す
る
こ

と
は
不
可
能
に
近
く
、
手
間
や
費
用
も
莫
大
で
賄
い
切
れ
な
い
規
模
に
な
る
。
そ
れ
よ
り
許
可
が
得
や
す
く
、
設
置
回
収
の
条
件
を
考
慮

す
る
と
、
毎
年
登
頂
が
可
能
な

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
が
観
測
対
象
に
最
適
と
決
定
し
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
匹
敵
す
る
厳
し
い
気
象
が
捕
ら
え
ら
れ

る
と
い
う
好
条
件
も
見
逃
せ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

※

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
自
動
気
象
観
測
器
機
設
置
登
山
隊
は
、
そ
ん
な
苛
酷
な
気
象
の
実
態
を
探
る
た
め
、
第

一
次
隊
が

一
九
九
〇
年
六
月
十

七
日
全
員
登
頂
後
、
自
動
気
象
観
測
装
置
を
、
デ
ナ
リ
パ
ス
上
部
の
五
七

一
〇
】川
地
点
に
設
置
し
て
か
ら
今
年
で
は
や
五
年
目
を
か
ぞ
え

る
。
そ
の
間
、
な
ん
と
し
て
も
実
際
の
過
酷
な
気
象
を
と
ら
え
た
い
一
心
で
、
観
測
を
試
み
て
き
た
。
九
二
年
ま
で
の
第
三
次
隊
の
行
動

記
録
と
回
収
し
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は

『山
岳
第
八
十
七
年
』
に
第
三
次
隊
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
報
告
し
た
の
で
、
今
号
で
は
初
回
か
ら
の

概
略
と
第
四
次
お
よ
び
今
年
の
第
五
次
隊
を
核
に
し
て
、
回
収
デ
ー
タ
は
少
な
い
が
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
気
象
を
す
こ
し
で
も
浮
き
彫
り

に
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

二
年
目
の
九

一
年

（第
二
次
隊
）
は
記
録
回
収
と
装
置
補
強

・
設
置
に
登
る
が
、
残
念
な
が
ら
セ
ン
サ
ー
支
柱
が
倒
壊
し
て
お
り
、
セ

ン
サ
ー
も
壊
滅
状
態
で
再
建
か
な
わ
ず
、
三
隊
員
全
員
登
頂
と
記
録
回
収
の
み
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
年
間
観
測
で
き
た
の
は
わ
ず
か

に
外
気
温
デ
ー
タ
と
雪
面
下
五
〇
彙
ン
に
埋
め
た
防
水

・
保
温
処
理
を
し
た
記
録
装
置

（デ
ー
タ

。
ロ
ガ
）
内
気
温
の
み
で
あ
っ
た
。
九
〇

年
六
月
中
旬
よ
り
九

一
年
六
月
中
旬
ま
で
の
最
低
気
温
は
九

一
年
二
月
三
日
の
マ
イ
ナ
ス
五
八

・
三
度
Ｃ

（補
正
す
る
と
マ
イ
ナ
ス
六
〇

度
Ｃ
を
越
す
）
で
、
マ
イ
ナ
ス
五
〇
度
Ｃ
以
下
を
記
録
し
た
日
が
の
べ
二
十
八
日
間
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
五
割
の
十
四
日
間
が
十

一
月
に

集
中
し
、
つ
い
で
二
月
の
十
日
間
だ
っ
た

（グ
ラ
フ
①
）
。
内
気
温
に
つ
い
て
の
最
低
温
度
は
二
月
七
日
の
マ
イ
ナ
ス
四
八
度
Ｃ
で
、
外

気
温
度
と
の
差
は
約

一
〇
度
Ｃ
あ
り
、
こ
の
温
度
で
充
分
デ
ー
タ

。
ロ
ガ
が
動
作
す
る
こ
と
が
証
明
で
き
、
こ
の
デ
ー
タ
ひ
と
つ
と
っ
て

も
意
味
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。

風
に
つ
い
て
は
セ
ン
サ
ー
倒
壊

（十

一
月
中
旬
）
以
前
の
八
月
二
十
七
日
九
時
五
分
に
、
最
大
瞬
間
風
速
六
三
腐
／
秒
を
記
録
し
、
五
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データからみたマッキンリーの気象

'93年度設置機器 '94年 6月 23日 回収時

○
】川
／
秒
近
く
の
記
録
も
十
日
ほ
ど
あ
っ
た
が
、
セ
ン
サ
ー
と
デ
ー
タ
の
設
定
に
疑
間
が
残
り
数
字
の
信
頼
性
に
欠
け
る
こ
と
が
後
に
判

明
し
残
念
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
科
学
研
究
委
員
会
の
み
な
ら
ず
学
生
部
、
青
年
部
よ
り
た
く
さ
ん
の
協
力
者
が
得
ら
れ
、
九
二
年
の
第
三
次
隊
か
ら
海
外
登

山
基
金
の
助
成
金
を
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
プ
ラ
ン
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
く
れ
る
多
く
の
会
員
に
恵
ま
れ
嬉
し
い

限
り
と
な
っ
た
。
こ
の
年
は
総
勢
五
名
で
強
固
な
支
柱
と
、
改
良
し
た
セ
ン
サ
ー

（総
重
量
約

一
〇
〇
第
）
を
担
ぎ
上
げ
再
建
に
成
功
し

た
。
そ
の
後
登
攀
四
隊
員
は
全
員
登
頂
。

一
九
九
二
年

。
第
四
次
隊

九
三
年
の
第
四
次
隊
は
、
学
生
部
、
青
年
部
の
強
力
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
得
て
、
総
勢
十
名
で
六
月
に
設
置
と
デ
ー
タ
回
収
に
向
か
っ

た
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
セ
ン
サ
ー
が
こ
と
ご
と
く
壊
れ
て
お
り
、
惨
憎
た
る
状
況
だ
っ
た
。
外
部
セ
ン
サ
ー
風
速
計
二
、
風
向
計
二
、 '94年度設置機器 '94年 6月 23日
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温
度
計
三
個
の
う
ち
残
っ
て
い
た
の
は
風
向
計
が

一
つ
と
温
度
計
が
二
つ
だ
け
だ
っ
た
。
三
杯
式
の
風
速
計
は
二
つ
と
も
風
杯
部
分
が
な

く
な
り
心
棒
だ
け
が
残
り
、
風
向
計
は
折
れ
て
跡
形
も
な
い
。
温
度
計
は
ち
ぎ
れ
お
ち
て
い
た
。
自
信
が
あ
っ
た
だ
け
に
落
胆
は
隠
せ
な

か
っ
た
。
新
規
に
セ
ン
サ
ー
を
取
り
付
け
た
が
、
持
参
し
た
の
は
同
型
の
も
の
で
他
の
選
択
は
な
い
。
ま
た
同
じ
目
に
遭
う
可
能
性
は
高

い
が
、
す
く
な
く
と
も
数
ヵ
月
は
も
つ
だ
ろ
う
と
前
向
き
な
判
断
を
く
だ
し
、
記
録
装
置
の
回
収
と
設
置
を
行
っ
て
帰
国
し
た
。

帰
国
後
、
自
動
記
録
装
置

（デ
ー
タ

・
ロ
ガ
）
の
デ
ー
タ
を
読
み
取
る
段
階
に
な
っ
て
衝
撃
的
な
こ
と
が
起
き
た
。
記
録
装
置
四
台
の

う
ち
三
台
が
、
測
定
開
始
か
ら
三
ヵ
月
日
の
九
月
初
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
何
ら
か
の
事
態
に
よ
り
停
止
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
原
因

は
特
定
で
き
な
い
が
、
外
部
ノ
イ
ズ
や
静
電
気
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
た
。
日
の
前
が
真
っ
暗
に
な
っ
た
が
、
唯

一
第

一
次
観
測
で
越

冬
し
た
経
験
を
持
つ
装
置
だ
け
が
、
メ
モ
リ
ー
が

一
杯
に
な
る
二
月
八
日
ま
で
動
作
し
て
お
り
、
と
り
あ
え
ず
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。

記
録
に
よ
る
と
九
月
十
二
日
午
前
九
時
ご
ろ
か
ら
翌
十
三
日
の
午
前
八
時
ご
ろ
ま
で
、
二
十
三
時
間
に
わ
た
り
三
〇
分
間
平
均
風
速
で

毎
秒
二
〇
口月
以
上
の
風
が
吹
き
、
そ
の
間
断
続
で
は
あ
る
が
十
四
時
間
の
あ
い
だ
毎
秒
三
〇
陣月
以
上
の
強
風
を
記
録
。
ま
た
毎
秒
四
〇
陣川

以
上
の
風
を
五
回
記
録
し
て
い
る

（イ
ン
タ
ー
バ
ル
は
三
〇
分
）
。
瞬
間
最
大
風
速
は
約
四
五
陣川
だ
っ
た
。
最
大
値
の
ホ
ー
ル
ド
だ
が
イ

ン
タ
ー
バ
ル
の
関
係
と
機
器
の
構
造
上
実
際
の
最
大
値
と
は
い
え
な
い
の
で
、
さ
ら
に
強
い
烈
風
が
推
測
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の

時
期
に
想
像
以
上
の
風
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
風
が
弱
ま
っ
た
十
三
日
の
午
前
九
時
ご
ろ
セ
ン
サ
ー
の
動
き
が
止
ま
っ
て
い
た
。
そ

の
後
ど
ん
な
烈
風
が
吹
い
た
か
定
か
で
は
な
い
。

し
か
し
セ
ン
サ
ー
の
性
能
は
瞬
間
最
大
風
速
六
〇
陣川／
秒
以
上
で
も
難
な
く
測
定
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
風
だ
け
の
要
素
で
は
こ
の
よ

う
な
壊
れ
方
は
不
自
然
と
い
え
た
。
風
杯
へ
の
氷
雪
の
付
着
か
、
あ
る
い
／は
軸
受
け
に
何
ら
か
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
起
き
て
バ
ラ
ン
ス
が

崩
れ
た
の
が
原
因
と
推
測
し
た
。
氷
雪
の
付
着
に
つ
い
て
は
、
太
陽
熱
に
よ
り
溶
解
を
促
進
で
き
る
特
殊
塗
料
を
全
体
に
施
し
て
お
り
、

さ
ら
に
湿
度
が
少
な
く
低
温
の
雪
は
付
着
し
づ
ら
い
と
判
断
し
安
心
し
て
い
た
こ
と
を
猛
省
し
た
。
天
候
の
回
復
が
長
期
間
の
ぞ
め
な
い

場
合
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
冬
の
時
期
は
な
お
さ
ら
太
陽
熱
は
期
待
で
き
な
い
の
だ
。
た
と
え
ば
団
子
の
よ
う
に
氷
雪
が
付

着
し
た
場
合
は
効
果
は
な
い
。
さ
ら
に
軽
量
を
考
慮
し
た
た
め
金
属
素
材
の
強
度
が
弱
か
っ
た
点
も
問
題
と
し
、
風
速

。
風
向
セ
ン
サ
ー
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データからみたマッキンリーの気象

に
つ
い
て
は
、
金
属
素
材
と
軸
受
け
を
全
面
的
に
改
良
す
る
こ
と
に
取
り
か
か
っ
た
。
そ
し
て
湿
度
計
測
の
必
要
も
生
ま
れ
た
。
第
五
次

に
お
け
る
セ
ン
サ
ー
の
改
良
は
急
務
と
な
っ
た
。

年
間
で
記
録
で
き
た
の
は
、
外
気
温
度
と
デ
ー
タ

・
ロ
ガ
内
気
温
、
気
圧
の
三
つ
だ
っ
た
。
外
気
最
低
温
度
は
デ
ー
タ
の
生
き
て
い
た

地
上
高
四
五
彙
ン
に
設
置
し
た
温
度
計
の
も
の
で
九
三
年

一
月
二
十

一
日
と
二
月
二
日
に
マ
イ
ナ
ス
五

一
。
一
度
Ｃ
を
記
録
。
補
正
す
る
と

四
度
ほ
ど
低
く
な
り
最
低
温
度
マ
イ
ナ
ス
五
五
度
Ｃ
ほ
ど
と
思
わ
れ
る
。
温
度
計
は
地
上
高
四
五
、
八
〇
、　
一
七
〇
費
ンと
三
ヵ
所
に
設
置

し
た
が
、
上
部
二
ヵ
所
の
デ
ー
タ
は
セ
ン
サ
ー
が
ち
ぎ
れ
と
ん
だ
こ
と
と
記
録
装
置
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
で
九
月
の
中
旬
ま
で
し
か
と
れ
な

か
っ
た
。
平
均
外
気
温
度
は
九
月
初
旬
ま
で
が
約
マ
イ
ナ
ス
二
〇
度
Ｃ
、
そ
の
後
冬
に
か
け
て
は
マ
イ
ナ
ス
三
五
度
Ｃ
ほ
ど
だ
。
九
二
年

六
月
か
ら
九
三
年
二
月
ま
で
の
う
ち
、
マ
イ
ナ
ス
五
〇
度
Ｃ
以
下
を
記
録
し
た
日
は
前
記
の
日
を
い
れ
て
、
九
三
年

一
、
二
月
で
数
日
し

か
な
く
、
前
々
年
度
に
比
べ
て
非
常
に
暖
か
い
冬
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

（グ
ラ
フ
②
）
。
デ
ー
タ

・
ロ
ガ
内
気
温
の
最
低
は
前
々
年
度

と
同
じ
よ
う
に
約

一
〇
度
Ｃ
ほ
ど
高
い
値
が
記
録
さ
れ
た
。

気
圧
に
つ
い
て
は
い
ま
ま
で
年
間
通
し
で
記
録
さ
れ
た
例
は
な
く
、
こ
の
回
の
最
大
の
成
果
だ
。
六
月
～
二
月
初
旬
ま
で
だ
が
初
め
て

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
五
七

一
〇
陣川
の
観
測
地
点
の
六
月
か
ら
八
月
末
に
か
け
て
の
夏
の
最
高
気
圧
が
五

一
〇
ヘ
ク
ト
パ
ス
カ
ル
で
、　
一

月
中
旬
の
四
五
〇
ヘ
ク
ト
パ
ス
カ
ル
が
冬
の
最
低
気
圧
で
あ
っ
た
。
真
冬
は

一
、
二
月
が
夏
に
比
べ
最
大
六
〇
ヘ
ク
ト
パ
ス
カ
ル
ほ
ど
下

が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

（グ
ラ
フ
③
）
。
こ
の
差
は
高
度
換
算
す
る
と
約
七
〇
〇
屑
あ
ま
り
で
、
五
七

一
〇
陣川
の
観
測
地
点
が
六
四

〇
〇
済
に
な
る
勘
定
だ
。
気
圧
面
か
ら
み
る
と
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
頂
上
は
七
〇
〇
〇
房
峰
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
実
証
で
き
た
。
現
実
に
こ
れ

だ
け
高
度
が
変
貌
す
る
高
峰
は
稀
で
、
こ
の
山
の
怖
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
思
い
だ
。

「風
」
に
関
し
て
は
そ
の
実
測
デ
ー
タ
は
、
今
回
も
失
敗
に
お
わ
り
前
々
回
の
記
録
も
含
め
て
ほ
と
ん
ど
と
れ
て
い
な
い
。
道
は
厳
し

い
が
継
続
こ
そ
力
な
り
と
今
後
も
諦
め
ず
に
続
け
る
覚
悟
を
決
め
た
。
な
お
第
四
次
隊
の
登
山
隊
メ
ン
バ
ー
は
以
下
の
と
お
り
。
隊
長
＝

大
蔵
喜
福

（４２
）
、
会
計
＝
絹
川
祥
夫

（４７
）
、
登
攀
＝
棚
橋
靖

（３０
）
、
機
器
製
作
＝
長
谷
川
厚
志

（２９
）
、
食
料
＝
佐
藤
大
輔

（２４
）
・

富
澤
豊

（２３
）
、
記
録
＝
荒
井
俊
彦

（２２
）
、
装
備
＝
宇
都
宮
寛
史

（２２
）
・
倉
島
広

一

（２２
）
、
特
別
参
加
＝
野
口
健

（１９
）
。
全
員
登
頂
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し
無
事
帰
国
し
た
。

一
九
九
四
年

。
第
五
次
隊

第
五
次
隊
の
九
四
年
度
は
学
生
部
現
役
六
名
、
Ｏ
Ｂ

一
名
の
参
加
を
得
、
総
勢
八
名
の
隊
で
六
月
に
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
に
向
か
う
。
昨
年

設
置
の
風
速
セ
ン
サ
ー

（三
杯
型
）
は
二
個
と
も
同
じ
よ
う
な
状
況
で
破
損
し
て
い
た
。
一
台
は
風
杯
部
分
全
部
が
ち
ぎ
れ
て
無
く
な
り
、

軸
受
本
体
と
ア
ー
ム
の
み
が
残
り
、
も
う

一
台
は
風
杯

一
つ
を
残
し
、
架
台
に
発
達
し
た
シ
ュ
カ
ブ
ラ
に
凍
り
付
く
と
い
っ
た
例
年
に
な

い
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
が
、
風
向
と
温
度
セ
ン
サ
ー
は
無
事

一
年
を
乗
り
切
っ
て
外
見
上
機
能
し
て
い
た
。
ま
た
し
て
も

「厳
冬
期
の

烈
風
」
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

今
回
は
セ
ン
サ
ー
に
関
し
て
い
ま
ま
で
の
問
題
点
を
考
慮
し
、
前
回
と
前
々
回
使
用
し
た
三
杯
型
風
速
セ
ン
サ
ー
と
矢
羽
根
型
風
向
セ

ン
サ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
強
固
に
改
良
し
た
タ
イ
プ

（牧
野
応
用
測
器
製
。
記
録
イ
ン
タ
ー
バ
ル
一
五
分
、
記
録
時
間
四
四
〇
日
、
風
向

・
風

速
の
瞬
時
デ
ー
タ
お
よ
び
最
大
瞬
間
風
速
を
記
録
）
と
、
全
く
別
に
新
し
い
コ
ー
ナ
シ
ス
テ
ム
社
の
プ
ロ
ペ
ラ
型
風
向
風
速

一
体
型
セ
ン

サ
ー

（Ｋ
Ｄ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
４
ヤ
ン
グ
社
製
）
を
新
設
し
た
。
風
速
は
測
定
範
囲
が
○
～
六
〇
陣川
／
秒
で
、
瞬
間
最
大
耐
風
速

一
〇
〇
陣川
／
秒
。

風
向
は
○
～
三
六
〇
度

（不
感
帯

¨
五
度
）
と
い
う
仕
様
だ
。
記
録
イ
ン
タ
ー
バ
ル
一
〇
分
、
記
録
時
間
は

一
四
ヵ
月
と
設
定
し
、
風
向

風
速
と
も
瞬
時
デ
ー
タ
を
記
録
す
る
。

こ
の
プ
ロ
ペ
ラ
型
風
向
風
速

一
体
型
セ
ン
サ
ー
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
樹
脂
製
で
耐
腐
食
性
に
す
ぐ
れ
、
寒
冷
に
強
く
、
氷
雪
が
付
着
し
に
く
い
柔

軟
で
丈
夫
な
素
材
で
あ
る
。
し
か
も
小
型
軽
量
な
の
で
長
期
フ
ィ
ー
ル
ド
使
用
向
き
。
従
来
の
プ
ロ
ペ
ラ
型
セ
ン
サ
ー
と
異
な
る
の
は
、

風
速
信
号
が
非
接
触
式
の
周
波
数
出
力
で
起
動
風
速
が
低
い
と
い
う
点
で
あ
る
。簡
単
に
い
う
と
負
荷
の
な
い
発
電
方
式
（プ
ロ
ペ
ラ
シ
ャ

フ
ト
に
付
い
た
永
久
磁
石
が
回
転
し
、
固
定
さ
れ
た
コ
イ
ル
に
周
波
数
信
号
が
発
生
す
る
方
式
）
で
無
理
の
な
い
動
き
が
特
長
と
い
え
る
。

さ
ら
に
温
度
湿
度
セ
ン
サ
ー

（ヴ
ァ
イ
サ
ラ
製
。
記
録
イ
ン
タ
ー
バ
ル
一
〇
分
、
記
録
時
間
は

一
四
ヵ
月
、
湿
度

・
気
温
の
瞬
時
デ
ー

タ
を
記
録
）
を
新
規
に
設
置
し
前
回
よ
り
多
く
の
デ
ー
タ
が
と
れ
る
よ
う
に
し
た
。
以
上
の
他
に
今
回
設
置
の
セ
ン
サ
ー
は
外
気
温
度
セ

ン
サ
ー

（Ｐ
Ｔ
ｌ
０
０
）

一
台
、
自
動
記
録
装
置
デ
ー
タ

・
ロ
ガ
の
内
温
度
セ
ン
サ
ー

（Ｐ
Ｔ
ｌ
０
０
）

一
台
、
気
圧
セ
ン
サ
ー

（ヴ
ァ
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イ
サ
ラ
製
。
高
所
仕
様
）
を
記
録
イ
ン
タ
ー
バ
ル

一
五
分
で
記
録
時
間
四
四
〇
日
、
外
気
温
、
内
気
温
、
気
圧
の
瞬
時
デ
ー
タ
を
記
録
す

る
。自

動
記
録
す
る
デ
ー
タ

・
ロ
ガ
は
プ
ロ
ペ
ラ
型
風
向
風
速

一
体
型
セ
ン
サ
ー
と
温
度
湿
度
セ
ン
サ
ー
は
コ
ー
ナ
シ
ス
テ
ム
社
製
の
も
の

を
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
用
い
、
残
り
の
セ
ン
サ
ー
は
す
べ
て
白
山
工
業
製
の
ロ
ガ
ニ
台
で
処
理
す
る
三
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
組
ん
だ
。
ロ
ガ
は
静

電
気
な
ど
の
外
部
ノ
イ
ズ
か
ら
守
る
た
め
に
金
属
ケ
ー
ス
か
ア
ル
ミ
箔
に
て
シ
ー
ル
ド
を
施
し
た
。
す
べ
て
の
セ
ン
サ
ー
は
記
録
が
重
複

し
な
い
よ
う
時
間
を
ず
ら
し
風
速
、
風
向
、
最
大
瞬
時
風
速
、
湿
度
、
外
気
温
、
内
気
温
、
気
圧
の
デ
ー
タ
が
測
定
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

前
回
と
比
較
し
て
よ
り
多
く
の
要
素
が
観
測
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
た
。
こ
の
装
置
が
は
た
し
て

一
年
間
無
事
稼
働
し
て
く
れ
て
い
る

か
は
、
来
期
登
っ
て
み
な
い
こ
と
に
は
な
ん
と
も
い
え
な
い
が
、
大
き
な
期
待
感
は
持
っ
て
い
る
。
前
回
の
器
機
と
デ
ー
タ
は
す
べ
て
回

収
し
た
。

九
三
年
六
月
中
旬
か
ら
九
四
年
ま
で
の
一
年
間
継
続
し
て
計
測
で
き
た
の
は
、
外
気
温
と
デ
ー
タ

。
ロ
ガ
内
気
温
、
そ
し
て
風
向
の
三

要
素
の
み
。
外
気
温
の
最
低
は
三
月
四
日
の
十
時
十
五
分
に
マ
イ
ナ
ス
五
二

・
七
度
Ｃ
を
記
録

（補
正
す
る
と
四
度
ほ
ど
低
く
な
リ
マ
イ

ナ
ス
五
六
度
Ｃ
ほ
ど
）
、
マ
イ
ナ
ス
五
〇
度
Ｃ
以
下
に
な
っ
た
日
が
十

一
月
と
三
月
の
数
日
の
み
、昨
年
度
と
時
期
は
ず
れ
て
い
る
も
の
の
、

ま
っ
た
く
同
様
に
暖
か
い
冬
だ
っ
た
と
い
え
そ
う
だ

（グ
ラ
フ
④
）
。
デ
ー
タ

。
ロ
ガ
内
気
温
は
最
低
が
マ
イ
ナ
ス
四
三
度
Ｃ
前
後
、
外

気
と
の
差
は
前
回
、
前
々
回
と
同
じ

一
〇
度
Ｃ
で
あ
る
。
風
向
は
夏
は
全
方
位
的
に
風
が
回
り
、
冬
は
南
西
と
南
風
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ

た

（グ
ラ
フ
⑤
）
。
推
定
だ
が
風
向
が
止
ま
っ
て
い
る
八
月
上
旬
と
下
旬
、
九
月
下
旬
、　
一
月
下
旬
は
大
量
の
雪
が
降
っ
た
と
思
わ
れ
、

風
速
セ
ン
サ
ー
の
記
録
か
ら
も
同
様
に
出
力
が
な
い
。
風
速
セ
ン
サ
ー
の
風
杯
の
破
損
に
関
し
て
も
、
こ
こ
ら
あ
た
り
に
原
因
が
あ
り
そ

う
だ
。
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
で
は
気
圧
か
ら
推
定
す
る
と
夏
の
終
わ
り
は
八
月
で
、
七
月
下
旬
か
ら
強
風
が
段
々
と
吹
き
荒
れ
、
ベ
ー
リ
ン
グ

海
か
ら
の
低
気
圧
が
西
か
ら
の
風
に
の
っ
て
大
量
の
湿
っ
た
降
雪
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
ま
で
の
風
速
の
記
録

で
も
、
八
月
の
下
旬
と
九
月
の
中
旬
に
強
風
が
来
て
、
そ
の
後
風
杯
が
破
損
し
て
い
る
こ
と
は
不
思
議
に

一
致
す
る
。

今
回
の
風
速
セ
ン
サ
ー
は
三
月
近
く
ま
で
動
い
て
は
い
る
が
、
二
個
と
も
出
力
の
な
い
日
が
相
当
多
く
十

一
月
中
旬
ま
で

一
応
は
正
の

データからみたマッキンリーの気象
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電
圧
が
出
て
動
い
て
は
い
る
が
、
そ
の
後
、
負
の
電
圧
が
出
力
さ
れ
る
と
い
う
風
杯
の
逆
転
現
象
？
が
起
き
、
セ
ン
サ
ー
に
異
常
が
起
き

た
日
が
特
定
で
き
ず
、
記
録
の
信
頼
性
は
薄
い
。
ち
な
み
に
記
録
さ
れ
た
瞬
間
最
大
風
速
は
上
部
セ
ン
サ
ー
で
七
月
二
十
二
日
七
時
十
分

に
四
〇

・
八
日川
／
秒
、
十

一
月
十
八
日
二
時
四
十
五
分
に
四

一
・
四
七
屑
／
秒
、
下
部
セ
ン
サ
ー
で
七
月
二
十
二
日
七
時
四
十
分
に
三
六

・

七

一
屑
／
秒
だ
っ
た
。
気
圧
は
設
置
し
て
二
〇
日
ほ
ど
で
な
ん
ら
か
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
あ
り
出
力
が
ゼ
ロ
に
な
る
。
原
因
は
不
明
だ
が

電
源
関
係
の
故
障
が
考
え
ら
れ
る
。

な
お
第
五
次
隊
の
行
動
記
録
は
紙
面
の
都
合
上
省
略
す
る
。
い
ま
ま
で
四
回
の
登
山
隊
を
指
揮
し
て
き
た
大
蔵
喜
福

（４３
）
は
今
回
は

事
情
が
あ
り
現
地
に
行
け
ず
、
国
内
で
の
渉
外

・
資
金
の
心
配
を
す
る
。
登
山
隊
メ
ン
バ
ー
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。
隊
長
＝
中
村
真

（２５
）
、

登
攀
＝
柳
沢
義
光

（２４
）
、
会
計
＝
宮
城
龍

一
郎

（２３
）
、
食
料
＝
高
橋
繁
樹

（２３
）
・
互
井
健
悟

（２０
）
、
装
備
＝
玉
崎
聡

（２１
）
・
新
井

慎
二

（２２
）
、
医
療
＝
加
賀
谷
忠
史

（２２
）
。
全
員
登
頂
し
無
事
帰
国
し
た
。

前
述
し
た
が
、
無
人
で
年
間
の
デ
ー
タ
を
捕
ら
え
て
く
れ
る
自
動
気
象
観
測
装
置
の
な
か
で
も
、
風
速
セ
ン
サ
ー
が

一
番
問
題
が
多
い
。

材
質
や
構
造
が
、
苛
酷
な
風
に
耐
え
ら
れ
ず
に
破
損
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
今
の
と
こ
ろ
既
製
品
で
は
対
応
で
き，
て
い
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。
開
発
と
改
良
に
非
常
に
頭
を
悩
ま
す
。
高
所
厳
冬
期
で
の
観
測
に
つ
い
て
は
、
前
人
未
踏
の
登
山
と
同
じ
で
誰
も
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
た
こ
と
が
な
い
の
だ
と
戒
め
て
い
る
。
だ
か
ら
失
敗
は
当
た
り
前
と
考
え
る
。
使
う
器
機
す
べ
て
成
功
が
確
認
で
き
る
ま
で
は
最
低

二
年
の
ス
パ
ン
が
必
要
で
、
早
急
な
結
果
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
長
い
日
で
の
地
道
な
努
力
が
必
要
と
思
う
。
費
や
し
た
多
く
が
開
発
費

と
思
え
ば
、
費
用
が
無
駄
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
糧
に
な
っ
て
い
く
は
ず
と
確
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

今
年
、
は
た
し
て
念
願
の
冬
の
風
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
大
変
楽
し
み
で
あ
る
。
結
果
は
来
年
の
夏
に
で
る
。

気
象
観
測
の
最
終
目
的
と
し
て
は
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
デ
ー
タ
が
す
べ
て
の
山
岳
に
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
実
測
デ
ー

タ
を
で
き
る
だ
け
蓄
積
し
、
高
所
厳
冬
期
山
岳
気
象
の
幅
広
い
研
究
に
役
立
て
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ひ
い
て
は
広
範
囲
な
規
模
の
気
象

問
題
に
応
用
で
き
る
も
の
と
思
う
。
ま
た
身
近
な
問
題
と
し
て
当
初
の
発
想
、
登
る
た
め
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
と
遭
難
回
避
の
た
め
の
気
象

予
測
が
簡
易
に
で
き
る
よ
う
な
方
法
を
導
き
た
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
現
場
の
デ
ー
タ
が
年
間
を
通
し
て
観
測
で
き
れ
ば
、
高
層
気
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象
デ
ー
タ
と
の
相
関
関
係
な
ど
か
ら
局
地
的
な
予
測
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

「風
」
と
い
う
見
え
な
い
フ
ァ
ク
タ
ー
を
、
普
段
使
う
高
度
計
や
温
度
計
な
ど
の
簡
易
な
計
器
で
調
べ
る
こ
と
が
可
能
に
な
れ
ば
、　
一

登
山
者
と
し
て
も
嬉
し
い
こ
と
だ
。
高
所
登
山
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
や
、
気
象
遭
難
を
回
避
す
る
た
め
役
立
つ
の
は
、
よ
り
正
確
な
気
象
情

報
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
可
能
な
ら
ば
気
象
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
得
ら
れ
る
高
層
気
象
の
デ
ー
タ
や
衛
星
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
雲

の
映
像
な
ど
、
ハ
イ
テ
ク
を
駆
使
し
て
現
地
で
予
測
で
き
れ
ば

一
番
よ
い
こ
と
だ
。
し
か
し
、
現
実
は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
。
機
器

の
使
用
が
制
限
さ
れ
る
自
然
条
件
下
で
あ
っ
た
り
、
多
く
の
人
材
、
機
材
、
資
金
が
必
要
な
大
仰
な
シ
ス
テ
ム
は
組
み
に
く
い
難
し
さ
が

あ
る
。
そ
の
情
報
が
本
当
に
必
要
な
の
は
、
冒
険
的
な
厳
冬
期
の
登
山
隊
、
あ
る
い
は
個
人
レ
ベ
ル
の
登
山
隊
で
あ
る
か
ら
だ
。

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
に
限
っ
て
い
え
ば
、
実
測
デ
ー
タ
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
麓
の
レ
ン
ジ
ャ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
で
き
る
器

機
の
開
発
と
設
置
を
し
た
い
希
望
も
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
高
所
山
岳
定
点
観
測
が
広
が
っ
て
い
け
ば
、
地
球
規
模
で
の
価
値
の
高

い
デ
ー
タ
に
な
る
は
ず
と
夢
見
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
継
続
さ
れ
た
年
間
計
測
は
、
登
山
者
の
み
な
ら
ず
専
門
家
に
は
願
っ
て
も
な

い
研
究
素
材
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
調
べ
あ
げ
た
デ
ー
タ
を
ど
う
料
理
す
る
か
は
登
山
家
と
気
象
学
者
は
異
な
る
だ
ろ
う
が
、
な
に
か
し

ら
の
結
論
に
結
び
つ
け
た
い
。

現
在
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
科
学
研
究
委
員
の
大
蔵
、
ハ
ロ
ル
ド

・
ソ
ロ
モ
ン
、
長
谷
川

（第
四
次
隊
員
）
、
千
葉

（第
三
次
隊
員
）
、

中
村

（第
三
次
、
五
次
隊
員
）
、
小
林

（開
白
山
工
業
）
、
大
森
弘

一
郎
を
中
心
に
来
年
度
に
向
け
鋭
意
進
行
中
で
あ
る
。

最
後
に
、
器
機
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
帥
吉
田
稔
氏
、
小
林
正
幸
氏
、
側
牧
野
応
用
測
器

研
究
所
牧
野
章
汎
氏
、
牧
野
良
誓
氏
、
器
機
の
貸
与
を
快
く
お
引
受
け
い
た
だ
い
た
コ
ー
ナ
シ
ス
テ
ム
帥
寄
崎
氏
に
本
誌
上
を
か
り
て
お

礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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サ
ガ
ル
マ
ー
タ
南
西
壁
冬
期
初
登
攀

群
馬
岳
連
三
つ
目
の
世
界
初
成
功

一
九
九
三
年
十
二
月
十
八
日
、
午
後
三
時
二
十
分
、
世
界
最
高
峰

・
サ
ガ
ル

マ
ー
タ
南
西
壁
の
冬
期
初
登
攀
に
成
功
し
た
。
さ
ら
に
第
二
次
、
第
三
次
と
実

質
登
攀
隊
員
七
名
中
六
名
が
登
頂
に
成
功
し
た
。

群
馬
県
山
岳
連
盟
に
と
っ
て
は

一
九
七
八
年
秋
の
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
ー
峰

（八

一

六
七
屑
）
南
東
稜
初
登
攀

（「山
岳
』
第
七
十
四
年
参
照
）
、　
一
九
八
七
年
～
八

年
冬
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
ー
峰

（八
〇
九

一
屑
）
南
壁
の
冬
期
初
登
攀
に
次
い
で
、

八
〇
〇
〇
厨
峰
で
の

「
三
つ
目
」
の

「世
界
初
」
の
記
録
で
あ
っ
た
。　
一
九
七

一
年
春
以
来
二
十
三
年
間
で
岳
連
が
独
自
に
実
行
し
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
は
三
度

の
偵
察
と
七
度
の
登
山
で
あ
る
。

サ
ガ
ル
マ
ー
タ
南
西
壁
登
山
は
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
壁
冬
期
登
山
を
推
進
中
の

一
九
八
四
年
三
月
の
岳
連
理
事
会
で

「決
ま
っ
た
事
業
や
予
定
を
消
化
す
る
の

は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
目
先
の
こ
と
ば
か
り
を
考
え
る
こ
と
な
く
、

十
年
先
を
見
越
し
て
、
今
の
中
学
生
や
高
校
生
達
が
山
登
り
を
好
き
に
な
り
、

八

木

原

囲

明

ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
志
す
よ
う
に
な
る
、
そ
う
い
っ
た
人
達
が
気
持
さ
え
あ
れ
ば

エ
ベ
レ
ス
ト
を
登
れ
る
よ
う
に
、
今
か
ら
ネ
パ
ー
ル
政
府
か
ら
の
許
可
を
得
て

お
き
た
い
」
と
提
案
し
た
の
が
発
端
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
冬
期
の
南
西
壁
登
山

を
目
標
と
し
た
。

当
時
の
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
に
は
、
冬
は
そ
れ
程
で
は
な
か
っ
た
が
各
国
か
ら
の

登
山
申
請
が
殺
到
し
、　
一
山
、　
一
シ
ー
ズ
ン
、　
一
ル
ー
ト
に

一
隊
の
許
可
発
行

を
前
提
と
す
る
と
、
十
年
か
ら
十
五
年
位
先
ま
で
す
で
に
す
ご
い
順
番
待
ち
の

状
態
で
あ
り
、
そ
れ
位
先
で
な
け
れ
ば
普
通
で
は
許
可
取
得
も
ま
ま
な
ら
な
い

状
況
で
あ
っ
た
。

ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
壁
冬
期
登
攀
計
画
は
、
世
界
の
登
山
界
の
最
先
端
は
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
高
峰
に
お
い
て
、
少
人
数
、
無
酸
素
、
ア
ル
バ
イ
ン
ｏ
ス
タ
イ
ル
、
冬

期
登
山
な
ど
が
流
れ
で
あ
る
。
そ
の
世
界
の
ト
ッ
プ
達
の
潮
流
に
群
馬
も
遅
れ

ま
い
ぞ
、
と
単
な
る
冬
期
の
八
〇
〇
〇
腐
峰
登
山
で
は
な
く
、
上
記
二
条
件
に

「
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
か
ら
の
登
頂
」
と
い
う
、
さ
ら
に
困
難
な
課
題
を

68



サガルマータ南西壁冬期初登攀

加
え
て
の
計
画
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
に

一
九
八
二
年
秋
の
カ
モ
シ
カ
同
人
に
よ
る
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
ー
峰
北

壁
ペ
ア
ｌ

ｏ
ル
ー
ト
隊
に
十
八
名
中
十
名
の
群
馬
岳
連
会
員
が
参
加
し
、
大
量

の
ヒ
マ
ラ
ヤ
八
〇
〇
〇
屑
峰
経
験
者
を
作
っ
て
の
実
行
で
あ
っ
た

（ダ
ウ
ラ
ギ

リ

ｏ
ペ
ア
ー
ル
ー
ト
登
山
に
つ
い
て
は

『山
岳
』
第
七
十
八
年
参
照
）
。

帰
り
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
初
日
、
ミ
ャ
グ
デ
ィ
・
コ
ー
ラ
を
下
り
な
が
ら
早
速

「次
の
群
馬
の
冬
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
計
画
の
目
標
の
山
選
び
に
入
る
。
候
補
は
エ

ベ
レ
ス
ト
南
西
壁
、
ロ
ー
ツ
ェ
南
壁
、
マ
カ
ル
ー
北
西
壁
、
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
南
壁

と
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
壁
と
超
大
物
ぞ
ろ
い
で
あ
る
。
鼻
息
は
荒
い
。
何
し
ろ
ダ

ウ
ラ
ギ
リ
の
ペ
ア
ー
・
ル
ー
ト
と
い
う
過
去
九
隊
も
が
失
敗
し
て
き
た
ル
ー
ト

を
初
登
攀
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
自
身
が
隊
長
で
や
る
の
で
あ
れ

ば
、
よ
り
確
実
な
山
と
ル
ー
ト
を
選
び
た
か
っ
た
。
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
壁
を
次

の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
。

一
九
八
四
～
五
年
の
冬
期
は
自
信
を
持
っ
て
の
登
山
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

隊
員
の
七
〇
〇
〇
房
以
上
の
高
峰
登
頂
は
延
べ
十
五
座
、
う
ち
八
〇
〇
〇
厨
峰

の
登
頂
は
冬
期
の
エ
ベ
レ
ス
ト
を
含
む
八
座
で
あ
る
。
し
か
し
あ
ま
り
降
ら
な

い
の
で
は
？
と
考
え
て
い
た
雪
が
、
大
雪
と
な
っ
て
何
度
も
我
々
に
襲
い
か
か

り
、
冬
期
登
山
の
経
験
不
足

（
エ
ベ
レ
ス
ト
の
三
度
と
マ
ナ
ス
ル
の
み
）
と
力

不
足
で
五
十
日
間
の
登
山
は
失
敗
に
終
わ
っ
た

（『山
岳
』
第
八
十
年
参
照
）
。

栄
光
と
悲
劇

一
九
八
五
年
秋
の
映
画

『植
村
直
巳
物
語
』
の
エ
ベ
レ
ス
ト
撮
影
隊
長
を
引

き
受
け
た
私
は
プ
ロ
の
ヵ
メ
ラ
マ
ン
を
含
む
十

一
名
の
隊
員
中
八
名
を
群
馬
岳

連
の
海
外
登
山
研
究
会
員
と
し
た
撮
影
隊
を
組
織
し
た
。
あ
く
ま
で
も
ア
ン
ナ

プ
ル
ナ
南
壁
の
冬
期
登
攀
の
雪
辱
を
果
た
そ
う
、
と
い
う
編
成
で
あ
っ
た
。

撮
影
隊
は
七
名
が
エ
ベ
レ
ス
ト
に
登
頂
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
五
名
が
私
自

身
を
含
む
群
馬
岳
連
会
員
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
功
で
自
信
を
取
り
戻
し
た
我
々

は
、　
一
九
八
七
～
八
年
の
冬
期
に
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
壁
へ
の
再
挑
戦
を
し
、
前

回
同
様
テ
ン
ト

・
ピ
ー
ク
な
ど
で
念
入
り
な
高
所
順
応
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
後

に
、
「十
五
日
間
登
頂
」
を
目
指
し
、
登
山
を
開
始
し
た
。

十
二
月
二
十
日
に
山
田
昇
、
三
枝
照
雄
ら
四
名
が
冬
期
初
登
攀
に
成
功
し
た

が
、
下
山
中
に
小
林
俊
之
、
斉
藤
安
平
の
二
隊
員
が
相
次
い
で
転
落
、
行
方
不

明
と
い
う
悲
劇
も
味
わ
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た

（『山
岳
』
第
八
十
三
年
参
照
）
。

生
き
残
っ
た
山
田
、
三
枝
は
ご
存
知
、
日
本
山
岳
会
の
日
本

ｏ
中
国

・
ネ
パ
ー

ル
三
国
合
同
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
・
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
縦
走
隊
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
、

山
田
は
日
本
人
隊
員
の
中
で
唯

一
人
の
縦
走
者
と
な
り
、
三
枝
は
Ｔ
Ｖ
隊
員
と

し
て
北
側
か
ら
登
頂
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
山
田
の
八
〇
〇
〇
腐
峰
十
四

座
全
山
登
頂
計
画
実
行
中
の
合
い
間
の
冬
期
五
大
陸
登
頂
ツ
ア
ー
の
仕
上
げ
中

の
、
翌
八
九
年
二
月
に
厳
寒

・
烈
風
の
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
で

「風
」
が
原
因
と
思

わ
れ
る
事
故
に
よ
り
二
人
共
逝
っ
て
し
ま
っ
た
。

山
田
の
登
っ
た
八
〇
〇
〇
済
峰
は
九
座
十
二
回
、
七
〇
〇
〇
厨
峰
の
初
登
頂

は
二
座
で
あ
っ
た
。

中
核
隊
員
の
相
次
ぐ
遭
難
死
で
、　
一
時
は
私
自
身
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
か
ら
身

を
引
く
こ
と
ま
で
考
え
た
が
思
い
直
し
、
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
計
画
を
実
施
す
る
こ

と
に
し
た
。
し
か
し
登
攀
要
員
が
半
減
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
私
は
日
本
ヒ
マ

ラ
ヤ
協
会
の
尾
形
好
雄
ら
を
補
強
隊
員
と
し
て
迎
え
る
こ
と
に
し
た
。
私
自
身

の
唱
え
て
き
た

「群
馬
モ
ン
ロ
ー
主
義
」
の
転
換
で
あ
る
。

南
西
壁
冬
期
登
撃
成
ら
ず

そ
こ
ヘ
イ
ン
ド
の
「イ
ン
ド

・
チ
ベ
ッ
ト
国
境
警
察
（Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
）
」
か
ら
シ
ッ
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キ
ム
側
か
ら
の
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ェ
ン
ガ
合
同
登
山
の

申
し
入
れ
が
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
に
対
し
て
入
る
。

ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
登
攀
な
く
し
て
、
冬
期
南
西
壁

登
攀
の
成
功
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い

る
。技
術
的
な
面
で
は
全
く
心
配
し
て
い
な
か
っ
た
。

今
ま
で
の
経
験
で
十
分
に
通
用
す
る
と
考
え
て
い

た
。カ

ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
登
山
は
高
所
順
応
と
若
い

隊
員
に

一
度
で
も
多
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
経
験
さ
せ

る
た
め
に
は
千
載

一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
の

登
山
を

「プ
レ
ｏ
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
登
山
」
と
し
て
位

置
づ
け
て

一
九
九

一
年
春
に
実
行
し
た
。

日
本

ｏ
イ
ン
ド
各
三
名
の
合
計
六
名
が
登
頂
し
、

半
年
後
の
一
九
九

一
～
二
年
の
冬
に
、
冒
頭
に
書
い

た

「八
四
年
当
時
の
中
学
生
、
高
校
生
」
が
四
名
参

加
し
、
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
南
西
壁
冬
期
登
攀
を
実
行
し

た

（カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
登
山
に
つ
い
て
は

『山

岳
』
第
八
十
六
年
参
照
）
。

十
二
月

一
日
に
登
山
を
開
始
し
、
わ
ず
か
十
六
日

間
と
い
う
短
期
間
で
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
核
心
部
を
突

破
し
、
八
三
〇
〇
腐
ラ
イ
ン
に
到
達
す
る
。
そ
の
後

三
度
、
四
度
と
八
三
五
〇
済
の
Ｃ
５

（
一
九
九
三
～

四
年
の
成
功
時
の
Ｃ
４
）
に
到
達
す
る
が
、
肝
心
な

そ
こ
か
ら
の
あ
と

一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
ず
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サガルマータ南西壁の登攀

に
烈
風
に
追
い
返
さ
れ
て
し
ま
う
。
七
十

一
日
間
に
及
ぶ
登
山
も
失
敗
に
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

烈
風
、
極
寒
の
条
件
下
で
の
登
山
の
長
期
化
は
高
所
衰
退
に
よ
る
体
力
低
下

は
も
ち
ろ
ん
、
闘
志
は
萎
え
、
頂
上
へ
の
意
欲
は
見
る
か
げ
が
な
い
程
に
減
退

し
た
。
隊
員
達
は

「あ
そ
こ
ま
で
登
っ
て
い
る
。
も
う
少
し
だ
、
必
ず
登
れ
る
」

と
言
い
張
る
私
へ
の
手
前
、
口
に
は
出
せ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が

「も
う
ダ
メ

で
は
？
」
と
い
う
気
持
に
さ
せ
ら
れ
て
い
た

（『山
岳
』
第
八
十
七
年
参
照
）
。

言
う
ま
で
も
な
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
は
高
度
と
い
う
絶
対
的
な
も
の
を
有
し
、

山
登
り
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
お
も
し
ろ
さ
と
困
難
さ
を
合
わ
せ
も
つ
。

そ
し
て
超
高
々
度
の
世
界
最
高
峰
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
の
南
西
壁
を
自
然
条
件
が
最

も
厳
し
い
冬
期
に
あ
え
て
登
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
困
難

さ
の
全
て
を
有
す
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
れ
を
群
馬
県
山
岳
連
盟
と
い
う

一
地
方
組
織
で
登
ろ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。
し
か
も
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ノ
ー
マ
ル
ル
ー
ト
で
あ
る
南
東
稜
な

ど
へ
の

「逃
げ
」
は
塁
も
考
え
ず
、
南
西
壁

一
本
に
絞
る
。
よ
し
ん
ば
力
負
け

す
る
な
ら
ば
、
敢
え
て
玉
砕
も
辞
さ
ず
、
の
覚
悟
で
臨
み
、
目
的
意
識
を
徹
底

さ
せ
、
意
思
統

一
し
て
の
登
山
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
粘
り
に
粘
っ
た
後
に
と

う
と
う
断
念
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

思
い
が
強
け
れ
ば
強
い
程
、
意
識
が
高
け
れ
ば
高
い
程
そ
れ
に
敗
れ
た
時
の

落
胆
は
大
き
い
。
自
ら
の
力
の
無
さ
、
腑
甲
斐
な
さ
に
、
な
ん
と
も
情
な
い
気

持
に
ま
た
も
や
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し

一
度
の
失
敗
で
や
め
る
つ
も
り
は
全
く
無
か
っ
た
。
我
々
が
こ
れ
ま

で
実
行
し
て
来
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
も
か
な
ら
ず
し
も
順
風
満
帆
と
い
う
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
何
度
と
な
く
事
故
も
起
こ
し
、
仲
間
も
失
っ
た
。
そ
の
た
び
に
　
７



「な
に
く
そ
、
こ
れ
で
終
り
に
し
て
ど
う
す
る
」
と
思
っ
て
続
け
て
き
た
。
し

か
し
資
金
の
こ
と
を
考
え
る
と
気
は
重
く
、
頭
は
痛
い
。

サ
ガ
ル
マ
ー
タ
の
冬
期
南
西
壁
登
山
は

一
九
七

一
年
春
の
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
Ⅳ
峰

偵
察
に
始
ま
っ
た
群
馬
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
二
十
二
年
の
殆
ん
ど
に
関
わ
っ
て
来

た
私
自
身
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
総
決
算
、
集
大
成
と
言
え
る
よ
う
な
大
計
画
で

あ
っ
た
。
毎
度
毎
度
の
一
世

一
代
の
登
山
で
あ
る
が
、
や
め
る
わ
け
に
は
い
か

な
か
っ
た
。
群
馬
岳
連
創
立
五
十
周
年
を
記
念
し
て
の
登
山
で
も
あ
っ
た
。

失
敗
は
色
々
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
反
省
す
べ
き
点
、
改
良
す
べ
き
点

は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
解
決
す
れ
ば
必
ず
登
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

冬
の
南
西
壁
を
登
る
に
当
た
り

「強
風
、
寒
気
、
落
石
」
を
想
定
し
覚
悟
し
た

が
、
落
石
は
思
っ
た
よ
り
は
ひ
ど
く
な
か
っ
た
。
寒
気
は
現
代
の
進
ん
だ
衣
類

や
用
具
で
な
ん
と
か
な
る
が
、
強
風
だ
け
は
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。

装
備
で
は
テ
ン
ト
台
が
重
す
ぎ
た
り
し
て
失
敗
し
た
。
軽
い
酸
素
ボ
ン
ベ
の

使
用
等
で
フ
ァ
イ
ナ
ル
キ
ャ
ン
プ
を
早
期
に
確
立
し
、
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
烈

風
の
吹
き
出
す
前
に
登
る
こ
と
が
全
て
で
あ
っ
た
。
資
金
と
軽
量
化
と
強
い
意

志
と
力
の
あ
る
人
間
、
こ
の
三
つ
を
解
決
さ
え
す
れ
ば
登
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

再
起
へ
の
戦
略

・
チ
ョ
ー

・
オ
ユ
ー
登
山

最
大
の
問
題
で
あ
る
資
金
に
つ
い
て
は
ス
ポ
ー
ツ
ニ
ッ
ポ
ン
新
聞
東
京
本
社

が
再
び
全
面
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
下
さ
る
こ
と
に
な
る

（前
回
も
今
回
も

予
算
の
約
半
分
）
。
酸
素
は
軽
い
旧
ソ
連
製
ボ
ン
ベ
の
全
面
使
用
と
テ
ン
ト
台

に
チ
タ
ン
パ
イ
プ
使
用
等
に
よ
る
軽
量
化
さ
え
す
れ
ば

「短
期
速
攻
」
に
よ
る

成
功
へ
の
道
は
開
か
れ
て
お
り
、
人
間
の
側
の
問
題
だ
け
と
な
る
。

と
に
か
く
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
登
攀
が
命
で
あ
る
。
前
回
は
春
に
カ
ン
チ
ェ
ン

ジ
ュ
ン
ガ

・
Ｂ
Ｃ
入
り
直
前
に
ポ
カ
ル
デ

・
ピ
ー
ク

（五
八
〇
六
厨
）
を
登
っ

て
高
所
順
応
を
し
て
の
登
山
で
あ
っ
た
が
、
事
前
高
所
順
応
を
完
全
に
は
生
か

せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
も

「春
」
で
は
な
く

「秋
の
八
〇
〇
〇
厨
峰

登
山
」
で
高
所
順
応
を
完
壁
に
済
ま
せ
て
、
本
番
で
あ
る
冬
の
サ
ガ
ル
マ
ー
タ

南
西
壁
登
山
の
実
行
の
方
が
よ
り
確
実
で
あ
ろ
う
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
。

だ
が
二
つ
の
八
〇
〇
〇
屑
峰
の
継
続
登
山
に
よ
る
資
金
や
計
画
の
巨
大
さ
、

複
雑
さ
、
隊
員
の
体
暇
等
々
を
考
え
る
と
ど
う
し
て
も
決
断
が
つ
か
ず
に
い
た

と
こ
ろ
へ
持
ち
込
ま
れ
た
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
登
山
を
、　
一
シ
ー
ズ
ン
空
い

て
し
ま
う
が
、
折
角
の
チ
ャ
ン
ス
だ
か
ら
、
と
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

今
度
は
秋
に
確
実
に
高
所
順
応
を
獲
得
し
、
冬
の
本
番
に
生
か
す
こ
と
を
考

え
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー

（八
二
〇

一
屑
）
の
ノ
ー
マ
ル
ル
ー

ト
を
登
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
登
山
で
力
を
出
し
き
り
、

疲
れ
を
残
し
て
し
ま
っ
て
は
何
に
も
な
ら
な
い
し
、プ
レ
登
山
の
意
味
が
な
い
。

チ
ョ
ｌ
ｏ
オ
ユ
ー
で
も
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
で
酸
素
を
使
い
始
め
る
七
六
〇
〇
屑
以

上
で
は
酸
素
を
使
っ
て
行
動
し
、
短
期
間
で
登
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し

チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー
の
頂
上
は
必
ず
し
も
唯

一
の
目
的
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
こ

れ
で

「冬
の
南
西
壁
初
登
攀
」
へ
の
問
題
は
全
て
解
決
が
つ
く
。

再
挑
戦
へ
の
準
備
に
入
っ
た

一
九
九
二
年
九
月
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
は
サ
ガ
ル

マ
ー
タ
の
登
山
料
を

一
隊
に
つ
き
五
万
ド
ル
、
隊
員
は
五
名
を
基
本
と
す
る
が

登
山
隊
か
ら
の
要
望
が
あ
れ
ば
二
名
ま
で
の
増
員
を
認
め
る
。
そ
の
場
合
に
は

一
名
に
つ
き

一
万
ド
ル
の
登
山
料
を
払
え
、
と
い
う
新
登
山
規
則
を
発
表
し
、

一
九
九
三
年
秋
か
ら
適
用
す
る
と
し
た
。

我
々
は
前
回
同
様
総
隊
長
以
下
十
五
～
六
名
で
登
る
計
画
を
た
て
て
い
た
。

そ
こ
ま
で
の
増
員
は
無
理
と
し
て
も
、
十
名
程
度
の
隊
員
は
認
め
て
欲
し
い
、

と
観
光
省
に
交
渉
を
重
ね
、　
一
時
は
日
本
大
使
館
を
通
し
て

「特
例
と
し
て
認
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め
る
」
と
い
う
回
答
を
得
た
が
、
最
終
的
に
は
ダ
メ
と
な
り
、
七
名
で
登
ら
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
隊
長
と
医
師
の
二
名
は
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
許

可
で
Ｂ
Ｃ
ま
で
入
る
、
と
い
う
手
段
に
出
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
計
画
も
根
本

か
ら
練
り
直
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

（九
四
年
春
に
規
則
は
崩
れ
た
）
。

一
九
九
二
年
秋
の
チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー
登
山
は
ほ
ぼ
モ
ン
ス
ー
ン
の
あ
け
き
る

九
月
末

（こ
れ
が
肝
心
）
か
ら
十
二
名
に
よ
り
実
行
す
る
。
十
二
名
全
員
が
登

頂
し
た

（シ
ェ
ル
パ
は
六
名
が
登
頂
）
が
、
夏
に
ブ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク
を
登
り
、

遅
く
Ｂ
Ｃ
入
り
し
た
田
辺
、
江
塚
は
Ｂ
Ｃ
入
り
後
十
日
間
で
登
頂
し
、
そ
の
日

の
う
ち
に
Ｂ
Ｃ
ま
で
下
り
、
冬
で
ハ
ッ
ト

・
ト
リ
ッ
ク
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に

な
る
が
、
他
の
十
名
も
十
五
日
か
ら
十
七
日
間
で
登
山
を
終
え
、
高
所
疲
労
は

全
く
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
感
じ
ず
、
こ
れ
ま
で
の
数
多
い
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
中

で
も
、
最
も
緊
張
感
の
無
い
八
〇
〇
〇
屑
峰
登
山
と
し
て
完
壁
に
所
期
の
目
的

を
達
成
し
た
。
若
い
隊
員
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
八
〇
〇
〇
屑
峰
登
頂
と
い
う

自
信
を
得
ら
れ
た
こ
と
も
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
。

完
全
体
養
を
経
て
冬
本
番
ヘ

カ
ト
マ
ン
ズ
帰
着
後
の
三
週
間
少
々
は
、
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
登
山
の
再
梱
包
と

標
高
二
～
三
〇
〇
層
の
タ
ラ
イ
平
原
を
経
て
の
西
ネ
パ
ー
ル
ヘ
の
バ
ス
の
旅
に

出
て
、
登
山
を
全
く
忘
れ
て
の
休
養
期
間
を
も
っ
た
。
い
く
日
間
位
の
体
養
が

順
応
だ
け
を
う
ま
く
残
し
て
、
疲
労
だ
け
を
と
れ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
と
に

か
く
高
所
登
山
後
に
で
き
る
だ
け
日
本
の
普
段
の
生
活
の
場
所
の
高
さ
に
近
い

と
こ
ろ
で
の
体
養
が
大
切
で
は
？
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
隊
長
の
私

が
旅
に
同
行
し
な
い
こ
と
で
、よ
リ
リ
ラ
ッ
ク
ス
を
さ
せ
た
つ
も
り
で
も
あ
る
。

チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー
の
み
で
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
に
参
加
で
き
な
い
三
隊
員
は
、
西

ネ
パ
ー
ル
の
旅
を
終
え
る
と
す
ぐ
に
隊
荷
輸
送
の
た
め
に
空
路
ル
ク
ラ
ヘ
飛

ぶ
。
こ
れ
も
隊
員
を
少
し
で
も
環
境
の
良
い
と
こ
ろ
で
ゆ
っ
く
り
さ
せ
る
た
め

で
あ
る
。
荷
物
約

一
二
ト

ンは
Ｌ
Ｐ
Ｇ
な
ど
の
危
険
物
を
除
き
、
カ
ト
マ
ン
ズ
か

ら
ル
ク
ラ
ヘ
空
輸
し
た
。
帰
路
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

ナ
ム
チ
ェ
ヘ
隊
荷
が
集
結
す
る
頃
に
隊
員
の
殆
ど
は
チ
ャ
ー
タ
ー
機
で
シ
ャ

ン
ボ
チ
エ
ヘ
飛
び
、
ナ
ム
チ
ェ
・
バ
ザ
ー
ル
か
ら
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
開
始
す
る
。

ロ
ブ
ジ
ェ
に
六
日
間
滞
在
し
、
そ
の
間
に
ポ
カ
ル
デ
・
ピ
ー
ク
の
頂
上
直
下
で

二
泊
す
る
順
応
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
順
次
Ｂ
Ｃ
へ
入
る
。

そ
の
間
に
隊
荷
は
Ｂ
Ｃ
へ
集
め
ら
れ
、
シ
ェ
ル
パ
だ
け
に
よ
る
Ｃ
ｌ

（六
〇

二
〇
腐
）
ま
で
の
ル
ー
ト
エ
作
が
行
わ
れ
る
が
、
七
名
の
実
登
攀
隊
員
は
そ
れ

ら
に
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ひ
た
す
ら
の
体
養
と
荷
上
げ
準
備
の
み
で
あ

る

。登
山
の
開
始
は
十
二
月

一
日

強
風
が
吹
き
出
す
前
の
十
五
日
間
で
の
登
頂
の
た
め
に
は
、　
一
日
で
も
短
縮

し
た
い
。
シ
ェ
ル
バ
に
よ
る
Ｃ
ｌ
ま
で
の
荷
上
げ
を
十

一
月
半
ば
に
開
始
し
、

十
二
月

一
日
に
な
る
と
隊
員
達
は
Ｃ
ｌ
を
飛
ば
し
て
六
五
〇
〇
屑
の
Ｃ
２
へ
一

気
に
入
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
秋
の
チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー
登
山
な
ど
の
順
応
が
あ

れ
ば
こ
そ
の
行
動
で
あ
る
。

翌
二
日
に
は
軍
艦
岩
下
の
仮
キ
ャ
ン
プ

（Ｔ
Ｃ
、
六
九
〇
〇
肝
。
前
回
は
Ｃ

３
と
し
た
）
に
到
達
し
、
三
日
に
Ｔ
Ｃ
建
設
組
と
ル
ー
ト
エ
作
組
に
分
か
れ
、

さ
ら
に
ル
ー
ト
を
伸
ば
す
。
七
六
〇
〇
肩
に
Ｃ
３
が
建
設
さ
れ
れ
ば
、
移
動
も

荷
上
げ
も
Ｔ
Ｃ
を
飛
ば
し
て
六
五
〇
〇
腐
か
ら
七
六
〇
〇
】
月
ま
で
行
う
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
で
さ
ら
に
ス
ピ
ー
ド

・
ア
ッ
プ
が
図
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

四
日
、
五
日
と
落
石
に
や
ら
れ
な
が
ら
も
南
西
壁
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
が
続
け

ら
れ
る
。
順
調
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
六
日
、
Ｃ
３
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
が
分
　
７



サガルマータ南西壁の登攀

け
て
お
い
た
荷
物
の
中
か
ら
シ
ェ
ル
パ
が
勝
手
に
肝
心
な
テ
ン
ト
を
抜
い
て
荷

上
げ
を
し
て
し
ま
い
、
キ
ャ
ン
プ
建
設
が
で
き
な
い
。
サ
ー
ダ
ー
に
き
つ
く
注

意
を
す
る
。

七
日
は
悪
天
で
停
滞
と
な
り
、
八
日
は
途
中
か
ら
強
風
の
た
め
に
追
い
返
さ

れ
て
し
ま
う
。
前
回
よ
り
大
分
早
い
降
雪
と
強
風
の
来
襲
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と

イ
ヤ
な
気
分
に
襲
わ
れ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
時
間
は
あ
る
。

九
日
、
Ｃ
３

（七
六
〇
〇
屑
）
が
九
三
年
春
の
韓
国
隊
の
ボ
ッ
ク
ス
テ
ン
ト

を
潰
し
て
そ
の
上
に
設
営
さ
れ
た
。
南
西
壁
上
部
に
立
ち
は
だ
か
る
大
ロ
ッ
ク

バ
ン
ド
の
左
端
に
食
い
込
む
ク
ー
ロ
ワ
ー
ル
ヘ
入
り
、
核
心
部
の
二
五
】
日
の
垂

壁
を
突
破
す
る
。
垂
壁
に
は
前
回
の
我
々
の
ロ
ー
プ
と
春
の
韓
国
隊
の
ロ
ー
プ

が
残
っ
て
い
た
。
ラ
ン
ペ
ヘ
登
り
、
十

一
日
の
十
六
時
二
十
分
に
Ｃ
４
予
定
地

（八
三
五
〇
厨
。
前
回
の
Ｃ
５
）

へ
到
達
す
る
。
二
日
間
の
悪
天
が
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
前
回
よ
り
五
日
早
い
ペ
ー
ス
で
あ
る
。

Ｃ
４
か
ら
先
の
南
峰
ル
ン
ゼ
ヘ
の
ス
ラ
ブ
帯
は
雪
が
付
い
て
お
り
、
楽
に
突

破
で
き
そ
う
だ
と
い
う
。
こ
の
夏
ネ
パ
ー
ル
に
大
洪
水
を
も
た
ら
し
た
悪
天
は

南
西
壁
に
雪
を
残
し
て
く
れ
て
い
る
。
ま
す
ま
す
初
登
攀
へ
の
自
信
が
深
ま
る

が
、
十
二
日
は
悪
天
候
で
先
端
が
あ
い
て
し
ま
う
。
十
三
日
、
待
望
の
最
終
キ
ャ

ン
プ
、
Ｃ
４
が
建
設
さ
れ
る
。

十
四
日
、
我
々
に
と
っ
て
の
未
知
の
ル
ー
ト
ヘ
の
ル
ー
ト
エ
作
が
尾
形
、
星

野
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
。
韓
国
隊
の
ロ
ー
プ
が
あ
る
が
支
点
は
全
て
新
た
に
打

ち
直
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
前
回
全
く
無
か
っ
た
雪
が
薄
い
が
ル
ー
ト
を
教

え
て
く
れ
る
。
リ
ス
捜
し
に
苦
労
す
る
が
、
支
点
は
全
て
岩
場
に
と
る
。
二
日

間
で
五
〇
屑
ロ
ー
プ
を
九
本
、
八
本
と
張
る
が
南
峰
ル
ン
ゼ
の
入
口
に
到
達
で

き
な
い
。
し
か
し
見
る
か
ぎ
り
南
峰
ル
ン
ゼ
は
絶
対
的
な
困
難
さ
は
な
い
。
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冬
期
南
西
壁
初
登
攀

十
六
日
、
名
塚
、
後
藤
は
Ｃ
４
へ
入
り
、
翌
十
七
日
南
峰
ル
ン
ゼ
に
向
か
う
。

雪
面
を
で
き
得
る
限
り
利
用
す
る
が
、
急
な
ロ
ッ
ク
ス
テ
ッ
プ
や
バ
ン
ド
、
逆

層
の
段
階
状
の
岩
な
ど
を
越
す
。
や
っ
と
傾
斜
も
落
ち
、
南
峰
コ
ル
ヘ
の
核
心

部
を
突
破
す
る
。
だ
が
コ
ル
ま
で
は
届
か
な
い
。
八
六
〇
〇
済
前
後
で
の
岩
登

り
は
体
力
の
消
耗
が
激
し
い
。
〓
丁

五
ピ

ッ
チ
で
Ｃ
４
へ
戻
る
。

十
二
月
十
八
日
、
ル
ー
ト
エ
作
を
し
、
届
け
ば
ア
タ
ッ
ク
と
す
る
。
六
時
四

十
五
分
出
発
。
五
〇
屑
登
る
と
岩
が
か
ぶ
さ
り
、
ザ
ッ
ク
が
当
る
。
名
塚
は
ザ
ッ

ク
を
先
に
放
り
投
げ
、
這
い
つ
く
ば
っ
て
抜
け
る
と
南
東
稜
ま
で
は
雪
面
。
ザ

イ
ル
無
し
で
登
る
。

稜
線
は
耐
え
が
た
い
程
の
風
が
北
面
か
ら
吹
く
。
ヒ
ラ
リ
ー
ス
テ
ッ
プ
用
の

ロ
ー
プ
、
ビ
ト
ン
、
ス
ノ
ー
バ
ー
を
持
ち
、
あ
と
は
全
て
デ
ポ
し
て
登
る
。
ヒ
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ラ
リ
ー
ス
テ
ッ
プ
は
五
本
程
の
ロ
ー
プ
が
あ
る
。
全
部
つ
か
ん
で
乗
越
す
。
凄

い
風
の
中
、
這
い
つ
く
ば
る
よ
う
に

一
歩

一
歩
頂
上
を
目
指
す
。
十
五
時
二
十

分
、
つ
い
に
頂
上
へ
着
い
た
。

あ
と
は
押
せ
押
せ
で
あ
っ
た
。
二
十
日
、
田
辺
、
江
塚
が
六
時
間
で
、
二
十

二
日
に
は
尾
形
、
星
野
が
四
時
間
半
で
登
頂
し
、
激
し
い
咳
で
肋
骨
を
折
っ
た

佐
藤
を
除
く
六
名
が
登
頂
し
、
十
年
か
か
っ
た
大
き
な
夢
を
果
た
し
た
。

∧
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
二
～
九
四

活
動
期
間
　
一
九
九
二
年
十

一
月
～
十
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

（６１
）
、
隊
長
＝
八
木
原
囲
明

（４７
）
、
副
隊
長

＝
尾
形
好
雄

（４５
）
、
登
攀
隊
長
＝
名
塚
秀
二

（３９
）
、
隊
員
＝
田

辺
治

（３２
）
、
江
塚
進
介

（３２
）
、
佐
藤
光
由

（３２
）
、
後
藤
文
明

（２８
）
、

星
野
龍
史

（２６
）
、
医
師
＝
住
吉
仙
也

（６７
）
、
報
道
＝
長
久
保
豊

（３１
）

行
動
概
要
　
十
月
八
日
大
名
が
チ
ョ
ー

・
オ
ュ
ー
に
登
頂
。
引
き
続
き
十

一
、

十
二
日
に
二
名
、
四
名
の
計
十
二
隊
員
と
シ
ェ
ル
パ
六
名
が
登
頂
。

十
月
十
七
日
未
明
に
カ
ト
マ
ン
ズ
帰
着
。
十

一
月
十
日
カ
ト
マ
ン

ズ
か
ら
シ
ャ
ン
ボ
チ
ェ
ヘ
飛
び
、
ナ
ム
チ
ェ
・
バ
ザ
ー
ル
。
十

一

月
十
三
日
Ｂ
Ｃ
建
設
。
十
二
月

一
日
登
山
開
始
と
同
時
に
Ｃ
ｌ
を

飛
ば
し
て
Ｃ
２

（六
五
〇
〇
腐
）
建
設
。
三
日
Ｔ
Ｃ

（六
九
〇
〇

厨
）
建
設
。
九
日
Ｃ
３

（七
六
〇
〇
済
）
建
設
。
十
三
日
Ｃ
４

（八

三
五
〇
屑
）
建
設
。
十
八
日
第

一
次
隊
の
名
塚
、
後
藤
が
登
頂
。

二
十
日
第
二
次
隊
の
田
辺
、
江
塚
が
登
頂
。
二
十
二
日
第
三
次
隊

の
尾
形
、
星
野
が
登
頂
。

報
　
　
生
口

『ア
メ
リ
カ
ン
・
ア
ル
パ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
９４
年
号
、
「山
と

漢
谷
』
（七
〇
四
号
）
、
「岳
人
』
（五
六

一
号
）
、
「岩
と
雪
』
（
一
六

五
号
）
、
写
真
集

『厳
冬
の
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
ー
究
極
の
挑
戦

・
南

西
壁
』
（毎
日
新
聞
社
）
、
ビ
デ
オ

『世
界
初

ｏ
雪
煙
に
舞
っ
た
男

た
ち
』
他
。
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皇帝の冠に立つ

皇
帝

の
冠
に
立

つ

ク
ラ
ウ
ン
峰
初
登
頂
の
記
録

―

プ

ロ

ロ

ー

グ

ー

ク
ラ
ウ
ン
峰
（中
国
名

ｏ
皇
冠
峰
七
二
九
五
厨
）
は
、
中
国
と
パ
キ
ス
タ
ン

と
の
国
境
近
く
の
中
国
カ
ラ
コ
ル
ム
に
位
置

（北
緯
三
六
度
六
分
、
東
経
七
六

度

一
一
分
）
す
る
。
カ
ラ
コ
ル
ム
山
脈
の
中
央
部
奥
深
く
に
鴛
え
る
世
界
第
二

位
の
高
峰
Ｋ
２

（中
国
名

ｏ
チ
ョ
ゴ
リ
）
の
ほ
ぼ
北
西
四
〇
キ
ロ層
の
と
こ
ろ
に

孤
高
と
し
て
鴛
え
立
つ
未
踏
峰
で
あ
っ
た
。

中
国
側
北
稜
ル
ー
ト
よ
リ
チ
ョ
ゴ
リ
峰
に
初
登
頂
し
た
我
国
を
代
表
す
る
登

山
家

・
高
見
和
成
は

「第
三
キ
ャ
ン
プ
ヘ
、
凍
る
烈
風
と
の
闘
い
」
の
中
で
ク

ラ
ウ
ン
峰
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「細
い
急
峻
な
岩
溝
を
や
っ
と
の
思

い
で
登
り
切
る
と
待
望
の
三
角
雪
田
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
…
い
つ
の
間

に
こ
ん
な
に
ま
で
登
っ
た
の
だ
ろ
う
。
振
り
返
る
と
、
は
る
か
西
方
に
世
界
の

岳
人
の
憧
れ
で
あ
る

『幻
の
山
』―
ク
ラ
ウ
ン
が
ひ
と
き
わ
美
し
い
」
（『喬
文
里

峯
登
頂
記
』
日
本
放
送
出
版
協
会
）
。

世
界
で
初
め
て
こ
の
山
を
間
近
に
訪
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
著
名
な
探

徳

島

和

男

検

・
登
山
家
の
エ
リ
ッ
ク
◆
シ
プ
ト
ン
で
あ
る
。
彼
は

一
九
三
七
年
五
月
に
イ

ン
ド
北
部
の
登
山
基
地
ス
リ
ナ
ガ
ー
ル
か
ら
パ
キ
ス
タ
ン
カ
ラ
コ
ル
ム
の
登
山

基
地
ス
カ
ル
ド
ウ
に
達
し
、
サ
ル
ポ

ニ
フ
ッ
ゴ
峠
を
越
え
て
サ
ル
ポ

ニ
フ
ッ
ゴ

氷
河
に
入
り
、
ク
レ
ヴ
ア
ス
氷
河
、
Ｋ
２
氷
河
、
ス
キ
ャ
ン
氷
河
を
踏
査
し
、

ア
ギ
ー
ル
山
脈
周
辺
を
探
検
し
て
、
こ
の
地
域
の
地
図
を
作
成
し
た
。
そ
の
時

の
探
検
紀
行
文
は

『地
図
の
空
白
部
　
”
】営
澪
８

，
の
〓
”ｕ
』
（あ
か
ね
書
房
）

と
し
て
有
名
で
あ
る
。

シ
ャ
ク
ス
ガ
ム
河
で
境
す
る
サ
ル
ポ

ニ
フ
ッ
ゴ
渓
谷
と
シ
ム
シ
ャ
ル
峠
の
間

の
地
図
の
空
白
部
を
踏
査
す
る
目
的
で
ク
レ
ヴ
ア
ス
氷
河
を
遡
行
し
た
時
、
外

国
人
と
し
て
初
め
て
ク
ラ
ウ
ン
峰
を
眺
め
た
。
そ
の
と
き
の
印
象
を
次
の
よ
う

に
の
べ
て
い
る
。
「再
び
ク
レ
ヴ
ア
ス
氷
河
を
上
が
っ
て
眺
め
た
。
ず
い
ぶ
ん

遠
く
に
、
日
没
の
空
を
突
き
刺
す
よ
う
に
、
三
又
戟

（み
つ
ま
た
ほ
こ
）
の
よ

う
な
鋭
い
壮
麗
な
峰
を
見
た
。
私
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
高
い
か
、
ま
た
ど
こ

に
あ
る
の
か
、
探
り
だ
す
の
に
強
く
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
　
７７



た
。
私
は
す
ぐ
に
も
こ
の
よ
う
な
魅
惑
的
な
土
地
に
出
発
し
た
か
っ
た
。
‥
」
。

彼
が
ク
ラ
ウ
ン
氷
河
と
呼
ん
だ
氷
河
に
入
リ
ク
ラ
ウ
ン
峰
を
西
面
か
ら
眺
め

た
時
の
印
象
を
、
「南
方
に
は
、
巨
大
な
氷
瀑
が
主
分
水
嶺
の
垂
直
の
絶
壁
か

ら
扇
状
に
お
ち
て

一
つ
の
氷
流
と
な
り
、
氷
塔
を
乱
立
し
て
本
流
に
合
し
て
い

た
。
も
し
わ
れ
わ
れ
の
ル
ー
ト
が
こ
の
方
面
に
あ
っ
た
と
し
て
も
実
際
問
題
と

し
て
、
こ
れ
ら
の
荒
々
し
い
氷
瀑
を
登
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。　
一
・
六

キ
ロ
ほ
ど
上
流
で
北
方
か
ら

一
つ
の
大
き
な
支
流
が
は
い
っ
て
い
た
。
見
た
と

こ
ろ
ク
ラ
ウ
ン
の
方
か
ら
流
下
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
こ
れ
を
ク
ラ
ウ
ン
氷

河
と
呼
ん
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
大
き
さ
に
び
っ
く
り
し
た
。
そ
れ
は
シ
ャ
ク

ス
ガ
ム
渓
谷
か
ら
ク
レ
ヴ
ァ
ス
氷
河
を
へ
だ
て
て
い
る
山
な
み
か
ら
発
し
て
い

た
が
、
こ
の
よ
う
な
広
大
な
氷
河
作
用
が
、
こ
の
方
面
に
あ
る
と
は
思
っ
て
も

い
な
か
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
後
、
登
山
家
は
も
と
よ
り
、
こ
の
地
域
を
訪
れ
る
人
は
い
な
か
っ
た
。

一
九
八
五
年
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
中
国
が
こ
の
地
域
を
開
放
し
、　
一
九
八
五

年
に
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
隊
、
一
九
八
七
年
夏
に
静
岡
大
学
西
域
学
術
登
山
隊
、

同
年
秋
に
英
国
登
山
隊
、　
一
九
九
〇
年
及
び
九
二
年
に
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
隊

が
二
次
、
三
次
と
相
次
い
で
ク
ラ
ウ
ン
峰
の
登
頂
を
試
み
た
が
五
度
の
挑
戦
を

退
け
、
そ
の
純
自
の
頂
に
立
つ
登
山
家
は
な
く
、
未
踏
を
誇
っ
て
い
た
。

―
行
　
　
動
―

五
月
十
七
日
に
日
本
を
出
発
し
た
先
発
隊
六
名
は
、
北
京
、
新
彊
ウ
イ
グ
ル

自
治
区
の
首
都
ウ
ル
ム
チ
を
経
て
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
十
字
路
カ
シ
ュ
ガ
ル
に

十
九
日
に
着
く
。
こ
こ
で
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
登
山
協
会
の
ス
タ
ッ
フ
と
今
後
の
登

山
活
動
の
打
ち
合
わ
せ
、
日
本
か
ら
の
隊
荷
の
受
け
取
り
、
ま
た
、
現
地
調
達

の
食
糧
等
を
購
入
。
こ
の
街
を
日
本
製
四
輪
駆
動
車
と
ト
ラ
ッ
ク
で
出
発
。
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
南
路
の
古
い
街
並
み
の
残
る
イ
エ
チ
ェ
ン
を
経
て
軍
用
道
路
を
南

下
し
、
ア
カ
ズ
峠

（三
三
〇
〇
屑
）
、
マ
ザ
ー
峠

（四
九
〇
〇
肩
）
を
越
え
、

ヤ
ル
カ
ン
ド
河
に
沿
う
解
放
軍
の
基
地
マ
ザ
ー
に
二
十
二
日
に
着
く
。
翌
日
、

更
に
車
で
キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始
の
マ
ザ
ダ
ー
ラ
ま
で
行
く
。
マ
ザ
ダ
ー
ラ
に
は
既

に
、
ラ
ク
ダ
五
十
七
頭
、
ラ
ク
ダ
エ
二
十
名
が
待
機
し
て
い
た
。

二
十
三
日
、
ラ
ク
ダ

一
頭
に

一
〇
〇
キ
ロ近
い
荷
物
を
乗
せ
て
キ
ャ
ラ
バ
ン
を

開
始
す
る
。
中
国
カ
ラ
コ
ル
ム
の
大
河
、
ヤ
ル
カ
ン
ド
河
、
ス
ル
ク
ワ
ッ
ト
河

に
沿
っ
て
ア
ギ
ー
ル
峠

（四
七
八
〇
肩
）

へ
。
峠
を
越
え

一
気
に
八
〇
〇
厨
下

る
と
シ
ャ
ク
ス
ガ
ム
河
に
着
く
。
河
原
を
西
へ
進
み
サ
ル
ポ
ラ
ッ
ゴ
河
と
の
合

流
点
を
南
に
折
れ
、
チ
ョ
ゴ
リ

（Ｋ
２
）
が
見
え
始
め
る
と
紅
柳
の
生
い
茂
る

イ
ン
ホ
ン
タ
ン
に
着
く
。
中
国
側
ス
タ
ッ
フ
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
あ
る
。
更

に

一
日
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
進
め
、
五
月
二
十
九
日
、
中
国
最
大
の
イ
ン
ス
ガ
イ
テ
ィ

氷
河
の
舌
端
四
〇
〇
〇
済
に
ク
ラ
ウ
ン
峰
登
山
隊
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
建
設

し
た
。

翌
日
か
ら
二
日
間
、
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
激
し
い
氷
河
上
を
偵
察
し
、
左
岸
の

サ
イ
ド
モ
レ
ー
ン
に
荷
揚
げ
ル
ー
ト
を
決
定
し
た
。
中
継
キ
ャ
ン
プ

（四
三
〇

〇
Ｈ
）
を
経
て
、
登
山
活
動
の
基
地
と
な
る
ア
ド
バ
ン
ス
・
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

（Ａ
Ｂ
Ｃ
ｏ
四
四
〇
〇
属
）
を
ク
ラ
ウ
ン
峰
が
眼
前
に
響
え
立
つ
、
第
四
ル
ン

ゼ
の
入
り
口
に
六
月

一
日
に
建
設
。
約
二

・
五
ト
ン
の
隊
荷
の
荷
揚
げ
は
、
十

九
名
の
低
所
協
力
員
の
支
援
で
、
六
月
九
日
異
例
の
早
さ
で
完
了
し
た
。
セ
ラ
ッ

ク

（氷
塔
）
帯
の
右
岩
壁
に

一
ビ

ッ
チ
五
〇
済
の
固
定
ロ
ー
プ
を
三
本
張
り
、

六
月
十

一
日
キ
ャ
ン
プ
ー

（Ｃ
ｌ

ｏ
五

一
〇
〇
済
）
を
東
南
稜
基
部
に
建
設
し

た
。五

月
二
十
七
日
、
日
本
を
出
発
し
た
七
名
の
本
隊
は
、
北
京
で
中
国
登
山
協
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▲チ ョモロンゾ主峰 (左 )と

Ⅱ峰 (右 )

Rttt。 (Chomo Lonzo,7815m。

(Left:Inainpeak)

(Right:2nd peak)
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ヤンバー氷河の源流から望むアク・タシ(7016m)

Mt.Aq・ Tash,70161n

。職1・4. 謂

アク・タシ項上岩壁の登攀 下方はヤンバー氷河

Clilnbing LIt.Aq・ Tash

憫 むょ、

=`  1 -、  ヽヽコ LI=
――:幣

~1轟
卜

「
T

ぽ
鐵 魏

，
電

、
Ｖ

」

:～鯛
一

―爾道麗詳:IT'

Iれ ‐
L鬱薗饉講露〒TI  ‐.:■ ,|

IT鸞:::111■ |||||||:||||::

」・」澤騨轟:4

■:,11:::111:



皇帝の冠に立つ

カザフスタン

パキスタソ

イン ド

ロシア

中

モンゴル

国

・
醸

ラサ
●

チョモランマ

カトマン
概念図 1

｀ヽ

Okm

ゝ― )

=A__ノ

タ
７

Ｊ
Ｌ
″

ン

クラウン峰 (7,295m)

新彊ウイグル自治区カシュガル
●

ウルムチ
●

K2(8,611)

ABC
CREVASSE GLACIER

79

概念図 2

ノ



会
の
方
々
と
細
部
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
、
ウ
ル
ム
チ
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
、
イ
エ

チ
ェ
ン
を
経
て
、
六
月

一
日
に
マ
ザ
ダ
ー
ラ
に
到
着
。
翌
日
か
ら
キ
ャ
ラ
バ
ン

を
進
め
、
予
定
よ
り

一
日
早
く
六
月
七
日
に
ク
ラ
ウ
ン
峰
Ｂ
Ｃ
に
到
着
し
、
先

発
隊
と
合
流
し
た
。

六
月
七
日
に
日
本
を
出
発
し
た
後
発
隊
の
酒
井
登
攀
隊
長
も
、
十
七
日
に
は

Ａ
Ｂ
Ｃ
に
到
着
し
、
全
隊
員
が
本
格
的
な
登
山
活
動
に
入
っ
た
。
東
壁
下
部
の

ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル

（氷
瀑
）
帯
は
プ
ロ
ッ
ク
雪
崩
の
危
険
を
避
け
、
東
南
稜
側

に
回
り
込
む
。
三
本
並
ん
だ
ル
ン
ゼ
の
中
央
に
ル
ー
ト
を
と
り
、凍
っ
た
ガ
リ
ー

（岩
溝
）
、
急
な
氷
雪
壁
に
固
定
ロ
ー
プ
二
十
三
本
を
張
り
、
六
月
二
十

一
日
、

キ
ャ
ン
プ
２

（Ｃ
２

・
五
八
〇
〇
屑
）
を
東
南
稜
末
端
の
コ
ル

（鞍
部
）
に
建

設
。
そ
こ
か
ら
、
雪
稜
を
三
〇
〇
厨
程
直
上
し
、
東
壁
側
に
ト
ラ
バ
ー
ス
を
開

始
し
た
。
東
壁
中
央
部
の
岩
稜
を
巻
き
な
が
ら
上
部
菱
形
氷
雪
壁

（ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
フ
ェ
ー
ス
）
の
真
下
ま
で
進
み
、
東
壁
の
直
上
ル
ー
ト
の
登
攀
に
移
っ
た
。

当
初
六
五
〇
〇
腐
付
近
の
氷
雪
壁
帯
に
キ
ャ
ン
プ
３
を
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

フ
ェ
ー
ス
の
七
〇
〇
〇
屑
付
近
に
フ
ァ
イ
ナ
ル
キ
ャ
ン
プ
を
作
る
予
定
で
あ
っ

た
。
が
、
急
傾
斜
の
堅
い
氷
の
下
は
直
ぐ
ス
ラ
ブ
と
な
り
適
地
が
み
つ
か
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
東
壁
の
氷
雪
壁
か
ら
下
が
り
、
東
南
稜
か
ら
数
え
て
五

本
目
の
岩
稜
基
部
を

一
日
か
け
、
ビ

ッ
ケ
ル
で
氷
を
削
る
が
テ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス

が
で
き
ず
。
更
に
下
の
四
本
目
の
岩
稜
基
部
に
、
三
分
の
一
近
く
空
中
に
飛
び

出
し
た
キ
ャ
ン
プ
３

（Ｃ
３

ｏ
六
三
〇
〇
屑
）
を
、
七
月
十
四
日
に
建
設
し
た
。

待
望
の
Ｃ
３
建
設
。
実
に
Ｃ
２
建
設
か
ら
二
十
五
日
日
と
な
っ
た
。
二
十
本
の

固
定
ロ
ー
プ
を
張
っ
た
。
こ
れ
よ
り
上
部
の
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
は
望
め
ず
、
位

置
が
低
い
が
フ
ァ
イ
ナ
ル
キ
ャ
ン
プ
と
な
っ
た
。

Ｃ
３
を
夜
半
に
出
発
し
、
東
壁
に
四
パ
ー
テ
ィ
ー
が
全
力
で
ル
ー
ト
エ
作
を

続
け
、
七
月
十
八
日
に
は
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
フ
ェ
ー
ス
に
抜
け
る
核
心
部
の
漏

斗
状
の
垂
直
の
ガ
リ
ー
を
突
破
し
て
、
こ
こ
に
七
層
の
ワ
イ
ヤ
ー
梯
子
を
設
置

し
た
。
更
に
七
〇
〇
〇
屑
を
越
す
あ
た
り
ま
で
ル
ー
ト
を
伸
ば
す
。
Ｃ
３
よ
り

固
定
ロ
ー
プ
を
二
十
八
本
張
り
、
登
頂
態
勢
を
固
め
た
。

七
月
二
十
二
日
午
前
二
時
三
十
分
、
徳
島
、
山
崎
、
有
冨
の
三
名
で
Ｃ
３
を

出
発
。
固
定
ロ
ー
プ
の
終
了
点
に
午
前
七
時
に
着
く
。
そ
こ
か
ら
新
た
に
五
〇

度
～
六
〇
度
の
未
知
な
る
氷
雪
壁
に
４
ビ

ッ
チ
、
ル
ー
ト
を
伸
ば
し
、
午
後
二

時
五
十
六
分
に
初
登
頂
に
成
功
。
四
日
間
の
悪
天
候
後
、
二
十
七
日
に
酒
井
、

阿
部
、
鈴
木
、
中
川
の
四
名
が
、
二
十
八
日
に
亀
田
、
中
島
、
宮
坂
、
笹
森
の

四
名
が
、
二
十
九
日
に
夏
日
、
松
岡
、
長
谷
川
の
三
名
が
登
頂
し
、
全
員
が
初

登
頂
を
達
成
し
た
。

―
初
登
頂
の
要
因
―

今
回
、
全
隊
員
が
事
故
も
な
く
ク
ラ
ウ
ン
峰
の
初
登
頂
に
成
功
し
た
。
そ
の

要
因
を
考
察
を
す
る
。

（Ａ
）

事
前
の
準
備
活
動
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
山
行
が
全
隊
員
の
真
摯
な
取
り

組
み
の
中
で
行
わ
れ
た
。

東
海
支
部
の
ク
ラ
ウ
ン
峰
登
山
計
画
は
、　
一
九
九
〇
年
の
天
山
山
脈
雪
蓮
峰

初
登
頂
の
成
功
直
後
か
ら
始
ま
り
、　
一
九
九
二
年
七
月
に
第

一
回
の
実
行
委
員

会
が
開
か
れ
た
。
そ
の
後
、
毎
月

一
～
二
回
の
実
行
委
員
会
で
は
、
ク
ラ
ウ
ン

峰
山
域
の
研
究
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
登
山
活
動
上
の
問
題
点
の
検
討
、
過
去
の
登

山
隊
の
失
敗
原
因
の
解
明
等
が
じ
っ
く
り
重
ね
ら
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
委

員
会
後
に
は
必
ず
合
同
山
行
、
有
志
山
行
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
が

出
発
ま
で
の
約

一
年
間
続
く
中
で
、
強
固
な
チ
ー
ム
・
ワ
ー
ク
が
養
わ
れ
た
。

ま
た
、
活
動
を
通
し
て
、
若
い
隊
員
の
ク
ラ
ウ
ン
峰
に
か
け
る
思
い
が
高
ま
り
、
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（Ｂ
）

新
彊
登
山
協
会
の
全
面
的
な
協
力
体
制
の
な
か
で
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
・

登
山
活
動
が
順
調
に
進
行
し
た
。

中
国
の
人
々
は

″老
朋
友

（古
く
か
ら
の
友
だ
ち
）
″
を
大
切
に
す
る
。
東

海
支
部
は
過
去
十
年
間
程
の
間
に
五
回
の
登
山
隊
を
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に

送
っ
た
。私
自
身
も
今
回
の
ク
ラ
ウ
ン
峰
で
新
彊
の
登
山
が
四
回
日
と
な
っ
た
。

中
国
の
西
の
果
て
の
カ
ラ
コ
ル
ム
に
位
置
す
る
ク
ラ
ウ
ン
峰
登
山
で
は
登
山

活
動
を
開
始
す
る
前
に
、
二
つ
の
大
き
な
問
題
点
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
ラ
ク
ダ
隊
に
よ
る
Ｂ
Ｃ
迄
の
約

一
週
間
の
隊
荷
輸
送
で
あ
る
。途
中
、

四
七
八
〇
房
の
ア
ギ
ー
ル
峠
を
越
え
、
増
水
し
た
シ
ャ
ク
ス
ガ
ム
河
、
サ
ル
コ

ラ
ッ
ポ
河
の
渡
河
を
無
事
に
終
え
、
ク
ラ
ウ
ン
峰
Ｂ
Ｃ
ま
で
約
六
ト
ン
の
隊
荷

を
ラ
ク
ダ
六
十
九
頭
で
運
ぶ
事
が
で
き
た
。

も
う

一
つ
は
、
イ
ン
ス
ガ
イ
テ
ィ
氷
河
舌
端
の
Ｂ
Ｃ

（四
〇
〇
〇
屑
）
か
ら

登
山
活
動
の
前
進
基
地

（Ａ
Ｂ
Ｃ
）
ま
で
の
約
二
五
キ
ロ屑
に
及
ぶ
モ
レ
ー
ン
上

の
荷
上
げ
で
あ
る
。
イ
ン
ス
ガ
イ
テ
ィ
氷
河
は
ア
ッ
プ

・
ダ
ウ
ン
が
激
し
く
、

ま
た
中
央
部
に
数
本
の
川
が
流
れ
て
い
る
。
過
去
の
登
山
隊
で
は
、
荷
上
げ
を

殆
ど
隊
員
が
行
い
、　
一
ヵ
月
近
く
の
日
数
を
要
し
た
隊
も
見
ら
れ
た
。
我
々
は

十
九
名
の
低
所
協
力
員
を
使
い
十
日
間
で
二
ｏ
六
ト
ン
の
隊
荷
の
荷
上
げ
を
済

ま
す
こ
と
が
で
き
た
。
協
力
員
の
中
に
は
、
デ
ポ

・
キ
ャ
ン
プ

（四
三
〇
〇
厨
）

か
ら
Ａ
Ｂ
Ｃ
ま
で
の
一
〇
数
キ
ロ腐
を

一
日
三
往
復
す
る
強
者
も
い
た

（六
元
／

一
ｋ９
が
相
場
）
。
こ
の
間
、
隊
員
は
個
人
装
備
の
み
で
行
動
し
、
体
力
の
消
耗

を
極
力
お
さ
え
た
。
こ
の
た
め
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
以
上
の
登
山
活
動
に
二
ヵ
月
間
が
と

れ
た
。
今
年
の
カ
ラ
コ
ル
ム
は
天
候
が
悪
か
っ
た
が
、
余
裕
あ
る
登
山
活
動
が

で
き

一
人
の
遭
難
者
も
出
さ
ず
に
済
ん
だ
。
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登
山
時
期
と
登
攀
ル
ー
ト
の
選
定
が
う
ま
く
い
っ
た
。

過
去
の
ク
ラ
ウ
ン
峰
に
挑
ん
だ
五
隊
は
、
い
ず
れ
も
登
攀
ル
ー
ト
を
東
南
稜

に
と
っ
た
。
我
々
は
、
全
員
登
頂
を
考
え
、
氷
雪
壁
中
心
の
東
壁
に
直
登
ル
ー

ト
を
と
っ
た
。

東
壁
は
平
均
斜
度
五
〇
度
の
急
峻
な
氷
雪
壁
、
岩
と
氷
の
ミ
ッ
ク
ス
壁
が

キ
ャ
ン
プ
ー

（五

一
〇
〇
屑
）
か
ら
山
頂

（七
二
九
五
屑
）
ま
で
続
い
て
い
る
。

下
部
は
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
帯
を
含
み
、
中
間
部
は
ミ
ッ
ク
ス
壁
、
上
部
は
氷
雪

壁
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
秋
に
東
南
稜
に
ル
ー
ト
を
と
っ
た
隊
の
話
で
は
、
東

壁
は
い
つ
も
雪
崩
て
い
て
危
険
が
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
。
特
に
中
間
部
か

ら
上
部
に
抜
け
る
核
心
部
の
漏
斗
の
口
状
の
ガ
リ
ー
は
通
過
不
可
能
で
あ
る
と

言
わ
れ
た
。
ま
た
、
過
去
五
隊
の
う
ち
、
唯

一
、
夏
期
に
東
南
稜
に
挑
ん
だ
隊

の
話
で
は
、
お
そ
ら
く
漏
斗
の
口
状
の
ガ
リ
ー
は
昼
間
は
直
射
日
光
の
熱
で
、

上
部
氷
雪
壁
が
融
解
し
、
滝
と
な
り
、
夜
間
は
ツ
ル
ツ
ル
の
氷
瀑
と
化
す
か
ら

ル
ー
ト
に
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
。

我
々
は
、
前
進
基
地
、
キ
ャ
ン
プ
ー
か
ら
毎
日
つ
ぶ
さ
に
双
眼
鏡
で
東
壁
を

観
察
し
た
。
そ
し
て
、
今
夏
の
東
壁
に
は
大
き
な
デ
ブ
リ
の
跡
が
な
い
こ
と
、

核
心
部
の
ガ
リ
ー
は
昼
間
で
も
氷
化
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
今
夏
の
東
壁
は
、
降
雪
と
同
時
に
雪
崩
が
で
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

従
っ
て
、
降
雪
中
は
キ
ャ
ン
プ
で
停
滞
し
、
天
候
の
回
復
を
待
っ
て
行
動
を
開

始
し
、
ル
ー
ト
を
伸
ば
す
事
に
し
た
。
ま
た
、
念
の
た
め
、
核
心
部
に
は

一
一

ミリ
の
テ
ク
ノ
ー
ラ
ロ
ー
プ
を
固
定
し
た
。

―
キ
ャ
ラ
バ
ン
ー
そ
の

（１
）

ク
ラ
ウ
ン
峰
へ
の
道
は
、
荒
涼
と
し
た
砂
漠
を
横
切
り
、
高
い
峠
を
越
え
、

濁
流
逆
巻
く
大
河
を
渡
リ
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
辿
り
着
く
の
で
あ
る
。

古
代
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
南
路
は
、
世
界
第
二
位
の
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
の
南

側
の
オ
ア
シ
ス
を
結
ん
で
い
た
。
私
達
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
も
、
そ
の
オ
ア
シ
ス
都

市
イ
エ
チ
ェ
ン

（ウ
イ
グ
ル
語
カ
ル
ガ
リ
ッ
ク
）
か
ら
始
ま
っ
た
。
日
本
製
四

輪
駆
動
車
で
荒
れ
た
道
路
を
南
下
す
る
。
コ
ン
ロ
ン
山
脈
西
端
の
山
間
を
縫
い
、

ヤ
ル
カ
ン
ド
河
に
沿
っ
て
作
ら
れ
た
軍
用
道
路
を
マ
ザ
ー
の
最
前
線
軍
事
基
地

ま
で
進
む

（
一
九
六
〇
年
代
の
中

ｏ
印
国
境
衝
突
の
時
、
人
民
解
放
軍
が
作
っ

た
道
路
）
。
マ
ザ
ー
か
ら
は
、
東
の
チ
ベ
ッ
ト
ヘ
の
交
易
路
が
作
ら
れ
て
い
る
。

私
達
は
西
の
ヤ
ル
カ
ン
ド
河
に
沿
っ
て
二
〇
キ
ロ済
程
進
ん
だ
マ
ザ
ダ
ー
ラ
ま
で

車
で
入
る
事
が
で
き
た
。

谷
間
の
広
い
草
地
に
は
、
二
つ
瘤
の
屈
強
そ
う
な
ラ
ク
ダ
が
あ
ち
こ
ち
で
草

を
食
ん
で
い
る
。
ヤ
ク
シ
ミ
シ
ー
ス

（お
は
よ
う
）
の
元
気
な
挨
拶
か
ら

一
日

の
キ
ャ
ラ
バ
ン
が
始
ま
る
。
ウ
イ
グ
ル
人
や
キ
ル
ギ
ス
人
の
ラ
ク
ダ
エ
達
も
〃ヤ

ク
シ
マ
″
（お
は
よ
う
、
元
気
か
）
と
人
な
つ
っ
こ
い
笑
顔
を
返
し
て
く
れ
る
。

先
発
隊
、
本
隊
、
後
発
隊
合
わ
せ
て
六
十
九
頭
の
ラ
ク
ダ
に
よ
る
輸
送
隊
は
、

イ
エ
チ
ェ
ン
か
ら
南
へ
六
〇
キ
ロ肩
程
入
っ
た
ク
キ
ヤ
ー
ル
村
の
ウ
ッ
シ
オ

・
ハ

ン
隊
長
に
指
揮
さ
れ
五
、
六
頭
ず
つ
隊
列
を
組
ん
で
出
発
し
た
。
キ
ャ
ラ
バ
ン

の
道
は
古
く
か
ら
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
岐
路
で
、
か
つ
て
は
中
国
西
域
か
ら
パ

キ
ス
タ
ン
、
イ
ン
ド
ヘ
の
交
易
路
で
あ
っ
た
。
外
国
人
と
し
て
は
、　
一
八
八
九

年
に
英
国
の
探
検
家
ヤ
ン
グ

ｏ
ハ
ズ
バ
ン
ド
が
、
ま
た

一
九
三
七
年
に
は
同
じ

く
英
国
の
探
検
家
エ
リ
ッ
ク
・
シ
プ
ト
ン
が
彼
の
地
を
訪
れ
て
い
る
。

ア
ジ
ア
の
主
分
水
嶺
か
ら
流
れ
出
る
大
河

（ヤ
ル
カ
ン
ド
河
、
ス
ル
ク
ワ
ッ

ト
河
、
シ
ャ
ク
ス
ガ
ム
河
、
サ
ル
コ
ラ
ッ
ポ
河
）
に
沿
っ
て
の
道
は
、
河
岸
段

丘
や
河
原
に
ラ
ク
ダ
の
踏
み
跡
と
糞
に
よ
っ
て
印
さ
れ
て
い
た
。
ア
ギ
ー
ル
峠

（四
七
八
〇
屑
）
へ
向
か
う
途
中
に
、
両
岸
の
岩
盤
が
極
端
に
狭
く
な
っ
た
ゴ
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ル
ジ
ュ
帯
の
通
過
が
あ
っ
た
。
ラ
ク
ダ
エ
達
も
真
剣
な
眼
差
し
で
ラ
ク
ダ
に
大

声
を
か
け
な
が
ら
険
し
い
崖
道
を
ゆ
っ
く
り
と
進
ん
で
行
っ
た
。

今
回
の
ラ
ク
ダ
は
大
変
行
儀
が
よ
い
。
親
ラ
ク
ダ
に
は
鼻
カ
ン
と
い
っ
て
直

径

一
彙
ン、
長
さ
十
費
ン程
度
の
木
の
丸
棒
が
通
し
て
あ
り
、
こ
れ
に
細
い
紐
が
着

い
て
い
る
。
こ
の
細
紐
を
下
に
下
げ
な
が
ら

″
テ
ゲ
、
テ
ゲ
″
と
小
声
を
か
け

る
と
、
ま
ず
後
足
を
折
り
、
そ
し
て
前
足
を
折
り
な
が
ら
お
と
な
し
く
座
る
。

ま
だ
、
訓
練
の
で
き
て
い
な
い
子
ラ
ク
ダ
は
暴
れ
る
。
ラ
ク
ダ
エ
達
は
親
ラ
ク

ダ
の
そ
ば
に
連
れ
て
来
て
親
ラ
ク
ダ
の
鞍
に
固
定
を
す
る
。
そ
し
て
、
後
足
を

ロ
ー
プ
で
縛
り
引
き
ず
り
倒
す
よ
う
に
し
て
座
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
子
ラ
ク
ダ

は
後
足
で
盛
ん
に
蹴
り
あ
げ
る
が
、
つ
い
に
は
、
観
念
す
る
の
か
、
大
粒
の
く

や
し
涙
を
流
す
。
荷
物
は
ラ
ク
ダ

一
頭
に
八
〇
策
が
規
定
で
あ
る
。
ラ
ク
ダ
エ

達
は
左
右
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
荷
物
を
選
択
し
て
ラ
ク
ダ
の
背
に
積
む
。
そ

の
上
に
、
彼
ら
の
布
団
と
主
食
の
ナ
ン

（小
麦
粉
を
こ
ね
て
カ
マ
ド
で
焼
い
た

バ
ン
）
の
入
っ
た
袋
を
乗
せ
て
い
る
。
通
訳
の
趙
さ
ん
が
話
し
て
く
れ
る
。
ウ

イ
グ
ル
人
、
キ
ル
ギ
ス
人
に
と
っ
て
ラ
ク
ダ
は
人
間
と
同
じ
位
大
切
な
動
物
で

あ
る
と
。
六
月

一
日
か
ら
三
日
ま
で
の
イ
ス
ラ
ム
の
祭
典
〃
ク
ル
バ
ン
・
イ
エ
ッ

ト
″
の
と
き
、
彼
ら
は
、
羊

ｏ
人
参

・
タ
マ
ネ
ギ

・
米

・
干
し
ブ
ド
ウ
を
入
れ

た
最
高
の
料
理

〃ポ
ー
ラ
″
を
ブ
リ
キ
製
の
た
ら
い
で
作
っ
て
い
た
。
料
理
が

出
来
る
と
直
ぐ
、
同
じ
容
器
で
ラ
ク
ダ
の
好
物
で
あ
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
粉
を
ダ

ン
ゴ
状
に
し
た

〃ポ
ム
″
を
作
っ
て
食
べ
さ
せ
て
い
た
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
も
ア
ギ
ー
ル
峠
に
近
付
く
と
高
度
障
害
で
頭
痛
を
訴
え
た
り
、

居
眠
り
ば
か
り
始
め
る
隊
員
も
で
て
き
た
が
、
ラ
ク
ダ
の
背
に
乗
っ
て
峠
を
越

し
、
シ
ャ
ク
ス
ガ
ム
河
の
キ
ャ
ン
プ
地

（三
九
五
〇
厨
）
に
無
事
運
ば
れ
た
。

心
配
さ
れ
た
シ
ャ
ク
ス
ガ
ム
河
の
水
量
も
今
年
は
異
常
気
象
な
の
か
晴
天
の
日

が
少
な
く
、
過
去
の
記
録
よ
り
随
分
少
な
か
っ
た
。
ラ
ク
ダ
に
よ
る
渡
河
も

一

～
ニ
カ
所
を
除
い
て
、
ラ
ク
ダ
の
腹
を
越
す
濁
流
に
流
さ
れ
る
場
面
も
な
か
っ

た
。
白
銀
の
峰
々
を
眺
め
な
が
ら
、
広
大
な
カ
ラ
コ
ル
ム
の
河
原
を
ラ
ク
ダ
の

背
に
揺
ら
れ
て
旅
す
る
気
分
は
、
遠
い
昔
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
旅
人
を
想
う
素

晴
ら
し
い
体
験
で
あ
っ
た
。

―
キ
ャ
ラ
バ
ン
ー
そ
の

（２
）

Ｋ
２
氷
河
、
サ
ル
ポ
ラ
ッ
ゴ
氷
河
、
そ
し
て
、
中
国
最
大
の
イ
ン
ス
ガ
イ
テ
ィ

氷
河
の
融
水
を
集
め
て
、
北
に
向
か
っ
て
流
れ
る
サ
ル
ポ
ラ
ッ
ゴ
河
が
Ｔ
字
型

に
シ
ャ
ク
ス
ガ
ム
河
に
流
れ
込
む
角
を
曲
が
る
と
、
左
手
に
突
然
驚
く
べ
き
高

さ
の
ピ
ラ
ミ
ダ
ル
な
山
姿
が
、
日
の
前
に
飛
び
込
ん
で
来
た
。
世
界
第
二
位
の

高
さ
を
誇
る
チ
ョ
ゴ
リ
峰

（Ｋ
２
）
八
六

一
一
屑
が
他
の
山
々
を
圧
倒
す
る
か

の
よ
う
に
饗
え
立
っ
て
い
る
。
し
ば
ら
く
は
、
ラ
ク
ダ
の
背
に
揺
ら
れ
な
が
ら
　
８

雲海に浮かぶチョゴリ峰

(東壁 6000m付近)



そ
の
急
峻
な
北
壁
を
眺
め
、
そ
し
て
頂
上
に
向
か
っ
て
伸
び
る
鋭
い
三
本
の
稜

に
登
攀
ル
ー
ト
を
探
し
求
め
た
。

ク
ラ
ウ
ン
登
山
隊
の
中
国
側
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
と
な
っ
た
音
柳
灘

（イ
ン
ホ

ン
タ
ン
）
は
、
チ
ョ
ゴ
リ
峰
登
山
隊
の
中
国
側
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
も
あ
る
。

そ
こ
の
小
高
い
丘
に
大
き
な
ケ
ル
ン
が
積
ま
れ
て
あ
っ
た
。　
一
九
八
二
年
に
日

中
国
交
回
復
十
周
年
を
記
念
し
て
、
日
本
山
岳
協
会
が
派
遣
し
た
日
本
山
岳
協

会
チ
ョ
ゴ
リ
峰
登
山
隊
の
柳
沢
幸
弘
隊
員
、
坂
野
俊
孝
ド
ク
タ
ー
の
遭
難
碑
で

あ
る
。
中
国
側
の
北
稜
か
ら
初
め
て
チ
ョ
ゴ
リ
峰
の
頂
に
立
っ
た
登
山
家
の
代

償
と
し
て
は
悲
し
い
も
の
だ
。
そ
の
近
く
に
、
も
う

一
つ
小
さ
な
ケ
ル
ン
が
み

つ
か
っ
た
。
白
い
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
板
に
四
名
の
氏
名

（森
田
、
吉
野
、
禿
、
馬

場
口
）
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
、
当
時
の
我
が
国
を
代
表
す
る
屈
指
の

ク
ラ
イ
マ
ー
で
あ
っ
た
。
チ
ョ
ゴ
リ
峰

（Ｋ
２
）
登
山
の
後
、
森
田
氏
は
グ
ラ

ン
ド
ジ
ョ
ラ
ス
北
壁
登
攀
中
に
、
吉
野
、
禿
両
氏
は
エ
ベ
レ
ス
ト
無
酸
素
登
頂

後
の
下
山
中
に
、
馬
場
口
氏
は
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
五
峰
の
頂
上
直
下
で
い
ず
れ

も
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。
な
お
、
馬
場
口
氏
は
今
回
の
ク
ラ
ウ
ン
登
山
隊
の
酒

井
登
攀
隊
長
の
所
属
す
る
碧
稜
山
岳
会
の
先
輩
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ウ
ン
峰
の

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
も
美
し
く
ケ
ル
ン
が
積
ま
れ
て
い
た
。
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協

会
が
派
遣
し
た
ク
ラ
ウ
ン
峰
登
山
隊
の
舘
野
隊
長
、
菅
沼
ド
ク
タ
ー
、
二
俣
登

攀
リ
ー
ダ
ー
の
遭
難
碑
で
あ
る
。
一
瞬
の
内
に
雪
崩
に
襲
わ
れ
た
方
々
で
あ
る
。

ク
ラ
ウ
ン
峰
東
壁
の
登
攀
中
は
、
い
つ
も
振
り
向
け
ば
チ
ョ
ゴ
リ
峰
、
ス
キ
ャ

ン
カ
ン
リ
、
ム
ス
タ
ー
グ
タ
ワ
ー
、
マ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
峰
と
い
っ
た
カ
ラ
コ
ル

ム
の
白
銀
の
嶺
々
が
眺
め
ら
れ
た
。

そ
ん
な
、
ク
ラ
ウ
ン
峰
の
頂
の
純
自
の
雪
を
ビ
ッ
ケ
ル
で
少
し
掘
っ
た
。
そ

の
中
に
、
九
〇
年
の
初
冬
、
自
馬
小
蓮
華
岳
で
滑
落
し
て
動
け
な
く
な
っ
た
仲

間
の
救
助
中
に
、
二
十
歳
の
若
き
命
を
失
っ
た
甥
の
山
姿
写
真
を
入
れ
雪
を
か

け
た
。雄
大
な
カ
ラ
コ
ル
ム
の
山
々
を
心
行
く
ま
で
い
つ
ま
で
も
眺
め
て
く
れ
。

―
キ
ャ
ン
プ
生
活
―

六
月
十
二
日
。
登
山
の
前
進
基
地
で
の
キ
ャ
ン
プ
開
き
だ
。
全
隊
員
の
気
持

ち
も
高
揚
し
、
清
々
し
い
気
分
だ
。
「
そ
の
で
か
い
岩
ど
か
す
ぜ
」
。
若
い
笹
森
、

松
岡
隊
員
の
弾
ん
だ
声
。
食
堂
用
大
テ
ン
ト
の
設
営
、
水
汲
み
場
、
ゴ
ミ
焼
却

場
の
設
定
等
、
隊
員
の
役
割
分
担
が
自
然
に
決
ま
っ
て
い
く
。

北
京
時
間
の
午
後
六
時
は
、
ま
だ
、
日
が
高
い
。
「
ク
ラ
ウ
ン
峰
は
日
前
に
、

全
隊
員
の
力
で
初
登
頂
を
！
」
日
本
酒
で
力
強
く
乾
杯
。
若
い
隊
員
達
の
顔
は

輝
く
。
鈴
木
先
発
隊
長
以
下
六
名
ご
苦
労
さ
ん
。
ラ
ク
ダ
エ
達
に
親
し
み
を
込

め
て

「
エ
レ
キ
ン
」
（何
で
も
ハ
イ
と
言
う
こ
と
を
聞
く
人
）
と
呼
ば
れ
た
宮
坂

隊
員
。
ひ
と
仕
事
を
終
え
た
満
足
感
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
隊
で
最
も
若
い
長
谷

川
隊
員

（二
十

一
歳
）
。
彼
の
中
国
語
会
話
は
隊
の
宝
で
あ
っ
た
。
中
国
旗
、

日
章
旗
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
旗
、
中
日
新
聞
社
旗
が
自
銀
の
峰
々
と
紺
碧
の
空
を
背
に
翻

る
。山

の
生
活
で
の
最
大
の
楽
し
み
は
食
事
だ
。
山
男
は
料
理
が
上
手
だ
。
フ
ラ

ン
ス
に
渡
っ
て
シ
ェ
フ
に
な
る
か
大
学
進
学
か
、
で
迷
っ
た
ほ
ど
の
料
理
人
が

い
た
。
中
島
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。
自
ら
も
大
食
漢
で
あ
る
。
乏
し
い
材
料
で
作
っ

た
コ
ロ
ッ
ケ
と
誕
生
日
の
ケ
ー
キ
の
豪
華
さ
は
、
忘
れ
ら
れ
な
い
。
楽
し
い
夕

食
が
終
わ
る
と
、
最
大
の
苦
し
み
が
待
っ
て
い
た
。
氷
河
の
融
水
で
の
食
器
洗

い
だ
。
手
の
切
れ
る
様
に
冷
た
い
水
。
吹
雪
の
日
に
は
本
当
に
つ
ら
い
。
隊
荷

の
荷
揚
げ
は
若
い
隊
員
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
だ
け
は
思
い
や
り
か
、
隊

長
は
免
除
さ
れ
た
。
十
三
名
の
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
当
番
を
き
め
た
。
熱
い
戦
い
に

敗
れ
、
食
器
を
も
っ
て
駆
け
出
す
の
は
何
故
か
、
隊

一
番
の
ダ
ン
デ
ィ
、
阿
部
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皇帝の冠に立つ

リ
ー
ダ
ー
と
不
言
実
行
の
酒
井
登
攀
隊
長
の
二
人
が
多
か
っ
た
。

登
山
活
動
も
中
盤
に
さ
し
か
か
る
と
、
活
動
の
激
し
さ
に
食
事
内
容
が
つ
い

て
い
か
な
い
。
カ
ロ
リ
ー
不
足
の
為
か
慢
性
的
な
空
腹
状
態
と
な
る
。
食
糧
係

の
キ
ャ
ッ
プ
は
、
食
欲
旺
盛
、
挙
動
不
審
な
隊
員
を
自
然
と
マ
ー
ク
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
要
注
意
人
物
と
さ
れ
た
隊
員
と
の
間
に
反
目
し
合
う
こ
と
も
あ
っ

た
。今

夏
の
カ
ラ
コ
ル
ム
の
天
候
は
悪
か
っ
た
。
三
日
も
晴
れ
が
続
く
と
四
、
五

日
雪
降
り
と
な
っ
た
。
そ
ん
な
停
滞
日
に
は
、
隊
員
は
、
食
堂
テ
ン
ト
に
作
ら

れ
た
ク
ラ
ウ
ン
文
庫
を
覗
く
。
自
称
ハ
ウ
ス
ド
ク
タ
ー
の
夏
目
隊
員
が
食
糧
の

空
き
箱
を
つ
な
げ
て
作
っ
た
本
棚
だ
。
各
隊
員
が
持
ち
寄
っ
た
二
十
数
冊
の
本

が
並
べ
て
あ
っ
た
。
人
気
ベ
ス
ト
ワ
ン
は
、
『未
踏
峰
』
。
反
対
は

『カ
ラ
マ
ー

ゾ
フ
の
兄
弟
』
で
あ
っ
た
。

登
山
の
戦
略
は
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
と
呼
ば
れ
る
。各
キ
ャ
ン
プ
ヘ
の
荷
揚
げ
量
、

登
攀
ル
ー
ト
の
難
易
、
天
候
の
周
期
、
そ
れ
に
隊
員
の
体
調
を
考
え
て
作
る
行

動
計
画
で
あ
る
。
装
備
係
の
有
冨
、
中
川
隊
員
は
装
備
ノ
ー
ト
で
チ
ェ
ッ
ク
に

余
念
が
な
い
。
綿
密
な
計
算
が
必
要
だ
。
銀
行
マ
ン
の
亀
田
リ
ー
ダ
ー
は
緻
密

だ
。
彼
の
案
を
リ
ー
ダ
ー
会
で
検
討
し
、
夕
食
後
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
隊
長
か

ら
全
隊
員
に
発
表
す
る
。
隊
員
か
ら
の
意
見
、
要
望
は
ど
ん
ど
ん
吸
い
上
げ
て

進
め
て
い
っ
た
。
隊
員
は
、
み
な
個
性
豊
か
だ
。
若
い
隊
員
と
の
意
識
の
ギ
ャ
ッ

プ
に
胃
が
キ
リ
キ
リ
と
痛
む
こ
と
も
多
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
は
、
静
寂
と
し
た

夜
空
を
眺
め
、
大
き
く
深
呼
吸
を
繰
り
返
し
た
。
吐
気
と
共
に
忘
れ
去
り
、
明

日
に
持
ち
越
さ
な
い
こ
と
を
心
が
け
た
。

―
登
攀
―
そ
の

（１
）

ク
ラ
ウ
ン
登
山
隊
の
登
攀
メ
ン
バ
ー
は
十
四
人
で
あ
る
。
若
い
隊
員
が
中
心

で
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
天
山
等
の
高
所
登
山
経
験
者
は
八
名
い
た
が
、
七
〇
〇
〇
屑

以
上
の
高
所
経
験
者
は
私
を
除
い
て
い
な
か
っ
た
。

Ｂ

Ｃ

（
四

〇

〇

〇

腐

）

か

ら

Ａ

Ｂ

Ｃ

（
四

四

〇

〇

肩

）

ま

で

は

、

標

高

差

四

〇
〇
厨
、
距
離
三
〇
キ
ロ程
あ
る
。
中
国
最
大
の
イ
ン
ス
ガ
イ
テ
ィ
氷
河
は
ア
ッ

プ

・
ダ
ウ
ン
が
激
し
く
、
過
去
の
登
山
隊
は
、
荷
揚
げ
に
苦
労
し
、　
一
ヵ
月
近

く
の
日
数
を
使
っ
た
隊
も
あ
っ
た
。鈴
木
先
発
隊
長
以
下
六
名
の
若
い
隊
員
は
、

ウ
イ
グ
ル
人
の
低
所
協
力
員
と
荷
揚
げ
の
苦
労
を
共
に
す
る
中
で
、
ウ
イ
グ
ル

語
を
少
し
で
も
覚
え
た
り
、
彼
ら
と
歌
合
戦
や
ダ
ン
ス
を
踊
っ
た
り
し
て
、
人

間
的
な
触
れ
合
い
を
も
っ
た
。
そ
の
た
め
、
苦
し
い
荷
揚
げ
を
早
朝
か
ら
暗
く

な
る
ま
で
、　
一
日
に
三
往
復
も
や
っ
て
く
れ
る
協
力
員
も
現
れ
、
約
十
日
間
で

完
了
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
上
部
の
登
山
活
動
に
余
裕
を
も
た
せ
、
事

故
も
起
き
ず
、
全
隊
員
が
初
登
頂
に
成
功
で
き
た
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。

Ａ
Ｂ
Ｃ
か
ら
Ｃ
ｌ

（五

一
〇
〇
属
）
ま
で
の
ル
ー
ト
は
第
四
ル
ン
ゼ
に
沿
い
、

セ
ラ
ッ
ク

（氷
塔
）
帯
の
側
壁
に
２
ビ
ッ
チ
固
定
ロ
ー
プ
を
張
る
。
Ｃ
ｌ
か
ら

Ｃ
２

（五
八
〇
〇
屑
）

へ
の
ル
ー
ト
は
、
東
南
稜
側
壁
か
ら
絶
え
ず
落
石
や
雪

崩
が
落
ち
て
い
て
、
間

一
髪
で
大
き
な
落
石
か
ら
逃
れ
た
隊
員
も
い
た
。
そ
れ

で
も
、
晴
天
時
の
登
攀
で
は
、
自
銀
に
輝
く
チ
ョ
ゴ
リ

（Ｋ
２
）
を
始
め
カ
ラ

コ
ル
ム
の
峰
々
が

一
望
で
き
て
、
心
を
和
ま
せ
て
く
れ
る
。

２３
ビ

ッ
チ
の
固
定

ロ
ー
プ
を
張
る
。

今
年
の
カ
ラ
コ
ル
ム
の
天
候
は
例
年
と
違
い
、
七
月
に
入
っ
て
も
悪
く
、
四

～
五
日
降
雪
が
続
く
と
三
日
間
程
晴
天
に
な
る
と
い
っ
た
繰
り
返
し
で
あ
っ

た
。
急
峻
な
東
壁
ル
ー
ト
は
降
雪
直
後
か
ら
頻
繁
に
チ
リ
雪
崩
が
発
生
し
た
。

Ｃ
２
か
ら
は
東
南
稜
に
沿
っ
て
三
〇
〇
屑
程
登
り
、
そ
こ
か
ら
東
壁
下
部
の
岩

稜
を
巻
き
な
が
ら
急
な
雪
壁
に
ル
ー
ト
エ
作
を
進
め
２０
ビ

ッ
チ
固
定
ロ
ー
プ
を
　
８



張
る
。
当
初
キ
ャ
ン
プ
地
と
し
て
予
定
し
て
い
た
東
壁
中
央
部
は
六
〇
度
近
い

傾
斜
で
、
し
か
も
、
表
面
の
雪
は
薄
く
、
そ
の
直
ぐ
下
は
堅
い
氷
壁
や
ス
ラ
ブ

で
と
て
も
テ
ン
ト
サ
イ
ト
を
作
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
仕
方
な
く
岩
稜
基

部
の
氷
雪
を
ビ
ッ
ケ
ル
で
半
日
か
け
て
削
り
Ｃ
３

（六
三
〇
〇
屑
）
を
設
営
す

る
。
標
高
は
予
定
よ
り
か
な
り
低
い
が
、
こ
こ
が
最
終
キ
ャ
ン
プ
と
な
る
。

Ｃ
３
か
ら
の
東
壁
へ
の
ル
ー
ト
エ
作
は
、
晴
天
期
間
が
短
い
の
と
、
キ
ャ
ン

プ
地
が
低
い
た
め
思
う
よ
う
に
伸
び
ず
焦
り
を
感
じ
た
。
七
月
中
旬
は
降
雪
が

続
き
こ
の
ま
ま
冬
を
迎
え
る
の
で
は
と
不
安
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
丁
度

こ
の
時
期
に
、
ラ
ジ
オ

・
ジ
ャ
パ
ン
の
放
送
で
、
同
じ
山
域
に
入
っ
て
い
た
東

京
の
Ｓ
山
岳
会
の
パ
ー
テ
ィ
ー
が
雪
崩
遭
難
事
故
を
起
こ
し
、
三
名
死
亡
、　
一

名
が
重
症
で
パ
キ
ス
タ
ン
軍
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
運
ば
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。

私
達
の
隊
で
も
あ
わ
や
遭
難
と
い
っ
た
事
が
起
き
た
。
中
川
隊
員
が
Ｃ
３
直
下

の
氷
雪
壁
を
登
攀
中
、
ド
ー
ン
と
い
う
音
と
共
に
東
壁
上
部
か
ら
雪
崩
が
起
き
、

こ
れ
に
直
撃
さ
れ

一
五
肝
程
飛
ば
さ
れ
た
が
固
定
ロ
ー
プ
が
切
れ
ず
に
事
無
き

を
得
た
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
は
、
降
雪
中
の
行
動
は
取
り
や
め
、
天

候
の
回
復
を
待
っ
て
ル
ー
ト
エ
作
を
進
め
た
。

七
月
十
八
日
か
ら
天
候
が
回
復
し
晴
天
期
に
入
っ
た
。
Ｃ
３
か
ら
の
上
部

ル
ー
ト
エ
作
隊
を

一
日
ず
つ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
し
、
夜
半
よ
リ
フ
ル
活
動
し
て

ル
ー
ト
を
伸
ば
し
て
い
く
。
東
壁
の
核
心
部
は
上
部
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
フ
エ
ー
ス

（菱
形
の
広
い
氷
雪
壁
）
か
ら
の
雪
崩
が
集
中
す
る
垂
直
の
漏
斗
状
の
岩
溝
で

あ
る
。
頻
繁
に
起
き
る
チ
リ
雪
崩
の
恐
怖
の
中
、
岩
溝
に
固
定
ロ
ー
プ
と
ワ
イ

ヤ
ー
梯
子
を
設
置
す
る
。
そ
こ
を
抜
け
る
と
、
五
〇
度
程
の
傾
斜
の
岩
壁
の
上

に
氷
雪
が
薄
く
の
っ
た
不
安
定
な
壁
に
な
る
。
慎
重
に
、
氷
雪
を
編
し
な
が
ら

進
む
が
三
～
三
腐
ず
り
落
ち
る
事
も
あ
る
。
そ
の
た
び
に
ア
イ
ゼ
ン
の
前
爪
が

岩
に
擦
れ
悲
鳴
を
あ
げ
る
。
五
〇
属
の
ロ
ー
プ
を
い
っ
ぱ
い
に
伸
ば
し
て
、
確

保
用
の
支
点
を
作
り
、　
一
ビ

ッ
チ
進
む
の
に
二
～
三
時
間
か
か
っ
て
し
ま
う
。

全
隊
員
が
総
力
を
あ
げ
て
ル
ー
ト
エ
作
に
あ
た
る
。

３２
ビ
ッ
チ
固
定
ロ
ー
プ
を

張
る
。
つ
い
に
七
月
二
十
二
日
午
後
二
時
五
十
六
分
に
ル
ー
ト
は
ク
ラ
ウ
ン
の

山
頂
に
到
達
し
た
。

―
登
量〒
―
そ
の

（２
）

も
う

一
ピ

ッ
チ

（五
〇
屑
）
頑
張
れ
。
祈
る
よ
う
な
気
持
ち
だ
。
今
日
中
に

何
と
か
Ｃ
３
の
適
地
を
見
付
け
て
欲
し
い
。
東
壁
の
ル
ー
ト
エ
作
隊
の
酒
井
登

攀
隊
長
と
の
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
交
信
が
続
く
。
激
し
い
息
遣
い
が
、
交
信
の
合

間
に
聞
こ
え
て
来
る
。
六
五
〇
〇
厨
を
越
す
高
さ
。
高
所
に
慣
れ
て
い
な
い
体

に
は
き
つ
い
。
急
峻
な
氷
雪
壁
に
着
く
雪
は
薄
く
、
雪
の
直
ぐ
下
は
、
堅
い
氷

と
岩
盤
だ
。
氷
は
ビ
ッ
ケ
ル
を
は
ね
返
す
。
空
し
い
努
力
。
今
日
も
テ
ン
ト
地

は
見
付
か
ら
な
い
。

ガ
ス
が
東
壁
を
這
い
始
め
る
。再
び
悪
天
期
に
入
っ
た
の
か
雪
が
ち
ら
つ
く
。

七
月
に
入
っ
て
も
天
気
は
不
安
定
だ
。
隊
員
の
間
に
焦
り
が
生
じ
始
め
る
。
七

月
四
日
、
五
日
ぶ
り
に
晴
天
が
訪
れ
る
。
再
度
、
徳
島
、
中
島
、
山
崎
の
三
名

で
東
壁
に
向
か
う
。
小
さ
な
雪
稜
の
く
ぼ
み
。
岩
尾
根
の
基
部
。
ゴ
ー
グ
ル
の

曇
り
を
拭
い
、
目
を
凝
ら
し
て
眺
め
る
。
疲
れ
が
襲
う
。
ザ
イ
ル
に
体
重
を
か

け
大
き
く
息
を
吐
く
。
Ｃ
２
へ
の
足
取
り
は
重
く
、
ふ
ら
つ
く
足
に
気
合
を
入

れ
や
っ
と
辿
り
着
く
。

Ｃ
ｌ
の
仲
間
と
交
信
。
東
壁
に
テ
ン
ト
地
な
し
。
ル
ー
ト
変
更
も
含
め
て
タ

ク
テ
ィ
ク
ス
を
検
討
し
よ
う
と
提
案
す
る
。
交
信
が
続
く
。
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー

で
は
も
ど
か
し
い
。
Ｃ
ｌ
へ
の
下
降
だ
。
日
の
暮
れ
た
午
後
十
時
半
に
全
隊
員

が
Ｃ
ｌ
に
集
結
。
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東
壁
の
危
険
性
を
説
く
。
Ｃ
２
か
ら

一
五
〇
〇
済
の
壁
。
頂
上
ア
タ
ッ
ク
は
、

途
中
で
ビ
バ
ー
ク

（不
時
露
営
）
と
な
る
。
独
立
峰
で
風
が
強
い
。
強
風
の
日

は
、
Ｃ
２
よ
り
二
〇
〇
肝
も
上
が
る
と
、
吹
き
飛
ば
さ
れ
そ
う
に
な
る
。
氷
が

固
く
雪
洞
も
掘
れ
な
い
。

「登
れ
な
く
て
も
、東
壁
に
挑
む
だ
け
で
よ
い
」
「
テ
ン
ト
地
が
な
い
為
の
ル
ー

ト
変
更
は
納
得
で
き
な
い
。
ザ
イ
ル
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
も
寝
れ
る
」
。
若
い
隊

員
は
、
や
る
気
十
分
だ
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
行
動
を
思
う
と
不
安
に
な
る
。

Ｃ
２
か
ら
の
頂
上
ア
タ
ッ
ク
に
は
、
体
力
が
不
足
し
て
い
る
。
遭
難
事
故
が
頭

を
過
ぎ
る
。
登
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

一
人

一
人
の
意
見
を
聞
く
。
東
壁
に
か
け
る
熱
い
思
い
。
全
隊
員
の
意
気
込

み
に
か
け
よ
う
。
相
当
困
難
な
登
攀
が
予
想
さ
れ
る
が
、
弱
音
を
吐
か
な
い
こ

と
。
全
力
で
立
ち
向
か
い
、
悔
い
の
残
ら
な
い
山
登
り
を
し
よ
う
。
隊
全
員
の

意
思
統

一
が
で
き
、
隊
員
の
顔
も
晴
れ
晴
れ
す
る
。
午
前
三
時
を
少
し
回
っ
て

い
た
。
翌
々
日
、
も
う

一
度
東
壁
の
ず
っ
と
下
の
岩
稜
基
部

（六
三
〇
〇
屑
）

に
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
を
探
す
。
六
名
の
隊
員
が

一
日
か
け
て
、
全
力
で
ビ

ッ
ケ

ル
を
振
る
う
。
僅
か
な
ス
ペ
ー
ス
が
削
ら
れ
る
。
三
分
の
一
程
空
中
に
飛
び
出

し
た
キ
ャ
ン
プ
３
が
で
き
た
。
岩
盤
に
ボ
ル
ト
を
何
本
も
打
ち
、
ザ
イ
ル
で
テ

ン
ト
を
固
定
。
テ
ン
ト
内
部
に
も
通
す
。
Ｃ
２

（五
八
〇
〇
済
）
を
設
営
後
二

十
五
日
が
過
ぎ
て
い
た
。
テ
ン
ト
内
は
狭
く
、
デ
コ
ボ
コ
し
て
い
る
。
足
を
伸

ば
す
と
何
と
無
く
不
安
を
感
じ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
東
壁
か
ら
の
登
頂
の
可

能
性
が
大
き
く
膨
ら
ん
だ
。

―
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
ー

登
頂
の
期
待
で
胸
が
高
ぶ
り
、
眠
れ
な
い
数
時
間
を
過
ご
す
。
午
前
零
時
五

十
分
に
起
き
テ
ン
ト
か
ら
顔
を
出
す
。
星
明
か
り
が
弱
く
三
日
間
続
い
た
晴
天

も
今
日
か
ら
崩
れ
そ
う
だ
。
フ
リ
ー
ズ
ド
ラ
イ
の
簡
単
な
野
菜
ス
ー
プ
の
朝
食

を
と
る
。
前
日
に
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
を
固
定
し
て
お
い
た
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
つ
け
二

時
三
十
分
に
最
終
キ
ャ
ン
プ

（六
三
〇
〇
屑
）
を
出
発
。
急
傾
斜
の
氷
雪
は
よ

く
締
ま
っ
て
い
て
ア
イ
ゼ
ン
の
前
爪
登
攀
が
続
く
。
上
部
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

フ
ェ
ー
ス
か
ら
の
雪
崩
が

一
箇
所
に
集
中
す
る
垂
直
の
漏
斗
状
の
岩
溝
に
は
、

ル
ー
ト
エ
作
隊
に
よ
っ
て
固
定
ロ
ー
プ
と
ワ
イ
ヤ
ー
梯
子
が
懸
け
ら
れ
て
い

る
。
間
断
無
く
流
れ
て
来
る
チ
リ
雪
崩
の
恐
怖
の
中
、
ル
ー
ト
エ
作
を
す
す
め

た
核
心
部
だ
。
こ
れ
を
登
り
切
る
と
急
峻
な
氷
雪
壁
が
主
稜
線
ま
で
続
い
て
い

る
。大
き
く
深
呼
吸
し
て
束
の
空
を
眺
め
る
。世
界
第
二
位
の
高
さ
を
誇
る
チ
ョ

ゴ
リ

（Ｋ
２
）
の
姿
は
な
い
。
朝
焼
け
の
厚
い
雲
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
天
気
は

確
実
に
下
り
坂
だ
。
固
定
ロ
ー
プ
の
最
終
点
で
山
崎
隊
員
と
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
を

結
び
合
う
。
初
の
高
峰
登
山
と
な
っ
た
有
冨
隊
員
は
遅
れ
気
味
だ
。
未
知
な
氷

雪
壁
に
ビ

ッ
ケ
ル
を
打
ち
込
む
。　
一
足

一
足
ア
イ
ゼ
ン
を
け
り
込
み
な
が
ら
ず

り
上
が
る
。
薄
い
雪
の
下
の
ス
ラ
ブ
に
ア
イ
ゼ
ン
の
前
爪
が
ガ
リ
ガ
リ
と
悲
鳴

を
あ
げ
る
。
か
と
思
う
と
突
然
に
深
雪
に
落
ち
込
む
。
ジ
リ
ジ
リ
と
、　
一
ビ

ッ

チ
五
〇
腐
の
ロ
ー
プ
が
伸
び
て
い
く
。
４
ビ
ッ
チ
程
登
り
切
る
と
大
き
な
雪
庇

の
下
に
で
た
。
も
う
そ
こ
は
稜
線
で
あ
る
。
頂
上
稜
線
は
ノ
コ
ギ
リ
の
歯
の
よ

う
な
鋭
い
痩
せ
た
岩
尾
根
の
上
に
ふ
わ
っ
と
し
た
雪
庇
が
東
壁
側
に
張
り
出
し

て
い
た
。
″も
う
こ
れ
以
上
登
ら
な
く
て
も
よ
い
の
だ
″
や
っ
と
た
ど
り
着
い

た
頂
上
で
の
正
直
な
気
持
ち
で
あ
る
。
時
計
を
見
る
と
午
後
二
時
五
十
六
分
で

あ
る
。
最
終
キ
ャ
ン
プ
を
真
夜
中
に
出
発
し
て
十
二
時
間
以
上
が
経
過
し
て
い

た
。
氷
点
下
二
五
度
Ｃ
を
越
す
寒
さ
、
偏
西
風
が
顔
面
に
吹
き
付
け
髭
が
凍
り

つ
い
て
い
る
。
湧
き
だ
し
て
き
た
ガ
ス
と
舞
う
粉
雪
に
視
界
は
遮
ら
れ
、
眼
下

の
眺
め
は
な
い
。
頂
上
稜
線
の
北
の
端
に
目
を
向
け
る
と
雪
庇
が
東
側
に
張
り
　
８



出
し
た
小
ピ
ー
ク
が
ぼ
ん
や
り
見
え
る
。
固
定
ロ
ー
プ
を
三
本
使
え
ば
到
達
で

き
そ
う
で
あ
る
。
山
崎
隊
員
が
ト
ッ
プ
で
ジ
グ
ザ
グ
の
細
い
稜
線
を
辿
る
。
ふ

か
ふ
か
雪
で
下
半
身
が
岩
の
間
に
は
ま
り
込
む
。
小
ピ
ー
ク
に
近
寄
る
が
非
常

に
不
安
定
で
引
き
返
す
。
遅
れ
て
い
た
有
冨
隊
員
が
や
っ
と
山
頂
に
着
く
。
オ
ー

バ
ー
手
袋
の
上
か
ら
三
人
で
固
い
握
手
を
交
わ
す
と
強
張
っ
た
お
互
い
の
顔
か

ら
白
い
歯
が
こ
ぼ
れ
る
。
風
雪
の
中
、
急
い
で
ビ
ッ
ケ
ル
に
中
国
、
日
本
、
Ｊ

Ａ
Ｃ
、
山
岳
会
等
の
旗
を
く
く
り
つ
け
記
念
写
真
を
撮
る
。
午
後
四
時
。
寒
気

と
強
風
と
疲
労
に
追
わ
れ
な
が
ら
小
雪
舞
う
山
頂
を
後
に
す
る
。

―
下
降
―

有
冨
隊
員
が
し
き
り
に

「寒
い
、
寒
い
…
」
と
呟
く
。
元
気
な
山
崎
隊
員
を

ト
ッ
プ
に
下
降
に
移
る
。
高
度
障
害
と
疲
労
に
痛
め
つ
け
ら
れ
た
有
冨
隊
員
が

セ
カ
ン
ド
。
ラ
ス
ト
が
徳
島
の
オ
ー
ダ
ー
だ
。
固
定
ロ
ー
プ
に
付
着
し
た
氷
雪

を
落
と
し
な
が
ら
慎
重
に
エ
イ
ト
環
を
か
け
る
。
頂
上
直
下
の
急
雪
壁
か
ら
は

雪
が
激
し
く
舞
い
上
が
る
。
下
か
ら
の
怒
鳴
り
声
が
弱
々
し
く
届
く
。
張
り
詰

め
て
い
た
ロ
ー
プ
が
ゆ
る
む
。
続
い
て
有
冨
隊
員
が
下
降
を
始
め
る
。
緩
慢
な

動
作
。
十
腐
程
下
り
た
固
定
ロ
ー
プ
の
途
中
で
立
ち
止
ま
る
。
ゴ
ー
グ
ル
を
必

死
で
拭
う
。
疲
労
の
激
し
さ
に
気
力
で
立
ち
向
か
っ
て
い
る
。
上
か
ら
大
声
で

励
ま
す
。　
一
瞬
不
安
が
頭
を
過
ぎ
る
。
Ｃ
３
ま
で
延
々
と
続
く
３２
ビ
ッ
チ
の
下

降
を
思
う
。
山
崎
隊
員
は
ど
ん
ど
ん
下
降
し
て
い
く
。
そ
の
姿
は
ガ
ス
に
隠
さ

れ
て
見
え
な
く
な
る
。　
一
ピ

ッ
チ
、　
一
ピ

ッ
チ
有
冨
隊
員
に
声
を
か
け
な
が
ら

下
降
が
続
く
。
ロ
ー
プ
に
振
ら
れ
、
転
げ
る
よ
う
に
ヨ
タ
ヨ
タ
と
下
っ
て
い
く
。

バ
ラ
ン
ス
を
失
っ
て
何
回
も
転
倒
し
、
そ
の
た
び
に
ロ
ー
プ
に
ぶ
ら
下
が
っ
て

へ
た
り
込
む
。
破
損
し
た
ゴ
ー
グ
ル
に
は
び
っ
し
り
と
雪
が
こ
び
り
つ
い
て
い

る
。
呼
吸
が
出
来
な
く
て
苦
し
い
と
訴
え
る
よ
う
に
な
る
。
不
安
が
増
す
。
こ

こ
で
、
彼
と
ビ
バ
ー
ク
に
な
る
か
も
…
。
降
り
し
き
る
雪
、
下
り
坂
の
天
候
。

独
立
峰
。
し
か
も
急
峻
な
東
壁
で
は
確
実
に
強
風
で
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
。
一
瞬
、

死
の
恐
怖
を
覚
え
る
。

元
気
を
出
す
よ
う
に
テ
ル
モ
ス
の
熱
い
ミ
ル
ク
紅
茶
を
飲
ま
せ
る
。聞
く
と
、

出
発
か
ら
何
も
食
べ
て
い
な
い
と
い
う
。
ザ
ッ
ク
に
は
、
行
動
食
が
入
っ
て
い

る
の
に
。
疲
労
で
余
裕
が
な
か
っ
た
の
か
。
荒
い
呼
吸
を
繰
り
返
す
。
「未
踏

の
ク
ラ
ウ
ン
の
頂
き
に
た
っ
て
も
、
Ｃ
３
に
た
ど
り
着
か
な
か
っ
た
ら
何
も
な

ら
な
い
。
苦
し
く
て
も

一
歩

一
歩
下
り
よ
う
」
と
励
ま
す
。
ゴ
ー
グ
ル
の
予
備

を
渡
す
。

菱
形
氷
雪
壁
を
１５
ビ

ッ
チ
下
り
き
り
、
漏
斗
状
の
岩
溝
の
あ
た
り
ま
で
く
る

と
、
彼
の
意
識
も
少
し
ず
つ
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
ク
ラ
ウ
ン
東
壁
は
急
傾
斜

の
氷
雪
壁
。　
一
ピ
ッ
チ
下
降
す
る
ご
と
に
酸
素
が
濃
く
な
る
。
強
風
が
吹
き
ま

く
吹
雪
の
中
、
午
後
九
時
に
雪
ま
み
れ
の
体
で
Ｃ
３
に
転
が
り
込
む
。
伝
統
あ

る
山
岳
会
で
鍛
え
ら
れ
た
彼
の
頑
張
り
。
無
意
識
な
ザ
イ
ル
操
作
に
も

一
つ
の

ミ
ス
も
な
い
。
無
事
に
Ｃ
３
に
辿
り
つ
く
こ
と
が
で
き
た
。

晴
天
の
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
み
、
初
登
頂
に
成
功
し
た
の
だ
。
熱
い
紅

茶
を
ゆ
っ
く
り
飲
む
。
高
度
障
害
で
膨
ら
ん
だ
有
冨
隊
員
の
顔
も
初
登
頂
の
喜

び
に
浴
れ
て
い
る
。
初
め
て
の
高
峰
登
山
で
七
〇
〇
〇
】川
の
処
女
峰
の
頂
に
立

つ
こ
と
が
で
き
る
な
ん
て
夢
に
も
お
も
わ
な
か
っ
た
と
。
隣
に
は
、
三
回
目
の

海
外
遠
征
と
な
り
、
し
か
も
自
分
の
実
力
で
登
っ
た
と
い
う
自
信
に
み
ち
た
山

崎
隊
員
の
遅
し
い
顔
が
あ
っ
た
。

―
帰
路

・
遊
牧
民
の
生
活
―

小
雪
舞
う
ア
ギ
ー
ル
峠

（四
七
八
〇
屑
）
。
広
い
峠
の
中
ほ
ど
に
あ
る
湖
も
、

峠
を
越
す
寒
風
に
さ
ざ
波
を
う
っ
て
い
る
。
帰
路
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
で
は
、
峠
の
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あ
ち
こ
ち
に
草
花
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
と
ラ
ク
ダ
エ
は
話
し
て
い
た
。
期
待
し

て
い
た
が
、
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
の
真
綿
の
よ
う
な
可
憐
な
花
が
、
名
残
を
惜
し

む
よ
う
に
僅
か
に
咲
い
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
や
は
り
、
今
年
の
カ
ラ
コ
ル

ム
は
冷
夏
で
あ
っ
た
。

峠
を
越
え
て
、
ガ
レ
場
を
下
り
始
め
た
。
突
然
、
先
行
し
て
い
た
亀
田
隊
員

が
大
声
を
あ
げ
る
。
岩
の
間
を
走
っ
た
。
興
奮
し
た
顔
。
両
手
で
何
か
を
つ
か

ん
で
い
る
。
隊
員
達
の
目
が
集
ま
っ
た
。
鼠
か
ウ
サ
ギ
か
？
私
も
覗
き
こ
む
。

五
年
前
、
子
連
れ
山
旅
で
登
っ
た
大
雪
山
系
の
ト
ム
ラ
ウ
シ
の
山
頂
付
近
で
見

た

〃
ナ
キ
ウ
サ
ギ
″
に
似
て
い
た
。
低
緯
度
の
カ
ラ
コ
ル
ム
で
は
、
氷
河
時
代

の
生
き
残
り
が
、
こ
ん
な
高
山
に
追
い
や
ら
れ
た
の
か
。
遠
い
斜
面
に
点
在
す

る
羊
の
群
れ
。
キ
ル
ギ
ス
の
三
人
の
牧
童
に
出
会
う
。
朝
早
く
羊
を
連
れ
て
上

が
っ
て
来
た
の
だ
。
ヤ
ク
シ
ミ
シ
ー
ス
（こ
ん
に
ち
は
）
。声
を
か
け
る
と
黄
色
っ

ぽ
い
歯
を
覗
か
せ
ニ
コ
ッ
と
笑
う
。
遊
牧
民
達
は
夏
の
間
、
草
を
求
め
て
山
に

上
が
っ
て
く
る
。
石
と
石
を
泥
や
家
畜
の
糞
で
固
め
て
作
っ
た
カ
ル
カ
が
彼
等

の
家
だ
。

突
然
、
カ
ル
カ
の
前
に
寝
そ
べ
っ
て
い
た
番
犬
が

一
斉
に
吠
え
始
め
た
。
侵

入
者
を
見
つ
け
た
の
だ
。
そ
の
叫
び
に
驚
い
た
の
か
家
族
総
出
で
飛
び
出
し
て

来
た
。

旅
人
を
歓
待
す
る
の
は
遊
牧
の
民
の
風
習
だ
。
早
速
、
カ
ル
カ
の
中
に
招
か

れ
る
。
薄
暗
く
冷
や
っ
と
す
る
。
少
し
青
カ
ビ
の
生
え
た
ナ
ン

（小
麦
粉
を
こ

ね
て
カ
マ
ド
で
焼
い
た
バ
ン
）
と
手
垢
の
染
み
付
い
た
木
の
お
椀
に
ア
イ
ラ
ン

（酸
っ
ぱ
い
ヨ
ー
グ
ル
ト
）
を
盛
っ
て
く
れ
た
。
彼
等
の
最
高
の
も
て
な
し
だ
。

ま
た
、
そ
れ
し
か
な
い
こ
と
も
確
か
だ
。
ナ
ン
を

一
口
か
じ
る
。
ベ
ッ
ク
・
タ

ク
ロ
ッ
ク

（大
変
お
い
し
い
）
と
お
世
辞
を
言
う
と
、
喜
ん
で
い
っ
ぱ
い
く
れ

た
。
何
と
素
朴
で
気
前
の
よ
い
人
達
か
。
娘
さ
ん
が
魔
法
瓶
の
よ
う
な
も
の
を

赤
い
布
に
包
み
、
抱
い
て
い
た
。
覗
く
と
、
紐
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
な
っ
て
い

る
。
何
だ
ろ
う
。
胸
元
を
指
さ
し
、
片
言
の
ウ
イ
グ
ル
語
と
手
振
り
で
尋
ね
る
。

ニ
コ
ッ
と
ほ
ほ
笑
ん
で
見
せ
て
く
れ
た
。
何
と
生
後
二
、
三
週
間
の
赤
ち
ゃ
ん

で
あ
っ
た
。
若
い
隊
員
で
も
高
度
障
害
を
起
こ
す
四
二
〇
〇
肝
を
越
す
高
さ
。

厳
し
い
カ
ル
カ
生
活
の
中
で
、
す
や
す
や
寝
て
い
る
姿
に
民
族
の
遅
し
さ
を
感

じ
た
。
遊
牧
民
の
生
活
は
家
族
共
同
体
だ
。
小
学
校
低
学
年
ぐ
ら
い
の
男
女
は

羊
の
世
話
だ
。
朝
、
羊
を
連
れ
だ
し
、
昼
間
は
野
山
を
駆
け
ず
り
回
る
。
夕
暮

れ
時
に
は
、
羊
を
追
っ
て
カ
ル
カ
に
帰
る
。
中
学
生
ぐ
ら
い
の
女
子
は
、
機
織

り
の
仕
事
だ
。
カ
ル
カ
の
前
に
置
か
れ
た
素
朴
な
機
織
り
器
具
に
せ
っ
せ
と
向

か
っ
て
い
た
。
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
母
親
は
、
糸
巻
き
棒
を
持
っ
て
、

羊
の
毛
か
ら
糸
を
紡
い
で
い
た
。

御
馳
走
に
な
っ
た
お
礼
に
家
族
全
員
の
記
念
写
真
を
撮
っ
た
。
手
帳
に
書
い

て
も
ら
っ
た
ウ
イ
グ
ル
語
の
住
所
で
、
果
た
し
て
中
国
の
西
の
果
て
、
ア
ギ
ー

ル
山
中
の
ふ
も
と
に
住
む
彼
等
の
手
元
に
写
真
が
届
く
だ
ろ
う
か
。

―
エ
ピ
ロ
ー
グ
ー

ク
ラ
ウ
ン
峰
へ
の
夢
は
八
年
前
。
白
銀
の
峰
々
を
背
に
、
荒
涼
と
し
た
河
原

を
進
む
ラ
ク
ダ
の
隊
列
、
岩
と
氷
雪
の
鎧
を
纏
っ
た
凛
々
し
い
山
姿
。　
一
九
八

五
年
、
中
国
が
、
彼
の
地
を
開
放
し
、
最
初
に
挑
ん
だ
登
山
隊
の
写
真
か
ら
、

鮮
烈
な
魅
力
を
感
じ
た
。

今
回
、
十
四
名
の
隊
員
全
員
が

″皇
帝
の
冠
″
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
一
年
、
毎
週
大
阪
か
ら
駆
け
付
け
、
土
、
日
の
訓
練
山
行
を
こ
な
し
た
鈴
木

隊
員
の
熱
意
。
彼
は
核
心
部
の
ル
ー
ト
を
拓
い
た
。
ウ
イ
グ
ル
人
の
よ
う
な
風

貌
。
ラ
ク
ダ
エ
達
か
ら
エ
レ
キ
ン

（親
切
な
人
）
と
呼
ば
れ
、
彼
等
と
寝
食
を
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共
に
し
た
宮
坂
隊
員
の
荷
揚
げ
で
の
活
躍
等
、
隊
員

一
人

一
人
が
自
己
の
も
つ

〃輝
き
″
を
出
し
合

っ
て
の
初
登
頂
だ
。

頂
上
を
前
に
し
て
、
登
頂
の
喜
び
で
頬
を
つ
た
わ
る
涙
が
、
早
朝
の
厳
し
い

冷
気
で
顔
に
凍
り
付
い
た
、
と
話
し
て
く
れ
た
最
年
少
の
松
岡
隊
員
。
ラ
ク
ダ

の
腹
を
越
す
濁
流
の
渡
河
、
巧
み
な
手
綱
さ
ば
き
で
乗
り
切
る
ウ
イ
グ
ル
の
少

年
の
邊
し
さ
に
感
動
し
た
中
川
隊
員
。
各
自
が
つ
か
ん
だ
素
晴
ら
し
い
感
動
。

若
者
達
に
数
々
の
青
春
の
ド
ラ
マ
を
創

っ
た
。

最
終
の
固
定
ロ
ー
プ
を
終
え
平
坦
な
氷
河

へ
。
全
隊
員
が
待
つ
Ｃ
ｌ
が
見
え

始
め
る
。
初
め
て
登
頂
の
喜
び
が
こ
み
上
げ
て
来
る
。
全
隊
員
に
感
謝
。
し
ば

ら
く
立
ち
尽
く
す
。
氷
河
の
融
水
で
顔
を
洗
い
、
隊
員

一
人

一
人
と
固
い
握
手
。

ク
ラ
ウ
ン
峰
初
登
頂
は
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
勝
利
で
あ

っ
た
。

た
か
が
山
登
り
、
さ
れ
ど
山
登
り
。
未
踏
峰

へ
の
挑
戦
は
、
人
類
の
新
し
い

又
化
の
創
造
に
つ
な
が
る
。

今
回
の
登
山
を
通
じ
て
、
明
日
の
登
山
界
を
背
負

っ
て
立
つ
若
者
達
が
育

っ

た
事
を
ご
報
告
致
し
ま
す
。

暖
か
い
ご
支
援
を
戴
い
た
関
係
各
位
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（※
１
）
皇
冠
峰

（中
国
音
‥
フ
ォ
ァ
ン
ク
ワ
ン
フ
ォ
ン
）
は
、
現
地
で
は
、
ハ
ン
・

タ
ー
ジ
・
チ
ョ
カ

（皇
帝
の
冠
の
峰
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
イ
ン
ス
ガ
イ
テ
ィ
氷
河

上
部
か
ら
眺
め
た
ク
ラ
ウ
ン
峰
は
、真
に
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
山
姿
を
し
て
い
た
。

（※
２
）
中
国
最
大
の
氷
河
で
音
蘇
蓋
堤
氷
川

（イ
ン
ス
ガ
イ
テ
ィ
氷
河
）
と
呼
ぶ
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
田
日
本
山
岳
会
東
海
支
部
　
日
中
友
好
皇
冠
峰
登
山
隊

一
九
九
三

（略
称

Ｊ

Ａ

Ｃ

Ｉ

Ｔ

Ｏ

Ｋ

Ａ

Ｉ

鶴

）

活
動
期
間
　
一
九
九
三
年
五
月
十
九
日
～
八
月
三
十
日

（
一
）
中
国
カ
ラ
コ
ル
ム
皇
冠
峰

（七
二
九
五
ｍ
）
の
初
登
頂

（三
）
シ
ャ
ク
ス
ガ
ム
河
流
域
の
調
査
、
イ
ン
ス
ガ
イ
テ
ィ
氷
河
の
踏
査

（三
）
青
年
に
よ
る
日
中
友
好
国
際
親
善
活
動

総
隊
長
＝
湯
浅
道
男

（５６
）
、
隊
長
＝
徳
島
和
男

（４８
）
、
登
攀
隊
長
＝
酒
井

秀
紀

（３２
）
、
登
攀
リ
ー
ダ
ー
＝
阿
部
哲
也

（３０
）
ｏ
亀
田
正
人

（２８
）
ｏ
中

島
正
徳

（２８
）
、
先
発
隊
隊
長
＝
鈴
木
幹
夫

（２６
）
、
隊
員
＝
山
崎
彰
人

（２６
）
・

夏
日
正
憲

（２５
）
・
宮
坂
仁

（２４
）
・
有
冨
保
之

（２４
）
ｏ
中
川
邦
仁

（２４
）
・

笹
森
進
也

（２２
）
・
松
岡
清
司

（２１
）
・
長
谷
川
哲
也

（２１
）

（先
発
隊
）

五
月
　
十
七
日
　
六
名
　
名
古
屋
↓
北
京

十
九
日
　
カ
シ
ュ
ガ
ル
　
隊
荷
準
備
、
現
地
購
入

二
十
三
日
　
マ
ザ
ー
出
発
　
キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始

二
十
五
日
　
ア
ギ
ー
ル
峠

（四
七
八
〇
ｍ
）

二
十
九
日
　
イ
ン
ス
ガ
イ
テ
ィ
氷
河
の
舌
端

（四
〇
〇
〇
ｍ
）
に
Ｂ
Ｃ

建
設

六
月
　
　
一
日
　
第
四
ル
ン
ゼ
入
り
回

（四
四
〇
〇
ｍ
）
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
建
設

（本
隊
）

五
月
二
十
七
日
　
七
名
　
名
古
屋
↓
北
京

六
月
　
　
七
日
　
Ｂ
Ｃ
に
て
先
発
隊
と
合
流

（後
発
隊
）

六
月
　
　
七
日
　
一
名
　
名
古
屋
↓
北
京

十

一
日
　
東
南
稜
基
部

（五

一
〇
〇
ｍ
）
Ｃ
ｌ
建
設

十
七
日
　
全
隊
員
　
Ａ
Ｂ
Ｃ
集
結

二
十

一
日
　
東
南
稜
末
端
の
コ
ル

（五
八
〇
〇
ｍ
）
Ｃ
２
建
設

七
月
　
十
四
日
　
東
壁
下
部
岩
稜
基
部

（六
三
〇
〇
ｍ
）
Ｃ
３
設
営
　
最
終

キ
ャ
ン
プ
と
な
る

目
　
　
的

隊
の
構
成

行
動
概
要
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二
十
二
日
　
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
　
北
京
時
間
午
後
二
時
五
十
六
分
　
徳

島
、
山
崎
、
有
冨
登
頂

二
十
七
日
　
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
　
午
前
九
時
五
分
　
酒
井
、
阿
部
、
鈴

木
、
中
川
登
頂

二
十
八
日
　
第
三
次
ア
タ
ッ
ク
　
午
前
十

一
時
二
十
分
　
亀
田
、
中
島
、

宮
坂
、
笹
森
登
頂

二
十
九
日
　
第
四
次
ア
タ
ッ
ク
　
午
前
七
時
　
夏
日
、
松
岡
、
長
谷
川

登
頂

八
月
　
　
五
日
　
Ｂ
Ｃ
撤
収

十
五
日
　
イ
ン
ホ
ン
タ
ン
出
発
　
帰
路
キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始

二
十
日
　
マ
ザ
ダ
ー
ラ
帰
着

三
十
日
　
日
本
帰
着

☆
日
本
時
間
と
北
京
時
間
と
の
時
差
　
一
時
間
、
北
京
時
間
と
新
彊
時
間
と
の
時
差
　
二

時
間

報
　
　
生
目

「岳
人
」
９３
年
■
月
号
、
「山
と
漢
谷
」
９３
年
１２
月
号
、
「岩
と
雪
」
９３
年
１２
月
、

「日
中
友
好
皇
冠
峰
登
山
隊

一
九
九
三
報
告
書
」
９４
年
３
月
発
行

［註

¨
本
登
山
は
日
本
山
岳
会
海
外
登
山
基
金
助
成
金

の
割
当
て
を
受

け
て
実

施
さ
れ
た
］

皇帝の冠に立つ
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チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
峰

中
国
側
か
ら
の
初
登
頂

立
教
大
学
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
登
山
隊

・
学
術
調
査
隊
の
記
録

一
九
九
三
年
十
月
二
十
四
日
、
午
後
二
時
四
十
五
分
、
立
教
大
学
山
岳
部
Ｏ

Ｂ
武
石
隊
員
、
山
岳
部
現
役
四
年
生
部
員
高
橋
隊
員
の
二
名
が
、
チ
ョ
モ
ロ
ン

ゾ
峰
の
頂
き
に
日
の
丸
と
立
教
大
学
校
旗
を
翻
し
、
中
国
側
新
ル
ー
ト
よ
り
の

登
頂
に
成
功
し
た
。

登
攀
隊
員
の
平
均
年
齢
二
十
五
歳
と
い
う
若
い
隊
員
達
が
、
ポ
ス
ト
モ
ン

ス
ー
ン
の
強
風
に
苦
し
み
な
が
ら
勝
ち
と
っ
た
実
に
爽
や
か
な
快
挙
で
あ
り
、

全
員
で
成
功
の
喜
び
を
か
み
し
め
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
ず
ば
ぬ

け
た
力
を
持
つ
隊
員
こ
そ
居
な
か
っ
た
も
の
の
、
全
員
が
自
分
に
出
来
る
事
を

平
等
に
負
担
し
、
皆
で
助
け
合
う
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
素
晴
ら
し
さ
は
単
独
チ
ー

ム
の
良
い
面
を
十
三
分
に
発
揮
し
た
、
立
教
ら
し
い
成
功
で
あ
る
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

登
山
計
画
と
許
可
申
請

立
教
大
学
山
岳
部
は

一
九
二
三
年
に
創
設
さ
れ
、　
一
九
九
二
年
に
は
創
立
七

十
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
間
、
三
百
名
を
越
え
る
卒
業
生
を
生
み
、
立
教

鯵
　
坂
　
主目
　
主目

山
友
会
を
構
成
し
ク
ラ
ブ
活
動
を
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

昭
和
の
初
期
に
は
、
後
立
山
、
黒
部
谷
、
剣
岳
、
南
ア
ル
プ
ス
等
に
お
け
る

積
雪
期
初
登
攀
の
記
録
を
立
て
、
特
に

一
九
三
六

（昭
和
十

一
）
年
日
本
初
の

海
外
遠
征
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ナ
ン
ダ
ー
コ
ー
ト
峰
の
初
登
頂
を
筆
頭
に
、
戦
後
に
は

バ
ル
ン
氷
河
遠
征
、
南
米
ベ
ル
ー
ア
ン
デ
ス
、
カ
ラ
コ
ル
ム
、
コ
ー
カ
サ
ス
、

カ
ン
バ
チ
ェ
ン
ヘ
と
遠
征
隊
を
派
遣
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
特
に
最
近
で
は

一

年
置
き
に
現
役
山
岳
部
員
の
海
外
合
宿
を
実
施
し
て
、
六
〇
〇
〇
腐
級
の
山
に

登
頂
す
る
と
共
に

一
年
生
ま
で
全
員
が
キ
ャ
ラ
バ
ン
、
高
度
順
化
、
登
山
技
術

を
学
び
、
海
外
遠
征
の
経
験
者
の
層
を
厚
く
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
峰
へ
の
遠
征
隊
は
、
立
教
大
学
山
岳
部
創
立
七
十
周
年
の
記

念
事
業
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
、
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
、
カ
ル
タ
氷
河
周
辺

の
学
術
調
査
及
び
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
峰

（七
八

一
六
厨
）
に
中
国
側
北
西
面
よ
り

の
初
登
攀
を
目
的
に
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。　
一
九
九
二
年
春
、
中
国

登
山
協
会
の
史
占
春
前
主
席
宛
に
同
峰
の
登
山
許
可
申
請
が
、
立
教
大
学
山
岳
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チョモロンゾ峰 中国側からの初登頂
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部
長
高
田
健
夫
教
授
よ
り
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
申
請
に
対
す
る
最
初
の
回

答
は
、
同
地
域
が
未
解
放
地
区
で
あ
る
と
い
う
事
か
ら

「不
許
可
」
で
あ
り
ま

し
た
。

し
か
し
私
達
と
い
た
し
ま
し
て
は
度
々
山
友
会
よ
り
会
員
を
北
京

へ
派
遣

し
、
ね
ば
り
強
い
交
渉
を
続
け
た
結
果
、　
一
九
九
三
年

一
月
、
高
田
教
授
の
も

と
ヘ
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
峰
の
登
山
を
同
年
に
限
り
特
別
に
許
可
す
る
と
い
う
回
答

文
が
郵
送
さ
れ
、
私
達
を
あ
わ
て
さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

同
年
四
月
十
二
日
、
北
京
へ
山
友
会
よ
り
、
山
本

（朋
）
先
輩
、
西
川
先
輩
、

私
の
三
名
が
派
遣
さ
れ
た
。
中
国
登
山
協
会
、
王
富
州
主
席
と
山
本

（朋
）
先

輩
の
間
に
議
定
書
が
調
印
さ
れ
て

「立
教
大
学
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
登
山
隊

・
学
術

調
査
隊
」
は
正
式
に
発
足
い
た
し
ま
し
た
。

登
山
隊
の
ス
タ
ー
ト
と
同
時
に
、
山
岳
部
、
山
友
会
、
理
学
部
山
の
会
の
要

請
に
よ
り
、
浜
田
立
教
大
学
前
総
長
を
名
誉
委
員
長
と
す
る
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
委

員
会
が
発
足
し
、
大
学
を
挙
げ
て
の
御
支
援
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
行

委
員
会
、
募
金
委
員
会
も
設
置
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
は
開
始
さ
れ
遠
征
の

た
め
の
準
備
は
着
々
と
進
め
ら
れ
て
ゆ
き
、
日
本
山
岳
会
、
読
売
新
聞
社
よ
り

の
御
後
援
を
賜
る
事
も
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

隊
の
目
的
及
び
期
間

「立
教
大
学
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
登
山
隊

・
学
術
調
査
隊
」
は
、
カ
ン
シ
ュ
ン
氷

河
及
び
カ
ル
タ
氷
河
地
域
の
学
術
調
査
、
並
び
に
中
国
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
峰

（七

八

一
六
厨
）
の
チ
ベ
ッ
ト
側
北
西
面
よ
り
の
初
登
攀
を
目
的
と
し
、
派
遣
期
間

は
、　
一
九
九
三
年
九
月

一
日
よ
り
十

一
月
十
五
日
迄
、
と
す
る
。

チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
峰

チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
峰
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
二
四
〇
〇
キ
ロ済
の
ほ
ぼ
中
央
、
チ
ョ
　

９

タンソミ

77<.7
ショー・ラ

ショー



7==EA>'/ /t,- 1.tr

Top 7,816m
マカルー

/~ヽ
/   ヽ/   ヽ

ゝ 」ヽ

ヽ

、

１
ヽ

ｌ

‐

‐

ヽ

ｌ

‐

‐

懸垂氷河帯

1

1
1
1

1

ABC(C2)
5,800m

Cl

CO

カンシ ン氷河

タ ン

4,750rn

登山隊 B.C

~~~―― 登頂ルー ト

ーーーー学術調査隊踏査ルー ト

ｂ
部核′・糧 ヽ

１

．

ヽ
ヽ

′

′

′

′

′

Ｊ

ｒ

ｒ

Ｊ

/

′
′

′
′

′
C3

チョモロンゾ氷河

ヽ

ガルプ

チョモラ

B,C

/た、

し ノ
カルッ

94

ノヘ
/＼/＼



チ ョモロンゾ峰 中国側からの初登頂

モ
ラ
ン
マ
峰
の
近
く
、
マ
カ
ル
ー
山
群
の
中
に
あ
り
完
全
に
中
国
領
に
位
置
す

る
。同

峰
に
は

一
九
五
四
年
十
月
、
フ
ラ
ン
ス
・
マ
カ
ル
ー
偵
察
隊
の
リ
オ
ネ

ル

・
テ
レ
イ
、
ジ
ャ
ン
ｏ
ク
ジ
ー
の
二
隊
員
が
初
登
頂
を
果
た
し
て
い
る
が
、

以
後
未
開
放
の
山
と
い
う
事
で
今
日
ま
で
そ
の
頂
は
、
深
い
ね
む
り
に
つ
い
て

い
た
。

私
自
身
で
は
、　
一
九
八
八
年

「
日
本

ｏ
中
国

ｏ
ネ
パ
ー
ル
三
国
チ
ョ
モ
ラ
ン

マ
登
山
」
の
際
、
読
売
新
聞
社
の
特
派
員
と
し
て
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
の
空
撮
を

行
っ
た
が
、
そ
の
際
に
、
マ
カ
ル
ー
山
群
の
中
に
そ
の
存
在
を
見
る
迄
は
全
く

知
ら
な
い
山
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
中
国
側
北
面
よ
り
見
上
げ
る
山
容
は

マ
カ
ル
ー
を
し
の
ぐ
よ
う
に
も
み
え
る
美
し
い
山
だ
っ
た
。

ラ
サ
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ま
ず
車
で
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
ヘ
、
シ
ガ
ー
ル
よ
り

チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
・
ロ
ン
ブ
ク
寺
院
街
道
へ
入
り
、
チ
ン
ソ
ン
村
よ
り
こ
の
街
道

に
別
れ
を
つ
げ
て
左

ヘ
ル
ー
ト
を
と
り
、
カ
ル
タ
村
を
経
由
し
て
ユ
バ
村
ま
で

は
三
日
間
の
行
程
で
あ
る
。
ユ
バ
村
よ
リ
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
開
始
し
、
シ
ョ
ｌ

ｏ

ラ

（四
七
〇
〇
腐
）
、
ま
た
は
ラ
ン
マ
ニ
フ

（五
三
〇
〇
屑
）
い
ず
れ
か
の
峠

越
え
で
約

一
週
間
で
、
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
上
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
地
ペ
タ
ン
（四

七
五
〇
肩
）

へ
達
す
る
事
が
出
来
る
。

偵
察
隊

一
九
九
三
年
五
月
十
七
日
、
偵
察
隊
の
山
本

（朋
）
総
隊
長
、
中
山
隊
長
、

神
保
隊
員
の
三
名
が
成
田
を
出
発
し
て
、
北
京
、
成
都
、
ラ
サ
経
由
で
五
月
三

十
日
、
Ｂ
Ｃ

（四
七
五
〇
屑
）
の
ペ
タ
ン
に
到
着
し
、
約
二
週
間
の
偵
察
活
動

を
行
っ
た
。

当
初
よ
り
、
東
京
に
於
け
る
実
行
委
員
会
で
検
討
を
重
ね
て
い
た
北
西
面

ル
ー
ト
は
、
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
よ
リ
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
氷
河
に
入
り
、
そ
の
ど
ん

づ
ま
リ
マ
カ
ル
Ｉ
Ⅱ
峰
と
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
峰
の
間
に
の
び
る
大
き
な
岩
壁
、
及

び
懸
垂
氷
河
を
突
破
し
て
、
上
部
大
雪
原
を
経
て
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
峰
の
稜
線
を

た
ど
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
ル
ー
ト
中
で
、
最
も
困
難
と
さ
れ
る
チ
ョ

モ
ロ
ン
ゾ
氷
河
最
奥
部
の
岩
壁
帯
と
、
そ
の
真
中
に
落
ち
る
小
さ
な
岩
稜
の
登

攀
ル
ー
ト
を
探
る
こ
と
が
偵
察
隊
の
役
日
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
Ｂ
Ｃ
よ
リ
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
に
約

一
〇
〇
屑
位
下
り
、
氷
河
を
渡
っ

て
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
氷
河
の
末
端
に
と
り
つ
く
。
Ｂ
Ｃ
の
高
度

（四
七
五
〇
屑
）

よ
り
少
し
高
い

（四
九
〇
〇
屑
）
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
氷
河
入
口
を
登
り
返
し
た
地

点
に
デ
ポ
キ
ャ
ン
プ
を
、
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
Ⅱ
峰
か
ら
の
稜
線
上

（五
三
〇
〇
屑
）

に
Ｃ
ｌ
を
建
設
す
る
。
こ
こ
を
基
点
に
Ａ
Ｂ
Ｃ

（五
八
〇
〇
腐
）
及
び
岩
壁
に

と
り
つ
く
小
さ
な
岩
稜
の
ル
ー
ト
を
探
り
、
写
真
撮
影
を
行
い
、
更
に
上
部
の

懸
垂
氷
河
も
比
較
的
安
定
し
て
い
る
事
を
確
認
し
た
。特
に
、
ポ
ス
ト
モ
ン
ス
ー

ン
期
は
気
温
も
低
く
な
る
の
で
何
と
か
上
部
雪
原
へ
達
す
る
事
が
出
来
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
調
査
結
果
が
六
月
二
十
五
日
、
偵
察
隊
の
帰
国
に
よ
り
も

た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
隊
、
登
頂
へ
向
け
て

本
隊
は
合
計
十
四
名

（う
ち
学
術
調
査
隊
四
名
）
で
構
成
さ
れ
、
北
京
隊
、

カ
ト
マ
ン
ズ
隊
の
二
手
に
別
れ
て
日
本
を
出
発
し
た
。
北
京
隊
は
八
月
二
十
九

日
成
田
発
、
鯵
坂
総
隊
長
、
牛
窪
隊
長
、
高
田
学
術
隊
長
以
下
三
名
の
計
五
名

で
北
京
へ
向
か
っ
た
。
中
国
登
山
協
会
の
歓
迎
を
受
け
、
特
に
立
教
隊
と
し
て

は
経
費
を
な
る
べ
く
切
り
つ
め
る
為
に
、
高
所
協
力
員
は
全
く
使
わ
な
い
事
の

最
終
交
渉
を
行
う
。
登
山
協
会
側
は
私
に
対
し
古
い
友
人

（ラ
オ

・
ポ
ン
ヨ
ー
）

だ
か
ら
と
快
諾
し
、
交
渉
は
成
功
の
う
ち
に
終
了
、
連
絡
官
の
李
風
君
氏
、
通
　
９



訳
の
葉
地
暉
氏
を
伴
い
計
七
名
で
成
都
経
由
で
ラ
サ
ヘ
と
向
か
っ
た
。
ラ
サ
空

港
で
は
チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
の
高
所
長
以
下
の
出
迎
え
を
受
け
、
互
い
に
再
会

を
喜
び
合
っ
た
。

一
方
、
カ
ト
マ
ン
ズ
隊
石
野
登
攀
隊
長
以
下
八
名
の
計
九
名
は
、
九
月

一
日

成
田
発
、
三
日
に
カ
ト
マ
ン
ズ
入
り
し
、
日
本
よ
り
空
輸
の
隊
荷
の
通
関
、
食

糧
の
買
い
出
し
等
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
ヘ
向
け
て
の
準
備
に
追
わ
れ
た
。

北
京
隊
と
カ
ト
マ
ン
ズ
隊
は
、
九
月
六
日
に
ラ
サ

。
カ
ト
マ
ン
ズ
街
道
上
に

あ
る
ニ
エ
ラ
ム
村
で
合
流
の
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
国
境
の
村
ザ
ム
ー
と
ニ

エ
ラ
ム
間
で
モ
ン
ス
ー
ン
の
大
雨
に
よ
る
大
き
な
崖
崩
れ

が
発
生
し
、
車
は
通
行
不
能
の
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
中

国
流
人
海
戦
術
に
よ
る
復
旧
作
業
で
も
開
通
の
見
通
し
が

立
た
な
い
為
、
私
達
は
ニ
エ
ラ
ム
で
、
新
た
に
二
台
の
ト

ラ
ッ
ク
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
約
五
〇
〇
陣川
の
崖
崩
れ
個
所

は
、
ポ
ー
タ
ー
二
十
名
と
隊
員
に
よ
っ
て
荷
物
の
ビ
ス
ト

ン
輸
送
を
行
っ
た
。
降
り
し
き
る
雨
の
中
、
泥
だ
ら
け
に

な
っ
て
の
作
業
だ
っ
た
が
二
台
の
ト
ラ
ッ
ク
に
隊
員
、
隊

荷
と
も
収
容
し
、
や
っ
と
ニ
エ
ラ
ム
村
で
十
四
名
の
全
隊

員
が
顔
を
揃
え
る
事
が
出
来
た
の
は
、
予
定
よ
り
二
日
遅

れ
の
九
月
八
日
の
事
で
あ
っ
た
。

モ
ン
ス
ー
ン
中
の
雨
の
中
、
車
で
入
れ
る
終
点
の
ユ
バ

村
へ
。
ユ
バ
か
ら
は
ヤ
ク
七
十

一
頭
を
引
き
つ
れ
て
の
大

キ
ャ
ラ
バ
ン
を
開
始
し
た
。
シ
ョ
ー
ニ
フ
（四
七
〇
〇
属
）

越
え
で
約

一
週
間
、
雨
や
雪
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
九
月
二

十
日
に
Ｂ
Ｃ
が
建
設
さ
れ
た
。

デ
ポ
キ
ャ
ン
プ
、
Ｃ
ｌ
へ
の
荷
上
げ
で
登
攀
活
動
は
開
始
さ
れ
る
。
九
月
末

に
は
モ
ン
ス
ー
ン
も
明
け
て
順
調
に
キ
ャ
ン
プ
は
延
び
て
い
っ
た
。

九
月
二
十
五
日
Ａ
Ｂ
Ｃ

（五
八
〇
〇
厨
）
を
建
設
し
、
十
月

一
日
に
は
チ
ョ

モ
ロ
ン
ゾ
氷
河
最
奥
部
、
岩
稜
へ
の
取
付
き
付
近
に
Ｃ
３

（六
二
〇
〇
屑
）
が

建
設
さ
れ
、
登
山
は
早
く
も
第
二
段
階
に
入
り
、
岩
壁
部
、
懸
垂
氷
河
へ
の
攻

撃
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
登
山
の
成
否
を
左
右
す
る
で
あ
ろ
う
核
心
部
へ
の
挑

戦
で
あ
っ
た
。

登
攀
隊
員
八
名
を
四
名
ず
つ
二
隊
に
分
け
て
、
荷
上
げ
、
ル
ー
ト
エ
作
、
休

チョモロンゾ峰核心部懸垂氷河と岩壁帯
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チ ョモロンゾ峰 中国側からの初登頂

養
を
く
り
返
し
な
が
ら
攻
撃
は
続
け
ら
れ
た
。
Ｂ
Ｃ
よ
リ
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
を

三
十
分
位
上
流
へ
登
っ
た
高
台
か
ら
真
正
面
に
、
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
氷
河
の
核
心

部
を
見
る
事
が
出
来
る
。
私
は
そ
の
地
に
立
っ
て
、
双
眼
鏡
を
握
り
し
め
る
手

に
汗
を
滲
ま
せ
な
が
ら
じ
っ
と
上
部
を
見
つ
め
る
数
日
が
過
ぎ
る
。
岩
稜
上
の

雪
面
に
点
の
よ
う
に
見
え
る
隊
員
達
が
強
風
で
弓
な
り
に
た
わ
む
ザ
イ
ル
を
引

き
ず
り
、　
一
歩

一
歩
確
実
に
前
進
す
る
姿
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
ス
ピ
ー
ド

は
日
に
日
に
遅
く
な
る
。

″事
故
だ
け
は
起
こ
さ
な
い
で
く
れ
よ
″

神
に
祈
る
よ
う
な
毎
日
だ
。　
一
日
の
行
動
を
終
っ
て
キ
ャ
ン
プ
に
戻
っ
た
隊
員

達
の
元
気
な
声
を
無
線
機
を
通
し
て
聞
く
時
が

″今
日
も
無
事
終
っ
た
″

と
気
持
の
な
ご
む
時
間
で
あ
っ
た
。

岩
壁
に
と
り
つ
く
雪
稜
に
八
五
〇
済
、
岩
壁
中
央
に
落
ち
る
逆
層
ぎ
み
の
小

さ
な
岩
稜
と
懸
垂
氷
河
の
中
に
六
〇
〇
済
の
ロ
ー
プ
が
フ
ィ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
。

十
月
十
二
日
核
心
部
を
突
破
し
、
Ｃ
３
建
設
よ
り
十

一
日
間
の
悪
戦
苦
闘
の
末
、

上
部
雪
原
に
Ｃ
４

（六
九
五
〇
属
）
が
建
設
さ
れ
、
ア
タ
ッ
ク
の
態
勢
が
完
全

に
整
っ
た
。
隊
員
た
ち
は

一
日
一ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
下
山
し
、
そ
れ
ぞ
れ
二
日

間
の
休
養
を
と
り
、十
五
日
、十
六
日
に
別
れ
て
Ｂ
Ｃ
を
出
発
し
頂
上
へ
向
か
っ

た
。十

月
十
九
日
、
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
。
晴
天
だ
。
し
か
し
昨
夜
か
ら
の
強
風
は

止
む
気
配
さ
え
な
い
。
現
地
時
間
午
前
六
時
Ｃ
４
を
出
発
し
、
地
吹
雪
の
中
真

暗
な
雪
原
を
ラ
イ
ト
を
頼
り
に
交
替
で
ラ
ッ
セ
ル
を
し
な
が
ら
登
る
。
ア
タ
ッ

ク
隊
は
七
二
五
〇
層
の
コ
ル
迄
達
し
た
が
、
強
風
と
地
吹
雪
の
た
め
ア
タ
ッ
ク

を
断
念
し
直
ち
に
撤
退
し
た
。
こ
の
時
神
保
隊
員
は
顔
に
凍
傷
を
負
っ
た
の
で

あ
る
。
翌
日
は
休
養
の
た
め
Ｃ
３
へ
向
け
下
山
し
た
が
、
昨
日
の
強
風
の
た
め

Ｃ
３
は
完
全
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
跡
形
も
な
く
、
装
備
、
食
糧
と
も
紛
失
し
て

し
ま
う
と
い
う
大
き
な
打
撃
を
う
け
た
。
仕
方
な
く
Ａ
Ｂ
Ｃ
迄
下
山
し
て
み
れ

ば
、
こ
こ
で
も
テ
ン
ト

一
張
り
が
破
損
し
て
お
り
、
Ｃ
ｌ
で
も

一
張
り
が
つ
ぶ

さ
れ
る
始
末
だ
っ
た
。
隊
員
の
勝
利
へ
の
執
念
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
直
ち
に

Ｃ
３
の
再
建
に
と
り
か
か
り
、
十
月
二
十
四
日
に
は
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
を
挙
行

す
る
ま
で
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

十
月
二
十
四
日
。
こ
の
日
も
相
変
わ
ら
ず
強
風
が
吹
き
荒
れ
て
い
る
。
武
石
、

高
橋
、
神
保
、
渡
辺
の
四
人
は
雪
原
を
稜
線
に
向
か
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
登
っ
て

ゆ
く
。
ラ
ッ
セ
ル
は
そ
れ
程
深
く
は
な
い
。
稜
線
か
ら
吹
き
お
ろ
す
強
風
に
隊

員
は
し
ば
し
ば
前
進
を
は
ば
ま
れ
る
。
神
保
、
渡
辺
の
二
名
は
七
五
〇
〇
腐
ま

で
サ
ポ
ー
ト
。
こ
の
頃
か
ら
奇
跡
的
に
風
が
弱
ま
っ
て
き
た
。
千
載

一
遇
と
も

云
え
る
ア
タ
ッ
ク
の
チ
ャ
ン
ス
を
掴
ん
だ
の
で
あ
る
。

目
出
帽
の
口
に
当
る
部
分
が
凍
り
つ
い
て
息
苦
し
い
。
立
ち
止
っ
て
は
帽
子

を
ま
く
り
上
げ
深
呼
吸
を
す
る
。
武
石
隊
員
の
後
に
高
橋
隊
員
が
続
き

一
歩

一

歩
、
頂
上
は
確
実
に
近
づ
い
て
き
た
。
午
後
二
時
四
十
五
分
、
頂
上
に
立
っ
た

二
人
の
姿
は
小
さ
な
小
さ
な
点
で
は
あ
る
が
Ｂ
Ｃ
か
ら
も
双
眼
鏡
で
は
っ
き
り

と
捉
え
る
事
が
出
来
た
。

「隊
員
の
み
ん
な
、
今
頂
上
に
つ
き
ま
し
た
よ
」
何
と
も
無
表
情
な
、
登
っ

て
当
り
前
と
云
う
よ
う
な
登
頂
の
第

一
声
だ
。
し
か
し
Ｂ
Ｃ
全
体
が
踊
り
上
っ

て
喜
び
の
歓
声
に
包
ま
れ
て
、
成
功
の
感
動
に
酔
い
し
れ
る

一
瞬
で
あ
っ
た
。

登
攀
隊
員
全
員
の
登
頂
を
目
指
し
て
十
月
二
十
六
日
の
第
三
次
ア
タ
ッ
ク

は
、
宮
坂
、
青
木
、
貝
沼
、
神
保
の
四
隊
員
で
行
わ
れ
た
が
、
強
風
と
悪
天
候

の
た
め
七
五
〇
〇
腐
迄
到
達
し
た
が
断
念
し
、
全
登
山
活
動
を
終
了
す
る
こ
と
　
９



に
な
っ
た
。

学
術
調
査
隊
の
成
果

我
が
隊
の
も
う

一
つ
の
重
要
な
目
的
は
、
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
、
カ
ル
タ
氷
河

周
辺
で
の
学
術
調
査
で
あ
り
ま
す
。

学
術
隊
は
立
教
大
学
高
田
理
学
部
長
を
隊
長
に
、
田
中
副
隊
長
以
下
三
名
の

現
役
山
岳
部
員
の
計
四
名
で
構
成
さ
れ
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
南
側

（ネ
パ
ー

ル
側
）
で
の
気
象
、
氷
河
の
研
究
の
進
歩
に
比
べ
る
と
、
中
国
側

（チ
ベ
ッ
ト

側
）
で
の
調
査
は
殆
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

調
査
は
登
山
隊
の
ペ
タ
ン
Ｂ
Ｃ

（四
七
五
〇
屑
）
と
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
最
奥

部
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
直
下
の
カ
ル
ブ
Ｂ
Ｃ

（五
二
〇
〇
鰤
）
を
基
点
に
し
て
行

わ
れ
た
。

定
時
気
象
観
測
と
紫
外
線
量
の
定
時
測
量
が
行
わ
れ
、　
一
方
で
は
カ
ン
シ
ュ

ン
氷
河
最
上
流
及
び
そ
の
支
流
氷
河
に
迄
も
入
り
こ
み
、
氷
河
と
水
の
ｐＨ
、
電

導
度
、
溶
存
酸
素
量
の
測
定
と
サ
ン
プ
リ
ン
グ
、
ま
た
学
術
隊
Ｂ
Ｃ
よ
り
更
に

上
部
、
六
〇
〇
〇
属
の
高
所
で
の
大
気
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
も
行
わ
れ
た
。

カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
最
上
流
は
幅
五
キ
ロ肩
で
氷
塔
の
乱
立
す
る
荒
々
し
い
氷
河

で
あ
リ
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
東
面
、
ロ
ー
ツ
ェ
北
面
は
垂
直
に
近
い
壁
で
、
絶
え
ず

雪
氷
の
崩
壊
に
脅
か
さ
れ
、
危
険
を
伴
う
調
査
活
動
を
強
い
ら
れ
た
。

し
か
し
五
二
〇
〇
層
か
ら
五
五
〇
〇
属
の
高
度
領
域
で
は
数
多
く
の
デ
ー
タ

採
取
と
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
行
う
事
が
出
来
た
。
今
後
の
予
定
と
し
て
持
ち
帰
っ

た
デ
ー
タ
の
解
析
、
氷
河
水
や
氷
の
化
学
組
織
と
同
位
体
比
の
測
定
等
が
高
田

教
授
の
研
究
室
で
行
わ
れ
た
。

一
方
大
気
中
の
環
境
問
題
成
分
の
分
析
は
、
地
球
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
古
田

直
紀
博
士
が
、
雪
氷
に
関
す
る
分
析
や
同
位
対
比
の
測
定
は
弘
前
大
学
理
学
部

地
球
科
学
科
の
鶴
見
助
教
授
の
研
究
室
で
、
紫
外
線
量
と
オ
ゾ
ン
層
と
の
関
連

に
つ
い
て
は
気
象
庁
オ
ゾ
ン
層
解
析
室
、
伊
藤
朋
之
博
士
ら
の
協
力
を
得
て
研

究
が
行
わ
れ
た
。

同
時
に
登
山
、
学
術
調
査
中
の
朝
、
夕
毎
日
二
回
ず
つ
、
全
隊
員
の
動
脈
酸

素
飽
和
度
測
定
が
行
わ
れ
、
こ
の
高
所
適
応
性
に
関
す
る
デ
ー
タ
解
析
は
、
川

崎
医
療
福
祉
大
学
、
小
野
寺
昇
助
教
授
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
結

果
が
出
る
迄
に
は
ま
だ
時
間
を
要
す
る
も
の
の
、
大
き
な
成
果
が
期
待
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

お
わ
り
に

遠
征
を
終
っ
た
今
、
こ
の
登
山
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
シ
ェ
ル
バ
、
高
所

協
力
員
と
も

一
切
使
わ
ず
に
、
自
分
達
の
力
だ
け
で
見
事
に
成
し
と
げ
ら
れ
た

立
派
な
登
山
で
あ
る
事
を
誇
り
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
同

一
ク
ラ
ブ
の
メ
ン

バ
ー
で
構
成
さ
れ
た
最
高
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
誇
る
隊
で
あ
り
ま
し
た
が
、
ポ

ス
ト
モ
ン
ス
ー
ン
と
い
う
厳
し
い
自
然
条
件
を
克
服
し
、
未
知
の
ル
ー
ト
を
開

拓
す
る
と
い
う
隊
員
達
の
強
い

″勝
利
へ
の
執
念
″、
″不
屈
の
精
神
力
″
に
敬

意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

若
い
隊
員
達
と
私
達
と
の
年
齢
差
か
ら
く
る
山
に
対
す
る
考
え
方
の
く
い
違

い
は
、
そ
の
都
度
徹
底
的
に
話
し
合
う
事
に
よ
っ
て
見
事
に
解
決
さ
れ
ま
し
た

が
、
間
に
入
っ
て
ま
と
め
役
を
つ
と
め
た
牛
窪
登
山
隊
長
、
石
野
登
攀
隊
長
の

御
苦
労
に
心
よ
り
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。

山
を
愛
す
る
者
と
し
て
、
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
と
い
う
、
地
球
が
長
い
長
い
年
月

を
か
け
て
造
り
出
し
た

″美
し
き
自
然
の
造
形
″
を
汚
す
事
な
く
、
立
教
大
学

の
名
に
恥
じ
な
い
立
派
な
成
功
を
お
さ
め
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

隊
員
始
め
、
こ
の
遠
征
を
陰
で
支
え
て
下
さ
っ
た
方
々
、　
一
人

一
人
が
心
か
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チョモロンゾ峰 中国側からの初登頂

ら

「
や
っ
て
良
か
っ
た
の
だ
」
と
い
う
大
き
な
喜
び
を
か
み
し
め
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
各
隊
員
の
努
力
は
勿
論
の
こ
と
、
多
大
な
る
御
支

援
を
賜
っ
た
日
本
山
岳
会
を
は
じ
め
、
中
国
登
山
協
会
、
チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
、

立
教
大
学
、
立
教
大
学
体
育
会
、
山
友
会
、
山
岳
部
、
理
学
部
山
の
会
、
読
売

新
聞
社
、
更
に
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
皆
様
方
よ
り
賜
っ
た
御
力
添
え
の

お
陰
と
心
か
ら
謝
意
を
表
し
、
御
礼
を
申
し
上
げ
、
報
告
を
終
わ
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
立
教
大
学
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
登
山
隊

・
学
術
調
査
隊

一
九
九
三

活
動
期
間
　
一
九
九
三
年
八
月
二
十
九
日
～
十

一
月
十
日

目
　
　
的
　
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
及
び
カ
ル
タ
氷
河
周
辺
の
学
術
調
査
。
中
国

チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
峰

（七
八

一
六
腐
）
の
チ
ベ
ッ
ト
側
北
西
面
ル
ー

ト
よ
り
初
登
攀

隊
の
構
成
　
総
隊
長
＝
鯵
坂
青
青

（５９
）

〔学
術
調
査
隊
〕
隊
長
＝
高
田
健
夫

（５８
）
、
隊
員
＝
田
中
司
（５０
）
・

平
沢
徹

（２０
）
・
平
野
友
幸

（２０
）

〔登
山
隊
〕
隊
長
＝
牛
窪
光
政
（４９
）
、登
攀
隊
長
＝
石
野
繁

一
（３４
）
、

隊
員
＝
宮
坂
永
史

（２９
）
・
武
石
浩
明

（２６
）
・
青
木
宏
親

（２４
）
・

貝
沼
久
範

（２５
）
・
高
橋
克
昌

（２４
）
・
神
保
修
麻

（２２
）
・
渡
辺

秀
明

（２４
）

行
動
概
要
　
八
月
二
十
九
日
北
京
隊
、
九
月
二
日
カ
ト
マ
ン
ズ
隊
成
田
発
。
八

日
ニ
エ
ラ
ム
村
に
て
両
隊
合
流
。
十
三
日
ユ
バ
村
発
。
二
十
日
Ｂ

Ｃ
建
設
。
二
十

一
日
Ｃ
ｌ
、
二
十
五
日
Ｃ
２

（Ａ
Ｂ
Ｃ
）
建
設
。

三
十
日
学
術
調
査
隊
カ
ン
シ
ュ
ン
氷
河
上
流
域
調
査
へ
。
十
月

一

日
Ｃ
３
建
設
。
十
日
学
術
調
査
隊
Ｂ
Ｃ
下
山
。
十
二
日
Ｃ
４
建
設
。

十
九
日
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
、
武
石

・
高
橋

◆
神
保

・
渡
辺
七
二
五

〇
屑
、
強
風
と
地
吹
雪
の
た
め
断
念
。
二
十

一
日
強
風
で
吹
き
飛

ば
さ
れ
た
Ｃ
３
再
建
。
二
十
四
日
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
、
武
石

ｏ
高

橋
が
登
頂
成
功
。
神
保

ｏ
渡
辺
は
七
五
〇
〇
房
迄
。
二
十
六
日
第

二
次
ア
タ
ッ
ク
、
宮
坂

・
青
木

・
貝
沼

・
神
保
七
五
〇
〇
肝
で
悪

天
候
の
た
め
断
念
。
三
十

一
日
Ｂ
Ｃ
撤
収
。
十

一
月
十
日
本
隊
帰

国
。

読
売
、
朝
日
、
毎
日
新
聞
運
動
面

（十
月
二
十
九
日
）
。
『岩
と
雪
』

（
一
六
四
号
）
。
『山
と
漢
谷
』
（
一
九
九
四
年
二
月
号
）
。
『ヒ
マ
ラ

ヤ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
（予
定
）
。
『立
教
大
学
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
登
山

隊

・
学
術
調
査
隊

一
九
九
三
報
告
書
』
（
一
九
九
四
年
十
月
）
。

報

　

告
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ア
ク

・
タ
シ
の
初
登
頂

日
印
合
同

・
広
島
山
岳
会
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊

一
九
九
三
の
記
録

は
じ
め
に

一
九
八
四
年
の
ア
シ
ー
ル
遠
征
が
終
っ
て

一
段
落
し
た
頃
か
ら
、
名
越
を
は

じ
め
と
す
る
若
手
会
員
の
中
か
ら

「次
は
サ
ル
ト
ロ
だ
」
と
い
う
気
持
が
燻
り

は
じ
め
て
い
た
。　
一
九
九

一
年
二
月
に
名
越
は
、
来
日
し
て
い
た
パ
キ
ス
タ
ン

の
ナ
ジ
ー
ル
氏
に
会
う
機
会
を
得
て
意
中
を
話
し
た
と
こ
ろ

「イ
ン
ド
に
申
請

し
た
ら
…
」
と
い
う
冗
談
と
も
い
え
る
返
事
を
真
に
受
け
て
、
イ
ン
ド
登
山
局

に
申
請
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
遠
征
は
始
ま
っ
た
。
イ
ン
ド
隊
と
合
同
が
条
件
で

人
数
は
五
人
以
上
七
人
ま
で
と
い
う
返
事
で
あ
る
。
同
じ
九

一
年
十
月
に
イ
ン

ド
国
境
警
察
長
官

一
行
が
広
島
を
訪
れ
た
こ
と
か
ら
実
現
へ
向
け
て
急
展
開
し

た
。
長
官
の
言
葉
ど
お
り
翌
年

一
月
に
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ

（イ
ン
ド

ｏ
チ
ベ
ッ
ト
国
境

警
察
）
と
合
同
で
の
仮
登
山
許
可
書
が
届
い
た
の
で
あ
る
。

未
登
の
サ
ル
ト
ロ
◆
カ
ン
リ
Ⅱ
峰
（七
七
〇
五
屑
）
を
イ
ン
ド
よ
リ
シ
ア
チ
ェ

ン
氷
河
を
遡
り
西
壁
か
ら
登
る
と
い
う
名
越
の
構
想
は
画
期
的
な
も
の
と
し
て

受
入
れ
ら
れ
、
我
々
は
シ
ェ
ル
ピ

・
カ
ン
リ
か
ら
写
さ
れ
た
平
井

一
正
氏
の
写

内

　

　

賞

真
を
見
て
、
見
事
な
順
層
の
岩
壁
に
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
会
員
の
中
か
ら

参
加
者
が
次
第
に
固
ま
り
、
五
月
か
ら
準
備
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
開
始
し
た
。

準
備
か
ら
出
発
ま
で

ｏ
突
然
の
変
更

準
備
と
し
て
特
に
心
掛
け
た
点
は
、
イ
ン
ド
隊
と
合
同
で
岩
壁
を
登
降
す
る

に
は
極
地
法
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
、
岩
壁
で
の
ル
ー
ト
エ
作
を

重
点
と
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
た
こ
と
と
、
高
所
順
応
に
つ
い
て
各
人
で

体
調
の
自
主
管
理
が
出
来
る
よ
う
に
症
候
に
対
す
る
判
定
の
学
習
会
を
持
っ
た

こ
と
位
で
、
特
に
変
っ
た
こ
と
は
し
て
な
い
。

各
係
を
決
め
、
出
発
ま
で
の
各
月
、
各
係
ご
と
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
を
作
り
、

タ
ク
テ
ィ
ク
ス
を
組
む
な
ど
の
準
備
を
す
す
め
て
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
計
画
は

逐

一
イ
ン
ド
側
へ
連
絡
を
し
て
い
た
が
、
何
の
反
応
も
な
か
っ
た
。
我
々
は
九

二
年
六
月
九
日
に
日
本
を
出
発
す
る
予
定
で
イ
ン
ド
に
連
絡
し
、
五
月
に
入
っ

て
か
ら
は
荷
物
の
梱
包
を
開
始
し
た
。
ビ
ザ
は
九
二
年
十
二
月
の
始
め
に
申
請

し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
イ
ン
ド
領
事
館
か
ら
何
の
連
絡
も
な
い
ま
ま
五
月
を
迎

100



え
て
い
た
。
焦
れ
る
我
々
の
許
へ
五
月
も
末
に
な
っ
て
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
の
フ
カ
ム

・

シ
ン
氏
よ
り
便
り
が
届
い
た
。
サ
ル
ト
ロ
ｏ
カ
ン
リ
は
内
務
省
の
許
可
が
下
り

な
い
、
ビ
ザ
を
と
る
た
め
他
の
山
を
申
請
し
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
日
本
出
発
は

六
月
末
で
よ
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

我
々
は
装
備
、
食
糧
な
ど
の
準
備
を

一
応
終
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
余
り
変
更

し
な
く
て
済
む
山
と
し
て
同
じ
山
域
で
岩
壁
登
攀
の
出
来
る
七
〇
〇
〇
房
の
未

登
峰
ア
ク

・
タ
シ

（七
〇

一
六
屑
）
を
選
ん
で
六
月

一
日
に
返
信
し
た
。

ビ
ザ
を
入
手
し
た
の
が
六
月
二
十
四
日
、
出
発
が
六
月
二
十
七
日
と
い
う
慌

し
い
日
程
で
デ
リ
ー
入
り
し
た
の
で
あ
る
。

合
同
隊
に
つ
い
て

合
同
隊
と
い
っ
て
も
色
々
と
事
情
は
異
な
る
と
思
う
が
、
我
々
が
経
験
し
た

今
回
の
合
同
隊
に
つ
い
て
メ
リ
ッ
ト

・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
え
て
み
る
。
デ
メ

リ
ッ
ト
の
第

一
に
は
行
動
の
自
主
性
が
損
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
登
山
日
程
を

含
む
イ
ン
ド
滞
在
中
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
リ
エ
ゾ
ン
オ
フ
ィ
サ
ー
を
兼
ね
た

イ
ン
ド
隊
長
の
膳
立
て
ど
お
り
に
進
め
ら
れ
る
。
先
方
も
気
を
遣
っ
て
説
明
し

了
解
を
求
め
る
が
我
々
は
従
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
登
山
期
間
に
つ
い
て
も

滞
在
期
間
の
長
さ
に
比
べ
て
短
い
と
思
う
し
、
Ｂ
Ｃ
撤
収
の
日
に
追
い
立
て
ら

れ
て
終
盤
の
行
動
が
尻
切
れ
に
な
っ
た
の
も
残
念
で
あ
る
。
登
山
ル
ー
ト
に
つ

い
て
も
同
じ
こ
と
で
、
我
々
の
固
執
し
た
南
西
壁
ル
ー
ト
を
登
れ
た
の
は
名
越

の
折
衝
の
巧
み
さ
と
シ
ン
氏
の
日
本
隊
に
対
す
る
理
解
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
結
局
日
印
別
ル
ー
ト
と
な
り
、
我
々
は
フ
ィ
ッ
ク
ス
ザ
イ
ル
が
足
ら
な
く

な
る
と
い
う
皮
肉
な
結
果
に
な
っ
た
が
、
逆
に
イ
ン
ド
隊
に
壁
を
登
れ
と
い
う

の
も
無
理
で
あ
っ
た
。
若
し
こ
れ
が
サ
ル
ト
ロ
ｏ
カ
ン
リ
で
あ
っ
た
ら
ど
う

な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
は
、
セ
レ
モ
ニ
ー
や
接
待
が
多
く
、イ
ン
ド
側
の
遠
来
の
客
に
対
す
る
親

切
は
充
分
理
解
出
来
る
と
し
て
も
、
我
々
は
た
い
へ
ん
疲
れ
た
の
が
本
音
で
あ

る
。
メ
リ
ッ
ト
は
地
元
の
利
便
に
上
乗
り
出
来
た
こ
と
で
あ
る
。
輸
送
や
荷
駄

の
手
配
か
ら
宿
泊
の
こ
と
ま
で
イ
ン
ド
側
で
す
す
め
ら
れ
、
我
々
は
こ
れ
に
乗

る
だ
け
と
い
う
ツ
ア
ー
の
よ
う
な
安
易
さ
で
あ
っ
た
。
反
面
、
苦
労
し
て
も
自

力
で
や
っ
た
と
い
う
充
実
感
に
欠
け
る
気
が
す
る
が
こ
れ
は
贅
沢
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
が
役
人
で
あ
っ
た
た
め
行
政
か
ら
の
援
護
が
あ
っ
た
こ
と
も
、

通
関
や
航
空
便
の
変
更
な
ど
を
含
め
て
た
い
へ
ん
に
好
都
合
な
こ
と
が
多
か
っ
た
。

お
わ
り
に

我
々
の
ア
ク

ｏ
タ
シ
は
終
っ
た
。
六
人
の
登
攀
メ
ン
バ
ー
の
内
五
人
が
南
西

壁
を
完
登
し
た
し
、
内
二
人
は
未
踏
の
山
頂
に
立
つ
こ
と
が
出
来
た
。
合
同
を

組
ん
だ
イ
ン
ド
隊
も
七
人
の
登
攀
メ
ン
バ
ー
全
員
が
南
稜
か
ら
の
初
登
頂
を
果

た
し
た
。
事
故
は
無
か
っ
た
し
重
い
病
人
や
怪
我
も
な
か
っ
た
。
登
山
は

一
応

成
功
で
あ
る
。
登
山
隊
に
参
加
し
た
人
達
の
積
み
重
ね
と
努
力
が
無
く
て
は
成

功
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
何
か
が

あ
っ
た
。
あ
の
ル
ン
ゼ
の
大
崩
壊
が
我
々
の
ル
ー
ト
上
で
起
こ
ら
な
か
っ
た
こ

と
は
幸
運
と
い
う
し
か
な
い
。

最
後
は
人
の
事
に
な
る
が
、
考
え
方
も
習
慣
も
違
う
合
同
隊
に
あ
っ
て
国
境

を
こ
え
た
人
の
和
が
あ
り
温
か
い
気
持
で
遠
征
を
終
え
た
こ
と
も
う
れ
し
い
。

イ
ン
ド
の
人
達
か
ら
受
け
た
親
切
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

Λ
行
動
日
誌
Ｖ

六
月
二
十
八
日
　
曇
　
大
阪
～
デ
リ
ー

香
港
が
台
風
の
た
め
欠
航
と
な
り
、　
一
日
遅
れ
て
の
デ
リ
ー
到
着
と
な
る
。

六
月
二
十
九
日
　
快
晴
　
デ
リ
ー
滞
在

アク・タシの初登頂
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アク・タシ
7016

マ

モ

ス

ノ

づ/に
ク シ

)、 、 ヽ
ノ ノ )ノ

6746

川 サセール峠

ノ
Ⅱ

__ ル一

／
「
―
―
「
― サ セスキャンポチェ

アーミーキャ

ン

名
越

・
溝
手
が
空
港
に
行
き
隊
荷
の
通
関
手
続
を
す
る
。
イ
ン
ド
隊
よ
り
Ｉ

Ｔ
Ｂ
Ｐ
の
ト
ウ
ル
パ
テ
ィ
氏
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
も
丸

一
日
か
か
る
。

六
月
二
十
日
　
快
晴
　
デ
リ
ー
滞
在

Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ

（イ
ン
ド

・
チ
ベ
ッ
ト

・
ボ
ー
ダ
ｌ

ｏ
ポ
リ
ス
）
長
官
に
挨
拶
に

行
く
。
こ
の
時
サ
ル
ト
ロ
・
カ
ン
リ
は
ア
ク

・
タ
シ
に
変
更
、
カ
ラ
コ
ル
ム
峠

へ
の
踏
査
は
許
可
が
決
ま
る
。

七
月

一
日
　
快
晴
　
デ
リ
ー
滞
在

Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
会
議
室
で
日
印
合
同
隊
の
結
団
式
を
行
う
。
日
本
大
使
館
よ
り
神

長
公
使
が
来
賓
と
し
て
出
席
、
こ
の
日
テ
レ
ビ
、
新
聞
な
ど
で
ア
ク

・
タ
シ
遠

征
と
カ
ラ
コ
ル
ム
峠
へ
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
に
つ
い
て
一
斉
に
報
道
さ
れ
た
。

七
月
二
日
　
快
晴
　
デ
リ
ー
滞
在

日
本
大
使
館
へ
挨
拶
に
行
く
。七

月
三
日
　
快
晴
　
デ
リ
ー
滞
在

夜
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
招
待
の
夕
食
会
、
昨
夜
は
フ
カ

・峠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
・
シ
ン
氏
の
夕
食
招
待
が
あ
り
合
同
隊
は
こ
の

オ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
な
行
事
が
多
い
。

巧
　
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
四
日
　
快
晴
　
デ
リ
ー
～
ブ
ラ
ス
プ

ー
ル

効
　
助
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
集
合
し
ト
ラ

ッ
ク
に
荷
物
を
積

み
込

ン

ITBP

む
。
合
同
隊
員
は
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
の
バ
ス
に
乗
り
込
み

八
時
五
十
五
分
い
よ
い
よ
出
発
。
広
大
な
平
原
を

ひ
た
走
リ
チ
ャ
ン
デ
ィ
ガ
ー
ル
を
過
ぎ
十
八
時
頃

か
ら
山
地
に
か
か
る
。
十
九
時
二
十
分
ブ
ラ
ス

プ
ー
ル
着
、
イ
ン
ド
政
府
の
宿
泊
所
に
泊
ま
る
。

七
月
五
日
　
曇
　
ブ
ラ
ス
プ
ー
ル
～
マ
ナ
リ

ヌ
プ
ラ
谷

サ

BoC
4800
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プ
レ

八
時
五
分
出
発
、
谷
沿
い
の
道
を
走
る
。
ク
ル
で
二
時
間
休
み
十
五
時
五
十

分
マ
ナ
リ
に
到
着
、
雪
嶺
も
見
え
涼
し
い
。
温
泉
は
露
天
風
呂
で
は
な
く
個
室
　
ｌｏ

の
湯
舟
に
少
し
湯
を
入
れ
て
身
体
を
温
め
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。

七
月
六
日
　
曇
後
快
晴
　
マ
ナ
リ
～
サ
ル
チ
ュ
ー

六
時
四
十
八
分
出
発
、
北
側
に
響
え
立
つ
山
脈
に
突
込
む
よ
う
に
登
っ
て
ゆ

く
。
九
時
十
五
分
ロ
ー
タ
ン
峠

（三
九
五
五
厨
）
に
立
ち
白
銀
に
輝
く
大
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
眺
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
。
北
側
へ
降
リ
キ
ー
ロ
ン
で
昼
食
、
更
に

バ
ラ
ラ
チ
ャ
ニ
フ
（四
八
九

一
厨
）
を
越
え
て
十
九
時
三
十
分
サ
ル
チ
ュ
ー
（四

三
二
〇
厨
）
に
到
着
、
皆
軽
い
高
所
障
害
が
出
る
。

七
月
七
日
　
晴
　
サ
ル
チ
ュ
ー
～
レ
ー

六
時
五
十
五
分
、
昨
夜
宿
泊
し
た
蒲
鉾
兵
舎
を
後
に
す
る
。
モ
ラ
ン
ニ
フ
（四

九
〇
〇
肩
）
か
ら
ラ
チ
ェ
ン
上
フ

（五
〇
六
五
屑
）
と
続
く
山
塊
を
越
え
て
バ

ン
グ

（四
五
〇
〇
厨
）
で
昼
食
、
タ
ン
ラ
ン
ｉ
フ

（五
三
二
八
済
）
へ
向
か
う
。

広
大
な
峠
を
過
ぎ
る
と
赤
い
岩
の
谷
と
な
リ
イ
ン
ダ
ス
河
に
出
る
。
河
沿
い
の

道
路
を
走
っ
て
十
八
時
、
レ
ー
に
到
着
。

七
月
八
日
～
十
四
日
　
レ
ー
滞
在

七
月
八
日
夜
か
ら
降
り
始
め
た
雨
は
六
十
年
来
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
イ
ン

ド
各
地
大
雨
、
マ
ナ
リ
～
レ
ー
間
の
道
路
は
不
通
、
カ
ル
ド
ン
・
ラ
は
積
雪
の

た
め
交
通
遮
断
と
な
っ
た
。
十
三
日
に
な
っ
て
や
っ
と
雨
が
上
む
。

七
月
十
五
日
　
快
晴
後
曇
　
レ
ー
～
サ
ソ
マ

ー
Ｔ
Ｂ
Ｐ
駐
屯
地
内
の
ヒ
ン
ズ
ー
・
仏
教

・
シ
ー
ク
寺
院
で
道
中
安
全
の
祈

願
と
祝
福
行
事
の
後
、
八
時
二
十
分
に
出
発
、
バ
ス
は
喘
ぎ
な
が
ら
ゆ
っ
く
り

と
登
り
残
雪
の
カ
ル
ド
ン
ニ
フ
（五
六
〇
七
腐
）
を
十
二
時
二
十
分
に
越
え
る
。

十
六
時
二
十
五
分
シ
ャ
イ
ヨ
ー
ク
河
畔
に
出
て
十
七
時
ヌ
プ
ラ
谷
に
入
っ
た
。



砂
と
岩
と
雪
嶺
の
風
景
だ
が
名
の
と
お
り
緑
が
多
く
人
家
も
点
々
と
続
く
。
二

十
時
丁
度
サ
ソ
マ
の
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
キ
ャ
ン
プ

（三
三
〇
〇
屑
）
に
到
着
。

七
月
十
六
日
　
曇
後
雨
　
サ
ソ
マ

天
気
が
悪
く
な
る
の
で
停
滞
。

七
月
十
七
日
　
晴
　
サ
ソ
マ
～
ス
キ
ャ
ン
ポ
チ
エ

早
朝
か
ら
馬
に
荷
積
み
を
行
い
七
時
三
十
分
荷
駄
七
十
四
頭
が
出
発
、横
山
、

山
本
が
同
行
す
る
。
本
隊
は
八
時
五
十
分
バ
ス
で
チ
ャ
ン
グ
ル
ン
ま
で
行
き
九

時
十
分
よ
り
歩
き
始
め
る
。
急
斜
面
を

一
気
に
約

一
二
〇
〇
厨
登
っ
て
チ
ャ
ン

グ
ル
ン
ラ
ス
ケ
ー

ニ
フ
（四
五
七
〇
屑
）
を
越
え
る
。
峠
か
ら
は
ト
ロ
ン
ポ
テ
ィ

川
を
右
に
見
下
し
な
が
ら
堆
石
の
斜
面
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
、
水
量
の
多
い
こ
の

川
を
騎
馬
で
渡
っ
て
ス
キ
ャ
ン
ポ
チ
エ

（四
二
〇
〇
厨
）
ア
ー
ミ
ー
キ
ャ
ン
プ

に
十
六
時
到
着
。

七
月
十
八
日
　
晴
　
ス
キ
ャ
ン
ポ
チ
エ
～
Ｂ
Ｃ

九
時
出
発
、
昨
日
に
続
き
中
央
ア
ジ
ア
交
易
ル
ー
ト

（シ
ル
ク
ル
ー
ト
）
を

行
く
。
シ
ル
ク
ル
ー
ト
と
い
っ
て
も
馬
が
通
れ
る
ほ
ど
の
踏
み
跡
の
よ
う
な
も

の
で
、　
一
九
〇
七
年
日
野
強
、　
一
九
〇
九
年
大
谷
探
検
隊
が
通
っ
た
の
も
こ
の

道
で
あ
る
。
河
岸
段
丘
の
上
の
岩
と
砂
の
道
を
た
ど
っ
て
進
む
。
マ
モ
ス
ト
ン

氷
河
の
出
合
を
過
ぎ
て
十
二
時
過
ぎ
に
ヤ
ン
バ
ー
氷
河
を
正
面
に
望
め
る
Ｉ
Ｔ

Ｂ
Ｐ
の
キ
ャ
ン
プ
に
到
着
し
て
待
機
、
Ｂ
Ｃ
適
地
を
探
し
に
出
た
名
越

・
山
本

よ
り
の
連
絡
を
待
っ
て
移
動
す
る
。
右
岸
の
河
岸
段
丘
と
ヤ
ン
バ
ー
氷
河
左
岸

の
モ
レ
ー
ン
で
作
ら
れ
た
台
地
で
、
水
場
が
近
く
絶
好
の
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
で

あ
る
。
高
度
四
八
〇
〇
厨
、
十
三
時
二
十
分
到
着
し
直
ち
に
Ｂ
Ｃ
を
建
設
す
る
。

七
月
十
九
日
　
晴
時
々
に
わ
か
雨

八
時
三
十
分
よ
リ
ヒ
ン
ズ
ー
の
祭
壇
前
に
集
合
し
て
登
山
の
安
全
祈
願
の
あ

アク・タシの初登頂

上部岩壁 鼻と呼んだ部分の登攀
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と
、
日
印
両
国
旗
と
広
島
山
岳
会
旗
、
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
旗
を
掲
揚
し
て
Ｂ
Ｃ
開
き
の

セ
レ
モ
ニ
ー
を
行
う
。
こ
の
あ
と
隊
荷
の
仕
分
け
と
整
理
を
す
る
。

七
月
二
十
日
　
快
晴

早
朝
は
○
度
Ｃ
位
で
も
日
中
は
二
〇
度
Ｃ
位
に
な
り
日
射
が
強
い
の
で
結
構

暑
い
。
午
前
中
は
全
員
が
集
ま
っ
て
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
午
後
は
荷
物
の
整
理
。

七
月
二
十

一
日
　
快
晴

登
山
行
動
の
開
始
で
あ
る
。
Ｃ
ｌ
を
求
め
て
日
印
主
カ
メ
ン
バ
ー
の
殆
ど
全

員
で
ヤ
ン
バ
ー
氷
河
の
偵
察
に
上
が
る
。
Ｂ
Ｃ
か
ら
サ
イ
ド
モ
レ
ー
ン
を
登
り

堆
石
帯
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
な
が
ら
氷
河
に
入
る
。
ク
レ
バ
ス
の
無
い
綺
麗
な
雪

原
が
ア
ク

・
タ
シ
南
西
壁
の
直
下
ま
で
続
く
条
件
の
良
い
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。

氷
河
の
源
流
と
も
い
え
る
五
六
〇
〇
】
月
の
地
点
に
Ｃ
ｌ
を
建
設
、
更
に
上
部
の

ル
ー
ト
偵
察
を
す
る
。
協
議
の
結
果
日
印
別
ル
ー
ト
を
と
る
こ
と
に
決
ま
り
、

日
本
隊
は
壁
中
央
の
大
ク
ー
ロ
ア
ー
ル
か
ら
上
部
岩
壁
へ
、
イ
ン
ド
隊
は
右
端

の
ル
ン
ゼ
か
ら
南
稜
へ
の
ル
ー
ト
で
頂
上
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
又
、
Ｃ
ｌ

ま
で
の
荷
上
げ
に
ポ
ー
タ
ー
五
人
を
雇
う
イ
ン
ド
提
案
を
採
用
、
Ｃ
ｌ
か
ら
上

の
登
攀
に
専
念
出
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
日
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
の
本
部
よ
り
無
線

入
電
が
あ
り
、
デ
リ
ー
で
の
報
道
に
中
国
と
パ
キ
ス
タ
ン
よ
リ
ク
レ
ー
ム
が
つ

き
カ
ラ
コ
ル
ム
峠
へ
の
踏
査
は
出
来
な
い
と
の
事
で
あ
る
。

七
月
二
十
二
日
　
快
晴
後
雨
　
Ｃ
ｌ
は
雪

七
時
十
五
分
Ｂ
Ｃ
出
発
、
Ｃ
ｌ
へ
の
荷
上
げ
。
名
越
・山
本
・溝
手
は
Ｃ
ｌ
泊

り
、
岡
本

◆
横
山
は
十
五
時
Ｂ
Ｃ
へ
戻
る
。
こ
の
あ
と
雨
、
夜
は
激
し
く
降
る
。

七
月
二
十
三
日
　
晴
時
々
に
わ
か
雪

Ｃ
ｌ
の
積
雪
二
〇
彙
ンＯ
Ｃ
・
泊
り
の
二
人
は
Ｂ
Ｃ
へ
降
り
、
岡
本

・
吉
岡

・

横
山
が
Ｃ
ｌ
で
泊
ま
る
。
高
所
順
応
は
ア
プ
ロ
ー
チ
の
条
件
が
良
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
順
調
で
あ
る
。

七
月
二
十
四
日
　
曇
時
々
晴

岡
本

・
吉
岡
が
ル
ー
ト
エ
作
に
上
が
り
、
Ｃ
ｌ
か
ら
大
ク
ー
ロ
ア
ー
ル
五
九

〇
〇
済
地
点
ま
で
フ
ィ
ッ
ク
ス
を
つ
け
る
。
横
山
は
Ｂ
Ｃ
へ
、
名
越

・
山
本

・

溝
手
は
Ｃ
ｌ
へ
上
が
る
。

七
月
二
十
五
日
　
曇

名
越

・
山
本

・
溝
手
は
大

一
五
〇
厨
ま
で
ル
ー
ト
エ
作
、
岡
本
は
Ｂ
Ｃ
へ
、

横
山
は
Ｃ
ｌ
へ
上
が
る
。

七
月
二
十
六
日
　
晴

名
越

・
溝
手

・
山
本
は
六
二
〇
〇
厨
の
Ｃ
２
予
定
地
ま
で
ル
ー
ト
エ
作
を
行

う
。
吉
岡
は
Ｂ
Ｃ
へ
降
る
。

七
月
二
十
七
日
　
快
晴

横
山

・
山
本
は
Ｃ
２
の
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
作
り
を
す
る
が
氷
は
堅
く
な
か
な

か
捗
ら
な
い
。
イ
ン
ド
隊
は
南
稜
の
コ
ル

（六
二
〇
〇
済
）
に
到
達
、
Ｃ
２
を

建
設
。
日
印
と
も
に
Ｃ
３
は
設
け
ず
Ｃ
２
か
ら
頂
上
ま
で
ル
ー
ト
を
伸
ば
す
こ

と
に
す
る
。
岡
本
は
Ｃ
ｌ
へ
田
内
は
Ｃ
ｌ
を
往
復
す
る
。

七
月
二
十
八
日
　
快
晴

名
越

・
岡
本

・
山
本

・
溝
手
で
Ｃ
２
の
サ
イ
ト
作
り
、氷
は
堅
く
手
こ
ず
る
。

吉
岡
は
Ｃ
ｌ
へ
上
が
る
。

七
月
二
十
九
日
　
晴

名
越

。
岡
本

・
吉
岡

・
山
本

・
溝
手
は
Ｃ
２
を
建
設
し
山
本
と
溝
手
が
Ｃ
２

に
泊
る
。
こ
の
日
イ
ン
ド
隊
ル
ー
ト
と
日
本
隊
ル
ー
ト
の
間
の
ル
ン
ゼ
上
部
が

大
崩
壊
し
岩
雪
崩
と
な
っ
て
落
下
、
被
害
は
無
か
っ
た
。
横
山
は
Ｂ
Ｃ
へ
降
る
。

七
月
三
十
日
　
晴
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山
本

・
溝
手
は
Ｃ
２
サ
イ
ト
の
整
備
を
行
い
Ｃ
ｌ
へ
降
る
。
替
わ
っ
て
名

越

・
岡
本
が
Ｃ
２
に
入
る
。

七
月
三
十

一
日
　
晴

名
越

・
岡
本
は
Ｃ
２
よ
り
上
部
の
ル
ー
ト
エ
作
を
行
い
六
五
五
〇
陣
川
ま
で

フ
ィ
ッ
ク
ス
を
伸
ば
す
。
横
山
は
Ｃ
ｌ
へ
上
が
る
。

八
月

一
日
　
曇
後
に
わ
か
雨
後
晴

名
越

・
岡
本
は
Ｃ
ｌ
へ
、
山
本

・
溝
手
が
Ｃ
２
に
入
る
。

八
月
二
日
　
晴
時
々
に
わ
か
雨
　
上
部
風
雪

フ
ィ
ッ
ク
ス
ザ
イ
ル
が
足
ら
な
い
の
で
下
部
を
外
し
て
上
部
の
工
作
を
す

る
。
山
本

・
溝
手
は
上
部
岩
壁
の

「鼻
」
と
呼
ん
だ
部
分
を
登
り
き
り
、
氷
壁

に
１
ビ

ッ
チ
伸
ば
し
て
六
七
〇
〇
済
ま
で
行
く
。
横
山
は
Ｃ
２
往
復
。

八
月
三
日
　
雨
後
晴
　
上
部
は
雪

今
迄
好
天
を
も
た
ら
し
た
西
風
が
、
八
月
に
入
る
と
次
々
と
積
雲
を
運
び
雪

を
降
ら
す
よ
う
に
な
る
。
悪
天
候
の
周
期
に
入
っ
た
ら
し
い
。
Ｃ
２
は
除
雪
が

欠
か
せ
な
く
無
人
に
出
来
な
い
。
山
本

ｏ
溝
手
の
下
降
を
待
た
せ
て
、
名
越

・

岡
本

ｏ
横
山
が
Ｃ
２
へ
上
が
る
。
三
人
は
Ｃ
２
到
着
後

一
時
間
か
か
っ
て
除
雪
。

八
月
四
日
　
雨
時
々
晴
　
上
部
雪

天
気
は
悪
く
Ｃ
２
の
三
名
は
停
滞
、
明
日
の
天
気
予
報
は

「今
日
と
同
じ
」

で
あ
る
。
シ
ン
隊
長
は
八
日
に
Ｃ
ｌ
を
撤
収
す
る
と
言
っ
て
お
り
、
明
日
三
人

は
ア
タ
ッ
ク
に
決
め
る
。

八
月
五
日
　
曇
時
々
晴
　
上
部
風
雪

名
越

・
岡
本

・
横
山
は
三
時
三
十
分
Ｃ
２
を
出
発
、
山
本

・
溝
手
の
工
作
終

了
点
に
九
時
到
着
、
こ
れ
よ
り
上
は
ア
ル
パ
イ
ン
ス
タ
イ
ル
で
登
る
。
岡
本
が

ト
ッ
プ
で
垂
壁
部
分
を
抜
け
頂
上
に
続
く
雪
面
に
出
た
の
が
十
六
時
過
ぎ
、
三

人
が
揃
っ
た
の
は
十
七
時
と
な
る
。
こ
の
時
チ
ラ
リ
と
ガ
ス
が
切
れ
、
易
し
い

雪
壁
の
先
に
頂
上
部
分
が
見
え
た
が
、
岡
本

・
横
山
は
壁
を
抜
け
た
か
ら
こ
こ

で
充
分
と
言
い
、
進
も
う
と
思
っ
た
名
越
も
南
稜
を
登
っ
て
い
る
イ
ン
ド
隊
に

初
登
頂
を
ま
か
す
こ
と
に
し
て
、
六
八
七
〇
陣川
の
地
点
か
ら
三
人
は
下
降
す
る
。

Ｃ
ｌ
到
着
が
二
十

一
時
十
五
分
、
山
本

ｏ
溝
手
は
二
十

一
時
六
分
Ｃ
２
に
入
り

明
日
に
備
え
る
。
期
待
し
た
イ
ン
ド
隊
も
悪
天
候
の
た
め
引
き
返
し
て
い
た
。

八
月
六
日
　
曇
時
々
晴
　
上
部
風
雪

山
本

ｏ
溝
手
は
二
時
に
Ｃ
２
を
出
発
、
フ
ィ
ッ
ク
ス
終
了
点
か
ら
は
山
本
が

ト
ッ
プ
で
登
る
。
十
二
時
に
名
越
パ
ー
テ
ィ
ー
が
引
き
返
し
た
頂
上
直
下
の
雪

面
に
出
る
。
や
や
緩
い
雪
壁
を
２
ビ
ッ
チ

（九
〇
屑
ザ
イ
ル
）
登
っ
た
と
こ
ろ

で
な
だ
ら
か
な
所
に
立
つ
。
十
三
時
五
十
分
で
あ
る
。
視
界
が
無
い
た
め
山
本

は
様
子
を
見
る
こ
と
に
し
て
、
同
じ
く
頂
上
を
目
指
し
て
い
る
イ
ン
ド
隊
の
到

着
を
待
つ
。
し
か
し
十
四
時
に
イ
ン
ド
隊
は
悪
天
候
の
た
め
引
き
返
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
依
然
視
界
は
悪
く
、
十
四
時
十
分
山
本
が
雪
庇
を
踏
み
抜
い
た
こ

と
で
頂
上
と
判
定
す
る
。
溝
手
が
十
四
時
三
十
分
到
着
、
待
っ
て
も
視
界
は
良

く
な
ら
な
か
っ
た
。
十
四
時
五
十
六
分
二
人
は
下
降
開
始
、
途
中
で
フ
ィ
ッ
ク

ス
を
回
収
し
二
十

一
時
三
十
分
Ｃ
２
に
帰
着
し
た
。

八
月
七
日
　
曇
に
わ
か
雨
　
上
部
は
風
雪

イ
ン
ド
隊
は
Ｃ
２
で
停
滞
、
日
本
隊
は
Ｃ
２
の
撤
収
、
荷
下
し
を
す
る
。

八
月
八
日
　
晴

イ
ン
ド
隊
は
三
時
出
発
、
十
七
時
プ
レ
ム
・
シ
ン
以
下
七
名
全
員
が
山
頂
に

立
ち
二
十

一
時
Ｃ
２
に
帰
投
。
日
本
隊
は
Ｃ
ｌ
を
撤
収
し
て
全
員
Ｂ
Ｃ
に
下
降
。

八
月
九
日
　
曇
に
わ
か
雨
　
上
部
は
雪

イ
ン
ド
隊
は
Ｃ
ｌ
を
撤
収
し
て
全
員
Ｂ
Ｃ
に
降
り
る
。
日
本
隊
は
荷
物
、
食
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糧
の
整
理
。

八
月
十
日
　
曇

荷
物
整
理
、
ゴ
ミ
の
始
末
を
す
る
。
日
印
合
同
の
夕
食
会
を
開
き
遠
征
の
成

功
を
祝
う
。

八
月
十

一
日
　
晴

荷
物
の
梱
包
と
ゴ
ミ
の
始
末
、
夕
方
よ
リ
ヤ
ク
の
糞
を
燃
や
し
て
キ
ャ
ン
プ

フ
ァ
イ
ヤ
ー
を
囲
む
。
空
罐
を
上
手
に
打
っ
て
ド
ラ
ム
と
し
歌
い
踊
る
両
国
の

隊
員
に
国
境
は
な
い
。
我
々
の
ア
ク
・
タ
シ
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

八
月
十
二
日
　
雪
後
晴
　
Ｂ
Ｃ
～
ス
キ
ャ
ン
ポ
チ
ェ

雪
化
粧
で
迎
え
た
寒
い
朝
、
荷
物
を
パ
ッ
キ
ン
グ
し
て
出
発
に
備
え
る
。
十

時
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
長
官
ア
リ
ヤ
氏
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
総
裁
コ
ー
リ
ー
氏
が

合
同
隊
の
慰
間
に
来
訪
、
十

一
時
に
飛
び
立
つ
。
Ｂ
Ｃ
の
撤
収
を
終
わ
り
十
三

時
に
ス
キ
ャ
ン
ポ
チ
エ
ヘ
出
発
、
晴
れ
て
来
た
の
に
ア
ク

・
タ
シ
頂
部
は
雲
に

包
ま
れ
て
見
え
な
か
っ
た
。
十
七
時
ス
キ
ャ
ン
ポ
チ
ェ
到
着
。

八
月
十
三
日
　
晴
　
ス
キ
ャ
ン
ポ
チ
エ
～
チ
ャ
ン
グ
ル
ン

七
時
に
出
発
、
十
三
時
に
チ
ャ
ン
グ
ル
ン
ー
Ｔ
Ｂ
Ｐ
キ
ャ
ン
プ
に
到
着
、
夕

方
よ
り
住
民
総
出
の
大
民
族
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
で
歓
迎
と
祝
福
を
う
け
る
。

八
月
十
四
日
　
快
晴
　
チ
ャ
ン
グ
ル
ン
～
レ
ー

七
時
三
十
五
分
出
発
、
バ
ス
は
十
七
時
カ
ル
ド
ン
・
ラ
を
越
え
て
十
九
時
二

十
分
レ
ー
の
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
駐
屯
地
に
着
く
。
着
後
盛
大
な
歓
迎
を
う
け
る
。

八
月
十
五
～
十
六
日
　
レ
ー
滞
在

八
月
十
七
日
　
快
晴
　
レ
ー
～
デ
リ
ー

レ
ー
空
港
を
八
時
三
十
分
離
陸
、
九
時
四
十
分
デ
リ
ー
空
港
着
。

八
月
十
八
～
二
十
四
日
　
デ
リ
ー
滞
在

八
月
二
十
日
に
合
同
隊
の
解
散
セ
レ
モ
ニ
ー
を
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｐ
会
議
室
で
行
い
総

て
の
行
事
を
終
る
。

八
月
二
十
五
日
　
デ
リ
ー
～
大
阪
～
広
島

０
時
デ
リ
ー
発
、
十
四
時
三
十
分
大
阪
着
、
十
九
時
三
十

一
分
広
島
着
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
日
印
合
同

・
広
島
山
岳
会
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊

一
九
九
三

活
動
期
間
　
一
九
九
三
年
六
月
二
十
八
日
～
八
月
二
十
四
日

目
　
　
的
　
ア
ク

・
タ
シ

（七
〇

一
六
腐
）
の
南
西
壁
の
登
攀
と
登
頂

隊
の
構
成
　
総
隊
長
＝
田
内
賓

（６７
）
、
隊
長
＝
名
越
賞

（４５
）
、
隊
員

・
登
攀

リ
ー
ダ
ー
＝
岡
本
良
治

（３４
）
、
隊
員
＝
吉
岡
好
英

（４８
）
、
横
山

正
雄

（３７
）
、
溝
手
康
史

（３８
）
、
山
本
宣
夫

（２２
）

イ
ン
ド
側

（イ
ン
ド

ｏ
チ
ベ
ッ
ト
国
境
警
察
）
隊
長
＝
フ
カ
ム

・

シ
ン
（５５
）
、
医
師
＝
Ａ
ｏ
Ｃ
ｏ
Ｐ
・
ト
ウ
ル
パ
テ
ィ
、
隊
員
八
名
、

コ
ッ
ク
ニ
名
、
ハ
イ
ポ
ー
タ
ー
七
名

行
動
概
要
　
六
月
二
十
八
日
日
本
出
国
デ
リ
ー
着
、
七
月
四
日
デ
リ
ー
発
、
七

月
十
八
日
Ｂ
Ｃ
建
設
、
七
月
二
十

一
日
Ｃ
ｌ
建
設
、
七
月
三
十
日

Ｃ
２
建
設
、
八
月
五
日
南
西
壁
完
登
、
八
月
六
日
日
本
隊
登
頂
、

八
月
八
日
イ
ン
ド
隊
登
頂
、
八
月
十
二
日
Ｂ
Ｃ
撤
収

報
　
　
生
口

『岩
と
雪
』
（１
６
１
号
Ｘ
ｌ
６
５
号
）
、
「シ
ル
ク
ル
ー
ト
の
白
い

石
』
（日
印
合
同

・
広
島
山
岳
会
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊

一
九
九
三
の
報

告
書
）

［註

¨
本
登
山
は
日
本
山
岳
会
海
外
登
山
基
金
助
成
金
の
割
当
て
を
受
け
て
実

施
さ
れ
た
］
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。
２

ｏ
２６
～
２７
　
大
学
セ
ミ
ナ
ー

・
ハ
ウ
ス

（東
京
）

青
年
登
山
懇
談
会

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

一
九
九
二
、
九
三
年
と
二
回
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た

「中
高
年
登

山
対
策
全
国
大
会
」
は

一
応
の
成
果
を
得
て
終
了
し
た
。
そ
こ
で
次
は
、

以
前
よ
り
懸
案
で
あ
っ
た
、
日
本
山
岳
会
の
平
均
年
齢
高
齢
化
の
問
題

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
内
容
が
日
本
山
岳

会
全
体
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら
、
総
務
、
指
導
、
青
年
、

学
生
等
の
各
委
員
会
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る

「青
年
登
山
懇
談
会
実

行
委
員
会
」
が
組
織
さ
れ
た
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
九
三
年
六
月
発
足

以
来
、
二
十
数
回
の
会
合
を
通
じ
て
検
討
を
重
ね
、
「若
い
人
に
魅
力

あ
る
日
本
山
岳
会
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を

開
催
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
大

学
山
岳
部
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
も
実
施
し
た

（巻
末
参
照
）
。

青
年
登
山
懇
談
会
実
行
委
員
は
次
の
と
お
り

（順
不
同
）
。

実
行
委
員
長
宇
田
川
芳
伸

（青
年
部
）
、
委
員
＝
山
本
宗
彦

（学
生

部
）
・
片
岡
泰
彦

（指
導
）
。
坂
本
正
智

（総
務
）
ｏ
相
馬
勉

（学
生
部
）
・

藤
井
正
彦

（総
務
）
・
熊
崎
和
宏

（青
年
部
）
・
松
原
尚
之

（学
生
部
）
・

藤
江
義
夫

（青
年
部
）
。

［基
調
報
告
］

日
本
山
岳
会
に
望
む
こ
と

山
本
　
宗
彦

私
は
日
本
山
岳
会
に
つ
い
て
、
支
部
を
含
め
て
全
国
の
こ
と
ま
で
良
く
知
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
こ
れ
か
ら
私
が
話
を
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
全
国

的
に
通
ず
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
し
、
全
国
の
支
部
の
現
状
と
は
合
致
し
な

い
部
分
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
「
日
本
山
岳
会
に
望
む
こ
と
」
と
し
て
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
明
治
大
学
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
で
す
が
、
山
登
り
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
先
鋭

的
な
登
山
を
し
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
私
の
山
登
り
の
出

発
は
昆
虫
採
集
だ
っ
た
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
登
る
た
め
に
山
へ
行
く
と

い
う
よ
り
は
、
何
か
す
る
た
め
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が
登
山
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
高
校
時
代
か
ら
山
岳
部
に
入
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
私
自
身

他
人
と
競
い
合
う
ス
ポ
ー
ツ
に
は
向
い
て
い
な
く
て
、
登
山
で
あ
れ
ば
競
い
合

う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
山
岳
部
に
入
っ
た
の
で
す
。
高

校
、
大
学
と
山
岳
部
に
属
し
て
山
登
り
を
し
て
き
ま
し
た
。

日
本
山
岳
会
に
は
学
生
部
と
い
う
、
大
学
山
岳
部
を
中
心
と
し
た
学
生
の
集

ま
り
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
四
年
間
の
学
生
生
活
の
中
で
日
本
山
岳
会
の
行
事

は
も
ち
ろ
ん
、
学
生
部
の
集
ま
り
に
も
出
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
学
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生
部
の
存
在
は
何
と
な
く
知
っ
て
は
い
ま
し
た
が
部
の
ほ
う
が
忙
し
く
て
そ
れ

ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
あ
え
て
出
向
く
だ
け
の
意

義
を
感
じ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
私
が
日
本
山
岳
会
と
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
大
学
四
年
の
最

後
、
冬
合
宿
を
終
え
、
山
岳
部
の
総
会
も
終
え
て
、
も
う
卒
業
と
い
う
時
、
部

室
で
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
や
っ
て
い
る
時
に
、
当
時
日
本
山
岳
会
の
理
事
を
し
て

い
た
Ｏ
Ｂ
が
来
て
、
「
い
ま
日
本
山
岳
会
の
学
生
部
で
雪
崩
に
関
す
る
講
演
会

を
や
っ
て
い
る
か
ら
来
て
く
れ
」
と
い
わ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

他
の
大
学
は
知
り
ま
せ
ん
が
私
の
大
学
は
鉄
の
年
功
序
列
だ
か
ら
、
い
や
と
は

い
え
な
い
わ
け
で
す
。行
っ
て
み
る
と
、
一
九
八

一
年
に
中
国
の
ボ
ゴ
タ
に
行
っ

た
時
の
報
告
を
や
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
懇
親
会
で
初
め
て
他
の
大
学
の
山
岳

部
の
学
生
と
の
交
流
の
機
会
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
の
席
で
、
あ
る
大
学
の
山
岳

部
員
が
私
に
「今
年
中
国
の
ボ
ゴ
ダ
に
行
く
の
で
君
ど
う
？
」
と
い
う
話
が
あ
っ

た
の
で
す
が
、
私
は
正
直
い
っ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
興
味
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
つ
い
て
感
じ
て
い
た
こ
と
と
い
え
ば
、

私
が
三
年
か
ら
四
年
に
上
が
る
頃
に
明
治
大
学
が
エ
ベ
レ
ス
ト
に
遠
征
隊
を
出

し
て
、私
の
同
期
の
人
間
が
二
人
参
加
し
て
八
〇
〇
〇
肝
ま
で
上
が
っ
た
の
で
、

彼
ら
が
八
〇
〇
〇
厨
ま
で
上
が
れ
る
の
な
ら
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
オ
レ
に
も
登

れ
る
か
も
―
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
程
度
で
す
。

あ
る
時
突
然
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
、
「も
う
隊
員
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら

準
備
を
手
伝
い
に
来
い
」
と
い
う
連
絡
が
あ
り
、
日
本
山
岳
会
と
は
こ
こ
か
ら

関
わ
り
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
日
本
山
岳
会
の
学
生
部
主
催
だ
か
ら
会
員
で

な
け
れ
ば
具
合
が
悪
い
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
入
会
し
ま
し
た
。

当
時
二
十
二
歳
だ
っ
た
の
で
若
年
と
い
わ
れ
た
の
で
す
が
、
現
在
三
十
四
歳

に
な
る
の
に
な
ぜ
か
今
だ
に
若
年
で
、
気
が
付
い
て
み
る
と
、
そ
の
こ
ろ

一
緒

に
な
っ
た
仲
間
と
い
つ
も
同
じ
顔
ぶ
れ
と
い
う
感
じ
が
し
て
お
り
ま
す
。
新
し

い
人
が
あ
ま
り
い
な
い
ん
で
す
ね
。

五
千
余
人
の
会
員
の
中
で
、
若
い
方
か
ら
逆
算
す
る
と
、
私
は
百
八
十
七
番

目
に
な
り
ま
す
。
昨
年

一
年
間
で
約
三
百
人
の
方
が
入
会
し
た
と
聞
い
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
だ
け
の
新
し
い
人
が
入
会
し
て
い
る
の
に
私
は
若
い
方
か
ら
百
八

十
七
番
目
な
の
で
す
。

蛇
足
で
す
が
、
私
よ
り
も
若
い
人
が
入
っ
て
来
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
か

集
会
が
あ
る
と
終
わ
っ
た
時
に
湯
呑
み
茶
碗
を
洗
う
の
は
い
つ
も
私
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
す
。

実
は
私
は

一
九
八
三
年
に
青
年
懇
談
会
主
催
の
パ
ミ
ー
ル
、
そ
の
翌
年
に
カ

ン
チ
エ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
と
、
三
年
連
続
で
日
本
山
岳
会
の
遠
征
に
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
三
年
続
く
と
、
い
ろ
い
ろ
な
方
と
も
知
り
合
い
に
な
り
、
何
か
お
手

伝
い
く
ら
い
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
、
ル
ー
ム
に

出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
関
わ
り
が
さ
ら
に
深
く
な
っ

た
の
が

一
九
八
八
年
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
で
、
山
登
り
が
縁
で
日
本
山
岳
会
と
の

関
わ
り
が
さ
ら
に
濃
く
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。

と
こ
ろ
が
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
な
ぜ
か
メ
ン
バ
ー
は
変
わ
っ
て
こ
な

か
っ
た
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
海

外
遠
征
が
き
っ
か
け
で
日
本
山
岳
会
に
入
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す

が
、
日
本
山
岳
会
に
求
め
る
も
の
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
千
差
万
別
だ
と
思
い

ま
す
。
よ
く
日
本
山
岳
会
は
登
攀
団
体
で
は
な
い
と
い
う
い
い
方
が
さ
れ
ま
す

が
、
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
私
は
日
本
山
岳
会
に
入
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
人
間

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
た
こ
と
は
非
常
に
幸
せ
だ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
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す
。
し
か
し
五
千
人
以
上
の
会
員
が
交
流
で
き
る
と
い
う

一
方
の
長
所
が
、
逆

に
若
い
人
に
は
首
を
締
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が

し
て
お
り
ま
す
。

日
本
山
岳
会
へ
の
入
会
理
由
は
、
音
を
懐
か
し
く
語
り
合
い
た
い
と
い
う
人

も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
し
、
激
し
い
山
登
り
を
し
な
く
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

の
山
を
登
り
な
が
ら
人
生
に
彩
り
を
加
え
た
い
と
い
う
人
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
を
求
め
る
人
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
若
い

人
に
と
っ
て
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
二
十
代
、
三
十
代

の
人
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
た
い
か
ら
と
か
、
仲
間
づ

く
り
の
た
め
に
日
本
山
岳
会
に
入
る
と
い
う
人
は
ま
ず
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

山
に
登
り
た
い
、
と
い
う
こ
と
が
第

一
の
目
的
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

私
は

「
日
本
山
岳
会
」
と
い
う
名
前
を
使
っ
て
国
内
の
個
人
山
行
を
し
た
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治
大
学
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
会
と
い
う
名
前
を
使
っ

た
こ
と
も
あ
る
し
、
適
当
に
名
前
を
デ
ッ
チ
上
げ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
去
年
、

今
年
と
、
冬
の
黒
部
の
横
断
に
出
掛
け
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
は
私
が
属
し
て

い
る
同
人
の
名
前
で
行
き
ま
し
た
。
ど
う
し
て
日
本
山
岳
会
の
名
前
を
使
わ
な

か
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
と
、
山
岳
会
に
求
め
る
も
の
と
し
て
あ
る
、　
一
緒

に
登
る
仲
間
が
欲
し
い
と
い
う
こ
と
と
、
山
で
遭
難
し
た
時
に
救
援
に
来
て
く

れ
る
と
い
う
こ
と
が
日
本
山
岳
会
で
は
求
め
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら

で
は
な
い
か
。
私
は
明
治
大
学
Ｏ
Ｂ
だ
か
ら
学
生
が
遭
難
す
れ
ば
必
ず
救
援
に

行
き
ま
す
。
そ
れ
は
Ｏ
Ｂ
と
し
て
の
当
然
の
責
任
と
考
え
て
い
ま
す
。
「
日
本

山
岳
会
」
と
い
う
名
前
で
山
へ
行
っ
て
何
か
起
こ
っ
た
時
に
、
日
本
山
岳
会
の

誰
か
が
救
援
に
来
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
―
事
故
を
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

は
重
々
承
知
し
て
い
ま
す
が
―
。同
人
の
名
前
で
行
っ
た
の
は
、た
ま
た
ま
リ
ー

ダ
ー
も
私
も
そ
の
同
人
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
と
、
も
し
何
か

あ
っ
た
時
に
は
、
そ
の
同
人
の
仲
間
が
救
援
に
来
て
く
れ
る
と
い
う
形
が
確
認

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
が

一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
山
岳
会
は
、
他
の
会
に
は
な
い
特
色
と
し
て
、
全
国
的
に
多
く
の
支
部

が
あ
っ
て
、
全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
り
、
山
を
媒
体
に
し
て
い
ろ
い
ろ

な
人
が
集
ま
っ
て
い
る
の
に
、
い
ざ
登
山
に
行
っ
た
と
き
の
フ
ォ
ロ
ー
が
確
立

さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
山
岳
会
に
は
学
生
部
が
あ
り
、
年
に
何
回
か
は
各
大
学

の
学
生
が
集
ま
っ
て
集
会
な
ど
開
い
た
り
、
登
山
を
行
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
と
こ
ろ
が
大
学
を
卒
業
し
た
そ
れ
ら
の
人
た
ち
が
す
ぐ
に
日
本
山
岳

会
に
入
会
し
て
山
へ
行
く
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
大
学
山
岳

部
を
卒
業
し
た
後
に
改
め
て
社
会
人
山
岳
部
に
入
る
と
い
う
の
は

一
見
簡
単
な

よ
う
で
、
わ
り
と
入
り
づ
ら
い
と
思
い
ま
す
Ｐ
そ
う
い
う
時
に
日
本
山
岳
会
に

入
っ
て

一
緒
に
山
へ
行
け
る
よ
う
な
下
地
が
あ
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
ス
ム
ー
ス

に
若
い
人
が
入
っ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

日
本
山
岳
会
は
五
千
人
以
上
の
会
員
が
い
る
わ
け
で
す
か
ら
先
に
上
げ
た
よ

う
な
価
値
観
と
同
時
に
、
ぜ
ひ
ど
ん
ど
ん
山
登
り
を
し
た
い
と
い
う
人
の
価
値

観
を
包
括
す
る
よ
う
な
懐
の
広
さ
が
も
っ
と
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
気
が
し
ま
す
。
し
か
し
現
実
に
は
、
こ
れ
だ
け
会
員
が
増
え
る
と
、
運
営

の
中
心
に
な
っ
て
い
く
人
は
ど
う
し
て
も
年
齢
が
上
が
っ
て
行
き
、
登
山
の

一

線
か
ら

一
歩
引
い
た
人
が
当
た
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
登
る
と
い
う

こ
と
の
価
値
観
が
薄
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

も
う

一
つ
は
情
報
セ
ン
タ
ー
的
な
機
能
で
す
。
会
に
は
い
ろ
い
ろ
な
資
料
が
　
・

あ
り
、
私
た
ち
は
会
員
な
の
で
気
楽
に
利
用
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
を
利
用
し
や
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す
い
よ
う
に
も
っ
と
門
戸
を
広
げ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本

山
岳
会
は

「敷
居
が
高
い
」
と
い
う
印
象
が
強
い
。
せ
っ
か
く
の
情
報
が
も
っ

と
広
く
活
用
で
き
る
新
た
な
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
周
囲
か
ら
持
た
れ
る
印
象
や

イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
今
回
の
企
画
を
立
案
す
る
段
階
で
行
っ
た
大
学
山
岳
部
へ
の
ア
ン
ケ

ー
ト
に
は
「何
を
や
っ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
答
え
も
か
な
り

多
い
。
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
入
会
す
る
気
持
も
起
こ

ら
な
い
。
登
る
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
日
本
山
岳
会
と
い
う
名
前
が
も
っ
と
表

に
出
て
い
れ
ば
、
よ
リ
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
と
思
う
。
ま
た
も
し
何
か
あ
っ
た
時

に
、
日
本
山
岳
会
の
救
助
隊
が
現
地
に
向
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
ア
ピ
ー

ル
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
情
報
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
形
で
自
由
に
情
報
を

活
用
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ロ
コ
ミ
で
広
が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
私
は
学
校
と
い
う
場
で
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
、
最
近
学
校
で
見
ら

れ
る
現
象
を
紹
介
し
、
参
考
に
供
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
若
い
人
が
日
本
山
岳

会
に
入
ら
な
い
の
は
、
日
本
山
岳
会
の
方
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
世
の

中
の
風
潮
に
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
と
い
う
意
味
で
参
考
に
供
し
た
い
の

で
す
。
私
は
埼
玉
県
の
中
学
校
で
仕
事
を
し
て
い
ま
す
が
、
埼
玉
県
に
限
っ
て

い
う
と
、
こ
れ
だ
け
ア
ウ
ト
ド
ア
が
ブ
ー
ム
の
よ
う
に
い
わ
れ
な
が
ら
、
中
学

校
の
教
育
現
場
か
ら
野
外
活
動
は
駆
遂
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
子
供
た
ち
の
活

動
の
場
を
野
外
に
求
め
よ
う
と
い
う
考
え
そ
の
も
の
が
少
な
く
な
っ
た
し
、
こ

れ
か
ら
も
減
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、
フ
ィ
ー
ル
ド

・

ア
ス
レ
チ
ッ
ク
と
か
運
動
公
園
の
よ
う
な
管
理
さ
れ
た
施
設
の
中
に
連
れ
て
行

く
と
い
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う
い
う
も
の
を
野
外
活
動
と
い
う
も
の

に
含
め
れ
ば
無
く
な
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
。
山
登
り
の
よ
う
な
活
動
を
す
る

遠
足
と
か
、
林
間
学
校
な
ど
は
ど
ん
ど
ん
減
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
私
は
山
登
り

が
好
き
だ
か
ら
せ
っ
か
く
の
林
間
学
校
な
ど
で
は
山
の
中
へ
行
っ
て
山
の
な
か

で
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
し
よ
う
と
提
案
す
る
わ
け
で
す
が
、
ま
ず

一
蹴
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
山
の
中
へ
行
く
の
に
、
セ
ッ
ト
で
町
で
で
も
で
き
る
よ
う
な

飯
金
炊
は
ん
を
や
っ
て
み
た
り
と
い
っ
た
こ
と
ば
か
り
で
、
そ
う
い
う
所
に
連

れ
出
す
こ
と
を
き
ら
っ
て
い
ま
す
。
山
岳
部
に
つ
い
て
も
、
私
の
い
る
市
で
は

中
学
校
が
二
十
三
校
あ
る
う
ち
山
岳
部
が
あ
る
の
は

一
校
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ

の
部
も
今
の
顧
間
が
異
動
で
転
勤
す
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
私
は
校

長
に
ぜ
ひ
山
岳
部
を
作
り
た
い
と
話
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
「そ
ん
な

危
険
な
こ
と
は
さ
せ
ら
れ
な
い
」
と

一
蹴
さ
れ
ま
し
た
。

そ
う
い
う
子
供
た
ち
が
大
き
く
な
っ
た
時
に
、
ス
キ
ー
場
の
よ
う
な
管
理
さ

れ
た
自
然
の
中
に
行
く
者
は
恐
ら
く
減
ら
な
い
で
し
ょ
う
が
、
あ
え
て
、
そ
う

で
は
な
い
野
外
活
動
を
し
よ
う
と
す
る
若
者
が
育
つ
で
し
ょ
う
か
。

私
は
高
校
で
山
岳
部
に
属
し
て
い
ま
し
た
が
、
以
前
Ｏ
Ｂ
会
に
顔
を
出
し
た

時
に
、
あ
ま
り
山
登
り
は
や
っ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
重
た
い
荷
物
を

背
負
っ
て
山
を
歩
く
と
い
う
の
は
流
行
で
は
な
く
、
お
揃
い
の
ト
レ
ー
ナ
ー
を

着
て
和
気
あ
い
あ
い
と
山
登
り
を
す
る
の
が
主
流
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

南
ア
ル
プ
ス
ヘ
行
き
た
い
の
で
ぜ
ひ
相
談
に
乗
っ
て
欲
し
い
と
い
う
の
で
、
う

れ
し
く
な
っ
て
行
っ
て
み
る
と
、
最
初
の
質
問
が

「南
ア
ル
プ
ス
ヘ
行
き
た
い

が
ど
こ
へ
行
っ
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
も
の
で
愕
然
と
し
ま
し
た
。

中
学
校
の
現
状
が
そ
う
い
う
高
校
生
を
育
て
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら

の
若
年
層
に
登
山
へ
の
関
心
を
持
た
せ
る
と
い
う
こ
と
に
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
点

を
今
そ
の
根
底
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
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<青年登山懇談会・パネルディスカッション>

［
パ

ネ

ル

デ

ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

］

若
い
人
に
魅
力
あ
る

日
本
山
岳
会
に
す
る
た
め
に

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

伊
丹
　
紹
泰

（前
日
本
山
岳
会
高
所
登
山
委
員
会
担
当
理
事
）

パ
ネ
リ
ス
ト

神
長
　
幹
雄

（山
と
漢
谷
社
　
副
編
集
長
）

貫
田
　
宗
男

（ア
ル
バ
イ
ン
ツ
ア
ー
サ
ー
ビ
ス
社
）

山
本
　
宗
彦

（日
本
山
岳
会
学
生
指
導
委
員
会
担
当
理
事
）

片
岡
　
泰
彦

（日
本
山
岳
会
指
導

・
遭
対
委
員
会
担
当
理
事
）

熊
崎
　
和
宏

（文
部
省
登
山
研
修
所
講
師
）

松
原
　
尚
之

（ア
ン
タ
ー
ク
テ
ィ
ッ
ク
ウ
オ
ー
ク
南
極
点
探
検
隊
員
）

伊
丹
　
日
本
山
岳
会
青
年
登
山
懇
談
会
で
は
、
こ
こ
数
年
若
い
人
の
入
会
が

減
り
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
現
実
に
直
面
し
、
で
は
若
い
人
に
魅
力
あ
る
日
本

山
岳
会
と
は
何
な
の
か
を
考
え
、
と
に
か
く
若
い
人
達
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

し
よ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
本
日
こ
こ
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
全
国
的
規
模
で
各
大
学
山
岳
部
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
行
い
討
議
し
て
い
く
な
か
で
、
今
後
の
日
本
山
岳
会
の
在
り
方
を
含
め
重

要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
至
り
ま
し
た
。

本
日
は
六
人
の
パ
ネ
ラ
ー
の
方
々
に
出
席
願
い
活
発
な
意
見
交
換
を
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
簡
単
に
自
己
紹
介
を
お
願
い
し
ま
す
。

神
長
　
大
学
時
代
は
他
の
運
動
部
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
横
か
ら
山

岳
部
の
世
界
を
見
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。高
校
時
代
か
ら
旅
行
が
好
き
で
、

全
国
を
歩
い
て
い
る
な
か
で
、
山
の
人
々
と
も
知
り
合
う
機
会
が
で
て
き
ま
し

た
。
そ
の
後
、
山
の
雑
誌
を
編
集
す
る
職
業
に
つ
き
、
山
の
方
面
に
接
す
る
機

会
が
増
え
た
の
で
す
。　
一
九
八
五
年
、
日
本
山
岳
会
の
八
十
周
年
記
念
事
業
で

中
国
の
郡
連
山
遠
征
へ
ご

一
緒
さ
て
い
た
だ
い
て
、
日
本
山
岳
会
、
特
に
若
い

会
員
と
知
り
合
い
に
な
れ
ま
し
た
。
本
日
は
社
会
人
山
岳
会
に
つ
い
て
、
仕
事

上
か
ら
と
若
い
人
達
か
ら
聞
い
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

貫
田
　
高
校
の
山
岳
部
で
山
を
始
め
ま
し
た
。
子
供
の
こ
ろ
体
が
弱
か
っ
た

の
で
、
競
争
の
な
い
世
界
と
し
て
登
山
を
選
び
ま
し
た
。
体
力
が
な
い
の
で
荷

を
少
な
く
し
て
登
っ
た
も
の
で
す
。当
時
、
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
と
い
う
先
鋭
的
な
グ
ル
ー

プ
が
あ
り
、
そ
の
岩
登
り
の
集
団
に
入
り
二
十

一
歳
の
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

ｏ
ア
ル

プ
ス
ヘ
行
き
ま
し
た
。
そ
の
後
カ
ナ
ダ
の
カ
ス
ケ
ー
ド
山
や
ア
メ
リ
カ
の
山
々

へ
遠
征
、　
一
九
八
八
年
に
は
三
国
友
好
登
山
隊
の
隊
員
と
し
て
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ

ヘ
も
出
掛
け
ま
し
た
。
社
会
人
の
山
岳
会
は
横
の
つ
な
が
り
が
な
く
、
そ
の
点

大
学
山
岳
部
を
う
ら
や
ま
し
い
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
日
本
山

岳
会
の
会
員
に
な
り
、
人
の
つ
な
が
り
が
で
き
、
全
国
組
織
で
お
も
し
ろ
い
こ

と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

山
本
　
基
調
報
告
の
な
か
で
く
わ
し
く
自
己
紹
介
し
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。
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片
岡
　
何
も
知
ら
ず
に
大
学
で
山
登
り
を
始
め
ま
し
た
。
先
輩
の
指
導
で
ス

タ
ー
ト
、
気
さ
く
な
仲
間
が
い
る
こ
と
で
卒
業
後
も
登
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

東
京
へ
転
勤
に
な
り

一
人
で
出
掛
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
三
ッ

峠
で
日
本
山
岳
会
会
員
に
出
会
い
、
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
集
会
委
員
会
の
人
達
と

山
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
山
は
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
で
な

い
。
自
分
と
自
然
と
の
対
話
に
重
き
を
置
き
、
競
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

仲
間
と
楽
し
い
時
を
過
ご
せ
る
山
は
、
愛
情
を
持
っ
て
接
し
て
行
き
た
い
と
思

い
ま
す
。　
一
九
八
四
年
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
遠
征
隊
に
加
わ
り
、
よ
り

一
歩

日
本
山
岳
会
の
内
側
に
加
わ
っ
た
感
じ
を
深
く
し
て
い
ま
す
。　
一
度
深
入
り
し

す
ぎ
る
と
容
易
に
抜
け
出
せ
な
い
と
い
う
良
さ
も
あ
る
い
い
会
と
考
え
て
い
ま

す
。熊

崎
　
現
在
母
校
の
成
険
大
学
で
監
督
を
し
て
い
ま
す
。
高
校
時
代
冬
山
も

や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
登
山
用
具
店
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
、
そ
こ
で
知
り
合
っ

た
社
会
人
山
岳
会
の
人
た
ち
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・
ア
ル
プ
ス
に
行
っ
た
り
し
て
い

ま
し
た
の
で
、
大
学
山
岳
部
と
い
い
な
が
ら
も
、
日
本
山
岳
会
学
生
部
に
は
全

く
顔
を
出
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
卒
業
し
て
後
、　
一
九
八
五
年
に
日
本
山
岳

会
で
中
国
の
郡
連
山
脈
未
踏
峰
へ
の
遠
征
計
画
が
あ
り
、
大
学
の
先
輩
か
ら
誘

わ
れ
、
参
加
し
、
以
後
日
本
山
岳
会
へ
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
時
の
仲
間
と
の
付
き
合
い
が
今
だ
に
続
い
て
お
り
、
楽
し
く
、
自
分
に
と
っ

て
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。
中
に
入
っ
て
み
る
と
良
い

面
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
特
に
横
の
つ
な
が
り
に
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
。

続
い
て

一
九
八
八
年
の
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
遠
征
隊
に
参
加
し
ま
し
た
。
私
の
場

合
は
職
場
に
恵
ま
れ
て
い
て
、　
一
ヵ
月
位
の
長
期
休
暇
を
取
り
や
す
い
こ
と
も

あ
り
、
そ
の
後
も
日
本
山
岳
会
隊
で
二
度
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
き
ま
し
た
。私
に
と
っ

て
の
日
本
山
岳
会
は
、
利
用
し
、
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
、
立
山
に
あ
る
文
部
省
の
登
山
研
修
所
で
大
学
山
岳
部
リ
ー
ダ
ー
研
修
の

講
師
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
全
国
の
大
学
山
岳
部
の

現
状
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
が
多
く
、
本
日
は
そ
う
し
た
情
報
を
分
析
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

松
原
　
法
政
大
学
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
の
松
原
で
す
。
私
は
高
校
三
年
の
時
、
登
山

に
興
味
を
持
ち
、
大
学
で
は
、
冬
山
の
で
き
る
ク
ラ
ブ
と
い
う
こ
と
で
怖
か
っ

た
の
で
す
が
入
学
と
同
時
に
山
岳
部
へ
入
部
し
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
水
が
合
っ

て
い
た
の
か
、
山
へ
の
め
り
込
み
、
変
わ
り
者
の
多
い
大
学
山
岳
部
の
中
で
、

自
己
を
充
分
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。
大
学
三
年
の
頃
先
輩
に
日

本
山
岳
会
学
生
部
の
集
会
に
連
れ
て
い
か
れ
、
出
席
し
て
み
ま
し
た
。
何
度
か

出
席
し
て
い
る
う
ち
に
、
大
学
山
岳
部
で
は
先
輩

・
後
輩
が
重
要
な
意
味
を
持

つ
タ
テ
社
会
を
作
っ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
日
本
山
岳
会
で
は
ヨ
コ
の
つ
な
が

り
で
登
山
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
大
変
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
大
学
で
は

タ
テ
、
日
本
山
岳
会
で
は
ヨ
コ
と
し
て
山
を
楽
し
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

大
学
四
年

・
五
年
と
日
本
山
岳
会
学
生
部
の
活
動
を
し
、
す
ば
ら
し
い
経
験

を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
法
政
の
山
岳
部
を
中
心
と
し
て
は
い
ま
し
た
が
、

日
本
山
岳
会
学
生
部
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

学
生
の
と
き
六
千
属
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
出
か
け
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
高
い
、

例
え
ば
八
千
屑
峰
な
ど
に
は
、
な
ぜ
か
あ
ま
り
興
味
を
持
て
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
学
を
出
た
頃
は
も
う
山
は
止
め
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
し
ば
ら
く

す
る
と
ま
た
虫
が
騒
ぎ
出
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
ち
ょ
う
ど
南
極
大
陸
徒
歩

横
断
計
画
を
聞
き
つ
け
、
仕
事
か
南
極
か
で
悩
み
ま
し
た
が
、
結
局
南
極
を
と

り
出
か
け
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
結
果
的
に
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
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仕
事
は

一
年
二
ヵ
月
も
休
ん
だ
の
に
会
社
に
復
職
で
き
感
謝
し
て
い
ま
す
。

今
に
な
っ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
八
千
腐
級
に
行
き
た
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
が
、

南
極
大
陸
で
人
生
を
決
め
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

大
学
山
岳
部
の
現
状

伊
丹
　
大
学
山
岳
部
の
動
向
を

一
口
に
述
べ
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
も
の

が
あ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
大
学
山
岳
部
の
現
状
と
動
向
を
、
問
題
提
起
と

い
う
こ
と
で
お
願
い
し
ま
す
。

熊
崎
　
日
本
の
登
山
界
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
大
学
山
岳
部
と
い
っ
て
も
、
関

東

ｏ
関
西
の
一
部
の
大
学
で
あ
っ
て
、
全
国
的
と
は
言
え
な
い
。
単
独
で
八
千

屑
級
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
を
登
攀
可
能
な
大
学
も
あ
れ
ば
、
岩
登
り
な

ど
や
冬
山
登
山
を
充
分
で
き
な
い
大
学
山
岳
部
も
あ
り
ま
す
。
今
回
の
ア
ン

ケ
ー
ト
は
三
百
通
発
送
し
た
の
に
対
し
百
通
ほ
ど
し
か
回
答
が
き
て
い
ま
せ

ん
。
全
体
と
し
て
レ
ベ
ル
も
低
く
部
員
も
少
な
い
現
状
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

大
学
山
岳
部
の
レ
ベ
ル
が
高
い
か
低
い
か
は
、
優
秀
な
指
導
者
が
い
る
か
ど
う

か
が
決
定
的
で
あ
り
、
先
輩
の
培
っ
て
き
た
も
の
が
大
き
い
。
在
学
中
の
経
験

は
二
、
三
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
初
心
者
の
よ
う
な
も
の
で
、
や
は

り
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
も
活
躍
し
て
い
る
先
輩
が
現
役
と
の
交
流
を
活
発
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
実
力
の
あ
る
大
学
山
岳
部
が
で
き
る
の
だ
と
思

う
。
特
に
海
外
遠
征
は
実
力
と
と
も
に
技
術
的
な
蓄
積
と
経
済
力
を
必
要
と
す

る
こ
と
か
ら
必
然
的
に
Ｏ
Ｂ
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
な
か
に
現
役
が
加
わ
る
と

い
う
形
に
な
る
。
こ
れ
に
は
現
役
へ
の
指
導
に
熱
心
な
Ｏ
Ｂ
会
が
あ
る
か
ど
う

か
が
決
め
手
と
な
っ
て
し
ま
う
。
公
的
な
機
関
、
例
え
ば
文
部
省
に
よ
る
登
山

研
修
所
な
ど
へ
参
加
し
て
く
る
大
学
は
新
設
校
か
地
方
の
単
科
校
で
あ
り
、
指

導
者
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
多
い
。
日
本
山
岳
会
学
生
部

で
中
枢
を
な
し
て
い
る
大
学
は
、
登
山
の
実
力
と
経
済
的
余
裕
の
あ
る
大
学
と

解
釈
し
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
私
も

一
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
体
力
的
に

も
経
済
的
に
も
ど
こ
ま
で
現
役

へ
の
指
導
に
当
た
れ
る
か
、
暗
中
模
索
し
な
が

ら
可
能
な
範
囲
で
実
行
し
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。

伊
丹
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
あ
る
番
組
で
、
大
学
山
岳
部
を
３
Ｋ
の
代
表
と
し
て
と
り

上
げ
、
若
い
人
達
か
ら
の
人
気
が
ゼ
ロ
で
あ
る
と
報
じ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
日
本
山
岳
会
で
は
学
生
部
の
所
属
大
学
と
し
て
八
十
校
を
数
え
る
ほ
ど
盛

ん
な
と
き
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
現
状
は
極
め
て
厳
し
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。

学
生
部
の
現
状
や
若
い
人
達
へ
の
視
点
な
ど
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

日
本
山
岳
会
学
生
部
の
現
状

松
原
　
本
日
は
日
本
山
岳
会
学
生
部
の
現
状
と
活
動
と
い
う
こ
と
で
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
は

一
九
八
七
年
か
ら
八
八
年
に
学
生
部
の
委
員
長
を

経
験
し
て
お
り
、　
一
九
八
八
年
の
八
月
、
日
本
山
岳
会
の
学
生
部
と
し
て
韓
国

に
遠
征
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
ソ
ウ
ル
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
二
週
間
前
と
い
う

あ
わ
た
だ
し
い
時
で
し
た
。
十
人
の
パ
ー
テ
ィ
ー
で
し
た
が
、
イ
ン
ス
ボ
ン
の

フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
他
、
沢
登
り
、
岩
稜
登
り
、
人
工
登
攀
、
尾
根
歩
き

な
ど
各
種
の
登
山
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。
特
に
韓
国
の
大
学
山
岳
部
と
の
交
流

登
山
は
印
象
的
で
し
た
。
互
い
に
ザ
イ
ル
で
結
び
、
酒
を
飲
ん
で
夜
を
明
か
し
、

学
生
時
代
と
し
て
三
指
に
入
る
く
ら
い
非
常
に
印
象
深
い
体
験
を
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
日
本
山
岳
会
学
生
部
と
い
う
ヨ
コ
の
つ
な
が
り
の
組
織
の
良
さ
が
、

最
も
す
ば
ら
し
い
形
で
発
揮
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

日
本
山
岳
会
の
学
生
部
は
東
京
付
近
の
大
学
山
岳
部
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
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す
。
八
七
年
頃
で
約
三
十
数
校
が
加
盟
し
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
ル
ー
ム
に

出
て
来
て
活
動
で
き
る
の
は
十
数
校
く
ら
い
で
し
た
。
活
動
は
基
本
的
に
週

一

回
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
ル
ー
ム
に
集
ま
り
、
通
信

・
行
事
を
企
画
実
施
し
、
十

一
月
の
皇

居

一
周
マ
ラ
ソ
ン
と
か
六
月
の
小
川
山
集
会
な
ど
を
行
い
ま
す
。
私
が
出
席
し

だ
し
た
頃
の
学
生
部
は
、
ふ
だ
ん
常
連
と
し
て
集
ま
っ
て
く
る
の
も
十
人
以
内

で
、
参
加
校
も
激
減
状
態
で
し
た
。
七
五
年
頃
の
学
生
部
は
非
常
に
活
動
的
で

し
た
。
も
う
亡
く
な
り
ま
し
た
が
早
稲
田
の
Ｏ
Ｂ
で
竹
中
昇
さ
ん
と
い
う
方
が

こ
の
時
に
委
員
長
を
し
て
い
ま
し
た
。

竹
中
さ
ん
は
学
生
部
を
若
い
登
山
家
の
集
団
と
し
て
位
置
づ
け
、
自
分
の
力

を
傾
注
し
て
い
ま
し
た
。
私
が
委
員
長
を
し
て
い
る
頃
は
少
し
で
も
竹
中
さ
ん

の
時
代
に
近
づ
け
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
特
に
二
年
目
の
時
に
は
、
大
学

五
年
生
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
自
分
の
大
学
山
岳
部
か
ら
は
離
れ
、
日
本
山

岳
会
の
学
生
部
に
集
中
し
て
や
っ
て
い
ま
し
た
。
韓
国
と
か
ネ
パ
ー
ル
の
山
々

へ
の
計
画
が
実
行
で
き
た
の
も
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
気
が
し

て
い
ま
す
。
日
本
山
岳
会
の
学
生
部
は
学
生
時
代
に
よ
り
幅
の
広
い
山
岳
活
動

を
し
た
い
学
生
に
と
っ
て
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
痛
感
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
先
日
、
学
生
部
の
現
役
と
話
し
合
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
元
気
の
い
い

返
事
は
返
っ
て
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
出
席
者
も
五
、
六
人
と
少
な
く
、
年
中
行

事
を
消
化
す
る
の
が
精

一
杯
で
、
運
営
の
難
し
さ
、
組
織
の
脆
弱
さ
を
感
じ
て

い
ま
す
。
参
加
し
て
い
る
学
生
部
の
中
心
の
人
達
が
、
そ
の
存
在
意
義
に
す
ら

疑
間
を
感
じ
だ
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
非
常
に
驚
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自

分
の
大
学
で
の
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
て
い
る
場
合
が
多
く
、
時
間
的
調
整
な
ど
難

し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
過
去
五
年
間
で
同
じ
大
学
の
メ
ン
バ
ー
ば

か
り
が
常
に
多
く
参
加
し
て
い
る
こ
と
も
、
正
常
な
状
態
と
は
い
い
が
た
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
は
各
々
の
大
学
山
岳
部
で
の
発
展
が
必
要
で

あ
り
、
現
状
で
は
困
難
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
日
本
山
岳
会
の
話
で
す
が
、
そ
れ
は
同
時
に
大
学

山
岳
部
の
現
状
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
個
々
の
大
学

山
岳
部
の
発
展
が
あ
っ
て
こ
そ
、
日
本
山
岳
会
学
生
部
も
発
展
が
あ
る
で
し
ょ

う
し
、
互
い
が
影
響
を
与
え
合
い
、
と
も
に
発
展
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
い

ま
す
。

日
本
山
岳
会
の
現
況

伊
丹
　
日
本
山
岳
会
の
現
況
に
つ
い
て
片
岡
さ
ん
か
ら
。

片
岡
　
日
本
山
岳
会
で
の
十
数
年
間
の
経
験
か
ら
言
え
ば
、
全
体
の
こ
と
よ

り
自
分
の
立
場
か
ら
の
取
り
組
み
と
な
っ
て
し
ま
う
。
私
は
登
山
の
指
導
と
遭

難
の
担
当
を
し
て
い
ま
す
。
特
に
遭
難
に
つ
い
て
は
組
織
の
枠
を
取
り
外
し
て

の
遭
難
対
策
を
考
え
て
い
ま
す
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ブ
ー
ツ
の
バ
ラ
バ
ラ
事
故
な

ど
、
メ
ー
カ
に
任
せ
る
事
な
く
、
勤
労
者
山
岳
連
盟
や
日
本
山
岳
協
会
な
ど
と

協
力
し
て
対
策
に
乗
り
出
し
て
い
ま
す
。

日
本
山
岳
会
の
印
象
は
、　
一
言
で
い
え
ば

「も
う
少
し
年
を
と
っ
て
か
ら
入

会
し
よ
う
」
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
会
員
五
千
三
百
余
名
を
擁
す
る
、
山

岳
会
と
し
て
最
大

・
最
古
で
あ
り
、
た
と
え
て
い
え
ば
恐
竜
の
よ
う
な
も
の
で

す
。日

本
山
岳
会
は
都
岳
連
加
盟
の
一
団
体
と
し
て
、
伝
統
と
実
績
が
あ
り
ま
す

が
、
平
均
年
齢
が
年
毎
に
上
が
り
、
若
い
人
の
入
ら
な
い
会
と
し
て
こ
れ
か
ら

ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
新
入
会
員
は

一
九
五
〇
年

代
は
年
間
平
均
約
百
二
十
九
名
、
六
〇
年
代
は
同
百
八
十
七
名
、
七
〇
年
代
は
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百
七
十
七
名
、
八
〇
年
代
は
百
九
十
二
名
、
九
〇
年
代
は
三
百
六
十
名
、
と
な
っ

て
い
ま
す
。
特
に
こ
こ
数
年
は
急
速
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
健
全

で
あ
り
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
が
、
会
員
全
体
の
年
齢
構
成
は
、
十
～
二
十
歳
代

一
・
六
％
、
三
十
歳
代
七

・
三
％
、
四
十
歳
代
三
二
・
七
％
、
五
十
歳
代
三
五

・

〇
％
、
六
十
歳
代
二
三

・
七
％
、
七
十
歳
代
九

・
六
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
三

十
歳
台
ま
で
若
手
と
し
て
く
く
っ
て
も
全
体
の
一
〇
％
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
四
十
代
以
上
が
九
〇
％
に
も
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
年
々
高
齢

化
へ
と
進
ん
で
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
平
均
年
齢
は
上
が
る
ば
か
り
で
す
。

若
い
人
が
入
会
し
や
す
い
た
め
に
は
、
サ
ロ
ン
的
雰
囲
気
よ
り
、
山
へ
登
り

た
い
か
ら
入
会
す
る
と
い
っ
た
雰
囲
気
が
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。組
織
が
あ
り
、

包
容
力
が
あ
り
、
山
の
経
験
の
多
い
集
ま
り
の
中
で
、
登
山
を
語
る
人
々
と
登

山
そ
の
も
の
を
実
行
す
る
人
々
と
が
い
て
、　
一
定
の
方
向
性
を
も
っ
て
い
れ
ば

若
い
会
員
も
多
く
な
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
各
大
学
で
は

一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
日
本
山

岳
会
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
だ
け
た
わ
け
で
、
内
容
を
検
討
し
て
外
部
の
意
見

も
変
化
と
活
性
化
の
た
め
の
参
考
に
す
る
時
期
に
来
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

伊
丹
　
日
本
山
岳
会
の
年
齢
構
成
は
、
資
料
か
ら
平
均
五
十
四

・
八
歳
と
で

て
い
ま
す
。
こ
の
現
状
に
不
満
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日

本
山
岳
会
の
将
来
を
考
え
、
発
展
す
る
た
め
に
は
若
い
人
た
ち
の
活
力
が
重
要

で
す
。
比
較
的
若
い
人
た
ち
を
擁
し
て
い
る
社
会
人
山
岳
会
の
現
状
に
つ
い
て

神
長
さ
ん
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

社
会
人
山
岳
会
の
動
向

神
長
　
社
会
人
山
岳
会
の
動
向
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

登
山
界
全
般
は
や
や
上
り
調
子
ぎ
み
、
な
お
か
つ
落
ち
着
い
て
き
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
登
山
は
、
①
精
神
的
な
充
足
感
が
得
ら
れ
る
、
②
健
康
志
向

に
マ
ッ
チ
し
て
い
る
、
③
経
済
的
に
そ
れ
ほ
ど
負
担
が
か
か
ら
な
い
、
な
ど
の

点
か
ら
、
い
っ
と
き
の
ア
ウ
ト
ド
ア
ブ
ー
ム
か
ら
、
落
ち
着
き
、
な
お
か
つ
上

が
り
気
味
に
定
着
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

山
に
行
け
ば
分
か
る
よ
う
に
、
中
高
年
の
登
山
者
ば
か
り
目
立
っ
て
い
ま
す

が
、実
際
は
登
山
志
向
を
も
っ
た
若
年
層
も
増
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
彼
ら
は

一
般
に
規
制
さ
れ
る
の
を
き
ら
い
、
組
織
の
東
縛
を
受
け
る
こ

と
に
抵
抗
感
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
で
い
て
山
に
は
行
き
た
い
の
で
、
未
組
織

で
動
い
て
い
る
人
が
多
く
、
技
術
の
習
得
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

社
会
人
山
岳
会
も
、
若
い
新
入
会
員
の
獲
得
に
は
苦
労
し
て
い
る
の
が
現
状

で
す
。
し
か
し
中
に
は
若
年
層
が
比
較
的
多
い
山
岳
会
も
あ
り
、
そ
の
い
く
つ

か
を
簡
単
に
紹
介
い
た
し
ま
す

（内
容
省
略
）
。

雲
上
岳
友
会
　
会
員
数
四
十
三
名
　
平
均
二
十
五
ｏ
六
歳

Ｇ
登
攀
ク
ラ
ブ
　
会
員
数
二
十
八
名
　
半
数
二
十
代

雲
表
ク
ラ
ブ
　
会
員
数
三
十
名
　
二
十
名
が
二
十
代

Ａ
Ｓ
Ａ
ク
ラ
ブ
　
会
員
二
十
代
多
数

西
朋
登
高
会
　
会
員
数
百
三
十
五
名
　
実
動
二
十
代

こ
れ
ら
の
山
岳
会
の
共
通
点
を
列
記
す
る
と
、

①
卓
越
し
た
リ
ー
ダ
ー
が
い
て
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
動
い
て
い

る
山
岳
会
で
あ
る
こ
と
。
②
ベ
テ
ラ
ン
会
員
の
多
く
が
現
役
と
し
て
自
分
の
山

行
を
企
画
し
て
い
る
。
③
年
間
の
山
行
計
画
が
多
様
化
し
て
い
て
、
若
い
会
員

の
ニ
ー
ズ
に
も
応
え
ら
れ
る
。
④
会
自
体
の
目
的
意
識
が
明
確
で
あ
る
。
⑤
同

世
代
の
若
い
会
員
が
多
く
集
ま
っ
て
い
る
。
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な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
若
い
人
達
に
魅
力
あ
る
山
岳
会
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
と
、
次
の
こ
と
が
提
起
さ
れ
ま
す
。

一
、
会
員
が
現
役
と
し
て
自
ら
山
を
楽
し
み
、
豊
か
な
情
緒
を
培
っ
て
い
る

２刀
二
、
国
内
登
山
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
海
外
登
山
で
も
、
い
や
海
外
登
山
だ
か

ら
こ
そ
、
自
分
た
ち
が
主
体
と
な
っ
て
、
全
員
登
頂
し
て
、
登
山
の
喜
び
を
分

か
ち
あ
っ
て
い
る
か
。

高
校
で
の
山
岳
部
の
話
を
聞
き
ま
し
た
が
、
特
に
高
体
連
へ
加
盟
し
て
い
る

高
校
は
大
学
と
の
つ
な
が
り
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
と
つ
に
は
競
技
登

山
に
主
力
が
あ
り
、
自
然
愛
好
派
的
な
登
山
で
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
り
ま

す
。
大
学
山
岳
部
に
し
て
も
日
本
山
岳
会
に
し
て
も
、
競
技
登
山
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

未
組
織
登
山
者
の
現
状
と
傾
向

伊
丹
　
こ
こ
で
今

一
つ
の
問
題
と
し
て
、
未
組
織
登
山
者
に
つ
い
て
話
し

合
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
や
ネ
パ
ー
ル
な
ど
に
未
組
織

登
山
者
を
案
内
し
て
い
る
貫
田
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
す
。

貫
田
　
私
は
仕
事
上
、
旅
行
社
の
企
画
で
社
会
人
登
山
者
と
接
す
る
機
会
を

多
く
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
と
き
、
今
や
組
織
に
属
さ
な
い
で
も
海
外
の

山
へ
行
け
る
時
代
に
な
っ
た
も
の
と
痛
感
し
て
い
ま
す
。

私
は
十
八
歳
の
と
き
社
会
人
山
岳
会
に
入
会
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
難
し
い

ル
ー
ト
や
困
難
な
ア
タ
ッ
ク
を
す
る
に
は
社
会
人
山
岳
会
が
最
適
だ
と
考
え
た

か
ら
で
す
。
一
九
七
〇
年
の
事
で
し
た
。
入
会
す
る
こ
と
で
、
①
技
術
の
修
得
、

②
パ
ー
ト
ナ
ー
を
見
つ
け
る
こ
と
、
③
遭
難
時
の
救
援
を
し
て
く
れ
る
こ
と
、

な
ど
を
期
待
し
て
い
ま
し
た
。
大
学
山
岳
部
は
、
Ｏ
Ｂ
の
意
見
を
何
の
抵
抗
も

な
く
受
け
入
れ
る
点
に
疑
間
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｎ

近
年
、
ど
こ
の
山
岳
会
で
も
中
高
年
が
目
立
っ
て
き
て
お
り
、
ひ
ど
い
場
合

は
格
安
の
ツ
ア
ー
と
間
違
え
て
い
る
よ
う
な
人
に
出
会
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

未
組
織
登
山
者
は
二
十
年
前
で
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
が
、
海
外
登
山
に
対

す
る
代
理
店
が
繁
盛
し
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
登
山
者
に
照
準
を
合
わ
せ
て

チ
ャ
ン
ス
を
作
っ
て
あ
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

組
織
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
で
安
心
し
て
認
め
合
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
ご
ろ
は
全
く
組
織
と
関
係
な
い
ク
ラ
イ
マ
ー
を
見
か
け
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
小
西
博
文
さ
ん
な
ど
単
独
で
講
習
会
な
ど
で
技
術
を

修
得
、
海
外
に
出
か
け
実
践
で
学
ん
だ
代
表
的
な
人
で
す
。

こ
う
い
う
人
達
は
や
は
リ
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
、
講
習
会
に
出
て
は
技
術
を
マ

ス
タ
ー
し
、
登
山
隊
に
参
加
し
て
実
践
で
学
ん
で
い
っ
た
人
達
で
す
。
こ
の
ご

ろ
は
山
岳
雑
誌
な
ど
に
有
料
の
講
習
会
が
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
し
、
海
外
に

行
こ
う
と
思
え
ば
企
画
さ
れ
た
も
の
が
い
ろ
い
ろ
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て

は
大
学
山
岳
部
の
領
域
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
で
は
未
組
織
登
山
者
に
と
っ
て

も
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
組
織
を
嫌
う
若
者
に
と
っ
て
、

こ
う
し
た
方
法
で
登
山
隊
に
参
加
す
る
傾
向
は
今
後
ま
す
ま
す
増
え
る
も
の
と

予
想
さ
れ
ま
す
。

大
学
山
岳
部
の
活
性
化
対
策

伊
丹
　
日
本
山
岳
会
の
学
生
部
の
隆
盛
は
、
大
学
山
岳
部
の
活
発
な
活
動
が

強
く
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
熊
崎
さ
ん
に
大
学
山
岳
部
の
活
性
化

へ
の
処
方
箋
に
つ
い
て
お
願
い
し
ま
す
。



<青年登山懇談会・パネルディスカッション>

熊
崎
　
ま
ず
今
日
問
題
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う

な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
、
全
国
的
な
レ
ベ
ル
で
の
指
導
者
不
足
で
あ
る
。

二
、
日
本
山
岳
会
に
加
盟
し
て
い
る
大
学
山
岳
部
は
ま
だ
ま
し
な
方
で
あ
る
。

三
、
企
画
と
し
て
は
冬
の
富
士
山
合
宿
と
か
大
学
同
士
の
合
同
研
修
会
な
ど

を
や
る
べ
き
と
思
っ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
問
題
も
多
く
あ
り
実
現
で
き
な
い
。

日
本
山
岳
会
学
生
部
と
文
部
省
登
山
研
修
所
と
の
間
に
交
流
が
な
さ
す
ぎ

る
。
日
本
山
岳
会
は
そ
の
設
立
の
趣
旨
か
ら
し
た
ら
当
然
な
の
で
す
が
、
サ
ロ

ン
的
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ク
ラ
ブ
ラ
イ
フ
を
楽
し
む
会
に
、
後
進
の

育
成
を
要
求
す
る
の
は
無
理
な
の
で
し
ょ
う
か
？
　
日
本
山
岳
会
は
種
の
保
存

の
た
め
に
も
若
手
育
成
の
場
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
私

は
そ
れ
を
文
部
省
登
山
研
修
所
で
や
っ
て
い
ま
す
が
そ
れ
は
仕
事
と
し
て
で
あ

り
、
日
本
山
岳
会
は
あ
く
ま
で
も
ク
ラ
ブ
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
や
っ
て
い

く
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
は
ず
で
す
。
全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
に
も
、

底
辺
の
力
を
上
げ
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

伊
丹
　
学
生
が
大
学
山
岳
部
の
門
を
た
た
い
て
こ
な
い
理
由
と
し
て
ど
ん
な

こ
と
が
あ
る
の
か
。
松
原
さ
ん
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

松
原
　
大
学
山
岳
部
は
３
Ｋ
の
代
表
格
で
あ
り
、
危
険
、
き
つ
い
、
汚
い
と

い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
学
生
で
社
会
人
の
山
岳
会
へ
流
れ
る
の
は
、

山
岳
部
で
は
規
制
に
し
ば
ら
れ
る
と
か
ガ
ツ
ガ
ツ
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
っ
た
と
こ
ろ
に
抵
抗
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
本
質
的
に
は
卒

業
し
て
Ｏ
Ｂ
に
な
っ
て
か
ら
登
り
続
け
る
人
が
少
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
Ｏ

Ｂ
も

一
緒
に
な
っ
て
登
っ
て
い
る
山
岳
部
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

マ
ス
コ
ミ
や
山
岳
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
雑
誌
に
掲

載
し
て
い
る
内
容
が
正
し
い
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
部
分
も
あ
る
よ
う
で
す
。
フ

リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
ベ
ス
ト
と
か
、
ア
ル
バ
イ
ン
ス
タ
イ
ル
が
良
い
と
な
る

と
、
大
学
山
岳
部
の
も
っ
て
い
る
固
有
の
良
さ
と
は
別
に
、
そ
う
い
っ
た
世
界

へ
流
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
十
代
や
二
十
代
前
半
の
学
生

の
免
疫
性
が
弱
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

片
岡
　
四
年
間
の
学
生
生
活
の
中
で
、
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
な
コ
ン
プ
リ
ー
ト

な
登
山
を
求
め
て
入
部
し
て
来
る
学
生
は
ま
ず
い
ま
せ
ん
し
、
こ
れ
を
責
め
る

こ
と
も
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
部
員
が
少
な
す
ぎ
て
方
向
性
を
打
ち
出
せ
な
い

山
岳
部
も
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
岩
登
り
や
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
だ
け
を
す

る
と
い
っ
た
こ
と
も
で
き
な
い
事
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
大
学
山
岳
部
に
入
る
人
は
む
し
ろ
白
紙
の
人
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に

対
し
て
部
が
教
育
と
か
実
践
を
充
分
で
き
る
か
ど
う
か
が
要
求
さ
れ
る
で
し
よ

う
。
大
学
山
岳
部
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
方
向
性
を
し
っ
か
り
考

え
な
い
と
、
衰
退
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
山
に
登
る
た
め
に
大
学
に

入
る
に
は
世
の
中
が
厳
し
す
ぎ
ま
す
。

山
本
　
大
学
山
岳
部
出
身
の
立
場
で
経
験
を
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
部
そ
の

も
の
に
何
の
過
ち
が
な
く
て
も
、　
一
年
で
十
八
人
入
部
し
た
も
の
が
、
翌
年
に

は
半
数
も
残
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
卒
業
し
た
後
は
五
人
残
れ
ば
多
い
方
で
、
二

ケ
タ
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
部
に
顔
を
出
す
人
は

一
人
か
二
人
で
、
Ｏ
Ｂ
全
体
で

も
五
人
も
い
れ
ば
た
い
し
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は
日
本
の
教
育
制
度
と
も
か
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
主
性

の
尊
重
と
言
っ
て
も
、
管
理
教
育
に
徹
底
し
た
も
の
が
あ
り
、
根
底
か
ら
考
え

直
さ
な
い
限
り
自
然
の
中
で
の
び
の
び
と
し
た
活
動
を
す
る
行
動
は
取
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
雑
誌
は
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
利
用
さ
れ
、
雑
誌
の
内
容
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に
ふ
り
回
さ
れ
て
自
分
を
見
失
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
そ
う
し
た
人
間
が
多
く

な
っ
て
来
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
そ
れ
は
、
中
学
校
の
部
活
が
中
止
に
な
っ
た
と
き
、
部
員
が
喜
ん
で

い
る
よ
う
な
現
状
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
好
き
で
入
っ
て
い

る
部
活
な
の
に
休
み
に
な
る
と
喜
ぶ
な
ど
、
信
じ
が
た
い
の
で
す
が
そ
れ
が
現

状
な
の
で
す
。

日
本
山
岳
会
の
問
題
点

司
会
　
一
九
〇
五
年

（明
治
三
十
八
年
）
日
本
博
物
学
同
志
会
の
支
会
と
し

て
ス
タ
ー
ト
し
た
日
本
山
岳
会
が
今
日
に
続
い
て
い
る
訳
で
す
が
、
明
治
四
十

年
末
に
お
け
る
会
員
数
が
四
百
八
名
、
昭
和
三
十
年
末
二
千
八
百
五
十

一
名
、

そ
し
て
現
在
は
五
千
三
百
余
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。
会
費
の
納
入
率
も
非
常
に

良
く
、
五
〇
％
は
直
ち
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
八
〇
～
八
五
％
の
会

員
は
会
に
対
し
て
満
足
し
て
い
ま
す
。
私
も
二
十
年
間
在
籍
し
て
い
ま
す
が
、

海
外
遠
征
に
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
ん
な
い
い
会
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
が
参
加
し
て
い
る
の
は
、
ナ
ン
ダ
デ
ヴ
ィ
等
大
き
な
海
外
遠
征
に
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
お
礼
奉
公
の
気
持
か
ら
で
す
。
こ
こ
に
並
ん
で
い
る
人
達
も
多

く
の
海
外
遠
征
に
参
加
し
て
お
り
、
ま
た
今
の
日
本
山
岳
会
の
役
員
の
方
々
に

と
っ
て
も
同
じ
よ
う
な
立
場
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
次
世
代
に
渡
す
た
め
の
し
っ
か
り
し
た
も
の
を
構
築
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
日
本
山
岳
会
そ
の
も
の
を
考
え
る
こ
う
し
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が

行
わ
れ
る
の
も
、
十
年
く
ら
い
遅
す
ぎ
た
と
思
い
ま
す
。
間
も
な
く
百
周
年
と

な
り
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
に
若
い
人
達
を
温
か
く
迎
え
ら
れ
る
よ
う
な
確
か
な

組
織
作
り
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

貫
田
　
一
般
的
に
日
本
山
岳
会
に
つ
い
て
の
認
識
と
し
て
、
知
ら
な
い
・
お

じ
さ
ん
の
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
・
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
な
い
、
と
い
っ
た
声
が
　
１２

返
っ
て
き
ま
す
。

山
岳
会
の
三
要
素
と
し
て
、
技
術
の
修
得

ｏ
パ
ー
ト
ナ
ｌ
ｏ
遭
難
対
策
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
三
つ
と
も
日
本
山
岳
会
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ

り
情
報

ｏ
人
材

ｏ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
っ
た
こ
と
が
充
実
し
て
い
ま
す
。
資
金

面
に
お
い
て
も
強
力
な
も
の
が
あ
り
、
こ
の
点
で
は
若
い
人
達
か
ら
み
て
も
魅

力
あ
る
組
織
で
す
。

神
長
　
入
社
し
た
こ
ろ
は
会
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
仕
事
の
関
係
で

日
本
山
岳
会
を
知
る
よ
う
に
な
り
、
始
め
は
偉
い
人
の
集
ま
り

・
仕
事
上
で
の

か
か
わ
り

ｏ
た
だ
自
分
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
と
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に

思
っ
て
い
ま
し
た
。

一
九
八
五
年
入
会
し
て
み
て
、
若
い
人
達
と
の
交
流
に
魅
力
を
感
じ
、
い
き

な
り
海
外
遠
征
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
八
年
、
互
い
の

人
間
関
係
や
各
界
で
活
躍
し
て
い
る
方
な
ど
、
現
在
は
違
っ
た
意
味
で
魅
力
を

感
じ
て
い
ま
す
。
若
い
人
達
が
入
会
す
る
に
当
た
っ
て
、
入
会
金
や
二
人
の
紹

介
者
を
要
す
る
な
ど
、
大
学
を
出
て
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
た
い
と
思
う
も
の

に
と
っ
て
、
障
害
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

松
原
　
個
人
的
に
は
入
会
金
そ
の
も
の
は
安
い
と
は
思
わ
な
い
が
、
そ
れ
は

大
き
な
問
題
で
は
な
い
と
思
う
。
要
は
若
者
に
と
っ
て
障
害
が
あ
る
の
で
は
な

く
、
入
会
す
る
理
由
を
見
出
せ
な
い
の
で
す
。
部
分
的
に
は
魅
力
を
感
じ
て
も
、

山
へ
登
る
に
は
社
会
人
ク
ラ
ブ
の
方
へ
流
れ
て
行
く
の
が
現
状
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。

伊
丹
　
日
本
山
岳
会
も
登
山
の
活
性
化
の
た
め
に
、
海
外
登
山
基
金
か
ら
の
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助
成
金
交
付
な
ど
や
っ
て
い
ま
す
が
、
若
い
人
た
ち
を
引
き
付
け
る
と
い
う
面

で
の
施
策

ｏ
提
案
な
ど
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

熊
崎
　
日
本
山
岳
会
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
知
り
合
い
に

な
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
山
の
実
績
が
な
く
て
も
日
本
山
岳
会

に
入
会
で
き
る
こ
と
も
あ
る
意
味
で
魅
力
の
一
つ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

若
い
人
に
と
っ
て
は
社
会
的
地
位
の
あ
る
人
と
知
り
合
え
て
プ
ラ
ス
に
な
っ
て

も
、
山
登
り
の
点
で
は
プ
ラ
ス
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
が
若
い

人
達
に
と
っ
て
敷
居
の
高
さ
に
な
っ
て
お
り
、
中
へ
飛
び
込
む
気
に
な
ら
な
い

よ
う
に
思
う
。

若
い
人
に
と
っ
て
実
力
が
あ
れ
ば
海
外
遠
征
な
ど
、
小
さ
な
社
会
人
ク
ラ
ブ

で
は
で
き
な
い
可
能
性
や
機
会
を
日
本
山
岳
会
は
作
っ
て
く
れ
ま
す
。
日
本
山

岳
会
が
例
え
ば
大
学
山
岳
部
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
よ
う
な
学
生
部
を
作
っ
た

と
こ
ろ
で
、
参
加
し
て
く
れ
る
大
学
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
が
問
題
で
す
。
関

東
の
行
事
に
関
西
の
グ
ル
ー
プ
は
参
加
で
き
な
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
可

能
な
形
で
実
施
す
る
と
し
て
も
、
関
東
で
は

一
〇
〇
キ
ロ圏
内
の
大
学
と
な
り
、

限
ら
れ
た
範
囲
に
な
り
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
で
も
例
え
ば
宇
都
宮
大
学

で
は
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
と
答
え
て
い
ま
す
。
参
加
意
識
を
価
値
あ
る
も
の
に
す

る
に
は
多
方
面
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
意
味
で
は
非
常
に

魅
力
あ
る
会
で
あ
る

一
方
、
敷
居
の
高
い
の
が
欠
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

伊
丹
　
藤
平
会
長
は
、
青
年
対
策
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
今
回
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
も
実
現
し
ま
し
た
。
日
本
山
岳
会
が
若
い
人
達
を
い
か
に
吸
収
し
て

行
く
か
が
課
題
で
、
サ
ロ
ン
的
な
雰
囲
気
な
ど
伝
統
的
な
も
の
を
残
し
な
が
ら

も
、
若
い
人
が
入
り
や
す
い
よ
う
な
受
け
皿
づ
く
り
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
も
の

で
し
ょ
う
か
。

片
岡
　
具
体
的
に
作
る
と
な
る
と
委
員
会
で
な
く
、
ア
ル
パ
イ
ン
ス
キ
ー
ク

ラ
ブ
や
ス
ケ
ッ
チ
ク
ラ
ブ
の
よ
う
に
同
好
会
的
に
発
足
す
る
の
が
望
ま
し
い
と

思
う
。山
登
り
の
方
向
性
が
合
え
ば
日
本
山
岳
会
そ
の
も
の
を
多
少
離
れ
て
も
、

若
い
人
た
ち
の
た
め
の
登
山
集
団
と
し
て
の
存
在
は
意
味
深
い
も
の
と
な
る
で

あ
ろ
う
。　
一
つ
の
ク
ラ
ブ
と
し
て
独
立
し
た
も
の
を
側
面
か
ら
場
所
と
資
金
面

で
の
援
助
す
る
と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
組
織
が
独
自
の
レ
ス

キ
ュ
ー
の
体
制
を
と
れ
れ
ば
、
他
人
ま
か
せ
で
な
い
し
っ
か
り
し
た
も
の
に
な

る
で
し
ょ
う
し
、新
人
の
受
け
皿
と
し
て
適
切
な
場
と
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

た
だ
最
初
か
ら
新
人
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
し
っ
か
り
し
た
レ
ス

キ
ュ
ー
の
組
織
作
り
は
で
き
な
い
。
同
好
会
的
な
集
ま
り
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

こ
れ
を
日
本
山
岳
会
が
ク
ラ
ブ
と
し
て
マ
ス
コ
ミ
等
を
通
し
て

一
般
的
に
広
く

知
れ
渡
る
よ
う
に
す
る
、
こ
の
山
登
り
を
し
た
い
か
ら
日
本
山
岳
会
に
入
り
た

い
。
そ
し
て
若
い
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
形
が
望
ま
し
い

も
の
と
考
え
ま
す
。

貫
田
　
中
高
年
に
と
っ
て
の
魅
力
あ
る
日
本
山
岳
会
は
否
定
し
な
い
が
、
同

時
に
若
い
人
の
た
め
の
技
術

・
仲
間

・
遭
難
対
策
と
い
っ
た
山
に
登
る
人
の
た

め
の
三
要
素
を
満
た
す
た
め
に
、
登
山
グ
ル
ー
プ
を
作
る
こ
と
に
賛
成
で
す
。

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
気
象
観
測
な
ど
で
登
れ
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
も
ら
え
る
こ

と
は
う
れ
し
い
こ
と
だ
し
、
金
銭
面
で
も
有
利
で
あ
る
こ
と
も
魅
力
的
で
す
。

未
組
織
登
山
者
に
都
岳
連
へ
の
加
入
権
利
を
与
え
る
と
い
う
道
も
ほ
ぼ
決
定
し

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
個
人
で
努
力
す
る
よ
り
組
織
の
中
で
育
ま
れ
る
面
を
重

要
視
し
た
い
も
の
で
す
。

な
に
か
を
す
る
に
は
資
金
を
必
要
と
し
ま
す
が
、
日
本
山
岳
会
で
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
支
え
ら
れ
て
き
た
面
が
多
く
あ
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
山
岳
会
で
は
四
十
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万
人
の
会
員
が
お
り
、
収
支
が
百
億
円
に
も
達
す
る
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
を
全

世
界
の
山
岳
活
動
に
使
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
日
本
と
は
違
い
が
あ
り
す
ぎ

て
比
較
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
山
岳
会
に
と
っ
て
も
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能

な
素
地
は
持
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
実
現
し
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。

山
本
　
山
に
登
る
人
の
た
め
の
三
要
素
が
生
か
さ
れ
た
活
動
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
大
学
山
岳
部
と
は
別
に
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
た
い
と
い
う
こ
と
で

底
辺
が
広
が
っ
て
行
く
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
海
外
登
山
を
手
軽
に
考

え
る
よ
う
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
海
外
登
山
に
参
加
し
た
人
の
何
パ
ー
セ
ン

ト
が
日
本
山
岳
会
に
残
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
パ
ッ
ク
旅
行
の
よ
う
に
若
者
を

気
軽
に
引
き
付
け
る
だ
け
で
は
問
題
を
残
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

貫
田
　
私
は
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
大
変
な
意
味
が
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
日
本
の
山
も
十
分
登
っ
て
い
な
い
の
に
海
外
登
山
を
し
た
な
ら
、

山
は
苦
労
し
て
登
る
も
の
、
山
の
情
報
も
苦
労
し
て
得
る
も
の
と
い
っ
た
本
質

的
な
こ
と
に
欠
け
る
面
は
確
か
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
手
段
と
し
て
手
軽
さ
を

求
め
て
も
、
そ
れ
も

一
つ
の
方
法
で
あ
り
、
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ

れ
が
日
本
山
岳
会
に
入
っ
た
と
き
も
、
最
初
は
引
っ
張
り
上
げ
ら
れ
て
登
っ
た

の
で
あ
り
、最
初
の
気
軽
さ
を
悪
く
評
価
す
る
こ
と
も
な
い
よ
う
に
考
え
ま
す
。

伊
丹
　
青
年
部
で
は
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
の
気
象
観
測
に
参
加
し
た
り
、
パ
ミ
ー

ル
遠
征
な
ど
数
多
く
の
海
外
遠
征
を
実
施
し
て
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら

は
次
代
を
担
う
人
々
の
育
成
と
し
て
の
発
想
が
根
底
に
あ
り
ま
し
た
。
日
本
山

岳
会
は
マ
ナ
ス
ル
遠
征
隊
以
外
に
も
、　
一
九
七
〇
年
の
エ
ベ
レ
ス
ト
、　
一
九
七

六
年
の
ナ
ン
ダ
デ
ヴ
ィ
な
ど
多
く
の
山
岳
記
録
を
残
し
て
来
て
い
ま
す
。
九
十

周
年
で
は
マ
カ
ル
ー
遠
征
隊
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
海
外
登
山
の

あ
り
方
と
学
生

◆
青
年
部
の
あ
り
方
に
つ
い
て
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

松
原
　
自
分
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
楽
に
行
け
る
山
、
連
れ
て
行
っ
て
く
れ

る
遠
征
隊
の
よ
う
な
も
の
は
今
後
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。　
　
１２

行
く
気
の
な
い
人
を
連
れ
て
行
っ
て
も
将
来
に
つ
な
が
ら
な
い
結
果
と
な
り
、

会
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
で
し
ょ
う
。

熊
崎
　
マ
ナ
ス
ル
に
つ
い
て
の
細
か
い
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
が
、　
一
九
七
六

年
の
ナ
ン
ダ
デ
ヴ
ィ
は
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
計
画
で
し
た
。
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型

の
計
画
で
は
、
政
治
的
経
済
的
に
メ
リ
ッ
ト
は
あ
り
ま
す
が
、
下
か
ら
盛
り
上

が
っ
た
も
の
で
な
い
限
り
今
こ
の
時
代
に
魅
力
を
感
じ
る
者
は
少
な
い
よ
う
に

思
う
。
そ
う
言
い
な
が
ら
も
私
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
形
で
三
国
合
同
の
チ
ョ
モ

ラ
ン
マ
に
参
加
し
た
の
で
す
が
、
出
来
る
限
リ
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
あ
る
こ
と
を

希
望
す
る
も
の
で
す
。　
一
九
九
〇
年
の
パ
ミ
ー
ル
と
か

一
九
九
二
年
の
ア
ム
ネ

マ
チ
ン
の
遠
征
は
自
分
で
暖
め
て
い
た
計
画
を
、
日
本
山
岳
会
が
や
ら
せ
て
く

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
が
最
高
の
喜
び
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

神
長
　
一
つ
に
は
海
外
に
行
っ
た
と
き
登
頂
し
た
こ
と
に
よ
る
喜
び
を
知
る

こ
と
、
今

一
つ
は
頂
上
に
立
つ
こ
と
で
相
殺
さ
れ
る
よ
う
な
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の

登
山
隊
を
出
し
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
点
は
、
き
っ
か
け
と

し
て
と
て
も
大
切
な
も
の
と
考
え
ま
す
。

山
本
　
あ
な
た
を
教
育
し
て
あ
げ
る
た
め
に
と
か
、
あ
な
た
の
た
め
に
行
く

よ
う
な
登
山
は
、
現
在
公
募
登
山
に
み
ら
れ
る
と
思
う
。
登
り
た
い
と
い
う

一

心
か
ら
出
掛
け
、
精

一
杯
が
ん
ば
れ
れ
ば
い
い
の
で
は
あ
っ
て
、
エ
ベ
レ
ス
ト

に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
、
頂
上
ま
で
到
達
で
き
れ
ば
隊
員
と
し
て
の
上
下
は

な
い
は
ず
で
す
。
私
は

一
九
八
八
年
に
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
に
行
か
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
が
、
あ
の
計
画
は
私
が
作
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
こ
そ
棚
ぼ



た
式
に
こ
れ
こ
れ
の
計
画
が
あ
る
か
ら
行
か
な
い
か
と
誘
わ
れ
て
、
つ
れ
て

い
っ
て
も
ら
っ
た
山
で
し
た
。
そ
れ
で
も
現
場
で
は

一
生
懸
命
荷
揚
げ
で
苦
労

で
き
た
山
で
し
た
。
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
あ
っ
て
も
現
場
の
人
間
が
精

一
杯
や
れ

る
よ
う
な
下
地
が
あ
れ
ば
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。登
頂
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

力
量

ｏ
運
が
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
登
山
の
出
発
点
そ
の
も
の
に
は
差
異
は

な
い
と
思
う
。

片
岡
　
マ
ナ
ス
ル
、
エ
ベ
レ
ス
ト
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
な
ど
日
本
山
岳
会
は

目
立
つ
海
外
登
山
を
し
て
き
ま
し
た
。
今
後
は
全
員
登
頂
、
全
員
楽
し
め
る
よ

う
な
登
山
が
増
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
と
き
日
本
山
岳
会
が
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
を
与
え
な
い
よ
う
な
、
会
と
遠
征
隊
と
が
組
織
と
し
て
対
等
に
や
れ
る

よ
う
な
雰
囲
気
が
欲
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
例
え
失
敗
が
続
い
て
も
、
行
く

人
が
満
足
す
る
よ
う
な
遠
征
隊
で
あ
れ
ば
、
自
然
に
人
も
集
ま
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

貫
田
　
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
、
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
な
ど
が
学
生
が
登
っ
て
み
た
い

山
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
日
本
山
岳
会
は
背
伸
び
す
る
必
要

は
な
い
し
、
遠
征
隊
も
そ
こ
へ
尺
度
を
も
っ
て
行
く
の
で
は
な
く
、
充
実
感
こ

そ
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
た
い
も
の
で
す
。
中
高
年
も
増
え
た
こ
と

で
す
し
、負
担
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
る
だ
け
な
く
し
、自
然
に
求
め
る
山

へ
登
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
登
山
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

伊
丹
　
日
本
山
岳
会
の
会
員
の
平
均
年
齢
は
五
十
四

・
八
歳
で
あ
り
、
中
高

年
齢
層
の
占
め
る
比
率
が
非
常
に
高
く
、
十
～
三
十
歳
代
の
会
員
が
全
会
員
数

に
占
め
る
割
合
は
わ
ず
か
九
び白
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
現
実
と
、
大
学

山
岳
部
に
対
し
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
資
料
を
参
考
に
し
て
、
本
日
は
パ

ネ
リ
ス
ト
の
皆
さ
ん
で
熱
心
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
問
題

が
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、　
一
朝

一
夕
に
明
確
な
結
論
や
処
方
箋
が
導
き
出
さ
れ

る
よ
う
な
テ
ー
マ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
日
の
議
論
を
ま
と
め
ま
す
と
次
の

よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

一
、
若
い
世
代
の
人
た
ち
が
、
海
外
遠
征
時
だ
け
で
な
く
、
出
身
母
体
等
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
個
人
レ
ベ
ル
で
日
常
的
に
自
由
な
国
内
山
行
が
可
能

な
集
団
を
、
日
本
山
岳
会
内
に
設
置
し
て
欲
し
い
。
そ
の
集
団
は
、
日
本
山
岳

会
あ
る
い
は
青
年
部
名
で
山
行
が
行
え
、
遭
難
等
有
時
の
際
の
責
任
を
担
え
る

も
の
と
し
、
同
集
団
に
は
、
意
志
さ
え
あ
れ
ば
地
方
支
部
の
若
手
会
員
も
参
加

で
き
る
も
の
と
す
る
。

一
、
本
会
が
主
催
す
る
海
外
登
山
に
つ
い
て
、
世
界
の
時
流
、
登
山
思
潮
の

最
先
端
を
行
く
登
山
計
画
の
策
定
と
平
行
し
て
、
数
多
く
の
隊
員
が
登
頂
の
喜

び
、
充
足
感
の
得
ら
れ
る
計
画
を
指
向
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

風
潮
を
会
内
に
醸
成
す
べ
き
で
あ
る
。

本
日
出
さ
れ
た
意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
若
い
人
た
ち
に
魅
力
あ
る
山
岳

会
に
す
る
た
め
の
方
策
を
積
極
的
に
考
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

（編
者
よ
り

一
会
場
参
加
者
と
の
応
答
で
は
、
高
体
連
、
国
体
で
の
ス
ピ
ー
ド

を
競
う
競
技
登
山
の
あ
り
方
へ
の
疑
間
、
全
会
員
を
対
象
と
す
る
山
岳
保
険
等

の
問
題
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
紙
幅
の
関
係
で
割
愛
し
ま
し
た
。）

<青年登山懇談会・パネルディスカッション>
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一
人
八
六
年
八
月
初
旬
、
私
は
日
本
に
い
た
。
こ
の
国
で
も
フ
ラ
ン
ス
と
同

じ
よ
う
に
、
湿
気
の
多
い
酷
暑
か
ら
逃
れ
た
い
、
休
息
を
取
り
た
い
、
日
々
の

繰
り
返
し
の
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
気
持
か
ら
、
人
々
は
夏
に
な
る

と
旅
へ
の
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
。
移
動
は
六
月
か
ら
始
ま
る
。
農
民
、
労
働
者
、

小
商
人
な
ど
の
普
通
の
人
々
が
寺
や
神
社
を
お
参
り
に
行
く
と
い
う
口
実
の
下

に
、
い
さ
さ
か
長
い
旅
に
出
よ
う
と
集
ま
る
。
い
つ
も
あ
ま
り
金
の
か
か
ら
な

い
、
そ
し
て
楽
し
い
旅
で
あ
る
。
こ
の
風
変
わ
り
な
旅
人
の
群
に
出
会
う
の
も

楽
し
い
も
の
だ
。
男
は
ご
ざ

（日
よ
け
で
、
し
か
も
雨
具
で
あ
る
）
を
ま
と
い
、

女
は
赤
い
メ
リ
ン
ス
の
下
着
を
着
け
、
絹
の
脚
半
を
し
て
い
る
。
東
京
の
学
生

た
ち
は
七
月
の
は
じ
め
に
解
放
さ
れ
て
、
田
舎
の
家
族
の
元
に
帰
る
。
あ
る
い

は
、
か
つ
て
ス
コ
ラ
学
派
の
人
々
が
や
っ
た
よ
う
に
、
三
、
四
人
連
れ
立
っ
て

名
所
旧
跡
を
訪
ね
る
。
公
務
員
も
ま
た
可
能
な
限
り
同
じ
よ
う
に
旅
に
出
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
極
東
に
き
て
も
や
は
り
避
暑
の
楽
し
み

ジ

ョ

ル

ジ

ュ

・
ア

ペ

ー

ル

水
　
野
　
　
　
勉
　
訳

が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
し
ば
ら
く
旅
行
を
し
て
い
な
い
と
、
人
間
は
何
故
か
遠
く

の
か
な
た
に
あ
こ
が
れ
る
も
の
だ
。
普
通
の
人
々
は
日
光
の
涼
し
い
山
麓
、
箱

根
の
優
雅
な
湖
の
ほ
と
り
、
あ
る
い
は
海
辺
に
滞
在
す
る
。
鉄
道
の
近
く
と
か

電
信
が
届
く
所
な
ら
、
容
易
に
日
用
品
を
入
手
で
き
る
し
、
仕
事
も
あ
る
程
度

な
ら
連
絡
を
と
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

私
は
政
府
が
与
え
て
く
れ
た
休
暇
を
で
き
る
だ
け
楽
し
く
過
ご
す
以
外
に
何

も
す
る
こ
と
が
な
い
。
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
倦
怠
か
ら
逃
れ
る
に
は
ど
う
し
た

ら
よ
い
か
を
考
え
た
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
個
人
的
な
、
自
分
勝
手
な
気
持
ち
で

あ
っ
た
。
当
時
の
東
京
は
倦
怠
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
コ
レ
ラ
が
流
行
し
、

毎
日
三
百
人
～
四
百
人
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
て
、
東
京
は
混
乱
を
極
め
て
い
た

の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
か
ね
て
か
ら
関
心
の
あ
っ
た
飛
騨
地
方
を
旅
の
行
く
先
に
き
め

て
、
出
発
す
る
こ
と
に
し
た
。

日
本
の
内
陸
部
の
旅
は
、
京
都
、
日
光
、
箱
根
な
ど
の
よ
う
な
古
い
昔
か
ら
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の
遊
覧
コ
ー
ス
を
は
ず
れ
る
と
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
、　
一
八
八
六
年
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
パ
ス
ポ
ー
ト
が
必

要
か
ど
う
か
な
ど
、
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。
十
年
以
上
前
か
ら
日
本
政
府
は
外

国
人
に
対
し
て
恩
着
せ
が
ま
し
く
パ
ス
ポ
ー
ト
を
交
付
し
た
が
、
そ
ん
な
も
の

は
少
し
も
欲
し
く
は
な
か
っ
た
。
パ
ス
ポ
ー
ト
が
な
く
て
も
、
少
し
ば
か
り
遅

れ
る
だ
け
で
、
旅
行
が
で
き
な
く
な
る
も
の
で
も
な
い
。

一
方
、
別
の
障
害
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
条
約
に
従
う
よ
り
も
は
る
か
に
重
大

な
障
害
で
あ
っ
た
。
日
本
の
食
べ
物
で
あ
る
。
こ
の
日
本
の
料
理
を
食
べ
た
く

な
い
と
い
っ
て
拒
否
し
て
も
、
そ
の
人
が
贅
沢
だ
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
も
し
、
こ
の
食
べ
慣
れ
な
い
奇
妙
な
料
理
を
胃
が
受
付
け
な
い
な

ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
面
倒
で
も
コ
ッ
ク
と
食
料
品
屋
を
引
き
連
れ
る
こ
と
に

な
る
。
大
き
な
町
で
す
ら
、
食
肉
、
コ
ー
ヒ
ー
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
バ
タ
ー
、

食
用
油
、
小
麦
粉
、
ワ
イ
ン
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
な
ど
、
す
べ
て
が
な
い
。
も
し
、

偶
然
に
バ
ン
で
も
み
つ
け
た
に
し
て
も
、
重
い
、
焼
き
方
の
ま
ず
い
、
消
化
し

に
く
い
不
出
来
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ち
が
い
な
く

一
所
懸
命
作
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
バ
ン
職
人
の
経
験
不
足
を
物
語
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
最
も
食

べ
ら
れ
て
い
る
野
菜
、
じ
ゃ
が
い
も
、
に
ん
じ
ん
、
え
ん
ど
う
、
い
ん
げ
ん
も

殆
ど
な
く
、
あ
っ
て
も
ひ
ど
い
品
質
の
も
の
だ
。
栄
養
な
ん
て
問
題
外
だ
。

ま
た
、
日
本
で
は
ベ
ッ
ド
が
イ
ン
テ
リ
ア
家
具
と
し
て
知
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
も
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
で
さ
え
、
め
っ
た
に
お
目
に
か

か
ら
な
い
し
、
あ
っ
て
も
使
い
に
く
い
。
そ
こ
で
は
、
な
ん
と
か
我
慢
で
き
る

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
、
靴
を
修
理
し
た
り
製
造
で
き
る
靴
屋
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ

の
必
需
品
の
店
を
み
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
快
適
な
生
活
を

好
む
者
は
缶
詰
食
品
、
ワ
イ
ン
数
ケ
ー
ス
、
炊
事
道
具

一
式
、
シ
ー
ツ
と
衣
類
、

そ
れ
に
鉄
製
の
ベ
ッ
ド
な
ど

一
揃
い
を
携
行
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
ら
の
荷
物
は

必
要
な
場
合
に
は
人
力
車
に
載
せ
れ
ば
よ
い
。
入
力
車
は
最
近
の
博
覧
会
を
見

物
し
た
人
に
は
お
な
じ
み
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
な
ん
と
金
が
か
か
る

こ
と
だ
ろ
う
！
　
そ
の
よ
う
な
足
手
纏
い
な
荷
物
を
持
っ
て
の
数
週
間
の
旅
行

は
、
ま
さ
し
く
王
様
の
贅
沢
さ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
旅
行
者
は
宿
屋
の
主
人

や
馬
車
屋
や
使
用
人
の
意
の
ま
ま
に
な
る
だ
け
で
、
金
の
出
し
甲
斐
が
な
い
。

通
訳
が
付
い
た
ら
、
そ
の
不
便
さ
は
更
に
ひ
ど
く
な
る
。

私
が
出
発
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
全
く
な
か
っ
た
こ
と
を

は
っ
き
り
と
い
っ
て
お
こ
う
。
以
前
に
行
っ
た
狩
猟
や
旅
行
で
も
意
識
し
な
い

ま
ま
日
本
の
風
習
に
な
じ
ん
で
い
っ
た
。
ど
う
に
か
こ
う
に
か
こ
ち
ら
の
意
思

を
通
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
上
、
私
は
全
く

一
人
で
旅
に
出
た
。
旅

行
者
は
で
き
れ
ば
通
訳
を
使
う
と
い
う
贅
沢
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
た
の

で
あ
る
。
た
と
い
、
友
人
や
ガ
イ
ド
な
ど
が
通
訳
し
て
く
れ
た
と
し
て
も
、
彼

ら
が
現
地
の
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
旅
行
者
と
の
間
に
入
っ
て
は
、
両
者
の
意
思

が
う
ま
く
通
じ
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
誰
で
も
ま
ず
通
訳
に
話
し
掛
け

る
。
ま
た
、
尋
ね
る
の
も
、
用
事
を
話
す
の
も
通
訳
に
す
る
。
そ
れ
に
通
訳
が

そ
の
外
国
語
を
知
っ
て
い
る
と
自
慢
し
た
り
、
自
信
を
持
っ
て
い
る
ほ
ど
に
は

達
者
で
は
な
い
。
彼
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
誤
解
す
る
し
、
誤
訳
す
る
。

一
方
、
私
の
胃
は
最
初
の
う
ち
は
日
本
の
食
べ
物
を
受
け
付
け
な
い
が
、
や

が
て
次
第
に
受
け
入
れ
て
し
ま
う
。
元
の
ま
ま
の
形
を
し
た
ま
ま
で
、
何
の
味

付
け
も
し
て
い
な
い
米
飯
―
こ
れ
が
パ
ン
の
代
わ
り
で
あ
る
。
ア
ン
ト
レ
、
ロ

テ
ィ
、
ア
ン
ト
ル
メ
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
焼
魚
、
煮
魚
、
あ
る
い
は
生
の

魚
で
あ
る
。
海
岸
で
は
魚
を
生
で
食
べ
る
。
内
陸
部
で
は
塩
で
保
存
し
た
も
の

し
か
な
い
。
こ
れ
に
卵
を
加
え
て
、
数
種
類
の
料
理
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
良
い
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主
婦
で
あ
る
。
煮
豆
あ
る
い
は
納
豆
、
と
き
に
は
粉
に
さ
れ
練
状
に
さ
れ
た
豆
、

千
し
し
い
た
け
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
な
す
、
い
ろ
い
ろ
な
海
草
…
…
こ
れ
で
普
通
の

日
本
の
料
理
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
祭
や
特
別
の
行
事
の

際
の
料
理
は
別
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
味
付
け
と
し
て
、
か
つ
お
ぶ
し
を
削
っ
た

も
の
と
醤
油
を
用
い
る
。米
飯
は
大
根
や
菜
の
漬
け
物
と

一
緒
に
毎
日
食
べ
る
。

野
菜
や
魚
の
ス
ー
プ
は
食
事
の
う
ち
で
は
重
要
な
も
の
で
、
食
事
の
最
後
に
湯

か
茶
を
飲
む
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
酒
は
贅
沢
な
飲
み
物
で
、
祭
の
日
な
ど

に
飲
む
だ
け
で
あ
る
。

私
は
自
分
で
い
く
つ
か
の
菓
子
を
作
っ
て
食
べ
た
。
旅
行
鞄
の
中
に
バ
ン
、

コ
ー
ヒ
ー
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
少
し
と
、
ワ
イ
ン
を
二
本
入
れ
て
お
い
た
の
で

あ
る
。
そ
の
鞄
と
携
帯
毛
布
の
中
に
は
、
必
要
な
衣
類
も
入
っ
て
い
た
が
、
そ

の
ほ
か
に
贈
り
物
と
し
て
粗
末
な
絵
、
ヘ
ア
・
ピ
ン
、
ナ
イ
フ
、
扇
子
な
ど
こ

ま
ご
ま
し
た
も
の
が
入
っ
て
い
た
。
私
は
経
験
か
ら
こ
れ
ら
小
物
が
い
か
に
役

立
つ
か
を
知
っ
て
い
る
。
都
で
作
ら
れ
た
も
の
が
辺
ぴ
な
村
に
住
む
善
良
な

人
々
を
魅
き
つ
け
、
知
り
合
い
に
な
っ
た
り
、
あ
た
た
か
い
歓
待
を
受
け
る
の

に
役
立
つ
の
で
あ
る
。武
器
は
何
も
持
た
な
か
っ
た
。
日
本
は
ど
こ
も
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
諸
国
が
羨
む
よ
う
な
安
全
な
国
で
あ
る
。

最
後
に
、
旅
行
の
行
く
先
に
飛
騨
地
方
を
選
ん
だ
理
由
を
述
べ
て
お
こ
う
。

私
は
そ
こ
の
自
然
の
美
し
さ
に
強
く
魅
か
れ
て
い
た
し
、
そ
の
地
方
に
特
有
な

風
習
を
調
べ
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
高
く
、
険
し
い
二
つ
の
山
脈
が
東
と

西
に
南
北
に
走
っ
て
い
て
、
隣
接
の
地
方
と
の
境
に
な
っ
て
い
た
。
北
か
ら
南

へ
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
流
れ
る
川
の
狭
い
谷
だ
け
が
、
そ
こ
へ
行
け
る
ル
ー

ト
で
あ
る
。
冬
は
寒
さ
が
き
び
し
い
が
、
夏
は
涼
し
く
爽
や
か
で
あ
る
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
住
民
が
他
の
地
方
で
は
見
ら
れ
な
い
古
い
風
習
を
保
っ

て
い
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。

一
口
に
い
え
ば
、
飛
騨
は
日
本
の
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方

（
フ
ラ
ン
ス
の
中

部
山
岳
地
方
）
の
よ
う
に
思
え
た
。
も
っ
と
も
、
飛
騨
に
は
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ

の
よ
う
に
鉄
道
も
立
派
な
道
路
も
な
か
っ
た
。

二

八
月
十

一
日
の
朝
早
く
、
私
は
東
京
を
出
発
し
た
。　
一
八
八
四
年
以
来
、
日

本
の
脊
稜
と
な
っ
て
い
る
山
塊
の
麓
ま
で
単
線
の
鉄
道
が
通
じ
て
い
る
。
そ
れ

は
株
主
へ
莫
大
な
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
国
の
防
衛
お
よ
び
経
済
的
発

展
の
た
め
に
は
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
近
い
将
来
に
お
い
て

複
線
化
す
る
必
要
が
あ
り
、す
べ
て
の
技
術
方
法
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

東
京
か
ら
碓
氷
峠
ま
で
の
百
五
十
キ
ロ
の
行
程
を
約
五
時
間
で
行
く
こ
と
が
で
き

た
。
碓
氷
峠
は
前
述
し
た
山
塊
の
中
に
少
し
ば
か
り
開
か
れ
た
場
所
で
あ
る
。

こ
の
途
中
で
は
何
も
言
及
す
べ
き
も
の
が
な
い
。
隅
田
川
と
利
根
川
の
流
域
に

広
が
る
肥
沃
な
大
平
野
は
、水
田
と
桑
畑
と
味
気
無
い
野
原
が

一
様
に
つ
づ
き
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
木
立
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
最
後
に
は
、
汽
車
は
妙
義

山
を
迂
回
す
る
。
こ
の
山
は
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
鋸
状
の
山
で
、
グ
ス
タ
ー

ヴ

・
ド
レ
の
絵
を
思
い
出
さ
せ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
終
点
に
着
く
。
乗
客
す
べ
て
が
降
り
る
。
人
々
は
楽
し
そ
う
に
急
ぎ
、

声
も
立
て
ず
、
混
乱
も
な
い
。
ケ
ー
ス
も
ト
ラ
ン
ク
も
大
き
な
荷
物
も
な
い
。

各
人
は
布
あ
る
い
は
油
紙
に
包
ん
だ
小
さ
い
荷
物
を
手
に
持
っ
て
い
る
。
つ
い

で
、
茶
屋
の
女
中
が
や
っ
て
き
て
、
し
ば
ら
く
お
休
み
下
さ
い
と
旅
人
た
ち
に

い
う
。
や
が
て
、
乗
合
馬
車
が
我
々
を
坂
本
へ
連
れ
て
い
く
。

坂
本
は
み
す
ぼ
ら
し
い
五
、
六
軒
の
宿
屋
が
あ
る
だ
け
だ
。
私
は
窮
迫
し
た

様
子
を
説
明
す
る
の
が
い
つ
も
苦
手
で
あ
る
。
こ
の
村
は
中
仙
道
と
い
う
非
常
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に
交
通
量
の
多
い
街
道
筋
の
重
要
な
宿
場
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
。

そ
し
て
、
確
氷
峠
の
苦
し
い
坂
道
の
最
初
の
入
り
口
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
先
、

一
日
の
行
程
は
十
二
キ
ロ
で
、夏
に
は
毎
日
何
百
人
も
の
旅
人
が
往
来
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
村
に
は
店
が

一
軒
も
な
い
し
、
そ
の
宿
屋
の
貧
し
さ
は
他
に
比

べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
ひ
ど
い
。
か
く
し
て
、
私
は
最
低
の
と
こ
ろ
か
ら
旅
を
始

め
た
の
で
あ
る
。

私
が
選
ん
だ
宿
屋
の
主
人
は
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
、
特
別
室
に
私
を
通
し

た
。
不
運
に
も
、
客
の
数
が
部
屋
の
数
よ
り
も
多
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
客
の
う

ち
の
四
人
が
、
そ
れ
に
女
中
ま
で
が
私
に
同
室
さ
せ
て
く
れ
と
い
っ
て
き
た
。

こ
の
依
頼
は
単
に
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
同
室
の
要
求
を
拒
否
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
、
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
も
し
拒
否
で
も
し
た
ら
、

礼
儀
知
ら
ず
の
人
間
と
非
難
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

同
室
者
は
こ
こ
の
心
地
悪
さ
に
つ
い
て
私
ほ
ど
に
は
不
満
を
感
じ
て
い
な
い

よ
う
だ
っ
た
。
良
い
宿
屋
が
ど
れ
く
ら
い
快
適
か
を
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
。

他
の
ア
ジ
ア
人
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
人
は
免
れ
ら
れ
な
い
運
命
に
対
し
て

け
っ
し
て
抵
抗
し
な
い
し
、
日
常
生
活
の
些
少
の
不
便
さ
に
異
議
を
申
し
立
て

る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
ら
み
る
と
、
羨
ま
し
い
く
ら
い
の
忍

耐
強
さ
で
あ
る
。
我
々
は
す
ぐ
に
親
し
く
な
っ
た
。
同
室
者
の
中
に
東
京
の
陸

軍
士
官
学
校
の
生
徒
が
い
て
、
そ
の
少
し
ば
か
り
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
知
識
を
利

用
し
て
、
こ
の
際
、
そ
の
知
識
を
増
大
し
よ
う
と
し
て
、
夜
の
十
時
ま
で
私
に

つ
き
ま
と
っ
て
、
は
な
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

私
は
わ
ざ
と
会
話
を
長
引
か
せ
た
。
汚
い
布
団
の
中
に
横
に
な
る
の
が
恐
ろ

し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
せ
、
い
び
き
と
蚤
と
で
眠
れ
な
い
と
思
っ
た
。
し

か
し
、
予
想
は
す
っ
か
り
外
れ
て
し
ま
っ
た
。
近
く
の
部
屋
の
人
々
は
旅
は
道

連
れ
と
ば
か
り
に
親
し
く
な
り
、
挨
拶
と
お
辞
儀
の
攻
撃
が
始
ま
る
。
人
々
は

食
べ
て
、
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
、
飲
ん
だ
。
次
第
に
、
祭
は
活
気
を
帯
び
る
。

陽
気
な
ば
か
騒
ぎ
が
大
き
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
真
夜
中
に
、
叫
び
と
笑
い
の

合
奏
で
あ
っ
た
。
も
の
す
ご
い
大
騒
ぎ
。
日
本
の
旅
人
は
そ
の
隣
人
に
情
け
容

赦
を
し
な
い
。
他
人
の
睡
眠
に
対
し
て
、
日
本
人
が
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
無

関
心
で
あ
る
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
日
本
で
は
、
人
々
は
ど
ん
な
場
合
で
も

人
間
ら
し
い
上
品
な
礼
儀
を
保
っ
て
生
活
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
。

各
部
屋
の
間
に
は
薄
い
壁
が
あ
る
だ
け
だ
か
ら
、
わ
ず
か
な
音
で
も
互
い
に
聞

こ
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
暗
黙
の
慣
習
あ
る
い
は
虚
構
の
力

で
、
各
人
は
完
全
に
独
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
各
部
屋
の
な
か
で
思
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
で
も
、
敢
え
て
い
い
た
い
、
日
本
人
で
も
病
気
に

か
か
れ
ば
、
静
か
さ
を
欲
し
、
静
か
に
し
て
く
れ
と
い
う
に
ち
が
い
な
い
と
。

こ
の
暴
力
か
ら
い
つ
も
学
ぶ
の
は
、
旅
す
る
国
の
良
い
あ
る
い
は
不
都
合
な
慣

習
に
順
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
格
言
で
あ
る
。

翌
朝
、
六
時
頃
、
馬
車
屋
は
我
々
を
三
台
の
大
き
な
乗
合
馬
車
の
中
に
詰
め

込
ん
だ
。
こ
の
乗
合
馬
車
は
交
通
の
は
げ
し
い
街
道
に
走
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
た
り
の
風
景
は
、
碓
氷
峠
を
上
る
途
中
で
は

一
様
で
、
日
を
引
く
も
の
と
て

な
い
。
や
っ
と
こ
さ
、
峠
の
頂
上
に
達
す
る
と
、
光
景
は

一
変
す
る
。
東
側
の

谷
に
は
葦
と
水
草
に
お
お
わ
れ
た
長
い
平
原
が
つ
づ
い
て
い
た
。
少
し
右
に
は

浅
間
山
が
そ
び
え
、
硫
黄
質
の
煙
雲
が
頂
上
付
近
に
あ
っ
た
。
最
近
の
噴
火
は

百
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
村
が
姿
を
消
し
、
六
～
八
キ
ロ
半
径
に
あ
っ

た
土
地
は
熔
岩
の
厚
い
層
の
土
に
お
お
わ
れ
た
（あ
る
若
い
ぶ
ど
う
栽
培
者
は
、

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
ぶ
ど
う
栽
培
者
か
ら
教
え
を
受
け
て
、　
一
八
八
七
年
以
来
、

そ
の
地
を
利
用
し
て
新
し
い
マ
ス
カ
ッ
ト
を
栽
培
し
て
い
る
）
。

槍ヶ岳紀行
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約
四
時
間
で
、
上
田
の
小
さ
い
町
へ
下
っ
た
。
そ
こ
が
馬
車
の
終
点
で
あ
る
。

三

美
し
く
晴
れ
た
日
に
見
た
の
だ
が
、
上
田
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ

（フ
ラ
ン
ス
北
東

部
の
ア
ル
ザ
ス
地
方
）
の
あ
る
村
に
よ
く
似
た
感
じ
を
持
っ
て
い
る
。
右
に
は

清
冽
な
川
が
流
れ
て
い
た
。
本
通
り
の
端
れ
に
は
、
モ
ミ
の
木
の
茂
っ
た
丘
の

上
に
、
優
雅
な
、
か
わ
い
ら
し
い
鐘
楼
が
ひ
っ
そ
り
と
立
っ
て
い
た
。

馬
車
は
我
々
を
外
観
だ
け
は
立
派
な
宿
屋
の
前
で
降
ろ
し
た
。

同
行
者
た
ち
は
茶
を
飲
ん
だ
後
、
や
が
て
分
散
し
た
。
私
は
数
多
く
の
挨
拶

を
受
け
、
三
階
の
一
室
へ
導
か
れ
た
。
そ
の
部
屋
は
短
期
滞
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
用
に
整
え
ら
れ
て
い
た
。
Ｘ
状
の
椅
子
が
二
つ
、
自
木
作
り
の
テ
ー
ブ
ル
が

一
つ
、
ハ
ン
ガ
ー
が

一
つ
、
古
ぼ
け
た
フ
ェ
ル
ト
製
の
じ
ゅ
う
た
ん
な
ど
が
家

具
と
し
て
そ
こ
に
あ
っ
た
。
私
は
経
験
か
ら
こ
の
粗
悪
な
豪
華
さ
の
価
格
や
不

愉
快
さ
を
知
っ
て
い
た
。
私
は
粗
末
に
扱
わ
れ
、　
一
人
に
放
っ
て
お
か
れ
た
。

口
を
利
か
ず
、
無
愛
想
な
上
に
財
布
の
中
身
ま
で
見
く
び
ら
れ
た
。
こ
ん
な
状

態
な
の
で
、
熟
考
の
末
、
隣
の
村
へ
行
き
た
い
と
い
っ
た
ら
、
宿
の
主
人
は
唖

然
と
し
た
。
私
は
き
ち
ん
と
か
な
り
の
チ
ッ
プ
を
は
ず
ん
で
、
入
力
車
で
出
発

し
た
。

中
之
条
村
は
た
し
か
に
異
国
人
を
泊
め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
自

分
の
意
思
を
そ
の
村
の
宿
屋
の
主
人
に
伝
え
よ
う
と
何
度
も
試
み
た
。
そ
の
律

儀
な
男
は
自
分
の
耳
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
彼
の
び
っ
く
り
し
た

気
持
ち
が
落
ち
着
い
て
か
ら
、
私
は
つ
け
加
え
て
い
っ
た
―
私
の
扱
い
に
つ
い

て
特
別
に
考
え
な
く
て
も
い
い
、
ま
た
彼
が
思
っ
て
い
る
以
上
の
宿
代
を
支
払

う
。夕

飯
を
用
意
し
て
い
る
間
に
、
主
人
は
私
を
川
へ
案
内
し
た
。
彼
は
た
い
て

い
日
没
後
に
釣
り
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
余
暇
は
す
べ
て
網
を
修
理
し
て
過

ご
し
た
。
も
っ
と
も
、
客
な
ど
め
っ
た
に
来
な
い
の
だ
っ
た
。
私
は
こ
の
機
会

を
利
用
し
て
、
彼
を
驚
か
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
こ
っ
そ
り
と
水
浴
を
し
た
。

日
本
人
は
水
浴
を
嫌
い
、
湯
に
入
る
の
が
好
き
な
の
だ
。
体
を
動
か
し
た
せ
い

か
、
食
欲
が
出
て
、
女
主
人
が
用
意
し
て
く
れ
た
甘
い
菓
子
を
喜
ん
で
賞
味
し

た
。翌

朝
、
上
田
へ
散
策
に
出
掛
け
た
。
上
田
は
養
蚕
の
最
も
盛
ん
な
地
域
の

一

つ
で
あ
る
。
平
ら
な
と
こ
ろ
に
は
す
べ
て
桑
の
本
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。
桑
の

木
は
地
上
十
セ
ン
チ
く
ら
い
で
切
ら
れ
、
そ
の
切
株
か
ら
放
射
状
に
枝
が
出
て
、

葉
が
茂
っ
て
い
た
。
農
家
は
こ
れ
を

一
年
に
二
、
三
回
摘
み
取
る
。
郊
外
に
は

大
き
な
工
場
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
特
に
若
い
女
性
た
ち
が
働
い
て
い
た
。

夕
方
、
警
察
官
が
や
っ
て
き
て
、
憲
兵
の
よ
う
に
い
か
め
し
く
、
堅
苦
し
く
、

私
の
書
類
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
日
本
政
府
に
勤
務
し
て

い
る
す
べ
て
の
外
国
人
が
、　
一
八
五
八
年
の
条
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
制
限

地
域
以
外
に
い
く
と
き
に
は
パ
ス
ポ
ー
ト
を
必
要
と
し
た
。
毎
夕
、
そ
の
宿
屋

の
主
人
は
パ
ス
ポ
ー
ト
の
主
な
部
分
を
書
き
写
し
て
、
警
察
へ
届
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
私
は
彼
が
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
く
て
い
い
よ
う
に
警
察

官
に
交
渉
を
し
た
の
だ
が
、
か
わ
い
そ
う
な
、
わ
が
釣
人
は
、
た
ぶ
ん
書
く
こ

と
が
不
得
手
で
、
書
式
な
ど
全
く
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
届
け
る
の
を
忘
れ
て
、

き
び
し
い
お
叱
り
を
受
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

四

人
月
十
五
日
、
午
前
五
時
頃
、
中
之
条
に
別
れ
を
告
げ
た
。
昔
か
ら
の
容
易

な
街
道
を
横
日
で
見
な
が
ら
、
私
は
保
福
寺
峠
を
越
え
、
松
本
平
を
横
切
り
、

槍
ケ
岳
の
険
し
い
頂
上
を
越
え
て
飛
騨
へ
向
か
う
ル
ー
ト
を
選
ん
だ
。
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保
福
寺
峠
は
た
い
へ
ん
険
し
く
、
殆
ど
人
も
通
ら
ず
、
公
的
な
馬
車
に
乗
る

こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
私
の
荷
物
を
背
負
っ
た
男
と

一
緒
に
て
く
て
く
と
歩

い
た
。

こ
の
地
方
の
村
は
質
素
な
よ
う
に
見
え
た
。
う
っ
蒼
と
し
た
竹
林
の
奥
に
あ

る
よ
う
な
大
き
な
農
家
は
見
当
た
ら
な
い
。
ど
の
農
家
も
小
さ
い
家
の
ま
わ
り

に
狭
い
庭
と
二
、
三
の
樹
木
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

風
な
建
築
様
式
の
新
し
い
学
校
が
目
に
付
く
。
そ
の
よ
う
な
学
校
は
、
日
本
の

至
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
平
野
の
中
の
少
し
ば
か
り
豪
華
な
建
物
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

保
福
寺
峠
の
上
に
は
、
三
、
四
軒
の
茶
店
が
か
た
ま
っ
て
立
っ
て
い
る
。
そ

の
近
く
に
は
、
二
つ
の
泉
が
涌
き
出
て
い
た
。
き
れ
い
な
清
水
で
あ
る
。
旅
人

を
接
待
す
る
、
こ
の
よ
う
な
休
憩
所
は
日
本
で
は
数
多
く
あ
る
。
峠
、
滝
、
有

名
な
神
社
や
寺
院
に
は
そ
れ
ぞ
れ
茶
店
が
あ
る
。
ど
ん
な
に
貧
し
い
旅
人
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
立
ち
寄
っ
て
、　
一
服
し
、
熱
い
茶
を
す
す
っ
て
数
分
を
過

ご
し
て
元
気
を
回
復
し
、
あ
た
り
の
風
景
を
楽
し
む
の
で
あ
る
。
茶
代
と
し
て

一
銭
か
二
銭
の
チ
ッ
プ
を
受
け
取
る
と
、
い
つ
も
愛
想
の
よ
い
微
笑
で
答
え
、

客
が
立
ち
上
が
る
と
、
お
礼
の
言
葉
と
と
も
に
、
ひ
か
え
め
な
お
辞
儀
を
す
る

の
で
あ
る
。

保
福
寺
村
の
唯

一
の
宿
屋
は
ま
る
で
古
い
修
道
院
を
転
用
し
た
よ
う
に
見
え

る
。
使
用
人
が
い
な
い
の
で
、
女
主
人
が
私
を
家
の
奥

へ
と
導
い
た
。
さ
び
し

い
中
庭
と
誰
も
い
な
い
空
き
部
屋
が
つ
づ
い
て
い
た
。
彼
女
は
も
の
静
か
に
話

し
を
し
た
。
外
国
人
の
突
然
の
侵
入
に
少
々
お
び
え
て
、
畳
の
上
を
音
も
立
て

ず
、
そ
っ
と
歩
い
た
。
東
海
道
の
騒
々
し
い
宿
屋
で
は
、
機
敏
な
女
中
が
た
く

さ
ん
い
て
、
絶
え
ず
廊
下
を
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
光
る
ま
で
拭
い
て
磨
き
、
竹
の

橋
や
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
岩
な
ど
を
配
し
た
小
庭
が
あ
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
と
は
全

く
違
っ
た
宿
屋
な
の
で
あ
る
。

そ
の
家
族
は
女
主
人
の
ほ
か
、
祖
母
、
夫
、
そ
れ
に
小
さ
い
子
供
が
二
人
で

あ
る
。
耕
作
と
旅
人
の
宿
屋
と
を
兼
業
し
て
い
た
。
彼
ら
に
話
し
掛
け
る
と
、

始
め
は
お
び
え
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
す
ぐ
に
慣
れ
て
き
て
、
好
奇
心
を
持
っ

た
。
年
老
い
た
女
性
は
、
す
っ
か
り
打
ち
解
け
て
、
私
が
作
っ
た
コ
コ
ア
を
遠

慮
な
く
飲
ん
だ
。
翌
朝
、
た
い
へ
ん
喜
ば
し
い
期
待
に
心
を
膨
ら
ま
し
て
出
立

し
た
。
松
本
の
知
り
合
い
の
宿
屋
へ
の
紹
介
状
を
携
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
宿
屋
も
ま
た
兼
業
者
で
あ
っ
た
。　
一
階
が
食
料
品
と
薬
の
店
で
、
三
階

が
宿
屋
で
あ
る
。
そ
こ
の
客
は
古
く
か
ら
の
お
得
意
さ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

部
屋
を
見
回
し
て
い
る
う
ち
、
パ
リ
の
、
古
い
、
か
び
く
さ
い
、
田
舎
の
ホ
テ

ル
よ
り
も
ず
っ
と
田
舎
く
さ
い
ホ
テ
ル
を
思
い
出
し
た
。
主
人
、
使
用
人
、
客
、

そ
し
て
猫
ま
で
が
、
出
身
の
村
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
店
の
名
誉
の
た
め

に
い
え
ば
、
薬
剤
師
は
数
多
い
薬
の
中
か
ら
黄
色
の
粉
末
を
取
り
出
し
て
、
私

に
自
慢
気
に
示
し
た
。
飲
ん
で
み
ろ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
完
全
無

臭
の
コ
ー
ヒ
ー
と
い
う
表
示
が
付
い
て
い
た
。
私
は
そ
ん
な
高
価
な
も
の
を
味

わ
う
の
は
恐
れ
多
い
の
で
辞
退
し
、
自
分
の
旅
行
鞄
の
中
か
ら
コ
ー
ヒ
ー
を
取

り
出
し
た
。
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
驚
い
て
、
こ
の
元
気
の
い
い
男
は
、
今
度
は

広
口
び
ん
の
陰
か
ら
深
紅
色
の
液
体
の
入
っ
た
び
ん
を
取
り
出
し
て
、
私
に
ど

う
だ
と
示
し
た
。
ソ
ー
テ
ル
ヌ

（ボ
ル
ド
ー
近
く
の
ワ
イ
ン
の
産
地
）
産
の
白

ワ
イ
ン
と
レ
ッ
テ
ル
に
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
ワ
イ
ン
地
下
倉
庫
の

中
の
一
級
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
非
常
に
誘
惑
的
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
今
度
も
ま
た
彼
の
努
力
は
無
駄
で
あ
っ
た
。
私
は
誘
惑
に
負
け
ず
、
純
粋

な
水
だ
け
で
済
ま
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
店
の
ひ
や
か
し
も
終
わ
っ
た
の
で
、
町
ヘ
ロ
的
も

な
く
ぶ
ら
っ
と
出
掛
け
た
。
松
本
は
古
い
城
下
町
で
、
そ
の
城
を
除
け
ば
、
旅

行
者
の
関
心
を
引
く
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
。
確
か
に
、
そ
こ
に
は
古
い
寺

院
が
あ
る
。
し
か
し
、
寺
は
日
本
に
は
無
数
に
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
松
本

城
は
私
が
そ
れ
ま
で
の
旅
行
で
見
た
城
の
う
ち
で
も
、
最
も
良
く
保
存
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
た
。　
一
度
は
訪
ね
て
見
る
価
値
が
あ
る
と
思
う
。
そ
こ
に
は

深
い
堀
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
て
、
二
重
の
城
壁
が
城
を
守
っ
て
い
た
。
豊
か

な
水
源
に
よ
っ
て
堀
に
は
水
が
い
っ
ぱ
い
に
湛
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
淀
ん
だ

水
面
を
、
青
い
浮
草
や
神
聖
な
花
を
咲
か
せ
た
水
蓮
が

一
面
に
覆
っ
て
い
た
。

一
番
手
前
の
地
区
に
は
刑
務
所
が
あ
り
、
第
二
の
地
区
に
は
裁
判
所
と
中
学
校

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
幸
い
に
も
中
央
の
天
守
閣
そ
の
も
の
は
大
事
に
保
存
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
所
有
者
が
十
七
年
間
も
放
っ
て
お
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

重
要
な
部
分
は
ど
こ
も
損
傷
を
受
け
て
い
な
い
。
年
老
い
た
番
人
が
案
内
し
て

く
れ
、
ま
ず
荒
れ
た
ま
ま
の
庭
を
通
っ
た
。
あ
ち
こ
ち
に
野
菜
が
植
え
ら
れ
て

い
た
が
、
こ
れ
は
番
人
が
自
分
の
家
族
用
に
種
を
蒔
い
た
の
で
あ
る
。
数
多
く

の
蛇
が
地
上
で
気
持
ち
良
さ
そ
う
に
日
向
ぼ
っ
こ
を
し
て
い
て
、
我
々
が
近
付

く
と
、
す
る
す
る
と
茂
み
の
中
に
隠
れ
た
。
小
さ
い
、
が
っ
し
り
し
た
入
口
か

ら
城
の
中
に
入
る
。
よ
く
み
れ
ば
み
る
ほ
ど
、
フ
ラ
ン
ス
中
世
の
城
の
塔
に
似

て
い
る
の
に
驚
い
た
。
そ
の
巨
大
な
城
壁
と
梁
、
突
出
し
た
狭
間
、
狭
い
階
段

な
ど
を
見
て
い
る
と
、
昔
の
日
本
の
武
士
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
想
像
し
て
し

ま
う
。
武
士
た
ち
は
平
野
か
ら
攻
め
て
く
る
敵
を
待
ち
受
け
て
い
る
。
そ
の
狭

間
か
ら
矢
を
射
っ
て
、
五
層
の
天
守
閣
を
守
る
た
め
に
身
を
ひ
そ
め
て
い
る
武

士
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
頭
に
浮
か
ぶ
。
大
阪
城
、
名
古
屋
城
、
水
戸
城
あ
る
い

は
佐
倉
城
な
ど
は
、
こ
ん
な
風
に
古
い
音
を
想
像
さ
せ
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
ら

は
あ
ま
り
に
も
近
代
的
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

翌
八
月
十
七
日
に
松
本
を
出
発
し
た
と
き
、
太
陽
は
ま
ぶ
し
く
松
本
平
を
照
　
１３

ら
し
て
い
た
。
私
は
馬
車
の
心
地
よ
い
揺
れ
に
身
を
ゆ
だ
ね
な
が
ら
、
魅
力
的

な
風
景
に
う
っ
と
り
し
て
い
た
。
街
道
筋
に
は
ず
っ
と
美
し
い
村
々
が
つ
づ
い

て
い
る
。
農
家
の
廻
り
に
は
栗
の
木
や
柿
の
木
が
あ
り
、
木
の
茂
み
は
セ
ミ
し

ぐ
れ
で
あ
る
。鮮
や
か
な
生
け
垣
の
手
前
に
は
水
田
の
緑
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。

し
ば
し
ば
、
緑
の
草
木
の
間
を
流
れ
る
小
川
に
か
か
る
狭
い
橋
を
渡
っ
た
。
至

る
と
こ
ろ
に
、
花
と
鳥
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。
あ
る
と
き
は
子
供
が
、
あ
る
と
き

は
ニ
ワ
ト
リ
が
通
行
を
邪
魔
し
た
。

山
の
麓
に
さ
し
か
か
る
と
、
あ
た
り
の
様
子
が

一
変
し
た
。
岩
と
谷
川
と
の

間
を
く
ね
く
ね
と
通
じ
て
い
る
小
道
を
、
私
は
ゆ
っ
く
り
と
上
っ
て
い
っ
た
。

や
が
て
、
ジ
グ
ザ
グ
の
道
は
松
本
平
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
い
、
風
景
は
厳
し

い
も
の
と
な
っ
た
。
時
折
、
こ
の
地
方
の
馬
が
大
好
き
な
林
の
束
を
背
負
っ
た

人
々
と
す
れ
ち
が
っ
た
。

正
午
頃
、
ガ
イ
ド
と
と
も
に
島
々
村
に
着
い
た
。
信
濃
地
方
の
最
辺
境
地
で

あ
る
。
た
っ
た

一
軒
し
か
な
い
宿
屋
は
輸
送
の
仕
事
も
兼
ね
て
い
た
。
同
時
に
、

製
糸
工
場
を
も
経
営
し
て
い
た
。
そ
の
主
人
は
私
に
詳
し
く
見
学
す
る
よ
う
す

す
め
た
の
で
、
工
場
へ
入
る
と
、
工
員
た
ち
は
無
遠
慮
な
異
国
人
に
つ
い
て
あ

れ
こ
れ
と
さ
さ
や
き
合
っ
て
い
た
。
工
場
主
は
め
ず
ら
し
い
情
報
を
提
供
し
て

く
れ
た
。
水
の
落
下
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
動
力
に
利
用
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
二
十
人
の
若
い
女
性
が
働
い
て
い
て
、
そ
の
熟
練
度
に
応
じ
て

五
銭
～
十
六
銭
の
賃
金
を
得
て
い
た

（こ
の
地
方
で
は
、　
一
人
の
娘
が
家
族
と

一
緒
に

一
日
生
活
す
る
の
に
十
銭
か
か
る
が
、
大
き
い
村
で
は
十
二
銭
～
十
五

銭
必
要
で
あ
る
）
。
冬
に
は
家
で
織
物
を
織
る
が
、
そ
の
仕
事
を
し
て
も
、
殆
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ど
稼
ぎ
に
な
ら
な
い
。

夕
方
に
は
、
私
は
苦
労
し
て
登
山
用
の
食
料
を
集
め
た
。
宿
屋
の
主
人
の
意

見
で
は
、
私
が
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
山
旅
は
辛
い
も
の
だ
。
最
奥
の
村
か

ら
少
な
く
と
も
三
日
間
か
か
る
。
入
手
で
き
た
食
料
は
わ
ず
か
だ
っ
た
。　
一
羽

の
鶏
で
す
ら
、誰
も
売
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
じ
ゃ
が
い
も
の
収
穫
も
ま
だ
だ
っ

た
。
と
い
っ
て
、
松
本
ま
で
戻
る
の
は
ど
う
し
て
も
厭
だ
っ
た
。
そ
ん
な
わ
け

で
、
村
人
が
提
供
し
て
く
れ
た
、
ご
く
わ
ず
か
な
食
料
で
が
ま
ん
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
ゆ
で
卵
六
個
、
汚
い
赤
砂
糖
百
グ
ラ
ム
、
そ
ば
二
包
み

（ゆ
で
て

食
べ
る
も
の
）
だ
け
で
あ
る
。
私
は
米
が
苦
手
な
の
で
用
意
し
な
か
っ
た
。
な

お
そ
の
上
、
部
屋
に
は
蚊
帳
が
な
か
っ
た
。
わ
が
女
主
人
は
、
こ
の
へ
ん
に
は

蚊
が
い
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、蚊
は
ブ
ン
ブ
ン
と
部
屋
の
中
を
飛
び
回
っ

た
。
暗
く
て
、
扇
子
で
追
い
払
っ
て
も
、
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
も
、
煙
で
部
屋

か
ら
出
そ
う
と
し
て
も
、
全
く
無
駄
で
あ
っ
た
。
蚊
と
の
戦
い
は
う
ま
く
い
か

ず
、　
一
晩
中
眠
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

五

翌
十
八
日
、
朝
六
時
半
に
出
発
し
た
。
親
子
二
人
の
ガ
イ
ド
が
同
行
し
た
。

父
親
の
方
は
猟
師
で
、
無
愛
想
で
、
が
っ
し
り
し
た
体
格
の
大
き
な
男
で
あ
る
。

息
子
は
わ
ず
か
十
四
歳
の
す
ら
り
と
し
た
体
つ
き
の
少
年
だ
が
、
す
で
に

一
人

前
で
、
山
を
ゆ
っ
く
り
と

一
定
し
た
速
度
で
歩
く
。
私
自
身
は
杖
の
役
目
を
果

た
す
雨
傘
し
か
荷
物
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
わ
ら
じ
を
履
い
た
が
、
こ
れ
は

い
わ
ば
藁
で
作
っ
た
サ
ン
ダ
ル
で
、細
い
藁
縄
で
足
に
結
び
付
け
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
靴
を
履
く
の
が
普
通
だ
が
、
ど
ん
な
靴
で
も
旅
行
に
は
実
用
的
で
は
な

い
こ
と
を
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
い
っ
て
お
こ
う
。
わ
ら
じ
は
非
常
に
軽
く
て
、

我
々
の
ブ
ー
ツ
や
短
靴
の
よ
う
に
足
を
圧
迫
し
な
い
利
点
を
持
っ
て
い
る
。
そ

れ
に
、
履
き
替
え
用
に
数
足
の
わ
ら
じ
を
携
行
で
き
る
。
た
と
え
雨
に
濡
れ
た

と
し
て
も
、
千
せ
ば
す
ぐ
に
乾
い
て
し
ま
う
。
そ
の
上
、
旅
人
は
ど
こ
で
も
安

価
で
買
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
サ
イ
ズ
が
小
さ
か
っ
た
ら
、
昼
食
を
と
っ
て

い
る
間
に
作
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
わ
ら
じ
は
森
の
中
で

茨
や
竹
の
切
り
株
か
ら
足
を
守
る
に
は
都
合
が
悪
い
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な

こ
の
朝
は
た
い
へ
ん
快
適
な
気
分
で
あ
っ
た
。
日
中
は
完
全
に
晴
れ
上
が
り
、

天
気
の
良
い
日
が
ず
っ
と
つ
づ
く
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
た
だ
、
少
々
暑
か
っ
た
。

大
気
は
た
い
へ
ん
新
鮮
で
、
平
地
よ
り
も
非
常
に
爽
や
か
だ
っ
た
。
人
々
は
何

回
も
こ
の
山
旅
を
や
め
る
よ
う
に
す
す
め
た
。
し
か
し
、
私
の
目
に
は
と
て
も

気
に
い
っ
た
冒
険
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
私
は
自
分
が
ま
る
で
小
さ
い
ス
タ
ン

リ
ー

（英
国
の
ア
フ
リ
カ
探
検
家
）
の
よ
う
な
気
が
し
た
。
私
の
胸
は
ふ
く
ら

み
、毅
然
と
し
て
わ
が
雨
傘
で
地
面
を
元
気
に
叩
い
た
。あ
た
り
に
は
草
が
荒
々

し
く
密
生
し
て
い
た
。
日
は
す
で
に
高
く
昇
り
、
花
の
香
が
い
ち
め
ん
に
薫
っ

て
い
た
。
こ
の
日
、
上
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
山
の
稜
線
の
上
で
、
突
然
、

樹
林
帯
が
は
じ
ま
り
、
優
雅
な
小
さ
い
ヒ
ー
ス
や
き
ん
ぽ
う
げ
、
ま
つ
む
し
そ

う
、
ひ
え
ん
そ
う
な
ど
の
温
帯
地
方
の
植
物
が
そ
れ
に
加
わ
っ
て
い
た
。

私
の
最
初
の
昼
食
は
み
じ
め
な
も
の
で
、
が
っ
か
り
し
た
。
六
個
の
ゆ
で
卵

は
腐
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
東
京
か
ら
持
っ
て
き
た
最
後
の
一
切
れ
の
パ
ン
を

水
に
浸
け
て
食
べ
、
我
慢
し
た
。

こ
の
粗
末
な
食
事
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
、
森
が
次
第
に
無
気
味
な
気
配
を
感

じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
太
陽
は
雲
の
陰
に
か
く
れ
た
。
松
の
枯
れ
た
老
木

が
あ
り
、
そ
れ
は
ふ
さ
ふ
さ
と
し
た
青
苔
に
お
お
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
る

で
死
後
に
生
え
た
ひ
げ
の
よ
う
に
見
え
た
。
そ
れ
ら
枯
れ
木
の
大
部
分
は
地
面
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に
横
た
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
近
く
の
樹
木
に
寄
り
掛
か
っ
て
い
た
。
山
道
は

非
常
に
狭
く
、
ひ
ど
く
荒
れ
て
い
る
。
数
多
く
の
本
の
根
が
あ
っ
て
歩
き
づ
ら

い
。
あ
ち
こ
ち
に
馬
の
足
跡
が
深
い
穴
と
な
っ
て
い
て
、
近
く
か
ら
水
が
流
れ

て
き
て
、
泥
水
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
た
。

私
は
三
人
の
顔
付
き
の
悪
い
男
た
ち
が
わ
れ
わ
れ
の
後
に
ぴ
っ
た
り
と
付
い

て
来
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
で
、
落
と
し
穴
の
中
へ
で
も
押
し
倒
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
。
こ
れ
ら
の
男
た
ち
は
幸
運
に
も
私
か
ら
金
を
奪

え
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
は
す
ぐ
襲
っ
て
来
る
！
　
私
の
想
像
は
次
か

ら
次
へ
と
浮
か
び
、
こ
の
見
知
ら
ぬ
者
た
ち
に
つ
い
て
勝
手
に
い
ろ
い
ろ
と
思

い
描
い
た
。
や
が
て
、
わ
が
ガ
イ
ド
た
ち
の
善
良
で
、
正
直
な
顔
が
私
を
安
心

さ
せ
た
。

わ
れ
わ
れ
が
下
の
盆
地
、
宮
川
谷
に
着
い
た
と
き
に
は
、
日
が
ち
ょ
う
ど
傾

き
か
け
て
い
た
。
そ
の
谷
は
周
囲
を
岩
壁
に
よ
っ
て
上
か
ら
下
ま
で
取
り
囲
ま

れ
、
狭
く
閉
じ
ら
れ
た
オ
ア
シ
ス
で
あ
っ
た
。
馬
が
放
牧
さ
れ
て
い
て
、
草
む

ら
の
中
を
自
由
に
走
り
回
り
、
ゆ
っ
た
り
と
草
を
食
べ
て
い
た
。

わ
が
ガ
イ
ド
は
私
を
板
と
木
の
枝
で
作
ら
れ
た
小
屋
へ
連
れ
て
い
っ
た
。
そ

の
小
屋
は
ア
ラ
ブ
の
あ
ば
ら
家
に
似
て
い
て
、
赤
褐
色
に
黒
ず
ん
で
い
た
。
そ

こ
に
は
二
人
の
男
が
住
ん
で
い
た
。
我
々
の
後
を
付
い
て
き
た
恐
る
べ
き
男
た

ち
は
、
こ
こ
の
川
に
た
く
さ
ん
い
る
イ
ワ
ナ
を
小
屋
の
住
人
と

一
緒
に
釣
る
た

め
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
私
が
近
付
い
て
い
く
と
す
ぐ
に
、
小
屋
主
は

親
切
に
、
ど
う
ぞ
お
泊
り
下
さ
い
と
い
っ
て
く
れ
た
。
し
か
し
、
蚤
が
心
配
で
、

私
は
小
屋
か
ら
は
な
れ
て
寝
る
方
を
選
ん
だ
。
私
は
元
来
、
草
や
花
が
あ
ふ
れ

た
野
外
に
出
る
の
が
好
き
で
あ
る
。だ
か
ら
、外
で
寝
た
こ
と
を
後
悔
し
な
か
っ

た
。
隅
の
方
に
は
、
谷
川
の
流
れ
が
注
い
で
小
さ
い
池
を
作
っ
て
い
て
、
そ
の

周
辺
は
樹
木
や
茨
や
葦
が
生
い
茂
っ
て
い
た
。
岸
辺
に
は
、
虫
食
い
状
態
の
小

さ
い
神
社
が
あ
っ
た
。

太
陽
は
今
に
も
沈
も
う
と
し
て
い
た
。
私
は
池
の
澄
み
切
っ
た
水
面
に
映
っ

た
、
あ
た
り
の
風
景
の
影
を
見
て
い
た
。
そ
こ
に
ど
う
か
し
て
近
付
き
た
か
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
沼
地
の
中
に

一
歩
ず
つ
入
っ
て

い
っ
た
。
ち
ら
っ
と
見
た
影
の
秘
め
ら
れ
た
魅
惑
を
も
う

一
度
と
ら
え
よ
う
と

後
ず
さ
り
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
も
う
遅
か
っ
た
。
た
そ
が
れ
の
最
後
の
明
か

り
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。

私
は
持
っ
て
き
た
そ
ば
を
お
い
し
く
食
べ
、
川
か
ら
あ
ま
り
遠
く
な
い
場
所

で
、
本
の
葉
の
褥
の
上
に
体
を
伸
ば
し
た
。
眠
っ
て
元
気
を
回
復
し
よ
う
と
し

た
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
眠
れ
な
か
っ
た
。
蚊
に
刺
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
頭
の

上
に
パ
ル
ト
ー

（短
マ
ン
ト
）
を
か
ぶ
せ
た
が
、
無
駄
だ
っ
た
。
息
苦
し
か
っ

た
し
、蚊
の
耐
え
難
い
音
楽
は
私
の
努
力
の
無
益
な
こ
と
を
あ
ざ
笑
っ
て
い
た
。

そ
の
上
悪
い
こ
と
に
は
、
日
中
に
見
た
蚊
の
姿
が
、
い
ら
い
ら
し
た
頭
に
ま
ぼ

ろ
し
の
よ
う
に
浮
か
び
、
目
が
覚
め
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
夜
が
明
け
て
救
わ

れ
た
よ
う
な
気
持
で
あ
っ
た
。身
支
度
と
朝
食
を
急
い
で
済
ま
し
て
出
発
す
る
。

釣
り
人
が
く
れ
た
約
五
十
″
ラ
の
二
尾
の
い
わ
な
を
食
料
と
し
て
付
け
加
え
る
こ

と
が
で
き
た
。

こ
の
日
、
我
々
は
宮
川
の
源
流
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

が
槍
ヶ
岳
の
頂
上
に
達
す
る
た
め
の
唯

一
の
ル
ー
ト
で
あ
る
。
ま
ず
、
か
な
り

な
だ
ら
か
で
、
石
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
斜
面
を
み
つ
け
て
進
ん
だ
。
し
か

し
、
知
ら
な
い
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
そ
の
河
床
は
狭
ま
り
、
岩
石
に
囲
ま

れ
、
両
側
は
こ
ん
が
ら
が
っ
て
抜
け
出
せ
な
い
よ
う
な
藪
で
あ
っ
た
。
絶
え
ず
、

こ
っ
ち
の
岸
、
あ
っ
ち
の
岸
と
渡
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
と
き
は
父
親
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の
方
の
ガ
イ
ド
が
私
を
肩
に
乗
せ
て
く
れ
、
あ
る
と
き
は
彼
の
杖
と
手
の
助
け

を
借
り
て
、
自
分
で
歩
い
て
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ス
し
た
。
二
、
三
回
、
私
は
滑
っ
て
、

冷
た
い
水
の
中
に
腰
ま
で
入
っ
て
し
ま
っ
た
が
、太
陽
の
御
蔭
で
す
ぐ
乾
い
た
。

そ
の
う
ち
に
、
だ
い
ぶ
う
ま
く
な
り
、
よ
り
慎
重
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
困
難

は
増
し
て
い
く
。
沢
の
中
の
石
は
巨
大
に
な
り
、
絶
え
ず
あ
ち
こ
ち
と
跳
ば
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
、
疲
れ
は
ひ
ど
く
な
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ふ
と
頭
を
上
げ

る
と
、
こ
れ
ら
の
岩
塊
が
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
に
気
付
い

た
。
そ
れ
は
中
国
絵
画
の
愛
好
家
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
、
画
家
の
異
常
な
想

像
力
を
掻
き
立
て
る
よ
う
な
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。
こ
の
巨
大
な
岩
壁
は
高
さ
四

百
屑
、
垂
直
に
切
り
立
ち
、
尾
根
は
鋸
状
で
、
多
く
の
針
峰
と
な
っ
て
い
た
。

ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
恐
ろ
し
い
光
景
で
あ
っ
た
。
あ
ち
こ
ち
に
斑
点
状
に
白
く

光
っ
て
い
る
も
の
が
見
え
た
。
こ
れ
ら
を
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ス
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
万
年
雪
で
、
川
の
水
源
で
あ
る
。

下
の
平
地
は
夜
の
間
の
中
に
沈
ん
で
い
っ
た
。
我
々
は
岩
で
で
き
た
洞
穴
に

達
し
た
。
そ
こ
は
尾
根
か
ら
少
し
し
か
離
れ
て
い
な
か
っ
た
。
野
性
の
動
物
の

住
処
に
も
な
る
ら
し
く
、
ガ
イ
ド
は
三
、
四
百
歩
先
の
黒
い
も
の
を
指
し
て
、

熊
だ
と
い
っ
た
。
し
か
し
、
幸
い
に
も
そ
れ
は
誤
り
で
あ
っ
た
。
我
々
が
持
っ

て
い
る
武
器
と
い
え
ば
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
あ
る
ナ
イ
フ
だ
け
で
、
熊
の
強
力
な
爪

の
前
に
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
誤
り
で
ほ
ん
と
う
に
良
か
っ
た
。

そ
の
代
わ
り
、
実
在
の
敵
が
す
ぐ
に
姿
を
現
し
た
。
こ
の
三
千
層
の
高
度
の

気
温
は
、
平
地
と
比
べ
る
と
非
常
に
低
い
。
体
が
凍
ら
な
い
よ
う
に
夜
を
過
ご

す
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
を
考
え
た
。
軽
率
に
も
、
私
は
白
い
ズ
ッ
ク
の
防

寒
着
を
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
洞
穴
の
壁
か
ら
は
水
が
漏
れ
て
、
地
面
を
濡
ら

し
て
い
る
。
も
う
遅
く
て
、
乾
い
た
枝
を
集
め
て
寝
床
を
作
る
わ
け
に
い
か
な

い
。
ガ
イ
ド
た
ち
は
夕
食
の
準
備
に
忙
し
い
。
彼
ら
が
持
っ
て
き
た
ワ
ラ
ビ
を

私
は
ど
う
し
て
も
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。
食
事
の
後
、
数
時
間
、
火
を
燃
や
し

つ
づ
け
た
。
や
が
て
、
彼
ら
も
眠
く
な
っ
て
、
洞
穴
の
中
に
入
る
。
そ
し
て
、

十
分
後
に
は
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。体
の
上
に
は
分
厚
い
油
紙
を
か
け
、

下
に
は
猪
の
皮
を
敷
い
て
い
た
。
私
も
同
じ
よ
う
に
し
て
寝
よ
う
と
思
い
、
二

枚
の
シ
ャ
ツ
と
チ
ョ
・ッ
キ
と
ズ
ボ
ン
を
着
込
む
。
そ
し
て
、
地
面
に
毛
布
を
広

げ
て
身
を
横
た
え
、
そ
の
上
に
雨
傘
を
広
げ
て
、
ち
ぢ
こ
ま
っ
て
寝
る
。
こ
ん

な
こ
と
を
し
て
も
無
駄
だ
っ
た
。
濡
れ
て
、
凍
え
て
、
み
じ
め
だ
っ
た
。
真
夜

中
頃
、
私
は
旅
行
鞄
か
ら
衣
類
を
取
り
出
す
た
め
に
外
へ
出
る
。
ま
だ
衣
類
が

少
し
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
満
月
が
私
の
周
り
に
青
味
が
か
っ
た
、
奇
妙
な

光
景
を
照
ら
し
出
し
て
い
た
。
ま
る
で
、
グ
ス
タ
ー
ヴ

・
ド
レ
の
絵
の
中
に
身

を
置
い
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
た
。
く
っ
き
り
と
し
た
山
々
の
稜
線
が
、

間
の
深
み
の
上
に
威
圧
す
る
か
の
よ
う
に
浮
き
出
て
い
た
。
山
腹
の
く
ぼ
み
の

真
っ
白
な
万
年
雪
は
、
何
も
な
い
空
間
に
張
り
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

残
念
な
が
ら
、
体
が
凍
え
て
し
ま
い
、
ま
た
洞
穴
に
戻
っ
た
。

朝
早
く
、
私
は
コ
ー
ヒ
ー
を
沸
か
し
た
。
わ
が
二
人
の
山
人
は
初
め
て
コ
ー

ヒ
ー
を
飲
ん
だ
が
、
彼
ら
の
好
み
に
合
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
か
ら
、
我
々
は
信

濃
と
飛
騨
と
の
境
に
な
っ
て
い
る
コ
ル
ヘ
と
登
っ
て
い
っ
た
。
私
は
こ
こ
の
最

高
峰
、
槍
ヶ
岳
に
登
り
た
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
二
百
歩
く
ら
い
し
か
離
れ
て
い

な
い
。
老
練
の
猟
師
の
手
に
支
え
ら
れ
て
、
数
彙
ン厨
幅
の
尾
根
に
達
し
た
。
左

手
は
全
く
垂
直
な
絶
壁
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
尖
端
か
ら
四
百
～
五
百
フ
ィ
ー

ト
も
下
へ
切
り
落
と
さ
れ
て
い
た
。
草
木
は

一
本
も
生
え
て
い
な
い
し
、
生
物

は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
我
々
の
前
に
は
、
殆
ど
垂
直
な
ピ
ー
ク
が
そ

び
え
て
い
た
。
そ
の
岩
壁
を
見
な
が
ら
、
私
は
考
え
た
。
ま
さ
か
の
場
合
に
は
、
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ス
タ
ン
ス
と
ホ
ー
ル
ド
を
ど
こ
に
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ど
う

し
て
取
り
付
い
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
岩
か
ら
落
ち
な
い
よ
う
に
ど
う
い
う

風
に
し
が
み
つ
け
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。

ガ
イ
ド
が
そ
の
岩
場
を
調
べ
に
出
掛
け
た
が
、
戻
っ
て
き
て
、
最
近
、
岩
が

崩
れ
た
ば
か
り
で
登
攀
は
不
可
能
だ
と
い
う
。
正
直
に
い
え
ば
、
こ
の
言
葉
を

聞
い
て
、
私
は
く
や
し
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
頭
の
中
で
は
す
で
に
退
却
を

考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
腰
を
下
ろ
し
て
、
こ
れ
か
ら
ど
う
す

る
の
が

一
番
い
い
か
を
考
え
た
。
目
の
下
に
は
、
先
程
越
え
て
き
た
す
べ
て
の

山
々
が
広
が
っ
て
い
る
。
す
ぐ
近
く
に
は
、
信
濃
の
盆
地
、
浅
間
山
、
碓
氷
峠
。

は
る
か
遠
く
に
は
、
日
光
の
山
々
が
島
の
よ
う
に
平
野
か
ら
浮
き
出
て
い
る
。

右
の
方
に
は
日
本
の
最
高
峰
、
聖
な
る
山
、
富
士
山
が
も
や
の
中
に
か
す
ん
で

い
る
。
美
し
く
、
荘
厳
な
山
容
は

一
幅
の
画
の
よ
う
で
あ
る
。
後
を
振
り
返
る

と
、
飛
騨
と
加
賀
の
地
方
が
ひ
ろ
が
り
、
そ
こ
に
白
山
が
ど
っ
か
り
と
座
っ
て

い
る
。
二
、
三
の
川
が
銀
を
流
し
た
よ
う
に
日
に
輝
い
て
い
る
。
い
く
つ
か
の

白
っ
ぼ
く
見
え
る
地
点
は
大
き
い
町
で
あ
る
。
は
る
か
遠
く
に
は
、
日
本
海
が

く
も
リ
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
鈍
く
光
っ
て
い
る
。
あ
ち
こ
ち
で
、
淡
い
金
色
の
雲

が
主
立
っ
た
尖
峰
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
。

私
は
日
が
な

一
日
で
も
喜
ん
で
こ
の
光
景
に
う
っ
と
り
と
見
と
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
登
攀
の
疲
れ
も
す
っ
か
り
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
だ
ろ

う
。
日
差
し
で
暖
か
く
な
っ
た
澄
ん
だ
空
気
を
胸
い
っ
ぱ
い
に
呼
吸
し
た
。
し

か
し
、も
う
時
間
的
な
余
裕
が
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
ガ
イ
ド
の
言
葉
に
従
っ

て
下
る
こ
と
に
し
た
。

下
降
が
始
ま
る
。
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
辛
さ
だ
。
非
常

に
急
な
斜
面
で
、
自
分
の
体
を
支
え
る
の
が
た
い
へ
ん
だ
っ
た
。
足
元
の
石
が

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
こ
ろ
が
り
落
ち
る
。
あ
ち
こ
ち
で
、
石
で
隠
れ
て
い
る
穴
に
つ

ま
ず
き
、
倒
れ
た
。
正
午
に
は
、
ふ
た
た
び
小
さ
な
沢
に
出
る
。
こ
の
沢
を
下
　
１３

る
の
で
あ
る
。
ガ
イ
ド
は
こ
こ
で
雪
を
溶
か
し
て
食
事
の
用
意
を
し
た
。
彼
ら

が
食
事
の
用
意
を
し
て
い
る
間
、
私
は
植
物
採
集
を
し
た
。
そ
こ
の
植
物
は
ア

ル
プ
ス
の
同
じ
高
度
に
見
ら
れ
る
植
物
と
は
か
な
り
違
っ
て
い
た
。

沢
は
ゆ
る
や
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
多
く
の
支
流
が
集
ま
っ
て
い

つ
の
ま
に
か
大
き
な
奔
流
に
な
っ
た
。
水
は
磨
い
た
よ
う
な
岩
の
間
を
走
り
流

れ
た
。
そ
れ
ら
の
岩
の
中
に
は
我
々
の
背
よ
り
も
高
い
も
の
が
あ
っ
た
。
と
き

ど
き
、
五
、
六
分
休
ん
だ
。
奔
流
を
横
切
る
の
は
た
い
へ
ん
危
険
で
あ
っ
た
。

六
時
に
、
老
ガ
イ
ド
が
止
ま
っ
た
方
が
良
い
と
判
断
し
た
。
大
き
な
柏
の
木
の

下
に
野
宿
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
我
々
は
や
っ
と
十
二
、
三
キ
ロ肩
し
か
歩
い
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
夜
殆
ど
眠
れ
な
か
っ
た
。

翌
朝
、
私
は
二
枚
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
溶
か
し
て
あ
た
た
か
い
コ
コ
ア
を

作
っ
た
。
自
分
の
体
力
を
回
復
さ
せ
た
か
っ
た
し
、
ガ
イ
ド
の
苦
労
に
対
し
て

わ
た
し
な
り
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
文
明
の
産
物
を

彼
ら
が
高
く
評
価
し
て
く
れ
た
と
信
じ
る
。

川
は
数
多
く
の
支
流
の
水
を
集
め
て
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
徒

渉
す
る
の
は
不
可
能
だ
っ
た
し
、
へ
つ
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
木
の
下
に
も

ぐ
り
込
み
、
藪
の
中
を
切
り
開
い
て
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
が
二
人
の
同
行

者
は
枯
れ
枝
を
折
り
、
蔓
や
茨
を
な
た
で
切
っ
た
。　
一
方
、
私
は
ま
っ
た
く
荷

物
を
持
た
ず
に
後
か
ら
付
い
て
い
く
だ
け
な
の
で
、
す
こ
し
離
れ
て
歩
き
、

時
々
、
止
ま
っ
て
は
野
い
ち
ご
を
摘
ん
だ
り
し
た
。
沼
地
の
中
に
は
あ
ち
こ
ち

に
大
き
い
、
腐
っ
た
倒
木
が
あ
っ
て
、
そ
の
枝
の
茂
み
に
だ
ま
さ
れ
て
足
を
入

れ
て
は
膝
ま
で
も
ぐ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
、
ガ
イ
ド
は
何
回
と
な
く
私
を



待
つ
羽
目
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
い
つ
も
じ
つ
に
親
切
で
思
い
や
り
が
あ
っ
た
。

自
分
た
ち
が
毎
日
経
験
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
労
苦
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
あ
ま

り
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
の
だ
と
彼
ら
は
単
純
に
判
断
し
た
よ
う
だ
。
私
の
食

料
が
無
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
に
残
っ
て
い
る
乏
し
い
食
料

を
割
い
て
私
に
提
供
し
て
く
れ
た
。

六

正
午
頃
、
森
の
沼
地
の
中
に
か
す
か
な
踏
跡
を
み
つ
け
た
と
き
に
は
、
心
か

ら
ほ
っ
と
し
た
気
持
で
あ
っ
た
。
や
が
て
、
麦
、
い
ん
げ
ん
、
桑
な
ど
の
畑
が

現
れ
た
。
そ
れ
ら
が
両
手
を
あ
げ
て
歓
迎
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
え
た
。
そ
し

て
、
神
坂
の
家
々
の
屋
根
が
見
え
た
と
き
、
嬉
し
さ
で
胸
が

一
杯
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
我
々
が
最
初
に
出
会
っ
た
農
民
た
ち
の
態
度
で
、
こ
の
私
の
素
朴
な

錯
覚
が
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
っ
た
。
す
ば
や
く
ち
ら
っ
と
我
々
を
見
て
、
彼

ら
は
な
る
べ
く
関
わ
ら
な
い
よ
う
な
、
冷
た
い
態
度
を
と
っ
た
。
宿
屋
も
私
が

入
る
の
を
拒
否
し
た
。
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
な
い
と
い

う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
野
外
に
寝
ろ
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
の
良
い
ガ
イ
ド
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、
困
惑
し
た
様
子
だ
っ
た
。
山
の
中
で
は
勇
敢

で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
村
人
た
ち
に
向
き
合
う
と
全
く
臆
病
だ
っ
た
。
そ
れ
で
、

私
が
口
を
出
し
、
特
別
な
こ
と
は
必
要
で
な
く
、
そ
の
ま
ま
で
い
い
か
ら
と
ね

ば
っ
た
。
宿
屋
の
主
人
も
つ
い
に
不
承
不
承
な
が
ら
譲
歩
し
、
我
々
を
部
屋
ヘ

案
内
し
た
。

日
本
と
い
っ
て
も
、
海
に
面
し
た
町
と
か
外
国
人
に
開
か
れ
た
港
町
へ
し
か

行
っ
た
こ
と
の
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
内
陸
の
住
民
の
悪
意
剥
き
出
し
の
、

こ
の
よ
う
な
態
度
を
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
ず
う
ず
う
し
く
暴
利
を
む
さ

ぼ
り
な
が
ら
、
顔
だ
け
は
に
や
に
や
笑
っ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
辺
境
の

地
で
は
、
村
の
宿
屋
の
主
人
が
宿
泊
を
拒
む
の
が
普
通
で
あ
る
。
私
が
何
に
も

文
句
も
い
わ
な
い
し
、
要
求
も
し
な
い
し
、
宿
賃
に
つ
い
て
全
く
文
句
を
つ
け

な
い
の
に
、
断
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
日
本
人
の
旅
行
者
や
馬
車
屋
に

は
大
き
く
門
を
開
い
て
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
金
を
稼
ぐ
職
業
に
つ
い
て
い

る
者
が
ど
う
し
て
こ
う
い
う
差
別
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
農
民
の
心
に
は
外

国
人
へ
の
憎
し
み
や

一
八
五
四
年
の
事
件
の
記
憶
が
未
だ
に
根
深
く
残
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
原
因
が
加
わ
っ
て
い

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
外
国
人
旅
行
者
の
不
当
な
要
求
と
現
地
の
風
習
や
言

葉
に
つ
い
て
の
無
知
と
が
、
宿
屋
に
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
不
安
感
を
与
え
る
の
で

あ
る
。
畳
の
上
に
唾
を
吐
き
、
泥
だ
ら
け
の
靴
で
家
の
中
に
上
が
り
、
殆
ど
す

べ
て
の
者
が
個
室
を
要
求
し
、
か
れ
ら
だ
け
の
入
浴
を
求
め
、
ベ
ッ
ド
を
用
意

さ
せ
、
宿
屋
か
ら
鍋
を
借
り
て
バ
タ
ー
の
い
や
な
臭
い
を
し
み
込
ま
せ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
宿
屋
の
主
人
に
対
し
て
警
官
の
よ
う
に
厳
し
く
子
供

じ
み
た
態
度
を
と
る
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
考
え
合
わ
せ
て
み
れ
ば
い

い
。
こ
れ
ら
旅
行
者
が
不
親
切
な
扱
い
を
受
け
る
理
由
と
し
て
は
こ
れ
で
十
分

で
あ
ろ
う
。

幸
い
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
も
次
第
に
日
本
人
の
習
慣
に
慣
れ
て
き
た
し
、

日
本
人
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
を
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
誤

解
と
食
い
違
い
の
原
因
は
少
し
ず
つ
減
少
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
今
は
こ
れ

ら

一
般
的
な
事
情
に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が

村
に
始
め
て
や
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
、
私
は
村
人
の
好
意
あ
る
好
奇
心
で
迎

え
ら
れ
た
。
日
本
人
の
態
度
に
は
元
来
悪
意
な
ど
殆
ど
な
く
、
私
は
こ
の
村
人

た
ち
の
態
度
の
変
化
を
好
ま
し
く
感
じ
た
の
で
あ
る
。

四
人
の
男
と
三
人
の
若
い
女
性
か
ら
な
る
家
族
が
湯
治
の
た
め
に
船
津
か
ら
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来
て
い
た
。
船
津
は
小
さ
い
隣
町
で
あ
る
。
こ
の
人
々
は
親
切
に
自
分
た
ち
の

真
ん
中
に
場
所
を
取
る
よ
う
に
す
す
め
て
く
れ
た
。
こ
の
土
地
で
は
め
っ
た
に

見
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
非
常
に
楽
し
げ
な
人
々
を
見
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
地

方
で
は
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
な
気
分
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
大
き
な
湯

船
に

一
緒
に
入
っ
て
大
笑
い
し
つ
づ
け
て
い
る
。
浴
場
か
ら
出
る
と
す
ぐ
宿
に

帰
り
、
飲
み
食
い
を
す
る
。
そ
し
て
、
浴
場
に
ふ
た
た
び
戻
る
。
こ
ん
な
こ
と

を

一
日
に
七
、
八
回
繰
り
返
す
。
こ
れ
は
日
本
の
湯
治
場
で
は
殆
ど
ど
こ
で
も

見
ら
れ
る
普
通
の
過
ご
し
方
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
が
村
に
着
い
た
と
き
に
は
も
う
日
暮
れ
近
か
っ
た
。
そ

の
村
は
八
～
十
軒
の
大
き
な
農
家
か
ら
成
っ
て
い
た
。
こ
の
山
の
中
で
は
樹
木

や
土
地
を
得
る
の
に
殆
ど
金
は
か
か
ら
な
い
か
ら
、
農
家
が
大
き
い
の
で
あ
ろ

う
。
家
は
そ
れ
ぞ
れ
台
所
と
部
屋
と
が
廊
下
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
方
式
は
日
本
の
他
の
地
方
で
も
見
ら
れ
る
。
住
民
の
体
格
は
均
整
が
と
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
子
供
は
平
地
の
子
供
よ
り
も
ず
っ
と
活
発
で
、
体
重

も
軽
い
。
こ
こ
の
女
性
ほ
ど
た
く
ま
し
い
女
性
を
ど
こ
で
も
見
た
こ
と
が
な
い
。

そ
し
て
、
日
本
人
の
間
に
普
通
に
見
ら
れ
る
し
と
や
か
さ
と
か
慎
み
深
さ
な
ど

は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
畑
に
や
っ
て
き
た
三
人
の
た
く
ま
し
い
娘
の
姿
が

し
ば
ら
く
私
の
記
憶
か
ら
消
え
な
か
っ
た
。
彼
女
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
普
通
の
人
が

持
ち
あ
げ
ら
れ
な
い
よ
う
な
重
い
草
の
束
を
背
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

赤
く
日
焼
け
し
た
顔
で
、
髪
は
乱
れ
、
藍
色
の
木
綿
の
も
ん
ぺ
を
は
い
て
、
着

物
の
裾
を
も
ん
ぺ
の
中
に
入
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
荷
を
下
ろ
す
た
め
に
、
後

ろ
に
体
を
倒
す
の
だ
っ
た
。

私
は
自
分
の
身
を
横
た
え
る
場
所
と
食
事
を
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。
旅
行
者
は
宿
に
着
い
た
ら
す
ぐ
に
そ
の
資
力
と
要
望
に
応
じ
て
チ
ッ

プ
を
支
払
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
日
本
人
も
殆
ど
が
そ
う
い
う
風
に
茶
代
を
払

う
し
、
私
も
こ
の
習
慣
に
な
じ
ん
で
い
る
。
今
回
、
女
主
人
は
こ
の
チ
ッ
プ
に

ひ
ど
く
驚
い
た
よ
う
だ
っ
た
が
、
感
謝
の
一
言
も
な
く
、
金
を
受
け
取
っ
た
。

翌
日
、
八
月
二
十
二
日
に
、
ポ
ー
タ
ー
を

一
人
連
れ
て
神
坂
を
出
発
し
た
。

道
は
丘
の
斜
面
の
岩
を
削
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
曲
が

り
く
ね
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
板
あ
る
い
は
丸
太
で
出
来
た
足
場
が

あ
り
、
も
ろ
そ
う
で
、
心
細
か
っ
た
。
こ
の
困
難
な
道
を
、
ガ
イ
ド
は
右
に
左

に
移
り
な
が
ら
進
む
。
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
ス
す
る
と
き
に
は
私
の
鞄
を
背
負
っ
て
く

れ
る
。
軽
い
め
ま
い
を
感
じ
な
が
ら
も
、
無
事
に
岩
井
戸
村
に
着
い
た
。

親
切
に
私
を
泊
め
て
く
れ
る
と
い
っ
た
の
は
、
こ
こ
の
村
長
で
あ
る
。
儀
式

や
ら
言
い
訳
や
ら
聞
き
飽
き
た
型
通
り
の
挨
拶
や
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
あ
っ
た
後
、

彼
は
感
じ
の
い
い
、
清
潔
な
小
部
屋
に
私
を
案
内
し
た
。
そ
こ
に
は
数
冊
の
本

が
あ
っ
た
。
東
京
を
出
発
し
て
以
来
は
じ
め
て
目
に
す
る
本
で
あ
っ
た
。
村
長

の
私
的
な
部
屋
に
泊
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
村
役
場
の
一
室
に
泊
ま

る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
部
屋
か
ら
出
て
み
る
と
、

家
族
全
員
が
大
き
な
い
ろ
り
の
回
り
に
集
ま
っ
て
い
た
。
い
ろ
り
の
煙
は
出
口

が
な
い
の
で
、
広
い
部
屋
い
っ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
り
、
濃
い
黒
褐
色
に
光
る
梁
を

い
ぶ
し
て
い
た
。
か
く
し
て
、
梁
は
な
お

一
層
壮
麗
な
堅
固
さ
の
外
観
を
示
す

よ
う
に
な
る
の
だ
っ
た
。

わ
が
主
人
は
上
品
で
、
落
ち
着
い
た
態
度
の
立
派
な
人
物
で
、
い
わ
ば
紳
士

的
農
民
で
あ
る
。
彼
は
少
し
も
押
し
付
け
が
ま
し
い
と
こ
ろ
が
な
く
、
慎
み
深

い
態
度
で
私
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
彼
の
農
場
を
見

て
は
ど
う
だ
と
い
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
農
場
は
ま
さ
し
く
自
慢
し
て
い
い
よ
う

な
農
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
の
家
畜
小
屋
と
彼
の
家
族
た
ち
に
は
心
か
ら
感
心
し
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た
―
牛
馬
、
そ
し
て
子
供
や
幼
児
た
ち
。
我
々
は
長
い
間
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
。

そ
し
て
、
私
は
彼
に
幾
つ
か
の
小
物
を
手
渡
す
と
、
彼
は
固
辞
す
る
こ
と
な
く
、

す
ぐ
に
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
。
同
じ
状
況
で
旅
人
を
泊
め
な
く
て
は
な
ら
な
い

場
合
、
フ
ラ
ン
ス
人
な
ら
金
を
受
け
取
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
で
あ

ろ
う
。　
一
方
、
私
は
当
然
支
払
う
べ
き
金
を
受
け
取
っ
て
頂
き
た
い
と
懇
願
す

る
こ
と
に
な
る
。
日
本
人
は
、
金
持
ち
で
あ
れ
貧
乏
人
で
あ
れ
、
全
く
単
純
に
、

一
般
的
に
ご
く
控
え
目
な
金
額
を
主
人
に
手
渡
し
す
る
。
こ
の
習
慣
の
方
が
す

ぐ
れ
て
人
間
関
係
を
ス
ム
ー
ス
に
す
る
。七

八
月
二
十
三
日
に
船
津
に
着
く
。
私
は
こ
の
山
村
が
あ
ま
り
好
き
に
な
れ
な

い
。
小
さ
い
村
の
詩
情
も
な
い
し
、
大
き
な
町
の
豊
か
さ
と
か
快
適
さ
も
な
い
。

非
常
に
狭
い
谷
間
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
村
で
、小
石
だ
ら
け
の
階
段
状
の
通
り
、

製
糸
工
場
と
そ
こ
か
ら
出
る
汚
水
な
ど
、
特
に
不
快
に
感
じ
た
。

し
か
し
、
悪
天
候
の
た
め
、
そ
こ
に
二
日
間
滞
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
到

着
以
来
、
警
察
署
長
が
礼
儀
か
ら
か
物
珍
し
さ
か
ら
か
や
っ
て
き
た
。
こ
の
よ

う
な
訪
間
は
私
に
は
お
な
じ
み
の
も
の
で
、
や
が
て
ひ
っ
き
り
な
し
に
行
わ
れ

る
訪
間
の
前
触
れ
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
神
坂
で
の
私
の
水
浴
が
話
題
に
な
る
。

私
の
と
こ
ろ
が
サ
ロ
ン
の
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
暉
を
聞
き
つ
け
て
、
た
ぶ
ん

私
に
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
す
る
た
め
に
新
聞
記
者
が
や
っ
て
き
た
。
ま
る
で
パ
リ
に

連
れ
ら
れ
て
来
た
黒
人
の
王
様
を
扱
う
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
今
日
の
地
方
新

聞
に
私
の
名
が
書
き
込
ま
れ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

こ
の
我
が
愛
す
べ
き
人
々
が
私
に
寝
る
の
を
許
し
て
く
れ
た
時
間
は
、
わ
ず
か

朝
の
約

一
時
間
に
過
ぎ
な
い
。
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
や
名
誉
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
私

は
眠
く
て
倒
れ
そ
う
だ
っ
た
。

数
時
間
後
に
警
察
官
が
や
っ
て
き
た
。
六
キ
ロ厨
離
れ
た
、
近
く
の
鉱
山
に
私

を
案
内
す
る
た
め
に
、
署
長
が
部
下
を
遣
し
た
の
で
あ
る
。
か
わ
い
そ
う
に
も
、

彼
は
す
っ
か
り
緊
張
し
て
い
た
。
ど
う
や
ら
私
が
偉
い
人
だ
と
思
い
込
ん
で
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
私
が
質
問
す
る
た
び
に
、
飾
り
紐
の
着
い
た
帽
子
を
脱
い

だ
。
彼
が
風
邪
を
引
か
な
い
よ
う
に
、
私
は
口
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
。

鉱
山
は
あ
る
大
き
な
会
社
が
経
営
し
て
い
て
、
若
い
日
本
人
技
師
の
監
督
の

下
で
、
銅
と
少
し
の
銀
を
採
掘
し
て
い
た
。
そ
の
技
師
は
日
本
で
教
育
を
受
け

た
後
に
、
ザ
ク
セ
ン

（ド
イ
ツ
の
一
地
方
）
と
英
国
で
技
術
を
学
ん
だ
。

私
は
鉱
石
を
砕
い
て
い
る
女
性
た
ち
の
前
を
通
っ
て
、
採
掘
の
中
心
部
へ
と

急
ぐ
。
そ
こ
に
は
ド
コ
ー
ヴ
ィ
ル
式
狭
軌
鉄
道
が
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

自
分
の
服
と
坑
夫
用
の
服
と
を
着
替
え
て
か
ら
、
坑
道
に
入
る
。
両
脇
か
ら
水

が
滴
り
落
ち
、
軟
ら
か
い
土
の
上
に
溝
が
出
来
て
い
る
。
坑
夫
た
ち
は
こ
の
泥

の
中
に
腰
を
曲
げ
た
り
、
ひ
ざ
ま
ず
い
た
り
し
て
、
の
み
や
ハ
ン
マ
ー
で
岩
石

を
削
っ
て
い
る
。
坑
道
は
非
常
に
不
規
則
な
形
を
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

で
、
し
ゃ
が
ん
だ
り
、
手
を
つ
い
て
進
ん
だ
。

説
明
に
よ
る
と
、
女
性
の
日
当
は
十
五
銭
以
上
で
あ
る
。
坑
夫
は
や
っ
た
仕

事
の
量
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
、
十
五
銭
～
三
十
銭
で
あ
る
。
三
百
五
十
人
が
こ

こ
で
働
い
て
お
り
、
大
き
な
木
造
の
バ
ラ
ッ
ク
に
泊
ま
っ
て
い
る
。　
一
人

一
日

の
食
費
は
平
均
し
て
八
銭
か
か
る

（東
京
で
は
腕
の
い
い
労
働
者
は
そ
の
職
種

に
よ
っ
て

一
日
に
二
十
五
銭
か
ら
五
十
銭
稼
ぐ
。　
一
人
な
ら
、
家
で
は
十
銭
で

ほ
ど
ほ
ど
に
食
べ
ら
れ
る
）
。
坑
夫
は
こ
の
賃
金
で
三
交
替
で

一
日
に
八
時
間

働
く
。

技
師
は
私
の
う
る
さ
い
質
問
に
う
ん
ざ
り
し
た
ら
し
く
、
私
を
食
事
へ
誘
っ

た
。
泥
ん
こ
の
夜
道
を
帰
る
の
は
た
い
へ
ん
な
の
で
、
そ
の
申
し
出
を
断
っ
た
。

槍ヶ岳紀行
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し
か
し
な
が
ら
、　
一
緒
の
食
事
の
た
め
に
彼
が
用
意
し
て
く
れ
た
鶏
肉
ま
で
断

れ
な
か
っ
た
。
日
本
人
の
親
切
心
の
例
と
し
て
こ
の
出
来
事
を
挙
げ
た
い
。
た

い
て
い
の
場
合
、
そ
れ
は
親
切
心
の
せ
い
で
あ
り
、
利
益
を
得
よ
う
と
い
う
下

心
は
全
く
な
い
。

船
津
か
ら
高
山
ま
で
の
行
程
は
短
い
の
で
、
私
は
午
前
中
、
半
日
で
行
く
こ

と
に
し
た
。
し
ば
ら
く
行
っ
て
か
ら
、
私
の
乗
っ
た
馬
車
は
休
息
の
た
め
に
途

中
に
あ
る
宿
屋
に
停
ま
っ
た
。
宿
屋
の
主
人
は
元
警
察
官
で
あ
っ
た
。
警
察
官

の
棒
を
鍋
の
柄
に
代
え
る
と
い
う
、
こ
の
す
ば
ら
し
い
思
い
付
き
を
、
彼
は
心

か
ら
喜
ん
で
い
た
。
こ
の
陽
気
な
男
は
私
が
茶
碗
を
手
に
し
て
い
る
間
ず
っ
と

楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
。
従
業
員
も
愛
想
が
良
く
、
部
屋
も
き
れ
い
だ
っ
た
。
そ

し
て
、
庭
の
池
に
泳
い
で
い
る
鯉
を
昼
食
用
に
ど
う
か
と
私
に
す
す
め
た
。
そ

の
誘
惑
に
は
勝
て
な
か
っ
た
。
日
配
せ
で
、
私
の
旅
行
鞄
は
あ
っ
と
い
う
ま
に

見
え
な
く
な
り
、
部
屋
の
隅
に
お
さ
ま
る
。
馬
車
は
片
付
け
ら
れ
る
。
こ
ん
な

わ
け
で
、
半
日
で
高
山
へ
行
く
と
い
う
予
定
は
狂
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
こ
の

地
を
案
内
し
て
く
れ
る
よ
う
主
人
に
頼
む
と
、
近
く
の
農
家
に
案
内
し
て
く
れ

た
。
そ
れ
は
私
が
日
本
で
見
た
最
も
美
し
い
農
家
で
あ
っ
た
。
秩
序
と
力
強
さ

が
家
全
体
に
息
づ
い
て
い
る
。
台
所
の
十
五
本
の
梁
は
が
っ
し
り
し
た
木
で
出

来
て
い
る
。
部
屋
の
真
ん
中
に
は
四
角
に
い
ろ
り
が
切
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
に
は
自
在
に
鍋
が
か
け
ら
れ
て
い
て
、
野
性
味
あ
る
豪
快
な
料
理
が
用
意

さ
れ
て
い
た
。
天
丼
に
は
明
か
り
取
り
が
あ
り
、
ず
っ
と
高
く
屋
根
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
部
屋
の
ま
わ
り
に
は
私
的
な
部
屋
が
あ
っ
て
、
真
新
し
い

唐
紙
が
そ
れ
ら
の
境
に
立
っ
て
い
る
。
床
、
畳
、
梁
、
板
、
食
器
な
ど
、
す
べ

て
が
き
れ
い
に
光
っ
て
い
る
。
我
々
を
出
迎
え
た
、
そ
の
家
の
主
人
は
冷
淡
で

控
え
目
な
そ
ぶ
り
を
示
し
、
私
の
喜
び
を
い
さ
さ
か
台
無
し
に
し
た
。
私
は
こ

の
棒
の
よ
う
に
素
っ
気
な
い
年
老
い
た
農
民
、
こ
の
抜
け
目
の
な
い
、
用
心
深

い
老
人
で
は
な
く
も
っ
と
好
人
物
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

翌
朝
、
八
月
二
十
六
日
、
高
山
へ
向
か
っ
て
馬
車
を
走
ら
せ
た
。
す
る
と
、

突
然
、
馬
車
が
停
ま
っ
た
。
六
、
七
人
の
男
が
行
く
手
を
遮
っ
て
い
た
。
彼
ら

は
私
の
財
布
を
ね
ら
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ポ
ケ
ッ
ト
の
ナ
イ
フ
を
取
り
出

す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
私
が
決
心
す
る
前
に
、
彼
ら
の
う
ち
の

一
人
が
進
み
出
て
、

わ
が
御
者
に
停
上
を
命
じ
た
。
そ
し
て
、
ガ
ウ
ン
の
下
か
ら
害
虫
駆
除
の
一
種

の
送
風
機
を
取
り
出
し
て
、
パ
フ
、
パ
フ
と
や
り
だ
し
た
。
旅
行
鞄
に
パ
フ
、

パ
フ
と
振
り
掛
け
る
。
車
の
前
部
の
覆
い
に
パ
フ
。
車
輪
に
パ
フ
。
わ
が
御
者

の
マ
ン
ト
、
脚
、
髪
に
パ
フ
、
パ
フ
。
私
に
魔
法
を
か
け
よ
う
と
い
う
の
だ
ろ

う
か
。
私
が
寄
生
虫
を
こ
の
地
方
に
も
た
ら
し
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
聞
い

て
み
た
ら
、
こ
の
人
々
は
コ
レ
ラ
の
蔓
延
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
派
遣
さ

れ
た
町
の
職
員
で
あ
っ
た
。
そ
の
伝
染
病
が
こ
の
地
方
に
蔓
延
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
あ
る
村
で
は
住
民
の
十
分
の
一
に
当
た
る
十
五
人
～
二
十
人
が
す
で
に

死
ん
で
い
た
。
私
に
ふ
り
か
け
た
の
は
薄
め
た
フ
ェ
ノ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の

気
の
毒
な
人
々
は
、
呪
い
を
払
い
の
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
お
守

り
の
よ
う
に
、
類
似
療
法

（治
療
し
よ
う
と
す
る
病
気
と
同

一
の
症
状
を
起
こ

す
よ
う
な
毒
物
を
使
っ
て
治
療
す
る
方
法
）
の
薬
品
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、　
一
般
的
に
は
別
の
方
法
が
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
る
。
人
々
は
朝
か
ら

晩
ま
で
銅
鍵
や
太
鼓
を
た
た
い
て
、
悪
霊
を
追
い
払
う
の
で
あ
る
。
村
の
中
に

は
、
二
つ
の
方
法
を
同
時
に
行
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

当
局
が
私
を
町
に
入
る
の
を
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
す
ぐ
に
わ

か
っ
た
。
私
は
容
疑
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
私
は
長
々
と
交
渉
し
、
自
分
が

規
則
ど
お
り
、
拘
束
さ
れ
て
、
薬
を
振
り
か
け
ら
れ
た
こ
と
、
し
か
も
極
め
て
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健
康
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
、
頭
痛
あ
る
い

は
軽
い
下
痢
で
も
あ
っ
た
ら
、
強
制
的
に
引
き
返
さ
せ
ら
れ
て
、
た
ぶ
ん
、
寂

し
い
場
所
に
八
日
間
も
閉
じ
込
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

高
山
は
飛
騨
地
方
の
古
い
中
心
町
で
、
か
つ
て
は
将
軍
の
天
領
の
一
部
で
あ

り
、
代
官
所
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
は
こ
の
光
栄
あ
る
過
去
に

つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
美
し
い
町
並
み
は
整
然
と
つ
く
ら

れ
て
い
て
、
大
き
な
盆
地
の
中
に
ゆ
っ
た
り
と
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
に
、

ど
っ
し
り
し
た
寺
や
神
社
の
屋
根
が

一
様
な
家
々
の
ひ
ろ
が
り
に
変
化
を
与
え

て
い
る
。
ま
た
、
寺
や
神
社
の
建
物
が
こ
の
地
方
の
唯

一
の
豪
華
さ
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

街
を
ざ

っ
と
見
て
か
ら
、
私
は
東
京
の
友
人
へ
の
土
産
に
す
る
も
の
を
探
し

た
。
日
本
人
は
そ
の
旅
行
し
た
土
地
の
名
物
を
集
め
る
の
が
好
き
で
あ
る
。
そ

れ
は
か
つ
て
交
通
が
極
端
に
不
便
で
あ
っ
た
時
代
の
名
残
で
あ
る
。
現
地
の
新

聞
は
実
際
的
で
あ
る
と
と
も
に
確
実
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
高
山
で
は
あ

り
ふ
れ
た
漆
器
と
か
上
質
と
い
う
よ
り
は
変
わ
っ
た
磁
器
が
作
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
粗
悪
品
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
、
や
む
を
得
ず
、
樫
で
出
来
た
小

物
を
求
め
た
。
そ
れ
は
こ
の
地
の
真
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
特
産
物
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
人
々
は
木
目
や
木
の
色
合
い
を
う
ま
く
利
用
し
た
と
褒
め
る
だ
け
で
、

そ
れ
を
作
っ
た
職
人
の
す
ぐ
れ
た
美
的
感
覚
を
わ
か
ろ
う
と
し
な
い
。

わ
が
宿
の
主
人
は
こ
の
地
方
の
別
の
産
物
を
私
に
提
供
し
よ
う
と
待
ち
構
え

て
い
た
。
そ
れ
は
自
分
の
醸
造
所
で
つ
く
っ
た
ワ
イ
ン
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ

て
は
い
い
思
い
付
き
で
、
掘
り
出
し
物
と
い
う
触
れ
込
み
だ
っ
た
。
こ
の
ワ
イ

ン
は
近
く
の
森
の
中
で
摘
ま
れ
た
野
性
の
ぶ
ど
う
か
ら
つ
く
ら
れ
た
そ
う
で
、

私
に
味
わ
っ
て
み
る
よ
う
す
す
め
た
。
非
常
に
酸
っ
ぱ
い
黒
す
ぐ
り
の
実
、
松

脂
の
エ
キ
ス
、
ゴ
ム
な
ど
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
そ
う
だ
。
ど
ん
な
ピ
ケ
ッ
ト

（酸

味
の
な
い
安
ワ
イ
ン
）
で
も
こ
ん
な
混
合
を
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
夕
方
、
高
山
を
出
発
し
、
街
道
や
大
き
い
宿
屋
を
避
け
て
、
中
仙
道
沿

い
の
福
島
へ
向
か
っ
た
。
こ
の
ル
ー
ト
は
徒
歩
で
三
、
四
日
の
行
程
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
農
家
に
泊
ま
っ
た
り
、
家
族
だ
け
で
く
つ
ろ
い
だ
生
活
を
送
っ
て

い
る
農
民
を
驚
か
し
た
り
し
て
の
話
で
あ
る
。

翌
日
は
雨
の
た
め
に
、
叫
一に
泊
ま
っ
た
が
、
そ
の
と
き
、
郡
役
所
の
若
い
職

員
の
訪
間
を
受
け
た
。
彼
は
こ
の
村
に
派
遣
さ
れ
、
駐
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
は
高
山
に
妻
子
を
残
し
た
ま
ま
、
こ
こ
に
も
う
三
週
間
も
住
ん
で
い
る
。
こ

れ
か
ら
先
、
何
か
月
も
そ
の
状
態
が
続
く
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
日
本
で

は
ご
く
普
通
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
、
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
。
パ
リ
に
科
学
、

制
度
、
風
俗
な
ど
を
研
究
す
る
た
め
に
や
っ
て
来
る
若
い
日
本
人
は
、
殆
ど
す

べ
て
が
父
親
で
あ
る
。
そ
の
上
、
結
婚
し
て

一
、
三
か
月
で
パ
リ
を
見
る
た
め

に
日
本
を
去
る
者
も
い
る
。
そ
の
場
合
、
彼
の
若
い
妻
は
自
分
の
両
親
あ
る
い

は
夫
の
両
親
の
家
で
我
慢
し
て
夫
の
帰
り
を
待
つ
の
で
あ
る
。

私
は
中
之
宿
の
大
農
家
宛
の
紹
介
状
を
携
え
、
安
心
し
て
甲
を
出
発
し
た
。

し
か
し
、
運
が
悪
か
っ
た
。
そ
の
人
は
紹
介
状
を
読
み
終
わ
る
と
す
ぐ
に
、
丁

寧
に
、
し
か
し
、
き
っ
ぱ
り
と
宿
泊
を
断
っ
た
。
ど
っ
ち
に
し
ろ
、
彼
は
自
分

の
家
を
自
由
に
扱
う
権
利
を
有
し
て
い
る
。
私
は
ど
ん
な
説
明
を
し
て
も
無
駄

だ
と
感
じ
た
。
そ
れ
で
、
隣
家
を
訪
れ
た
。
こ
の
小
さ
い
村
で
、
夜
の
七
時
で

は
、
ほ
か
に
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
隣
人
は
な
か
な
か
承
知
し
な

か
っ
た
が
、
な
ん
と
か
泊
め
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
目
の
前
に
は
、
五
十

五
歳
～
六
十
歳
く
ら
い
の
男
が
立
っ
て
い
る
。
背
の
低
い
、
ず
ん
ぐ
り
し
た
、
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元
気
の
い
い
、
好
奇
心
の
強
い
、
お
し
ゃ
べ
り
で
、
陽
気
な
、
猿
の
よ
う
な
人

相
を
し
た
、
移
り
気
で
、
い
た
ず
ら
っ
ぽ
い
男
で
あ
る
。

彼
は
ま
ず
家
族
と

一
緒
に
食
事
を
し
よ
う
と
誘
っ
た
。
家
族
は
い
ろ
り
の
ま

わ
り
に
集
ま
っ
て
い
た
。
食
事
が
終
わ
る
と
、
主
人
は
約
二
層
の
長
い
和
紙
を

取
り
出
し
て
き
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
で

一
言
何
か
書
け
と
い
う
。
日
本
人
は
文
字

を
絵
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
た
い
へ
ん
質
素
な
藁
葺
き
の
家

で
も
多
少
見
栄
え
の
す
る
書
を
飾
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
人
の
頼
み
も

そ
れ
ほ
ど
び
っ
く
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
私
は
少
々
抵
抗
し
た
が
、
最
後
に

は
書
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
内
容
を
ど
う
に
か
こ
う
に
か
日
本
語

に
訳
し
て
説
明
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
元
気
の
い
い
人
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ス
語

で
書
か
れ
た
そ
の
も
の
を
声
に
出
し
て
読
ん
で
く
れ
と
い
う
。
私
は
自
分
が
こ

れ
か
ら
す
る
こ
と
が
ど
う
い
う
効
果
を
も
つ
か
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の

外
国
語
の
音
声
を
聞
い
て
、
ま
っ
た
く
驚
い
た
こ
と
に
は
、
最
初
に
子
供
達
が

ど
っ
と
笑
い
だ
し
、
つ
い
で
女
性
達
が
、
最
後
に
兄
弟
や
夫
が
笑
い
だ
し
た
。

た
だ
、
年
老
い
た
猿
だ
け
が
笑
い
を
こ
ら
え
て
い
た
。
こ
の
哄
笑
が
私
を
侮
辱

し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
、
大
き
な
目
を
ぐ
る
ぐ
る
回
し
、

眉
を
し
か
め
た
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
そ
ぶ
り
で
表
現
し
た
こ
と
を
言
葉
に
し

よ
う
と
う
っ
か
り
口
を
開
け
た
の
が
軽
率
だ
っ
た
。
口
を
あ
け
た
瞬
間
、
突
然
、

他
の
者
と
同
じ
よ
う
に
ど
っ
と
笑
い
だ
し
、
し
か
も
、
も
っ
と
も
大
き
な
声
で

笑
っ
た
。
こ
の
愉
快
な
楽
し
さ
は
私
に
も
移
り
、
み
ん
な
で
大
笑
い
し
た
。
私

は
こ
ん
な
風
に
な
る
な
ん
て
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
晩
は
楽
し
い
お

し
ゃ
べ
り
で
終
わ
っ
た
。

普
通
な
ら
、
こ
こ
で
自
分
の
部
屋
へ
案
内
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ

ん
な
部
屋
が
な
い
の
は
確
か
だ
っ
た
。
そ
れ
で
、
大
部
屋
で
そ
の
家
の
息
子
の

横
に
布
団
だ
け
が
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
が
記
憶
し
て
い
る
限
り

最
も
恐
ろ
し
い
夜
を
過
ご
し
た
。
そ
れ
ま
で
私
は
蚤
に
苦
し
め
ら
れ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
。
も
の
す
ご
い
蚤
の
数
で
あ
る
。
こ
ん
な
に
蚤
の
大
歓
迎
を
受
け
た

の
も
は
じ
め
て
で
あ
る
。
皮
膚
病
に
か
か
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
。
こ

れ
は
ほ
ん
と
う
に
苦
痛
で
あ
っ
た
。
明
か
り
も
な
く
、
マ
ッ
チ
も
な
か
っ
た
。

皮
膚
病
へ
の
恐
れ
が
釘
が
打
ち
込
ま
れ
た
よ
う
に
頭
の
中
に
た
た
き
こ
ま
れ

た
。
そ
し
て
、
絶
え
間
な
い
悪
夢
が
襲
っ
た
。
東
京
ま
で
の
距
離
を
計
算
し
て

み
た
。
全
速
力
で
行
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
四
日
か
か
る
。
四
日
と
四
晩
を
こ

の
よ
う
に
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
は
！
　
私
は
悲
し
か
っ
た
。

夜
が
明
け
て
、
最
初
の
光
が
差
す
と
、
幸
い
に
も
わ
が
残
忍
な
敵
は
敗
走
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
代
わ
り
に
、
騒
音
が
家
中
に
ひ
ろ
が
り
始
め
た
。
私
は
外

へ
出
る
。
そ
の
家
の
主
婦
は
息
子

（と
い
っ
て
も
、
八
歳
の
子
供
で
あ
る
）
に

手
伝
わ
せ
て
、
掃
除
に
か
か
り
、
朝
食
の
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
。
こ
の
人
の

好
い
女
性
は
、
私
の
た
め
に
じ
ゃ
が
い
も
を
掘
り
出
し
て
き
て
、
煮
て
く
れ
た
。

そ
し
て
、
私
が
出
発
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
じ
ゃ
が
い
も
と
、
軽
く
き
つ
ね
色

に
焼
い
た
お
む
す
び
二
個
を
手
渡
し
て
く
れ
た
。
そ
の
上
、
彼
女
は
す
べ
て
の

代
金
を
受
け
取
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
子
供
た
ち
が
も
ら
っ
た
贈
り

物
で
十
分
だ
と
い
っ
た
。
尤
も
、
私
が
書
い
た
貴
重
な
書
に
つ
い
て
は

一
言
も

ふ
れ
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
、
私
の
立
場
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
済
ま
な
い
の
で
、

十
五
銭
を
支
払
う
こ
と
で
決
着
し
た
。
宿
屋
の
宿
泊
代
金
は
夕
食
と
朝
食
付
き

で
三
十
銭
を
越
え
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
普
通
の

旅
行
者
の
場
合
で
あ
る
。
外
国
人
の
場
合
は
、　
一
般
的
に
か
な
り
そ
れ
を
上
回

る
金
額
を
支
払
う
。

老
農
夫
は
私
に
馬
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
私
の
荷
物
を
背
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負
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
と
談
笑
し
な
が
ら
出
発
す
る
。
彼
の
長
々
と
し
た
説
明
で

理
解
し
た

（と
私
は
信
じ
る
）
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
が
隠
居
し
、
少
々
時
期

が
早
か
っ
た
が
、
自
分
の
財
産
お
よ
び
戸
主
と
し
て
の
権
威
を
長
男
に
譲
り
渡

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
後
悔
し
て
い
て
、
少
し
ば
か
り
働
い
て
少
々
の

自
分
だ
け
の
財
産
を
作
る
つ
も
り
だ
と
い
っ
た
。
私
が
質
問
を
終
え
る
と
、
彼

は
家
族
や
近
所
、
ま
た
彼
の
住
ん
で
い
る
村
や
わ
れ
わ
れ
が
た
ど
っ
て
い
る
道

な
ど
に
つ
い
て
自
然
と
話
し
だ
し
た
。
つ
い
で
、
私
の
こ
と
を
訪
ね
た
。
彼
は

私
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
大
声
で
話
し
た
。
こ
の
奇
妙
な
行
動
は

一
般
民
衆
の
間

で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
そ
も
そ
も
言
葉
に
は
い
ろ
い
ろ
な
表
現
の
仕

方
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
せ
ず
、
外
国
人
が
自
分
の
話
を
理
解
で
き

な
い
場
合
に
は
、
話
し
方
を
変
え
ず
に
、
そ
れ
だ
け
大
声
で
叫
ん
で
わ
か
ら
せ

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
お
し
ゃ
べ
り
は
、
蛇
口
か
ら
出
る
水
の
よ
う
に

流
れ
る
の
で
、
私
は
聞
か
な
い
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
私
は
歩
調
を
速
め
た

が
、
無
駄
だ
っ
た
。
こ
の
お
や
じ
は
も
っ
と
速
く
歩
い
た
。
私
は
彼
に
答
え
る

の
を
や
め
る
。
す
る
と
、
彼
は
い
さ
さ
か
気
を
悪
く
し
て
、
つ
い
に
黙
っ
た
。

九

翌
日
、
八
月
二
十
九
日
の
夕
方
、
中
仙
道
と
い
う
街
道
に
出
た
。
私
に
出
会
っ

た
人
に
は
、
私
が
ま
る
で
忠
実
な
下
僕
フ
ラ
イ
デ
ー
を
連
れ
た
、
現
代
の
ロ
ビ

ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
よ
う
に
見
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
暑
い
の
で
、
私
は

パ
ル
ト
ー

（短
マ
ン
ト
）
を
下
に
お
ろ
し
て
、
わ
ら
じ
で
歩
き
続
け
た
。
こ
ん

な
服
装
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
格
好
の
い
い
も
の
で
は
な
い
。
最
初
の
休

憩
所
で
彼
は
自
分
の
村
へ
帰
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
か
ら
先
は
い
ろ
い
ろ
の
事
が
あ
っ
と
い
う
ま
に
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
。

旅
の
終
わ
り
の
日
々
は
最
初
ほ
ど
感
動
や
興
奮
を
与
え
な
い
も
の
だ
。
物
珍
し

さ
も
薄
れ
て
し
ま
う
。
最
初
の
印
象
の
新
鮮
さ
は
消
え
て
し
ま
う
。
疲
労
と
欠

乏
が
目
立
ち
、
帰
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
だ
け
が
強
く
な
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、

泊
ま
ら
ず
に
行
く
こ
と
に
し
た
。

馬
車
の
交
通
は
中
仙
道
で
は
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
旅
行
者
も
山

の
高
さ
や
数
を
物
と
も
せ
ず
に

一
日
に
百
キ
ロ層
を
踏
破
す
る
。
も
し
急
が
ね
ば

な
ら
な
い
場
合
が
あ
れ
ば
、
も
っ
と
速
く
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ト
は
東

海
道
の
よ
う
に
平
凡
で
も
な
く
、
単
調
で
も
な
い
。
少
な
く
と
も
、
木
曾
川
に

沿
う
道
を
た
ど
る
限
り
は
変
化
に
富
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
野
性
的
な

風
光
に
加
え
て
、
た
い
へ
ん
美
し
い
風
景
が
ず
っ
と
つ
づ
く
。
や
が
て
、
旅
人

は
樅
や
杉
の
林
で
う
す
暗
く
な
っ
た
山
を
登
る
。
村
は
た
い
て
い
街
道
沿
い
に

あ
ま
り
間
隔
を
置
か
ず
に
次
々
と
連
な
っ
て
い
る
。
殆
ど
至
る
と
こ
ろ
、
ど
ん

な
小
さ
な
土
地
で
も
耕
さ
れ
て
畑
に
な
っ
て
い
る
。
塩
尻
峠
に
立
つ
と
、
諏
訪

湖
が
眺
め
ら
れ
、
そ
の
回
り
に
は
神
社
仏
閣
や
森
の
あ
る
村
々
が
見
え
る
。

下
諏
訪

（ス
イ
ス
の
村
の
よ
う
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
）
で
の
短
い
休
憩
の
後
、

私
は
確
氷
峠
の
麓
に
あ
る
鉄
道
の
駅
に
着
い
た
。
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『〇
く
ぃ口
のの　
Ｑ
の　
目
一Ｑ
”
・　
∪
ｘ
けヽ
”
一け　
Ｏ
①　
一”　
卿
のく
匡
①　
Ｑ
の　
の
心
ｏ”
『”り

，
一の
。　
く
．〇
】ｏＮ
『
・

卜
∞
８

・
「
ヒ

∽
Ｌ

口
∽
澤

舞

の
ぃ
〇
”
〓

Ｕ
コ
一Ｏ
Ｌ
の

０
の

「
ヒ

∽
ｏ
を

訳

し

た

も

の

で

あ

る
。
原
文
は
十
章
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
第
九
章
ま
で
訳
し
、
第

十
章
を
省
略
し
た
。
紀
行
文
は
第
九
章
で
終
わ
り
、
第
十
章
は
飛
騨
地
方
の

民
俗
に
関
す
る
観
察
記
録
だ
か
ら
で
あ
る
。

ジ
ョ
ジ
ル
ュ
・
ア
ペ
ー
ル
が

一
人
八
六
年
に
槍
ヶ
岳
登
山
を
行
っ
た
事
実

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
安
江
安
宣
氏
が

『学
燈
』
第
八
十
三
巻
第
十
二
号

（
一
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九
八
六
年
）
に

「ジ
ョ
ル
ジ
ュ
ｏ
ア
ペ
ー
ル
と
槍
ヶ
岳
」
と
し
て
発
表
し
て

い
る
。
槍
ヶ
岳
に
は
ガ
ウ
ラ
ン
ド
が

一
八
七
七
年
に
訪
れ
て
か
ら
、
ウ
ェ
ス

ト
ン
が

一
人
九

一
年
に
訪
れ
る
ま
で
、
槍
ヶ
岳
を
訪
れ
た
外
国
人
の
記
録
は

安
江
氏
が
発
表
す
る
ま
で
、
一
般
的
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

ア
ペ
ー
ル
の
槍
ヶ
岳
登
山
に
つ
い
て
は
、
訳
者
も

『山
書
月
報
』
第
三
四
三

号

（
一
九
九

一
年
）
に

「ジ
ョ
ル
ジ
ュ
ｏ
ア
ペ
ー
ル
の
槍
ヶ
岳
登
山
」
と
し

て
紹
介
し
、
『山
岳
』
第
八
十
二
年

（
一
九
八
七
年
）
掲
載
の

「
Ｗ
・
ウ
ェ

ス
ト
ン
年
譜
」
の
中
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
紀
行
文
そ
の
も
の

は
翻
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
外
国
人
の
登
山
紀
行
文
と
し
て
は
ご
く
初
期

の
文
献
で
あ
り
、
ま
た
、
紀
行
文
と
し
て
も
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
の
で
、

日
本
語
に
訳
し
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い
な
が
ら
、
雑
事
に
追
わ
れ
て

（と
い

う
の
は
、
怠
け
者
の
言
い
訳
で
あ
る
が
）
な
か
な
か
実
行
で
き
ず
、
今
度
や
っ

と
出
来
上
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ア
ペ
ー
ル

（
一
八
五
〇
～

一
九
二
四
）
は
フ
ラ
ン
ス
人
の

法
学
者
で
、
当
時
、
帝
国
大
学

⌒現
在
の
東
京
大
学
）
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
教

授
を
し
て
い
た
。彼
は
訳
者
の
知
る
限
リ
フ
ラ
ン
ス
山
岳
会
と
は
縁
が
な
く
、

い
わ
ゆ
る
登
山
家
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
旅
行
も
、
夏
休
み
を
利
用
し
て
の

避
暑
旅
行
で
あ
り
、
目
的
は
日
本
の
知
ら
れ
ざ
る
僻
地
と
し
て
の
飛
騨
地
方

を
訪
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
街
道
だ
け
を
た
ど
る
の
で
は
な
く
、
最

短
距
離
で
飛
騨
へ
向
か
お
う
と
し
て
、
槍
ヶ
岳
を
越
え
た
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
ア
ペ
ー
ル
は
槍
ヶ
岳
の
頂
上
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
そ
れ
ほ
ど
後

悔
し
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
ウ
エ
ス
ト
ン
の
登
山
と
は
気
構
え
が
ち
が

う
。
登
山
の
服
装
も
せ
ず
、
登
山
用
具
も
何
も
持
た
ず
、
旅
行
鞄
と
パ
ル
ト
ー

と
い
う
短
い
マ
ン
ト
を
持
っ
て
、
わ
ら
じ
で
槍
ヶ
岳

へ
登
る
の
で
あ
る
。

ア
ペ
ー
ル
は
サ
ト
ウ
ら
の
編
集
し
た

『日
本
旅
行
案
内
』
を
参
考
に
し
て
、

こ
の
旅
行
を
計
画
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
槍
の
肩
か
ら
飛
騨
側
へ
下
る
ル
ー

ト
は

「日
本
旅
行
案
内
』
に
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
最
初
か
ら
飛
騨
側
ヘ

下
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
点
か
ら
考
え
る
と
、
他
に
何
ら
か
の
情
報
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
か
な
り
後
に
な
っ
て
、　
一
九
〇
二
年
に
小
島
烏
水
が
や
は
り

槍
か
ら
飛
騨
側
へ
下
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
う
思
え
る
。
ア
ペ
ー
ル
は
た

め
ら
い
も
せ
ず
、
迷
い
も
せ
ず
、
飛
騨
側
へ
下
り
、
目
的
地
の
飛
騨
地
方
を

旅
し
て
い
る
。

ア
ペ
ー
ル
の
旅
行
の
特
異
な
点
は
、
友
人
も
同
行
せ
ず
、
通
訳
も
連
れ
ず
、

一
人
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
山
道
で
は
ガ
イ
ド
を
雇
っ
た
が
、

そ
れ
は
日
本
人
で
も
や
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。　
一
八
八
〇
年
代
に
、
外
国
人
が

日
本
の
僻
地
を

一
人
で
旅
行
し
た
例
は
少
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ず
っ

と
後
の
ウ
エ
ス
ト
ン
で
す
ら

一
人
で
は
旅
行
し
て
い
な
い
。
ア
ペ
ー
ル
は
こ

の
紀
行
の
中
で
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
と
相
手
の
意
思
が
正
確
に
伝

わ
ら
な
い
か
ら
、
通
訳
は
い
や
だ
と
い
っ
て
い
る
。　
一
人
で
旅
行
で
き
る
ほ

ど
、
彼
は
日
本
語
が
達
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ア
ペ
ー
ル
の
旅
行
か
ら
考
え
る
と
、　
一
八
八
〇
年
代
に
信
濃
や
飛
騨
の
地

方
へ
旅
行
す
る
こ
と
は
、
東
京
に
住
ん
で
い
た
外
国
人
に
と
っ
て
も
そ
れ
ほ

ど
困
難
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
外
国
人
に
対
す
る
旅
行
制
限
が

あ
っ
た
に
し
て
も
、
政
府
に
雇
わ
れ
た
外
国
人
が
盛
ん
に
旅
行
し
て
い
る
の

を
み
る
と
、
制
限
は
形
式
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
上
に
、

情
報
が
十
分
に
あ
っ
て
、
外
国
人
が
夏
休
み
に
上
高
地
を
訪
れ
る
こ
と
は
容

易
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
し
て
、
日
本
人
が
夏
休
み
を
利
用
し
て

上
高
地
に
入
る
こ
と
な
ど
、
何
の
障
害
も
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
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行
雲
と
と
も
に
―
高
畑
棟
材
伝
―
　
　
（上
）

私
が
高
畑
棟
材
と
い
う
登
山
家
を
知
っ
た
の
は
、ず
い
ぶ
ん
と
昔
の
こ
と
だ
。

珍
し
い
名
前
の
人
だ
と
思
っ
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る
。

ト
ー
ザ
イ
さ
ん
と
私
は
呼
ん
で
い
た
が
、
本
当
は
タ
カ
ハ
タ
ム
ネ
タ
カ
と
呼

ぶ
。
そ
れ
は
私
が
山
登
り
を
始
め
た
時
だ
か
ら
、
私
の
十
六

・
七
歳
の
頃
で
あ

る
。私

と
高
畑
棟
材
と
の
出
合
い
を
考
え
て
み
る
。
そ
の
こ
と
は
、
私
と
山
と
の

出
合
い
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
私
を
山
の
世
界
に
の
め
り
込

ま
せ
た
の
は
、高
畑
の
数
々
の
著
書
で
あ
っ
た
と
考
え
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

当
時
、
私
は
中
学
生
で
あ
っ
た
。
私
の
通
学
し
て
い
た
神
田
の
商
業
学
校
で

使
用
し
た
国
語
の
本
の
中
に
、
山
に
関
す
る
文
章
が
あ
っ
た
。
今
で
も
は
っ
き

り
お
ぼ
え
て
い
る
の
は
大
島
亮
吉

（註
１
）
の
神
津
牧
場
の
紀
行
文
だ
。

年
代
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
私
の
生
年
月
日
を
記
し
て
み
る
。
私
は
大

浅

野

孝

一

正
十
五
年

（
一
九
二
六
）
二
月
二
十
三
日
生
れ
、
寅
年
の
は
や
生
れ
で
あ
る
。

教
科
書
に
の
っ
て
い
た
大
島
の
文
章
は

「あ
あ
、
美
し
い
、
き
よ
ら
か
な
こ
の
信
濃
境

の
山
上
牧
場
の
春
浅
い
朝
に

飲
む
、
こ
の
芳
醇
甘
美
な

一
ぱ
い
の
牛
乳
！
　
私
は
都
会
に
い
て
米
の
と
ぎ

汁
み
た
い
な
牛
乳
は
の
ま
な
い
。」

で
あ
っ
た
。

商
業
学
校
の
三
年
生
に
な
っ
た
頃
だ
と
思
う
。
初
め
て
奥
多
摩
の
山
を
歩
い

た
。
そ
の
頃
、
青
梅
鉄
道
と
云
っ
て
い
た
、
今
の
Ｊ
Ｒ
青
梅
線
に
乗
っ
て
終
着

駅
の
御
岳
駅
に
着
い
た
。
駅
前
か
ら
乗
合
自
動
車
で
滝
本
へ
、
バ
ス
停
か
ら
急

な
坂
道
を
の
ぼ
っ
て
ケ
ー
ブ
ル
に
乗
っ
た
。
そ
の
あ
と
の
記
憶
は
薄
ら
い
で
し

ま
っ
た
が
、
薄
暗
い
七
代
の
滝
の
ほ
と
り
で
飯
金
炊
さ
ん
を
し
た
。
大
岳
山
、

茅
倉
尾
根
と
歩
き
、
光
明
山
か
ら
軍
道
に
下
り
、
夕
方
小
さ
な
流
れ
の
ほ
と
り

で
再
び
飯
金
炊
さ
ん
を
し
た
。
茅
倉
尾
根
と
い
っ
て
も
今
の
人
に
は
わ
か
ら
な

い
。
現
在
は
馬
頭
刈
尾
根
と
よ
ん
で
い
る
も
の
だ
。

出
△

行雲とともに一高畑棟材伝―

い
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当
時
こ
の
尾
根
す
じ
は
そ
の
名
の
通
リ
カ
ヤ
ト
の
尾
根
道
で
展
望
が
よ
か
っ

た
。
尾
崎
喜
八

（註
２
）
著

『山
の
檜
本
』
の
中
に
あ
っ
た
写
真
と
同
じ
風
景

を
見
て
感
激
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
十
七
年

（
一
九
四
二
）
、
日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
す
で
に
戦
時
体
制

が
と
ら
れ
登
山
は
不
急
不
要
の
行
為
と
し
て
禁
じ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
神
田
小

川
町
の
角
に
あ
っ
た
タ
チ
カ
ラ
運
動
具
店
で
登
山
靴
を
買
っ
て
も
ら
い
、
そ
の

年
の
秋
に
商
業
学
校
の
同
級
生
た
ち
と
大
菩
薩
峠
へ
行
っ
た
。
霧
の
中
の
登
山

で
あ
っ
た
。
冬
に
は
雪
の
中
を
三
ッ
峠
へ
登
っ
た
。
翌
年
の
春
、
神
津
牧
場
へ

行
っ
た
。
よ
う
や
く
私
の
山
に
対
す
る
気
持
が
目
ざ
め
は
じ
め
て
き
た
。

そ
の
頃
、
銀
座
七
丁
目
に
あ
っ
た
三
味
堂
書
店
で
尾
崎
喜
八
の
「山
の
給
本
』

を
買
っ
て
読
ん
だ
。
『山
の
給
本
』
に
書
か
れ
て
い
た
山
の
こ
と
、
山
に
対
す

る
あ
こ
が
れ
又
お
ど
ろ
き
が
私
の
心
に
残
っ
た
。
大
島
亮
吉
の
著
書
は
古
本
で

あ
っ
た
が

『山
』
を
購
入
し
て
読
ん
だ
。
そ
し
て
、
山
と
は
研
究
す
る
こ
と
、

山
を
歩
い
て
登
っ
て
文
章
に
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。

私
の
十
代
後
半
は
暗
い
苦
し
い
生
活
の
続
い
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
私
に

と
っ
て
は
良
い
時
代
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
今
日
ほ
ど
出
版
さ
れ
て
い
る

本
は
な
く
、
山
の
情
報
に
し
て
も
少
な
く
、
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
良
質

の
し
っ
か
り
し
た
著
者
と
本
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

山
の
雑
誌
に
は
、
山
と
漢
谷
社
の
『山
と
漢
谷
』
、
朋
文
堂
か
ら
は

『山
小
屋
』

『山
と
高
原
』
『ケ
ル
ン
』
。
ハ
イ
キ
ン
グ
社
か
ら

『
ハ
イ
キ
ン
グ
』
が
あ
っ
た

（註

３
）
。
し
か
し
こ
れ
等
の
山
岳
雑
誌
を
手
に
す
る
ほ
ど
に
は
、
私
の
山
に
対
す

る
知
識
は
な
い
。
又
そ
の
記
事
を
理
解
す
る
学
力
も
低
か
っ
た
。
例
え
ば

『山

の
給
本
』
を
読
ん
で
い
て
も
瑞
結
山
の
山
名
が
よ
め
な
く
て
、
ズ
イ
シ
ョ
ウ
サ

ン
と
声
を
小
さ
く
し
て
よ
ん
で
い
た
。
蓼
科
山
も
な
ん
と
よ
ん
で
い
い
や
ら
わ

か
ら
な
か
っ
た
。

銀
座
数
寄
屋
橋
交
差
点
近
く
に
あ
っ
た
第

一
書
房
は
大
き
な
書
店
で
、
そ
の

店
頭
で
田
部
重
治
の

『山
と
漢
谷
』
の
普
及
版
を
購
入
し
た
の
も
楽
し
い
少
年

の
頃
の
思
い
出
と
な
っ
て
い
る
。

高
畑
棟
材
の

『行
雲
と
と
も
に
』
を
入
手
し
て
読
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
す
。

こ
の
本
を
読
ん
で
印
象
に
残
っ
た
文
章
は
「
『な
か
の
り
さ
ん
』
に
就
い
て
」
だ
っ

た
。私

が
若
干
で
あ
る
が
、
考
証
ず
き
に
な
っ
た
の
は
こ
の
辺
り
に
原
因
が
あ
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
つ
い
で

「山
を
行
く
」
を
読
ん
で
み
た
。
こ
の
本
を
読
み

進
ん
で
ゆ
く
と
、
何
と
名
前
の
わ
か
ら
な
い
山
が
多
い
こ
と
か
、
そ
し
て
山
登

り
の
奥
の
深
さ
を
知
っ
た
。
西
上
州
の
山
々
を
知
っ
た
の
も
こ
の
本
か
ら
だ
っ

た
。「晩

春
の
神
流
川
上
流
へ
」
（註
４
）
を
読
ん
で
新
鮮
な
印
象
を
受
け
た
。
「新

編
武
蔵
風
土
記
稿
」
「多
摩
郡
村
誌
」
「武
蔵
通
志
」
（山
岳
篇
）
（註
５
）
な
ど

の
文
献
の
あ
る
こ
と
を
こ
の
本
か
ら
学
び
、
広
範
な
高
畑
の
知
識
に
お
ど
ろ
か

さ
れ
た
。

赤
久
縄
山
。
こ
の
珍
し
い
山
を
知
っ
た
の
も

『山
を
行
く
』
か
ら
で
、
文
中

「赤
久
縄
山
頂
か
ら
富
士
を
拝
め
る
の
は
嬉
し
い
」
の
文
章
に
あ
こ
が
れ
て
か

ら
、
こ
の
山
頂
へ
た
ど
る
ま
で
、
長
い
道
程
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『山
麓
通
信
』
も
幾
度
も
く
り
返
し
読
ん
だ
本
で
あ
っ
た
。
蔵
書
票
―
向
ｘ
ｏ

Ｆ
昴
四
∽
―
と
い
う
も
の
を
知
っ
た
の
は

『行
雲
と
と
も
に
』
で
あ
っ
た
。
こ

の
本
の
巻
末
記
に
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「見
返
し
に
用
い
た
自
作
の
蔵
書
票
の
う
ち

『暁
の
富
士
』
は
之
に
よ
っ
て

崇
高
な
る
山
岳
美
を
象
徴
し
、
「山
女
魚
』
は
之
に
よ
っ
て
清
冷
な
る
漢
谷

美
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
る
」

と
説
明
し
て
い
る
。

（註
１
）
大
島
亮
吉

（
一
八
九
九
～

一
九
二
八
）

大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
活
躍
し
た

岳
人
。
慶
応
義
塾
大
学
山
岳
部
部
員
の
頃
よ
り
、
多
く
の
研
究
紀
行
文
を
発
表
し
た
。

遺
著
に

「山
　
研
究
と
随
想
』
（岩
波
書
店
）
。
「先
離
者
』
（梓
書
房
）
、
「大
島
亮
吉
全
集
』

五
巻

（あ
か
ね
書
房
）
が
あ
る
。

（註
２
）
尾
崎
喜
八

（
一
八
九
二
～

一
九
七
四
）

詩
人
、
登
山
家
。
代
表
的
な
山
の
本

は
散
文
集

『山
の
給
本
」
（朋
文
堂
）
で
あ
り
、
多
く
の
詩
集
、
山
の
本
が
出
版
さ
れ
て

い
る
。
「尾
崎
喜
八
詩
文
集
』

一
〇
巻

（創
文
社
）
が
あ
り
、
山
に
関
す
る
翻
訳
に
は

エ
ミ
ー
ル

・
ジ
ャ
ヴ
ェ
ル
の

「
一
登
山
家
の
思
ひ
出
』
（龍
星
閣
）
が
あ
る
。
霧
の
旅

〈バ
△バ
ロ只
。

（註
３
）
「山
と
漢
谷
」
山
と
漢
谷
社
、
昭
和
五
年

（
一
九
三
〇
）
五
月
刊
。
「山
小
屋
』

朋
文
堂
、
昭
和
六
年

（
一
九
三

一
）
刊
。
「山
と
高
原
』
朋
文
堂
、
昭
和
十
四
年

（
一

九
三
九
）
刊
。
「ケ
ル
ン
』
朋
文
堂
、
昭
和
八
年

（
一
九
三
三
）
刊
。
「
ハ
イ
キ
ン
グ
』

ハ
イ
キ
ン
グ
社
、
昭
和
七
年

（
一
九
三
二
）
四
月
刊
。

（註
４
）
「晩
春
の
神
流
川
上
流

へ
」
大
正
十
二
年

（
一
九
二
三
）
「山
岳
』
第
十
六
年

第
三
号
に
初
載
。
の
ち

『山
を
行
く
」
に
再
録
さ
れ
た
。

（註
５
）
「新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
、
徳
川
幕
府
編
纂
に
よ
る
武
蔵
国
に
関
す
る
地
誌
。

編
纂
に
あ
た
り
総
裁
に
昌
平
坂
学
問
所
大
学
頭
林
衡
、
実
務
に
は
間
富
士
信
、
松
崎
純

庸
、
三
島
政
行
、
神
谷
信
順
、
井
上
常
明
等
の
幕
臣
を
中
心
に
、
文
化
七
年

（
一
八

一

〇
）
よ
り
天
保
元
年

（
一
八
三
〇
）
約
二
十
年
間
、
全
巻
三
百
六
十
五
が
完
成
し
た
。

「多
摩
郡
村
誌
』
（多
摩
郡
の
山
川
）
の
原
本
は
斉
藤
真
指
が
編
集
し
た

『西
多
摩
郡

一
山
二
町
九
五
ヶ
村
地
誌
』
。
こ
の
地
誌
の
中
、
山
川
の
部
を
木
暮
理
太
郎
が
写
筆
し

て

「山
岳
』
第
二
十
年
第

一
号
に
掲
載
し
た
も
の
。
奥
多
摩
の
研
究
に
は
か
か
せ
ぬ
貴

重
な
文
献
で
あ
る
。

『武
蔵
通
志

（山
岳
篇
）」
は
河
田

熊

著
で
、
総
説
中
の
山
岳
篇
全
部
を
梅
澤
親
光
が

写
筆
し
、
「山
岳
』
第
十

一
年
第

一
号
に
転
載
し
た
も
の
で
、
秩
父
、
武
蔵
の
山
を
知

る
上
で
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

そ

の
生
涯

大
正
十
年

（
一
九
二
一
）
五
月
の
下
旬
、　
一
人
の
登
山
家
が
下
仁
田
か
ら
甘

楽
郡
磐
戸
村
へ
、
さ
ら
に
塩
ノ
沢
峠

（磐
戸
峠
）
を
こ
え
て
多
野
郡
上
野
村
ヘ

下
っ
て
い
っ
た
。

「刻
々
と
迫
り
来
る
黄
昏
と
共
に
自
井
の
旅
舎
山
市
屋

（黒
沢
太
仲
）
を
叩

い
た
の
は
、
か
れ
こ
れ
六
時
半
で
あ
っ
た
ろ
う
。」

と
そ
の
紀
行
文
に
書
い
て
い
る
。
翌
日

「私
に
御
馳
走
す
る
た
め
、
昨
夜
か
ら
特
に
生
の
侭
で
取
っ
て
置
い
て
呉
れ

た
と
い
ふ
敷
匹
の
岩
魚
の
煮
び
た
し
を
何
よ
り
の
肴
に
、
赤
坊
の
頭
ほ
ど
も

あ
る
生
椎
茸
の
ス
マ
シ
汁
で
美
味
し
い
朝
食
を
済
ま
し
、
午
前
七
時
半
頃
、

山
市
屋
を
発
っ
て
濱
平
へ
向
う
。」

そ
の
日
は
諏
訪
山
を
探
り
、
浜
平
鉱
泉
泊
。
第
三
日
目
は
浜
平
か
ら
神
流
川
ぞ

い
に
万
場
へ
歩
き
、
万
場
の
山
屋
に
泊
り
、
第
四
日
目
の
六
月

一
日
は
雨
の
中

を
西
御
荷
鉾
山
を
こ
え
て
、
日
野
村
へ
下
っ
た
。
さ
ら
に
小
梨
峠
を
こ
え
軽
便

鉄
道
の
あ
る
吉
井
駅
ま
で
歩
い
た
。

こ
の
時
の
紀
行
は

「晩
春
の
神
流
川
上
流
へ
」
と
な
っ
て
、
「山
岳
』
第
十

行雲とともに一高畑棟材伝―
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六
年
第
三
号

（大
正
十
二
年
、　
一
九
二
三

・
五
月
三
十

一
日
発
刊
）
奥
上
州
号

に
掲
載
さ
れ
た
。

神
津
牧
場
を
世
に
紹
介
し
た
大
島
亮
吉
は
、
そ
の
紀
行

「荒
船
と
神
津
牧
場

附
近
」
の
中
で
、
「山
岳

・
奥
上
州
号
』
に
の
っ
て
い
た
高
畑
の
神
流
川
紀
行

を
よ
ん
だ
事
を
し
る
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
上
州
の
山
岳
地
域
を
知
っ
た
と

記
し
て
い
る
。

高
畑
の
生
涯
に
つ
い
て
記
し
て
み
る
。

高
畑
棟
材
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）
で
あ
っ
た
。

そ
の
墓
所
は
東
京
都
文
京
区
駒
込
吉
祥
寺
に
あ
る
順
天
堂
大
学
の
供
養
塔
で
あ

る
。高

畑
は
昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）
九
月
九
日
、
大
田
区
矢
口
に
あ
っ
た

芙
蓉
病
院
で
死
去
し
た
。
満
六
十
歳
で
あ
っ
た
。
国
の
生
活
保
護
を
受
け
て
い

た
高
畑
の
遺
体
は
同
日
た
だ
ち
に
順
天
堂
大
学
の
病
院
に
移
送
さ
れ
た
。
そ
れ

は
身
元
引
受
人
の
な
い
死
者
に
と
っ
て
の
法
的
処
置
で
あ
っ
た
。
高
畑
の
遺
体

は
昭
和
三
十
四
年

（
一
九
五
九
）
度
の
医
学
実
習
の
た
め
解
剖
さ
れ
た
。
火
葬

の
の
ち
遺
骨
は
吉
祥
寺
境
内
に
な
る
金
銅
製
の
大
仏
像
の
体
内
に
納
め
ら
れ

た
。
広
い
墓
地
の
一
隅
に
あ
る
順
天
堂
病
院
の
供
養
塔
は
検
体
さ
れ
た
人
達
の

た
め
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

昭
和
五
十
五
年

（
一
九
八
〇
）
十

一
月
二
十
三
日
夕
刻
、
私
は
高
畑
棟
材
の

合
祀
さ
れ
て
い
る
供
養
塔
に
詣
で
た
。
境
内
に
は
イ
チ
ョ
ウ
の
黄
葉
が
参
道
の

石
畳
が
か
く
れ
る
ほ
ど
お
ち
て
い
た
。山
門
か
ら
墓
所
へ
の
道
は
短
か
っ
た
が
、

こ
こ
に
達
す
る
た
め
の
私
の
行
程
に
は
長
い
も
の
が
あ
っ
た
。
供
養
塔
と
吉
祥

寺
の
山
門
を
カ
メ
ラ
に
お
さ
め
て
帰
宅
し
た
。

高
畑
の
没
年
に
つ
い
て
は
種
々
の
説
が
あ
っ
た
。生
前
、高
畑
と
交
渉
の
あ
っ

た
、
神
谷
量
平
、
山
崎
金
次
郎
、
野
口
未
延
、
鶴
岡
元
之
助
、
松
本
熊
次
郎

（註

１
）
の
諸
氏
に
た
ず
ね
て
も
、
そ
の
没
年
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

あ
る
人
に
よ
れ
ば
太
平
洋
戦
争
中
に
死
亡
し
た
の
で
は
な
い
か
と
云
い
、
又

は
戦
後
貧
窮
の
間
に
瀕
死
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
辺
り
の
話
し
の

出
処
は
、
山
と
漢
谷
社
社
長
川
崎
吉
蔵
の

「お
ち
こ
ち
の
人
―
追
憶
⑩
低
山
歩

き
を
鼓
吹
し
た
…
」
の
章

（『山
と
漢
谷
』
昭
和
四
十
六
年
四
月
号
）
で
あ
っ
た
。

「戦
争
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
高
畑
氏
の
消
息
は
、
か
き
消
す
ご
と
く
と
だ
え

て
し
ま
っ
た
が
、
あ
る
登
山
者
が
陣
馬
山
の
頂
上
に
た
ど
り
着
い
た
と
き
、

ま
る
で
防
空
壕
の
よ
う
な
穴
倉
か
ら
、
ヌ
ウ
ー
ッ
と
這
い
出
て
来
た
高
畑
氏

を
見
か
け
た
と
話
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。」

こ
の
一
文
に
よ
っ
て
、
高
畑
棟
材
、
陣
馬
山
、
行
方
不
明
と
い
う
図
式
が
な
り

た
ち
、
陣
馬
山
麓
附
近
に
高
畑
没
地
と
し
て
の
伝
説
が
う
み
だ
さ
れ
た
。

川
崎
吉
蔵
の

『山
と
漢
谷
』
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
記
述
が
、
高
畑
晩
年
に
つ

い
て
の
最
大
公
約
数
式
の
模
範
解
答
と
な
り
、
そ
れ
に
尾
鰭
が
つ
け
ら
れ
独
り

歩
き
始
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
又
の
友
人
達
は
景
信
山
麓
の
美
女
谷

鉱
泉
に
居
た
と
も
、
九
鬼
山
麓
の
札
金
鉱
泉
で
あ
る
と
も
云
っ
て
い
る
。
高
畑

の
年
譜
を
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
一
時
期
の
居
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
は
不
明
の
点

が
多
か
っ
た
。

と
に
か
く
高
畑
に
関
す
る
か
ぎ
り
友
人
間
の
記
憶
に
は
、
年
代
的
に
ち
ぐ
は

ぐ
な
印
象
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
山
と
漢
谷
社
刊

『世
界
山
岳
百
科
事
典
』
（註
２
）
の
高
畑
棟
材

の
項
は
、

「
高
畑
棟
材
　
東
京
大
学
卒
。
大
正
初
期
、
千
葉
青
藍
に
師
事
し
て
書
を
学
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び
、
情
操
が
豊
か
で
新
古
典
的
自
然
描
写
を
巧
み
と
し
、
ま
た
詩
人
で
も
あ

る
。
木
曽
谷
と
東
京
付
近
の
山
々
を
愛
し
た
。
大
正
十
四
年
安
田
保
善
社
内

に
仲
間
と
霧
藻
会
を
創
立
。
翌
十
五
年
霧
の
旅
会
へ
入
会
。
低
山
趣
味
の
普

及
に
尽
く
す
。
昭
和
六
年
雑
誌

『山
小
屋
』
創
刊
以
来
、
編
集
主
任
と
な
っ

た
が
、
昭
和
九
年
陣
場
山
山
麓
に
隠
棲
し
、
自
然
の
中
に
暮
ら
す
。
著
書

『山

を
行
く
』
『行
雲
と
と
も
に
』
「山
麓
通
信
』
の
ほ
か
、
共
著

『東
京
附
近
の

山
々
』
『奥
秩
父
と
其
附
近
』
が
あ
る
。」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、高
畑
の
生
年
月
日
及
び
没
年
等
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

瓜
生
卓
造
の
『日
本
山
岳
文
学
史
』
（註
３
）
の
「第
九
章
紀
行
家
の
種
々
相
、

第
二
節
逍
進
派
の
人
々
２
低
山
派
の
人
々
」
の
項
に

「
『霧
の
旅
会
』
の
仲
間
で
あ
る
高
畑
棟
材
の
『山
を
行
く
』
『行
雲
と
と
も
に
』

『山
麓
通
信
』
な
ど
は
忘
れ
え
ぬ
山
書
で
あ
る
。
彼
の
経
歴
は
詳
ら
か
で
は

な
い
ら
し
い
。
伊
豆
の
生
ま
れ
ら
し
く
、
東
大
を
出
て
、
し
ば
ら
く
安
田
保

善
社
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
し
て
い
た
が
、
千
葉
青
藍
に
書
を
学
び
、
絵

も
巧
み
に
描
い
た
。
哲
人
で
あ
り
、
詩
人
で
あ
り
、
晩
年
は
陣
馬
山
麓
の
二

色
鉱
泉
に
隠
棲
し
、読
書
と
思
索
の
日
々
を
送
っ
た
。生
涯
独
身
を
通
し
た
。」

と
も
記
し
て
い
る
。

又
高
畑
と
著
書
を
共
に
し
た
河
田
禎
の
回
想
に
お
い
て
も
、
高
畑
は
ナ
ゾ
の

多
い
人
物
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
高
畑
と
河
田
は
朋
文
堂
よ
り

『東
京
附
近
の

山
々
』
『奥
秩
父
と
其
附
近
』
を
共
著
と
し
て
出
版
し
て
い
る
。
当
時
ガ
イ
ド

・

ブ
ッ
ク
の
先
が
け
と
な
っ
た
本
で
、
三
著
と
も
版
を
重
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
内
容
は
親
切
を
き
わ
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
読
ん
で
み
て
当
時
の
東

京
周
辺
の
山
々
の
よ
き
時
代
を
知
り
、
地
誌
、
歴
史
を
知
る
に
は
手
頃
の
本
で

あ
っ
た
。

河
田
は
山
岳
文
芸
雑
誌

『ア
ル
プ
』
七
十
七
号
の
回
想
の
中
に

「半
世
を
ほ
と
ん
ど
放
浪
の
中
に
送
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
前
の
共
著

の
時
代
も
彼
は
か
な
り
窮
乏
し
て
い
た
も
よ
う
で
あ
っ
た
。」

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に

「
『Ｋ

（河
田
）
君
、
Ｓ
が
ま
だ
生
き
て
い
る
よ
う
だ
ぜ
』
『え
っ
、
ほ
ん
と
か
』

数
年
前
、
山
岳
書
の
出
版
と
山
岳
雑
誌
の
刊
行
で
著
名
な
Ｈ

（朋
文
）
堂
が
、

編
集
室
を
新
築
し
た
時
、
祝
賀
会
に
呼
ば
れ
て
い
っ
た
席
上
で
、
店
主
の
Ｎ

（新
島
）
君
は
手
に

一
枚
の
ハ
ガ
キ
を
持
っ
て
私
に
こ
う
呼
び
か
け
た
。
「こ

の
筆
跡
は
Ｓ
の
字
だ
よ
、
た
し
か
に
。
こ
れ
で
み
る
と
ま
だ
生
き
て
い
た
っ

て
こ
と
に
な
る
』
。
Ｓ
と
い
う
の
は
古
い
登
山
家
で
、
昭
和
の
初
年
に
山
の

案
内
書
を
彼
と
共
著
で
出
版
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
か
な
り
数
奇
な
運
命
に

翻
弄
さ
れ
た
ら
し
く
、
半
世
の
ほ
と
ん
ど
放
浪
の
中
に
送
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
っ
た
。前
の
共
著
時
代
も
彼
は
か
な
り
窮
乏
し
て
い
た
も
よ
う
で
あ
っ
た
。

Ｈ
堂
の
Ｎ
と
は
ど
う
い
う
関
係
か
、
相
当
親
し
い
間
柄
で
ず
い
ぶ
ん
面
倒
も

み
た
様
子
で
あ
っ
た
。
私
と
の
共
著
も
実
は
名
ば
か
り
で
、
彼
の
窮
状
を
見

か
ね
た
Ｎ
の
、
好
意
の
企
画
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
彼
も
放
浪
の
う
ち
に
、

三
十
い
く
つ
か
で
死
ん
だ
と
い
う
話
も
、
や
は
り
Ｎ
の
伝
達
に
よ
る
も
の
で
、

た
し
か
私
が
北
海
道
在
住
中
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
そ
の
Ｈ
堂
も
こ
の
奇

跡
を
解
決
す
る
ひ
ま
も
な
く
、
つ
い
先
年
没
し
て
し
ま
っ
た
。
彼
が
そ
の
風

間
を
わ
れ
わ
れ
に
信
じ
さ
せ
て
、
瓢
然
と
生
き
て
い
た
の
も
、
彼
ら
し
い
や

り
か
た
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
い
や
、
ま
だ
ど
こ
か
で
生
き
続
け
て
い
る

の
だ
ろ
う
」

と
記
し
て
い
る
。

私
は
河
田
と
の
共
著
を
読
ん
で
み
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
は

「私
と
の
共
著
も
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実
は
名
ば
か
り
で
…
…
」
云
々
と
の
記
述
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
共

著
に
書
か
れ
て
い
る
文
章
の
内
容
を
見
て
も
、高
畑
の
手
に
よ
る
文
章
は
多
い
。

朋
文
堂
社
長
新
島
章
男
と
高
畑
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
河
田
は
よ
く
知
っ
て

い
た
事
実
が
あ
る
。
単
な
る
河
田
の
記
憶
ち
が
い
以
上
に
、
高
畑
に
対
す
る
悪

意
に
満
ち
た
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。

高
畑
棟
材
が
生
れ
た
の
は
、
明
治
三
十
年

（
一
八
九
七
）
十
月

一
日
で
あ
っ

た
。
出
生
地
は
東
京
市
芝
区
白
金
台
町

一
丁
目
五
番
地
で
あ
る
。
父
高
畑
運
助
、

母
志
川
の
弐
男
と
し
て
届
出
が
出
さ
れ
て
い
る
。
父
運
助
の
生
年
月
日
は
明
治

四
年

（
一
八
七

一
）
七
月
九
日
で
あ
る
か
ら
、
高
畑
の
出
生
時
、
父
は
二
十
六

歳
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
畑
の
兄
弟
姉
妹
に
は
、
明
治
二
十
八
年

（
一
八
九
五
）
十
二
月
十
五
日
生

れ
の
兄
種
材
、
同
三
十
二
年

（
一
人
九
九
）
十
月
十
二
日
生
れ
の
長
女
郷
子
、

同
三
十
四
年

（
一
九
〇

一
）
九
月
五
日
生
れ
の
参
男
良
材
、
同
三
十
七
年

（
一

九
〇
四
）
六
月
八
日
生
れ
の
次
女
玉
枝
、
同
三
十
九
年

（
一
九
〇
六
）
六
月
十

五
日
生
れ
の
参
女
操
、
同
四
十

一
年

（
一
九
〇
八
）
五
月
五
日
生
れ
の
四
男

清
材
、
兄
弟
姉
妹
七
名
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

父
高
畑
運
助
は
、
秋
田
県
秋
田
市
長
野
町
、
鈴
木
惟
孝
、
ル
イ
の
間
に
生
れ

た
。
明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
七
月
九
日
生
れ
は
前
述
の
通
り
で
、
残
さ
れ
て

い
る
戸
籍
帳
に
は
明
治
二
十
七
年

（
一
八
九
四
）
八
月
二
十
五
日
鈴
木
惟
孝
四

男
入
籍
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
鈴
木
姓
で
あ
っ
た
運
助
は
高
畑
家
に
養
子
と

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

父
高
畑
運
助
は
昭
和
七
年

（
一
九
三
二
）
二
月
二
十
日
死
亡
し
、
父
の
戸
籍

は
抹
消
さ
れ
棟
材
が
家
督
を
相
続
し
て
い
る
。
母
志
川
は
そ
れ
以
前
に
死
亡
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

兄
弟
姉
妹
の
う
ち
棟
材
と
山
に
登
っ
て
い
た
の
は
、
三
男
の
良
材
と
四
男
の

清
材
で
あ
っ
た
。
高
畑
が
初
代
編
集
長
を
つ
と
め
た
雑
誌

『山
小
屋
』
に
度
々

良
材
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
し
、
「奥
秩
父
と
其
附
近
』
の
中
の
吹
笛
川

上
流
の
案
内
文
は
、
彼
清
材
の
文
章
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

兄
長
男
の
種
材
は
大
正
六
年

（
一
九

一
八
）
五
月
十
五
日
大
阪
市
内
で
死
亡

し
て
い
る
。
三
男
の
良
材
は
よ
く
棟
材
と
共
に
山
行
を
し
て
お
り
、
大
正
七
年

（
一
九

一
八
）
八
月
、
木
暮
理
太
郎

（註
５
）
、
高
野
鷹
蔵

（註
６
）
の
紹
介

に
よ
り
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
て
い
る
。
会
員
番
号
は
、
棟
材
五
九
六
、
良
材

五
九
七
で
あ
る
。

良
材
の
こ
と
は

『東
京
附
近
の
山
々
』
の
凡
例
の
中
に
そ
の
名
前
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

四
男
清
材
は

「山
小
屋
』
第
三
号
新
年
号
に

「遠
い
山
道

（民
謡
）」
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
号
の
二
〇
頁
に
は
棟
材
の
詩

「き
が
ら
し
の
す
ん

だ
葉
煙
草
」
が

一
緒
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

私
は
こ
の

『山
小
屋
』
を
見
て
清
材
は
棟
材
の
ベ
ン
ネ
ー
ム
か
と
思
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
が
、
高
畑
家
の
戸
籍
謄
本
を
見
て
弟
清
材
の
存
在
を
知
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

戦
後
行
方
不
明
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
高
畑
棟
材
か
ら
高
力
幸
太
郎

（註
７
）

に
便
り
が
と
ど
い
た
の
は
、
昭
和
三
十
九
年

（
一
九
五
四
）

一
月
十
五
日
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

私
が
は
じ
め
て
高
力
幸
太
郎
の
名
を
耳
に
し
た
の
は
、
陣
場
山
麓
二
色
鉱
泉

を
訪
れ
た
時
で
あ
っ
た
。
二
色
鉱
泉
は
栃
谷
の
奥
に
あ
っ
た
古
び
た

一
軒
宿
で
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あ
っ
た
。
今
は
故
人
と
な
ら
れ
た
大
木
政
次
郎

一
家
が
住
ん
で
い
た
。
私
が
そ

の
二
色
鉱
泉
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
四
十
年
代
で
、
当
主
の
政
次
郎
さ
ん
は
死
去

さ
れ
た
が
、
奥
さ
ん
は
健
在
で
あ
っ
た
。

―

‐高
畑
さ
ん
の
事
を
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
。
と
い
う
私
の
質
問
に

―

さ
あ
、
ず
い
分
長
い
間
う
ち
に
居
た
ね
、
よ
く
高
尾
の
若
い
人
達
が
た

ず
ね
て
き
た
が
ね
。

―

い
つ
頃
の
こ
と
で
す
か
。

―

‥そ
う
支
那
事
変
の
最
中
だ
っ
た
か
ね
。

―

高
畑
さ
ん
は
、
宿
賃
を
は
ら
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

―

，い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
知
ら
ね
、多
分
お
じ
い
さ
ん
が
面
倒
を
見
て
や
っ

て
い
た
か
も
ね
。
そ
う
い
え
ば
高
畑
さ
ん
の
首
の
彫
物
が
あ
っ
た
よ
。
子
供

達
が
気
も
ち
悪
が
っ
た
の
で
、
納
屋
に
入
れ
と
い
た
が
、
戦
後
高
力
さ
ん
が

も
っ
て
い
っ
た
っ
け
。

こ
こ
で
私
は
高
力
と
い
う
方
の
存
在
を
知
っ
た
。
大
木
の
お
ば
あ
さ
ん
も
約

三
十
年
も
の
音
の
こ
と
な
の
で
、
記
憶
も
と
ぎ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
陣
場
山
へ
登
っ
た
帰
り
、
再
び
二
色
鉱
泉
に
よ
っ

て
み
た
が
、
家
人
は
留
守
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
家
の
縁
の
下
か
ら

一
束
の
手
紙

の
類
を
拾
っ
た
。
そ
の
中
に
高
畑
宛
の
手
紙
そ
の
他
が
あ
っ
た
。

東
京
に
帰
っ
て
か
ら
高
力
と
い
う
名
を
電
話
帳
の
中
に
見
つ
け
た
が
、
さ
て

お
名
前
の
方
が
何
と
い
う
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
数
少
な
い
高
力
姓
の
一
番

は
じ
め
の
お
宅
へ
電
話
を
か
け
て
み
た
ら
、
電
話
回
に
出
ら
れ
た
の
が
高
畑
と

交
友
の
あ
っ
た
高
力
幸
太
郎
で
あ
っ
た
。

高
力
は
長
年
宮
内
省
に
勤
務
さ
れ
、
宮
内
省
内
の
有
志
と
共
に

「千
代
田
山

岳
会
」
を
創
立
し
た
。
会
報

「か
や
と
』
を
発
行
し
、
し
ば
し
ば
高
畑
も
会
報

に
寄
稿
し
て
い
る
。
又
高
畑
の
栃
谷
二
色
鉱
泉
で
の
生
活
に
つ
い
て
物
質
的
な

援
助
を
お
し
ま
な
か
っ
た
方
で
、
特
に
死
に
い
た
る
高
畑
の
晩
年
に
お
け
る
交

友
に
つ
い
て
は
、
拝
借
し
た
手
紙
に
よ
っ
て
く
わ
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

高
力
は
栃
谷
時
代
の
高
畑
か
ら
の
ハ
ガ
キ
を
多
数
保
存
さ
れ
て
い
て
、
見
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
高
畑
の
側
面
を
知
る
に
つ
い
て
有
益
な
も
の

が
あ
っ
た
。

高
力
幸
太
郎
へ
の
接
触
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
誠
に
偶
然
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
早
速
高
力
宅
へ
お
じ
ゃ
ま
し
て
高
畑
の
死
去
の
前
後
の
こ
と
を
聞
く

こ
と
が
で
き
た
。
又
高
畑
と
の
交
友
に
関
す
る
メ
モ
そ
の
他
の
資
料
を
見
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

高
力
は
短
歌
を
作
り
、
ス
ケ
ッ
チ
を
よ
く
え
が
い
た
。
大
正
時
代
か
ら
の
膨

大
な
日
記
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
私
が
知
り
た
か
っ
た
高
畑
に
関
す
る
知
識
の

大
半
は
、高
力
の
日
記
の
中
か
ら
ぬ
き
書
き
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
高
畑
の
知
ら
れ
ざ
る
空
白
を
う
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

高
畑
の
こ
と
に
話
を
戻
し
て
み
る
。

高
力
宛
の
便
り
か
ら
高
畑
の
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
は
高
力
幸
太
郎
が
宮
内
省

の
歌
会
始
に
入
選
し
た
短
歌
の
事
を
高
畑
が
知
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
時

の
歌
会
始
の
題
は

「林
」
で
あ
っ
た
。
高
力
の
入
選
歌
は

か
ら
ま
つ
の
め
ぶ
く
あ
か
る
き
高
原
の
林
を
出
で
て
雪
の
山
見
つ

で
あ
っ
た
。

高
力
宛
高
畑
の
ハ
ガ
キ
は

「わ
が
こ
と
の
よ
う
に
嬉
し
く
朗
々
高
吟
す
る
こ
と
幾
度
か
、
心
か
ら
、
心

か
ら
御
祝
い
申
上
ま
す
。
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山
友
の
心
を
軍
め
し
詠
進
歌
芽
ぶ
き
あ
か
る
く
入
選
せ
ら
る

山
恋
ひ
の
身
に
し
み
じ
み
と
懐
か
し
き
御
歌
な
り
し
を
壽
ぎ
ま
つ
る

甲
午
新
春
成
人
の
日
に
　
高
畑
棟
材
」

又
続
い
て
送
ら
れ
て
き
た

一
枚
の
ハ
ガ
キ
に
も
、次
の
短
歌
が
よ
せ
ら
れ
た
。

「医
療
扶
助
生
活
扶
助
に
す
が
り
つ
つ
闘
病
す
で
に
十
年
超
え
ぬ
る

闘
病
は
十
年
超
ゆ
れ
ど
全
快
の
希
望
を
棄
て
ず
若
水
を
汲
む

物
置
に
劣
れ
る
部
屋
の
隙
間
風
に
震
え
つ
つ
煮
る
雑
煮
粥
か
な

―
む
ね
た
か
―
」

共
に
差
出
人
の
住
所
の
記
載
は
な
い
。
ハ
ガ
キ
に
は

「大
森
」
の
郵
便
局
の
消

印
が
お
さ
れ
て
あ
っ
た
。

前
記
朋
文
堂
の
新
築
祝
の
時
に
出
し
た
ハ
ガ
キ
も
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た

ろ
う
か
。
住
所
を
記
さ
な
か
っ
た
の
も
現
在
の
生
活
扶
助
の
場
所
を
知
ら
れ
た

く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
は
江
戸
期
の
画
家
葛
飾
北
斉
が
、
晩
年
借
金
の
た
め
江
戸
に
居
ら
れ
な

く
な
り
、
相
州
の
浦
賀
に
落
ち
の
び
、
友
人
達
に
出
し
た
手
紙
に

「遠
慮
の
儀

御
座
候
間
、
旅
住
之
場
所
は
、
し
た
た
め
申
さ
ず
候
」
と
記
し
た
心
境
に
似
た

も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
あ
る
い
は
高
畑
の
も
つ
衿
持
の
精
神
が
そ
う

さ
せ
た
も
の
か
。

再
び
高
畑
か
ら
高
力
幸
太
郎
宛
に
長
文
の
手
紙
が
と
ど
い
た
の
は
昭
和
三
十

三
年

（
一
九
五
八
）

一
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
昭
和
三
十
二
年

（
一
九
五
七
）
十
二
月
末
、
高
力
の
短
歌
が

「雲
」
の
歌
会
始
入
選
の
祝
詞
に

は
じ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ほ
ん
と
う
に
我
事
の
よ
う
に
嬉
し
く
て
、
う

れ
し
く
て
″

今
朝
、
同
室
の
患
者
か
ら
産
経
時
事
朝
刊
を
貸
し
て
も
ら
い
、
日
ご
ろ
活
字

に
う
え
て
い
る
私
と
て
記
事
の
隅
か
ら
す
み
ま
で
む
さ
ぼ
り
読
ん
で
い
る
時
　
１５

歌
会
始
入
選
者
決
る

の
、
お
題

「雲
」
の
晴
れ
の
入
選
者
の
中
に
又
も
尊
名
を
拝
し
全
く
驚
喜
い

た
し
ま
し
た
。

か
ら
ま
つ
の
め
ぶ
く
あ
か
る
き
高
原
の
林
を
出
で
て
雪
の
山
見
つ

の

「林
」
詠
進
歌
は
、
全
く
偽
り
な
く
私
の
日
に
ち
毎
日
、　
一
回
ま
た
は

一

回
以
上
、
病
床
で
口
誦
で
お
り
ま
す
。

い
づ
れ
、
「雲
」
の
お
歌
の
発
表
あ
る
日
を
今
か
ら
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

今
年
の
春
―

一
月
下
旬
か
ら
約
二
ヶ
月
間
重
態
を
つ
づ
け
、
主
治
医

（二
名
）

も
全
く
匙
を
投
げ
た
そ
う
で
す
が
悪
運

（？
）
強
く
三
月
末
か
ら
そ
ろ
そ
ろ

回
復
い
た
し
今
で
は
従
来
通
り
の
テ
ー
ベ
患
者
と
し
て
、
パ
ス
、
ネ
オ

・
イ

ス
コ
チ
ン
、
ス
ト
マ
イ
注
射
等
に
依
り
餘
命
を
つ
な
い
で
お
る
有
様
で
す
。

発
病
以
来
十
四
ヶ
年
の
闘
病
生
活
も
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び

に
生
活
扶
助
の
継
続
支
給
に
よ
る
お
蔭
と
お
も
い
、
今
は
、
は
や
何
の
野
心

も
な
く
静
か
に
そ
の
日
そ
の
日
を
送
迎
し
て
お
る
次
第
で
す
。

今
春
の
瀕
死
の
重
態
ま
で
十
四
貫
目
近
く
あ
っ
た
体
重
が
、
今
で
は
十
貫
目

を
ち
ょ
っ
と
出
た
位
に
減
っ
て
し
ま
い
ガ
ッ
カ
リ
し
て
お
り
ま
す
。
ま
こ
と

に
申
し
上
げ
に
く
い
の
で
す
が
、
も
し
お
願
い
で
き
ま
す
れ
ば
、

「林
」
と

「雲
」
の
短
冊
、
各
御
署
名
入
り
で

一
葉
づ
つ
お
恵
贈
願
い
た
く
、

い
つ
も
枕
頭
に
飾
り
御
秀
詠
を
口
誦
み
な
が
ら
貴
兄
の
御
高
風
を
偲
び
、
暮

し
た
い
と
心
か
ら
ね
が
っ
て
や
ま
ぬ
次
第
で
あ
り
ま
す
が
…
…
。

尚
、
昭
和
十
八
年
発
病
以
来
、
み
づ
か
ら
辱
知
諸
兄
姉
へ
の
通
信
を
絶
ち
、

孤
影
情
然
と
病
死
、
無
縁
仏
と
な
る
覚
悟
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
然
し
最
初



行雲とともに一高畑棟材伝―

に
診
て
下
す
っ
た
町
医
が
実
に
親
切
な
お
医
者
さ
ん
で
し
て
忙
し
い
中
を
民

生
委
員
に
渉
り
を
つ
け
て
医
療
扶
助
と
生
活
扶
助
と
の
手
続
を
し
て
下
さ
っ

た
り
、
涙
の
出
る
ほ
ど
嬉
し
い
思
い
を
致
し
ま
し
た
。
こ
の
お
医
者
さ
ん
の

紹
介
で
大
田
区
内
の
Ｍ
病
院
に
入
院
、
Ｍ
病
院
が
廃
業
し
て
し
ま
っ
た
の
で

（昨
年
五
月
）
当
院
に
転
院
療
養
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。

現
在
、
私
の
現
住
所

（及
び
現
状
）
を
御
教
え
し
た
の
は
貴
兄
へ
の
此
の
手

紙
が
戦
中
、
戦
後
は
じ
め
て
で
す
。
朋
文
堂
主

（新
島
君
）

へ
も
通
知
し
て

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
都
合
に
よ
り
通
知
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の

点
何
卒
お
含
置
下
さ
い
。
下
ら
ぬ
こ
と
、
べ
ら
べ
ら
と
書
流
し
申
訳
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
何
卒
お
ゆ
る
し
下
さ
い
。

佳
い
年
を
お
迎
え
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
″

師
走
二
十
八
日
夜
じ
る
す
。
高
畑
棟
材

高
力
幸
太
郎
　
様

梧
右
」

欄
外
に

「目
蒲
線
武
蔵
新
田
下
車
…
…
」
と
場
所
が
記
し
て
あ
る
。
入
院
し

て
い
た
病
院
は
芙
蓉
病
院
で
あ
っ
た
。

こ
の
手
紙
の
中
に
、
二
つ
の
高
畑
の
戦
後
の
生
き
ざ
ま
を
う
か
が
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は

「昭
和
十
八
年
…
…
孤
影
恰
然
と
病
死
、
無
縁
仏

と
な
る
覚
悟
を
し
て
お
り
ま
し
た
…
…
」
と

「辱
知
諸
兄
姉

へ
の
通
信
を
絶
ち

…
…
」
の
二
点
で
、
す
っ
か
り
世
捨
人
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
来
、
昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）
の
間
、
ま

さ
に
世
捨
人
生
活
の
十
五
年
間
が
続
い
て
い
た
。
手
紙
の
宛
名
人
で
あ
る
高
力

の
日
記
に

「昭
和
十
九
年
十

一
月
十
二
日
、
陣
場
山
に
登
る
、
高
畑
氏
死
去
の
う
わ
さ

を
聞
き
、
栃
谷
二
色
鉱
泉
に
て
真
偽
を
確
か
め
る
も
不
明
な
り
」

又
の
日
記
に

「戦
後
高
畑
氏
阿
佐
谷
の
小
宅
に
来
泊
」

と
あ
る
が
、
こ
ち
ら
の
日
付
は
不
明
で
あ
る
。

発
病
の
年
の
昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
、
高
畑
の
生
活
を
知
る
こ
と
の
で

き
る
三
枚
の
ハ
ガ
キ
が
あ
る
。
宛
名
は
い
ず
れ
も
、
東
京
市
杉
並
区
荻
窪

一
丁

目

一
六
二
、
佐
々
木
隆
で
あ
る
。

佐
々
木
は
旧
制
成
険
高
校
か
ら
東
大
法
学
部
を
卒
業
後
、
警
務
官
と
な
っ
て

全
国
の
勤
務
地
を
転
勤
し
た
が
、
学
生
時
代
よ
り
山
登
り
を
始
め
、
山
小
屋
倶

楽
部
の
委
員
、
昭
和
十
年
頃
に
は
高
尾
山
麓
に
住
ん
で
い
た
佐
藤
文
男

（註
８
）

の
主
催
す
る

「奥
高
尾
山
岳
会
」
の
主
カ
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
佐
々
木
は
高

力
同
様
し
ば
し
ば
栃
谷
で
生
活
し
て
い
た
高
畑
の
も
と
に
訪
れ
て
い
る
。

佐
々
木
宛
の
一
枚
の
ハ
ガ
キ
に
は
札
金
鉱
泉
の
ス
ケ
ッ
チ
と
十
八
年
三
月
の

日
付
の
あ
る
も
の
で
、
他
の
一
枚
の
ハ
ガ
キ
に
は
、
表
に
札
金
鉱
泉
の
ス
ケ
ッ

チ
が
あ
り
、
住
所
は
山
梨
県
南
都
留
郡
禾
生
村
田
野
倉
札
金
鉱
泉
内
と
な
っ
て

い
る
。

こ
の
後
の
高
畑
の
消
息
は
不
明
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
前
記
の
手
紙
に
よ

り
、
昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
以
来
Ｍ
病
院
、
芙
蓉
病
院
に
て
療
養
中
で
あ
っ

た
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
以
前
昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
）
以
来
、
栃
谷
を
引
き

は
ら
っ
た
高
畑
は
市
内
下
目
黒

一
ノ
二
七
寺
村
次
郎
方
に
下
宿
し
て
い
た
こ
と

は
、
高
畑
の
最
後
の
著
書

『山
の
子
供
達
』
の
後
記
か
ら
察
す
る
こ
と
も
出
来

る
。
そ
し
て

一
時
大
利
根
ボ
ー
リ
ン
グ
と
い
う
会
社
へ
勤
務
し
た
こ
と
も
あ
っ

た
ら
し
い
が
性
格
上
そ
れ
も
長
く
続
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
‐

私
が
推
測
で
き
る
こ
と
は
、
札
金
鉱
泉
の
の
ち
の
隠
棲
生
活
は
病
院
生
活
と
　
１



な
り
不
帰
の
旅
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

先
の
高
力
へ
の
便
り
の
四
年
後
、
高
畑
は
高
力
に
手
紙
を
出
し
て
い
る
。
そ

れ
は
昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）
九
月

一
日
付
の
も
の
で

「拝
啓
、
九
月
に
入
り
流
石
に
朝
夕
は
涼
し
く
な
り
ま
し
た
。
す
っ
か
り
御

無
沙
汰
い
た
し
申
し
訳
け
あ
り
ま
せ
ん
が
皆
様
お
健
勝
の
こ
と
と
存
上
げ
て

お
り
ま
す
。
私
こ
と
五
月
下
旬
か
ら
右
肺
や
や
悪
化
い
た
し
て
か
、
加
え
て

下
痢
腹
痛
つ
づ
き
の
た
め
、
す
っ
か
り
痩
せ
衰
え
、
日
下
尚
ほ
蚊
帳
の
上
げ

下
ろ
し
や
、
大
小
便
の
始
末
は
ベ
ッ
ト
の
上
で
処
置
し
て
貰
っ
て
い
ま
す
。

然
し
、
主
治
医
の
話
で
は
あ
と

一
週
間
も
す
れ
ば
洗
面
所
く
ら
い
ま
で
は
往

復
歩
け
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
の
こ
と
で
す
。

さ
て
、　
一
月
末
及
び
四
月
末
に
は
御
多
忙
中
を
見
舞
金
や
珍
し
品
々
を

持
っ
て
は
る
ば
る
御
来
訪
下
さ
れ
洵
に
有
難
く
後
馳
せ
な
が
ら
あ
ら
た
め
て

専
心
御
礼
申
上
げ
ま
す
。
尚
ほ
御
親
切
に
甘
え
申
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
急

に
是
非
と
も
入
用
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
金
五
百
円
恩
借
仕
り
度
く
伏

し
て
お
願
い
申
上
げ
ま
す
が
、柾
げ
て
お
承
諾
下
さ
ら
ば
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。

尚
ほ
、
九
月
十
日
頃
ま
で
に
是
非
と
も
必
要
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
不
二

★
尚
ほ
、
お
承
諾
下
ら
ば
、
御
足
労
わ
ず
ら
わ
す
ま
で
も
な
く
、
手
紙
に
封

中
で
御
送
金
下
さ
れ
た
く
、
く
わ
し
く
は
後
日
御
報
申
上
ま
す
。」

星
印
以
下
の
文
章
は
手
紙
の
欄
外
に
書
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
応
え
て
高
力
は
九
月
三
日
付
現
金
書
留
に
し
て
千
円
を
送
金
し
て
い

る
。九

月
五
日
に
は
高
畑
よ
り
高
力
宛
、
現
金
が
三
日
に
と
ど
い
た
旨
の
礼
状
が

あ
り
、
九
月
四
日
更
に
金
策
無
心
の
手
紙
が
と
ど
く
。
そ
の
時
の
手
紙
で
あ
る

が
少
し
長
い
が
全
文
を
記
載
し
て
み
る
。

「高
力
幸
太
郎
様
　
九
月
四
日
夕
、
芙
蓉
病
院
十
号
室
に
て
　
高
畑
棟
材
拝

『現
金
書
留
』
一
通
、本
日
正
午
頃
、看
ゴ
婦
長
み
づ
か
ら
私
の
と
こ
ろ
に
持
っ
　

１５

て
来
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
上
も
な
い
御
迷
惑
な
御
願
ひ
に
も
拘
ら
ず
、
か

え
っ
て
多
額
の
現
金
を
お
贈
り
下
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
恐
縮
い
た
す
と
同
時
に
、

た
だ
た
だ
感
泣
あ
る
の
み
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ほ
ん
と
に
、
ほ
ん
と
に
有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
上
ま
す
。
実
は
、
こ
の
際
、
ど
う
低
く
見
積

も
っ
て
も
三
千
円
位
は
絶
対
に
必
要
な
の
で
、
先
月
三
十
日
、
当
病
院
の
所

主

（経
営
者
）
か
ら
、
我
々
、
十
号
の
全
患
者

（私
を
入
れ
て
八
名
）
に
強

請
的

（？
）
退
院
命
令
が
出
た
か
ら
な
の
で
す
。
私
の
よ
う
に
気
の
小
さ
い

男
―
老
人
は
、
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
夜
も
様
々
寝
も
や
ら
ず
、
金
策
の

こ
と
で
苦
慮
煩
問
い
た
し
ま
し
た
。
近
日
御
来
訪
下
さ
る
と
の
こ
と
、
ほ
ん

と
に
、
首
を
長
く
し
て
お
待
し
て
お
り
ま
す
。
で
は
、
我
々
に
退
院
命
令
の

出
た
い
き
さ
つ
を
、
ザ
ッ
と
申
上
げ
ま
し
ょ
う
。
新
聞
や
ラ
ジ
オ
で
既
に
御

承
知
の
通
り
、
来
ル
十
月

一
日
か
ら
、
小
病
院
、
診
療
所
、
街
の
開
業
医
等

は
、
す
べ
て
乙
種
に
な
り
ま
す
。
芙
蓉
病
院
も
乙
種
に
決
定
し
た
た
め
、
健

保
患
者
も
、
私
の
よ
う
な
生
活
保
ゴ
法
に
よ
る
医
療
患
者
も
、
す
べ
て

一
様

に
、
今
迄
は

一
日

一
一
六
円
の
食
費
が
十

一
月

一
日
か
ら

一
日
八
〇
円
に
低

下
し
、
今
迄
の
投
薬
も
回
数
が
減
り
且
つ
所
謂

『高
貴
薬
』
は
、
欲
し
け
れ

ば
、
そ
の
患
者
が
自
分
の
フ
ト
コ
ロ
か
ら
金
を
出
し
て
、
買
は
な
け
れ
ば
、

な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
あ
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
十
号
室

八
名
中
、
他
の
人

（患
者
）
は
未
だ
踏
ん
切
り
が
つ
か
ず
、
そ
の
去
就
に
迷
っ

て
お
る
よ
う
で
す
が
、
私
は
平
素
、
院
長

・
主
治
医

・
看
ゴ
婦
長
や
所
主
の

云
う
こ
と
を
、
よ
く
聞
い
て
、
お
と
な
し
く

（？
）
治
療
専

一
に
努
め
て
居

た
せ
い
か

（？
）
所
主
の
ア
ッ
セ
ン
で
、
所
主
と
気
の
合
う
良
友
が
経
営
し



行雲とともに一高畑棟材伝一

て
ゐ
る
と
い
う
、
世
田
谷
区
内
の
千
歳
船
橋
駅

（高
井
戸
線
？
）
近
く
に
在

る
、
庭
広
く
、
ご
く
静
か
な
環
境
の

『有
隣
病
院
』
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
教

の
系
統
の
病
院
へ
転
院
出
来
る
よ
う
手
続
き
し
て
く
れ
た
の
で
、
今
月
末
、

こ
こ

（芙
蓉
）
を
退
院
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
同
院
に
、
約
半
ヶ

年
入
院
し
た
、
（当
院
か
ら
行
っ
た
婦
人
患
者
）
人
の
話
を
、
寝
堀
り
葉
ほ

り
聞
い
て
み
ま
し
た
ら

（現
在
、
戻
っ
て
来
て
十

一
号
室
に
居
る
人
で
す
）

一
日
三
食
の
食
膳
に
の
ぼ
る
主
食

ｏ
副
食
類
は
い
つ
も
御
馳
走
づ
く
め
で
、

恐
ら
く
東
京

一
の
完
全
給
食
だ
ろ
う
と
の
こ
と
。
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
関
係

の
た
め
、
時
々
、
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
バ
タ
ー

（
マ
ー
ガ
リ
ン
で
は
な
い
…
…
）

半
封

（
一
人
宛
て
）
や
ア
チ
ラ
製
の
牛
缶
そ
の
他
に
有
り
つ
け
る
そ
う
で
す

が
、
勿
論
、
臨
時
特
配
で
す
か
ら
、
そ
の
た
め
に
三
食
の
御
馳
走
の
質
を

下
げ
る
よ
う
な
ケ
チ
な
こ
と
は
し
な
い
さ
う
で
す
。

唯
、
残
念
な
こ
と
は
、
「有
隣
』
に
入
院
す
る
に
は
、
夜
具
類

・
衣
類

・
身

の
廻
り
品
等
は
全
部
、
入
院
す
る
患
者
が
持
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
で
す
。
私
な
ど
、
全
部
、
芙
蓉
病
院
の
備
品
を
使
っ
て
ゐ
る
者

（点
数

の
多
少
に
拘
ら
ず

一
ヶ
月
の
借
り
賃

一
〇
〇
円
で
す
。
こ
れ
と
洗
濯
代
毎
月

一
〇
〇
円
、
こ
の
合
計
二
〇
〇
円
を
毎
月
、
福
祉
事
ム
所
か
ら
頂
い
て
ゐ
る

六
四
〇
円
か
ら
、
容
赦
な
く
差
引
か
れ
実
際
の
毎
月
の
手
取
り
扶
助
料
は
、

四
四
〇
円
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
情
け
な
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
…

…
そ
の
転
院
に
際
し
て
の
、
い
ろ
い
ろ
の
細
か
い
買
物

（例
え
ば
飯
茶
碗

・

箸
―
箸
箱

ｏ
夜
具
代
用
の
毛
布
及
ビ
敷
布
類

ｏ
荷
造
用
の
細
引
紐

ｏ
千
物
挟

ミ
ｅ
ｔ
ｃ
の
概
算
ザ
ッ
ト
三
千
四
、
五
百
円
―
）
。
御
好
意
に
甘
え
、
も
う

一
千
円
也
を
恩
借
出
来
ま
す
れ
ば
、
貴
兄
御
好
意
の
二
千
円
十
九
月
分
の
扶

助
料
手
取
四
四
〇
円
―
合
計
二
四
四
〇
円
で
、
あ
と
の
不
足
分
は
持
参
す
る

品
を
極
度
に
切
り
詰
め
て
、
こ
の
二
四
四
〇
円
の
ハ
ン
イ
内
で
買
整
え
る
つ

も
り
で
す
。
再
三
再
四
の
ま
こ
と
に
図
々
し
い
お
願
い
で
す
が
、
こ
れ
を
貴

兄
に
対
す
る
私
の
最
后
の
御
願
ひ
だ
と
、
御
寛
大
な
お
心
も
て
お
聞
入
れ
下

ら
ば
、
私
終
生
の
最
も
得
難
く
有
難
い
御
好
意
と
深
く
肝
に
命
じ
て
、
尚

一

層
静
養

・
治
療
に
専
心
い
た
す
こ
と
を
御
誓
申
上
げ
ま
す
。
以
上

乱
文
呉
々
も
お
ゆ
る
し
下
さ
い
。」

長
い
高
畑
の
手
紙
の
全
文
引
用
し
た
が
、
こ
の
切
実
な
手
紙
を
要
約
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
血
の
出
る
よ
う
な
高
畑
の
要
望
に
対
し
高
力

は
誠
心
誠
意
応
え
て
い
る
の
に
は
頭
の
下
る
思
い
で
あ
る
。

九
月
六
日
、
高
力
は
高
畑
を
芙
蓉
病
院
に
見
舞
う
。
そ
の
時
高
畑
は
高
力
に
、

佐
藤
ナ
ツ
と
の
間
に
生
れ
た
女
子
敦
子
と
対
面
し
た
い
と
の
希
望
を
伝
え
る
。

し
か
し
、高
畑
の
病
状
は
悪
化
を
た
ど
る
。高
畑
の
臨
終
に
間
に
合
わ
な
か
っ

た
が
、
死
の
床
に
か
け
つ
け
た
の
は
、
高
力
幸
太
郎
、
大
田
夫
妻

（敦
子
）
、

滝
キ
ヨ
、
大
木
政
次
郎
達
で
あ
っ
た
。

遺
体
は
生
活
保
護
を
う
け
て
い
た
の
で
、
保
護
法
の
指
定
に
よ
り
解
剖
の
た

め
同
日
中
に
、
御
茶
の
水
に
あ
る
順
天
堂
大
学
へ
移
送
さ
れ
た
。

高
力
は
高
畑
に
つ
い
て
詳
細
な
メ
モ
を
残
し
て
い
る
。

「九

ｏ
九
　
芙
蓉
病
院
よ
り
電
話
、
高
畑
氏
逝
去
の
報
あ
り
、
滝
氏
へ
電
報

及
び
電
話
令
嬢
太
田
敦
子
氏
に
来
院
方
要
請
、
夕
刻
太
田
夫
妻
来
院
死
の
対

面九

・
　

　

山
と
漢
谷
社
、
新
ハ
イ
キ
ン
グ
社
、
朋
文
堂
へ
高
畑
氏
逝
去
の

旨
通
報

九

・
一
四
　
栃
谷
二
色
鉱
泉
へ
行
き
高
畑
氏
の
塑
像
を
受
取
る
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九

ｏ
二

一　
大
田
敦
子
氏
来
宅
、
塑
像
引
取
り
承
諾

一
一
・
　

新
ハ
イ
キ
ン
グ
誌
の
死
亡
記
事
掲
載

三
四

・
八

ｏ
三
〇
　
川
越
市
太
田
敦
子
氏
に
塑
像
寄
贈
に
赴
く

（同
行
元
沢

正
明
等
）」

高
畑
死
亡
時
、高
力
幸
太
郎
は
手
帳
に
高
畑
の
デ
ス
マ
ス
ク
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
。

「明
三
〇

・
一
〇

・
一
四
生
満
六
〇
才
　
三
三

・
九

・
九
　
一
二

・
三
〇
高
畑

棟
材
氏
デ
ス
マ
ス
ク
」
と
手
帳
の
右
隅
に
記
し
て
い
る
。

高
畑
棟
材
の
逝
去
の
も
よ
う
は
、高
力
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
た
。

何
は
と
も
あ
れ
著
書
を
通
し
て
私
に
と
っ
て
高
畑
は
私
の
師
で
あ
っ
た
。
も
っ

と
も
師
弟
と
い
う
、
現
在
で
は
俗
に
お
ち
て
し
ま
っ
た
言
葉
の
範
囲
の
内
に
、

高
畑
と
の
関
係
を
お
く
こ
と
を
私
は
好
ま
な
い
。

高
畑
の
生
前
は
、
特
に
生
涯
の
後
半
は
霧
の
中
に
か
く
さ
れ
て
い
た
が
、
大

正
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
そ
れ
も
昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）
の
死
に
至

る
ま
で
、
高
力
を
は
じ
め
多
数
の
人
々
の
協
力
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
の
生
涯
に
於
て
高
畑
ほ
ど
毀
誉
褒
貶
の
あ
っ
た
岳
人
は
他
に
な
い
。
以
下
順

を
追
っ
て
そ
の
事
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

『新
ハ
イ
キ
ン
グ
』
（註
９
）
誌
に
高
力
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
。

「高
畑
さ
ん
の
死
　
本
誌
第
四
十
九
号
の
佐
々
木
隆
さ
ん
の
記
事
中
に
高
畑

棟
材
さ
ん
の
事
が
載
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
高
畑
さ
ん
は
今
年
の
九
月
九

日
に
さ
る
病
院
で
六
十
年
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。

『山
を
行
く
』
、
「行
雲
と
と
も
に
』
、
「東
京
附
近
の
山
々
』
（河
田
禎
さ
ん
と

の
労
作
）
、
『山
麓
通
信
』
、
『山
の
子
供
達
』
な
ど
の
好
著
で
山
好
き
の
人
達

に
な
じ
み
深
か
っ
た
高
畑
さ
ん
も
、
戦
後
杏
と
し
て
消
息
を
絶
っ
て
い
ま
し

た
。
本
年
に
入
っ
て
、
療
養
生
活
に
身
寄
も
な
い
淋
し
い
痩
躯
を
病
床
に
横

た
え
て
い
る
の
を
見
舞
い
ま
し
た
が
、
最
近
、
三
十
年
も
永
い
問
義
絶
し
て
　
１５

い
る
娘
さ
ん
に
是
非
会
い
た
い
と
聞
い
て
、そ
の
手
配
を
し
て
い
る
う
ち
に
、

と
う
と
う
間
に
合
わ
ず
娘
さ
ん
と
痛
恨
極
り
な
い
涙
の
対
面
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

高
畑
さ
ん
は
死
に
ま
し
た
が
、
残
さ
れ
た
著
述
を
通
じ
て
そ
の
好
い
人
柄

に
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
高
畑
さ
ん
を
知
る
我
々
の
心
の
中
に
永
遠
の

山
と
共
に
常
に
生
き
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

高
畑
さ
ん
が
い
か
に
山
を
愛
し
て
い
た
か
、
最
近
病
床
に
あ
っ
て
私
に
示

さ
れ
た
短
歌
に
次
の
一
首
が
あ
り
ま
す
。

○
木
曽
小
舎
の
窓
ゆ
流
る
る
乙
女
ら
の
聖
き
歌
声
谷
に
こ
だ
ま
す
。

（高
力
幸
太
郎
）」

（註
１
）
神
谷
量
平
は
、
故
神
谷
恭
の
長
男
。
亡
父
宛
の
高
畑
か
ら
の
手
紙
類
を
見
せ

て
い
た
だ
い
た
。
神
谷
恭
、
山
崎
金
次
郎
、
野
口
末
延
、
鶴
岡
元
之
助
、
松
本
熊
次
郎

の
諸
氏
は
霧
の
旅
会
の
会
員
で
あ
っ
た
。

（註
２
）
『世
界
山
岳
百
科
事
典
」
（山
と
漢
谷
社
　
一
九
七

一
年
七
月
刊
）
、
「高
畑
棟
材
」

の
項
は
斉
藤

一
男
執
筆
。

（註
３
）
瓜
生
卓
造

（
一
九
二
〇
～

一
九
八
三
）

「日
本
山
岳
文
学
史
」
は
昭
和
五
十

四
年

（
一
九
七
九
）
東
京
新
聞
出
版
局
刊
。

（註
４
）
河
田
禎

（
一
八
九
〇
～

一
九
七

一
）

父
は
明
治
期
の
地
理
学
者
河
田
熊
、
主

著
に

「
一
日
二
日
山
の
旅
」
。
多
数
の
著
書
が
あ
る
。
霧
の
旅
会
会
員
。

（註
５
）
木
暮
理
太
郎

（
一
八
七
三
～

一
九
四
四
）

昭
和
十
年

（
一
九
二
五
）
十
二
月

日
本
山
岳
会
三
代
目
の
会
長
に
な
っ
た
。
著
書
に

「山
の
憶
ひ
出
」
上
下
巻

（龍
星
閣
）



が
あ
る
。

（註
６
）
高
野
鷹
蔵

（
一
八
八
四
～

一
九
六
四
）

明
治
三
十
八
年

（
一
九
〇
五
）
日
本

山
岳
会
創
立
発
起
人
の
一
人
。
「高
山
深
谷
』
の
編
集
な
ど
担
当
。
山
岳
写
真
の
名
手
。

著
書
に

「蝶
類
名
稀
類
纂
』
が
あ
る
。
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員
。

（註
７
）
高
力
幸
太
郎

（
一
九
〇
三
～

一
九
九
三
）

著
書
に

『み
な
か
み
』
自
家
版
が

あ
る
。
高
畑
の
ハ
ガ
キ
、
手
紙
類
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（註
８
）
佐
藤
文
男

（
一
九
〇
八
～
）

医
師
、
堅
香
子
歌
会
主
催
。
短
い
時
期
で
あ
っ

た
が

「奥
高
尾
山
岳
会
」
を
主
催
し
た
。

（註
９
）
『新
ハ
イ
キ
ン
グ
』
昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）
十

一
月
五
十
二
号
。

霧
藻

会
の
こ
と

高
畑
棟
材
が
二
十
代
か
ら
三
十
代
に
活
動
し
た

「霧
藻
会
」
の
こ
と
に
つ
い

て
記
し
て
み
る
。

こ
の
会
は
安
田
財
閥
系
の
諸
会
社
の
社
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
『霧

藻
』
は
霧
藻
山
岳
会
の
会
報
で
あ
る
。
創
刊
号
に
会
員
名
簿
が
あ
り
そ
れ
に
よ

る
と
会
員
数
は
、
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
十

一
月
二
十
日
現
在
四
十
八
名
で

あ
っ
た
。
内
訳
は
安
田
保
善
社
か
ら
十
名
、
安
田
銀
行

（現
在
の
富
士
銀
行
）

か
ら
三
十
四
名
、
日
本
書
夜
銀
行
か
ら

一
名
、
帝
国
海
上
火
災
保
険
会
社
か
ら

二
名
、
知
恵
乃
輪
倶
楽
部
か
ら

一
名
、
そ
れ
に
書
籍
業
の
新
島
章
男
と
高
畑
棟

材
が
加
わ
っ
て
い
る
。

霧
藻
会
会
報
に
よ
る
と
、
大
正
十
四
年

（
一
九
二
五
）
三
月
十

一
日
、
加
藤

清
直
、
松
村
高
、
村
形
吉
宙
、
丸
山
東
美
男
、
今
井
四
郎
、
宮
本
昌
、
高
畑
棟

材
の
七
名
に
よ
っ
て
山
岳
会
組
織
に
つ
い
て
協
議
が
さ
れ
、
つ
い
で
同
年
五
月

二
十

一
日
の
小
集
会
で
安
田
銀
行
か
ら
高
畑
棟
材
、
松
村
高
、
安
田
保
善
社
か

ら
村
形
吉
宙
、
宮
本
昌
の
四
名
が
幹
事
に
選
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
会
報
第

一
号

に
今
井
四
郎
、
加
藤
清
直
、
高
畑
棟
材
、
村
形
吉
宙
、
九
山
東
美
男
、
佐
藤
栄

の
六
名
が
発
起
人
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。

幹
事
と
し
て
選
出
さ
れ
た
高
畑
が
創
刊
号
に
於
て
別
格
の
取
り
扱
い
が
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
理
由
は
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
安
田
銀
行
を
病
気
の
た
め
退

職
し
た
か
ら
で
、
以
後
準
会
員
と
し
て
霧
藻
会
の
運
営
に
参
加
し
て
ゆ
ぐ
、
高

畑
の
幹
事
辞
任
の
あ
と
佐
藤
栄
と
丸
山
東
美
男
の
二
名
が
幹
事
と
な
っ
た
。
し

か
し
会
報
の
編
輯
に
つ
い
て
は
高
畑
に

一
任
さ
れ
て
い
る
。

『霧
藻
』
創
刊
号
の
発
行
は
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
十
二
月
十
五
日
で
、

美
濃
半
紙
二
枚
折
り
つ
づ
り
の
ガ
リ
版
、
一
四
四
頁
に
わ
た
る
大
冊
で
あ
っ
た
。

本
欄
に
は
木
暮
理
太
郎
の
「秩
父
の
お
も
ひ
で
」
、
田
部
重
治
の
「奥
秩
父
の
秋
」

の
他
会
員
多
数
の
紀
行
文
で
う
ず
ま
っ
て
い
る
。
高
畑
は

「秩
父
雑
詠
」
「黒
瀧

山

（旅
の
手
帳
よ
り
）」
「武
尊
山
」
の
三
篇
を
寄
稿
し
て
い
る
。

編
輯
後
記
の
中
で
高
畑
は
、

「最
も
意
義
あ
る
、
そ
し
て
ま
た
最
も
む
づ
か
し
い
創
刊
号
の
編
輯
を
、
昨

秋
退
行
と
同
時
に
本
会
の
幹
事
を
辞
任
し
た
、
い
は
ば
只
の
一
会
員
に
過
ぎ

ぬ
自
分
に
負
は
さ
れ
た
時
に
は

一
寸
当
惑
し
た
が
、
自
分
も
発
起
人
の
片
ッ

端
と
し
て
無
碍
に
も
断
り
兼
ね
、
土見
に
不
肖
僣
越
乍
ら
と
云
う
こ
と
に
な
っ

て
了
っ
た
の
で
あ
る
。

―
中
略
―
‐

我
等
が
霧
藻
創
刊
号
の
篤
め
に
豫
々
お
願
ひ
し
て
あ
っ
た
木
暮
、
田
部
両

氏
の
寄
稿
並
び
に
茨
木
画
伯
の
描
画
執
筆
の
件
は
、
非
常
な
御
多
忙
中
に
も

拘
は
ら
ず
執
れ
も
快
諾
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
三
氏
の
御
好
意
に
依
り
、

我
々
の
此
の
小
さ
い
一
機
関
誌
が
、
表
紙
及
び
巻
頭
を
堂
々
と
飾
り
得
た
事

行雲とともに一高畑棟材伝一
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は
全
く
感
謝
に
堪
え
ぬ
次
第
で
あ
る
。」

と
記
し
て
い
る
。

創
刊
号
に
木
暮
、
田
部
の
寄
稿
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
高
畑
個
人
の

努
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
本
人
も
そ
の
事
を
意
識
し
て
の

編
輯
後
記
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

『霧
藻
』
第
二
号
は
昭
和
四
年

（
一
九
二
九
）
十
二
月
二
十
八
日
に
発
行
さ

れ
た
。
総
頁
数
は

一
一
一
頁
、
体
裁
は
創
刊
号
と
同
じ
で
、
表
紙
は
安
田
銀
行

員
で
あ
り
画
家
の
富
田
通
雄
が
担
当
し
て
い
る
。
高
畑
は
本
欄
に

「富
士
五
湖

と
裾
野
め
ぐ
り
」
、
雑
録
に

「仙
元
峠

・
蕎
麦
粒
山

・
川
乗
山
」
「大
丹
波
川
の

漢
谷
美
」
を
発
表
し
た
。

会
報
欄
に
霧
藻
会
主
催
の
「富
田
通
雄
氏
水
彩
画
個
人
展
」
が
昭
和
四
年

（
一

九
二
九
）
十
月
あ
っ
た
事
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
発
起
人
の
一
人
、
丸
山
東
美

男
も
よ
く
画
を
え
が
く
人
で
、
二
人
は
の
ち
高
畑

。
河
田
禎
共
著
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
の
挿
し
画
を
え
が
い
て
い
る
。
又
昭
和
六
年

（
一
九
三

一
）
に
富
田

・

丸
山
共
著
の

『山
の
ス
ケ
ッ
チ
』
が
朋
文
堂
よ
り
発
行
さ
れ
た
。

『霧
藻
』

。
第
三
号
は
昭
和
五
年

（
一
九
三
〇
）
十
二
月
二
十
日
発
行
。
表
紙

は
富
田
通
雄
が
担
当
し
て
い
る
。
本
欄
に
は
田
部
重
治
の

「登
山
の
意
義
」
、

田
中
冬
二
の
詩

「雪
に
埋
れ
た
山
の
温
泉
場
」
「青
根
温
泉
」
が
、
高
畑
は

「
し

ら
く
ち
」
と

「山
を
愛
す
る
と
い
ふ
こ
と
」
と
い
う
歳
言
を
の
せ
て
い
る
。
そ

の
一
つ

「山
を
愛
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
結
局
、
自
分
自
身
が
山
に
愛
さ
れ
る
と
い

ふ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」

が
あ
っ
た
。

昭
和
五
年

（
一
九
三
〇
）
六
月
十
五
日
、
高
畑
の
初
め
て
の
著
書

『山
を
行

く
』
が
朋
文
堂
よ
り
出
版
さ
れ
た
。

高
畑
は

「霧
藻
』
第
三
号
の
編
輯
を
最
後
に
編
輯
の
役
を
お
り
る
。
そ
の
編
　
１５

輯
後
記
は

「…
…
近
頃
の
登
山
界
は
念
々
多
事
と
相
成
り
ま
し
た
。
懲
ふ
し
た
折
柄
に

私
ご
と
き
奮
派
に
属
す
る
か
と
想
は
れ
る
人
間
が
、
刻
下
の
時
世
を
洞
察
す

る
の
明
な
く
、
何
時
迄
も
我
が

『霧
藻
』
誌
の
編
輯
に
携
っ
て
居
る
と
言
ふ

こ
と
は

「霧
藻
』
誌
発
展
の
上
か
ら
観
て
も
惟
に
能
の
無
い
話
ゆ
え
、
本
琥

の
編
輯
を
最
後
と
し
て
潔
く
勇
退
す
る
こ
と
に
決
心
致
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ

私
の
意
の
存
す
る
と
こ
ろ
を
諒
と
せ
ら
れ
た
く
糞
ふ
。

筆
を
欄
く
に
あ
た
り
、
ま
た
本
誌
の
編
輯
か
ら
身
を
退
く
に
あ
た
り
、
謹

ん
で
会
員
諸
兄
の
健
康
を
祈
り
併
せ
て
長
い
あ
ひ
だ
の
御
厚
情
を
只
管
感
謝

致
し
ま
す
。」

と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
年
の
一
月
高
畑
の
所
属
し
て
い
た

「霧
の
旅
」
会
の
幹

事
に
推
挙
さ
れ
、
昭
和
六
年

（
一
九
三

一
）
に
発
行
を
予
定
し
て
い
る
雑
誌

『山

小
屋
』
の
準
備
に
忙
殺
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

高
畑
棟
材
編
輯
主
任
と
な
っ
た

「山
小
屋
』
は

「山
と
漢
谷
』
に
対
す
る
ラ

イ
バ
ル
誌
と
し
て
多
く
の
読
者
を
集
め
た
。
時
に
高
畑
三
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

高
畑
の
著
書
及
雑
誌

「山
小
屋
』
の
発
行
者
で
あ
る
新
島
章
男
の
こ
と
を
記

し
て
み
る
。

新
島
章
男

（本
名
文
男
）
は
、
九
州
大
分
県
森
町
に
明
治
三
十

一
年

（
一
八

九
八
）
父
紋
之
助
、
母
ソ
子
の
間
に
生
れ
た
。
十
代
の
後
半
上
京
し
教
科
書
の

出
版
元
で
あ
る
金
港
堂
に
勤
務
、
二
十

一
歳
の
時
麹
町
区
大
手
町
に
あ
っ
た
永

楽
ビ
ル
内
に
書
籍
、
雑
誌
等
の
取
り
次
ぎ
販
売
業
を
は
じ
め
た
。
近
く
に
あ
っ

た
安
田
銀
行
の
山
好
き
の
人
達
と
の
交
際
が
始
ま
り
、
霧
藻
会
会
員
と
な
り
高



行雲とともに一高畑棟材伝一

畑
の

「山
を
行
く
』
を
発
行
し
、
山
の
出
版
社
朋
文
堂
と
し
て
の
地
位
を
固
め
、

昭
和
六
年

（
一
九
三

一
）
高
畑
を
編
輯
主
任
に
迎
え
、
山
岳
雑
誌

『山
小
屋
』

を
発
行
し
た
。

次
い
で
「ケ
ル
ン
』
『山
と
高
原
』
を
発
行
し
、
高
畑
の
著
書
で
は
高
畑
の
『山

を
行
く
』
の
他
に

「行
雲
と
と
も
に
』
『山
の
子
供
達
』
、
河
野
齢
蔵

『現
色
日

本
高
山
植
物
図
説
』
、
高
畑

。
河
田
共
著
の

『東
京
附
近
の
山
々
』
『奥
秩
父
と

其
附
近
』
、
原
全
教
の

『奥
秩
父
』
、
尾
崎
喜
八

『旅
と
滞
在
』
等
々
昭
和
五
年

（
一
九
三
〇
）
か
ら
昭
和
八
年

（
一
九
三
四
）
の
間
に
約
十
七
点
の
山
岳
書
を

出
版
し
た
。
時
に

『山
を
行
く
」
、
及
び
高
畑

・
河
田
共
著
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

は
多
く
の
版
を
重
ね
洛
陽
の
紙
価
を
高
か
ら
し
め
た
。

新
島
の
出
生
地
の
地
誌
で
あ
る
唐
橋
世
済

『豊
後
國
志
』
、
渡
邊
重
春

『豊

前
志
』
の
出
版
は
、出
版
人
と
し
て
の
新
島
の
理
想
と
見
識
を
示
す
事
業
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
四
十
年

（
一
九
六
五
）
六
十
五
歳
で
死
去
す
る
ま
で

一
途
に
山
の
本
の
出
版
を
行
い
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
日
本
の
山
岳
界
に
貢
献

し
た
こ
と
は
大
で
あ
る
と
同
時
に
、
山
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に

一
つ
の
ス
タ
イ
ル

と
方
向
を
示
し
た
功
績
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
等
の
出
版
著
書
を

通
じ
て
私
達
低
山
派
に
と
っ
て
は
、
忘
れ
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
出
版
社
で

あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

高
畑
と
新
島
兄
弟

（章
男
と
仁
吉
）
と
の
山
行
に
つ
い
て
は

『山
を
行
く
』

の
中
の

「初
夏
の
両
神
山
」
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
晩
年
の
新
島
は
山
登
り
よ

り
、
渓
流
釣
り
に
興
味
が
移
り
、
昭
和
二
十
年
末
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
、

よ
く
上
高
地
の
梓
川
で
釣
糸
を
た
れ
て
い
る
姿
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

話
が
少
々
は
ず
れ
る
が
、
高
畑
は
前
記
霧
藻
山
岳
会
の
件
に
つ
い
て
畏
友
神

谷
恭
に
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
一
部
は

「…
…
安
田
山
岳
会
は
創
立
四
年
后
の
今
日
に
至
り
そ
ろ
そ
ろ
年

（会
）
報

が
欲
く
な
り
今
回
急
に
具
体
化
し
年
内
に
創
刊
号
発
行
の
予
定
で
ご
ざ
い
ま

す
、
元
よ
り
同
好
者
が
さ
さ
や
か
な
会
費
を
持
寄
っ
て
守
立
て
て
ゐ
る
貧
乏

世
帯
の
事
と
て
活
字
印
刷
の
立
派
や
か
な
も
の
は
出
せ
ず
編
輯
上
の
全
責

任
を
脊
負
さ
れ
た
を
幸
ひ
範
を
霧
の
旅
会
会
報
に
の
っ
と
り
ま
し
た
…
…
。

會
名
を

『
霧
藻
会
』
と
申
す
の
で
誌
名
を

『霧
藻
』
と
い
ふ
事
に
致
し

ま
し
た
。
本
欄
十
餘
篇
の
中
に
は
先
日
御
多
忙
中
特
に
寄
稿
下
さ
れ
た
田
部

さ
ん
の

『秋
の
奥
秩
父
』
と
い
う
な
ご
や
か
な
而
も
未
だ
ど
こ
へ
も
掲
げ
ら

れ
た
事
の
な
い
玉
稿
、
並
び
に
来
る
二
十
日
迄
に
必
ず
下
さ
る
と
い
ふ
木
暮

さ
ん
の
秩
父
に
関
す
る
玉
稿
が
含
ま
れ
て
居
り
ま
す
。
玉
石
混
清
は
同
人
雑

誌
と
し
て
洵
に
脱
れ
ざ
る
所
、
私
も
田
部
さ
ん
の
原
稿
に
励
ま
さ
れ
過
般
人

知
れ
ず
や
っ
て
き
た

『武
尊
山
』
に
関
す
る
拙
稿
を
寄
せ
る
こ
と
に
し
ま
し

た
が
私
の
こ
の
虎
の
子
の
原
稿
は
山
岳
第
二
奥
上
州
号
へ
載
せ
て
頂
く
つ
も

り
の
も
の
で
相
等
長
い
も
の
で
す
が
、
紙
数
制
限
の
た
め
全
く
切
り
詰
め
２５

字
詰
１０
行
の
四
卦
紙

（片
面
）
に
十
五
枚
に
コ
ン
デ
ン
ス
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
『山
岳
』

へ
は
出
し
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
ま
る
で
端
折
っ
て
書
い
て
有

り
ま
す
。
武
田
、
日
高
両
氏
の

『武
尊
』
に
関
す
る
記
文
中
に
見
え
ぬ
□
□

（二
字
不
明
）
が
五
ツ
六
ツ
あ
る
の
が
取
柄
と
云
へ
ば
取
柄
、
就
れ
発
刊
の

節
贈
呈
仕
り
ま
す
故
御
笑
覧
下
さ
れ
度
希
上
ま
す
。
…
…
創
刊
号
は
斯
く
し

て
元
幹
事
現
準
会
員

（客
員
）
な
る
私
が
意
の
儘
に
、
私
と
し
て
は
全
く
の

虎
女
編
輯
を
試
み
て
居
る
の
で
す
か
ら
世
の
中
ハ
面
白
い
も
の
で
す
」
。

こ
の
神
谷
宛
の
手
紙
は
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
十

一
月
十
九
日
の
も
の
で
あ
っ

た
。大

正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
大
小
の
山
岳
会
が
雨
後
の
筍
の
如
く
創
立

157



さ
れ
た
。
早
い
時
期
関
東
に
於
て
は
霧
の
旅
会
、
野
歩
路
会
が
、
大
正
後
半
か

ら
昭
和
初
期
に
鋭
尖
的
な
考
え
を
も
っ
た
Ｒ
ｅ
Ｃ
ｏ
Ｃ
、
登
歩
漢
流
会
、
日
本

登
高
会
、
東
京
山
旅
倶
楽
部
等
が
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
を
標
榜
し
て
活
動
し
た
。

し
か
し
東
京
周
辺
の
低
山
歩
き
を
推
進
し
た
の
は
、
霧
藻
山
岳
会
や
霧
の
旅

会
な
ど
で
あ
っ
て
、
霧
藻
会
は
そ
の
結
末
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
霧
の
旅
会
は

昭
和
十
九
年

（
一
九
四
四
）
最
終
号
を
出
す
ま
で
顕
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
功
績

に
は
偉
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。

『墓

畔

の
草
』
―
佐
藤
ナ
ツ
の
こ
と

高
畑
棟
材
が
高
尾
山
妙
音
谷
に
あ
っ
た
、
佐
藤
旅
館
に
滞
在
し
た
の
は
大
正

三
年

（
一
九

一
四
）
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
棟
材
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。

こ
の
滞
在
に
つ
い
て
は

「東
京
附
近
の
山
々
』
の

「生
藤
山
と
其
附
近
」
の

中
で「大

正
三
年
春
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
脚
気
を
患
っ
て
ゐ
た
私
は
、
武
州
高

尾
妙
音
谷
の
佐
藤
旅
館
で
暫
ら
く
静
養
を
続
け
て
ゐ
た
が
、
脚
の
自
由
が
多

少
よ
く
な
る
と
そ
ろ
そ
ろ
多
摩
丘
陵
の
そ
ぞ
ろ
歩
き
が
し
て
み
た
く
な
り
、

高
尾
附
近
の
丘
陵
や
渓
谷
は
微
に
入
り
細
を
穿
つ
底
の
心
組
み
で
ひ
に
ち
毎

日
歩
き
ま
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。」

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
高
畑
の
生
活
を
み
る
と
、
大
正
五
年

（
一
九

一

六
）
私
立
海
城
中
学
を
卒
業
し
、
同
年
九
月
日
本
山
岳
会
に
入
会
。
大
正
八
年

（
一
九

一
九
）
二
月
第
三
銀
行
に
入
社
し
て
い
る
。

高
畑
は
脚
気
の
た
め
学
校
を
休
学
し
て
佐
藤
旅
館
に
滞
在
し
、
佐
藤
旅
館
主

人
佐
藤
藤
三
郎
の
三
女
ナ
ツ
と
知
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。

高
畑
は
生
涯
独
身
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
入
籍
こ
そ
し
て
い
な

か
っ
た
が
、
妻
と
し
て
め
と
っ
た
女
性
が
い
た
。
即
ち
前
記
の
佐
藤
ナ
ツ
で
二

人
の
間
に
は

一
女
子
が
生
れ
て
い
る
。

高
畑
と
親
友
で
あ
っ
た
と
自
称
す
る
春
日
俊
吉

（註
１
）
は
、
高
畑
の
結
婚

の
こ
と
に
つ
い
て
昭
和
四
十
二
年

（
一
九
六
七
）
五
月

『新
ハ
イ
キ
ン
グ
』

一

三
九
号

「誰
れ
か
故
旧
を
忘
る
べ
き
／
０
＝
高
畑
棟
材
氏
の
巻
＝
」
の
中
で

「…
…
社
会
的
に
も
安
住
の
ユ
ト
リ
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
間
も
な
く
こ

の
ひ
と
は
傍
人
を
驚
か
す
派
手
な

〃恋
愛
″
を
や
っ
た
。
見
事
に
そ
れ
が
成

就
し
た
。
高
畑
夫
人
千
枝
子
さ
ん
、
青
山
学
院
英
文
科
出
身
で
、
某
高
女
の

先
生
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
は

『山
が
と
り
も
つ
ロ
マ
ン
ス
』
と
い
う
と
こ
ろ

，つ
″
　

‥
‥
‥

こ
れ
ま
で
は
、
秀
才
と
淑
女
、
ひ
と
を
羨
ま
せ
る
の
も
良
い
加
減
に
な
さ

い
と
、
半
畳
の
ひ
と
つ
も
あ
び
せ
た
く
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
や
が
て
、

情
景
は

一
変
し
て
わ
が
主
人
公
は
完
全
な
悲
劇
の
登
場
人
物
と
か
わ
る
。
ひ

と
り
可
愛
ら
し
い
童
女
が
、
両
者
に
あ
た
え
ら
れ
た
。
し
か
し
摂
理
の
非
情

な
神
々
が
、
あ
た
か
も
そ
の
代
償
を
強
要
す
る
か
の
ご
と
く
ほ
ど
な
く
夫
人

の
発
病
、
あ
ま
り
に
も
早
か
っ
た
死
、
い
わ
ゆ
る

″奔
馬
性
″
と
櫓
さ
れ
る

胸
部
疾
患
で
、
私
な
ど
は
高
畑
夫
人
病
む
と
聞
き
、
近
く
お
見
舞
い
に
参
上

し
よ
う
と
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
モ
ハ
ヤ
い
け
な
い
と
い
う
報
に
接
し
、
粛

然
と
し
た
。
天
は
、
苛
酷
に
過
ぎ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

―

幸
い
、
千
枝
子
亡
夫
人
の
ご
く
近
し
い
縁
者
が
高
尾
浅
川
の
宿
、
小
仏

関
址
手
前
の
旅
館

″花
屋
″
の
あ
る
じ
に
あ
た
る
。
迎
え
ら
れ
て
、
童
女
は

そ
こ
に
引
き
と
ら
れ
た
。」

と
記
し
て
い
る
が
、
何
を
根
拠
と
し
て
春
日
は
こ
の
文
章
を
作
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

158



行雲とともに―高畑棟材伝―

春
日
俊
吉
は
都
新
聞
の
ス
ポ
ー
ツ
記
者
と
し
て
戦
前
に
活
躍
し
た
。
し
か
し

高
畑
の
結
婚
生
活
に
関
し
て
は
事
実
に
反
し
て
い
る
。
例
え
ば

「本

（註

一
『山
を
行
く
』
）
は
売
れ
る
。
銀
行
の
位
置
も
進
む
。
社
会
的
に

も
安
住
の
ユ
ト
リ
が
生
じ
…
…
」

と
あ
る
が
、
高
畑
が
高
尾
山
麓
の
佐
藤
旅
館
に
滞
在
し
た
の
は
大
正
三
年

（
一

九

一
四
）
十
八
歳
の
頃
で
あ
り
、
『山
を
行
く
』
の
初
版
は
昭
和
五
年

（
一
九

二
〇
）
六
月
の
こ
と
、
又
第
三
銀
行
に
入
行
し
た
の
は
大
正
八
年

（
一
九

一
九
）

二
十
三
歳
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
春
日
の
記
述
は
年
代
的
に
も
は
な
は
だ
し

い
矛
盾
に
み
ち
て
い
る
。

瓜
生
卓
造
は

「日
本
山
岳
文
学
史
』
の
な
か
で
、
低
山
派
の
人
々
と
い
う

一

章
を
も
う
け
、
高
畑
棟
材
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。

「…
…
哲
人
で
あ
り
、
詩
人
で
あ
り
、
晩
年
は
陣
馬
山
麓
の
二
色
鉱
泉
に
隠

棲
し
、
読
書
と
思
索
の
日
々
を
送
っ
た
。
生
涯
独
身
を
通
し
た
。」

と
書
い
て
い
る
。　
一
般
に
は
高
畑
独
身
の
う
わ
さ
が
流
れ
て
い
た
。

高
畑
の
妻
で
あ
っ
た
佐
藤
ナ
ツ
に
つ
い
て
は
、
ナ
ツ
の
兄
弟
、
佐
藤
愛
之
助
、

文
男
、
富
士
達
に
よ
っ
て
編
集
発
刊
さ
れ
た

『墓
畔
の
草
』
が
あ
る
。
昭
和
五

年

（
一
九
三
〇
）
七
月
二
十
二
日
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。
本
の
副
題
は

「佐
藤

夏
子
の
霊
に
さ
さ
ぐ
」
と
あ
り
、
そ
の
要
点
を
引
用
し
て
み
る
。
ま
ず
そ
の
「初

版
序
」
に

「姉
は
僅
か
二
十
七
年
の
短
い
生
涯
で
こ
の
世
を
辞
し
た
。
姉
の
一
生
は

一

面
か
ら
見
れ
ば
い
た
ま
し
い
受
難
の
生
涯
で
あ
っ
た
。
然
し
姉
は
決
し
て
不

幸
で
な
か
っ
た
ろ
う
。
姉
の
晩
年
は
こ
の
受
難
を
超
克
し
た
安
ら
か
な
ほ
ほ

ゑ
み
の
人
で
あ
っ
た
の
で
す
。

私
達
は
い
た
づ
ら
に
追
憶
の
涙
に
溺
る
る
を
止
め
よ
う
。
愛
憎
の
焔
を
踏

み
越
え
踏
み
越
え
真
剣
に
生
き
て
い
っ
た

一
人
の
ひ
と
の
魂
に
か
ぎ
り
な
き

憧
憬
を
捧
げ
る
の
で
あ
る
。」

「墓
畔
の
草
』
の
編
集
者
の
一
人
、
佐
藤
愛
之
助
は

「解
説
」
の
中
で

「―
略
―

こ
の
よ
う
な
静
か
な
夏
子
の
生
活
を
粉
々
に
く
だ
い
た
の
は
、　
一
人
の
青

年
を
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
高
尾
山
に
よ
く
訪
れ
、
泊
ま
っ
て
ゆ
く
青
年
。

高
畑
棟
材
。
こ
の
青
年
は
若
い
時
胸
を
病
み
腺
病
質
の
文
学
青
年
で
あ
っ
た
。

病
弱
の
ゆ
え
も
あ
ろ
う
、
若
人
の
や
る
せ
な
い
思
い
を
山
に
忘
れ
よ
う
と
す

る
。」

と
記
し
、
二
人
の
結
婚
に
つ
い
て

「夏
子
の
父
も
二
人
の
姉
も
胸
を
病
む
青
年
と
の
結
婚
に
は
賛
成
で
な

か
っ
た
。
た
だ
母
の
み
、
夏
子
の
悩
み
を
感
じ
、
棟
材
の
頼
み
も
あ
っ
て
、

母
は
棟
材
を
伴
っ
て
、
結
婚
の
許
し
を
得
よ
う
と
し
て
高
畑
家
を
訪
ね
た
。

し
か
し
高
畑
家
の
返
事
は
つ
め
た
か
っ
た
。」

し
か
し
二
人
は
、
東
京
下
谷
の
団
子
坂
の
ほ
と
り
の
小
さ
な
三
階
に
生
活
の

拠
点
を
求
め
た
。
藍
染
川
の
ほ
と
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
高
畑
は
近
く
の
上
野

図
書
館
に
通
っ
て

「山
を
行
く
』
の
資
料
あ
つ
め
に
日
々
を
お
く
っ
た
。
生
活

費
は
高
畑
の
勤
め
て
い
る
銀
行
か
ら
の
月
給
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
不
足

分
に
つ
い
て
は
佐
藤
家
よ
り
援
助
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。

大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）
六
月
十
七
日
長
女
敦
子
が
生
れ
た
。
父
棟
材
二
十

四
歳
、
母
ナ
ツ
二
十
三
歳
で
あ
っ
た
。
し
か
し
二
人
の
生
活
は
長
く
つ
づ
か
ず
、

病
弱
で
あ
っ
た
夏
子
の
病
状
は
進
み
、
療
養
の
た
め
夏
子
は

一
人
高
尾
山
麓
に

戻
り
死
去
し
た
。
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佐
藤
ナ
ツ

（夏
子
、
奈
都
）
は
、
明
治
三
十

一
年

（
一
八
九
八
）
四
月
十
八

日
東
京
府
南
多
摩
郡
浅
川
村

（現
八
王
子
市
高
尾
町
）
高
尾
山
に
、
父
佐
藤
藤

三
郎
、
母
ト
シ
の
十
二
人
の
子
供
の
う
ち
三
女
と
し
て
出
生
し
、
大
正
十
三
年

（
一
九
二
四
）
六
月
二
十
二
日
高
尾
山
の
生
家
で
没
し
た
。
二
十
六
歳
三
ヶ
月

で
あ
っ
た
。

墓
石
は
高
尾
山
妙
音
谷
の
佐
藤
家
墓
地
に
あ
る
。
「感
徳
軒
普
鏡
妙
観
大
姉
、

大
正
十
三
年
六
月
二
十
二
日
　
俗
名
ナ
ツ
　
行
年
二
十
七
歳
　
高
畑
棟
材
建
之

と
刻
ま
れ
た
墓
碑
が
あ
る
。

『墓
畔
の
草
』
の

「解
説
」
は

「そ
の
後
棟
材
は
高
尾
山
に
ほ
ど
近
い
甲
武
相
の
山
々
の
間
に
あ
る
栃
谷
の

二
色
鉱
泉
に
病
を
養
い
、
陣
馬
山
の
山
頂
小
屋
の
小
屋
番
な
ど
し
な
が
ら
、

雑
誌
に
随
筆
な
ど
寄
稿
、
孤
独
の
生
活
を
つ
づ
け
る
。

二
色
鉱
泉
を
去
っ
た
の
ち
、
棟
材
が
ど
ん
な
生
活
を
送
っ
た
の
か
わ
か
ら

な
い
。
結
核
が
す
す
み
淋
し
い
生
を
終
っ
た
よ
う
で
あ
る
。」

と
記
し
て
い
る
。

少
し
く
ナ
ツ
の
身
辺
に
ふ
れ
て
み
る
。
そ
れ
は
残
さ
れ
た
日
記
で
あ
る
。

「
・
大
正
七
年
二
月
八
日
　
待
ち
に
待
っ
た
懐
か
し
い
友
お
出
遊
す
。
随
分

立
派
に
愛
っ
て
ゐ
ら
し
た
。
思
想
の
高
い
高
尚
な
趣
味
に
富
ん
で
ゐ
ら
っ

し
ゃ
る
夜
更
く
る
も
知
ら
ず
あ
の
き
り
っ
と
緊
っ
た
お
口
元
か
ら
も
れ
給

ふ
、
私
の
好
き
な
色
々
な
お
話
な
ど
伺
ふ
う
ち
、
何
時
し
か
私
の
小
さ
い
心

の
内
は
、
尊
敬
の
念
が
み
ち
て
居
た
。
あ
の
気
高
い
瞳
か
ら
じ
っ
と
見
お
ろ

さ
れ
た
時
、
修
養
浅
い
身
は
、
何
と
な
く
居
辣
む
様
な
感
じ
が
し
た
、
け
れ

ど
け
れ
ど
、
私
は
其
の
瞳
が
何
よ
り
も
懐
か
し
か
っ
た
。

・
大
正
八
年
五
月
十
三
日
　
曇
天
、
寒
き
日
な
り
、
静
か
な
山
な
り
。
た
だ

聞
か
る
る
も
の
は
、
谷
の
流
れ
の
音
の
み
。

静
か
に
針
持
ち
て
も
の
思
へ
ば
、
懐
か
し
日
の
事
ど
も
思
ひ
出
さ
れ
て
た

ま
ら
ず
、
君
懸
し
さ
に
胸
抱
き
て
府
向
く
山
の
少
女
、
高
畑
様
、
高
畑
様
、

お
忘
れ
下
さ
い
ま
す
な
。
山
で
ど
ん
な
に
か
君
慕
っ
て
ゐ
る
少
女
あ
る
を
…

・
大
正
九
年

一
月
十
三
日
　
母
上
上
京
、
力
な
げ
の
母
の
面
ざ
し
に
、
ぎ
く

り
と
胸
痛
む
。
君
よ
り
の
御
文
を
そ
っ
と
手
に
渡
し
、
母
は
黙
っ
て
向
ふ
ヘ

行
か
れ
た
。
罪
の
怖
ろ
し
さ
に
む
せ
び
泣
く
。
罪
を
母
に
詫
び
る
。

―
以
下
略
Ｆ
‐」

『墓
畔
の
草
』
に
は
挽
歌
と
し
て
妙
音
庵
主
作
家
中
里
介
山
の
歌
が
の
っ
て

い
る
。

・
今
日
は
し
も
佐
藤
夏
子
の
一
周
忌
白
百
合
に
似
て
恨
み
あ
る
人

・
去
年
の
今
日
佐
藤
夏
子
は
故
郷
の
山
に
て
死
に
ぬ
年
二
十
七

・
た
ら
ち
ね
の
手
よ
り
う
は
ひ
て
天
上
に
移
し
植
ゑ
た
る
白
百
合
の
花

大
正
十
四
年
六
月
二
十
二
日

高
畑
の
文
章
の
中
に
、夏
子
に
関
す
る
も
の
を
見
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

最
後
の
著
書

『山
の
子
供
達
』
の
中
に
そ
の
片
鱗
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

夏
子
と
別
れ
て
の
ち
の
高
畑
は
、
山
を
漂
々
と
歩
き
、　
一
時
期
陣
場
山
麓
の

二
色
鉱
泉
に
居
を
定
め
て
い
た
事
が
知
ら
れ
て
い
る
。

余
談
に
な
る
が
、
こ
の
頃
佐
藤
旅
館
の
隣
り
に
あ
っ
た
千
年
樫
の
大
木
の
下

の
妙
音
谷
草
庵
に
中
里
介
山
が
住
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
小
説

『大
菩
薩
峠
』
の

執
筆
に
あ
た
っ
て
い
た
。

160



行雲とともに一高畑棟材伝一

随
筆
集

『千
年
樫
の
下
に
て
』
（註
２
）
に
お
さ
め
ら
れ
た

「序
」
に

「高
尾
の
山
の
千
年
樫
の
下
は
忘
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
ど
う
し
て
も
現
は
し

き
れ
な
い
夢
の
や
う
な
ロ
ー
マ
ン
ス
も
人
間
苦
の
観
照
も
あ
っ
た
。」

と
記
し
て
い
る
。
杵
本
田
龍
善
の

「中
里
介
山
伝
』
（註
３
）
は
、
こ
の
序
文

を
左
の
如
く
解
説
し
て
い
る
。

「介
山
が

〃夢
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
ン
ス
″
が
あ
っ
た
と
い
う
言
葉
を
残
し
て

い
る
以
上
、
そ
こ
は
、
は
か
る
こ
と
の
で
き
な
い
男
女
の
間
で
あ
る
、
い
つ

ど
ん
な
こ
と
も
起
き
な
か
っ
た
、
と
は
い
え
な
い
は
ず
、
介
山
の
日
記
の
中

∧
夏
子
さ
ん
が
き
て
い
る
。
夏
子
さ
ん
の
面
影
に
よ
く
接
し
た
の
は
は
じ

め
て
、
美
し
き
人
也
。
∨

∧
夜
、
夏
ち
ゃ
ん
来
り
泣
き
話
。
∨

こ
の
夏
子
さ
ん
は
、
三
女
、
す
で
に
銀
行
員
で
登
山
家
の
Ｔ
氏
と
結
婚
し

て
い
た
が
、
純
粋
な
人
で
、
恋
愛
と
虚
偽
の
な
か
に
悩
み
の
生
活
を
送
る
こ

と
数
年
と
い
わ
れ
る
が
、
大
正
十
三
年
、
二
十
七
歳
で
死
亡
し
て
い
る
。」

こ
の
事
を
考
え
る
と

『墓
畔
の
草
』
に
よ
せ
た
介
山
の
挽
歌
の
意
味
が
わ
か
る

よ
う
な
気
が
す
る．。
そ
し
て
ほ
の
か
な
愛
が
佐
藤
ナ
ツ
に
そ
そ
が
れ
て
い
た
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（註
１
）
春
日
俊
吉

（
一
八
九
七
～

一
九
七
五
）

本
名
伊
藤
照
雄
。
千
葉
県
山
武
郡
豊

岡
町
出
身
。
早
大
英
文
科
卒
、
報
知
、
読
売
新
聞
、
博
文
館
、
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
マ
ガ
ジ

ン
社
等
に
勤
務
。
著
者
に

『日
本
山
岳
遭
難
史
』
（三
省
堂
）
な
ど
が
あ
る
。

（註
２
）
佐
藤
旅
館
の
か
た
わ
ら
に
あ
っ
た
千
年
樫
の
下
の
妙
音
谷
草
庵
に

一
時
期
中

里
介
山
が
住
ん
で
い
て
、
小
説

『大
菩
薩
峠
』
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
い
た
。
随
筆
集

『千

年
樫
の
下
に
て
』
は
昭
和
三
年

（
一
九
二
八
）
二
月
隣
人
之
友
社
刊
。

（註
３
）
杵
本
田
龍
善
著

『中
里
介
山
伝
』
昭
和
四
十
七
年

（
一
九
七
二
）
読
売
新
聞

社
刊
。奥

高
尾
山
岳
会

東
京
府
下
高
尾
山
の
麓
に

「奥
高
尾
山
岳
会
」
が
出
来
た
の
は
、
昭
和
十
年

（
一
九
三
五
）
七
月
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
会
報

『奥
高
尾
』
が
七
月
十
日
に
発

行
さ
れ
た
。
編
集
兼
発
行
人
は
佐
藤
文
男
、
発
行
所
は
東
京
府
多
摩
郡
浅
川
町

高
尾
山
麓
湯
守
ヶ
谷
で
あ
っ
た
。

第

一
号
の

「編
集
後
記
」
で
佐
藤
は

「私
た
ち
は
山
に
対
し
て
は
全
く
の
素
人
で
あ
る
が
、
た
だ
土
地
ッ
子
だ
と

言
ふ
強
身
だ
け
を
ふ
り
か
ざ
し
て
、
勇
敢
に
進
ん
で
行
か
う
と
思
ふ
。

創
刊
号
を
先
づ
高
畑
棟
材
、
松
尾
熊
太
、
小
川
富
五
郎
氏
ら
の
文
章
で
飾

ら
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
、
喜
び
に
た
え
な
い
。
今
後
共
御
支
援
の
程
を
切

に
お
願
ひ
し
て
を
く
。」

と
記
し
て
い
る
。

当
時
高
畑
棟
材
、
河
田
禎
な
ど
の
低
山
指
向
派
の
風
潮
が
よ
う
や
く
青
年
た

ち
の
間
に
広
が
り
始
ま
り
、
学
校
山
岳
部
や

一
般
の
山
岳
会
と
は
別
に
、
地
元

の
利
を
得
た
山
岳
会
の
発
足
を
み
た
の
が
、
「奥
高
尾
山
岳
会
」
で
あ
っ
た
と

一ム
えヽ
ワ０
。

こ
の
様
な
地
元
の
有
志
を
中
心
に
設
立
さ
れ
た
山
岳
会
に
「奥
多
摩
山
岳
会
」

「秦
野
山
岳
会
」
「奥
武
蔵
研
究
会
」
等
々
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ビ
ー
ト

に
於
け
る
研
究
発
表
に
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

『奥
高
尾
』
発
刊
に
あ
た
っ
て
、
低
山
趣
味
の
提
唱
者
の

一
人
で
あ
っ
た
高
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畑
棟
材
が
地
元
に
近
い
、
甲
武
相
の
山
中
の
栃
谷
に
滞
在
し
て
い
た
の
も
、
大

い
に
力
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
創
刊
号
に
高
畑
の
文
章

「回
想
の
奥

高
尾
」
が
掲
載
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
し
、
佐
藤
文
男
に
と
っ
て
、
か
つ
て
の
義
兄
と
い
う
関
係
も
等
閑
に
付
す
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
だ
。

「回
想
の
奥
高
尾
」
の
文
章
の
一
部
を
引
用
し
て
み
る
。

「武
蔵
と
相
模
を
振
り
分
け
て
ゐ
る
奥
高
尾
の
山
々
は
、
私
の
心
の
奥
に
響

え
立
つ
チ
マ
・
エ
テ
ル

（永
遠
の
山
）

へ
の
思
慕
を
培
ひ
育
く
ん
で
く
れ

た
最
初
の
山
々
で
あ
る
。

大
正
四
年
頃
の
秋
だ
っ
た
と
お
も
ふ
。
私
は
Ｋ
ｏ
Ｔ
の
両
兄
と
と
も
に
、

高
尾
の
見
晴
台
か
ら
陣
場
山
へ
、
凄
い
ば
か
り
の
茅
萱
を
掻
き
分
け
な
が
ら

縦
走
し
た
こ
と
が
あ
る
。」

さ
ら
に

「旅
だ
よ
り
」
に
高
畑
の
言
葉
が
の
っ
て
い
る
。

「奥
高
尾
山
岳
会
の
誕
生
を
心
か
ら
御
祝
ひ
申
し
上
ま
す
。
『山
椒
は
小
粒
で

ヒ
リ
リ
と
辛
い
』
の
要
領
で
健
実
に
御
発
展
あ
ら
ん
事
を
切
望
し
ま
す
。
…

…
趣
意
書
を
拝
見
し
ま
す
と

『奥
高
尾
及
び
そ
の
附
近
の
云
々
』
と
あ
り
ま

す
が
此
の

『そ
の
附
近
』
を
広
く
解
釈
し
て

『高
尾
か
ら
見
え
る
山
々
』
を

此
の
範
疇
に
入
れ
て
も
差
問
へ
あ
り
ま
す
ま
い
。
（勿
論
、
こ
れ
は
私
個
人

の
意
見
に
過
ぎ
ま
せ
ん
け
れ
ど
…
…
）
但
し
当
分
の
間
は
高
尾
附
近
の
山
谷

に
重
心
を
置
く
の
は
云
迄
も
な
い
こ
と
で
す
。
（六

・
二
六
陣
場
山
麓
に
て
、

高
畑
棟
材
）
」

こ
の
頃
高
畑
は
東
京
馬
込
村
を
引
き
は
ら
っ
て
栃
谷
の
二
色
鉱
泉
に
移
り
住

ん
だ
。
高
畑
が
陣
場
山
麓
栃
谷
に
隠
栖
し
た
の
は
昭
和
十
年

（
一
九
三
五
）
頃

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
『山
麓
通
信
』
の

「序
に
代
へ
て
」
で

「風
に
追
は
れ
る
浮
雲
の
や
う
に
何
処
と
い
ふ
あ
て
も
な
く
都
会
を
脱
け
出

し
た
私
が
、
武
相
二
國
に
跨
る
陣
場
山
の
麓
、
相
模
國
津
久
井
郡
澤
井
村
の

栃
谷
と
い
ふ
山
問
部
落
に
隠
棲
し
て
か
ら
早
く
も
二
星
霜
を
閲
し
た
。」

と
も
記
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
高
畑
の
放
浪
癖
、
又
生
活
上
の
い
き
づ
ま
り

が
曽
遊
の
地
栃
谷
鉱
泉
に
足
を
向
け
さ
せ
た
。
そ
こ
に
は
心
あ
た
た
か
く
浪
々

の
高
畑
を
迎
え
て
く
れ
る
人
、
大
木
政
次
郎
夫
妻
が
い
た
事
を
忘
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

栃
谷
で
の
生
活
は
、
高
畑
の
生
涯
に
と
っ
て
最
も
充
実
し
た
日
々
の
連
続
で

あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
奥
高
尾
山
岳
会
会
員
と
の
交
友
が
そ
の
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。会
報
に
毎
号
の
よ
う
に
投
稿
し
て
い
る
の
を
見
て
も
わ
か
る
。

『奥
高
尾
』
二
号

「旅
だ
よ
り
」
に
は

「冠
省
、
『奥
高
尾
』
創
刊
号
正
に
入
手
御
礼
申
上
ま
す
。
豫
想
に
違
は
ぬ
立

派
な
編
輯
振
り
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
別
便
で
小
著

『山
を
行
く
』
『行
雲

と
と
も
に
』
（い
づ
れ
も
特
製
本
）
各

一
冊
贈
り
ま
し
た
か
ら
貴
会
の
蔵
書

の
中
に
加
へ
て
下
さ
ら
ば
幸
甚
で
す
。
尚
、
『東
京
附
近
の
山
々
』
『奥
秩
父

と
其
附
近
』
も
寄
贈
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
が
三
冊
と
も
品
切
な
の
で
当
分
送

れ
な
い
の
が
残
念
で
す
。
但
し
前
者
は
近
く
第
二
十
二
版
を
増
刷
し
ま
す
か

ら
当
方
に
著
者
分
が
着
本
し
た
ら
早
速
寄
贈
し
ま
せ
う
。
…
…
不
備

（七

・

二
九

・
陣
馬
山
麓
に
て
　
高
畑
棟
材
）」

「奥
高
尾
』
第
三
号
の
中
で
会
員
島
田
辰
己
は

「栃
谷
を
憶
」
を
発
表
し
て

い
る
。
そ
れ
は

「栃
谷
の
鉱
泉
宿
に
寄
寓
す
る
私
達
の
最
も
よ
き
師
で
あ
り
指
導
者
で
あ
る

高
畑
さ
ん
を
訪
ね
て
そ
し
て
終
に
高
畑
さ
ん
の
へ
だ
て
な
い
好
遇
に
甘
え
て

無
遠
慮
な
振
舞
ひ
を
午
後
二
時
す
ぎ
迄
た
く
ま
し
う
し
た
の
だ
っ
た
。
其
の
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行雲とともに一高畑棟材伝―

時
の
高
畑
さ
ん
や
鉱
泉
宿
の
人
々
の
こ
こ
ろ
よ
い
待
遇
は
、
い
つ
か
私
の
脳

裏
の
底
に
織
り
込
ま
れ
て
忘
れ
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
ゐ
た
。
鉱
泉
宿
の
二

階
に
く
つ
ろ
ひ
で
高
畑
さ
ん
を
中
心
に
山
や
鉛
の
こ
と
、
山
の
写
真
に
就
い

て
、
最
近
の
著
述
に
又
山
女
魚
獲
り
の
興
味
あ
る
話
し
も
な
か
な
か
蓋
き
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
鉱
泉
宿
の
大
木
政
次
郎
さ
ん
も
老
母
も
人
好
し
の
ほ

ん
た
う
に
親
し
み
あ
る
人
で
あ
る
こ
と
も
記
憶
に
ま
ざ
ま
ざ
と
残
さ
れ
て
ゐ

る
…
…
」

「会
員
消
息
」
の
中
に

「東
章
、
島
田
辰
己
、
湯
檜
信
吉
、
佐
藤
文
男
氏
、
八

月
下
旬
、
高
尾
山
―
陣
馬
山
―
栃
谷
鉱
泉
に
高
畑
棟
材
氏
を
訪
問
」
と
あ
り
、

そ
の
時
の
印
象
が
前
出
の
文
章
で
あ
っ
た
。

私
は
、
高
畑
の
顔
長
な
お
で
こ
の
広
い
、
い
う
な
れ
ば
眉
目
秀
麗
な
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
に
高
畑
の
文
章
の
中
に
あ
る
か
げ
り
や
淋
し
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
み

と
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
山
好
き
な
文
学
青
年
達
を
引
き
つ
け
る
魅
力
が

聞
き
上
手
、
た
く
み
な
話
術
の
間
に
あ
っ
た
も
の
と
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

奥
高
尾
山
岳
会
の
青
年
達
が
栃
谷
を
憶
い
、
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
も
直

さ
ず
高
畑
へ
の
思
慕
で
あ
っ
た
の
が
小
さ
な
会
報
面
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
編
輯
後
記
に
も

「今
度
の
山
行
は
栃
谷
に
高
畑
棟
材
氏
を
訪
ね
、　
一
日
ゆ
っ
く
り
す
る
つ
も

り
で
あ
る
。
多
数
御
参
加
を
望
む
。
―
（文
男
）」

と
あ
り
、
創
刊
号
で
約
束
し
た
高
畑
か
ら
の

『東
京
附
近
の
山
々
』
が
送
ら
れ

て
き
た
事
を
報
じ
て
い
る
。

昭
和
十
年

（
一
九
三
五
）
十
月
二
十
日
発
行
の

『奥
高
尾
』
第
四
号
で
佐
藤

文
男
は

「地
方
の
山
岳
会
」
と
い
う
巻
頭
言
を
の
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
奥
多
摩

山
岳
会
の
会
報
に
の
っ
て
い
た
、
大
都
会
に
あ
る
山
岳
会
と
の
相
異
に
つ
い
て

の
な
げ
き
に
対
す
る
地
方
山
岳
会
の
在
り
方
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち

「―
然
し
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
地
方
山
岳
会
の
前
途
を
悲
観
す
る
の
は
早

計
で
あ
る
。
地
方
山
岳
会
に
は
地
方
山
岳
会
に
の
み
許
さ
れ
た
特
色
が
あ
る

べ
き
筈
だ
か
ら
、
こ
の
特
色
を
益
々
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た

地
理
的
欠
陥
は
お
ぎ
な
は
れ
て
余
り
あ
る
も
の
と
思
う
。

と
は
わ
れ
わ
れ
地
方
人
が
生
れ
つ
い
て
か
ら
馴
れ
親
し
ん
だ
郷
土
の
色
を

そ
の
山
岳
会
の
上
に
赤
裸
に
う
ち
出
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
地
方

山
岳
会
の
精
神
的
更
生
が
あ
り
、
将
来
の
発
展
が
あ
る
。

現
代
の
山
岳
会
は
余
り
に
中
央
集
中
的
で
あ
る
。
そ
し
て
今
の
山
を
対
象

と
す
る
、
研
究
な
り
、
紀
行
な
り
、
随
筆
な
り
は
余
り
に
都
会
人
の
平
面
な

一
色
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。今
後
に
来
べ
き
も
の
は
土
臭
い
、

生
活
的
な
、
土
俗
的
な
、
そ
し
て
個
性
的
な
、
も
っ
と
わ
れ
わ
れ
に
直
接
的

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」

と
述
べ
て
い
る
。
会
員
も
地
元
浅
川
町
の
み
な
ら
ず
東
京
市
内
各
区
の
住
人
も

多
く
、
贈
ら
れ
て
く
る
山
岳
会
誌
は

『独
立
樹
』
『か
や
と
』
『霧
の
旅
』
等
が

あ
っ
た
。
そ
し
て
第
四
号
か
ら
高
畑
は

「燒
辺
閑
話
　
栃
の
落
葉
」
を
連
載
し

始
め
る
。

「深
い
秋
雨
の
た
め
に
、
せ
っ
か
く
色
づ
い
た
栃
の
葉
が
、
さ
ら
さ
ら
と
面

白
い
や
う
に
タ
ッ
ペ
（霜
）
で
凍
て
つ
い
た
地
へ
落
ち
る
頃
に
な
る
と
、
人
々

は
嬰
児
が
慈
母
の
懐
を
ま
さ
ぐ
る
や
う
に
園
腫
裏
を
慕
ふ
の
で
あ
る
が
、

落
葉
が
雨
の
や
う
に
佗
し
く
板
屋
打
つ
夜
な
ど
、
栃
谷
部
落
の
人
達
と
取
り

交
は
す
憶
辺
話
ほ
ど
愉
し
い
も
の
は
な
い
。
新
鮮
な
木
の
実
を
差
上
げ
る
心

構
へ
で
姦
に
拾
い
集
め
た
三
つ
四
つ
の
話
。
果
し
て
皆
さ
ん
の
お
気
に
召
す

か
ど
う
か
？
」
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と
前
文
を
書
い
て
い
る
。

第
五
号
に
は
、
高
畑
の
薫
陶
を
受
け
て
高
力
幸
太
郎
、
佐
々
木
隆
な
ど
が
「旅

だ
よ
り
」
に
投
稿
し
て
い
る
の
が
目
だ
つ
。
荒
井
道
太
郎
も
短
文
を
よ
せ
る
。

「
『奥
高
尾
』
創
刊
号
高
畑
君
を
通
じ
て
、
二
、
三
、
四
号
直
接
に
正
に
拝
受

致
し
ま
し
た
。
地
方
会
の
貴
重
な
資
料
と
し
て
大
切
に
保
存
致
し
ま
す
。
詠

歎
的
な
紀
行
の
み
に
と
ど
め
ず
、
御
地
方
に
関
す
る
即
物
的
な
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
を
も
続
々
と
お
載
せ
く
だ
さ
い
。
（
一
〇

・
二
七
夜

・
東
京

・
『山
小
屋
』

倶
楽
部
委
員
部
報
編
輯
係

・
荒
井
道
太
郎
）」

こ
の
号
に

「備
辺
閑
話
　
栃
の
落
葉

（二
）
」
が
連
載
さ
れ
て
お
り
、
（三
）
以

下
は
発
表
な
く
の
ち

『山
麓
通
信
』
に
掲
載
さ
れ
る
。

昭
和
十

一
年

（
一
九
二
六
）

一
月
二
十
日
発
行
、
「奥
高
尾
』
六
号
の
巻
頭

は
春
日
俊
吉
の

「栃
谷
滞
留
雑
記
」
が
の
っ
て
い
る
。
こ
の
号
よ
り
表
紙
は
写

真
か
ら
高
畑
の
ス
ケ
ッ
チ
に
変
る
。

『奥
高
尾
』
七
号
に
は
高
畑
の

「小
佛
峠
」
が
巻
頭
を
か
ざ
る
。

「小
佛
峠

小
佛
峠

（海
抜
五
九
〇
米
）
は
奮
甲
州
街
道
の
要
路
に
当
り
、
武
州
小
佛
宿

か
ら
相
州
小
原
宿
ま
で
上
下
約
六
粁
。
峠
名
の
由
来
に
就
い
て
多
摩
郡
村
誌

を
見
る
と
、
「小
佛
嶺
と
稀
す
る
濫
腸
は
、
往
古
僧
行
基
此
地
に
錫
を
止
め
、

大
日
佛
の
小
像
を
安
置
し
、
小
佛
山
宝
珠
寺
と
号
せ
し
よ
り
、
地
名
を
斯
く

稀
す
と
云
々
』
と
出
て
ゐ
る
。

翻
っ
て
、
地
質
上
か
ら
見
る
と
、
第
三
紀
古
生
層
に
属
し
い
は
ゆ
る
小
佛

系
の
岩
石

（小
佛
古
生
層
）
を
以
て
名
高
く
、
史
蹟
上
か
ら
は
、
永
録
十
二

年
、
武
田
信
玄
が
小
田
原
の
北
條
氏
康
を
攻
め
る
時
、
武
州
加
住
村
の
流
山

城
主
北
條
陸
奥
守
氏
照
を
索
制
す
る
為
に
、
甲
斐
岩
殿
城
主
小
山
田
左
兵
衛

信
茂
を
隊
長
、
加
藤
丹
後
守
を
参
謀
と
な
し
、
兵
三
百
、
卒
九
百
の
軍
を
率

ゐ
て
、
小
佛
峠
を
越
え
駒
木
野
を
経
て
川
原
宿
に
討
っ
て
出
た
事
や
、
徳
川

時
代
に
至
り
江
戸
西
日
の
枢
要
地
と
し
て
関
所

（富
士
見
関
）
が
置
か
れ
た

事
を
以
て
名
高
い
」
。

以
下
の
続
き
と
し
て
は
、
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）
六
月
の
明
治
天
皇
の
甲

信
地
方
巡
幸
時
、
小
仏
峠
ご
え
の
事
跡
を
こ
ま
ご
ま
と
記
し
て
い
る
。
同
号
の

「旅
だ
よ
り
」
に
は
陣
馬
山
か
ら
三
国
山
、
軍
刀
利
神
社
へ
の
山
歩
き
の
報
告

を
の
せ
て
い
る
。

そ
し
て
一
月
七
日
、
山
の
座
談
会
が
高
畑
を
中
心
に
開
催
さ
れ
た
。
山
村
の

純
朴
な
青
年
達
に
か
こ
ま
れ
て
の
高
畑
の
得
意
気
な
姿
が
浮
ん
で
く
る
。
高
畑

も
充
分
青
年
達
の
話
し
に
う
け
答
え
を
し
、
高
畑
の
人
な
つ
っ
こ
さ
や
、
人
を

ひ
き
込
む
話
術
の
う
ま
さ
が
発
揮
さ
れ
、
さ
ぞ
当
人
に
と
っ
て
も
会
員
に
と
っ

て
も
楽
し
か
っ
た

一
日
で
あ
っ
た
こ
と
と
推
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

『奥
高
尾
』
八
号
の
巻
頭
に
高
畑
の

「
い
た
ち
」
が
の
る
。
こ
の
頃
高
畑
は

多
く
の
山
友
達
の
世
話
に
な
っ
て
お
り
、
山
の
本
や
原
稿
用
紙
な
ど
を
送
っ
て

も
ら
っ
て
い
る
。
又
知
友
に
文
学
上
や
動
植
物
等
に
関
す
る
疑
問
点
を
照
会
し

て
い
る
。
高
力
幸
太
郎
も
多
く
の
質
問
に
答
え
て
い
る

一
人
で
あ
っ
た
。
高
力

の
外
に
は
伊
藤
祷

一
、
荒
井
道
太
郎
、
神
谷
量
平
、
田
部
重
治
、
小
宮
良
太
郎
、

尾
崎
喜
八
、
田
村
榮
等
が
お
り
、
朋
文
堂
の
新
島
章
男
も
経
済
的
な
援
助
を
お

し
ま
な
か
っ
た
事
が
う
か
が
わ
れ
る
。

『奥
高
尾
』
九
号
の

「旅
だ
よ
り
」
に
高
畑
は

「陣
馬
山
か
ら
輩
山
平
ま
で
の
山

・
地
名
調
べ
が
大
慢
片
付
い
た
の
で
今
度

は
方
向
転
換
し
て
南
郷
の
頭
か
ら
小
佛
峠
附
近
ま
で
を
調
べ
て
ゐ
ま
す
。
矢

の
音

（獨
票
六
三
二
米
）
、
オ
テ
フ
塚
、
罠
場

（明
王
峠
附
近
）
、
長
者
屋
敷
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行雲とともに一高畑棟材伝一

（堂
所
山
）
等
の
構
呼
に
は
か
な
り
面
白
い
由
来
の
あ
る
こ
と
が
判
り
ま
し

た
か
ら
い
つ
か
本
誌
上
に
発
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
山
名

（地
名
）
稀
呼

の
変
遷
は
殊
に
面
白
く
例
へ
ば
佐
野
川
村
の
登
里
な
ど
は
刀
里

（古
代
）
が

登
人

（中
世
）
と
な
り
遂
に
現
在
の
登
里
と
な
っ
た
の
で
す
か
ら

「登
里
」

の
み
に
喰
付
い
て
い
た
の
で
は
な
か
な
か
埒
が
開
き
ま
せ
ん
。
ま
た
同
じ
佐

野
川
村
の
鎌
澤
に
偉
は
る
、
狼
が
死
人
に
化
け
て
現
れ
た
と
い
ふ
民
話
は
グ

ロ
味
た
っ
ぶ
り
で
頗
る
面
白
い
。
面
白
い
と
い
へ
ば
和
田
の
小
字
の
オ
ー

ソ
ー
リ
に
在
る
唯

一
軒
の
農
家

（関
本
氏
）
で
は
長
さ

一
問
位
の
大
草
履
を

作
っ
て
間
ロ
ヘ
ぶ
ら
下
げ
て
ゐ
ま
す
、
こ
れ
な
ど
は
オ
ー
ソ
ー
リ
の
語
源
を

全
く
履
き
違
へ
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
誰
が
言
出
し
て
大
草
履

な
ど
作
っ
た
も
の
か
、と
に
か
く
ヒ
ュ
モ
ラ
ス
な
思
付
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

そ
の
ほ
か
、
ム
ジ
ナ
ゲ
ー
ト
、
ア
カ
ナ
ヂ
、
ロ
ー
グ
チ
な
ど
と
い
ふ
但
構
に

感
興
を
覚
え
て
そ
の
土
地
へ
杖
を
曳
く
と
多
く
の
場
合
貴
君
の
い
ふ

『土
臭

い
、
生
活
的
な
、
土
俗
的
な
、
そ
し
て
個
性
的
な
』
素
材
に
ぶ
つ
か
る
の
で
、

嬉
し
さ
限
り
あ
り
ま
せ
ん
。
（三

・
五

・
陣
場
山
麓
に
て
　
高
畑
棟
材
）
」

が
あ
り
、
相
も
変
わ
ら
ず
地
名
考
証
や
研
究
に
日
時
を
費
や
し
て
い
る
高
畑
の

生
活
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
中

「…
…
貴
君
の
い
ふ
…
…
」
は

『奥
高
尾
』

第
四
号
の
巻
頭
言
、
佐
藤
文
男
の

「地
方
の
山
岳
会
」
を
ふ
ま
え
て
の
高
畑
ら

し
い
文
章
で
あ
る
と
云
え
る
。

『奥
高
尾
』
第
十

一
号
に
高
畑
の

「山
麓
だ
よ
り
」
が
掲
載
さ
れ
た
。

「炭
俵

萎
の
種
蒔
き
が
終
る
頃
か
ら
、
到
る
虎
の
山
谷
で
炭
焼
き
が
始
ま
る
。
か

う
な
る
と
炭
俵
を
編
む
人
達
も
俄
か
に
忙
し
く
な
る
。

ほ
ん
の
り
と
赤
味
を
帯
び
た
、
素
性
の
い
い
茅
萱
を
山
の
や
う
に
刈
っ
て

く
る
。
刈
る
の
が
面
倒
な
ら
ば
そ
れ
を
商
売
に
し
て
ゐ
る
人
か
ら

一
駄

（六

把
）
二
十
銭
前
後
で
買
求
め
る
。
そ
し
て
、
日
営
り
の
い
い
庭
先
や
往
来
に

定
を
敷
き
、
幼
児
を
あ
や
し
た
り
女
同
志
で
世
間
話
を
交
は
し
た
り
し
て
編

む
の
で
あ
る
が
、
そ
の
工
程
は
簾
屋
が
簾
を
編
む
仕
方
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。

一
枚
の
出
来
上
り
値
段
は
綾
か
三
銭
か
四
銭
に
過
ぎ
な
い
が
、
手
の
速
い
者

は

一
日
平
均
二
十
枚
、
遅
い
者
で
も
十
枚
は
楽
だ
と
い
ふ
か
ら
、
農
閑
期
で

こ
れ
と
い
ふ
仕
事
の
な
い
女
房
達
に
と
っ
て
は
、
か
な
り
割
の
好
い
手
内
職

と
言
へ
や
う
。

然
し
私
は
、
頼
る
夫
に
死
別
れ
て
乳
呑
児
を
親
戚
へ
預
け
、
数
名
の
幼
児

を
抱
へ
て
馴
れ
ぬ
手
に
炭
俵
を
編
み
乍
ら
、
寒
い
春
を
細
々
と
暮
ら
し
て
ゐ

る
Ｒ
と
い
ふ
貧
し
い
寡
婦
を
見
る
と
、
す
ず
ろ
に
胸
を
博
た
れ
る
。
時
た
ま
、

Ｒ
さ
ん
の
幼
い
娘
が
遊
び
に
来
る
と
、
私
は
な
け
な
し
の
財
布
を
叩
い
て
菓

子
な
ど
を
買
っ
て
や
る
が
義
理
堅
い
Ｒ
さ
ん
は
そ
れ
を
よ
く
憶
え
て
ゐ
て
、

い
つ
か
陣
場
の
頂
上
で
行
逢
っ
た
時
午
の
排
営
に
持
っ
て
ゐ
た
オ
タ
ラ
シ

を
、
固
辞
す
る
私
に
惜
気
も
な
く
呉
れ
た
。
オ
タ
ラ
シ
と
い
ふ
の
は
饂
飩
粉

を
水
で
か
た
く
捏
ね
て
、
胡
麻
油
を
引
い
た
鐵
鍋
で
焼
い
た
お
い
し
い
餅
で

あ
る
。

小
夜
泣
き
に
泣
く
児
は
ご
く
む
垂
乳
根
の
母
は

や
つ
れ
て
居
た
り
け
る
か
も

夫
の
逝
き
し
の
ち
の
さ
び
し
さ
人
来
れ
ば

た
ば
か
る
こ
と
を
言
ふ
の
み
に
し
て

幼
い
歌
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
此
の
土
地
で
最
も
不
仕
合
せ
な
暮
し
を
つ
づ

け
て
ゐ
る
、
Ｒ
さ
ん
の
淋
し
い
後
姿
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。」

高
畑
は
文
章
の
中
で
未
亡
人
Ｒ
と
そ
の
幼
い
娘
子
を
え
が
い
て
い
る
。
そ
の
時

165



高
畑
の
胸
中
を
よ
ぎ
っ
た
も
の
は
、
大
正
十
三
年

（
一
九
二
四
）
六
月
十
二
日

に
死
去
し
た
妻
ナ
ツ
子
の
こ
と
と
、
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
敦
子
の
事
と
思
わ
れ

る
。昭

和
十

一
年

（
一
九
三
六
）
、
敦
子
は
す
で
に
十
七
歳
、
ナ
ツ
子
の
長
姉
、

滝
キ
ヨ
の
子
供
と
し
て
生
長
し
て
い
る
。

こ
の
年
高
畑
棟
材
四
十
歳
、
初
老
を
迎
え
る
。
高
畑
の
著
作

『山
麓
通
信
』

が
京
橋
昭
森
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
『奥
高
尾
』
編
輯
者
の
佐
藤
文
男
は
東
京

の
医
専
に
入
学
の
為
雑
誌
は
第
十
二
号
か
ら
隔
月
発
行
に
な
る
。

『奥
高
尾
』
第
十
三
号
の
高
畑
の

「旅
だ
よ
り
」
に
は

「荒
井
道
太
郎
兄
と
と
も
に
石
老
山
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
。
目
的
は
石
老
山

よ
り
寧
ろ
石
老
の
東
南
に
突
死
と
雀
え
而
も

一
般
登
山
者
か
ら
殆
ど
顧
ら
れ

ぬ
道
志
山

（三
等
三
角
点
六
七
五

・
四
米
）
な
の
で
し
た
。

石
老
の
頂
上
か
ら
道
志
三
角
点
ま
で
約

一
時
間
行
程
で
す
が
、
地
固
で
見

る
ほ
ど
簡
単
で
な
く
、途
中
に
樹
叢
に
蔽
は
れ
た
瘤
起
が
三
つ
四
つ
あ
る
し
、

鬼
ア
ザ
ミ
、
フ
ク
ダ
ン
バ
ラ
、
サ
ル
ト
リ
バ
ラ
等
が
鋭
刺
を
逆
立
て
て
チ
ク

チ
ク
刺
す
の
に
は
閉
口
し
ま
し
た
。

道
志
三
角
点
か
ら
眺
め
た
丹
澤
山
塊
、
佛
果
山
、
経
ヶ
岳
附
近
、
相
模
平

野
、
南
高
尾
、
奥
高
尾
、
秩
父
方
面
の
夕
景
は
費
に
好
印
象
を
あ
た
へ
て
呉

れ
ま
し
た
。
（明
治
節
の
朝
、
栃
谷
に
て
　
高
畑
棟
材
）」

と
あ
っ
た
。

『奥
高
尾
』
第
十
四
号
の
巻
頭
に
は
久
し
ぶ
り
に
高
畑
の
文
章
が
あ
る
。
即

ち

「僕
の
百
贔
譜

（そ
の
一
節
）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
栃
谷
の
生
活
の
間
に
村

落
の
子
供
達
に
主
題
を
と
っ
た
小
品
で
、
少
年
勘
太
の
物
語
で
あ
る
。
昭
和
十

五
年

（
一
九
四
〇
）
十
月
三
日
に
発
行
さ
れ
た

『山
の
子
供
達
』
の
中
に
組
入

れ
ら
れ
て
い
る
。

『奥
高
尾
』
第
十
五
号
、
昭
和
十
二
年

（
一
九
三
七
）
十
二
月
発
行
、
佐
藤
　
１６

文
男
の
兄
佐
藤
愛
之
助
の

「登
山
の
歴
史
性
―
断
章
的
に
―
」
が
掲
載
さ
れ
、

「編
輯
後
記
」
に

「
い
く
た
び
か
つ
ま
づ
き
は
し
た
け
れ
ど

『奥
高
尾
』
も
十
五
号
を
か
さ
ね

る
こ
と
が
で
き
た
。

次
号
は

「奥
高
尾
ス
キ
ー
特
輯
』
と
す
る
考
へ
で
あ
る
。
い
ま
だ
紹
介
さ

れ
て
な
い
こ
の
地
の
ス
キ
ー
コ
ン
デ
シ
ョ
ン
な
ど
に
つ
い
て
、
経
験
者
の
記

録
や
感
想
な
ど
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
だ
と
お
も
っ
て
ゐ
る
。
（Ｙ
）」

と
結
ん
で
い
る
が
、
私
は

「奥
高
尾
』
第
十
六
号
以
後
の
小
冊
子
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
で
こ
の
小
さ
な
会
報
は
終
了
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ろ
い
ろ
の

事
情
が
そ
の
終
刊
に
は
た
ら
い
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
昭
和

十
年

（
一
九
三
五
）
か
ら
十
二
年

（
一
九
三
七
）
の
二
年
間
、
佐
藤
文
男
を
中

心
と
し
た
、
高
畑
棟
材
を
め
ぐ
る
若
い
登
山
者
達
の
動
き
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
地
方
の
小
さ
な
奥
高
尾
山
岳
会
の
活
動
に
は
目
を
み
は
る
も
の
が

あ
っ
た
。

こ
の
事
は
私
に
隠
さ
れ
た
日
本
山
岳
史
の
一
端
を
の
ぞ
き
見
さ
せ
て
く
れ
た

感
が
あ
る
と
同
時
に
、
栃
谷
時
代
の
高
畑
棟
材
の
生
活
を
知
る
貴
重
な
文
献
で

あ
っ
た
。

私
に
と
っ
て
望
外
の
幸
せ
で
あ
っ
た
。



もう一つの登山史

も
う

一
つ
の
登
山
史
―
―
地
図
作
り
の
登
山
―
―

け
ら
れ
て
い
た
赤
表
紙
の

『栞
』
に
、
簡
単
な
文

章
を
掲
載
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
迄
、

公
の
場
に
文
章
を
発
表
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は

全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
初
め
て
の
作
文

で
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
私
は
理
科
系
思
考
の

た
め
、文
章
を
綴
る
の
は
苦
手
で
も
あ
っ
た
の
で
、

そ
れ
は
余
り
に
も
拙
く
、
今
、
読
ん
で
み
て
も
冷

や
汗
も
の
な
の
で
す
が
、
こ
の
あ
と
史
料
を
ま
と

め
る
こ
と
に
興
味
を
持
ち
、
現
在
ま
で
続
い
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

国
土
地
理
院
が
創
立
百
年
を
記
念
し
て
、
四
十

五
年
に

『測
量

・
地
図
百
年
史
』
を
作
成
し
た
さ

い
、
地
誌
調
査
の
項
目
を
分
担
し
て
そ
の
調
査
に

当
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
正
十
年
に
刊
行
さ
れ

て
い
る

『陸
地
測
量
部
沿
革
誌
』
が
明
治
初
期
の

測
量
事
業
に
つ
い
て
、
殆
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い

の
が
分
り
、
そ
れ
か
ら
は
余
暇
に
関
係
資
料
の
収

集
に
努
め
、
五
十
二
年
か
ら

「明
治
初
期
測
量
史

試
論
」
と
名
付
け
て
同
好
者

一
名
と
共
同
で
、
日

本
国
際
地
図
学
会
の
機
関
誌

「地
図
』
に
七
回
に

わ
た
り
発
表
し
ま
し
た
。
途
中
、
国
土
地
理
院
か

ら
そ
の
外
郭
団
体
で
あ
る
日
本
地
図
セ
ン
タ
ー
に

移
り
ま
し
た
が
、
そ
の
論
文
は
五
十
六
年
に
完
了

し
ま
し
た
。
五
十
九
年
に
日
本
地
図
セ
ン
タ
ー
を

さ
か
え

佐
　
藤

　

　

悦

は
じ
め
に
　
　
私
は
昭
和
十
七
年
に
陸
地
測
量
部

に
入
り
、
引
き
続
き
、
地
理
調
査
所
、
国
土
地
理

院
に
勤
め
、
五
十
五
年
に
退
職
し
ま
し
た
。
こ
の

間
の
大
半
を
地
図
作
成
に
必
要
な
資
料
集
め
を
担

当
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
絶
え
ず
出
版
物
、
文

書
類
に
注
意
を
払
っ
て
い
ま
し
た
が
、
四
十
二
年

に
た
ま
た
ま
神
保
町
の
本
屋
街
の
帰
り
道
、
お
茶

の
水
の
著
漢
堂
で

『山
日
記
』
に
出
会
い
、
日
本

山
岳
会
と
の
縁
が
始
ま
り
ま
し
た
。

山
日
記
に
収
録
さ
れ
て
い
た
五
万
分
の
一
地
形

図

一
覧
表
と
山
名

一
覧
を
見
る
と
、
訂
正
の
必
要

を
感
じ
ま
し
た
の
で
、
著
漢
堂
に
連
絡
し
ま
し
た

と
こ
ろ
、
山
日
記
編
集
担
当
の
皆
川
完

一
氏

（当

時
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
を
紹
介
さ
れ
、
そ
れ

か
ら
し
ば
ら
く
毎
年
そ
の
点
検
を
行
な
い
ま
し

た
。

こ
れ
が
私
と
山
岳
会
と
の
ご
縁
の
最
初
で
、
今

回

（二
月
二
十
五
日
の
山
岳
史
懇
談
会
）
が
三
度

目
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
点
検
の
さ
い
、
山
の
高
さ
が
折
か
ら
進
め

ら
れ
て
い
た
二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
の
表
示
と

違
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
新
し
い
地
形
図
に
よ
っ

て
、
山
頂
の
高
さ
を
訂
正
す
る
と
と
も
に
、
三
角

点
が
頂
上
に
な
い
山
は
等
高
線
か
ら
山
頂
の
高
さ

を
読
み
取
っ
て
改
定
し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
理

科
年
表
や
他
の
数
表
と
値
が
違
っ
て
き
て
、
ど
ち

ら
の
値
が
正
し
い
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
、
つ

い
に
、
最
近
に
な
っ
て
、
国
土
地
理
院
は
山
頂
に

三
角
点
の
な
い
目
ぼ
し
い
山
の
高
さ
を
測
定
す
る

こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。

私
に
と
っ
て
、
こ
の
山
日
記
と
の
出
会
い
は
大

き
な
転
機
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
山
日
記
に
付
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定
年
退
職
し
ま
し
た
後
も
継
続
し
て
、
明
治
時
代

の
測
量
史
と
く
に
実
際
に
底
辺
で
作
業
を
支
え
て

い
た
判
任
官
や
雇
傭
員
に
重
点
を
お
い
た
調
査
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
懇
談
会
で
の
内
容
も
こ
の
調
査
の
一
環

と
言
え
ま
す
。

登
山
の
種
類
　
　
登
山
は
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
目
的
か
ら
信
仰
登
山
、
調
査
登
山
、

レ
ジ
ャ
ー
登
山
な
ど
に
分
け
ら
れ
よ
う
。

信
仰
登
山
は
特
定
の
山
を
ご
神
体
と
し
て
、
礼

拝
、
修
業
の
た
め
に
な
さ
れ
て
い
て
、
現
在
も
続

け
ら
れ
て
比
較
的
そ
の
様
子
が
分
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
数
は
少
な
い
。

調
査
登
山
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
、
国
絵
図
の

作
成
に
さ
い
し
、
国
界
を
見
き
わ
め
る
た
め
に
国

境
の
山
々
に
登
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
多
く
は

検
分
に
止
ま
り
、
測
量
が
充
分
に
な
さ
れ
た
気
配

は
な
い
。
そ
の
こ
と
が
国
絵
図
の
つ
な
が
り
を
悪

く
し
た
。
と
く
に
、
高
山
地
帯
で
顕
著
で
あ
る
。

ま
た
、
金
、
銀
、
鋼
な
ど
の
鉱
物
採
取
の
た
め
、

中
世
か
ら
山
岳
地
帯
の
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る

が
、
あ
ま
り
記
録
に
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
ほ

か
、
狩
猟
、
木
材
採
取
も

一
部
の
人
達
に
限
ら
れ
、

な
か
ば
世
襲
の
よ
う
に
引
き
つ
が
れ
た
に
す
ぎ
な

明
治
に
入
っ
て
、
本
格
的
な
測
量
が
始
め
ら
れ

る
と
、
そ
の
作
業
の
必
然
性
か
ら
登
山
が
な
さ
れ

た
。
と
く
に
、
三
角
測
量
で
は
遠
方
ま
で
見
通
す

必
要
か
ら
、真
先
き
に
付
近
の
最
高
点
に
登
っ
た
。

そ
し
て
、
三
角
点
と
し
て
使
用
す
る
場
所
に
目
印

の
石
を
埋
め
、
そ
の
記
録
が
残
さ
れ
た
。
し
か
し
、

記
録
に
は
登
山
の
経
路
や
周
囲
の
状
況
に
は
最
小

限
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
登
山
の
方
法
、
装
備
な

ど
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
レ
ジ
ャ
ー
登
山
の
記
録

と
の
大
き
な
違
い
と
言
え
よ
う
。

陸
地
測
量
部
が
明
治
十
六
年
か
ら
始
め
た
三
角

測
量
作
業
で
設
置
し
た
三
角
点
の
場
所
を
記
し
た

資
料
に

「点
の
記
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
表
１
に
み

る
よ
う
に
、
登
山
経
路
と
点
の
位
置
を
示
す
の
が

主
目
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
現
在

一
般
に
公
開
し

て
い
る
の
は
最
新
の
デ
ー
タ
を
入
れ
て
、
統

一
し

た
様
式
に
書
き
直
さ
れ
、
五
万
分
の
一
地
形
図
単

位
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。　
一
作
業
単
位
毎
に
作
成

さ
れ
る
点
の
記
と
は
趣
が
変
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
最
初
の
頃
の
一
等
三
角
測
量
の
も
の
は
素
朴

な
も
の
で
、
そ
の
頃
の
名
残
り
を
止
め
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
表
１
は
後
に
ふ
れ
る
天
城

山
の
も
の
で
、
選
点
作
業
即
ち
最
初
に
登

っ
た
の

は
明
治
十
二
年
春
、
作
業
者
の
記
録
は
な
く
、
た
　
　
１６

だ
内
務
省
地
理
局
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
周

辺
の
三
角
点
で
は
明
治
十
三
年
に
木
村
世
徳
選
点

の
も
の
八
点
、
十
四
年
に
三
輪
昌
輔
の
も
の

一
点

が
あ
る
。
他
は
天
城
山
と
同
様
に
地
理
局
の
記
載

だ
け
で
あ
る
。

レ
ジ
ャ
ー
登
山
は
皆
さ
ん
が
良
く
承
知
さ
れ
て

い
る
こ
と
故
、
省
略
す
る
。

明
治
初
期
の
測
量
事
情
　
　
明
治
維
新
直
後
、
地

図
作
成
は
い
く
つ
か
の
機
関
で
ば
ら
ば
ら
に
始
め

ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
多
少
と
も
規
則
的
な
意
図

の
も
と
に
実
行
さ
れ
た
も
の
は
、
開
拓
使
、
陸
軍

省
及
び
工
部
省

（後
に
内
務
省
に
移
る
）
に
よ
る

も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
三
者
は
と
も
に
独
自
の
計

画
に
よ
り
、
互
い
の
連
絡
は
な
く
、
思
い
思
い
に

お
雇
外
人
を
導
入
し
、
三
者
三
様
の
方
法
で
進
め

た
。即

ち
、
開
拓
使
は
米
人
に
よ
る
米
国
式
に
、
工

部
省
は
英
人
に
よ
る
英
国
式
に
、
陸
軍
省
は
仏
人

に
よ
る
仏
国
式
に
よ
っ
た
。
そ
の
様
子
を
表
２
に

ま
と
め
た
の
で
、
そ
れ
に
よ
り
な
が
ら
話
し
を
進

め
る
。

一
．
開
拓
使
　
明
治
二
年
七
月
に
設
置
さ
れ
た
開



もう一つの登山史

表 1 国土地理院―等三角点点の記

一 等 三 角 点 の 記 |||

点     名

ぼル じヽリ ビl丁

万 城 各
,‰万 図名 %万 図名 ″  束

募:須 頃  く″三角測量原薄´,ズ 噺 9部
=

冠字選点番号 第 一 標 識 番 号 第

所  在  地

‐
静 岡 永 口労昇βヤ 伊 ユ 可 天多 ,こ 晟 壱 ち 万 夕:衣名 (27′ 材 J猟 へ ′lヽ 非 )

L林

所  有  者
呵沐 升 斉 r美 多激

・
修孝べ堵 太 乳1ュ 当二 )

燃 t升 片 r河 津 菅 林 発 東″ ュ纂 当 こ ,

測 標 の 種 類 高測標 ′埋 設 法 地上響薫筆馨=個 )上部 舗装撲銅卜 .

選    点 明 ,む  ノぐ年  5月  ノ日 選 点 者 内 務 方 旭 理 月

造    標 平成  2年   θ月  `日 造 標 者 ⑬ ガL 著 て

埋 標 aflt6 t8+ 6H E 埋 標 者 ′卜 缶 准 千

観    測 平成  2年  /′ 月  ノ7日 観 測 者 ⑥ 稚  を 又

自動車到達地点 葵 族 :高 度 づしフ瑚,璃 二 島セユ 易́

歩 道 状  i兄 tr#t lfi (*olf)
徒歩時間 (距 離 ) lrtz u+tu1 r*7e)t
三角点周囲の状況 幾L未 (牙貯 喜 rヽホ )

そ  の  他 営 七 石 婦 ″・,ロ キ ′′螢

「

1/僣 ・別 繰 〔 通 区 )

イ蒲 考

平成2年〃月ノ日 事配l卜:移奉:■再義=改:埋
=存≒彗業

「
卜:判総:衿

=妻
測
=時

修 更新

〕多殊口よア午/2月 改澤1/
m_ 〃

柱石長   0。 θZ〃

- ;\,* *,€. tl!. ;
■多ガ盤.石

菱下労魯L石 ′よ3ハ

要 図

二づ,レフう
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開拓使・北海道庁

表 2 明治前半期三角測量概況

陸  軍  省 内  務  省

明 3

農 商 務 省

内務省地理局
(山 林課 )

ト

20万地質図出版開始
(大正 5年完成 )

関野修蔵
神足勝記
大川通久
阿曽沼次郎 他

12.地質局

170

7. 民部省地理司
(測量課 )

7.参謀局 (間牒隊)設 置

4.地誌収集開始

12.測量準備 福田 半

7.大蔵省租税寮ヘ
8.工部省測量司設置
10。 東京三角測量

英 マクビン
ジョイネル

仏 ジョルダン
ミュニエー
ルボン

課
司
地

量
量

測
＜

省
寮

務
理

内
地

三角測量開始
米 ワッソン

荒井郁之助
福士成豊
奈佐 栄
関 大之

デ イ

勇払基線

他

参謀局測量課発足
長嶺 譲
福田 半
矢島守一
日和佐艮平 他 (課員 148人 )

函館基
場選点 1/3ヽ

11。 中止  観ヽ測 1/5σ

1.東京周辺測量 1 関八州大三角測量開
始

明 9.5日 本蝦夷地質要
略之図  出版

ライマン

中止
西南戦役

地理局 (量地課 )

(課員 40人余 り)

″ (測量課 )

大川通久
舘 潔彦
阿曽沼次郎

12. 参謀本部測量課
小菅智淵

1.2万 迅速図開始 3.内務省勧農

4 農商務省属
(農務リ

I

|

1

開拓使廃止
札幌,函館,根室 ,

3県設置

1.全国三角測量と改称
8.那須西原基線
(関東地方選点・観測 )

(中部地方東部選点
・観測 )

測
点

′
点

観
選

′
選

辺
部
部
方

周
東
西
地

東
畿
部
陸

関
近
中
北

(関東地方観測 )

7.三方原基線

北海道庁設置

⌒  福士成豊

5
万

他

一
等
三
角
　
武
遠

二

月 一Ｔい‐

之
彦
輔
徳
三

大
潔
昌
世
鏡

へ
　
　
輪
村
見

省
関
舘
三
木
二

軍陸

他

5 陸地測量部設置 |

| 1 天神野基線
| |     |

π
ｌ
地
形
図
作
成
―
―
明
２８
）

| 1 久留米基線

|1  摂 |

|1  讃 |

| |    |
上

 |    |

笠酵原基線 |

6.地質調査所設置

5.内務省地理

(イ中 ‐

7

4

1.



もう一つの登山史

拓
使
は
黒
田
清
隆
が
主
宰
し
、
米
国
農
務
局
長
ホ

ラ
シ

・
ケ
プ
ロ
ン
を
顧
間
に
招
聘
し
た
。
ケ
プ
ロ

ン
は
本
国
よ
り
各
種
事
業
に
必
要
な
技
術
者
を
集

め
た
が
、測
量
責
任
者
と
し
て
、
五
年
二
月
に
ジ
ェ

イ
ム
ズ

ｏ
ワ
ッ
ソ
ン
を
、
さ
ら
に
、
六
年
六
月
に

は
ム
レ
イ

ｏ
デ
イ
を
呼
ん
だ
。

そ
し
て
、
四
年
八
月
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
た
地
　
覧

形
、
港
湾
、
鉱
山
等
の
調
査
事
業
に
加
え
て
、
〓
一　
一

角
測
量
を
始
め
る
た
め
、
米
国
か
ら
測
量
器
具
を
　
帰

り

購
入
し
て
、
六
年
三
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
日
本
　
曜

鰍

人
助
手
と
し
て
、
五
稜
郭
の
幹
部
で
あ
っ
た
荒
井

識

知

郁
之
助

（後
に
気
象
台
長
）
が
世
話
人
格
と
な
っ
　
醐

略

て
、
静
岡
藩
沼
津
兵
学
校
出
身
の
奈
佐
栄
、
関
大
　
剃

隷

之
、
溝
口
善
補
ら
、
及
び
通
訳
と
し
て
函
館
諸
術
　
群

諄

調
所
出
身
の
福
士
成
豊
が
参
加
し
た
。　
　
　
　
　
腋

翻

作
業
は
九
年
十

一
月
に
財
政
緊
縮
の
た
め
中
止
　
開

一椰

さ
れ
、
こ
の
後
、
陸
地
測
量
部
が
明
治
三
十
年
代
　
３

後
半
に
実
施
す
る
迄
、
本
格
的
な
三
角
測
量
は
行
　
表

わ
れ
な
か
っ
た
。
六
―
九
年
の
間
に
、
三
角
点
の

選
点
、
造
標
は
日
本
海
側
四
十

一
ケ
所
に
行
な
わ

れ
た
。
そ
れ
は
全
道
の
三
分
の
一
の
区
域
に
相
当

し
た
。
そ
の
標
柱
設
置
ケ
所
の
大
半
を
表
３
に
あ

げ
た
。

こ
の
ほ
か
、
九
年
五
月
に
ラ
イ
マ
ン
が
作
成
出

国 郡 地  名 標準高度 北  緯 東  経

渡 島

胆振

後志

胆振

石狩

天塩

北見

亀 田

茅 部

亀 田

上 磯

福 島

津軽外 2郡

茅 部

山 越

岩 内

虻 田

室 蘭

幌 別

白 老

千 歳

虻 田

千 歳

札 幌

石 狩

空 知

浜 益

増 毛

留 萌

天 塩

宗 谷

函館

汐首 (恵山)

横津 (鞍状山)

烏ヶ岳

白神

千軒岳

濁川岳

遊楽府

流笏岳

雷電岳
ヤッナイ岳

昆保岳
室蘭 (ト ッカリモイ)

オフレベツ岳

白老

漁山
ムイネ岳

紋別岳

札幌 (本庁)

手稲岳

阿曽岩岳

郁春別岳
チャラシナイ岳

雄冬山
ボロソノホリ

ピイシリ岳
ショサンベツ岳

弁慶内岳

幌尻岳

宗谷岳

彙乱岳

1,093尺

800

3,500

2,000

1,100

3,400

2,700

4,100

1,050

3,250

2,800

3,300

550

3,360

3,300

3,400

3,450

2,600

2,950

1,250

450

1,570

3,290

1,730

1, 630

460

510

41°  45′  30″

41  43  10

41  55  30

41  46  25

41  24  15

41  34  15

42  03  10

42  11  45

42  24  30

42  53  30

43  05  00

42  43  00

42  19  20

42  34  30

42  38  30

42  49  30

42  56  00

42  47  30

43  03  54

43  04  25

43  13  20

43  12  00

43  28  50

43  44  40

43  56  00

44  13  30

44  32  00

44  44  00

44  54  25

45  02  25

45  21  50

140°  44′  00″

140  59  30

140  47  00

140  30  15

140  13  50

140  13  00

140  29  00

140  06  00

140  15  20

140  29  50

140  39  00

140  40  00

140  58  20

141  05  25

141  10  30

141  14  30

141  03  25

141  24  00

141  22  05

141  11  45

140  59  00

141  47  00

141  26  00

141  24  00

141  42  00

141  59  45

141  46  00

142  05  10

141  42  25

142  06  00

141  39  00
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版
し
た

『日
本
蝦
夷
地
質
要
略
之
図
』
に
は
内
陸

部
ま
で
調
査
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ラ
イ
マ
ン
は
全

道
を
踏
査
し
た
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
時
に
は
主

要
山
岳
に
登
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

開
拓
使
は
十
五
年
二
月
に
廃
止
さ
れ
て
、札
幌
、

函
館
、
根
室
の
三
県
に
分
割
さ
れ
た
が
、
十
九
年

一
月
に
は
統
合
さ
れ
て
北
海
道
庁
が
置
か
れ
た
。

三
県
に
分
散
さ
れ
て
い
た
測
量
技
術
者
も
道
庁
に

集
め
ら
れ
、
福
士
が
長
と
な
っ
て
、
道
内
の
五
万

分
の
一
地
形
図
作
り
を
始
め
、
二
十
八
年
に
完
成

し
た
。
こ
の
地
図
は
骨
格
が
し
っ
か
り
し
て
い
る

の
で
、
簡
易
三
角
測
量
を
行
な
っ
た
と
思
わ
れ
、

道
内
の
山
地
は
殆
ど
す
べ
て
登
っ
て
い
る
と
判
断

さ
れ
る
。

開
拓
使
の
作
業
に
終
始
従
事
し
た
福
士
は
函
館

の
船
大
工
の
家
に
生
ま
れ
、
開
港
後
、
諸
術
調
所

を
主
宰
す
る
武
田
成
章
に
つ
い
て
、
造
船
技
術
の

ほ
か
、
海
洋
操
船
術
、
船
位
測
定
法
等
を
、
ま
た
、

在
住
の
外
国
人
か
ら
英
語
な
ど
を
身
に
つ
け
た
。

そ
れ
ら
の
知
識
に
よ
っ
て
通
訳
と
し
て
参
加
し
た

が
、
気
象
観
測
を
手
伝
い
な
が
ら
測
量
器
具
の
取

扱
い
を
も
マ
ス
タ
ー
し
、
デ
イ
、
荒
井
の
跡
を
つ

い
で
、
測
量
の
責
任
者
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
上
記
の
荒
井
、
関
、
溝
口
は
三
角
測
量

が
中
止
さ
れ
る
と
内
務
省
に
移
り
、
ま
た
、
奈
佐

は
十
三
年
に
陸
軍
省
に
移
っ
た
。

二
日
工
部
省

・
内
務
省
　
明
治
三
年
七
月
、
民
部

省
に
地
理
司
が
新
設
さ
れ
、
測
量
掛
が
お
か
れ
、

全
国
の
測
量
を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
技

術
者
の
養
成
に
着
手
し
た
ば
か
り
の
四
年
七
月
に

民
部
省
は
廃
止
さ
れ
た
。
同
時
に
、
地
理
司
も
廃

止
さ
れ
て
、
大
蔵
省
租
税
寮
に
縮
少
し
て
吸
収
さ

れ
た
が
、
直
後
の
八
月
に
工
部
省
工
学
寮
に
移
さ

れ
、
測
量
司
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
英
人
Ｃ
ｏ
Ａ
・

マ
ク
ビ
ン
を
長
と
し
、
Ｈ
・
Ｂ
ｏ
ジ
ョ
イ
ネ
ル
、

Ｊ

ｏ
Ｔ
。
ハ
ー
デ
ィ
ら
九
人
を
雇
傭
し
て
、
測
量

技
術
者
の
養
成
を
行
な
い
な
が
ら
、
東
京
市
内
の

三
等
三
角
測
量
を
開
始
し
た
。
こ
の
後
、
大
阪
、

京
都
、
横
浜
、
新
潟
等
の
三
角
測
量
を
順
次
行
な

い
、九
年

一
月
か
ら
関
東
地
方
を
対
象
と
す
る
「関

八
州
大
三
角
測
量
」
と
称
す
る

一
等
三
角
測
量
を

始
め
た
。

関
東
地
方
か
ら
始
め
た
の
は
戊
辰
戦
争
の
さ
い

反
抗
し
た
東
北
諸
県
の
動
向
に
、
陸
軍
省
が
ま
だ

危
惧
を
抱
い
て
い
て
、
東
京
防
衛
に
使
う
地
図
作

り
を
行
な
う
の
に
入
用
な
基
準
点
を
欲
し
た
た

め
、
そ
の
要
求
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
当
時
の
在
籍
者
に
は
工
部
省
測
量
司
か
ら

の
梨
羽
時
起
、
阿
曽
沼
次
郎
、
館
潔
彦
、
関
野
修

蔵
ら
、
内
務
省
土
木
寮
か
ら
の
森
本
義
倶
、
木
村

　

１７

世
徳
、
真
田
義
啓
ら
、
七
年
九
月
設
置
の
地
理
寮

（量
地
課
）
入
局
者
大
川
通
久
、
三
輪
昌
輔
、
荒

川
重
豊
ら
が
い
た
。

作
業
に
は
当
初
英
人
が
自
分
達
で
持
っ
て
き
た

器
械
を
独
占
し
て
、
日
本
人
技
術
者
に
は
使
わ
せ

な
か
っ
た
た
め
、
日
本
人
側
で
は
独
自
に
測
量
器

具
を
購
入
し
て
、
技
術
を
習
得
し
た
の
で
、
英
人

が
順
次
帰
国
し
た
後
に
、
支
障
な
く
作
業
を
続
け

る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
十
年

一
月
の
行
政
整
理
に
よ
り
、
量

地
課
は
最
盛
期
の
八
年
末
に
百
四
十
八
人
の
課
員

が
、
四
十
人
余
り
に
削
減
さ
れ
、
事
業
も
大
幅
に

縮
少
さ
れ
た
。
八
月
に
改
称
し
た
測
量
課
に
は
開

拓
使
を
や
め
た
荒
井
郁
之
助
、
関
大
之
が
入
局
し

た
。
こ
の
四
十
人
余
り
の
人
員
で
気
象
観
測
も
行

な
っ
た
の
で
、
測
量
の
要
員
は
ほ
ぼ
前
に
名
前
を

挙
げ
た
人
達
に
限
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
各
種
の
作

業
を
取
り
止
め
、
三
角
測
量
に
専
念
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

十

一
年

一
月
に

「全
国
三
角
測
量
」
と
改
称
し

て
、
関
東
地
方
か
ら
西
方
に
作
業
区
域
を
拡
大
す

る
と
と
も
に
、
那
須
西
原
基
線
の
測
量
、
三
角
点
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の
選
点
、
観
測
を
進
め
た
。
さ
ら
に
、
十
六
年
七

月
に
は
三
方
原
基
線
の
測
量
を
実
施
し
た
。

十
七
年
七
月
に
入
っ
て
、
陸
軍
省
か
ら
事
業
の

移
管
申
入
れ
が
あ
り
、
十
五
年
以
降
始
め
ら
れ
て

い
た
参
謀
本
部
測
量
課
の
三
角
測
量
事
業
と
の
統

一
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
陸
軍
省
ヘ

の
移
管
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
頃
で
は
従
事
人
員
、

予
算
等
の
面
で
、
陸
軍
側
と
大
き
な
格
差
が
生
じ

て
い
た
。

明
治
九
年

一
月
か
ら
十
七
年
七
月
ま
で
に
実
施

し
た
状
況
は
図
１
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
作
業
地

域
は
東
北
地
方
南
部
か
ら
近
畿
地
方
東
部
に
及
ぶ

範
囲
で
あ
っ
た
。
本
州
の
中
央
部
で
は
主
要
な
山

岳
が
三
角
点
に
選
ば
れ
て
い
て
、
後
に
陸
地
測
量

部
が
行
な
う
作
業
に
使
用
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。

三
．
陸
軍
省
　
明
治
四
年
七
月
、
兵
部
省
に
参
謀

局
が
新
設
さ
れ
、
地
図
政
誌
、
間
諜
通
報
な
ど
を

担
当
す
る
と
さ
れ
た
が
、
折
か
ら
の
廃
藩
置
県
に

よ
る
藩
兵
の
整
理
、
鎮
台
編
入
の
業
務
に
手
を
と

ら
れ
、
そ
れ
ら
の
業
務
は
地
方
の
状
況
探
査
に
止

ま
っ
た
。
一
段
落
し
た
翌
年
三
月
に
、
陸
軍
省

（五

年
二
月
に
陸
海
軍
分
立
）
参
謀
局
は
よ
う
や
く
全

国
の
地
誌
収
集
を
開
始
し
、
静
岡
藩
沼
津
兵
学
校

か
ら
兵
学
寮
大
教
授
に
移
っ
て
い
た
塚
本
明
毅
が

そ
の
責
任
者
と
し
て
参
謀
局
に
入
っ
た
。
し
か
し
、

事
業
の
内
容
に
つ
い
て
局
長
の
山
県
有
朋
と
衝
突

し
た
ら
し
く
、
す
ぐ
に
辞
め
て
し
ま
い
、
か
わ
っ

て
仙
台
藩
出
身
で
大
学

（後
に
文
部
省
）
出
身
の

木
村
信
卿
が
五
年
十
月
に
築
造
局
か
ら
入
局
し

た
。
同
年
十
二
月
、
木
村
は
測
量
事
業
を
始
め
る

た
め
、
和
算
家
で
淀
川
改
修
工
事
の
測
量
を
担
当

し
た
福
田
半
を
呼
ん
で
、
そ
の
準
備
を
始
め
さ
せ

た
。
七
年
六
月
、
参
謀
局
の
組
織
拡
充
の
さ
い
、

測
量
課
が
新
設
さ
れ
、
大
村
益
次
郎
の
弟
子
で
あ

る
長
嶺
譲
が
長
と
な
り
、
福
田
の
ほ
か
、
福
田
の

父
、
福
田
理
軒
の
弟
子
の
矢
島
守

一
、
日
和
佐
艮

平
、
浅
田
世
良
、
桑
野
庫
三
ら
が
集
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
、洋
式
測
量
の
技
術
習
修
を
進
め
な
が
ら
、

間
も
な
く
始
ま
っ
た
内
務
省
の
三
角
測
量
の
成
果

が
出
来
る
の
を
待
っ
た
。

一
方
、
兵
学
寮
で
は
五
年
六
月
に
始
め
ら
れ
た

士
官
学
校
で
の
測
量
教
授
に
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
参

謀
中
佐
Ａ
。
マ
ル
ク
リ
ー
を
長
に
、
工
兵
大
尉

Ｃ
・
ジ
ョ
ル
ダ
ン
、
Ｉ
・
ビ
エ
イ
ヤ
ー
ル
ら
を
呼

び
、
士
官
候
補
生
に
測
量
を
教
え
さ
せ
た
。
マ
ル

ク
リ
ー
は
六
年
十
二
月
に
帰
国
し
、
か
わ
り
に
七

年
五
月
に
ミ
ュ
ニ
エ
ー
参
謀
中
佐
が
来
日
し
て
、

教
師
首
長
と
な
る
。
そ
し
て
、
測
量
技
術
を
教
え

ら
れ
た
士
官
学
校
第

一
～
三
期
卒
業
生
の
う
ち
、

三
十
七
人
が
十
三
年

一
月
か
ら
始
ま
る
二
万
分
の

一
地
形
図

（後
に
迅
速
二
万
と
呼
ば
れ
る
も
の
）

の
作
成
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。

測
量
課
で
は
前
述
の
よ
う
に
内
務
省
の
測
量
作

業
を
待
っ
て
い
た
が
、
十
年
三
月
か
ら
の
西
南
戦

役
で
地
形
図
の
不
備
を
痛
感
し
た
山
県
は
三
角
測

量
を
伴
っ
た
本
格
的
な
地
形
図
作
成
で
は
な
く
、

応
急
的
作
成
を
費
用
の
上
か
ら
も
望
ん
だ
。
こ
の

意
向
に
そ
っ
て
、
仏
人
教
師
か
ら
測
量
技
術
を
若

手
将
校
と
と
も
に
学
ん
だ
士
官
学
校
教
官
工
兵
少

佐
小
菅
智
淵

（五
稜
郭
参
加
者
、
後
に
陸
地
測
量

部
長
）
が
十
二
年
十

一
月
に
参
謀
本
部

（十

一
年

十
二
月
に
参
謀
局
改
組
）
測
量
課
長
に
就
任
し
、

翌
年

一
月
か
ら
地
形
図
作
成
に
の
り
出
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
作
業
は
本
格
的
な
三
角
測
量
を

欠
い
て
い
る
た
め
、
東
京
か
ら
離
れ
る
に
つ
れ
誤

差
が
次
第
に
集
積
さ
れ
、
ほ
ぼ
関
東
平
野
が
終
了

し
た
十
九
年
で
打
切
り
と
な
っ
た
。
こ
の
間
、
こ

の
基
礎
的
な
欠
陥
を
な
く
す
た
め
、
十
五
年
二
月

に
三
角
測
量
を
手
が
け
る
大
地
測
量
班
が
課
内
に

設
け
ら
れ
、
地
理
局
の
一
等
三
角
点
を
使
っ
た
二

等
三
角
測
量
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、

相
模
原
基
線
を
設
置
し
、
そ
れ
よ
り
西
方
へ
と
測

174
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量
を
開
始
し
た
。
十

一
月
に
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰

朝
し
た
工
兵
大
尉
田
坂
虎
之
助
が
十
六
年
二
月
に

大
地
測
量
班
を
編
制
替
え
し
た
大
地
測
量
部
の
長

に
据
わ
り
、
本
格
的
な
三
角
測
量
事
業
に
取
り
く

ん
だ
。
当
然
、
地
理
局
事
業
と
重
複
す
る
こ
と
に

な
り
、
陸
軍
側
は
内
務
省
に
事
業
の
合
併
を
申
し

入
れ
、
山
県
の
内
務
大
臣
就
任
も
あ
っ
て
、
十
七

年
七
月
に
陸
軍
省
へ
の
移
管
が
決
ま
り
、
三
角
測

量
事
業
は
統
合
さ
れ
、
地
理
局
の
測
量
担
当
者
は

器
具
、
予
算
と
と
も
に
参
謀
本
部
に
移
さ
れ
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
九
月
、
参
謀
本
部
で
は
測
量
事
業

を
流
れ
作
業
に
効
率
化
す
る
た
め
、
独
立
し
て
い

た
地
図
課
、
測
量
課
を
ま
と
め
て
、
測
量
局
と
し
、

局
内
を
三
角
測
量
課
、
地
形
測
量
課
、
地
図
課
の

三
課
体
制
と
し
、
田
坂
は
三
角
測
量
課
の
課
長
心

得
と
な
っ
た
。

こ
の
後
、　
一
等
三
角
測
量
は
地
理
局
移
籍
組
の

二
見
鏡
三
郎
、
関
大
之
、
館
潔
彦
、
三
輪
昌
輔
、

木
村
世
徳
ら
が
中
心
と
な
っ
て
、
表
２
に
示
し
た

よ
う
に
、
中
部
地
方
か
ら
西
方
に
向
け
て
事
業
が

進
め
ら
れ
た
。
本
州
中
央
部
の
一
等
三
角
点
設
置

状
況
は
図
２
の
と
お
り
で
、
こ
れ
に
は
本
点
の
ほ

か
補
点
が
あ
る
の
で
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

四
。
農
商
務
省
　
明
治
七
年
に
内
務
省
が
発
足
し

た
時
、
地
理
寮
内
に
木
石
課
が
置
か
れ
、
森
林
、

地
質
、
鉱
物
等
を
対
象
に
し
た
が
、
す
ぐ
に
山
林

課
と
改
称
さ
れ
、
さ
ら
に
、
十
年

一
月
に
地
理
局

山
林
課
と
な
っ
た
後
、
翌
十

一
年
五
月
、
地
質
課

が
独
立
し
、和
田
維
四
郎
が
課
長
心
得
と
な
っ
て
、

地
質
調
査
に
専
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

ま
だ
人
員
、
予
算
と
も
に
不
十
分
で
あ
っ
た
。

十
二
年
に
入
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
技
師
ナ
ウ
マ
ン

が
傭
聘
さ
れ
、
そ
の
意
見
書
に
よ
り
、
十
二
年
計

画
で
二
十
万
分
の
一
地
質
図
の
全
図
整
備
が
認
め

ら
れ
、
人
員
、
予
算
が
拡
充
さ
れ
た
。
こ
の
時
に

は
地
形
図
は
当
然
な
か
っ
た
の
で
、
自
前
で
地
図

作
成
を
地
質
調
査
と
併
行
し
て
進
め
る
こ
と
に
な

り
、
測
量
課
か
ら
大
川
通
久
、
阿
曽
沼
次
郎
、
関

野
修
蔵
が
移
り
、
地
質
課
の
神
足
勝
記
に
加
わ
っ

た
。
作
業
は
平
板
測
量
に
よ
り
五
万
分
の
一
図
を

作
り
、
そ
れ
か
ら
二
十
万
分
の
一
に
縮
め
た
。
高

さ
は
水
銀
晴
雨
計
で
、
位
置
は
天
体
観
測
に
よ
り

経
緯
度
値
を
決
め
た
。

十
三
年
三
月
地
質
課
は
地
理
局
か
ら
勧
農
局
に

移
さ
れ
、
さ
ら
に
、
十
四
年
四
月
、
農
商
務
省
設

置
に
さ
い
し
、
勧
農
局
は
同
省
に
移
さ
れ
、
地
質

課
は
農
務
局
地
質
課
と
な
り
、
前
記
の
四
人
は
引

き
続
き
地
形
測
量
を
担
当
し
た
。

地
質
課
は
こ
の
後
、
十
五
年
二
月
に
地
質
調
査

所
、
十
八
年
十
二
月
に
地
質
局
、
二
十
三
年
六
月

に
地
質
調
査
所
と
変
わ
り
、
現
在
に
至
っ
た
。

こ
の
間
、
二
十
万
分
の
一
地
質
図
の
作
成
は
続

け
ら
れ
て
い
て
、
十
七
年

「伊
豆
」
「横
浜
」
「上
総
」

三
図
葉
の
出
版
を
皮
切
り
に
、
順
次
刊
行
さ
れ
、

大
正
五
年
に
完
了
し
た
。
こ
の
図
は
陸
地
測
量
部

の
五
万
分
の
一
地
形
図
が
整
備
さ
れ
る
迄
は
唯

一

の
実
測
図
で
、
二
十
万
分
の
一
と
い
う
縮
尺
に
も

拘
わ
ら
ず
広
く
利
用
さ
れ
た
。当
時
、陸
地
測
量
部

か
ら
同
縮
尺
の
輯
製
二
十
万
図
が
発
売
さ
れ
て
い

た
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
各
種
資
料
に
よ
る
編
集
図

で
あ
っ
た
た
め
、
特
に
山
岳
地
帯
は
悪
く
、
地
質

図
と
比
較
さ
れ
て
、良
し
悪
し
を
問
わ
れ
て
い
た
。

一
等
三
角
測
量
　
　
一三
角
測
量
は
地
点
相
互
の
関

係
を
測
定
し
て
、
地
球
上
の
位
置
を
確
定
す
る
作

業
で
あ
る
。
そ
の
為
、
厳
密
な
観
測
が
必
要
と
な

る
。
作
業
と
し
て
は
始
め
に
ほ
ぼ
八
十
キ
ロ腐
間
隔

に
観
測
点
を
設
け
、
大
枠
を
定
め
る
。
次
い
で
、

そ
の
間
に
順
次
観
測
点
を
補
い
、
ほ
ぼ
四
キ
ロ腐
間

隔
に
ま
で
縮
め
る
。
始
め
の
大
枠
で
す
る
作
業
が

一
等
三
角
測
量
で
、
三
角
点
の
間
隔
は
六
十
～
百

キ
ロ済
位
で
、
長
期
保
存
の
目
的
で
埋
石
を
す
る
。

こ
の
石
を
目
印
に
し
て
器
械
を
据
え
、
周
囲
の
三
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図 2 陸地測量部一等三角点設置状況図

(日 本山岳会会員 水野公男作成から)
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角
点
と
の
間
の
角
観
測
を
行
な
う
。
三
角
測
量
で

は
三
点
の
三
角
点
が
作
る
三
角
形
が
正
三
角
形
に

近
け
れ
ば
近
い
程
精
度
が
上
る
。
ま
た
当
然
の
こ

と
な
が
ら
周
辺
の
見
通
し
が
良
く
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
た
め
、
三
角
点
の
位
置
を
探
す
に
は

あ
た
り
の
山
を
登
っ
た
り
下
り
た
り
し
て
、
実
際

に
条
件
に
合
っ
て
い
る
か
確
か
め
る
必
要
が
あ

る
。
見
晴
し
の
良
い
こ
と
の
み
か
ら
見
れ
ば
、
富

士
山
や
槍
ヶ
岳
は
そ
の
第

一
候
補
と
な
ろ
う
が
、

後
続
作
業
の
器
材
、
食
糧
の
運
搬
、
観
測
器
械
の

据
付
、
観
測
時
の
滞
在
等
を
考
慮
す
る
と
外
さ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
。

内
務
省
地
理
局
で
は
前
述
の
図
１
の
よ
う
に
関

東
地
方
周
辺
か
ら
近
畿
地
方
迄
選
点
が
進
め
ら
れ

た
が
、
始
め
の
関
八
州
時
代
は
二
等
三
角
並
み
で

距
離
が
少
し
短
く
、
ま
た
平
地
が
多
く
あ
っ
た
の

で
、
さ
ほ
ど
の
苦
心
は
無
か
っ
た
。
低
地
の
場
合

に
は
櫓
を
建
て
れ
ば
済
む
か
ら
で
あ
る
。

中
部
地
方
の
高
山
地
帯
に
入
る
と
大
変
な
労
力

を
伴
な
う
。
そ
の
た
め
、
点
の
数
は
減
り
、
北
ア

ル
プ
ス
で
は
乗
鞍
山
の
一
点
だ
け
で
あ
る
し
、
中

央
ア
ル
プ
ス
で
も
木
曽
駒
ヶ
岳
だ
け
、
南
ア
ル
プ

ス
で
は
甲
斐
駒
ヶ
岳
、
赤
石
山
の
二
点
、
こ
の
ほ

か
に
は
白
山
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
登
山
の
難

易
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
次
項
で
ふ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
東
海
、
東

近
畿
で
は
ず
っ
と
点
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

参
謀
本
部
測
量
課
が
三
角
測
量
を
始
め
た
十
六

年
に
は
地
理
局
で
は
近
畿
地
方
ま
で
事
業
を
拡

げ
、
三
方
原
基
線
の
測
量
も
終
了
し
て
い
た
。
こ

の
た
め
、
武
蔵
か
ら
遠
江
ま
で
の
「武
遠
三
角
網
」

を
始
め
た
直
後
に
地
理
局
事
業
を
合
併
し
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
地
区
で
は
地
理
局
設
置
の
三
角
点
を

三
方
原
基
線
ご
と
取
り
込
む
結
果
と
も
な
っ
た
。

観
測
数
値
も
同
様
で
あ
る
と
思
う
が
、
未
確
認
で

あ
る
。
十
七
年
か
ら
始
ま
る

「
三
丹
三
角
網
」
に

も
地
理
局
選
点
の
三
角
点
が
相
当
数
包
含
さ
れ

た
。
こ
れ
は
選
点
に
従
事
し
た
作
業
者
が
地
理
局

移
籍
組
で
あ
っ
て
み
れ
ば
当
然
と
言
え
よ
う
。

作
業
の
状
況
　
　
一
等
三
角
測
量
作
業
の
実
際
に

つ
い
て
、
今
ま
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
か

ら
、
二
点
を
次
に
と
り
上
げ
る
。

一
つ
は
内
務
省
地
理
局
に
所
属
し
て
い
た
明
治

十
六
年
に
、
二
見
鏡
三
郎
が
東
京
地
学
協
会
で
講

演
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
見
は
安
政
三
年
生
ま
れ
、

東
京
大
学
を
明
治
十
二
年
に
卒
業
し
て
地
理
局
に

入
り
、
三
角
測
量
に
従
事
、
十
七
年
に
陸
軍
省
に

移
り
、
陸
地
測
量
部
発
足
後
も
班
長
心
得
と
し
て

引
続
き
測
量
を
担
当
し
た
が
、
二
十

一
年
に
辞
職
、

大
阪
鉄
道
技
師
長
を
経
て
、
二
十
八
年
三
高
教
授
、

さ
ら
に
、
三
十
年
京
都
帝
国
大
学
教
授
に
な
っ
た
。

講
演
の
中
で
、
選
点
に
つ
い
て

「明
治
十
二
年

夏
…
…
課
員
某
甲
遠
国
界
二
一
ノ
三
角
測
点
ヲ
設

ケ
ン
ト
シ
甲
州
奈
良
田
村
ョ
リ
白
根
山
二
向
テ
発

セ
リ
土
民
ノ
言
二
日
ク
該
村
ョ
リ
白
根
山
頂
迄
里

程
凡
ソ
五
、
六
里
ナ
ル
ヘ
シ
ト
…
…
因
テ
四
、
五

日
ノ
食
ヲ
蓄
へ
十
六
名
ノ
人
夫
ヲ
傭
ヘ
リ
名
二
負

フ
甲
州
屈
指
ノ
山
岳
恰
モ
絶
壁
ヲ
攀
ル
カ
如
ク
尋

常
歩
行
ノ
能
ク
進
ム
ヘ
キ
ニ
非
ス
行
ク
コ
ト
僅
カ

二
三
、
四
里
ニ
シ
テ
日
ハ
巳
二
没
セ
リ
翌
日
又
行

ク
コ
ト
三
里
未
夕
山
頂
二
達
セ
ス
三
日
ノ
晩
二
及

テ
綾
二
絶
頂
二
達
セ
リ
是
二
於
テ
始
テ
里
程
ノ
十

里
以
上
ナ
リ
シ
ヲ
知
レ
リ
帰
途
…
…
二
日
ニ
シ
テ

奈
良
田
村
二
至
レ
リ
其
間
固
ョ
リ

一
小
村
落
ヲ
見

ス
雪
ヲ
踏
ミ
野
二
宿
シ
辛
酸
亦
極
マ
レ
リ
ト
該
点

ハ
測
角
ノ
成
り
難
キ
ヲ
以
テ
遂
二
之
ヲ
廃
セ
リ
」

と
、
失
敗
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
確
か
に
、
自
根

山
は
高
山
で
あ
っ
て
も
後
続
作
業
を
考
慮
し
て
止

め
た
訳
で
あ
る
。

ま
た
、
観
測
に
つ
い
て

「明
治
十
三
年
十
二
月

中
余
天
城
山
ノ
測
角
二
従
事
セ
リ
其
山
直
立
僅
カ

二
五
千
尺
二
過
キ
ス
…
…
時
恰
モ
江
寒
ノ
期
二
近
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表 4 主要高山測量一覧 (寺 田寅彦「地図を眺めて」から

山脈叉
火山帯

富 士
火 山

山 岳  名

富  士  山

角 獣
測量年度 測 量 掛 標 高

監 名

静岡,富士,大宮町II 富 士 山 壽語1大
正■5 川 名 八 蔵 3776.29

赤 石

自
　
根
　
山

北  猥 III 白 根 岳 山梨,中 亘摩
"蔵

安村,董倉
撰駄 、

書驚1明
治37 吉 村 武 雄 3192.39

間 ノ嶽 III 相 ノ 岳
撲塾 1

誉盤1明
治37 吉 村 武 雄 31"."

農 鳥 嶽 H 農 鳥 山 ″ 南互摩,西 山村,奈良田
:1壼 IIナ

明治35 山本米二郎 3025.90

飛 扉

(見李I)
槍  ケ 嶽 II 鎗 ケ 岳 長野,南安曇,安曇村,錯ケ岳 馨覆| 口お

“
直 井  武
中 哺  霧

3179.50

赤 石

悪  澤  嶽
(東  1長 )

獨立
標 高 (III)

3146.

赤 石 嶽 赤石ケ岳 ″ 下伊那,大鷹村,大河原 進標  ″ 24

観測  ″ 24

”井 3120.06

飛 騨
(号夢賓)

穂
　
高
　
最

唐 澤 毅 III 奥 穂 高 ″ 南安曇,安曇村,上高地 壽1田
治39 阿 部 郡 治 310308

前穂高機 穂 高 岳
撰駄
造標

一２６
２３

”

一読

′
′

一明
´

ａ

井
盤

309023

南  嶽 III 北 穂 高 覇l明
治39 阿 部 郡 治 3032.68

西穂高最 III 前 穂 高 壽1職
39 阿 部 郡 治

"“
.59

赤 石 荒 川I 濃 IⅡ 荒 川 岳 ′ 下伊那,大鹿村,大河原 霊聾}酷 87 臼 井 由 清 3083.22

飛 騨

(月 猛 )
御    嶽 御 岳 山 ″ 西筑摩,三岳村,黒澤 遣授  ″ 23 田

輪
3063.41

赤 石

壼 見 嶽 II 菫 見 山 ′ 上伊那 ,伊邦里村 ,浦 甕1嶋
35 家中虎之助 3(X6.86

仙 丈 ヶ 嶽
0わ Iエ 前  岳 激薔l調

治35 山本米二郎 3032.71

飛 犀

(1奪r)
乗 鞍 嶽 乗 鞍 岳 ″ 南安曇,安曇村,大野川 遣標  ″ 28 田

黎
3026.%

赤 石 聖    最
獨立
標 高

静岡,安倍,非川村 .田代所在
(III)聖 ノ岳 ノ西南約六百米

3011.

飛 輝

("I)

創    最 IV 創  ・岳 富山,中新川,立山村.芦焼寺
凛受 1

彗密1明
治10

立 山 立  山 F盤  ″ 27
■闘 ″

“

・ 田 」 2991.96

水  品  山
(黒 岳)

III 水 品 山 ″ 上新川,大 山村,有峰 壽1明
治■9 住々ホ ロス郎 2977.70

赤 石 駒  ケ  嶽 甲駒 ケ岳 山梨〕北亘摩,駒城村,横手 薄 ■
=

観

“

井 “．．．
2疑b轟3

木 曾 駒 ケ 最 信駒ケ岳 長野,西筑摩,上松町,小川 遣標  ″ 27

"56.%
自 馬 裁

薬 師 ケ 最

飛 尋

(見,I)
野 口五郎嶽

鷲  蒻  最

大 天 丼 最

錯  ケ  岳

自 馬 岳 ″ 北安曇,北裁村,自 馬山 拠標,″ 27 '田 ] 2933.10

II 薬師ケ岳 富山,上新川,大山村,有峰 造 程 lsnts, 直 井 武
鈴木孫太郎

2926_01

H 五 郎 岳 長野,北安曇,手村,野口 霧曇1明治35 直 井  コ
鈴木孫太 F

292432

III 中  俣 富山,上新川,大山村,有峰 霞計明治" 佐 々木 戸次 郎

"%J9
III 天 章 山 長野,南安曇,有明村,中房

"お'9

明 治40

柴 山 虎 熊
"".12

III 鎗 ケ 岳 ′ 北安曇,北城村,西山 吉 野 牛 千

柴峙芳太郎 2998.
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表 4(前頁のつづき)

山脈又
火山帯

山 岳  名
角 駄

測量年度 測 量 掛 標 高

貼 名 所 在 地

l

士 l

山 |

|

八

ケ

嶽

富
火

赤  嶽 赤  岳 長野,南佐久,南牧村,海尻 1壽 T菱 1重
中田メ〕蒼雲1魏17

横  嶽
濁 立
標 高 (I)赤岳 ノ北方約千七百米

2830,

阿彊陀嶽
獨 立
標 高 (I)赤岳 ノ西方約千米

飛 騨 |

(見 9ズ)

笠 ケ 薇

“

ケЮ
II 笠 ケ 岳 岐阜,吉城,上費村,紳坂 造 標 laEa3r 直 井  武

鈴木孫太郎
然

".“
|

塵 島 鎗 岳 II 鹿 島 入 長野,北安曇,平村,鹿島 覇}明
治35 古 田 盛 作 2889,71

立 山 別 山
獨 立
標 高

富山,中新川,立山村,芦峡寺所
在(ⅡI)別 山ノ東南約千二百米

2綬5。

赤 石 蝙  幅  岳 III 中  俣 静問,安倍,井川村,田代 覇}明
治37 臼 井 由 清 2864."

飛 輝 .

(見琴I)
赤  牛  岳 III 赤 手 岳 富山,上新川,大山村,有峰 菫1雌" 佐 々木 戸次 郎 2864.23

木 曾 前 駒 ケ 嶽 Ⅱ 駒 ケ 岳 長野,西筑摩,大桑村,須原 叢薔す
明治お 勢  榮 三 2864.23

飛 1扉

(見,I)

賛 六  嶽
(菫華岳)

Ⅱ 中 俣 岳 蚊阜,吉城,上費村,金木戸 至讚1明治35

菫 翻  ″

直 井  武
鈴木孫太郎

286029

三  ツ 嶽 III 三 ツ 岳 長 野 ,北安 曇 ,平村 ,野口 覇}明
治39 佐 々木 戸次 郎 2844.59

水 曾 南 駒 ケ 嶽
獨立
標高

西筑摩,大桑村,須原所在
越百 ノ北東約二千五百米(III)

2〔残2.

三 俣 蓮 華 嶽
(鷲蒻漱)

III 三 ツ 又 富山,上新川,大山村,有峰
擦 菫 〕

重欝l明
治39 佐 々木 戸次 郎 2841.23

赤 石 鳳  凰  山
(3編Eケ 」D

Ⅱ 積 舌 岳 山梨,北 二摩,清哲村,青木 豊騒l明
治35 山本米二郎 2S40.92

ラ腱 汚軍

(見,I)

黒 部 五 郎 嶽
(中 ノ俣麟t)

III 黒  部 富山,上新川,大山村,有峰 彗1戯" 佐 々木 戸次郎 283958

恵 比 須 嶽
獨立
標高

蚊阜,大野,丹生川村,岩井谷所

在 (III)岩井 ノ東北約九百米
2823.

針 ノ 木 岳 III 野   口 長野,南安曇,平村,野口 雲義1明治10 柴崎芳太郎
青 木 一 郎

2820.60

祗  父  岳 III m父 岳 富山,中新川,立山村,芦峡寺 霞警ナ
襲お1° 青 木 一 郎 2669.82

赤 石 大  澤  岳 III 大 澤 岳 長野,下伊那,上村,北又奥 壽}明
治SS 岡 本 義 雄 2819.36

飛 諄

(見,I)

抜  戸 最 III 奥笠ケ岳 岐阜,吉城,上費村,紳坂 壽l哺
39 阿 部 郡 治 281280

東 天 丼 嶽
獨 立
標 高

長野,南安曇,西穂高村,牧所在
(lII)赤樺 ノ北西約千六百米

2811.

赤 石

上 河 内 岳 II 上河内岳 静岡,安倍,井川村,日代 蒻}明
治" 吉田喜重郎 2802_95

小 河 内 岳 II 小 河 内 長野,下伊那,大度村,大河原 驚計田治35 家中虎之助 280156

昭 和 七 年 二 月 調
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もう一つの登山史

図3 明神岳下山の図 館 潔彦画

(添え書きに「八月一日導者上條嘉門次ヲ随へ雨中明神岳ヲ下ル」とある)

181



表 5 -等 三角点穂高岳点の記

一一 集多 三三 夕彗 ズ鼠 σ〕 言己
| ⌒

L⊥」だ

1/20万図名 1/5万図名 上 高 地ヽふ り が な

点    名

か

〕む

だ

一ＣＦ魂恵

だけ ′

{書 / 高   山 彰 三角測量原簿一次第 92部ヽ

冠 字 番 号 館 第 7号
/標

識 番 号 標 石 第 号

長野県南安曇郡安曇村大字上高地字横尾ヨリ上堀迪4969番地
ゾ
(上高地国有林

所  在  地
108林班口小班,109林班口小班,112林班口小班) 地   目 山  林ヽ

林野庁  (長野営林局 松本営林署)/
所  有  者

測標 の種 類 普通測標 ′机板高  1.82r
/埋
 設 法 地上 (保護石一個)

選    点 明治26年  8月  1日 ′選 点 者 館  潔   彦 /

造    標 昭和62年  8月 27日 . 造 標 者 林 保

埋    標 明治28年 10月 11日 埋 標 者 高  井  鷹

観    測 昭和62年  8月 30日 観 瀬」 者 保 /林

自動 車 到 達 地 点 上高地・河童橋 /

歩 道 状 況 登山道 (幅0。 8m)あ り /

徒歩時間 (距離 ) 4時間30分 (約 6。 5km)/

三角点周囲の状況 岩 山

そ   の   他 中部山岳国立公園特別保護地域内 /´ 現況地目 原 野
/

備  考

昭和62年 12月  3日
柱石長 0。 82mνイ

ー次基準点測量 /

更新 /

／

＼
、

神
.

″́ノ7

図
Ｎ
Ｉ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
Ｉ

要 晉製税・ふt

至 色ふ札

（
国

土

地

理

院

）



キ
ヲ
以
テ
朔
風
漂
冽
殆
卜
禁
ユ
可
ラ
ス
寒
温
儀
ハ

正
午
卜
雖
ト
モ
華
氏
ノ
二
十
三
度
以
上
二
昇
ラ
ス

夜
二
至
テ
何
度
タ
リ
シ
ヤ
ヲ
詳
ニ
セ
ス
ト
雖
ト
モ

往
々
七
、
八
度
二
降
レ
リ
湿
気
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ

尽
ク
氷
結
シ
テ
石
ノ
如
シ
樹
木
ノ
如
キ
ハ
白
霜
之

二
纏
ヒ
桜
花
ノ
爛
漫
タ
ル
ニ
似
タ
リ
…
…
村
民
等

頻
リ
ニ
降
山
ヲ
促
セ
シ
ト
雖
ト
モ
事
業
已
二
半
ニ

過
キ
奈
何
ト
モ
ス
ル
能
ハ
ス
是
年
幸
二
降
雪
ノ
稀

ナ
ル
ヲ
以
テ
益
ミ
奮
励
シ
テ
測
角
二
従
事
シ
遂
ニ

十
二
月
二
十
八
日
二
至
テ
事
業
全
ク
キ
ル
依
テ
其

麓
地
蔵
堂
村
二
於
テ
新
春
ヲ
迎
ヘ
リ
」
と
そ
の
観

測
中
の
苦
労
を
述
べ
、
さ
ら
に

「昨
十
五
年
ハ
余

信
濃
岩
菅
山
二
赴
ケ
リ
其
山
直
立
凡
七
千
五
百
尺

是
際
余
ノ
最
モ
忘
レ
難
キ
ハ
八
月
五
日
ノ
暴
風
ニ

シ
テ
払
暁

（陳
ノ
風
雨
忽
チ
天
幕
ヲ
翻
倒
シ
余

輩
殆
卜
為
ス
所
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
八
日
二
至
テ
天
始

テ
晴
ル
」
と
災
害
に
遭
遇
し
た
様
に
も
ふ
れ
て
い

る
。二

つ
日
は
寺
田
寅
彦
が
随
筆
「地
図
を
眺
め
て
」

の
中
で
、
陸
地
測
量
師
梅
本
豊
吉
か
ら
聞
い
た
こ

と
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
随
筆
は

始
め
昭
和
九
年
九
月
の
東
京
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ

れ
た
の
ち
、
「鯛
媒
』
『天
災
と
国
防
』
と
転
載
さ
れ
、

さ
ら
に

『寺
田
寅
彦
全
随
筆
五
』
（岩
波
書
店
、　
一

九
九
二
）
に
収
録
さ
れ
た
。
梅
本
豊
吉
は
明
治
四

十
二
年
に
陸
地
測
量
部
に
入
り
、
当
時
三
角
科
班

長
、
高
等
官
四
等

（陸
軍
中
佐
待
遇
）
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で

「
一
等
三
角
点
に
は
み
ん
な
高
い
山

の
頂
上
が
選
ば
れ
る
。
そ
の
理
由
は
各
三
角
点
か

ら
数
十
キ
ロ
乃
至
百
キ
ロ
の
距
離
に
あ
る
隣
接
三

角
点
へ
の
見
通
し
が
利
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
三
角
測
量
に
従
事
す

る
人
達
は
年
が
年
中
普
通
の
人
は
滅
多
に
登
ら
な

い
や
う
な
山
の
頂
上
ば
か
り
を
捜
し
て
あ
ち
ら
こ

ち
ら
と
渡
っ
て
歩
ゐ
て
い
る
。
さ
う
し
て
天
気
が

悪
く
て
相
手
の
山
頂
三
角
点
が
見
え
な
け
れ
ば
、

幾
日
で
も
そ
れ
が
見
え
る
迄
待
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
…
…
測
量
を
始
め
る
前
に
は
先
づ
第

一
に
三
角
点
の
位
置
を
選
定
す
る
選
点
作
業
が
必

要
で
あ
る
。
深
山
の
峯
か
ら
峯
と

一
つ
一
つ
登
っ

て
行
っ
て
は
そ
こ
か
ら
百
キ
ロ
以
内
の
他
の
高
峯

と
の
見
透
し
を
調
べ
て
歩
く
の
で
あ
る
。　
一
点
を

決
定
す
る
の
に
平
均
二
週
間
は
か
か
る
。
‥
…
上

点
に
お
け
る
観
測
作
業
に
天
気
が
よ
く
て
も
二
週

間
位
は
か
か
る
。
技
師

一
人
技
手

一
人
と
測
量
人

夫
六
名
乃
至
十
名
位
の

一
行
で
天
幕
生
活
を
す

る
。
場
所
に
よ
っ
て
は
水
汲
み
だ
け
で
も
中
々
の

大
仕
事
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

そ
の
際
、
主
要
高
山

（二
千
八
百
厨
以
上
の
も

の
）
の
三
角
点
と
火
山
に
お
け
る
観
測
者
と
そ
の

測
量
年
度
を
陸
地
測
量
部
に
調
査
し
て
貰
っ
た

が
、
新
聞
紙
上
に
は
ス
ペ
ー
ス
の
点
で
掲
載
で
き

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
出
版
し
た
随
筆

集
に
収
録
し
た
。
そ
の
中
の
主
要
高
山
の
分
を
表

４
に
示
し
た
。
選
点
、
造
標
、
観
測
の
様
子
が
分

る
と
思
う
。

こ
の
表
の
中
で
、
初
期
の
選
点
に
従
事
し
た
館

潔
彦
は
地
理
局
か
ら
陸
地
測
量
部
に
移
っ
た
人

で
、
陸
地
測
量
部
で
は
殆
ど
選
点
に
明
け
暮
れ
し

た
。
寺
田
が
年
中
山
登
り
を
し
て
い
た
人
と
い
う

の
に
該
当
す
る
。
館
が
登
山
の
様
子
を
自
画
像
風

に
画
い
た
の
が
図
３
で
、
選
点
作
業
に
使
っ
た
図

紙
に
画
い
て
い
る
。
こ
の
図
は
水
彩
画
で
、
モ
ノ

ク
ロ
で
し
か
掲
載
で
き
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
な

か
な
か
雰
囲
気
が
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

時
の
記
録
が
表
５
の
点
の
記
で
、
選
点
は
明
治
二

十
六
年
八
月

一
日
と
記
載
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
月

日
は
画
の
月
日
と

一
致
し
て
い
る
。

な
お
、
館
は
嘉
永
三
年
生
ま
れ
、
明
治
五
年
工

部
省
に
入
り
、
七
年
内
務
省
、
十
七
年
陸
軍
省
、

三
十
六
年
に
休
職
と
な
り
、
三
十
八
年
休
職
満
期

退
官
し
た
。

もう一つの登山史
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お
わ
り
に
　
　
も
う

一
つ
の
登
山
史
と
い
う
こ
と

で
、
明
治
前
半
の
三
角
測
量
に
つ
い
て
、
私
が
こ

れ
迄
に
調
査
で
知
り
え
た
こ
と
を
主
に
し
て
、
そ

の
概
要
を
お
話
し
て
み
ま
し
た
。
足
ら
な
い
点
、

言
い
落
し
た
点
が
多
く
あ
り
ま
す
が
お
許
し
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

（本
稿
は

一
九
九
四
年
二
月
二
十
五
日
開
か
れ

た
第
二
十
二
回
山
岳
史
懇
談
会
に
お
け
る
佐
藤

洸
氏
の
講
演

「も
う

一
つ
の
登
山
史
　
陸
地
測

量
部
の
登
山
」
の
内
容
を
佐
藤
氏
に
執
筆
い
た

だ
い
た
も
の
で
す
。）
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新 干」 紹 介

諏
訪
多
栄
蔵
著
　
雁
部
貞
夫

・
薬
師
義
美
編

『ヒ
マ
ラ
ヤ
山
河
誌
』

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
　
一
九
九
四
年
四
月
刊

菊
版
上
製
（箱
入
り
）
三
八
七
ペ
ー
ジ
　
七
五
〇
〇
円

ヒ
マ
ラ
ヤ
文
献
研
究
の
業
績
で
知
ら
れ
る
、
諏
訪
多
栄
蔵
氏
の
研
究
成
果
の

集
大
成
で
あ
る
。

諏
訪
多
氏
の
経
歴
に
つ
い
て
は

『山
岳
』
第
八
十
八
年
追
悼
欄
で
、
同
氏
の

協
力
者
の

一
人
で
あ
っ
た
吉
永
定
雄
氏
に
よ
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
冒
頭
に

〃諏
訪
多
さ
ん
に
と
っ
て
西
岡

一
雄
、
加
納

一
郎
、
藤
木
九
三
、
宮

崎
武
夫
、
吉
沢

一
郎
、
深
田
久
弥
、
望
月
達
夫
氏
な
ど
と
の
出
会
い
が
、
そ
の

後
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
研
究
面
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
″
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
篤
実
な
人
柄
か
ら
云
っ
て
、
″人
生
は
人
と
の
出
会
い
″
と
い

う
言
葉
が
、
ま
さ
に
当
て
は
ま
る
程
、
こ
れ
ら
の
人
々
と
の
出
会
い
が
、
そ
の

後
の
諏
訪
多
氏
の
人
生
を
大
き
く
左
右
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

諏
訪
多
氏
は
、
戦
前
、
昭
和
十
七
年
に
創
刊
さ
れ
た
加
納

一
郎
氏
主
宰
に
よ

る
朋
文
堂
の
季
刊
誌

『探
検
』
に

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
岳
文
献
抄
」
を
ま
と
め
ら
れ

た
の
を
は
じ
め
、
戦
後
マ
ナ
ス
ル
登
山
の
頃
か
ら
は
、
「岳
人
』
を
中
心
に
数
々

の
文
章
を
公
に
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
著
者
の
文
筆
活
動
の
油
の
乗
り
切
っ
た
時
期
は
、
昭
和
三
十
年
代
の

後
半
か
ら
で
、
昭
和
四
十

一
年
に
住
友
電
工
を
退
社
さ
れ
、
神
戸
の
三
建
化
工

に
入
社
さ
れ
て
か
ら
は
、
文
筆
活
動
に
拍
車
が
か
か
り
、
翌
四
十
二
年
に
は
、

Ａ
・
ラ
ン
の
『登
山
百
年
史
』
、
引
き
続
き
Ｅ
・
シ
プ
ト
ン
の
「地
図
の
空
白
部
』

を
あ
か
ね
書
房
よ
り

『ヒ
マ
ラ
ヤ
名
著
全
集
』
の
一
冊
と
し
て
刊
行
、
四
十
三

年
に
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
ベ
イ
リ
ー
の

『ヒ
マ
ラ
ヤ
の
謎
の
河
』
を

出
版
さ
れ
た
。

四
十
六
年
三
月
に
深
田
久
弥
氏
が
急
逝
さ
れ
て
か
ら
は
、
同
氏
の
や
り
残
し

た
仕
事
ま
で
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
四
十
七
年
に
は
、
同
氏
の

「ヒ
マ
ラ

ヤ
の
高
峰
』
を
、
五
十
～
五
十

一
年
に
は
、
白
水
社
の

『ヒ
マ
ラ
ヤ
ー
人
と
辺

境
』
の
企
画

・
編
集
、
五
十
二
～
五
十
三
年
に
は
、
「世
界
山
岳
地
図
集
成
』

全
二
巻

（学
研
刊
）
の
刊
行
に
尽
力
、
五
十
五
年
に
は
、
『田
中
栄
蔵
古
稀
記

念
文
集
』
と
し
て

「
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
、
カ
ラ
コ
ル
ム
研
究
誌
」
と

「
ヒ
ン
ズ
ー

ク
シ
ュ
、
カ
ラ
コ
ル
ム
登
山
、
探
検
史
」
の
二
冊
を
、
日
本
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ュ
・

カ
ラ
コ
ル
ム
会
議
よ
り
上
梓
さ
れ
た
が
、
前
者
は
、
諸
氏
の
寄
稿
集
で
あ
り
、

後
者
は
ク
ロ
ニ
ク
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
間

『岳
人
』
誌
に
多
彩
な
執
筆
を
行
っ

て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
迄

一
冊
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。

一
九
九
二
年
五
月
に
諏
訪
多
氏
が
八
十

一
歳
で
物
故
さ
れ
た
後
、
深
田
久
弥

氏
の
『ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
』
の
編
集
等
を
通
じ
て
知
り
合
い
、
諏
訪
多
氏
に
と
っ

て
の
よ
き
理
解
者
で
も
あ
り
、
協
力
者
で
も
あ
っ
た
雁
部
貞
夫
、
薬
師
義
美
の

両
氏
は
、
諏
訪
多
氏
が
生
前
出
版
し
よ
う
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
、
同
氏
の

ヒ
マ
ラ
ヤ
研
究
に
関
す
る
代
表
的
な
文
章
を
ま
と
め
た
遺
著
を
刊
行
す
る
こ
と

が
同
氏
に
対
す
る
最
大
の
供
養
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
本
会
元
会
長
今
西
壽

雄
氏
等
四
十
名
の
出
版
発
起
人
に
呼
び
か
け
、
『ヒ
マ
ラ
ヤ
山
河
誌
』
刊
行
会

新

11」

糸召|

介
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を
組
織
し
て
編
集
に
着
手
さ
れ
た
。

幸
い
に
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
の
中
西
健
夫
社
長
の
力
強
い
支
援
を
得
、
編
集

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
前
記
吉
永
定
雄
氏
を
加
え
て
、
編
集
作
業
を
つ
づ
け
、
本
年

四
月
刊
行
の
運
び
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
本
書
の
内
容
に
つ
き
述
べ
る
。

本
書
は
本
文
七
章
と
略
年
譜
、
初
出

一
覧
、
あ
と
が
き
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第

一
章

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
小
論
」
は
、
著
者
の
提
唱
し
て
い
た

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山

学
」
の
序
論
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
は
現
在
で
は
ス
ポ
ー
ツ

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
は

「学
」
が
あ
っ
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
こ
の
小
論
の
目
標
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
ヒ
マ
ラ
ヤ
登

山
学
と
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
と
り
敢
え
ず
著
者
の

得
意
な
分
野
で
あ
る
文
献
、
地
図
、
年
代
誌
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
言
語
、

地
域
適
応
、
命
名
法
、
山
座
同
定
、
山
姿
論
、
登
路
解
説
、
情
報
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

登
山
学
の
十
二
の
テ
ー
マ
を
選
ん
で
小
論
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

昭
和
四
十
六
年
の
『岳
人
』
誌
に

一
年
間
に
亘
り
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

二
十
年
経
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
、
情
報
量
が
多
く
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

余
り
変
り
映
え
し
て
は
い
な
い
。
著
者
の
専
門
分
野
で
な
い
他
の
分
野
は
別
と

し
て
、
著
者
が
小
論
と
し
て
取
り
あ
げ
た
分
野
で
は
、
著
者
を
越
え
て
い
る
も

の
は
少
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
情
報
管

理
な
ど
は
、
前
か
ら
云
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
我
が
国
に
於
て
は
未
だ
に
デ
ー

タ

ｏ
ベ
ー
ス
に
な
る
様
な
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
著
者
の
提
唱
し
た
通
り
に
実

現
し
て
い
れ
ば
素
晴
ら
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
著
者
の
ネ
パ
ー
ル
開
国
直
後
の
貪
欲
な
迄
の
情
報
収
集
熱
は

す
さ
ま
じ
か
っ
た
。
外
国
の
山
岳
会
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
情
報
で
は
遅
す
ぎ
る
と

し
て
、
イ
ン
ド
の
日
刊
紙

「
ス
テ
ー
ツ
マ
ン
」
を
態
々
購
読
し
て
お
ら
れ
た
熱

意
に
脱
帽
し
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
。

第
二
章

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
今
昔
抄
」
は
、
昭
和
四
十
九
年
に

『岳
人
』
誌
に
、
著

者
を
中
心
に
、
若
い
人
数
人
と
分
担
し
て
執
筆
。
そ
の
中
の
六
編
を
著
者
が
執

筆
し
た
も
の
。
い
わ
ば

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
風
物
誌
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
当
時

の
著
者
の
知
識
と
情
報
が
あ
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
書
け
た
筈
で
あ
り
、
も
う
少

し
書
い
て
お
い
て
欲
し
か
っ
た
。

第
二
章

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
ー
人
と
辺
境
」
は
、
昭
和
五
十
～
五
十

一
年
に
か
け
て

白
水
社
か
ら
、
標
題
の
シ
リ
ー
ズ
で
刊
行
さ
れ
た
各
巻
の
付
録

（月
報
）
に
著

者
が
連
載
し
た
も
の
を
集
め
た
も
の
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
例
え
ば
キ
ン
グ
ド

ン
ｏ
ウ
ォ
ー
ド
の

「青
い
ケ
シ
の
国
」
の
様
に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
中
で
も
今
日
な

お
探
ら
れ
つ
つ
あ
る
地
域
の
代
表
的
文
献
を
と
り
あ
げ
た
シ
リ
ー
ズ
で
、
著
者

が
そ
の
選
定
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
章

「
カ
ラ
コ
ル
ム
の
名
峰
」
は
、
深
田
久
弥
氏
の
没
後
、
著
者
が

『岳

人
』
誌
の
た
め
に
企
画
し
て
連
載
し
た
も
の

（昭
和
五
十

一
年
、
五
十
三
年
）

の
中
か
ら

「
マ
ッ
シ
ャ
ー
ブ
ル
ム
」
「
デ
イ
ス
テ
ギ
ー
ル
・
サ
ー
ル
」
な
ど
八

点
を
収
録
し
て
い
る
。

第
五
章

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
ニ
ス
ト
抄
」
は
、
昭
和
四
十
四
年
～
四
十
五
年
に
か
け
、

著
者
の
企
画
に
よ
り

『岳
人
』
誌
に
連
載
し
た
も
の
。
著
者
自
身
は
、
探
検

・

登
山
史
上
の
重
要
人
物
の
評
伝
を
書
く
こ
と
は
、
山
座
同
定
同
様
に
重
要
で
あ

る
と
い
っ
て
い
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
Ｈ
・
テ
ィ
ッ
ヒ
ー
、
Ｅ
ｏ
シ
プ
ト
ン
、

Ａ
・
Ｌ
・
マ
ム
、
Ｐ
・
ア
ウ
フ
シ
ュ
ナ
イ
タ
ー※の
四
名
し
か
書
い
て
お
ら
れ
な

か
っ
た

（編
者
注
　
※
の
み

「岩
と
雪
』
三
九
号
よ
り
採
録
）
。

第
六
章

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
素
描
集
」
。
著
者
の
山
姿
図

（登
攀
ル
ー
ト
入
り
）
は
、
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そ
の
描
写
力
が
素
晴
ら
し
く
、
そ
の
緻
密
、
克
明
な
描
線
に
は
特
徴
が
あ
る
。

古
く
は
、
穂
高
岳
ル
ー
ト
図
集
な
ど
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
画
技

（ス

ケ
ッ
チ
能
力
）
は
地
図
の
作
成
や
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
座
同
定
な
ど
で
も
、
遺
憾

な
く
そ
の
能
力
を
発
揮
し
て
い
る
。

深
田
久
弥
氏
も
こ
の
点
に
着
目
さ
れ
、
氏
の
文
章
を
補
完
す
る
意
味
で
、
諏

訪
多
氏
の
山
姿
図
を
必
ず
依
頼
し
て
い
た
。

今
回
、
素
描
集
と
し
て
採
録
し
た
ス
ケ
ッ
チ
は
、
戦
前
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

に
残
さ
れ
て
い
た
未
発
表
の
四
十
点
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
絵
の
中
か
ら
十
点
を
収
録

し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
絵
は
藤
木
氏
の
蔵
書
の
写
真
な
ど
か
ら
コ
ピ
ー
代
り
に
ス
ケ
ッ
チ

さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
は
い
ず
れ
も
ソ
フ
ト
タ
ッ
チ
で
描

か
れ
て
お
り
、
そ
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

第
七
章

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
ー
名
著
と
そ
の
世
界
」
。
著
者
が
、
深
田
久
弥
、
吉
沢

一
郎
氏
と
三
人
で
編
集
委
員
と
な
っ
て
、
あ
か
ね
書
房
よ
り
刊
行
し
た

『ヒ
マ

ラ
ヤ
名
著
全
集
』
（全
１２
巻
）
に
執
筆
さ
れ
た
、
六
編
の
長
文
の
解
説
文
で
あ
る
。

中
で
も
テ
ィ
ル
マ
ン
の

「ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
は
四
〇
〇
字
七
十
五
枚
を

要
し
、
著
者
が
如
何
に
テ
ィ
ル
マ
ン
に
共
感
を
も
っ
て
い
た
か
を
実
証
す
る
も

の
と
し
て
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
多
面
的
な
解
説
文
に

み
ら
れ
る
、
そ
の
本
の
著
者
の
人
と
な
り
、
そ
の
地
域
の
探
検
史
、
そ
の
山
の

登
山
ル
ー
ト
の
追
跡
、
そ
の
登
山
に
対
す
る
評
価
、
参
考
文
献
、
将
来
の
課
題

・

展
望
な
ど
、
著
者
の
提
唱
す
る

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
学
」
を
垣
間
見
る
感
が
あ
る
。

な
お
編
者
も
初
出

一
覧
の
末
尾
に
、
当
初
収
録
を
考
え
た
が
、
種
々
勘
案
の

末
、
割
愛
し
た
と
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
日
山
協
主
催
で
行
っ
た
海
外
登
山
技

術
研
究
会
で
発
表
さ
れ
た

「
ラ
ン
タ
ン
谷
の
解
明
」
（昭
和
四
十
二
年
及
び
四
十

三
年
度
日
山
協
特
別
事
業
報
告
書
所
収
）
が
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念

で
あ
っ
た
。
こ
の
報
文
は
著
者
の
提
唱
す
る

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
座
同
定
」
の
初

の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
以
後
日
本
の
登
山
界
で
も

一
般
化
す
る
様
に
な
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『山
岳
』
第
六
十
四
年

（
一
九
六
九
）
に
発
表
さ
れ
た

「イ
ス
ト
ロ
オ
ナ
ー

ル
の
山
座
同
定
」
も
同
様
で
あ
る
。

巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
著
者
の
略
年
譜
は
、
著
者
の
研
究
業
績
を
経
時
的
に
知

る
上
で
大
変
参
考
に
な
る
。

稿
を
終
え
る
に
当
り
、
著
者
が
如
何
に
、
後
進
の
若
い
人
達
の
面
倒
を
よ
く

見
て
こ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
付
記
し
て
お
き
た
い
。

『岳
人
』
の
原
稿
に
つ
い
て
も
、
適
任
の
若
い
人
達
を
見
つ
け
る
と
、
執
筆

の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
、
種
々
と
指
導
し
て
お
ら
れ
た
し
、
見
知
ら
ぬ
人
か
ら

で
も
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
関
す
る
質
問
を
受
け
れ
ば
、
ど
ん
な
難
し
い
問
題
で
も
、

親
身
に
な
っ
て
文
献
を
調
査
さ
れ
教
え
て
く
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

東
の
深
田
久
弥
氏
の

「九
山
山
房
」
に
対
し
、
八
尾
の
公
団
住
宅
の
諏
訪
多

さ
ん
の
お
宅
に
は
、
い
つ
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
目
指
す
関
西
の
若
者
達
が
訪
れ
て
お

り
、
さ
な
が
ら
関
西
で
の
梁
山
泊
の
感
を
呈
し
て
い
た
。

私
事
に
亘
り
恐
縮
で
あ
る
が
、
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
越
え
る
ツ
ル
」
の
こ
と
を
本

会
会
報

『山
』
に
執
筆
し
た
際
に
も
、
い
ち
早
く
ポ
ー
ラ
ン
ド
隊
が
、
ヒ
ン
ズ
ー

ク
シ
ュ
の
ル
ン
コ
ー
の
近
く
で
見
か
け
た
、
ソ
デ
ク
ロ
ツ
ル
の
写
真
を
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
の
雑
誌
か
ら
コ
ピ
ー
し
て
情
報
の
提
供
を
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
な
ど
忘

れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

著
者
は
、
常
に
自
分
の
集
め
た
情
報
を
公
開
し
、
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
の
ぞ

ん
で
お
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
も
、
本
書
が
多
く
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
目
指
す
も
の

新 干」 紹 介
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に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
止
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
書
の
難
し
い
編
集
を
担
当
さ
れ
た
、
雁
部
、
薬
師
、
吉
永
の
諸

兄
の
努
力
に
感
謝
し
て
こ
の
稿
を
終
わ
り
と
す
る
。

（松
田
雄

一
）

江
本
嘉
伸
著

『西
蔵
漂
泊
』

山
と
漢
谷
社
　
上
巻
　
一
九
九
三
年

・
下
巻
　
一
九

九
四
年
刊

Ａ
５
判
　
・

時
、
本
書
に
登
場
す
る
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ざ
し
た
十
人
の
日
本
人
の
一
人
、
木
村

肥
佐
生
と
親
交
が
あ
っ
た
。

ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
の
ホ
テ
ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
偶
然
に
同
席
し
た
老
人
と
の

な
に
げ
な
い
会
話
を
き
っ
か
け
に
、
そ
の
老
人
の
過
去
を
聞
き
、
著
者
は
右
の

事
実
を
知
る
の
で
あ
る
。
ム
ン
フ
ジ
ャ
ム
ツ
老
人
は
意
外
に
も
、
そ
れ
か
ら
九

日
後
、
故
郷
の
村
を
訪
れ
た
の
ち
ア
メ
リ
カ
ヘ
帰
る
前
夜
、
死
去
す
る
。
そ
の

訃
報
を
、
翌
朝
ホ
テ
ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
息
子
か
ら
知
ら
さ
れ
た
著
者
は
、
次

の
よ
う
に
心
境
を
述
べ
て
い
る
。
「帰
る
所
は
、
ア
メ
リ
カ
で
な
く
て
、
モ
ン

ゴ
ル
だ
っ
た
の
だ
。
胸
を
ぎ
ゅ
っ
と
締
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
思
い
で
、
突
然

の
老
人
の
死
を
私
は
自
分
に
言
い
聞
か
せ
た
。
人
の
一
生
に
は
、
だ
れ
に
も
他

人
の
う
か
が
い
知
れ
ぬ
ド
ラ
マ
が
あ
る
。
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
の
ホ
テ
ル
で
出

会
っ
た
ム
ン
フ
ジ
ャ
ム
ツ
も
、
内
情
は
も
っ
と
も
っ
と
波
瀾
に
富
ん
だ
人
生
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
」
。

む
ろ
ん
旅
の
魅
力
は
、
意
外
性
や
偶
発
性
だ
け
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
本
質
は
な
に
か
。
い
ま
か
ら

一
世
紀
及
至
半
世
紀
前
、
中
国
に
併
合
さ
れ

る
以
前
の
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ざ
し
た
、
個
性
豊
か
な
十
人
の
日
本
人
の
そ
れ
ぞ
れ

の
旅
の
記
録
を
追
い
な
が
ら
、
便
利
に
な
っ
た
現
代
の
旅
と
も
比
較
し
、
著
者

は
本
書
の
各
所
で
そ
の
こ
と
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
終
章
で
、
旅
が

「
い
か
に

知
的
刺
激
に
あ
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
」
、
さ
ら
に

「そ
の
人
の
人
間
性
そ
の

も
の
だ
」
と
述
べ
、
最
後
に
こ
う
む
す
ん
で
い
る
。
「困
難
で
は
あ
っ
た
が
、

十
人
は
、
幸
せ
な
旅
を
し
た
。
二
十
世
紀
の
末
、
『旅
の
時
代
』
と
い
わ
れ
る

い
ま
、
彼
ら
が
実
践
し
た
よ
う
な

『知
の
体
験
』
は
、
ま
れ
で
あ
る
」
。

そ
の
時
代
の
国
際
情
勢
の
中
で
と
き
に
は
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
執

念
を
燃
や
し
た
十
人
の
日
本
人
た
ち
。
こ
こ
に
そ
の
一
人

一
人
の
旅
の
要
約
を

上
巻
二
九
三
ペ
ー
ジ

下
巻
三

一
四
ペ
ー
ジ

二
八
〇
〇
円

三
〇
〇
〇
円

旅
に
は
偶
発
的
な
こ
と
だ
と
か
運
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
旅
の
魅
力
的
要
素

は
、
自
分
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
、
そ
の
よ
う
な
偶
発
性
や
運
に
関
係
す

る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
著
者
は
本
書
で
、
「偶
然
の
出
会
い
、
と
い
う
も
の

が
旅
で
は
と
り
わ
け
意
味
を
も
つ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
象
徴
的
事
例
と

し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
国
の
首
都
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
で
の
ム
ン
フ
ジ
ャ
ム
ツ
と
い
う

老
人
と
の
出
会
い
を
序
章
で
引
い
て
い
る
。

モ
ン
ゴ
ル
人
ム
ン
フ
ジ
ャ
ム
ツ
は
六
十
年
ぶ
り
で
ア
メ
リ
カ
か
ら
祖
国
に
里

帰
り
し
た
の
だ
っ
た
。
彼
は

「
モ
ン
ゴ
ル
革
命
後
、
故
郷
を
脱
出
し
、
中
国
の

内
モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
サ
、
イ
ン
ド
の
カ
リ
ン
ポ
ン
な
ど
に
住
ん
だ
の

ち
、　
一
九
六
八
年
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
」
の
で
あ
り
、
ラ
サ
に
住
ん
で
い
た
当
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掲
げ
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
著
者
は
そ
れ
ら
十
人
の
日
本
人
た
ち
を
三
グ
ル
ー

プ
に
分
け
て
い
る
。
最
初
に
チ
ベ
ッ
ト
に
到
達
し
た
能
海
寛
や
寺
本
婉
雅
を
は

じ
め
河
口
慧
海
、
成
田
安
輝
が
第

一
グ
ル
ー
プ
、
そ
の
後
の
再
入
蔵
の
河
口
慧

海
を
含
め
て
矢
島
保
治
郎
、
青
木
文
教
、
多
田
等
観
が
第
ニ
グ
ル
ー
プ
、
そ
し

て
第
三
グ
ル
ー
プ
が
野
元
甚
蔵
、
西
川

一
三
、
木
村
肥
佐
生
で
あ
る
。
目
的
や

使
命
こ
そ
異
な
っ
て
い
て
も
、
彼
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
強
靭
な
精
神
力
と

行
動
力
の
凄
さ
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
年
代
順
に
こ
れ
ら
十
人
の
日
本
人
の
旅
に
つ
い
て
触
れ
る
の
で
は
な

く
、
前
述
の
ム
ン
フ
ジ
ャ
ム
ツ
と
の
出
会
い
か
ら
、
ま
ず
第

一
章
で
木
村
肥
佐

生
を
登
場
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
個
々
の
旅
を
関
連
づ
け
て
展
開
し
て
い
る
。
こ
の

点
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
あ
り
、
読
者
を
し
て
引
き
つ
け
る
。
臨
場
感
の
と
も
な

う
貴
重
な
写
真
も
、
旅
へ
誘
う
よ
う
で
本
書
を
魅
力
的
な
も
の
に
し
て
い
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
本
書
に
は
チ
ベ
ッ
ト
の
歴
史
や
文
化
、
政
治
、
宗
教
な
ど
に
つ
い
て
も

ち
り
ば
め
ら
れ
て
あ
る
の
で
、
読
み
ご
た
え
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

チ
ベ
ッ
ト
に
関
心
の
あ
る
読
者
に
と
っ
て
知
識
を
ふ
や
す
意
味
で
も
あ
り
が
た

い
。
著
者
の
博
識
に
は
脱
帽
さ
せ
ら
れ
る
。
読
み
や
す
く
、
内
容
の
充
実
し
た

有
意
義
な
本
と
い
え
よ
う
。

本
書
に
関
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
を
述
べ
る
の
は

「釈
迦
に
説
法
」
の
よ
う

で
気
が
ひ
け
る
が
、
新
聞
記
者
で
あ
る
著
者
の
、
緻
密
な
取
材
に
も
と
ず
く
記

述
の
正
確
さ
が
魅
力
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
登
山
や
探
検

に
精
通
し
た
著
者
な
れ
ば
こ
そ
の
着
眼
点
も
日
に
つ
く
。
た
と
え
ば
河
口
慧
海

に
関
す
る
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。
「河
回
の
、
チ
ベ
ッ
ト
の
旅
を
通
じ
て
の
強

さ
は
、
食
欲
を
つ
ね
に
な
く
さ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
、
と
筆
者
に
は
思
わ
れ

る
」
。日

本
人
と
し
て
最
初
に
ネ
パ
ー
ル
に
入
域
し
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
越
え
て
チ
ベ
ッ

ト
の
ラ
サ
に
達
し
た
河
口
慧
海
の
強
さ
に
つ
い
て
、　
一
般
的
に
は
こ
う
し
た
視

点
か
ら
は
な
か
な
か
と
ら
え
に
く
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
チ
ベ
ッ
ト
の
魅
力
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
こ
う
述
べ

て
い
る
。
「閉
ざ
さ
れ
て
き
た
国
ゆ
え
の
神
秘
性
、地
政
学
上
の
重
要
性
、
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
の
魅
力
な
ど
、
理
由
は
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ヒ

マ
ラ
ヤ
山
脈
の
北
、
天
に
最
も
近
い
所
に
存
在
す
る
チ
ベ
ッ
ト
に
は
、
世
界
の

ほ
か
の
地
に
は
な
い
、
不
思
議
な
吸
引
力
が
あ
る
の
だ
、
と
筆
者
は
考
え
て
い

る
」
。

世
界
最
高
地
の
高
原
に
位
置
す
る
チ
ベ
ッ
ト
は
、
大
部
分
が
荒
涼
と
し
た
岩

石
砂
漠
地
帯
で
あ
る
。
無
数
に
あ
る
、
そ
こ
の
峠
で
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
祈
蒔
旗
が
は
た
め
い
て
い
る
。
時
代
状
況
は
変
貌
し
て
も
、
そ
れ
は
本
書
で

描
か
れ
た
十
人
の
日
本
人
が
旅
し
た
と
き
と
、
変
わ
ら
ぬ
光
景
だ
ろ
う
。

い
ま
も
チ
ベ
ッ
ト
は
魅
力
を
秘
め
て
い
る
。
か
つ
て
チ
ベ
ッ
ト
ヘ
雄
飛
し
た

十
人
の
日
本
人
は
、
そ
の
だ
れ
も
が
行
動
力
に
お
い
て
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
、

そ
の
心
は
豊
か
さ
に
満
ち
て
い
た
。
現
代
の
管
理
社
会
に
閉
ざ
さ
れ
た
私
た
ち

に
本
書
は
そ
の
こ
と
を
教
え
、
旅
の
魅
力
や
本
質
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。

な
お
本
書
は
上
下
三
巻
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
下
巻
の
巻
末
に
付
記
さ
れ
て

あ
る
年
表
も
見
や
す
く
参
考
に
な
る
。

（根
深
　
誠
）
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廣
瀬
誠
著

『立
山
の
い
ぶ
き
―
方
葉
集
か
ら

近
代
登
山
事
始
め
ま
で
』

シ
ー

・
エ
ー

・
ピ
ー
　

一
九
九
二
年
十

一
月
刊

四
六
判
　
三
八

一
ペ
ー
ジ
　
一
一〇
〇
〇
円

古
書
目
録
に
目
を
通
し
て
い
る
と
、
「
ツ
カ
レ
」
又
は

「
ツ
カ
レ
本
」
な
る

注
記
に
時
折
ゆ
き
当
た
る
。
こ
れ
は
、
書
籍
等
の
保
存
の
程
度
を
表
す
語
彙
で
、

「極
美
本
」
や

「美
本
」
と
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
反
対
の
意
が
あ
る
。

私
の
書
架
に
あ
る

「立
山
黒
部
文
献
目
録
』
（富
山
県
立
図
書
館

・
昭
和
三

十
二
年
）
は
も
う
よ
れ
よ
れ
で
、
文
字
通
り
そ
の
ツ
カ
レ
本
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
、購
入
時
は
極
美
本
だ
っ
た
。直
ち
に
パ
ラ
フ
ィ
ン
紙
の
カ
バ
ー

を
か
け
、
取
扱
い
は
丁
寧
を
宗
と
し
た
。
な
の
に
斯
様
に
な
っ
た
の
は
、
古
文

書
や
古
絵
図
等
を
発
注
す
る
際
の
参
考
に
、
あ
る
い
は
、
古
文
献
等
の
検
索
に

と
、
幾
度
と
な
く
汎
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
必
需
の

目
録
で
、
い
く
ら
お
か
げ
を
蒙
っ
た
か
わ
か
ら
ぬ
。

そ
の
編
者
―
立
山

◆
黒
部
を
語
る
に
余
人
を
も
っ
て
替
え
難
い
廣
瀬
誠
氏

が
、
先
頃

『立
山
の
い
ぶ
き
―
万
葉
集
か
ら
近
代
登
山
事
始
め
ま
で
』
を
上
梓

さ
れ
た
。
資
料
の
宝
庫
と
も
い
え
る
本
書
は
、
私
の
書
棚
に
あ
る
か
ぎ
り
、
前

記
の
目
録
同
様
、
ど
う
や
ら
ツ
カ
レ
本
へ
の
道
を
辿
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ

る
。廣

瀬
氏
は
そ
の
「
は
し
が
き
」
に
、
「古
事
記
』
の
「大
和
は
国
の
ま
ほ
ろ
ば
」

云
々
を
引
き
な
が
ら
い
う
。
「私
は

『立
山
は
山
の
ま
ほ
ろ
ば
、
こ
ご
し
岩
、

雪
き
ら
め
か
せ
、
深
々
と
雲
霧
い
ぶ
く
、
立
山
し
美
は
し
』
と
立
山
を
讃
え
た

い
」
と
。

ま
た
い
う
。
「私
も
ま
た
越
中
男
子
と
し
て
立
山
の
下
に
生
ま
れ
、
立
山
の

水
で
育
っ
た
。
幼
少
か
ら
立
山
を
仰
ぎ
、
敬
い
、
慕
い
、
讃
嘆
し
て
や
ま
な
か
っ

た
。
そ
の
立
山
に
対
す
る
、
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
思
い
を
う
ち
傾
け
て
書
き
上
げ

た
の
が
本
書
で
あ
る
」
と
。

そ
れ
は
、　
一
「立
山
の
山
岳
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
」
、
一
一
「中
近
世
立
山
の
風

景
―
文
学
を
中
心
に
」
、
三
「立
山
の
美
術
と
文
化
財
」
、
四
「立
山
禅
定
の
道
」
、

五

「立
山
の
地
名
と
習
俗
風
俗
」
、
六

「神
仏
の
交
渉
と
分
離
を
め
ぐ
っ
て
」
、

七

「立
山
開
発
と
災
害
」
、
八

「近
代
登
山
事
始
め
」
、
九

「近
代
の
文
学
と
書

誌
」
、
十

「立
山
を
め
ぐ
る
人
物
群
像
」
、
の
全
十
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。

古
往
今
来
、
立
山
関
係
の
書
物
は
数
多
く
出
版
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、

立
山
の
歴
史
と
文
化
に
か
く
も
的
確
に
肉
付
け
し
た
著
述
が
か
つ
て
あ
っ
た
ろ

う
か
。
「越
中
び
と
の
魂
を
た
く
ま
し
く
は
ぐ
く
ん
で
き
た
母
な
る
山
」―
立
山

に
血
が
か
よ
っ
て
い
る
。
此
処
彼
処
の
行
間
に
、
今
な
お
脈
打
つ

「古
き
よ
き

立
山
」
の
い
ぶ
き
を
感
じ
さ
せ
て
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
空
恐
ろ
し
い
く

ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
稀
有
の
こ
と
で
、
ま
さ
し
く
空
前
の
書
と
い
え
よ
う
。

な
か
ん
ず
く
、
立
山
の
山
岳
信
仰
を
め
ぐ
る
第

一
章
は
、
本
書
の
圧
巻
で
は

あ
る
ま
い
か
。
事
象

・
事
物
へ
の
洞
察
は
隅
々
ま
で
透
っ
て
お
り
、
鋭
い
。
著

者
が
最
も
尽
痒
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
引
用
文
献
等
の
彩
多
な
る
に
は
驚
倒
す

る
ば
か
り
だ
が
、
さ
り
と
て
煩
瑣
と
い
う
感
が
な
い
。
い
ず
れ
も
好
個
な
も
の

で
、
し
か
も
理
路
が
整
っ
て
お
り
、
難
解
で
は
な
い
。

著
者
は
ま
ず
、美
女
平
や
弥
陀
ヶ
原
出
土
の
縄
文
期
の
遺
物
を
も
っ
て
き
て
、
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立
山
と
人
と
の
か
か
わ
り
初
め
か
ら
起
筆
す
る
。
次
い
で
、
「萬
葉
集
』
の
大

伴
家
持
の

「立
山
賦
」
に
言
及
し
、
幅
広
い
文
献
研
究
に
基
づ
く
密
度
の
濃
い

思
索
を
淡
々
と
展
開
。
大
伴
池
主
の

「敬
和
立
山
賦
」
等
を
こ
れ
と
比
較
し
、

短
歌
は
家
持
の
そ
れ
に
劣
る
が
、
長
歌
に
み
な
ぎ
る
力
は
池
主
の
方
が
は
る
か

に
上
出
来
だ
、
と
喝
破
す
る
。

こ
の
あ
た
り
、
歌
人
岡
野
弘
彦
氏
を
し
て
そ
の
著

『花
幾
年
』
に
、
「
一
夜

で
山
の
天
候
は
急
変
し
て
、
翌
日
は
猛
烈
な
風
雨
。
そ
の
雨
の
中
を
、
案
内
し

て
く
れ
る
国
学
院
で
同
級
だ
っ
た
廣
瀬
誠
君
は
、
大
伴
池
主
の

「立
山
の
賦
に

敬
和
す
る
』
長
歌
を
朗
々
と
暗
誦
し
な
が
ら
歩
く
。
雨
は
た
ち
ま
ち
肌
ま
で
濡

れ
と
お
っ
て
、
身
は
ふ
る
え
上
が
る
よ
う
に
寒
い
が
、
廣
瀬
君
の
情
熱
の
声
は

火
の
よ
う
に
燃
え
つ
づ
け
て
止
ま
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
立
山
を
詠
ん
だ
長
歌
は
、

家
持
の
も
の
よ
り
池
主
の
も
の
の
方
が
ず
っ
と
力
強
く
歌
わ
れ
て
い
る
」
と
い

わ
し
め
た
劃
切
な
逸
話
を
折
り
込
む
な
ど
、
秀
逸
で
あ
る
。

婦
尊
の

「婦
」
は
、
芦
崎
の

「崎
」
と
と
も
に
、
越
中
だ
け
で
通
用
し
た
字

だ
と
い
う
。
そ
の
字
体
の
異
様
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
婦
尊
像
の
形
相
も
劣

ら
ず
醜
怪
で
物
恐
ろ
し
い
。
い
わ
く
い
い
難
い
無
気
味
さ
で
、
白
昼
と
い
え
ど

も
正
視
で
き
か
ね
る
く
ら
い
で
あ
る
。
私
な
ど
罰
あ
た
り
に
も
、　
一
瞥
以
来
永

ら
く
蛇
蝸
の
如
く
嫌
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
非
凡
な
眼
を
も
つ
著
者
の
、
覚
醒

を
促
す
論
考
に
接
し
て
、
己
が
観
念
に
変
化
の
兆
し
が
見
え
は
じ
め
た
。
そ
れ

だ
け
論
旨
の
敷
行
が
行
き
と
ど
い
て
い
る
。

殊
に
、
尊
像
の
表
現
の
特
徴
に
関
す
る
長
島
勝
正
氏
の
見
解
を
交
え
た
く
だ

り
が
上
乗
で
あ
る
。

立
山
開
山
に
ふ
れ
て
は
、
加
賀
藩
の
碩
学
富
田
景
周
が
、
そ
の
著

『越
登
賀

三
州
志
』
で
、
架
空
の
人
物
、
と
断
じ
た
佐
伯
有
若
の
署
名
を
、
京
都
の
随
心

院
文
書
中
に
発
見
し
た
木
倉
豊
信
氏
の
功
績
を
顕
彰
す
る
。　
一
方
で
は
ま
た
、

伝
説
で
開
山
の
契
機
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
鷹
や
熊
、特
に
熊
に
関
し
て
全
国
的
、

世
界
的
視
野
で
論
じ
て
み
せ
、
な
お
か
つ
、
「立
山
開
山
伝
承
を
研
究
す
る
に
は
、

遠
く
記
紀
神
話
に
湖
り
、
広
く
他
地
の
伝
承
を
集
め
て
比
較
対
照
す
る
必
要
を

痛
感
す
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
姿
勢
が
著
者
の
真
骨
頂
な
の
で
あ
る
。
い
ち
い
ち
枚
挙
は

せ
ぬ
が
、
他
の
章
も
お
お
む
ね
こ
れ
に
類
し
た
精
神
で
考
究
が
展
開
さ
れ
て
お

り
、
重
厚
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
著
者
の
博
覧
強
記
ぶ
り
に
は
心
服
す
る
。
そ
れ
も
そ
の
は

ず
、
廣
瀬
氏
は
―
、
と
こ
こ
ら
で
氏
の
出
自
、
経
歴
を
紹
介
し
た
い
が
、
も
う

紙
幅
が
な
い
。
こ
こ
で
は
、
第
二
章
に
あ
る
次
の
一
事
を
略
記
す
る
に
と
ど
め

る
。天

保
十

一
年

（
一
八
四
〇
）
、
立
山
に
登
拝
、
漢
文
の

『登
立
山
記
』
（弘
化

二
年

・
一
八
四
五
）
を
も
の
し
た
漢
学
者
が
い
る
。
富
山
藩
士
大
塚
敬
業
で
あ

る
。
そ
の

「長
女
テ
イ
は
富
山
藩
士
石
黒
綱
正
に
嫁
し
、
そ
の
娘
ユ
キ
は
真
川

家
に
嫁
し
、
そ
の
娘
ツ
ヤ
は
廣
瀬
家
に
嫁
し
、
そ
の
長
男
が
私
」
、
つ
ま
り
、

著
者
な
の
で
あ
る
。

「剣
岳

・
立
山
の
雄
大
を
讃
嘆
し
た
敬
業
の
心
情
が
脈
々
と
し
て
私
の
血
脈

に
伝
わ
っ
て
く
る
思
い
で
あ
る
」
と
廣
瀬
氏
は
感
慨
深
げ
で
あ
る
。
著
者
の
な

か
な
る
敬
業
も
、
今
に
し
て
羽
翼
を
伸
ば
す
思
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
さ

て
お
く
が
、
敬
業
は
ま
た
と
な
い
末
裔
に
恵
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は

そ
の
余
徳
で
本
書
を
得
た
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
本
書
は
、
著
者
の
言
葉
を
拝
借
す
れ
ば

「
一
般
向
き
に
平
易
に
噛
み
く

だ
い
て
書
く
よ
う
心
が
け
た
」
も
の
で
、
「研
究
者
向
け
の
論
文
集
」
は
す
で
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に
出
て
い
る
。
そ
の
論
文
集
が

『立
山
黒
部
奥
山
の
歴
史
と
伝
承
』
（昭
和
五
十

九
年

・
桂
書
房
）
で
あ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
、
さ
ら
に
著
者
の
論
文
等
に
就
き
た
い
人
の
た
め
に
、
「廣

瀬
誠
著
作
目
録
』
（昭
和
五
十
七
年
）
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

（湯
口
康
雄
）

太
田
五
雄
著

『屋
久
島
の
山
岳

近
代
ス
ポ
ー
ツ
登
山
６５
年
の
歴
史
と
現
在
』

八
重
岳
書
房
　
一
九
九
三
年
刊

菊
版
上
製
　
三
四
〇
ペ
ー
ジ
　
三
九
〇
〇
円

九
州
で
も
っ
と
も
魅
力
あ
る
山
岳
は
屋
久
島
の
山
や
ま
で
あ
る
。
屋
久
島
の

自
然
に
魅
せ
ら
れ
、
通
い
つ
め
る
こ
と
三
十
有
余
年
の
大
田
さ
ん
が
本
書
を
出

版
し
た
こ
と
は
、
私
を
含
め
て
知
る
人
が
待
っ
て
い
た
だ
け
に
、
待
望
の
一
冊

と
し
て
誠
に
喜
ば
し
い
。

本
書
紹
介
に
あ
た
り
、
屋
久
島
が
と
り
も
つ
太
田
さ
ん
と
私
と
の
関
係
を
述

べ
て
お
き
た
い
。

太
田
さ
ん
と
初
め
て
合
っ
た
の
は
昭
和
三
十
七
年
初
夏
、
私
宅
で
あ
っ
た
。

そ
れ
も
そ
の
前
年
私
が

『山
と
漢
谷
』
誌
上
に
発
表
し
た

「地
域
研
究
―
屋
久

島
の
山
」
を
見
た
太
田
さ
ん
か
ら
、
手
紙
を
も
ら
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
と
き
大
田
さ
ん
は
弱
冠
二
十
歳
頃
で
あ
っ
た
が
、
屋
久
島
に
対
し
て
な
み

な
み
な
ら
ぬ
情
熱
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
私
も
屋
久
島
に
は
そ
れ
な

り
の
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
大
田
さ
ん
と
の
交
友
が
深
ま
る
に
つ
　
１９

れ

「屋
久
島
の
山
岳
や
漢
谷
を
ま
と
め
る
の
は
太
田
さ
ん
以
外
に
は
い
な
い
」

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
若
い
う
ち
、
と
く
に
独
身
時
代
に
山
に
の
ぼ
せ
る
人

は
多
い
が
、
年
を
と
る
に
つ
れ
山
か
ら
離
れ
て
い
く
人
も
ま
た
多
い
。
太
田
さ

ん
は
屋
久
島
へ
の
情
熱
を
欠
か
す
こ
と
な
く
持
ち
続
け
た
稀
有
の
人
で
あ
る
。

そ
の
間
、
屋
久
島
に
通
う
こ
と
四
十
数
回
に
お
よ
び
、
そ
れ
も
単
に
登
山
径
を

た
ど
る
の
で
は
な
く
、
未
知
の
沢
を
探
り
、
険
し
い
岩
壁
登
攀
が
数
多
く
含
ま

れ
て
い
る
。
今
で
こ
そ
屋
久
島
へ
の
交
通
は
便
利
に
な
っ
た
が
、
か
つ
て
は
福

岡
か
ら
屋
久
島
登
山
を
試
み
る
の
に
、
北
ア
ル
プ
ス
に
行
く
よ
り
時
間
を
要
し

た
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
れ
ほ
ど
通
い
つ
め
る
こ
と

は
、
並
た
い
て
い
の
こ
と
で
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

私
自
身
、
大
田
さ
ん
ら
と
の
屋
久
島
行
は
夏
冬
三
度
あ
る
。
冬
の
こ
と
で
あ

る
が
、
安
房
川
上
流
を
解
明
す
る
た
め
太
田
さ
ん
ら
は
右
俣
に
、
私
ら
は
左
俣

に
入
り
鹿
之
沢
で
落
ち
合
う
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
折
か
ら
の
降
雪
と
伐
採

あ
と
の
倒
木
の
た
め
遅
々
と
し
て
進
め
ず
、
予
定
よ
り
大
幅
に
遅
れ
る
こ
と
が

必
至
と
な
り
、
私
ら
は
退
却
し
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
株
で

一
夜
明
か
し
た
後
、
安
房

か
ら
永
田
に
廻
り
、
永
田
歩
道
を
三
日
か
け
て
鹿
之
沢
小
屋
に
入
っ
た
。
そ
こ

に
大
田
さ
ん
ら
は
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
も
お
そ
ら
く
予
定
の
コ
ー
ス
を
断
念
し

引
き
返
し
た
も
の
と
思
い
つ
つ
、
小
屋
に
食
糧
と
燃
料
を
お
い
て
永
田
に
降
り

た
。
そ
の
夜
お
そ
く
彼
ら
も
永
田
に
降
り
て
き
た
。
彼
ら
は
四
日
間
か
か
っ
て

稜
線
に
出
た
後
、降
雪
と
ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
の
な
か
を
永
田
岳
か
ら
鹿
之
沢
へ
、

そ
こ
か
ら
私
ら
の
踏
み
跡
を
た
ど
っ
て
降
り
て
き
た
の
だ
っ
た
。何
日
も
遅
れ
、

果
て
は
遭
難
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
だ
け
に
、
そ
の
日
の
感
動
は
未
だ
に
忘



れ
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
書
四
九
ペ
ー
ジ
に
淡
々
と
わ
ず
か
三
行
で
述

べ
て
い
る
。

さ
て
、
本
書
は
屋
久
島
の
沿
革
に
始
ま
り
、
自
然
、
山
岳
概
要
、
気
象
、
登

山
道
案
内
、
沢
、
岩
場
、
登
攀
の
記
録
、
地
名

・
山
名
、
山
岳
遭
難
、
山
岳
の

見
所
、
登
山
根
拠
地
、
名
所

・
旧
跡
、
交
通
の
十
四
章
か
ら
な
る
。
写
真
は
カ

ラ
ー
の
八
ペ
ー
ジ
三
十
九
葉
と
、各
章
の
初
め
の
自
黒
計
九
十
八
葉
か
ら
な
る
。

さ
ら
に
六
種
の
付
表
と
、
折
込
み
付
図
と
し
て
詳
細
な
屋
久
島
管
内
図
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
書
は
単
な
る
案
内
書
で

は
な
く
、
屋
久
島
の
山
と
原
生
林
が
も
た
ら
す
素
晴
ら
し
い
自
然
、
山
岳
、
沢
、

岩
場
な
ど
も
詳
述
し
て
お
り
、
屋
久
島
の
山
岳
集
成
版
で
あ
る
。

一
章

「沿
革
」
か
ら
五
章

「登
山
道
案
内
」
ま
で
と
、
十

一
章

「山
岳
の
見

所
」
以
降
は
案
内
書
に
も
あ
り
そ
う
な
項
目
で
あ
る
が
、
細
か
く
読
む
と
、
地

名
考
、
岩
屋
、
廃
道
な
ど
他
書
に
は
な
い
内
容
が
多
々
あ
る
。
著
者
が
も
っ
と

も
力
を
注
い
だ
の
は
、
大
章
か
ら
十
章
お
よ
び
付
表
に
ま
と
め
た
登
攀
史
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
紹
介
を
す
す
め
る
。

六
章
は
沢
を
ま
と
め
て
い
る
が
、
本
書
の
約
三
分
の

一
、　
一
一
〇
ペ
ー
ジ
分

を
費
や
し
て
お
り
、
こ
こ
に
心
血
が
注
が
れ
て
い
る
。
屋
久
島
の
沢
は
、
流
程

十
～
二
十
キ
ロ腐
に
対
し
て
高
距
差
は
千
八
百
房
も
あ
り
、
加
え
て
日
本
の
最
多

雨
域
で
あ
る
た
め
、
そ
の
容
相
は
、
急
流
、
急
瀑
、
ナ
メ
ラ
、
ゴ
ル
ジ
ュ
、
滝
、

釜
、
渕
、
巨
石
ゴ
ー
ロ
帯
な
ど
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
沢
の
遡
行

は
、
困
難
で
は
あ
る
が
魅
力
あ
る
山
行
と
な
る
。
本
章
で
は
屋
久
島
の
主
要
河

川
は
す
べ
て
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
安
房
川
、
宮
之
浦
川
、
黒
味
川
、
小
揚
子
川
、

大
川
、
永
田
川
な
ど
十
二
の
河
川
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
大
き
な
河
川

に
つ
い
て
は
全
般
的
に
、
さ
ら
に
本
流
、
支
流
合
わ
せ
て
四
十
七
沢
の
説
明
が

あ
る
。
こ
の
う
ち
三
十
二
沢
は
著
者
自
身
の
遡
行

（
一
部
下
降
）
記
録
で
あ
る
。

な
か
に
は
二
、
三
日
も
か
か
る
上
級
者
向
き
の
行
程
も
あ
り
、
渓
谷
図
と
と
も

に
詳
述
し
て
い
る
。
本
人
が
踏
査
し
て
い
な
い
沢
に
つ
い
て
は
出
典
を
明
ら
か

に
し
て
引
用
し
て
い
る
。
私
も
永
田
川
を
遡
行
し
て
い
る
だ
け
に
、
多
く
の
沢

を
踏
査
し
た
著
者
に
改
め
て
敬
意
を
表
し
た
い
。著
者
は
単
独
の
こ
と
も
多
く
、

黒
味
川
メ
ン
ガ
ク
ボ
で
は
、
鮮
苔
、
紅
葉
、
落
葉
の
沢
に
感
動
し
、
「
一
人
で

こ
の
光
景
を
む
さ
ぼ
り
な
が
ら
の
遡
行
は
贅
沢
の
極
み
で
あ
っ
た
」
と
感
傷
に

耽
る
こ
と
も
あ
る
。

七
章
で
は
、
本
富
岳
、
七
五
岳
お
よ
び
永
田
岳
か
ら
障
子
岳
周
辺
の
岩
場
に

つ
い
て
、
二
十
五
ル
ー
ト
を
図
入
り
で
述
べ
て
い
る
。
著
者
自
身
は
、
し
ん
つ

く
し
山
岳
会
か
ら
福
岡
Ｇ
Ｃ
Ｃ
代
表
と
し
て
、
彼
や
仲
間
は
七
五
岳
北
壁
、
同

東
稜
の
初
登
、
障
子
尾
根
、
前
障
子
南
西
壁
、
ネ
マ
チ
西
壁
、
ロ
ー
ソ
ク
岩
な

ど
を
登
攀
し
て
い
る
。
七
五
岳
北
壁
Ｇ
Ｃ
Ｃ
ダ
イ
レ
ク
ト
ル
ー
ト
は
、
昭
和
四

十
五
年
か
ら
四
十
七
年
に
か
け
て
四
回
日
で
の
初
登
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
最
初

私
が
提
案
し
た
だ
け
に
感
慨
深
い
。
そ
の
ほ
か
本
富
岳
南
西
壁
や
前
障
子
正
面

壁
な
ど
の
よ
う
に
数
回
目
に
し
て
開
か
れ
た
困
難
な
ル
ー
ト
も
あ
る
。
屋
久
島

の
岩
場
は
昭
和
四
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
今
日
ま
で
多
く
の
ル
ー
ト
が
開
か
れ

た
が
、
ま
だ
未
登
の
岩
壁
も
残
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
永
田
川
上
流
ネ
マ
チ
ノ

ク
ボ
右
岸
の
処
女
岩
壁
や
ピ
ナ
ク
ル
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
は
、
今
後
の
楽
し
み
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

八
章
は
ス
ポ
ー
ツ
登
山
と
し
て
の
屋
久
島
登
攀
史
で
あ
る
。
こ
れ
は
過
去
の

記
録
を
総
ざ
ら
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
変
な
仕
事
で
あ
り

一
朝
に
し
て
成

せ
る
も
の
で
は
な
い
。
本
文
で
は
ク
ラ
ブ
ご
と
に
述
べ
て
い
る
が
、
付
表
に
は

三
百
十
六
の
記
録
を
年
代
順
に
文
献
と
と
も
に
ま
と
め
て
あ
り
、
十
八
ペ
ー
ジ

新 干」 紹 介
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に
お
よ
ぶ
。
昭
和
の
初
期
か
ら
戦
前
は
、
第
五
高
等
学
校
山
岳
部
と
筑
紫
山
岳

会
の
活
躍
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
か
ら
昭
和
四
十
年
ま
で
は
、
筑
紫
山
岳

会

（加
藤
数
功
ら
）
お
よ
び
そ
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
し
ん
つ
く
し
山
岳
会
や
、

鹿
児
島

・
佐
賀
両
大
学
山
岳
部
な
ど
九
州
勢
の
活
動
が
目
立
つ
。
こ
れ
ま
で
は

一
部
に
険
し
い
尾
根
や
ピ
ー
ク
が
含
ま
れ
る
が
沢
の
開
拓
が
主
で
あ
り
、
年
間

無
～
二
回
の
記
録
し
か
な
い
秘
境
の
島
で
あ
っ
た
。
四
十
年
代
か
ら
は
交
通
の

便
も
良
く
な
り
、
年
間
数
回
以
上
と
飛
躍
的
に
記
録
も
増
え
る
。
ク
ラ
ブ
も
九

州
の
み
な
ら
ず
、
関
西
、
関
東
、
北
陸
と
拡
が
り
、
渓
谷
に
加
え
て
岩
壁
登
攀

が
な
さ
れ
て
く
る
。

九
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
混
乱
し
て
い
た
地
名

・
山
名
に
つ
い
て
古
文
献
や
記

録
を
繕
き
、
地
元
意
見
を
尊
重
し
つ
つ
整
理
し
て
い
る
。
山
名
や
谷
名
な
ど
は
、

先
ず
地
元
で
の
呼
称
や
過
去
の
名
称
が
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
貴
重
な

意
見
も
あ
る

一
文
で
あ
る
。
十
章
は
こ
れ
ま
で
の
山
岳
遭
難
に
つ
い
て
、
五
十

件
中
、
行
方
不
明
と
死
亡
者
数
十
五
名
な
ど
を
ま
と
め
て
い
る
。
屋
久
島
の
自

然
条
件
と
遭
難
の
関
係
を
吟
味
し
、
そ
の
防
止
を
呼
び
か
け
た
警
句
で
あ
る
。

か
く
い
う
私
も
昭
和
三
十

一
年
こ
こ
で
岳
友
を
失
っ
た
苦
し
い
体
験
を
も
っ
て

お
り
、
人
ご
と
と
は
思
わ
れ
な
い
。

屋
久
島
は
平
成
五
年
十
二
月
、
自
然
遺
産
の
世
界
遺
産
と
し
て
白
神
山
地
と

と
も
に
登
録
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
屋
久
島
の
自
然
が
世
界
的
に
貴
重
で
あ
る
こ

と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。
私
が
屋
久
島
の
自
然
保
護
を
訴
え
た
の
は
、
昭
和
三

十
九
年
自
然
保
護
誌
上
で
あ
る
。
今
こ
の
自
然
を
如
何
に
保
全
す
べ
き
か
、
著

者
は
常
に
自
問
自
答
し
て
、
地
元
民
と
と
も
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
問
題
は
、
今
後
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
思
索
し
続
け
る

太
田
さ
ん
な
の
で
あ
る
。

（松
本
征
夫
）

ロ
バ
ー
ト

・
ス
ワ
ン
著
　
三
方
洋
子
訳

『北
極
を
歩
く
』

図
書
出
版
社

（海
外
旅
行
選
書
）

一
九
九
三
年
刊

四
六
判
　
二
九
四
ペ
ー
ジ
　
二
九
八
七
円

ピ
ア
リ
ー
は
生
涯
を
極
地
探
検
に
捧
げ
、　
一
九
〇
九
年
、
北
極
点
に
初
到
達

し
た
。
個
人
の
情
熱
と
国
家
の
威
信
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
地
理
的
探
検
を
成
功

さ
せ
た
。
以
後
も
人
々
は
極
地
に
魅
せ
ら
れ
極
点
を
め
ざ
し
た
が
、
次
の
到
達

ま
で
六
十
年
近
く
を
要
し
た
。
六
〇
年
、
七
〇
年
代
に
相
次
い
で
大
ぞ
り
に
よ

る
到
達
が
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
後
犬
ぞ
り
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
エ
ス
キ
モ
ー

の
移
動
手
段
が
大
ぞ
り
か
ら
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
に
変
っ
て
い
っ
た
時
期
と
重
な

る
。極

地
探
検
は
現
代
の
価
値
観
の
多
様
化
に
伴
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
行
な

わ
れ
て
い
る
。
個
人
的
色
彩
が
濃
く
な
り
、
さ
ら
に
は
国
際
協
力
を
旗
印
に
し

て
国
際
隊
が
組
織
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
登
山
に
お
け
る
国
際
隊
は
登
頂
を

め
ぐ
っ
て
自
国
の
エ
ゴ
が
む
き
出
し
に
な
り
空
中
分
解
し
や
す
い
が
、
極
地
探

検
は
全
員
が
同

一
行
動
で
き
る
点
で
登
山
の
よ
う
な
エ
ゴ
は
出
に
く
く
、　
一
定

の
成
果
を
収
め
て
い
る
。

一
九
八
九
年
、
ロ
バ
ー
ト

・
ス
ワ
ン
［英

上
三
二
歳
］
を
隊
長
に
七
ヶ
国
八
人

の
ア
イ
ス
ウ
ォ
ー
ク
隊
が
北
極
点
を
め
ざ
し
た
。
同
じ
時
期
、
六
ヶ
国
六
人
に
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よ
る
国
際
隊
が
大
ぞ
り
で
南
極
大
陸
を
横
断
し
た
。
両
隊
と
も
地
球
環
境
の
保

全
を
訴
え
る
も
の
で
、
時
代
を
反
映
し
た
必
然
的
な
も
の
と
い
え
る
。

本
書
は
Ｒ
ｅ
ス
ワ
ン
著

Ｒ】ｏ
ｏ
■
＞
ｒ
バ
ズ

一
九
九
〇
年
）
の
邦
訳
で
あ
る
。

著
者
Ｒ
・
ス
ワ
ン
は
仲
間
二
人
と
ス
コ
ッ
ト
隊
の
足
跡
を
た
ど
り
、　
一
四
〇
〇

キ
ロを
七
十
二
日
間
無
補
給
で
八
六
年

一
月
十
二
日
、
南
極
点
に
到
達
し
た
。
こ

の
時
の
日
焼
け
で
皮
膚
が
ボ
ロ
ボ
ロ
に
は
が
れ
た
。
そ
れ
は
帰
国
後
半
年
間
も

続
い
た
。
オ
ゾ
ン
ホ
ー
ル
に
よ
る
紫
外
線
が
原
因
で
皮
膚
ガ
ン
の
も
と
に
な
る

と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
体
験
か
ら
、
汚
染
さ
れ
た
地
球
環
境
に
危
機
感
を
抱
き
、

国
際
隊
を
組
織
し
て
北
極
点
か
ら
環
境
保
全
を
訴
え
よ
う
と
決
意
す
る
。
オ
ゾ

ン
ホ
ー
ル
は
年
々
拡
大
し
、
基
地
周
辺
で
は
巨
大
ゴ
ミ
が
放
置
さ
れ
て
い
た
。

戦
争
や
侵
略
を
知
ら
な
い
唯

一
の
大
陸
を
保
全
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
思
い
、

若
い
人
た
ち
の
環
境
問
題
へ
の
関
心
を
高
め
る
た
め
に
、
さ
ら
に
学
生
隊
を
組

織
し
た
。
十
五
ヶ
国
か
ら
二
十
二
人
が
本
隊
を
支
援
し
環
境
問
題
に
取
り
組
む

こ
と
に
な
っ
た
。

八
隊
員
の
う
ち
極
地
の
未
経
験
者
は
大
西
宏
氏

［二
六
歳
］
と
黒
人
の
ダ
リ

ル

［米

・
二
三
歳
］
だ
け
で
あ
る
。
ピ
ア
リ
ー
の
仲
間
ヘ
ン
ソ
ン
を
記
念
す
る

意
味
と

「
ハ
ー
レ
ム
」
に
希
望
の
星
と
な
る
人
物
が
必
要
と
考
え
た
著
者
は
彼

を
メ
ン
バ
ー
に
加
え
た
。
だ
が
、
ダ
リ
ル
は
訓
練
段
階
で
足
に
凍
傷
を
負
い
、

加
え
て
ひ
ど
い
靴
ズ
レ
に
悩
ま
さ
れ
続
け
る
。
大
西
氏
は
慣
れ
な
い
極
地
で
体

力
を
消
耗
し
、
言
葉
の
壁
で
意
志
の
疎
通
を
欠
き
孤
立
す
る
。
二
人
と
も
極
地

経
験
が
な
い
こ
と
で
行
動
が
左
右
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

ア
ン
ガ
ス

［カ
ナ
ダ

・
三
二
歳
］
は
エ
ス
キ
モ
ー
。
自
然
に
依
存
し
た
生
活

の
保
全
を
訴
え
る
に
は
、
生
活
状
態
も
汚
染
さ
れ
た
エ
ス
キ
モ
ー
こ
そ
ふ
さ
わ

し
く
、
ア
イ
ス
ウ
ォ
ー
ク
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
対
象
で
あ
る
、
と
著
者
は
考
え
る
。

そ
し
て
、
「八
番
目
の
男
」
と
し
て
彼
を
隊
に
加
え
た
。
出
発
前
ア
ン
ガ
ス
は
「そ

こ
〈
北
極
）
の
人
々
の
こ
と
を
知
り
、
環
境
へ
の
彼
ら
の
気
遣
い
、
環
境
が
人
々

の
生
活
に
い
か
に
密
着
し
て
い
る
か
を
知
り
、
あ
る
種
の
伝
統
的
文
化
を
守
ろ

う
と
す
る
努
力
を
知
っ
た
。
こ
の
ア
イ
ス
ウ
ォ
ー
ク
は
僕
に
、
僕
の
背
景
を
触

れ
さ
せ
て
く
れ
る
と
思
う
。
僕
が
た
っ
た
数
週
間
し
か
我
慢
で
き
な
い
だ
ろ
う

環
境
の
中
で

一
生
暮
ら
し
た
両
親
や
先
祖

へ
の
尊
敬
を
教
え
て
く
れ
る
と
思

う
」
と
語
る
。
彼
は
カ
ナ
ダ
政
府
の
移
住
計
画
に
よ
り
白
人
家
庭
で
西
洋
風
の

教
育
を
受
け
て
育
っ
た
。
だ
か
ら
「北
極
へ
の
憧
れ
な
ん
て
な
か
っ
た
」
の
で

あ
る
。
民
族
固
有
の
文
化
が
侵
さ
れ
失
わ
れ
て
い
く
現
実
が
見
え
て
く
る
。
旅

の
終
わ
り
近
く
で
著
者
は
、
ア
ン
ガ
ス
が
極
北
の
地
で

「く
つ
ろ
い
で
い
る
」

と
感
じ
安
堵
す
る
。
ア
イ
ス
ウ
ォ
ー
ク
の
本
来
的
な
意
味
を
実
感
で
き
た
瞬
間

な
の
だ
ろ
う
。

ロ
シ
ア
人
医
師
ミ
ー
シ
ャ

［三
五
歳
］
は
八
八
年
の
ソ
連

・
カ
ナ
ダ
合
同
の

ポ
ー
ラ
ー
プ
リ
ッ
ジ
隊
の
一
員
。
九
十

一
日
間
で
北
極
海
を
横
断
し
た
。
「
メ

ン
バ
ー
は
い
い
奴
ば
か
り
だ
が
、
極
地
経
験
が
不
足
し
て
い
る
。
自
分
の
経
験

を
皆
で
使
え
ば
い
い
」
と
言
い
切
る
。
著
者
は
彼
と
の
議
論
で
何
度
も
追
い
つ

め
ら
れ
る
が
、
「極
地
で
生
き
残
る
た
め
に
何
が
必
要
か
、彼
は
わ
か
っ
て
い
る
」

と
理
解
を
示
す
。
著
者
は
ミ
ー
シ
ャ
の
知
識
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
や
さ
し
さ
の
全

て
に
頼
っ
て
い
る
自
分
に
気
づ
く
。
大
西
氏
が
消
耗
し
切
っ
て
い
る
時
に

「
ヒ

ロ
、今
度
の
旅
は
君
に
と
っ
て
ず
い
ぶ
ん
き
つ
い
み
た
い
だ
ね
。
で
も
僕
に
と
っ

て
は
楽
し
い
。
今
度
は

一
緒
に
エ
ベ
レ
ス
ト
に
行
き
反
対
の
立
場
に
な
ろ
う
」

と
慰
め
る
。
彼
は
医
師
と
し
て
体
の
傷
ば
か
り
で
な
く
、
心
の
傷
も
治
し
て
い

た
の
だ
っ
た
。

大
西
宏
氏
は
南
米
で
の
登
山
を
終
え
て
帰
国
後
、
「腹
に
ず
し
っ
と
く
る
」

新 干ll 紹 介
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行
動
を
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
ん
な
矢
先
に
北
極
行
の
話
が
舞
い
込
む
。

言
葉
の
問
題
は
あ
っ
た
が
、持
ち
前
の
明
る
さ
と
行
動
力
で
参
加
を
決
意
す
る
。

山

一
辺
倒
だ
っ
た
生
活
に

「北
極
」
が
加
わ
る
。
訓
練
を
経
て
出
発
す
る
が
、

極
地
の
環
境
は
簡
単
に
彼
を
受
け
入
れ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
長
期
戦
の
極
地
で

消
耗
し
切
り
限
界
を
越
え
か
か
る
が
、
意
地
だ
け
で
頑
張
り
通
す
。
山
で
は
強

い
と
言
わ
れ
て
い
た
大
西
氏
の
弱
り
方
に
極
地
の
厳
し
さ
が
想
像
さ
れ
て
く

る
。凍

傷
を
負
っ
た
ダ
リ
ル
の
参
加
で
、隊
は
初
め
か
ら
リ
ス
ク
を
負
っ
て
い
た
。

出
発
は
二
週
間
も
お
く
れ
進
度
は
お
そ
か
っ
た
。
四
日
目
に
し
て
チ
ー
ム
に
亀

裂
が
生
じ
る
。
「お
荷
物
に
な
る
枯
木
は
切
り
は
ら
う
べ
き
だ
」
と
。
だ
が
著

者
は
隊
長
と
し
て

「遅
い
者
を
待
つ
と
し
て
も
、
五
十
日
か
か
っ
て
も
、
八
人

で
行
こ
う
」
と
結
論
す
る
。
ア
イ
ス
ウ
ォ
ー
ク
隊
は
環
境
問
題
か
ら
世
界
を
救

う
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る
協
力
の
象
徴
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
「遅

れ
た
者
を
排
除
す
る
こ
と
」
と

「
八
人
で
最
後
ま
で
行
く
こ
と
」
と
の
対
立
の

記
録
と
も
い
え
る
。

先
頭
を
行
く
ア
ン
ガ
ス
と
グ
レ
ア
ム

［オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
三
四
歳

ｏ
高
校

教
師
］
は
チ
ー
ム
の
バ
ラ
つ
き
に
苛
立
ち
、
隊
を
二
つ
に
分
け
よ
う
と
不
満
を

吐
く
。
そ
ん
な
な
か
で
著
者
は
、
過
去
の
探
検
隊
に
思
い
を
馳
せ
、
ア
ル
ブ
ト

［西
独

上
三
二
歳

ｏ
探
検
家
］
の
言
う

「旅
は
自
己
表
現
」
に
領
く
。
ル
パ
ー

ト

［副
隊
長

・
英

◆
三
五
歳

・
元
海
軍
士
官
］
は
科
学
調
査
と
極
地
探
検
史
か

ら
北
極
行
を
切
り
離
せ
な
い
。
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
極
点
へ
の
旅
は
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

弱
者
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
依
然
尾
を
引
い
て
い
た
が
、
チ
ー
ム
は

ま
と
ま
り
は
じ
め
た
。
大
西
氏
の
荷
物
の
こ
と
で
ア
ン
ガ
ス
と
グ
レ
ア
ム
は
不

満
を
ぶ
ち
ま
け
る
が
、
ベ
ー
ス
か
ら

「
ダ
リ
ル
を
は
ず
す
か
？
」
の
無
線
に
二

人
と
も
き
っ
ば
り
と
否
定
す
る
。
「探
検
に
い
や
な
感
情
は
つ
き
も
の
だ
」
が
、
　
１９

そ
れ
ら
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
互
い
の
努
力
で
克
服
で
き
る
の
も
探
検
の
側
面
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
抱
い
て
五
月
十
四
日
極
点
に
到
達
し
た
。
だ
れ
も

が
抱
く
感
情
が
絡
み
合
い
、
極
寒
と
開
水
面
の
危
険
の
中
で
、
国
や
文
化
、
言

葉
の
違
い
を
乗
り
越
え
て
国
際
隊
と
し
て
の
目
的
を
達
成
す
る
。
感
情
が
交
差

す
る
人
間
模
様
の
葛
藤
劇
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。

大
西
氏
は
そ
の
後
エ
ベ
レ
ス
ト
に
登
頂
し
、
自
ら
が
中
心
と
な
っ
て
南
極
行

を
組
織
し
た
。
「実
現
に
は
事
業
家
の
素
養
が
不
可
欠
で
す
」
と
準
備
期
間
中

に
吐
露
し
て
い
た
の
が
思
い
出
さ
れ
る
。
計
画
は
順
調
に
進
ん
で
い
た
が
、
九

一
年
十
月
十
六
日
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
で
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ

れ
か
ら
も
う
三
年
に
な
る
。
残
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
が
隊
を
再
編
し
無
補
給
で
南

極
点
に
立
っ
た
。
大
西
氏
の
夢
の
場
所
、
南
極
点
に
仲
間
の
手
で
分
骨
さ
れ
た

と
い
う
。

大
西
宏
氏
へ
の
鎮
魂
の
意
を
込
め
て
本
稿
を
起
こ
し
た
。

読
後
、
若
干
の
読
み
に
く
さ
が
残
っ
た
。
推
敲
、
点
検
が
不
十
分
な
印
象
は

ぬ
ぐ
え
な
い
。　
一
三
八
ペ
ー
ジ
十

一
行
日
の

「
五
〇
分
ま
た
は

一
〇
マ
イ
ル
の

行
進
を
九
回
も
こ
な
し
、
四
月
四
日
に
は
…
」
は
明
ら
か
な
誤
訳
。
こ
れ
で
は

一
日
に
九
〇
マ
イ
ル

（約

一
六
六

・
五
キ
ロ）
も
進
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

貴
重
な
記
録
だ
け
に
訳
者
に
も
う

一
歩
の
て
い
ね
い
さ
が
欲
し
か
っ
た
と
思

う
。
な
お
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
原
著
書
を
部
分
的
に
参
照
し
た
こ
と
を
付

記
す
る
。

（宇
都
木
慣

一
）
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岐
阜
県
哺
乳
動
物
調
査
研
究
会
編
・
著

『滅
び
ゆ
く
森
の
王
者
　
ツ
キ
ノ
ワ
グ

マ
』

岐
阜
新
聞
社

一
九
九
三
年
刊

Ａ
五
変
形
判
　
二
三
八
ペ
ー
ジ
　
一
九
〇
〇
円

東
根
千
万
億
著

『
Ｓ

Ｏ

Ｓ

ツ
キ
ノ
ヮ
グ
マ
』

岩
手
日
報
社

一
九
九
三
年
刊

Ｂ
６
判
　
二
五
三
ペ
ー
ジ
　
一
三
〇
〇
円

毎
年
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
新
聞
紙
面
を
賑
わ
す
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
だ
が
、

そ
れ
を
扱
っ
た

一
般
書
と
な
る
と
、
数
冊
の
労
作
を
数
え
る
の
み
で
驚
く
ほ
ど

数
が
少
な
い
。

そ
の
ツ
キ
ノ
ヮ
グ
マ
の
本
が
、
昨
年
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
。　
一
つ
は

『滅

び
ゆ
く
森
の
王
者
　
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
』
、
も
う

一
つ
は

『Ｓ
Ｏ
Ｓ
　
ツ
キ
ノ
ワ

グ
マ
』
で
あ
る
。

前
者
は
岐
阜
新
聞
に
、
後
者
は
岩
手
日
報
に
、
そ
れ
ぞ
れ
企
画
連
載
さ
れ
た

新
聞
記
事
を
元
に
編
ま
れ
た
地
方
出
版
物
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
熊
に
関
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
県
内
に
お
け
る
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
に
重
き
を
置
い
て
ま
と
め

ら
れ
た
本
で
あ
る
。
扱
わ
れ
て
い
る
項
目
も
両
者
に
共
通
す
る
も
の
が
多
く
、

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
を
論
ず
る
に
必
要
な
項
目
を
ほ
ぼ
網
羅
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

フハ）。し
か
し
、
両
者
の
性
格
は
随
分
と
違
う
。
岐
阜
県
哺
乳
動
物
調
査
研
究
会
編

著

『滅
び
ゆ
く
…
…
』
は

一
般
向
け
解
説
書
兼
随
筆
集
と
い
う
趣
の
本
で
、
執

筆
陣
に
は
大
学
教
官
か
ら
獣
医
、
教
師
ま
で
総
勢
二
十
五
名

（執
筆
十
八
名

・

写
真
協
力
七
名
）
が
名
を
連
ね
る
。
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
情
報
は
岐
阜
県
内
の

も
の
に
留
ま
ら
ず
、
か
な
り
幅
広
い
。

か
た
や
東
根
千
万
億
著

『Ｓ
Ｏ
Ｓ
…
…
」
は
ベ
テ
ラ
ン
記
者

一
人
の
徹
底
し

た
取
材
に
基
づ
く
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
扱
わ
れ
る
情
報
は
、

も
ち
ろ
ん
多
岐
に
わ
た
る
も
の
の
、
地
元
密
着
型
の
性
格
が
明
瞭
で
あ
る
。

ま
た
、
「Ｓ
Ｏ
Ｓ
…
…
』
は

一
見
ラ
ン
ダ
ム
に
記
事
が
並
べ
ら
れ
た
よ
う
に

見
え
て
、
そ
の
配
列
は
極
め
て
組
織
的
で
あ
る
。
『滅
び
ゆ
く
…
…
』
は
、
中

扉
に
区
切
ら
れ
た
明
確
な
章
構
造
を
も
つ
が
、
こ
れ
は
概
ね
な
る
目
安
で
あ
り
、

語
ら
れ
る
内
容
は
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
緩
や
か
に
展
開
し
て
い
く
。

で
は
、
「滅
び
ゆ
く
…
…
』
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。全

一
一
章
二
三
八
頁
十
カ
ラ
ー

ロ
絵
八
頁
、
Ａ
５
変
形
判
の
立
派
な
体
裁
を
も
つ
。

読
み
始
め
て
ま
も
な
く
、
次
の
よ
う
な
文
章
に
ぶ
つ
か
っ
た
。

「
こ
の
書
の
内
容
は
県
内
各
地
で
の
ク
マ
に
関
す
る
情
報
を
つ
れ
づ
れ
な
る

ま
ま
に
収
録
し
た
も
の
で
、
研
究
成
果
と
は
異
な
る
」
。
そ
し
て
、
「…
…
地
域

の
方
々
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
中
心
に
会
員
が
分
担
し
て
紹
介
す
る
。
し
た
が
つ

て
文
体
、
学
術
的
信
ぴ
ょ
う
性
の
レ
ベ
ル
に
は
多
様
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し

て
い
た
だ
き
た
い
」
。

ご
謙
遜
を
…
…
、
と
思
っ
て
読
み
進
む
う
ち
、
そ
う
で
も
な
い
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
。
分
担
執
筆
の
故
か
、
全
体
に
記
述
内
容
が
重
複

・
錯
綜
し
、
こ
れ

に
起
因
す
る
冗
長
さ
に
よ
っ
て
議
論
の
展
開
と
視
点
の
絞
り
込
み
に
鋭
さ
を
欠
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く
結
果
と
な
っ
た
。

ま
た
、
伝
間
、
確
認
さ
れ
た
事
実
、
推
定
な
ど
の
峻
別
が
必
ず
し
も
厳
密
に

な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
漠
然
と
し
た
部
分
が
あ
り
、
せ
っ
か
く
の
聞
き
取
り

情
報
が
活
か
し
切
れ
て
い
な
い
。

う
ま
く
組
み
立
て
れ
ば
、
記
述
の

「繰
り
返
し
」
は
読
み
手
の
知
識
不
足
を

補
っ
て
ぐ
っ
と
読
み
易
く
な
っ
た
に
違
い
な
い
し
、
内
容
の
整
理
が
し
っ
か
り

し
て
い
れ
ば
記
述
の
展
開
も
よ
り
明
確
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

聞
き
取
り
が
、
丁
寧
で
多
岐
に
わ
た
り
、
要
点
を
押
さ
え
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
窺
わ
れ
る
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
惜
し
い
と
思
う
。

こ
う
書
く
と
、
本
書
は
読
む
に
値
し
な
い
と
誤
解
を
招
き
そ
う
だ
が
、
そ
う

で
は
な
い
。
冗
長
に
感
じ
ら
れ
る
部
分
も
、
こ
れ
ま
で
ク
マ
に
全
く
縁
の
な
か
っ

た
人
に
と
っ
て
は
、　
一
つ
一
つ
の
項
目
を
独
立
し
た
記
事
と
し
て
気
楽
に
読
め

ば
、
ク
マ
入
門
の
手
ご
ろ
な
文
章
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
各
章
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
不
備
を
補
っ
て

余
り
あ
る
多
様
で
か
つ
興
味
深
い
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

特
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
に
、
飼
育
へ
の
挑
戦

・
ク
マ
を

〃探
る
″
。
人
と
自
然
の
共
存
の
た
め
に

・

ク
マ
か
ら
学
ぶ
子
供
た
ち
、
の
各
章
に
は
、　
一
〇
〇
編
の
学
術
論
文
よ
り
も
直

裁
に
、
ク
マ
や
ク
マ
と
人
間
の
関
わ
り
を

一
般
の
人
達
に
伝
え
て
く
れ
る
で
あ

ろ
う
記
事
が
並
ぶ
。

「
ク
マ
か
ら
学
ぶ
子
供
た
ち
」
の
章
な
ど
は
、
な
か
な
か
ユ
ニ
ー
ク
で
、
こ

の
本
の
元
に
な
っ
た
新
聞
記
事
を
学
校
教
育
の
教
材
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

も
の
だ
。
ク
マ
を

「見
る
側
」
の
問
題
点
、
そ
の
是
正
の
可
能
性
へ
の
沢
山
の

ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
内
容
の
詳
細
に
立
ち
入
ら
な
い
が
、
ク

マ

「を
」
学
ぶ
、
で
は
な
く
、
ク
マ

「か
ら
」
学
ぶ
、
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
は
、
本
書
を

一
読
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
納
得
で
き
る
こ
と
の
筈
で
あ
る
。

で
は
、
「Ｓ
Ｏ
Ｓ
…
…
』
は
ど
う
か
。

生
態
と
環
境
、
狭
ま
る
生
活
圏
、
共
存
へ
の
道
、
の
全
三
部
六
五
項
目
、
二

五
三
頁
十
カ
ラ
ー
ロ
絵
八
頁
か
ら
な
る
、
Ｂ
６
判
の
小
振
り
な
本
は
、
小
冊
子

と
い
う
に
は
少
々
厚
い
。

最
初
に
手
に
取
っ
て
頁
を
繰
っ
て
み
た
と
き
、　
一
つ
一
つ
の
取
材
事
例
が
こ

じ
ん
ま
り
と
ま
と
ま
っ
て
い
る
た
め
、
分
か
り
や
す
い
反
面
、
こ
れ
で
ツ
キ
ノ

ワ
グ
マ
の
全
体
像
や
複
雑
に
絡
み
合
う
現
代
の

「自
然
と
人
間
」
の
諸
相
が
見

え
て
く
る
の
か
な
と
い
う
危
惧
が
あ
っ
た
。
し
か
し
読
み
終
え
た
と
き
、
そ
れ

は
杞
憂
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
ク
マ
と
そ
の
お
か
れ
て
い
る
現
状
の
全
体
像

が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
様
は
見
事
で
あ
る
。

ト
ビ

ッ
ク
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
「
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
現
在
」
を
失
り
だ
し
、

全
体
に
今
、
ク
マ
と
人
間
と
の
間
に
何
が
起
き
て
い
る
か
を
冷
静
に
分
析
し
て

い
る
。
分
か
り
や
す
く
、
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
文
章
で
、
と
に
か
く
多
角
的
だ
。

「
マ
タ
ギ
」
や

「巻
き
狩
り
」
、
「啓
発
教
育
」
な
ど
、
各
項
目
の
後
に

【解
説
】

が
付
さ
れ
、
本
文
に
盛
り
込
め
な
か
っ
た
情
報
を
補
っ
て
い
る
。

特
に
取
材
に
よ
る
実
証
ま
た
は
検
証
の
迫
力
は
圧
倒
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、

密
猟
に
関
す
る
記
述
で
は
、
抑
制
の
効
い
た
筆
致
な
が
ら
も
、
注
意
深
く
読
む

と
か
な
り
な
詳
細
が
語
ら
れ
て
い
て
、
取
材
努
力
の
成
果
が
光
る
。

書
評
子
も
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
が
、
普
通
で
は
な
か
な
か
に
聞
き
出
せ
な

い
こ
と
が
多
い
。
ク
マ
を
巡
っ
て
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
人
間
の
心
情

・
利
害
の

実
相
に
迫
る
の
は
想
像
以
上
に
難
し
い
。

辛
回
の
行
政
批
判
を
ま
じ
え
な
が
ら
展
開
す
る
現
状
分
析
な
ど
は
読
ん
で
い
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て
な
か
な
か
に
小
気
味
良
く
、
読
み
進
む
う
ち
に
、
敏
腕
新
聞
記
者
氏
の
風
貌

が
自
然
に
想
像
さ
れ
て
思
わ
ず
ニ
ヤ
リ
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
。

こ
う
書
く
と
良
い
こ
と
ず
く
め
の
よ
う
だ
が
、
熊
胆
に
関
す
る
ウ
ル
ソ
の
記

述
な
ど
に
、
必
ず
し
も
適
切
と
は
い
え
な
い
部
分
や
、
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い

記
述
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
著
者
の
勉
強
不
足
と
い
う
よ
り
も
、
錯
綜

し
た
情
報
を

一
般
向
け
に
整
理
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
。
今
後
の

類
書
執
筆
の
際
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

両
書
を
読
み
終
え
て
、
「
ク
マ
問
題
」
の
背
景
を
な
す
も
の
は
、
人
の
世
の

問
題
で
あ
る
と
い
う
感
を
更
に
深
く
し
た
。
ク
マ
が
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
。

人
間
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

ク
マ
被
害
を
考
え
る
と
ク
マ
は
い
な
い
方
が
よ
い
と
思
う
が
、
ク
マ
も
住
め

（ま
）
な
い
山
や
森
は
ど
ん
な
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
と
何
だ
か
恐
ろ
し
い
―

そ
ん
な
意
味
の
記
述
が
二
冊
の
本
に
共
通
し
て
、
地
元
の
山
里
に
暮
ら
す
人
の

言
葉
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

山
に
暮
ら
し
山
を
想
う
人
達
の
言
葉
は
、
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
の
み
山
の

自
然
と
接
す
る
に
留
ま
る
都
市
生
活
者
と
は
含
蓄
が
違
う
。
そ
の
言
葉
の
意
味

を
少
し
で
も
理
解
し
た
い
と
想
う
と
き
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
二
冊
の
本
は
、

大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
に
違
い
な
い
。

動
物
を
語
っ
て
見
え
て
く
る
の
が
人
間
の
世
界
の
こ
と
、
と
い
う
の
は
、
最

近
よ
く
あ
る
話
で
、
書
評
子
の
調
査
し
て
い
る
ラ
イ
チ
ョ
ウ
で
も
そ
う
だ
が
、

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
そ
の

一
典
型
と
い
う
感
を
強
く
し
た
。
「熊
の
現
在
」
を
追

求
し
て
ゆ
く
と
、
そ
の
先
に
あ
る
の
は
い
つ
も
人
間
社
会
の
錯
綜
し
た
間
で
あ

る
。
更
に
そ
の
先
に
は
何
が
あ
る
の
か
。

両
書
と
も
、
「熊
の
絶
減
」
を
含
む
野
性
生
物
の
壊
減
を
そ
の
射
程
に
捉
え

て
い
る
よ
う
だ
が
、
「人
間
社
会
の
崩
壊
」
が
チ
ラ
チ
ラ
と
見
え
隠
れ
し
て
い

る
よ
う
で
も
あ
る
。

如
何
な
る
意
味
を

「自
然
」
と
い
う
言
葉
に
賦
与
す
る
か
は
別
と
し
て
、
人

間
よ
り
自
然
の
方
が
脆
い
と
い
う
の
は
本
当
だ
ろ
う
か
。
脆
い
の
だ
と
い
う
考

え
方
が
、
突
き
詰
め
て
ゆ
け
ば
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
を
、
そ
れ
こ
そ
絶
滅
へ
と
追
い

や
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
の
か
。
両
書
を
読
了
し
て
脳
裡
に
去
来
す
る
の
は

そ
ん
な
茫
漠
と
し
た
想
い
で
あ
る
。

現
場
か
ら
み
れ
ば
、観
念
論
と
し
て

一
蹴
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
う
し
た
「哲

学
」
の
問
題
と
、
今
ま
さ
に
日
本
各
地
の
現
場
で
様
々
な
人
達
が
直
面
し
て
い

る

「実
際
」
が
、
ど
う
連
携
で
き
る
か
、
そ
の
視
点
か
ら
さ
ら
な
る
議
論
の
展

開
が
、
三
冊
の
先
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
両
書
は
地
方
出
版
物
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
ツ
キ
ノ

ワ
グ
マ
に
関
す
る
本
の
一
部
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
出
版
が
、
中
央
で
は
な
く
地
方
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
真

剣
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

両
書
と
も
、
精
緻
な
構
成
を
持
っ
た
完
壁
な
出
版
物
で
は
な
い
し
、
専
門
家

の
目
か
ら
み
れ
ば
内
容
に
疑
義
の
あ
る
部
分
を
多
少
な
り
と
も
含
ん
で
は
い

る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
両
書
の
価
値
を
低
か
ら
し
め
る
も
の
で
は
決
し
て
な

「保
護

・
管
理
」
と
い
う
人
間
の
思
い
上
が
り
が
そ
の
ま
ま
活
字
に
な
っ
た

よ
う
な
言
葉
を
書
評
子
は
好
ま
な
い
。
だ
が
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
「現
状
」

に
立
ち
至
っ
て
し
ま
っ
た
日
本
の
自
然
を
考
え
る
と
き
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た

二
冊
の
出
現
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。

自
然
は
、
人
間
社
会
の
歪
み
を
映
す
鏡
で
あ
る
。
そ
こ
に
映
っ
た
歪
ん
だ
像
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を
、
素
直
に
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
困
難
な
作
業
を
あ
る
程
度
実
現

し
て
い
る
三
冊
は
そ
の
意
味
で
良
書
と
い
っ
て
よ
い
。

書
評
子
は
、
こ
の
二
冊
が
、
岐
阜
県
や
岩
手
県
の
み
な
ら
ず
、
日
本
全
国
で

広
く

一
般
の
方
々
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
も
人
間
に
も
、
も
う
余
り
時
間
は
な
い
、
そ
の
こ
と
を
こ

の
二
冊
は
、
淡
々
と
か
つ
雄
弁
に
語
っ
て
く
れ
る
。

（北
原
正
宣
）

金
子
民
雄
著

『東
ヒ
マ
ラ
ヤ
探
検
史
』

連
合
出
版
　
一
九
九
三
年
二
月
刊

四
六
判
　
二
七

一
ペ
ー
ジ
　
三
二
〇
〇
円

ツ
ァ
ン
ポ
ー
・
り
を
源
と
し
た
ヤ
ル
・
ツ
ァ
ン
ポ
ー
河
の
流
れ
は
、
ヒ
マ
ラ

ヤ
山
脈
の
背
後
の
南
チ
ベ
ッ
ト
の
高
原
地
帯
を
西
か
ら
東
へ
、
豊
か
な
水
量
を

擁
し
て
緩
や
か
に
流
れ
る
大
河
で
あ
る
。
そ
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東
端
の
ナ
ム

チ
ャ
バ
ル
ワ

（七
七
八
二
層
）
と
ギ
ャ
ラ
ペ
リ

（七
二
九
四
済
）
の
わ
ず
か
二

〇
キ
ロ眉
程
の
間
に
、
鋭
い
楔
を
打
ち
込
ん
だ
よ
う
な
す
さ
ま
じ
い
渓
谷
を
形
成

し
て
い
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
雪
解
け
水
を
集
め
た
豊
か
な
流
れ
は
、
大
渡
本
を
過

ぎ
る
と
川
幅
が
急
に
狭
ま
り
、
両
岸
か
ら
迫
り
く
る

『岩
の
樋
』
の
間
を
時
に

は

一
〇
〇
房
も
の
荒
瀬
と
な
っ
て
怒
涛
の
ご
と
く
流
れ
下
り
、
白
い
泡
が
岩
を

咬
み
な
が
ら
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
を
ぐ
る
り
と
蛇
行
す
る
さ
ま
は
何
人
を
も
寄
せ

つ
け
ぬ
堅
固
な
要
塞
を
彿
彿
さ
せ
る
。

中
国
大
陸
に
は
大
河
川
が
多
く
、
長
さ

一
〇
〇
〇
キ
ロ以
上
の
河
川
は
千
五
百

余
り
で
、
そ
の
多
く
は
地
形
に
即
し
て
東
流
し
太
平
洋
に
注
い
で
い
る
。

チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
東
部
と
四
川
省
南
西
部
と
雲
南
省
に
ま
た
が
る
横
断
山
脈

は
、
い
く
つ
か
の
山
脈
が
平
行
し
て
北
か
ら
南
に
連
な
る
地
球
上
の
最
も
顕
著

な
招
曲
部
分
で
あ
る
。
切
り
立
っ
た
山
、
深
い
渓
谷
が
東
西
の
交
通
を
妨
げ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
横
断
山
脈
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
各
山
脈
の
間
を
怒
江

・
瀾
治

江

・
金
沙
江

・
雅
魯
蔵
布
江
が
流
れ
、
山
上
か
ら
こ
れ
ら
の
川
床
ま
で
の
高
度

差
は
千
～
三
千
層
に
達
し
、
気
候
の
垂
直
変
化
も
激
し
く
、
亜
熱
帯
か
ら
寒
帯

ま
で
山
麓
か
ら
頂
上
へ
と
変
化
す
る
た
め
、
中
国
で
も
有
名
な
生
物
の
宝
庫
と

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
横
断
山
脈
地
域
の
大
河
川
は
お
お
む
ね
南
流
し
て
い

る
。「大

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
は
西
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
、
南
は
ミ
ャ
ン
マ
ー

（旧

ビ
ル
マ
）
、
東
は
中
国
南
西
の
省
、
雲
南
、
四
川
に
ま
で
東
西
二
四
〇
〇
キ
ロ
以

上
に
わ
た
っ
て
延
び
る
巨
大
な
山
系
で
あ
る
が
、
其
の
探
検
と
登
山
の
歴
史
か

ら
み
る
と
、
ま
だ
完
全
に
終
わ
っ
た
と
は
い
え
な
い
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
こ
の
大
山
脈
の
脊
梁
部
、
構
造
的
に
い
え
ば
南
か
ら
イ
ン
ド
亜
大
陸
が

北
側
に
プ
レ
ー
ト
で
押
さ
れ
、
招
曲
山
脈
を
形
作
っ
た
西
と
東
の
両
端
に
あ
た

る
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
西
の
イ
ン
ダ
ス
川
、
東
の
ツ
ァ
ン
ポ
ー
＝
ブ

ラ
ー
マ
プ
ト
ラ
河
が
、
チ
ベ
ッ
ト
側
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
横
断
し
て
、
南
側

の
イ
ン
ド
の
平
原
に
流
れ
出
て
く
る
。

こ
の
う
ち
と
く
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
東
南
に
寄
っ
た
ブ
ラ
ー
マ
プ
ト
ラ
河

は
、
永
い
間
、
地
理
学
者
を
悩
ま
せ
た
謎
の
川
で
あ
っ
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の

北
側
に
は
こ
れ
と
平
行
し
て
東
へ
流
れ
る
ツ
ァ
ン
ポ
ー
河
が
古
く
か
ら
知
ら
れ
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て
い
た
が
、
こ
の
川
が

一
体
ど
こ
に
流
れ
出
す
の
か
、
だ
れ
も
推
測
が
つ
か
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ツ
ァ
ン
ポ
ー
河
が
ブ
ラ
ー
マ
プ
ト
ラ
河
と
名
前
を
変
え

て
ベ
ン
ガ
ル
湾
に
注
ぐ
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
途
方
も
な
い
年
月
を

要
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
歴
史
と
探
検
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
想
う
」

（本
書

一
〇
～

一
一
ペ
ー
ジ
）
と
言
う
よ
う
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
分
水
嶺
と
し
た
ヤ

ル

ｏ
ツ
ァ
ン
ポ
ー
河
＝
プ
ラ
ー
マ
プ
ト
ラ
河
と
ガ
ン
ジ
ス
河
が
ベ
ン
ガ
ル
湾
に

注
ぐ
こ
と
が
解
明
さ
れ
る
ま
で
に
は
、　
一
七
〇
〇
年
代
か
ら

一
九
〇
〇
年
代
の

初
頭
に
か
け
て
神
秘
の
大
屈
曲
部
を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の
探
検
家
た
ち
を
魅
了

し
て
や
ま
な
い
場
所
で
あ
っ
た
。

私
が
初
め
て
こ
の
地
域
の
書
物
に
接
し
た
の
は

一
九
六
八
年
に
あ
か
ね
書
房

か
ら
刊
行
さ
れ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
名
著
全
集

一
の

『ヒ
マ
ラ
ヤ
謎
の
河
」
（
フ
レ
デ

リ
ッ
ク

ｏ
Ｍ
・
ベ
イ
リ
ー
著
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
は
私
の
山
登
り
事
始
め
が

昆
虫
採
集
に
端
を
発
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
の
幻
と
滝

や
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
な
ど
の
山
は
も
と
よ
り
、
博
物
学
的
な
記
述
に
も
興
味
を

持
っ
た
た
め
に
忘
れ
ら
れ
な
い
一
冊
と
な
っ
た
。

一
九
八
〇
年
、
戦
後
初
め
て
の
チ
ベ
ッ
ト
地
区
の
登
山
解
禁
で
日
本
山
岳
会

は
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
の
登
山
許
可
を
取
得
し
、念
願
の
チ
ベ
ッ
ト
に
向
か
っ
た
。

成
都
空
港
を
飛
び
立
っ
た
飛
行
機
は
ミ
ニ
ヤ
コ
ン
カ
や
横
断
山
脈
の
山
々
を
見

な
が
ら

一
路
ラ
サ
ヘ
と
向
か
う
。
眼
下
の
雪
山
に
見
と
れ
て
い
る
間
も
な
く
、

左
手
前
方
の
雲
の
上
に
響
え
立
つ
大
き
な
山
塊
に
気
が
付
く
。
近
づ
く
に
つ
れ

て
左
側
が
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
、
右
側
が
ギ
ャ
ラ
ペ
リ
と
識
別
す
る
ま
で
に
そ
ん

な
に
長
い
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。

一
九
九
〇
年
八
月
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
の
中
国
と
の
合
同
登
山
許
可
を
取

得
。
世
界
最
高
峰
の
未
登
峰
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
の
初
登
頂
ま
で
は
、幾
多
の
人
々

の
偵
察

・
試
登
の
繰
り
返
し
に
よ
る
情
報
の
収
集

ｏ
分
析
と
体
験
の
蓄
積
が
必

要
で
あ
っ
た
。

初
登
頂
の
チ
ャ
ン
ス
を
も
の
に
す
る
た
め
に
中
国
隊
の
ナ
イ
プ
ン
峰
ま
で
の

経
験
、
中
国
科
学
院
の
資
料
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
の
ギ
ャ
ラ
ペ
リ
登
頂
、
大
分
県

山
岳
連
盟
の
ペ
マ
コ
ウ
チ
ュ
ン
ま
で
の
踏
査
や
、
そ
の
他
の
貴
い
先
人
た
ち
の

体
験
に
触
れ
な
が
ら
、
世
界
最
高
の
未
踏
峰
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
頂
実
現
の
夢

を
膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
。

十

一
月
に
は
読
売
新
聞
社
の
取
材
飛
行
に
同
乗
し
て
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
周

辺
の
小
型
ジ
ェ
ッ
ト
機
に
よ
る
偵
察
を
お
こ
な
っ
た
。
北
京
か
ら
の
中
国
科
学

院
の
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
用
の
セ
ス
ナ
サ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
待
つ
こ
と
十
三

日
日
、
コ
ン
ガ
空
港
を
飛
び
立
っ
た
機
は
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
河
に
沿
っ
て
、
約

四
二
〇
キ
ロ
の
飛
行
を
し
て
峻
険
な
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
に
接
近
し
た
。

眼
下
に
は
満
々
と
水
を
蓄
え
た
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
の
流
れ
が
、
時
に
は
四
～

五
キ
ロ
の
と
て
つ
も
な
い
大
河
と
な
り
大
き
な
鋼
鉄
船
が
荷
物
を
運
搬
し
て
い
る

の
が
望
見
で
き
る
。
そ
し
て
所
々
に
ダ
ム
湖
を
作
り
、
時
に
は
細
い
ヘ
ア
ピ
ン

カ
ー
プ
と
な
っ
て
東
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
悠
久
た
る
流
れ
は
時
に
碧
く
、
時

に
翠
濃
く
そ
の
色
を
変
え
、
所
々
に
は
白
い
砂
の
堆
積
が
自
然
の
交
響
曲
を
奏

で
て
い
る
。

小
型
ジ
ェ
ッ
ト
機
は
時
速
五
〇
〇
キ
ロ
の
ス
ピ
ー
ド
で
約
四
〇
分
ほ
ど
で
ナ
ム

チ
ャ
バ
ル
ワ
の
南
面
に
到
達
す
る
。
ベ
ン
ガ
ル
湾
の
湿
潤
な
空
気
が
プ
ラ
ー
マ

プ
ト
ラ
河
に
沿
っ
て
北
上
し
、
屈
曲
点
で
も
た
ら
す
大
量
の
降
雪
は
、
三
角
錐

の
自
銀
の
峰
を
紺
碧
の
空
に
突
き
上
げ
て
い
る
。
飛
行
機
は
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ

の
尖
峰
を
中
心
に
二
〇
キ
ロ
の
円
周
内
を
正
確
に
周
回
す
る
。

主
峰
に
続
く
立
派
な
サ
ン
ル
ン
峰
か
ら
、
さ
ら
に
厚
い
雪
を
蓄
え
た
北
面
か
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ら
、
長
大
な
北
西
稜
を
跨
ぎ
圧
倒
的
に
切
れ
落
ち
る
西
壁
を
眺
め
、
ナ
イ
プ
ン

峰
の
上
空
に
さ
し
か
か
る
。
我
を
忘
れ
て
押
し
続
け
る
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
合
間
に

ふ
と
眼
下
を
見
る
と
、
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
の
屈
曲
点
は
自
蛇
の
ご
と
く
光
り
輝

い
て
沿
々
と
流
れ
て
い
る
。

ベ
イ
リ
ー
と
モ
ー
ズ
ヘ
ッ
ド
や
キ
ン
グ
ド
ン
ウ
ォ
ー
ド
の
踏
査
ル
ー
ト
を
目

で
追
っ
た
が
、
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
人
民
政
府
と
空
軍
の
特
別
許
可
を
も
っ
て
し

て
も
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
の
飛
行
と
撮
影
し
か
出
来
ず
、
屈
曲
部
の
全
容
と
ヤ

ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
河
の
流
れ
だ
け
で
も

一
冊
の
写
真
集
と
な
り
そ
う
な
、
す
ば
ら

し
い
景
色
も
網
膜
に
焼
き
付
け
る
こ
と
し
か
出
来
な
か
っ
た
の
は
返
す
が
え
す

も
残
念
で
あ
っ
た
。

一
九
九

一
年
の
本
隊
の
ナ
イ
プ
ン
峰
手
前
の
六
二
〇
〇
肝
地
点
で
、
降
雪
直

後
の
雪
崩
で
大
西
隊
員
を
失
い
、
態
勢
を
立
て
直
し
て
の
登
山
再
開
も
十

一
月

二
十
二
日
、
七
四
六
〇
済
の
地
点
に
到
達
し
て
そ
の
年
の
登
山
を
終
了
し
た
。

一
九
九
二
年
の
隊
は
前
年
度
の
失
敗
の
要
因
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
分
析

し
、
万
全
の
態
勢
で
挑
ん
だ
お
陰
で
十

一
名
の
日
本

ｏ
チ
ベ
ッ
ト
の
隊
員
が
登

頂
に
成
功
し
た
。

一
九
九
〇
年
の
偵
察
か
ら

一
九
九

一
年
の
本
隊
、
そ
し
て

一
九
九
二
年
の
再

ア
タ
ッ
ク
は
足
掛
け
三
年
に
及
ぶ
大
仕
事
と
な
っ
た
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
探
検
時
代

の
先
人
た
ち
の
苦
労
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。

し
か
し
、
乾
燥
し
た
西
チ
ベ
ッ
ト
の
殺
伐
と
し
た
大
地
と
比
べ
、
ラ
サ
を
出

発
し
東
進
し
五
〇
〇
〇
属
の
米
拉
を
越
え
る
と
回
り
の
光
景
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ

り
、
広
葉
樹
か
ら
針
葉
樹
を
見
る
よ
う
に
な
る
。
三
五
二
〇
済
の
ナ
ム
チ
ャ
バ

ル
ワ
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
四
三
〇
〇
】月
の
キ
ャ
ン
プ
ー
ま
で
は
、
亜
熱
帯

性
気
候
の
湿
潤
な
環
境
に
育
ま
れ
た
ト
ウ
ヒ
や
シ
ラ
ビ
ソ
の
大
原
生
林
を
抜

け
、
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
大
木
の
間
を
く
ぐ
れ
ば
数
々
の
高
山
植
物
の
大
地
に
至
り
、

キ
ャ
ン
プ
２
に
続
く
谷
に
入
れ
ば

一
九

一
三
年
ベ
イ
リ
ー
の
発
見
し
た

「青
い
　
２ｏ

ケ
シ
』
（も
ち
ろ
ん
三
回
の
入
山
は
い
ず
れ
も
ケ
シ
の
開
花
時
期
を
過
ぎ
て
お

り
、
ケ
シ
ボ
ウ
ズ
を
見
る
だ
け
だ
っ
た
が
）
・
ダ
イ
オ
ウ
や
雪
蓮
な
ど
東
チ
ベ
ッ

ト
の
豊
富
な
動
植
物
や
昆
虫
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
望
外
の
喜
び
で

あ
っ
た
。

東
チ
ベ
ッ
ト
探
検
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
に
も
内
外
で
出
版
さ
れ
た
い
く
つ

か
の
本
に
よ
っ
て
、
そ
の
凄
惨
な
旅
の
概
要
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
出
来
た
。

本
書
は
著
者
の

『
ヘ
デ
ィ
ン
伝
』
や

「西
域
列
伝
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

入
手
出
来
得
る
か
ぎ
り
の
資
料
を
駆
使
し
て
、
活
劇
の
ご
と
く
秘
境
探
検
の
凄

ま
じ
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
て
く
れ
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
探
検
時
代
が
終
わ
っ
た
と
言
わ
れ
、
長
く
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い

た
土
地
が
踏
査
さ
れ
た
後
も
ま
だ
ま
だ
未
知
の
部
分
が
存
在
す
る
の
は
事
実
で

あ
る
。
ふ
と
抱
い
た
興
味
か
ら
夢
を
膨
ら
ま
せ
、
作
り
上
げ
た
目
標
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な
の
が
研
究
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
惜
し
み
な
い
努
力
で
あ
る
。

本
書
は
過
去
の
多
く
の
人
達
を
魅
了
し
て
止
ま
な
か
っ
た
、
東
ヒ
マ
ラ
ヤ
探

検
の
歴
史
の
整
理
と
と
も
に
、
そ
の
時
代
に
駆
け
巡
っ
た
探
検
家
た
ち
を
今
に

生
き
返
ら
せ
、
そ
の
躍
動
を
伝
え
て
く
れ
る
。
ま
だ
ま
だ
東
部
チ
ベ
ッ
ト
、
ア
ッ

サ
ム
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
跨
が
る
地
域
に
は
深
い
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
魅
力
的
な

山
や
場
所
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
の
昔
、
若
い
人
達
が
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド
の

『カ
ラ
コ
ル
ム
を
越
え
て
」

や
モ
ー
リ
ス
エ
ル
ゾ
ー
グ
の
「処
女
峰
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
』
や
そ
の
他
の
探
検
誌

・

登
山
記
録
を
貪
る
よ
う
に
読
破
し
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
へ
の
夢
を
馳
せ
た
よ
う

に
、
本
書
が
若
い
人
達
の
目
に
と
ま
り
、
先
達
た
ち
の
壮
絶
な
探
検
に
興
味
を



も
っ
た
と
き
、
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
が
始
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
願
う
の
は

私
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（重
廣
恒
夫
）

会
報

「山
」
図
書
紹
介

一
覧
―
上
九
九
二
年
度
―

●
五
月
号

（
五
七
六
号
）

グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ト
編

『鈴
鹿
　
私
達
の
山
』
（成
文
堂
）

白
旗
史
朗
著

『白
族
史
朗
写
真
集
ｏ
”
ｕ
＞
↓
日
〓
＞
”
＞
く
＞
』
（朝
日
新
聞
社
）

●
六
月
号

（五
七
七
号
）

日
本
山
岳
会
ア
ル
パ
イ
ン
・
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
編

『雪
上
散
歩
』
Ｎｏ
．２

湯
口
康
雄
著

『黒
部
奥
山
史
談
」
を
読
ん
で

（桂
書
房
）

●
七
月
号

（五
七
八
号
）

「”
”
Ｎ
く

バ
Ｃ
【
Ｃ
Ｏ
Ｎ
バ
＞

Ｆ〓
く
く
”
”
↓
】０
＞
ｒ
コξ
Ｏ
”
Ｆ
∪
０
〓
口
σ
一口
”
け，
①
∞
〇〇〇

【目
の一の『
Ｕ
①”Ｆ
∽こ

●
八
月
号

（五
七
九
号
）

安
曇
村
誌
編
纂
室

「地
図
で
み
る
安
曇
村
の
昔
と
今
―
明
治
末
期
と
平
成
の
安

曇
村
全
図
―
』
（安
曇
村
教
育
委
員
会
）

藤
田
和
夫
著

『ア
ル
プ
ス
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
の
発
想
』
（朝
日
新
聞
社
）

高
澤
光
雄
編

『北
の
山
と
人
―
そ
の
登
山
史
的
考
察
―
』
（日
本
山
書
の
会
）

●
九
月
号

（五
八
〇
号
）

平
沢
利
夫
著

『北
ア
ル
プ
ス
ｏ
ス
ケ
ッ
チ
山
歩
』
（銀
河
書
房
）

中
島
博
昭
編
著
『唄
え
安
曇
節
　
だ
れ
よ
り
も
安
曇
野
を
愛
し
た
男
榛
葉
太
生
』

（郷
土
出
版
社
）

長
岡
忠

一
著
『日
本
ス
キ
ー
事
始
め
―
レ
ル
ヒ
と
長
岡
外
史
将
軍
と
の
出
会
い
」

（ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
社
）

平
野
武
利
著
『山
頂
に
て
―
中
央
沿
線

・
山
か
ら
の
パ
ノ
ラ
マ
』
（山
と
漢
谷
社
）

●
十
月
号

⌒五
八

一
号
）

斎
藤

一
男
著

『山
を
よ
む
』
（ア
テ
ネ
書
房
）

「初
見

一
雄
追
悼
集
』

鈴
木
弘
道
著

『山
の
高
さ
」
（日
本
測
量
協
会
）

日
本
植
物
分
類
学
会
編
著
『レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
ｏ
日
本
の
絶
減
危
惧
植
物
』

（農
村
文
化
社
）

●
十

一
月
号

（五
八
二
号
）

静
岡
市
山
岳
連
盟
編

『静
岡
市
の
三
角
点

一
〇
〇
』

太
田
五
雄
著

『屋
久
島
の
山
岳
』
（八
重
岳
書
房
）

Ｒ『
Ｆ
Ｏ
ゴ
、口
”
∽
〇
「
↓
目
”
国
】〓
＞
”
＞
く
＞
．．

●
十
二
月
号

（五
八
三
号
）

久
保
田
展
弘
著

・
新
妻
喜
永
写
真
『神
の
山
へ
―
山
岳
宗
教
の
源
流
を
ゆ
く
―
』

（山
と
漢
谷
社
）

小
泉
武
栄

・
清
水
長
正
編

『山
の
自
然
学
入
門
』
（古
今
書
院
）

沢
聰
句
集

『縦
走
路
』
（ふ
ら
ん
す
堂
）

ル
ド
ル
フ
・
ヴ
ァ
イ
ス
編

『ア
ル
バ
イ
ン
・
デ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
』

●
一
月
号

（五
八
四
号
）

大
和
久
震
平
著

『古
代
山
岳
信
仰
遺
跡
の
研
究
』
（名
著
出
版
）

『広
島
県
山
岳
連
盟
五
十
周
年
記
念
誌
』
（広
島
県
山
岳
連
盟
）

Ａ
・
チ
ェ
リ
ー
＝
ガ
ラ
ー
ド
著
／
加
納

一
郎
訳

『世
界
最
悪
の
旅
―
悲
運
の
ス

新 刊 紹 介
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コ
ッ
ト
南
極
探
検
隊
』
（朝
日
新
聞
社
）

荒
賀
憲
雄
詩
集

『霧
の
中
に
』
（文
京
書
房
）

柴
崎
徹
著

『宮
城
の
名
山
」
（河
北
新
報
社
）

●
二
月
号

（五
八
五
号
）

牧
潤

一
著

『レ
ッ
ツ
・
ス
ケ
ッ
チ
　
山
の
絵
教
室
』
（日
貿
出
版
社
）

不
破
哲
三
著

『回
想
の
山
道
―
私
の
山
行
ノ
ー
ト
か
ら
」
（山
と
漢
谷
社
）

石
原
き
く
よ
著

「山
を
想
え
ば
人
恋
し
―
北
ア
ル
プ
ス
開
拓
の
先
駆
者
百
瀬
慎

太
郎
の
生
涯
―
』
（郷
土
出
版
社
）

ジ
ョ
ン
ｏ
ミ
ュ
ー
ア
著
／
岡
島
成
行
訳
『は
じ
め
て
の
シ
ェ
ラ
の
夏
」
（宝
島
社
）

石
田
稔
郎
著

『韓
国
の
岩
場
』

．メ
く
〇
ユ
０
日）〓
００”〇
『ヽ

〇」
”
”
く
〓
ｏ”
日
のコ
け”一
〇
『∞”コ
一Ｎ”Ｌ
ｏ”
∽
こ

小
泉
武
栄
著

「日
本
の
山
は
な
ぜ
美
し
い
―
山
の
自
然
学

へ
の
招
待
―
』
（古

今
書
院
）

●
二
月
号

（五
八
六
号
）

Ｅ
・
シ
プ
ト
ン
著
／
田
中
純
夫
訳
『
エ
ベ
レ
ス
ト
ー

一
九
五

一
年
の
偵
察
遠
征
』

（日
本
山
岳
会
越
後
支
部
）

岡
田
日
郎
著

『四
季
折
々
の
山
』
（東
京
新
聞
社
出
版
局
）

増
永
迪
男
著

「霧
の
森
―
ふ
く
い
の
山

・
四
季
―
』
（ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
）

四
手
井
綱
英
著

『森
に
学
ぶ
―
土

コ
ロ
ジ
ー
か
ら
自
然
保
護
へ
―
』
（海
鳴
社
）

Ｒ＞
の
Ｃ
Ｈ∪
”
↓
〇
”
Ｈ”
∪
∽
〇
『
Ｚ
”
「
＞
Ｆ
こ

ＲＯ
Ｏ
Ｚ
「
＞
０
↓
　
目
＞
Ｚ
∪
ω
Ｏ
Ｏ
【
　
〇
「
　
↓
口
”
　
”
】”
∪
∽
　
〇
『
　
【Ｚ
∪
Ｈ＞
　
＞
Ｚ
∪

「
＞
バ
【∽
↓
＞
Ｚ
こ

田
畑
真

一
著

『Ｗ
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
信
濃
路
探
訪
』

岡
島
成
行
著

『ア
メ
リ
カ
の
環
境
保
護
運
動
』
（岩
波
書
店
）
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た

つ
み

島

田
　

　

Ш
共

氏

（
一
九
〇
五
～

一
九
九
四
）

と
き
に
大
先
輩
に
お
目
に
か
か
っ
て
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
る
と
、
山
が
山

で
あ
っ
た
こ
ろ
の
、
神
韻
標
紗
の
山
の
こ
こ
ろ
に
包
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
気
分

に
ひ
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
山
岳
会
の
晩
餐
会
、
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス
ト

・
ク
ラ
プ
の
会
合
、
あ
る
い

は
朝
日
新
聞
論
説
委
員
室
Ｏ
Ｂ
会
の
会
合
な
ど
と
、
そ
の
場
は
い
ろ
い
ろ
で
も
、

い
つ
お
会
い
し
て
も
、
温
顔
と
穏
や
か
な
口
調
は
か
わ
り
な
か
っ
た
。

逢
か
な
後
輩
で
あ
る
わ
た
し
に
は
、
島
田
さ
ん
の
お
と
も
を
し
て
山
に
行
く

機
会
は
残
念
な
が
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ
の
お
姿
に
接
す
る
た
び
に
、
そ

の
後
に
従
っ
て
、
霧
の
山
稜
を
ゆ
っ
く
り
と
歩
ん
で
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

い
ま
、
そ
の
後
姿
は
霧
の
奥
を
、
遠
く
、
深
い
高
み
へ
と
消
え
て
し
ま
っ
た
。

優
し
さ
と
知
性
の
、
あ
の
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
は
も
う
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
け
れ
ど
、
わ
た
し
の
座
右
に
は
、
高
雅
の
香
り
を
放
つ
ご
著
書
が
残
さ

悼

　

れ
て
い
る
。
新
聞
の
小
さ
な
コ
ラ
ム
を
書
く
の
に
こ
こ
ろ
疲
れ
た
と
き
、
そ
の

ペ
ー
ジ
を
ふ
と
繰
っ
て
み
る
な
ら
わ
し
で
あ
る
。

追
　

　

『邊
か
な
リ
エ
ヴ
エ
レ
ス
ト
ー

マ
ロ
リ
ー
追
相
Ｔ
Ｉ
』
（大
修
館
書
店
）
は
、
い

つ
読
ん
で
も
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
本
で
あ
る
。
行
間
か
ら
、
島
田
さ
ん
の
声

が
語
り
か
け
て
く
る
本
で
あ
る
。

「
マ
ロ
リ
ー
の
師
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
の
こ
と
な
ど
、
少
し
書
き
過
ぎ
た
か
な
と

思
案
し
た
」
と

「お
わ
り
に
」
に
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
が
、
と
ん
で
も
な
い
、

わ
た
し
は
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
に
島
田
さ
ん
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
い
つ
も
読
む

の
で
あ
る
。

私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
だ
け
れ
ど
、
実
は
わ
た
し
と
亡
父
は
、
島
田
さ
ん
の

後
姿
を
拝
し
な
が
ら
歩
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

大
正
か
ら
昭
和
初
め
の
日
本
サ
ッ
カ
ー
の
創
成
期
に
島
田
さ
ん
は
慶
応
の
選

手
で
あ
っ
た
。
亡
父
も
、
少
し
後
輩
に
は
な
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
早
大
の

選
手
で
あ
っ
た
。
島
田
さ
ん
は
朝
日
新
聞
に
入
り
、
や
が
て
亡
父
も
後
に
続
い

た
。
幼
い
わ
た
し
は
、
休
日
の
夕
飩
に
、
大
先
輩
の
知
性
と
お
人
柄
に
つ
い
て

し
ば
し
ば
き
か
さ
れ
な
が
ら
育
っ
た
。
わ
た
し
も
サ
ッ
カ
ー
を
や
り
、
朝
日
に

入
っ
た
。
そ
し
て
、
島
田
さ
ん
と
二
十
年
の
星
霜
を
へ
だ
て
て
ロ
ン
ド
ン
で
仕

事
を
し
、
先
輩
の
よ
く
行
か
れ
た
の
と
同
じ
ス
ペ
イ
ン
料
理
屋
に
行
き
、
ハ
ム

レ
ッ
ト
を
観
劇
な
さ
っ
た
の
と
同
じ
所
で
、
そ
れ
を
見
た
。

島
田
さ
ん
に
学
ん
で
亡
父
も
山
好
き
に
な
っ
た
。
実
際
の
山
歩
き
よ
り
も
本

の
上
で
の
登
山
が
も
っ
ぱ
ら
だ
っ
た
。
書
架
に
は
尾
崎
喜
八
さ
ん
の

「山
の
給

本
』
な
ど
が
並
ん
で
い
た
。
中
学
二
年
生
の
わ
た
し
が
、
夏
休
み
の
宿
題
の
読

書
感
想
文
で
、
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ト
の

『
エ
ヴ
エ
レ
ス
ト
登
山
記
』
を
選
ん
だ

の
も
、
も
と
を
た
ど
れ
ば
島
田
さ
ん
の
影
響
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（島
田
さ
ん
と
山
行
を
と
も
に
し
、
山
に
つ
い
て
親
し
く
語
り
合
っ
た
先
輩

が
大
勢
い
る
の
に
、
小
生
ご
と
き
が
追
悼
文
を
記
し
て
い
る
の
は
僣
越
そ
の
も

の
で
す
が
、
そ
の
偉
大
な
影
は
わ
た
し
の
よ
う
な
三
十
歳
も
年
下
の
若
輩
に
も

l   l
l   l
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及
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
お
く
み
と
り
下
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。）

邊
か
に
仰
い
で
い
た
後
姿
を
率
然
見
失
っ
た
わ
た
し
は
、
悲
し
み
う
ろ
た
え

て
、
昭
和
二
十
六
年
、
二
十
七
年
当
時
の
縮
刷
版
の
中
に

「師
」
の
姿
を
探
し

求
め
た
。

戦
後
初
の
欧
州
特
派
員
と
な
っ
た
人
は
、
ま
ず
英
国
の
読
書
シ
ー
ズ
ン
に
つ

い
て
お
書
き
に
な
っ
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
の

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』

の
草
稿
を
目
に
し
た
と
き
の
こ
と
が
つ
づ
ら
れ
て
い
た
。
赤
、
青
、
緑
の
ク
レ

ヨ
ン
で
完
膚
な
き
ま
で
に
推
敲
の
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
感
動
を
も
っ
て

記
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
記
事
を
読
み
な
が
ら
、
名
著

『山
稜
の
読
書
家
』
（著
漢
堂
）
の
一
節

を
想
い
出
し
て
い
た
。
ド
ウ
ラ
ギ
リ
ェ
峰
で
安
間
荘
氏
が
島
田
さ
ん
の
マ
ロ

リ
ー
伝
や
タ
キ
ト
ウ
ス
の

『ゲ
ル
マ
ニ
ア
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
う
れ
し
そ

う
に
語
り
な
が
ら
、
マ
ロ
リ
ー
が
エ
ベ
レ
ス
ト
遠
征
の
際
に
、
ロ
バ
ー
ト

ｏ
ブ

リ
ッ
ジ
ス
編
の
詞
華
集
や
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
持
っ
て
行
っ
て
朗
読
し
た
こ
と
、

Ｗ
ｏ
ノ
イ
ス
が
ヒ
ラ
リ
ー
の
サ
ポ
ー
ト
を
果
た
し
た
あ
と
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
ド

ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
ー
を
読
ん
だ
こ
と
な
ど
を
、
い
か
に
も
楽
し
そ
う
に
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
か
ら
も
私
は
、
多
く
の
、
す
ぐ
れ
た
山
稜
の
読
書
家
た
ち
に
巡
り
あ

い
た
い
も
の
だ
、
と
思
っ
て
い
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
の
文
章
を
、
わ
た
し

は
、
あ
あ
、
何
度
読
み
返
し
た
こ
と
か
。
そ
し
て
、
読
む
た
び
に
、
島
田
さ
ん

の
声
を
聴
く
の
で
あ
る
。
同
時
に
想
う
の
で
あ
る
。
邊
か
な
高
み
で
、
す
ぐ
れ

た
山
稜
の
読
書
家
た
ち
と
語
り
合
っ
て
お
ら
れ
る
、
あ
の
姿
を
。

こ
の
本
に
は
、
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
を
印
刷
し
た
し
お
り
が
は
さ
ん
で
あ
る
。

島
田
さ
ん
の
あ
の
、
ち
ょ
っ
と
丸
味
の
あ
る
字
で
、
「齢
八
十
の
さ
さ
や
か
な

里
程
標
の
つ
も
り
で
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
ご
高
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。

一
九
八
五
年
九
月
」
と
書
い
て
あ
る
。

本
を
頂
戴
し
た
こ
ろ
の
あ
る
日
、
わ
た
し
は
新
橋
駅
前
か
ら
築
地
の
会
社
ま

で
バ
ス
に
乗
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
つ
も
は
歩
く
の
に
、
そ
の
日
は
不
覚
に
も
二

日
酔
い
で
あ
っ
た
。
ぼ
ん
や
り
窓
の
外
を
眺
め
て
い
る
と
、
こ
れ
は
し
ま
っ
た
。

島
田
さ
ん
が
歩
い
て
お
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。
社
に
何
か
用
事
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
あ
の
長
い
足
で
、
ゆ
っ
く
り
と
、
し
か
し
、
限
り
無
く
確
実
な
足
ど
り

で
あ
っ
た
。
ど
こ
ま
で
も
、
ど
こ
ま
で
も
進
ん
で
ゆ
く
よ
う
な
、
永
遠
の
足
ど

り
で
あ
っ
た
。

（轡
田
隆
史
）

略

一
九
〇
五
年

一
九
二
七
年

一
九
三
〇
年

一
九
三

一
年

一
九
四
三
年

一
九
四
五
年

一
九
四
九
年

一
九
六
〇
年

一
九
六
二
年

一
九
六
五
年

歴一
月
二
十
五
日
生
ま
れ

慶
応
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
業
、
東
京
電
灯
い
入
社

日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号

一
三
二
七
）
。
以
降
理
事
、
評

議
員
な
ど
役
職
歴
任

朝
日
新
聞
社
入
社

同
社
東
京
本
社
欧
米
部
次
長

同
社
論
説
委
員
兼
務

同
社
東
京
本
社
欧
米
部
長

同
社
論
説
副
主
幹

同
社
参
与

ジ
ャ
パ
ン
・
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
　
エ
デ
ィ
タ
ー
兼
論
説
委
員

朝
日
新
聞
社
退
社
。
人
事
官
に
就
任

206



追  悼
OBITUARY

名誉会員

島 田   巽 氏

SHIMADA Tatsumi

(Hon.Mem.)

(1905´ヽ́1994)

名誉会員

関 根 吉 郎 氏

SEKINE Kichiro
(Hono Mem。 )

(1915～ 1994)



橘   真 琴 氏

TACHIBANA Makoto
(1901～ 1993)

花 井   馨 氏

HANAI Kaoru

(1914～ 1994)

近 藤 恒 雄 氏

KONDO TsuneO
(1902～ 1993)

内 田 耕 作 氏

UCHIDA Kosaku

(1908～ 1993)

颯
甕
Ｉ



海 野 治 良 氏

UNNO HaruyOshi

(1906´ -1994)

鶴  岡 元之助 氏

TSURUOKA MotOnOsuke

(1900～ 1993)

小 林 基 子 氏

KOBAYASHI M[OtOko

(1932--1993)

マ

|‐
|■ |

―
　

　

・●
―
　
・〓

・

ゝt

.こ |ヽ



●

・
　

　

一

三 島 昌 夫 氏

MISHIMA Masao
(1935～ 1993)

岩 下 莞 爾 氏

IWASHITA Kanii

(1935～ 1993)

佐 藤 正 倫 氏

SATO Masanorl

(1963～ 1993)

金 井 五 郎 氏

KANAI Goro

(1909´-1993)

T甲暉轟顕

榔
・耐

薦　拳

F‐

F「
‐∫t′

ダ

lrll
31■

亀



一
九
七
七
年
　
人
事
官
任
期
満
了

主
な
る
著
書

一
九
四
九
年
　
『
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
　
米
国
の
対
外
援
助
政
策
』
朝
日
新
聞

社
刊

一
九
五
三
年
　
『今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
朝
日
新
聞
社
刊

一
九
五
五
年
　
『ふ
だ
ん
着
の
英
国
』
暮
し
の
手
帖
社
刊

ク
　
　
　
訳
書

『新
聞
と
大
衆
』
岩
波
書
店
刊

一
九
五
六
年
　
松
方
三
郎
共
訳

『わ
が
エ
ヴ
エ
レ
ス
ト
』
朝
日
新
聞
社
刊

一
九
五
七
年
　
訳
書

『カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
そ
の
成
功
の
記
録
』
朝
日
新
聞

社
刊

一
九
七
六
年
　
『山

・
人

・
本
』
若
漢
堂
刊

一
九
八

一
年
　
『進
か
な
リ
エ
ヴ
エ
レ
ス
ト
ー

マ
ロ
リ
ー
追
想
―
』
大
修
館
書

店
刊

一
九
八
五
年
　
『山
稜
の
読
書
家
』
著
漢
堂
刊

関

根

吉

郎

氏

（
一
九
一
五
上

九
九
四
）

関
根
吉
郎

。
そ
の
登
山
の
軌
跡

早
大
山
岳
部
の
歴
史
を
辿
っ
て
見
る
と
、
広
く
山
を
愛
す
る
逍
進
派
と
で
も

悼

　

い
う
べ
き
人
々
と
、
マ
ン
メ
リ
ー
に
触
発
さ
れ
て
よ
り
困
難
な
ル
ー
ト
を
求
め

る
ヒ
マ
ラ
ヤ
派
的
な
人
々
と
の
間
で
相
克
が
繰
り
返
さ
れ
た
時
代
が
あ
る
。
し

追

　

か
し
こ
れ
も
正
確
な
説
明
で
は
な
い
。
逍
進
派
と
い
っ
て
も
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー

ゲ
ル
の
よ
う
な
山
歩
き
を
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
冬
の
剣
岳
西
面
に
新
し
い

足
跡
を
残
し
た
り
、積
雪
期
ジ
ャ
ン
ダ
ル
ム
飛
騨
尾
根
を
登
っ
た
人
達
で
あ
る
。

強
い
て
云
え
ば
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
視
野
に
入
れ
る
か
入
れ
な
い
か
の
違
い
、
あ
る
い

は
都
会
育
ち
と
地
方
出
身
者
と
の
気
風
の
ち
が
い
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
だ
わ
り
が
嵩
じ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
に
迄
発
展
し
て
、

他
者
を
排
除
し
た
り
、
袂
を
分
か
っ
て
分
裂
す
る
と
な
る
と
矢
張
り
穏
や
か
で

は
な
い
。

早
大
山
岳
部
は
そ
の
正
式
報
告
書
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
八
号

（Ｎｏ
ｌ
、

Ｎｏ
２
）

を

一
九
三
九

（昭
和
十
四
）
年
に
発
刊
し
て
い
る
が
七
号
と
の
間
に
約
四
年
間

の
空
白
を
残
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
遠
因
は
前
に
の
べ
た
よ
う
な
事
に
よ
る
の

で
あ
る
が
山
崎
安
治
は

『穂
高
星
夜
』
『山
の
序
曲
』
な
ど
で
こ
の
こ
と
に
触

れ
後
輩
と
し
て
又
登
山
史
家
と
し
て
の
困
惑
を
の
べ
て
い
る
。
こ
の
事
件
の
ヒ

マ
ラ
ヤ
派
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
が
関
根
吉
郎
で
あ
っ
た
。

関
根
は

一
九
三
五

（昭
和
十
）
年
、
東
京
高
師
付
属
中
を
経
て
、
第

一
早
稲

田
高
等
学
院
理
科
に
入
学
、
同
時
に
山
岳
部
に
入
部
し
た
。
付
属
中
の
頃
、
既

に
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
た

（昭
和
八
年
九
月
）
こ
と
を
見
て
も
若
い
時
か
ら

ひ
と
か
ど
の
登
山
観
を
持
ち
目
標
を
立
て
て
着
実
に
実
行
し
て
い
く
人
柄
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。付
属
中
時
代
か
ら
の
山
の
友
人
は
松
高
に
進
ん
だ
村
山
雅
美
、

早
大
の
鈴
木
正
俊
な
ど
が
お
り
、
早
大
山
岳
部
で
は
前
後
の
年
代
を
含
め
る
と

鈴
木
の
他
、
難
波
清

一
、
今
村
正
三
、
吉
阪
隆
正
、
杉
本
義
信
、
百
瀬
孝
、
山

崎
安
治
な
ど
が
い
た
。

当
時
の
関
根
の
思
想
は
、
早
稲
田
の
体
育
会
に
属
す
る
山
岳
部
ら
し
い
登
り

方
、
ス
ポ
ー
ツ
的
な
登
り
方
を
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
今

の
人
に
は
少
し
分
か
り
に
く
い
。
そ
の
頃
早
稲
田
の
体
育
会
運
動
部
は
ロ
サ
ン
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ゼ
ル
ス
、
ベ
ル
リ
ン
の
両
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
に
多
数
の
選
手
を
送
り
出
し
、
次
の

東
京
大
会
を
目
前
に
し
て
、
第

一
級
の
ス
ポ
ー
ツ
集
団
と
見
ら
れ
て
い
た
時
代

で
あ
る
。
従
っ
て
山
岳
部
も
第

一
級
の
登
山
を
行
い
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
目
指
し
た

い
と
い
う
願
望
と
義
務
感
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
具
体
策
と
し
て
提
案
さ
れ
た
の
が
不
断
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
、
安
全
確
実

に
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
を
登
る
こ
と
が
で
き
る
極
地
法
登
山
の
推
進
と
実
践
で
あ

る
。
こ
の
背
景
に
は
昭
和
十

一
年
立
大
堀
田
ら
に
よ
る
ナ
ン
ダ
コ
ー
ト
登
頂
、

伊
藤
懸
に
よ
る
京
大
Ｋ
２
の
計
画
な
ど
が
刺
激
に
な
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
が
、

当
時
の
国
情
も
考
え
併
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
昭
和
十

一
年
二

ｏ
二
六
事
件
、

昭
和
十
二
年
日
支
事
変
勃
発
、
引
き
続
い
て
国
家
総
動
員
法
の
成
立
、
ま
さ
に

国
中
が
統
制

一
色
に
な
り
、
英
米
依
存
か
ら
ド
イ
ツ
ヘ
の
傾
斜
に
伴
っ
て
、
ナ

チ
ス
の
国
家
社
会
主
義
的
な
思
想
の
流
れ
は
ス
ポ
ー
ツ
全
般
は
勿
論
、登
山
迄
、

怪
し
気
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
染
め
揚
げ
る
傾
向
が
無
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

そ
し
て
極
地
法
は
格
好
な
演
習
問
題
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

そ
う
考
え
る
と
、
時
勢
に
敏
感
で
探
検
と
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
夢
見
て
い
た
山

岳
部
の
若
者
達
に
と
っ
て
、　
一
見
個
人
否
定
に
も
見
え
る
極
地
法
登
山
が
ど
ん

な
に
魅
力
的
に
見
え
た
か
、
少
し
は
分
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し
山
岳

部
の
小
さ
な
サ
ー
ク
ル
の
中
で
も
こ
の
画

一
的
な
登
山
論
に
飽
き
足
り
ず
、

も
っ
と
自
由
な
登
山
を
求
め
た
人
達
が
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

早
大
山
岳
部
は
こ
の
後
、
関
根
達
の
努
力
に
よ
っ
て
第

一
次
冠
帽
峰
、
新
高

山
、
明
神
岳
東
稜
よ
り
奥
穂
、
第
二
次
冠
帽
峰
、
と
極
地
法
登
山
を
軸
と
し
て

か
な
り
な
成
果
を
挙
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
山
登
り
と
し
て
は
明
神
岳
東
稜
が

面
白
い
の
だ
が
他
の
計
画
に
つ
い
て
は
少
し
説
明
が
い
る
。
こ
れ
ら
外
地
の
山

を
登
る
と
い
う
こ
と
に
は
多
少
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
も
無
い
訳
で
は
な
い
が
当

時
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
目
指
す
若
者
達
に
と
っ
て
こ
う
い
う
形
式
の
遠
征
は

一
つ
の
通

過
儀
礼
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
早
大
と
時
を

同
じ
く
し
て
東
面
の
民
幕
谷
を
直
登
し
て
冠
帽
峰
に
登
っ
た
京
城
大
の
泉
靖

一

た
ち
の
方
が
登
山
と
し
て
は
逢
か
に
難
度
が
高
い
。
し
か
し
彼
等
の
成
果
は
あ

ま
り
新
聞
紙
上
を
飾
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
内
地
の
学
生
が
意
気
高
ら
か
に
遠

征
す
る
山
々
は
彼
等
の
プ
レ
イ
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
彼
等
は

一

体
何
処
に
遠
征
し
て
自
ら
の
思
い
を
晴
ら
し
た
ら
よ
い
の
か
、
悩
み
も
ひ
と
し

お
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
悩
み
と
遠
征
登
山
の
意
義
に
つ
い
て
は

「泉
靖

一

に
お
け
る
山
と
探
検
」
の
中
で
梅
樟
忠
夫
が
明
解
に
指
摘
し
て
い
る
。

一
九
四

一

（昭
和
十
六
）
年
、
第
二
次
冠
帽
峰
遠
征
が
終
っ
て
、
極
地
法
体

勢
が
定
着
し
た
早
大
山
岳
部
に
入
っ
た
私
に
と
っ
て
、
た
ま
た
ま
十
二
月
迄
在

籍
し
て
い
た
関
根
は
ま
る
で
遠
く
か
ら
眺
め
る
巨
峰
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ

た
。
卒
業
後
腎
臓
を
患
っ
た
為
兵
役
に
つ
か
ず
暫
く
関
西
に
勤
務
し
た
。　
一
九

四
二

（昭
和
十
七
）
年
十

一
月
関
西
支
部
主
催
の
冬
期
山
岳
研
究
講
座
で
雪
中

露
営
の
講
義
を
し
た
り
し
た
が

一
九
四
四

（昭
和
十
九
）
年
早
大
応
用
化
学
の

研
究
室
に
戻
り
敗
戦
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

関
根
が
対
外
的
に
目
覚
ま
し
い
活
躍
ぶ
り
を
見
せ
る
の
は
戦
後
で
あ
る
。
丁

度
、
日
本
山
岳
会
が
体
協
に
加
盟
し
全
国
の
登
山
団
体
を
ま
と
め
国
体
を
推
進

す
る
役
目
を
背
負
っ
た
時
代
で
あ
る
。
懸
案
と
な
っ
て
い
た
の
は
戦
時
中
か
ら

「行
軍
登
山
」
の
名
の
下
に
全
国
組
織
を
持
っ
て
い
た
日
本
登
山
協
会

（日
本

山
岳
連
盟
）
と
の
調
整
、
学
生
登
山
者
層
の
吸
収
で
あ
っ
た
。
関
東
学
生
連
盟

は
既
に
谷
口
現
吉
、関
根
ら
の
指
導
の
下
に
あ
り
、
関
西
も
殆
ど
支
障
は
な
か
っ

た
。
残
る
問
題
は
登
山
協
会
対
策
で
あ
っ
た
が
、
松
方

ｏ
藤
島
体
制
の
下
で
谷

口
・
関
根
の
コ
ン
ビ
が
大
奮
闘
す
る
姿
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
相
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手
側
の
指
導
者
は
関
東
は
小
笠
原
勇
八
、
小
島
六
郎
、
関
西
は
藤
木
九
三
、
四

谷
龍
胤
、
と
そ
れ
ぞ
れ
稲
門
の
先
輩
で
あ
っ
た
こ
と
も
皮
肉
な
話
で
あ
る
。

一
方
日
本
山
岳
会
学
生
部
と
し
て
再
出
発
し
た
学
生
登
山
界
は
谷
口
・
関
根

だ
け
で
は
な
く
、
色
彩
の
異
る
多
数
の
先
輩
か
ら
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ

た
。
当
時
、
関
根
が

一
日
置
き
、
ひ
そ
か
に
認
め
て
い
た
人
々
を
思
い
つ
く
ま

ま
に
挙
げ
る
と
、
谷
口
現
吉
、
堀
田
爾

一
、
今
村
正
三
、
藤
井
運
平
、
望
月
達

夫
、
浜
野
正
男
、
林
和
夫
、
辰
沼
広
吉
な
ど
の
名
前
が
浮
か
ぶ
。
勿
論
こ
れ
は

私
の
勝
手
な
推
測
で
あ
る
。
私
も
Ｏ
Ｂ
の
端
く
れ
と
し
て
関
根
に
引
っ
張
ら
れ

て
山
岳
会
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
諸
先
輩
と
学

生
集
団
と
の
間
の
討
論
や
研
究
会
に
参
加
す
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
広
い
世
間

を
初
め
て
目
に
す
る
よ
う
な
新
鮮
な
喜
び
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
関
根
の
考
え
方

や
提
案
が
他
大
学
の
人
々
に
少
な
か
ら
ぬ
衝
撃
を
与
え
た
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
人
間
集
団
は
そ
れ
ぞ
れ
の
属
し
て
い
る
大
学
山
岳
部
の
強
化

に
力
を
蓋
く
す
と
同
時
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
夢
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
講
和
条
約
も
結
ば
れ
て
い
な
い
敗
戦
国
の
現
実
に
は
自
ず
と
限
界
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
、
関
根
が
あ
ん
な
に
あ
せ
っ
て
い
た
の
は
何
故
だ
っ
た
の
か
よ
く
分

か
ら
な
い
点
が
あ
る
。
戦
後
、
早
大
山
岳
部
の
内
部
で
は
ペ
テ
ガ
リ
岳
の
計
画

に
当
っ
て
学
生
層
か
ら
反
発
を
受
け
て
関
根
が
拒
否
さ
れ
る
事
件
が
あ
っ
た
。

そ
の
対
策
と
し
て

一
九
四
九

（昭
和
二
十
四
）
年
自
ら
監
督
に
就
任
し
て
学
生

の
指
導
に
専
念
し
、
山
岳
部
も
順
調
に
育
ち
つ
つ
あ
っ
た
。
従
っ
て
周
囲
の
環

悼

　

境
が
整
い
、
機
が
熟
す
る
の
を
待
っ
て
い
て
も
良
か
っ
た
筈
な
の
だ
が
、
只
管

ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
を
唱
え
プ
ロ
ー
ド
ピ
ー
ク
の
計
画
で
若
い
Ｏ
Ｂ
達
を
引
っ
張
っ

追

　

て
い
こ
う
と
し
て
い
た
ｏ
現
実
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
皆
が
う
ん
ざ
り
し
て
し

ま
っ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
ん
な
時
在
留
邦
人
の
多
い
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
着
目
し

て
、
ア
コ
ン
カ
グ
ア
に
方
向
転
換
を
計
っ
た
関
根
の
着
想
は
全
く
奇
策
と
で
も

云
う
可
く
、
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
計
画
通
り

一
九
五

一

（昭
和

二
十
六
）
年
に
実
行
で
き
て
い
れ
ば
マ
ナ
ス
ル
に
始
ま
っ
た
日
本
登
山
界
の
次

の
発
展
に
う
ま
く
同
調
で
き
た
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
し
か
し
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

側
の
延
期
要
請
に
よ
っ
て
実
行
は
翌
年
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
狙
い
通
リ
ペ
ロ

ン
大
統
領
の
手
厚
い
保
護
を
受
け
登
山
は
無
事
終
了
し
た
。
し
か
し
同
国
山
岳

部
隊
に
先
導
さ
れ
た
登
山
は
、
考
え
て
い
た
試
み
が
実
行
で
き
る
よ
う
な
機
会

も
な
く
、
甚
だ
面
白
味
に
欠
け
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
確
か
に
戦
後
初

の
海
外
登
山
と
し
て
評
価
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
隊
が
出
発
し
た

一

九
五
二

（昭
和
二
十
七
）
年
十
月
よ
り
二
ヶ
月
前
、
今
西
錦
司
の
マ
ナ
ス
ル
踏

査
隊
は
日
本
を
後
に
し
て
い
る
し
、
彼
等
が
帰
国
し
た

一
九
五
三

（昭
和
二
十

八
）
年
五
月
に
は
第

一
次
マ
ナ
ス
ル
隊
が
八
千
陣
川峰
の
洗
礼
を
受
け
て
い
る
最

中
で
あ
っ
た
。
登
山
と
は
常
に
新
し
い
経
験
の
積
み
重
ね
の
上
に
し
か
存
在
感

を
持
て
な
い
も
の
だ
と
す
れ
ば
こ
の
登
山
隊
は
い
か
に
も
影
の
薄
い
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
頃
か
ら
関
根
の
心
の
中
に
は
何
か
変
化
が
出
始
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
昔
か
ら
あ
れ
程
情
熱
的
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
を
切
望
し
、
そ
の
タ
ク
テ
ィ
ク

ス
を
論
じ
、
極
地
法
登
山
を
推
進
し
て
き
た
の
に
そ
の
先
頭
を
切
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
が
原
因
と
は
云
え
な
い
が
、
高
さ
を
追
い
求
め
る
こ

と
か
ら
面
積
へ
の
拡
が
り
、
よ
り
探
検
的
な
も
の
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
元
来
探

検
的
な
視
点
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
捕
え
て
い
た
彼
に
は
八
千
肝
峰
が
殆
ど
登
り
つ

く
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
時
点
で
既
に
興
味
の
対
象
で
は
な
く
な
っ
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
昭
和
三
十
年
頃
か
ら
朝
日
新
聞
社
と
組
ん
で
南
極
観
測
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の
設
営
を
分
担
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
三
十

一
年
涛
沸
湖
の
予
備
試
験
迄

は
参
加
し
て
い
た
の
に
、
最
終
的
に
は
西
堀
栄
三
郎
、
村
山
雅
美
に
引
き
継
が

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
は
私
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い

が
、
今
、
ふ
と
想
う
こ
と
は
、
関
根
は
、
そ
の
着
想
は
抜
群
、
人
を
引
き
込
む

説
得
力
も
大
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
組
織
に
つ
い
て
は
稽
無
関
心
、
む
し
ろ

甘
く
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。

南
極
に
引
き
続
い
て
、　
一
九
五
八

（昭
和
三
十
三
）
年
に
は
山
と
若
干
の
探

検
を
加
味
し
た
赤
道
ア
フ
リ
カ
探
検
隊
を
計
画
し
た
。
こ
れ
に
は
自
動
車
部
を

引
き
入
れ
、
山
岳
部
と
の
共
催
を
考
え
た
が
、
山
岳
部
長
近
藤
等
、
監
督
村
木

ｏ

鳴
原
ら
に
拒
絶
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
考
え
れ
ば
大
人
気
な
い
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
も
ケ
ニ
ヤ
も
登
山
と
し
て
は
平
凡
、事
の
つ
い
で
に
登
っ

て
く
る
の
は
よ
い
が
、
山
岳
部
員
が
警
え
、
女
性
で
も
部
を
代
表
す
る
大
事
業

の
よ
う
な
顔
で
行
く
の
は
お
断
り
、
あ
く
迄
個
人
的
な
立
場
で
と
い
う
論
旨
で

あ
る
。

こ
の
計
画
に
は
将
来
七
大
陸
の
最
高
峰
を
早
大
の
関
係
者
で
登
り
た
い
と
い

う
願
い
が
伏
線
に
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の
後
、
一
九
六
〇

（昭
和
三
十
五
）

年
、
吉
阪
隆
正
に
率
い
ら
れ
た
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
登
山
な
ど
は
そ
の
現
わ
れ
で

あ
っ
た
が
彼
自
身
の
行
動
は
少
し
ず
つ
登
山
か
ら
は
み
出
し
て
行
っ
た
の
で
あ

る
。早

稲
田
の
中
に
若
い
同
志
を
集
め
て
探
検
部
の
創
設
者
に
な
る
。
こ
の
辺
り

迄
は
分
か
り
易
い
が
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
推
奨
し
て
い
た
ウ
ェ
イ
ト
リ
フ

テ
ィ
ン
グ
に
ほ
れ
込
み
、
大
学
の
部
長
、
さ
ら
に
は
日
本
ウ
ェ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ

ン
グ
協
会
の
役
員
と
し
て
国
際
部
長
迄
務
め
る
に
到
っ
た
こ
と
―

‐丁
度

一
九

七
四

（昭
和
四
十
九
）
年
国
際
舞
台
で
中
国
と
台
湾
の
交
替
劇
が
行
わ
れ
た
微

妙
な
時
期
の
調
整
役
を
果
た
し
た
―

‐、
少
し
前
後
す
る
が
た
ま
た
ま
遭
難
事

件
を
起
こ
し
た
山
岳
部
に
対
し
て
、
学
内
で
廃
止
論
を
唱
え
た
こ
と
な
ど
、
周

囲
の
人
間
に
と
っ
て
は
甚
だ
分
か
り
に
く
い
部
分
が
あ
っ
た
。

し
か
し
関
根
の
日
常
は
山
と
全
く
縁
を
切
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
昔
か
ら

の
交
友
関
係
は
続
き
、
山
崎
安
治
の
登
山
史
の
仕
事
に
も
人

一
倍
関
心
を
持
ち

応
援
し
た
し
、
山
岳
会
の
有
志
閑
談
会
の
出
席
率
も
よ
か
っ
た
。
そ
し
て
自
分

の
出
自
で
あ
る
山
岳
部
に
対
し
て
も

一
度
は
廃
部
を
唱
え
な
が
ら
も
折
あ
る
毎

に
姿
を
見
せ
、
厳
し
い
批
判
と
叱
薄
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
迄
書
い
て
く
る
と
関
根
吉
郎
と
は

一
体
な
ん
だ
っ
た
の
だ
。
自
説
に
固

執
し
て
反
対
者
を
や
っ
つ
け
る
だ
け
の
頑
固
お
や
じ
で
、
好
き
勝
手
に
や
っ
て

一
生
を
終
わ
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
か
ね
な
い
。
そ
れ
で
も
良
い
の
だ
が
、
昔
か

ら
関
根
に
育
て
ら
れ
、
時
に
は
従
い
、
時
に
は
彼
を
反
面
教
師
と
見
て
今
日
に

到
っ
た
者
の
一
人
と
し
て
は
、
も
う
少
し
増
し
な
名
誉
会
員
関
根
吉
郎
の
総
括

を
記
し
て
終
り
に
し
度
い
。

関
根
は
若
い
時
か
ら
登
山
は
文
化
な
り
と
喝
破
し
て
い
た
が
、
聞
く
方
の

我
々
は
そ
の
文
化
の
定
義
と
分
類
を
明
ら
か
に
す
る
の
を
忘
れ
て
い
た
よ
う

だ
。
司
馬
遼
太
郎
に

「
日
本
的
感
性
」
と
い
う
小
文
が
あ
る
が
、
「
日
本
で
は

音
楽
や
絵
画
の
よ
う
な
創
造
的
な
文
化
の
面
で
ピ
カ
ソ
や
ゴ
ッ
ホ
の
よ
う
な
巨

大
な
個
性
は
生
ま
れ
に
く
い
。
と
も
す
れ
ば
様
式
化
さ
れ
、
平
面
的
な
光
琳
の

よ
う
な
も
の
が
好
ま
れ
、
見
て
も
そ
の
方
が
心
が
休
ま
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
考
え
方
を
当
て
嵌
め
る
と
、
ど
う
や
ら
関
根
の
登
山
文
化
論
の
芯
は
西
欧

の
荒
々
し
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
、
そ
し
て
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
日
本
人
に

は
好
か
れ
な
い
類
い
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
え
る
の
だ
。
し
か
し
こ
の

荒
々
し
さ
の
中
に
も
女
性
に
対
す
る
優
し
さ
と
思
い
や
り
が
隠
れ
て
い
た
こ
と
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を
知
る
人
は
少
な
い
。
お
そ
ら
く
御
母
堂
に
対
す
る
敬
愛
と
訓
育
の
然
ら
し
め

る
処
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
輩
今
村
俊
輔
が
記
し
て

い
る
。
更
に
晩
年
、
養
子
縁
組
し
た
寿
美
子
を
支
え
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
に

な
っ
て
、
思
い
も
か
け
な
い
心
の
安
寧
を
得
た
よ
う
だ
。
亡
く
な
る
前
年
、
昔

の
仲
間
百
瀬
孝
の
中
房
温
泉
を
訪
ね
、
唯
呆
然
と
し
て
安
曇
の
山
河
を
眺
め
て

い
た
と
い
う
話
を
聞
く
と
、
思
わ
ず
胸
を
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
の
誇
り
高

い
人
も
つ
い
に
人
並
み
に
な
っ
た
の
か
、
若
い
時
の
激
し
い
登
山
観
も
自
ず
と

静
ま
り
、
緑
の
山
々
に
心
の
安
ら
ぎ
を
求
め
る
日
本
的
な
自
然
観
に
ひ
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
何
物
を
も
恐
れ
な
い
向
う
意
気

と
誇
り
高
さ
だ
け
は
心
底
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
本

年
四
月
に
行
わ
れ
た

「偲
ぶ
会
」
の
案
内
状
に
、
「生
涯
夢
と
ロ
マ
ン
を
追
い

求
め
、
私
た
ち
に
挑
戦
す
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
や
、
勇
気
あ
る
行
動
の
大
切

さ
を
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
」
と
い
う

一
節
が
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
関
根
吉
郎

に
対
す
る
最
高
の
誅
詞
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

四
〇

（昭
和
十
五
）
年
三
月
明
神
岳
東
稜
よ
り
奥
穂
高
へ
、
四

一

（昭
和
十
六
）
年

一
月
第
二
次
冠
帽
峰
遠
征

（昭
和
十
九
）
～
四
六

（同
二
十

一
）
年
　
日
本
山
岳
会
幹
事

（昭
和
三
十

一
）
年
　
関
東
学
生
連
盟
理
事

（昭
和
三
十
四
）
年
　
早
大
理
工
学
部
講
師
、
五
五

（同
三
十
）
年

助
教
授
、
六
二

（同
三
十
七
）
年
教
授

（昭
和
二
十
八
）
年

一
月
　
山
岳
部
学
生

・
Ｏ
Ｂ
を
率
い
て
ア
コ
ン

カ
グ
ア
登
頂
、
五
八

（同
三
十
三
）
年

一
月
早
大
赤
道
ア
フ
リ
カ

遠
征
隊
、
六

一

（同
三
十
六
）
年
早
大
メ
キ
シ
コ
学
術
調
査
隊
な

ど
の
隊
長
を
務
め
た
。
五
九

（同
三
十
四
）
年
早
大
探
検
部
創
立

ｏ

同
部
部
長
、
ま
た
五
六

（同
三
十

一
）
年
頃
よ
り
早
大
ウ
ェ
イ
ト

リ
フ
テ
ィ
ン
グ
部
の
部
長
を
も
兼
る
。

（昭
和
六
十

一
）
年
　
早
大
退
職
、
同
名
誉
教
授

（昭
和
六
十
三
）
年
　
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員
、
同
年
寿
美
子
と
養

子
縁
組

（平
成
六
）
年

一
月
　
東
京
女
子
医
大
病
院
に
て
肺
炎
の
た
め
死
去

（村
木
潤
次
郎
）

略

一
九

一
五

一
九
三
三

追   悼

一
九
四
四

一
九
四
六

一
九
四
九

一
九
五
三

一
九
八
六

一
九
八
八

歴

（大
正
四
）
年
八
月
四
日
　
松
井
秀
三
郎
、
栄
の
長
男
と
し
て
東
京

都
小
石
川
に
生
ま
れ
る
。　
一
八
年
母
の
実
家
廃
家
に
つ
き
関
根
姓

を
名
乗
る
。
東
京
高
師
付
属
小
、
付
属
中
を
経
て
、
三
五

（昭
和

十
）
年
早
稲
田
大
学
第

一
高
等
学
院
理
科
入
学
、
四

一

（昭
和
十

六
）
年
十
二
月
同
大
学
理
工
学
部
応
用
化
学
科
卒
業

（昭
和
八
）
年
九
月
　
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号

一
四
六
九
）
。

早
大
山
岳
部
時
代
は
、
三
六

（昭
和
十

一
）
年

一
月
第

一
次
北
鮮

冠
帽
峰
遠
征
、
三
九

（昭
和
十
四
）
年

一
月
台
湾
新
高
山
遠
征
、

一
九
九
四

近

藤

恒

雄

氏

（
一
九
ｏ
二
上

九
九
三
）

近
藤
さ
ん
は
殆
ど
九
十

一
歳
近
く
ま
で
長
寿
を
保
た
れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
亡
く
な
る
数
ヶ
月
前
ま
で
、
大
磯
の
自
邸
の
背
後
の
高
麗
山
を
平
常
の
よ
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う
に
散
歩
し
、
入
院
さ
れ
た
の
は
極
め
て
わ
ず
か
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
十
七
、
八
歳
か
ら
九
十
歳
ぐ
ら
い
ま
で
、
戦
中
戦
後
の
混
乱
期
を
除
い
て
、

実
に
長
い
こ
と
山
歩
き
を
楽
し
み
、
そ
れ
を
生
涯
の
伴
侶
と
し
た
。

老
年
に
な
っ
て
も
脚
力
の
衰
え
を
見
せ
な
か
っ
た
の
は
、　
一
九
六
六

（昭
和

四
十

一
）
年
に
大
磯
の
高
麗
山
々
裾
に
居
を
構
え
、
天
気
さ
え
よ
け
れ
ば
連
日

一
時
間
余
も
高
麗
山
を
歩
い
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
と
思
う
が

（そ
の
数
は
数

千
回
に
達
し
た
）
、
元
々
・躯
の
出
来
が
頑
丈
で
、
長
命
の
星
の
も
と
に
生
れ
た

と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

近
藤
さ
ん
は

一
九
〇
二

（明
治
三
十
五
）
年
七
月
、
札
幌
で
誕
生
し
、　
一
九

二
三

（大
正
十
二
）
年
に
東
京
商
科
大
学

（現

一
橋
大
学
）
予
科
に
入
学
、
創

立
後
間
も
な
い
山
岳
部
に
入
っ
た
。
卒
業
は

一
九
二
九

（昭
和
四
）
年
で
三
井

鉱
山
的
に
入
社
し
、
後
年
三
井
化
学
工
業
欄
創
立
と
共
に
そ
ち
ら
へ
移
っ
た
。

私
が

一
橋
山
岳
部
に
入
っ
た
こ
ろ
、
つ
ま
り
昭
和
七
、
八
年
に
は
吉
沢

一
郎
、

村
尾
金
二
さ
ん
ら
と
近
藤
さ
ん
と
は
、
よ
く
山
登
り
を
さ
れ
て
い
た
。　
一
九
三

五

（昭
和
十
）
年
七
月
の
燕
岳
か
ら
国
衛
谷
下
降
も
そ
う
い
う
山
の
一
つ
で
、

そ
れ
に
加
え
て
頂
い
た
の
が
近
藤
さ
ん
と
の
初
め
て
の
山
だ
っ
た
。

翌
年
十
月
中
旬
に
は
奥
秩
父
の
道
の
定
か
で
な
い
山
旅
に
同
行
し
た
が
、　
一

九
三
八

（昭
和
十
三
）
年

一
月
に
は
近
藤
さ
ん
が
三
井
鉱
山
三
池
染
料
工
業
所

へ
転
勤
と
な
り
九
州
へ
移
ら
れ
た
の
で
、
戦
後
東
京
に
復
帰
さ
れ
る
迄
同
行
の

機
会
は
な
か
っ
た
。

戦
後
初
め
て
近
藤
さ
ん
と
同
行
し
た
の
は
、　
一
九
六
三

（昭
和
三
十
八
）
年

秋
の
和
名
倉
山
で
、
藤
島
敏
男
さ
ん
、
村
尾
金
二
さ
ん
と
の
四
人
だ
っ
た
が
、

そ
の
頃
は
よ
く
深
田
久
弥
、
川
喜
田
壮
太
郎
、
川
崎
精
雄
、
佐
藤
久

一
朗
、
笠

原
藤
七
さ
ん
等
の
山
に
年
季
の
入
っ
た
よ
い
仲
間
が
近
藤
さ
ん
の
周
り
に
出
来

て
、
実
に
楽
し
い
時
代
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
深
田
、
川
喜
田
、
村
尾
、
藤
島
、
佐
藤
さ
ん
な
ど
が
順
次
鬼
籍
に

入
ら
れ
、
周
辺
が
次
第
に
淋
し
く
な
っ
た
。
殊
に

一
九
七
五

（昭
和
五
十
）
年

九
月
の
村
尾
さ
ん
の
長
逝
は
、
無
二
の
親
友
で
も
あ
っ
た
近
藤
さ
ん
に
と
っ
て

非
常
に
大
き
い
心
の
痛
手
で
あ
り
、
胸
中
の
寂
蓼
感
は
見
る
に
忍
び
え
な
い
ほ

ど
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
後
は
私
が
よ
く
同
行
し
た
若
い
仲
間
の
山
行
に
誘
っ
た
り
、
た
ま

に
行
わ
れ
た
針
葉
樹
会

（山
岳
部
Ｏ
Ｂ
会
）
の
懇
親
山
行
に
参
加
し
た
り
、
近

藤
さ
ん
自
身
も
会
員
だ
っ
た

一
水
会

（旧
通
産
省
関
係
者
の
山
の
会
）
の
山
行

に
行
か
れ
た
り
し
た
よ
う
だ
。

私
の
思
い
出
に
残
る
晩
年
の
山
旅
の
な
か
で
、
殊
に
近
藤
さ
ん
が
喜
ん
だ
の

は
、
牧
野
衛
さ
ん
の
案
内
を
受
け
て
、
奥
三
河
の
低
山
へ
何
度
か
出
か
け
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
九
八
二

（昭
和
五
十
七
）
年
か
ら

一
九
八
五

（六
十
）

年
に
及
ぶ
五
回
に
亘
る
も
の
で
、
そ
の
殆
ど
が
奥
三
河
の
山
谷
の
紅
葉
の
美
し

い
晩
秋
が
選
ば
れ
、
宿
は
東
栄
町
の
清
学
山
荘
が
多
か
っ
た
。
八
五
年
十

一
月

の
時
は
岩
岳
山
、
仏
庫
裡
に
登
り
、
二
日
目
は
寒
狭
山
西
峰
へ
も
登
っ
た
の
だ

が
、
近
藤
さ
ん
八
十
三
歳
、
牧
野
さ
ん
に
し
て
も
七
十
九
歳
と
い
う
高
齢
で
、

二
日
目
は
小
雨
だ
っ
た
が
近
藤
さ
ん
の
足
腰
の
し
っ
か
り
し
て
い
た
の
に
は
驚

く
ほ
か
な
か
っ
た
。

近
藤
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
低
山
が
晩
年
で
の
大
き
な
楽
し
み
で
、

牧
野
さ
ん
や
同
行
し
た
水
野
公
男
、
中
山
啓
司
さ
ん
ら
に
い
つ
も
感
謝
し
て
い

た
。近

藤
さ
ん
と
同
行
し
た
山
は
、
奥
三
河
が
最
後
に
な
っ
た
が
、
数
え
て
み
る

と
五
十
回
に
近
い
。
登
っ
た
山
の
名
の
羅
列
は
紙
幅
の
点
か
ら
も
省
略
し
た
い
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が
、
今
で
は
人
の
よ
く
行
く
よ
う
に
な
っ
た
山
も
、
往
時
は
殆
ど
人
に
会
う
こ

と
の
な
い
よ
う
な
山
が
多
か
っ
た
。

近
藤
さ
ん
は
針
葉
樹
会
、　
一
橋
山
岳
部
に
対
し
終
生
限
り
な
い
愛
情
を
注
が

れ
た
。
会
に
と
っ
て
は
文
字
通
り
、
か
け
が
え
の
な
い
先
輩
で
あ
っ
た
。
日
本

山
岳
会
で
は
役
員
な
ど
の
経
歴
は
な
か
っ
た
が
、
会
員
の
中
に
何
人
か
の
親
し

い
友
人
を
つ
く
り
、
そ
の
人
達
と
の
山
歩
き
や
付
合
い
を
終
生
楽
し
み
、
大
切

に
し
た
。

他
人
に
対
し
て
は
、
肌
理
細
か
い
愛
情
を
示
し
た
が
、
自
ら
に
対
し
て
は
極

め
て
厳
し
く
、
例
え
ば
山
歩
き
の
際
に
か
つ
ぐ
荷
物
な
ど
は
、
絶
対
に
他
人
に

持
っ
て
貰
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「自
分
の
荷
が
自
分
で
担
げ
な
く
な
っ

た
ら
俺
は
山
を
止
め
る
よ
」
と
い
う
の
が
信
条
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。

一
橋
の
山
仲
間
が

一
九
六
七
年
、
サ
ラ
グ
ラ
ー
ル
に
登
山
隊
を
送
っ
た
と
き
、

近
藤
さ
ん
は
企
業
か
ら
の
募
金
に
安
易
に
頼
る
資
金
調
達
を
い
ま
し
め
、
先
ず

Ｏ
Ｂ
の
手
で
資
金
調
達
を
と
の
呼
び
か
け
を
先
頭
に
た
っ
て
や
ら
れ
た
。
こ
れ

は
大
変
き
び
し
い
が
良
い
教
訓
で
あ
っ
た
と
、
当
時
登
山
隊
長
だ
っ
た
山
本
健

一
郎
君
は
追
想
す
る
。

近
藤
さ
ん
の
経
済
界
で
の
足
跡
を
述
べ
る
場
所
で
は
な
い
が
、
三
井
鉱
山
帥

の
一
社
員
か
ら
三
井
化
学
工
業

（現
三
井
東
圧
化
学
）
の
副
社
長
に
な
っ
た
こ

と
を
記
し
て
お
く
。

一
九
九
三

（平
成
五
）
年
六
月
十
三
日
午
前
○
時
十
分
、
急
性
呼
吸
不
全
の

た
め
大
磯
町
の
病
院
で
逝
去
。

悼
　
　
本
会

へ
の
入
会
は

一
九
三
〇

（昭
和
五
）
年
六
月
、
会
員
番
号

一
一
九
四
、

紹
介
者
は
浦
松
佐
美
太
郎
、
松
方
三
郎
、
藤
島
敏
男
の
三
氏
。
戦
争
直
後

一
時

追
　

会
籍
を
離
れ
た
が

一
九
六
八

（昭
和
四
十
三
）
年
三
月
復
活
。
（な
お
会
報

『山
』

五
八
二
号
三
ペ
ー
ジ
参
照
）

（望
月
達
夫
）

橘

　

真

琴

氏

（
一
九
ｏ

一
上

九
九
三
）

こ
の
人
は
百
歳
ま
で
大
丈
夫
だ
と
誰
も
が
信
じ
て
い
た
。
九
十
二
歳
で
私
よ

り

一
周
り
上
の
同
じ
丑
年
、
よ
く
冗
談
で
私
の
葬
儀
に
は
必
ず
弔
辞
を
読
ん
で

下
さ
い
と
話
し
て
い
た
。

一
九
九
三

（平
成
五
）
年
十
二
月
二
十
五
日
夕
刻
、
静
か
に
生
を
終
え
ら
れ

た
。
余
り
に
も
突
然
の
親
族
、
後
輩
に
看
取
ら
れ
な
が
ら
の
死
で
あ
っ
た
。

葬
儀
の
参
列
者
は
多
彩
で
あ
っ
た
。
南
海
鉄
道
関
係
御
歴
々
、
球
団
で
は
鶴

岡
さ
ん
が
、
杉
浦
元
投
手
は
九
州
か
ら
、
関
西
学
院
の
院
長
、
学
長
、
同
窓
会

長
等
、
異
色
は
元
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
陸
上
選
手
南
部
忠
平
氏
。
こ
の
人
は
橘
さ
ん

と
は
札
幌
北
海
中
学
の
二
年
後
輩
で
あ
っ
た
と
か
。
日
本
山
岳
会
か
ら
は
元
会

長
今
西
壽
雄
氏
も
お
見
え
い
た
だ
い
た
。

人
柄
は
温
厚
篤
実
と
云
う
か
、
私
達
は
常
々
仏
様
の
様
だ
と
評
し
て
い
た
。

温
顔
は
人
を
ひ
き
つ
け
る
魅
力
を
持
ち
、
明
る
く
抱
擁
力
が
あ
り
後
輩
の
面
倒

を
良
く
み
る
。
そ
ん
な
性
格
が
指
導
者
と
し
て
か
つ
て
の
南
海
ホ
ー
ク
ス
球
団

代
表
と
し
て
プ
ロ
野
球
全
国
制
覇
を
成
し
と
げ
、
所
謂
大
阪
御
堂
筋
パ
レ
ー
ド

を
実
現
し
た
こ
と
は
我
々
関
西
人
の
誇
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
南
海
優
勝
に
関
し
、
橘
さ
ん
は
今
年
は
自
分
に
と
っ
て
嬉
し
い
こ
と
が

三
つ
あ
っ
た
と
。
そ
の
一
つ
は
勿
論
南
海
の
優
勝
、
二
つ
目
は
関
西
学
院
大
学
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山
岳
部
の
ベ
ル
ー
遠
征
の
成
功
、
三
つ
目
は
何
だ
っ
た
か
今
思
い
出
せ
な
い
。

と
に
角
ペ
ル
ー
遠
征
を
祝
し
て
と
、
紀
州
白
浜
の
南
海
経
営
の
ホ
テ
ル
・
パ
シ

フ
ィ
ッ
ク
に
遠
征
事
務
の
裏
方
達
数
名
を
招
待
し
て
い
た
だ
い
た
。

こ
ん
な
事
も
あ
り
ま
し
た
。
南
海
の
社
員
の
方
と
水
野
君

（日
本
山
岳
会
物

故
会
員
）
に
私
が
参
加
し
て
夏
の
白
馬
岳
に
登
り
、
杓
子
岳
、
鑓
ケ
岳
を
経
て

下
山
し
ま
し
た
。
当
時
私
鉄
の
役
員
は
何
か
特
別
の
パ
ス
を
持
っ
て
い
て
、
他

の
電
鉄
は
勿
論
、
国
鉄
で
も
そ
の
パ
ス
を
見
せ
る
と
無
料
だ
っ
た
様
で
す
。
私

達
が
切
符
代
を
支
払
っ
て
い
た
の
で
橘
さ
ん
は
気
の
毒
だ
と
云
っ
て
、
大
阪
～

白
馬
往
復
運
賃
相
当
額
の
御
馳
走
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
然
し
帰
途
白
馬
か

ら
大
町
へ
の
バ
ス
に
は
通
用
し
な
か
っ
た
様
で
す
。

橘
さ
ん
は
ス
ポ
ー
ツ
感
覚
に
す
ぐ
れ
、
剣
道
は
四
段
の
腕
前
、
関
西
学
生
ス

キ
ー
大
会
に
選
手
と
し
て
出
場
、
ゴ
ル
フ
歴
も
長
く
、
シ
ン
グ
ル
の
ハ
ン
デ
ィ

を
永
く
持
続
さ
れ
九
十
歳
を
超
え
て
も
月
二
、
三
回
の
プ
レ
ー
を
楽
し
ま
れ
た

事
は
驚
異
で
あ
っ
た
。
多
彩
な
才
能
は
書
道
に
も
発
揮
さ
れ
、
そ
の
筆
跡
は
実

に
美
事
で
あ
っ
た
。

山
歴
と
し
て
は
関
西
学
院
山
岳
部
創
設
期
で
も
あ
り
、
記
録
的
な
登
攀
こ
そ

行
っ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
ス
キ
ー
登
山
も
楽
し
み
、
時
に
は
東
海
道
五
十
三
次

無
銭
旅
行
等
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
様
に
初
期
山
岳
部
を
リ
ー
ド
し
、
以
後
今

日
迄
六
十
余
年
に
亘
り
山
岳
部

・
山
岳
会
の
指
導
者
と
し
て
会
長
を
勤
め
て
こ

ら
れ
ま
し
た
。
日
本
山
岳
会
に
も

一
九
三
九

（昭
和
十
四
）
年
に
入
会
さ
れ
、

数
年
前
に
は
永
年
会
員
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
会
員
番
号
は

一
七
七
七
で
し

た
。趣

味
は
植
物
に
対
す
る
造
詣
が
深
く
、
自
宅
の
庭
に
色
々
の
花
木
を
植
え
て

四
季
を
楽
し
む
か
た
わ
ら
、
つ
い
先
年
ま
で
理
事
長
を
し
て
お
ら
れ
た
千
刈
カ

ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
で
は
自
分
で
選
定
し
た
草
木
を
配
置
し
、
そ
の
育
成
充
実
を

計
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
或
る
年
水
芭
蕉
の
苗
を
買
っ
て
ゴ
ル
フ
場
の
池
畔
に
　
２‐

植
え
、
翌
年
そ
れ
が
成
長
し
た
時
ゴ
ル
フ
場
付
き
の
植
木
屋
が
日
頃
見
か
け
な

い
雑
草
と
思
い
刈
り
取
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
嘆
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に

懲
り
ず
に
翌
年
再
度
植
付
け
、
今
で
は
毎
年
花
を
咲
か
せ
て
い
る
と
の
こ
と
。

昨
年
私
に
花
を
撮
る
の
に
簡
単
な
カ
メ
ラ
は
な
い
か
、
季
節
の
花
が
咲
い
た
ら

写
し
て
コ
メ
ン
ト
を
付
け
ゴ
ル
フ
場
の
月
報
に
載
せ
た
い
と
。
写
真
は
私
が
撮

る
の
で
来
年
か
ら

一
緒
に
千
刈
Ｃ
Ｃ
に
行
こ
う
と
約
束
し
楽
し
み
に
し
て
い
ま

し
た
。
橘
さ
ん
が
な
く
な
ら
れ
て
も
約
束
を
実
行
し
、
そ
の
写
真
を
霊
前
に
お

供
え
し
た
い
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
橘
さ
ん
の
後
輩
に
対
す
る
気
配
り
は
私
だ
け
で
な
く
皆
に
注
が
れ

て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
度
の
葬
儀
に
際
し
、
御
親
族
の
方
か
ら

一
切
の
仕
切

り
を
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
生
前
の
恩
義
に
報
い
る
の
は
こ
の
時
と
ば

か
り
後
輩
達

一
九
と
な
っ
て
夫
々
の
分
担
に
応
じ
懸
命
に
働
い
て
い
た
姿
は
涙

ぐ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
橘
さ
ん
の
心
に
も
届
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。日

本
山
岳
会
第
二
十
回
山
岳
史
懇
談
会

「関
西
学
院
大
学
山
岳
部
七
十
年
の

歩
み
」
の
発
表
に
先
だ
ち
Ｏ
Ｂ
、
現
役
達
で
部
報
、
会
報
、
学
院
新
聞
等
沢
山

の
情
報
源
の
整
理
を
し
ま
し
た
。
歴
史
的
に
も
価
値
あ
る
史
実
が
沢
山
み
つ
か

り
、
こ
の
事
実
を
後
世
に
残
す
べ
く
自
宅
の
一
室
を
山
岳
部
関
係
者
に
開
放
し

て

「山
岳
部
七
十
年
史
」
の
編
さ
ん
の
音
頭
を
と
り
、
そ
の
完
成
を
楽
し
み
に

し
て
お
ら
れ
た
矢
先
の
こ
と
で
す
。
今
や
橘
真
琴
会
長
念
願
の

「山
岳
部
七
十

年
史
」
完
成
に
努
力
し
な
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

（塩
津
正
英
）



内

田

耕

作

氏

（
一
九
〇
八
上

九
九
三
）

一
九
九
三

（平
成
五
）
年
、
年
の
瀬
も
い
よ
い
よ
押
し
せ
ま
っ
た
十
二
月
二

十
八
日
の
早
朝
、
山
岳
写
真
の
先
輩
、
Ｋ
さ
ん
か
ら
訃
報
が
飛
び
込
ん
で
来
た
。

内
田
耕
作
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と
言
う
。
し
ば
ら
く
体
の
不
調
を
訴
え
て
い
た

こ
と
は
人
づ
て
に
は
聞
い
て
い
た
が
…
…
。
享
年
八
十
五
歳
。

山
の
写
真
家
に
と
っ
て
、
内
田
さ
ん
と
言
え
ば
、
昭
和
の
初
頭
か
ら
戦
前
、

戦
後
と
活
躍
し
た
山
岳
写
真
界
の
先
達
で
あ
る
。
ま
た
山
岳
会
で
は
フ
ィ
ル
ム

委
員
の

一
人
と
し
て
最
近
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
頂
い
て
い

た
。ま

た
日
本
山
岳
写
真
協
会

（風
見
武
秀
会
長
）
の
名
誉
会
員
と
し
て
毎
年
秋

に
開
催
す
る
協
会
写
真
展
に
は
欠
か
さ
ず
に
出
品
す
る
と
い
う
現
役
ぶ
り
。

出
展
す
る
写
真
の
多
く
は
詩
情
豊
か
な
作
風
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

「燕
岳
」

を
こ
よ
な
く
愛
し
、
と
く
に
山
頂
周
辺
の
オ
ブ
ジ
ェ
的
な
花
商
岩
群
は
内
田
さ

ん
の
得
意
と
す
る
写
真
の
フ
ォ
ル
ム
で
も
あ
っ
た
。

一
九
〇
八

（明
治
四
十

一
）
年
三
月
二
十
六
日
、
内
田
さ
ん
は
東
京

・
神
田

で
生
ま
れ
る
。
丁
度
こ
の
年
の
夏
、
山
岳
会
の
創
立
者
、
高
頭
仁
兵
衛
氏
、
小

島
鳥
水
氏
ら
が
南
ア
ｅ
北
岳
周
辺
の
山
々
で
活
躍
し
て
い
た
頃
で
あ
っ
た
。
父

悼

　

親
が
写
真
技
師
を
し
て
い
た
の
で
、
中
学
に
入
る
と
着
莫
産
を
つ
け
、
カ
メ
ラ

を
持
ち
よ
く
山
に
登
っ
た
と
言
う
。

追
　
　
中
学
を
出
る
と
す
ぐ
中
国
に
渡
り
、
カ
メ
ラ
マ
ン
の
助
手
を
勤
め
る
。
昭
和

十
年
頃
帰
国
、
神
楽
坂
で
喫
茶
店

「
Ｒ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
」
の
経
営
を
ま
か
さ
れ
る
。

「
Ｒ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
」
は
、
そ
の
う
ち
山
の
写
真
好
き
の
溜
り
場
と
な
り
、
山
村
民

俗
研
究
家
の
岩
科
小

一
郎
さ
ん
の
呼
び
か
け
で
内
田
さ
ん
を
は
じ
め
船
越
好
文

さ
ん

（会
員
番
号

一
九
四
六
番
）
も
加
わ
り

一
九
三
六

（昭
和
十

一
）
年
の
夏

「
ヵ
メ
ラ
・
ハ
イ
キ
ン
グ
・
ク
ラ
ブ
」
（Ｃ
Ｈ
Ｃ
）
を
結
成
、
そ
し
て
顧
間
と

し
て
山
岳
会
の
重
鎮

・
木
暮
理
太
郎
さ
ん
を
迎
え
た
。

一
九
三
八

（昭
和
十
三
）
年
に
は
船
越
さ
ん
の
紹
介
で
風
見
武
秀
さ
ん

（会

員
番
号
三
二
〇
五

ｏ
永
年
会
員
）
も
入
会
す
る
。

当
時
、
「山
岳
写
真
」
と
言
う
ジ
ャ
ン
ル
が

一
般
に
は
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｈ
Ｃ
に
入
れ
ば
、
山
と
写
真
の
両
方
の
指
導
が
受

け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
多
く
の
愛
好
家
が
入
会
、
内
田
さ
ん
は
指
導
的
立
場

で
大
活
躍
、
と
く
に
仕
上
げ
の
技
術
は
抜
群
で
あ
っ
た
。

内
田
さ
ん
の
優
れ
た
写
真
は
山
岳
雑
誌

『山
と
漢
谷
』
『山
小
屋
』
な
ど
に

も
し
ば
し
ば
登
場
し
た
。
し
か
し
ク
ラ
ブ
の
活
動
は
日
覚
ま
し
か
つ
た
が
、　
一

方
で
は
会
員
が
増
え
過
ぎ
、
そ
の
た
め
運
営
上
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
こ
り
、

昭
和
十
四
年
、
創
立
三
年
後
に
し
て
Ｃ
Ｈ
Ｃ
は
つ
い
に
分
裂
。
内
田
さ
ん
は
そ

の
ま
ま
数
名
の
仲
間
ら
と
居
残
っ
た
と
言
う
。

風
見
さ
ん
や
船
越
さ
ん
ら
は
Ｃ
Ｈ
Ｃ
を
脱
会
、
別
に

「東
京
山
岳
写
真
会
」

を
創
立
し
メ
ン
バ
ー
に
は
槍
ヶ
岳
山
荘
の
創
立
者

・
穂
苅
三
寿
雄
さ
ん
を
は
じ

め
三
浦
敬
三
さ
ん
、
塚
本
閤
治
さ
ん
も
加
わ
っ
た
。

内
田
さ
ん
が
山
岳
会
に
入
っ
た
の
は
戦
前
の
一
九
四

一
（昭
和
十
六
）
年

（会

員
番
号

一
九
五
〇
番
）
、
太
平
洋
戦
争
突
入
の
年
で
あ
っ
た
が
、
会
の
先
輩
に

は
船
越
さ
ん
が
い
た
。
戦
中
の
た
め
、
山
の
活
動
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
の
で

し
ば
ら
く
休
会
す
る
。
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戦
後

「東
京
山
岳
写
真
会
」
は
会
員
が
全
国
に
及
ん
だ
た
め
名
称
を

「
日
本

山
岳
写
真
協
会
」
と
改
め
る
。
内
田
さ
ん
は
早
速
協
会
の
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ

た
が
、
本
来
の
資
質
と
感
性
が
発
揮
出
来
た
の
は
昭
和
三
十
年
代
に
入
っ
て
か

ら
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
頃
私
も
協
会
に
入
れ
て
頂
き
内
田
さ
ん
の
作
風
か
ら

多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。

一
九
六
九

（昭
和
四
十
四
）
年
、
山
岳
会
に
復
帰
す
る
と
山
行
の
回
数
も
多

く
な
り
優
れ
た
作
品
を
次
々
と
山
岳
雑
誌
に
、
ま
た
写
真
展
な
ど
で
発
表
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
中
で
も
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
描
写
で
捉
え
た
燕
岳
の
写
真
は
山

の
写
真
愛
好
者
た
ち
を
魅
了
さ
せ
た
。

す
で
に
山
岳
写
真
家
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
が
、
そ
の
頃
山
の
文
芸
誌
『ア

ル
プ
」
や
串
田
孫

一
さ
ん
や
尾
崎
喜
八
さ
ん
ら
と
文
と
詩
と
写
真
で
構
成
さ
れ

た
著
書

『山
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
」
な
ど
の
編
集
同
人
と
し
て
活
躍
し
持
ち
味
を
発
揮
し

て
い
た
。

当
時
有
楽
町
の
ビ
ル
の
一
角
で
カ
メ
ラ
シ
ョ
ッ
プ
を
経
営
し
、
後
に
店
は
近

く
の
ビ
ル
内
に
移
り
、
こ
れ
を
機
会
に
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ

「
ア
ル
プ
」
を
開

く
。
店
は
い
つ
も
山
好
き
、
ス
キ
ー
好
き
、
写
真
好
き
の
仲
間
た
ち
の
溜
り
場

と
な
っ
て
い
た
。

ス
キ
ー
歴
は
古
く
、
そ
の
技
術
は
プ
ロ
級
の
腕
前
と
か
、
と
ま
れ
八
十
近
く

ま
で
首
に
ニ
コ
ン
を
ぶ
ら
さ
げ
現
役
と
し
て
滑
っ
て
い
た
。

山
と
写
真
の
他
、
好
き
な
も
の
と
言
っ
た
ら
、
ま
ず
ピ
ー
ル
、
そ
し
て
ブ
ラ

ン
デ
ィ
ー
、
コ
ー
ヒ
ー
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
。
と
く
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
夢
中

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

告
別
式
に
は
故
人
が
も
っ
と
も
好
き
で
あ
っ
た
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ビ
ア
ノ
協

奏
曲
が
式
場
に
流
れ
た
。
若
い
世
代
の
会
員
と
好
き
な
ビ
ー
ル
で
喉
を
潤
し
な

が
ら
、
気
さ
く
に
語
ら
う
、
そ
し
て
現
代
に
生
き
た
行
動
力
に
は
深
く
敬
意
を

表
し
た
い
。

（羽
田
栄
治
）

か
お
る

花

井

　

馨

氏

（
一
九

一
四
上

九
九
四
）

「弥
彦
に
生
を
受
け
、
育
っ
た
私
の
最
初
の
登
山
は
勿
論
、
弥
彦
山
で
あ
る
。

大
正
十
年
の
春
、
弥
彦
西
尋
常
小
学
校
に
入
学
し
た
時
の
校
長
は
、
山
好
き
の

日
浦
準

一
先
生
で
、
晴
天
の
日
な
ど
突
然
、
今
日
は
山
登
り
だ
、
と
全
校
登
山

を
実
施
さ
れ
た
。私
が
初
め
て
頂
上
ま
で
登
っ
た
の
は
小
学
校
二
年
生
の
時
で
、

上
級
生
に
励
ま
さ
れ
稜
線
下
の
急
坂
を
登
り
切
り
、
今
吾
々
が

『佐
渡
見
平
』

と
名
付
け
た
日
本
海
が
見
渡
せ
る
場
所
で
涼
風
に
当
た
り
、
子
供
な
が
ら
ホ
ッ

と
し
た
こ
と
を
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
全
校
登
山
は
何
回
か
続
き
、
こ

の
影
響
で
私
の
山
へ
の
関
心
が
次
第
に
芽
ば
え
て
い
っ
た
」
。　
一
九
八
九

（平

成
元
）
年
十
二
月
に
先
生
が
色
々
な
雑
誌

。
新
聞
に
乞
わ
れ
て
書
い
た
紀
行
文

や
随
想
な
ど
を
編
集
し
刊
行
し
た

「青
雲
の
弥
彦
山
』
の
巻
頭
に
山
へ
の
思
い

入
れ
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
が
物
心
つ
い
た
時
に
は
先
生
は
、
弥
彦
郵
便
局
長
で
あ
っ
た
。
当
時
の
新

潟
県
弥
彦
村
は
、
人
口
七
千
四
百
人
余
り
で
あ
っ
た
。
小
さ
な
村
の
小
さ
な
郵

便
局
の
局
長
さ
ん
が
減
多
に
し
か
弥
彦
に
い
な
い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
先
生
は
、

信
越
特
定
郵
便
局
長
会
の
会
長
を
し
、
そ
の
後
、
全
国
特
定
郵
便
局
長
会
の
副

会
長
の
要
職
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
多
忙
を
極
め
て
い
た
先
生
で

あ
っ
た
が
、
ス
ポ
ー
ツ
こ
そ
が
次
代
を
担
う
若
者
達
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き



る
源
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
振
興
に
努
力
さ
れ
た
。
特
に
、
ス
キ
ー
と
登
山
に

つ
い
て
は
、
時
代
は
少
し
遡
る
が
、　
一
九
三
四

（昭
和
九
）
年
に
弥
彦
ス
キ
ー

ク
ラ
ブ
を
、　
一
九
五

一

（昭
和
二
十
六
）
年
に
は
弥
彦
山
岳
会
を
創
設
さ
れ
て

共
に
会
長
と
し
て
後
進
の
指
導
に
当
っ
て
こ
ら
れ
、
弥
彦
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
、
弥

彦
山
岳
会
を
新
潟
県
に
あ
っ
て
有
数
の
組
織
と
し
て
育
て
て
く
れ
た
。

日
本
山
岳
会
に
は

一
九
四
六

（昭
和
二
十

一
）
年
に
入
会
さ
れ
、
会
員
番
号

二
三
六
四
だ
っ
た
。

ま
た
、
弥
彦
の
み
で
な
く
県
内
の
登
山
者
講
習
会
の
講
師
や
、
日
本
山
岳
会

越
後
支
部
の
役
員
と
し
て
そ
の
発
展
に
尽
力
さ
れ
た
。
越
後
支
部
の
定
期
総
会

は
弥
彦
の
地
で
開
催
す
る
こ
と
が
恒
例
と
な
っ
て
い
る
。
先
生
は
、
霊
峰
弥
彦

山
を
求
心
力
と
し
て
多
く
の
岳
人
を
弥
彦
に
招
い
て
弥
彦
山
は
も
と
よ
り
新
潟

県
の
山
々
を
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
先
生
の
自
宅
は
常
に
山
仕
度
を
し
た
人
達
が

訪
れ
て
い
た
。
先
生
が
お
留
守
の
時
に
は
奥
さ
ん
が
応
対
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

奥
さ
ん
も
昨
年
の
十
月
に
逝
く
な
ら
れ
た
。
柔
和
で
物
静
か
に
お
話
し
さ
れ
て

い
る
お
姿
が
偲
ば
れ
ま
す
。忙
し
か
っ
た
先
生
を
奥
さ
ん
は
彼
岸
に
迎
え
ら
れ
、

お
二
人
囲
炉
裏
端
で
来
し
方
を
静
か
に
お
話
し
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ

う

。先
生
を
語
る
に
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
、
弥
彦
山
松
明
登
山
が
あ

る
。
越
後

一
宮

・
爾
彦
神
社
の
夏
祭
り

「灯
籠
神
事
」
が
戦
後
の
大
き
な
時
代

の
変
化
も
あ
っ
て
、
か
つ
て
の
賑
わ
い
も
下
降
ぎ
み
で
あ
っ
た
。
弥
彦
灯
籠
祭

り
の
活
性
化
の
た
め
、
お
祭
り
当
日
に
弥
彦
山
に
ち
な
ん
だ
何
か
を
、
と
い
う

悼

　

こ
と
で

「弥
彦
山
の
雨
乞
行
事
」
を
再
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
故
事
で
は
、

越
後
平
野
に
早
天
が
続
く
と
弥
彦
の
農
家
の
人
達
は
弥
彦
山
に
登
り
頂
上
に
仮

追
　

小
屋
を
作
り
、
ひ
た
す
ら
雨
を
祈
り
雨
が
少
し
で
も
降
れ
ば
仮
小
屋
を
焼
き
、

夜
間
で
あ
れ
ば
、
そ
の
火
を
松
明
に
移
し
灯
り
に
し
て
山
を
下
る
。
こ
れ
を
み

て
山
麓
で
待
っ
て
い
た
農
家
の
人
達
は
高
張
提
灯
を
掲
げ
て
迎
え
に
登
り
、
登

拝
道
は
火
の
列
が
連
な
り
壮
観
で
あ
っ
た
と
い
う
。
先
生
は
、
弥
彦
山
松
明
登

山
の
実
現
の
た
め
に
奔
走
さ
れ
た
。　
一
九
五
四

（昭
和
二
十
九
）
年
七
月
十
三

日
、
日
本
山
岳
会
越
後
支
部
長
藤
島
玄
先
生
と
県
下
の
岳
人
達
の
支
援
の
も
と

に
第

一
回
弥
彦
山
松
明
登
山
祭
が
実
施
さ
れ
た
。

「弥
彦
山
松
明
登
山
祭
讃
歌
」

一
、
神
山
弥
彦
ぞ
　
越
路
の
象
徴

三
百
万
人
　
仰
ぎ
て
崇
し

二
、
神
意
を
慰
め
む
　
岳
人
集
り
て

大
古
の
ま
ま
の
　
心
を
捧
ぐ

三
、
満
山
火
を
も
て
　
輝
し
て
進
む

岳
人
三
百
　
意
気
ぞ
高
し

詩
は
先
生
が
作
ら
れ

「雪
山
讃
歌
」
の
曲
で
歌
う
の
で
あ
る
。
毎
年
七
月
二
十

五
日
の
夜
弥
彦
山
頂
よ
り
松
明
を
手
に
し
た
岳
人
達
が
こ
の

「弥
彦
山
松
明
登

山
祭
讃
歌
」
を
全
員
で
合
唱
し
な
が
ら
下
り
、
市
中
を
行
進
す
る
の
で
あ
る
。

今
日
ま
で
多
く
の
参
加
者
に
よ
っ
て
愛
唱
さ
れ
て
き
た
。

一
九
九
三

（平
成
五
）
年
七
月
二
十
五
日
、
記
念
す
べ
き
第
四
十
回
を
迎
え

た
の
で
あ
る
。
記
念
誌
の
松
明
登
山
回
顧
の
最
後
の
く
だ
り
で

「
こ
こ
に
四
十

年
間
に
わ
た
り
弥
彦
山
松
明
登
山
祭
を
支
え
て
く
れ
た
多
く
の
人
達
に
深
く
感

謝
す
る
と
共
に
、
こ
の
松
明
の
灯
を
二
十

一
世
紀
に
つ
な
い
で
い
っ
て
欲
し
い

と
願
う
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
当
日
は
病
躯
を
お
し
て
松
明
を
手
に
、

し
っ
か
り
と
し
た
足
ど
り
で
市
中
行
進
を
さ
れ
た
。
苦
労
さ
れ
た
四
十
年
を
思

い
起
こ
し
て
か
感
涙
に
む
せ
ん
で
、
何
度
も
日
頭
を
お
さ
え
て
い
る
お
姿
を
忘
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れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「先
生
、
来
年
四
十

一
回
も
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
。
先

生
は
大
き
く
領
か
れ
た
。
し
か
し
、
病
魔
は
そ
れ
を
許
し
て
く
れ
ず
、
四
十

一

回
弥
彦
山
松
明
登
山
祭
へ
と
は
つ
な
い
で
は
く
れ
ず
、
本
年
二
月
四
日
急
逝
さ

れ
た
。
享
年
八
十

一
歳
。

先
生
は
、
山
を
愛
し
、
山
の
友
を
大
事
に
し
た
。
一
九
六
〇

（昭
和
三
十
五
）

年
五
月
に
冠
松
次
郎
先
生
を
弥
彦
山
に
お
迎
え
し
て
か
ら
中
央
の
先
生
方
と
歴

代
の
日
本
山
岳
会
長
を
弥
彦
山
松
明
登
山
祭
に
お
招
き
し
て
私
共
若
い
者
達
に

引
き
合
わ
せ
て
く
れ
た
も
の
だ
。
な
か
で
も
、
深
田
久
弥
先
生
と

一
晩
中
飲
み

語
り
明
か
し
た
こ
と
は
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
い
出
で
あ
る
。

病
に
冒
さ
れ
て
か
ら
の
先
生
は
、
万
葉
集
に
思
い
を
寄
せ
て

「弥
彦
万
葉
の

会
」
を
つ
く
り
自
ら
会
長
を
す
る
な
ど
後
進
の
指
導
を
怠
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

日
本
最
古
の
歌
集
、
世
界
に
も
誇
る
べ
き
日
本
民
族
最
大
の
文
学
遺
産
の
万

葉
集
に
、
諸
一ざ
か
る
弥
彦
山

（神
）
の
歌
が
載
せ
ら
れ
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
た

こ
と
は
、
何
物
に
も
代
え
難
い
幸
福
で
あ
り
喜
び
で
あ
る
と
思
う
、
と
し
て
万

葉
集
巻
十
六
の
弥
彦
歌
の
二
首
を
先
生
は
、
い
ろ
い
ろ
な
機
会
を
と
お
し
て
紹

介
さ
れ
た
。

先
生
が
こ
よ
な
く
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
、
弥
彦
歌
の

一
首
を
ご
紹
介
し
て

こ
の
拙
い
追
悼
文
の
結
び
と
し
た
い
。

い
や
ひ
こ
　
お
の
れ
神
さ
び
　
あ
お
雲
の
　
棚
引
く
日
す
ら

小
雨
そ
ぼ
降
る

（巻
十
六
―
三
八
八
三
）

忙
し
か
っ
た
先
生
は
、　
一
九
八
五

（昭
和
六
十
）
年

「勲
四
等
瑞
宝
章
」
の

叙
勲
の
栄
に
浴
し
た
こ
と
を
追
記
し
て
お
き
ま
す
。

（渡
辺
富
衛
＝
弥
彦
山
岳
会
）

う
ん

　

の

　

は
る
　
よ
し

海

野

治

良

氏

（
一
九
〇
六
上

九
九
四
）

海
野
治
良
さ
ん

（会
員
番
号
二
四
〇
九
）
の
訃
報
に
接
し
た
の
は
、
好
日
山

荘
の
今
井
店
長
か
ら
の
電
話
で
し
た
。
同
時
に
チ
ロ
ル
ハ
ッ
ト
を
ち
ょ
っ
と
曲

げ
て
粋
に
か
ぶ
り
、
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
パ
イ
プ
を
く
わ
え
、
靴
は
ヴ
ィ
ブ
ラ
ム
底

の
チ
ロ
リ
ア
ン
シ
ュ
ー
ズ
を
履
い
て
、
何
時
も
ダ
ン
デ
ィ
ー
な
海
野
さ
ん
の
穏

や
か
な
姿
が
想
い
出
さ
れ
ま
し
た
。
お
酒
を
全
く
嗜
ま
な
い
海
野
さ
ん
は
無
類

の
コ
ー
ヒ
ー
好
き
で
、
よ
く

「
一
寸
つ
き
合
っ
て
下
さ
い
よ
」
な
ど
と
誘
わ
れ

て
、
近
く
の
珈
琲
館

へ
参
り
ま
し
た
が
、　
一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
に

一
時
間
で
も
二

時
間
で
も
山
の
話
を
し
て
居
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
海
野
さ
ん
に
私
が
最
初
に
お
目
に
掛
か
っ
た
の
は

一
九
四

一

（昭
和
十

六
）
年
の
こ
と
で
す
。
小
学
校
四
、
五
年
の
頃
か
ら
山
に
興
味
を
持
ち
、
裏
高

尾
や
奥
多
摩
を
歩
い
て
い
た
私
は
こ
の
年
に
中
学

（旧
制
）

へ
入
学
す
る
と
同

時
に
、
迷
わ
ず
に
山
岳
部
へ
入
部
し
ま
し
た
。
尤
も
、
山
岳
部
と
は
い
っ
て
も

中
学
生
の
事
で
す
か
ら
夏
休
み
を
利
用
し
て
先
生
の
引
率
で
五
～
六
日
の
日
程

で
北
ア
ル
プ
ス
や
南
ア
ル
プ
ス
の
縦
走
を
計
画
す
る
以
外
は
、
東
京
近
郊
の
ハ

イ
キ
ン
グ
を
す
る
程
度
の
も
の
で
し
た
が
。
そ
ん
な
訳
で
ボ
ツ
ボ
ツ
と
必
要
な

道
具
類
を
集
め
始
め
、
偶
々
学
校
が
神
田
猿
楽
町
に
あ
っ
た
事
も
あ
り
、
神
田

の
美
津
濃
や
本
郷
の
カ
ジ
マ
ヤ
等
を
覗
く
事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な

一
環
と

し
て
小
川
町
に
在
っ
た
好
日
山
荘
を
知
り
、
海
野
さ
ん
と
も
親
し
く
さ
せ
て
頂

い
た
訳
で
す
。
但
し
、
も
う
そ
の
頃
に
は
中
国
大
陸
で
始
ま
っ
た
戦
争
が
だ
ん
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だ
ん
と
拡
大
し
、
物
資
も
乏
し
く
な
っ
て
居
て
美
津
濃
で
も
様
な
用
具
も
置
い

て
無
く
、
好
日
山
荘
で
も
草
軽
や
輪
カ
ン
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
を
覚
え

て
い
ま
す
。
こ
の
年
の
十
二
月
に
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
ま
し
た
が
、
や
が
て

戦
局
の
悪
化
に
伴
い
海
野
さ
ん
も
御
家
族
共
々
信
州
菅
平
へ
疎
開
さ
れ
て
お
店

も
閉
店
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

海
野
さ
ん
は

一
九
〇
六

（明
治
三
十
九
）
年
大
阪
の
生
れ
で
す
。
大
阪
三
越

の
運
動
具
売
場
で
ス
キ
ー
や
登
山
用
具
の
担
当
者
と
し
て
勤
め
て
居
ら
れ
た

時
、
日
本
で
は
最
古
の
歴
史
を
有
す
る
登
山
と
ス
キ
ー
の
専
門
店

「好
日
山
荘
」

の
西
岡

一
雄
さ
ん
の
知
遇
を
得
て
、　
一
九
三
二

（昭
和
七
）
年
二
十
六
歳
の
若

さ
で
独
立
し
東
京

へ
進
出
し
て
、
「東
京
好
日
山
荘
」
を
神
田
小
川
町
に
創
業

さ
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

戦
後
は
い
ち
早
く

一
九
四
六

（昭
和
二
十

一
）
年
に
日
本
橋
兜
町
で
再
出
発

さ
れ
、　
一
九
五

一

（昭
和
三
十
六
）
年
に
銀
座
二
丁
目
に
移
転
、
そ
の
後
銀
座

三
丁
目
に
移
っ
て
現
在
で
は
山
の
店
と
ス
キ
ー
の
店
の
二
店
を
経
営
さ
れ
て
居

ら
れ
ま
す
。
こ
の
好
日
山
荘
の
歴
史
は
そ
の
ま
ま
日
本
の
登
山
に
於
け
る
用
具

の
歴
史
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
程
に
、
多
く
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
を

世
に
出
し
ま
し
た
。
先
ず
ビ

ッ
ケ
ル
や
ア
イ
ゼ
ン
に
関
し
て
は
、
仙
台
の
山
内

東

一
郎
の
ビ

ッ
ケ
ル
は
第

一
作
よ
り
扱
い
、
そ
の
後
改
良
を
加
え
つ
つ
数
多
く

の
名
品
を
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
し
、
又
、
札
幌
門
田
に
つ
い
て
は
直
馬
、
茂
、
正
、

三
代
に
わ
た
リ
ソ
ー
ル
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
広
く
そ
の
製
品
を
世
に
送
り
出

し
て
居
り
ま
し
た
。
又
、
ド
ー
ム
テ
ン
ト
や
カ
マ
ボ
コ
テ
ン
ト
等
を
、
我
が
国

悼

　

で
は
初
め
て
製
作
し
、
羽
毛
入
り
寝
袋
や
羽
毛
服
等
数
々
の
ア
イ
デ
ア
と
新
商

品
を
送
り
出
し
て
居
り
ま
す
。

追
　
　
戦
後
は

一
九
五
五

（昭
和
三
十
）
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ド
ワ
ー
ル
・
フ
レ
ン

ド
と
提
携
し
て
日
本
の
総
代
理
店
と
な
り
、
シ
モ
ン
や
シ
ャ
ル
レ
の
ビ

ッ
ケ
ル
、

ド
ロ
ミ
テ
の
靴
な
ど
を
初
め
て
日
本
に
紹
介
し
ま
し
た
。
又
、
ア
メ
リ
カ
か
ら

は
ヘ
ッ
ド
の
ス
キ
ー
を
輸
入
し
て
、
そ
の
輸
入
元
と
な
っ
て
居
り
ま
す
。
又
、

一
九
五
六

（昭
和
三
十

一
）
年
に
創
作
し
た
変
型
Ｄ
型
の
安
全
環
付
き
カ
ラ
ビ

ナ
は
強
度
ニ
ト
ン
を
突
破
し
て
居
り
、
当
時
世
界
中
の
登
山
家
に
愛
用
さ
れ
る

に
至
り
、　
一
九
六
四

（昭
和
三
十
九
）
年
に
は
ア
メ
リ
カ
ヘ
向
け
て
本
格
的
に

輸
出
を
始
め
て
い
ま
す
。　
一
九
六
二

（昭
和
三
十
七
）
年
に
は
波
型

（ウ
ェ
ー

ブ
）
ハ
ー
ケ
ン
を
創
製
し
て
好
評
を
博
す
る
等
々
、
用
具
の
改
良
や
研
究
に
は

止
ま
る
処
を
知
ら
ず
実
践
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
海
野
さ
ん
が
単
に
登
山
用
具

店
と
し
て
の
立
場
ば
か
り
で
は
無
く
、自
身
熟
達
し
た
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、

ス
キ
ー
ヤ
ー
で
あ
っ
た
為
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
大
阪
に
居
ら
れ
た
当
時
、
西
岡

一
雄
さ
ん
や
朝
日
新
聞
の
藤
木
九
三
さ
ん
等
と
Ｒ
Ｃ
Ｃ

（ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン

グ

・
ク
ラ
ブ
）
の
創
設
に
参
画
し
、　
一
九
二
九

（昭
和
四
）
年
四
月
雪
の
剣
岳

八
ッ
峰
上
半
部
の
初
ト
レ
ー
ス
を
成
功
さ
せ
、
上
京
し
て
か
ら
は
日
本
登
高
会

に
属
し
て
一
九
三
三

（昭
和
八
）
年
前
穂
高
北
尾
根
四
峰
日
本
登
高
会
ル
ー
ト

の
初
登
を
な
し
、
又
、　
一
九
三
六

（昭
和
十

一
）
年
八
月
に
は
同
峰
明
大
ル
ー

ト
を
小
國
達
雄
さ
ん
、
人
見
卯
八
郎
さ
ん
の
二
人
が
初
登
攀
し
た
翌
日
に
川
森

時
子
さ
ん
等
と
第
二
登
す
る
な
ど
第

一
線
で
活
躍
さ
れ
て
居
り
ま
し
た
。　
一
九

三
五

（昭
和
十
）
年
に
明
峰
山
岳
会
に
迎
え
ら
れ
て
か
ら
は
明
峰
の
会
員
と
し

て
活
動
し
、
同
会
の
黄
金
時
代
を
作
り
上
げ
る
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
雪
中
露
営
や
雪
洞
研
究
等
も
熱
心
に
実
践
し
、
当
時
と
し
て
は
最

も
先
鋭
的
な
ク
ラ
イ
マ
ー
の
一
人
と
し
て
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。　
一
九
四

一

（昭

和
十
六
）
年
二
月
の
マ
チ
ガ
沢
本
谷
Ｓ
字
付
近
で
は
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
雪
洞

訓
練
の
最
中
に
尾
根
を
乗
り
越
え
て
落
ち
て
来
た
大
雪
崩
に
就
寝
中
の
雪
洞
を
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潰
さ
れ
、
四
人
の
犠
牲
者
を
出
す
と
云
う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
も
見
舞
わ
れ
て
い

ま
す
。

日
本
山
岳
会
へ
の
入
会
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
谷
口
現
吉
さ
ん
と
、
諏
訪

多
栄
蔵
さ
ん
の
紹
介
に
よ
っ
て
一
九
四
六

（昭
和
二
十

一
）
年
十
月
に
入
会
さ

れ
て
い
ま
す
。
又
、
ス
キ
ー
も
日
本
ス
キ
ー
連
盟
の
指
導
員
で
あ
り
、
私
も
ニ

セ
コ
だ
、
草
津
だ
、
八
方
だ
と
度
々
お
供
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
が
、
ど
ん
な

雪
質
で
も
実
に
優
雅
に
滑
っ
て
居
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
蔵
王
が
お
気
に
入
り
で

毎
年
御
夫
婦
で
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
滞
在
し
滑
っ
て
居
ら
れ
た
様
で
す
。

著
作
に
つ
い
て
は

一
九
二
九

（昭
和
十
四
）
年
に
高
橋
照
さ
ん
と
共
著
で
出

さ
れ
た

『岩
と
氷
雪
へ
の
登
攀
技
術
―
写
真
解
説
―
』
が
最
初
の
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
れ
は
野
島
滋
弘
さ
ん
、
森
彪
さ
ん
等
が
撮
影
し
た
写
真
に
註
釈
を

付
け
て
岩
や
氷
の
技
術
を
解
説
し
た
も
の
で
、
当
時
の
技
術
書
と
し
て
は
最
高

の
も
の
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
内
容
は
五
十
数
年
経
過
し
た
現
在
で

も
充
分
に
通
用
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
又
、
技
術
の
解
説
に
当
っ
て

「
バ
ラ

ン
ス
と
リ
ズ
ム
の
登
攀
」
と
か
、
「
バ
ラ
ン
ス
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
」
等
の
造
語

を
初
め
て
使
用
し
た
の
も
海
野
さ
ん
だ
っ
た
と
言
う
事
で
す
。
こ
の
他
、
「谷

川
岳

・
仙
の
倉

・
苗
場
山
」
と
か
、
「登
山
技
術
と
用
具
』
、
「
ス
キ
ー
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
』
、

「
ス
キ
ー
教
室
』
、
「登
山
教
室
」
、
「岩
登
り
教
室
』
、
「新
し
い
ス
キ
ー
教
室
』
、

等
多
く
の
著
作
を
送
り
出
し
て
居
ら
れ
ま
す
。

四
月
七
日
朝
、
海
野
さ
ん
の
御
自
宅
に
近
い
杉
並
の
堀
の
内
斎
場
は
快
晴
の

空
の
下
で
丁
度
満
開
の
桜
が
風
に
散
っ
て
、
立
ち
つ
く
す
数
百
人
の
会
葬
者
の

肩
に
か
か
り
、
如
何
に
も
温
厚
な
海
野
さ
ん
の
葬
儀
に
ふ
さ
わ
し
い
情
景
で
し

た
。
何
時
も
誰
か
山
の
関
係
者
が
集
っ
て
、
登
山
用
具
店
と
云
う
よ
り
も
登
山

者
の
為
の
サ
ロ
ン
と
云
っ
た
感
じ
の
あ
っ
た

「好
日
山
荘
」
の
主
人
に
相
応
し

く
、
多
く
の
岳
人
達
に
温
か
く
見
守
ら
れ
て
の
静
か
な
、
静
か
な
彼
岸
へ
の
旅

立
ち
で
し
た
。
謹
ん
で
御
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。
　
　
合
掌

・
海
野
治
良
氏
主
要
著
書

『岩
と
氷
雪

へ
の

「登
攀
技
術
」
―
写
真
解
説
―
』

高
橋
照
共
著
　
三
省
堂

一
九
三
九
年

「谷
川
岳

・
仙
の
倉

・
苗
場
山
』

一二
省
堂
　
一
九
四
〇
年

「
ス
キ
ー
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
』

山
と
漢
谷
社
　
一
九
五

一
年

「登
山
技
術
と
用
具
』

西
岡

一
雄

・
諏
訪
多
栄
蔵
共
著
　
山
と
漢
谷
社
　
一
九

五
四
年

『
ス
キ
ー
教
室
』

八
木
　
治

・
岡
部

一
彦
共
著
　
山
と
漢
谷
社
　
一
九
五
四
年

『登
山
教
室
』

八
木
　
治

・
岡
部

一
彦
共
著
　
山
と
漢
谷
社
　
一
九
五
六
年

「岩
登
り
教
室
』

八
木
　
治

。
岡
部

一
彦
共
著
　
山
と
漢
谷
社
　
一
九
五
七
年

「新
し
い
ス
キ
ー
教
室
』

山
と
漢
谷
社
　
一
九
六
四
年

（入
澤
郁
夫
）

司

氏

（
一
九
一
ｏ
上

九
九
三
）

工
楽
英
司
さ
ん
は
、
京
都
大
学
学
士
山
岳
会

（Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
）
の
創
設
者
の

一

人
と
し
て
、
ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
再
建
の
中
心
人
物
と
し
て
、
重
要
か

つ
不
可
欠
の
人
材
で
あ
っ
た
。
工
楽
さ
ん
な
し
に
は
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
姿
は
現
在

の
も
の
と
は
か
な
り
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
工
楽
さ
ん
が

一
九
九
三
年

八
月
十
四
日
に
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
八
か
月
、
つ
く
づ
く
そ
ん
な
思
い
に
耽
け

工く

楽そ

英寒
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る
昨
今
で
あ
る
。

工
楽
さ
ん
は
、　
一
九
二
七
年
に
第
三
高
等
学
校
に
入
学
し
、
山
岳
部
に
入
部

し
て
登
山
活
動
を
始
め
た
。
「
三
高
歌
生
↑
上

九
七
八
」
に
よ
る
と
、
「吹
雪
の

す
る
日
は
ほ
ん
と
に
辛
い
」
で
始
ま
る
山
岳
部
歌
が
出
来
た
の
は
こ
の
年
で
あ

る
か
ら
、
工
楽
さ
ん
は
き
っ
と
西
堀
栄
三
郎
さ
ん
な
ど
と
関
温
泉
で

一
緒
に
合

宿
し
て
、
あ
の
眼
を
輝
か
し
な
が
ら
、
こ
の
歌
を
高
声
で
歌
っ
て
お
ら
れ
た
に

違
い
な
い
。
工
楽
さ
ん
は
こ
の
ス
キ
ー
合
宿
で
会
計
を
つ
と
め
て
い
る
。

こ
の
頃
か
ら
京
都
で
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
目
指
す
動
き
が
今
西
、
西
堀
、
四
手
井
、

桑
原
な
ど
の
大
先
輩
を
中
心
と
し
て
活
発
と
な
っ
た
。
工
楽
さ
ん
が
京
都
大
学

理
学
部
化
学
科
の
一
回
生
で
あ
っ
た

一
九
三

一
年
六
月
に
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
結
成
さ

れ
、
工
楽
さ
ん
は
そ
の
庶
務
担
当
の
役
員
を
つ
と
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
へ
の
第

一
歩
と
し
て
、　
一
九
三

一
年
十
二
月
か
ら
翌

年

一
月
に
か
け
て
の
富
士
大
沢
口
冬
季
登
山
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
最
初
の
ポ
ー

ラ
ー

・
メ
ソ
ッ
ド
に
よ
る
登
山
が
試
み
ら
れ
、
工
楽
さ
ん
も
こ
れ
に
参
加
し
て

い
る
。
当
時
の

「山
岳
』
（第
二
十
七
年
第
二
号
、
昭
和
七
年
）
の
遠
山
の
報

告
に
よ
る
と
、
下
山
前
日
の
一
月
六
日
キ
ャ
ン
プ
Ⅳ

へ
の
下
降
の
途
中
、
「
ア

ヲ
ナ
メ
沢
上
部
で
Ｋ
が
ス
リ
ッ
プ
し
た
が
、
折
良
く
、
下
方
に
い
た
先
頭
の
Ｓ

に
止
め
ら
れ
、
軽
傷
で
す
ん
だ
」
と
あ
る
。

工
楽
さ
ん
は
、　
一
九
三
三
年
に
京
都
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
請
わ
れ
て

日
本
鉱
業
帥
に
入
社
し
て
同
社
の
台
湾
竹
東
の
製
油
所
に
勤
務
し
、
困
難
な
油

井
の
鎮
火
作
業
の
指
揮
な
ど
に
従
事
し
た
が
、
学
位
取
得
の
熱
意
は
黙
し
が
た

悼

　

く
、　
一
九
四

一
年
秋
に
帰
国
、
京
都
大
学
助
手
、
助
教
授
を
へ
て
理
学
博
士
の

学
位
を
取
得
し
、
教
授
と
し
て
教
養
部
化
学
に
勤
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

追
　
　
　
一
方
、
戦
争
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
て
い
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
の
夢
は
、
西
堀
さ
ん

の
ネ
パ
ー
ル
入
国
の
成
功
を
機
に
実
現
へ
向
け
て
動
き
出
し
、　
一
九
五
二
年
Ａ

Ａ
Ｃ
Ｋ
再
建
の
準
備
会
が
開
か
れ
、
桑
原
さ
ん
を
再
建
委
員
長
に
、
工
楽
さ
ん

を
事
務
局
長
に
選
ん
で
、
正
式
に
再
発
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

工
楽
さ
ん
は
翌

一
九
五
三
年
、
請
わ
れ
て
参
議
院
文
教
専
門
委
員
に
転
出
す

る
が
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
最
初
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
Ⅳ
峰
へ
の
遠
征
登
山
隊
を
初
め
と
す

る
そ
の
後
の
数
多
く
の
登
山
隊
の
準
備
に
当
っ
て
は
、
外
貨
の
使
用
許
可
、
ネ

パ
ー
ル
や
パ
キ
ス
タ
ン
な
ど
へ
の
入
国
許
可
な
ど
数
多
く
の
厄
介
な
問
題
が
東

京
で
処
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
工
楽
さ
ん
の
支
配
ぶ
り
は
ま

こ
と
に
鮮
か
で
あ
り
、
ま
た
強
力
で
も
あ
っ
た
。

一
九
六
〇
年
に
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
、
そ
の
創
立
三
十
年
を
機
に
社
団
法
人
へ
の
変

更
を
行
う
が
、
こ
の
厄
介
な
法
人
化
の
手
続
き
を
担
当
し
た
私
に
は
、
い
ま
だ

に
工
楽
さ
ん
の
見
事
な
指
示
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
私
は
工

楽
さ
ん
流
の
仕
事
の
や
り
方
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

一
九
六
八
年
、
西
堀
さ
ん
の
世
話
も
あ
っ
て
、
工
楽
さ
ん
は
東
海
大
学
教
授

に
転
出
さ
れ
、　
一
九
八
三
年
ま
で
教
職
に
就
か
れ
て
す
こ
ぶ
る
お
元
気
で
あ
っ

た
。
私
が
最
後
に
工
楽
さ
ん
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、　
一
九
八
九
年
四
月
、

西
堀
さ
ん
の
告
別
式
の
時
で
あ
っ
た
。足
の
ご
不
自
由
な
の
が
痛
ま
し
か
つ
た
。

心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
て
、
追
悼
の
こ
と
ば
を
捧
げ
た
い
。

（近
藤
良
夫
）

（工
楽
英
司
氏
は

一
九
九
二
年
八
月
十
四
日
逝
去
、
享
年
八
十
三
歳
。　
一
九

五
二
年
三
月
入
会
、
会
員
番
号
三
九
八
三
。
紹
介
者
は
今
西
錦
司
、
加
藤
泰
安

両
氏
。）
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中

尾

佐

助

氏

（
一
九
一
六
上

九
九
三
）

私
が
中
尾
佐
助
さ
ん
と
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
確
か
南
ア
ル
プ
ス
冬
山

で
、
昭
和
十
五
年
頃
。
北
沢
峠
の
長
衛
の
小
舎
で
、
当
時
は
ま
だ
竹
沢
長
衛
が

健
在
。
共
に
イ
ロ
リ
を
囲
ん
だ
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
の
頃
、
戦
雲
と
共
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
夢
破
れ
た
京
大
学
士
山
岳
会
で
は
、
当

時
の
猛
者
連
が
散
っ
て
い
っ
た
。
総
帥
格
の
今
西
錦
司
さ
ん
は
サ
ッ
サ
と
大
陸

や
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
を
考
え
る
探
検
派
の
道
を
開
拓
中
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
京

都
探
検
地
理
学
会
な
る
も
の
を
創
設
し
、
ま
だ
三
高
生
だ
っ
た
私
も
、
生
意
気

に
も
そ
こ
の
会
員
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
尾
さ
ん
は
名
古
屋
の
八
高
で
パ
リ

パ
リ
の
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
木
曽
駒
ヶ
岳
あ
た
り
で
冬
山
に
親
し
ん
だ
よ

う
だ
。
し
か
し
京
大
で
学
士
山
岳
会
に
入
っ
た
頃
か
ら
、
今
西
探
検
派
の
影
響

を
受
け
だ
し
た
の
で
あ
る
。

中
尾
さ
ん
は
木
原
均
先
生
の
弟
子
で
あ
り
、
遺
伝

・
育
種
学
の
方
は
プ
ロ
で

あ
る
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
前
か
ら
植
物
の
採
集
や
栽
培
が
道
楽

だ
っ
た
。
私
も
小
学
校
時
代
か
ら
植
物
殊
に
高
山
植
物
の
採
集
や
栽
培
に
凝
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
全
く
ア
マ
の
道
楽
な
が
ら
、
中
尾
さ
ん
と
の
御
縁
が

何
と
な
く
深
ま
っ
た
。
学
士
山
岳
会
が
小
興
安
嶺
に
遠
征
し
て
中
尾
さ
ん
が
そ

の
ス
ラ
イ
ド
映
写
会
を
や
る
と
、
忽
ち
に
し
て

「あ
あ
、
シ
ナ
ノ
キ
ン
バ
イ
が

あ
る
ね
」
な
ど
と
指
摘
し
、
「君
は
な
か
な
か
カ
ン
が
い
い
な
」
な
ど
と
彼
に

ほ
め
て
も
ら
っ
た
。
こ
ん
な
調
子
で
、戦
後
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
爾
次
喜
多
道
中
を
や
っ

た
の
で
、
ふ
た
り
と
も
結
構
楽
し
か
っ
た
。

一
九
四

一

（昭
和
十
六
）
年
夏
、
こ
の
ふ
た
り
は
今
西
錦
司
さ
ん
の
チ
ー
ム

に
加
わ
っ
て
、
カ
ロ
リ
ン
群
島
特
に
ポ
ナ
ペ
島
の
学
術
調
査
を
経
験
。
そ
の
後

私
は
北
部
大
興
安
嶺
、
そ
し
て
陸
軍
入
隊
と
い
う
コ
ー
ス
を
辿
っ
た
。
し
か
し
　
２２

中
尾
さ
ん
は
今
西
さ
ん
の

「西
北
研
究
所
」
赴
任
と
共
に
、
モ
ン
ゴ
ル
ヘ
ゆ
く

チ
ャ
ン
ス
を
掴
ん
だ
。
も
っ
と
も
、
最
後
は
現
地
招
集
で
、
山
西
あ
た
り
で
苦

労
し
た
よ
う
だ
。

戦
後
早
々
、
京
大
関
係
者
の
多
い
自
然
史
学
会
と
い
う
集
い
の
論
文
集
で
、

私
は
中
尾
さ
ん
の

「夜
一米
文
化
圏
」
と
い
う
論
文
を
読
ん
で
、
そ
の
セ
ン
ス
の

新
鮮
な
独
創
性
を
印
象
づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
方
向
か
ら
内
モ
ン
ゴ

ル
ヘ
連
な
る
、
ハ
ダ
カ
燕
麦
の
文
化
圏
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ

の
後
の
彼
の
、
栽
培
植
物
と
農
耕
の
起
源
を
め
ぐ
る
、
ユ
ニ
ー
ク
で
雄
大
な
研

究
の
ロ
マ
ン
が
、
そ
の
口
火
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

研
究
で
あ
る
と
共
に
、世
界
の
野
性
的
な
各
地
を
遍
歴
す
る
必
要
が
あ
る
点
で
、

探
検
家
向
き
の
選
択
で
も
あ
っ
た
。

マ
ナ
ス
ル
遠
征
は
、
ま
ず
登
る
べ
き
山
を
探
し
に
ゆ
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ

た
点
で
、
そ
の
最
初
の
チ
ー
ム

（
一
九
五
二
年
秋
）
は
ま
さ
に
今
西
錦
司
さ
ん

向
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
チ
ー
ム
に
中
尾
さ
ん
も
ま
た
う
ま
く
入
り
こ
ん
で
い
る
。

し
か
し
こ
の
お
二
人
は
、
性
格
も
ま
た
対
照
的
な
ぐ
ら
い
ち
が
う
。
今
西
さ
ん

は
哲
学
的
で
あ
り
、
中
尾
さ
ん
は
技
術
的
。
そ
の
く
せ
、
こ
の
た
め
に
ソ
リ
が

合
わ
ず
す
ぐ
喧
嘩
で
も
す
る
の
か
と
い
っ
た
ら
、
目
的
の
た
め
に
は
ド
ラ
イ
に

う
ま
く
協
調
す
る
の
で
あ
る
。

由
来
、
京
都
人
、
特
に
今
西
さ
ん
を
囲
む
仲
間
に
は
、
こ
の
点
で
著
し
い
傾

向
が
あ
る
。
中
尾
さ
ん

・
梅
樟
忠
夫
さ
ん

ｏ
私
の
三
人
も
そ
う
で
あ
り
、
「
ヒ

マ
ラ
ヤ
」
と
い
う
本
を
書
い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
徳
岡
孝
夫
氏
に
、
文
中
か
ら

か
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
を
私
た
ち
も
自
認
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
グ



ル
ー
プ
を
自
己
評
価
し
た
梅
樟
さ
ん
が
、
「人
情
薄
き
こ
と
紙
の
ご
と
く
、
団

結
堅
き
こ
と
鉄
の
ご
と
し
」
と
の
べ
た
通
り
で
あ
る
。

さ
て
今
西
隊
の
探
検
が
実
り
、
翌
春
の
第

一
次
登
山
隊
に
二
名
つ
け
ら
れ
た

科
学
班
は
、
中
尾
さ
ん
と
私
に
な
っ
た
。
し
か
し
私
の
参
加
は
、
内
情
は
ひ
と

も
め
だ
っ
た
。
推
薦
元
の
京
都
大
学
生
物
誌
研
究
会
の
中
で
は
、
今
西
さ
ん
が

富
川
盛
道
君
を
強
く
推
し
、
私
も
内
諾
し
た
。
と
こ
ろ
が
木
原
均

・
並
河
功

・

芦
田
譲
治

・
岩
村
忍
と
い
う
お
歴
々
の
大
先
生
が

「川
喜
田
が
ゆ
く
べ
き
だ
」

と
強
く
推
薦
し
、
そ
の
上
富
川
君
自
身
が

「川
喜
田
さ
ん
を
さ
し
お
い
て
参
加

す
る
の
は
い
や
だ
」
と
後
輩
の
仁
義
を
押
し
通
し
た
の
で
、
さ
す
が
の
今
西
さ

ん
も
往
生
。

と
こ
ろ
が
中
尾
さ
ん
も
ヘ
ソ
曲
が
り
で
有
名
な
の
で
、
案
件
に
よ
っ
て
は
今

西
さ
ん
と
な
か
な
か
妥
協
し
な
い
。
そ
れ
に
私
は
中
学
五
年
か
ら
今
西
さ
ん
の

子
分
み
た
い
な
も
の
な
の
で
、
科
学
班
の
道
中
前
半
で
は
、
今
西
さ
ん
の
代
わ

り
に
イ
ジ
メ
の
対
象
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
私
も
こ
の
伝
統
に
染
ま
っ
て
い
る

と
み
え
、
後
半
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
私
が
中
尾
さ
ん
を
イ
ジ
メ
て
い
た
ぐ

ら
い
で
あ
る
。
あ
あ
。

私
は
今
西
グ
ル
ー
プ
の
最
左
翼
で
、
後
白
河
法
皇
は
好
ま
な
い
東
エ
ビ
ス
気

質
だ
っ
た
。
そ
こ
で
今
西
さ
ん
が
僚
友
四
手
井
綱
彦
さ
ん
に
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
第

二
峰
計
画
を
学
士
山
岳
会
で
や
る
よ
う
押
し
つ
け
、
し
か
も
カ
ン
ジ
ロ
バ
＝
ヒ

マ
ー
ル
計
画
を
や
っ
て
い
た
私
に
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
や
め
さ
し
て
四
手
井
計

画
に
合
流
す
る
よ
う
要
請
し
た
時
、　
一
時
は
諒
承
し
て
い
た
が
、
間
も
な
く
今

悼

　

西
さ
ん
と
大
喧
嘩
し
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
四
手
井
計
画
が
資
金
問
題

で
行
き
づ
ま
っ
て
い
た
時
、
今
西
さ
ん
と
中
尾
さ
ん
は
秘
か
に
ブ
ー
タ
ン
計
画

追

　

を
進
め
て
い
た
か
ら
だ
。

こ
れ
を
探
知
し
た
私
は
、
立
腹
し
て
ブ
ー
タ
ン
計
画
の
ス
ポ
ン
サ
ー
を
ぶ
ち

切
っ
て
し
ま
っ
た
。
当
然
今
西
さ
ん
か
ら
大
目
玉
を
喰
い
、
私
は

「裏
切
り
者

は
潰
す
」
と
い
き
ま
く
あ
り
さ
ま
。
こ
の
よ
う
に
今
西
グ
ル
ー
プ
は
、
外
に
対

し
て
は
鉄
で
も
、
内
部
で
は
火
の
出
る
よ
う
に
渡
り
あ
っ
て
い
た
。
そ
の
く
せ
、

そ
れ
か
ら
三
、
四
日
後
に
は
、
ケ
ロ
リ
と
仲
直
り
し
て

一
杯
飲
ん
で
い
た
の
で

あ
る
。

中
尾
さ
ん
と
は
、
そ
の
後
の
ブ
ー
タ
ン
入
り
を
め
ぐ
っ
て
ブ
ー
タ
ン
王
室
と

の
お
つ
き
あ
い
が
あ
っ
た
り
、彼
の
弟
子
で
私
が
ネ
パ
ー
ル
の
ト
ル
ボ
（∪
ｏぼ
ｏ）

地
方
へ
連
れ
て
い
っ
た
西
岡
京
治
君
の
ブ
ー
タ
ン
入
り
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
つ
き

あ
い
が
重
な
っ
た
。
彼
は
ネ
パ
ー
ル
の
後
も
、
カ
ラ
コ
ル
ム
ｏ
ア
ッ
サ
ム

・
西

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
な
ど
、
栽
培
植
物
研
究
の
ロ
マ
ン
を
追
う
旅
を
重
ね
た
。

気
の
毒
に
も
奥
さ
ん
を
早
く
亡
く
し
、
娘
さ
ん
お
二
人
を
片
づ
け
た
後
は
淋
し

い
ひ
と
り
暮
ら
し
だ
っ
た
よ
う
だ
。
ヘ
ソ
曲
が
り
の
た
め

「
ひ
と
り
で
セ
イ
セ

イ
す
る
」
な
ど
と
強
が
り
を
い
っ
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
が
些
か
早
世
の
原
因

の
よ
う
な
気
が
す
る
。

何
と
い
っ
て
も
、
惜
し
い
人
材
を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
。
合
掌
。

（中
尾
佐
助
氏
は

一
九
九
二
年
十

一
月
二
十
日
逝
去
。
享
年
七
十
三
歳
。　
一

九
五
二
年
五
月
入
会
、
会
員
番
号
四
〇
〇
二
。
紹
介
者
は
高
木
正
孝
、
加
藤
泰

安
両
氏
。）

（川
喜
田
二
郎
）

223



鶴
岡
元
之
助
氏

（
一
九
ｏ
ｏ
上

九
九
三
）

日
本
山
岳
会
の
ク
ラ
ブ
イ
ズ
ム
を
守
り
続
け
て
い
る
土
曜
会
に
、
故
神
谷
恭

氏
等
と
共
に
所
属
し
て
い
た

「霧
の
旅
」
の
会
員
と
し
て
、
最
後
ま
で
楽
し
み

に
不
自
由
な
足
を
か
ば
い
な
が
ら
、
出
席
を
続
け
て
お
ら
れ
た
鶴
岡
さ
ん
が
、

昨
年

（
一
九
九
三
年
九
月
二
日
）
肝
不
全
の
為
享
年
九
十
三
歳
で
永
眠
さ
れ
た
。

鶴
岡
さ
ん
は
故
人
と
な
ら
れ
た
松
本
熊
次
郎
さ
ん
や
山
崎
金
次
郎
さ
ん
等
と

霧
の
旅
の
会
員
と
し
て
深
い
友
情
に
結
ば
れ
て
仲
良
く
土
曜
会
に
出
席
さ
れ

て
、
い
つ
も
楽
し
そ
う
に
山
の
思
い
出
を
語
っ
て
お
ら
れ
た
姿
が
、
今
も
印
象

に
残
っ
て
い
る
。
松
本
、
山
崎
両
氏
が
亡
く
な
ら
れ
て
淋
し
い
土
曜
会
に
な
っ

た
後
も
、
い
つ
も
に
こ
や
か
に
優
し
い
お
心
で
迎
え
て
下
さ
っ
た
の
が
、
鶴
岡

さ
ん
で
あ
っ
た
。

私
は
今
夏
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
宮
原
さ
ん
の
受
け
入
れ
準
備
を
得
て
ネ
パ
ー
ル
花
の

旅
に
同
行
し
て
帰
国
後
直
ぐ
に
鶴
岡
さ
ん
の
娘
さ
ん
か
ら

一
周
忌
の
お
知
ら
せ

を
受
け
て
、
早
く
も
亡
く
な
ら
れ
て

一
年
近
く
た
っ
た
こ
と
を
知
り
、
早
速
淑

子
さ
ん
に
お
会
い
し
て
、
お
父
上
様
の
最
後
の
ご
様
子
を
伺
い
、
腸
の
手
術
後

肝
炎
で
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

鶴
岡
さ
ん
は

一
九
〇
〇

（明
治
三
十
三
）
年
日
本
橋
生
れ
で
、
一
九
二
六

（大

正
十
五
）
年
霧
の
旅
会
に
入
会
さ
れ
た
。
こ
の
会
は
日
本
山
岳
会
の
親
睦
を
深

め
た
土
曜
会
の
育
て
の
親
で
あ
っ
た
神
谷
恭
さ
ん
を
始
め
、
長
老
の
皆
さ
ん
が

共
に
山
歩
き
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
た
高
名
な
会
で
あ
っ
て
、
そ
の
歴
史
も
古
く
、

現
在
も
生
き
残
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
少
な
い
よ
う
だ
が
、
霧
の
旅
の
会
員
と
土

曜
会
は
深
い
き
ず
な
で
結
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

鶴
岡
さ
ん
は

一
九
二
七

（昭
和
三
）
年
に
蔵
前
工
業
専
門
学
校
を
卒
業
さ
れ
、

佐
藤
功

一
建
築
設
計
事
務
所
に
就
職
、
設
備
関
係
の
仕
事
を
担
当
さ
れ
た
。
そ

の
後
清
水
建
設
本
社
設
備
課
、
大
倉
土
木

（現
大
成
建
設
）
、
同
北
京
出
張
所

勤
務
を
経
て
、　
一
九
四
六

（昭
和
二
十

一
）
年
帰
国
さ
れ
、
三
鷹
か
ら
杉
並
区

西
荻
南
に
自
宅
を
新
築
し
て
晩
年
迄
過
ご
さ
れ
た
。

日
本
山
岳
会
に
入
会
さ
れ
た
の
は
、　
一
九
五
三

（昭
和
二
十
八
）
年
で
、
会

員
番
号
は
四

一
三
七
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
大
成
建
設
を

一
九
六
〇

（昭
和
三
十

五
）
年
退
職
さ
れ
た
後
、
ツ
ル
設
備
研
究
室
を
開
設
さ
れ

一
九
八
二

（昭
和
五

十
七
）
年
引
退
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来
日
本
山
岳
会
の
行
事
や
山
行
に
参
加
、
晩

年
は
静
岡
支
部
主
催
の
も
み
じ
会
や
、
山
梨
支
部
主
催
の
木
暮
祭
等
に
参
加
さ

れ
る
の
を
楽
し
み
と
さ
れ
て
い
た
。

な
お
海
外
の
旅
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ラ
ス
カ
、
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
ロ
ッ
キ
ー
、

ア
メ
リ
カ
等
に
も
訪
れ
た
。
そ
の
後
日
本
山
岳
会
東
京
支
部
発
足
当
時
に
、
会

員
の
親
睦
を
計
る
為
に
出
来
て
第
三
水
曜
日
に
集
ま
っ
た
三
水
会
に
も
所
属
さ

れ
、
会
の
行
事
や
山
行
に
も
参
加
さ
れ
、
足
の
丈
夫
な
頃
は
山
行
に
ご

一
緒
で

き
た
の
で
、
そ
の
頃
が
な
つ
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。

東
京
支
部
時
代
か
ら
私
は
山
行
係
や
婦
人
部
な
ど
の
仕
事
を
担
当
し
て
い
た

の
で
、
そ
の
後
三
水
会
で
も

一
月
と
二
月
の
現
地
集
会
と
山
行
計
画
係
で
、
皆

さ
ん
が
安
全
に
歩
け
て
親
睦
が
計
れ
る
近
く
の
山
に
同
行
す
る
役
だ
っ
た
の

で
、
鶴
岡
さ
ん
は
い
つ
も
安
心
し
て
私
の
山
行
に
参
加
し
て
下
さ
っ
た
。

中
で
も
思
い
出
深
い
現
地
集
会
は
、
埼
玉
県
飯
能
駅
か
ら
車
で
行
け
る
標
高

五
〇
〇
済
の
天
王
山
八
王
寺
と
い
う
神
佛
混
清
の
山
寺
で
、
竹
林
が
あ
る
の
で

別
名
を
竹
寺
と
も
呼
ば
れ
る
私
と
古
い
な
じ
み
の
お
寺
に

一
泊
、
山
菜
料
理
を

お
肴
に
竹
筒
の
お
薬
湯
を
頂
い
て

一
夜
歓
談
す
る
の
が
楽
し
み
の
軽
い
山
行
で
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あ
っ
た
。

鶴
岡
さ
ん
は
い
つ
も
銀
座
名
物

「空
也
も
な
か
」
を
重
い
の
に

一
箱
持
っ
て

こ
ら
れ
て
甘
辛
両
党
の
私
達
に
配
っ
て
下
さ
っ
た
の
は
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。

大
き
な
体
に
似
合
わ
ず
い
つ
も
笑
顔
で
お
だ
や
か
に
話
さ
れ
て
、
お
み
き
が

入
る
と
楽
し
そ
う
に
山
の
思
い
出
話
を
語
っ
て
下
さ
っ
た
。

又
三
水
会
二
〇
〇
回
記
念
山
行
で
、
陣
馬
山
へ
登
っ
た
時
は
雪
が
あ
っ
て
足

元
が
滑
る
の
で
、
鶴
岡
さ
ん
を
手
拭
い
で
引
っ
ば
り
上
げ
た
の
が
私
の
最
後
の

強
烈
な
思
い
出
と
な
っ
た
。
山
頂
で
記
念
行
事
が
終
っ
て
下
山
の
折
は
、
大
き

な
体
の
鶴
岡
さ
ん
に
安
全
に
下
っ
て
頂
く
為
に
力
の
あ
る
男
性
に
頼
ん
だ
が
、

三
水
会
山
行
で
の
思
い
出
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
膝
の
関
節
が
時
折
痛
ん
で
、名
倉
接
骨
院
に
通
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

山
岳
会
ル
ー
ム
の
土
曜
会
に
来
ら
れ
る
の
も
や
っ
と
と
言
う
時
代
が
あ
っ
た

が
、
杖
を
持
っ
て
懸
命
に
出
席
さ
れ
て
い
た
。

足
が
悪
く
な
っ
て
か
ら
は
、
明
る
い
内
に
帰
ら
な
い
と
娘
た
ち
が
心
配
す
る

か
ら
と
、
い
つ
も
ひ
と
足
先
に
帰
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
土
曜
会
で
話
が

は
ず
む
と
、
帰
る
時
間
を
忘
れ
ら
れ
て
、
私
が
中
央
線
の
荻
窪
ま
で
ご

一
緒
し

て
帰
っ
た
こ
と
が
時
々
あ
っ
た
。

或
る
年
竹
寺
集
会
の
帰
り
に
滝
沢
さ
ん
と
二
人
で

一
緒
に
帰
っ
た
時
、
鶴
岡

さ
ん
が
電
車
の
中
に
杖
を
忘
れ
ら
れ
た
の
で
、
滝
沢
さ
ん
が
そ
の
杖
を
持
っ
て

西
荻
窪
の
鶴
岡
さ
ん
の
娘
さ
ん
の
所
へ
届
け
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

鶴
岡
さ
ん
は
大
切
な
杖
が
戻
っ
て
、
届
け
て
く
れ
た
友
人
に
対
し
て
、
と
て

悼

　

も
感
謝
し
て
い
た
優
し
い
心
情
が
、
鶴
岡
さ
ん
の
心
の
豊
か
さ
の
よ
う
に
思
え

た
。

追
　

　

や
が
て
来
る
八
月
二
十
八
日
に
鶴
岡
さ
ん
の
一
周
忌
を
催
し
ま
す
か
ら
と
藤

平
淑
子
さ
ん
か
ら
の
ご
案
内
状
を
お
会
い
し
た
時
頂
い
た
の
で
、
山
岳
会
の
皆

さ
ん
と
出
席
し
て
お
悔
み
申
し
上
げ
た
。

（坂
倉
登
喜
子
）

百

瀬

一
茂

氏

（
一
九
二

上

九
九
三
）

赤
羽
支
部
長
か
ら
の
電
話
で
、
百
瀬

一
茂
さ
ん
の
追
悼
文
を

『山
岳
』
に
載

せ
た
い
が
ど
う
か
、
と
の
問
い
合
わ
せ
で
し
た
。

私
の
同
郷
で
も
あ
り
先
輩
で
あ
る
の
で
支
部
長
の
ご
配
意
に
感
謝
し
原
稿
を

お
引
受
け
し
た
次
第
で
あ
る
。

昨
年
は
当
信
濃
支
部
と
し
て
は
お
二
人
の
長
老
、
大
切
な
大
先
輩
を
失
い
、

淋
し
さ
を
し
み
じ
み
痛
感
す
る
昨
今
で
あ
る
。

そ
の
一
人
が
高
山
忠
四
朗
氏
で
信
濃
支
部
初
代
支
部
長
槙
有
恒
氏
に
次
ぐ
尾

崎
喜
八
氏
の
後
を
受
け
て
十
五
年
の
長
期
に
亘
り
三
代
支
部
長
と
し
、
併
せ
て

日
本
山
岳
会
評
議
員
、
名
誉
会
員
、
長
野
県
山
岳
協
会
長
等
幅
広
い
活
躍
を
さ

れ
た
。
高
山
元
老
と
相
前
後
し
て
百
瀬

一
茂
氏
を
亡
く
し
支
部
と
し
て
も
貴
重

な
存
在
の
人
を
失
っ
た
。

百
瀬
氏
は
高
山
支
部
長
の
紹
介
で
日
本
山
岳
会

へ
一
九
五
六
年
入
会
し
た

（会
員
番
号
四
三
五
五
）
。
以
来
支
部
の
事
業
に
は
極
め
て
熱
心
に
進
ん
で
協

力
さ
れ
た
こ
と
は
会
員
の
模
範
で
あ
っ
た
。
性
格
は
几
帳
面
で
温
厚
な
人
柄
で

酒
、
煙
草

一
切
好
ま
ず
、
専
ら
趣
味
は
山
登
り

一
筋
の
山
男
そ
の
も
の
の
人
で

あ
っ
た
。
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常
日
頃
は
極
め
て
健
康
で
身
軽
な
理
想
の
体
格
で
若
き
頃
は
正
に
カ
モ
シ
カ

の
如
き
動
き
で
あ
っ
た
。

晩
年
は
十
年
程
前
に
胃
の
病
気
で
手
術
を
さ
れ
て
以
来
体
調
思
わ
し
く
な
く

近
年
は
入
退
院
を
繰
り
返
し
つ
つ
も
好
き
な
山

ｏ
上
高
地
へ
は
折
を
見
て
は
多

少
の
無
理
を
お
し
て
も
入
山
し
て
お
ら
れ
た
そ
の
信
念
に
は
心
を
打
た
れ
る
も

の
が
あ
る
。

然
し
そ
の
病
魔
と
の
闘
い
に
は
勝
て
ず
、
昨
年
力
尽
き
他
界
さ
れ
た
。
八
十

三
歳
。
誠
に
残
念
何
と
も
云
う
べ
き
言
葉
を
知
ら
ず
心
か
ら
哀
悼
の
意
を
表
す

と
共
に
多
年
に
亘
っ
て
の
御
厚
情
に
対
し
、
深
く
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
る
次

第
で
あ
る
。

百
瀬
先
輩
は
恵
ま
れ
た
環
境
即
ち
北
ア
ル
プ
ス
玄
関
日
の
波
田
町
に
育
ち
果

樹
園
を
経
営
さ
れ
、
現
在
は
ご
子
息
の
健
氏
ご
夫
婦
で
大
規
模
な
温
室
に
よ
る

花
き
園
芸
を
併
せ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
。

尚
、
山
を
愛
し
た
百
瀬
氏
の
影
響
も
大
き
く
甥
で
あ
る
赤
穂
誠
氏
は
当
支
部

員
で
活
躍
、
三
女
光
子
さ
ん
の
夫
大
月

一
男
氏
は
現
波
田
山
岳
会
長
を
つ
と
め
、

他
多
く
の
孫
達
も
皆
山
が
大
好
き
で
毎
年

一
族
で
パ
ー
テ
ィ
ー
を
組
ん
で
山
行

さ
れ
て
来
た
と
の
事
で
し
た
。

と
に
か
く
、
暇
を
見
い
だ
し
て
は
山
に
入
る
事
の
出
来
る
境
遇
に
恵
ま
れ
た

人
で
あ
っ
た
。

山
登
り
の
始
ま
り
は

一
九
二
二
年
か
ら
で
、
連
続
七
十
年
の
山
登
り
を
し
て

き
た
事
に
な
る
。

「信
濃
支
部
報
」
二
十
号
に
投
稿
さ
れ
た
随
想
の
中
に
国
内
二
千
屑
級
以
上

の
山
五
百
六
十
九
座
、
三
千
腐
以
上
二
十
七
座
を
登
頂
、
延
べ
千
数
百
回
入
山

さ
れ
、
勿
論

「信
州
百
山
」
は
全
部
登
ら
れ
た
と
報
告
し
て
い
る
。

今
回
百
瀬
氏
宅
を
訪
問
し
て
驚
い
た
事
は
、
昭
和
の
初
期
よ
り
の
山
日
記
即

ち
山
行
記
録
が
き
ち
っ
と
整
理
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
資
料
の
数
十
冊
を
始
め
山

の
記
念
の
バ
ッ
チ
等
全
部
保
管
さ
れ
て
い
た
の
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

日
本
山
岳
会
信
濃
支
部
主
催
の
歴
史
あ
る
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
に
は
第

一
回
よ
り

筆
者
も
共
に
参
加
し
て
来
た
。
入
会
時
は
第
十
回
ウ
祭
で
、
当
時
は
別
宮
会
長
、

日
高
副
会
長
で
本
部
か
ら
藤
木
、
石
原
、
折
井
、
板
倉
の
各
氏
が
出
席
さ
れ
た

の
が
思
い
出
さ
れ
る
。
記
念
講
演
に
は
マ
ナ
ス
ル
登
頂
の
槙
隊
長
、
夜
は
小
梨

平
ホ
ー
ル
に
て
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
映
写
会
が
開
か
れ
た
の
が
印
象
に
残
る
。

以
来
百
瀬
氏
は
ウ
祭
に
は
特
に
熱
心
で
毎
回
庶
務
会
計
等
実
行
委
員
を
つ
と

め
ら
れ
、
特
に
晩
年
は
二
、
三
日
前
よ
り
上
高
地
に
準
備
の
た
め
入
山
さ
れ
進

ん
で
協
力
さ
れ
た
点
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

支
部
に
於
け
る
活
躍
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
長
野
県
境

一
周
踏
査
隊
も
大

き
な
行
事
で
あ
っ
た
。
県
境

一
千
キ
ロ、
三
千
屑
以
上
山
岳
十
五
座
、
こ
の
魅
力

あ
る
事
業
の
実
行
委
員
と
し
て
鳥
帽
子
岳
―
槍
ヶ
岳
の
間
を
藤
沢
敦
会
員
と
踏

査
さ
れ
た
。

又
、
支
部
永
年
の
念
願
で
あ
っ
た
ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ

・
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
ー

峰
登
山
隊
実
行
委
員
会
副
委
員
長
と
し
て
準
備
に
協
力
さ
れ
た
功
績
も
大
き

山
以
外
の
地
域
社
会
に
も
貢
献
さ
れ
た
。
民
生
児
童
委
員
並
び
に
保
護
司
を

共
に
永
年
勤
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
県
知
事
、
厚
生
大
臣
、
法
務
大
臣
他
よ
り
永

年
の
功
労
に
対
し
感
謝
状
が
数
多
く
授
与
さ
れ
、
そ
の
人
柄
が
伺
え
る
。

最
後
に
特
筆
し
た
い
の
は
、
病
気
さ
れ
る
前
年
の
一
九
八
二
年
信
濃
支
部
会

員
有
志
四
名
、
い
ず
れ
も
明
治
生
れ
の
七
十
歳
以
上
の
男
女
の
み
で
夢
の
ヒ
マ

ラ
ヤ
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
計
画
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
百
瀬
氏
を
始
め
宮
原
利
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重
氏
、
中
村
喜
美
氏
、
田
中
仲
治
氏
の
四
人
で
明
治
隊
と
称
し
て
十
五
日
間
の

日
程
で
全
員
無
事
に
目
的
達
成
、
夢
を
実
現
し
た
。

こ
の
様
に
亡
く
な
ら
れ
る
寸
前
迄
心
か
ら
山
を
愛
し
社
会
の
た
め
に
も
蓋
く

さ
れ
た
百
瀬

一
茂
さ
ん
に
は
人
生
の
最
高
の
幸
せ
を
感
じ
つ
つ
今
は
西
の
国
の

遠
い
山
旅
を
つ
づ
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
先
輩
の
冥
福
を
祈
り
筆
を
お
く
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
掌

（蒲
生
明
登
）

小

林

基

子

さ

ん

（
一
九
三
二
上

九
九
こ

晴
天
の
露
農
と
は
正
に
こ
の
こ
と
。　
一
九
九
三
年
十
月
八
日
の
払
暁
、
御
主

人
の
淳
人
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
り
、
基
子
さ
ん
の
急
逝
を
知
ら
さ
れ
た
。

十
日
前
の
九
月
二
十
七
日
、
立
川
の
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
ヘ
、　
一
年

ぶ
り
に
元
気
な
姿
を
見
せ
て
く
れ
た
。
以
前

「或
る
日
元
気
な
姿
で
出
現
し
ま

す
。
こ
れ
が
私
の
美
学
」
と
便
り
が
あ
っ
た
。
こ
れ
で
、
ま
た

一
緒
に
山
行
が

で
き
る
と
安
堵
し
た
。

十
月
五
日
に
受
け
と
っ
た
葉
書
に
は

「十

一
月
の
閑
日
、
八
ツ
の
小
さ
な
山

小
屋
に
お
越
し
下
さ
い
。
黒
松
仙
醸
、
八
海
山
が
待
っ
て
い
ま
す
」
と
、
書
い

て
来
た
ば
か
り
な
の
に
。

悼
　
　
あ
と
で
、
御
主
人
に
伺
う
と
、
前
夜
、
薬
を
飲
ん
だ
ら
具
合
が
悪
く
な
っ
た
。

じ
ゃ
あ
明
日
、
病
院
に
行
こ
う
と
い
っ
て
休
ん
だ
そ
う
だ
。
夜
明
け
に
、　
一
人

追

　

で
ト
イ
レ
に
起
き
、
そ
こ
で

「
ア
ッ
」
と
叫
ん
で
倒
れ
、
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
と

の
こ
と
。
こ
の
世
に
、
こ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
っ
て
た
ま
る
か
。
こ
れ
が
、

様
子
を
き
い
た
と
き
の
実
感
で
あ
る
。

基
子
さ
ん
と
の
出
会
い
は
、　
一
九
五
〇
年
秋
、
金
峰
山
行
に
始
ま
る
。
彼
女

は
高
校
三
年
生
。
基
子
さ
ん
の
口
ぐ
せ
は

「山
村
さ
ん
、
奥
さ
ん
の
秀
子
さ
ん

よ
り
私
の
方
が
つ
き
あ
い
は
長
い
の
よ
」
。

そ
の
後
、
彼
女
と
そ
の
仲
間
は
、
山
梨
で
初
め
て
の
女
性
だ
け
の
山
岳
会
「
ユ

ン
グ
フ
ラ
ウ
」
を
組
織
し
て
活
動
の
拠
点
と
し
た
。
ま
た
串
田
孫

一
先
生
の
「
マ

イ
ン
ベ
ル
ク
」
に
所
属
し
て
山
行
を
重
ね
た
。

一
九
五
七
年
八
月
、
串
田
先
生
と
二
人
の
若
い
女
性
の
パ
ー
テ
ィ
ー
は
、
南

ア
ル
プ
ス
農
鳥
岳
の
石
室
で
四
人
の
慶
応
の
学
生
ら
と
出
会
っ
た
。
片
や
、
水

を
、
こ
な
た
タ
バ
コ
を
そ
れ
ぞ
れ
切
ら
せ
て
お
り
、
物
々
交
換
。

タ
バ
コ
を
嗜
ま
な
か
っ
た

一
人
の
学
生
は
、
仲
間
が
あ
ま
り
に
も
う
ま
そ
う

に
喫
う
の
で
、
や
お
ら

一
本
を
口
に
し
た
。
こ
の
二
つ
の
パ
ー
テ
ィ
ー
は
、
名

乗
り
も
あ
げ
ず
、
行
を
別
に
し
て
山
を
く
だ
っ
た
。

二
十
二
年
後
、
若
い
女
性
の
一
人
は
結
婚
し
て
、
二
児
の
母
と
な
っ
た
基
子

さ
ん
。
慶
応
の
学
生
の
一
人
は
、
母
校
の
教
授
と
な
っ
た
宮
下
啓
三
博
士
。　
一

九
七
九
年
五
月

（イ
ラ
ン
革
命
の
難
を
さ
け
帰
国
中
）
、
山
梨
県
金
山
平
で
開

か
れ
た
、
第
十
八
回
木
暮
理
太
郎
翁
碑
前
懇
親
会
の
席
上
、
再
会
を
果
た
し
た
。

宮
下
先
生
は
、
あ
れ
以
来
、
愛
煙
家
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
も
ち
論
、

も
う

一
人
の
女
性
、
基
子
さ
ん
の
終
生
の
友
、
前
田
清
子

（本
会
会
員
）
さ
ん

も

一
緒
で
あ
っ
た
。

時
は
と
び
、　
一
九
八
六
年
か
ら
、
私
は
、
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
立
川

に
て
、
女
性
の
た
め
の
登
山
教
室
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
受
講
生
も
増

え
、　
一
人
で
の
対
応
が
む
ず
か
し
く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
基
子
さ
ん
に
自
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羽
の
矢
を
た
て
、
八
八
年
か
ら
応
援
を
た
の
ん
だ
。

こ
れ
は
有
難
か
っ
た
。
男
の
見
落
し
て
い
た
所
を
よ
く
配
慮
し
て
く
れ
た
。

こ
の
五
年
間
、
毎
月
の
山
行
に
、
そ
の
都
度
ち
が
っ
た
ケ
ー
キ
を
焼
い
て
持
参

し
て
く
れ
た
。
個
人
的
な
こ
と
を
い
え
ば
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
暮
れ
に
な
る
と
、

ず
し
り
と
重
い
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
た
っ
ぷ
り
き
か
せ
た
フ
ル
ー
ツ
ケ
ー
キ
を
い
た

だ
い
て
き
た
。
こ
れ
は
正
月
山
行
の
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

基
子
さ
ん
が
、
何
故
山
に
登
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
最
近
、
彼
女
の
古
い

山
仲
間
、
小
林
清
香
さ
ん
か
ら
、
若
い
時
の
基
子
さ
ん
の
手
記
の
一
部
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
。
そ
の
中
に

「白
峰
へ
の
憧
れ
を
抱
き
初
め
た
頃
」
と
題
す
る
小

文
が
あ
っ
た
。

一
家
は
、
甲
府
で
戦
災
に
あ
い
、
父
親
の
実
家
、
甲
斐
大
泉
に
疎
開
。
こ
こ

か
ら

一
里
の
山
道
を
歩
き
、
汽
車
に

一
時
間
乗
り
、
通
学
。
泣
き
の
涙
の
女
学

校

一
年
生
の
日
々
だ
っ
た
と
い
う
。

秋
も
な
か
頃
、　
一
番
早
く
白
く
な
る
山
を
見
付
け
た
。
そ
れ
が
、
白
峰
北
岳

だ
と
知
っ
た
。
こ
れ
が
大
き
な
慰
め
と
は
げ
ま
し
に
な
り
、
何
時
か
、
あ
の
頂

に
立
ち
た
い
。
こ
れ
が
、
基
子
さ
ん
の
山
登
り
の
原
点
に
な
っ
た
と
書
き
残
し

て
い
る
。

か
く
て
、
四
十
年
間
、
基
子
さ
ん
は
登
り
続
け
た
。
山
小
舎
で
、
オ
チ
ョ
ボ

く
ち
で
杯
を
重
ね
、
少
し
ト
ー
ン
を
あ
げ
て
、
日
早
や
に
し
ゃ
べ
っ
た
基
子
さ

ん
の
声
が
今
も
耳
に
残
る
。

基
子
さ
ん
、
心
あ
ら
ば
、
御
主
人
、
理
恵
さ
ん
、
理
人
さ
ん
の
二
人
の
お
子

さ
ん
、
愛
大
、
愛
猫
の
上
に
、
天
上
か
ら
御
加
護
を
た
れ
た
ま
わ
ん
こ
と
を
。

私
た
ち
仲
間
に
も
、
わ
ず
か
で
も
、
そ
の
お
裾
分
け
が
い
た
だ
け
れ
ば
と
、
心

か
ら
御
冥
福
を
祈
る
。

歴

（昭
和
七
）
年
四
月
三
日
　
三
井
文
夫
、
ふ
ゆ
の
三
女
と
し
て
甲
府

市
に
生
ま
れ
る

（昭
和
二
十
五
）
年
　
鳳
凰
三
山
、
金
峰
山
な
ど
に
登
る

（昭
和
二
十
六
）
年
　
甲
府
三
高
卒
業
。
こ
の
頃
よ
り

一
九
五
八
年

に
か
け
て
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
、
仙
丈
岳
、
鋸
岳
、
八
ヶ
岳
、
白
峰
三

山
、
瑞
焙
山
、
金
峰
山
、
甲
武
信
岳
、
横
手
山

（ス
キ
ー
）
、
聖
岳
、

光
岳
、
赤
石
岳
、
塩
見
岳
、
蝙
蝠
岳
な
ど
、
精
力
的
に
山
行
を
重

ね
る

（昭
和
二
十
九
）
年
　
国
体
選
手
と
し
て
四
国
石
鎚
山
に
登
る

（昭
和
三
十
二
）
年
　
日
本
山
岳
会
に
入
会
、
会
員
番
号
四
五
六
五

（昭
和
三
十
四
）
年
　
信
州
富
士
見
の
小
林
淳
人

（山
梨
大
学
山
岳

部
Ｏ
Ｂ
）
と
結
婚
。
南
ア
、
北
ア
、
谷
川
岳
な
ど
に
歩
を
進
め
る

（昭
和
三
十
七
）
年
　
長
女
理
恵
、　
一
九
六
六
年
、
長
男
理
人
に
め

ぐ
ま
れ
る
。
そ
の
後
、
子
連
れ
登
山
を
楽
し
み
、東
京
周
辺
の
山
々
、

北
ア
な
ど
に
遊
ぶ

（昭
和
五
十
三
）
年
～

一
九
八
〇
年
　
一
家
あ
げ
て
主
人
の
任
地
テ

ヘ
ラ
ン

（イ
ラ
ン
）

へ
。
在
住
中
ス
イ
ス
各
地
を
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

（昭
和
六
十
三
）
年
か
ら
、
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
立
川
の
登

山
教
室
の
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
を
つ
と
め
る
。
そ
の
間
、
受
講
生
ら
と
、

南
ア
ル
プ
ス
全
山
を
縦
走

（平
成
三
）
年
　
八
ヶ
岳
山
麓
、
泉
原
に
山
荘
を
建
て
る

（平
成
四
）
年
　
胆
石
症
の
手
術
を
う
け
る

（平
成
五
）
年
十
月
八
日
　
心
不
全
に
て
自
宅

（調
布
市
）
に
て
死

略

一
九
三
二

一
九
五
〇

一
九
五

一

一
九
五
四

一
九
五
七

一
九
五
九

一
九
六
二

一
九
七
八

一
九
八
八

一
九
九

一

一
九
九
二

一
九
九
三
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去
、
遺
体
を
長
野
県
茅
野
市
頼
岳
寺
に
葬
る

山
の
文
学
、
山
の
音
楽
、
山
の
花
を
愛
し
つ
づ
け
た
六
十

一
年
の

短
い
生
涯
で
あ
っ
た
。

（山
村
正
光
）

岩

下

莞

爾

氏

（
一
九
三
五
上

九
九
こ

一
九
九
二
年
夏
、
岩
下
さ
ん
は
極
北
の
大
自
然
を
舞
台
と
し
た
特
別
番
組
を

企
画
し
ま
し
た
。
そ
の
計
画
は
厳
冬
の
ベ
ー
リ
ン
グ
海
峡
を
徒
歩
で
横
断
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
し
た
。
極
地
探
検
は
準
備
七
分
、
現
場
三
分
と
い
う
岩
下
さ

ん
は
、
そ
の
準
備
を
ほ
ぼ
終
了
さ
せ
、
家
族
と

一
緒
に

一
九
九
三
年
の
新
し
い

年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
「少
し
胸
が
痛
む
、
風
邪
か
な
」
と
病
院
で
診
察
を
受
け
た
岩
下

さ
ん
の
も
と
へ
届
い
た
診
断
の
結
果
は
、
岩
下
さ
ん
の
全
て
の
夢
を
打
ち
砕
く

も
の
で
し
た
。
岩
下
さ
ん
の
胸
に
写
っ
た
影
は

「肺
癌
」
で
し
た
。

二
月
、
岩
下
さ
ん
は
病
の
こ
と
を

一
切
口
に
せ
ず
、
ベ
ー
リ
ン
グ
海
峡
へ
向

か
う
若
い
隊
員
た
ち
へ
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
と
し
て
の
全
て
の
思
い
を
込

め
た

「詩
」
を
送
っ
て
き
ま
し
た
。

「あ
る
が
ま
ま
に
撮
ろ
う
。
あ
る
が
ま
ま
に
語
ろ
う
。

悼
　
　
在
る
も
の
は
あ
る
と
言
お
う
。

無
い
も
の
は
な
い
と
言
お
う
。

追
　
　
　
″自
然
を
恐
れ
ず
、
さ
れ
ど
、
侮
ら
ず
。″

大
自
然
を
相
手
の
時
は
幸
運
が
必
要
で
あ
る
。

だ
が
、

″幸
運
は
準
備
さ
れ
た
心
に
し
か
訪
れ
な
い
〃

と
い
う
パ
ス
ツ
ー
ル
の
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
識
っ
て
ほ
し
い
。

い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
、　
一
人

一
人
が

〃為
っ
て
よ
か
っ
た
〃
と
い
つヽ
想
い

を
い
だ
い
て
元
気
に
帰
っ
て
こ
よ
う
。」

「無
い
も
の
は
な
い
と
言
お
う
」
と
は
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
制
作
に
お

い
て

「真
実
を
報
道
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
岩
下
さ
ん
の
一
貫
し
た
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
り
ま
し
た
。

一
九
八
〇
年
の
日
本
山
岳
会
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山
を
記
録
し
た

「生
と
死
に

賭
け
た
３６
時
間
！
　
こ
れ
が
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
だ
」
の
番
組
は
、
登
山
の
模
様
を

記
録
し
な
が
ら
頂
上
を
目
指
し
、
断
念
し
た
テ
レ
ビ
隊
員
の
目
を
、
視
聴
者
が

疑
似
体
験
で
き
る
よ
う
に
描
き
な
が
ら
、
最
高
峰
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
を
主
人
公
に

し
た
構
成
で
し
た
。
こ
れ
は

「無
い
も
の
は
な
い
と
言
お
う
」
と
す
る
真
実
を

追
求
し
た
結
果
の
作
品
で
あ
っ
て
、
岩
下
さ
ん
が
想
定
し
て
い
た
シ
ナ
リ
オ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
作
品
を
手
掛
け
る
前
、
岩
下
さ
ん
は
十
年
以
上
に
渡
っ
て

北
極
の
自
然
と
民
族
を
記
録
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
酷
寒
な
北
極
圏
で
の
厳
し
い

自
然
と
エ
ス
キ
モ
ー
の
生
き
方
は
、
岩
下
さ
ん
の
自
然
観
、
冒
険
観
、
死
生
観

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
、
岩
下
さ
ん

の
心
の
奥
底
に
し
っ
か
り
と
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た

「故
郷
の
風
景
と
感
触
」
が

あ
り
ま
し
た
。

一
九
四
三

（昭
和
十
八
）
年
の
春
、
東
京
中
野
の
国
民
学
校
で
小
学
二
年
を

終
え
た
岩
下
さ
ん
は
、
お
母
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
姉
の
瑞
子
さ
ん
と
信
州
中
野
ヘ
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戦
火
を
逃
れ
て
疎
開
し
、
松
川
町
の
国
民
学
校
へ
転
校
し
ま
し
た
。
岩
下
さ
ん

九
歳
の
と
き
で
し
た
。
西
に
黒
姫
、
妙
高
の
山
々
、
東
に
志
賀
高
原
の
岩
菅
山

や
赤
石
山
、
そ
の
間
を
流
れ
る
千
曲
川
。
信
州
中
野
は
そ
の
千
曲
川
の
辺
り
に

あ
り
ま
し
た
。

岩
下
さ
ん
は
そ
の
豊
か
な
自
然
の
中
で
小
学
三
年
か
ら
五
年
、
十

一
歳
ま
で

の
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
の
で
し
た
。
姉
の
瑞
子
さ
ん
は

「莞
爾
は
と
て
も
ほ

が
ら
か
な
弟
で
、
み
ん
な
に

″
ほ
が
ら
か
莞
爾
″
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
た

に
し
を
捕
っ
た
り
、
螢
狩
り
に
行
っ
た
り
、
特
に
沢
ガ
ニ
と
遊
ぶ
の
が
大
好
き

で
し
た
。
ま
た
、
毎
日
近
く
の
箱
山
へ
登
り
、
泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
帰
っ
て
き

ま
し
た
」
と
話
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
信
州
中
野
で
過
ご
し
た
少
年
時
代
は
、

岩
下
さ
ん
と
山
を
中
心
と
し
た
自
然
と
の
付
き
合
い
の
始
ま
り
で
し
た
。

岩
下
さ
ん
と
山
と
の
関
係
が

一
層
深
く
な
っ
た
の
は
、
毎
日
新
聞
に
勤
め
て

い
た
お
父
様
が
、
松
本
製
紙
の
社
長
と
し
て
信
州
へ
出
向
さ
れ
た
頃
で
し
た
。

早
稲
田
大
学
に
入
学
し
た
岩
下
さ
ん
は
お
父
さ
ん
の
所
を
拠
点
と
し
て
北
ア
ル

プ
ス
の
穂
高
連
峰
を
さ
か
ん
に
登
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
テ
レ
ビ
に
就
職
し
て
奥
さ
ま
と
出
会
っ
た
岩
下
さ
ん
は
、
ご
自
分
の
気

持
を
い
つ
も
手
紙
に
し
て
奥
さ
ま
に
送
っ
た
そ
う
で
す
が
、
い
つ
も
沢
ガ
ニ
の

絵
が
描
か
れ
、
沢
ガ
ニ
を
見
つ
け
る
と
話
し
か
け
た
り
し
た
そ
う
で
す
。
花
の

好
き
な
岩
下
さ
ん
は
、
道
に
棄
て
て
あ
っ
た
花
を
そ
っ
と
家
に
持
ち
帰
り
生
き

返
ら
せ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
一
番
好
き
な
花
は
ヤ
マ
ユ
リ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、
「山
は
好
き
だ
け
ど
、
そ
れ
よ
り
土
に
触
っ
て
い
る
と
心
が
和
む
ん

だ
よ
」
と
、
奥
さ
ん
に
よ
く
語
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

テ
レ
ビ
界
で
は
数
々
の
優
れ
た
作
品
を
創
っ
た
岩
下
さ
ん
は
、
沢
ガ
ニ
と
話

し
、
ヤ
マ
ユ
リ
が
好
き
な
穏
や
か
な
人
で
し
た
が
、　
一
方
で
は
繊
細
で
激
情
的

な
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
全
て
を
献
身
的
に
受
け
止
め
て
き
た
奥
さ
ま
は

大
変
な
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
あ
る
日
、
病
院
か
ら
自
宅
に
戻
っ
た
岩

下
さ
ん
は
、
奥
さ
ん
に
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
の
花
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
な
さ
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
奥
さ
ん
が
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
の
名
札
を
引
っ
張
る
と
紐
が
つ
な
が
っ
て

い
て
根
元
の
土
の
中
か
ら
ビ
ニ
ー
ル
に
包
ま
れ
た

「手
紙
」
が
出
て
き
た
そ
う

で
す
。

ほ
が
ら
か
莞
爾
の
い
た
ず
ら
に
、
奥
さ
ま
は
思
わ
ず

「く
す
っ
」
と
な
り
、

看
護
の
疲
れ
が
融
け
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、
病
状
が
悪
化
し
、
カ
サ

ブ
ラ
ン
カ
の
花
は
、
岩
下
さ
ん
が
妻
の
広
美
さ
ん
へ
宛
て
た
最
後
の
手
紙
と

な
っ
た
の
で
し
た
。
（合
掌
）

略
　
　
歴

一
九
三
五

（昭
和
十
）
年
八
月
二
十
日
　
東
京
都
中
野
区
沼
袋
に
生
ま
れ
る

一
九
五
八

（昭
和
三
十
三
）
年
三
月
　
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
経
済
学
科

卒
業
、
同
四
月
日
本
テ
レ
ビ
放
送
網
株
式
会
社
入
社

一
九
五
九

（昭
和
三
十
四
）
年
　
日
本
山
岳
会
入
会
、
会
員
番
号
四
八
三
五
。

紹
介
者
は
高
山
忠
四
朗
、
小
里
頼
忠

一
九
七
四

（昭
和
四
十
九
）
年
　
「
エ
ス
キ
モ
ー
の
道
」
芸
術
祭
優
秀
賞
受
賞

・

放
送
文
化
基
金
優
秀
賞

一
九
七
六
（昭
和
五
十

一
）
年
　
「最
後
の
エ
ス
キ
モ
ー
」
芸
術
祭
優
秀
賞
受
賞

ｏ

放
送
文
化
基
金
優
秀
賞

一
九
七
八

（昭
和
五
十
三
）
年
　
「北
極
点
に
立
つ
」
芸
術
祭
優
秀
賞
受
賞

ｏ

ト
レ
ン
ト
山
岳
映
画
祭
銀
賞
他
受
賞
多
数

一
九
八
〇

（昭
和
五
十
五
）
年
　
日
本
山
岳
会
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山
隊
に
日
本
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テ
レ
ビ
隊
責
任
者
と
し
て
参
加

ク
　

　

「生
と
死
に
賭
け
た
３６
時
間
！
　
こ
れ
が
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
だ
」

芸
術
祭
優
秀
賞
受
賞

・
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
学
会
賞
他
受
賞
多
数

一
九
八
四

（昭
和
五
十
九
）
年
　
日
本
山
岳
会
カ
ン
チ
エ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
登
山
隊

に
日
本
テ
レ
ビ
責
任
者
と
し
て
参
加

一
九
八
八

（昭
和
六
十
三
）
年
　
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
三
国
友
好
登
山
隊
に
テ
レ
ビ

隊
長
と
し
て
参
加
、
頂
上
生
中
継
に
成
功

一
九
九
三
（平
成
五
）
年
　
日
本
テ
レ
ビ
役
員
待
遇
社
会
情
報
局
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ

ブ

・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
昇
格

ク
　
　

十
二
月
十
九
日
午
後
三
時
四
十
分
　
呼
吸
不
全
の
た
め
逝
去
　
五

十
八
歳

（中
村
　
進
）

片

桐

理

一
郎

氏

（
一
九
二
四
上

九
九
こ

片
桐
さ
ん

（当
時
神
保
さ
ん
）
に
最
初
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、　
一
九
五

一

（昭
和
三
十
六
）
年
七
月
涸
沢
合
宿
で
あ
る
。
合
宿
に
入
っ
て
二
、
三
日
し

て
、
私
達
新
人
が
や
っ
と
合
宿
の
何
か
が
分
か
り
か
け
て
き
た
と
き
、
片
桐
さ

ん
が
涸
沢
へ
来
ら
れ
た
。

悼
　
　

パ
ー
テ
ィ
ー
の
組
み
合
わ
せ
が
違
っ
た
た
め
、
穂
高
の
岩
登
り
に
同
行
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
行
の
新
入
達
か
ら
岩
登
り
の
バ
ラ
ン
ス
が
抜
群
に
良
い

追

　

こ
と
ヽ
グ
リ
セ
ー
ド
が
ス
キ
ー
同
様
の
滑
り
方
で
、
今
教
え
ら
れ
て
い
る
ス
タ

イ
ル
と
は
別
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
テ
ン
ト
で
の
ん
び
り
し
て
い
る

と
、
「
ぼ
や
ぼ
や
し
て
い
る
奴
は
、
涸
沢
を

一
周
し
て
こ
い
」
と
い
う
言
葉
が

先
輩
の
日
か
ら
出
た
。
新
人
の
一
人
が
お
そ
る
お
そ
る

「
涸
沢

一
周
」
の
意
味

を
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
北
穂
東
稜
か
ら
の
ぼ
っ
て
、
奥
穂
―
前
穂
―
北
尾
根

５
・
６
の
コ
ル
ま
で
と
の
こ
と
、
私
達
新
人
部
員
は
真
剣
に
何
時
間
か
か
る
か

と
考
え
込
ん
だ
り
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
東
京
の
会
社
に
移
ら
れ
た
先

輩
の
下
宿
に
お
邪
魔
し
て
、
京
城

一
中
で
の
冬
季
の
金
剛
山
系
縦
走
な
ど
朝
鮮

で
の
山
登
り
の
話
を
う
か
が
っ
た
。
山
で
か
い
ま
み
た
厳
し
さ
は
な
く
、
た
ん

た
ん
と
し
た
語
り
回
の
穏
や
か
な
お
人
柄
は
、
こ
の
人
の
経
験
し
た
戦
争
に
も

と
づ
い
て
お
り
、
三
十
歳
に
し
て
人
生
の
仕
事
を
終
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
諦

観
が
あ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
舷
し
か
っ
た
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。

一
九
四
三

（昭
和
十
八
）
年
立
教
大
学
予
科
に
入
学
、
戦
時
の
食
料
の
乏
し

く
な
る
中
で
、
登
山
に
取
り
組
ま
れ
た
。
鹿
島
槍
の
山
行
が
多
い
の
は
、
大
町

の
薄
井
脩
助
さ
ん

（昭
和
十
六
年
卒
）
ご

一
家
の
援
助
に
よ
り
、
食
料
を
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
当
時
の
部
生
活
を
次
の
よ
う
に
書

い
て
お
ら
れ
る
。

「部
は

『立
教
大
学
報
国
山
岳
部
』
と
言
い
、
授
業
に
は

『学
校
軍
事
教
練
』

が
あ
っ
た
。
山
に
行
く
の
は
こ
の

『教
練
』
が
問
題
で
、
辻
荘

一
部
長
に

『山

に
行
っ
て
参
り
ま
す
の
で
、
軍
事
教
練
の
先
生
に
お
詫
び
し
て
く
だ
さ
い
』
と

お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
か
げ
で

『軍
事
教
練
』
は
不
可
だ
っ
た
」
。

応
召
後
、
教
練
を
サ
ボ
っ
て
い
た
た
め
、
幹
部
候
補
生
に
な
れ
ず
、
兵
の
ま
ま

戦
っ
た
こ
と
は
、
い
か
に
も
片
桐
さ
ん
ら
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

昭
和
十
八
年
十
月
、
雨
中
の

「出
陣
学
徒
壮
行
会
」
の
時
に
は
穂
高
合
宿
に

参
加
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
出
征
す
る
の
で
山
登
り
も
で
き
な
く
な
る
と
い
う
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思
い
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

山
の
器
具

・
書
籍
を
分
散
疎
開
す
る
こ
と
に
も
従
事
さ
れ
た
。
大
八
車

一
杯

に
積
み
込
ん
で
、
世
田
谷
の
田
丸
恒
雄
さ
ん

（昭
和
十
九
年
卒
）
宅
へ
の
運
搬

往
復
は
、
空
腹
の
た
め
か
な
り
の
重
労
働
で
あ
っ
た
。
部
室
は
戦
災
を
受
け
な

か
っ
た
が
、
疎
開
し
た
器
具
等
の
殆
ど
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
器
具

・
書
籍

の
焼
失
に
つ
い
て
長
い
間
そ
の
責
任
を
負
っ
て
お
ら
れ
、
そ
の
た
め
か
、
山
岳

部
へ
の
支
援
を
義
務
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
四
五

（昭
和
二
十
）
年

一
月
、
世
田
谷
砲
兵
隊
に
入
営
、
満
州
へ
移
動
、

小
興
安
嶺
で
敗
戦
も
知
ら
さ
れ
ず
ソ
連
軍
と
戦
う
。
九
月
、
ハ
ル
ピ
ン
で
ソ
連

軍
の
捕
虜
と
な
り
、
シ
ベ
リ
ヤ
に
送
ら
れ
る
。
ソ
連
軍
と
の
戦
闘

ｏ
シ
ベ
リ
ヤ

生
活
で
生
き
残
れ
た
の
は
、
山
岳
部
の
経
験
か
ら
得
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
多

い
と
話
さ
れ
た
。　
一
九
四
六

（昭
和
二
十

一
）
年
十
二
月
、
シ
ベ
リ
ヤ
よ
り
帰

国
、
翌
年

一
月
復
学
、
山
岳
部
総
務
を
引
き
継
が
れ
た
。

一
九
五
五

（昭
和
三
十
）
年
片
桐
美
智
子
さ
ん
と
結
婚
、
「片
桐
」
の
仕
事

に
入
ら
れ
た
。
「片
桐
」
の
仕
事
に
慣
れ
る
た
め
に
努
力
さ
れ
た
。
盛
之
助
さ

ん
や
二
代
続
け
て

「片
桐
」
を
支
え
て
い
る
職
人
さ
ん
の
仕
事
を
見
な
が
ら
、

ご
自
分
で
工
夫
を
加
え
た
り
、材
料
や
工
具
の
入
手
の
ル
ー
ト
を
開
拓
さ
れ
た
。

最
初
に
作
ら
れ
た
ス
キ
ー
ザ
ッ
ク
に
盛
之
助
さ
ん
か
ら
ケ
チ
を
付
け
ら
れ
た
り

し
な
が
ら
、
品
質
を
重
視
し
た
製
作
を
心
掛
け
ら
れ
た
。　
一
九
五
七

（昭
和
三

十
二
）
年
よ
り
南
極
観
測
隊
の
テ
ン
ト
製
作
に
従
事
さ
れ
、　
一
九
七
〇

（昭
和

四
十
五
）
年
に
は
片
桐
製
の
テ
ン
ト
が
三
極
に
立
て
ら
れ
た
。
北
極
探
検
の
東

海
大
隊
が
最
北
を
、
南
極
観
測
隊
が
最
南
を
、
エ
ベ
レ
ス
ト

・
ス
キ
ー
隊
が
サ

ウ
ス
コ
ル
で
最
高
高
度
を
そ
れ
ぞ
れ
記
録
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
一
年
に
三

つ
の
極
な
ん
て
夢
み
た
い
だ
」
と
、
テ
ン
ト
製
作
十
五
年
の
成
果
を
喜
ば
れ
た
。

一
九
九
〇

（平
成
二
）
年
六
月
、
喉
頭
ガ
ン
の
手
術
を
受
け
ら
れ
、
声
帯
を

失
う
事
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
山
岳
部
の
谷
川
岳
合
宿

（
一
　

２３

九
九
二
年
六
月
）
に
参
加
さ
れ
た
り
、
松
田
祥
二
君

（昭
和
三
十
年
卒
）
ら
と

戸
隠
、
乗
鞍
高
原
で
ス
キ
ー
を
楽
し
ま
れ
た
。
ま
た
、
い
つ
か
は
ご
自
身
で
ヒ

マ
ラ
ヤ
ヘ
出
掛
け
た
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。

一
九
九

一
（平
成
三
）
年
、
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
登
山
計
画
が
提
案
さ
れ
た
際
は
、

立
教
山
友
会

（立
教
大
学
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
会
）
会
長
と
し
て
、
計
画
の
推
進
に
努

力
さ
れ
た
。　
一
九
九
三

（平
成
五
）
年
、
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ

（七
、
八

一
六
屑
）

登
山
に
は
最
後
ま
で
高
い
関
心
と
支
援
を
寄
せ
ら
れ
た
が
、
登
頂
の
報
告
時
に

は
昏
睡
状
態
に
あ
り
、
お
耳
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
後
輩
の

一
人

と
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
お
供
し
た
か
っ
た
の
に
、
残
念
で
な
ら
な
い
。
謹
ん
で
ご

冥
福
を
祈
り
ま
す
。

墓
所
　
練
馬
区
谷
原
六
―
八
―
二
五
　
宝
林
寺

（西
川
益
生
）

略

一
九
二
四

一
九
三
七

一
九
四
三

一
九
四
四

歴

（大
正
十
三
）
年
　
京
都

・
神
保
家
に
生
ま
れ
る

（昭
和
十
二
）
年
　
京
城
第

一
中
学
校
に
入
学
。
ラ
グ
ビ
ー
、
ア
イ

ス
ホ
ッ
ケ
ー
、
登
山
に
取
り
組
む

（昭
和
十
八
）
年
　
立
教
大
学
予
科
入
学
、
山
岳
部
に
入
部

三
月
　
一二
ツ
峠
、
八
月
　
剣
岳
　
真
砂
沢
合
宿
、

十
月
　
涸
沢
合
宿
、
十

一
月
　
谷
川
岳
　
マ
チ
ガ
沢
、

十

一
月
　
鹿
島
槍
ヶ
岳
　
赤
岩
尾
根
、
十
二
月
　
谷
川
岳
ス
キ
ー

（昭
和
十
九
）
年
　
二
月
　
甲
斐
駒
ヶ
岳
、
三
月
　
鹿
島
槍
ヶ
岳



追  悼

一
九
四
五

一
九
四
六

一
九
四
七

一
九
四
八

一
九
六
〇

一
九
六
九

一
九
七
〇

一
九
七
三

一
九
八
九

一
九
九
三

鎌
尾
根
、
五
月
　
三
ツ
峠
、
五
月
　
後
立
山
　
五
竜
岳
、
七
月

穂
高
岳
、
十
月
　
鹿
島
槍
ヶ
岳

（昭
和
二
十
年
）
　

一
月
　
世
田
谷
砲
兵
隊
に
入
営

八
月
　
小
興
安
嶺
で
ソ
連
軍
と
戦
う
。
日
本
敗
戦

九
月
　
ハ
ル
ピ
ン
で
ソ
連
軍
の
捕
虜
と
な
る

（昭
和
二
十

一
）
年
　
十
二
月
　
シ
ベ
リ
ア
よ
り
帰
国

（昭
和
二
十
二
）
年
　
一
月
　
立
教
大
学
へ
復
学

三
月
　
鹿
島
槍
ヶ
岳
　
東
尾
根
、
五
月
　
一二
ッ
峠
、

六
月
　
穂
高
岳
、
七
月
　
涸
沢
合
宿
、

十

一
月
　
後
立
山
　
唐
松

・
冷
池

（昭
和
二
十
三
）
年
　
立
教
大
学
経
済
学
部
を
卒
業

（昭
和
三
十
五
）
年
　
日
本
山
岳
会
に
入
会
　
会
員
番
号
五
〇
四
八

（紹
介
者
　
小
原
勝
郎
、
浜
野
正
男
）

（昭
和
四
十
四
）
年
　
八
月
　
チ
ビ
谷

（涸
沢
岳
西
尾
根
　
第

一
一

次
捜
索
）

（昭
和
四
十
五
）
年
　
片
桐
製
テ
ン
ト
に
よ
っ
て
三
極
制
覇
さ
れ
る

（昭
和
五
十
八
）
年
　
山
岳
部

「部
報

一
〇
号
」
編
集
委
員
会
委
員

長（平
成
元
）
年
　
立
教
山
友
会
会
長

（二
期
　
四
年
間
）

（平
成
五
）
年
　
十

一
月
　
喉
頭
ガ
ン
に
よ
り
三
井
記
念
病
院
で
逝

去

三

島

昌

夫

氏

（
一
九
三
五
上

九
九
三
）

あ
と
は
日
本
に
戻
る
だ
け
。　
一
九
九
三
年
の
ポ
ス
ト
モ
ン
ス
ー
ン
に
行
っ
た

立
教
大
学
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
学
術
調
査
隊
四
名
の
顔
に
は
安
堵
感
が
あ
っ
た
。
国

境
と
な
る
河
の
橋
の
手
前
で
ト
ラ
ッ
ク
を
降
り
た
所
に
ネ
パ
ー
ル
側
か
ら
出
迎

え
て
く
れ
た
山
友
会
の
大
田
晃
介
氏
の
顔
を
見
付
け
る
。
表
情
厳
し
く
、
視
線

を
合
わ
せ
な
い
よ
う

一
言

「三
島
さ
ん
が
カ
ト
マ
ン
ズ
で
亡
く
な
っ
た
」
。
二

週
間
ほ
ど
前
、
支
援
隊
と
し
て
Ｂ
Ｃ
ま
で
手
紙
を
携
え
て
来
て
く
れ
、
元
気
に

下
山
し
て
行
っ
た
。
私
は
、
言
葉
も
な
く
立
ち
尽
く
し
て
い
た
。

一
九
五
四

（昭
和
三
十
九
）
年
に
大
学
に
入
学
し
た
私
は
、
ク
ラ
ス
に
顔
に

似
合
わ
ず
断
言
的
に
物
を
言
う
貴
公
子
然
た
る
三
島
君
と
話
し
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
週
末
の
度
に
単
独
で
山
登
り
に
出
掛
け
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
彼
が

「俺
も
行
く
」
と
い
う
。彼
の
家
の
別
荘
が
北
軽
井
沢
に
あ
り
、
「浅
間
山
に
登
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
浅
間
は
庭
み
た
い
な
も
の
だ
」
と
い
う
。
そ
れ
な
ら
と
手
始

め
に
丹
沢
の
沢
登
り
に
誘
う
。
待
合
せ
の
渋
沢
駅
で
、
私
は
あ
っ
と
驚
い
た
。

頭
の
学
生
帽
は
ま
だ
し
も
、
革
靴
に
シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ
ク
で
あ
る
。
駅
前
で
、

当
時
の
沢
登
リ
ス
タ
イ
ル
の
草
戦
を
と
と
の
え
、
何
と
か
水
無
の
本
流
を
つ
め

て
花
立
の
尾
根
に
飛
び
出
た
。
彼
と
の
初
の
登
山
で
あ
っ
た
。

こ
の
様
な
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
理
学
部
に
山
の
会
が
創
立
さ
れ
た
。
当
時

の
山
岳
部
長
の
石
島
渉
先
生
に
部
長
を
兼
ね
て
頂
き
、
三
十
名
程
で
の
ス
タ
ー

ト
で
あ
っ
た
。
三
島
君
は
創
立
者
の
一
人
と
し
て
、
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
そ
の

手
腕
を
発
揮
し
た
。
こ
の
生
来
の
面
倒
見
の
よ
さ
は
生
涯
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

第

一
回
の
合
宿
で
あ
っ
た
槍
ヶ
岳
集
中
登
山
が
無
事
成
功
し
た
の
も
、
彼
の
献
　
２３３



身
的
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
卒
業
記
念
に
雪
の
山
を

一
人
で
や
っ
て
見

た
い
と
い
う
こ
と
で
、
蔵
王
を
宮
城
側
か
ら
山
形
に
抜
け
る
こ
と
に
し
た
。
「決

し
て
家
に
は
言
わ
な
い
で
く
れ
、
何
か
あ
っ
た
ら
お
前
頼
む
ぞ
」
と
い
う
こ
と

で
送
り
出
し
た
。
戻
っ
て
く
る
ま
で
の
気
の
重
さ
は
、
今
で
も
脳
裏
に
残
っ
て

い
る
。

大
学
で
放
射
化
学
を
専
攻
し
、
希
望
し
て
い
た
東
海
村
の
原
子
力
研
究
所
に

入
所
し
た
。
当
時
は
原
子
力
研
究
の
最
盛
期
で
あ
り
、
多
忙
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
、
あ
ま
り
山
に
入
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
国
立
公
衆
衛
生
院
に
移
り
、

労
働
衛
生
学
部
で
、
食
物
中
の
微
量
金
属
元
素
か
ら
始
め
、
そ
の
興
味
を
生
体

中
に
と
発
展
さ
せ
、
数
々
の
業
績
を
残
し
た
。

勤
務
先
に
は
山
懸
登
先
生
が
お
ら
れ
た
。
こ
の
三
高
の
山
岳
部
出
身
の
山
の

大
先
輩
は
酒
豪
、
彼
も
こ
の
点
で
は
人
後
に
落
ち
な
い
。
す
す
め
ら
れ
て
断
る

こ
と
は
絶
え
て
な
か
っ
た
。
山
懸
先
生
の
推
薦
で
南
極
越
冬
隊
員
と
し
て
晴
海

を
出
航
し
た
が
、
体
に
異
常
あ
り
と
い
う
こ
と
で
、
南
極
か
ら
Ｕ
タ
ー
ン
し
て

し
ま
っ
た
。
彼
は
何
と
も
気
に
入
ら
な
か
っ
た
様
で
あ
る
が
、
潰
瘍
が
見
付
か

り
、
胃
の
殆
ん
ど
を
失
く
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
こ
の
措
置
は
正
し
か
っ
た
様

で
あ
る
。

そ
ん
な
彼
が
、
カ
ト
マ
ン
ズ
、
ラ
サ
経
由
で
Ｂ
Ｃ
に
顔
を
見
せ
た
の
が
十
月

十
日
で
あ
っ
た
。
途
中
迄
出
迎
え
た
私
に
気
付
か
ず

「高
田
は
ど
こ
だ
」
。
や

は
り
相
当
疲
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
ン
ト
で
は
、
東
北
大
学
西
蔵
学
術

登
山
隊
の

一
員
と
し
て
シ
ガ
ツ
ェ
で
客
死
さ
れ
た
山
懸
先
生
の
法
要
を
セ
ラ
寺

で
済
ま
せ
る
こ
と
が
出
来
た
と
大
変
喜
ん
で
い
た
。
二
日
間
と
短
い
滞
在
で
は

あ
っ
た
が
大
満
足
で
下
山
し
て
行
っ
た
。
ラ
ン
マ
ラ
か
ら
の
交
信
で

「今
到
着

し
た
、
こ
れ
か
ら
下
る
、
快
晴
で
す
べ
て
の
山
が
見
え
る
」
。
カ
ン
チ
は
ど
う

だ
と
い
う
私
の
問
い
に

「よ
く
わ
か
ら
な
い
が
東
に
で
か
い
の
が
見
え
る
、
写

真
は
と
っ
て
お
く
」
「じ
ゃ
あ
東
京
で
な
」
、
こ
れ
が
四
十
年
間
の
彼
と
の
最
後
　
２３

の
会
話
と
な
っ
た
。
カ
ト
マ
ン
ズ
に
着
き
、
荼
毘
に
付
さ
れ
た
寺
院
の
裏
手
で
、

残
し
て
お
い
た
と
い
う
骨
を
拾
っ
た
と
き
、
自
分
の
体
か
ら
す
べ
て
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
消
え
て
い
く
の
が
わ
か
っ
た
。

一
九
九
三

（平
成
五
）
年
十

一
月
十
三
日
、
立
教
学
院
諸
聖
徒
礼
拝
堂
は
、

研
究
や
山
の
友
人
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
生
前
の
交
流
の
広
さ
、
あ
の
無
類
の
面

倒
み
の
よ
さ
か
ら
、
我
々
の
予
想
を
越
す
堂
に
浴
れ
る
方
々
の
献
花
の
列
が
切

れ
な
か
っ
た
。

三
島
君
の
カ
ト
マ
ン
ズ
に
お
け
る
死
は
、
二
人
目
の
お
孫
さ
ん
を
目
前
に
し

た
御
遺
族
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
友
人
、
知
人
に
と
っ
て
も
痛
恨
の
極
み
で

あ
り
、
研
究
者
と
し
て
勝
れ
た
人
材
を
失
い
哀
惜
の
思
い
は
尽
き
な
い
。
球
子

夫
人
の

「あ
れ
だ
け
あ
こ
が
れ
て
い
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
逝
っ
た
の
で
す
か
ら
」
を

せ
め
て
も
の
慰
め
と
す
る
に
は
、　
一
年
を
経
た
今
で
も
、
私
に
は
何
か
大
き
く

抜
け
落
ち
た
も
の
を
感
じ
て
寂
真
感
を
ぬ
ぐ
い
得
な
い
。
御
冥
福
を
祈
る
。

略

一
九
二
五
年

一
九
五
四
年

一
九
五
九
年

一
九
五
九
年

一
九
六
四
年

一
九
六
六
年

一
九
六
八
年

歴東
京
都
品
川
区
小
山
に
生
ま
れ
る

立
教
高
等
学
校
卒
業

立
教
大
学
理
学
部
化
学
科
卒
業

日
本
原
子
力
研
究
所
東
海
研
究
所
入
所

立
教
大
学
理
岳
会
会
長

日
本
山
岳
会
入
会
、
会
員
番
号
六

一
一
五

厚
生
省
国
立
公
衆
衛
生
院
入
省



一
九
七
〇
年

一
九
八
三
年

一
九
九
三
年

一
九
九
三
年

金

井

五

郎

氏

（
一
九
〇
九
二

九
九
三
）

金
井
五
郎
氏
が
亡
く
な
っ
た
。
昨
年
暮
れ
の
支
部
晩
餐
会
で
御
子
息
の
哲
夫

氏
が
、
父
は
も
う
長
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
、
と
話
さ
れ
た
が
、
ま
さ
か
こ
ん

な
に
早
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

金
井
さ
ん
は
山
に
こ
そ
あ
ま
り
登
ら
な
か
っ
た
が
、
北
海
道
で
山
登
り
を
す

る
人
で
知
ら
な
い
人
は
ま
ず
居
な
い
だ
ろ
う
。
小
学
校
の
と
き
御
両
親
と

一
緒

に
新
潟
か
ら
北
海
道
に
移
り
、
学
校
を
出
た
の
ち
郵
便
配
達
を
し
な
が
ら
山
に

親
し
ん
で
、
札
幌
近
郊
の
山
で
登
山
や
ス
キ
ー
を
楽
し
ん
だ
と
聞
い
て
い
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
で
は
三
度
応
召
し
、
終
戦
を
迎
え
た
。
そ
の
後
進
駐
軍
に
し

ば
ら
く
勤
め
て
い
た
が
、
将
来
の
こ
と
を
考
え
、
子
供
の
頃
か
ら
好
き
だ
っ
た

山
登
り
の
、
テ
ン
ト
作
り
を
内
職
の
よ
う
な
形
で
始
め
た
と
い
う
。

悼
　
　
私
達
が
初
め
て
金
井
さ
ん
に
逢
っ
た
の
は
そ
の
頃
だ
っ
た
。
戦
後
間
も
な
い

頃
、
山
登
り
の
道
具
は
先
輩
か
ら
借
り
集
め
、
オ
ー
バ
ー
手
袋
や
オ
ー
バ
ー

・

追

　

ンヽ
ュ
ー
ズ
な
ど
は
米
軍
の
放
出
や
旧
軍
隊
の
キ
ャ
ン
バ
ス
地
な
ど
を
使
っ
て
、

第
十
二
次
日
本
南
極
地
域
観
測
隊
隊
員

信
州
大
学
医
学
部
非
常
勤
講
師

立
教
大
学

一
般
教
養
部
非
常
勤
講
師

十
月
十
七
日
　
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
の
Ｂ
Ｃ
か
ら
帰
国
途
中
、
カ
ト

マ
ン
ズ
の
ホ
テ
ル
で
急
逝
。
享
年
五
十
八
歳

（高
田
健
夫
）

自
分
で
手
縫
い
で
作
っ
て
い
た
。
そ
の
頃
の
北
大
山
岳
部
の
冬
山
は
、
沢
で
は

夏
テ
ン
ト
、
森
林
帯
を
こ
え
る
と
イ
グ
ル
ー
を
作
っ
て
日
高
山
脈
の
稜
線
を
歩

い
た
。
テ
ン
ト
ま
で
は
自
分
で
作
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
昭

和
二
十
四
、
五
年
頃
か
ら
金
井
さ
ん
に
テ
ン
ト
や
ザ
ッ
ク
な
ど
の
製
作
や
修
理

な
ど
を
頼
み
だ
し
た
。
金
井
さ
ん
は
我
々
の
希
望
を
よ
く
聞
い
て
、
色
々
な
山

の
道
具
を
安
く
作
っ
て
く
れ
た
。
後
で
聞
く
と
、
出
世
払
い
で
い
い
か
ら
、
と

付
け
で
売
っ
て
も
ら
っ
た
部
員
が
い
た
と
い
う
。
何
せ
商
売
熱
心
で
気
さ
く
な

性
格
だ
っ
た
か
ら
、新
し
い
ア
イ
デ
ア
の
品
の
試
作
を
頼
む
と
、次
に
店
へ
行
っ

た
と
き
に
は
も
う
新
製
品
と
し
て
店
頭
に
並
ん
で
い
た
。
初
め
は

「金
井
テ
ン

ト
」
と
い
う
名
前
だ
っ
た
が
、
門
田
の
ビ
ッ
ケ
ル
や
ア
イ
ゼ
ン
な
ど
山
の
用
具

類
も
置
く
よ
う
に
な
り
、
北
大
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
の
坂
本
直
行
さ
ん
に
、
「秀
岳
荘
」

と
い
う
名
前
を
付
け
て
も
ら
っ
た
と
聞
く
。
後
で
東
京
に
秀
山
荘
と
い
う
有
名

な
店
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
同
じ
名
前
で
な
く
て
よ
か
っ
た
、
と
直
行
さ
ん

に
洩
ら
し
た
と
こ
ろ
、
直
行
さ
ん
は
同
じ
な
ら
も
っ
と
よ
か
っ
た
、
と
笑
っ
た

そ
う
だ
。
現
在

「秀
岳
荘
」
は
御
子
息
の
哲
夫
氏
が
引
き
継
い
で
お
ら
れ
る
が
、

札
幌
だ
け
で
は
な
く
旭
川
に
も
支
店
を
持
つ
、
押
し
も
押
さ
れ
ぬ
登
山
用
具
店

で
、
北
海
道
で
山
登
り
を
す
る
人
達
は
山
の
道
具
だ
け
で
は
な
く
、
遠
征
時
な

ど
、
資
金
の
面
で
も
非
常
に
御
世
話
に
な
っ
て
い
る
。

金
井
さ
ん
の
偉
い
点
は
、
「秀
岳
荘
」
の
Ｐ
Ｒ
誌
と
し
て

『山
の
素
描
』
と

い
う
随
筆
誌
を
発
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る

（昭
和
三
十
七
年
か
ら
五
十

一
年
ま

で
通
巻
四
十
五
号
）
。
Ｐ
Ｒ
誌
と
は
い
い
な
が
ら
店
の
宣
伝
は
せ
ず
、
ま
た
筆

者
も

一
人

一
編
限
り
と
い
う
原
則
を
守
り
、
北
海
道
の
山
と
人
と
を
基
調
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
そ
の
総
目
録
を
見
る
と
、
第

一
巻
の
巻
頭
は
そ
の
頃
札

幌
に
お
ら
れ
た
望
月
達
夫
氏
の

「北
の
山
」
、
続
い
て
故
加
納

一
郎
氏
の

「霧
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藻
奄
雑
記
」
、
故
伊
藤
秀
五
郎
氏

「発
刊
に
寄
せ
て
」
、
さ
ら
に
故
深
田
久
弥
氏
、

藤
平
正
夫
氏
、
本
田
勝

一
氏
、
故
三
田
幸
夫
氏
…
…
と
、
そ
う
そ
う
た
る
方
々

の
随
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
採
算
を
度
外
視
し
た
異
色
の
出
版

物
の
発
行
が
、
坂
本
直
行
、
山
口
透
ら
の
協
力
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
金
井
さ

ん
個
人
の
力
で
続
い
た
こ
と
は
、
北
海
道
の
登
山
史
、
文
学
史
の
う
え
で
特
筆

す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

一
人

一
編
限
り
と
い
う
原
則
を
守
り
、

十
五
年
続
い
た
後
惜
し
ま
れ
な
が
ら
き
っ
ぱ
り
と
廃
刊
さ
れ
た
。
私
も

一
度
書

か
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
今
懐
か
し
く
思
い
出
し
て
い
る
。

金
井
さ
ん
の
も
う

一
つ
の
面
は
、
画
の
こ
と
で
あ
る
。
前
に
も
名
前
が
出
た

直
行
さ
ん
を
囲
ん
で
作
っ
た

「歩
々
の
会
」
と
い
う
、
山
と
自
然
を
愛
す
る
人

達
の
画
の
会
の
創
設
以
来
の
会
員
で
、
展
覧
会
に
は
そ
の
風
貌
の
よ
う
に
ひ
ょ

う
ひ
ょ
う
と
し
た
淡
彩
画
を
出
品
さ
れ
て
い
た
。
店
を
譲
っ
て
か
ら
も
、
自
分

で
ミ
シ
ン
を
踏
み
ま
す
か
ら
、
と
気
軽
に
ス
ケ
ッ
チ

・
ブ
ッ
ク
入
れ
を
作
っ
て

も
ら
い
、
今
で
も
愛
用
し
て
い
る
。
晩
年
は
奥
様
の
健
康
が
優
れ
ず
、
又
最
近

は
御
自
身
の
健
康
の
た
め
余
り
会
に
は
出
席
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
会
費
は
い
つ

も
き
っ
ち
り
と
納
め
、
昨
年
九
月
に
出
版
し
た
三
十
周
年
記
念
画
集
に
も

「瀬

棚
海
岸
」
の
画
と
短
い
随
想
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
。

会
員
番
号
七

一
八
六
番
、　
一
九
七

一

（昭
和
四
十
六
）
年
入
会
。
紹
介
者
は

中
野
征
紀
、
藤
井
運
平
両
氏
。　
一
九
五
九

（昭
和
三
十
四
）
年
夏
に
、
直
行
さ

ん
達
と

一
緒
に
行
っ
た
日
高
ポ
ロ
シ
リ
岳
へ
の
登
山
が
、
多
分
最
も
大
き
な
山

登
り
だ
っ
た
と
思
う
。
直
行
さ
ん
の
著
書

「雪
原
の
足
あ
と
」
に
そ
の
時
の
様

子
が
生
き
生
き
と
書
か
れ
て
い
る
。
山
の
道
具
を
通
し
、
山
と
自
然
と
、
山
を

愛
す
る
人
を
愛
し
た
金
井
さ
ん
の
御
冥
福
を
祈
っ
て
筆
を
置
き
た
い
。
　

合
掌

（野
田
四
郎
）

渡

邊

宏

之

氏

（
一
九
〇
八
上

九
九
こ

日
本
山
岳
会
入
会
の
紹
介
者
で
あ
る
織
内
信
彦
先
輩
か
ら
、
渡
邊
宏
之
さ
ん

の
追
悼
文
を
書
い
て
ほ
し
い
、
と
の
御
下
命
が
あ
り
従
う
こ
と
に
な
っ
た
。

多
く
の
岳
人
か
ら
慈
父
の
如
く
慕
わ
れ
、
交
際
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
の
人
が
敬

愛
し
て
止
ま
な
か
っ
た
、
栃
木
県
山
岳
連
盟
名
誉
会
長
、
渡
邊
宏
之
さ
ん
が
亡

く
な
ら
れ
て
、
六
月
二
十
七
日
、　
一
周
忌
を
迎
え
た
。

渡
邊
さ
ん
は
、　
一
九
〇
八
年
、
栃
木
県
上
三
川
町
の
素
封
家
、
生
沼
家
の
五

男
と
し
て
生
ま
れ
、
真
岡
中
学
時
代
よ
り
登
山
に
親
し
み
、　
一
九
二
四

（大
正

十
三
）
年
卒
業
、
親
の
薦
め
で
東
京
農
大
に
入
っ
た
が

（農
大
で
織
内
さ
ん
と

初
対
面
さ
れ
た
ら
し
い
）
そ
の
後
、
慶
応
義
塾
に
移
り
、
槙
有
恒
、
三
田
幸
夫

さ
ん
ら
の
薫
陶
を
受
け
、
先
鋭
的
ク
ラ
イ
マ
ー
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
さ
れ

た
。
卒
業
後
は
、
三
越
に
入
社
し
て
山
岳
部
に
入
り
、
山
行
に
没
頭
し
、
日
本

各
地
の
山
に
足
跡
を
残
し
て
い
る
。
今
年
の
春
、
日
光
中
宮
祠
に
新
し
く
立
て

た
栃
木
県
立
自
然
博
物
館
で
、
「登
山
用
具
の
今
昔
展
」
を
開
催
し
、
渡
邊
さ

ん
の
用
具
も
数
点
お
借
り
し
た
。
そ
の
中
に
上
質
の
布
地
の
寝
袋
が
あ
っ
た
が
、

ネ
ー
ム
に

（実
用
新
案
登
録
、
第

一
四
〇
三
〇
六
琥
、
山
岳
蒲
国
、
１
琥
Ａ
、

三
越
運
動
具
部
、
東
京
）
と
銘
う
っ
て
あ
っ
た
。

一
九
三
八
年
、
栃
木
県
の
名
家
、
渡
邊
家
の
養
嗣
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
家

業
の
石
材
業
に
専
念
さ
れ
た
。
当
時
、
大
谷
石
の
採
掘
は
、
専
ら
つ
る
は
し
に

頼
っ
て
い
た
が
、
機
械
化
を
計
り
、
千
田
商
会
と
い
う
総
合
商
社
の
イ
ン
ド
に
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勤
務
し
て
お
ら
れ
た
登
高
会
の
先
輩
三
田
幸
夫
さ
ん
を
通
じ
て
、
石
材
裁
断
機

を
導
入
し
、
以
後
、
改
良
を
重
ね
て
成
功
す
る
等
、
先
駆
者
と
し
て
の
畑
眼
も

持
っ
て
お
ら
れ
た
。
石
材
業
界
に
も
大
き
く
貢
献
し
た
事
で
あ
ろ
う
。
戦
時
中

は
大
谷
石
の
採
掘
場
が
中
島
飛
行
機

（現
在
の
富
士
重
エ
ス
バ
ル
）
の
地
下
工

場
に
な
る
な
ど
、
ご
苦
労
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
後
、
昭
和
天
皇
が
御

巡
幸
さ
れ
た
折
、
採
石
場
を
視
察
さ
れ
、
御
説
明
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
「そ

の
精
神
で
し
っ
か
り
や
る
よ
う
に
」
と
励
ま
さ
れ
た
と
感
激
し
て
お
ら
れ
た
。

一
九
五
〇
年
、
地
元
に
城
山
山
岳
会
を
創
り
会
長
に
就
任
。　
一
九
五
六
年
、

槙
隊
長
率
い
る
日
本
山
岳
会
隊
が
マ
ナ
ス
ル
登
頂
に
成
功
す
る
や
、
槙
隊
長
、

日
下
田
実
隊
員
ら
を
招
い
て
講
演
会
を
開
き
、
若
者
に
夢
と
感
動
を
与
え
、
多

く
の
優
秀
な
岳
人
が
育
っ
て
い
っ
た
。　
一
九
六
三
年
か
ら
栃
木
県
山
岳
連
盟
会

長
に
就
任
、
そ
の
レ
ベ
ル
・
ア
ッ
プ
、
遭
難
防
止
、
自
然
保
護
活
動
等
に
尽
力

さ
れ
た
。　
一
九
六
八
年
、
ボ
リ
ビ
ヤ

・
ア
ン
デ
ス
に
登
山
隊
を
送
り
、
最
高
峰

サ
ハ
マ
ｏ
イ
リ
マ
ニ
に
登
頂
、
三
つ
の
無
名
峰
の
初
登
頂
に
成
功
し
て
い
る
。

一
九
八
〇
年
、
栃
の
葉
国
体
で
は
、
地
元
岳
連
会
長
と
し
て
、
正
式
種
目
の
初

年
度
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
と
ご
苦
労
を
お
掛
け
し
た
が
、
運
営
面
、

競
技
面
で
も
す
ば
ら
し
い
成
績
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。　
一
九
八
二
年
会
長

を
退
い
た
が
、
請
わ
れ
て
名
誉
会
長
に
就
任
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
っ
た
。

渡
邊
さ
ん
は
、
本
業
の
石
材
業
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
実
業
家
と
し
て
多

方
面
に
わ
た
り
幅
広
い
活
躍
を
さ
れ
た
が
、
教
育
家
と
し
て
も
、
作
新
学
院
役

員
、
宇
都
宮
市
教
育
委
員
長
、
栃
木
県
教
育
委
員
会
連
合
会
長
等
多
く
の
役
職

悼

　

を
、
ま
た
社
会
事
業
家
と
し
て
も
下
野
三
楽
園
、
栃
木
県
保
護
観
察
協
会
、
警

察
官
友
の
会
等
の
役
員
と
し
て
社
会
に
大
き
く
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

追
　
　
渡
邊
さ
ん
は
、
海
外
登
山
に
出
か
け
る
若
い
者
を
前
に

「よ
り
高
く
、
よ
り

困
難
な
、
大
自
然
の
も
と
に
、
い
か
に
し
て
自
分
に
打
ち
克
つ
か
試
す
の
で
す
。

そ
し
て
細
心
に
計
画
を
樹
て
、
大
胆
に
行
動
せ
よ
」
と
諭
し
て
い
た
。

山
を
尊
び
、
山
を
愛
し
、
自
然
を
愛
し
、
郷
土
を
愛
し
、
石
を
愛
し
、
母
校

を
こ
よ
な
く
愛
し
た
方
で
あ
っ
た
が
、
人
情
に
厚
く
、
恩
義
を
忘
れ
な
い
方
で

あ
っ
た
。
日
本
山
岳
会
と
関
係
の
あ
る
話
を
ご
披
露
す
る
と
、　
一
九
六
〇

（昭

和
三
十
五
）
年
、
奥
秩
父

・
金
山
平
に
あ
る
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
功
労
者

・
木
暮
理
太

郎
翁
の
碑
を
移
築
す
る
話
が
持
ち
あ
が
っ
た
際
、
台
座
に
な
る
大
き
な
大
谷
石

を
ト
ラ
ッ
ク
で
送
り
届
け
て
い
る
。
後
日
、
渡
邊
さ
ん
の
お
宅
に
伺
っ
た
折
、

「慶
応
山
岳
部
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
佐
藤
久

一
朗
さ
ん
や
三
井
松
男
さ
ん
（と

も
に
故
人
、
三
井
さ
ん
は
日
本
山
岳
会
山
梨
支
部
長
で
同
支
部
発
起
人
の
ひ
と

り
で
あ
っ
た
）
の
頼
み
だ
か
ら
断
る
訳
に
は
い
か
な
い
よ
」
と
悠
然
と
し
て
話

さ
れ
て
い
た
。
書
斎
で
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
春
風
に
接
す
る
よ
う
で
心
の

安
ら
ぎ
を
覚
え
、
た
び
た
び
お
訪
ね
し
て
は
四
方
山
話
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

御
戒
名
も

「法
岳
院
秀
範
善
宏
之
徳
清
浄
居
士
」
と
申
し
上
げ
、
お
人
柄
を

よ
く
表
し
て
い
る
。
　

合
掌

（坂
口
二
郎
）

手

塚

晴

雄

氏

（
一
九
〇
七
上

九
九
四
）

手
塚
晴
雄
氏
は
本
会
元
理
事
磯
野
計
蔵
氏
と
同
期
で

一
九
三

一

（昭
和
六
）

年
三
月
に
東
京
商
科
大
学

（現

一
橋
大
学
）
を
卒
業
し
た
。
在
学
中
は
山
岳
部

に
あ
っ
て
活
躍
し
た
が
、
六
年
組
に
は
夭
折
し
た
中
島
嘉

一
郎
氏
を
は
じ
め
、
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磯
野
、
手
塚
、
金
田

一
郎
、
宇
佐
美
敏
夫
、
久
保
田
礼
治
、
横
倉
吟
三
郎
等
の

諸
氏
が
い
て
、
昭
和
三
年
、
四
年
組

（吉
沢

一
郎
氏
、
近
藤
恒
雄
氏
ら
）
に
つ

い
で
一
橋
山
岳
部
の
充
実
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

手
塚
氏
の
在
部
中
の
足
跡
は

『針
葉
樹
』
四
号
、
五
号
に
収
載
さ
れ
て
い
る

が
、　
一
九
二
八

（昭
和
三
）
年
三
月
尾
瀬
ヘ
ス
キ
ー
で
入
り
、
魃
ヶ
岳
、
景
鶴

山
、
至
仏
山
に
登
っ
た
ほ
か
五
月
に
八
ヶ
岳
川
俣
川
を
遡
行
し
た
こ
と
、
二
九

（昭
和
四
）
年
三
月
ス
キ
ー
で
乗
鞍
岳
登
行
、
同
年
七
月
浦
松
佐
美
太
郎
、
吉

沢
、
磯
野
氏
ら
と
霞
沢
三
本
槍
、
明
神
岳
、
穂
高
、
三
〇

（昭
和
五
）
年

一
月

槍
平
か
ら
飛
騨
乗
越
を
越
え
て
上
高
地
へ
下
っ
た
。
こ
の
時
は
風
雪
が
長
く
続

き
槍
の
肩
を
越
え
た
と
き
も
ひ
ど
い
風
雪
で
、
槍
の
穂
へ
登
る
の
を
断
念
さ
せ

ら
れ
た
と
あ
る
。
更
に
三
〇
年

一
月
二
十
九
日
か
ら
二
月
六
日
迄
関
東
学
生
登

山
連
盟
の
要
請
に
も
と
づ
き
早
大
山
岳
部
員
の
江
口
新
造
氏
と
白
馬
山
麓
細
野

周
辺

（現
白
馬
町
）
の
山
案
内
人
に
対
す
る
ス
キ
ー
講
習
会
の
講
師
と
し
て
出

か
け
て
い
る
。
こ
れ
で
み
る
と
手
塚
氏
は
同
期
生
の
な
か
で
は
ス
キ
ー
が
相
当

上
手
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

卒
業
後
も
富
士
ヘ
ス
キ
ー
を
も
っ
て
出
か
け
た
り
、
三
三

（昭
和
八
）
年

一

月
に
は
十
勝
岳
な
ど
へ
も
行
っ
て
、
戦
争
が
ひ
ど
く
な
る
迄
は
、
屡
々
山
や
ス

キ
ー
に
出
か
け
て
い
た
。

手
塚
氏
の
入
会
は

一
九
七
七

（昭
和
五
十
二
）
年
七
月
だ
か
ら
七
十
歳
ぐ
ら

い
の
と
き
な
の
で
随
分
お
そ
い
方
と
思
う
。
会
員
番
号
は
八
二
八
八

（紹
介
者

は
近
藤
恒
雄
、
望
月
）
。
特
に
入
会
の
動
機
が
あ
っ
た
よ
う
な
記
憶
も
な
い
が
、

古
い
仲
間
に
会
え
る
と
か
、
或
い
は
上
高
地
の
山
研
を
利
用
で
き
る
と
か
の
気

持
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
古
い
こ
と
な
の
で
私
自
身
は
っ
き
り
覚
え
て

い
な
い
。

Ｏ
Ｂ
会
で
あ
る
針
葉
樹
会
へ
も
昔
は
よ
く
出
席
さ
れ
た
が
、
最
近
は
あ
ま
り

顔
が
見
え
な
か
っ
た
。
私
が
お
目
に
か
か
っ
た
最
後
は

一
九
九
二

（平
成
四
）

年
十
二
月
に
近
藤
、
吉
沢
両
先
輩
の
卒
寿
の
お
祝
い
を
Ｏ
Ｂ
会
で
催
し
た
と
き

元
気
で
出
席
さ
れ
、
私
た
ち
と
部
歌

「山
讃
賦
」
を
声
高
ら
か
に
歌
わ
れ
た
と

き
で
あ
っ
た
。

手
塚
氏
は
卒
業
後
は
家
業
の
手
塚
株
式
会
社

（甲
斐
絹
等
の
織
物
製
品
を
扱

う
）
を
経
営
さ
れ
て
い
た
。
九
四

（平
成
六
）
年

一
月
十
四
日
脳
梗
塞
に
よ
り

八
十
六
歳
で
逝
去
さ
れ
た
の
を
知
っ
た
の
は

一
ケ
月
以
上
た
っ
て
か
ら
だ
が
、

昭
和
六
年
組
の
な
か
で
は

一
番
長
命
で
あ
っ
た
。
　

合
掌
。

（望
月
達
夫
）

日

野

悦

郎

氏

（
一
九
四
〇
上

九
九
四
）

人
生
の
全
て
を
、
山
に
賭
け
た
。
山
の
た
め
に
三
十
年
間
、
独
身
寮
で
、
山

そ
の
も
の
に
生
き
た
。
日
野
悦
郎
、
二
月
三
日
寒
い
朝
、
二
十
数
年
も
、
走
り

続
け
て
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
通
勤
の
途
中
、
突
然
の
心
臓
麻
痺
で
倒
れ
る
。

数
週
間
後
、
彼
の
多
く
の
遺
品
の
中
よ
り
、　
一
山
行
ご
と
に
酒
を
飲
み
な
が

ら
書
い
た
で
あ
ろ
う
、
数
百
枚
の
山
行
記
録
が
、
山
の
様
に
積
み
重
ね
合
っ
て

い
る
の
が
見
つ
か
っ
た
。
「山
へ
の
想
い
」
「高
所
登
山
へ
向
う
姿
勢
」
等
々
の

手
記
で
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
今
に
も

″
や
あ
、
白
石
さ
ん
〃
と
言
っ
て
、
彼

が
日
の
前
に
現
れ
そ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。

人
生
を
純
真
に
生
き
、
山
に
う
ち
込
む
姿
勢
は
、
自
分
自
身
に
は
極
め
て
厳
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し
く
、
他
人
に
は
穏
や
か
で
、
い
つ
も
落
ち
着
き
払
い
、
出
し
ゃ
ば
ら
ず
、
そ

し
て
た
と
え
八
〇
〇
〇
屑
を
登
頂
し
て
も
、
け
っ
し
て
粋
が
ら
ず
、
又
お
お
げ

さ
な
表
現
や
、
か
ざ
り
は
せ
ず
、
今
で
は
ま
れ
に
見
る
、
朴
訥
な
人
で
あ
っ
た
。

彼
は
工
業
高
校
卒
業
後
、
二
、
三
の
会
社
を
転
職
し
て
、　
一
九
六
七
年
に
黒

崎
窯
業
に
入
社
、
二
十
二
、
三
歳
よ
り
縦
走
や
、
岩
登
り
に
熱
中
し
て
い
た
。

彼
は
ま
も
な
く
職
域
山
岳
会
の
盛
ん
な
時
期
に
会
社
の
山
岳
部
に
入
部
、
七
三

年
の
夏
、
初
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
ヘ
向
か
う
。
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
・
ヘ

ル
リ
ン
稜
、
グ
レ
ポ
ン
南
峰
、
モ
ン
ブ
ラ
ン
他
、
針
峰
群
を
登
攀
し
、
ま
す
ま

す
岩
と
雪
の
世
界
へ
と
取
り
つ
か
れ
て
行
っ
た
。

日
野
さ
ん
と
の
初
め
て
の
出
会
い
は
、
七
三
年
の
五
月
、
福
岳
連
の
野
北
の

岩
登
り
講
習
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
は
私
が
小
さ
な
山
の
店
を
開
い
て
三
年
目
、

神
戸
ト
モ
ミ
ツ
製
の
吊
り
下
げ
テ
ン
ト

（今
の
ダ
ン
ロ
ッ
プ
テ
ン
ト
）
を
講
習

会
の
休
憩
時
に
張
っ
て
Ｐ
Ｒ
を
し
た
。
そ
の
時

一
人
の
長
身
の
、
い
か
に
も
山

好
き
そ
う
な
男
か
ら

「
こ
の
テ
ン
ト
で
は
春
山
、
冬
山
の
降
雪
や
強
風
に
は
耐

え
ん
の
で
は
な
い
？
」
と
聞
か
れ
、
そ
の
場
で
口
論
と
な
っ
た
の
が
縁
で
、
後

に
良
き
ラ
イ
バ
ル
に
な
り
、
又
最
強
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
交
流
を
深
め
る

こ
と
に
な
っ
た
。
彼
と
は
二
十
年
来
の
付
き
合
い
の
間
、
数
え
き
れ
な
い
程

一

緒
に
山
行
を
し
た
が
、
中
で
も
二
人
で
酒
を
飲
む
と
、
か
な
ら
ず
話
に
出
る
の

が
、
八
六
年
秋
の
チ
ョ
・
オ
ュ
ー

（八
二
〇

一
厨
）
遠
征
の
時
の
こ
と
だ
っ
た
。

北
九
州
ヒ
マ
ラ
ヤ
同
人
八
人
の
メ
ン
バ
ー
で
、
ゴ
ジ
ュ
ン
バ
氷
河
よ
り
東
稜

ル
ー
ト
で
臨
ん
だ
が
登
れ
ず
、
日
野
さ
ん
か
ら
の
西
稜
よ
リ
ア
ル
パ
イ
ン
ス
タ

悼

　

イ
ル
で
登
っ
た
ら
、
と
の
意
見
で
ま
と
ま
り
、
結
局
、
日
野
、
白
石
と
シ
ェ
ル

パ

一
人
、
ポ
ー
タ
ー
一
人
を
連
れ
十
日
分
の
食
糧
を
持
っ
て
雪
の
ナ
ン
パ

・
ラ

追
　

越
え
で
、
四
つ
の
氷
河
を
通
っ
て
、
十
日
間
か
か
っ
て
山
頂
直
下
七
二
五
〇
】Ｈ

に
最
終
テ
ン
ト
を
張
っ
た
。
ナ
ン
パ

・
ラ
ま
で
の
途
中
、
ポ
ー
タ
ー
に
夜
間
に

食
糧
を
食
べ
ら
れ
て
、
五
日
目
よ
り
朝
は
紅
茶
の
み
、
昼
は
ク
ラ
ッ
カ
ー
三
枚

と
あ
め
二
つ
ず
つ
、
夜
は
二
人
で
ア
ル
フ
ァ
ー
米

一
袋
、
最
終
テ
ン
ト
で
二
日

間
天
候
を
待
っ
た
が
良
く
な
ら
ず
、
十
二
日
目
の
夜
、
私
は
体
力
の
限
界
を
感

じ
て
、
「
日
野
さ
ん
、
食
糧
も
あ
と
わ
ず
か
や
し
降
り
よ
う
」
と
頼
ん
だ
が
逆

に
日
野
さ
ん
は
、
「俺

一
人
で
い
い
か
ら
登
ら
せ
て
く
れ
」
と

一
時
間
位
す
っ

た
も
ん
だ
の
末
に
、
お
互
い
命
の
保
証
は
自
分
で
持
と
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
十
月
十
六
日
、
日
野
さ
ん

一
人
で
山
頂
ヘ
ア
タ
ッ
ク
、
私
は
五
〇
〇
〇
屑

ま
で
下
り
て
日
野
さ
ん
の
帰
り
を
た
だ
た
だ
無
事
を
祈
っ
て
待
っ
た
。

二
日
後
の
四
時
頃
か
す
か
に

「白
石
さ
ん
」
と
言
う
声
が
。
気
の
せ
い
か
な

と
思
っ
て
い
る
と
五
、
六
分
後
目
の
前
に
現
わ
れ
、
「白
石
さ
ん
登
っ
た
バ
イ
」
。

ニ
コ
ッ
と
し
て
二
人
で
抱
き
合
っ
て
喜
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
ナ
ム
チ
ェ
バ
ザ
ー
ル

ま
で
五
日
間
、
ス
イ
ス
隊
の
捨
て
た
食
糧
を
拾
っ
て
食
べ
、
凍
傷
で
右
手
の
全

く
き
か
な
い
私
の
面
倒
を
見
て
く
れ
、
お
互
い
疲
労
困
億
の
死
闘
の
登
山
で

あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
チ
ョ
ｏ
オ
ユ
ー
よ
り
帰
国
後
九
二
年
に
チ
ベ
ッ
ト
の
シ
シ
ャ
パ
ン

マ

（八
〇
〇
八
屑
）
、
九
三
年
マ
ッ
キ
ン
レ
ー

（六

一
九
五
屑
）
と
残
り
の
時

間
を
予
測
し
た
か
の
よ
う
に
次
々
と
山
を
駆
け
め
ぐ
っ
て
い
っ
た
。
約
三
十
年

間
独
身
寮
の
つ
ま
し
い
生
活
に
身
を
置
き
神
通
力
を
養
い
、
山
に
向
か
う
執
念

は
壮
絶
で
あ
っ
た
。
鉄
人
日
野
と
言
わ
れ
た
彼
も
人
間
で
あ
っ
た
の
か
。
い
つ

も
の
よ
う
に
い
つ
も
の
道
を
走
っ
て
、
そ
の
ま
ま
天
国
ま
で
逝
っ
て
し
ま
っ
た
。

突
然
逝
か
れ
て
し
ま
っ
た
今
、
残
さ
れ
た
俺
達
の
心
の
中
に
日
野
悦
郎
は
し
っ

か
り
と
生
き
て
い
る
。
長
い
間
の
日
野
さ
ん
の
力
強
い
友
情
に
深
く
深
く
感
謝

し
て
謹
ん
で
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。
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略

一
九
四
〇
年

一
九
六
八
年

一
九
七
三
年

一
九
七
五
年

一
九
八

一
年

一
九
八
六
年

一
九
九
二
年

一
九
九
二
年

一
九
九
三
年

一
九
九
四
年

佐

藤

正

倫

氏

（
一
九
奎

上

九
九
こ

一
九
六
三
年
八
月
十

一
日
、
故
佐
藤
正
倫
は
、
栃
木
県
塩
谷
郡
氏
家
町
に
、

佐
藤
久
之
、
ミ
イ
御
夫
妻
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
氏
家
小
、
中
学
校
時
代

野
球
部
に
情
熱
を
燃
や
し
、中
学
時
代
主
将
と
し
て
県
大
会
に
出
場
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
大
田
原
高
校
を
経
て
、　
一
九
八
三
年
四
月
東
京
農
業
大
学
造
園
学

歴五
月
十
五
日
、
大
分
県
玖
珠
郡
に
て
出
生

黒
崎
窯
業
山
岳
部
入
部

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
、
モ
ン
テ
・
ロ
ー
ザ
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル

ン
、
グ
レ
ポ
ン
南
峰
、
モ
ン
ブ
ラ
ン
登
頂

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
、
ツ
ー
ル
、
ロ
ン
ド
北
壁
、
他
登
攀

ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
ニ
ル
ギ
リ
北
峰
、
西
稜
よ
り
登
頂

チ
ョ
・
オ
ユ
ー
、
西
稜
よ
リ
ア
ル
バ
イ
ン
ス
タ
イ
ル
で
登
頂

日
本
山
岳
会
入
会
、
会
員
番
号

一
一
〇
九
六
。
紹
介
者
　
吉
村

健
児
、
成
末
洋
介

シ
シ
ャ
パ
ン
マ
中
央
峰
登
頂

マ
ッ
キ
ン
レ
ー
登
頂
。
韓
国
、
雪
岳
山
山
行

二
月
三
日
　
ラ
ン
ニ
ン
グ
通
勤
途
中
、心
臓
麻
痺
に
よ
り
逝
去
。

享
年
五
十
四
歳

（自
石
宣
夫
）

科
に
入
学
、
同
時
に
山
岳
部
へ
入
部
し
、
山
登
り
を
志
す
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
の
山
登
り
に
最
も
影
響
を
与
え
た
、
当
時
山
岳
部
の
監
督
で
あ
っ
た
、
故

早
坂
敬
二
郎
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。

そ
の
頃
、東
京
農
大
山
岳
部
は
部
員
の
減
少
で
悩
ん
で
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

一
九
八
三
年
は
近
年
に
な
く
佐
藤
を
含
め
五
名
の
入
部
者
が
あ
り
、
久
し
ぶ
り

に
部
は
活
況
を
呈
し
、
今
後
の
活
動
に
希
望
が
わ
い
た
。

五
月
連
体
、
佐
藤
は
新
人
歓
迎
合
宿
の
八
海
山
で
初
め
て
本
格
的
な
山
登
り

を
し
て
い
る
。
後
日
、
こ
の
合
宿
の
彼
の
感
想
文
を
見
る
と
、
「山
に
登
っ
た

の
は
、
高
校
時
代
尾
瀬
に
ハ
イ
キ
ン
グ
に
行
っ
た
く
ら
い
で
他
に
登
っ
た
こ
と

は
な
い
。
こ
の
山
行
は
、
苦
し
く
て
し
ょ
う
が
な
く
、
先
輩
た
ち
に
沢
山
迷
惑

を
か
け
た
。
早
く
自
分
も
も
っ
と
強
く
な
り
、
先
輩
た
ち
の
よ
う
な
山
登
り
を

し
た
い
…
…
」
と
、
書
い
て
あ
っ
た
。
彼
の
山
登
り
を
始
め
る
動
機
は
、
尾
瀬

へ
行
っ
た
時
の
思
い
出
か
、
体
を
動
か
せ
る
何
か
を
し
て
み
た
か
っ
た
の
か
い

ず
れ
か
で
、
ご
く
単
純
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
後
、
東
京
農
大
山
岳
部
員
と
と
も
に
彼
は
、
年
中
山
登
り
を
す
る
よ
う

に
な
る
。
ま
た
、
早
坂
は
監
督
と
し
て
部
の
合
宿
に
は
全
て
入
り
、
登
山
技
術

は
も
と
よ
り
、
生
活
態
度
ま
で
、
公
私
に
わ
た
り
指
導
し
た
。
そ
の
努
力
が
、

織
内
信
彦
総
隊
長
の
も
と
、　
一
九
八
六
年
昆
奇
山
脈
七

一
六
七
屑
峰
初
登
頂
で

日
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。
佐
藤
は
同
期
の
沼
野
幸
正
と
と
も
に
学
生
に

も
か
か
わ
ら
ず
無
類
の
力
を
発
揮
し
、
頂
上
に
立
つ
。
こ
の
登
山
は
、
早
坂
に

と
っ
て
も
佐
藤
に
と
っ
て
も
、
東
京
農
大
山
岳
部
に
と
っ
て
も
、
国
内
だ
け
で

な
く
海
外

へ
と
自
分
た
ち
の
山
登
り
を
展
開
す
る
、新
た
な
出
発
点
と
な
っ
た
。

二
年
後
の
一
九
八
八
年
、
日
本
山
岳
会
主
催
の
三
国
合
同
登
山
隊
に
五
年
先

輩
の
故
馬
場
哲
也
と
と
も
に
参
加
し
、
ネ
パ
ー
ル
側
隊
員
中
最
年
少
隊
員
と
し
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追  悼

て
、
サ
ウ
ス
コ
ル
ま
で
達
し
た
。
こ
こ
で
日
本
山
岳
会
で
活
躍
す
る
人
々
と
知

り
合
い
、
山
登
り
は
も
と
よ
り
、
人
間
的
に
も
幅
を
広
げ
て
い
く
よ
う
に
な
っ

た
。一

九
八
九
年
、
ナ
ン
ガ

・
パ
ル
バ
ッ
ト

・
ラ
キ
オ
ト
ピ
ー
ク
東
南
稜
へ
東
京

農
大
山
岳
部
は
南
雲
和
雄
を
総
隊
長
に
、
早
坂
を
は
じ
め
、
十
三
名
か
ら
な
る

隊
で
挑
ん
だ
。
こ
こ
で
私
は
佐
藤
と
本
格
的
な
登
山
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
登
山
は
、
馬
場
を
落
雷
に
よ
っ
て
失
い
、
六
二
〇
〇
屑
地
点
ま
で
し
か
達

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
彼
の
担
当
は
、
装
備
で
、
長
大
な

屋
根
に
キ
ャ
ン
プ
を
八
つ
建
設
す
る
計
画
に
対
し
て
、
そ
つ
な
く
装
備
調
達
を

し
、
各
キ
ャ
ン
プ
ヘ
の
荷
上
げ
品
目
を
割
り
出
し
、
隊
に
貢
献
し
て
い
た
。
学

生
を
含
め
体
調
を
崩
し
て
い
く
隊
員
の
中
に
あ
っ
て
、
主
力
と
し
て
活
躍
し
て

い
た
姿
は
、
い
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
。

こ
の
ラ
キ
オ
ト
ピ
ー
ク
東
南
稜
失
敗
の
後
、　
一
九
九
〇
年
六
月
、
同
人
パ
イ

ネ
ニ
ア
ソ
ブ
隊
の
一
員
と
し
て
、
ナ
ン
ガ

・
パ
ル
バ
ッ
ト

・
デ
ィ
ア
ミ
ー
ル
壁

に
向
か
っ
た
。
天
候
悪
化
に
よ
り
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
失
敗
後
、
長
尾
妙
子
女
史

と
と
も
に
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
に
向
か
う
。
お
り
し
も
ス
ペ
イ
ン
登
山
隊
、
ラ
モ

ン
・
ボ
ル
テ
ィ
ア
も

一
緒
だ
っ
た
。
こ
の
時
の
想
い
を
、
「Ｎ
ａ
ｎ
ｇ
ａ
　
Ｐ

ａ
ｒ
ｂ
ａ
ｔ
一
九
八
九
報
告
書
』
に

「静
か
な
る
感
動
」
と
し
て
記
し
て
い
る
。

「
二
つ
の
小
ピ
ー
ク
を
越
え
、
頂
上
に
着
く
。
こ
こ
か
ら
は
…
…
悠
然
と
連

な
る
カ
ラ
コ
ル
ム
の
峰
々
、
そ
し
て
昨
年
…
…
東
京
農
業
大
学
が
挑
ん
だ
ラ
キ

オ
ト
ピ
ー
ク
東
南
稜
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ブ
ー
ル
が
踏
破
し
た
ジ
ル
バ
ー
プ
ラ
ト
ー

を
望
む
…
…
。
と
て
も
懐
か
し
い
光
景
で
あ
っ
た
。
感
動
が
静
か
に
私
を
包
ん

で
い
っ
た
。私
の
大
切
な
先
輩
で
あ
っ
た
二
人
の
遺
影
を
雪
の
中
に
埋
め
…
…
」

と
、
登
頂
の
想
い
を
書
き
綴
り
、
二
人
の
先
輩
の
遺
志
を
胸
に
秘
め
、
前
年
失

敗
し
た
、
こ
の
ナ
ン
ガ

・
パ
ル
バ
ッ
ト
に
雪
辱
を
期
し
て
登
っ
て
い
た
こ
と
が

伺
わ
れ
る
。
二
人
の
大
切
な
先
輩
と
は
、
ラ
キ
オ
ト
ピ
ー
ク
東
南
稜
で
亡
く
な
っ

た
馬
場
で
あ
り
、
も
う

一
人
は
白
馬
岳
で
亡
く
な
っ
た
中
島
真
也
で
あ
る
。

こ
の
登
山
で
は
大
学
山
岳
部
と
は
違
っ
た
社
会
人
の
人
達
の
山
登
り
で
あ
っ

た
。
特
に
こ
の
登
山
は
、
個
々
を
中
心
と
し
た
実
力
主
義
的
登
山
で
、
登
山
に

お
け
る
個
々
の
技
術
、
精
神
基
盤
の
大
切
さ
を
知
り
、
登
山
と
は
個
々
に
帰
す

る
も
の
だ
と
感
じ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
登
頂
し
た
に
せ
よ
、
後
日
、
「
や
っ

ぱ
り
農
大
の
仲
間
た
ち
と
登
り
た
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
早
坂
が

常
々
言
っ
て
い
た

「仲
間
た
ち
と
の
山
登
り
」
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
こ
と
は
否

め
な
い
。

こ
の
年
の
十

一
月
～
十
二
月
に
か
け
、
日
本
山
岳
会
が
登
ろ
う
と
し
て
い
た

ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
に
早
坂
と
と
も
に
偵
察
に
行
っ
た
。
故
大
西
宏
君
も

一
緒

だ
っ
た
。
大
西
君
と
は
三
国
合
同
隊
以
来
の
付
き
合
い
を
し
て
お
り
、
旧
知
の

仲
で
あ
っ
た
。　
一
応
の
偵
察
の
目
的
を
達
成
し
た
。

一
九
九

一
年
、
加
藤
和
夫
総
隊
長
、
早
坂
隊
長
の
も
と
に
東
京
農
大
プ
ロ
ー

ド

・
ピ
ー
ク
登
山
隊
に
参
加
す
る
。
早
坂
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
仲
間
と
の

山
登
り
を
願
い
実
行
し
て
い
た
結
果
で
あ
っ
た
。　
一
九
九

一
年
七
月
十
二
日
、

私
は
、
早
坂
、
八
幡
敏
正
、
佐
藤
、
谷
川
太
郎
の
農
大
の
仲
間
た
ち
と
と
も
に
、

初
の
八
〇
〇
〇
】
Ｈ峰
に
立
っ
た
。
メ
ン
バ
ー
の
先
頭
に
立
っ
て
、
佐
藤
は
こ
こ

で
も
中
心
的
な
働
き
を
す
る
。
私
が
頂
上
に
立
て
た
の
は
、
彼
の
力
あ
る
行
動

に
よ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
や
ま
な
い
。

こ
の
登
山
の
成
功
で
、
早
坂
の
組
ん
だ
完
壁
な
八
〇
〇
〇
陣
川峰
攻
略
の
タ
ク

テ
ィ
ク
ス
を
学
ん
だ
こ
と
が
佐
藤
に
と
っ
て
の
お
お
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
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一
九
九
二
年
三
月
、
山
登
り
の
師
で
あ
っ
た
早
坂
が
大
天
丼
岳
で
遭
難
し
、

行
方
不
明
と
な
っ
た
。
六
月
に
遺
体
を
発
見
し
、
収
容
す
る
ま
で
、
私
も
、
佐

藤
も
捜
索
活
動
に
没
頭
す
る
。
度
重
な
る
仲
間
た
ち
の
遭
難
は

「登
山
と
は
な

ん
ぞ
や
」
と
い
う
、
自
ら
へ
の
問
い
か
け
の
日
々
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
九
九
二
年
九
月
、
日
本
山
岳
会
主
催
の
日
中
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
登

山
隊
に
参
加
し
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
峰
へ
向
か
っ
た
。
早
坂
、
大
西
君
等
と
と

も
に
偵
察
に
行
っ
た
山
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
主
カ
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
、

見
事
登
頂
す
る
。
名
実
と
も
に
エ
キ
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
ク
ラ
イ
マ
ー
と
し
て

の
地
位
を
確
立
し
た
登
山
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。彼
か
ら
の
手
紙
に
「元
気
に
や
っ

て
い
ま
す
。
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅱ
峰
許
可
取
得
の
件
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」

と
短
く
書
い
て
あ
っ
た
。
彼
は
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
の
出
発
前
に
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル

ム
Ⅱ
峰
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
提
出
し
て
い
た
。

一
九
九
三
年
の
年
明
け
早
々
、
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅱ
峰
南
稜
か
ら
の
登
山
許

可
が
届
い
た
。
こ
の
登
山
計
画
は
、
早
坂
が

一
九
九
二
年
に
実
行
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
、
是
が
非
で
も
実
行
せ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
義
務
感
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
た
。
許
可
取
得
か
ら
五
ヶ
月
、
実

質
的
に
は
三
ヶ
月
ぁ
ま
り
で
実
行
に
移
す
も
の
で
、
実
に
ハ
ー
ド
な
も
の
で

あ
っ
た
。
早
坂
の
現
役
時
代
の
監
督
だ
っ
た
山
下
康
成
を
隊
長
に
、
大
林

一
成
、

谷
川
太
郎
、
長
久
保
浩
司
、
学
生
の
吉
田
裕

一
、
佐
藤
、
そ
し
て
私
と
、
計
七

名
。
こ
の
登
山
に
お
い
て
佐
藤
は
、
登
山
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
、
ル
ー
ト
エ
作
と
、

全
て
を
立
案
し
実
行
す
る
。
そ
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
は
、
ブ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク
で

早
坂
が
組
ん
だ
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

七
月
二
十
二
日
、
学
生
の
吉
田
を
含
め
、
登
攀
隊
員
全
員
、
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル

ム
Ⅱ
峰
南
稜
の
第
五
登
、
こ
の
ル
ー
ト
か
ら
日
本
隊
と
し
て
初
の
登
頂
に
成
功

し
た
。
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅱ
峰
登
山
は
、
佐
藤
に
と
っ
て
ブ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク

で
学
ん
だ
八
〇
〇
〇
屑
登
山
の
早
坂
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
を
見
事
に
立
証
し
た
登

山
で
あ
っ
た
。
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅱ
峰
出
発
前
、
明
治
学
院
■
ゥ
イ
ン
ズ
登
山

隊
よ
り
参
加
の
呼
び
か
け
が
あ
っ
た
。
こ
の
ト
ゥ
イ
ン
ズ
は
、　
一
九
六
三
年
に

農
大
山
岳
部
が
登
山
隊
を
送
り
出
し
、
七
〇
〇
〇
屑
で
敗
退
し
た
山
で
あ
る
。

古
き
農
大
山
岳
会
会
員
は
も
と
よ
り
、
佐
藤
に
と
っ
て
も
私
に
と
っ
て
も
ト
ゥ

イ
ン
ズ
は
執
念
の
山
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
九
九
三
年
九
月
、

ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅱ
峰
登
山
を
終
え
、
帰
国
し
て
か
ら

一
ヶ
月
ぁ
ま
り
で
佐
藤

と
谷
川
は
こ
の
登
山
に
出
発
し
た
。
彼
ら
の
今
の
力
か
ら
す
れ
ば
登
れ
る
と
い

う
確
信
に
近
い
思
い
が
あ
っ
た
。

十
月
十
八
日
午
後
八
時
を
廻
っ
た
こ
ろ
、
事
故
の
一
報
が
飛
び
込
む
。
佐
藤

遭
難
の
報
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
事
故
処
理
に
終
始
し
な
が
ら
、
実
感
の
な
い

日
々
を
も
ん
も
ん
と
送
っ
た
。
佐
藤
が
い
な
く
な
り
、
は
や

一
年
を
経
過
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
五
月
に
実
家
を
訪
ね
た
。
裏
の
杉
林
を
抜
け
る
と
田
植
え
の

済
ん
だ
ば
か
り
の
田
園
風
景
が
広
が
り
、
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
や
ん
わ
り

と
し
た
雲
が
た
な
び
い
て
い
た
。
ず
っ
と
前
に

「お
れ
ん
ち
は
牛
が
い
る
田
舎

だ
か
ら
な
あ
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。
そ
の
こ
と
以
外
、
佐

藤
は
あ
ま
り
自
分
を
語
ら
な
か
っ
た
。

彼
の
登
山
観
を
探
っ
て
み
た
。
そ
こ
に
は
早
坂
の
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
ヘ
の
追
随

が
見
え
隠
れ
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
登
山
は
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅱ
峰
の
成
功
で

早
坂
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
を
脱
し
、
こ
れ
か
ら
独
自
の
展
開
を
し
て
行
く
時
期
だ
っ

た
よ
う
な
気
が
す
る
。
佐
藤
と
は

「登
山
と
は
」
な
ど
と
大
上
段
に
話
を
し
た

こ
と
は
な
い
。
た
だ
、　
一
九
九
二
年
、
早
坂
兄
亡
き
後
、
監
督
を
引
き
受
け
て

か
ら
、
学
生
の
自
主
性
を
重
ん
じ
て
、
そ
の
計
画
を
行
お
う
と
し
て
い
た
ふ
し
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が
あ
る
。
合
宿
に
同
行
し
な
く
て
も
、
学
生
だ
け
で
で
き
る
よ
う
な
方
向
性
を

示
し
、
学
生
の
責
任
感
を
養
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
。
部
員
数
の
減
少
も
あ

り
、
そ
れ
ま
で
、
監
督
、
コ
ー
チ
が
毎
度
の
ご
と
く
入
山
し
て
い
た
。
し
か
し

そ
こ
に
は
、
技
術
は
養
わ
れ
る
が
甘
え
も
生
じ
や
す
い
こ
と
も
確
か
で
、
主
体

性
の
欠
如
も
生
じ
て
い
た
。
大
学
山
岳
部
は
、
四
年
間
と
い
う
短
い
サ
イ
ク
ル

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ひ
ず
み
が
で
き
や
す
い
体
質
が
あ
る
。
そ
う
し
た
現
状

の
中
で
後
輩
た
ち
に
で
き
得
る
だ
け
、
総
合
的
な
登
山
観
を
植
え
つ
け
、
早
坂

兄
や
仲
間
同
様
に
、
自
分
が
育
て
た
後
輩
と
、
い
つ
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
思
い
描
い

て
い
た
よ
う
だ
。

佐
藤
の
遭
難
は
、
ク
レ
バ
ス
ヘ
滑
落
と
い
う
基
礎
的
な
登
山
技
術
欠
如
に
あ

る
と
、
あ
る
人
は
言
っ
た
。
登
山
を
志
す
人
は
皆
そ
う
思
う
に
違
い
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
が
人
間
た
る
ゆ
え
ん
で
自
然
と
人
間
と
の
違
い
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

佐
藤
の
遭
難
の
後
、
私
ど
も
の
会
で
遭
対
委
員
会
を
作
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、

遭
難
を
起
こ
し
た
と
き
の
事
後
処
理
活
動
の
会
で
は
な
い
。
そ
れ
は
遭
難
を
起

こ
さ
な
い
た
め
の
対
処
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
佐
藤
と
こ
れ
か
ら
も
、
と
も

に
山
登
り
を
続
け
た
い
が
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
。

猛
暑
の
続
い
た
夏
の
終
わ
り
を
告
げ
る
か
の
よ
う
に
、
す
じ
を
帯
び
た
雲
が

空
に
流
れ
始
め
た
。
ナ
ン
ガ

・
パ
ル
バ
ッ
ト
、
プ
ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク
、
ガ
ッ
シ
ヤ

ブ
ル
ム
Ⅱ
峰
と
三
度
の
八
〇
〇
〇
房
に

一
緒
に
登
っ
た
と
き
の
喜
怒
哀
楽
の

日
々
を
想
い
、
彼
の
育
て
た
若
い
後
輩
た
ち
と
ま
た
次
の
山
登
り
を
計
画
し
た

い
と
思
う
昨
今
で
あ
る
。

（佐
藤
正
倫
氏
は

一
九
八
七
年
日
本
山
岳
会
に
入
会
。
会
員
番
号

一
〇

一
五

六
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（小
笠
原
岩
雄
）

会
報

「山
」
訃
報

・
追
悼
文

一
覧

一
九
九
二
年
七
月
号

（五
七
八
号
）

訃
報
　
野
口
末
延
氏

・
麻
生
武
治
氏

・
高
山
忠
四
朗
氏

（Ｙ
ｏ
Ｍ
）

八
月
号

（五
七
九
号
）

麻
生
武
治
さ
ん
の
思
い
出

（長
島
春
雄
）
、
山
に
還
っ
た
高
山
さ
ん

（赤
羽
孝

一
郎
）
、
杉
本
義
信
君
を
偲
ん
で

（小
林
勇
次
郎
）
、
麻
生
翁
の
ス
キ
ー
シ
ュ
プ
ー

ル

（市
川
義
輝
）
、
山
と
ス
キ
ー
の
古
い
友
達

・
麻
生
武
治
さ
ん
を
偲
ぶ

（佐

藤
テ
ル
）

十

一
月
号

（五
八
二
号
）

穂
高
岳
山
荘
の
今
田
重
太
郎
さ
ん
を
悼
む

（伊
藤
茂
）

訃
報
　
近
藤
恒
雄
氏

・
長
沢
佳
熊
氏

ｏ
工
楽
英
二
氏

・
鶴
岡
元
之
助
氏

（Ｙ
・

Ｍ
）

一
九
九
四
年

一
月
号

（五
八
四
号
）

訃
報
　
三
島
昌
夫
氏

（中
村
太
郎
）

四
月
号

（五
八
七
号
）

白
い
世
界
に
生
き
た
岩
下
莞
爾
さ
ん

（江
本
嘉
伸
）

五
月
号

（五
八
八
号
）

島
田
巽
さ
ん
を
偲
ぶ

（織
内
信
彦
）

追  悼
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部

だ

よ

り

海

道

支

部

平
成
五
年
度
は
役
員
の
交
代
年
度
に
あ
た
り
、
四
月
二
十
二
日
の
支
部
総
会

で
小
須
田
喜
夫
前
支
部
長
か
ら
野
田
四
郎
支
部
長
に
引
き
継
が
れ
、
他
の
支
部

役
員
も
約
半
数
が
入
れ
代
わ
り
支
部
事
務
所
も
変
更
し
た
。
平
成
四
年
度
事
業

報
告

ｏ
会
計
報
告
、
同
五
年
度
事
業
計
画
案

・
予
算
案
及
び
前
記
役
員
人
事
が

承
認
さ
れ
た
。

五
年
度
の
支
部
山
行
は
五
月
二
十
二
日
～
二
十
三
日
に
か
け
て
カ
ム
イ
シ
リ

山
、
七
月
十
七
日
～
十
八
日
日
高
イ
ド
ン
ナ
ッ
プ
岳
、
十
月
二
日
～
三
日
渡
島

半
島
の
南
白
水
岳
、
翌
年
二
月
十

一
日
～
十
三
日
ニ
セ
コ
山
群
で
の
ス
キ
ー
。

カ
ム
イ
シ
リ
山
は
二
十
二
日
夜
半
か
ら
雨
、
翌
朝
に
は
小
降
り
に
な
っ
た
が
濃

霧
で
、
参
加
者
の
半
数
は
濃
霧
の
中
を
登
頂
、
他
は
よ
う
や
く
芽
吹
き
だ
し
た

新
緑
の
森
林
を
散
策
し
春
の
野
の
花
を
楽
し
ん
だ
。
イ
ド
ン
ナ
ッ
プ
岳
は
支
部

創
立
二
十
五
周
年
記
念
山
行
で
、
ニ
イ
カ
ッ
プ
在
住
の
会
員
の
努
力
で
計
画
さ

れ
た
が
、
前
年
秋
の
台
風
で
途
中
道
路
が
崩
れ
て
お
り
、
新
し
い
登
山
道
の
状

態
も
不
明
で
あ
っ
た
の
で
、
六
月
五
日
～
六
日
に
か
け
て
新
役
員
で
下
見
に
出

掛
け
た
。
道
が
出
来
た
と
は
い
え
、
険
悪
な
シ
ュ
ン
ベ
ツ
川
と
ニ
イ
カ
ッ
プ
川

に
抱
か
れ
る
邊
か
な
る
山
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
知
ら
さ
れ
た
が
、
本
番
は
本

州
各
支
部
か
ら
の
参
加
者
を
含
め
行
動
十
二
時
間
の
末
無
事
登
頂
を
終
え
た
。

南
白
水
岳
は
道
南
の
山
、
昨
年
大
津
波
の
被
害
を
受
け
た
奥
尻
島
を
望
み
な
が

ら
、
天
気
に
恵
ま
れ
初
秋
の
ブ
ナ
林
を
登
る
静
か
な
山
で
あ
っ
た
。
今
ま
で
険

し
い
沢
登
り
と
薮
漕
ぎ
を
強
い
ら
れ
た
道
内
の
山
々
に
近
年
新
し
い
登
山
道
が

で
き
、
高
齢
者
に
も
登
山
の
機
会
が
増
し
た
が
、
昔
の
北
海
道
の
山
を
知
る
者

に
と
っ
て
は
、
時
代
の
変
化
を
感
ぜ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
二
月
の
ニ
セ
コ
は

山
頂
か
ら
新
雪
に
思
い
思
い
の
シ
ュ
プ
ー
ル
を
描
い
て
五
色
温
泉
に
下
っ
た
山

ス
キ
ー
組
、
家
族
連
れ
で
ゲ
レ
ン
デ
を
滑
る
者
、
夜
の
コ
ン
パ
、
皆
そ
れ
ぞ
れ

冬
の
一
時
を
楽
し
ん
だ
。

海
外
登
山
報
告
会
は
三
月
十
五
日
、
金
井
哲
夫
氏
の
国
後
島
チ
ャ
チ
ャ

（爺
々
）
ヌ
プ
リ
と
シ
ー

・
カ
ャ
ッ
ク
の
旅
、
高
澤
光
雄
氏
の
ネ
パ
ー
ル

・
ト

レ
ッ
キ
ン
グ
の
話
が
ス
ラ
イ
ド
を
ま
じ
え
て
行
わ
れ
、
そ
の
後
は
例
に
よ
っ
て

「
つ
る
」
の
二
次
会
に
流
れ
る
。

平
成
六
年
度
の
人
事
は
役
員
交
代
年
度
で
は
な
い
た
め
、
数
人
の
交
代
の
み

で
あ
っ
た
。
四
月
二
十

一
日
の
支
部
総
会
で
前
年
度
行
事
報
告

・
会
計
報
告
、

本
年
度
行
事
計
画

・
予
算
案
、
役
員
人
事
を
承
認
し
懇
親
会
に
な
っ
た
。

今
年
度
の
新
し
い
行
事
は
、
五
月
二
十
九
日
、
札
幌
近
郊
の
ミ
ス
マ
イ
林
道

で
森
林
観
察
会
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
林
は
第
二
次
世
界
戦
争
が
終
わ

る
ま
で
は
御
料
林
で
、
幸
い
昭
和
二
十
九
年
の
大
台
風
の
被
害
に
も
逢
わ
ず
、

大
正
初
期
に
植
林
さ
れ
た
ド
イ
ツ
ト
ウ
ヒ
の
美
林
と
エ
ゾ
マ
ツ
・
ト
ド
マ
ツ
と

広
葉
樹
が
混
交
し
た
見
事
な
森
林
で
あ
る
。
支
部
長
の
案
内
で
快
晴
の
森
林
散

策
と
晩
春

・
初
夏
の
花
と
樹
林
を
楽
し
ん
だ
。
北
海
道
は
御
承
知
の
よ
う
に
南

北
四
五
〇
キ
ロ、
東
西
五
〇
〇
キ
ロ、
日
本
全
上
の
約
四
分
の
一
弱
の
広
大
な
面
積

を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
分
散
す
る
約
二
百
人
の
会
員
に
出
来
る
だ
け
参
加
の

機
会
が
増
え
る
よ
う
、
支
部
山
行
は
全
道
各
地
で
行
う
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
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支 部 だ よ り

本
年
度
の
最
初
の
山
行
は
道
北
の
天
塩
岳
で
六
月
十

一
日
～
十
二
日
に
行
い
、

快
晴
の
も
と
残
雪
を
踏
ん
で
登
頂
し
た
。
遠
く
函
館
か
ら
参
加
し
た
会
員
も
あ

り
、
士
別
市
在
住
会
員
の
心
配
り
で
楽
し
い
登
山
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
次

は
七
月
十
六
日
～
十
七
日
、
中
央
高
地
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
側
の
ム
リ
岳
。
十
月

一

日
～
二
日
は

「お
月
見
」
を
か
ね
て
日
高
の
ビ
セ
ナ
イ
山
、
こ
こ
は
千
屑
ほ
ど

の
山
だ
が

「
日
高
山
脈
の
展
望
台
」
と
い
う
日
高
在
住
会
員
の
推
薦
で
決
ま
っ

た
。
冬
期
山
行
は
過
去
何
年
か
続
い
た
ニ
セ
コ
か
ら
離
れ
、
冬
山
の
レ
ベ
ル
ｃ

ア
ッ
プ
を
図
っ
て
十
勝
岳
周
辺
で
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
北
海
道
は
会
員
が
広
い
道
内
に
分
散
し
て
い
る
。
ま
た
ど

の
支
部
で
も
同
じ
と
思
う
が
年
令

・
経
験
等
に
も
大
き
な
拡
が
り
が
あ
る
。
こ

の
支
部
会
員
の
多
様
な
要
望
に
応
え
る
た
め
に
、
支
部
行
事
も
ま
た
多
様
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（野
田
四
郎
）

手
　
支
　
部

平
成
四
年
秋
の
例
会
―
十
月
三
日
岩
泉
町
安
家
の
か
む
ら
旅
館
に
望
月
達

夫

・
浅
野
孝

一
の
両
氏
も
来
て
下
さ
り
十
五
人
が
集
ま
っ
た
。
翌
四
日
は
あ
ま

り
天
候
が
良
く
な
か
っ
た
が
宮
古
の
会
員
渡
辺
さ
ん
の
先
導
で
紅
葉
の
美
し
い

野
辺
山
に
登
っ
た
。
幹
事
＝
鹿
野

・
渡
辺

・
須
々
田
。

第

一
回
青
森
ウ
エ
ス
ト
ン
祭
が
十
月
十
日
に
青
森
県
新
郷
村
で
開
催
さ
れ

た
。
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
青
森
支
部
が
出
来
て
い
な
い
の
で
岩
手
支
部
長
中
谷
が
会
長
代

理
で
参
加
し
た
。

平
成
五
年
総
会
等
を
二
月
二
十
八
日
に
開
催
し
た
。
午
前
中
の
支
部
委
員
会

で
総
会
提
出
議
題
の
審
議
を
し
、
午
後
盛
岡
自
治
会
館
で
ま
ず
上
野
幸
人
会
員

に
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
の
報
告
と
彼
の
登
山
観
を
話
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
後
に
数

年
ぶ
り
で
平
地
で
の
総
会
を
も
っ
た
。
二
十
二
人
の
参
加
で
諏
訪
会
員
の
議
長

の
下
で
滞
り
な
く
議
事
が
進
み
、
委
員
の
改
選
も
行
な
っ
た
。
早
速
委
員
会
を

開
催
し
て
支
部
長
に
中
谷
充
、
副
支
部
長
に
菊
池
修
身
を
互
選
し
た
。
そ
の
あ

と
懇
親
会
。
幹
事
＝
宮

・
立
花
。

春
の
例
会
―
四
月
十
七
日
、
金
ヶ
崎
町
金
ヶ
崎
温
泉
に
十
七
人
が
出
席
。
翌

十
八
日
は
登
山
口
か
ら
堅
い
雪
の
上
を
辿
っ
て
、
夏
油
三
山
の

一
つ
、
駒
ヶ
岳

に
登
っ
た
。
幹
事
＝
菊
池

（修
）
ほ
か
水
沢
の
会
員
。

五
月
二
十

一
日

「続
か
ぬ
か
平
の
山
々
・
二
上
純

一
氏
遺
稿
集
と
共
に
」
完

成
発
送
。
予
約
販
売
と
し
た
の
で
赤
字
を
出
さ
ず
に
済
ん
だ
。

夏
の
例
会
―
七
月
十
日
夏
油
温
泉
国
民
宿
舎
夏
油
山
荘
に
て
十
七
人
参
加
。

岩
手
医
大
高
次
救
急
セ
ン
タ
ー
の
安
井
豊
会
員
か
ら
中
高
年
登
山
者
の
問
題
点

と
救
急
法
に
つ
い
て
ス
ラ
イ
ド
と
実
技
を
ま
じ
え
て
講
演
を
し
て
い
た
だ
い

た
。
翌
十

一
日
は
曇
り
時
に
小
雨
の
な
か
を
夏
油
三
山
の
一
つ
で
あ
る
牛
形
山

に
登
っ
た
。
幹
事
＝
高
橋

（俊
）
・
高
橋

（博
）
。

東
北
集
会
は
九
月
十
八
日
山
形
支
部
主
管
で
山
形
市
西
蔵
王
山
荘
で
開
催
。

十
九
日
瀧
山
登
山
。
中
谷

・
欄
田

・
中
谷

・
阿
部
陽
子
参
加
。

秋
の
例
会
―
十
月
二
日
岩
泉
町
か
む
ら
旅
館
。
三
日
音
床
山
―
宇
霊
羅
山
縦

走
。
収
穫
皆
無
の
大
凶
作
地
域
で
茸
も
駄
日
で
熊
の
行
動
の
証
拠
ば
か
り
目
に

つ
く
状
態
で
あ
っ
た
。
幹
事
＝
山
崎
成

一
。

青
森
支
部
設
立
総
会
―
十

一
月
二
十
日
青
森
市
。
中
谷

・
菊
池

（修
）
ｏ
立

花

・
松
田

・
諏
訪
出
席
。
青
森
県
在
住
の
岩
手
支
部
会
員
七
人
が
新
青
森
支
部

に
移
籍
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（中
谷
　
充
）
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田
　
支

部

平
成
五
年
度
の
事
業
内
容
は
、
各
会
員
が
重
複
所
属
の
関
係
上
、
例
年
通
り

数
少
な
い
事
業
実
施
に
留
め
て
い
る
。

本
会
総
会
に
先
だ
っ
て
開
か
れ
た
支
部
総
会
は
、
十
九
名
の
出
席
の
も
と
に

開
催
。
会
計

・
事
業

・
予
算
案
な
ど
を
審
議
。
規
約
の
一
部
を
改
定

・
役
員
の

改
選
な
ど
を
行
っ
た
。

支
部
山
行
は
、
姉
妹
山
交
流
登
山
と
し
て
、
春
期

（六
月
）
は
韓
国
山
岳
会

慶
南
支
部

（金
英
文
支
部
長
ほ
か
十
二
名
）
、
並
び
に
韓
国
山
岳
会
本
会

（曹

斗
鉱
理
事
ほ
か
三
名
）
の
一
行
十
七
名
を
迎
え
、
新
緑
の
太
平
山
と
秋
田
駒
ヶ

岳
に
於
い
て
親
善
交
流
登
山
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
秋
期

（十

一
月
）
に
は
、

北
林
委
員
の
年
祝
い
と
し
て
北
林
山
を
計
画
し
た
が
、
諸
般
の
事
情
で
延
期
が

繰
り
返
さ
れ
、
代
っ
て
隣
接
の
皮
投
岳
を
実
施
。
し
か
し
、
ヤ
ブ
が
濃
く
県
境

に
て
中
止
。
急
拠
、
晴
天
に
気
を
良
く
し
て
、
帰
路
上
に
あ
る
竜
ヶ
森
に
登
っ

た
。山

形
支
部
主
管
の
東
北
支
部
集
会

（瀧
山
）
に
は
五
名
。
ま
た
年
次
晩
餐
会

に
は
こ
れ
ま
で
の
最
多
数
で
も
あ
る
十
三
名
が
出
席
。
そ
の
他
自
然
保
護
全
国

集
会
な
ど
に
も
出
席
し
、
共
に
懇
親
を
深
め
た
。

支
部
会
報
の
発
行
は
増
刊
し
て
三
回
、
通
算
二
十
六
号
に
至
っ
て
い
る
。
新

入
会
員
は
三
名
、
実
質
会
員
は
六
十
二
名
と
初
の
六
十
代
を
越
え
た
。

（佐
々
木
民
秀
）

形

支
　
部

　

４６

∧

一
九
九
二
年
度
∨

支
部
山
行
を
よ
り
活
発
に
、
と
の
総
会
で
の
目
標
を
生
か
そ
う
と
、
九
二
年

度
は
次
の
山
行
を
行
っ
た
。

六
月
　
雁
戸
山

（清
掃
登
山
）
、
鳥
海
山

・
大
平
口

（清
掃
登
山
）

七
月
　
面
白
山

・
紅
葉
川

九
月
　
甑
岳

（親
子
で
地
形
を
観
察
す
る
会
）

十
月
　
鳥
海
山

・
清
吉
新
道

十

一
月
　
男
加
無
山

二
月
　
蔵
王

（樹
氷
原
を
滑
る
会
）

二
月
　
雲
山

（悪
天
候
の
た
め
中
止
）

こ
の
他
、
支
部
行
事
と
し
て
、
四
月

・
総
会
。
十
二
月

・
晩
餐
会

（銀
山
温

泉
）
を
実
施
し
た
。
支
部
報
は
本
年
度
は
諸
種
の
事
情
で
発
行
で
き
な
か
っ
た

が
、
九

一
年
八
月
の

「韓
国

・
雪
岳
山
登
山
報
告
」
を
作
成
し
会
員
に
配
布
し

た
。三

月
に
、
支
部
に
は
所
属
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
日
本
山
岳
会
若
手
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
活
躍
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
山
形
県
羽
黒
町
出
身
の
早
坂
敬
二
郎
氏
が

大
天
丼
岳
に
お
け
る
雪
崩
に
よ
り
短
い
生
涯
を
と
じ
ら
れ
た
。
同
郷
の
山
形
人

と
し
て
、
深
い
哀
悼
の
意
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
二
月
上
旬
、
佐
藤
淳
志
氏
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
酒
田
地
域
の
若
い
会

員
グ
ル
ー
プ
が
、
厳
冬
期
の
鳥
海
新
山
北
壁
に
五
度
目
の
挑
戦
を
し
た
が
、
強

烈
な
風
雪
に
妨
げ
ら
れ
、
今
回
も
初
登
を
果
た
せ
な
か
っ
た
。

ひ
る
が
え
っ
て
み
る
と
、
個
々
人
の
山
行
は
活
発
で
意
欲
的
な
も
の
は
あ
る



と
し
て
も
、
支
部
会
員
の
心
の
結
集
と
い
う
姿
で
の
実
績
に
つ
い
て
、
も
っ
と

何
か
を
求
め
た
い
。
そ
ん
な
思
い
の
九
二
年
の
ま
と
め
で
あ
る
。

∧

一
九
九
三
年
度
∨

平
均
年
令
の
高
い
支
部
な
り
の
、
和
や
か
で
且
つ
ゆ
る
や
か
な
行
事
が
主
流

を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
を
少
し
で
も
抜
け
出
す

一
面
を
も
つ
く
り
、
新
鮮
な
風

を
自
分
達
自
身
の
中
に
吹
き
こ
も
う
と
の
希
い
を
こ
め
て
こ
の
年
を
過
ご
し

た
。

五
月
　
総
会

（西
川
町
克
雪
セ
ン
タ
ー
）

役
員
改
選
―
大
橋
支
部
長
再

任
、
真
田
事
務
局
長
新
任

ク
　

丁
岳
偵
察
行

六
月
　
摩
耶
山

（清
掃
登
山
）

七
月
　
東
北
集
会
の
コ
ー
ス
試
登

（瀧
山
）

七
～
八
月
　
利
尻
山

九
月
　
瀧
山

（東
北
支
部
集
会
）

十
月
　
丁
山
地

（笹
子
―
丁
―
萱
森
―
笹
子
）

十

一
月
　
鳥
海
山

十
二
月
　
支
部
年
次
晩
餐
会

（赤
倉
温
泉
）

十
二
月
～

一
月
　
ェ
ベ
レ
ス
ト
山
麓
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

こ
の
他
に
、
会
員
個
々
の
山
行
と
し
て
、
天
山
ハ
ン
テ
ン
グ
リ
峰
、
黒
伏
山
、

キ
ナ
バ
ル
山
、
カ
ナ
ダ

ｏ
ス
キ
ー
行
等
々
が
あ
っ
た
。

よ
　

　

東
北
集
会
は
山
形
支
部
が
担
当
と
な
り
、
そ
の
準
備
と
実
施
を
通
し
て
支
部

だ
　

会
員
の
結
集
と
い
う
稔
り
が
得
ら
れ
た
。
そ
し
て
当
地
特
有
の
芋
煮
の
夕
の
前

部
　

夜
祭
を
行
い
、
各
地
か
ら
四
十
六
名
の
参
加
を
得
て
盛
会
裡
に
秋
色
の
瀧
山
を

支

　

登
り
終
え
た
。

特
筆
し
た
い
の
は
、
自
然
保
護
委
員
の
佐
藤
淳
志
会
員
が
殆
ん
ど
独
力
で
、

鳥
海
山
の
イ
ヌ
ワ
シ
の
観
察
を
厳
し
い
冬
期
ま
で
続
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
い
っ
た
無
償
の
行
為
が
人
々
や
行
政
に
伝
わ
り
、
次
第
々
々
に
自
然
保
護
の

輪
を
広
げ
て
ゆ
く

一
つ
の
核
と
な
る
こ
と
を
念
ず
る
も
の
で
あ
る
。

年
度
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
集
ま
る
こ
と
の
悦
び
と
い
う
原
点
に
、
支
部

会
員
の
参
加
す
る
姿
が
少
々
も
の
足
り
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
現
実
と

し
て
見
つ
め
よ
う
と
思
う
。
こ
の
小
さ
い
支
部
の
中
で
、
支
部
会
員
が
支
部
に

何
を
求
め
て
い
る
の
か
。
も
し
か
し
た
ら
果
て
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
こ
の
問

い
を
、
互
い
に
反
応
さ
せ
合
い
な
が
ら
今
後
の
支
部
を
形
造
っ
て
ゆ
き
た
い
。

（大
橋
克
也
）

城
　
支
　
部

一
九
九
四
年
六
月
現
在
の
支
部
会
員
は
五
十
六
名
で
あ
る
。
年
に

一
～
二
名

で
は
あ
っ
て
も
、
会
員
が
ふ
え
て
ゆ
く
こ
と
は
大
変
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

わ
が
支
部
も
中
高
年
が
多
い
が
、
山
行
意
欲
は
新
入
会
員
に
劣
ら
ず
な
お
盛
ん

で
、
毎
回
多
く
の
会
員
の
参
加
を
得
て
お
り
支
部
と
し
て
の
山
行
計
画
に
対
す

る
希
望
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
希
望
に
沿
う
べ
く
宮
城
県
内
や
近
県
を
中

心
に
、
低
い
山
で
も
手
軽
に
出
掛
け
ら
れ
る
山
行
を
続
け
て
い
る
。

九
三
年
度
の
山
行
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
六
月
十
二
～
十
三
日
＝
船
形

山
自
然
保
護
山
行

・
十
二
名
参
加
、
七
月
三
十

一
日
～
八
月

一
日
小
又
山

（山

形
県
最
上
町
）
・
十
名
、
八
月
二
十
九
日
＝
蔵
王
丸
山
沢

（沢
登
り
）
ｏ
十
二
名
、

九
月
十
八
日
～
十
九
日
＝
東
北
地
区
集
会

（山
形
県
瀧
山
）
。
九
名
、
九
月
二

十
五
日
～
二
十
六
日
＝
栗
駒
山
ド
ゾ
ウ
沢

（沢
登
り
）
・
六
名
、
十
月
二
十
三
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日
～
二
十
四
日
＝
真
昼
岳

（岩
手

・
秋
田
県
境
）
・
六
名
、
十

一
月
十
四
日
＝

オ
ボ
コ
ン
ベ
山

（宮
城
県
内

・
山
名
研
究
）
。
十
六
名
、
九
四
年

一
月

一
日
＝

泉
ヶ
岳

・
五
名
、　
一
月
二
十
二
～
二
十
三
日
＝
蔵
王
刈
田
岳

・
五
名
、
二
月
二

十
六
日
＝
山
形
蔵
王

・
三
名
、
三
月
十
二
～
十
三
日
＝
ス
キ
ー
登
山
会

（山
形

蔵
王
）
＝
十

一
名
。
以
上
が
支
部
主
催
の
山
行
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
会
員
が

他
に
所
属
す
る
会
の
山
行
は
省
略
し
た
。
ま
た
支
部
の
他
の
行
事
で
は
、
九
三

年
度
年
次
総
会
＝
四
月
二
十
八
日

・
二
十
三
名
参
加
、
ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
＝

八
月
二
十
四
日

・
十
九
名
、
支
部
年
次
晩
餐
会
＝
十
二
月
七
日

・
二
十
七
名
、

ほ
か
役
員
会
を
二
回
開
催
し
た
。

九
四
年
度
の
計
画
は
春
の
総
会
で
決
定
し
て
い
る
が
、
合
計
十
五
の
事
業
を

持
つ
こ
と
に
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
す
で
に
実
施
済
み
で
あ
る
。

な
お
九
月
十
～
十

一
日
は
平
成
六
年
度
の
東
北
地
区
集
会
が
宮
城
支
部
の
当
番

に
よ
り
仙
台
市
郊
外
の
七
ツ
森
で
行
わ
れ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
宮
城
支
部
の
山
行
は

一
人
で
も
多
く
の
会
員
が
参
加
で

き
る
よ
う
に
手
頃
に
企
画
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
も
本
部
や
各
支
部
に

も
ご
案
内
を
差
し
上
げ
て
き
た
が
、
今
後
と
も
多
く
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
る
。

九
三
年
度
、
宮
城
支
部
で
の
悲
し
い
出
来
事
は
岡
田
幸
千
生
会
員

（七
〇

一

一
番
）
の
逝
去

（十
月
二
十
四
日
）
で
あ
っ
た
。
八
十
四
歳
の
高
齢
で
あ
っ
た

か
ら
最
近
は
支
部
の
仲
間
と
山
行
を
共
に
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
は
い
た

が
、
七
十
五
歳
を
過
ぎ
る
ま
で
時
々
は
マ
イ
ペ
ー
ス
で
仲
間
と
と
も
に
山
を
楽

し
ま
れ
、
ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
に
は
奥
様
同
伴
で
出
席
し
、
歓
談
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
電
気
通
信
に
関
す
る
わ
が
国
の
第

一
人
者
だ
っ
た
氏
か
ら

パ
ー
テ
ィ
ー
の
折
な
ど
に
か
み
砕
い
た
お
話
し
を
お
聞
き
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
今
で
は
そ
れ
も
か
な
わ
ぬ
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
稿
を
終
え
る
に
あ

た
り
こ
こ
に
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（西
郡
光
昭
）

後
　
支
　
部

一
年
程
前
に
、
前
副
会
長
の
松
田
雄

一
さ
ん
の
ご
努
力
に
よ
り
、
全
会
員
の

年
齢
別
の
状
況
が
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
に
私
は
、
こ
れ
は
会
員
構
成
年
齢

の
若
返
り
に
は
か
な
り
の
努
力
が
必
要
だ
な
と
い
う
感
じ
を
強
烈
に
受
け
た
も

の
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
表
の
数
字
の
物
語
る
も
の
は
、
恐
ら
く
各
支
部
に
お
け
る
共
通
の
問
題

点
と
実
情
と
も
思
え
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
ゆ
る
や
か
に
変
化
し
て
行

く
症
状
に
は
、
大
部
分
の
人
が
気
付
く
事
が
遅
く
な
る
の
で
恐
ろ
し
い
。
気
が

付
い
た
時
に
は
空
洞
化
が
始
ま
っ
て
す
で
に
手
遅
れ
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る

の
で
な
か
ろ
う
か
。
症
状
を
、
数
字
で
段
階
化
し
、
そ
の
組
織
の
現
在
を
判
断

す
る
基
準
を
作
る
等
、
症
状
の
キ
ャ
ッ
チ
策
、
対
応
策
等
多
け
れ
ば
多
い
程
よ

い
と
思
え
る
。
産
業
界
、
趣
味
の
世
界
を
問
わ
ず
、
旗
を
振
る
側
の
人
達
に
と
っ

て
、
ア
ン
テ
ナ
を
錆
付
か
せ
る
こ
と
は
命
取
り
と
な
り
得
る
。

ご
多
分
に
洩
れ
ず
、
越
後
支
部
で
も
会
員
年
齢
の
高
齢
化
は
始
ま
っ
て
い
る

様
で
あ
る
。
事
務
局
で
あ
っ
て
も
そ
の
辺
は
調
査
し
た
訳
で
は
な
く
、
な
に
か

漠
然
と
し
た
不
安
感
を
肌
に
感
じ
て
い
る
の
は
、
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
調
査

の
必
要
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。

か
つ
て
、
故
藤
島
初
代
支
部
長
が
、
精
力
的
に
会
員
を
勧
誘
し
、
維
持
し
続

け
て
来
た
情
熱
の
源
泉
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
興
味
深
く
、
そ
の
業
績



の
足
跡
を
見
直
し
て
い
る
こ
の
頃
で
も
あ
り
ま
す
。

我
々
の
支
部
も
、
第
二
世
代
か
ら
第
三
世
代
に
さ
し
か
か
っ
て
い
て
、
今
、

過
渡
期
を
迎
え
て
い
る
。
た
だ
単
に
仲
が
良
い
の
が

一
番
よ
ろ
し
い
と
い
う
時

代
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。
本
部
と
支
部
と
の
関
連
か
ら
鑑
み
て
、
最
良
と
思
え

る
運
営
見
本
を
自
己
の
身
内
に
持
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
余
り
に
か
け
離

れ
た
運
営
を
、
惰
性
で
続
け
て
来
な
か
っ
た
ろ
う
か
、
私
自
身
も
反
省
し
き
り

で
あ
る
。

ガ
ラ
ス
張
り
の
運
営
と
会
計
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
に
ぎ
り
の
委
員

に
よ
る
院
政
的
運
営
や
、金
銭
的
事
後
承
諾
等
は
排
除
さ
れ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

何
が
あ
っ
て
も
充
分
に
機
能
し
な
い
、
有
名
無
実
で
あ
っ
た
委
員
会
を
ど
う
機

能
さ
せ
、
本
部
の
運
営
と
有
機
的
に
つ
な
げ
て
ゆ
く
か
、
比
較
的
若
い
世
代
の

委
員
諸
氏
に
自
覚
の
心
が
湧
き
上
が
っ
て
来
て
い
る
。
心
よ
い
緊
張
感
を
持
っ

た
、
清
々
し
い
雰
囲
気
を
造
り
あ
げ
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。（山

田
　
勲
）

梨
　
支
　
部

平
成
六
年
度
の
総
会
は
四
月
十
五
日
開
催
さ
れ
、
大
沢
支
部
長
が
御
高
齢
の

為
、
引
退
な
さ
る
と
の
こ
と
で
、
支
部
長
が
新
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
不
肖

私
が
、
山
梨
支
部
八
十
六
名
の
責
任
者
を
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

よ
　

た
。
全
国
の
会
員
の
皆
様
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

だ
　

　

さ
て
総
会
で
は
、何
と
云
っ
て
も
昨
年
の
全
国
支
部
懇
談
会
の
報
告
で
し
た
。

部
　

心
配
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
山
梨
支
部
も
、
平
成
三
年
度
の
総
会
以
来
、
新
し
い

支
　

執
行
部
が
誕
生
し
、
支
部
行
事
も
軌
道
に
乗
っ
て
参
り
ま
し
た
。
特
に
本
部
の

事
業
で
あ
り
ま
す
、
全
国
支
部
懇
談
会
を
、　
一
昨
年
の
会
場
の
福
岡
よ
り
、
長

距
離
電
話
で
明
日
に
は
次
年
度
の
会
場
を
発
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
こ

と
で
、
理
事
の
藤
井
氏
よ
り
依
頼
を
受
け
、
山
梨
が
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に

致
し
ま
し
た
。
目
的
を
も
っ
て
支
部
運
営
に
当
る
こ
と
は
、
支
部
の
結
束
に
も

又
、
運
営
に
も
張
り
が
あ
り
、
良
い
結
果
が
生
ま
れ
る
も
の
と
意
気
込
ん
で
、

役
員
会
に
も
承
認
さ
れ
昨
年
は
当
初
か
ら
、
支
部
懇
談
会
の
議
題
で
終
始
い
た

し
ま
し
た
。
「錦
秋
の
奥
秩
父
、
木
暮
理
太
郎
を
偲
ん
で
」
と
題
し
て
御
案
内

を
申
し
上
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
東
京
を
初
め
全
国
十
六
支
部
の
会
員
の
多
数
の

御
参
加
を
戴
き
、
好
評
の
う
ち
に
終
了
出
来
ま
し
た
こ
と
、
心
か
ら
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

又
、
海
外
登
山
の
計
画
が
あ
り
、
こ
れ
は
山
梨
岳
連
が
中
心
と
な
っ
て
、
ア

ム
ネ
マ
チ
ン
峰
へ
の
派
遣
が
実
施
さ
れ
、
支
部
員
五
名
が
参
加
し
、
登
頂
に
成

功
い
た
し
ま
し
た
。
支
部
独
自
の
海
外
計
画
は
今
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

支
部
員
は
別
の
そ
れ
ぞ
れ
の
会
に
席
を
置
き
、
登
山
活
動
を
い
た
し
て
い
る
会

員
が
居
り
ま
す
の
で
、
支
部
山
行
は
懇
親
登
山
が
中
心
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。

本
年
度
も
、
深
田
祭

・
木
暮
祭
に
続
い
て
、
七
月
の
納
涼
懇
親
登
山
、
秋
の
山

行
、
冬
の
ス
キ
ー
を
使
っ
て
の
山
行
と
温
泉
の
宿
と
予
定
を
い
た
し
て
お
り
ま

す
。
又
九
十
周
年
の
行
事
で
あ
り
ま
す
、
静
岡

ｏ
信
濃

・
越
後
と
の
交
流
懇
親

会
の
計
画
も
す
す
め
て
考
え
て
居
り
ま
す
。

又
さ
ら
に
今
後
は
、
全
国
の
支
部
を
訪
問
し
な
が
ら
、
登
山
計
画
を
思
案
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
支
部
員
も
年
々
増
加
し
て
居
り
ま
す
の
で
、
会

員
の
皆
様
の
期
待
に
こ
た
え
る
支
部
の
運
営
を
配
慮
し
な
が
ら
、
今
後
の
支
部

を
考
え
て
参
る
つ
も
り
で
す
。
毎
月
の
役
員
会
は
甲
府
市
の
会
員
宅
で
あ
り
ま

す

「
田
原
屋
」
に
て
開
催
し
、
ワ
イ
ン
で
乾
杯
し
な
が
ら
、
な
ご
や
か
な
役
員
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会
で
会
の
指
針
を
定
め
て
居
り
ま
す
。
全
国
の
会
員
の
皆
様
、
山
梨
へ
の
登
山

計
画
の
折
に
は
是
非
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。
お
待
ち
い
た
し
て
居
り
ま
す
。

（古
屋
学
而
）

都
　
支
　
部

平
成
六
年
度
京
都
支
部
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
元
日
本
山
岳
会
会
長
、
ま
た
、

京
都
支
部
産
み
の
親
で
あ
る
故
今
西
錦
司
先
生
の
記
念
碑
を
、
京
都
北
山
に
建

立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
三
回
忌
に
合
わ
せ
、
先
生
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
ゆ
か

り
の
地
に
記
念
碑
を
、
と
の
計
画
が
持
ち
上
が
り
、
全
国
の
Ｊ
Ａ
Ｃ
会
員
諸
兄

姉
に
ご
助
力
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
会
員
か
ら
ご
支
援
を
い
た
だ
い

た
。
京
都
北
山
は
、
学
者
、
登
山
家
、
探
検
家
と
し
て
の
今
西
先
生
を
育
ん
だ

揺
藍
の
地
で
あ
り
、
建
立
地
の
直
谷
は
、
ヒ
ラ
タ
カ
ゲ
ロ
ウ
の
生
態
調
査
か

ら

「棲
み
分
け
理
論
」
を
生
ん
だ
鴨
川
の
源
流
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
北
山

の
中
心
部
と
も
云
う
べ
き
と
こ
ろ
で
、
近
く
に
は
魚
谷
山
、
貴
船
山
が
あ
り
、

碑
は
清
ら
か
な
流
れ
の
ほ
と
り
の
苔
む
し
た
自
然
石
に
砲
金
製
の
レ
リ
ー
フ
を

嵌
め
込
ん
だ
も
の
で
、
周
囲
の
自
然
に
溶
け
こ
む
よ
う
に
建
っ
て
い
る
。
六
月

十
二
日
の
除
幕
式
に
は
、
遺
族
、
支
部
会
員
は
じ
め
遠
来
の
会
員
を
合
わ
せ
百

余
名
が
参
加
し
た
。
こ
の
日
を
心
待
ち
に
さ
れ
て
い
た
と
云
う
愛
弟
子
の
前
国

立
民
族
学
博
物
館
館
長
の
梅
悼
忠
夫
さ
ん
も
不
自
由
な
目
を
お
し
て
駆
け
つ
け

ら
れ

「
こ
の
地
は
奇
し
く
も
旧
三
高
山
岳
部
の
山
小
屋
の
あ
っ
た
場
所
で
、
今

西
先
生
に
と
っ
て
も
私
に
と
っ
て
も
山
の
原
点
の
地
で
あ
る
。
先
生
が
思
い
出

深
い
北
山
に
戻
っ
て
来
ら
れ
大
変
う
れ
し
い
」
と
あ
い
さ
つ
を
さ
れ
た
。
秋
に

は
記
念
碑
の
完
成
を
祝
う
披
露
の
会
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。

さ
て
、
支
部
が
二
年
に
亘
リ
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
取
り
組
ん
だ

「山
城
三
十
山
」

も
昨
年
六
月
魚
谷
山
を
最
後
に
終
了
し
た
。
参
加
人
員
は
延
べ
三
百
八
十
四
名
　
２５

を
数
え
会
員
交
流
の
輪
も
大
い
に
拡
が
り
成
功
で
あ
っ
た
。
三
十
山
完
登
を
記

念
し
て
こ
の
秋
を
目
途
に
出
版
の
準
備
が
進
ん
で
い
る
。
「山
城
三
十
山
」
は
、

今
西
先
生
達
が
京
都

一
中
時
代
に
京
都
の
山
々
か
ら
三
十
山
を
選
定
し
名
付
け

た
も
の
で
あ
る
。
北
山
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
、
日
本
を
代
表
す
る
ア
ル
ピ
ニ
ス

ト
達
は
、
そ
の
ま
ま
京
都
の
登
山
史
で
あ
る
。

そ
の
他
の
活
動
と
し
て
は
、
恒
例
に
な
っ
た
関
西
支
部
と
の
ス
キ
ー
登
山
。

今
年
は
福
井
支
部
に
も
声
を
か
け
、
「銀
杏
峰
」

へ
。
新
緑
山
行
は
岐
阜
支
部

と
合
同
で
奥
美
濃
の

「西
の
水
」
に
、
何
れ
も
四
十
名
近
い
参
加
が
あ
り
近
隣

支
部
と
の
交
流
を
深
め
て
い
る
。
そ
の
他
岩
登
り
、
沢
登
り
、
ス
ケ
ッ
チ
山
行

等
。
第
三
水
曜
に
開
催
す
る
山
水
会
で
は
、
主
な
も
の
に
映
画

「
カ
ラ
コ
ル
ム
」

の
上
映
が
あ
っ
た
。
三
十
九
年
前
の
京
都
大
学
カ
ラ
コ
ル
ム
、
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
ユ

探
検
隊
の
貴
重
な
フ
ィ
ル
ム
で
あ
る
。
隊
員
で
あ
っ
た
藤
田
和
夫
さ
ん
を
お
招

き
し
興
味
深
い
お
話
を
伺
っ
た
。
今
年
の
国
宝
見
学
は
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
宝

物
を
拝
観
し
た
。
支
部
行
事
も
定
着
し
年
々
盛
り
上
り
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、

支
部
だ
よ
り
は
年
四
回
発
行
。
最
近
号
の
、
山
本

一
夫
会
員
の

「目
指
そ
う
最

強
の
支
部
」
な
る
た
の
も
し
い
一
文
は
、
京
都
支
部
設
立
十
周
年
を
目
前
に
力

強
い
宣
言
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（朝
倉
英
子
）

山
　
支
　
部

六
月
に
四
十
五
周
年
記
念
事
業
を
終
え
、
五
十
周
年
に
向
け
て
の
ス
テ
ッ
プ

を
踏
み
だ
し
た
。



支
部
通
信
も
予
定
ど
お
り
四
回
を
発
行
し
た
が
、
内
容
は
例
会
の
報
告
、
会

員
の
ニ
ュ
ー
ス
が
中
心
で
あ
り
少
し
ず
つ
内
容
を
充
実
さ
せ
た
い
。

支
部
の
運
営
は
本
部
よ
り
の
還
元
金
の
み
で
行
い
通
信
は
会
員
の
中
よ
り
広

告
の
協
力
を
い
た
だ
い
て
発
行
し
て
い
る
。

年
間
行
事
と
し
て
は
、
例
会
山
行
を
四
回
、
室
内
例
会
を
四
回
行
い
会
員
の

山
行
報
告
と
講
話
を
聞
き
、
会
費
は
三
千
円
で
会
員
相
互
の
親
睦
を
深
め
て
い

る
。
山
行
で
は
新
し
い
山
研
へ
も
行
き
楽
し
ん
で
来
た
。

十
月
に
は
木
戸
自
動
車
工
業

（支
部
長
経
営
）
事
務
所
三
階

（
一
〇
〇
平
方

屑
）
に
山
岳
団
体
が
使
用
す
る
ル
ー
ム
が
出
来
あ
が
っ
た
。
三
十
人
位
ま
で
の

会
議
が
開
け
、
シ
ュ
ラ
フ
を
持
参
す
れ
ば
宿
泊
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
、
工
場
北
側
に
は
三

・
六
済
×
七
房
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

・
ボ
ー
ド
を
県
の

補
助
で
競
技
選
手
強
化
の
施
設
と
し
て
完
成
、
四
〇
〇
平
方
済
の
駐
車
場
も
あ

り
大
い
に
利
用
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

昨
年
は
、
藤
平
正
夫
会
長
の
環
境
庁
長
官
表
彰
記
念
祝
賀
会
、
若
林
啓
之
助

前
支
部
長
の
勲
五
等
双
光
旭
日
章
叙
勲
記
念
祝
賀
会
と
支
部
に
は
嬉
し
い
こ
と

が
あ
っ
た
。

会
員
個
々
で
は
、
海
外
で
の
活
動
も
あ
り
、
サ
ト
パ
ン
ト
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
、

キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
、
雪
岳
山
な
ど
へ
出
か
け
て
い
る
。

創
立
四
十
五
周
年
記
念
事
業
の
一
部
で
あ
っ
た
旧
河
内
村
に
あ
る
播
隆
上
人

顕
彰
碑
横
に
湧
き
で
て
い
る
榎
清
水
の
整
備
の
た
め
の
受
皿
と
し
て
水
鉢
と
離

よ
　

村
記
念
碑
を
建
て
た
。
こ
の
記
念
碑
に
は
離
村
記
の
文

（廣
瀬
誠
会
員
記
）
と

だ

　

こ
の
地
に
ゆ
か
り
の
あ
る
方
々
の
名
が
き
ざ
み
こ
ま
れ
て
い
る
。

部
　
　
七
月
三
日
に
は
、
播
隆
祭
と
あ
わ
せ
て
完
成
し
た
碑
の
除
幕
式
を
旧
河
内
の

支

　

方
々
と
会
員
と
で
行
い
山
菜
や
心
づ
く
し
の
差
し
入
れ
に
よ
り
話
に
花
を
さ
か

せ
た
あ
と
高
頭
山
へ
登
っ
た
。

こ
の
記
念
碑
と
水
鉢
を
建
て
る
に
当
り
、
会
員
の
浜
田
石
苑
建
設
備
社
長
浜

田
文
二
氏
の
多
大
な
ご
協
力
が
あ
っ
た
。

［離
村
記
念
碑
文
］

「
こ
こ
熊
野
川
沿
い
の
河
内
は
中
世
以
来
の
古
村
、
鎮
守
は
八
幡
社
、
寺
は
川

内
道
場
、
播
隆
上
人
も
こ
の
地
に
生
ま
れ
た
　
村
は
近
代
大
山
町
に
編
入
さ
れ

た
が
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
村
び
と
は
次
々
に
離
村
し
、
河
内
は
太
古
の

静
け
さ
に
帰
っ
た
　
村
の
飲
み
水
で
あ
っ
た
榎
清
水
だ
け
が
今
も
清
ら
か
な
音

を
ひ
び
か
せ
て
い
る
」

支
部
に
は
ま
だ
多
く
の
課
題
も
あ
り
、
ま
ず
山
行
、
例
会
に
参
加
す
る
会
員

の
数
が
増
え
る
よ
う
考
え
な
が
ら
、
五
十
周
年
に
向
け
て
努
力
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（木
戸
繁
良
）

井
　
支
　
部

福
井
支
部
は
設
立
以
来
二
年
半
を
経
過
し
て
、
よ
う
や
く
山
岳
会
と
し
て
の

形
を
、
整
え
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
支
部
規
約
の
設
定
、
隔
月

ま
た
は
月
毎
の
例
会
山
行
の
実
施
、
支
部
報

一
号
の
発
行
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

外
に
、
自
然
環
境
を
ど
う
考
え
る
か
、
の
観
点
に
立
っ
て
の
会
員
個
人
の
啓

蒙
活
動
の
実
践
が
あ
り
、
ま
だ
年

一
回
で
は
あ
る
が
、
山
の
よ
り

一
層
の
美
化

に
重
点
を
お
く
清
掃
登
山

（本
年
は
平
家
岳

・
経
ヶ
岳
の
二
山
）
も
、
支
部
活

動
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
視
点
は
変
わ
る
が
支
部
と
本
部
の
関
係
に
就
い
て
。
当
支
部
の
よ
う

に
時
間
的
な
遠
隔
地
に
あ
っ
て
は
、
会
報
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
魅
力
あ
ふ
れ
る

251



催
し
に
参
加
を
す
る
こ
と
が
、
い
ち
じ
る
し
く
困
難
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
日

本
山
岳
会
本
部
を
、
別
世
界
と
視
る
支
部
会
員
の
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
最
近
年
毎
に
行
な
わ
れ
る
募
金
へ
の
協
力
の
度
合
い
に
も
現
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
山
岳
会
を
自
分
の
会
と
し

て
感
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
観
点
に
か
か
っ
て
も
い
る
。
月
ご
と
の
支

部
会

（第
三
水
曜
日
）
で
の
話
題
の
ひ
と
つ
は
、
本
部
に
関
す
る
出
来
事
の
解

説
と
な
っ
て
い
る
。
会
報
編
集
に
よ
り

一
層
の
工
夫
を
望
ん
で
い
る
。

深
田
さ
ん
が
日
本
百
名
山
の
ひ
と
つ
に
選
ん
だ
荒
島
岳
の
外
、
四

・
五
山
を

除
い
て
、
福
井
の
山
は
静
寂
な
環
境
の
中
に
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
ヤ
ブ
潜

り
の
み
を
辛
棒
す
れ
ば
、
登
山
を
よ
く
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
の
も
、
当
支
部

の
山
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
近
年
は
、
そ
う
し
た
山
岳
に
向
け
て
の
支
部
会
員

ス
キ
ー
山
行
の
足
が
伸
び
て
も
い
る
。

福
井
支
部
の
行
動
の
面
白
い
試
み
に
、
登
山
道
の
整
備
が
あ
る
。
こ
れ
は
山

に
住
む
多
く
の
人
び
と
が
離
村
し
た
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
体
よ
り
我
が
会
員

へ
の
個
人
的
な
依
頼
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
が
、
支
部
で
は
、
こ
の
機
会
に
応
え
、

年
毎
に
地
域
を
変
え
登
山
道
の
刈
り
払
い
を
行
な
っ
て
い
る
。
今
で
は
、
個
人

と
し
て
機
械
を
購
入
し
て
い
る
者
も
多
く
、
燃
料
タ
ン
ク
を
持
ち
こ
ん
で
、
奥

地
の
刈
り
払
い
も
実
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
（増
永
迪
男
）

西
　
支
　
部

関
西
支
部
の
会
員
は
、
九
四
年
三
月
末
現
在
、
四
百
二
十
二
名
で
す

（昨
年

の
新
入
会
員
二
十
二
名
）
。
地
域
が
九
州

ｏ
山
陰

・
京
都
を
除
く
十
二
府
県
に

及
び
、
例
会
山
行

・
集
会
な
ど
の
行
事
へ
の
参
加
は
、
ど
う
し
て
も
時
間
距
離

一
時
間
位
の
と
こ
ろ
の
会
員
に
な
り
ま
す
。

次
に
九
二
年
度
に
開
催
し
た
十
三
行
事
の
内
訳
は
左
記
の
通
り
で
す
。

四
月
二
十

一
日
　
支
部
総
会
。
参
加
者
三
十
七
名
。

四
月
二
十
四
日
　
例
会
山
行
。
参
加
者
七
名
。
妙
見
山
と
ブ
ナ
植
樹
。

七
月
十
～
十

一
日
　
例
会
山
行
。
雨
天
中
止
。
予
定
は
大
峰
上
多
古
谷
沢
沢

登
り
。

九
月
四
日
　
図
書
虫
干
し
。
参
加
者
十
六
名
。
根
来
氏
を
囲
ん
で
語
る
会
。

九
月
十
九
日
　
例
会
山
行
。
参
加
者
十
六
名
。
阿
舎
利
山
。

九
月
二
十
六
日
　
第
五
回
藤
木
祭
。
参
加
者
百
二
十
名

（
一
般
を
含
む
）
。

十
月
二
十
日
　
集
会
。
参
加
者
三
十
名
。
シ
ッ
キ
ム
の
山
と
人
。

十

一
月
十
四
日
　
例
会
山
行
。
参
加
者
十
名
。
京
都
北
山
小
野
村
割
岳
。

十

一
月
二
十
八
日
　
自
然
保
護
例
会
。
参
加
者
十
名
。
栗
鹿
山
。

十
二
月
十
二
日
　
も
ち
つ
き
。
参
加
者
三
十
八
名
。
大
阪
浜
寺
今
西
邸
。

一
月
二
十
六
日
　
新
年
会
。
『今
西
壽
雄
と
語
る
』
出
版
披
露
。
参
加
者
八

十
九
名
。

一
月
三
十
日
　
例
会
山
行
。
十
二
名
。
袴
ヶ
岳
。

三
月
十
二
～
十
三
日
　
例
会
山
行

（京
都
支
都
合
同
）
。
参
加
者
十
五
名
。

銀
杏
峰
。

支
部
報
発
行
　
年
四
回
。

委
員
会
　
年
八
回
。

今
年
度
行
事
予
定
は
十
五
回
程
度
で
す
。

当
支
部
で
は
、
昨
年
度
か
ら
支
部
会
費
三
千
円
を
納
入
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
が
、
納
入
率
は
八
八
％
で
し
た
。
　
　
　
　
　
（
三
品
武
彦
）
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陰
　
支
　
部

支
部
活
動
の
活
性
化
を
図
る
と
い
う
こ
と
で
、
取
り
組
ん
で
き
た
新
会
員
も

平
成
五
年
度
に
新
し
く
若
い
男
性
三
名
の
入
会
を
み
る
こ
と
が
出
来
て

一
段
と

活
動
が
活
発
と
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

平
成
五
年
度
の
主
な
行
事
は
、
毎
年
恒
例
の
友
の
会
の
山
行
を
九
月
十
七
日

か
ら
二
十
日
に
か
け
て
北
ア
ル
プ
ス
の
蝶
ヶ
岳
、
焼
岳
、
徳
本
峠
方
面
と
し
、

会
員
、
友
の
会
総
勢
四
十
五
名
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
。
山
小
屋
に

一
泊
二
日

の
行
動
予
定
で
し
た
が
、
前
日
の
大
雨
の
中
で
の
行
動
は
、
相
当
苦
労
の
登
山

と
な
っ
た
が
翌
日
は
北
ア
ル
プ
ス
に
は
珍
し
い
快
晴
に
恵
ま
れ
楽
し
い
山
行
と

な
り
ま
し
た
。

同
じ
く
十

一
月
三
日
の
紅
葉
狩
り
山
行
は
、
大
山
の
未
知
の
滝
探
訪
と
い
う

こ
と
で
、
甲
川
源
流
を
訪
ね
渓
流
に
散
る
紅
葉
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
滝
と
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

支
部
の
年
次
晩
餐
会
は
、
平
成
五
年
十

一
月
十

一
日
に
米
子
国
際
ホ
テ
ル
で

開
催
し
、
グ
ス
ト
に
日
本
山
岳
会
常
務
理
事
の
小
倉
茂
暉
氏
を
迎
え
山
岳
会
の

近
況
報
告
な
ど
受
け
て
盛
会
で
し
た
。

平
成
六
年
度
は
、
役
員
改
選
の
年
と
な
っ
て
お
り
、
四
月
八
日
に
米
子
国
際

ホ
テ
ル
で
開
催
し
、
事
業
報
告
、
事
業
計
画
等
協
議
の
後
役
員
改
選
を
行
い
吉

川
暢

一
支
部
長
以
下
留
任
し
た
中
で
、
新
し
く
国
土
地
理
院
の
マ
ッ
プ
モ
ニ

よ
　

タ
ー
と
し
て
活
動
す
る
林
原
健
蔵
会
員
を
中
心
に
未
知
の
滝
調
査
研
究
委
員
会

だ
　

を
設
置
し
て
、
大
山
周
辺
の
未
知
の
滝
を
調
査
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

部
　
　
今
年
度
は
、
山
陰
支
部
創
立
四
十
五
周
年
と
な
り
、
そ
の
記
念
事
業
の
一
つ

支

　

と
し
て
七
月
八
日
か
ら
二
十

一
日
に
お
い
て
友
の
会
と
の
合
同
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア

ル
プ
ス
登
山
と
ハ
イ
キ
ン
グ
の
旅
は
、
参
加
者
十
八
名
で
、
ブ
ラ
イ
ト
ホ
ル
ン
、

メ
ン
ヒ
、
モ
ン
ブ
ラ
ン
等
の
登
山
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

も
う

一
つ
の
事
業
で
あ
る
県
境
の
尾
根
踏
破
は
何
と
し
て
も
四
十
五
周
年
に

花
を
添
え
る
べ
く
会
員

一
九
と
な
っ
て
頑
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
仕
事
の
都
合
等
に
よ
り
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
状
況
で
あ
り
ま
す

が
ぜ
ひ
完
遂
し
た
い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
年
の
友
の
会
山
行
は
、
「歴
史
と
未
来

（冬
季
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
会
場
）
を

訪
ね
る
戸
隠
、
飯
縄
の
山
旅
」
の
タ
イ
ト
ル
で
九
月
三
十
日
か
ら
十
月
三
日
に

か
け
て
戸
隠
小
屋
を
中
心
に
登
山
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

山
陰
支
部
も
創
立
四
十
五
周
年
の
節
目
を
迎
え
、
会
運
営
の
マ
ン
ネ
リ
化
、

会
員
の
高
齢
化
防
止
を
図
る
う
え
か
ら
も
本
部
の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る

こ
と
や
、
支
部
独
自
で
海
外
の
山
へ
の
登
山
な
ど
、
や
が
て
来
る
創
立
五
十
周

年
に
向
け
て
会
の
活
性
化
を
進
め
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（中
井
俊

一
）

岡
　
支

部

平
成
五
年
四
月
十
日
に
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
頂
報
告
会
を
登
山
隊
長
の
重
広

氏
に
福
岡
市
の
会
場
ま
で
来
て
戴
き
、
百
名
近
い
聴
講
者
に
喜
び
の
報
告
を
し

て
も
ら
っ
た
。
四
月
十
八
日
に
は
地
元
の
古
処
山
で
登
山
会
を
行
っ
た
が
十
名

の
参
加
者
が
あ
っ
た
。
五
月
九
日
は
支
部
の
年
次
総
会
を
北
九
州
市
で
行
い
、

九
月
二
十
五
日
～
二
十
六
日
に
は
九
州
四
支
部
親
睦
登
山
会
を
熊
本
支
部
の
当

番
で
阿
蘇
高
岳
に
登
り
盛
会
で
あ
っ
た
。
十
月
二
十
三
日
～
二
十
四
日
に
は
全

国
支
部
懇
談
会
が
山
梨
支
部
の
担
当
で
行
わ
れ
三
名
が
出
席
し
た
。　
一
月
の
新
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年
の

「岳
人
の
集
い
」
は
北
九
州
市
の
会
場
で
行
い
三
十
名
以
上
の
参
加
が
あ

り
懇
親
を
深
め
た
。
三
月
の
伯
者
大
山
で
の
山
陰
支
部
と
の
交
流
の
雪
山
登
山

は
事
故
が
あ
っ
た
の
で
中
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。
四
月
末
で
支
部
の
会
員

は
百
四
十
名
に
達
し
、
女
性
会
員
も
八
名
に
増
え
た
。

会
員
の
親
睦
、
情
報
の
伝
達
の
方
法
と
し
て
昨
年
第

一
号
を
創
刊
し
た
支
部

報
は
四
月
に
第
二
号
を
、
十
月
に
第
三
号
を
発
行
し
、
年
二
回
の
支
部
報
を
支

部
会
員
の
全
員
に
届
け
る
こ
と
に
よ
り
所
期
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。
原
稿
集
め
が
大
変
で
、
事
務
局
の
蔵
富
氏
が
大
部
分
の
仕
事
を
や
っ

て
く
れ
た
の
は
御
苦
労
様
と
云
う
外
は
な
い
。
第
二
号
の

「
『山
岳
』
に
見
る

初
期
の
日
本
山
岳
会
」
と
云
う
題
目
の
記
事
は
副
支
部
長
の
松
本
征
夫
会
員
に

執
筆
を
御
願
い
し
た
が
格
調
高
い
内
容
で
あ
っ
た
。
第
三
号
の

「交
々
の
思
い

出
」
と
題
す
る
文
章
は
最
古
参
の
会
員
で
あ
る
月
原
俊
二
会
員
に
御
願
い
し
た

の
で
す
が
、
手
を
負
傷
し
て
字
が
う
ま
く
書
け
ず
、
耳
も
悪
い
の
で
活
字
に
す

る
の
が
大
変
で
し
た
。
又

「
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
登
頂
」
の
記
事
を
寄
稿
し
た
、
日

野
悦
郎
会
員
が
今
は
死
去
し
て
い
な
い
の
が
残
念
で
す
。
会
報
の
原
稿
は
出
来

る
だ
け
多
く
の
会
員
の
名
前
が
出
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
往

復
ハ
ガ
キ
の
返
信
用
に
は
必
ず
短
文
で
近
況
を
知
ら
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
努
め

て
い
ま
す
。
会
報
の
会
員
消
息
欄
に
記
載
す
る
た
め
で
す
。

山
田
前
会
長
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
一
つ
に

「命
を
大
切
に
し
よ
う
」
と
云
う
言

葉
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
記
事
に
は
大
変
悲
し
い
出
来
事
で
す
が
、
会
員

日
野
悦
郎
氏
が
二
月
三
日
に
ジ
ョ
ギ
ン
グ
で
通
勤
途
中
に
心
臓
発
作
で
突
然
死

し
た
事
で
す
。
彼
は
支
部
で
は
八
千
肝
峰
の
チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー
、
シ
シ
ャ
パ
ン

マ
の
二
峰
を
完
登
し
た
記
録
保
持
者
で
し
た
か
ら
大
変
惜
し
ま
れ
て
な
り
ま
せ

ん
。
又
同
月
十
二
日
に
会
員
山
下
朋
美
氏
が
伯
者
大
山
で
雪
崩
に
よ
る
事
故
死

を
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
日
頃
か
ら
登
山
指
導
を
さ
れ
て
い
た
彼
に
と
っ
て
は
残

念
な
出
来
事
と
云
う
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。

九
州
四
支
部
に
よ
る

「屋
久
島
自
然
観
察
登
山
」
に
つ
い
て
は
当
初
平
成
六

年
十
月
に
実
施
の
予
定
で
し
た
が
、
「世
界
の
自
然
遺
産
」
の
指
定
を
受
け
た

た
め

一
般
観
光
客
が
急
増
し
た
た
め
、
期
日
を
平
成
七
年
に
繰
り
延
べ
、
自
然

保
護
の
観
点
か
ら
、
日
本
山
岳
会
の
登
山
行
事
と
し
て
は
慎
重
な
取
り
組
み
を

す
る
必
要
が
あ
り
目
下
再
検
討
の
段
階
に
あ
り
ま
す
が
充
分
内
容
の
あ
る
行
事

に
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
御
協
力
の
程
御
願
い
致
し
ま
す
。

（吉
村
健
児
）

九

州

支

部

支
部
会
員
は
み
ん
な
元
気
で
あ
る
。
冬
は
冬
、
夏
は
夏
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い

を
込
め
て
、
山
々
に
登
り
回
っ
て
い
る
。
近
く
の
山
を
こ
つ
こ
つ
と
歩
き
続
け

て
い
る
者
も
い
る
し
、
海
外
に
出
か
け
て
い
く
者
も
い
る
。
い
ず
れ
も
、
ま
る

で
山
登
り
が
仕
事
の
よ
う
な
熱
心
さ
で
あ
る
。

支
部
で
は
今
年
も
ま
た
、
県
境
の
山
々
を
中
心
に
毎
月
の
定
例
山
行
を
繰
り

返
し
て
き
た
。
先
に
当
支
部
が
選
定
し
た

「大
分

一
〇
〇
山
」
を
登
り
尽
く
し

た
会
員
も
か
な
り
い
る
が
、
狭
い
大
分
県
内
で
も
、
い
ま
だ
に
人
知
れ
ず
眠
っ

て
い
る
よ
う
な
山
も
そ
れ
な
り
に
多
い
も
の
だ
。
標
高
は
さ
ほ
ど
で
も
な
く
、

ヤ
ブ
山
も
た
く
さ
ん
だ
が
、
そ
れ
と
て
、
支
部
会
員
に
と
っ
て
は

「ふ
る
さ
と

の
山
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
、
山
へ
の
思
い
入
れ
も

一
層
深

く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

一
〇
〇
山
と
い
え
ば
、
当
支
部
が
先
に
刊
行
し
た

「大
分
百
山
」
も
、
三
千
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部
が
ま
た
た
く
間
に
売
り
切
れ
て
し
ま
っ
た
。
事
務
局
に
は

「再
刊
の
予
定
は

な
い
か
」
と
の
問
い
合
わ
せ
が
ひ
っ
き
り
な
し
で
あ
る
。
で
き
れ
ば
そ
れ
に
応

え
て
あ
げ
た
い
と
、
改
定
版
の
作
成
に
取
り
掛
か
っ
た
。
先
年
の
台
風
禍
に
よ

り
、
森
林
を
主
体
に
九
州
の
山
は
か
な
り
荒
廃
し
た
し
、
大
分
県
も
例
外
で
は

な
い
。
登
山
ル
ー
ト
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
山
も
日
立
つ
。
そ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
ま
ず
は
再
調
査
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ
。

そ
う
し
た
お
り
、
韓
国
か
ら
の
友
好
登
山
隊
が
再
び

「く
じ
ゅ
う
山
群
」
を

訪
れ
て
く
れ
た
。
前
回
は
仁
川
山
岳
会
だ
っ
た
が
、
今
回
は
韓
国
山
岳
会
と
し

て
の
来
訪
で
、
仁
川
支
部
を
中
心
に
メ
ン
バ
ー
も
三
十
余
人
と
増
え
、
合
同
登

山
、
そ
し
て
夜
の
交
歓
会
と
た
い
へ
ん
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
。
大
分
か
ら

韓
国
へ
の
定
期
航
空
路
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
今
後
も
同
国
か
ら
の

登
山
者
は
増
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
逆
に
こ
ち
ら
か
ら
も
会
員
が
個
人
的
に
韓
国

の
山
に
出
か
け
て
い
る
が
、
先
方
の
希
望
も
あ
り
、
そ
ろ
そ
ろ
組
織
的
な
登
山

隊
を
送
り
込
む
時
期
に
来
た
よ
う
だ
。

来
年
、
日
本
山
岳
会
は
創
立
九
十
周
年
。
そ
し
て
若
輩
で
は
あ
る
が
、
東
九

州
支
部
も
三
十
五
周
年
と
な
る
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
祝
賀
の
ブ
ロ
ッ

ク
集
会
は
ぜ
ひ
と
も
東
九
州

・
大
分
県
で
開
催
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
支
部

会
員
の
意
向
も
固
ま
っ
た
。

さ
ら
に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
な
ど
へ
記
念
の
登
山
隊
を
送
り
た
い
と
の
意
見
も
多
く

な
っ
て
い
る
。
九
四
年
は
支
部
会
員
の
多
く
が
所
属
す
る
大
分
県
山
岳
連
盟
が

中
国

・
祁
連
山
脈
に
登
山
隊
を
派
遣
し
、
メ
ン
バ
ー
に
会
員
も
加
わ
っ
た
が
、

支
部
に
も
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
含
め
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
経
験
者
が
多
数
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
こ
ら
で
自
前
の
東
九
州
支
部
隊
を
考
え
る
時
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（梅
木
秀
徳
）

本

支
　
部

こ
の
一
年
間
の
支
部
の
動
き
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。
先
ず
平
成
五
年
度
支

部
総
会
は
、
四
月
二
十
五
日
十
八
時
か
ら
、
例
年
通
り
熊
本
市
の
ホ
ル
ン
山
小

屋

（会
員
の
宮
崎
豊
喜
氏
経
営
の
レ
ス
ト
ラ
ン
）
で
開
催
し
二
十

一
名
が
出
席

し
ま
し
た
。
役
員
改
選
で
は
、
改
選
期
に
あ
た
る
委
員

（常
務
委
員
を
含
む
）

五
名
及
び
会
計
幹
事

一
名
が
夫
々
再
選
さ
れ
ま
し
た
。

夏
季
例
会

（ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
）
は
、
八
月
二
十
二
日
十
八
時
か
ら
熊
本

市
の
ホ
ル
ン
山
小
屋
で
、
今
シ
ー
ズ
ン
の
多
雨

・
冷
夏
を
反
映
し
て
例
年
よ
り

幾
分
少
な
目
の
十
八
名
が
参
集
し
て
開
催
。
そ
れ
で
も
新
入
会
員
丸
尾
龍

一
氏

の
紹
介
や
、
久
し
ぶ
り
に
出
席
し
た
会
員
も
い
て
盛
会
で
し
た
。

秋
期
例
会

（阿
蘇
高
岳
）
は
今
年
度
、
熊
本
支
部
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ

た
九
州
四
支
部
合
同
会
議
と
併
せ
て
実
施
し
ま
し
た
。九
月
二
十
五
日
十
八
時
、

会
場
の
阿
蘇
郡

一
の
宮
町
の
民
宿

「阿
蘇
の
四
季
」
に
九
州
四
支
部

（福
岡
、

東
九
州
、
宮
崎
、
熊
本
）
の
有
志
四
十
名
が
参
集
し
、
会
議
と
懇
談
会
を
通
じ

て
九
州
地
区
の
連
帯
感
と
友
好
を
深
め
ま
し
た
。
翌
日
は
全
員
で
仙
酔
峡
か
ら

阿
蘇
高
岳

（
一
五
九
二
肝
）
に
登
頂
し
ま
し
た
が
、
中

ｏ
日

・
ネ
三
国
友
好
チ
ョ

モ
ラ
ン
マ
／
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
登
山
隊
に
北
側
隊
員
と
し
て
参
加
し
た
、
馬
場
博

行
会
員
が
山
頂
か
ら
パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
の
初
フ
ラ
イ
ト
に
成
功
す
る
な
ど
の
こ

と
も
あ
り
、
楽
し
い
山
行
に
な
り
ま
し
た
。

傘
寿

・
脇
坂
順

一
先
生
を
囲
む
会
は
十
月
十
四
日
十
八
時
か
ら
熊
本
市
の
ホ

ル
ン
山
小
屋
に
十
八
名
が
出
席
し
て
、
こ
の
夏
、
八
十
歳
で
ス
イ
ス
・
ア
ル
プ

ス
の
最
高
峰
モ
ン
ブ
ラ
ン
に
登
り
、
海
外
の
山
百
五
十
峰
登
頂
を
達
成
さ
れ
た

脇
坂
順

一
先
生
の
偉
業
を
讃
え
、
併
せ
て
傘
寿
の
お
祝
い
を
し
ま
し
た
。

支 部 だ よ り
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新
年
晩
餐
会
は
平
成
六
年

一
月
八
日
十
八
時
半
か
ら
熊
本
市
の
ホ
ル
ン
山
小

屋
に
二
十
名
が
参
集
し
て
開
催
さ
れ
、
恒
例
の
会
員
近
況
ス
ピ
ー
チ
も
あ
り
、

懇
親
を
深
め
て
盛
会
で
し
た
。

春
季
例
会

（大
崩
山
群

。
五
葉
岳
）
は
広
吉
会
員
の
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
、

宮
崎
県
北
部
の
大
崩
山
群
五
葉
岳

（
一
五
七
〇
肝
）
に
、
春
ま
だ
浅
い
三
月
十

四
日
に
登
り
ま
し
た
。
前
日
の
夕
刻
、
日
之
影
町
見
立
の
水
無
平
に
あ
る
民
宿

「あ
け
ぼ
の
荘
」
に
、
は
る
ば
る
熊
本
か
ら
マ
イ
カ
ー
を
連
ね
て
十
五
名
が
参

集
し
ま
し
た
。
そ
の
夜
は
名
物
の

「し
し
鍋
」
、
シ
カ
刺
身
、
ヤ
マ
メ
、
山
菜
、

地
豆
腐
料
理
に
ア
ザ
ミ
飯
と
い
う
珍
味
佳
肴
に
佐
藤
会
員
、
田
上
会
員
差
し
入

れ
の
地
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

翌
朝
は
七
時
に
出
発
、
大
吹
谷
沿
い
に
日
之
影
林
道
を
の
ぼ
り
化
粧
山
登
山

口
に
車
を
置
い
て
、
奥
州
屋
谷
吐
合
い
か
ら
山
道
に
入
り
、
山
頂
岩
盤
を
東
ヘ

巻
い
て
登
り
つ
め
る
と

一
五
六
九

・
七
済
の
三
等
三
角
点
が
あ
る
山
頂
で
す
。

見
渡
す
大
崩
の
山
波
は

一
面
に
純
自
の
霧
氷
に
飾
ら
れ
て
見
事
な
景
観
で
し

た
。
時
間
が
早
い
の
で
、
そ
の
名
に
そ
ぐ
わ
な
い
険
し
い
岩
峰
の

「お
姫
山
」

と
大
洞
鉱
山
の
伝
説
に
あ
る

「御
化
粧
山
」
を
廻
っ
て
下
り
ま
し
た
が
、
尾
根

道
で
は
時
折
り
陽
が
さ
す
と
樹
霜
が
花
吹
雪
の
よ
う
に
散
り
冬
山
の
よ
う
な
雰

囲
気
に

一
同
大
満
足
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（本
田
誠
也
）

崎
　
支

部

宮
崎
支
部
で
は

一
番
の
行
事
と
し
て
、
宮
崎
県
高
千
穂
町
の
ウ
ェ
ス
ト
ン
碑

を
、
支
部
で
顕
彰
す
る
こ
と
を
決
め
て
か
ら
、
平
成
六
年
で
第
十
回
を
迎
え
る

ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
宮
崎
ウ
エ
ス
ト
ン
祭
も
回
を
重
ね
る
た
び
に
盛
大
に
な

り
、
第
二
回
よ
り
本
部
の
会
長
、
副
会
長
の
出
席
、
九
州
の
各
支
部
長
、
会
員

の
方
々
の
出
席
を
戴
き
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２５

現
在
で
は
、
主
催
を
高
千
穂
町
と
、
日
本
山
岳
会
宮
崎
支
部
の
共
催
で
開
催

致
し
て
お
り
ま
す
が
、高
千
穂
町
長
を
は
じ
め
地
区
の
方
々
の
御
好
意
に
よ
り
、

十

一
月
二
日
は
前
夜
祭
、
十

一
月
三
日
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
と
、
町
、
五
ヶ
所
地
区
、

五
ヶ
所
小
学
校
の
方
々
が
、
村
起
こ
し
の
一
環
行
事
と
し
て
力
を
入
れ
、
地
元

と

一
体
と
な
っ
て
、
盛
大
に
催
さ
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
も
益
々
盛

大
に
な
っ
て
行
く
も
の
と
思
い
ま
す
。
本
年
で
第
十
回
宮
崎
ウ
エ
ス
ト
ン
祭
を

開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
碑
建
設
の
経
緯
、
資
料
収
集
等
、

最
初
か
ら
関
係
さ
れ
た
、
前
高
千
穂
町
長
甲
斐
眩
常
氏
が
ウ
ェ
ス
ト
ン
師
の
祖

母
登
山
百
年
を
迎
え
て
、
碑
建
設
の
経
緯
に
つ
い
て
、
平
成
二
年
十

一
月
三
日宮崎ウェストン祭

れ
　
　
・一
”
　
毒
轟

，



に
建
立
さ
れ
た
碑
文
を
紹
介
し
て
、
高
千
穂
の
地
に
ウ
ェ
ス
ト
ン
碑
が
出
来
、

ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
が
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。「

日
本
山
岳
会
育
て
の
親
、
英
人
牧
師
ウ
ォ
ル
タ
ｌ
ｏ
ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
が
、

日
本
ア
ル
プ
ス
に
初
登
山
す
る
前
年
の
明
治
二
十
三
年
十

一
月
六
日
秀
峰
祖
母

山
に
登
山
し
て
い
る
こ
と
が
五
ヶ
所
の
元
庄
屋
矢
津
田
鷹
太
郎
の
日
記
に
て
昭

和
三
十
年
冬
に
確
記
立
証
さ
れ
た
、
昭
和
四
十
年
三
月

『祖
母
、
傾
国
定
公
園
』

に
指
定
さ
れ
、
機
を
逸
せ
ず
高
千
穂
町
議
会
に
ウ
ェ
ス
ト
ン
碑
建
設
特
別
委
員

会
を
設
置
し
議
長
佐
藤
正
松
氏
を
委
員
長
と
し
て
、
町
内
外
多
数
の
方
々
の
浄

財
を
戴
き
昭
和
四
十

一
年
十

一
月
六
日
英
国
の
ウ
ェ
ス
ト
ン
生
家
よ
り
贈
ら
れ

た
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
石
、
矢
津
田
日
記
の
元
文
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
の
レ
リ
ー
フ
を

配
し
た
記
念
碑
が
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
氏
が
通
っ
た
で
あ
ろ
う
旧
道
の
横
に
あ
た
る
、

こ
の
三
秀
台
に
、
英
国
大
使
館
よ
り
祝
賀
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
除
幕
式
が

盛
大
に
行
な
わ
れ
た
。

そ
の
後
地
元
北
稜
山
岳
会
が
中
心
と
な
り
碑
へ
洋
鐘
を
と
の
話
が
持
ち
上
が

り
、
各
地
山
岳
会
や
町
内
の
方
々
の
御
理
解
と
御
協
力
を
戴
き
、
昭
和
四
十
七

年
五
月
二
日
日
本
山
岳
会
、
日
本
山
岳
協
会
か
ら
、
小
島
六
郎
氏
、
尾
関
広
氏

の
出
席
を
仰
ぎ
懸
鐘
式
を
挙
行
。
こ
こ
に
ウ
ェ
ス
ト
ン
碑
の
完
成
を
み
た
。

昭
和
六
十
年
十

一
月
三
日
高
千
穂
町
と
日
本
山
岳
会
宮
崎
支
部
に
お
い
て
、

第

一
回
宮
崎
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
を
共
催
、
昭
和
六
十

一
年
に
は
、
日
本
山
岳
会
会

よ
　

長
今
西
壽
雄
氏
、
元
会
長
西
堀
栄
三
郎
氏
の
出
席
を
得
、
以
後
回
を
重
ね
奇
し

だ
　

く
も
本
年
町
制
七
十
年
と
、
ウ
エ
ス
ト
ン
師
祖
母
登
山
百
周
年
を
迎
え
る
に
当

部

　

た
り
碑
の
経
緯
を
記
す
る
」

支
　
　
以
上
、
ウ
エ
ス
ト
ン
碑
建
立
の
経
緯
で
す
が
、
風
光
明
媚
な
、
高
千
穂
三
秀

台
に
立
つ
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
碑
を
日
本
山
岳
会
の
皆
さ
ん
に
も
知
っ
て
い
た
だ
き
、

宮
崎
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
を
二
十
回
、
三
十
回
と
、
日
本
山
岳
会
の
歴
史
の
一
頁
と

し
て
、
先
人
の
残
さ
れ
た
業
績
を
継
承
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（魚
本
定
良
）
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一
九
九
三

（平
成
五
）
年
六
月
～

一
九
九
四

（平
成
六
）
年
五
月

一
九
九
三
年
度
役
員

・
評
議
員

・
支
部
長

会
　
　
　
長
　
藤
平
正
夫

副
　
会
　
長
　
鴫
原
啓
佑

・
中
村
純
二

常

務

理
事
　
小
倉
茂
暉

・
大
倉
昌
身

・
大
森
弘

一
郎

・
村
井
龍

一

理
　
　
　
事
　
山
口
俊
輔

・
片
岡
泰
彦

・
南
川
金

一
◆
松
浦
祥
次
郎

・
伊
藤
　
散

・
水
野

勉

・
南
井
英
弘

・
堀
井
昌
子

・
渡
邊
雄
二
・
溝
口
洋
三

・
中
川
　
武

・
山

本
宗
彦

・
大
谷
　
亮

監
　
　
　
事
　
中
島
伊
平

・
川
崎
　
巌

常
任
評
議
員
　
斎
藤
惇
生

ｏ
湯
浅
道
男

・
西
村
政
晃

・
宮
下
秀
樹

・
神
崎
忠
男

・
重
廣
恒

夫

評
　
議
　
員
　
西
丸
震
哉

・
村
木
潤
次
郎

・
徳
久
球
雄

・
鈴
木
郭
之

・
國
見
利
夫

ｏ
田
部

井
淳
子

・
廣
江
　
研

・
山
田
二
郎

・
小
須
田
喜
夫

・
松
田
雄

一
・
平
林
克

敏

・
田
中
弘
美

・
梅
木
秀
徳

・
宮
本
数
男

支
　
部
　
長
　
野
田
四
郎

（北
海
道
）
・
松
島
静
吾

（青
森
）
・
中
谷
充

（岩
手
）
・
岡
田

光
行

（秋
田
）
・
大
橋
克
也

（山
形
）
・
西
郡
光
昭

（宮
城
）
・
中
嶋
正
夫

（福

島
）
・
佐
藤

一
栄

（越
後
）
・
田
中
弘
美

（信
濃
）
・
古
屋
学
而

（山
梨
）
ｏ

安
間
荘

（静
岡
）
・
尾
上
　
昇

（東
海
）
・
高
木
碕
男

（岐
阜
）
・
斎
藤
惇

生

（京
都
）
・
木
戸
繁
良

（富
山
）
ｏ
増
江
俊
三

（石
川
）
・
中
村
　
義

（福

井
）
・
阿
部
和
行

（関
西
）
・
吉
川
暢

一

（山
陰
）
・
吉
村
健
児

（福
岡
）
・

梅
木
秀
徳

（東
九
州
）
・
本
田
誠
也

（熊
本
）
・
魚
本
定
良

（宮
崎
）

理
事
会
は
会
長
、
理
事
、
監
事
、
常
任
評
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

◇
六
月
理
事
会
　
一
九
九
三
年
六
月
十
七
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
二
十

一
名

▽
審
議
事
項

一
、
活
動
資
金
の
た
め
の
写
真
販
売
に
つ
い
て

（
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
気
象
観
測
お
よ
び
自

然
保
護
活
動
の
事
業
継
続

・
活
動
資
金
と
し
て
）

二
、
岐
阜
新
支
部
長
就
任
に
つ
い
て

▽
報
告
事
項

一
、
責
任
者
賠
償
保
険
に
つ
い
て

二
、
図
書
管
理
用
パ
ソ
コ
ン
購
入
に
つ
い
て

三
、
山
研
に
つ
い
て
①
四
月
二
十
八
日
山
研
竣
正
式
、
②
今
後
の
工
事
計
画
に
つ
い
て
、

③
自
転
車
振
興
会
に
寄
付
金
の
申
請

四
、
藤
平
会
長
の
他
団
体
、
委
員
就
任
に
つ
い
て

五
、
名
誉
会
員
の
訃
報
に
つ
い
て

六
、
国
際
交
流
青
少
年
環
境
体
験
登
山

（Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｉ
）
に
つ
い
て

［討
議
事
項
］

一
、
藤
平
会
長
よ
り

「当
面
の
問
題
点
」
が
提
案
さ
れ
た
。

①

一
九
九
五
年
の
九
十
周
年
記
念
行
事
の
取
組
み
に
つ
い
て
、
②
組
織
改
正
と
内
部
体

制
の
整
備
、
③
同
好
会
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
④
支
部
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
⑤
環
境

問
題
に
つ
い
て
、
⑥
国
際
化
対
応
に
つ
い
て

（外
国
人
登
山
家
の
増
加
対
応
他
）
、
⑦

環
境
問
題
、
経
済
援
助
な
ど
、
発
展
途
上
国
へ
の
援
助
、
③
山
岳
会
の
若
年
層
会
員
の

確
保
、
⑨
会
の
ス
ペ
ー
ス
確
保

会
報

「山
」
五
七
九
号
参
照

◇
七
月
理
事
会
　
七
月
八
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
二
十
名

▽
審
議
事
項

一
、
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
写
真
展
の
写
真
パ
ネ
ル
に
つ
い
て

会

務

報

告
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二
、
東
宝
東
和
映
画

「
ク
リ
フ
ハ
ン
ガ
ー
」
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
試
写
会
に
つ
い
て

三
、
雪
岳
山

（韓
国
）
国
際
交
流
環
境
体
験
登
山
後
援
に
つ
い
て

四
、
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
偵
察
隊
派
遣
に
つ
い
て

五
、
海
外
登
山
基
金
委
員
会
に
つ
い
て

六
、
マ
カ
ル
ー
の
チ
ベ
ッ
ト
側
登
山
許
可
申
請
に
つ
い
て

［報
告
事
項
］

一
、
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
河
探
検
隊
の
隊
長
変
更

二
、
会
員
募
金
に
つ
い
て

三
、
「山
岳
」
編
集
内
容
に
つ
い
て

会
報

「山
」
五
八
〇
号
参
照

◇
九
月
理
事
会
　
本
会
会
議
室

出
席
者
二
十
五
名

▽
審
議
事
項

一
、
第

一
回
日
本
山
岳
耐
久
レ
ー
ス
大
会
後
援
に
つ
い
て

二
、
「山
岳
総
合
索
引
」
追
加
支
出
に
つ
い
て

三
、
海
外
登
山
基
金
委
員
会
に
つ
い
て

四
、　
一
九
九
五
年
マ
カ
ル
ー
登
山
申
請
に
つ
い
て

五
、
海
外
出
張
の
取
り
扱
い

六
、
九
十
周
年
企
画

［報
告
事
項
］

一
、
タ
ン
ボ
チ
ェ
僧
院
落
慶
法
要

二
、
図
書
管
理

三
、
年
次
晩
餐
会
に
つ
い
て

四
、
山
研
関
係

［討
議
事
項
］

藤
平
会
長
か
ら
次
の
六
点
が
提
案
さ
れ
、
討
議
さ
れ
た
。
①
先
年
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
ど

う
み
る
か

（二
十

一
世
紀
の
展
望
と
し
て
）
、
②
組
織
改
正
、
③
同
好
会
ク
ラ
プ
の
把

握
と
サ
ー
ビ
ス
、
④
支
部
に
つ
い
て
、
⑤
青
年
層
発
掘
に
つ
い
て
、
⑥
環
境
問
題
、
国

際
化
問
題

会
報

「山
」
五
八
二
号
参
照

◇
十
月
理
事
会
　
十
月
十
三
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
二
十
五
名

▽
審
議
事
項

一
、
日
本
三
〇
〇
名
山
の
新
ハ
イ
キ
ン
グ
社
よ
り
出
版
通
知
に
つ
い
て

。
二
、
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
河
探
検
隊
名
義
後
援
に
つ
い
て
　
九
月
十
日
武
井
隊
員
行
方
不

明
に
よ
り
捜
索
支
援
協
力
隊
の
名
義

三
、
年
次
晩
餐
会
に
お
け
る
会
長
特
別
表
彰
に
つ
い
て
　
脇
坂
順

一
氏

（八
十
歳
で
海

外
登
山

一
五
〇
峰
達
成
）

四
、
中
間
監
査
に
つ
い
て
　
十
月
十
二
日
実
施

五
、
現
在
の
財
務
に
つ
い
て
　
会
費
納
入
は
順
調
、
財
務
は
お
お
む
ね
良
好

六
、
九
十
周
年
事
業
に
つ
い
て
　
①
ル
ー
ム
拡
張

（長
期
的
準
備
委
員
会
で
検
討
）
、

②
デ
ー
タ
バ
ン
ク

（研
究
調
査
の
小
委
員
会
設
置
）
、
③
九
十
年
史

（百
年
史

ｏ
記
念

誌
準
備
）
、
④
海
外
遠
征

（
マ
カ
ル
ー
北
面
）
、
⑤
プ
ロ
ッ
ク
別
記
念
式
典

（総
務
、
受

益
者
負
担
方
式
で
）
、
⑥
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
、
準
備
委
員
の
選
任
を
次
回
十

一

月
十

一
日
の
理
事
会
で
決
め
る

［報
告
事
項
］

一
、
海
外
登
山
基
金
　
来
年
度
分
は
十

一
月
三
十
日
締
切
り

二
、
年
次
晩
餐
会
　
十
二
月
四
日

（土
）
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
で
。
会
員
に
よ
る

絵
画
展
を
開
催

会
報

「山
」
五
八
三
号
参
照

◇
評
議
員
会
　
十
月
十
三
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
、
藤
平
会
長
、
鳴
原

・
中
村
副
会
長
、
斎
藤

◆
宮
下

・
神
崎

。
重
廣
各
常
任
評

会 務 報 告
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議
員
、
西
丸

・
村
木

・
鈴
木

・
国
見

・
山
田

・
平
林

・
梅
木

・
宮
本

ｏ
田
中
各
評
議
員

▽
議
事

一
、
ル
ー
ム
の
拡
大

三
、
九
十
周
年
の
プ
ロ
ッ
ク
別
の
式
典

三
、
文
章
と
映
像
の
九
十
年
史
作
成

四
、
百
周
年
に
向
け
て
デ
ー
タ
バ
ン
ク
の
設
置

五
、
マ
カ
ル
ー
北
面
の
登
山

六
、
平
成
五
年
度
名
誉
会
員
推
薦
の
件

◇
十

一
月
理
事
会
　
十

一
月
十

一
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
二
十
二
名

▽
審
議
事
項

一
、
青
森
支
部
設
立
に
つ
い
て

二
、
慶
大

「ト
ラ
ン
ゴ

・
タ
ワ
ー
」
都
岳
連
へ
の
推
薦
状
に
つ
い
て

三
、
委
員
の
追
加
増
員
に
つ
い
て

四
、
山
研
に
関
す
る
取
材
に
つ
い
て

［報
告
事
項
］

一
、
小
島
烏
水
レ
リ
ー
フ
に
つ
い
て

二
、
評
議
委
員
会
報
告
　
本
年
度
の
名
誉
会
員
は
前
会
長
山
田
二
郎
氏
に
決
定
。
年
次

晩
餐
会
で
発
表

三
、
Ｕ
Ｉ
Ａ
Ａ
ア
ジ
ア
会
議

四
、
山
研
報
告
　
①
平
成
五
年
度

（四
～
十
月
）
山
研
利
用
者
合
計
七
九
五
人
、
②
十

月
三
十

一
日
、
広
中
環
境
庁
長
官
来
訪
、
③
自
転
車
振
興
会
に
よ
る
実
地
検
査
④
山
研

特
別
委
員
会
の
解
散

五
、
年
次
晩
餐
会
に
つ
い
て

六
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
プ
ー
ツ
に
つ
い
て

七
、
チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
か
ら
の
募
金
申
し
入
れ
に
つ
い
て

八
、
雪
氷
学
会
の
社
団
法
人
登
録
に
つ
い
て

会
報

「山
」
五
八
四
号
参
照

◇
支
部
長
会
議
　
十
二
月
四
日
　
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
・
紅
玉
の
間

一
、
創
立
九
十
周
年
記
念
事
業
の
件

二
、
上
高
地
山
岳
研
究
所
の
件

三
、
日
本
山
岳
会
青
年
登
山
懇
談
会
の
件

四
、
全
国
支
部
懇
談
会
の
件

五
、
各
支
部
報
告

六
、
そ
の
他

◇
十
二
月
理
事
会
　
十
二
月
十
六
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
二
十
四
名

▽
審
議
事
項

一
、
日
本
大
学
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
登
山
隊

一
九
九
五
の
後
援
要
請
に
つ
い
て

二
、
シ
ル
バ
ー
タ
ー
ト
ル
・
ダ
ウ
ラ
ギ
リ

一
九
九
四
隊
の
後
援
要
請
に
つ
い
て

三
、
山
研
改
築
特
別
委
員
会
の
会
計
報
告
と
解
散
に
つ
い
て

四
、
海
外
登
山
基
金
に
つ
い
て

五
、
六
年
度
予
算
の
要
求
に
つ
い
て

六
、
寄
付
金
に
つ
い
て
　
中
川
喜
久
雄
会
員
か
ら
百
万
円
の
寄
付
が
あ
り
、
長
期
計
画

準
備
金
に
入
れ
る

七
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
マ
カ
ル
ー
登
山
隊

・
一
九
九
五
に
つ
い
て
　
①
十
二
月
三
日
高
所
登
山
研

究
会
を
開
き
、
東
稜
ル
ー
ト
を
研
究
、
②
文
部
省
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
金
申
請
に
つ
い
て
、

③
事
務
所
、
基
金
、
企
業
協
賛
、
後
援
会
等
に
つ
い
て

［報
告
事
項
］

一
、
青
森
支
部
設
立
総
会
に
つ
い
て

二
、
年
次
晩
餐
会
、
懇
親
山
行
に
つ
い
て

三
、
青
年
登
山
懇
談
会
に
つ
い
て
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四
、
チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
か
ら
四
団
体
へ
募
金
要
請
に
つ
い
て

会
報

「山
」
五
八
五
号
参
照

◇

一
月
理
事
会
　
一
月
二
十
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
二
十
五
名

▽
審
議
事
項

一
、
海
外
登
山
基
金
委
員
会
審
議
に
つ
い
て
　
一
月
十
二
日
、
委
員
会
で
審
議
の
結
果
、

基
金
の
助
成
は
四
隊
に
決
定
し
た

二
、
東
海
支
部
寄
託
図
書
に
つ
い
て

三
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
写
真
等
の
貸
し
出
し
に
つ
い
て

四
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
マ
カ
ル
ー
登
山
隊

一
九
九
五

・
小
委
員
会
報
告
に
つ
い
て

［報
告
事
項
］

一
、
定
款
変
更

（副
会
長

一
名
増
）
の
認
可
に
つ
い
て

二
、
青
年
登
山
懇
談
会
に
つ
い
て

会
報

「山
」
五
八
六
号
参
照

◇
二
月
理
事
会
　
二
月
十
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
二
十

一
名

▽
審
議
事
項

一
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
マ
カ
ル
ー
登
山
隊

一
九
九
五
年
実
行
委
員
会
の
組
織
に
つ
い
て
　
藤
平
会

長
を
委
員
長
に
実
行
委
員
会
を
設
け
、
小
委
員
会
を
解
散
。
募
金
委
員
会
、
登
山
委
員

会
を
設
け
、
九
十
周
年
事
業
と
し
て
本
年
五
月
の
総
会
に
提
案
す
る

二
、
組
織
の
見
直
し
に
つ
い
て

三
、
故
武
田
久
吉
元
会
長
の
写
真
掲
載
に
つ
い
て

四
、
北
海
道
ト
ム
ラ
ウ
シ
登
山
の
名
義
後
援
要
請
に
つ
い
て

（Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
）

五
、
飯
田
市
時
又

・
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
に
つ
い
て

六
、
平
成
六
年
度
事
業
計
画
案
に
つ
い
て

七
、
平
成
六
年
度
予
算
案
に
つ
い
て

八
、
廃
棄
図
書
に
つ
い
て

九
、
青
年
部
新
委
員
の
選
任

［報
告
事
項
］

一
、
「秩
父
宮
記
念
学
術
賞
」
に
つ
い
て

会
報

「山
」
五
八
七
号
参
照

◇
二
月
理
事
会
　
三
月
十
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
二
十
四
名

▽
審
議
事
項

一
、
Ｇ
Ａ
Ｃ
ネ
パ
ー
ル
登
山
隊

一
九
九
四
の
都
岳
連
へ
の
推
薦
に
つ
い
て

二
、
重
複
本
の
会
員
頒
布
に
つ
い
て

三
、
「山
岳
」
掲
載
文
の
転
載
依
頼
に
つ
い
て

四
、
平
成
五
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
平
成
六
年
度
事
業
計
画

（案
）
を
原
案
ど
お
り
承

認五
、
平
成
六
年
度
予
算
案
を
各
委
員
会
担
当
理
事
と
折
衝
終
了
、　
一
部
補
正
し
承
認

六
、
現
ル
ー
ム
の
リ
フ
ォ
ー
ム
お
よ
び

一
〇
四
号
室
賃
借
に
つ
い
て

七
、
三
月
議
事
録
署
名
人
の
委
嘱
に
つ
い
て

［報
告
事
項
］

一
、
組
織
の
見
直
し

・
担
当
委
員
に
つ
い
て

二
、
「青
年
登
山
懇
談
会
」
「支
部
事
務
局
担
当
者
会
議
」
に
つ
い
て

三
、
山
岳
研
究
所
開
所
に
つ
い
て

会
報

「山
」
五
八
八
号
参
照

◇
四
月
理
事

ｏ
評
議
員
会
議
　
四
月
十
五
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
二
十
六
名

常
任
評
議
員
の
互
選
に
よ
り
、
宮
下
常
任
評
議
員
が
議
長
に
選
任
さ
れ
た
。

◆
議
事

平
成
六
年
度
通
常
総
会
提
出
議
案

会 務 報 告
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「第

一
号
議
案
」
平
成
五
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
収
支
決
算

・
財
産
目
録
に
つ
い
て

「第
二
号
議
案
」
平
成
六
年
度
事
業
計
画

（案
）
お
よ
び
収
支
予
算

（案
）
に
つ
い
て

事
業
計
画

（案
）
は
小
倉
理
事
、
収
支
予
算

（案
）
は
大
倉
理
事
か
ら
説
明
さ
れ
承

認
さ
れ
た
。

「第
三
号
議
案
」
平
成
六
年
度
除
籍
予
定
者
に
つ
い
て

「第
四
号
議
案
」
九
十
周
年
記
念
事
業
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
　
①

「
マ
カ
ル
ー
峰
登

山
隊

一
九
九
五
」
総
隊
長

・
藤
平
正
夫
、
登
山
隊
長

・
重
廣
恒
夫
、
登
攀
隊
長

・
山
本

宗
彦
、
期
間

・
平
成
七
年
二
月
～
五
月
下
旬
、
②
九
十
周
年
記
念
式
典
に
つ
い
て
　
全

国
支
部
を
八
～
十
プ
ロ
ッ
ク
に
分
け
て
行
う
、
③
百
年
史
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、

④
デ
ー
タ

・
バ
ン
ク
に
つ
い
て
調
査
研
究

ま
た
次
の
二
点
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
承
認
さ
れ
た
　
①

「
マ
カ
ル
ー
九
十
周
年
記

念
事
業
募
金
」
に
つ
い
て
②
ル
ー
ム
拡
張
に
つ
い
て

会
報

「山
」
五
八
九
参
照

◇
五
月
理
事
会
　
五
月
二
十
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
二
十
二
名

▽
審
議
事
項

一
、
マ
カ
ル
ー
峰
九
十
周
年
合
同
募
金
委
員
会

（案
）
に
つ
い
て

二
、
支
部
長
交
替
に
つ
い
て
信
濃
支
部
、
山
梨
支
部

三
、
東
海
支
部
寄
託
図
書
目
録
に
つ
い
て
　
通
巻

一
四
六
部
を
寄
託

四
、
農
大
ツ
イ
ン
ズ
峰
登
山
隊
よ
り
都
岳
連
へ
の
推
薦
状
に
つ
い
て

五
、
②
日
本
レ
ジ
ャ
ー
ス
ポ
ー
ツ
振
興
協
会
よ
り
後
援
依
頼
に
つ
い
て

六
、
会
報

「山
」
の
印
刷
所
の
変
更
に
つ
い
て

［報
告
事
項
］

一
、
マ
カ
ル
ー

一
九
九
五
登
山
隊
に
つ
い
て

二
、
ル
ー
ム
の
リ
フ
ォ
ー
ム

三
、
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
気
象
観
測
機
器
設
置
登
山
隊

四
、
外
国
人
登
山
者
の
増
加
と
遭
難
に
つ
い
て

五
、
山
研
に
つ
い
て

六
、
総
会
の
議
事
録
署
名
人
に
つ
い
て

七
、
ヤ
ル
ツ
ァ
ン
ポ
ー
科
学
探
検
隊
の
カ
ヌ
ー
遭
難
事
故
に
つ
い
て

八
、
滋
賀
県
湖
東
町
の
西
堀
記
念
館
の
建
設
に
つ
い
て

会
報

「山
」
五
九
〇
号
参
照

◇
支
部
長
会
議
　
五
月
二
十

一
日
　
千
代
田
区
大
手
町
、
Ｊ
Ａ
ビ
ル

▽
議
事

一
、
日
本
山
岳
会
マ
カ
ル
ー
登
山
隊

一
九
九
五
遠
征
に
つ
い
て

二
、
日
本
山
岳
会
創
立
九
十
周
年
記
念
式
典
開
催
と
地
方
支
部
プ
ロ
ッ
ク
別
集
会
の
件

（合
同
募
金
）

三
、
全
国
支
部
懇
談
会
　
関
西
支
部
担
当

四
、
事
務
局
担
当
者
会
議
に
つ
い
て

五
、
平
成
七
年
度
各
支
部
報
告

六
、
そ
の
他

◇
平
成
六
年
度
通
常
総
会
　
五
月
二
十

一
日
　
千
代
田
区
大
手
町
、
Ｊ
Ａ
ビ
ル

出
席
者

一
八
八
名

議
案

一
、
平
成
五
年
四
月

一
日
～
平
成
六
年
三
月
三
十

一
日
事
業
報
告
お
よ
び
収
支
決
算
、

財
産
目
録
承
認
の
件

二
、
平
成
六
年
度
事
業
計
画

（案
）
お
よ
び
収
支
予
算

（案
）
決
定
の
件

三
、
平
成
六
年
度
除
籍
予
定
者
の
件

四
、
そ
の
他
　
①
日
本
山
岳
会
マ
カ
ル
ー
登
山
隊

一
九
九
五
遠
征
の
件
、
②
九
十
周
年

記
念
式
典
開
催
と
地
方
支
部
プ
ロ
ッ
ク
別
の
件
、
③
合
同
募
金
の
件

◇
主
な
行
事
と
集
会

▽
六
月
六
日
　
上
高
地
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第
四
十
七
回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭

▽
六
月
五
～
六
日
　
谷
川
岳

青
年
部

・
学
生
部
合
宿

▽
六
月
十
二
～
十
三
日
　
霧
降
高
原
　
中
央
ア
ル
プ
ス

フ
ォ
ト
ビ
デ
オ
撮
影
会

▽
六
月
十
七
日
　
小
川
山

青
年
部

・
岩
登
り
講
習
会

▽
七
月
六
日
　
ル
ー
ム

第

一
回
高
所
登
山
研
究
委
員
会

▽
七
月
十
四
～
十
五
日
　
新
潟

全
国
山
岳
遭
難
対
策
協
議
会
に
参
加

▽
七
月
二
十
三
日
　
ル
ー
ム

青
年
部

・
学
生
部
Ｏ
Ｂ
懇
談
会

▽
八
月
八
日

海
外

・
青
年
部
、
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
共
和
国
ア
カ
ー
エ
フ
大
統
領
と
会
見

▽
八
月
二
十
九
日
　
北
ア
ル
プ
ス
上
空

自
然
保
護
専
門
委
員
会
空
撮
に
よ
る
登
山
道
周
辺
の
破
壊
調
査

▽
九
月

一
日
　
ル
ー
ム

青
年
部

・
カ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅱ
峰
報
告
会

▽
九
月
十

一
日

遭
難
対
策
委
員
会

ｏ
プ
ラ
ブ
ー
ツ
突
然
破
壊
四
団
体
協
議
会

（日
山
協
、
Ｈ
Ａ
Ｔ
、

労
山
、
日
本
山
岳
会
）

▽
九
月
十

一
～
十
二
日
　
戸
倉

自
然
保
護
委
員
会
全
国
集
会

▽
十
月
二
～
三
日
　
木
曽
駒

自
然
保
護
専
門
委
員
会
山
の
自
然
学
第

一
回
講
座

▽
十
月
三
日
　
高
尾
山

自
然
保
護
委
員
会
観
察
山
行

▽
十
月
五
日

遭
難
対
策
委
員
会
プ
ラ
ブ
ー
ツ
突
然
破
壊
四
団
体
協
議
会

▽
十
月
六
日
　
ル
ー
ム

青
年
部
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
天
山
山
脈
踏
査
隊
報
告

▽
十
月
十
六
日
　
都
市
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

新
入
会
員
懇
談
会

▽
十
月
二
十
三
～
二
十
四
日
　
山
梨

全
国
支
部
懇
談
会

▽
十
月
二
十
八
日
　
ル
ー
ム

図
書
委
員
会
第

一
回
山
の
本
シ
リ
ー
ズ

「山
岳
図
書
　
吉
本
屋
の
舞
台
裏
」

▽
主

月

百

遭
難
対
策
委
員
会
プ
ラ
プ
ー
ツ
突
然
破
壊
四
団
体
協
議
会

▽
十

一
月
八
日
　
ル
ー
ム

青
年
部

・
学
生
部

・
学
生
部
加
盟
校
監
督
会
議

▽
十

一
月
十

一
日
　
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

講
演
会

「火
山
を
読
む
」

▽
十

一
月
十
四
日
　
武
甲
山

観
察
山
行

▽
十

一
月
十
四
日
　
ル
ー
ム

資
料
講
演
会

▽
十

一
月
十
六
日
　
国
際
観
光

医
療
委
員
会

▽
十

一
月
十
六
～
二
十
九
日
　
三
省
堂
ギ
ャ
ラ
リ
ー

フ
ォ
ト

・
ビ
デ
オ
ク
ラ
ブ
写
真
展

会 務 報 告
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▽
十

一
月
二
十
四
日
　
一
番
町
出
張
所

テ
ー
ビ
ン
グ
講
習
会

▽
十

一
月
二
十
六
日

フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
講
習
会

▽
十

一
月
二
十
八
日
　
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

山
の
自
然
学
第
二
回
講
座

▽
十
二
月
三
日
　
ル
ー
ム

第
二
回
高
所
登
山
委
員
会

（立
教
大
学
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
登
山
隊
）

▽
十
二
月
四
日
　
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

支
部
長
会
議

▽
十
二
月
四
日
　
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

年
次
晩
餐
会

▽
十
二
月
五
日
　
弘
法
山

年
次
晩
餐
会
懇
親
山
行

▽
十
二
月
十
二
日
　
三
頭
山

山
の
自
然
学
第
三
回
講
座

▽
十
二
月
十
七
日

プ
ラ
ブ
ー
ツ
突
然
破
壊
四
団
体
協
議
会

▽
一
月
十
五
～
十
七
日
　
八
方
尾
根

懇
親
ス
キ
ー
山
行

▽
一
月
八
日
　
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

山
の
自
然
学
第
四
回
講
座

▽
一
月
十
二
日
　
ル
ー
ム

立
教
大
学
チ
ョ
モ
ロ
ン
ゾ
報
告
会

▽
一
月
十
二
日
　
ル
ー
ム

第

一
回
マ
カ
ル
ー
峰
登
山
小
委
員
会

▽
一
月
十
五
日
　
本
曽
駒

山
の
自
然
学
実
習

▽
一
月
十
七
日

プ
ラ
ブ
ー
ツ
突
然
破
壊
四
団
体
協
議
会

▽
一
月
二
十

一
日
　
ル
ー
ム

‐６
ミリ
フ
ィ
ル
ム
映
画
会

▽
一
月
二
十
六
日
　
麹
町
集
会
室

テ
ー
ビ
ン
グ
講
習
会

▽
一
月
三
十
日
　
秋
川
丘
陵

山
の
自
然
学
第
五
回
講
習

▽
二
月
五
日
　
ル
ー
ム

第
二
回
マ
カ
ル
ー
峰
小
委
員
会

▽
二
月
五
～
六
日
　
八
ヶ
岳

ア
イ
ス
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
講
習
会

▽
二
月
十
五
日
　
ル
ー
ム

ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
編
集
長
来
日
歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

▽
二
月
十
六
日

プ
ラ
ブ
ー
ツ
突
然
破
壊
四
団
体
協
議
会

▽
二
月
十
七
～
二
十
日
　
屋
久
島

山
の
自
然
学
第
六
回
講
座

▽
二
月
二
十

一
日
　
原
宿

チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
代
表
来
日
歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

▽
二
月
二
十
五
日
　
ル
ー
ム

第
二
十
二
回
山
岳
史
懇
談
会

「も
う

一
つ
の
登
山
史
―
陸
地
測
量
部
の
登
山
」

▽
二
月
二
十
五
日
　
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

山
の
自
然
学
第
七
回
講
座
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▽
二
月
二
十
六
～
二
十
七
日
　
八
王
子

日
本
山
岳
会
青
年
登
山
懇
談
会

▽
三
月
二
日
　
ル
ー
ム

第
三
回
マ
カ
ル
ー
峰
小
委
員
会

▽
三
月
七
日
　
ル
ー
ム

第
四
回
マ
カ
ル
ー
峰
小
委
員
会

▽
三
月
十
二
日
　
食
糧
会
館

新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

▽
三
月
十
四
日
　
ル
ー
ム

第
五
回
マ
カ
ル
ー
峰
小
委
員
会

▽
三
月
二
十
五
日
　
ル
ー
ム

第
二
十
五
回
山
岳
図
書
を
語
る
夕
べ

「地
図
を
使
っ
た
風
景
ス
ケ
ッ
チ
入
門
」

▽
三
月
二
十
六
～
二
十
八
日
　
妙
高

。
火
打
山

山
ス
キ
ー
講
習
会

◇
研
究

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

▽
七
月
七
日

マ
カ
ル
ー
山
群
の
チ
ベ
ッ
ト
側
研
究
会

▽
八
月
四
日

キ
ル
ギ
ス
タ
ン
天
山
山
脈
研
究
会

▽
二
月
二
日

マ
カ
ル
ー
峰
東
稜
研
究
会

▽
四
月
～
三
月

隔
月
　
レ
ス
キ
ュ
ー
研
究
会

▽
四
月
十
日
　
青
山
学
院
大
学

丹
沢
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

▽
五
月
二
十

一
～
二
十
二
日
　
宮
城
勤
労
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

第
十
三
回
日
本
登
山
医
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

◇
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
改
築

▽
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
、
絵

画
の
補
修
お
よ
び
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
六
～
二
十
七
日
　
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス

（八
王
子
）

若
者
に
魅
力
あ
る
日
本
山
岳
会
に
す
る
た
め
に
　
青
年
登
山
懇
談
会

・
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス

カ

ッ
シ

ョ

ン

◇
自
然
保
護
活
動
の
推
進

▽
八
月

一
日
～
三
十
日

自
然
保
護
活
動
の
実
践

▽
十
月
～
三
月

鳥
海
山
保
護
対
策

◇
機
関
紙
な
ど
の
発
行

▽

「山
岳
』
第
八
十
八
年

（
一
九
九
三
年
）
の
発
行

▽
会
報

「山
」
第
五
七
五
～
五
八
六
号
の
発
行

◇
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
、
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
そ
の
他
）
と
の
密
接
な
連
絡

▽
海
外
登
山
団
体
と
の
機
関
誌
お
よ
び
情
報
の
交
換

◇
海
外
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{C;hallenged to Mte Sagarlnatha South‐ West]Face in Winter

Kuniaki YAGIIIARA

Preface

At 3:20p。 1■ 。 to on 18th December 1993, w・e succeeded for the first ascent of Mt.

SagarIIlatha by South‐ WestlFace in winterc Moreover,both of the second and the third teaIIl

also succeeded. So, six lnerrlbers in seven stood on the sunlnlite

lt was the grand praect that was made by Gunma Mountaineering Association(GoM.A。 )

after the second atteinpt to scale Mt. Everest called′ I｀ he′「 hird POle, called Sagarinatha in

Nepal and Qlomolangm.a in China, by South‐ West Face in winter.

It was the third record of“ the first ascent"comming after Dhaulagiril(8,167m)by SOuth

East Ridge in autumn 1978 and Annapurna I(8,091m)by South Face in winter 1987・～88

made by GeM.Ac

G.M..A.。  had sent three reconnaissance teallls and seven expedition tearrls to Hilnalaya.

Various difficult subjects in Hilnalaya are worked up one by one by the superior

clilnbersc Now, 7,000 1n class virgin peaks are in only those areas where nobody are

a1lowed to enter due to political reason, and no 8,000 1n class virgin peaks after the first

ascent of Mte Shisha Pangma(8,012m)in 1964。 SO,the superiOr climbers are paying

attention to only the clirnbing by difficult route.

Even clilnbing fronl variational route in that period called``Thelron A_ge''becam.e colnm.on

sense,by traverse,by without artificial oxygen,by snlali nu」 nber Of clilnbers,by s010, by

speedy lnovernent, and by alpine style including a1l of the preceding conditiOns alsO had

been inade, we rneet the denlands of the tiines that developes for``clilnbing in winter seasOn

aS the f0110Wing theFne".

Climbing in Himalaya by Gunma Mountaineering Association

In this sense, the first action by G.M.A. in Himalaya was the reconnaissance for Mt.

Dhaulagiri N (7,661 m) in spring 1971.

In spring 1970, some 8,000 m class peaks were climed by variational route like Mt.

Makalu (A , +63 m) by South East Ridge , Mt. Annapurna I by South Face and Mt. Nanga

Parbat by Rupar Face. Of course we had no relation with such superior climbing in the

world, Gunma Prefecture was newly developing in mountaineering world in Japan who

aimed to Himalaya.

In spite of first visiting in Nepal and being perplexed, three members went up Konabon

Khola, Branch of Myadge Khola, and stayed at one Japanese team's camp named G ' H '

M 'J who was climbing Mt. Dhaulagiri N on that time, and climbed up to Camp 2,5,100 m

high. From Camp 2 , rocky ridge , one of the most difficult section , was seen close by hand

and on that time they felt confident that they would "climb sure" though it seemed difficult
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and returned to Japan.

In spring next year, 1972, Nepal Governinent did not issue the forillal cliinbing

perⅡlission due to lndo‐Pakistani Strife, so we eXarnined postponeIIlent of cliinbing and

changing peak out of Nepal at one tilne.We received the news that cliinbing perHlission was

unofficially arranged the end ofJanurary beCauSe lndO‐ IPakiStani Strife condition took a turn

fOr the better, sO we cOuld start the end of iFebruary.

Climbed up South East Ridge of Mt.Gurja Himal,already reconnoitered south side,and

Mr.Myagde Matha(6,273m),and from there we were descending in order to make the

rOute tO scheduled place as CaIIlp 5 situated at great snOw plateu on lKonabon Glacier. But

we gave up Our cliinbing because One inenlber died at CaIIlp 4 due to high altitude sickness.

In autumn 1975,IMrt.Dhaula」 ril was scaled by eleven members OfJapanese Kamoshika

DOjin Team.One Ofeleven was I,Yagihara,who wasthe member of G.M.A team in 1971

and 1972. AlsO SOuth‐ West Face on iMIte Everest was scaled by British tealm in the sam、 e

auturnn for the first tilne.

In autumn 1978,we ainled at South East Ridge on Mte Dhaulagiri I.We climbed up to

South〕 East Ridge froHllE)ast I)haulagiri Glacier and struggled on the huge and difficult ridge.

(1)n23 rd Septerrlber,one inonth passed since clilnbing started, three ineIIlbers fell down

to South Face side and were inissinge A1l our searching in sorne days were in vain,we could

not only rernove their bodies but also find theⅡ l. We concluded that it was ilnpossible to

search any lnore and started to clilnb.

′
I｀ hree inernbers scaled On 18 th(DctOber and three inOre scaled On 21 ste But On 20 th,the

deputy leader fell dOwn and died On his carrying way tO Camp 5(6,950m).Though we

succeeded the first ascent of Mto Dhaulagiri l by South East Ridge,four members were

sacriiced as costs.

We lost rnernbers in both of twice expedition in Hilnalaya.We thoght that needed in a little

time to come back again nexto But we joined to large expedition teams which were not

sponsoled by G.M.A and tried to clilnb continue in order to keep the ray of hope for

Himalaya.

on that time,we were shOwn Off the first ascent of Mte SagarIIlatha in winter made by

Polish team.

Kamoshika Dain team planed to scale Mtc Dhaula」 ril(8,167m)by Pear Route on North

Face and 10 members in 18 joined from G.MeA.Three members succeeded the first ascent

by Pear lROute in 26 days and rnade the step future.

()n the first day of our return way,we tried to select our next peak and the route while we

climbed down on Myadge Khola Glacier. A11 0f Our Ouects were huge games like Mt.

Sagarinatha by South‐ West Face, Mto Lhotse by South iFace, Mt. Makalu by]North West

Face and Mte Dhaulagiri l by South Face.
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MIto Annapurrla I South Face in winter

ln winter 1984～ 85,we tried to climb British route on South Face,but Mt.Annapurna I

did not a1low for us to stand the tope

Soine of inelllbers had experience clilnbing Mte lEverest and Mto Manaslu in winter

season,still more,summitter of Mt.Everest in winter also.But it was quite difた rent

“winter on Mte Annapurna I''frOm “winter in Himalaya''experienced by them.

Against our forecast,heavy snowfall attacked us lnany tilnes.We had too less experience

to forcast and judge about``winter in Himalaya".

It inay be the discrepancy between Mt. :Hilnalaya, border iChina and Nepal, and Mte

Annapurna l situated on south side distant frOrrl inain inOuntain range.

In autunln 1985, after returned tO Japan, I t00k the arrangernent Of filining``StOry Of

NaoΠli Uenlura''in nly hands and organized the teanl taking filln on the top of Mte Everest.

11 lneinbers include 8 fronl G。 lMI.A、 vere gatheredc lt was the first operation on restoration

to climb Mt. Annapurna l by South Face.

Indian Ariny teanl was clilnbing before us. Unfortunate lndian tealrl gave up by South_

WestlF｀ace and changed to stake by South IEast Ridge.In spite of solne attachings,they gave

up to scale.Their climbing ended tragically;one nlember died due to falling and four were

frozen to death at South Col(about 8,000 m high).I and one mOre memberthrew down their

bodies at South Col to Western C)wnl due to request by lndian tea■ l.

On 30 th OctOber,seven members Of Our team scaled the summit under the calm and

clear,and our schedule was done.Probably,itcame up to my view and my wants.Now,

w.e got the chance to rechallenge for Mt. Ainapurna l by South Face.

On December 1987,We GoM.A started to make the first ascent for South Face on Mt。

Annapurna I.

Our object was by British route and scaling in 15 days. There were no sulerers in

IIlerllbers and sherpas though six tents were darnaged and alinost foods, equipIIlents and

gears just carried up for upper caIIlps were lost at Canlp l due to avalanchee We prepared

equipinents, gears and foods about double of necessity at our lBase Carilp by way of

prefection.

On 20 th Decelnber,four nlembers started frOim Camp 4,7,400■ l high, and scaled the

suΠIInit after hard struggle in 12 hours,thOugh Our schedule w'as delayed because Of hurts Of

ineIIlbers due to falling stones and snowfall after thate 
″
rhey did not use artificial oxygen.

However,after descended the rock face near the summit,one member fell down when

they were descending on snow field where inclination becalne gentle slightly.

MOreOver,One rnOre step On traversing tO Calnp 4 a10ng the fixed rOpe, One ineinber fell

down.()nly his voice``oh!''and“ flashing spark in the dark''due to striking crarnpon on rock

reinained. IHe was gone and no returned.
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Got over the'rragedy

Theur Of“ the first ascent'' for ``8 000 rFI ClaSS peak'' ``in Winter'' ``by rOCk faCe rOute"

changed in dark in a rnolnent.

It was the Origin that the plan for Mte Sagarinatha,Mt.Everest,by South‐ WestlF｀ ace was

recOgnized by the bOard of directors of Go M.A in March 1984, when the plan for Mt.

Annapurna l by South F｀ ace was driving,as``possibility to clilnb ten years after fronl now

by junior and senior high school students in the present''。

The periOd was changed due tO cOncern with the plan for Mto Annapurna I.In addition

tO, the periOd had tO be delayed One n10re year and pOstpOned in 1991～ 92 because of the

tragedy on lMIto McKinley in iFebruary 1989, severe winter;the late Yalllada and his two

nlenlbers had gone. Expedition for Mte Sagarnlatha in winter was the 50 th anniversary of

foundation of Go Mo A.

′
I｀ he late YaIIlada was one ofthe world figure clilnbers and scaled nine peaks and twelfth of

8,000 m class including three times(in winter,in autumn and traverse from north side to

south in spring)on Mt.Evereste There were no members who made the first ascent of Mte

Annapurna l by South Face in winter due to their tragedy.

It is nOt t00 1nuch tO say that to scale Mt. SagarIIlatha,the highest peak in the world and

situated in exceeding altitude, by SOuth_West Face in winter when natural condition is the

inost severe IIleans to get all kinds of difficulties in cliinbing in I‐ Iilnalaya.

we wOuld try tO dO such a big clilnbing as One 10ca1 0rganizatiOn in Japan naIIled G.lMI..A.。

MOreOver, we decided try tO cliinb Only by South‐ West Face for our target with no idea

abOut escape route like South East Ridge, norinal route,in the least.We started to arrange

after concentrated all lnerllbers'Hlind thoroughly. We resolved that even though we would

fail through the nlisdirection of our power, we do not hesitate even to die in honour.

How should we climb Mt. Sagarmatha by South‐ West Face in winter?Though we also

have experience of clirnbing in iHiinalaya suitably,we would check up on the result,success

and failure,Of fOriner clirnbing to Mto SagarIIlatha by SOuth‐WestlF｀ace and winter‐ clilnbing

again. I thought that we would be able to draw the answer``possibility to clilnb''when we

nlade the best use of our experience in the clilnb to Mt. Annapurna l by South iFace.

The inost requisite one for“ success''is speedy lnovenlent. I was no anxlous about their

techniquee We scaled Mt. Annapurna l in 20 days. Considering wind in winter and the

cases Of fOriner expeditiOns, I wOuld like tO finishi Our cliinbing in 20 days or before

Christmas Day.

HOwever, w'e were caught by viOrent Jet Strealn in winter, in spite of reaching Final

C)anap height of 8,350 1n twice or three tilnes,and attacked raging gale whenever reached at

Final CaIIlp, and obstructed by cold wind blowing up and down along South‐ West Face。

(E)n9th iFebruary 1992, we cOuld nOt help giving up Our clilnbing after tried in 71 days.
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Though we could give experience of climbing in Him.alaya fOr yOung nlembers,we could

not only holding the accliinatization tilllmain clilnbing in winter but also lnaking the lnOst use

of it because climbing Mt.Kangchenjunga as Pre‐ Mte Sagarmatha expedition was in spring

season. I knew that clilnbing in auturrin season was I1lore advantageous than in spring for

clilnbing in wintero l deterΠ lined when we would rechallenge to Mt. SagarIIlatha by South‐

West iFace, we should iinprove equiprnents and gears in light weight,try tO clilnb 8,0001n

class peak just before inain clilnbing in order to get acclilnatization and take corrlplete rest

after the clilnbing.

The First Ascent in winter

l thought that we would use artificial oxygen for clilnbing Mt.ChO()yu in autunan 1993 in

order to get only advantage point like acclilnatization without leaving our fatiguee A11 0f 12

members include only for climb Mto Cho Oyu and 6 sherpas scaled the summit as the result.

We could achieve the desired end purpose。

We dared to cliinb with artificial oxygen and by West‐ North―West Ridge, norinal route.

Moreover,we scaled on 8 th(Dctober, 1l th and 12 th when I1lonsoon was over.It was a1l of

our ilnpression that we had never experienced such a strainless clilnbing in our IIluch

experience of clilnbing in Hilnalaya. Our tactics to scale without leaving our fatigue and

hurtless was conlplete success.And it was certainly great effect for young ineinbers who got

self‐assurance because of being on the sunllnit by thelnselves.

His Mttesty's Governlment of Nepal provided new iMiountaineering Regulation in autumn

1992, and announced that ``Expedition teaIIl for Mto Sagarnlatha will be perⅡ litted five

members for each team from autumn season in 1993.In case of increase,maximum two

members will be permitted.Royalty for Mte Sagarmatha costs US S50,000 per each team

even if only one inenlber, and increase of inelmber's fee costs IJS S10,000 per each persOn".

We could nOt help clilnbing only seven inelnbers because 10 1neinbers were not perΠ litted in

spite of negotiation.

Actual clilnbing ineinbers were seven. I as the leader and our doctor Senya Sunliyoshi

joined and stayed at Base Camp by Trekking Permission.A1l of seven members were the

llleIIlbers of the last winter Mt. Sagarinatha South‐ West iFace lExpeditione

Start to climb on South-West Face in Winter
1 st December, at last it broke long-waited turn of winter season. But we were anxious

about the weather because the sky above Base Camp were covered with alto-stratus from the

early morning.

Ice Fall , gateway to Mt. Sagarmatha, is one of the most dangerous sections of this route.

There are no safe ways in the huge ice fall, 700 m distance of height by 1 km in width and

blocking in our way. Devil is waiting for us everywhere with keep his mouth opening. So,
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nOt Only sherpas but alsO we feel like tO chant“ ONMANI PEMFUM".

(3)ur(Canlp l placed 6,020 111 high was getting on the ice precipipe.

When we turned to Mto Nuptse side after traversing sometimes, we could see whole

SOuth―West iFace on large scale.

Carnp 2, 6,500 in high, was pitched on giacier covered with inoraine and flanks of West

Ridge,higher than Western Cwin a little bit,where was very comfortable as a camp site.

we established it a little nearer to West Ridge side than last tiIIle.

At6:00 aonl.On 2 nd,temperature at Camp 2 was-19° C and not so cold as wethought.

on the salme day, Ogata, Hoshino and Dawa Tashi w'ent up for m.aking route to
′
relmporary calmp On their schedule.

In this tiine w・e pitched Only One tent as TempOrary camp at the last Camp 3,and would

with drew a■ er making the rOute tO Camp 3(the last Camp 4).we wOuld shi■ frOm Camp 2

tO Camp 3 directly。

At5:30a.in.On 7th,I got up and looked outside.What lt was snowing and the range

Of visiOn becalme narrOw abOut 100 1n far onlye Sonletilnes our tent was attacked by

blizzard.

We had nO work in Temporary Camp duetothe stormy weather,so w・ e decided to go down

tO Camp 2 immediately.

On 8th,the strong wind began to rage from lmidnight.It raged whole day,though snow

coulds were swept away.

Canlp 3 wOuld be established at the sarne place Of the last(c)ainp 4,7,6001■ high,in that

timee That place was safe frOnl falling stones comming from Rock Band because of distance

from Large Central Gully and protected by the grey, remarkable rock wall in the back

ground.
′
I｀ he vertical wall abOut 3oo lm.distance Of height sOares in black at the height of 8 000■ lon

South‐West Face.′ rhe British called that place“ Rock Band''。
′

「 o pass that overshelining

]RIOck IBand is the key pOint tO attack for South‐ West]F｀acee We can see couloir extending both

sides under that lRock lBand. ]Right side cOu10ir extends for South iRidge and left side for

West lRidge severally. IBoth of thenl were taken as the route by each past teaI1ls and the

hopeless confronting vertical wall has never been tried.

we alternatived the sarne rOute as the last tilne,first scaled by British teanlin 1975.′ 「 hat

is tO say we wOuld try tO cliinb up a10ng the left side cOu10ir cutting into the left edge of]RIock

Band.

Nazuka's teanl reached the foot of the couloir cut deeply after extending five pitches on the

snOw wall which inclinatiOn abOut 50° .′ I｀ he cOu10ir was only 3～ 4 1n wide and the rOck wall

on both side connpletelye lt seerned that we could not escape to the both side.

1｀ here was fu1l of snow in the couloir as iast tiine, and the slope of the route continued

riging'up in inclinatiOn Of abOut 50° . We cOuld clinlb up without difficulty because the
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chockstone on the way was alinost covered with snow in wintere

When we extended our route two pitches fronlthe foot ofthe couloir,we reached the place

where we ut asif we werein the bottom ofa well because of surrounded by rock walL The

place was One Of the mOst difficult sectiOn because Of the vertical rOck wall abOut 25■ l high

standing in our way to Lalnpe.
′
I｀ he good news of having passed up lRock lBand was announced by walkie talkie at 14:15.

We cOuld reach the intended place height of 8,350 Πl as Carnp 4 after extending one inore

pitch in the gully.

On 12 th,we heard tha roar ofthe violent winter wind from South Colto Mte Lhotse side

when we gOt up in the inorninge Ogata's teaI1l shifted to Camp 3 fo1lowing to our schedule

though we left slightly uneasy.

On 14 th,Ogata and HOshinO, passed One night at the height of 8,3501n,started to take a

step onward on the virgin routeo The route becalne quite steep snow wall after traversing

One pitch On the siab frOrn Canlp 4.we went up One pitch straight,then traversed abOut 4 in

to the right side along snow IBand and after then the first barrier waited us. 
′
rhe vertical

wall,abOut 4 1n high, b10cked in Our wayo lt was hard tO cli■ lb with being equipped whole

include oxygen cylinders in spite of only grade IV+in technicale We clinlbed over depended

on left ropes by Korean teaI11.

(3)n15 th,()gata and l[IOshinO having spended twO night at Carnp 4 cOuld extend the route

smoothly because of alm.ost calIIl and clear weather,too.However,we could not reach the

pOint, one of the most difficult section, on South Sunllnit Gully dur to lack of ropes.

On 16 th,Sato told ine that his rib inight be broken because his chest was paining when he

caughed. So, SatO had to be out of clilnbing, 
′
I｀ anabe and Ezuka were sent as the second

teaIIl frolll the next day.

01n17 th,it grew cOlder frOm last night and the temperature was-23° C in the morninge

(3)n the day, the pair of Nazuka and GOtO started frOnl Cainp 4 and after reached the

highest point by ()gata's teaIIl lllade the route on South Sunlinit Gully fronl ll :30。

At first,we extended the route on the snow wall, shaped like Gully and traversed to the

greatest depth like running water gutter through under the reddish brown slab zone called

lROck Step by British teaine lEach of ropes was fixed up to the place.

′
I｀ he brittle red‐ brown gully continued fronl theree We inade the route two pitches of the

gully On grade Ⅲ十 .And we reached snow wall after the gully.

Making route on the day was finished up to there and we started to go down at 16:10 and

reached at Canlp 4 at 17 :30。

Anyway, to scale South‐ West IF｀ace is quite hardo South‐ West Face did not a1low us to

enter the last gate thOugh we were close to be able to recognize each rock of South Sunllnit

Col.

We expected Nazuka's teanl on next day again。
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On 18th, strong wind from last night stopped and calm morning came.

Nazuka's teaI11,carried our expectation on their sholders,told us that it w′ as calin around

Carnp 4 at 7:00a。 1田[.by Walkie talkie.It WaS Said that already GOtO started at 6:45a。 lFl.

IB,Oth OftwO reached the highest pOint Oflast day at 10:33a.Π l.「Fhey started to inake the

route from thereo Atlastthey reached on South Summit Colo lt was the time at 13:05.The

summit of Mte Sagarmatha was within hail in snow mist beyong Hillary Step from there.

FrOm there the route was knOwn weli by Nazuka.They went up step by step carefully in

unbearable roaring gale.At 15:20 at last,they st00d On the sumnlit of the highest peak in

the world in winter
′
I｀ hey stayed On the sunllnit about 20 Hlinutes to perfornl the cereI1lony. Goto also would

reach soon.

Oh they did it l felt relieved with allIIly heart. Now,I could feel without grief of tragedy.

I was deeply ilnpressed with the result of success for scale conlining to iny heart.It was IIly

first ilnpresstion that w'e would be able to return Japan sure.Finally,we w.ere free from the

feeling corrlpressed lnental pressure.

In that way,the first ascent by South‐ West Face in winter on 18 th Decenlber was lnade

by the first tea■l without inishap.

On 20 th,at 5:15a。 1田[.On the day,′:ranabe and IEzuka,second tearrl,started froIII Canlp

4.At ll:20a.In.they succeeded in reaching the summit.They made the first ascent with

their tenacity in spite of raging gale and attained Hat Tricko However,Ezuka was operated

and rernoved part of his little finger due to frosvite later in conlpensation for his glory.

On 22 nd,Ogata and HOshinO,the third tealm,started frOlm Camp 4 at 6:10a。 1■ 。BOth Of

us carried three oxygen cylinders,Inade in the forIIler USSRI and capacity of three litter,on

your shoulders. 
′

「
hey clilnbed up sI1loothly without suffer of weight because of taking

oxygene Already we reached the 8th pitch when we had to contact at 7 :00 a.IIl e

At9:25 acin.they reached hOped― fOr South Sunllnit COl.Indeed,it was raging gale as if

l would be blown off.(Dgata changed his oxygen cylinder while(])gata was waiting for

Hoshino.

(])gata found red dadget, wreck of antena, elllpty oxygen cylinder and Others in frOnt Of

me.It seemed that it was the summit over there soon.It took just one hOur fOr me frOm

South Sumnlit Col, and at last Ogata reached the sum■ lit at 10:40a。 lm e

The irst ascent of Mte CRO)V7]N in 1993

CROWN Expedition Japananese Alpine CIub‐ TOK」 Branch

The Name oflmountain we ascended is“ CROWN",itis 10cated abOut 40 km nOrth west Of

Ml, K2in Karakourm. It is 7,295 mt high above sea level and 3 rd highest unclim、 ed

I1lountain in the world.

The first group(6 members)of this expedition arrived in Kashger 19 th May 1993,we
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received here a1l our equipIIlents and provisions delivered fronl Japan and bOught SOIne

vegetable we needed.
′
I｀ he first caravan started froΠ I Mazer l)ara with 52 caIIlels On 23 May a10ng the Yarkand

liver and we reached the shaksgam river thrOught the Agiri pass(4,780m)On 26 Mayo We

prOceeded the caravan along the Shaksganl river,crossing over the river several tilnes,and

finally arrived at the end of Crevasse Glacier which is the biggest glacier in(china. On 29

May.Base caIIlp was established here at the height Of 4,100Π 10n29 May.It was located on

the side inOraine at the right side of the Crevasse Glacier.lF｀ roH1 30 May,we started finding

rOute to Advance base calnp upwardse 
′
rhe route froIIl base canlp to advance base canlp

(ABC),4,400 m height,is on the le■ side morained of Crevasse Glacier through the deposit

camp(4,300m).We set up ABC atthe entrance of 4 th runse of CROWN on l Junee The

secOnd grOup departured frOnlJapan On 27 May join at BC)on 7 June. 
′

「
he reSt Of rnerrlberS,

Ho sakai whO is chief climbing leader in the team, joined at ABC On 17 June.

On llJune,we Set up the Camp l in front ofthe big front wa1l ofthe Crown atthe height

Of 5,100■1 0n the mOraineo The rOute from ABC to C l was on the side moraine Of 4 th

runse,we fixed 3 rOpes On the steep rOck wall atthe height Of 4,400■ l for the convenience of

descent.In order to avoid an avalanche fronl icefall which is lower part of the east face,we

made a detOur tO the sOuth east facee We f破 ed 23 ropesfrom C l to C 2.C2(5,800m)was

set up On 21 June On the end Of sOuth east ridgeo C)2 was covered around with deep snow and

the rOute frOmi C l tO C 2 was steep snOw slope.And there,we traversed to east face along

the rock band,it was very steep slope covered with deep snow.′ rhis route was so delicate

because of the risk Of avalanche frOnl the east facee We fixed 20 rOpes fr01rl C)2 tO C)3。  At

first,we had a plan tO rnake C)3 at the height of around 6,500 1ll and final canlp at the height

of 7,000 Hl at the east face,but lE)ast face was too steep to lnake a apace for stay,finally we

gave up setting up the camp atthe east face,since we had tO set up Camp 3(final camp)at

the height Of 6,300 1n where it is about 800 1n lower than our expectation. We had to dig

snow all day to inake a space for canlp at the pOit Of fifth ridge frOnl the sOuth east ridge。 (〕 3

was set up to keep hanging out the edge Of tent tO the Open space On 14 July.

East face was nlixed with rock and ice wall which is covered thin snow and it had a most

steep s10pe in Our rOute, it was alinOst between 60 and 80 degrees. The inost difficult part of

this route was called``The exit of funnel'',at which ali snowslide fronl the upper part of east

face was gatheredo We set 71n wire ladder On this part on 17 July. 28 fixed rope was

established on the east face to the f00t Of the sunlⅡlit at the height Of abOut 7,1001n On 21

July.The first assault party,Tokushima,Yamasaki and Aritolmi started frolm C 3 at 2:30

a.In。 On 22 July, they reached at the end Of the fixed rOpe at 7:00 aoIIl. and there they

extended the rOute anOther 4 pitches.′ rhey finally reached the surnnlit at 2:56p.lm..under

c10udy weather. 
″
rhey descend the C)2 0n the saIIle day. 

′
rhe total of fixed rope WaS 32

pitches fronl final canlp to the surnΠ lit.
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After 3 days bad weather, the second assault party, Sakal, Abe, Suzuki and Nakagawa

started froIII C)3 at2:30a。 lm..under fine weather and reached the sunl■ lit at 9:05 acim、 .on

27 July. The third assault party,Kanleda,Nakashilna,Miyasaka and Sasarrlori reached the

sunlinit On 28 July and the final assault party, Natsurrle, Matsuoka and Hasegawa also

reached the sunlinit On 29 July。 1｀ hey also started frolll C)3 at early inorning and descend the

C20n the same day.Our ali members finally could reached the summit through the new

route at the east facee

We carried out fixed ropes as lnuch as we could, especially we took out all between C)1

and C 2.On 31 July,we evacuated C l and moved down to ABC.We returned to Sugket

Jnagal on 6 August,which is Base Camp for cooperator of Chinese and for Base CaHlp of Mte

K2。 We stayed 10 days waiting for cainels for caravan and started return inarching on 15

Auguste .After 10 days, we finally returned in lK:ashger On 24 August.

Japanese Members

Expedition leader                            Kazuo TOkushima(age 48)

Cheif climbing leader                          Hideki Sakai(  32)

Climbing leader(Manarr)                   Tetsuya Abe( 30)

Climbing leader(Tactics)                     Tetsuya Abe(  28)

Climbing leader(Tactics)                 Masanori Nakashima(  28)

Preparatory leader                        Mikio Suzuki(  26)

ClimbinglMember(Transportation)                 Akito Yamazaki(  26)

Climbing Member(Accountant)                Masanori Natsume(  25)

Climbing Member(Food)                   Hitoshi Miyasaki(  24)

Climbing Member(Equipment)                Kunihito Nakagawa(  24)

Climbing Member(Equipment)               Yasuyuki Arimmi(  24)

Climbing Member(Health)                    Shinya Sasamori(  22)

Climbing Member(Document)                  Kiyoshi Matsuoka(  21)

ClimbinglMember(Food)                      Tetsuya Hasegawa(  21)

INDO(ITBP)‐ JAPAN(IIAC)AQ・ TASH EXPEDIT10N 1993

HIROSHIIIA ALPINE CLUB

The Summary of the act of Japanese nlembers is as undere

7/17 Sasoma´ ―Camp of Army

7/18 Camp of Army～ BC(4800m)

7/21 We begin tO climb fOr mOuntaine we set up c l(5600m)and decide the climbing

route.

7/22´-23

We carry up the clilnbing goods to C)1.

7/24  0kannoto and Yoshioka search the route in the SOuth Wall and fix the fope to the point
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of 5,900 me

Other member carry up the climbing goods to C l.

7/25 Nagoshi,Yokoyama,Mizote search the route and fix the rope up to the point of 6,150

7/26  Nagoshi, YokoyaIIla, Mizote search the route and fix the rope to the point of 6,200

7/27～ 30

We cutthe ice atthe place Of C 2(6,200m)and make tent_site and set the tent of C 2。

7/31  NagOshi and(1)kar110tO search the rOute and fix the rOpe up to the point of 6,5501n.

They reach up to Upper‐ Snow― Face.

8/1 All members Stay in C l or C 2.

8/2   YaIIlalnoto and Mizote search the route and fix the rope to the point of 6,700 1n up to

Rock‐Nose in Upper‐ Rock‐A.rea. 
′
rhey stay at C 2 at nighte

8/3  Yamam.oto and MizOte gO dOwn frOlm C 2 to C lo Nagoshi,OkaI1loto,Yokoyama go up

tO C 2 frOm Cl. They stay at C 2 at tighte

8/4  We stay at C 1 0r iC 2 because Of bad weathere

8/5  Nagoshi,Okamoto,YOkOyama atack the summite They climb Upper‐ Rock‐Area and

have very difficurty to clilnb through the Rock.Area. It is very bad weather.

At last,they clilnb up thrOugh that area and reach to the Snow Face under the

Sunlinit at the point of 6 870 Πl at 16:00。  But,they don't go up to the suΠ linit and go

down to(〕 l because they have the idea that lndian inernbers nlust be the first‐

summittere Yamamoto and Mizote Climb up to C 2 frOm C l at nighte

8/6  Yamamoto and Mizote start for the summit from C 2 at AM.2:00.They arrive at

the point of the end of LIpper Rock Area at AM. 12:00。  They climb abOut 180 1n

frOnl there in the snow face, and at last they reach to the sunllnit. Yarllainoto arrive

at the sunlinit at 14:10. MizOte arrive at the suI11lnit at 14:30。

′
I｀ hey can't see the view around the sunlinit, because the weather is very bad.

They withdraw sOme fix_rOpes and gO dOwn tO C 2 at night.

8/7  Yamam、oto and MizOte withdraw C 2 and fix_rOpes under C 2 and they cna't withdraw

the rest Of rOpes abOve C 2 because we inust withdraw C 1 8 th Aug.and don't have

enOugh timLe fOr Withdra｀ Wing. They gO dOWn tO C l in the eVeninge

8/8  We withdraw C l and go down to BC.

We and Porters carry down the all clilnbing goods to lBC).

8/9   We stay at lBC), all day.

8/10～ 1l We work and pack our clilnbing goods.

8/13 BC′ヽ́Sasoma
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大学山岳部 アンケート調査集計報告書 (抜粋)

日本山岳会青年登山懇談会では、大学山岳部がかかえる問題や現状を調査するために、

1993年 10月 大学山岳部にアンケート調査を実施した。

調査は、全国の大学山岳部のうち、文部省登山研修所に住所データのある286校 の部

長・監督宛にアンケート用紙を発送し、廃部等で存在 しないと返送された 7校を除き

101校からの回答を基に集計を行ったものである。本稿は表記調査報告書の中から主要

項目を抜粋したものである。

設立年 部員数

51～ 605校 昭和 11～201

105校

2

41～ 507校

昭和は10年 ごとに分けた MAX 43名

山岳部に入部した動機

人/総数 (1066)

複数回答あり

年間部費

決めていた(183)17.2%

勧誘
されて
(500)

46.9%

外

山
０

％

海

登
０

”

不明 19校

口護回■団回
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11校
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OBからの援助金

21～50 万円
校

11～ 20
5

部報を発行 している大学

現在抱えている問題

校/総数 (101)  部員数 (72)70.4%

その他

複数回答あり    技術面 (20)20.4%

グラフは実際の回答を4パ ターンにした。

大学からの補助金

50万 円以上 10校

20～ 50万 円
14

全山行日数

51日 ～ 60日

過去 5年以内に事故があった大学

50万 円以上
0校

MAX 40万 円

1活動費

(14)

14,7%

10日 以下

MAX 227万 円

MAX 90日

いない 32校

囲ロロロ
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事故が起こった時、大学側の対応

費用画 (9)

その他
(2)

事故対策

校/回答数 (73)

特にない

13.7%

日山協保険
(13)

17.8%

費用積立 (7)9.6%

外

⇒

渉

ぐ

OB網
(34)

定期訓練 (11)

15.1%

複数回答あり    人員 (2)

事故を経験 している部員が少なかった為、
回答が少なかった。

興味ある山

校/回答数 (45) 中国 (4)8.8%

南・北米

(6)

13.3%

カラコルム (6)13.3%

日本山岳会の学生部に入 っている

複数回答あ り、未回答を特にないに含めた。

日本山岳会に入会 したいと考えている部員

日本山岳会に入会 したいと考えている部員がいる内で

山岳会に期待するもの

海外登山 (9)

その他
(9)

ソ連 (1)

2.2%

ヒマラヤ
(16)

35.6%

助

金
術
援
助

資
技

の
ぐ

各種情報 (8)

いる 30校

いる 20校

日回■図回
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山岳図書目録

「山岳図書目録」について

日本山岳会図書委員会

山の世界で本の占める比重は大きなものがあります。そして山の本の出版は,自 然科

学,人文科学,文芸など,い ろいろな分野で盛んですが, しかし, どんな本が出ている

のか,ま た,その本は,いつ, どこから出たのか,そ うした本の情報は,なかなか手に

入りにくいのが現実です。いま,そ うした情報を一般的に知るのによいのは,『岩と雪』

年鑑の図書情報欄でしょうが, 日本山岳会図書委員会では,出版情報を会員諸氏にお届

けするための作業を毎月おこなっています。ここでは,それを基に, 日本で出版された

ものと,外国で出版されたものを調べてまとめてみました。日本で,あ るいは外国での

山の本の出版状況がどうなっているのか,こ の資料がお役にたてば幸いです。

なにぶん制約のある労力と時間内での調査であり,ま た,記載した本のすべてを現物

にあたっているわけではありませんので,不備なところがあるかもしれません。お気づ

きの点はお知らせいただき,今後の作業の参考にしてゆきたいと存じます。よろしくご

協力をお願いいたします。

・ 記載は,日 本で出版された日本語 (ま たは外国語)の図書と,外国で出版された英語,

ドイツ語,フ ランス語,イ タリア語,ス ペイン語の図書です。

・ 日本語のものは,発行年月日が 1992年 と1993年 ,英語ほかの外国語のものは,発行

年月日が 1991年 と1992年 のものです。

・ 記載は整理番号,書名,著者名,発行所名,定価,判型,発行地の順です。

・ 定価,判型は, 日本語図書のみ記載しました。判型が数字で表示されているものの単

位はmmです。

・ 記載の配列は,和書が書名の五十音順,洋書は書名のアルファベット順です。

・ 整理番号のうち,Nは 日本語,Dは ドイツ語,Eは英語,Esはスペイン語,Fは フラ

ンス語,Iは イタリア語です。N92と は, 日本語図書,1992年 発行の意味です。

・ このリストは,主 として図書委員会の次のメンバーが担当しました (順不同)。

岩淵泰郎,大橋 晋,越田和男,大森久雄,松家 晋,岡沢祐吉,岩瀬皓祐,泉 久

恵,平井吉夫,小川益夫,三好まき子。
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山岳図書目録
一

日本語  1992年

No.

N92-001

N92-002

N92-003

N92-004

N92-005

N92-006

N92-007

N92-008

N92-009

N92-010

N92-011

N92-012

N92-013

N92-014

N92-015

N92-016

N92-017

N92-018

N92-019

N92-020

N92-021

N92-022

書 名

アジアハイウェーを行く

秋田・源流の山旅

アフガニスタン紀行

ある日岩場で―堀越道朗

山の軌跡―

アルプス・ヒマラヤから

の発想

アンデスの記録者 ワマ

ン・ポマーインディオの

歴史像を読む―

アンナプルナⅢ-1991年
アンナプルナⅢ峰登山隊
の記録一

ANNAPURNA DAKSHIN
EXP.

飯豊連峰懐賦―残雪とお

花畑,紅葉と温泉一

生きぬくことは冒険だよ

泉隆次郎追悼集

伊那谷の民俗一向山雅重

写真集一

大ぞり隊,南極大陸横断

す

今西錦司一評伝―

岩登りの確保技術

ウォルター・ウェストン

年譜

裏磐梯

麗しき四川の夏―雪宝頂

登頂―

越後三面山人記―マタギ

の自然観に習う―

エ トロフの青いトマ トー

素顔の北方領土,エ トロ

フ,ク ナシリ紀行一

エメラルドの王国―熱帯

雨林の危機一

産経新聞特別取材班

藤原優太郎

岩村 忍/著 勝藤 猛

/解説

登歩漢流会/編

藤田和夫

染田秀藤・友枝啓泰著

札幌北稜クラブ/編

静岡市山岳連盟ソサエテ

ィ・ネパール・ヒマラヤ

登山隊/編

山田 格

長谷川恒男/著 長谷川

昌美・小田豊二/編

大阪市立大学山岳会/編

向山雅重/著 向山資料

保存会/編

舟津奎三

本田靖春

日本勤労者山岳連盟技術

委員会/編

日本山岳会/編

新井幸人

酒井国光/編

発行所

テレメデイア

無明舎出版

朝日新聞社

登歩漢流会

朝日新聞社

平凡社

札幌北稜クラブ

同隊/刊

山田 格

集英社

大阪市立大学山

岳会

新葉社

講談社

著 者 定価

¥1800

¥2000

¥ 510

判型

A5

A5変

文庫判

田口洋美

菅原有悠/著
/写真

ナショナル・ジオグラ 岩波書店
フィック協会/編 大出

健/訳
志水哲也        白山書房

山と漢谷社

同会/刊

日本山岳会

時事通信社

日本ヒマラヤ協

農山漁村文化協

石井英二 山と漢谷社

¥3500

¥660

¥3800

¥1300

¥3500

¥1500

¥1900

¥1800

¥1200

¥1000

¥2800

¥1800

A5

文庫判

A5

B5

B5

A5

四六版

A5

A4変

四六判

四六判

A5

A5

四六変

B5

A5

A5

B5変

四六判

¥2900

A36

大いなる山 大いなる谷 ¥2200



山岳図書目録
一

日本語

N92-023

N92-024

N92-025

N92-026

N92-027

N92-028

N92-029

N92-030

N92-031

N92-032

N92-033

N92-034

N92-035

N92-036

N92-037

N92-038

N92-039

N92-040

N92-041

N92-042

N92-043

N92-044

N92-045

N92-046

N92-047

N92-048

N92-049

小笠原の自然 東洋のガ 小笠原自然環境研究会/
ラパゴス       編

奥多摩山・渓・峠    宮内敏雄

女ひとり世界を往 く N.elサ ーダウィ/著
鳥居千代香/訳
山本美智子女ひとり中国を行く

古今書院

百水社/発行
星雲社/発売

図書出版社

北斗出版

悠々社

岡山大学山岳部

山と漢谷社

つり入社

岩波書店

草思社

同局/刊

同局/刊

山と漢谷社

山と漢谷社

日本山書の会/
発行 穂高書房
/発売

山と漢谷社

小学館

四六判

四六判

※復刻版

四六判

四六判
※改訂版

四六判

A4

B5

新書判

B4変
*写真集

四六判

菊倍判

菊倍判

B5変

A4横長
*写真集

四六判

四六判

B5

¥1800

¥3300

¥2987

¥1700

¥2500

¥5000

¥2800

¥880
¥4000

¥3200

¥3500

¥3500

¥2400

¥1200

¥2500

¥2300

¥3800

還らぎる者たち

輝く壁―ガッシャープル
ム主峰8068-

カトマンズ百景

カムイたちの後裔

ガンジス

汽車が好き,山 は友だち
―昭和の山旅の記録一

北アルプスー上―

北アルプスー下―

北千島冒険紀行

北のオデッセイー北海道
沿岸ぐるり徒歩の旅―

北の山と本一その登山史
的考察―

原  真

岡山大学山岳部/編

内田良平

鍛冶英介

ラグビール・シン/写真
中尾ハジメ/訳
長谷川末男

信濃毎日新聞社編集局/
編

信濃毎日新聞社編集局/
編

阿部幹雄

榛谷泰明

高澤光雄/編

Ａ５

竣

A5

九州百名山

樹よ。―屋久島の豊かな
いのち―

京都滋賀南部の山

熊野修験

クリュチェフスカヤ
4813m

黒部奥山史談

國分勘兵衛 (貫一)遺稿
抄

砂漠の中のシルクロード

ー悠久の自然と歴史―

サハリン・北方四島一歌
え !ゆ たかなる四季―一

THE ROCKIESア ラスカ
からメキシヨまで

THE ROCKY MOUN‐
TAINS

山岳環境保護国際シンポ
ジウム 東京会議1991報

告書

山と漢谷社/編
山下大明

内田嘉弘

宮家 準

阿部幹雄/編

湯口康雄

國分勘兵衛/著 國分富
久子/編

真木太一 ◆みどり/著

後藤昌美

岩橋崇至

吉野 信

HAT一 J国 際会議

委員会/編

ナカニシヤ出版

吉川弘文館

北海道カムチャ
ツカ登山隊

桂書房

国分株式会社

新日本出版社

北海道新聞社

ぎょうせい

平凡社

¥2000

¥2900

¥600

¥3090    A5

A5

¥3000    A5

¥2500 B5横長

¥16000 B4,横 長
*写真集

¥4500  A4変

¥2000     B5編 集  HAT― J

A37



N92-050

N92-051

N92-052

N92-053

N92-054

N92-055

N92-056

N92-057

N92-058

N92-059

N92-060

N92-061

N92-062

N92-063

N92-064

N92-065

N92-066

N92-067

N92-068

N92-069

N92-070

N92-071

N92-072

N92-073

N92-074

N92-075

N92-076

N92-077

山岳総合索引 1905-1990

山稜の四季

静かな山,小 さな山

静かな山―歩き方とガイ

ドー

自然保護年鑑 3 世界と

日本の自然は今

社長室はアウトドア

修験の世界

憧憬の白き壁 冬期アン

ナプルナ I峰南壁

白神の四季一クマゲラの

棲む森一

白旗史朗の変幻富士一写

真紀行―

新日本の山

新・山靴の音

スーパー低山ベストコー

スー東京周辺一

周防100山百景

スキーッアーのススメ

鈴鹿の山と谷 6
1991年 イン ド0ヒ マラ

ヤ・ジョギンI・ Ⅱ峰登

山報告書

1990年チュール合宿報告

書

1988年パミール国際キャ

ンプ レーニン峰登山報

告書

空の名前

大山一その自然と歴史一

平の小屋物語一黒部の自

然とイワナよ永遠に一

立山夢幻

立山明媚

多摩の街道一歩こうふる

さとの道を一

地球は燃えている

地球:へ !  RIFT VAL‐
LEY ODYSSEY

千島紀行

日本山岳会/編     緑蔭書房

全日本山岳写真協会/編 山と漢谷社

石井光造        東京新聞出版局

石井光造        白山書房

¥27810

¥6000

¥1600

¥1600

B5

A4

四六判

四六判

B5

A5

四六判

¥7500

¥2200

¥3090

自然保護年鑑編集委員会 自然保護年鑑刊

/編          行会 (日 正社)

辰野 勇        山と漢谷社

村山修一        人文書院

群馬県山岳連盟/編   群馬県山岳連盟

根深 誠 白水社

白旗史朗 新日本出版社  ¥6000

中島篤巳        マツノ書店   ¥1300
北田啓郎        山と漢谷社   ¥800
西尾寿一        ナカニシヤ出版 ¥3700

練馬山の会インド・ヒマ 同隊/刊
ラヤ登山隊/編

立教大学山岳部/編 立教大学山岳部 ¥2000

同隊/刊    ¥1000埼玉県高体連登山部顧間
会パミール登山隊/編

日本山岳写真集団

芳野満彦

武村岳男

高橋健司

山陽新聞社出版局/編

今西資博

横山 宏

高橋敬市

津波克明・

水克悦/著

アレックス

¥1400

東京新聞出版局 ¥3900

東京新聞出版局 ¥1300

山と漢谷社   ¥1500

光琳社出版

山陽新聞社

帥法研

新潮社

講談社

朝日新聞社

¥3200

¥2800

¥1800

¥1500

¥1500

¥1300

¥2500

¥5800

四六判

A4変

B5変

四六判

A5

B6

新書判

A5

B5

A5

B5変

四六判

A4変

B5変

四六判

四六判

菊四判

文庫判

Ｂ

　

　

Ｂ

光ホすE口 届」

桂書房

宅間 靖・清 けやき出版

フ/若 旦

野町和嘉

シューマ ト

敬介/訳

S.ベ ルクマ ンノ/著  加

納一郎/訳 北村泰一・

宮田浩人/解説

A38

¥440



山岳図書目録
一

日本語

N92-078

N92-079

N92-080

N92-081

N92-082

N92-083

N92-084

N92-085

N92-086

N92-087

N92-088

N92-089

N92-090  東洋紀行 2

N92-091

N92-092

N92-093

N92-094

N92-095

N92-096

N92-097

N92-098

N92-099

N92-100

N92-101

鳥海 0月 山

天山一シルクロードの秘

境―

天壇の山に挑む― ミニ

ヤ・コンカ東面―

東海自然歩道31選「東海
版」

東海自然歩道を歩く

冬期サガルマータ南西壁

登山報告書

東京の山百山-50コ ース

東洋紀行 1

石橋睦美

鈴木重彦

山森欣一/編

名古屋歩く会/編

後藤典重/編・著

群馬県山岳連盟/編

G.ク ライトナー/著
大林太良/監 小谷裕幸
/訳
G.ク ライトナー/著
大林太良/監 小谷裕幸
/訳
田中典志雄

橋本 廣 0佐伯郁夫 他

/著

田部井淳子

加納一郎/著 北村泰一

/解説

新ハイキング社 ¥1300

群馬県山岳連盟 非売品

平凡社

チベットの報告 2    イッポリト・デシデリ/
著  フイリッポ・ デ・

フイリッピ/編 薬師義
美/訳

中央アジアに入った日本 金子民雄
人

中央アルプス      津野祐次

中国登山の手引 第二版 山森欣一/編

平凡社

中央公論社

山と漢谷社

日本ヒマラヤ協

山と漢谷社

東京新聞出版局

日本ヒマラヤ協

七賢出版

¥2884   B6変
*東洋文庫

東京野歩路会/編    山と漢谷社   ¥1500

¥780

¥2900

¥3500

¥2900

¥3900

¥2500

¥1300

文庫判

A4変

B5

A4変

B5変

B5

四六判

A5

B5

A5

平凡社

光ホ寸E口届」

シー・ェー・ピー

¥3090   B6変
*東洋文庫

¥3090   B6変
*東洋文庫

季の白山

とやま山歩き―新版―

七大陸最高峰に立って

25人 の極地探検家一ス
コット,ア ムンゼン,ナ
ンセンー

日中合同梅里雪山学術登

山隊報告書

日本アルプスー山岳紀行

文集一

日本型環境教育の「提案」

―自然との共生をめざし
て―

日本山岳紀行― ドイツ人
が見た明治末の信州―

日本女性登山史

日本の「富士」たち―ふる

さとの山,思い出の山一

日本の山1000

京都大学学士山岳会/編

小島鳥水/著 近藤信行
/編

清里環境教育フォーラム

実行委員会

W.シ ュタイニッツアー

/著 安藤 勉/訳
坂倉登喜子・梅野淑子/
著

山本鉱太郎/監

同会/刊

岩波書店

小学館

信濃毎日新聞社

大月書店

講談社

山と漢谷社

小学館

朝日新聞社

¥1400

¥600

¥3500

¥2000

B4変

四六判

菊判

文庫判

非売品

¥720

¥2800

¥1500

¥1600

¥1500

¥4900

B5

文庫判

A5

四六判

A5

A5

A5変山と漢谷社/編

A39



N92-102

N92-103

N92-104

N92-105

N92-106

N92-107

N92-108

N92-109

N92-110

N92-111

N92-112

N92-113

N92-114

N92-115

N92-116

N92-117

N92-118

N92-119

N92-120

N92-121

N92-122

N92-123

N92-124

日本旅行日記 1

梅里雪山

梅里雪山事故調査報告書

白山一国立公園とその周

辺一

白山連峰文献集一日本山

岳会会報「山岳」より抜

粋 明治中期より昭和初

期まで一

初めての富士山

はじめて登山をする君た

ちヘ

花と歴史の50山一いまも

現役 山々を語る一

花の尾瀬

早池峰山の四季

バャルラー 京都高等学

校登山部顧間団モンゴル

登山隊'92報告書

飛騨の山山 国境編

ヒマラヤに挑戦して

ヒマラヤの山旅術

ヒマラヤ冒険物語

ヒマラヤン・クライマー

ー世界の山岳探究に捧げ

た半生一

百歳までの山登り

兵庫丹波の山 (下 )―多

紀郡の山一

氷雪圏の王国 テラ[地

球]の想い

広島県スポーツ登山半世

紀の歩み一広島県山岳連

盟50周年記念誌一

宏よナムチャバルワ峰に

輝く小さな星になったの

か

ヒンズークシュの名峰一
TIRICH MIR一

福岡・佐賀県の山歩き

アーネスト・サ トウ/著
庄田元男/訳

京都大学学士山岳会梅里

雪山追悼文集編集委員会

/編

京都大学学士山岳会梅里

雪山事故調査委員会/編

金沢ナカオ山岳会/編

力丸茂穂

大山行男

石川茂治

田中澄江

新井幸人

高橋亭夫/文・写真 岩

手日報社出版部/編

京都高等学校登山部顧問

団/編

酒井昭市

パウル・バウアー/著
伊藤 怒/訳
大蔵喜福/文  中村みつ

を/絵
クリス・ボニントン/著
田口二郎/訳

ダグ・スコット/著 坂

下直枝/訳

平凡社

同会/刊

同会/刊

高島出版印刷株

式会社

力丸茂穂

小学館     ¥3900
随想社     ¥1236

東京新聞出版局 ¥1400

講談社     ¥1200
岩手日報社   ¥2200

同団/干」   ¥1000

¥2781   B6変
※東洋文庫

菊判

菊倍判

A5

四六判

B6変

B5変

A4変

Ｂ

　

　

　

　

　

　

Ａ

ナカニシヤ出版: ¥2800

中央公論社   ¥520

山と漢谷社   ¥800

岩波書店    ¥1100

山と漢谷社   ¥4800

四六判

文庫判

新書判

B6変

A4

冨田弘平

慶佐次盛一

川口邦雄/写真
士/文

広島県山岳連盟

新ハイキング社

ナカニシヤ出版

濱田隆 文一総合出版

広島県山岳連盟

¥1800

¥2000

¥4500

¥2760

¥1680

A6

四六判

B4変

B5変

B6

A4変

四六判

大西俊章        屋帯社

日本山岳会京都支部/編 同支部

吉川 満        葦書房

A40



N92-125

N92-126

N92-127

N92-128

N92-129

N92-130

N92-131

N92-132

N92-133

N92-134

N92-135

N92-136

N92-137

N92-138

N92-139

N92-140

N92-141

N92-142

N92-143

N92-144

N92-145

N92-146

N92-147

N92-148

N92-149

山岳図書目録
一

日本語

同文書院 ¥6500 B5富士山一その自然のすべ 諏訪 彰/編
て一

富士山の噴火

二人のチョモランマ

ブナ林の自然誌

焚火一ひろしまをめぐる

山と谷―

続・焚火―ひろしまをめ

ぐる山と谷一

深野稔生の宮城の山 ガ

イドー里山・奥山62座―

噴火・溶岩・火砕流―火

山からのメッセージ

加藤武三

深野稔生

つじ よしのぶ

貫田宗男

遠藤泰彦・原正 利

場 達/編

加藤武三

築地書館

山と漢谷社

大 千葉県立中央博

物館

加藤武三

歴史春秋出版

山と漢谷社

北海道新聞社

桂書房

集英社

北海道奴隷倶楽

部&パ ラグーク

ラブ

中西出版

板橋勤労者山岳

ベルニナ山岳会

¥2060

¥1500

¥10000   A5

B5

¥1800   B5変

¥5800180× 300

¥1800     B6

¥824 新書判

¥440 文庫判

¥1800    A5

¥2800  A4変

B5

B5

四 六 半」

北海道夏山ガイド5-道
南・夕張の山々―

北越の山歩き

星と嵐-6つの北壁登行

Hokkaido Climb 2

北海道・大地の光景

WHITE SAIL(6446m)
SUCCESS REPORT

マカルー I峰登山報告書
MAKALU 8463m

昌彦がゆく 伊東昌彦追

悼集

松本征夫教授記念論文集

―火山と岩石の探究 :日

本から中国・南極ヘー

マヤとアステカの国の

山 一々ピコ・デ・オリサ
バの記録―

みちのく百山百湯

緑の牧歌

南アルプスー静寂と秘境
を求めて

宮城の名山

名山・秘峰探訪 都道府

県最高峰の山

メキシヨの山々―根本恵

夫の登山ガイドー

メラの微笑み一ヒンクー

の乙女―

カテイア&モ ーリス・ク

ラフト/著 青木正樹/
訳

梅沢 俊 0菅原靖彦・中
川 順/著

橋本 廣

ガストン 0レ ビュファ/
著 近藤 等/訳
竹内政信/編

石津 聡

山岡人志/編

ベルニナ山岳会マカルー

峰登山隊/編
三浦・立木 。佐藤・田村

/編

松本征夫

根元恵夫/編

奥田 博・後藤義英/文
若林健二/写真

太田愛人

平口善朗・福田民雄・斎
藤多積/著

柴崎 徹

小宮裕二

根本恵夫

神戸メラピーク登山隊/
編

横浜市立大学探

検部

松本径夫教授記

念

江戸川区役所山 頒価実費

岳会

山と漢谷社   ¥2300

恒文社     ¥2800
光陽出版社   ¥1500

河北新報社   ¥1600
現代旅行研究所 ¥1700

根本恵夫

同隊/刊

B5変

B5変

A5

四六判

B6

四六判

A5

B5

A41



N92-150

N92-151

N92-152

N92-153

N92-154

N92-155

N92-156

N92-157

N92-158

N92-159

N92-160

N92-161

N92-162

N92-163

N92-164

N92-165

N92-166

N92-167

N92-168

N92-169

N92-170

N92-171

N92-172

N92-173

N92-174

N92-175

森の365日 ―宮崎学のフ

クロウ谷日記一

森のちから―生命を育む

もの一

森の水音を聞く

森を考える一白神ブナ原

生林からの報告一

野生 ANIMALS

野鳥

山ありて 旅ありき

山靴を履いたお巡りさん

一北アルプス飛騨側を護
る山男たちの手記一

山小屋物語―北八ヶ岳黒

百合ヒュッテ

山と空―憧れと実践と一

山の女―秋山郷・焼畑の

谷に生きた女の一生一

山の気象と天気図

山の自然学入門

山の友に恵まれて

羊洪山登山報告書―JAC
Miyagi Yang Gong Shan

Expedition'91-

夢自然 きのこ

夢自然 草木/春

夢自然 草木/夏

夢自然 草木/秋

ラインホルト・メスナー

自伝一自由なる魂を求め
て一

歴史のなかの旅人たち

レッドデータアニマルズ

ー 日本絶滅危機動物図鑑

宮崎 学 理論社

アサヒタウンズ/編・著 けやき出版

久保敬親 山と漢谷社

藤本和典        主婦の友社

山本佗介        近代文芸社

岐阜県警察山岳警備隊/ 山と漢谷社

編

米川正利

丹地敏明

根深 誠/編・著

奥淳一追悼編集委員会/
編

山田ハルエ/述 志村俊
二/編

銀谷国衛

小泉武栄・清水長正・高
田将志/編

平石秀樹

日本山岳会宮城支部/編

世界文化社

立風書房

山と漢谷社

奥富久枝

白日社

白山書房

古今書院

平石秀樹

同会

¥1500

¥1500

¥2400

¥2600

¥5800

¥1500

¥1700

¥1400

四六判

四六判

A5

四六判

B4横長

*写真集

A6

四六判

B6

山と漢谷社/編

山と漢谷社/編

山と漢谷社/編

山と漢谷社/編

ラインホルト・メスナー

/著 松浦雅之/訳

山と漢谷社

山と漢谷社

山と漢谷社

山と漢谷社

TBSプ リタニカ

¥1400

¥2200

¥1800

¥2400

¥1200

¥1200

¥1200

¥1200

¥2500

B6

B5変

四六判

四六判

A5

A5

B5

B5変

B5変

B5変

B5変

四六判

岡田喜秋        玉川大学出版部

岩橋順一郎/企画・制作 宝島社

¥2266 四六判

¥2980   B5変

六十歳からの日本三百名
山 *増補新版

ロバート・ベイツマン画

集―自然からのメッセー

わが八ヶ岳

わが山と旅

田中三郎

ロバート・ベイツマン/
著 小原秀雄/解説

田辺邦彦

秋谷 豊

東京新聞出版局

同朋舎出版

¥1500 四六判

¥15000  B4変

田辺邦彦

恒文社

¥2500

¥2800

Ｂ

　

Ａ

A42



山岳図書目録一
日本語

山岳図書目録
一

日本語  1993年

No。

N93-001

N93-002

N93-003

N93-004

N93-005

N93-006

N93-007

N93-008

N93-009

N93-010

N93-011

N93-012

N93-013

N93-014

N93-015

N93-016

N93-017

N93-018

N93-019

N93-020

N93-021

N93-022

N93-023

N93-024

N93-025

書 名

青いケシを訪ねて一中国
・四川省 巴朗山峠

アゲハチョウ

アジアハイウェー 第 1

巻

アジアハイウェー 第 2

巻

アジアハイウェー 第 3

巻

梓川一季節の流れのなか

で一

渥美の自然の講演会記録

集 4

アマチュア森林学のすす
め―ブナの森への招待一

アマの首飾り

アメリカ原風景一アンセ

ル・アダムズ写真集一

アメリカ大陸探検史

歩いた、よかった、ふれ

あった

アルプス徒歩旅行―テプ

フェル先生と愉快な仲間
たち一

アンナプルナ周遊

言い残したい森の話

いきいき九十歳の生活術

苺畑よ永遠に

一度は訪ねたい信州の

「日本一」「長野県一」

イニュニック〔生命〕一ア

ラスカの原野を旅する一

岩手山の四季

植村直己と山で 1泊

Walk京 都35

内野常次郎小伝一上高地
の常さん一

碓氷峠越え

美しき谷の姉妹峰一四姑

娘登山の記録―

雲南・西南中国の人々

著 者

石浦邦夫

松本克臣/写真 三木

卓/ま えがき

NHKア ジアハイウェー

・プロジェクト/著
NHKア ジアハイウェー

・プロジェクト/著
NHKア ジアハイウェー

・プロジェクト/著

穂苅貞雄

渥美自然の会

西日親雄

稲門山岳会ビスタリ・ ト
レック オ

アンセル・アダムズ//著

原信田実/訳

アンヌ・ユゴン/著 堀

信行/監

田中正八郎 0は るみ

ルドルフ・テプフェル/
著 加太宏邦/訳

内田良平

四手井綱英

黒田初子

加藤幸子

藤井哲二

星野道夫

高橋喜平/写真・文

手日報社出版部/編

植村直己

山と漢谷社/編

中丸 工

井田定男

谷田川武/編

新潮社 ¥1300 四六判

岩 岩手日報社   ¥2200  B5変

発行所

石浦邦夫

山と漢谷社

日本放送協会

日本放送協会

日本放送協会

山と漢谷社

同会

八坂書房

同会

岩波書店

山と漢谷社

図書出版社

山と漢谷社

人文書院

草思社

新潮社

銀河書房

小学館

山と漢谷社

日本山書の会

光本す
`聞

」

日本ヒマラヤ協

平河出版社

判型

180× 190

B5変

四六判

四六判

四六判

A5変
*写真集

B5

四六判

A5

B3変

B6変

B6

四六判

定価

¥2500

¥1800

¥1800

¥1800

¥2000

¥1000

¥2000

¥15000

¥1400

¥1600

¥3296

¥3200

¥1957

¥1500

¥1600

¥1800

¥760
¥1400

¥2575

¥1000

¥1000

B6

四六判

四六判

四六判

四六判

鋼

Ｂ６

Ａ５
　

竣

Ｂ５
　

Ｂ５

Ａ

　

　

　

　

　

　

Ａ

A43

N93-027 鎌沢久也/写真 。文 ¥3600



N93-027

N93-028

N93-029

N93-030

N93-031

N93-032

N93-033

N93-034

N93-035

N93-036

N93-037

N93-038  尾瀬

N93-039

N93-040

N93-041

N93-042

N93-043

N93-044

N93-045

N93-046

N93-047

N93-048

N93-049

N93-050

N93-051

N93-052

N93-053

N93-054

N93-055

N93-056

N93-057  神の山ヘ

SOSツ キノワグマ

エベレストー1951年 の偵

察遠征―

エベレストで何が起きて
いるか

エベレストの頂上は昔,

海だった―地球と生命45

億年の歴史一

遠藤ケイのキジ撃ち日記

奥羽山系雪国の草花

お母さんの歩いた山道

オートキャンプ大全

奥多摩わくわく登山

奥美濃一ヤブ山登山のす

すめ一

オコジョー白い谷の妖精

東根千万億/著 岩手日 岩手日報社

報社出版部/編
エリック・シプトン/著 JAC越後支部

田中純夫/訳
上村信太郎       山と漢谷社

小出良幸 PHP研究所

遠藤ケイ

瀬川 強

雨宮清子

金沢寛太郎/編

堀口行雄

高木泰夫

増田戻樹

木原 浩

麻賀 進

河内輝明/編・著

川井靖元

浅野孝一

小田悦望

奈良輪美智野

中島信典

石井昭子

不破哲三

菅原靖彦

滝田恒男

前田真三

芳賀竹志

佐々木幹郎

中村至申

実業之日本社/編
生駒勘七/文 徳永 靖
/写真

久保田展弘/文 新妻喜

永/写真

山と漢谷社

熊谷印刷出版部

山と漢谷社

山と漢谷社

のんぶる舎

ナカニシヤ出版

講談社

山と漢谷社

青青社

自由国民社

東京新聞出版局

¥1300

¥1000

¥980

¥1250

B6

B6

新書判

四六判

¥2300    A5

¥1500170× 175

¥980 新書判

¥1600    A5

¥1300     B6

¥2000  四六半」
*改訂版

¥1500   B6変

¥2900  A4変
*写真集

¥3000    A4

¥1300 新書判

¥2700   B5変

OZE一
変 幻

の
姿 一

尾瀬自然ハンドブック

尾瀬の四季を歩く一フォ
トガイドー

尾瀬 花の旅―花は尾瀬
の道じるベー

尾瀬ものがたり

尾瀬を歩こう一まんがハ

イキングガイドー

尾根は囁く

おらが富±340座

女ひとりの日本百名山

回想の山道

改訂・北海道ファミリー

登山

風の巡礼

花鳥風影

月山 花讃歌

カトマンズデイドリーム

ーネパール紀行一

上高地一写真でたどる山
と花の旅―

上高地・安曇野・黒部

神の山 0御嶽

布施正直/写真・文   講談社

新潮社

上毛新聞社

神無書房

脊書房

五柳書院

実業之日本社

日本文化社

¥1500    A5

¥1400

¥900
峻

Ｂ６

うらべ書房    ¥1500

山と漢谷社   ¥1600
山と漢谷社   ¥980
山と漢谷社   ¥1400
北海タイムス社 ¥2300

画廊たきた/刊

A5

四六判

新書判

四六判

四六判

¥3800

*誌画集

¥3800

¥1500

¥1800

AB変

B5変

B6変

四六判

ほおずき書籍  ¥1300

¥800

¥8300

A5

B6変

A4変

B5変

A44

山と漢谷社   ¥2800



山岳図書目録―
日本語

¥2000     B5N93-058  カヤ ック

N93-059

N93-060

N93-061

N93-062

N93-063

N93-064

N93-065

N93-066

N93-067

N93-068

N93-069

N93-070

N93-071

N93-072

N93-073

N93-074

N93-075

N93-076

N93-077

N93-078

N93-079

N93-080

N93-081

N93-082

N93-083

N93-084

N93-085

カラコルム登山隊'92報

告書一八木沢和彦君追悼

カラコルムヒマラヤ

ガリバーが行 く

環境庁レンジャーが選ん

だ国立公園フィールドガ

イド (上 )

環境庁レンジャーが選ん

だ国立公園フィールドガ

イド (下 )

韓国の岩場

関西キャンプ場400

カンチェンジェンガー西
・東―

ギアナ高地をよぎりて―

地球の創世と絶減一

奇岩大陸

木曾御岳百草物語

北アルプス・スケッチ山

歩

北アルプス動物物語

北九州の山と自然

北岳を歩く

北の大地から一川と水を

めぐる二十六の物語―

きのこ

ギフチョウ属 最後の混

棲地一山形県置賜地方か

らの報告―

キャンプで逢いましょう

'92天 山山脈 トムール峰

登山報告書

今日からはじめるバード

ウォッチング

京都ふるさと登山50選

極東一シベリアの自然

人、生活

極北の夢

霧の森一ふくいの山・四

季―

句集 縦走路

釧路湿原一知られざる生

物たち一

ウイリアム・ニーリー/ 山海堂

著 辰野 勇/監・訳

杉本美穂子/訳

松本政英・浜本健・小室 錦稜会

裕/編

A4

藤田基弘

野田知佑

環境庁ネイチャーウォッ

チング研究会

石田稔郎

山と漢谷社

山森欣一・尾形好雄/編

柳澤義幸

難波 毅

銀河書房/編

平沢利夫

千葉彬司

帆柱自然公園愛護会/編

中西俊明

竹田津実/写真 。文

小林路子/画

草刈広一

田中律子

天山登攀倶楽部 トムール

峰登山隊/編

日本野鳥の会/編

京都山友会/編

毎日新聞社/編

バリー・ロペス/著 石

田善彦/訳
増永迪男

東京新聞出版局

新潮社

山と漢谷社

¥4700

¥ 360

¥1800

AB判

文庫判

A5

環境庁ネイチャーウォッ 山と漢谷社

チング研究会

石田稔郎

山と漢谷社

日本ヒマラヤ協

日本カメラ社

¥1800    A5

¥1000

¥1400

¥4000

¥8000   B4変

Ｂ
　
Ｂ
　
Ａ

講談社

銀河書房房

銀河書房

山と漢谷社

海鳥社

山と漢谷社

恒文社

山と漢谷社

無明舎出版

山と漢谷社

同隊

(1動 日本野鳥の会

京都新聞社

毎日新聞社

草思社

ナカニシヤ出版

ふらんす堂

北海道新聞社

¥3300210× 280

¥1030 四六判

¥3500   B5変

¥ 980

¥1500

¥1600

¥2800

新書判

四六判

A5

A5

¥3000

¥2000

A4

四六判

¥1000

¥4000

¥1200

¥8500

¥3200

¥2000

A5

B6変

A4変
*写真集

四六判

Ｂ

　

Ｂ

聰沢

四六判

四六判

¥1350 四六判北海道新聞社/編

A45



N93-086

N93-087

N93-088

N93-089

N93-090

N93-091

N93-092

N93-093

N93-094

N93-095

N93-096

N93-097

N93-098

N93-099

N93-100

N93-101

N93-102

N93-103

N93-104

N93-105

N93-106

N93… 107

N93-108

N93-109

N93-110

N93-111

N93-112

釧路湿原一 日本環境の現

在―

釧路湿原を歩 く

クマゲラの森から

グリーンランドは旅人を

離さない

GREAT KARAKORAMi

京滋百山 三角点を行 く

(上 )

京滋百山 三角点を行 く

(下 )

激流の長良川

原生林紀行一 日本の自然

原生林・里山 0水田を守
る !

現代訳・旅行用心集

原野の料理番

興安嶺挽歌

高原の音楽譜

高山植物

高山チョウー可憐な生き
ものの記録―<信州の自
然誌>
心に残る山一静かな山の

紀行集一

最後の熱帯雨林―地球環
境保護アトラスー

里山讃歌

里山の自然をまもる

里山の博物誌―虫の日,

人の日,タ ヌキの日―

砂漠を緑に

サハラ砂漠縦断記

サハラ縦走

サハリン・アムール民族
誌一ニブフ族の生活と世
界観―

サバンナの風―東アフリ
カの自然と人と動物と…

ザ・リバー

本多勝一/編

白旗史朗

芝村文治

芝村文治

渡辺 斉

工藤父母道/編・監

全国集会の記録刊行会/
編

八隅濾奄/著 桜井正信
/監訳

坂本 嵩

濱川 昇/編 笹原忠夫
/著

手塚宗求

木原 浩

堀 勝彦

朝日新聞社   ¥1300 文庫判

立松和平 講談社

朝日新聞社

白山書房

朝日新聞社

かもがわ出版

かもがわ出版

エフエー出版

山と漢谷社

無明舎出版

八坂書房

朝文社

鉱脈社

¥7700300× 305

¥1200 四六判

¥1500

¥1750

¥2000

A5

四六判

四六判

浩

枢

澤

谷

有

熊

恒文社     ¥1800
山と漢谷社   ¥2000
信濃毎日新聞社 ¥1700

¥1200

¥1200

¥2000

¥2200

¥2000

¥1400

¥3000

四六判

四六判

A5

四六判

四六判

四六判

四六判

四六判

B6変

A5

石井光造

マーク・コリンズ/編
甲山隆司・黒田末寿/監
里山讃歌編集委員会/編

石井実・植田邦彦・重松
敏則/著
盛口 満

遠山柾雄

ジェフリー・ハワード/
著 柴田都志子/訳
野町和嘉

E.A.ク レイノヴィッチ

/著 枡本 哲/訳

サバンナクラブ/編

ヘ ンリー・D。 ソロー/
著 真崎義博/訳

白山書房    ¥1650 四六判

同朋舎出版   ¥6000  A4変

中国・地域づく ¥1250   B6
り

築地書館    ¥1854 四六判

木魂社     ¥1500 四六判

岩波書店    ¥580 新書判

図書出版社   ¥3440 四六判

岩波書店    ¥1200  B6変
*同時代ライプラリー

法政大学出版局 ¥6386   A5

メディアパル

宝島社

¥2900

¥1800

A5

A46

四六判



山岳図書目録
一

日本語

N93-113

N93-114

N93-115

N93-116

N93-117

N93-118

N93-119

N93-120

N93-121

N93-122

N93-123

N93-124

N93-125

N93-126

N93-127

N93-128

N93-129

N93-130

N93-131

N93-132

N93-133

N93-134

N93-135

N93-136

N93-137

N93-138

N93-139

N93-140

山河光彩

山寓の生活

山菜

山頂にて―中央沿線・山

からのパノラマー

山頂に昼寝あリー卯亭惚

人の山族日記―

山鑽に光求めて一俳句で

たどる50名 山一

散歩学のすすめ

山漁一渓流魚と人の自然

誌

CoW。 ニコルのアウ ト

ドア・クッキング

四季折々の山

四季爽風一 日光国立公

園・奥日光とその周辺―

四季鳥海山

四季の語らい

四季の山

至高一谷口現吉遺稿集―

希夏邦馬峰―シシャバン

マ中央峰登頂記録一

地震・火山の辞典

静岡県のとうげ

自然学の提唱・自然学の

展開

自然観察ノートー飯綱高

原・戸隠高原―

自然観察ノートー上高地

自然地名集

自然保護運動の原点・尾

瀬

湿原の花と山

中村至伸

鷹野弥三郎/著
一郎/解説

中川重年

平野武利

W。 フォレス ト

蓮実淳夫

松永伍一

鈴野藤夫

CoW。 ニコル/著  竹

内和世/訳
岡田日郎

関 政夫

青野恭典

串田孫一

岳人編集部/編

谷口現吉

立正大学山岳部中国登山

隊/編

勝又 護/編

金子昌彦・西畑 武/著

今西錦司

和田 清・平沢信夫/著

和田 清

建設省国土地理院/編

福島県自然保護協会/編

小荒井実

ほおずき書籍

塩見鮮 明石書店

小学館

山と漢谷社

山と漢谷社

牧羊社

講談社

農山漁村文化協

講談社

¥1200

¥2575

¥1800

¥2300

¥980

¥942

¥1500

¥4000

¥1200

A4変

四六判

B6変

B5

新書判

四六判

四六判

四六判

A5

静岡市の三角点100   静岡市山岳連盟/編

しずおか野の花・山の花 杉野孝雄/編

しずおか 私たちの山  々 静岡高体連登山部/編
一高校生と教師の山83山

四川・雲南・ビルマ紀行 尾坂徳司
――作家・支蕪と二〇年代

アジアー

東京新聞出版局 ¥1800

光本寸〔口届」     ¥3000

四六判

B5変

日本カメラ社   ¥2200

新 日本出版社  ¥2000
東京新聞出版局 ¥1500

谷口義子

同隊

B5変

B6

四六判

A5

A5

東京堂出版

金子昌彦・西畑

武

静岡市山岳連盟

静岡新聞社出版

局

同部

¥5800 A5

180

四六判

四六判

A5

東方書店

¥2500

¥1750

¥3800 四六判

講談社     ¥5500 四六判
*増補版 今西錦司集13

ほおずき書籍   ¥1000  A5

ほおずき書籍  ¥1000   A5

財)日 本地図セン ¥3000   B5
ター

東京新聞出版局 ¥1200   B5

歴史春秋社出版 ¥2000  B5変

A47



N93-141

N93-142

N93-143

N93-144

N93-145

N93-146

N93-147

N93-148

N93-149

N93-150

N93-151

N93-152

N93-153

N93-154

N93-155

N93-156

N93-157

N93-158

N93-159

N93-160

N93-161

N93-162

N93-163

N93-164

N93-165

N93-166

N93-167

N93-168

信濃川―人と風土と環境 新潟日報特別取材班   恒文社

篠栗八十八カ所霊場めぐ

り

写真紀行 白旗史朗の光

彩尾瀬

十三世紀の西方見聞録

知られざる北部シッキム

の山々

シルクロード

シルクロードー文明交流
の過去・現在・未来

シルクロード 風の回廊

シルクロード紀行 (上 )

シルクロード紀行 (下 )

シルクロード ゴールデ
ン紀行―ホータンから西

安ヘー

シルクロードでワインを

造る

シルクロードとユカタン

探訪

信州・アルプスの花100

選

信州の自然誌「高山チョ

ウ」

信州・野の花100選

信州の風景画名作選一心
に響く―

信州の山城

信州・山の花100選

スイス・ホテル案内

素顔のサハリン千島

すぐ役立つ四季の山

すぐ役立つ山の豆知識

鈴鹿―私達の山一

スバンティーク全員登頂

西南秘境万里行

生物社会の論理

世界最悪の旅 悲運のス
コット南極探検隊

井上 優

白旗史朗

那谷敏郎

日本ヒマラヤ協会/編

長沢和俊

第 2回福岡国際シンポジ

ウム実行委員会/編
滝口鉄夫

井上 靖

井上 靖

中本寸太讚Б

石井賢二

橋場文俊

増村征夫

堀 勝彦

増村征夫

長野県信濃美術館/編

信濃史学会/編

増村征夫

土田陽介

金子知好

岳人編集部/編

岳人編集部/編
グリンデルワルト/編

神奈川ヒマラヤ登山隊
1992/編

沈激/著 諄佐強/訳
今西錦司

A.チ ェリー=ガ ラード

/著 加納一郎/訳 北

村泰一/解説

¥1800

西 日本新聞社  ¥1500

新日本出版社  ¥6000

¥1200

¥2000

¥1100

¥3000

四六判

B6

A4変

四六判

B6

文庫判

A5

新潮社

日本ヒマラヤ協

講談社

アイネック学術

出版

中西出版

岩波書店

岩波書店

いなほ書房

¥1600     B6

¥ 900   B6変
*同時代ライプラリー

¥950   B6変
*同時代 ライプラリー

¥1500     B6

築地書館

三月書房

郷土出版社

信濃毎日新聞社

郷土出版社

同館

信毎書籍セ ン

ター

郷土出版社

リプロポート

連合出版

東京新聞出版局

東京新聞出版局

成文堂

同隊

恒文社

講談社
*増補版

朝日新聞社

¥2800     B6

¥4900 四六判

今西錦司全集 4

¥1300 文庫判

¥2060

¥2000

¥1600

¥1700

¥1600

¥2500

¥1600

¥3914

¥1700

¥1500

¥1400

¥1300

¥2700

四六判

B6

A5変

A5

A5変

B6

A5

A5変

A5変

四六判

四六判

四六判

A5

A4

A48



N93-169

N93-170

N93-171

N93-172

N93-173

N93-174

N93-175

N93-176

N93-177

N93-178

N93-179

N93-180

N93-181

N93-182

N93-183

N93-184

N93-185

N93-186

N93-187

N93-188

N93-189

N93-190

N93-191

N93-192

N93-193

N93-194

N93-195

N93-196

ゼフィルスの森― 日本の

森とミドリシジミ族―

草原行・遊牧論他

続 0ア ルプス

続・美しい自然公園 第
11巻―阿蘇くじゅう国立

公園「阿蘇」

続・かぬか平の山々一二

上純一氏遺稿集と共に

続・立山のふもとから

続北海道のキノコ

続・山梨のハイキング
コース

そしてみんな登った―不
揃いな先生たちの冒険一

空から女が降ってくる―
スポーツ文化の誕生一

空からのたよリー機長の

高尾山

タクラマカン砂漠漂流記

楽しみのぶらり歩き

田淵行男作品集VoL l

W.ウ ェストンの信濃路

探訪一 日本アルプスの父

多摩川

多摩川探検隊

丹沢一プナは訴える一

丹沢があぶない !一山小

屋の主人たちと語る1992

年丹沢シンポジウム

丹沢を楽しむ一自然にや

さしい丹沢ガイドー

地球はだれのもの ?

地球への挑戦一冒険者た

ちの熱きメッセージー

地図と地域

地図の旅愁一谷・野・川
と人びと一

地図を使った風景スケッ

チ入門一やわらかい透視

図法で山の風景を描く一

チベットの死者の書

栗田貞多男 クレオ

講談社今西錦司
*増補版

水野 勉        未来工房

自然環境研究センター/ 自然公園美化管

編           理財団

山岳図書目録一
日本語

¥9800  A4変

¥4900 四六判

今西錦司全集 2

90× 70

¥340

日本山岳会岩手支部/編
著

船尾美津子

五十嵐恒夫

上野 巌

敷島悦朗

富山太佳夫

岡留恒健

茅野義博

岳 真也

石井光造

田淵行男/著  八巻康

晴・嶺村昇治/編
田畑真一

中谷充

山と漢谷社

北海道新聞社

山梨日々新聞社

山と漢谷社   ¥980

岩波書店 ¥2500

山と漢谷社   ¥1700

山と漢谷社   ¥1900
東京新聞出版局 ¥1500
ダイヤモンド社 ¥1400

田淵行男記念館 ¥2400

¥1800

¥2300

¥1900

B5変

A5変

四六判

B6

新書判

四六判

四六判

B5変

四六判

四六判

B5

佐藤秀明

辻まこと

神奈川新聞社/編

丹沢 ドン会/編

山と漢谷社

小学館

神奈川新聞社

夢工房

センチュリー出

版

¥1600 B6

¥2800

¥ 780

¥1500

¥ 500

竣

崚

Ａ５

Ａ５

Ｂ
　
Ａ

鈴木澄雄        夢工房     ¥1800   A5

丸山直樹        岩波書店    ¥1300   B6
近藤純夫        日本文芸社   ¥1000 四六判

京都大学地理研究会/編 ナカニシヤ出版 ¥1500   B6
籠瀬良明        古今書院    ¥2400   A5

山口裕一        山と漢谷社   ¥2500   A5

川崎信定/訳      筑摩書房    ¥820 文庫判
*原典訳

後藤ふたば       山と漢谷社   ¥930 新書判チベットはお好き?

A49



N93-197

N93-198

N93-199

N93-200

N93-201

N93-202

N93-203

N93-204

N93-205

N93-206

N93-207

N93-208

N93-209

N93-210

N93-211

N93-212

N93-213

N93-214

N93-215

N93-216

N93-217

N93-218

N93-219

西蔵漂泊 上

チベットの文化―決定版

チベット民話28夜物語

チャレンジ・アドベンチ

ャーー感動と体験の一

中南米ひとり旅一血が騒

ぐ大陸一周―

チョウが消えた !?一昆

虫の研究一

頂上の旗―生と死のある

ところ一

朝鮮奥地紀行 1

チョモランマ・カンシュ

ン谷周辺の地形一明治大

学チョモランマ峰遠征

隊、学術班報告書一

チョモランマ登山報告
1992

追悼 井上治郎

次のリレー走者―守部浩

遺稿・追悼集一

筑波山はいま―人びとの

暮らしと自然―

てっぺんから見た真っ白
い地球

DENALI一 Mt.MCKIN‐
LEY一第4次登山報告書
1993年

電車で行く山々

東京の滝―続々発見一都

市砂漠のオアシスー

峠道の歴史探訪

東洋紀行 3

動乱の中央アジア探検

遠く 高く一大西宏遺稿

集―

戸隠とその石仏

特選紀行 いで湯の山旅

江本嘉伸

R.A.ス タン/著 山口

瑞鳳・定方晟/訳
ペマ 0ギ ャルポ/監  関

根房子/編

斎藤哲瑯・舟橋明男/編
著

川合宣雄

原 聖樹・青山潤三/著

真

イサベラ・バード/著
朴尚得/訳
小時 尚/編

日本カザフスタン友好チ
ョモランマ登山隊/編

井上治郎遺稿・追悼集刊

行会/編

守部浩遺稿・追悼編集委

員会・鳥取久松山岳会/
編

読売新聞水戸支局/編

高野孝子

絹川祥夫/編

西山正知

小澤洋三/写真 三島昭

男/文

山本 僑

G.ク ライトナー/著
小谷裕幸・森田 明/訳

大林太良/監
金子民雄

大西 宏

山と漢谷社

岩波書店

山手書房新社

黎明書房

連合出版

あかね書房

悠々社

平凡社

同隊

同隊

井上治郎遺稿文

集

守谷裕子

筑波書林

ジャバンタイム

ズ

日本山岳会第 4

次マッキンリー

気象観測登山隊

/発行

けやき出版

舞字社

¥1400  四六半」

¥3800    A4

¥2800

¥12000

¥1800

¥2500

¥1700

¥1800

¥2500

¥2884

¥1600

¥1600

B5変

四六判
*新版

B6変

*東洋文庫

B5

B5変

四六判

A5

B6

四六判

A4

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

原

千種義人        信濃毎日新聞社

美坂哲男/著 新妻喜永 山と漢谷社

/写真

東京新聞出版局

平凡社

朝日新聞社

悠々社

¥1800 四六判

¥2884   B6変
*東洋文庫

¥720 文庫判

¥6500    A5

¥1800

¥2300

Ａ

　

Ａ

A50



山錮 書目録
一

日本語

N93-220

N93-221

N93-222

N93-223

N93-224

N93-225

N93-226

N93-227

N93-228

N93-229

N93-230

N93-231

N93-232

N93-233

N93-234

N93-235

N93-236

N93-237

N93-238

N93-239

N93-240

N93-241

N93-242

どこまでも広 く一カリブ 高野 潤
の海から風のパタゴニア

登山者のためのお天気学

栃木のいで湯ハイク55

城所邦夫

宇都宮ハイキングクラブ

/編

栃木県高体連登山専門部

堀 淳一/文・写真

情報センター出 ¥4000
版

山と漢谷社

随想舎

A4変

¥980 新書判

¥1854    A5

栃木の山 207

ドナウ・源流域紀行―ヨ
ーロッパ分水界の ドラマ

ナンダ・デヴィ

日本アルプスの鳥

日本のいちばん南にある
ぜいた く一不思議空間
「八重山」から「もうひと
つの日本」が見えてくる

日本の大自然 1 大雪山

国立公園

日本の大自然 2 阿蘇久

重国立公園

日本の大自然 3 上信越

高原国立公園

日本の大自然 4 +和田
八幡平国立公園

日本の大自然 5 霧島屋

久国立公園

日本の大自然 6 吉野熊

野国立公園

日本の大自然 7 阿寒国
立公園

日本の大自然 8 白山国
立公園

日本の大自然 9 釧路湿
原国立公園

日本の大 自然 10 瀬戸

内海国立公園

同部

東京書籍 ¥2200    A5

南極環境調査報告(1991- 吉川謙二/編
1993)

西木正明

梓川鳥類生態研究会/著
中村登流/監

伊藤嘉治

楠山忠之

アンターティッ

クウォーク南極

点探検隊

徳間書店

信濃毎日新聞社

¥1500

¥2800

B5

四六判

A5

日本アルプス花の図鑑

日本温泉 ◆鉱泉分布図及
び一覧

日本紀行

金原啓司

井上 靖

日本的自然観の方法―今 丹羽文夫
西生態学の意味するもの

編集工房らかぽ ¥2400  B6変
し

通産省地質調査 ¥5200  B4変

岩波書店    ¥1000  B6変
*同時代ライプラリー

農山漁村文化協 ¥1700   B6

情報センター出 ¥1600 四六判
版局

森田敏隆/写真

平/文

森田敏隆/写真

平/文

森田敏隆/写真

平/文

森田敏隆/写真

平/文

森田敏隆/写真

平/文

森田敏隆/写真

平/文

森田敏隆/写真

平/文

森田敏隆/写真

平/文

森田敏隆/写真

平/文

森田敏隆/写真

平/文

毎日新聞社

毎日新聞社

毎日新聞社

毎日新聞社

毎日新聞社

毎日新聞社

毎日新聞社

毎日新聞社

毎日新聞社

毎日新聞社

立松和

立松和

立松和

立松和

立松和

立松和

立松和

立松和

立松和

立松和

¥2800

¥2800

¥2800

¥2800

¥2800

¥2800

¥2800

¥2800

¥2800

¥2800

A4変

A4変

A4変

A4変

A4変

A4変

A4変

A4変

A4変

A4変

A51



N93-243

N93-244

N93-245

N93-246

N93-247

N93-248

N93-249

N93-250

N93-251

N93-252

N93-253

N93-254

N93-255

N93-258

N93-259

N93… 260

N93-261

N93-262

N93-263

N93-264

N93-265

N93-266

N93-267

N93-268

N93-269

N93-270

N93-271

N93-272

日本の山はなぜ美しい

ネイチャーフォト入門

「熱帯雨林」総論

熱帯雨林とサラワク先住

民一人権とエコロジーを

守るたたかい一

ネパール人の暮らしと政

7台

ネパールの人びと

野山の幸 ピクニック

野山のテープルーフイー

ルドキッチンノートー

ハイグレード・ハイキン

グー東京周辺―

白頭山

白頭山

箱根火山探訪

はじめてのシエラの夏

花見鳥

邊かなる山一閑良屋会結

成15周 年記念

バルン氷河紀行

東ヒマラヤ探検史

秘境秋山郷を旅する

秘境の山旅

飛騨おもしろ博物館

日高の動物記

ピナ トゥボ山と先住民族
アエタ

HIMALAYA
ヒマラヤを語る・カラコ

ラム

氷原の彼方ヘー ドキュメ

ント南極探検隊―

兵庫自然史ハイキング

氷雪立山

漂白の山民 木地屋の世

界

小泉武栄

吉野 信

ToCホ イットモア/著
熊崎実・小林繁男/

監・訳

サラワク・キャンペーン

委員会/訳 竹内直一/
編

山本真弓

川喜多二郎/監

橋本郁三/文・写真

落合慎一

内田鉄一/編

朝鮮民主主義人民共和国

科学院・社会科学院

岩橋崇至/写真

袴田和夫

ジョン・ミューア/著
岡島成行/訳
B.チ ャトウィン、P。 セー

ル/著 池田栄一/訳

棚田耕吉・小西 毅・川

上明敏・鷲見寛幸/著

叶内拓哉

内田良平/監

福田宏年

金子民雄

大薮 宏

大内尚樹/編

飛騨自然史学会/編

桑原康彰

ラカス/編 越田清和/
訳

水越 武

今西錦司

永田秀樹

地学団体研究会大阪支部

神戸班

石崎義高

橋本鉄男

古今書院    ¥2600
写真工業出版社 ¥3000

築地書館    ¥4944

四六判

B5

A4変

明石書店 ¥2060 四六判

中央公論社   ¥680 新書判

山と漢谷社   ¥1600   A5

古今書院

淡交社

双葉社

日朝友好資料セ

ンター

SSB//干 」

神奈川新聞社

宝島社

文一総合出版

光村出版

講談社

講談社
*増補版

東京新聞出版局

創元社

シエナ出版

白水社

¥8300 四六判

*増補新装版

¥1800    A5

¥1850   B6変

資料集

¥100,000  A3

¥950 新書判

¥1600 四六判

¥2000  A4変

¥3090240× 250

N93-256  パタゴニアふたたび

N93-257  花ごよみ大山

白水社 ¥1500 四六変

米子今井書店  ¥2000   B6

中央公論社   ¥580
連合出版    ¥2200
新潟日報事業社 ¥1500

白山書房    ¥1800
中日新聞本社  ¥1500
南雲堂     ¥1800
明石書店    ¥2200

文庫判

四六判

B6

四六判

四六判

四六判

四六判

¥15,000 A3変

¥4900 四六判

今西錦司全集 3

¥1500 四六判

¥1500     B6

¥3500265× 295

¥2300     B6
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山岳図書目録
―

日本語

N93-273

N93-274

N93-275

N93-276

N93-277

N93-278

N93-279

N93-280

N93-281

N93-282

N93-283

N93-284

N93-285

N93-286

N93-287

N93-288

N93-289

N93-290

N93-291

N93-292

N93-293

N93-294

N93-295

N93-296

N93-297

N93-298

比良山系の自然
イド3

ピレネー紀行

琵琶湖周辺の山一うり坊
の足跡―

プータンに図書館をつく
る

福島安正一ユーラシヤ単
騎横断一

富士眩燿

富士山の四季を撮る

プナ原生林―白神逍邊一

プナ林からの贈りもの

分県登山ガイドー全45冊

僕の単独行

僕のマウンテンバイク旅
行術

北陸・花の散歩道一北陸
再発見シリーズー

北海道キャンピングガイ
ド'93

北海道キャンプ場ガイド

ー93年版―

北海道夏山ガイド(D一道
東・道北・増毛の山やま

北海道の花―増補版―

北海道百名山

北海道ファミリー登山
*改訂版

北極を歩く

POBEDAから未踏無名峰

ホーリー・ヒマラヤ

減びゆ く森の王者― ッキ
ノワグマ

マウンテンワール ド

マクリーンの川 “A riv‐

er runs through it"

幻の谷―祖谷―

総合ガ 京都滋賀自然観察会

カミロ・ホセ・セラ/著
日比野和幸・野々山真

輝帆/監・訳

長宗清司

石田孝夫

豊田 穣

白旗史朗

紅陽会/編

根深 誠

熊谷 柾/文
/写真

山と漢谷社/編

朝日新聞社

講談社

立風書房

石橋睦美 世界文化社

原 イ申也

九里徳泰

北陸電力/企画

長野 晃/編

京都新聞社

彩流社

ナカニシヤ出版

明石書店

講談社

山と漢谷社

山と漢谷社

山と漢谷社

シー・エー・ピ

北海道大学図書
刊行会

山と漢谷社

北海タイムス社

図書出版社

同隊

恒友出版

岐阜新聞社

同朋舎出版

集英社

木田哲夫

¥1400  四六半」

¥2800 四六判

¥2200  四六半」

¥2300    A5

¥1800     B6

¥5000310× 310

¥1500    A5

¥2800    A5

¥2000    A5

¥1600    A5

¥980 新書判

¥1800    A5

¥ 800     B5

¥1200    A5

¥1800 四六判

¥2200     B6

¥2678 四六判

¥2500 B5変

¥2300 四六判

¥2987 四六判

¥4000     B5

¥2500    A5

¥900    A5

¥9800  A4変

¥1500 四六変

220× 330

A53

ギミック

亜璃西社

中 北海道新聞社

廣瀬

梅沢
川

誠

俊・菅原靖彦
潤/著

鮫島惇一郎・辻井達一・

梅沢 俊/著

梅沢 俊/写真 伊藤健
次/文

菅原靖彦

R。 スワン/著  三方洋
子/訳
日本教員登山隊・川崎市
教員登山隊

伊藤健司

岐阜県立哺乳動物調査研
究会/編 0著

ナショナル・ ジオグラ
フイック協会/編 吉永
定雄/訳
ノーマン・マクリーン/
著 渡辺利雄/訳
本田哲夫



N93-299

N93-300

N93-301

N93-302

N93-303

N93-304

N93-305

N93-306

N93-307

N93-308

N93-309

N93-310

N93-311

N93-312

N93-313

N93-314

N93-315

N93-316

N93-317

N93-318

N93-319

N93-320

N93-321

N93-322

N93-323

N93-324

N93-325

N93-326

N93-327

N93-328

幻のニホンオオカミ

幻の花々とともに

水と原生林のはざまで

水の旅

みちの く名峰紀行

南アルプスの花たち一北

岳 とその周辺一

妙義山と周辺の ドライビ

ングスポ ット

MERAREAK遠 きシシャ

パ ンマ

もうひとつのヒムルンヒ

マール

森が消えれば海も死ぬ―

陸と海を結ぶ生態学一

森からの使者

森に学ぶ一エコロジーか

ら自然保護ヘー

森のしずく

森の珍獣ヤマネー冬眠の

謎を探る一

屋久島の山岳一近代ス

ポーツ登山65年の歴史と

現代―

屋久島 森・水・山

山歩き 始めました

山ことば辞典一岩科山岳

語彙集成一

山旅 四十周年記念誌

山と渓谷一新編―

山と里の信仰史

山と自然の文化誌

山と法服

山に暮らす一失われゆく

山の民俗学一

山の絵 教室

山の絵本

山の尾根の風を分けるカ

ンバの木一山紀行一

山の本と花

山の高さ

山の花ずかん一夕張山地

柳内賢治

上山智子

シュヴァイッェル/著
野村安/訳
富山和子

高橋裕司

村松正文

あさを社/編

長野県山岳協会30周年記

念シシャバンマ登山隊

北海道大学山の会/編

松永勝彦

J.マ クフイー/著 竹内

和世/訳
四手井綱英

ミハイル・ プリーンシ

ヴィン/著 太田正一/
訳

中島福男

太田五雄

さきたま出版会

風媒社

岩波書店

文藝春秋社

無明舎

山梨日々新聞社

あさを社

同隊

同会

講談社

東京書籍

海鳴社

パピルス

信濃毎日新聞社

八重岳書房

¥1800     B6

¥3600    220

¥410 文庫判

¥450 文庫判

¥1500

¥1900    A5

¥1000 B6

B5

B5

新書判

四六判

四六判

A5変

A5

菊判

非売品

¥740

¥2300

¥2060

¥3800

¥1600

¥3900

日下田紀三

鷹沢のり子

岩科小一郎/著
美/編

本荘山の会

田部重治/著
/編

宮田 登

三上和利

岡村治信

遠藤ケイ

牧 i問一

尾崎喜八

高橋敬一

福森雅武

鈴木弘道

梅沢 俊

八重岳書房

山と漢谷社

藤本一 百水社/刊
雲社/発売

本荘山の会

近藤信行 岩波書店

吉川弘文館

甲陽書房

山と漢谷社

岩波書店

日貿出版社

岩波書店

随想舎

B5

¥570 文庫判

¥4300

¥1400

星  ¥1600

¥5850

¥1500

¥1600

¥2400

¥2266

¥ 620

¥1854

A4変

四六判

四六判

B5

文庫判

四六判

A5

四六判

B6

B5

神無書房

日本測量協会

北海道新聞社

¥3800

¥2300

¥2200

竣

Ｂ６

Ｂ６

A54



N93-329  山の花への道

山岳図書目録
一 英語

坂本艶 坂本健三 0艶子 ¥8000265× 215

N93-330

N93-331

N93-332

N93-333

N93-334

N93-335

N93-336

N93-339

N93-340

山の花幽幻

山の花綴乱

山宿スケッチ帖

山を想えば人恋し

山を考える (新版)

山をよむ

雪山選近

路傍

我が故郷の山々―若き日
の山行よリー

坂本健三/写真
子/文

白旗史朗

白旗史朗

岡部一彦/画・文

石原きくよ

本多勝一

斎藤一男

佐伯邦夫

日本カメラ社

日本カメラ社

白山書房

郷土出版社

朝日新聞社

アテネ書房

桂書房

¥2200

¥2200

¥2000

¥1600

¥ 580

¥1500

¥1200

B5変

B5変

A5

四六判

文庫判

四六判

B5横変
*写真集

四六判N93-337  四つの河 六つの山脈

N93-338  ロッククライミング

ゴンポ 0タ シ/著 ペマ
・ギャルポ/監 棚瀬慈

郎/訳
ケヴィン・ウォーカー/
著 高橋恭子/訳
山田 学

ガヽ川|′忠、デ5

山手書房新社  ¥1500

同朋舎出版

光琳社出版

山路書房

1991年

著 者

Smoot, Jeff

Goedeke, R

発行所

Chockstone

Press

Hodder &
Stoughton/
Diadem

Batsford

Mountaineers
Crowwood
Press

Collins

ICS Books

Oxford
Illustrated
Press

Lochar
Publishing

Climber's Club

Cicerone Press

Oxford
Illustrated
Press

¥2000  A5変

¥2800210× 210

非売品  A5

発行地

Evergreen,

Colorado

London

London

Seattle

London

London

Merriville,
Indiana

Somerset, UK

London

London

London

Somerset, UK

山岳図書 目録
一

英語

NO.   書 名
E91-001 Adventure Guide to

Mount Rainier i Hiking,
Climbing & Skiing in Mt.
Rainier Nat. Park

891-002 The Alpine 4000m Peaks,

by the Classic Routes

E91-003 The Alps

E91-004 Antarctica:Both Heaven

&Hell

E91-005 At Home in the Himalayas

891-006 The Basic Essentials of
Hypothermia

E91-007 Backpacker's Handbooks

Lee, Stephen

Messner, Reinhold / Tr
by Neate,Jlll

Noble, Christina

Forry,Winiam W

Townsend, Chris

E91-008

E91-009

E91-010

E91-011

The Best Hill Walking in
Scotland

Bosgran and the North
Coast

Chamonix to Zermatt :

The Walker's Haute
Route

Classic Rock Climbs in
Southern England

McNeish, Cameron

Hannigan, Des

Reynolds, Kev

Birkett, Bill
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E91-012

E91-013

E91-014

E91-015

E91-016

E91-017

E91-022

E91-023

E91-024

E91-025

E91-026

E91-027

E91-028

E91-029

Classic Walks in the Alps Ed. by Reynolds, Kev Oxford
Illustrated
Press

Chockstone

Press

Wolfe
Publishing

Crowood Press

Mountaineers

Farrand Press

& Private Lib-
raries Associa-

tion

Lyons &

Burford

Hodder &
Stoughton

Constable

Somerset, UK

Evergreen
Colorado

London

Seattle

London

London

Evergreen
Colorado

London

London

London

London
Seattle

Milano

Climber's Guide to Tahoe

Rock

A Colour Atlas of Moun-

tain Medicine

Dauphine I Pathmaster

Guides / 30 Circular
Walks From Regional

Centres

The Early Climbs

Early Lithographed
Books

Carville, Mike

Vallotton, J. & Dubas, F

Bellos, Ilona & Marison
Hugh

Roberts, David

Twyman, Micheal

E91-018 Eiger Dreams I Venture

among Men and Moun-

tains

891-019 The Endless Knot-K2,
Mountain of Dreams and

Destiny

891-020 Everest Reconnaissance

E91-021 Eyes to the Hills I The
Mountain Landscape of
Britain

Face Climbing I How to
Rock Climb

The First Ascent of
Mount Kenya

Flammes de Pierre

Francis Younghusband
and the Great Game

Free Spirit I A Climber's
Life

Krakauer, Jon

Diemberger, Kurt /Tr. by Grafton Books London

Salkeld, Audrey

Howard-Bury, Charles &
Mallory , George L. /Ed.
by Keaney, Marian

Stainforth, Gordon

Long, John

McKinder, Halford J。 /Ed.

by Baubour, Ko Michael

Sauvy, Anne

Verrier, Anthony

Chockstone

Press

Hurst

Diadem Books

Jonathan Cape

Messner , Reinhold / Tr. by
Neate, Jill

Hodder &
Stoughton

Mountaineers

BMCFroggatt. Peak Rock

Climbs/Sth. Series , Vol.
3, Eastern Gritstone

Geodesy, Geophysics and

Geology of the Upper
Shaksgam Valley (North-
East Karakoram) and

South Sinkiang

Gower & South-East
Wales

V01.  corrlpiler  Sharples,

Keith

Desio,Ardito,et al. Consiglio
Nazionale delle

Richerche

Ed. by Richardson, Alun South Wales
Mountaineering
Club
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E91-030 Green Cognac I The
Education of a Mountain
Fighter

E91-031 A Guide to the Birds of
Nepal (2nd ed)

Putnam, William Lowell

Inskipp, Carol & Tim

Barry, John

Himalayan Environmental
Trust

Mehta, Ashwin/text by
Bole, P. V.

Schmidt, Jereny

Negi, S. S.

Westacott, Hugh

Venables, Stephen

Bajpai, S. C.

Roskelley, John

Filsinger, John

Craggs, Chris

Townsend, Chris

Stewart, Arthur

Compiled by Hargreaves, J

Fell, Alison

Hachtel, Richard

山岳図書目録一
英語

The AAC Press New York

Christopher
Helm/A & C

Black

Crowood Press London

H.E.T

E91-032

E91-033

E91-034

E91-035

E91-036

E91-037

E91-038

E91-039

E91-040

E91-041

E91-042

E91-043

E91-044

E91-045

E91-046

E91-047

E91-048

E91-049

E91-050

The Handbook of Alpine
Climbing

The Himalayan Ecology

and Environment

Himalayan Flowers

Himalayan Passage

Himalayan Rivers, Lakes

& Glaciers

The lllustrated Encyclo-
paedia of Walking &
Backpacking

Island at the Edge of the

World:ASouthGeor-
gian Odyssey

Knaur : A Restricted
Land in the Himalaya

Last Days

A Lifelong Love Affair
with the Mountains

Limestone : 100 Best

Limestone Climbs in Brit-
ain

Long Distance Walks in

the Pyrenees

Long Distance Walks in

Scotland

LRWagerlALife1904-
1965

Mer de Glace

The Merry-Go-Round of
My Life I An Adventur-
er's Diary

Modern Alpine Climbing
I Equipment & Techni-

ques

Mount Everest National
Park

Mount McKinley ! The
Conquest of Denali

Schubert, P . /Tr
Steele, G. &
Vapenikova, M.

Jefferies, Margaret

Washburn, Bradford &

Roberts, David

by Cicerone Press

Mountaineers

Harry N.
Abrams, lnc

Mapin
Publishing

Mountaineers

Indus
Publishing

Oxford
Illustrated
Press

Hodder &

Soughton

Indus
Publishing

Stackpole Books

A. Go Hanidin

Publishing

Cicerone Press

Ahemdabad

Seattle

New Delhi

Somorset, UK

London

New Delhi

Harrisburg,
Pennsylvania

Indiana,
Pennsylvania

London

Crowood Press

Crowood Press

Priv. Printed

Methuen

Vantage Press

London

London

London

New York

London

Seattle

New York
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E91-051

E91-052

E91-053

E91-054

E91-055

E91-056

E91-060

E91-061

E91-062

E91-063

E91-064

E91-065

E91-066

E91-067

E91-068

E91-069

E91-070

Mountaineering and

Mountain Club Serials I

A Guide to English Lan-
guage Titles

Mountain Goddess i Gen-

der and Politics in a

Himalayan Pilgrimage

Mountains I An Antholo-

w
Mountain World in Dan-
ger I Climate Change in
the Forests and Moun-

tains of Europe

The Munro Almanac

Seiser, Vergia &
Lockerby, Robert

Sax, William

Kenny, Anthony

Nilsson, Sten &
Pitt, David

McNeish, Cameron

Scarecrow London

Press/Shelwing

Oxford Univ
Press

New York

John Murrey London

Earthscan
Publication

Operation Everest Ⅱ
1985

E91-057 Outcrops

E91-058 Power of Climbing I In-
terviews Photography

E91-059 Peaks and Passes of the
Garhwal Himalaya

Houston, C, S. ,

Cymerman , A. &

Sutton, J.R.

Gifford, Terry

Jones,David B.A.

Babicz,Jan

Poucher, W. A.

Salkeld, Audrey

Bonington, Chris

Jones, David

Symonds, Hugh

Drummond, Peter

Osius, Alison

Dougherty, Sean

Williams, Dick

Williams, Dick

Williams, Dick

Lochar
Publishing

US Army Res

Inst. of
Environmental
Medicine

Littlewood

Vision Poster

Alpinisty czny

Klub
Eksploracyjny

Constable

Jonathan Cape

Hodder &
Stoughton

Crowood Press

London

Narick,
Massachusetts

ul Armii
Krajowej , 12,
Poland

London

London

London

London

Peak & Pennie Country

People in High Places l

Approach to Tibet

Quest for Adventure (pb.
repr)

The Rock Climbing Guide

to Europe

Running High I The First
Continuous Traverse of
the 303 Mountains of
Britain and Ireland

Scottish Hill and Moun-

tain Names

Second Ascent I The
Story of High Herr

Selected Alpine Climbs in
the Canadian Rockies

Shawangung Rock Climbs
Vol.1 I The Traps

Shawangung Rock Climbs
Yol.2 I The Near Traps

Shawangung Rock Climbs
Vol.3 I Sky Top

Lochar
Publishing

Scottish Moun-

taineering Trust

Stackpole Books

Rocky Mountain
Books

Amer. Alpine
Club Press

Amer. Alpine
Club Press

Amer. Alpine
Club Press

London

Edinburgh

Harrisburg,
Pennsylvania

Calgary,
Alberta

New York

New York
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DarjieelingHimalayan
Mountaineering
Institute

Cicerone Press

Cordee

E91-072

E91-073

E91-074

E91-075

E91-076

E91-077

E91-078

E91-079

Ski Touring in Scotland

Ski Safe I A Safety Manu-

al for All Ski Sports

The Southern Highlands

South West Climbs :

Rock Climbs from Corn-
wall, Devon, Somerset,

Dorset & Jersey

Stubai I Passmaster

Guides/30 Circular Walks
from Regional Centre

Surviving Denali : A
Study of Accidents on

Mount McKinley 1903-
1990 (znd. ed. Revised)

Suspended Sentences

from the Life of a Climb-
ing Cameraman

A Talent for Adventure

Oakley, Angela

Scottish Nat. Ski Council

London

London

Bennet, D. J.

Littlejohn, Pat

White, John

Waterman, Jonathan

Curran, Jim

Croft, Andrew

Scottish
Mountaineering
Trust

Diadem Books

Edinburgh

London

Crowood Press London

E91-080

E91-081

E91-082

E91-083

E91-084

E91-085

E91-086

Towards the Unknown
Mountains

Trekking in the Indian
Himalaya

Trekking in Nepal (6tt.
ed. )

Trekking in Tibet : A
Traveller's Guide

Trekking Mount Everest

The Turquoise Mountain
I Brian Blessed on Everest

View from the Ridge

Wood, Bob

Weare, Garry

Bezruchka, Stephen

McCue, Gary

Uchida, Ryohei

Blessed, Brian

Brown, Dave & Michell
Ian

Price, Gillian

Brown, Hamish

Amer. Alpine
Club Press

Hodder &

Stoughton

The SPA
Ltd/Andrew

Cro乱

Ptarmigan Press

Lonely Planet

Mountaineers

Cordee

Chronicle Books

Bloomsbury

Ernest Press

Cicerone Press

Patrick
Stephens

New York

London

Seattle

London

San Francisco

London

LondonE91-087

E91-088

Walking in the Dolomites

Walking the Summits of
Somerset&Avon:A
Newly Charted Walk

from Minehead to Chep-

stow

E91-089 War in High Himalaya I

The Indian Army in

Crisis , 1962

E91-090 Winter Climbs I Ben

Nevis & Glencoe

Major General Palit, D. K. Lancer
International

New Delhi

Kimber, Alan Cicerone Press London
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E92-001

E92-002

E92-003

E92-004

E92… 005

E92-006

E92-007

E92-008

E92-009

E92-010

E92-011

E92-012

E92-013

E92-014

The Worst Weather on
Earth I A History of the
Mount Washington Ob-
servatory

The World of Lake Louise
I A Guide for Hikers

Yorkshire and the Peak
District : 100 Classic
Climbs. Limestone

書 名

Alaska's Brooks Range

Antarctica:An lntrOduc_

tory Guide

As I Saw lt From Shanti

Nivas

The Ascent

The  Bernese  Alps,
Switzerland:A Walking

Guide

Best Of BOulder Climbs

Putnam, William L

Beers, Don

Jackson, Chris

著 者

Kauffmann,JOhn M

Galimberti,Diana

Gibson, Jack

Long, Jeff

Reynolds, Kev

Rossiter, Richard

Mt. Washington
Observatory /
Amer. Alp.
Club

Highline
Publishing

Crowood Press London

発行所     発行地

Mountaineers    Seattle

Zagier&Urruty

By Author Ajmer

Willim Morrow

Cicerone Press

New York

London

Buttermere & Eastern
Crags

The Call of Everest I The
First Ascent by an Indian
Woman

Classic Climbs in the
Caucasus : 80 Selected
Climbs in the Elbruz and
Bezingi Regions of the
Svenatian Range

TheClimbers i AHistory
of Mountaineering

Graham,R。 ,David,A.&
Price, T.

Khular, Brig. D. K.

Chockstone

Press

Fell & Rock

Climbing Club

Vision Books

Evergreen,
Colorado

London

New Delhi

London
Birmingham,
Alabama

Bender, Friedrich/Tr

by Neate,Jill

Bonington, Chris

Diadem Books

Menasha Ridge
Press

Climbers Guide to Smith
Rock

Climbing Adventures I A
Climber's Passion

The Climbing Guide to
Scotland

The Columbia Mountains
of Canada-Central

Watts, Alan

Bridwell,Jim

Prentice, Tom

Fox, J. K., Laurilla, R.
W., Putnam, W. L. &
Whipple, E. R.

Whipple, E. R. ,

Laurilla, R. W. &
Putnam, W. L.

Sateger, W. &
Bowermaster, Jon

Amer. Alpine
Club Press

Amer. Alpine
Club Press

Alfred A
Knoph

BBC Books/
Hodder &
Stoughton

Chockstone

Press

ICS Books

Crowood Press

London

Evergreen,
Colorado

Merriville,
Indiana

London

E92-015 The Columbia Mountains
of Canada - West and
South

E92-016 Crossing Antarctica

New York

New York
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E92-017

E92-018

E92-019

E92-020

E92-021

E92-022

E92-023

E92-024

The Crystal Desert :

Summers in Antarctica

The Darkness Beckons I

The History and Develop-

ment of Cave Diving

Eastern Alps I The Clas-

sic Routes on the Highest
Peaks

Encycopaedia of Moun-

taineering

Escape to the Dales I 45

Walks in and around the

Yorkshire Dales

Everest i From Sea to
Summit

Flammes de Pierre

Cambell, David G.

Farr, Martyn

Seibert, Dieter

Unsworth, Walt

Allen, Bob

Macartney-Snape, Tim

Sauvy, Anne

Brown, Hamish

BOnd, Ruskin

Crocket, K. V. ,

Anderson, R. &
Cuthburtson , D. /Ed. by
Everett , R. D.

Bonney, Orrin & Lorrain

Houghton

Mifflin

Diadem Books

Diadem Books

Hodber &
Stoughton

Micheal Joseph

Boston

London

London

London

London

From the Pennines to the
Highlands I A Walking
Route through the Scot-

tish Borders

892-025 Ganga Descends

892-026 Glen Coe I Rock and Ice

Ctimb, including Glen

Etive & Ardgour

892-027 The Ground Controversy

Ed. by Ueda, G. , Reeves,

J. T. & Sekiguchi, M.

Scor, R. J.

Australian
Geographic Pty

Diadem Books

Trafalger
Square

Lochar
Publishing

The English
Book Depot

S. M. C.

Amer, Alpine
Club Press

Shinshu Univ.
Press

Mountaineers

Terry Hins

London
North Pomfret,
Vermont

London

Dehra Dun

New York

Japan

Seattle

London

London

San Francisco

London

Burlington
Vermont

London

E92-028 High Altitude lMedicine

E92-029

E92-030

E92-031

E92-032

E92-033

E92-034

E92-035

The High Sierra I Peaks,

Passes & Trails

The High Sierra I Peaks,

Passes & Trails

Himalayan Climber : A

Lifetime's Quest to the

World Greater Ranges

Himalayan Climber : A

Lifetime's Quest to the

World Greater Ranges

Hitler's Mountain Troop

Hypoxia and Mountain
Medicine,

In Monte' Viso's Horizon
I Climbins All the Alpine
4000m Peaks

ScOr,R.J

Scott, Doug

Scott, Doug

Lucas, James

Sutton, J. R. , Coates, G
& Houston, C. S.

Mclewin, Will

Cordee

Diadem Books

Sierra Club
Books

Arms & Armour
Press

Queen City
Printers Inc.

Ernest Press
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K-2:The 1939 Tragety

Ladakh Through the Ages

Lahaul-Spiti I A Forbid-
den Land in the Hima-
layas

E92-041 Last Days

E92-036 The International Sympo-

sium on Conservation of
Mountain Environment

F,92-037 John Muir i The Eight
Wilderness Discovery
Books

HAT― J

Muir,John

Kuffman, A. J. &
Putnam, W. L.

Kaul, Shridhar & Kaul, H.
N.

Bajpai,B.C.

Roskelley, John

Ed. by DaSilva, Rachel

Harrer, Heinrich

Ament, Pat

Ed. by Wilkerson, James

by Graydon, Don

Collomb & Wielochowski

Butterfield, Irvne &
Baines, Jack

Kukuczka, lerzy

Elliott, Nicholas

Stewart, Wilson

Reid, Don & Falkenstein
Chris

Kane, Alan

Bonington, Chris &
Knox-Johnston. Robin

E92-038

E92-039

E92-040

E92-042

E92-043

E92-044

E92-045

E92-046

E92-047

E92-048

E92-049

E92-050

E92-051

E92-052

E92-053

E92-054

E92-055

E92-056
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New Delhi

Hodder& London
Stoughton

Seal Press

HAT―J

Mountaineers
Diadem Books

Diadem Books

Mountaineers

Indus
Publishing Co

Indus
Publishing Co

Adams

Adventure's
M. P.

Mountaineers

Mountaineers

West Col

Ernest Press

Hodder &

Stoughton

Mountaineers

Micheal Russel
(Repr. )

Cordee

Japan

Seattle

London

London
Seattle

New Delhi

New York

Seattle

Seattle

London

London
Seattle

London

Leading Out i Women

Climbers Reaching for the
Top

Lost Lhasa I Heinrich
Harrer's Tibet

Master of Rock I A Light-
hearted Walk of John Gill

Medicine for Moun-

taineering

Mountaineering I The
Freedom of the Hills

Mount Elbruz Region :

Guide and Maps

A Munroist's Log

My Vertical World :

Climbing the 8000m
Peaks (English Edition)

Never Judge a Man by his
Umbrella

North of England Rock
Climbs

The Quiet Land I The
Diaries of Frank
Debenham, Member of
the British Antarctic
Expedition, 1910-1913

Rock Climbs of Tuolumne
Meadows (3.0. Ed. )

Scrambles in the Cana-

dian Rockies

Sea, Ice-and-Rock I Sail-
ing and Climbing Above
the Arctic Circle

Seven Sacred Rivers

Ａ
．

Ｅｄ

Ed. by Back, Debenham Blunstisham
June Books &

Erskine Press

Chockstone

Press

Rocky Mountain
Books

Hodder &

Stoughton

Hundingdon

Evergreen,
Colorado

Calgary,
Alberta

London

Aitken,Bill Penguin Books New Delhi
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Sprit of the Ages (Uy Pat

Ament)

The State of the World's
MountainslAGlobalRe-
port

Summit Guide to the Cas-

cade Volcanos

Summits for All : 100

Easy Mountains for Walk-
ers (ttre French Alps)

To the Top of the World
I Alpine Challenges in the

Himalaya and Karakoram

Turner in the Alps I The

Journey through France
and Switzerland in 1802

Tyrants and Mountains i

A Reckless Life

Wainwright in the Val-
leys of Lakeland

Wainwright's Favourite
Lakeland Mountains

Walking Britain's Skyline
I 45 Classic Routes

Walking in Ticino,
Switzerland

The Water People

Yankee Rock and Ice

Robbins, Royal

Ed. by Stone, Peter B.

Smoot, Jeff

Prevost, Edouard / Tr. by
Neate, Jill

Messner, Reinhold / Tr.
by Neate, Jill

David, Hill

Scottish
Mountaineering
Trust

Adventure's
M. P.

Zed Books

Chockstone

Press

Cordee

Crowood Press

Mountaineers

Edinburgh

London & New

Jersey

Evergreen,
Colorado

London

London

Seattle

E92-058

E92-059

E92-060

E92-061

E92-062

E92-063

E92-064

E92-065

E92-066

E92-067

E92-068

E92-069

E92-070

Geoge Philip

E92-071 Zenin the Art of Climbing

Mountains
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G91-001 Eine Agrargeschichte der

inneren       Alpen一

Graubinden,   Tessin,

VVallis 1500-1800

G91-002 Alaska 〈Abenteuer am
Polarkreis〉

G91-003 Die Alpen (Eine Welt in

Menschenhand)

G91-004 Die Alpen im Europa der
neunziger Jahre

G91-005 Die Alpenvereinshutten

Hills, Denis

Wainwright, A. / Photos

by Bradds, Derry

Wainwright, A. / Photos

by Brabbs, Derry

Greenbank, Tony

Reynolds, Kev

Simpson, Joe

Waterman, Laura & Guy

Shulman, Nevile

1991年

著 者

Jon Mathieu

Udo Bernhart

Universitit Bern

Werner Betzing/Paul Mes-

serli

D. A. V.

John Murray

Michael Joseph

Michael Joseph

Crowood Press

Cicerone Press

Jonathan Cape

Stackpole Books

Element

Shaftesbury

発行所

Chronos―

Verlag,

Verlag J. Berg
(Reitre (Berge

der Welt) ) ,

Geographischen

Institut EDMZ

Geographisches

Institut,

Rother Verlag,

London

London

London

London

London

London

Harrisburg,
Pennsylvania

Dorset

発行地

Ztrich

Munchen

Bern

Bern

Munchen
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G91-006 Auf der Grenz um den
Kanton Bern

G91-007 Berg '91

(Alpenvere insj ah rbuch)

SAC― SubsektiOn Huttwil

D.0。 A.V.u
Alpenverein

Sidtirol

Helmut Dumler

Maria Obernd6rfer

Robert Bosch

Christoph Streit und Mar
kus Streit

G91-008

G91-009

G91-010

G91-011

Bergamasker Alpen
(Gebietsftihrer ftrr
Wanderer und
Bergsteiger)

Bergamasker Alpen
(Tourenfnhrer)

Bergsteigen (Verlockung

des Ungewissen)

Bergstreifl ichter

Paul Seiler,
Weierhausstr. 9

D. O. A. V. u.
Alpenverein
Sudtirol

Bergverlag
Rudolf Rother,

Verlag J. Berg,

Sturtz Verlag,

Wider
Verlagsgeno-

ssenschaft,

Verl.
Fachvereine,

SAC-Verlag,

Huttwil

Munchen,
Innsbruck,
Bozen

Munchen

Munchen

Wtirzburg

Bern

ETH Znrich

Chur

Bern

Mtinchen

Bern

Munchen

Munchen

Chur

Munchen

Mfinchen

Lizenz

Mrinchen

Bern

Rosenheim

G91-012 Claridenfirn-Messungen
1914- 1984

G91-013 Clubfthrer Berner Alpen
1 (Sanetsch bis Gemmi)

G91-014 Flora des Kantons Bern

Hans Muller, Giovanni
Kappenberger

Daniel Anker u. s. w.

G91-015

G91-016

G91-017

G91-018

G91-019

G91-020

G91-021

G91-022

G91-023

G91-024

G91-025

Gipfel und Geheimnisse
(Nur die Geister der Luft
wissen, was mir
begegnet)

Kletterfrlhrer Alpstein

Mont-Blanc-Gruppe
(Gebietsfuhrer fur
Wanderer, Bergsteiger
und Kletterer)

Neue Huttenziele (SO

leichte Tagestouren)

Neue Lawinenkunde (Ein
Leitfaden fur die Praxis)

Neuland (Gewagte Schrit-
te im Alpinismus)

Ortleralpen
(Alpenvereinsfuhrer)

Ringbuch (Wandern

Mont Blanc)

Die sch6nsten Skitouren
in den Westalpen
(Schweiz, Frankreich,
Italien)

Schritte in Tibet
(Trekking zum Orakelsee)

Silvretta und Samnaun

Konrad Lauber ; Gerhart Verlag Paul
Wagner Haupt,

Kurt Diemberger Bruckmann
Verlag,

Philippe Hostettler SAC-Verlag

Bergverlag
Rother,

Hartmut Eberlein

Ernst H0hne

Werner Munter

Stefan Konig ;Jrirgen Wink.
ler

Rudolf Weiss

Alain Adrian

Bernd Ritschel

Henrik Rhyn

Dieter Seibert

Verlag J. Berg,

SAC-Verlag,

Verlag J. Berg,

Bergverlag
Rudolf Rother

Elster Verlag,

Bruckmann
Verlag,

Hans Erpf ,

Rosenheimer

Verlagshaus,
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Skitouren Schweiz Daniel Anker ; Rudolf Weiss
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G91-028 Sternstunden des Alpinis- Stefan Konig
mus

Torbel - Schatztruhe im

Wallis

Toskana-Rhapsodie (Der

Marmor und seine

Menschen)

Traump2isse (eut alten
Saumpfaden von In-
nsbruck nach Chamonix)

Verdon (Der grosse Canyon) Philippe Royer

G91-033 Wanderungen in Ligurien Martin Locher ; Holger

Wolandt

Balz Theus, Mtrrra Zabel,
Emil Amacher

Henning B6hme

G91-034 Weg der Schweiz

Steiger Verlag

Verlag Salle*
Sauerlander

Bruckmann,

Lamby News

Edition

Stemmle

Verlag J. Berg,

Rosenheimer
Verlag,

Bruckmann
Verlag,

Werd Verlag

Bruckmann
Verlag,

Innsbruck

Aarau

Munchen

Brig

Schaffhausen

Munchen

Rosenheim

Mtinchen

Zurich

Munchen

Munchen

ETH Znrich

Munchen

発行地

Mtinchen

Zilrlch

Mtinchen,
Innsbruck,
Bozen

G91-029

G91-030

G91-031

G91-032

Lieselotte Kuertz,
Foto Lamby News

Albrecht Leopold Kunz

Ronald Gohl ;

Franz Auf der Maur

G91-035

G91-036

G91-037

G91-038

Weitwanderwege zwi-
schen Montblanc und

Monte Viso

Westalpen Skitouren-
fuhrer

Zum Wasserhaushalt im

Einzugsgebiet der RhOne

bis Gletsch

Zurcher Hausberge

Reinhard Klappert

Andr€ Bernath

Michael Pause i Ulrich Tub‐

beslng

1992年

著 者

Karl M.Herrligkoた r

Verlag J. Berg,

Verl.
Fachvereine,

BLV― Verlalg

発行所

Bruckmann,
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G92-001 Abschied vom Himalaya

〈Erf01g und Tragik am K2

und am Broad Peak〉

G92-002 Alois Carigiet

G92-003 Aufbruch in die Einsam‐

keit(5000 Jahre Ober‐

leben in den Alpen〉

G92-004 Aus dem Leben eines
Hittenwarts

G92-005 Berg '92〈 Alpenvereins
jahrbuch〉

Hansjakob Diggelmann ; AS

Therese

Bhattacharya-Stettler ;

Hans ten Dornkaat

Hans Haid

Hans Philipp

D. 0. A. V . u. Alpenve-
rein Sridtirol

Rosenheimer

Verlagshaus
Rosenheim

Emil Sutter,   Grindelwald

Buchkonzept

D.0。 A.V.u.
Alpenverein

Sidtirol
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G92-006

G92-007

G92-008

G92-009

G92-010

G92-011

G92-012

G92-013

G92-014

G92-015

G92-016

G92-017

G92-018

G92-019

G92-020

Bergheimat

Cahresschrift des

Liechtensteiner

Alpenvereins〉

Charakterberge     der

Schweiz〈 23 Bergregionen

von A― Z〉

Clubfihrer    Glarner

Alpen

Clubfthrer   Tessiner

Alpen(lu。 2〉

Clubfthrer Urner Alpen

Ost

Geologie der Schweiz

Die Geschichte des Was‐

serbaus in der Schwelz

Die Gletscher Graubin‐

dens (Physische Geog‐

raphie, Vo1 33, 1992)

Gratwanderungen

〈Notizen  iber  Berg‐

steirn und Alpenverein〉

Hittenfihrer Sidtirol

Kletterfthrer BOckmattli,

Brigglerkette,Amden

Klettern im Schweizer

Granit(全 2巻 )

Der Mann im Eis

Niesen  und  StOckhorn

〈Bergbesteittnrn im 16.

Jahrhundert〉

Norwegen

Willi P. Burkhardt, Franz
Auf der Maur

Werner Luchsinger

Giuseppe Brenna

Toni Fullin

Toni P. Labhart

Niklaus Schnitter

Max Maisch

Fritz Marz

Hans Kammerer

Thomas G0tz ; Michael
Wyser

Swen Holst ; Barbara Herr-
mann

Universitiit Innsbruck,

Max A Bratschi (Hrsg. )

Zwei, Lateintexte von Ber-

ner Humanisten

Bernhard Pollmann ; Tho-
mas Keuchel

Peter Grimm

Reinhold Messner

Jurg von Kanel

Ringier
Buchverlag

SAC― Verlag,

SAC― Verlag,

SAC― Verlag,

Ott Verlag,

Olynthus
Verlag,

Geographisches

Institut der
Univ. Ztirich

Rosenheimer

Verlagshaus,

Verlag J. Berg,

SAC-Verlag,

Vaduz

Ztrich

Bern

Bern

Bern

Thun

OberbOzberg

Zurich,

Rosenheim

Munchen

Bern

G92-021

G92-022

G92-023

G92-024

G92-025

La Palma Wanderfrihrer

Rund um Sudtirol

Schweiz plaisir (Oie

sch6nsten Kletterein)

Ski Express

Der Sternenhimmel 1993

Peter Keil

Higli/Roth/Stadeli

Verlag J. Berg

Verlag
Sauerlander,

Bruckmann
Verlag,

Bundner
Monatsblatt,

Werd Verlag,

Panico

Alpinverlag,

Ott Verlag,

Verlag J. Berg,

Verlag J. Berg,

Piper,

Filidor-Verlag,

Kongen

Innsbruck

Thun

Munchen

Munchen

Munchen

Reichenbach

Mirnchen

Aarau

Munchen

Chur

Ztrrich

Munchen

G92-026 Trekking

G92-027 Verkehrswege im alten
Ratien (go. +)

G92-028 40 lohnende Bergtouren
in der Schweiz

G92-029 Wanderungen in der
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Monique Fort

Bernard Germain

Francis de Coninck

Reinhold Messner Ed. Arthaud,

Rainier Munsch. Lavis : Ed. J. -M. de

Francois Carrafancq.
Photographies I Didier
Sorb€. Chor6graphie :

Christian Ravier

1991年

著 者 発行所

Ed.C.A.I.
Museo nazlonale

della nlontagna,

Edo CA1/TCI,

Ed. A. Plat,

Aldo Audisio

R. Armelloni

Andrea Plat, Sabina Gaggi-

ni

Sergio Marazzi

山岳図書 目録
一

イタリア語

No。    書 名

191-001 Alpinismo ltaliano in

Karakorum

191-002

191-003

191-004

191-005

191-006

Andolla-Sempione

Arrampicata in
d'Aosta

Atlante orografico
Monte Bianco

Gruppo di Sella

Monte Rosa

F. Favaretto, A. Zanmni

Gino Buscaini

Ed. Priuli et

Verlucca.

Ed. CAIITCI ,

Ed. Club alpino
italiano/Touring
club italiano,

Ed. Priuli et

Verlucca,

Valle

del

Milano

Aosta

Torino

Milano

Milano

191-007 Rifugi e Bivacchi del Club Franco Bo

Alpino Italiano

Torino
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山岳図書 目録
一

イタリア語

No.   書 名
192-001  1l Lazio Piu Bello

t192-002  Sui Sentieri delle I′ eg‐

gende

山岳図書 目録
一

愁 イン語

No.   書 名
Es91-001 Senderos del Serrablo GR

16

山岳図書 目録
一

スペイン語

No.   書 名
Es92-001 Por la Retuerta de Pina

Es92-002 Senderos   de   Gran

Recorrido.GR 90. Tier‐

ras    del    Moncayo.

Tarazona一 Morata   de
Jalon

Es92-003 La  Travesla  de  Los

Pirineos en BTT

著 者        発行所

la Federacion aragonesa de Ed. ComitO

inontanisino                nacional de

Senderos de

Gran

Recorrido,

1992年

著 者        発行所

J。 ―B. Zumeta          Ed. Prames,

la FOdOration aragonaise de  Edo Pralm.es,

:rlontagne

1992年

著 者

G.Ielardi

C. Cima

1991年

発行所

Ed.

Mediterranee,

Ed.

Mediterranee,

発行地

Roma

Roma

発行地

ZaragOza

発行地

ZaragOza

Zaragoza

A. Valls Rovira, J. Lapar- Ed. Prames , Zaragoza
ra Nuez
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日本山岳会・自然保護の歩み (3)

日本山岳会・自然保護の歩み (3)
<平成元年 (1989)～ 平成5年 (1993)>

平成元年 (1989)

自然保護随想『イエローストンの山火事」           〔関塚貞亨〕

* 国立公園の指定から百年目に当たる1972年 を契機に,「あるがままの自

然にまかせよう」という姿勢に政策転換 した。今年の山火事で百万エー

カー近くが焼けたが,「山火事は悪いことばかりではない。パインの種子

は高温に会い初めて発芽する。天然更新もされ,肥沃な土地が生れ,新

しい生命も育まれる」との公園管理者の発言や,知人の生の情報を紹介。

(「山」523号 )

〔横山 隆〕

[お読みになる前に]

1.こ の年譜は「山岳」第86年 0同第87年掲載に続く平成元年から平成 5年 までの

日本山岳会・自然保護の歩みの記録で,今号をもって完結いたします。

2.論稿の出典は,原則として,①機関誌「山岳」,②会報「山」,③自然保護委員

会「議事録」の三種類に限定しました。

3.近年,自然保護分野における日本山岳会会員が関係する様々な活動や,著作等

は,活字になったものだけでも実に膨大なものですが,と てもそのすべてを網

羅することはできません。せめて,支部で活動された実績だけでもビック 0ア ッ

プしたかったのですが,今回はかないませんでした。

また,僻地等で環境保護に尽痺されていたにも関わらず,その活躍が発表され

ないまま物故された会員もおられました。

4。 論稿を所属させた年度は,「山岳」や「山」の出版年に拠っていますので,発

生した時期との相違があります。

5.表題・著者名はほぼ原典どおりとしましたので,イ ニシャル,号等の場合があ

ります。

6。 極力原文のニュアンスを伝えようとしましたが,不整合のある点はお許し下さ

い。

7.明治から平成へと連なる89年間の「自然保護の歩み」が,皆様の今後の山行に

お役にたてば幸いに存じます。

1994年 6月 30日

日本山岳会「自然保護委員会」

「晩秋の尾瀬山行報告」
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* 集会委員会と自然保護委員会共催の山行報告。バックアップしてくれた

長蔵小屋の平野紀子氏は「尾瀬がもっとも混むシーズンに訪れる人達は,

混んだ尾瀬からの被害者であると同時に,加害者でもあるのです」と挨拶

した。積雪40セ ンチの翌朝,帰途につく。       (「 山」523号 )

自然保護随想『登山のマナーについて』            〔関塚貞亨〕

* 自然破壊に対する反対運動も重要だが,それ以前の問題として,山岳会

会員の自然保護意識を高める必要があるのではないか。昨秋「霜のきた尾

瀬で自然を語る」山行を集会委の協力を得て実施したが,一参加者は木道

から湿原に向って放尿した。尾瀬のし尿による富栄養化も話題になった自

然保護委が企画した山行だけに残念だった。      (「 山」524号 )

自然保護随想『建物の外側はだれのものか』          〔小倉 厚〕

* 上高地の帝国ホテルを建築するとき,上高地の風景との調和に苦心した

と聞く。自然保護運動も自然破壊やゴミの清掃といった類型のものばかり

でなく,人類共通の財産である自然景観の保護にも目を向けなければなら

ない時ではなかろうか。               (「 山」525号 )

図書紹介『縄文杉は訴える』 三島昭男著           〔松本征男〕
* 本書は緑の大切さ, 自然の尊さとともに, 自然をないがしろにするよう

な人類であれば,やがて破滅することを強く訴えている。縄文杉の屋久島

で著者と会い,緑に対する情熱の深さにうたれた。   (「山」525号 )

図書紹介『森からの警告』 畑 正憲/CoW.エ コル対談集 加藤則芳編

〔近藤 緑〕

* 昭和62年,知床の原生林が老齢過熟木伐採による森の若返りだとして,

強行伐採された2カ 月後に行われた対談。怒りをぶつける2人。それぞれ

の個性が行間にひびき合い,自 然に対する危機感が身に迫ってくる。

(「山」526号 )

図書紹介『森林を蘇らせた日本人』 牧野和春著        〔麦倉 啓〕

* 森林施策に関わった上杉鷹山ら歴史上の群像にスポットを当て,足で書

いた点に特色がある。林政で大事なのは「対策ではなくて,哲学をもった

改革ではあるまいか」,先人の生きざまを凝視したい。  (「山」526号 )

「奥武蔵日だまり山行報告」                〔山口悠紀子〕

* 古い峠道と山村,開発されたゴルフ場,古いものと新しいものを実視し

て参加者は何かを感じ取って欲しいと自然保護委員会で企画した。自分の
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日本山岳会 0自然保護の歩み (3)

ゴミを自分で持ち帰ることは徹底しなかった。     (「 山」526号 )

自然観察山行「宮ヶ瀬ビジターセンターと春木山」    〔自然保護委員会〕

* 神奈川県宮ヶ瀬のビジターセンターで講義を聞いた後,近 くの山に入り

ケモノ道で野性動物の痕跡をたどる。次回は一般会員向けに,勉強会と観

察山行の 2回 に分けて実施したい。          (「 山」526号 )

自然保護随想『欧州の異常気象と環境問題』          〔関塚貞亨〕

* 「オゾン層保護国際会議」がロンドンで開かれた。3月 下旬のパリの気

温は摂氏28度 と真夏なみだ。スイスでは子供たちが半袖姿で遊んでいる。

政治家が環境問題を深刻に受けとめる背景には,こ の異常気象があるか

らである。                     (「 山」527号 )

「昨今の異常気象と高山植物」                〔白旗史朗〕

* 暖冬異変,冷夏現象という異常気象の原因は,ま だ結論が出ず,対策も

実施されていないが,緑の減少こそが本当の原因であろう。山梨県で昭和

61年に制定した「高山植物保護条例」を国で制定してもらい,一木一草を

いとおしむ心が,やがては地球を緑と水の星に還し,気象を正常なサイク

ルに戻す近道ではないかと考える。          (「 山」528号 )

自然保護随想『美しい地球をよごさないで』          〔麦倉 啓〕

* 手塚治虫氏の「ガラスの地球を救え」,自 然保護を訴える70数 ヵ国の子

供たちの声「美しい地球を汚さないで」,西堀栄三郎氏の言葉を紹介し,

地球上に登場 して間もない人類が,地上の全生命体の存続か滅亡かの鍵

を握っていることなどにふれる。           (「 山」528号 )

「ハヤチネウスユキソウなど植物学者が盗掘
―

高知の名誉教授検挙」

〔岩手日報 平成元年 7月 8日付記事〕

* 花巻署は,早池峰国定公園特定地域内特別保護区,国の特別天然記念物

に指定されているハヤチネウスユキソウなど14種類の高山植物を無許可で

採取したY高知大名誉教授を検挙した。同氏は高知営林局の林野監視員も

務め, 日本山岳会会員でもある。

「自然保護考」 渡辺兵力氏講演会報告            〔横山 隆〕

* 開発と保護の対立 0矛盾,何処の何の自然を保護するのか,自 然保全の

提唱といった渡辺氏がつくられたプログラムにそって話をすすめられた。

人口増加と生活水準の向上追求が自然の破壊をすすめている原因であり,

日本山岳会の自然保護活動は反対運動ではなく,自 然保全運動にこそ力を
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いれてオリジナリティを出すべきである。 (「 山」530号 )

自然保護随想『縄文杉を見に』               〔山口悠紀子〕

* 屋久島の縄文杉の周囲は綱が張られ,木片が敷きつめられて根を保護し

ている。しかし老人会の一団は綱を乗り越え写真を撮ろうとし,注意され

ても不満顔であった。 トイレ紙も散乱していた。    (「 山」531号 )

「九州・奥祖母山地とツキノワグマ」             〔松本征夫〕

* 昭和35年,祖母山東面の学術保安林が解除された危機感から,九州山岳

保護協会を設立して,伐採反対運動を展開した。その後,国定公園の指定

を受け,祖母山以束の自然林は残っているものの,他は見るも無残に伐り

まくられている。クマやカモシカたちが安住できる広さの自然林を確保す

るためには,林野庁にのみ任す訳にはいかない。    (「 山」532号 )

自然保護随想「小 径』                   〔武田満子〕

* 木道やコンクリート舗装の道が,自 然保護の役を果していることも見逃

せない。今では森林に限らず,人の手を加えて保全しないと自然が保護さ

れない場所が多くなっている。            (「 山」532号 )

「会員アンケート結果報告 (4)」  24 強化,充実して欲しい事業

* 「自然保護」が61%で群を抜いて トップである (前 回の83年の調査も同

様)。 「山小屋の建設」が35%と それに次いでいる。   (「 山」533号 )

「富士山自然観察山行の報告」

* 溶岩流上に発達した森林,火山性土壌に成立した森林,独立峰の厳しい

環境に耐え抜 く植物群落など意外に紹介されていない富士山の植物の世界

を訪ねた。山行当日の 9月 3日 の富士五合目は風雨が強く,山麓のビジター

センターに戻って見学,ま た植物体系の講義を受け,視察山行の不足を補

なった。         (「 山」533号 。自然保護委員会 9月 議事録)

自然保護随想『追良瀬行に想う
一

青森県白神山地」      〔中村あや〕

* ブナ林は火事になりませんと山の友人は言った。激しい雨となったが,

原生林の雨は落葉の厚く積った大地に音もなく吸い込まれてゆく。それが

ブナの伐り尽くされた秋田県側に出ると,降った雨はむき出しの土砂をま

き込み,濁流となって奔り降る。白神を美しい姿のまま後世に伝えて行く

ため,森林保護の声をあげ続けたい。         (「 山」533号 )

「一緒に歩いて山の環境保全を考えよう一
をテーマに,平成元年度自然保護委・
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全国集会,戸隠で開催」            〔山口悠紀子・近藤 緑他〕

* 10月 7～ 8日 ,戸隠で開催。43名参加。席上,信濃支部からは岩菅山の

冬季オリンピックコース,横通岳他 2件のロープウェイ問題が,山陰支部

からは,大山の崩壊による植生破壊の保全対策が,山梨支部からは,高山

植物の盗掘で手錠を掛けられる人が出た他,各支部から報告がなされた。

4つのグループに分かれて「山岳会としての環境保全運動はどうあるべ

きか」について,パネルディスカッションを行い,海外登山における環境

保護を重視する啓蒙運動に力を入れるべき。国内では地域の問題だけでな

く,全国に共通な問題を取り上げる。自然保護運動は,地元との交流活動

が重要。ゴミ持ち帰り運動などの実践を積み重ねる。自然保護教育に力を

そそぐ等が議論された。             (「 山」534・ 533号 )

「冬季五輪競技コースを岩菅山山域以外の県内既存施設の改修により実施すべき

ことに関する要望書」の提出について         〔自然保護委員会〕

* 標記要望書の文面が,自 然保護委員会小委員会でまとまり,11月 の理事

会に提出され,11月 17日 に文部大臣,環境庁長官, 日本オリンピック委員

会会長に直接手交すべく,会長および委員長代理が赴いた。要望書は各々

の代理の管理者に手交した。   〔自然保護委員会10月 e ll月 議事録〕

「ヒマラヤ・アドヴェンチャー・ トラスト発足」       〔田部井淳子〕

* ヒラリー卿が先頭に立ち,各国の山愛好家やヒマラヤのトレッキングを

計画している旅行社に呼びかけて『ヒマラヤと自然を守ろう』という意図

のもと「ヒマラヤ・アドヴェンチャー・トラスト」の発会式が香港で行わ

れた。日本からは,田部井淳子氏他が出席した。    (「 山」534号 )

図書紹介『太平洋地域環境問題論考集』 日本環境協会     〔高遠 宏〕

* 1987年 に第 1回太平洋環境会議が名古屋で開催され,第 2回 (1989年 )

のアメリカでの会議を前にとりまとめられたもの。オーストラリア,中国

等 5ヵ 国の比較など,山岳会の自然保護活動とも深く関連のある論考もあ

る。                           (「 山」534号 )

会務報告「岩菅山冬季オリンピックに関する要望書提出の件」

* 岩菅山は,登山の見地からも重要な山なので,オ リンピックコースは現

在の施設を利用して開催して欲しい旨の要望書を,関係各官庁,長野県,

長野市, 日本オリンピック委員会に提出する。     (「 山」534号 )

「自然への愛に生きた
一 平野長英と田淵行男」        〔蜂谷 緑〕

* 尾瀬の山守りとして生涯を終えた長蔵小屋二代目の平野長英さんと,安
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曇野に住んだ山岳写真家・田淵行男さんへの追悼。自然環境の保全は,何
より子供のうちからの教育だと実践する蜂谷氏は,首都圏の子供たちを尾

瀬に案内し,長英 0靖子夫妻にも引き合わせた。子供たちに「自然の愛」

を語った翁の姿が最後となった。田淵行男さんは行動の人と呼ぶにふさわ

しい生涯を最晩年まですごされた。   (山 岳 第84年 102～ 105頁 )

図書紹介『ブナが消える
一

四季の自然林を歩く』 庄司幸助著  〔細井澄子〕

* 東北の山々のブナ原生林の危機的状況の中で,著者の20年に及ぶブナと

の関わりを収録したもの。残されたブナ原生林を守る運動に立ち上がる必

要を感じ,その運動に合流したい思いに駆られる書である。

(山岳 第84年 172～ 173頁 )

図書紹介『ブナの森は緑のダム
ー

森林の研究』太田 威著   〔細井澄子〕

* 天然の水がめ
―

ブナの森の役割を,わずか64頁でありながら,ブナの

森に関する全てを,さ らには自然界の森羅万象を語っている。配された写

真は12年 間を山ごもり中心の生活を続けながら撮された6万 コマに及ぶ中

から選ばれた力作である。       (山 岳 第84年 173～ 175頁 )

「山小屋における自然エネルギー利用の現状と今後の課題」

〔鳥居 亮・森 武昭・木村茂雄〕

* 各地の山小屋に風力・太陽光電池・水力などによる自然エネルギー利用

が普及した。自然エネルギー利用発電システムは,自 然と調和した枯渇す

ることのないクリーンエネルギー源であることが最大の特長であり,山小

屋の電源として極めて有効である。風力発電機では 1基 10～ 30万円のもの

が市販されているが,太陽電池はコストダウンは難しいようである。付帯

設備の簡略化を計ることが重要である。 (山岳 第84年 A46～ A56頁 )

平成 2年 (1990)

自然保護随想『登山道は,今』                〔斉藤 桂〕

* 折立から雲の平の道は,登山人口の増加により登山道の道幅が広がり,

湿原も足による破壊がどんどん起っている。環境庁が 1億円もかけて作っ

た石段 (伯者大山では蛇篭という)も ,登 り難いのか両脇に幅広い踏跡が

ある。森は救えても,湿原は戻らない。        (「 山」535号 )

図書紹介『マウンテン・ワールド 全19巻』スイス山岳研究財団編 吉沢一郎監訳

〔大島輝夫〕

* ヒマラヤ高峯の栄光の時代に発行され続けた山岳年鑑全17冊に別巻2冊

を加えた日本語訳が,今回完結した。第1巻に「ユングラウフ鉄道とアル
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プスの高所研究所」の記事がある。当初鉄道計画が発表された時,人々の

間や国会で激しい論議があった。これは我々に,自 然保護と開発とをどの

ように調和させるかの一つの示唆を与えるのではあるまいか。

(「山」535号 )

要望書「冬季五輪競技コースを岩菅山山域以外の県内既存施設の改修により実施

すべきことに関する要望書」 平成元年11月 9日 社団法人 日本山岳会

* 1988年 6月 , 日本オリンピック委員会は1998年冬季オリンピック開催の

日本候補地を長野市に決定し,滑降とスーパー大回転両コースを志賀高原

の最高峰裏岩菅山 (2337m)の 西斜面に新設する計画を立てた。日本山岳

会は,志賀高原の中でも,オ オシラビソ,ダケカンバの混交林が最大規模

で経って残されている東館山の東斜面から岩菅山の西斜面にかけての山域

の開発に反対する要望書を出した。冬季オリンピックは既存施設を使用し

て開催するという世界の趨勢に逆行することなく,岩菅山山域の開発を行

わないで実施するよう強く要望した。         (「 山」535号 )

自然保護随想『負のフィードバックと正のフィードバック』   〔澤井政信〕

* 人や動物の生活は,多かれ少なかれ自然破壊を伴うものだが,大資本に

よる自然を食いものにした開発に,漠然とした心配を抱いているのは,生

物としての本能的な不安によるものかも知れない。   (「山」536号 )

勉強会「尾瀬の自然保全についての環境庁の考え方を聞く」

* 環境庁自然保護局保護管理課長,係長,専門官を講師に呼んで,2月 27

日JACルームにて開催。湿原保護のため,昭和30年から木道整備をしてい

る。lmに付き2万 7千円要し,7～ 8年で付け替える。木材はソ連から輸

入している。42年 から宿泊数を凍結し,2,300畳 である。過剰利用への対

策として,JACに腹案はあるか? 観光バスも含めて,鳩待峠から戸倉へ
,

沼山峠から御池へと車を下げて,歩いて行かせるのが良い。

(自然保護委員会 2月 議事録)

自然保護随想『大山の山頂から』               〔小西 毅〕

* かつて風衝草原で覆われていた大山頂上は,登山者の踏圧によって,急

速に裸地に至った。「頂上を保護する会」が一九となって結成され,緑の

復元に協力する一木一石運動が提唱され今日に至っているが,学校集団登

山の中には末恐しい所業も多い。「こも伏せ」,「流水分散作業」と一つひ

とつの協力が結実しつつもある。           (「 山」537号 )

「立山の夜間照明計画をつぶす,高齢化社会のリゾート計画など」
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藤平副会長の自然保護講演会                 〔関塚貞亨〕

* リゾート事業は,採算に合わなければ引き揚げてしまう資本の論理が支

配していることを忘れてはいけない。急速に老齢化が進んでいる日本での

リゾートは, し残したことや,や りたかったことがやれ,ゆ ったりとして

安価な滞在が楽しめ,自 然と共生できる施設ではなかろうか。ハードに金

をかけ,自 然を切り売りするキンキラキンのリゾートではなく,ソ フトが

大切である。私の地元の富山では,昨年,立山を夜間照明するという幼稚

きわまりないプランや,大 日平に馬を走らせるなどのリゾート計画もあっ

たが,こ とあるごとに反対を力説したら,県当局や知事から推進の考えの

ないことが言明された。                (「 山」538号 )

自然保護随想『カモシカか人間か』              〔梅木秀徳〕

* 「カモシカが大切か,人間が大切か?一 祖母・傾山麓に住む伐採・運

搬に携わっている人達から」。「絵にかいた餅が食えないように,美 しい風

景だけで腹は大らない
一

九重草原の住民」。「保護に留意しつつ森林施業

をする
一

お役所の約束」。自然破壊の図式を描いてみても,今 日・明日

を食っていくためにはどうするか。自然保護運動が本当の正念場に立たさ

れる時が来たように思う。              (「 山」538号 )

「自然環境を守る紙の節約」                 〔山ロー孝〕

* わが国の莫大な木材需要は,緑地の荒廃砂漠化を惹き起こしている。私

は地球規模で増加 している大気中のC02濃度増加と気候温暖化の関係に注

目したい。木材は新聞紙に圧倒的多く消費されている。紙面の節約は,森

林環境保全につながると考える。           (「 山」538号 )

「奥多摩・自然保護パ トロール」               〔市倉金蔵〕

* 東京の奥座敷奥多摩で,環境庁自然公園指導員としてパ トロールをして

いる。環境衛生,風致保護,鳥獣保護などが仕事だが,最近は山野草の希

少種の盗掘が頻発し,私有の庭先まで荒らされたり,カ タクリ等の群生地

が 1シ ーズンで壊滅している。            (「 山」539号 )

自然保護随想『アメリカの二人の自然保護主義者』       〔麦倉 啓〕

* シェラ・クラブの創立者ジョン・ミューアと,ア メリカの初代森林局長

官ギフォード・ピンショー。二人の自然観は異っており, ミューアの「破

壊的商業主義から原生林を残さねば,人間性そのものが破壊される」に対

し, ビンショーは「森林は保護するが,森林の持続的生産により人類の繁

栄のために安定した森林の供給を確保する」といった思想だった。二人の

意見の対立を超えて,昨今は地球環境の保全が切実な問題となっている。
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(「山」539号 )

自然保護随想『上高地ダム』                 〔松丸秀夫〕

* 昭和31年 に,上高地に高さ45傷 のロックフィルダムを造る計画がもち

上った際の, 日本山岳会と松方副会長をめぐってのエピソードを紹介。

国立公園協会などと協力して,ダム計画阻止は成功した。 (「山」540号 )

図書紹介『今西錦司
―

自然を求めて』 斎藤清明著      〔岩坪五郎〕

* 今西錦司は,生涯一登山家でありつづけた。登山をつうじて,自然を求

めつづけ,自 然を全体として理解しようと努力した。  (「 山」540号 )

図書紹介『火山と人間』 南日本新聞火山取材班著       〔式 正英〕

* 火山活動が人に及ぼす影響・災害 ◆資源・エネルギー・環境問題など,

火山に関する最新の基礎情報を得るのに最適。     (「 山」540号 )

図書紹介『人間は自然を守れるか』 岡部牧夫著        〔松丸秀夫〕

* 「専門研究者や行政機関に負けない確実な観察・調査をしてデータを蓄

積しておき,周到な論理を築き,弁証と修辞の術をつくせ」と,自 らの自

然保護活動を実践した例が挙げられている。      (「 山」540号 )

図書紹介『森に新風が吹く日』 井原俊一著          〔松丸秀夫〕

* 「非生産性の元凶」の章がある。目を覆いたくなるような惨状,国有林

経営の現状である。                 (「 山」540号 )

「ニューデリー出張報告」                  〔山田二郎〕

* 4月 29日 から31日 迄,ニ ューデリーで開催されたヒマラヤン・アドヴェ

ンチャー・ トラストの第一回会議に招待され,田部井さんらと出席してき

た。諸外国からの参加者 8ヵ 国31名 を含め,総員183名 の規模のものであっ

た。初日のガンデー印度政府環境庁長官の挨拶に始まり,30日 ,31日 の 2

日間にわたってミッチリ各講師のスピーチがあった。1991年秋の, 日本で

の会合に向けての企画が進められており,当会のほか, 日山協,HAJ,労
山などの諸団体が相協力して,わが国の国際的責任の一端を果すべく,全
面的に協力する合意がなされている。帰国後の 5月 16日 に田部井さんを中

心に上記団体関係者の会合が持たれた。        (「 山」541号 )

「南極の山の清掃登山」                     〔YOM〕

* 南極大陸の最高峰を有するエルズウォーズ山脈の登山は,こ の 5年の間

に始まったばかりである。本年 1月 ,ヴ ィンソン (4897傷 )に最初の清掃
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登山が行われ,約 140キロのゴミをチリまで持ち帰った。南極の聖地を保全

するための基礎が確立 した。カナダのヴァンクーバーにあるAdventure

Network lnternational社 から同社の企画を知らせる資料が届いた。

(「山」541号 )

自然保護随想『一寸臭い話』                 〔浦島太郎〕

* 30余年ぶりに山を歩く。人も多く想像以上に汚れて,荒れていた。山々

は自然の浄化作用で処理できる時代ではない。登山者のモラル,山で稼ぐ

権利を主張する人々,役所に色々申し上げたい。例えば尾瀬の下水処理,

入山料などと言わず,公共事業投資の中に組み込めないものだろうか。

(「 山」541号 )

「富士山の自然観察山行報告
―

自然保護委員会」       〔中村あや〕

* 6月 17日 (日 )に実施,参加者は24名 。講師は田村説三会員。スバルラ

インを切り開いたため,林縁にはマント群落が理論どおりよく発達してい

るが,標高が高くなり環境が厳しくなると,マ ント群落が成長せず,林縁

から次々とコメツガなどが倒れてゆき,無残な有様を呈している。5合 目

からは御庭へ,さ らに奥庭から原生林の中を降る。実例を見ながらの解説

はよく納得がいく観察山行であった。         (「 山」542号 )

自然保護随想『奥秩父・富士・尾瀬をめぐる問題』      〔木名瀬 亘〕

* 奥秩父荒川源流の原生林の乱伐の果に,連峰スカイラインなる構想が生

まれ,富士スバルラインによる生態変化が心配されていた折,当時面談し

た環境庁長官は,道路建設にかかわる利権がこの種の問題の根本にあると

嘆いていた。尾瀬のオーバーユース問題は,自 動車公害であって,「登っ

て入山すべき尾瀬が下る尾瀬」になったがための現象であろう。

(「 山」542号 )

「環境危機に山岳会の対応は如何
一

人間と自然保護の調和が大切」

村木副会長の自然保護講演会                〔関塚貞亨〕

* 登山人口の増大,便利さを願う高齢化登山者,過疎化と都市集中化,森

林の荒廃,村おこし,人集めとしての観光開発,天下の悪法
―

リゾート

開発法といった問題の絡み合い。登山者は,汚染者負担の原則を確立した

い。私は登山者として,自 然の中に踏み込むことによって,自 然を乱して

いると自覚している。自然保護に対する取り組み方は,自 然には手を加え

ないということに価値を求めるのではなく,そ こに生活している人達のこ

とも考えて,調和のとれるような方向を考えなくては余 りにも寂しい。

〔自然保護委員会から一一つの問題提起である今講演に対して,『山』紙
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上での討論を提案する。投稿は10月 20日 迄に。〕 (「 山」543号 )

自然保護随想『ヨーロッパの旅より』             〔奥野道治〕

* フィンランドでは,銀ギラギンの日本のリゾート開発を疎ましく感ずる

体験。西独では, 日本の山村もレジャー開発に血道を上げずに,当地のよ

うなファームステイといった村おこし対策も検討してみたらよさそうだと

いう体験。しかし「吾々には堅実な次代の国民を育成する環境を残す責任

がある」という森林家たちに降り注ぐ酸性雨は痛ましい。 (「山」543号 )

自然保護随想『中高年登山者とフィールドマナー』       〔山口俊輔〕

* 中高年登山者が実に多い。自然保護というのはまず,各人が山を荒らさ

ないという初心の実践ではないだろうか。いかに中高年登山者に,フ ィー

ルドマナーの啓蒙をするかの努力が足りないと思う。  (「山」544号 )

「第15回 自然保護全国集会 “登山者ができる自然保護"をテーマに」

〔中村あや他〕

* 9月 15・ 16日 の両日,平成 2年度自然保護全国集会が静岡支部の支援の

もとに三島市で開かれた。柿田川湧水の見学では,地元の柿田川自然保護

の会会長よリトラスト活動他の説明を受けた。函南原生林の見学の他,箱

根の里少年自然の家で入所式。翌日,山 田会長の挨拶の後,秋田支部を皮

切に支部報告。鳥海山のスキー場計画。京都・北山のファミリー登山によ

る汚れの激しさ。山陰・大山での一木一草運動の困難な現状。熊本支部か

らは原生林の伐採を止めるために,林野庁への独立採算性廃止を訴えるな

ど。グループ討議では「海外登山における自然保護」,「その地域に住む人々

との調和を考えた自然保護」,「尾瀬を例とした自然保護」,「登山者が個人

でできる自然保護」,「 リゾート法と自然保護」の 5グループに分かれて討

議した。参加者72名 。                  (「 山」545号 )

「国際シンポジウム報告」                   〔YOM〕

* 花と緑の国際シンポジウムが「ヒマラヤの南側と北側
―

自然と人間生

活の調和」をテーマに大阪で開かれた。大阪市大の日中友好学術登山隊の

報告の一環として企画された。しめくくりの,増 えすぎたヒマラヤ地域の

人口問題の解決が先決には,前途多難を思わせた。   (「山」545号 )

自然保護随想『カミさんの話」                〔小西奎二〕

* 人間活動の巨大化,生活水準の向上,世界の人口増加が地球環境を悪化

されている。ブナ林保護, リゾート開発阻止もよいが,足元を見つめ直そ

う。本当に必要なもの,無 くてもよいものとを区別し,カ ミを大切にする
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ことから自然保護を始めよう。 (「 山」545号 )

「村木副会長『自然保護講演会』についての紙上討論 (第 1回 )」

* 登山者自身や登山関係業者達への自然破壊・汚染防止啓蒙運動の強化

(広 瀬 潔)。 消費者の浪費が環境破壊の元凶になっていることを自覚反

省し,討論会を重ね,世論に訴える (二 木久夫)。 講演を拝聴したが,村

木氏の真意をさらに伺いたい。①裏岩菅山の滑降コース開発問題,②他

の具体例にもとづいた見解 (本多勝一)。 地域との調和には往々,資本の

ない地元のかげに隠れた巨大資本の企みがある。裏岩菅山のスキーコー

ス開発はその典型といえる (澤井政信)。        (「 山」546号 )

「尾瀬問題の解決のために」              〔自然保護委員会〕

* 尾瀬の「入山料徴収」についての本会の考え方が,一部の新聞に報道さ

れ誤解を招きかねないので,結論を述べる。徴収よりも他になすべき多く

のことがらとして,戸倉・大清水・御池で輸送手段を止める。し尿・雑排

水の処理施設を尾瀬沼地区 0山 の鼻地区にも設置する。 トイレ有料化・山

小屋の風呂・食事の他,中・長期的な対策も掲げる。  (「山」546号 )

自然保護随想『自然保護とマスコミ』             〔梨羽時春〕

* 森林保護は自然の原生林のままで保護しなくてはならない。それには自

然保護団体の活動だけではなく,マ スコミの力も利用したい。山を見る限

や感じる心を養い,山 を守る怒りの心も忘れまい。   (「 山」546号 )

現地調査「鳥海山の大規模スキー場開発」

* 10月 15～ 16日 ,澤井自然保護委員長他 5名で山形県八幡町に赴き,大手

デベロッパーの国土計画による「鳥海山スキー場建設」予定地を視察した。

貴重な奇形ブナ林が伐採されるのを阻上しようとする側と,過疎脱却を推

進する町当局の対立がある。    (自 然保護委員会11012月 議事録)

特集 0自 然保護を考える①「自然保護の諸問題
―

山に登るものの立場からひと

つの提言」                        〔藤平正夫〕

* 保護か開発かといった次元ではなく,文化の観点から自然保護を考えた

い。心情的で素朴な保護論は反発をまねくし,開発至上主義の失敗も明ら

かだ。私たち山に登るものは,自 然を愛しながら,一方では自然破壊につ

いて加担もしている。すぐれた自然を聖域とするのではなく,多 くの人々

と分かち合い,総合的な保全を適切にコントロールしなければならない。

(山岳 第85年  7～ 14頁 )
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特集・自然保護を考える②「山岳会の自然保護の方向と問題点
一

環境元年に登

山者として考えたことなど」                〔関塚貞亨〕

* 1990年 は地球環境元年と呼ぶのにふさわしい年となったとして,山岳会

の自然保護の方向と,自 然保護委員会の活動について,「世界宗教として

の自然保護」,「自然保護活動のジレンマ」,「 自然保護教室としての尾瀬」,

「山小屋の屎尿・廃棄物処理」,「長野冬期五輪・岩菅開発断念の教訓」,「山

岳会の自然保護の流れ」,「海外登山の汚染と国際協力」の 7節に分けて述

べている。                (山 岳 第85年  15～ 27頁 )

平成 3年 (1991年 )

「HAT―J発会式」                       〔北村節子〕

* ヒマラヤの自然保護を,登山者の立場から考えていこうという「ヒマラ

ヤン・アドベンチャー・ トラスト・ジャパン (略称HAT― J)」 の発会式が

関係 4団体 (JAC, ヒマラヤ登山協会,労山, 日山協)の他,イ ンド・中

国大使館関係者らを交じえて開かれた。HAT―Jの代表には,田部井淳子さ

んがなった。                      (「 山」547号 )

自然保護随想『アニマル・ トレッキング」           〔市川義輝〕

* 長野オリンピックの会場予定地の一つ積雪期の奥志賀で,野外博物館活

動をした体験から,同 じエリアでも国民のレジャーのために開発されても

よい自然と,守られるべき自然が存在してよいと述懐。 (「山」547号 )

「尾瀬全国集会
―

婦人懇談会」               〔穴田雪江〕

* 平成 2年 10月 ,長蔵小屋で全国集会を開催し,夜は自然保護を軸に,神

崎忠男 (HAT―J),近藤緑 (自 然保護委員),平野紀子の 3氏 に話をしても

らった。尾瀬という「美の世界に住む者は美を守らねばならない,美のた

めに戦わねばならない」は,平野長英から脈々と受け継がれている。138

名の参加を得た有意義な集いとなった。        (「 山」548号 )

自然保護随想「美しい風景を守りたい」            〔藤井 健〕

* ゴミの持ち帰りという常識がまだ根付いていない。山小屋の屎尿処理問

題にもっと研究費を投じてほしい。スキー場開発行為は,地元の人にとっ

ては原風景が失われることを意味する。        (「 山」549号 )

「鳥海山における大規模スキー場開発についての要望書の件」

〔自然保護委員会〕

* 2月 12日 の常任理事会,14日 の理事会を経て,23日 に松本理事・澤井委

員長が八幡町に赴き,町長に要望書を提出。当日のテレビ,翌 日の新聞各
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紙で報道された。なお,16日 の山形支部の支部会議の決定にもとづき,山

形支部はこの問題に介入しないことを同町長に表明した。

(1・ 2月 自然保護委員会議事録,「山」549号 1月 理事会会務報告)

「HAT― Jシ ンポジウム
ー

ヒマラヤの自然を守る懇談会」    〔関塚貞亨〕

* 日本ヒマラヤン・アドベンチャー・ トラストは「ヒマラヤの自然を汚染

しないために
一

テイクイン・テイクアウト」と題したシンポジウムと,

岡島成行氏の講演,懇談会を開いた。ヒマラヤ 4団体関係者やヒマラヤ

OB他が集った。出席者は63名。            (「 山」551号 )

「鳥海山南麓のスキー場開発方法の変更を求める要望書を提出」 〔松本恒廣〕

* ①延べ3。 8キロのスキーコースとゴンドラリフトの建設は,「鳥海国定公園

の保護及び利用に関する基本方針」に反する。②豪雪,冬季強風地帯のス

キー場には危険が伴う。③南麓斜面の平均9度の斜度がスキー場として適

切だろうか他の委員長名の要望書を提出した。八幡町長からは,地域活性

化のためスキー場開発に理解を示してほしい旨の発言があった。

(「山」551号 )

自然保護随想『自然保護の象徴・函南原生林を歩く』      〔中井修二〕

* 函南原生林は三島市などの水源涵養林として徳川時代から禁伐林とされ

てきた。樹齢700年,樹高20傷 を超すブナやアカガシの巨木と一期一会の

出会いをし,自 然保護に努める心を新たにした。    (「 山」551号 )

「山岳地域における環境保全シンポジウム
ー

し尿・雑排水処理問題」

〔科学研究委員会・自然保護委員会共催〕

* 4月 6日 に開催。山小屋における処理の現状や試み (北アルプス燕山荘 。

尾瀬長蔵小屋など),環境庁の景勝地におけるし尿雑排水対策,既設の ト

イレを利用できない山域や冬山で,登山者はどのように排泄処理するのが

自然環境により好ましいかといった6つの演題について学者,山小屋経営

者,環境庁職員,自 然保護委員が討議した。参加者は63名 。

(自 然保護委員会 4月 議事録,「山」548号 )

勉強会「森林生態系保護地域について」         〔自然保護委員会〕

* 4月 23日 ,ル ームにて林野庁経営企画課の尾頭課長補佐を講師に,①林

業と自然保護に関する検討委員会報告の概要 ②森林生態系保護地域の追

加指定について ③人と森林とのふれあいの場の創造 (ヒ ューマン・グ

リーン・プラン)について,主に行政的立場からの説明を受けた後,質疑

応答に移った。Q)リ ゾート法やグリーン・プランによって保安林解除が
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容易になるのでは? A)保安林制度は法律ではないが,非常に強いもの

であり,利害関係者は自由に意見が言える。むしろこの制度を利用して自

然保護運動した例 (青秋林道)さ えある位だ。

(自 然保護委員会 5月 資料)

自然保護随想『尾瀬の自然は護られている』          〔中村武雄〕

* 尾瀬では観光登山者が目立つ。尾瀬の名物は, どんなお土産でしょうか

とも尋ねられる。環境庁が中心になって,国立公園での文化の高い楽しみ

方を普及して行く必要を感じる。           (「 山」552号 )

「秩父自然観察山行
―

亜高山帯の森林と大型哺乳類の観察」 〔木名瀬 亘〕

* 奥秩父,小鹿野町 (両神山の北)で自然観察山行を実施した。参加者は

31名 。地元の山持ちの方を講師に頼み,カ モシカの食害もヒノキの単一樹

相で起きるので,他種がまざれば避けられるなどきめの細かい観察山行が

でき,保護運動の基礎を培った。           (「 山」552号 )

図書紹介『尾瀬 その風の中に』 毎日新聞社前橋支局編    〔蜂谷 緑〕

* 至仏山の荒廃のために消えていくホソバヒナウスユキソウ,アヤメ平の

危機, 目的のないツアーの増加を憂い入園料問題へと導いている。この本

を読むことは,自 らの「尾瀬問題」を反劉するよい機会になるに違いない。

(「山」553号 )

自然保護随想『林業と自然保護』               〔伊藤 敵〕

* 林業の本質はコンサーベーションであり,正 しい林業は自然保護に通じ

る。奥地天然林の大面積皆伐は,正 しい手段の管理とはいえず,林業では

ない。東大の北海道演習林の施業は,伐採もたえず行われているが,自 然

がみごとに保たれている好例である。         (「 山」553号 )

HAT―J講演会「回想のヒマラヤと環境保護」

* ヒマラヤと環境保全をテーマに,映画・ビデオ・スライドを使い,堀田

弥一,今西寿雄氏ら4人の講師を中心に,パネラーと参加者全員による討

論を企画した。                   (「 山」553号 )

「HAT―J清掃登山について」              〔自然保護委員会〕

* 6月 2日 0上高地で,9日 ・丹沢の大倉尾根とヤビツ峠を中心に清掃登

山を行なう。自然保護委員会は主に丹沢を受け持った。 (6月 議事録他)

「永年会員 中沢真二氏をかこむ談話会」
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* 中沢氏は,尾瀬発電計画によって尾瀬ヶ原が水没するのを未然に防いだ

功労者の一人である。その経緯は会報「山」492号で掲載済みだが,満百

歳を迎えるに当って,尾瀬に関心の深い会員に話しておきたいという申し

出があり,山田会長他数名が拝聴した。        (「 山」554号 )

自然保護全国集会「日本山岳会の自然保護の基本理念」をテーマに
一

盛大に新

潟県の新発田市で                     〔小倉 厚〕

* 平成 3年度の自然保護全国集会が 6月 29日 に,越後支部,新潟県山岳協

会,新発田市の支援のもとに開催。全国から100名 を越す会員が集まり,

基本理念の制定へと極めて有意義な討議が行われた。藤平副会長他の挨拶

の後,地元の筑木会員による基調講演があり,14支部からの報告。テーマ

の討議は3氏への指名発言の後,種々の意見が交わされた。結論としては

基本理念の必要性は賛成されたが,成文案については,各支部に持ち帰り

検討の上,来年の全国集会で再確認する。       (「 山」555号 )

「村木前副会長 “自然保護講演会"についての紙上討論 (第 2回 )」

* 自然破壊は経済的な欲望によって行われる場合もあるが,世界的に見れ

ば爆発的な人口増加による場合が多い。自然保護と地元活性化の両立では,

単なる反対ではなく,村おこしの効果が上がるように地元を啓蒙する時代

ではなかろうか。無論,絶対開発をゆるすべきでない山や地域はあろう (村

木潤次郎)。  自然破壊を最小にする山登 りが大切。生半可なお題目の列

挙では実にならない (笠井 篤)。            (「 山」555号 )

図書紹介『山と自然と人間を愛して』筑木 力著        〔小倉 厚〕

* NHK新潟放送局「朝の随想」を中心に今までの発表作品をまとめた著

者の4冊 目。山を思う,自然を愛する,山 に取り組む等の6章からなり,

ひとつの哲学とも言える見識が随所にうかがえる。   (「山」555号 )

自然保護随想『山と人と (蔵王から)』             〔大橋克也〕

* 自然の中に生き,恩恵を受けている多くの動物,植物の一員にすぎない

人間なのだから,自 然に謙虚な姿勢で接したい。幕営をすれば,自 然に後

遺症を残しはしなかったかと思う心が大切だろう。   (「山」555号 )

自然保護随想『ゴミと日本人』                〔横山 隆〕

* 日本人のゴミに対する公徳心の欠如には目を覆いたくなる。ゴミを捨て

たら高額の罰金をとるシンガポールはきれいな街であった。自然保護の教

育は小学生のときから教えなければ駄目なのだという見解は正しい。

(「山」556号 )
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「HAT一J 山岳地域の環境保全に関する国際シンポジウムいよいよ開催 !」

* 11月 に開かれる標記シンポジウムの具体的なお知らせ。ヒラリー,メ ス

ナー,エルツォーグ,ボニントンらが,自 然観,保護運動のポリシーを語

る。東京会議の後,富山エクスカープョンが行われる。 (「山」557号 )

「自然観察山行・尼ヶ禿山と玉原湿原」            〔小倉 厚〕

* 自然保護委員会では奥上州の尼ヶ禿山と玉原高原の湿原で,自 然観察山

行を行った。講師の田村説三氏から植生の説明を受ける。かつての秘境中

の秘境も玉原湖の出現と山岳道路の整備で,自 然破壊が心配され始めた。

土壌安定地区,攪乱地,谷筋と典型的な林相が観察され有益であった。

(「 山」557号 )

図書紹介『ブータン王国自然調査団報告』 富山県自然保護協会 0日 本山岳会富

山支部                          〔田中外治〕

* ブータン政府は国外からの観光客収入の魅力を知りつつも,国内資源と

バランスをとりながら受け入れをコントロールしている。国民は枯木しか

勝手に拾うことができない堅実なブータンの現状を伝えている。ブータン

は雲の上の天国,こ のままそっとしておきたい。    (「 山」558号 )

自然保護随想『遊びの意識を変える』             〔塚本珪一〕

* ヘリスキー客が頭上をかすめていき,自 然破壊は遊ぶ側の倫理感によっ

て左右すると痛感した。自然の中で遊ぶ時にできるだけ人工物を利用しな

いという原則を確立したいものである。        (「 山」558号 )

「登山家たちが “明日の山"を語った」            〔江本嘉伸〕

* 山に登ることにとりつかれた人類が,わずか半世紀の間に,そ こを「攻

撃」する姿勢から,「守る」姿勢に転じようとしている。「山岳環境保護国

際シンポジウム 0東京会議」はその現場であった。ヒラリー,エルゾーグ,

メスナー,そ してミスロフスキーは「サウスコルのボンベ,高所のゴミは

深刻な自然破壊ではない。人々の住む山麓の汚染にこそ取り組まなければ

ならない」と私に語った。「それにしてもボランテイアでよくここまでや

れましたね」と,最後にボニントンはもらした。    (「 山」559号 )

「天狗さんと新緑の山歩き」                 〔中井修二〕

* 丹沢自然保護協会副会長のシュトルテ氏 (天狗さん)の案内で,畑尾山

のブナの原生林へと自然観察に出かけた。新緑の低山歩きからでも,自 然

保護の肝要を痛感した。               (「 山」559号 )
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自然保護随想『山地活用と国土保全』             〔上善峰男〕

* 東京都民の森造成工事は,渓谷をコンクリートで固めるなど手荒な手法

で唖然とさせられたが,昨年 5月 に開場した。しかし台風の猛威により,

1年余で崩壊・閉鎖された。自然に対する理念と心が不可欠ではないだろ

うか。                        (「 山」559号 )

図書紹介『神々のみた氷河期への旅』 小野有五 (文)・ 大森弘一郎 (写真)

〔岩田修二〕

* 空からみる北アルプス自然誌という副題があり,飛騨山脈の自然の成り

たちを説明する。「双六氷床」の存在など小野氏の刺激的な記述,大森氏

の立体視可能なステレオ写真もすばらしい。      (「 山」559号 )

「立山全国集会報告― 富山支部」              〔石坂久忠〕

* 「中高年登山者の立場」をテーマに開いたシンポジューム。登山人口の

増加による自然保護問題の啓蒙は急務。自然環境教育は,一人一人のモラ

ルの高揚などの対策が必要であることを確認した。   (「山」559号 )

「登山から見た自然保護」                  〔筑木 力〕

* 山と人との関わり/登山マナーの原点/文明は自然と対立する/日 本人

の自然観にみられる矛盾/文明の利器が形成する技術環境/自 然保護に関

わる最近の事情/地球環境の保全に関する楽観論と悲観論と第三の考え/
日本山岳会が当面する課題よりなる。平成 3年度本会自然保護全国集会の

基調講演に加筆したもの。日本人の公共美観に対する意識が低いのは,自

然に対する日本人の甘え意識の表われである。

(山岳 第86年 20～ 29頁 )

「日本山岳会・自然保護の歩み (1)」           〔自然保護委員会〕

* 明治38年 (1905年 )～ 昭和50年 (1975年 )間 の「山岳』と会報『山』に

掲載された自然保護に関する活動・随想・図書紹介などをビックアップ

して,簡潔に紹介した。        (山 岳 第86年 A36～ A56頁 )

平成 4年 (1992)

「HAT―J 国際シンポジウム (東京・富山)“世界の岳人一堂に"山岳環境保護

を謳う !」                        〔北村節子〕

* 昨年の11月 9日 010日「山岳環境保護国際シンポジウム・東京会議」が,

12日 には富山会議が開催された。当会をはじめ, 日本の山岳界 4大組織が

結集し,「山岳環境保護の重要さを多くの人に訴える」という当初の目的

A94



*

日本山岳会 ◆自然保護の歩み (3)

を達成した。世界を代表する豪華な山岳人と,イ ンド,ネパール,中国な

ど地元の行政官たちまで,今 日の山岳を語るにふさわしいメンバーが一堂

に会した。

『東京アピール』 ①高所登山の計画の中に,あ らゆる廃棄物を持ちか

える努力を明記する。 ②ヒマラヤを訪れるトレッカーは,村人との

相互理解を作り上げ,森林を維持するため薪を使用しない。 ③山岳

地域の観光については,環境美化教育を展開する。 (「 山」560号 )

シンポジウム報告「中高年登山者の立場」           〔小倉 厚〕

* 昨年 9月 ,立山で標記シンポジウムが行われ,4名 の講師の 1人,水上

富山県自然保護課長の基調講演は,高地におけるゴミ対策,山小屋のし

尿浄化の問題,雷鳥の羽数増加による環境への影響等であった。

(「 山」560号 )

自然保護随想『女・子供の自然保護』            〔山口悠紀子〕

* その土地,その山の所有者,地権者が開発に賛成している場合,反対運

動はできないのだろうか。「自然は子孫からの借 りもの」である。未来の

所有者,住人が美しい自然を望んだ時,復元が難しい開発を,現在の所有

者がする権利を持っているのだろうか。        (「 山」561号 )

「自然環境保全のための観察山行
―

上越国境・稲包山」    〔関塚貞亨〕

* 稲包山周辺は「ぐんまリフレッシュ高原リゾート」構想の一環として,

国土計画 (株)と 中之条町,新治村が第 3セ クター方式で,ス キー場他の

施設計画をもっている。山頂のすぐ隣は筍山の苗場スキー場だったが,稲

包側のスキー場予定地は狭く,む しろ岩菅,焼額へと続くクロスカントリー

スキーコースの適地では, と感想をもらす委員もいた。 (「 山」561号 )

「山研改築委員会報告 “山研と自然エネルギー"」         〔坂本正智〕

* 自然環境保全が叫ばれている折,新 しい山研建設プランの中に「自然エ

ネルギー利用計画」がある。山研裏手の善六沢の水流を利用した 1～ 5

kWの小水力発電装置を設置しようと進めている。    (「山」562号 )

自然保護随想『豊かな自然と個性ある人間の共生を目指して』  〔中谷絹子〕

* リゾート法の名のもとに行われている自然破壊は,人々の余暇時間のす

ごし方のワンパターン化を促がし,擬似自然と過ごすことを一層進めさせ

るものである。個性ある過ごし方を提唱したい。    (「 山」562号 )

「日本山岳会の自然保護についての基本理念 (案)ま とまる」
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〔自然保護委員会〕

* 平成 3年度の自然保護全国集会後も,標記理念の文案を検討していた自

然保護委員会は,4月 定例理事会に,前文および5項からなる「基本理念」

を提出した。             (自 然保護委員会 3月 議事録)

「自然観察 0日 だまり山行
一

大野峠から旧正丸峠へ」     〔小倉 厚〕

* 自然保護委員会が年 2回実施する自然観察山行を奥武蔵の古い峠を結ん

で行った。講師は田村説三委員,参加者は24名 であった。大野峠への山道

は江戸時代からの林業地で見事な杉林であった。    (「 山」563号 )

自然保護随想『自然保護と開発のはざま』           〔佐藤一栄〕

* 独立採算制のノルマを負わされた林野庁の広報誌から,平標山近くに別

荘地開発が行われることを知った。苗場山麓スキー場群の観光事業にとっ

て山の尊厳は一顧だにされていない。スキー客,登山客がまき散らすゴミ

を拾い集めながら異常な光景に目を覆いたくなる。   (「 山」563号 )

自然保護随想『フツウの市民にできること』          〔市川義輝〕

* 清掃登山などの美談を, 日本のマスコミは取り上げたがり,時に捏造す

るが,そ うした姿勢は企業が行っている大規模な自然環境の破壊から,善
意のゴミ拾いの当事者や,一般視聴者・読者の目をそらせることにつなが

らないだろうか。ネパールで植林する同胞に心が動く。 (「山」564号 )

自然保護随想『ゴミ拾い』                  〔穴田雪江〕

* 「山に登る」ことと「自然保護」に,甚だしい矛盾を感じるようになっ

た。下を向いてゴミを拾うだけでは身近かな自然さえ守れないだろうが,

私にできるゴミ拾いを続けたい。            (「 山」565号 )

「秩父多摩国立公園・豆焼沢の現地視察」

* 7月 25～ 26日 ,5人 の委員が視察した。国道140号・雁坂峠の下を掘削工

事中だが,土砂を沢に投棄し,沢が埋っている。国道工事という名の下に

自然破壊が行われている。       (自 然保護委員会・7月 議事録)

勉強会「地球サミットの現場から」

* 6月 3～ 14日 ,ブラジルのリオ 0デ・ジャネイロで開催された「地球サ

ミット」に取材記者として参加した滑志田委員からの報告。氏が作成した

大部な資料を各自で学習した。     (自 然保護委員会 07月 議事録)

「HETに よるヒマラヤ・コード
ー

ヒマラヤで正しく行動するために(ヒ マラヤ・

A96



日本山岳会・自然保護の歩み (3)

環境・トラストの行動規約)」

* ヒマラヤの環境を守るため,こ こを訪れる人は次の規約に従うことが求

められる。『自然に対するルール』として,キ ャンプ地で/森林をこわさ

ない/ゴミの焼却場所/ガイドやポーターに等の5項の他,『人々の生活

に対するルール』として4項 目の規約を定めている。  (「山」566号 )

「鳥海山を守る闘ぃ」                    〔池田昭二〕

* 鳥海山に大規模スキー場を作ることに反対する署名は 2万人を越えた

が,地元の八幡町民は 7人 だけ。地元では反対しにくい環境が作られて

いたが,最近「鳥海山の自然を守る会」に理解を示す住民も現われ心強い。

(「山」567号 )

自然保護随想『酸性雨』                    〔渡辺 徹〕

* 日本でも強い酸性雨が観測された。中国の重慶・広州等から放出される

大気汚染物質は想像以上のものらしい。日本の脱硫装置等の技術が中国の

工業地帯でも生かされることを望みたい。       (「 山」567号 )

「自然保護全国集会
―

基本理念に,自熱の論議」       〔松本恒廣〕

* 「山の環境破壊を考える」をテーマに掲げた平成 4年度の全国集会が,

京都支部・関西支部の支援を得て,15支部77名 の会員を集めて開催された。

議題の「自然保護の基本理念の制定について」は,昨年と同様な賛成意見,

具体的な活動が先である,行動指針としてとらえるべきではないか等白熱

した。各支部からの報告の後,田部井委員よりHETの行動規約の紹介。遠

藤京子会員からはカラコルムでの植樹への協力依頼があった。

最後は,「山岳地域における特定自然の実態調査」について,関塚委員

がスライドを用いて手法を紹介し,各支部でも見直し作業をと勧めた。

(「 山」567号 )

勉強会「三頭山の台風被害について」

* 元東京都林務課長・栗原 浩氏より,三頭山に「都民の森」を作った経

緯および台風12号 で大きな被害を受けた状況,ま た本年4月 末に一部再開

した件などの説明を受けた。      (自 然保護委員会 09月 議事録)

海外の山「セイブ・エベレスト」               〔江本嘉伸〕

* 山岳環境保護の目的から,エベレスト登山の規則が大きく変わることと

なった。本年 5月 12日 のエベレスト登頂者は32人。ネパール当局は登山料

の大幅引き上げと,ゴ ミの「本国への持ち帰り」を義務づけた。「クンブ

地域の環境保護のため」という。           (「 山」568号 )
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「富士山をめぐる最近の話題」                  〔YOM〕

* 地球サミットがブラジルで開催された年ということで,静岡支部でも「富

士山の森林限界の研究」を記念行事の一つにした。その他,静岡県内では

富士山に関する崩壊防止対策等々の研究会やイベントが開催された。

(「 山」568号 )

自然保護随想『山水経にみる山』               〔篠崎 仁〕

* 自然を仏教的に解釈している本が『正法眼蔵』であるという。現代にお

ける自然環境の危機的状況に際して,人間と自然の不二一如を信じて疑わ

ない伝統的な自然観の良さをとらえ直してみるのも山の功徳であろう。

(「 山」568号 )

「三頭山と都民の森を歩く
一

環境月間の行事として」    〔木名瀬 亘〕

* 秩父多摩国立公園の重要な水源地の一つに秋川奥の三頭山がある。平成

3年 8月 の台風12号による豪雨で,奥多摩周遊道路は今までになく大規模

に崩落した。山岳地帯における無理な道路施工がいかに自然破壊を伴なう

かを如実に示している。三頭山の周遊道も台風禍により未だ随所で通行止

になっているが,山 は落着いた雰囲気で樹相の移り変りの興味ある地帯で

あった。ごみはめっきり減っていた。参加者28名 。    (「山」568号 )

「自然保護委員会の行動指針について」            〔澤井政信〕

* 本年度の自然保護全国集会で「行動指針」が採択された。将来は「日本

山岳会の自然保護の理念」となるように努力していきたいとして,基本理

念の必要を感じたきっかけ,小委員会による起草準備,平成 3年度・4年

度の自然保護全国集会での種々な意見,その間の各支部自然保護委員や会

員あるいは本会指導層の見解など,こ れまでの経緯を紹介している。

(「山」569号 )

「日本山岳会自然保護委員会の行動指針」        〔自然保護委員会〕
* 前文のあと,①地球環境,生態系の維持や復元に積極的に貢献する。

②わが国の山々を破壊から守って後世に伝える。 ③登山行為の認識。

④過剰な利便性の追求を監視する。 ⑤海外登山に際しての配慮。の 5

項からなる行動指針の紹介。             (「 山」569号 )

「クリーン度の高いナムチャバルワ峰遠征隊」         〔市川義輝〕

* ナムチャバルワ登山隊の荷造りには隊員の他,学生部,青年部,総務な

ど多くの会員が助勢した。自然保護委員会から少しだけ手伝った際の印象
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を「食糧等について」,「根包資材について」,「装備について」等に分けて

詳細に報告している。                (「 山」569号 )

海外の山「東チベットからの朗報」              〔江本嘉伸〕

* 未踏峰ナムチャバルワは, 日中合同隊により,ついに登られた。撤収に

あたって重広隊長は,中 国側責任者,協力員たちと第ニキャンプに残った。

「ベースでも毎日掃除。タバコの吸殻捨てたら怒られる」と3年 間この山

に取り組んだ中国側隊員が教えてくれた。「山を汚さない」が,こ の隊の

合言葉であり,何 も残したくない,と 考えたのだ。   (「 山」570号 )

自然保護随想『保護と保全』                 〔田村説三〕

* 絶対に手をつけずに守らなければならない (保護)優れた自然もある。

しかし,多 くの場合,そ の自然の恩恵を受けられるような,上手な自然の

利用のしかた (保全)を基本に据えていかなければ,矛盾は大きく広がる

ばかりである。                   (「 山」570号 )

図書紹介『ライチョウ』 大町山岳博物館編          〔松沢節夫〕

* ライチョウの生息地域がせばまり,個体数が減っていることが知られて

久しい。本書は生態を知ることにより絶滅をくい止めようとした大町山岳

博物館の人達による飼育実験活動の報告である。    (「 山」570号 )

「名誉会員を囲む会」                      〔Y・ M〕

* 今年の会では,自 然保護の問題に話題が集中した。「創立当初よりの経

緯はあるが,昨今は地球全体の問題にまで発展し,多 くの団体が活動す

るようになっている。JACは登山者の集りだから,やるべき内容をしぼり,

方針を明確にしていった方がよい (田 口)」 他の貴重なアドバイスを頂い

た。                        (「 山」570号 )

「IMF会議に出席して」                   〔大森弘一郎〕

* インド登山財団が主催 した,ヒ マラヤン・マウンテニアリング・アン

ド・ツーリズム 0ミ ートという会議に会長代理として出席した報告。会

議の内容には,環境破壊の防止,ヒマラヤ地域での清掃登山等が含まれ,

300人程の参加者の中にはボニントンら旧知の顔があった。

(「山」571号 )

「国際山岳連盟 (UIAA)松本集会」              〔鈴木郭之〕

* 今回の総会の特色に,UIAA総会出席者全員と地元の人々を加えた環境

シンポジウムの開催があった。これはUIAA初 の試みであった。日本から
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は,HAT―J代表の田部井氏がエベレストでの体験を, 日本ヒマラヤ協会の

尾形好雄氏 (会 員)が,群馬岳連隊の冬期エベレス ト登山における降ろ

したゴミの最終集積地の問題点等を報告した。

UIAA自 然保護委員会は,毎年 9月 19日 ,20日 をクリーン 0マ ウンテン・

デイとして,国際的な伝統行事日としたい等を提唱した。 (「 山」571号 )

「UIAA 松本アッピール (原文=英文)」

* UIAA松本会議で,山岳環境保護に関して,我々は次のようにアッピー

ルするとして, ヒマラヤ環境 トラスト (HET)が 出した行動規約に言及

している。4項からなる。     (「 山」571号,お よび同566号 を参照)

自然保護随想『避難小屋を清掃する』            〔山口悠紀子〕

* 船形山に仲間と登った折,先行した仲間が,山頂の避難小屋を清掃して

いた。後から着いた地元勢の2パーティから「東京の人に掃除してもらっ

て申し訳ない」と言われ,早速交流の輪が広がった。  (「山」571号 )

「自然保護委・ライオンズクラブを支援」           〔小倉 厚〕

* ライオンズクラブの「高尾山の自然観察と山をきれいにする活動」計画

に際して,自 然保護委員会は中村武雄委員を中心に,全面的に支援した。

当行動に対し,ラ イオンズクラブ (東京北部第 8リ ジョン)は ,後 日大森

常務理事,池田委員長を招待して,JACの 自然保護活動にと50万円の寄付

をした。当日 (11月 8日 )の参加者は約200名。     (「 山」571号 )

「山々の環境問題について登山家たちは,何を語ったカー ー1991年山岳環境保護

国際シンポジウムから」                  〔江本嘉伸〕

* HATの標記シンポジウム 0東京集会に,提唱者のヒラリーの他,エル

ゾーグ,ボニントン,メ スナー, ミスロフスキーら多数が参集した。基

調講演を行った 4人の登山家の認識は, ヒマラヤヘの入山制限と,持ち

こんだ物は,全て持ちかえられなければならないという指摘で一致して

いた。基調講演には,山岳を抱 く「登られる側」の出番がなかったのは

寂しかったが,ネ パールのポカレルによれば,サガルマータのゴミの総

量は50ト ン以上という。

アメリカのマッコーネルは,チ ョモランマ清掃登山隊を組織 し,汗 を

かいた人間だけに説得力のある話をしたが,「本当の危機はゴミではない。

人口の過密と森林の破壊だ」と重要なことを話した。

(山岳 第86年  7～ 20頁 )

「日本山岳会・自然保護の歩み (2)」
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* 昭和51年 (1976年 )～ 昭和63年 (1988年 )間 の『山岳」と会報『山』に

掲載された自然保護に関する活動・随想・情報 。図書紹介などをビック

アップして,簡潔に紹介した。     (山 岳 第86年 A59～ A84頁 )

平成 5年 (1993)

平成 4年度年次晩餐会                    〔高田真哉〕

「ナムチャバルワ,山研改築 二大イベント達成も併せ祝う」

* 病欠の山田会長に代わって藤平副会長が,会の現況を報告した。とくに

環境問題にふれ「支部長会議で “登山と自然保護,環境保全との調和につ

いて,若い登山家に考えて対処する"よ うに要望。また日本の山も国際化

時代を迎えて, どのように考えたらよいか,海外の山へ登るときに,その

国の伝統文化を汲みとって慾しい。環境問題はグローバル,地域的の両面

から対処することが課題である」と語った。      (「 山」572号 )

海外の山「ビスケットを作って南極を歩く」          〔江本嘉伸〕

* 歩いて南極点までたどり着こう,と 「アンタークティックウォーク南極

点探検隊」の吉川謙二隊長ら3人の日本人青年は,一人140キ ロの権を曳

いて頑張っている。吉川隊長は「到着すること自体が目的ではない。環境

調査が目的」と20キロごとに雪を採集。環境汚染のデータを持ち帰る方針。

悲壮感のない奮闘ぶりがいい。            (「 山」572号 )

「ブロードピーク登山と植林トレッキング隊員募集」      〔小倉 厚〕

* 長年に亘る登山活動や軍事駐留などにより樹木の荒廃が著しいパキスタ

ンで「ヒマラヤの緑を取り戻そう」とプロードピーク登山隊 (隊長・関根

幸次)が,登山活動の中で植林を計画,バイユで柳の挿木1,000本 を植え

るため,ヒ マラヤン・グリーン・クラブを組織,募金活動を開始した。

(「 山」573号 )

図書紹介『森を考える
一 白神ブナ原生林からの報告』 根深誠編著 〔近藤 緑〕

* この本を読んで,自 然保護とは「人も自然も」生き残るための唯一の道

なのだということを,改めて考えさせられた。     (「 山」573号 )

講演会「登山者による自然破壊について考える」        〔横山 隆〕

* 自然保護委員会主催,小野有五北大教授は①植物や動物に与える影響,

②ゴミとし尿の問題,③登山者自身が歩くことによる浸食,④とくにヒマ

ラヤなどで行なわれている燃料として用いる木材の伐採について,に分類

し, とくに③の問題の実際的な破壊状況,こ の対策について提言された。

(「山」573号 )
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「森を読む」講演会を聴講して                〔早川 滉〕

* 集会委員会が主催,東京大学総合研究所資料館,生物系助教授大場秀章

先生による10月 ,11月 の二回に亘る講演の報告。森のイロハから始まり地

球規模の専門的な最高レベルの一端まで話は幅広く,解 り易かった。

(「山」573号 )

自然保護随想『自然体験の試み』               〔蜂谷 緑〕

* 戸隠の森林植物園で探鳥会をしていた時,にわか雨にあって50人ほどの

参加者は,思い思いに樹の下に身を寄せた。雨宿りの人々は,おのずとブ

ナやカンバの木陰にたたずみ,誰も針葉樹の下に行こうとしなかった。

(「山」573号 )

「韓国山岳会との会談に関する報告 (上 0下
)」        〔大森弘一郎〕

* 韓国と富山の間に直行便ができ,韓国から北アルプスヘ登る人が増えて

きた。言葉のできないこと,習慣の違いなど, トラブルも予想される。昨

年,韓国山岳会の孫慶錫副会長が松本へみえたときに,JACと 韓国山岳会

の幹部が話し合いを持つことが決まり,92年 11月 末に藤平副会長 (当時)

らが訪韓,韓国山岳会幹部と懇談した。話し合いを参考に,後述 (山 580号 )

の四ヵ国語による「北アルプス自然保護・安全登山案内書」が完成,関係

方面,山小屋などに配布することができた。   (「 山」574号,575号 )

「すべての会員に考えてもらいたいこと (1)(2)」        〔羽賀克巳〕

* 私は「日本山岳会の自然保護活動に基本理念が必要」と考えている。山

岳会は創立当時から山岳の環境保全について格調高い理想をかかげ,その

伝統を受け継いだ松方氏ら諸先輩が自然保護運動に取り組み,実績を積ん

できた。戦後の高度成長,バブル期を経て,バブル崩壊後も山河の荒廃は

進んでいる。山岳会々員は創立の理想と伝統を想い,「いま何をなすべきか」

を考えて行動し,諸先輩の功績を後輩に誤りなく伝えよう。

(「 山」574号,575号 )

自然保護随想「保全と管理の必要性」             〔片岡 博〕

* 多くの登山者が訪れる尾瀬は,彼等によって持ちこまれる種子の芽生え

と繁茂が原を変ぼうさせている。同じような問題が各地で起っている。あ

るがままで手をつけず自然の遷移にまかせる考え方もあるだろうが,い ま,

ある自然を,そのままの姿で残していくとなると,管理をしていかなけれ

ばならない。それも容易なことではないだろう。    (「 山」574号 )
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「背理を生きる自然保護」                  〔筑木 力〕

* 「自然環境を保護するためには破壊源の人間を減ぼす必要がある」とい

う背理の中で,我々人類は生きていかなければならない。ブラジルの地球

サミットでは「持続可能な開発」という至難な課題が採択された。我々が

自然保護を考えるとき,人間集団が背負う背理を自覚して問題を善意を

もって,誠実に探索していくことで活路が開ける。   (「山」574号 )

自然保護随想『猿焼き山のゴミ』              〔山口悠紀子〕

* 11月 中旬に道志の猿焼き山に登った。山頂に空き缶,ス チロール皿,ア
ルミ箔などが散乱していた。人も少ない不遇な山なので,拾って帰ってき

た。登山者が山を破壊し,,生態系を狂わしているそうだが,私は山の被

害を最小限にとどめ,山 に入らせてもらっている。そんな山歩きを続けた

い。                         (「 山」575号 )

南極旅行   アンタークティックウォーク南極点探検隊 副隊長 〔松原尚之〕

* 「山」572号「海外の山」で紹介された「環境調査が主目的」だった探

検隊が,67日 1,100キロを140キロのソリを曳いて,無事に南極点に達し,任

務を果した。                      (「 山」575号 )

自然保護随想『みんなが渡れば恐くない』           〔小倉 厚〕

* 山を歩いていて稜線に立つと忽然と眼下に広大なスキー場やゴルフ場の

開発によって荒らされた自然をみて,が く然とすることが多くなった。狭

い国土に,こ んなに多くのゴルフ場が必要か,水源を汚し公害が歴然とし

ているのに,多 くの愛好者がいるからといって,公共放送や報道が,プロ

ゴルファーをもちあげ,ゴルフを大きく取りあげすぎているように思う。

(「 山」576号 )

「ザゼン草自生地から正丸峠」               〔山口悠紀子〕

* 自然保護委員会が主催し,登山者によって崩壊した登山道と,長い年月

をかけて出来あがった峠道を対比して歩く,自 然観察と日だまり山行の企

画だったが,雨が降ったために伊豆ヶ岳への崩壊地登山はカットした。

(「 山」576号 )

自然保護随想『遊びの申の祈り』               〔池田 剛〕

* いま登山をとりまく環境は,すべてに豊かになり,有難い世の中になっ

た。古代人は謙虚に自然と接し,自然のあらゆる事象に霊魂・神を感じ,

そして自然への長怖が祈 りへと昇華していった。いま山へ登る人たちは
,

人間の行為のなかに潜む祈 りの心と対時してみることも無駄ではあるま
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い 。 (「 山」577号 )

「山の自然保護を考える 第一回シンポシウム」        〔小倉 厚〕

* 自然保護委員会主催,4月 10日 青山学院講堂で72人の参加を得て,実施

した。講師は「横山隆一氏」 (自 然保護協会保護部長)「小泉武栄氏」 (東

京学芸大学教養学部助教授)「松本清氏」 (フ リージャーナリスト,巻桟

山の山道裸地化の縮少と自然の復元に取り組み中)「水上憲宗氏」 (戸隠

を守り育てる協議会会長)の 四人。基調講演と質疑応答の報告。

(「山」577号 )

「あえて銀難に挑み前進を」              〔会長 藤平正夫〕

* 私なりにとらえている今度の問題は「創立90周 年への取組み」「多様化,

大規模化した会の組織化」「若年層会員の増強」のほか「環境保全と国際

化に対しては,論議する段階ではなく,具体的解決を追られている」関係

諸団体と協議しながら,理事会などで討議して具体的手順を決めていきた

い。                         (「 山」578号 )

「第47回 ウエストン祭 新緑の上高地で開催」   信濃支部  〔東 秀樹〕

* 6月 6日 の碑前祭で主催者の赤羽支部長の挨拶,藤平正夫山岳会会長の

お話し, ともに自然保護問題に触れているのが印象的だった。赤羽支部長

「少しでも昔のままの自然を大切に」藤平会長「日本の山は素晴らしいと

国際的にも評価されており,外国の登山者も増えた。しかし自然は非常に

脆い。ウエストンさんの遺徳を偲び,上高地の自然を大切に守っていきた

い」。また「ナムチャバルワ初登頂」を講演した重廣恒夫氏も「自然は我々

だけのものではななく,いかに後世にそのままの姿を伝えていくかにか

かっている」と結んだ。               (「 山」579号 )

自然保護随想『山の清掃運動とゴミ』             〔関塚貞亨〕

* 山の清掃も,単に山のゴミを山麓におろすだけでは解決しない。里もゴ

ミの処理に難儀していて,麓におろされた山のゴミを里の役所が処理に困

るケースもでている。奥多摩の山のゴミが,再び日の出町のゴミ廃棄場に

埋めもどされていったら,はたして環境にプラスになっているのか疑問だ。

(「山」579号 )

「日本山岳会が包含する 当面の問題点について」    〔会長 藤平正夫〕

* 会報「山」578号「あえて難難に挑み前進を」を,さ らに詳しく敷行した。

とくに「社会的問題となった環境保全の問題は,当会の動向が問われるこ

とが多くなってくる。外国からの登山者も増え,国際化とからんで,いわ
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ゆる業際の問題であり,単に登山の問題でなく文化摩擦でもある。必然的

に日山協,UIAAと の関係にもかかわってくる。私は壮大な長期計画は好

まない。個別の実行計画の積みあげが,実務的である。柔軟性,弾力性を

重視したい。                    (「 山」580号 )

「 4ヵ 国語の “北アルプス自然保護・安全登山案内書"を作成」 〔大森弘一郎〕

* 海外からの登山客の増加に伴い,言葉や習慣の違いから戸惑われること

がないように,自 然保護委員会が作成した。夏山用,冬山用に,それぞれ

8項 目の留意事項を列記したバンフレットで,山小屋,中華民国,韓国山

岳会に配布した。別項でパンフレットの全文も掲載している。

(「 山」580号 )

「自然保護運動に活躍する九州山岳人」            〔山田 格〕

* 九州地区で自然保護に活躍している主な団体の紹介。「九州背稜の原生

林を守る協議会」「大崩山登山道路建設に反対の会」「九重連峰の混雑と

坊ヶツルのわだち跡」「諫早湾干拓工事と渡り鳥対策」の四つの活動を述

べ,ほかに天草などの自然環境破壊につながる話,な ど中央で気づかぬ

自然破壊の計画が目白押しで,こ れに反対する人たちも大勢いて心強い。

(「山」580号 )

自然保護随想『知識と行動は別 ?』              〔関塚貞亨〕

* 登山者には大別して二つのタイプがある。野草や虫をよけて歩いている

人,無頓着に野草を踏みしだいて歩く人, しかし無頓着に歩いている人が

トラスト運動やブナ基金の金集めに功績をあげたりするから,人間という

存在は複雑である。                 (「 山」580号 )

「環境庁長官表彰を受けて」                 〔藤平正夫〕

* 第35回 自然公園大会で,藤平正夫会長は長官表彰を受けられた。授賞式

は 7月 28日 ,皇太子,同妃殿下が臨席して山口県秋吉台で行なわれた。長

官表彰は団体 2,個人 7で,上高地五千尺の藤沢氏も受賞した。

(「山」580号 )

会務報告・委員会運営方針                 〔大森弘一郎〕

* 自然保護委員会は「自らの活動実績で対外発言力を増す」という方針で

進める。各委員のやりたいテーマを中心に部会を設置。とりあえず①ミニ

コミ部会 ②海外文献部会 ③子供の自然保護教育部会 ④定点観測部会

⑤視察山行部会 ⑥森部会 ⑦鳥海山部会,を設置した。

また自然保護の活動実績を増やす目的で「自然保護専門委員会」を新設
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した。今年は①日本アルプスの自然保護重点地区を空陸からウオッチし,

対策を打ち出す,②若年の自然保護指導者の養成,のため指導を行なう。

(「 山」580号 )

「自然保護に関する図書紹介の集い」          〔自然保護委員会〕

* 本会図書室に山の自然保護関係の洋書54冊が入った。岡島成行会員が渡

米中に選んだもので,10月 22日 ルームで書籍が紹介された。

予告 (「山」580号 )

「山の破壊を見る
一

武甲山」             〔自然保護委員会〕

* 11月 14日 (日 )西武秩父駅に集合し,武甲山山頂から石灰岩採掘の作業

現場を見た。                  予告 (「山」580号 )

「マッキンリー気象観測プロジェクト」「山岳自然保護活動」基金のためヒマラ

ヤ大型絵葉書を頒布       〔科学研究委員会,自 然保護専門委員会〕

* ヒマラヤ空撮大型ポストカード10枚組みを2,000円 で頒布,こ の利益を,

両委員会の活動に使う。               (「 山」580号 )

「自然保護委員会 0ミ ニコミ部会『木の目草の芽」を創刊」

* 生まれたばかりの本小冊子には,自 然保護に関心を寄せる会員の誰でも

が,自 由に投稿でき,毎月第一火曜日夕方からの公開編集会議に参加でき

る。発行は隔月。『自然破壊の惨状は,そ のまま人心の荒廃を物語ってい

るのだろう。自然を大切にすることは,つ まり人間を愛することにほかな

らない。』力鴻」刊の言葉。「日本山岳会の自然保護はどうあるべきか」とい

うテーマ等を追求していく。創刊号の主な記事は,「丹沢山塊ブナ林枯死

の原因探れ」,「中高生100人・ハバロフスク自然探検隊」,「現地報告・鳥

海山南麓大規模スキー場開発問題の現状」,「山の自然保護を考える」,「“鳩

待通り"を歩いてきました」     (創 刊号発行 :1993年 9月 10日 )

「韓国・国際環境保存講演会に参加して」          〔大森弘一郎〕

* HAT― Jが主催し,大韓山岳聯盟が共催して,9月 5日 ソウルで行なわれた。

藤平会長は「環境問題の取り組みは各国の共通認識になった。国際的な文

化の融和は,時間をかけて個人と個人の接触をふやしていく必要がある。

重廣恒夫評議員「美しいヒマラヤを後世に残すために,持ちこんだものは

持ち帰るのが原則, しかし限界への挑戦であるため100%持ち帰っていな

いのが実情だ。未知の世界に挑戦する権利を使うために,最大限山を汚さ

ない努力が必要だ」。シンポジウムの最後に大森から「 4ヵ 国語・環境と

安全登山パンフレット」を配布した。         (「 山」581号 )

A106



日本山岳会 。自然保護の歩み (3)

「環境保護に意欲的な台湾を訪問して」           〔大森弘一郎〕

* 「山」580号で紹介した「 4ヵ 国語の北アルプス自然保護・安全登山案

内書」作成にあたって,中国語への翻訳などで中華民国山岳協会の薬会

長ら幹部にずいぶんお世話になったので,バ ンフレット完成を機会に 7

月18日 ～21日 に藤平会長とともに訪台した。      (「 山」581号 )

自然保護随想『夢の上高地鉄道」               〔関塚貞亨〕

* 上高地はマイカー規制にかかわらず,観光バスなどの渋滞が続き,排気

ガスの公害も心配だ。安曇村が計画している上高地鉄道に期待したくなる

が,釜 トンネルをラックレールの鉄道が走れば,厳冬の上高地も観光客が

浴れるおそれもある。上高地鉄道は夢のままにしておくべきか。

(「 山」581号 )

図書紹介 『レッドデーターブック日本の絶減危惧植物』日本植物分類学会編著

〔大沢雅彦〕

* この本の元は1989年に自然保護協会と世界自然保護基金日本委員会が設

置した「我が国における保護上重要な植物種および群落に関する研究委員

会」の種分科会がまとめた「我が国における保護上重要な植物種の現状」

(1989年 発行)であるが,種や生育地のカラー写真をふんだんに取り入れ,

美しく見やすくなっている。             (「 山」581号 )

「山の自然学現地講座」通年参加者募集       〔自然保護専門委員会〕

* 「山」580号で案内した講座の募集案内。月 1回 1年間続ける。

(「山」581号 )

「平成五年度自然保護全国集会」

「日本山岳会の自然保護はどうあるべきか』           〔小倉 厚〕

* 9月 11～ 12日 ,尾瀬の玄関口,戸倉の「ロッジ長蔵」で開催した。全国

11支部を含め参加者は57名 。群馬県の商工労働部副部長の吉田茂作氏を講

師としてアヤメ平の植生復元状況を有志25名 で視察した。支部報告,自 然

保護委員会の活動報告の後,懇談会。12日 は午前中に全体会議に続き,分

科会。A)自然保護とリーダーの役割,参加者15名 ,B)自 然保護のため

のボランティア,参加者 9名,C)自 然破壊に対する反対運動,参加者16

名,に分かれ討論。締め括 りに藤平会長が講評を行った。 (「 山」582号 )

自然保護随想『田舎に住んでみて』              〔小倉 厚〕

* 都会と農村を住み分けて5年 目になった。都会にあって考えていた自然
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保護と,農村に住んで実感する自然保護とは,かなりずれがあるように思

う。都会では何もかも自然のままがよいという考えが支配的だが,生活基

盤を農山村におく場合は,それでは全く困る。     (「 山」582号 )

「会務報告 9日 定例理事会」

* 自然保護委員会,自 然保護専門委員会の活動。 (「 山」582号 )

自然保護随想『保全と安全の両立』              〔関塚貞亨〕

* 首都圏近郊の低山の登山道は,丸太を組み合わせた階段など,歩 くリズ

ムに乗りにくい登山道が多い。中高年登山者など足の弱い者は,登 り下り

に階段を避けて,道の両側の歩き易い草地を歩くようになり,裸地が広がっ

てしまう。登山道の九太の土止めが不完全で,障害物のように登山道に立

ち塞がってしまって,道になっていないところもある。登山者の安全を無

視した登山道は,環境破壊を速めるだけだ。      (「 山」583号 )

図書紹介 『山の自然学入門」小泉武栄・清水長正編       〔児玉 茂〕

* 山の地形を研究する若手グループ (寒冷地形談話会)が,北海道の利尻

岳から屋久島の宮ノ浦岳まで60座一地域について視覚的に目立つポイント

を研究成果に裏付けられた平易な文章でまとめた。   (「 山」583号 )

会務報告 10月 定例理事会

* 自然保護委員会,自 然保護専門委員会の活動および現状報告。

(「山」583号 )

図書紹介 『森を考える 白神ブナ原生林からの報告』根深 誠編著

〔滑志田 隆〕

* 日本海型の典型的ブナ林を主体とする原生的な天然林は,わが国屈指の

森林景観として名高い。その生態系を保全し,遺伝子資源を後世に伝える

ため,国 は白神山地の主要部分を森林生態系保護地域,自 然環境保全地域

に指定し,世界遺産条約の自然遺産として登録することも決まった。しか

し,そ こまでの道は険しかった。本書は約10年 にわたる保全へのたたかい

の過程を再現し,その歩みを年次的に整理した記録集である。

(山岳 第88年 173～ 175頁 )

あとがき

この企画が実現したきっかけは,数年前の委員会にさかのぼる。

委員の近藤 緑さんが「古い山岳を読むと,山岳の荒廃を憂え自然保護を訴える記

述が目につく。発起人をはじめ草創期の長老たちは,自 然保護の先覚者だった」とい
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日本山岳会・自然保護の歩み (3)

う意味の発言をしたことがあった。それから幾許 (い くばく)かのときが過ぎて,当

時の委員長だった國見利夫氏が,B4版で十数ページに互る資料を委員会で配った。

それは,昭和五年創刊の会報 1号から最新の会報までの自然保護に関係する記事の総

目録で,委員長が,ひとりでコツコツと調査した労作であった。

また, しばらくのときが過ぎて,委員会有志による小委員会が組織され,市川義輝

委員を小委員長として,十数人の委員が山岳の明治期,大正前期,後期,昭和10年 ま

で, というように,ま た山岳,会報は別に分担して調査,よ うやく山岳第86年 (1991

年刊)に 1905～ 1975年 までを,山岳第87号 (1992年刊)に 1976～ 1988年 (昭和51～ 63

年)ま でを,そ して本号 (1994年 刊)に 1989～ 1993年 (平成元年～5年)ま での関係

記述を載せることができた。

ひと仕事終えて,小委員の一人としてふりかえると,山岳13年 (大正 7年)の巻頭

の扉を飾っていた「登山道徳」と題する福地信代戯言という漢詩を載せなかったので,

前半の四句を収録する。『岩石草木 置之山岳 不敢毀傷 徳之始也』なかなか立派

な詩だ。また山岳の雑報欄に埋まって見落としてしまった大正 8年の「田中子爵の白

馬大池調査」の小記事を載せなかったことなども悔いが残る。湖沼学の権威は「水温

が低く,養魚には不適,経済的価値なし」という報告を寄せている。現在の思考で非

難してはいけない。その時代は「十和田湖の養鱒の苦闘と成功の物語」が美談であり,

つい最近まで富国と地域振興が,第一の目標だったのである。

また,会報 (5号 )そ の他に載っている高野鷹蔵さんの「老兵の嘉門次物語」の一

節「何時の頃かは知らず,上高地の本が殆ど全部伐られてなくなってしまった。しか

し翁は,六十年もすれば元に戻るよ,と 平然としていた」という話,自 然保護に直接

に関連する話ではないような,あ るような,載せるべきだったかどうか,い までも迷っ

ている。

このほか,明治,大正の山岳に記事を寄せている発起人を始めとする長老がたの謙

虚さについて,敬意というか,あ る種の感慨を抱いたことについて触れたい。例えば
,

山岳第13年 の雑報欄に梅沢親光さんが「机上談山」という小見出しで 7ペ ージに互っ

て珠玉の山岳保護論を書いている。いまなら巻頭にもってきたいような記事である。

実物を見てもらえば分かるが,発起人であるがゆえの謙虚さと言うのか,い ささか自

画自賛になるが, よくぞ見つけたというような目立たない扱いである。

梅沢さんについては,田部重治さんの著書のなかで秩父会の項にでてくるが,その

事績についての記述は少ないように思う。そして大正15年に急逝した。山岳会にとっ

て大きな損失であった。いま環境問題が世人の注目を浴びているとき,こ の珠玉の記

事の発見に,何か因縁めいたものを感じるのは担当者だけであろうか。

もう一つ,同 じ山岳第13年 の「大町山案内人組合」規約の一部『濫りに樹木を伐採

するな』も大正 7年のこととしては画期的なものであろう。この記事と関連して,思

い出すのは,深田久弥氏の著書のなかの光岳登山の項に「案内人が,テ ントのそばに

立っている大木を,鬱陶しいや, と切り倒す」記述がある。現代の思考で,その案内

人や,深田さんを非難するのは的外れ,と いうものであろう。誤解を燿れずに言えば,
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現代では許されることではないが,麓まで辿り着くのでも大変だった当時の南アルプ

ス南部で降りこめられ,その憂鬱を払うように,案内人は行動したのであろう。当時

の南アルプスの雰囲気を伝え,あ る種の爽快さを感ずる名著を非難する気は毛頭ない。

当時の北アルプスと南アルプスの自然や林相の違いを示す例として,あてえとりあげ

たまでである。

さて,こ の企画の完成までには,先に述べたように十人前後の委員が関わった。そ

して,市川義輝委員 (以下,敬称略)が総括責任者となって取纏め,下記の各委員が,

いくつかの時代に区切って,調査をした。

『山岳』および関係誌

明治39年～44年

大正 8年～14年

昭和20年～29年

昭和40年～44年

昭和51年 ～55年

平成 2年～4年

『会報』

昭和 5年～平成元年

平成 5年

大正元年～ 7年

昭和元年～19年

昭和30年～39年

昭和45年～50年

昭和56年～平成元年

平成 5年

近藤 緑

関塚貞亨

池田 岡1

田中茂夫

武田満子

市川義輝

横山 隆

関塚貞亨

市川義輝

澤井政信

國見利夫

斎藤かつら

山口悠紀子

関塚貞亨

平成 2年～4年    市川義輝

また,記述に統一性を持たせるために,上記各委員の原稿は,主として市川義輝小

委員長が中心となって取纏め,横山 隆,近藤 緑,関塚貞亨が編集を補佐し,一応

の完了を見た。

もとより,山岳会の「自然保護の歩み」を完全に網羅した,と 言い切る自信はない。

見落としも多いと思うし,記事や著述の内容を,3行や 4行 にダイジェストするのは

難しい。著者の言わんとするものと違い,的外れのものとなって,著者の不興や不満

を買うケースも多いに違いない。編集取纏めに当たった担当委員の非才をお詫びする

とともに,ご容赦頂きたい。

今回は,平成 5年 12月 までを区切りとしたが,あ と十一年で山岳会は,創立100周

年を迎える。それまでに自然保護の歩みも,世界, 日本の歴史を踏まえた,よ り完壁

なものを作りたいと考えている。本欄に対するお叱りとともに,多 くの会員諸兄のご

意見と,ご教示をお願いしたい。 (関塚)
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０
０
円
（〒
３
１
０
円
）

最
高
齢
の
登
山
記
録
を
更
新
し
た
８２
歳
の
著
者
が
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
岩
手
山
の
全
容
を
写
真
と
文
で
紹
介
。

八
幡
平
の
四
季

写
真
・文
　
高
橋
喜
平

２
、
２
０
０
円
（〒
３
１
０
円
）

湿
原
の
美
し
い
花
々
、
冬
の
雄
大
な
樹
氷
な
ど
八
幡
平
の
素
晴
ら

し
い
自
然
を
と
ら
え
た
写
真
集
。

〒020盛岡市内丸3-7 岩手日報社 出版部 TEL O196-53-41110 FAX O196-23-3712

岩手日報社の出と旅の本 (定価は消費税込み )



つ
な
ぎ

冨
店
地
図
付
〓

▼ b

冒

頭

特

豊

流

行

の

一食

べ
放

題

」
の

店

ＢＥｓＴ
２０

厳
選
η
・店
／
オ
ト
ナ
は
一静
か
な
バ

ロ
ー
一が
好
き

λ
ノ

、
　
４υ

忘
年
会
、新
年
会
か
ら
接
待
ま
で
、

こ
れ
一
冊
で
ア
ナ
タ
七
名
幹
事
。

部
署
に
常
備
し
て
お
き
た
い

″｛募
八
バ
バ
′ム．フ
ル
″殊し
十
、

※
料
理
別
・目
的
別
マ
ー
ク
つ
き
だ
か
ら
、検
索
も
簡
単
で
す
。

●

|■|■|■|■|

■■■l  l■■■

■ ■ | |■ ■ |

口
一



刀,房フ米
お湯を注いで i5分、

ホカホカのご飯ができあがり

姉妹品 アルファ赤飯

装備 を
へらせ

時間を
かせげ

お求めは全国有名スポーツ用品店で

O 尾 西 食 品 株 式 会 社
本社

大阪

東京都港 区 三田4-15-36メ ゾン・ ド・聖坂 内
TEL 03-3452-4020 FAX 03-3456-3783
大 阪 市 淀 川 区 新 高 1-15-41
TEL 06-391-5995 FAX 06-396-6156

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

海上 での連難、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 l丁目37番 13号

株式会社 石 神 丼 計 器 製 作 所
電言舌03-3928-541l FAX03-3928-5411

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    ¥17,000  LED照 明付 ¥19,800

黄橙色メタリック ¥18。 000  (消費税別)送料 ¥600

コンパスグラスは狙った目標を絶対に逃がしません。

ヽ
■

，



旅す3あなたaけポロト隊
パツケージツアー・グループ・トレッキングは覆堀盪劉降:テ が、格安航空

券・個人旅行は、キャラバンデ)スタが、皆様のお手伝いをいたします。

秘境の地ヘ

世界の山々へ

トレッキング部門は、JAI・ HIMAL TREK
‐KINGが 、一般観光部門は SAIYU・ TRAVEL
がそれぞれ皆様のお手伝いをいたします。
スタツフは日本語も話せますので、お気軽
にご利用下さい。

ネ
パ
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
。

～ 地球の果てまでお手伝い ～

ディスカウン ト航空券の専門相談室

キャラノミンデスタ
東京容03-3237…83840
大阪容06-362-6060代 )

「

‐
「戻::更 タン腫

し1¬

|ャ タデラドィェティ
|   ホテル

l l日 事務所

L」2_ｍ
Ｏ

「

〒101東京都千代田区神田神保町2-2新世界ビル5F
E:03(3237)1391(fυ

〒101東 京都千代田区神田神保町2-2新世界ビル4F
l日)03(3237)8384(代

)

〒530大 阪市北区神山町6-4  北川ビル5F
l口,06(367)1391(fυ

806(362)60600 く住所同上〉
P,0.BOX 3017,Durbar Marg Kathmandu Nepal.

□1221707, 224248

シルクロード・秘境旅行・トレッキング・海外登出のパイオニア

運輸大臣登録一般旅行業第607号

彗嚢わ遊 を行~ ・・ ‐口‐
    さい     ゆう     りよ     こう

ロイヤルネパール航空

旅客代理店

本        社

キャラバ ンデスク東京
(格安航空券専門デスク)

大 阪  営  業  所

キャラバンデスク大阪

カ トマ ンズ連絡事務所

″  選
_   月ば

新世界 ビル

5F西遊旅行 本社

ムイト・ボン

」 L

匡

⑪

|「
~~ 

■
「| ||  マンダモ



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
∠」lh、 山友社た力l″ι

SIHCE

1014

」
|

Tn

Щ■山スキ_o専門
“

看

クレッターザック

キスリング

夏冬用テン ト

イギリス、オース トリア・

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



〒380長野市南県町657

TEL 0262・ 36・ 3377

FAX 0262・ 36・ 3370

信濃毎日新聞社
出版部

″
日
本
の
屋
根
クの
全
域
を
ル
ポ

″本
州
最
後
の
秘
境
〃を
紹
介

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
ペ
ン
と
カ
メ
ラ
で
紹
介

　̈
●
Ａ
Ｂ
判
／

一
七
六
頁
／
定
価
二
、
八
〇
０
円

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈税
込
み
〉

「本
州
最
後
の
秘
境
」
と
い
わ

れ
る
南
ア
ル
プ
ス
の
現
在
を

‐６０

点
の
カ
ラ
ー
写
真
で
紹
介
。
山

容
、
民
俗
、
自
然
を
総
合
的
に

と
ら
え
た
新
聞
連
載
企
画
を
再

編
集
し
て
贈
る
。

中
ア
と
伊
那
谷
の
自
然
ガ
イ
ド

上巻か

〈
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
出
々
▼
乗
鞍
岳
初
夏
▼
穂
高
連

峰
▼
槍
ケ
岳
▼
飛
騨
の
出
マ
▼
山
上
の
別
天

地
（雲
ノ
平
ほ
か
）
▼
裏
銀
座
を
行
＜
▼
忘
れ

ら
れ
た
山
系
（船
窪
岳
ほ
か
）
▼
高
瀬
漢
谷
▼

常
念
山
系
▼
梓
川
漢
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

出
々
（朝
日
岳
ほ
か
）
▼
剣
岳
▼
立
山
▼
西
部

の
山
マ
（薬
師
岳
ほ
か
）
▼
冬
の
ア
ル
ベ
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

伊

那

谷

自

然

教

育

研

究

会

著

●
Ａ
５
判
／

三
二
七
頁
／
定
価

二
、
六
〇
〇
円

〈税
込
み
〉

中
ア
の
高
山
帯
か
ら
天
竜
川
沿

い
の
伊
那
盆
地
に
か
け
て
、
多

様
な
地
形
、
気
象
、
動
植
物
相

を
総
合
的
に
解
説
。

ァ
ル
プ
ス

ロ

■
・　
ｔ　
．／
一一

上・下

華
一彙
ア
ル
プ
ロス
と

●
一伊
瑯
谷
の
自
然



101東京神田小川町3-24

電話 03-3291-7811

(価格税込 )

⑩たマラヤ文献目録
Catalogue of the Himalayan Literature

薬師義美 [編 ]

▲ヒマラヤ,チベツト,中央アジアの登山と探検を

中心にした,世界的に定評ある文献目録の大増補改

訂の新版.欧文図書7601点 ,邦文1797点に,代表的

ロシア語文献も加え,内容は10年 で倍増。図書名一

覧,索引など,さらに工夫をこらし,ほとんどの文

献に英文概要を付す。30年におよぶ集大成。

>B5判  1320頁

>定価58,000円

＋
ユ

彙
Ｔ

５４２・５４３
案
ット
の
報
告
〈全２巻）″つ刺
卦一．拒
多
編／薬塞
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》口副謎罫
．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
Ｈ２
、８
８
４
円
（税
込
）

５５５
東
洋
紀
行
１
《全
３巻》鵠
斬
磐
１／森
太良監ン

洋 文 庫 》
か

　

　

の

　

　

た

だ

鹿
野
忠

‐８６
秋
山
記
行
・夜
職
草
栞
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
。
　

・０
定
価
２
、８
８
４
円
（税
込
）

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
鉛
／
宗
政
五
十
緒
校
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
。
◎
定
価
１
＝２
、４
７
２
円
。
２
＝１
、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
ォ
ー
グ
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

ｏ
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
）

お

山
崎
柄
根

52東京都目黒区碑文谷5-16-19/803-5721-1234/振替00180-0-29839

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
。
③
定
価
３
、０
９
０
円
（税
込
）

雄
台
湾
に
魅
せ
ら
れ
た

ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト

墨■ロ 発刊特別記念定価>55:000円
(特別定価提供鶴銀105年 4月 末自まで)

１
１
『

Ｌ



■国各地の実″ ″珍″を満覇。
取 グ事せて朦わ うもよし、

脂 グ物だもましの、

庸:〃な産鷹:ガイド。

●全国のうまいもの180を厳選して紹介/
北海道=天然貝柱・新巻鮭/青森=八戸するめ/秋田=き りたんぼ/岩手=卵めん/宮
城=白石温麺/山形=牛肉さくらんぼ漬/福島=天然なめこ/新潟=献上飽/宮山=鱒
ずし/石川=ご り佃煮/福井=小鯛ささ漬/栃木=揚巻湯波/群馬=水沢うどん/茨城
=だ るま納豆/千葉=鮒すずめ焼/埼玉=岩茸/東京=く さや/神奈川=梅花はんべん
/山梨=ブ ドウ酒/長野=馬 さし/静岡=マスクメロン/愛知=八丁味噌/岐阜=筏 ば
え/滋賀=鮒ずし/京都=西京味噌/大阪=塩昆布/奈良=三輪そうめん/和歌山=ほ
ろほろ鳥くんせい/兵庫=い かなご佃煮/広島=広島かき/鳥取=松葉がに/島根=出
雲そば/山口=ふ く一夜干/香川=さ ぬき手打うどん/徳島=す だち/高知=酒盗/愛
媛=五色そうめん/福岡=明太子/佐賀=わ らすば/長崎=か らすみ/大分=かばす/
熊本=辛子れんこん/宮崎=焼やまめ/鹿児島=さ つま揚/沖縄=パパイヤ漬 他多数

うまい の

嘔ヨ」トヨ壁□E 東京都文京区本郷4丁目1-14
F≡ヨ1‐ユ_IFヨ J「

=コ  電話03-3814-0498



藪
を
こ
ぎ
、沢
を
つ
め
、岩
を
攀
じ
て
頂
を
踏
む

雪
の
谷

山
の
声

高
見
和
成
著
　
　
　
　
　
　
●
定
価
２
５
０
０
円

「広
島
山
の
会
」
を
舞
台
に
、
黒
部
の
谷

・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
を
駆
け

抜
け
て
き
た
ト
ッ
プ

・
ク
ラ
イ

マ
ー
初
の
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
。
伯
者
大
山

か
ら
の
自
力
生
還
と
心
優
し
き
勇
者
た
ち
と
の
交
遊
録
を
も
収
め
る
。

原

真
の
海
外
登
山
三
部
作

●
定
価
各
２
５
０
０
円

ヒ
マ
ラ
ヤ
・サ
バ
イ
バ
ル

ー

登
山
戦
略
論

リ
ー
ダ
ー
論
、
小
チ
ー
ム
論
、
シ
ェ
ル
パ
殴
打
事
件
、
Ｋ
Ｊ
法
批
判
、

凍
傷
、
眼
底
出
血
、
順
応
力
と
直
感
力
な
ど
、
高
所
登
山
論
の
集
成
。

還

ら

ぎ

る

者

た

ち

―
極
限
に
き
ら
め
く
生
と
死

世
界
の
高
峰
を
舞
台
に
描
く
山
岳
風
雲
録
。
自
ら
の

登
山
を
通
し
て
極
限
状
況
の
人
間
を
鮮
や
か
に
活
写
。

頂

上

の

旗

〔新
版
〕―

生

と
死
の
あ
る
と
こ
ろ

登
山
界
の
論
客
に
よ
る
辛
ロ
エ
ッ
セ
イ
。
旧
版
（筑
摩

書
房
刊
）
に
黒
澤
明
、
今
西
錦
司
論
等
１７
編
を
増
補
。

遠

く

高

く

―
大
西

宏
遺
稿
集

膨 バ エ

大 ル ベ
レ

ス
ト

登

項

、

北

極

点

踏
破

。

南

極

行
直

前

に
ナ

ム
チ

ャ

ワ

に
逝
く

。

探
検

へ
の
想

い
と
葛

藤

を

、
幼

少
期

か

ら

の

な

日
記

と

記
録

で

つ
づ
る
。
　

　

　

　

定

価

６

５

０

０

円

未
知
な
る
山
・未
知
な
る
極
地

●
西
堀
榮

郎
選
集
第
2
巻

定
価
3
5
0
0
円

(定価は全て税込 )

悠 々 社
〒162東京都新宿区神楽坂6-58佐藤ビル2F

TEL 03-5261-0052 FAX 03-5261-0054

よりよきテントの最高降を
めざすヨングテント′

1978年 植村直己北極点単独旅行

1978年 日本大学北極点遠征隊

1981年 植村直己冬期エペレス ト登山隊

1981年 明治大学エベレス ト登山隊

1981年 早稲田大学K2登山隊

1984年  第26次南極雀;瀕、」隊

1985年 和泉雅子北極点遠征隊

1985年 第27次南極雀;じ貝」隊

1987年 風間深志北極点遠征隊

1988年 日本テレビ
｀
チョモランマ、報道隊

1989年 和泉雅子北極点遠征隊

1989年 大韓民国北極点遠征隊

小さな店の大きな自信ノ

株式会社

ヨ ン グ テ ン ト

〒167東 京都 杉並 区桃井 1-3-3

8P03(3399)2548・ FAX03(3395)4655

000質 U00マ OkV0
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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

ス
イ
ス
ー
‐
山
案
内
人
の
手
帳
よ
り

岡

沢
祐
占
　

著

定
価
２
２
６
６
円

マ
ッ
ク
ス
・
ア
イ
ゼ
リ
ン
　
著
／
横
川
文
雄

訳

定
価
１
５
４
５
円

土
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

周
　
正
　
著
／
暉
佐
強

・
田
川
常
雄
　
共
訳

定
価
２
２
６
６
円

エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
頂
記

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ア
ル
マ
ン
　
著
／
丹
部
節
雄

訳

定
価
２
５
７
５
円

パ

ミ

ー

ル

ー
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
城
塞
―

田
村
俊
介
　
編
著
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
価
２
５
７
５
円

遥
か
な
る
天
山
麒
製
端翌
陥九フＴ

Ａ
・
ア
ル
ダ
ン
・
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
　
著
／
田
村
俊
介
　
訳

定
価
２
５
７
５
円

″
遠

い

頂

″
ヌ

プ

ツ

ェ

↓

仙
西
峰
初
登
頂
の
記
鏡Ｔ

登
歩
渓
流
会
　
編
著
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
価
２
５
７
５
円

プ

モ

・
り

也

界
で
電

美
し
い
山
―

定
価
‥

‥

円

グ
ル
ハ
ル
ト
・
レ
ン
ザ
ー
　
著
／
織
方
郁
映
、
橋
本
　
信
　
共
訳

ア
ム
ネ
マ
チ
ン
初
登
頂

ス

イ

ス

の

出

々

占

Ａ
Ｃ
山
喬

人
の
嬢

平

北
ア
ル
プ
ス
自
馬
讃
歌
満
朧
６ｏＦ

オ
レ
ル
・
フ
ュ
ス
リ
社

編
／
岡
沢
祐
吉

訳
　
定
価
１
９
５
７
円

ナ
ン
ガ
・パ
ル
バ
ー
ト
回
想
出
いと勝７

カ
ー
ル
ｏ
Ｍ
・
ヘ
ル
リ
ッ
ヒ
コ
ッ
フ
ァ
ー
　
著
／
岡
沢
祐
吉
　
訳

定
価
１
９
５
７
円

氷
山
雪
嶺
二
千
年
串
国登山史〒

山岳名著選集

曰 北 米 大 陸 の 屋 根 アラスカからニューメキショ州

園面西戸画面鵞轟憫嚢ツ
JOA・ クラウリス=写真/ジョン・ガルト=文/B4判上製/定価6,000円 (税込)

●
不
朽
の
名
著
、復
刻
な
る
ノ

小
島
六
郎
　
監
修

定
価
２
８
０
０
円

■
造
本

ｅ
体
裁

●
第

１
巻
　
背
三

つ
目
級
り

（
２
２
５
×
１
５
３
．り
）

マ
ツ
ト
入
り

●
第
２
巻

・
第
３
巻
　
Ａ
４
変
型
判
上
製
カ
パ
ー
装

（
２
８
７
×
２
１
０
ミじ

明
治
３４
年
、
北
魚
沼
郡
長
の
発
金
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
。
そ
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
三
巻
に
は
諸
家
の
貴
重
な
周
辺
登
山
紀
行
を
集

録
。
よ
っ
て
、
湖
底
に
沈
ん
だ
銀
山
へ
の
鎮
魂
と
な
す
／

中
国
新
彊
人
民
出
版
社
　
編

ベ
ー
ス
ポ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
社
　
訳

Ａ
４
判
変
型
上
製
／
定
価
７
１
０
７
円

天
　
山

ア
ム
ネ
マ
チ
ン

中
国
登
山
ハ
ン
ド
ブ
ツ
ク

　

定価‥
沿
訓

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

山
岳
研
究
会

登
山
教
本

世
界
の
山
岳

山
の
心

山
の
自
然
科
学

山
の
資
料

各
巻
Ａ
５
判

定
価
１
０
０
９
円

定
価
１
０
０
９
円

定
価
１
０
０
９
円

定
価
１
０
０
９
円

定
価
１
０
０
９
円

上
越
山
岳
協
会
　
編

Ａ
４
判
変
型
上
製

定
価
４
９
４
４
円

新
書
判
／
定
価
８
５
５
円

円料送可も配宅※奮町崎三区田代千都一示東一Ｔ社ンジガ
版
マ

出

」
ν

含

．り

淵
ボ
．

Ｉ
Ａ

ポ

。
「

ス
゛
ｒ

計
い

体
撫
創

盪

豪華写真集

量
山
ハ
ン
ド
ブ
ツ
ク

・
シ
リ
ー
ズ



蒋
場
一登
場
簡
撥一Ⅲ
一串

田
孫

一
著

Ａ
５
判
上
製
／
定
価
２
８
０
０
円

登
ら
な
い
山
だ
か
ら
こ
そ
、
自
然
の
真
の
姿
が
見
え
る
こ
と
が
あ
る
。
声

高
に
騒
が
し
く
叫
ぶ
の
で
は
な
い
、
静
か
に
低
く
響
く
声
の
中
に
人
間
と

自
然
の
調
和
を
願
い
、
山
を
愛
す
る
人
の
確
か
な
想
い
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

一日
一療
粉
稿
一物
一語

手
塚
宗
求

著

Ａ
５
判
上
製
／
定
価
２
８
０
０
円

霧
ヶ
峰
高
原
で
山
小
屋
を
経
営
す
る
筆
者
が
、
高
原
に
咲
く
野
の
花
を
い

つ
く
し
み
、
花
を
見
て
は
想
起
す
る
四
季
お
り
お
り
の
自
然
と
人
間
と
の

む
つ
み
あ
い
を
淡
々
と
綴

っ
た
珠
玉
の
エ
ッ
セ
イ
集
／

手
塚
宗
求

著

Ａ
５
判
上
製
／
定
価
２
８
０
０
円

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
ら

し
の
日
常
の
中
に
、
出
会
っ
た
人
や
遭
遇
し
た
出
来
事
と
、
懐
か
し
く
も

切
な
い
思
い
出
を
語

っ
た
山
住
み
の
精
神
の
記
録
。

北
原
節
子

著

Ａ
５
判
上
製
／
定
価
２
８
０
０
円

撤
一轟
一避
一衛
螺
蘭
一

幼
な
い
息
子
と
共
に
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
あ
ゆ
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
。

手
塚
宗
求

著

Ａ
５
判
上
製
／
定
価
２
８
０
０
円

山
暮
ら
し
の
よ
ろ
こ
び
と
悲
哀
、
自
然
の
表
情
と
驚
異
を
描
い
た
本
書
に

は
、
山
の
生
活
者
と
し
て
幾
星
霜
を
過
し
て
来
た

一
人
の
山
男
の
精
神
の

形
成
史
が
見
事
に
展
開
し
、
抒
情
の
山
並
が
果
て
な
く
つ
づ
く
。

三
宅
　
修

著

Ａ
５
判
上
製
／
定
価
２
８
０
０
円

山
岳
写
真
に
お
け
る
雲
の
重
要
な
役
目
を
面
白
く
描
い
た
表
題
作
を
は
じ

め
、
紅
葉
と
雪
の
組
み
合
せ
、
槍
や
穂
高
の
登
攀
、
さ
ら
に
モ
ン
ゴ
ル
処

女
峰
の
印
象
記
な
ど
、
興
味
つ
き
な
い
話
題
と
写
真
を
満
載
。

騒
輔
一Ш
撻
一旅
一

秋
谷
　
豊

著

Ａ
５
判
上
製
／
定
価
２
８
０
０
円

ネ
オ

ｏ
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
提
唱
し
て
戦
後
現
代
詩
に
新
た
な

一
石
を
投

じ
、
詩
誌

『地
球
』
を
主
宰
す
る
か
た
わ
ら
山
登
り
を
つ
づ
け
て
き
た
抒

情
詩
人
に
よ
る
。
詩
と
山
の
五
十
年
。
山
の
詩
１６
篇
を
収
録
。

大
田
愛
人

著

Ａ
５
判
上
製
／
定
価
２
８
０
０
円

牧
師
に
し
て
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
ク
ラ
ブ
賞
受
賞
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
で
あ
る
著
者

が
、
「食
」
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
自
然
と
と
も
に
生
き
る
こ、と
の
素
晴
ら
し
さ

農

へ
の
回
帰
、
野
に
生
き
る
人
々
を
語
る
最
新
随
想
集
。

竹
田
津
　
実

著

Ａ
５
判
上
製

定
価
２
８
０
０
円

北
の
大
地
、
北
海
道
に
移
り
住
ん
で
３０
年
。
獣
医
で
あ
リ
キ
タ
キ
ツ
ネ
の

動
物
写
真
家
で
あ
る
著
者
が
、
川
と
水
を
中
心
と
す
る
環
境
の
劣
悪
化
が

す
す
む
日
本

へ
発
信
す
る
、
環
境
保
全
に
向
け
た
熱
い
提
言
。

手
塚
宗
求

著

四
六
判
上
製
／
定
価
１
８
０
０
円

か
つ
て
の
古
き
良
き
山
小
屋
の
青
春
時
代
か
ら
現
在
ま
で
、
四
季
折
々
に

耳
に
し
、
触
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
音
楽
の
思
い
出
に
寄
せ
て
、
高
原
の
山

小
屋
の
主
人
が
綴
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
山
小
屋
物
語
。

市
久
美
子

著

六
判
上
製
／
定
価
１
８
０
０
円

「ひ
ろ
す
け
童
話
賞
」受
賞
の
新
進
の
童
話
作
家
が
た
ど
つ
た
、
イ
ン
ド
、

ネ
パ
ー
ル
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
各
地
の
風
習
や

文
化
を
、
新
鮮
な
語
り
口
で
描
い
た
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
紀
行
。

中
清
光

編
著

六
判
上
製
／
定
価
１
８
０
０
円

大
冊

『山
と
詩
人
』
の
著
者
が
、
自
ら
の
山
体
験
を
織
り
込
み
な
が
ら
、

立
原
道
造
、
尾
崎
喜
八
、
串
田
孫

一
、
八
木
重
吉
、
鳥
見
迅
彦
、
辻
ま
こ

と
等
、
ゆ
か
り
の
詩
人
た
ち
の
山
と
自
然
の
詩
を
紹
介
解
説
。

緑
一０
憐
歌
一一

恒 文 社 〒101東京都千代田区三崎町3-1□ 1̈0803(3238)0181※ 宅配も可(送料380円 )
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苛酷な自然状況においてこそ、

最大限に能力を発揮する
モンベル アタレ イヾンクロージン冤

本   社●大阪市西区立売堀 1丁 目6-17ノ 06-531-47610〒 550

東京営業所●東京都渋谷区恵比寿南|― 18-6ノ 03-3760-2131代 )〒 150=ン
ベ ル

増鴫撼

躍

■
番
轟



壮大なる・世界の屋根
″
を空から見る!!

↓
Ｔ富

Ｔ〓
エ
ン
ト
ン
ヽ
ン
∽
切
″
０
軍
↓
Ｔ扇

写
真
＝大
森
弘

一郎

前
書
＝ク
リ
ス
・ボ
ニ
ン
ト
ン
　
解
説
＝小
野
有
五

日
・英
・米
・独
・印
ム
甲
韓
と
の
共
同
出
版

エ
ヴ

ェ
レ
ス
ト
、
日
―
ツ
ェ
、
マ
カ
ル
ー
な
ど
の
八
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
峰
を
は
じ
め
、
ネ

パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
著
名
峰
を
、
小
型
飛
行
機
を
駆
使
し
、
自
作
の
ヮ
イ
ド
カ
メ
ラ
（６

×
１５
セ
ン
チ
）
で
空
か
ら
撮
影
。
写
真
は
全
て
左
右
５６
セ
ン
チ
の
見
開
き
で
収
録
さ
れ
て

い
る
の
で
迫
力
に
満
ち
て
い
ま
す
。
ま
た
日
頃
見
慣
れ
た
地
上
か
ら
の
写
真
と
異
な
り
、

思
い
が
け
な
い
ア
ン
グ
ル
か
ら
写
さ
れ
た
姿
に
は
新
鮮
な
驚
き
を
覚
え
ま
す
。
世
界
的
ク

ラ
イ
マ
ー
の
ク
リ
ス

・
ボ
ニ
ン
ト
ン
が
前
書
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

《
収
録
し
た
主
な
山
》
カ
ン
チ
エ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
／
ジ
ャ
ヌ
１
／

マ
カ
ル
１
／
エ
ヴ

ェ
レ
ス
ト
／
ロ
ー
ツ
エ
／
ア
マ
ダ
ブ
ラ
ム
／
ギ

ャ
チ
ュ
ン

ｏ
カ
ン
／
チ
ョ
ー

・
オ
ユ
１
／
メ
ン
ル
ン
ツ
エ
／
ガ
ウ

リ
サ
ン
カ
ー
ル
／
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
／
ラ
ン
タ
ン
・
リ
ル
ン
／
ド
ル

ジ
ェ
ｏ
ラ
ク
パ
／
ガ
ネ
ッ
シ
ュ
／
マ
ナ
ス
ル
／
ヒ
マ
ル
チ
ュ
リ
／

ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
／
マ
チ
ャ
プ
チ
ャ
レ
／
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
ほ
か

●
定
価
４
２
０
０
円
（税
込
）●
好
評
発
売
中
／

サ
イ
ズ
ーーー
２
４
０
×
２
８
０
ミ
リ
／
カ
ラ
ー
９
６
頁
（
写
真
４
５
点
）

■山と漢谷社■〒105東京都港区芝大門1-1-33803

と
ん

(3436)4055〈営業部〉
:1璃

翻■■■磁藤ふ



山の 絵 はが き

さわの ひ と し

山σ)イ更り(カ ラー6枚) 1′ 000円

エッチング (モノクロ8枚 )1′ 000円

センチメンタル (モノクロ8枚 )1′ 200円

足 立 源 一 郎

山IC)糸会(カ ラー12枚) 1′ 200円

島 田 巽

山稜 の 読 書 家

山・ 人 ・ 本
三 田 幸 夫

わ 力ゞ 登 高1行

小 谷 隆一

山 な み 帖

山崎安 治

登 山 史 の 発 掘

登 山 史 の 周 辺

織 内信 彦

快 晴 の 山

加 藤 泰 安

森 林 ・ 草 原 ・ 氷 河

藤 島敏 男

山に忘れ たパ イプ

望 月達夫

折 々 の 山

忘 れ え ぬ 山 の 人 々

渡辺公平

山 は 満 員
初 見 一 雄

す こし昔の話
伊藤秀五郎

北 の 山  続 篇

山 の 風 物 詩

上

下

4′ 017P電

2′ 472P電

3′ 914P電

4′ 635P電

3′ 296P電

2′ 575P電

3′ 914P電

2′ 575P電

2′ 575P電

3′ 296F電

1′ 957P電

1′ 957P電

2′ 266P電

1′ 236P電

2′ 781F電

1′ 442P電

坂本直行の本

わ た しの 草 と木 の 絵 本
1′ 800P電

雪 原 の 足 あ と

3′ 914P咽

原 野 か ら見 た 山
4′ 300F電

山・ 原 野 ・ 牧 場
1′ 800F電

ツ炎彩参糸会は 力ゞき

1集 (再版 )カ ラー 8枚   800円
2、 3、 4集 カ ラ ー 6枚 各 600円

渡 辺 兵 力

山旅 の 足 音

自然 流 ス キ ー 考
川 崎 精 雄 ほ か

静 か な る 山

望 月・ 岡 田 共 著

藪 山 辿 歴

山田・ 横 山 共 著

青 空 と輝 く残 雪 の 山々

木 南 金 太 郎

日本 の 山登 り記
小 方 全 弘

続 ブー タ ン感 傷 旅 行

正

続

1′ 442P電

1′ 600P電

1′ 751P電

1′ 854P電

1′ 545P電

1′ 339P電

1′ 545P咽

1′ 545F電

グリンデルヴァル トの 山案 内人

ブ ラ ー ヴ ァ ン      3′ 914円

カンチェンジュンガ縦走
カ ン チ 登 山 隊      5′ 150円

遥 か な る未 踏 の 尾 根
東 海 支 部 隊       4′ 944円

ナンダ・デヴイ縦走 1976
デ ヴ ィ登 山 隊       4′ 017円

①◎① 著 漢 堂
01Dl 東京都千代田区神田駿河台2の 1

電話03-3291-9442 FA X03-3295-2043
口 座ロロ18 4723
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感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

・
編
集
に
当
た
り
、

委
貝
を
お
願
い
し
、
隼

を
得
ま
し
た
。

、

・
こ
の
号
を
も
っ
て
四
冊
目
の
編
集
と
な
り
、
担
当
理
事
と
し
て
の
仕
事
は

終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
は
超
多
忙
の
ま
ま
に
あ
っ
た
と
い
う
間
に
過
ぎ

て
し
ま
っ
た
。
ど
ん
な
「
山
岳
』
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
編
集
子
に
と
っ
て

最
初
の
仕
事
と
な
っ
た
第
八
十
六
年
の
当
欄
に
「
ひ
た
す
ら
藪
を
漕
い
で
き
て
、

自
分
の
現
在
位
置
す
ら
分
か
っ
て
い
な
い
よ
う
な
状
態
と
あ
っ
て
は
、
見
通
し

の
利
く
場
所
に
到
達
す
る
ま
で
、
今
少
し
時
間
が
欲
し
い
」
と
耆
い
た
の
だ
が
、

い
ま
だ
藪
の
中
の
防
復
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
思
い
で
い
る
。
創
刊
以
来
九
十
年

に
わ
た
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
本
誌
の
重
み
に
耐
え
、
何
と
か
責
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
執
筆
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
の
ご
協
力
の
賜
で
あ
り
、
心
か
ら

編
集
後
記

・
最
近
の
印
刷
技
術
の
発
達
は
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
か
つ
て
の
よ
う

に
活
字
を
一
宇
一
字
拾
う
と
い
う
場
面
は
な
い
。
電
算
写
植
に
よ
り
、
ワ
ー
プ

ロ
と
同
じ
よ
う
に
文
字
の
差
し
替
え
、
追
加
、
削
除
の
迅
速
な
処
理
が
可
能
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
伴
い
誤
植
の
性
格
も
以
前
と
は
異
な
り
、
ワ
ー
プ

ロ
同
様
の
変
換
ミ
ス
が
多
く
、
と
ん
で
も
な
い
文
字
が
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
よ

う
に
な
っ
た
。
時
に
は
読
み
合
わ
せ
を
し
て
も
気
付
か
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ

り
、
頭
が
痛
い
。
本
号
で
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
ゲ
ラ
に
は
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
感

激
な
さ
っ
た
の
と
同
じ
所
で
、
そ
れ
を
見
た
」
と
あ
っ
た
。
読
み
合
わ
せ
も
し
、

何
人
か
が
目
を
通
し
た
後
に
、
あ
る
人
が
何
と
な
く
違
和
感
を
覚
え
て
原
稿
を

チ
ェ
ッ
ク
し
た
と
こ
ろ
、
「
観
劇
な
さ
っ
た
」
と
あ
り
、
初
め
て
誤
植
に
気
が

付
い
た
（
二
○
五
頁
下
段
中
央
）
・
校
正
に
は
万
全
を
期
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、

ま
だ
漏
れ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
節
は
た
だ
た
だ
お
許
し
を
乞
う
の
み

で
あ
る
。

高
遠
宏
、
関
塚
貞
亨
、
林
栄
二
、
中
條
昌
子
の
各
氏
に

ま
た
、
校
正
に
は
春
山
政
衛
、
田
村
典
子
両
氏
の
ご
助
力

（
南
川
）

山
岳
第
八
十
九
年
（
通
巻
一
四
七
号
）

一
九
九
四
年
十
二
月
三
日
発
行

価
三
五
○
○
円

発
行
所
却
姻
日
本
山
岳
会

東
京
都
千
代
田
区
四
番
町
五
’
四

サ
ン
ビ
ュ
ー
ハ
イ
ッ
四
番
町

（
〒
一
○
二
）

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

本
誌
掲
載
の
記
事
、
写
真
お
よ
び
地
図
の
無
断
転
載

を
禁
じ
ま
す
。

編
集
人
南
川
金
一

印
刷
所
株
式
会
社
技
報
堂

発
売
所
株
式
会
社
茗
溪
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

発
行
人
藤
平
正
夫



大好きな自然を、ゆっくりと楽しみたい

▲
‐ L

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、

それぞれのニーズにお応えし、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。

Sagalmatha
ngma

Namcha BarWa
☆世界各地、 日本の名峰への トレックツアー、各種手配旅行、国内外航空券 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。

聟アトラストレック なんでも相談●03-3341-0030
〒 160 東 京 都 新 宿 区三 栄町 23番地

東京海上火災保険株式会社代理店 (社 )日 本旅行業協会正会員 運輸大臣登録一般旅行業第1167号
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