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最
高
の

⊇塾痔妥
山岳テントとして高い評価を持つ
ヘリテイジの“エスパース"シリーズは、

1970年カモシカのオリジナルテントとして始まりました。

現在ではスリーシーズン用から厳冬期遠征仕様まで

7機種がラインナップされ、

数多くの登山者や冒険家に愛用されています。
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カモリカスポーツ
山の店・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神奈川県横浜市中区桜木町3-11

●AM10:30～ PM8:00(月～金)

AM10:30～ PM7100(土・日・祝)

●定休日/日曜日

(6月・7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)

ガッシャブルム1峰 (81068m)・ ベースキャンプ 1997年7月 16日 登頂 提供・小西浩文

カモシカスポーツは登山家の信頼に応えます。
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学
校
山
岳
部
の
発
足

中

村

純

二
…

血

『本
の
あ
る
山
旅
』
（斉
藤
善
久
）
、
『
日
本
ア
ル
プ
ス
ー
見
立
て
の
文
化
史
』
（岡
澤
祐
吉
）
、
『
見

知
ら
ぬ
オ
ト
カ
ム

・
辻
ま
こ
と
の
肖
像
』
・
『山
か
ら
の
言
葉
』
（大
谷

一
良
）、
『
冬
の
デ
ナ
リ
』

（田
村
俊
介
）、
『最
新
雪
崩
学
入
門
』
（加
藤
峰
夫
）、
『
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
と
探
検
』
ｏ
『
日
本
‥

ア
ル
プ
ス
再
訪
』
（松
原
尚
之
）、
『生
と
死
の
分
岐
点
』
（海
津
正
彦
）、
『
ビ
ヨ
ン
ド

●
リ
ス
ク
』

（小
泉
　
弘
）、
『山
』
（大
森
久
雄
）
、
会
報

『山
』
図
書
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介
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Ｂ
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追
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覧
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プロジェクトとしての登山。たのしみの山歩き

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
の
登
山

・
た
の
し
み
の
山
歩
き

木

下

是

雄

私
は
山
登
り
と
い
う
行
為
に
は
計
画
を
立
て
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
と
い
う
能
動
的
な
側
面
と
、
山
中
の
風
物
や
そ
の
中
で
の
自
分
の
生

き
方
を
享
受
す
る
と
い
う
受
動
的
な
側
面
と
が
あ
る
と
思
う
。
本
稿
で
は
、
計
画
を
立
て
て
遂
行
す
る
タ
イ
プ
の
山
登
り
を

「プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト
と
し
て
の
登
山
」
あ
る
い
は
短
く

「登
山
」
と
呼
び
、
山
中
で
自
分
を
抱
き
包
む
も
の
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
山
登
り
を

「
た
の
し

み
の
た
め
の
山
歩
き
」
あ
る
い
は
短
く

「山
歩
き
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
い
う
こ
と
ば
が
何
を
意
味
す
る
か
に
は
あ

と
で
触
れ
る
が
、　
一
言
で
い
え
ば

「
計
画
を
立
て
て
試
み
る
仕
事
」
で
あ
る
。
あ
る
頂
に
、
あ
る
時
期
に
、
あ
る
登
路
を
選
ん
で
登
ろ
う

と
す
る
の
は

一
つ
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
だ
。
「何
人
か
の
隊
を
組
織
し
、
相
当
の
資
材
を
準
備
し
て
大
き
な
山

へ
」
と
い
う
場
合
は
も
ち
ろ

ん
、
ひ
と
り
の
山
行
で
も
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
性
格
が
強
い
場
合
は
少
な
く
な
い
。

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
の
登
山
、
す
な
わ
ち

「
登
山
」
と
、
た
の
し
み
の
た
め
の

「山
歩
き
」
と
の
間
に
線
を
引
く
こ
と
は
難
し
い
。

最
近
に
お
け
る
本
会
の
典
型
的
な
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
あ

っ
た
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
登
山
で
も
、
参
加
者
ひ
と
り
ひ
と
り
に
と

っ
て
は
珠
玉
の

た
の
し
み
の
瞬
間
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。　
一
方
、
年
配
の
登
山
者
が
こ
ど
も
を
つ
れ
て
日
だ
ま
り
の
カ
ヤ
ト
の
山
に
遊

ぶ
た
の
し
み
の
た
め
の
山
歩
き
で
も
、
多
少
の
計
画
性
は
必
要
だ
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
は
別
も
の
と
し
て
話
を
進
め
る
こ
と
に
大
き
な



異
論
は
あ
る
ま
い
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
「
登
山
」
の
い
く

つ
か
の
特
質
を
、
こ
れ
と
い
く
ら
か
似
た
性
格
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
あ
る
実
験
科
学
の
研
究
計
画
と

対
比
し
な
が
ら
洗
い
出
し
て
み
る
。

次
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
の
は
多
く
の
人
が
、
年
を
と
る
と
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
の

「
登
山
」
か
ら
た
の
し
み
の
た
め
の

「山
歩
き
」

に
鞍
替
え
す
る
、
そ
の
過
程
だ
。
加
齢
と
と
も
に

「
登
山
」
が
ど
ん
な
具
合
に
難
し
く
な
る
か
、
私
自
身
は
そ
の
困
難
と
ど
ん
な
つ
き
合

い
方
を
し
て
き
た
か
―

‐を
述

べ
て
み
た
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
入
る
た
め
の
地
な
ら
し
と
し
て
、
ま
ず
私
の
キ
ャ
リ
ア
に
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

三
つ
の
流
れ

「
山
岳
」
の
こ
の
号
が
会
員
諸
氏
の
お
手
許
に
届
く
と
き
、
私
は
八
十
歳
に
な

っ
て
い
る
。

十
年
前
、
私
が
七
十
歳
に
な

っ
た
と
き
、
若
い
人
た
ち
が
私
の
書
い
た
雑
文
を
集
め
て

『物
理

・
山

・
こ
と
ば
』
（新
樹
社
）
と
い
う

本
を

つ
く

っ
て
く
れ
た
。
ま
た

一
昨
年
、
晶
文
社
の
津
野
海
太
郎
氏
が

「
あ
な
た
の
書
い
た
も
の
を
縦
組
み
で
読
み
た
い
」
と
言
い
だ
し

て
、
三
巻
の
選
集
を
出
版
し
て
く
れ
た
が
、
そ
の
巻
名
は

『物
理
の
樹
』
、
『
山

ひ
と

ス
キ
ー
』
、
『
日
本
人
の
言
語
環
境
を
考
え
る
」
だ

っ

た
。
こ
れ
ら
の
書
名
が
語
る
と
お
り
、
私
の
キ
ャ
リ
ア
は

「物
理
」
と

「山
」
と

「言
語
技
術
教
育

（後
出
）
」

の
三

つ
の
流
れ
で
成
り

立

っ
て
い
る
。

「山
」
の
流
れ
は
、
私
が
中
学
生
で
、
「物
理
」
の
流
れ
は
ま
だ
地
面
に
見
え
隠
れ
す
る
源
流
に
過
ぎ
な
か

っ
た
と
き
に
涼
々
と
音
を
立

て
は
じ
め
、　
一
高

（旧
制
）
に
入

っ
て
旅
行
部
に
身
を
置
い
た
三
年
間
は
、
こ
れ
が
私
の
心
を
領
す
る
主
流
で
あ

っ
た
。
大
学
で
は
私
は
、

「
こ
ん
ど
は
山
登
り
で
は
な
く
物
理
を
」
と
思
い
定
め
て
、
あ
え
て
東
大
ス
キ
ー
山
岳
部

（
Ｔ
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｃ
）
に
近
寄
ら
な
か

っ
た
。
好
き

な
山
登
り
は
続
け
て
い
た
が

「山
」
の
流
れ
は
、
主
流
と
並
ん
で
は
い
て
も
、
い
ち
だ
ん
格
が
下
の
副
流
で
あ

っ
た
。
後
に
私
が
東
大
山

の
会

（
Ｔ
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｃ

・
Ｏ
Ｂ
の
会
）
の
一
員
に
な

っ
た
の
は
、
た
ま
た
ま
卒
業
前
年
の
秋
の
遭
難
救
援
に
参
加
し
た
の
を
機
縁
と
し
て
ス



プロジェクトとしての登山・ たのしみの山歩き

キ
ー
山
岳
部
に
捲
き
こ
ま
れ
た
結
果
で
あ
る
。

大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
七
十
歳
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
で
私
が

「
こ
れ
が
自
分
の
活
動
の
主
流
」
と
意
識
し
て
い
た
の
は
、　
一
貫
し
て
物
理

で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
中
は
物
理
と
の
間
を
割
か
れ
て
三
年
半
を
海
軍
で
過
ご
し
た
。
学
習
院
大
学
に
い
た
最
後
の
こ
ろ
も
物
理
か
ら
は

縁
遠
く
、
大
学
行
政
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
時
期
に
も
私
の
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
物
理
で
あ

っ
た
。

も

っ
と
も
、
副
流
と
し
て

「物
理
」
の
流
れ
に
併
走
し
て
い
た

「山
」
の
流
れ
も
、
全
期
間
を
通
じ
て
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま

っ

た
く
山
に
足
を
踏
み
入
れ
な
か

っ
た
の
は
、
日
本
の
敗
色
が
歴
然
と
し
て
き
た

一
九
四
三
年
だ
け
で
あ
る
。

一
時
期
、
私
の
生
活
の
中
で

「山
」
の
流
れ
が
主
流
に
な

っ
た
か
に
見
え
た
こ
と
も
あ
る
。　
一
九
五
六

・
五
七
年
に
学
術
会
議
か
ら
米

国
南
極
隊
に
派
遣
さ
れ
た
と
き
だ
。
日
本
の
第

一
回
南
極
観
測
隊
が
出
か
け
た
の
は
五
六
年
十

一
月
だ
が
、
こ
の
い
わ
ゆ
る

「予
備
観
測
」

の
準
備
で
設
営
面
の
推
進
力
に
な

っ
た
の
は
東
大
山
の
会
で
あ

っ
た
。
私
も
、
自
身
南
極
に
行
く
気
は
な
か

っ
た
が
、
応
分
の
協
力
を
し

て
い
た
。
そ
の
う
ち

「来
年
の
本
観
測
に
備
え
て
誰
か
を
米
国
隊

へ
」
と
い
う
話
が
起
こ
り
、
い
つ
の
間
に
か
私
が
行
く
こ
と
に
な

っ
て

し
ま

っ
た
。　
一
九
五
六
年

一
月
の
鹿
島
槍
天
狗
尾
根
の
学
習
院
の
遭
難
の
あ
と
始
末
の
た
め
に
私
が
ち
ょ
っ
と
東
京
を
あ
け
た
隙
に
き
ま

っ

た
こ
と
で
あ
る
。

私
は
南
極
観
測
船

「宗
谷
」
よ
り
も

一
足
先
に
発
ち
、
翌
年
四
月
に
帰
国
し
た
。
こ
の
間
、
私
は
い
わ
ば
物
理
か
ら
強
制
隔
離
さ
れ
て
、

山
登
り
―

で
は
な
く
極
地
行
―

，の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
没
入
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
結
果
的
に
は
こ
れ
は

「頭
の
洗
濯
」
と
し
て
物
理

の
研
究
に
大
い
に
役
立

っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
と
き
に
生
ま
れ
た
海
外
の
多
く
の
友
人
と
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
そ
の
後
、

物
理
の
面
で
も
山
や
ス
キ
ー
の
面
で
も
、
欧
米
に
お
け
る
私
の
活
動
を
支
え
て
く
れ
た
。

話
が
わ
き
道
に
そ
れ
た
。
本
道
に
戻
ろ
う
。
七
十
歳
の
と
き
私
は
、
自
分
の
仕
事
を
物
理
か
ら
言
語
技
術
教
育
に
す

っ
ぱ
り
切
り
替
え

た
。
「物
理
」
と
い
う
私
の
活
動
の
主
流
が

「言
語
技
術
教
育
」
と
い
う
新
し
い
流
れ
に
替
わ

っ
た
の
で
あ
る
。

※
言
語
技
術

（ラ
ン
ゲ
ー
ジ
・
ア
ー
ツ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
）
と
い
う
の
は
一
応

「言
語
に
よ
っ
て
情
報
を
伝
達
し
、
ま
た
自
分
の

考
え
を
主
張
す
る
た
め
の
心
得
」
と
考
え
て
お
い
て
頂
き
た
い
。
日
本
人
は
こ
う
い
う
こ
と
が
苦
手
で
、
事
故
報
告
を
聞
い
て
も
ど
れ
だ
け
が
事
実



で
ど
れ
だ
け
が
推
測
な
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
た
会
議
で
も
、
筋
の
通
っ
た
討
論
に
よ
っ
て
合
理
的
な
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず

に

「た
し
て
三
で
割
」
っ
た
り
し
が
ち
で
あ
る
。

こ
の
方
向
転
換
の
結
果
、
こ
の
と
こ
ろ
お
よ
そ
十
年
は
、
毎
年
末
に
、
物
理
関
係
か
ら
で
は
な
く
国
語
研
究
所
か
ら

「今
年
の
業
績
は
？
」

と
い
う
問
合
せ
が
き
て
私
を
戸
惑
わ
せ
て
い
る
。

上
記
の
よ
う
に
私
を
動
か
す
主
流
は
入
れ
替
わ

っ
た
が
、
副
流
の

「山
」
の
流
れ
の
ほ
う
は
、
と
し
相
応
の
衰
退
を
別
に
す
れ
ば
健
在

だ

。
〃「
登
山
」
と
研
究
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
〃
と
い
う
奇
妙
な
題
の
次
章
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
私
の
キ
ャ
リ
ア
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ

ム
）。

「
登
山
」
と
研
究
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

「
登
山
」
と
研
究
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

こ
こ
で
い
う

「
登
山
」
、
す
な
わ
ち
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
の
山
登
り
と
、
実
験
科
学
者
の
研
究
活
動
に
は
似
た
点
が
あ
る
。

そ
の
類

似
点
、
相
違
点
を
洗

っ
て
い
く
と
、
「
登
山
」
の
特
徴
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
語
義
を
調
べ
て
み
る
と
、

田
心
に
あ
た
た
め
て
い
る
企
て
、
も
く
ろ
み
、
計
画
。
０
大
き
な
試
み
、
大
仕
事
。
と
く
に
相
当
の
資
金

・
人
員

・
装
備
な
ど
の
必
要

な
も
の
。
０
あ
る
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
計
画
。
四
…
…

と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
。
側
は
個
人
的
な
ス
ケ
ー
ル
の
登
山
の
計
画
に
び

っ
た
り
、
②
は
大
が
か
り
な
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
計
画
に

び

っ
た
り
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
側
は
、
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
い
う
同
じ
こ
と
ば
が
学
問
の
世
界
に
お
け
る
研
究
計
画
に
も
慣
用

10



さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
Ｄ
の
例
と
し
て
有
名
な
の
は
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
・
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

（
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
）
と
呼
ば
れ
た
原

子
爆
弾
の
研
究

・
開
発
計
画
で
、
こ
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
成
功
が
広
島

・
長
崎
の
原
爆
投
下
に
つ
な
が
っ
た
。
ま
た
、
ア
ポ
ロ
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
い
う
の
を
ご
記
憶
か
ど
う
か
。　
一
九
六

一
年
か
ら
七
二
年
に
わ
た
る
こ
の
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ

（米
国
航
空
宇
宙
局
）
の
月
面
探
査
計
画
の

な
か
で
、
六
九
年
に
、
人
類
が
は
じ
め
て
月
面
に
足
跡
を
印
し
た
の
で
あ
る
。

大
き
な

「
登
山
」
の
計
画
は
、
実
験
科
学
の
研
究
計
画
と
似
た
点
が
多
い
。
日
標
な
い
し
そ
の
近
傍
に
つ
い
て
今
ま
で
に
ど
ん
な
探
査

・

研
究

（試
登
）
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
の
調
査
、
研
究
班
の

（登
山
隊
の
）
メ
ン
バ
ー
の
選
定
、
必
要
資
材
の
調
査
と
入
手
の
計
画
、

必
要
な
ら
ば
新
し
い
技
術
の

（装
備
の
）
開
発
、
資
金
の
手
当
て
、
…
…
。
い
ち
ば
ん
似
て
い
る
の
は
、
両
方
と
も
、
取
り
つ
い
て
み
る

ま
で
は
わ
か
ら
な
い
要
素
が
あ

っ
て
、
多
く
の
場
合
に
こ
と
の
成
否
が
そ
れ
に
か
か

っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
登
山
」
と
研
究
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
は
は

っ
き
り
違
う
点
も
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
似
た
点
、
違
う
点
を
対
比
し
な
が
ら
、
「登

山
」
と
い
う
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
特
質
を
考
え
て
み
よ
う
。
前
記
の
と
お
り
私
は
物
理
の
出
な
の
で
、
研
究
の
話
は
そ
ち
ら
に
偏
る
こ
と
を

お
許
し
願
い
た
い
。

未
知

・
未
見
の
領
域

山
登
り
は
、
ま
だ
誰
も
行

っ
た
こ
と
の
な
い
頂
―

‐未
知
の
、
処
女
峰
の
頂
―

に
行

っ
て
み
た
い
、
そ
こ
に
立

っ
て
誰
も
ま
だ
見
た

こ
と
の
な
い
景
色
を
眺
め
た
い
、
と
い
う
素
朴
な
ね
が
い
か
ら
始
ま

っ
た
―

と
私
は
信
じ
る

（信
仰
登
山
の
こ
と
に
は
い
ま
触
れ
な
い
）。

こ
の
意
味
で
、
登
山
と
探
検
と
は
本
来
同
じ
動
機
に
よ
る
も
の
だ
と
思
う
。

い
っ
た
ん
近
代
的
な
登
山
が
始
ま
る
と
、
競
争
心
が
介
入
す
る
の
で
話
は
単
純
で
な
く
な
る
け
れ
ど
も
、　
一
九
世
紀
前
半
の
ア
ル
プ
ス

の
探
検
時
代
に
登
山
者
を
駆
り
立
て
た
も
の
は
処
女
峰
が
放

つ
上
記
の
よ
う
な
引
力
だ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
約

一
世
紀
遅
れ
た
日
本
ア

ル
プ
ス
の
探
検
時
代
に
つ
い
て
も
、
「処
女
峰
」
を

「処
女
域
」
で
置
き
か
え
れ
ば
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。
ど
ち
ら
も
、
私
た
ち
に
は

羨
ま
し
い
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
時
代
で
あ

っ
た
。

プロジェクトとしての登山・ たのしみの山歩き
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こ
れ
ら
の
地
域
で
い
ま
私
た
ち
が
望
み
う
る
の
は
、
す
で
に
行

っ
た
人
、
登

っ
た
人
は
あ
る
け
れ
ど
も
自
分
は
行

っ
た
こ
と
の
な
い
山
、

あ
る
い
は
登
路
を
試
み
る
こ
と
だ
け
だ
。
こ
の
節
の
見
出
し
に

「未
知
」
と
な
ら
べ
て

「未
見
の
」
領
域
と
書
い
た
の
は
そ
う
い
う
と
こ

ろ
、
自
分
は
見
た
こ
と
の
な
い
場
所
を
意
味
す
る
。
既
登
の
岩
壁
で
も
未
見
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
魅
力
は
あ
ろ
う
。

未
知
の
頂
の
放

つ
引
力
が
人
を
誘
う
こ
と
は
学
問
の
世
界
で
も
同
様
で
、
誰
も
手
を

つ
け
て
い
な
い
問
題
、
誰
も
成
果
を
挙
げ
て
い
な

い
研
究
は
心
あ
る
研
究
者
を
魅
惑
す
る
。

初

登

前
節
の
初
め
に
、
山
登
り
は

「
ま
だ
誰
も
行

っ
た
こ
と
の
な
い
頂
に
行

っ
て
み
た
い
」
と
い
う
素
朴
な
ね
が
い
か
ら
始
ま

っ
た
と
思
う

と
書
い
た
。
こ
の
考
え
の
自
然
な
延
長
と
し
て
、
私
は

「登
山
」
す
な
わ
ち
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
の
登
山
は
、
未
登
峰
を
め
ざ
す
の
が

本
来
の
す
が
た
と
思
う
。

残
念
な
が
ら
こ
う
い
う
登
山
は
、　
一
つ
の
山
に
つ
い
て
は

一
回
し
か
で
き
な
い
。
幸
い
地
球
上
に
は
未
登
の
七
〇
〇
〇
屑
峰
も
ま
だ
幾

つ
か
残

っ
て
い
る
。
ま
た
、
六
〇
〇
〇
、
五
〇
〇
〇
】
冽
級
は
た
く
さ
ん
残

っ
て
い
る
が
、
低
く
な
る
に
つ
れ
て
そ
の
頂
が
放

つ
引
力
が
減

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
私
の
考
え
で
は
こ
れ
は
、
処
女
峰
の
魅
力
に
は
未
踏
、
し
た
が

っ
て
未
知
と
い
う
以
外

に
、
「
到
達
が
難
し

い
」
と
い
う
要
素
が
混
入
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。
山
が
低
く
な
れ
ば
平
均
的
に
見
て
登
頂
は
ら
く
に
な
り
、
山
の
魅
力
が
薄
ら
ぐ
。

「到
達
が
難
し
い
」
こ
と
も
処
女
峰
の
魅
力
の
要
素
に
数
え
ら
れ
る
と
言

っ
た
。
難
し
い
か
ら
こ
そ
や

っ
て
み
た
い
、

や
り
と
げ
た
い

―

‐と
い
う
の
は
ス
ポ
ー
ツ
の
精
神
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ト
の
項
で
触
れ
る
。

未
踏
の
高
峰
の
初
登
を
志
す
の
が

「
登
山
」
の
本
領
だ
と
す
る
と
、
「
登
山
」
の
前
途
は
洋
々
た
る
も
の
と
は
言
え
な
い
よ
う
だ
。
地

上
の
未
登
の
高
峰
の
数
は
限
ら
れ
て
い
る
。　
一
つ
の
可
能
性
は
地
球
の
外
に
飛
び
出
す
こ
と
か
？

前
に
書
い
た
よ
う
に
、
ア
ポ

ロ
・
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
人
は
す
で
に
月
面
に
立

っ
て
い
る
。
今

一
九
九
七
年
七
月
に
は
、
昨
年
十
二
月
に
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プロジェクトとしての登山。たのしみの山歩き

地
球
か
ら
打
ち
上
げ
ら
れ
た
宇
宙
船
マ
ー
ズ
パ
ス
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー

（〓
ミ
∽づ
”
多
識
ａ
①ヽ
）
が
、
ス
ピ
ー
ド
を
二
五
キ

ロ
に
落
と
し
て
火

星
面
に
斜
め
に
ぶ
つ
か
り
、
数
回
は
ず
ん
で
か
ら
、
岩
石
の
散
乱
し
た
砂
漠
を
こ
ろ
が
っ
て
止
ま
っ
た
。
そ
し
て
ェ
ア
バ
ッ
グ
に
包
ま
れ

て
い
た
高
さ
三
二
彙
ン、
長
さ
六
四
衆
ン
の
探
査
機

（
ロ
ボ
ッ
ト
車
）
が
ノ
ロ
ノ
ロ
と
這
い
出
し
て
四
周
の
カ
ラ
ー
写
真
を
撮
り
、
Ｘ
線
分
光

器
で
地
面
に
積
も

っ
た
赤
い
砂
塵
を
分
析
し
て
い
る
。
探
査
機
の
、
日
光
が
当
た
っ
て
い
る
部
分
は
二
〇
度
、
影
の
部
分
は
マ
イ
ナ
ス
八

六
度
…
…
。
（『
タ
イ
ム
』
誌
七
月
二
十

一
日
号
）

こ
れ
を
読
ん
で
い
つ
か
は
自
分
も
行

っ
て
み
た
い
と
思
う
会
員
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
予
算
は
二
・
五
億
ド
ル

だ
〃
　̈
二
十

一
年
前
に
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
が
火
星
に
宇
宙
船
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
を
送

っ
た
と
き
の
予
算
三
〇
億
ド
ル
に
比
べ
れ
ば
、
「
極
端
に
切
り

つ
め
る
方
針
を
と
っ
た
」
と
い
う
今
回
は
格
段
に
安
い
が
、
山
登
り
に
く
ら
べ
れ
ば
は
る
か
に
雲
の
上
の
話
だ
。

「登
山
」
と
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
比
べ
る
う
ち
に
、
初
登
の
話
か
ら
つ
い
地
球
の
外
に
飛
び
出
し
て
し
ま
っ
た
が
、
登
山
の
延
長
と

し
て
惑
星

へ
の
遠
征
を
夢
見
る
の
は
無
理
筋
の
よ
う
に
見
え
る
。

自
然
科
学
の
世
界
で
、
あ
る
新
し
い
事
実
を
発
見
し
、
あ
る
い
は
新
し
い
理
論
を
打
ち
立
て
る
こ
と
は
、
山
登
り
の
世
界
で

一
つ
の
未

登
峰
に
登
る
こ
と
に
相
当
す
る
。
違
う
の
は
、
山
登
り
の
場
合
に
は
登
る
べ
き
頂
が
最
初
か
ら
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
に
研
究
の
場
合
に

は
、
登

っ
て
し
ま
う
ま
で
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
り
、
ど
ん
な
頂
上
な
の
か
わ
か
ら
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
で
あ
る

（も

っ
と
も
山
登
り
で
も
、

エ
ル
ゾ
ー
グ
隊
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
初
登
―

‐八
〇
〇
〇
屑
峰
の
世
界
最
初
の
登
頂
、　
一
九
五
〇
年
―

‐の
と
き
の
よ
う
に
、
登
る
べ
き
山

が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
さ
ん
ざ
ん
探
し
歩
い
た
例
も
あ
る
）
。

未
登
峰
は
高
い
ほ
ど
魅
力
が
あ
る
と
言

っ
た
。
科
学
の
世
界
で

「山
の
高
さ
」
に
対
応
す
る
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
は
、
研
究

の
結
果
、
見

つ
か

っ
た
事
実
や
提
案
さ
れ
た
理
論
が
そ
の
分
野
の
学
問
に
ど
れ
だ
け

一
般
的
に
貢
献
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
そ

の
発
見
な
り
理
論
な
り
の
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー

（基
本
性
）
と
言

っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

山
登
り
に
関
し
て
は
私
は
高
い
未
登
峰
の
減
少
を
な
げ
い
た
が
、
学
問
の
世
界
で
は
そ
の
心
配
は
な
い
。　
一
つ
の
発
見
が
次
の
発
見
を
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誘
発
す
る
の
で
、
新
し
い
未
登
峰
が
次
か
ら
次
に
出
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ヴ

ァ
リ

エ
ー
シ

ョ
ン

・
ル
ー
ト

山
登
り
の
世
界
で
は
、
頂
が

一
度
登
ら
れ
た
あ
と
、
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ト
の
開
拓
が
は
じ
ま
る
。
初
登
は
比
較
的
や
さ
し
い

ル
ー
ト
、
確
実
に
登
れ
そ
う
な
ル
ー
ト
に
よ
る
の
が
常
例
だ
が
、
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

・
ル
ー
ト
と
し
て
は
し
ば
し
ば
直
登
路

（ダ
イ
レ

ク
ト

・
ル
ー
ト
）
と
か
、
人
を
威
嚇
す
る
厳
し
さ
を
も

っ
た
ル
ー
ト

（岩
壁
、
氷
稜
、
…
…
）
と
か
が
選
ば
れ
る
。
未
登
の
高
峰
が
残
り

少
な
く
な

っ
た
現
在
、
登
山
家
が
全
力
を
挙
げ
て
立
ち
向
か
う
の
は
主
と
し
て
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ト
の
開
拓

・
登
攀
で
あ
る
。

科
学
の
研
究
者
は
、　
一
度
登

っ
た
頂
に
達
す
る
別
の
ル
ー
ト
を
ひ
ら
く
こ
と
に
は
熱
心
で
な
い
。
科
学

の
世
界
で
は
、
新
奇
な
方
法

（未
踏
の
ル
ー
ト
）
に
よ

っ
て
研
究
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
得
ら
れ
た
結
果
が
既
報
の
も
の
と
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、

そ
の
研
究
は
問
題

に
さ
れ
な
い
の
だ
。

つ
ま
り
科
学
者
の
関
心
は
ル
ー
ト
の
取
り
方
で
は
な
く
て
、
ど
ん
な
頂
上
に
到
達
し
た
か
、
そ
こ
に
立
て
ば
何
が
見

え
る
か
だ
け
に
集
中
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
彼
ら
は

一
番
ら
く
な
ル
ー
ト
で
速
く
頂
上
に
登
ろ
う
と
す
る
。

登
山
家
の
ほ
う
は
、
し
ば
し
ば
好
ん
で
難
し
い
ル
ー
ト
に
挑
戦
す
る
。
難
し
い
こ
と
を
難
し
い
が
故
に
価
値
あ
り
と
し
て
そ
れ
に
挑
む

の
は
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
こ
と
ば
は

〔熟
練
や
敢
為
の
精
神
を
要
す
る
肉
体
的
活
動
。
し
ば
し
ば
競
争
の
か
た
ち
を
取

る
〕
と
い
う
の
が
第

一
義
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に

〔仕
事
を
離
れ
た
あ
そ
び
〕
と
い
う
語
義
が
あ
る
。
難
し
さ
を
求
め
る
登
山
、
必
ず
し
も

登
頂
を
必
須
の
条
件
と
し
な
い
登
山
は
、
こ
の
二
つ
の
意
味
を
兼
ね
そ
な
え
て
い
る
。
私
は
そ
れ
を
ス
ポ
ー
ツ
登
山
と
呼
ぶ
。
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン

・
ル
ー
ト
の
開
拓

・
登
攀
は
そ
の
典
型
で
、
主
峰

へ
の
登
頂

（本
来
の
仕
事
？
）
を
省
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
の

方
向
に
さ
ら
に
徹
底
す
れ
ば
フ
リ
ー

●
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
、
氷
瀑
の
登
攀
、
…
…
と
な
る
。

山
登
り
は

〈未
知
の
領
域

へ
の
あ
こ
が
れ
〉
か
ら
始
ま

っ
た
と
い
う
の
が
私
の
考
え
だ
が
、
近
代
登
山
が
は
じ
ま

っ
て
以
来
、
人
を
山

に
駆
り
立
て
る
誘
因
と
し
て
こ
れ
に

〈あ
そ
び
の
精
神
―

困
難

へ
の
志
向
〉
が
加
わ

っ
た
わ
け
だ
。
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プロジェクトとしての登山。たのしみの山歩き

チ
ー

ム

ワ
ー
ク

私
た
ち
の
年
代
の
者
は
、
登
山
に
お
け
る
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
強
調
さ
れ
て
育

っ
た
。
今
日
の
高
所
登
山
で
は
、
チ
ー
ム
の
二
人
が
別
々

に
テ
ン
ト
を
出
発
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ス
で
登

っ
て
何
時
間
か
の
差
で
登
頂
す
る
と
い
う
よ
う
な
例
が
稀
で
な
い
。
極
限
ま
で
登
頂
の

可
能
性
を
追
求
す
る
と
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
か
と
思
う
が
、
私
た
ち
の
時
代
の
山
登
り
で
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
行
動
で
あ

る
。こ

れ
と
は
逆
に
、
実
験
科
学
の
前
線
で
は
個
人
が
チ
ー
ム
に
埋
没
さ
れ
か
け
て
い
る
。
装
置
が
大
規
模
に
な
り
、
実
験
が
複
雑
に
な

っ

た
せ
い
だ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
出
す
報
告
、
何
人
も
の
名
前
を
連
ね
た
論
文
か
ら
誰
が
ど
ん
な
貢
献
を
し
た
の
か
を
読
み
と
る
こ
と
は
難
し

い
。
こ
と
は
極
地
法
登
山
の
報
告
を
読
む
場
合
と
似
て
い
る
。

高
所
登
山
に
お
け
る
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
問
題
は
、
西
欧
的
個
人
主
義
に
つ
い
て
の
十
分
な
理
解
を
前
提
と
し
て
、　
一
度
、
正
面
か
ら
取

り
上
げ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。

「登
山
」
か
ら
た
の
し
み
の

「山
歩
き
」

へ

肉
体
的
能
力
の
低
下

こ
こ
ま
で
は
、
「登
山
」
す
な
わ
ち
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
の
山
登
り
の
い
ろ
い
ろ
な
面
を
、
実
験
科
学
の
研
究
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
比

べ
な
が
ら
洗
い
出
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
「
登
山
」
に
熱
中
し
て
い
た
人
々
の
多
く
は
、
年
を
と
る
と
受
け
身

の
山
登
り
―

‐山
の
中

で
自
分
を
抱
き
包
む
も
の
を
た
の
し
む

「山
歩
き
」
―

に
鞍
替
え
す
る
。
主
と
し
て
肉
体
的
能
力
の
低
下
の
た
め
だ
。
ど
ん
な
風
に
か

ら
だ
が
利
か
な
く
な

っ
て
い
く
の
か
。
私
の
経
験
を
記
し
て
み
よ
う
。
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ス
キ
ー
の
ほ
う
が
岩
登
り
よ
り
素
早
い
動
作
が
必
要
な
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
私
は
岩
登
り
よ
り
先
に
ス
キ
ー
が
で
き
な
く
な
る
だ
ろ

う
と
思

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
事
実
は
逆
で
、
ス
キ
ー
は
、
リ
フ
ト
と
い
う
文
明
の
利
器
の
お
か
げ
で
今
で
も
年
間
合
計
半
月
ぐ
ら
い
は

た
の
し
ん
で
い
る
が
、
岩
登
り
は
あ
き
ら
め
て
か
ら
二
十
年
以
上
に
な
る
。
岩
登
り
を
本
当
に
た
の
し
ん
だ
最
後
は

一
九
七

一
年
で

（五

十
二
歳
）
、
シ
ャ
モ
ニ
ー
の
近
く
レ
ズ
ー
シ
ュ
に
あ
る
友
人

マ
レ
シ
ャ
ル
の
山
荘
に
滞
在
中
だ

っ
た
。
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
で
エ
ギ
ー
ユ
・
デ

ュ
・

ミ
デ
ィ
の
頂
上
に
上
が
り
、
氷
河
を
途
中
ま
で
下
り
て
南
西
稜
に
取
り

つ
い
た
。
も
ち
ろ
ん
や
さ
し
い
一
般
ル
ー
ト
だ
が
、
私
は
マ
レ
シ
ャ

ル
を
リ
ー
ド
し
て
快
調
に
登

っ
た
。
当
時
は
身
体
は
し
な
や
か
に
動
き
、
不
安
な
ど
感
じ
な
か

っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
何
年
か
あ
と
、
ど
こ
か
の
山
で
何
気
な
く
岩
に
と
り

つ
い
た
ら
い
け
な
か

っ
た
。
膝
ぐ
ら
い
の
高
さ
の
ス
テ
ッ
プ
に
足

を
持
ち
上
げ
て
、
そ
の
ス
テ
ッ
プ
に
乗
ろ
う
と
す
る
と
ぐ
ら
つ
く
。
下
り
は
も

っ
と
不
安
だ
。
学
部
長
を
や
ら
さ
れ
た
り
、
学
生
運
動
の

相
手
を
し
て
苦
労
し
た
り
、
悪
い
条
件
は
重
な

っ
て
い
た
が
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
の
低
下
ぶ
り
は
こ
た
え
た
。
考
え
て
み
る
と
そ
の
前
か
ら

山
道
の
下
り
で
飛
ば
す
自
信
が
な
く
な

っ
て
い
た
。

い
ろ
い
ろ
試
み
る
う
ち
に
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
か
け
た
と
き
に
姿
勢
を
パ

ッ
と
引
き
戻
す
瞬
発
力
が
衰
え
た
せ
い

と
わ
か

っ
た
。
前
に
ス
キ
ー
の
ほ
う
が
素
早
い
動
作
が
必
要
と
考
え
て
い
た
の
は
誤
り
で
、　
一
見
ゆ

っ
く
り
の
よ
う
に
見
え
る
岩
登
り
の

動
作
は
、
実
は
身
体
が
ち
ょ
っ
と
傾
き
か
け
た
と
き
に
瞬
間
的
に
引
き
戻
す
小
さ
な
動
き

（
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
）
の
連
続
だ

っ
た
の
で
あ

る
。
ス
キ
ー
ヤ
ー
も
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
の
連
続
に
よ

っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
保

っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
は
少
々
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ

ク
が
狂

っ
て
も
致
命
的
な
結
果
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
瞬
発
力
の
低
下
が
そ
れ
ほ
ど
こ
た
え
な
い
の
だ
。

専
門
家
に
訊
く
と
、
持
久
力
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
も
た
せ
ら
れ
る
が
瞬
発
力
の
ほ
う
は
ダ
メ
だ
と
い
う

（
そ
の
理
由
を
私
は
納
得
し
て

い
な
い
）
。
仕
方
が
な
い
か
ら
私
は
、
七
十
歳
前
後
か
ら
は
、
主
と
し
て
下
り
に
備
え
て
、
山
に
は
伸
び
縮
み
の
で
き
る
杖
を
持

っ
て
出

か
け
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

瞬
発
力
低
下
の
話
が
長
く
な

っ
た
。
こ
の
ほ
か
に

「
登
山
」
か
ら

「山
歩
き
」

へ
の
後
退
を
迫
る
も
の
は
、
身
体
が
硬
く
な
り
、
し
な

や
か
な
動
き
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
努
力
に
よ

っ
て
か
な
り
進
行
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
体
力
、
馬
力
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プロジェクトとしての登山。たのしみの山歩き

の
低
下
は
あ
ま
り
に
ア
タ
リ
マ
エ
だ
か
ら
触
れ
な
い
。
私
の
場
合
は
、
最
近
は
山
登
り
の
所
要
時
間
を
標
準
時
間
の
数
割
か
ら
十
割
増
し

に
見
積
も
ら
な
い
わ
け
に
い
か
な
く
な

っ
た
。

「
登
山
」
か
ら

「山
歩
き
」

へ
の
移
行
過
程

私
も
若
い
と
き
に
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
夢
見
た
こ
と
が
あ
る
。
体
力
的
に
そ
れ
は
無
理
な
年
齢
に
達
し
て
か
ら
も
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
地

を
歩
き
ま
わ

っ
て
七
〇
〇
〇
屑
、
八
〇
〇
〇
】
月
の
山
々
の
姿
に
じ
か
に
接
す
る
こ
と
が
長
年
の
望
み
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
日
本
の
生
活
は
忙
し
い
。
比
較
的
拘
束
の
少
な
い
大
学
勤
め
の
私
で
さ
え
、
現
役
の
間
は
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を

つ
く
る
こ
と
が

難
し
か

っ
た
。
よ
う
や
く
宿
望
を
達
し
た
の
は
退
職
の
翌
年
、　
一
九
八
六
年
、
六
十
九
歳
の
と
き
だ
。
こ
の
年
私
は
サ
ン
ク
ト

・
ア
ン
ト

ン
で
心
ゆ
く
ま
で
ス
キ
ー
を
た
の
し
み
、
夏
は
利
尻

・
礼
文
に
遊
び
、
十
二
月
に
は
は
じ
め
て
ネ
パ
ー
ル
に
飛
ん
だ
。

そ
れ
か
ら
の
私
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
歴
は
次
の
と
お
り

（後
述
の
よ
う
に
、
私
に
と

っ
て
は
こ
れ
が

「登
山
」
か
ら

「
山
歩
き
」

へ
の
自

然
な
移
行
過
程
に
な

っ
た
）
。
同
行
の
メ
ン
バ
ー
は
時
に
よ

っ
て
違
う
が
、
私
と
あ
ま
り
と
し
の
連
わ
な
い
昔
か
ら
の
山
仲
間
や
、

こ
れ

よ
り
若
い
学
習
院
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
、
Ｏ
Ｇ
な
ど
の
二
十
余
人
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
そ
の
中
か
ら
、
そ
の
時
々
に
都
合
を

つ
け
る
こ
と
の

で
き
た
数
人
な
い
し
十
数
人
で
チ
ー
ム
を
組
ん
で
出
か
け
た
。
次
の
項
の
田
に
は
私
と
同
じ
専
門
の
親
友
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ツ
ィ

ン
ス
マ
イ
ス
タ
ー
夫
妻
が
参
加
し
、
ま
た
田
以
外
に
は
私
の
家
内
が
加
わ

っ
て
い
る
。
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
し
た
の
は
そ
の
時
の
私
の
満

年
齢
だ
。

田
　
ポ
カ
ラ
か
ら
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
内
院

へ
　
６９

０
　
ポ
カ
ラ
か
ら
バ
グ
ル
ン
パ
ニ
経
由

マ
ル
シ
ャ
ン
デ
ィ
ー
の
谷

へ
　
７０

問
　
０
に
続
い
て
ネ
パ
ー
ル
の
コ
ダ
リ
か
ら
チ
ベ

ッ
ト
の
ザ
ン
ム
ー

に
渡
り
、
車
で
テ
ィ
ン
リ
高
原

へ
　
７０

（ネ
パ
ー
ル

・
チ
ベ
ッ
ト
　
一
九
八
八

・
〇
三
）

（
ネ

パ

ー

ル

（
ネ

パ

ー

ル

一
九
八
六
―

一
三
）

一
九
八
八
―
〇
三
）



四
　
ジ

ョ
ム
ソ
ン
か
ら
ポ
カ
ラ
ヘ
の
途
上
、

エ
ル
ゾ
ー
グ
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ

初
登
ル
ー
ト
の
途
中
四
三
〇
〇
肝
ま
で
　
７２

同
　
パ

ロ
か
ら
チ

ョ
モ
ラ
ー
リ
の
Ｂ
Ｃ
跡
の
上
、
四
二
〇
〇
房
ま
で
　
７３

０
　
ラ
ン
タ
ン
山
群
　
ラ
ン
シ
サ
カ
ル
カ
ま
で
　
７４

ｍ
　
フ
ン
ザ
　
カ
リ
マ
バ
ー
ド
、
グ
ル
ミ
ッ
ト
の
周
辺
　
７６

閣
　
パ
タ
ゴ
ニ
ア
　
パ
イ
ネ
国
立
公
園
、
氷
河
国
立
公
園
、
フ
エ
ゴ
島
　
７８

母
集
団
の
グ
ル
ー
プ
が
年
々
と
し
を
と

っ
て
行
く
の
で
８
で
は
チ
ー
ム
の
平
均
年
齢
六
十
七
歳
。
い
ち
ば
ん
若
か

っ
た
②
、
間
の
チ
ー

ム
で
も
平
均
五
十
五
歳
だ

っ
た
。
い
わ
ば
高
齢
者
の
チ
ー
ム
だ
か
ら
、
テ
ン
ト
泊
ま
り
を

つ
づ
け
た
田
、
②
、
四
、
国
、
０
の
旅
で
は
、

シ
ェ
ル
パ
を
連
れ
大
勢
の
ポ
ー
タ
ー
を
つ
け
て

（同
で
は
ガ
イ
ド
と
馬
）
、
昔
風
の
ぜ
い
た
く
な
歩
き
方
を
し
た
。

意
図
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
田
～
０
と
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
続
け
る
う
ち
に
、
目
的
地
の
選
び
方
、
旅
の
仕
方
が
自
然
に
変
わ

っ
て
あ

ま
り
苦
労
し
な
い
で
す
む
も
の
に
な

っ
て
き
た
。
こ
れ
は
こ
の
期
間
の
、
海
外
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
以
外
の
私
の
山
行
全
般
に
つ
い
て
も
言
え

る
こ
と
だ
。

四
ま
で
は
、
私
は
余
裕
と
自
信
の
あ
る
リ
ー
ダ
ー
で
あ

っ
た
。
同
で
、
体
力
的
な
余
裕
が
減

っ
た
の
を
感
じ
た
。
０
で
は
、
出
発
前
に

忙
し
す
ぎ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
体
力
の
限
界
を
感
じ
は
じ
め
た
。
下
痢
を
し
た
リ
ム
ー
ン
・
フ
ェ
イ
ス
に
な

っ
た
り
し
た
。
ｍ

で
は
カ
ラ
コ
ラ
ム

・
ハ
イ
ウ

ェ
イ

（
Ｋ
Ｋ
Ｈ
）
の
道
崩
れ
が
多
く
て
難
行
し
、
天
気
に
も
め
ぐ
ま
れ
ず
、
プ
ア
ル
タ
ー
ル
氷
河
に
沿

っ
て

歩
い
た
ぐ
ら
い
が
関
の
山
で
、
大
体
が
車
の
旅
で
あ

っ
た
。
閣
は
私
に
と

っ
て
は
四
十
年
前
に
米
国
隊
と
南
極
ウ

ェ
デ
ル
海
に
行
く
途
中

で
覗
い
た
パ
タ
ゴ
ニ
ア
ヘ
の
郷
愁
旅
行
、
広
い
地
域
だ
か
ら
主
と
し
て
車
で
あ
る
。
表
に
は
な
い
が
、
今
年

（
一
九
九
七
）
計
画
し
て
い

て
あ
る
事
情
で
中
止
し
た
ム
ス
タ
ー
グ

・
ア
タ
や
コ
ン
グ
ル
を
眺
め
る
シ
ル
ク

・
ロ
ー
ド
の
旅
も
車
主
体
の
計
画
だ

っ
た
。

参
加
者
の
高
齢
化
に
と
も
な

っ
て
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
の
計
画
が
、
だ
ん
だ
ん
ら
く
な
も
の
に
な

っ
て
き
た
の
に
歩

（ネ
パ
ー
ル

（ブ
ー
タ
ン

（ネ
パ
ー
ル

（パ
キ
ス
タ
ン

（チ
リ

●
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

一
九
八
九

・
一
一
）

一
九
九

一
・
〇
四
）

一
九
九
二

・
一
一
）

一
九
九
四

・
〇
四
）

一
九
九
六

・
〇
三
）
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プロジェクトとしての登山。たのしみの山歩き

調
を
合
わ
せ
て
、
そ
れ
以
外
の
私
自
身
の
山
登
り
も

「
山
中
で
自
分
を
抱
き
包
む
も
の
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
、
た
の
し
み
の
た
め
の
山

歩
き
」
に
変
わ
り

つ
つ
あ
る
。

〃三
つ
の
流
れ
〃
で
ご
ら
ん
頂
い
た
よ
う
に
、
私
が

「山
」
を
自
分
の
活
動
の
主
流
と
し
て
い
た
時
期
は
ご
く
短
い
。

昔
か
ら
私
に
は
、
「山
」
第

一
の
生
活
に
飛
び
こ
ん
で
は
い
け
な
い
、
そ
れ
は
登
山
家
と
し
て
の
天
分
に
さ
ほ
ど
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い

自
分
に
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
だ
と
い
う
考
え
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
貫
き
通
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
、
い
わ
ば
律
儀
な
考
え
は
、
私

な
ど
の
年
輩
の
多
く
の
会
員
に
多
少
と
も
共
通
の
も
の
で
は
な
い
か
。

七
十
歳
前
後
か
ら
私
が
毎
年
の
よ
う
に
海
外
に
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
に
出
か
け
て
山
を
た
の
し
ん
だ
の
は
、
こ
の
長
年
の
律
儀
さ

へ
の
反
動

だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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登
山
史
上
の
人

・
各
務
良
幸

田
　
口
　
一
一　
一郎
　
（談
話
）

シ
ャ
イ
な
人
、
各
務
良
幸
さ
ん

先
日
織
内
君
か
ら
各
務
良
幸
さ
ん
が
亡
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
を
電
話
で
聞
い
た
時
に
、
良
幸
さ
ん
に
つ
い
て
話
を
で
き
る
の
は
君
だ

け
だ
か
ら
、
何
か
話
を
残
し
て
お
い
て
く
れ
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。

良
幸
さ
ん
に
つ
い
て
思
い
出
す
の
は
、
僕
が
ま
だ
東
京
で
働
い
て
い
た
頃
だ
か
ら
随
分
前
に
な
る
が
、
そ
の
頃
、
僕
は
昼
寝
の
場
所
と

し
て
銀
座
の
交
詢
社
を
利
用
し
て
い
た
。
交
詢
社

へ
行
く
と
、
常
連
と
し
て
島
田
巽
さ
ん
や
織
内
君
が
い
た
。
僕
は
島
田
さ
ん
の
紹
介
で

交
詢
社
に
入
れ
て
も
ら

っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
奥
の
玉
突
き
の
所
に
必
ず
織
内
君
が
い
て
、
僕
の
知
ら
な
い
人
を
相
手
に
玉
を
突
い
て

い
た
。
そ
れ
が
各
務
良
幸
さ
ん
そ
の
人
だ

っ
た
。
互
い
に
話
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
時
、　
一
冊
の
本
を
僕
に
渡
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
各

務
さ
ん
と
麻
生
武
治
さ
ん
の
共
著

『
山
岳
大
観
』
（昭
和
六
年
、
木
星
書
院
刊
）
だ

っ
た
。
も
う
装
丁
が
ガ
タ
ガ
タ
に
な

っ
た
古
い
本
で
、

借
り
て
持
ち
歩
い
て
い
る
う
ち
に
壊
し
て
し
ま

っ
た
。
丸
善
で
装
丁
を
直
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
に
ウ
イ
ス
キ
ー
を

一
本
付
け
て
各
務
さ
ん

に
返
し
た
の
だ
が
、
彼
は
シ
ャ
イ
と
い
う
か
、
物
静
か
で
あ
ま
り
仰
々
し
く
お
礼
を
い
う
よ
う
な
人
で
は
な
か

っ
た
。
後
で
述

べ
る
よ
う
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な
各
務
さ
ん
の
山
登
り
の
記
録
や
写
真
は
戦
災
で
焼
失
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
か
ら
、
『
山
岳
大
観
』
は
貴
重
な
写
真
集

で
あ
る
。　
マ
ッ

タ
ー
ホ
ル
ン
北
壁
の
写
真
も
入

っ
て
い
る
。

各
務
さ
ん
は

一
九
〇
四

（明
治
三
十
七
）
年
生
ま
れ
で
、
僕
は

一
三
年
だ
か
ら
十
年
ほ
ど
年
上
の
人
に
な
る
。
僕
が
ア
ル
プ
ス
ヘ
行

っ

た
の
は
各
務
さ
ん
の
時
代
よ
り
も
大
分
後
に
な
る
。
各
務
さ
ん
は

一
九
二
〇
年
代
、
僕
は
三
〇
年
代
で
あ
り
、
ア
ル
プ
ス
で
各
務
さ
ん
に

会

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
従

っ
て
こ
れ
か
ら
述

べ
る
こ
と
は
、
登
山
家
と
し
て
の
各
務
良
幸
、
あ
る
い
は
登
山
史
に
お
け
る
各
務
良

幸
に
つ
い
て
で
あ
る
。

陸
上
か
ら
岩
登
り
、
ス
キ
ー
ヘ

僕
が
各
務
良
幸
と
い
う
名
前
を
知

っ
た
の
は
大
学
生
の
頃
だ

っ
た
と
思
う
。
昭
和
十
年
頃
だ
が
、
な
ぜ
各
務
良
幸
と
い
う
名
前
が
僕
の

耳
に
入
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
と
、
恐
ら
く
そ
れ
は
松
方
二
郎
さ
ん
か
ら
入

っ
て
き
た
の
だ
と
思
う
。
松
方
さ
ん
は
ち
ょ

う
ど
そ
の
頃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰

っ
て
き
た
と
こ
ろ
だ

っ
た
。
松
方
さ
ん
は
槙
さ
ん
と

，同
じ
よ
う
に
秩
父
宮
の
お
伴
を
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・

ア
ル
プ
ス
を
登

っ
て
い
た
が
、
大
正
か
ら
昭
和

へ
と
時
代
が
変
わ
る
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・
ア
ル
プ
ス
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
た
連
中
は

皆
日
本
に
帰

っ
て
き
た
。
だ
か
ら
恐
ら
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
残

っ
て
面
白
い
山
登
り
を
や

っ
て
い
る
奴
が
い
る
ぞ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

松
方
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
の
だ
と
思
う
。

我
々
も
大
学
生
で
は
あ

っ
た
が
、
就
職
を
控
え
て
い
る
か
ら
、
各
務
鎌
吉
と
か
平
生
鋲
二
郎
と
い
っ
た
名
前
は
聞
こ
え
て
お
り
、
各
務

さ
ん
と
い
え
ば
各
務

一
家
の
御
曹
司
で
あ
ろ
う
と
は
推
測
で
き
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ

ヘ
行

っ
て

山
登
り
を
し
て
い
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
難
し
い
山
登
り
を
し
て
い
る
も
の
だ
と
不
思
議
に
思

っ
た
も
の
で
あ
る
。

各
務
さ
ん
の
こ
と
が
松
方
さ
ん
を
通
じ
て
僕
の
耳
に
入

っ
て
き
た
こ
と
に
触
れ
た
の
は
、
松
方
さ
ん
は
各
務
さ
ん
と
同
じ
時
代
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
い
た
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
か
ら
で
あ
る
。

松
方
さ
ん
と
各
務
さ
ん
と
で
は
経
歴
は
随
分
違

っ
て
い
て
、
各
務
さ
ん
は
暁
星
に
行

っ
て
い
た
。
暁
星
を
出
た
人
で
山
を
や

っ
た
人
は

登山史上の人・各務良幸
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案
外
多
く
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
い
え
ば
、
舟
田
二
郎
、
そ
の
相
棒
と
し
て
麻
生
武
治
、
お
と
な
し
い
方
で
は
藤
島
敏
男
、
や
ん
ち
ゃ
な
方

で
は
初
見

一
雄
な
ど
が
い
る
。
東
京
の
山
手
の
大
金
持
ち
の
子
ど
も
は
、
学
習
院

へ
行
か
な
か

っ
た
ら
暁
星
に
行

っ
た
。
暁
星
と
い
う
の

は
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ

ッ
ク
の
学
校
だ

っ
た
か
ら
、
し
ゃ
れ
た
校
風
だ

っ
た
。
各
務
さ
ん
は
暁
星
時
代
か
ら
陸
上
を
や
り
非
常
な
運
動
家

だ

っ
た
よ
う
だ
。
中
肉
中
背
の
人
だ

っ
た
が
、
後
年
の
こ
と
を
考
え
る
と
中
学
時
代
に
運
動
家
で
あ

っ
た
こ
と
が
そ
の
基
礎
づ
く
り
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
う
。
暁
星
を
出
た
良
幸
さ
ん
は
イ
ギ
リ
ス
ヘ
行

っ
て
ケ
ン
プ
リ

ッ
ジ
大
学
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

・
ス
ク
ー
ル
に

入
る
。
そ
の
時
の
先
生
か
ら
岩
登
り
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
目
を
開
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
陸
上
か
ら
ロ
ッ

ク

・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
入

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
に
入

っ
て
ス
キ
ー
部
に
入
る
の
だ
が
、
そ
の
時
に
ス
キ
ー
部
で
は
な
く
、
山
岳
部
に
入

っ
て
い
た
ら
と
ん
で
も

な
い
と
こ
ろ
に
入

っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
の
山
岳
部
の
大
御
所
は
イ
ギ
リ
ス
登
山
界
の
大
御
所
で
も
あ
る
ウ

イ
ン
ス
ロ
ッ
プ

・
ヤ
ン
グ
で
、
『
マ
ウ
ン
テ
ン
・
ク
ラ
フ
ト
』
を
書
い
た
ば
か
り
の
ヤ
ン
グ
が
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
も
し
各
務
さ
ん
が
山

岳
部
に
入

っ
て
い
た
ら
、
そ
の
後
の
各
務
さ
ん
の
足
跡
は
ま
た
違

っ
た
も
の
に
な

っ
た
だ
ろ
う
。

ス
マ
イ
ス
が
触
媒
に

ス
キ
ー
部
に
入

っ
た
各
務
さ
ん
は
、
運
動
神
経
が
抜
群
だ

っ
た
か
ら
た
ち
ま
ち
上
達
し
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ
ン
プ
リ

ッ
ジ
の

対
抗
競
技
に
出
場
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
ス
キ
ー
を
す
る
所
は
な
い
か
ら
ス
イ
ス
ヘ
行

っ
て
や
る
。
グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ト
の
近
く
の

ミ

ュ
ー
レ
ン
と
か
ヴ

ェ
ン
ゲ
ン
ヘ
行
く
。
そ
こ
を
抑
え
て
い
た
の
が
ア
ー
ノ
ル
ド

・
ラ
ン
だ
。
当
時
の
一
九
二
〇
年
代
に
ハ
ン
ネ
ス
・
シ
ュ

ナ
イ
ダ
ー
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ア
ー
ル
ベ
ル
ク
で
新
し
い
ス
キ
ー
を
始
め
た
。
そ
れ
に
対
抗
し
て
ラ
ン
は
学
生
を
集
め
て
ス
キ
ー
競
技
を

始
め
た
。
そ
こ
に
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
と
か
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
若
い
ス
キ
ー
ヤ
ー
が
集
ま

っ
て
き
て
競
技
ス
キ
ー
を
始
め
た
。
だ
か
ら
血

の
気
に
は
や

っ
た
ス
ピ
ー
ド
狂
が
集
ま

っ
て
き
た
と
い
え
る
。
ス
ピ
ー
ド
狂
と
い
え
ば
、
良
幸
さ
ん
は
オ
ー
ト
バ
イ
に
も
乗

っ
て
い
た
。

後
で
触
れ
る
赤
坂
の
ス
イ
ス
ア
ル
プ
ス
博
物
館
に
は
ミ
ュ
ー
レ
ン
で
の
各
務
さ
ん
の
写
真
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
ス
ト

ッ
ク
を
支
え
に
し
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(写真は『 山岳大観 』より転載)

て
ス
キ
ー
の
先
端
を
跳
ね
上
げ
、
得
意
然
と
し
た
若
き
日
の
各
務
良

幸
さ
ん
が
写

っ
て
い
る
。

そ
ん
な
連
中
の
な
か
で
知
り
合

っ
た
の
が
フ
ラ
ン
ク

・
ス
マ
イ
ス

だ

っ
た
。
ス
マ
イ
ス
は
大
学
は
出
て
い
な
い
が
才
能
の
あ
る
マ
ル
チ

プ
ル
人
間
の
よ
う
な
男
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
登
山
家
と
い
う
の
は
、

オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
の
ど
ち
ら
か
を
出
て
い
る
。

そ
し
て
少
し
年
を
と

っ
て
か
ら
ア
ル
パ
イ
ン

・
ク
ラ
ブ

ヘ
入
る
。
し

か
し
ス
マ
イ
ス
は
高
校
を
出
た
あ
と
空
軍
に
入
る
。

エ
ベ
レ
ス
ト
遠

征
に
何
回
も
参
加
し
て
、
何
十
冊
も
本
を
書
い
て
お
り
、
我
々
の
年

代
で
ス
マ
イ
ス
の
本
を
持

っ
て
い
な
い
人
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
な
か
に

『
キ
ャ
ン
プ
６
』
と
い
う
の
が
あ
る
。
彼
が
エ
ベ
レ
ス

ト
で
キ
ャ
ン
プ
６
ま
で
登

っ
た
時
の
も
の
で
、
八
五
〇
〇
】
月ま
で
登

っ

て
い
る
。
非
常
な
登
り
手
だ

っ
た
。
そ
の
ス
マ
イ
ス
が
イ
ギ
リ
ス
で

有
名
に
な

っ
た
の
は
、
カ
ン
チ

ェ
ン
ジ

ュ
ン
ガ
の
国
際
隊
に
参
加
し

た
と
か
、

エ
ベ
レ
ス
ト
に
行

っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

シ
ャ
モ
ニ
ヘ
行

っ
て
モ
ン

・
プ
ラ
ン
の
側
峰
の
プ
レ
ン
ヴ
ァ
側
の
大

き
な
壁
で
あ
る
レ
ッ
ド

・
セ
ン
チ
ネ
ル
に
名
登
山
家
ジ

ョ
ン
・
プ
ラ

ウ
ン
と
二
人
で
初
登
攀
し
た
こ
と
に
よ
る
。
と
い
う
の
は
、
ス
マ
イ

ス
が
活
躍
し
た
の
は

一
九
二
〇
年
代
後
半
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
イ
ギ

リ
ス
の
登
山
は
、

エ
ベ
レ
ス
ト
に
勢
力
を
注
い
で
い
た
が
、
ア
ル
プ
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ス
で
は
意
気
が
上
が
ら
な
か

っ
た
。
　
〃ド
イ
ツ
の
星
〃
と
い
わ
れ
た
ヴ

ェ
ル
ツ
ェ
ン
バ

ッ
ハ
と
い
う
氷
登
り
の
神
様
み
た
い
の
が
い
て
、

長
い
氷
用
の
ハ
ー
ケ
ン
を
作

っ
て
、
ア
ル
プ
ス
中
の
目
ぼ
し
い
氷
の
壁
を
登
り
ま
く

っ
て
い
た
。
後
に
ア
ル
プ
ス
の
三
大
北
壁
が
ド
イ
ツ

人
と
イ
タ
リ
ア
人
に
よ

っ
て
登
ら
れ
る
前
夜
の
時
期
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
難
し
い
所
を
ス
マ
イ
ス
が
登

っ
た
と
い
う
こ
と
で
イ
ギ
リ
ス

人
は
万
丈
の
気
を
吐
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
フ
ラ
ン
ク

・
ス
マ
イ
ス
と
友
人
に
な

っ
た
の
が
わ
が
各
務
良
幸
さ
ん
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

が
各
務
さ
ん
に
と

っ
て
大
き
な
機
縁
に
な

っ
て
い
る
と
思
う
。
で
な
け
れ
ば
各
務
さ
ん
が
次
か
ら
次
と
あ
ん
な
大
き
な
山
登
り
を
や
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

山
登
り
に
は
触
媒
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
槙
さ
ん
が
ア
イ
ガ
ー
東
山
稜
を
登
ろ
う
と
し
た
時
に
も
そ
う
い
う
人
物
が
い
て
、

各
務
さ
ん
に
と

っ
て
は
ス
マ
イ
ス
が
難
し
い
登
山

へ
の
触
媒
の
役
割
を
果
た
し
た
と
思
う
。

登
山
史
に
残
る
カ
ガ
ミ
ル
ー
ト

さ
て
、
ア
ル
プ
ス
に
お
け
る
各
務
さ
ん
の
山
登
り
で
あ
る
が
、
何
と
い
っ
て
も
最
初
に
挙
げ
る
べ
き
は
モ
ン

・
ブ
ラ
ン
山
塊
の
側
峰
モ

ン
・
モ
デ
ィ
に
拓
い
た
カ
ガ
ミ
ル
ー
ト
で
あ
ろ
う
。
各
務
さ
ん
の
回
想

（『岩
と
雪
』
第
十
六
号
、
「
モ
ン
モ
デ
ィ
東
南
壁

の
追
憶
」
）

に

よ
れ
ば
、
当
時

ロ
ン
ド
ン

・
タ
イ
ム
ス
の
記
者
で
あ

っ
た
ス
マ
イ
ス
と
二
人
で
、
ガ
イ
ド
レ
ス
で
登
る
計
画
を
立
て
て
い
た
が
、
直
前
に

な

っ
て
ス
マ
イ
ス
に
帰
国
命
令
が
き
た
。
そ
の
た
め
ス
マ
イ
ス
と
の
計
画
は
中
止
に
な

っ
た
。
諦
め
き
れ
な
い
各
務
さ
ん
は
ツ
ェ
ル
マ
ッ

ト
の
ガ
イ
ド
、
ゴ

ッ
ド
フ
リ
ー

●
ペ
レ
ン
を
電
報
で
呼
び
出
し
て
パ
ー
テ
ィ
ー
を
組
ん
だ
。
こ
の
ル
ー
ト
の
第
二
登
は
三
十
年
後
に
ボ
ナ
ッ

テ
ィ
に
よ

っ
て
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
そ
の
難
し
さ
が
推
し
測
ら
れ
る
。
各
務
さ
ん
の
記
録
は

『
ア
ル
パ
イ
ン

・
ジ
ャ
ー
ナ

ル
』
第
四
十
三
年
誌
上
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

次
に
は
ダ
ン

・
デ
ラ
ン
か
ら
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
ま
で
の
大
縦
走
が
あ
る
。
あ
れ
は
大
縦
走
で
、
ギ
ザ
ギ
ザ
な
稜
線
が
続
い
て
非
常
に
時

間
が
か
か
る
。
十
八
時
間
と
い
う
最
短
記
録
を

つ
く
り
、
フ
ラ
イ
ン
グ

・
ダ

ッ
チ
と
呼
ば
れ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
記
録
を
破

っ
た
こ
と

か
ら

〃
フ
ラ
イ
ン
グ

・
ジ
ャ
ッ
プ
″
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
ら
に
は
、

マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
北
壁
で
あ
る
。　
一
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九
二
八
年
の
こ
と
で
、　
一
九
二

一
年
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
兄
弟
に
よ

っ
て
登
ら
れ
る
三
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
も
ペ
レ
ン
を
パ
ー
ト

ナ
ー
に
し
て
登
り
、
四
分
の
三
を
登

っ
て
、
ヘ
ル
ン
リ
稜
を
登
る
登
山
者
に
よ
る
落
石
が
多
い
た
め
登
頂
は
断
念
し
た
。
ス
マ
イ
ス
と
組

ん
で
冬
の
ア
イ
ガ
ー
に
も
挑
ん
で
い
る
。

僕
は
、
各
務
さ
ん
が
こ
う
し
た
大
き
い
高
度
な
山
登
り
を
や

っ
た
の
は
、
ス
マ
イ
ス
に
よ

っ
て
刺
激
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
み
て
い
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
兄
弟
以
前
に
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
北
壁
に
手
を

つ
け
る
と
い
う
よ
う
な
着
想
は
ス
マ
イ
ス
が
触
媒
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
僕
の
想
像
で
あ
る
。

当
時
の
彼
は
ま
だ
若
か

っ
た
し
、
ス
キ
ー
に
狂

っ
て
い
た
し
、
ス
マ
イ
ス
ら
と
楽
し
ん
で
登

っ
て
い
た
か
ら
、
日
本
の
山
登
り
な
ど
彼

の
頭
の
中
に
は
な
か

っ
た
と
思
う
。
自
分
の
山
登
り
を
日
本
に
伝
え
る
こ
と
も
し
な
か

っ
た
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
注
目
し
な
か

っ
た

か
ら
、
こ
れ
ら
の
登
攀
に
つ
い
て
は
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

僕
の
登
山
観
か
ら
い
え
ば
、
当
時
の
日
本
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
槙
さ
ん
と
松
方
さ
ん
だ
。
こ
の
人
た
ち
は
日
本
の
登
山
観
と
直
結
し
て

い
た
人
だ
。
二
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・
ア
ル
プ
ス
を
登

っ
て
い
た
時
も
日
本
の
登
山
界
に
貢
献
し
た
い
、
日
本
の
登
山
界
を
啓
蒙
し
た
い
と

い
う
こ
と
が
頭
に
あ

っ
た
人
で
あ
る
。
従

っ
て
、
槙
さ
ん
、
松
方
さ
ん
を
コ
イ
ン
の
表
側
と
し
た
な
ら
ば
、
裏
側
が
各
務
さ
ん
だ
と
い
え
る
。

つ
い
で
に
い
え
ば
、
欧
州
仕
込
み
で
各
務
さ
ん
に

一
番
似
て
い
る
の
が
麻
生
武
治
さ
ん
で
、
武
さ
ん
は
暁
星
を
出
て
農
大
を
経
て
早
稲

田
に
行
き
、
舟
田
二
郎
さ
ん
な
ど
と
冬
の
槍
に
登

っ
た
が
、
日
本
を
と
び
出
し
て
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
の
体
育
学
校

へ
入
り
、
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
に
出
た
り
し
て
日
本
よ
り
も
向
こ
う
で
知
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
意
味
で
は
や
は
り
こ
の
人
も
エ
ト
ラ
ン
ジ

ェ

（異
邦
人
）
と
い
え
る
。

日
本
を
向
い
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
点
で
は
二
人
に
共
通
し
た
点
だ
が
、
徹
底
し
た
エ
ト
ラ
ン
ジ
ェ
は
む
し
ろ
良
幸
さ
ん
だ

っ
た
ろ
う
。

日
本
の
極
限
登
山
の
先
駆
け

以
上
は
各
務
さ
ん
の
登
山
の
足
跡
で
あ
る
が
、
日
本
の
登
山
史
か
ら
見
て
各
務
さ
ん
か
ら
得
ら
れ
る
素
材
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

今
か
ら
七
～
八
年
前
に
な
る
が
、
赤
坂
に
ス
イ
ス
政
府
観
光
局
の
ス
イ
ス
ア
ル
プ
ス
博
物
館
が
開
か
れ
る
に
当
た

っ
て
、
ス
イ
ス
に
関

登山史上の人・各務良幸
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係
の
あ
る
日
本
人
が
招
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
僕
も
女
房
と
と
も
に
出
席
し
た
。
出
席
者
の

一
人

一
人
に
ス
イ
ス
山
岳
会
が
作

っ
た
山
小

屋
の
本
を
く
れ
た
。
閉
会
に
当
た
り
誰
か
が
代
表
し
て
主
催
者
に
挨
拶
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
僕
に
お
鉢
が
回

っ
て
き
た
ら
困
る
な

と
ビ
ク
ビ
ク
し
て
い
た
ら
、
年
配
の
各
務
さ
ん
が
指
名
を
受
け
た
。
各
務
さ
ん
は
遠
慮
深
く
訥
々
と
話
を
し
た
。
そ
の
時
僕
は
各
務
さ
ん

を
見
な
が
ら
次
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

そ
の
時
に
招
待
さ
れ
て
い
た
の
は
、
日
本
人
で
初
め
て
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
北
壁
を
登

っ
た
芳
野
満
彦
、
ア
イ
ガ
ー
北
壁
を
初
め
て
登

っ

た
高
田
光
政
を
は
じ
め
、
今
井
通
子
、
夫
婦
で
冬
の
グ
ラ
ン
ド

・
ジ

ョ
ラ
ス
を
登

っ
て
後
に
夫
を
亡
く
し
た
鴫
秋
子
さ
ん
と
い
っ
た
人
で

あ
る
。
戦
後
の
日
本
の
登
山
史
を
考
え
る
と
、

マ
ナ
ス
ル
も

一
つ
の
時
代
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
次
に
シ
ャ
モ
ニ
時
代
と
も
い
え
る
も
の
が

あ

っ
た
。
昭
和
三
十
年
代
の
後
半
頃
、
日
本
が
高
度
成
長
期
に
入
る
頃
に
日
本
の
若
者
た
ち
が
揃

っ
て
シ
ャ
モ
ニ
ヘ
出
か
け
た
。
そ
の
な

か
に
は
小
西
政
継
、
植
村
直
巳
、
加
藤
滝
男

・
保
男
、
長
谷
川
恒
男
、
鴫
満
則

・
秋
子
夫
妻
な
ど
が
い
た
。
近
藤
等
が
、
日
本
の
若
手
が

ア
ル
プ
ス
で
鍛
え
ら
れ
る
の
を
見
て
、
『
ア
ル
プ
ス
の
秀
峰
』
と
い
う
本
に
日
本
人
の
シ
ャ
モ
ニ
時
代
を
活
写
し
て
い
る
。
彼
ら
は
非
常

に
難
し
い
山
登
り
で
腕
を
磨
い
て
い
た
。
彼
ら
の
山
登
り
は
第
二
次
大
戦
以
前
の
松
方
さ
ん
ら
の
時
代
と
は
違

っ
た
山
登
り
で
あ

っ
た
。

ア
ル
プ
ス
の
二
大
北
壁
を
登
る
こ
と
に
よ

っ
て
日
本
人
の
登
山
が
初
め
て
大
き
く
人
の
目
に
映

っ
た
。

そ
れ
ま
で
の
山
登
り
と
比

べ
て

「
エ
ク
ス
ト
リ
ー
ム

・
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
」
と
か

「
極
限
登
山
」
と
か
呼
ば
れ
た
。
こ
の
用
語
は
日
本
に
は
伝
わ
ら
な
か

っ
た
が
、

ス
イ
ス

や
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

一
つ
の
概
念
と
し
て
成
立
し
た
。
従

っ
て
日
本
人
の
若
手
が
蠣
集
し
て
腕
を
磨
い
た
登
山
は

「
極
限
登
山
」
と
い
う

一
つ
の
時
代
を
切
り
拓
い
た
と
み
て
い
い
。
後
に
日
本
山
岳
会
が
エ
ベ
レ
ス
ト
南
西
壁
を
登
る
に
際
し
て
、
そ
う
し
た
い
わ
ゆ
る

〃カ
ベ

ヤ
〃
の
中
か
ら
小
西
、
植
村
に
応
援
を
頼
ん
だ
。

さ
き
に
赤
坂
の
ス
イ
ス
ア
ル
プ
ス
博
物
館
の
オ
ー
プ
ン
の
会
の
話
を
し
た
が
、
そ
こ
で
各
務
さ
ん
が
挨
拶
を
さ
れ
て
い
る
の
を
見
な
が

ら
、
僕
は
、
各
務
良
幸
と
い
う
人
は
シ
ャ
イ
な
人
だ
が
、
も
し
日
本
の
登
山
史
か
ら
い
え
ば
、
槙
さ
ん
や
松
方
さ
ん
が
日
本
の
ア
ル
ピ

ニ

ズ
ム
の
祖
で
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
各
務
良
幸
は
日
本
の

「極
限
登
山
」
の
祖
で
あ
る
と
呼
ん
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
。
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各
務
良
幸
氏
略
年
譜

一
九
〇
四

（明
治
三
十
七
）
年
七
月
十
日
　
東
京
で
生
ま
れ
る
。
暁
星
小

中
学
校
卒
業

一
九
二

一
（大
正
十
）
年
　
渡
英
。
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
大
学
に
入
学
す
る
た

め
の
予
備
校
の
先
生
に
岩
登
り
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
登
山
に

開
眼
。
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
大
学
で
は
ス
キ
ー
部
に
籍
を
お
く

一
九
二
六

（大
正
十
五
）
年
　
モ
ン
プ
ラ
ン
登
頂

（パ
ー
ト
ナ
ー
は
ワ
シ
ュ

ボ
ン
兄
弟
）

一
九
二
八

（昭
和
三
）
年
　
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
北
壁

（パ
ー
ト
ナ
ー
は
ツ
ェ

ル
マ
ッ
ト
の
ガ
イ
ド
、
ゴ
ッ
ド
フ
リ
ｌ
ｏ
ペ
レ
ン
）
。
核
心

部
を
抜
け
、
壁
の
四
分
の
三
ま
で
達
す
る
。
当
時
と
し
て
は

驚
異
的
登
攀

一
九
二
九

（昭
和
四
）
年

一
月
　
ア
イ
ガ
ー
冬
期
登
攀

（パ
ー
ト
ナ
ー
は

Ｆ

・
ス
マ
イ
ス
）。
同
年
九
月
　
モ
ン
ｏ
モ
デ
ィ
東
南
壁
初

登
攀
。
カ
ガ
ミ
ル
ー
ト
と
名
付
け
ら
れ
る

（パ
ー
ト
ナ
ー
は

ゴ
ッ
ド
フ
リ
ｌ
ｏ
ペ
レ
ン
）

他
に
ダ
ン
ｏ
デ
ラ
ン
か
ら
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
ヘ
の
最
短
時

間
縦
走
、
朝
鮮
の
金
剛
山
水
晶
峰
東
面
初
登
攀
な
ど
が
あ
る

が
、
千
代
田
区
二
番
町
の
自
宅
が
戦
災
で
焼
け
、
当
時
の
手

帳
や
写
真
と
も
焼
失
し
た
た
め
日
時
不
明

一
九
二
九
年
　
帰
国
。
帰
国
後
は
、
わ
が
国
の
ス
キ
ー
普
及
に
功
績
を
残

す
。
日
本
郵
船
、
小
松
製
作
所
、
宮
城
蔵
王
ホ
テ
ル
に
勤
務

一
九
九
七
年
八
月
六
日
　
死
去
。
享
年
九
十
三
歳

日
本
山
岳
会
に
は

一
九
六
五
年
入
会
。
会
員
番
号
五
九
九

九
。
紹
介
者
加
藤
泰
安

・
麻
生
武
治
。　
一
九
七
八
年
復
活

著
書
に
、
麻
生
武
治
氏
と
の
共
著

『山
岳
大
観
』
、
『
一
般

ス
キ
ー
術
』
（昭
和
十

一
年
、
第

一
書
房
）
が
あ
る
。

（絹
川
祥
夫
）

［編
者
注
］

①
本
稿
は
、
各
務
良
幸
会
員
の
逝
去
に
際
し
、
追
悼
欄
に

収
録
す
べ
く
、
田
口
二
郎
名
誉
会
員
に

「
ア
ル
プ
ス
に
お
け
る
各
務
良
幸
」

を
語

っ
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
山
岳
史
の
一
頁
を
飾

る
、
日
本
人
に
よ
る
ア
ル
プ
ス
登
山
史
で
あ
り
、
登
山
史
上
か
ら
も
貴
重

で
あ
る
の
で
、
独
立
し
た
テ
ー
マ
と
し
て
採
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
田

日
会
員
は
高
齢
な
の
で
記
述
で
は
な
く
談
話
を
お
願
い
し
た
。
ま
た
、
取

り
ま
と
め
は
池
戸
誠
二
郎
会
員
の
協
力
を
得
た
。

②
各
務
良
幸
氏
の
次
女

ｏ
太
田
幸
子
さ
ん
の
お
話
に
よ
る
と
、
ツ
ェ
ル

マ
ッ
ト
に
は
ペ
レ
ン
の
娘
さ
ん
が
健
在
だ
と
い
う
。
良
幸
氏
の

「
ペ
レ
ン

に
は
小
さ
い
子
ど
も
が
い
た
」
と
い
う
話
を
も
と
に
、　
一
九
九
五
年
ツ
ェ

ル
マ
ッ
ト
を
訪
れ
、
案
内
所
で
尋
ね
る
と
娘
さ
ん
が
い
る
こ
と
が
判
明
。

七
十
歳
代
半
ば
の
彼
女
は

「
ミ
ス
タ
ー
●
カ
ガ
ミ
の
こ
と
は
父
か
ら
聞
い

て
よ
く
覚
え
て
い
る
」
と
訪
間
を
喜
ん
で
く
れ
た
と
い
う
。
往
年
の
名
ガ

イ
ド
が
娘
に
語

っ
た
で
あ
ろ
う
思
い
出
話
の
中
で
、
ミ
ス
タ
ー
●
カ
ガ
ミ

は
と
り
わ
け
印
象
に
残
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

③
各
務
良
幸
氏
の
遺
影
は
追
悼
欄
に
掲
載
し
た
。

登山史上の人・各務良幸
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シ
ェ
ル
パ
の
二
〇
世
紀

ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山

・
観
光
と
シ
ェ
ル
パ

一
、
「
シ

ェ
ル
パ
」
の
イ
メ
ー
ジ

一
九
八
六
年
、
西
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
で
開
か
れ
た
先
進
国
首
脳
会
議

（サ

ミ
ッ
ト
）
の
準
備
の
た
め
に
、
「
シ
ェ
ル
パ
」
が
組
織
さ
れ
た
。
会
議

の

舞
台
裏
で
文
書
作
成
な
ど
に
あ
た
る
事
務
局
の
こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
ル
パ

と
は
ネ
パ
ー
ル
北
東
部
の
高
地
に
故
郷
を
も

つ
チ
ベ
ッ
ト
系
の
民
族
の
名

称
で
あ
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
高
所
ポ
ー
タ
ー
の
意
味
で
用
い
る
の
は
間

違
い
だ
、
と
は
私
も
何
度
か
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
ま
で
く

る
と
、
「
瀬
戸
物
」
を
陶
磁
器

一
般
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
る
の
が
、

も
は
や
誤
り
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
、
「
シ

ェ
ル
パ
」
と
い
う
言
葉
に
も

い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
認
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ

ろ
で
欧
米
で
は

「
シ
ェ
ル
パ
」
は
、
例
え
ば

「悪
路
に
強
い
」
ヴ
ァ
ン

・

鹿

野

勝

彦

タ
イ
プ
の
自
動
車
や
、
「信
頼
性
の
高
い
」
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
の
ソ
フ
ト

ウ

ェ
ア
の
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
だ

（
注
１
）
。
あ
る

い
は
、
こ
れ
も
欧
米
や
、
最
近
は
日
本
で
も
人
気
の
高
い
漫
画
シ
リ
ー
ズ

の

一
冊
、
「
タ
ン
タ
ン
、
チ
ベ

ッ
ト
を
ゆ
く
」
の
中

で
も
、

シ

ェ
ル
パ
は

「
サ
ー
プ
」
（旦
那
様
）
に
対
し
て
忠
実
で
勇
敢
な
、
理
想
的
な
従
者
と
し

て
描
か
れ
て
い
る

（注
２
）
。
そ
し
て
タ
フ
で
信
頼

に
値
す
る
だ
け
で
な

く
、
常
に
快
活
で
献
身
的
な
、
下
積
み
の
役
割
を
厭
わ
な
い
シ
ェ
ル
パ
、

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
今
日
で
は
観
光
業
者
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ

映
像
な
ど
を
通
じ
て
、
大
量
に
再
生
産
さ
れ
続
け
て
い
る
。
だ
が
そ
の

一

方
で
、
シ
ェ
ル
パ
は
変

っ
た
、
と
い
う
人
々
も
少
な
く
な
い
。
ネ
パ
ー
ル

に
も
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
代
化
が
進
み
、
シ
ェ
ル

パ
が
経
済
的
に
豊
か
に
な

っ
て
教
育
が
普
及
す
る
と
と
も
に
、
か

つ
て
の
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よ
う
に
素
朴
で
忠
実
な
シ
ェ
ル
パ
は
姿
を
消
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

小
論
で
は
、
欧
米
や
日
本
な
ど
の
近
代
世
界
に
属
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
シ
ェ
ル
パ
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
る
に
至

っ
た
背
景
を
探

る
と
と
も
に
、
シ
ェ
ル
パ
自
身
の
そ
の
過
程
で
の
対
応
に
つ
い
て
も
考
え

て
み
た
い
。
時
間
的
に
は
、
そ
れ
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
舞
台
と
し
て
本
格
的
な

登
山
が
開
始
さ
れ
た
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
、
大
衆
観
光
の
時
代
を
迎
え
た

今
日
ま
で
の
、
ほ
ぼ

一
世
紀
間
が
対
象
と
な
る
。
だ
が
、
シ
ェ
ル
パ
が
近

代
と
直
接
遭
遇
す
る
以
前
の
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
生
活
の
在
り
方
を
、

ま
ず
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、
シ
ェ
ル
パ
の
伝
統
的
生
活

シ
ェ
ル
パ
が
チ
ベ

ッ
ト
東
部
か
ら
大
ヒ
マ
ラ
ヤ
主
脈
を
越
え
て
、
そ
の

南
面
高
地
、
ド
ゥ
ド

・
コ
シ
上
流
域
の
ソ
ル

・
ク
ン
ブ
地
方

へ
と
移
住
し

て
き
た
の
は
、　
一
六
世
紀
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
ネ
パ
ー

ル
で
シ
ェ
ル
パ
を
自
称
す
る
人
々
の
分
布
は
、
東
部
の
国
境
に
近
い
ア
ル

ン
川
流
域
か
ら
、
中
部
の
カ
ト

マ
ン
ズ
北
方
、
ラ
ン
タ
ン
谷
ま
で
、
カ
ト

マ
ン
ズ
や
ポ
カ
ラ
と
い
っ
た
、
近
年
の
都
市
部

へ
の
転
入
者
を
別
に
し
て

も
、
か
な
り
広
い
範
囲
に
及
ん
で
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
地
方
で
も
、

比
較
的
古
く
か
ら
定
着
し
て
い
た
人
々
と
、
せ
い
ぜ
い

一
～
二
世
代
前
に

チ
ベ

ッ
ト
か
ら
移
住
し
て
き
た
人
々
と
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
新
し

い
移
住
者
は
、
し
ば
し
ば
ボ
テ
、
プ
テ
ィ
ア
、
カ
ン
バ
な
ど
と
呼
ば
れ
る

が
、
シ
ェ
ル
パ
と
の
区
別
は
、
生
ま
れ
に
よ

っ
て
身
分
が
厳
し
く
規
定
さ

れ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
社
会
と
異
な
り
、
割
合
と
ゆ
る
や
か
で
、
両
者

の
間
で
の
通
婚
に
障
害
は
な
い
し
、
そ
の
子
供
達
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

移
住
者
自
身
も
、
状
況
に
よ

っ
て
は
シ
ェ
ル
パ
を
自
称
す
る
こ
と
が
珍
し

く
な
い
。

つ
ま
リ
シ
ェ
ル
パ
と
は
、　
一
六
世
紀
に
ソ
ル

・
タ
ン
プ
に
定
着

し
た
人
々
の
子
孫
に
加
え
、
そ
の
後
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
ネ
パ
ー
ル
東
、
中
部

の
高
地

へ
移
住
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
周
辺
の
山
地
の
村
落
部
の
み
で
な

く
、
後
に
は
イ
ン
ド
の
ダ
ー
ジ
リ
ン
地
方
な
ど
を
も
含
む
都
市
部

へ
ま
で

分
布
を
広
げ
て
い
っ
た
、
チ
ベ

ッ
ト
系
の
人
々
の
多
く
が
用
い
る
自
称
で

も
あ
る
の
だ
。

一
般
的
に
は
シ
ェ
ル
パ
の
村
は
標
高
三
千
屑
前
後
か
ら
四
千
層
近
い
高

地
に
立
地
す
る
。
人
々
の
生
活
を
支
え
て
い
た
最
も
重
要
な
生
業
は
、
農

耕
と
牧
畜
で
あ

っ
て
、
そ
の
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
そ
こ
で
は

夏
の
モ
ン
ス
ー
ン
の
降
水
に
は
恵
ま
れ
る
が
、
冷
涼
で
土
壌
は
や
せ
て
お

り
、
栽
培
で
き
る
主
要
な
作
物
は
、
オ
オ
ム
ギ
、
ソ
バ
や
、　
一
九
世
紀
後

半
に
導
入
さ
れ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
で
、
畜
糞
を
主
と
す
る
肥
料
を
ど
れ

だ
け
確
保
で
き
る
か
が
、
作
物
の
作
付
可
能
な
面
積
を
規
定
す
る
。

一
方
、

家
畜
と
し
て
は
ヤ
ク
、
ウ
シ
、
お
よ
び
両
者
の

一
代
雑
種
、
そ
れ
に
ヒ
ツ

ジ
、
ヤ
ギ
な
ど
を
飼
育
す
る
。
そ
れ
ら
は
乳
や
、
毛
を
採

っ
た
り
、
荷
駄

用
、
役
畜
と
し
て
利
用
す
る
ほ
か
、
糞
が
肥
料
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も

っ

て
い
る
の
だ
が
、
飼
育
で
き
る
家
畜
の
頭
数
は
、
特
に
冬
期
に
確
保
で
き

る
飼
料
に
よ

っ
て
制
限
さ
れ
る
。
そ
こ
で
個
々
の
世
帯
は
限
ら
れ
た
土
地

と
家
畜
、
そ
し
て
労
働
力
を
組
み
合
わ
せ
て
、
い
か
に
効
率
よ
く
経
営
し

29



て
ゆ
く
か
に
腐
心
す
る
。
具
体
的
に
は
、
標
高
の
異
な
る
い
く

つ
も
の
地

点
に
耕
地
や
放
牧
地
、
草
刈
地
、
倉
庫
を
兼
ね
た
家
な
ど
を
も
ち
、
季
節

に
よ

っ
て
家
族
と
家
畜
と
が
分
散
、
移
動
し
な
が
ら
生
活
す
る
と
い
う
、

複
雑
な
土
地
利
用
の
シ
ス
テ
ム
と
と
も
に
、
夏
に
増
え
た
家
畜
の
一
部
を
、

飼
料
の
不
足
す
る
冬
の
前
に
交
易
物
資
と
し
て
放
出
す
る
と
い
う
、
交
換

の
シ
ス
テ
ム
を
も
つ
く
り
だ
し
て
き
た
の
だ
。

冷
涼
で
乾
燥
し
た
チ
ベ
ッ
ト
高
原
と
、
温
暖
多
湿
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
南
面
の

中
級
山
地
帯
、
低
地
と
い
う
、
全
く
異
な
る
生
態
条
件
を
結
ぶ
交
易
は
、

そ
の
間
に
立
ち
は
だ
か
る
大
ヒ
マ
ラ
ヤ
主
脈
と
い
う
障
壁
が
あ
る
だ
け
、

そ
こ
を
突
破
す
る
手
段
と
ノ
ウ

ハ
ウ
を
持

つ
者
に
と

っ
て
、
利
益
も
大
き

い
。
シ

ェ
ル
パ
を
は
じ
め
と
す
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
南
面
高
地
の
住
民
に
と

っ
て
、

交
易
は
自
ら
が
必
要
と
す
る
生
活
必
需
品
を
入
手
す
る
た
め
に
不
可
欠
な

生
業
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
し
ば
し
ば
チ
ベ

ッ
ト
や
イ
ン
ド
の
都
市
の

商
人
を
相
手
に
、
高
価
な
贅
沢
品
を
取
引
き
す
る
、
投
機
的
な
商
業
で
も

あ

っ
た
。
厳
し
い
自
然
条
件
の
下
で
、
自
ら
の
食
糧
す
ら
充
分
に
自
給
で

き
な
い
高
地
住
民
が
、
相
対
的
に
は
恵
ま
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
中
級
山

地
や
低
地
の
人
々
に
比
べ
て
も
、
し
ば
し
ば
よ
り
高
い
生
活
水
準
を
維
持

し
、
豪
壮
な
仏
教
寺
院
を
建
設
す
る
な
ど
、
高
い
経
済
力
を
保

っ
て
こ
ら

れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
交
易
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
シ
ェ
ル
パ
の
農
業
、
牧
畜
や
交
易
の
実
際
の
在
り
方
は
、
地
域

や
村
に
よ

っ
て
も
、
ま
た
時
期
に
よ

っ
て
も
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ

い
て
は
す
で
に
多
く
の
文
献
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
述

べ
な

い
。
た
だ
、　
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
ネ
パ
ー
ル

東
部
の
山
地
住
民
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
、
い
く

つ
か
の
歴
史
的
な

変
化
の
要
因
に
つ
い
て
、
注
意
を
し
て
お
き
た
い
。

第

一
は
、
山
地
に
お
け
る

一
般
的
な
人
口
過
剰
傾
向
の
顕
在
化
で
あ
る
。

高
地
に
お
い
て
土
地
利
用
は
、　
一
般
に

一
九
世
紀
末
に
は
限
界
的
な
水
準

に
あ
り
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
導
入
は

一
時
的
に
は
農
業
生
産
力
を
飛
躍
的
に

向
上
さ
せ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
人
口
増
加
に

一
層
拍
車
を
か
け
る
結
果
と

も
な

っ
た
。
当
時
の
ネ
パ
ー
ル
で
は
、
シ
ッ
キ
ム
や
ブ
ー
タ
ン
と
異
な
り
、

中
級
山
地
帯
に
お
い
て
も
、
先
住
民
で
あ
る
ラ
イ
、
タ
マ
ン
、
グ
ル
ン
な

ど
の
チ
ベ

ッ
ト

・
ビ
ル
マ
語
系
の
諸
語
を
母
語
と
す
る
諸
民
族
に
加
え
て
、

グ
ル
カ
王
朝
の
国
家
権
力
を
背
景
と
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

（
い
わ
ゆ
る

パ
ル
バ
テ

・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
）
農
民
の
開
拓
、
定
住
が
進
ん
で
い
た
か
ら
、

シ
ェ
ル
パ
な
ど
の
チ
ベ

ッ
ト
系
高
地
住
民
が
、
そ
こ
へ
進
出
し
て
ゆ
く
こ

と
は
困
難
で
あ

っ
た
。
第
二
は
、
主
に
高
地
住
民
の
従
事
し
て
い
た
ヒ
マ

ラ
ヤ
越
え
の
交
易
の
衰
退
、
な
い
し
停
滞
で
あ
る
。

一
九
五
九
年
の
チ
ベ
ッ

ト
で
の
動
乱
後
の
中
国
の
政
策
が
こ
の
交
易
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
こ

と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
東
部
ネ
パ
ー
ル
で
は
、
実
際
に
は
二
〇

世
紀
初
め
以
降
、
カ
リ
ン
ポ
ン
ー
チ

ュ
ン
ビ
渓
谷
経
由
の
ル
ー
ト
の
開
通

や
、
イ
ン
ド
側
か
ら
中
級
山
地
帯

へ
の
道
路
の
整
備
な
ど
に
よ
り
、
高
地

民
の
交
易
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
意
義
を
失
い
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
下
に
入

っ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
地
で
の
、
ヒ
ル

・

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
都
市
や
、
茶
を
は
じ
め
と
す
る
商
品
作
物
の
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大
規
模
農
園

（プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
な
ど
の
成
立
で
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル

の
東
部
国
境
に
接
す
る
ダ
ー
ジ
リ
ン
地
区
は
そ
の
典
型
的
な
事
例
で
、
都

市
や
道
路
、
鉄
道
の
建
設
や
、
物
資
、
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
、
茶
園
の
整
備

や
茶
の
生
産
な
ど
の
た
め
の
厖
大
な
労
働
市
場
が
生
じ
た
。

こ
れ
ら
の
要
因
が
あ
い
ま

っ
て
、
東
部
ネ
パ
ー
ル
山
地
か
ら
は
、
少
な

か
ら
ぬ
人
々
が
、
職
と
新
た
な
可
能
性
を
求
め
て
、
英
領
イ
ン
ド
、
と
り

わ
け
ダ
ー
ジ
リ
ン
と
そ
の
周
辺

へ
と
、
流
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
登
山
、
観
光
と
シ

ェ
ル
バ

田
　
ダ
ー
ジ
リ
ン
の
シ
ェ
ル
パ
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山

（
一
九
二
〇
年
代

ま
で
）

ヒ
マ
ラ
ヤ
は

一
九
世
紀
末
か
ら
、
本
格
的
な
登
山
の
対
象
と
な
り
始
め

た
が
、
初
期
の
登
山
隊
は
、
雪
線
以
上
の
登
山
の
た
め
に
は
、
ケ
ラ
ス
や

マ
マ
リ
ー
の
よ
う
な
例
外
を
除
け
ば
、
ア
ル
プ
ス
の
ガ
イ
ド
を
同
行
す
る

こ
と
が
多
か

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
が
今
日
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら

な
い
ほ
ど
に
困
難
だ

っ
た
山
岳
地
帯
の
旅
行
に
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
山
地
か

ら
徴
募
さ
れ
た
グ
ル
カ
兵
を
は
じ
め
と
す
る
、
英
領
イ
ン
ド
軍
の
将
校
や

兵
士
が
同
行
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
前
半
に
は
、
ネ
パ
ー

ル
は
鎖
国
状
態
に
あ

っ
た
か
ら
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
主
要
な
舞
台
は
イ
ギ

リ
ス
統
治
下
の
イ
ン
ド
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
輸
送
手
段
や
物
資

を
確
保
す
る
に
も
、
植
民
地
機
構
の
協
力
を
得
る
こ
と
は
不
可
欠
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
登
山
隊
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

ヘ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
、
い
わ
ゆ
る

キ
ャ
ラ
バ
ン
の
原
型
は
、
植
民
地
官
僚
の
旅
行
や
英
領
イ
ン
ド
軍
の
行
軍

に
あ

っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

シ
ェ
ル
パ
を
本
格
的
に
高
所
登
山
に
使
用
し
始
め
た
の
は
、　
一
九
二
〇

年
代
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
●
チ

ョ
モ
ラ
ン
マ

（
エ
ヴ

ェ
レ
ス
ト
）
登
山
隊
で

あ
る
。
彼
ら
が
チ
ベ

ッ
ト
高
原
を
経
由
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
の
基
点
と
し
た

の
は
ダ
ー
ジ
リ
ン
で
あ
り
、
そ
こ
で
雇
用
し
た
ポ
ー
タ
ー
の
大
部
分
は
ネ

パ
ー
ル
山
地
の
出
身
者
で
、
多
く
の
シ
ェ
ル
パ
が
含
ま
れ
て
い
た
。
困
難

シェルパの二〇世紀
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な
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
て
ゆ
く
う
え
で
も
、
ま
た
ベ
ー
ス
キ
ャ

ン
プ
以
上
で
の
荷
上
げ
に
お
い
て
も
、
シ
ェ
ル
パ
た
ち
は
際
立

っ
て
秀
れ

た
能
力
を
発
揮
し
、
「
シ
ェ
ル
パ
」
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
に
欠
か
せ
な
い
存

在
で
あ
る
と
の
評
価
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
を
目
指
す
欧
米
の
登
山
家
の

間
に
定
着
す
る
。
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
頂
上

へ
の
ル
ー
ト
上
に
い
く
つ

も
の
キ
ャ
ン
プ
を
設
け
、
物
資
を
集
積
し
な
が
ら
前
進
す
る
い
わ
ゆ
る
極

地
法
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
巨
峰
を
攻
略
す
る
戦
術
と
し
て
確
立
し
た
と
い
う

こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
あ

っ
た
。
以
後
、
東
部
ヒ
マ
ラ
ヤ
ば
か
り
で
な
く
、

カ
ラ
コ
ル
ム
や
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
、
ガ
ル
ワ
ー
ル
な
ど
、
西
部
ヒ
マ
ラ
ヤ
を

目
指
す
登
山
隊
も
、
シ
ェ
ル
パ
を
雇
用
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
ダ
ー
ジ
リ

ン
を
訪
ね
る
よ
う
に
な
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン

・
ク
ラ
プ
の
ダ
ー
ジ
リ
ン
支
部

は
、
シ
ェ
ル
パ
の
登
録
名
簿
や
記
録
を
整
備
し
、
登
山
隊

へ
の
斡
旋
を
行

う
と
と
も
に
、
特
に
目
覚
し
い
活
躍
を
し
た
シ
ェ
ル
パ
に
は
、
タ
イ
ガ
ー
・

バ

ッ
ジ
を
与
え
て
顕
彰
す
る
制
度
を
作

っ
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た

よ
う
な
シ
ェ
ル
パ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
登
山
隊
の
活
躍
を
伝
え
る
新
聞
記
事

や
、
隊
員
達
の
出
版
し
た
書
物
な
ど
を
通
じ
て
広
ま

っ
て
い
っ
た
の
も
、

こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
巨
峰
の
初
登
頂
を
目
指
す
登
山
隊

に
対
し
て
は
、
今
日
想
像
す
る
以
上
に
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
し
、

華
々
し
い
成
功
に
は
ま
だ
至
ら
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
秘
境
で
苦
闘
す
る
ヒ
ー

ロ
ー
と
、
最
後
ま
で
忠
実
に
仕
え
る
原
住
民
の
従
者
、
と
い
う
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
も
、
当
時
の
欧
米
の
社
会
で
は
、
き
わ
め
て
受
け
入
れ
や
す
い
も

の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
登
山
の
過
程
で
実
際
に
生
命
を
失

っ
た
シ
ェ

ル
パ
も
、
少
な
く
な
か

っ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
脚
光
を
浴
び
た
シ
ェ
ル
パ
と
は
、
ネ
パ
ー
ル
東
部

高
地
か
ら
、
な
い
し
は
チ
ベ

ッ
ト
か
ら
そ
こ
を
経
由
し
て
、
ダ
ー
ジ
リ
ン

ヘ
職
を
求
め
て
や

っ
て
来
た
チ
ベ

ッ
ト
系
の
人
々
全
体
を
指
し
て
い
る
。

実
際
の
出
身
が
ど
こ
で
あ
る
に
せ
よ
、
移
住
先
で
あ
る
ダ
ー
ジ
リ
ン
で
は
、

カトマンズ/タ ール街のシェルパの登山用品店
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彼
ら
は
シ

ェ
ル
パ
と

一
括
さ
れ
た
。
彼
ら
が
そ
こ
で
従
事
し
た
職
業
は
多

岐
に
わ
た
る
が
、
登
山
隊
の
ハ
イ
ポ
ー
タ
ー
職
は
そ
の
中
で
も
、
雇
用
が

不
安
定
で
リ
ス
ク
も
大
き
い
か
わ
り
に
、
資
本
も
不
要
で
、
収
入
も
高
か
っ

た
。
高
地
出
身
の
身
体
適
性
に
加
え
、
様
々
な
異
文
化
集
団
を
相
手
の
交

易
で
培

っ
た

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
才
が
シ
ェ
ル
パ
の
評
価
を
高
め
た
の
だ
が
、

彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
自
ら
の
能
力
だ
け
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
交

易
に
比
べ
、
登
山
隊
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
運
営
は
楽
な
も
の
だ

っ
た
に
違
い
な

い
。
ヒ
マ
ラ
ヤ

ヘ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
途
上
の
イ
ギ
リ
ス
統
治
下
の
イ
ン
ド
に

お
い
て
は
、
彼
ら
は
登
山
隊
と
同
行
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
い
か
に

末
端
で
あ
る
に
せ
よ
、
支
配
者
の
側
に
属
し
て
い
た
の
だ
。
シ
ェ
ル
パ
の

位
置
づ
け
が
、
当
時
イ
ン
ド
の
治
安
維
持
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
、
ネ
パ
ー
ル
出
身
の
傭
兵
グ
ル
カ
と
構
造
的
に

一
致
す
る
よ
う
に
み
え

る
の
も
、
そ
し
て
両
者
に
つ
い
て
、
勇
敢
、
忠
実
、
素
朴
と
い
っ
た
共
通

の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
の
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
第
二
次
大
戦
の
勃
発
と
と
も
に
、
登
山
隊
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
姿
を

消
す
。
そ
し
て
終
戦
後
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
が
再
開
さ
れ
た

一
九
五
〇
年
代

に
は
、
登
山
隊
と
シ
ェ
ル
パ
を
と
り
ま
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
状
況
は
、
大
き
な

変
化
を
遂
げ
て
い
た
。

②
　
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
黄
金
時
代

（
一
九
五
〇
年
代
）

一
九
四
七
年
、
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
は
分
離

・
独
立
し
、　
一
九
五
〇

年
に
は
、
そ
れ
ま
で
鎖
国
し
て
い
た
ネ
パ
ー
ル
が
、
外
国
人
旅
行
者
に
門

戸
を
開
放
し
た
。
そ
の
一
九
五
〇
年
に
は
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
隊
が
ア
ン
ナ
プ

ル
ナ
ー
峰
の
登
頂
に
成
功
し
、　
一
九
五
三
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
隊
が
チ

ョ
モ

ラ
ン
マ
に
、
ド
イ
ツ

・
オ
ー
ス
ト
リ
ー
隊
が
ナ
ン
ガ

・
パ
ル
バ
ッ
ト
に
と
、

い
わ
ば
戦
前
か
ら
の
宿
縁
の
山
に
初
登
頂
す
る
。
以
後
イ
タ
リ
ー
隊
に
よ

る
チ

ョ
ゴ
リ

（
Ｋ
２
）
や
日
本
隊
の
マ
ナ
ス
ル
を
含
め
、　
一
九
六
〇
年
ま

で
に
は
、
中
国
領
内
に
あ
る
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
を
除
く
、
主
要
な
八
千
屑
峰

が
す
べ
て
登
頂
さ
れ
た
。　
一
九
五
〇
年
代
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
黄
金
時
代

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
登
頂
成
功
の
ニ
ュ
ー
ス
は
世
界
を
駆
け
巡
り
、

登
山
隊
の
リ
ー
ダ
ー
や
登
頂
者
は
、　
一
躍
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
名
を
知
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
の
初
登
頂
者
、
テ
ン
ジ
ン

・
ノ
ル
ゲ

イ

ｏ
シ
ェ
ル
パ
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
黄
金
時
代
は
、
英
雄
の
時
代
で

も
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、　
一
九
五
〇
年
代
前
半
ま
で
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊
の
多
く
は
、

そ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
せ
よ
、
登
山
そ
の
も
の
に
せ
よ
、
基
本
的
に
は

一
九

二
〇
年
代
ま
で
の
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ヒ
マ
ラ

シェルパの二〇世紀

チョモランマに初めて 2回登頂
したダージリン登山学校のナワ

ン・ ゴンプ氏
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ヤ
登
山
は
い
わ
ば
国
家
的
事
業
の
性
格
を
帯
び
て
お
り
、
シ
ェ
ル
パ
に
期

待
さ
れ
る
役
割
も
従
来
と
同
じ
だ

っ
た
し
、
実
際
の
雇
用
も
、
主
に
ダ
ー

ジ
リ
ン
で
、
戦
前
か
ら
の
経
験
者
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
、　
一

九
五
〇
年
代
も
後
半
に
入
る
と
、
ダ
ー
ジ
リ
ン
は
も
は
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山

全
般
の
基
地
と
し
て
の
性
格
を
失

っ
て
ゆ
き
、
ネ
パ
ー
ル
で
は
カ
ト

マ
ン

ズ
が
と

っ
て
か
わ
る
。
シ
ェ
ル
パ
も
、
ダ
ー
ジ
リ
ン
在
住
の
古
強
者
が
引

退
し
、
ソ
ル

・
ク
ン
プ
に
住
む
人
々
が
、
直
接
雇
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ソ
ル

・
ク
ン
プ
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
中
で
も
、
最

も
多
く
の
登
山
隊
が
集
中
す
る
地
方
の

一
つ
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
登
山

隊
と
同
行
し
て
故
郷

へ
も
ど
る
シ
ェ
ル
パ
の
立
場
は
、
微
妙
な
も
の
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
。
登
山
隊
の
ハ
イ
ポ
ー
タ
ー
と
い
う
職
業
は
、
た
し
か

に
か
つ
て
と
同
様
、
他
の
職
種
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
高
い
収
入
を

も
た
ら
す
。
と
り
わ
け

一
九
五
九
年
の
チ
ベ

ッ
ト
動
乱
以
降
、
シ
ェ
ル
パ

の
従
事
し
て
い
た
交
易
か
ら
の
収
入
が
断
た
れ
た
後
は
、

ハ
イ
ポ
ー
タ
ー

職

へ
の
経
済
的
依
存
は

一
層
強
ま

っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
彼
ら
が
活
動
す

る
地
域
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
植
民
地
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
支
配
者

側
の
末
端
に
身
を
置
き
、
そ
の
利
益
の
た
め
に
忠
実
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
、

そ
の
ま
ま
彼
ら
自
身
の
利
益
と
な

っ
た
時
代
は
終

っ
た
の
で
あ
る
。
ヒ
マ

ラ
ヤ
登
山
の
黄
金
時
代
は
、
ま
た
過
渡
期
で
も
あ

っ
た
。

０
　
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
鉄
の
時
代
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
大
衆
観
光
の
時

代

へ

（
一
九
六
〇
年
代
～
）

八
千
肝
峰
の
初
登
頂
が
終

っ
た
後
の

一
九
六
〇
年
代
以
降
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

で
の
登
山
は
著
し
く
多
様
化
し
は
じ
め
る
。
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

・
ル
ー

ト
か
ら
の
初
登
攀
や
冬
期
登
攀
、
縦
走
、
単
独
登
攀
な
ど
、
よ
り
困
難
な

登
山
を
目
指
す
エ
リ
ー
ト
登
山
家
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
力
に
見

合

っ
た
登
山
を
楽
し
む

一
般
の
登
山
者
や
、
特
別
な
技
術
や
装
備
を
要
し

な
い
山
地
の
徒
歩
旅
行
を
目
的
と
す
る
ト
レ
ッ
カ
ー
な
ど
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
に

登
場
し
、
そ
の
数
は

一
九
七
〇
年
代
か
ら
急
速
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
植

民
地
時
代
の
ス
タ
イ
ル
は
も
と
よ
り
、
国
の
威
信
を
か
け
て
初
登
頂
を
競

っ

た
時
代
は
過
去
の
も
の
と
な
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
お
い
て
も
、
登
山
は
よ
う

や
く
個
人
の
楽
し
み
を
目
的
と
し
て
行
う
と
い
う
、
本
来
の
姿
を
と
り
戻

し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
鉄
の
時
代
は
、
ま

た
大
衆
観
光

（
マ
ス

●
ト
ゥ
ー
リ
ズ
ム
）
の
幕
明
け
の
時
代
で
も
あ

っ
た
。

一
九
七
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
物
価
も
安
く
、
比
較
的
治
安
も
よ
い
ネ

パ
ー
ル
は
、
欧
米
や
日
本
な
ど
の
先
進
資
本
主
義
国
ば
か
り
で
な
く
、
東

ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
の
新
興
経
済
地
域
や
、
イ
ン
ド
な
ど
か
ら
も
、

多
く
の
観
光
客
を
迎
え
る
よ
う
に
な
り
、
観
光
は
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
、

確
実
に
成
長
の
見
込
め
る
有
数
の
基
幹
産
業
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
。

と
こ
ろ
で
観
光
、
と
り
わ
け
大
衆
観
光
と
は
、
基
本
的
に
は
既
成
の
イ

メ
ー
ジ
に
導
か
れ
て
な
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
従

っ
て
あ
る
地
域
が
観
光

地
と
し
て
大
衆
化
す
る
た
め
に
は
、
特
定
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
魅

力
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
大
量
に
流
布
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
マ
ラ

ヤ
の
場
合
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
ず
世
界
最
高
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峰
チ

ョ
モ
ラ
ン
マ
を
は
じ
め
と
す
る
氷
雪
を
頂
く
峰
々
で
あ
り
、
次
い
で

そ
の
山
麓
に
ひ
ろ
が
る

「神
秘
の
チ
ベ
ッ
ト
」
的
な
、
す
な
わ
ち
転
生
ラ

マ
や
マ
ン
ダ
ラ
画
に
代
表
さ
れ
る
仏
教
文
化
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
へ
導

い
て
く
れ
る
者
と
し
て
の

「
勇
敢
で
忠
実
で
快
活
な
」
シ
ェ
ル
パ
な
の
で

あ
る
。
シ
ェ
ル
パ
に
関
す
る
こ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
先
に
も
記
し
た

よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
時
代
に
形
成
さ
れ
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
黄
金

時
代
に
ヒ
ー
ロ
ー
を
産
み
出
し
な
が
ら
増
幅
さ
れ
た
う
え
で
、
大
衆
観
光

の
時
代

へ
と
継
承
さ
れ
、
再
生
産
さ
れ
続
け
て
き
た
。
実
際
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

を
紹
介
す
る
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
を
見
れ
ば
、
シ
ェ

ル
パ
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
地
方
、
と
り
わ
け
ネ
パ
ー
ル
を
代
表
す
る
人
々
で
あ
る

か
の
よ
う
な
錯
覚
を
抱
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
現
実
の
ネ
パ
ー

ル
に
お
い
て
は
、
シ
ェ
ル
パ
を
は
じ
め
と
す
る
チ
ベ

ッ
ト
系
の
人
々
は
、

全
人
口
の

一
％
に
も
充
た
な
い
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
り
、
多
数
を
占
め

る
、
ネ
パ
ー
ル
語
を
母
語
と
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
か
ら
は
、
文
化
的
に

も
社
会
的
に
も
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
観

光
、
と
り
わ
け
登
山
や
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
目
的
と
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
訪
れ

る
人
々
を
対
象
と
す
る
観
光
に
携
わ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
シ
ェ
ル
パ
で

あ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
有
利
な
条
件
な
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
状
況
の
下
で
、
シ
ェ
ル
パ
は
観
光
関
連
の
職
種
を
通
じ
、

着
々
と
経
済
力
を
つ
け
て
き
た
。
す
な
わ
ち

一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、

賃
金
労
働
と
し
て
の
ハ
イ
ポ
ー
タ
ー
、
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
ガ
イ
ド
と
い
つ
た

職
種
ば
か
り
で
な
く
、
ソ
ル

・
ク
ン
ブ
、
と
り
わ
け
チ

ョ
モ
ラ
ン
マ
に
至

る
通
称

エ
ヴ

ェ
レ
ス
ト
街
道
沿
い
の
村
々
に
は
、
シ
ェ
ル
パ
の
経
営
す
る

ロ
ッ
ジ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
観
光
客
む
け
の
食
糧
品
や
土
産
物
な
ど
を
売
る

商
店
が
軒
を
並

べ
る
よ
う
に
な
る
。
直
接
ト
レ
ッ
カ
ー
が
訪
れ
る
こ
と
の

な
い
周
辺
の
村
々
で
も
、
ト
レ
ッ
カ
ー
ヘ
の
生
鮮
食
糧
品
な
ど
の
供
給
を

通
じ
て
、
現
金
収
入
は
増
え
た
。
賃
金
労
働
者
や
ロ
ッ
ジ
な
ど
の
経
営
者

と
な

っ
た
シ

ェ
ル
パ
の
世
帯
で
は
、
農
業

・
牧
畜
や
家
事
な
ど
の
た
め
に
、

タ
マ
ン
や
ラ
イ
、
グ
ル
ン
な
ど
、
低
地
の
村
に
住
む
シ
ェ
ル
パ
以
外
の
人
々

を
、
労
働
者
と
し
て
雇
う
よ
う
に
さ
え
な

っ
て
き
た
。
シ
ェ
ル
パ
自
身
が

交
易
の
た
め
に
旅
行
す
る
こ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
し
な
く
な

っ
た
。　
一
九
六

〇
年
代
以
降
、
ソ
ル

・
ク
ン
プ
の
い
く

つ
か
の
村
で
は
、
週
に

一
度
、
定

期
市
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
そ
こ
で
も
シ
ェ
ル
パ
は
、
低
地
で

で
き
る
穀
物
や
野
菜
、
果
物
、
あ
る
い
は
カ
ト
マ
ン
ズ
や
タ
ラ
イ
の
都
市

部
か
ら
運
ば
れ
て
く
る
衣
服
、
雑
貨
や
、
砂
糖
、
茶
、
タ
バ
コ
と
い
っ
た

加
工
食
品
、
嗜
好
品
な
ど
を
、
も

っ
ぱ
ら
現
金
で
購
入
す
る
だ
け
の
消
費

者
な
の
で
あ
る
。

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
資
本
を
蓄
積
し
た
シ
ェ
ル
パ
は
、
カ
ト
マ

ン
ズ
や
ポ
カ
ラ
な
ど
の
都
市
部

へ
進
出
、
定
住
し
、
登
山
や
ト
レ
ッ
キ
ン

グ
を
請
け
負
う
旅
行
代
理
店
や
ホ
テ
ル
、

ロ
ッ
ジ
の
経
営
、
装
備
の
レ
ン

タ
ル
、
販
売
、
さ
ら
に
は
リ

ュ
ッ
ク
サ

ッ
ク
や
テ
ン
ト
な
ど
の
素
材
を
輸

入
し
て
縫
製
す
る
工
場
の
経
営
な
ど
ま
で
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
る
。

ハ

イ
ポ
ー
タ
ー
や
ガ
イ
ド
な
ど
の
賃
金
労
働
者
は
、
多
く
の
シ
ェ
ル
パ
に
と

っ

て
は
、
資
本
を
貯
え
、
経
営
者
と
し
て
自
立
す
る
ま
で
の
、　
一
時
的
な
仕
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事
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
も
い
る
。
そ
の

一
方
で
、
こ
の
職

種

へ
の
シ
ェ
ル
パ
以
外
の
民
族
集
団
か
ら
の
参
入
も
日
立
ち
は
じ
め
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
ハ
イ
ポ
ー
タ
ー
や
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
の
ガ
イ
ド
、
す
な
わ

ち
シ
ェ
ル
パ
、
と
い
う
図
式
は
、
現
実
に
は
す
で
に
成
り
立
た
な
く
な

っ

て
い
る
の
だ
。

四
、

シ

ェ
ル
パ
の
近
代
化
と
伝
統
回
帰

経
済
的
に
見
る
限
り
、
シ
ェ
ル
パ
は
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
、
日
ざ
ま
し

い
成
功
を
お
さ
め
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
過
程
で
生
じ
た

変
化
が
、
民
族
集
団
と
し
て
の
シ
ェ
ル
パ
の
社
会
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

を
も
た
ら
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

シ
ェ
ル
パ
は

一
般
に
、
そ
の
子
女
の
教
育
に
き
わ
め
て
熱
心
で
あ
る
。

ソ
ル

・
ク
ン
プ
を
は
じ
め
と
す
る
、
シ
ェ
ル
パ
の
居
住
す
る
地
域
に
は
、

辺
境
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
地
域
に
比
べ
、
か
な
り
早
く
か
ら
多
く
の

学
校
が
設
置
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
の
就
学

・
進
学
率
や
教
育
内

容
の
水
準
も
か
な
り
高
い
。
外
国
か
ら
の
援
助
が
集
中
し
た
こ
と
、
シ
ェ

ル
パ
自
身
が
経
済
的
に
豊
か
に
な

っ
た
こ
と
な
ど
も
、
た
し
か
に
そ
の
要

因
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
教
育
と
は
、
何
よ

り
も
ま
ず
、
次
世
代

へ
の
投
資
な
の
で
あ
る
。
経
済
的
に
余
裕
の
あ
る
世

帯
は
、

つ
て
を
頼

っ
て
ま
ず
子
女
を
カ
ト
マ
ン
ズ
や
ダ
ー
ジ
リ
ン
ヘ
送
り
、

可
能
で
あ
れ
ば
イ
ン
ド
や
、
さ
ら
に
は
欧
米
な
ど
の
高
等
教
育
機
関

へ
留

学
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、　
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
大
学
を
卒

業
し
、
医
師
、
教
師
や
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
い
っ
た
専
門
職
に
就
く
よ
う
に
な
っ

た
者
も
少
な
く
な
い
。
だ
が
高
等
教
育
を
受
け
た
者
の
多
く
は
、
結
局
は

や
は
り
彼
ら
自
身
の
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
、
そ
れ
も
観
光
関
連
の
世
界
に
落
ち

着
い
て
ゆ
く
。
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
官
僚
や

一
般
の
企
業
の
中
枢

へ
入

っ

て
ゆ
く
こ
と
は
、
今
日
で
も
シ
ェ
ル
パ
を
は
じ
め
と
す
る
チ
ベ

ッ
ト
系
の

人
々
に
と

っ
て
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
な
の
だ
。

し
か
し
高
等
教
育
を
受
け
る
こ
と
は
、　
一
方
で
は
シ
ェ
ル
パ
の
伝
統
文

化
か
ら
、
多
少
と
も
距
離
を
置
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

シ
ェ
ル
パ
に
と

っ
て
教
育
を
受
け
る
と
は
、
か
つ
て
は
僧
院
に
入
り
、
僧

侶
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
彼
ら
は
そ
の

後
、
僧
院
に
留
ま
る
に
せ
よ
、
還
俗
し
て
村
で
暮
ら
す
に
せ
よ
、
シ
ェ
ル

パ
社
会
の
教
養
人
と
し
て
、
ま
た
祭
礼
や
葬
儀
、
死
者
供
養
な
ど
の
儀
礼

の
専
門
家
と
し
て
、
地
域
社
会
に
密
着
し
た
存
在
で
あ
り
続
け
た
。
彼
ら

が
教
育
を
通
じ
て
継
承
し
た
知
識
は
、
シ
ェ
ル
パ
の
伝
統
文
化
の
中
核
で

あ

っ
た
。
だ
が
、
ソ
ル

・
ク
ン
プ
か
ら
遠
く
離
れ
た
都
市
で
、
ネ
パ
ー
ル

語
や
英
語
と
い
っ
た
母
語
以
外
の
言
葉
を
通
じ
て
、
経
営
学
や
コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
ー
に
つ
い
て
学
ん
だ
成
果
は
、
彼
ら
を
送
り
だ
し
た
家
族
や
、
故
郷
の

人
々
の
生
活
に
必
ず
し
も
生
か
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
し
ば
し
ば

シ
ェ
ル
パ
社
会
の
内
部
の
較
差
を
拡
げ
る
結
果
を
招
く
。
最
近
、
都
市
で

育

っ
た
シ
ェ
ル
パ
の
中
に
は
、
シ
ェ
ル
パ
語
を
話
せ
な
い
者
も
少
な
く
な

い
の
だ
。

こ
う
い
っ
た
状
況
に
対
す
る
危
機
感
は
、
と
り
わ
け

一
九
七
〇
年
代
に
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シェルパの二〇世紀

カ
ト
マ
ン
ズ

ヘ
進
出
し
、
高
所
ポ
ー
タ
ー
や
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

・
ガ
イ
ド
な

ど
の
賃
金
労
働
か
ら
、
し
だ
い
に
旅
行
代
理
店
や
ホ
テ
ル
、
登
山
用
具
店

な
ど
、
観
光
関
連
の
企
業
の
経
営
者

へ
と
転
身
を
と
げ
、
現
在
の
シ
ェ
ル

パ
の
地
位
確
立
に
貢
献
し
て
き
た
壮
年
層
の
間
で
強
い
。
彼
ら
に
と

っ
て

は
、
そ
れ
は
変
貌
し
て
ゆ
く
シ
ェ
ル
パ
社
会
全
体
の
問
題
で
あ
る
と
と
も

に
、
家
族
の
レ
ベ
ル
で
は
、
親
子
の
世
代
間
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
で
も
あ
る
。

彼
ら
は
ま
ず
カ
ト
マ
ン
ズ
在
住
の
シ
ェ
ル
パ
の
親
睦
、
互
助
を
目
的
と
し

た
会
員
制
の
組
織

（
シ
ェ
ル
パ

・
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ン
タ
ー
）
を
作
り
、
ソ

ル

・
ク
ン
プ
の
村
々
で
行

っ
て
い
た
新
年
会
や
そ
の
他
の
年
中
行
事
を
カ

ト

マ
ン
ズ
で
も
行
う
と
と
も
に
、
シ
ェ
ル
パ
の
伝
統
に
の
っ
と

っ
た
結
婚

式
や
葬
儀
を
行
う
た
め
の
寺
院

（ゴ
ン
パ
）
を
兼
ね
た
会
館
の
建
設
の
た

め
の
資
金
集
め
を
開
始
す
る
。　
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
二
十
名
た
ら
ず
の

会
員
で
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
組
織
は
、　
一
九
八
〇
年
代
は
じ
め
に
は
会
員

数
三
百
名
弱
、　
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
は
五
百
名
強
を
擁
す
る
ま
で
に
な

り
、
会
館
も

一
九
八
二
年
に
は

一
部
が
オ
ー
プ
ン
し
、　
一
九
九
五
年
に
は

寺
院
も
完
成
し
た
。
ま
た
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
は
、
若
い
シ
ェ
ル
パ
達
の
有

志
を
集
め
て
、
シ
ェ
ル
パ
の
歌
と
踊
り
を
教
え
る
講
習
会
が
、
毎
週

一
回

開
か
れ
る
よ
う
に
も
な

っ
た
。
さ
ら
に

一
九
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
新
憲

法
の

「
ネ
パ
ー
ル
は
多
言
語
国
家
で
あ
る
」
と
の
規
定
を
背
景
と
し
て
、

国
営
放
送
で
シ
ェ
ル
パ
語
の
ニ
ュ
ー
ス
を
放
送
す
る
よ
う
運
動
を
す
す
め
、

一
九
九
六
年
に
は
実
現
に
漕
ぎ
着
け
る
。
こ
う
い
っ
た
活
動
に
彼
ら
が
注

ぎ
込
ん
で
き
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
資
金
と
は
、
な
み
た
い
て
い
の
も
の
で
は

た
し
か
に
西
欧
の
作

っ
た

「
シ
ェ
ル
パ
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
る
意
味

で
過
去
の
遺
物
で
あ
り
、
清
算
さ
れ
る
べ
き
側
面
を
も

っ
て
い
る
。
そ
の

こ
と
は
歴
史
の
な
か
で

「忠
実
な
シ
ェ
ル
パ
」
を
演
じ
て
こ
ざ
る
を
え
な

か

っ
た
彼
ら
自
身
が
、
も

っ
と
も
強
く
感
じ
て
い
よ
う
。
し
か
し
皮
肉
な

こ
と
だ
が
、
観
光
業
の
世
界
で
生
き
て
ゆ
く
限
り
、
そ
れ
が
今
日
も
な
お

貴
重
な
資
産
で
あ
り
続
け
て
い
る
、
と
い
う
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
イ

メ
ー
ジ
を
今
後
ど
の
よ
う
に
操
作
し
、
作
り
換
え
て
ゆ
く
の
か
、
近
代
化

し
つ
つ
、　
一
方
で
は
伝
統
を
守
り
、
な
い
し
は
新
た
に
築
き
あ
げ
て
さ
え

ゅ
く
こ
と
、

つ
ま
り
は
二
十

一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
シ
ェ
ル
パ
の
イ
メ
ー

ジ
を
創
造
し
、
定
着
さ
せ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
模
索
が
、
今
日
も
不
断

に
続
い
て
い
る
。

［著
者
注
］

ｍ
〕

＞
ヽ
”
晏
あ
い
く
・
＾^弓
一”
①ヽ
∽
ｏ
い
け，
①
∽
●
ｏ
ヨ
”
い
Ｏ
ｏ
け，
①ヽ

く
∵
けｃ
”
｝
∽

Ｆ
①ヽ
り
”
∽〕
′ヽ
●
一日
一ド
●
〇
∞
、”
づ
〓
Ч
Ｏ
』
】出
〓
が
”
【”
Ч
”
５
一日
●
ｏＯ
暉
が
け①ヽ
∽
こ

Ｈ⑬
⑬
Ｏ
。
「
ヽ
い●
Ｏ①一〇
●
＞
７０”
Ｑ
①晏
二
０
「
ヽ
①∽∽

②
　
エ
ル
ジ

ェ

「
タ
ン
タ
ン
チ
ベ
ッ
ト
を
ゆ
く
」
１
９
８
３
、
福
音
館

な
い
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Ｋ
２
新
ル
ー
ト
か
ら
の
登
頂

―

上

九
九
六
年
、
日
本
山
岳
会
青
年
部
Ｋ
２
登
山
隊
の
記
録

隊
の
発
足
か
ら
出
発
ま
で

標
高
八
六

一
一
屑
、
世
界
第
二
の
高
峰
Ｋ
２
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
と
中
国

の
国
境
、
北
緯
二
五
度
五
三
分
、
東
経
七
六
度
三
〇
分
に
位
置
す
る
、
八

〇
〇
〇
屑
峰
の
中
で
も
屈
指
の
難
度
を
も

つ
山
で
あ
る
。　
一
九
五
四
年
、

イ
タ
リ
ア
隊
に
よ
り
初
登
頂
が
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
多
く
の
登
山
隊

が
訪
れ
、
栄
光
の
陰
に
数
々
の
悲
劇
の
ド
ラ
マ
が
急
峻
な
山
容
に
刻
ま
れ

た
。
こ
れ
が

「非
情
の
山
」
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
バ
ル
ト
ロ
氷

河
最
奥
に
そ
び
え
、
今
日
に
至

っ
て
も
圧
倒
的
な
高
度
と
存
在
感
で
我
々

を
引
き

つ
け
て
や
ま
な
い
。
こ
の
Ｋ
２
に
行
こ
う
と
思
い
立

っ
た
の
は
、

一
九
九
五
年
二
月
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
マ
カ
ル
ー
隊
出
発
も
間
近
に
迫

っ
た
頃
で
あ

っ

た
。

山
　
本

　

　

篤

当
時

マ
カ
ル
ー
隊
に
参
加
す
る
た
め
に
や
む
な
く
退
職
し
、
遠
征
前
の

忙
し
い
な
が
ら
も
も
ん
も
ん
と
し
た
日
々
を
送

っ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち

プ
ラ
ス
思
考
で
い
け
ば
、
山
に
は
行
き
や
す
く
な

っ
た
と
思
え
る
よ
う
に

な

っ
た
。
そ
こ
で
考
え
た
の
が
、

マ
カ
ル
ー
の
次
は
連
れ
て
行

っ
て
も
ら

う
の
で
は
な
く
、
自
分
で
登
山
隊
を
組
織
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
だ

っ

た
。
そ
う
す
れ
ば
必
然
的
に
大
学
山
岳
部
出
身
者
中
心
の
隊
に
な
る
で
あ

ろ
う
し
、
そ
の
力
を
結
集
し
て
難
し
い
目
標
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
で
、

次
代
を
担
う
若
手
の
育
成
、
さ
ら
に
は
斜
陽
と
言
わ
れ
て
久
し
い
大
学
山

岳
部
の
底
力
を
示
し
得
る
と
思

っ
た
。

登
山
隊
の
編
成
は
、
ま
ず
私
と
同
様
に
学
生
時
代
日
本
山
岳
会
学
生
部

委
員
長
経
験
者
で
大
学
山
岳
部
に
強
い
思
い
入
れ
の
あ
る
松
原
尚
之
に
加

わ

っ
て
も
ら
い
、
公
募
で
は
な
く
、
二
人
が
よ
い
と
思
う
者
の

一
本
釣
り
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か
ら
始
ま

っ
た
。
さ
ら
に
信
頼
で
き
る
各
大
学
の
先
輩
か
ら
優
秀
な
若
手

を
紹
介
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
最
終
的
に
十
大
学
十
九
名
、
平
均
年
齢
二

十
七
歳
の
隊
編
成
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
初
最
大
で
も
十
五

名
と
考
え
て
い
た
の
で
少
々
多
い
と
も
思

っ
た
が
、
計
画
に
賛
同
し
て
集

ま

っ
て
く
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
う
れ
し
い
誤
算
だ

っ
た
。
ま
た
こ
れ
に

平
行
し
て
、
宇
田
川
芳
信
青
年
部
担
当
理
事
、
橋
本
清
氏
、
村
井
龍

一
氏
、

重
廣
恒
夫
氏
、
伊
丹
紹
泰
氏
の
五
名
の
代
表
発
起
人
を
中
心
に
七
十
名
も

の
発
起
人
の
方
々
に
よ
り
、
「支
援
す
る
会
」
が
発
足
し
、
資
金
的
、
物

資
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。

ル
ー
ト
は
、
最
初
最
も
多
く
登
ら
れ
て
い
る
南
東
稜
を
予
定
し
た
が
、

過
去
の
隊
の
残
置
物
の
追
従
と
な
る
こ
と
や
、
他
隊
と
の
競
合
に
よ
る
ト

ラ
ブ
ル
、
自
分
達
の
ペ
ー
ス
で
力
を
出
し
切
る
こ
と
を
主
眼
に
、
比
較
的

新
し
い
ル
ー
ト
で
あ
る
南
々
東
リ
ブ
に
目
標
を
定
め
た
。
こ
の
ル
ー
ト
は
、

九
四
年
ス
ペ
イ
ン

・
バ
ス
ク
隊
に
よ
り
完
登
さ
れ
て
お
り
、
七
八
〇
〇
肝

付
近
で
南
東
稜
の
肩
に
合
流
す
る
。
下
部
が
急
崚
で
困
難
が
予
想
さ
れ
る

が
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
そ
の
全
容
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
の
が
大
き

な
利
点
で
あ
る
。

登
山
方
法
は
、
若
く
経
験
の
少
な
い
メ
ン
バ
ー
が
多
い
た
め
、
オ
ー
ソ

ド

ッ
ク
ス
な
極
地
法
を
採
用
し
、
最
終
的
ス
テ
ー
ジ
で
は
酸
素
も
使
用
す

る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
、
高
所
ポ
ー
タ
ー
に
は

一
切
頼
る
こ
と
な
く
、

ル
ー
ト
エ
作
、
荷
上
げ
等
す
べ
て
自
力
で
行
う
こ
と
で
、
よ
り
質
の
高
い

経
験
を
積
も
う
と
考
え
た
。
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以
上
の
よ
う
な
事
項
を
決
定
し
、
一
九
九
五
年
十
二
月
よ
り
実
質
的
な

準
備
を
始
め
た
。
毎
週
土
曜
日
に
は
、
日
本
山
岳
会
で
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を

行
い
、
一
月
よ
り
四
月
ま
で
計
五
回
の
富
士
山
ト
レ
ー
’
一
ン
グ
で
体
力
強

化
を
図
っ
た
。
下
馬
評
で
は
「
彼
ら
で
は
登
れ
な
い
」
と
い
う
予
想
が
大

方
で
あ
っ
た
が
、
富
士
山
で
は
、
私
が
予
想
し
て
い
た
以
上
に
個
々
の
体

力
レ
ベ
ル
は
高
く
、
私
自
身
は
こ
れ
な
ら
か
な
り
や
れ
る
の
で
は
と
い
う

自
信
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
方
、
大
所
帯
で
か
つ
非
常
に
若
い
登
山
隊
ゆ
え
、
日
本
山
岳
会
の
内

外
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
多
く
の
方
々
か
ら
ご
心
配
を
い
た
だ
い
た
。

そ
こ
で
ま
ず
、
同
行
し
て
い
た
だ
く
医
師
を
探
す
こ
と
が
第
一
と
考
え
、

登
山
隊
の
メ
ン
バ
ー
編
成
と
並
行
し
て
各
方
面
に
打
診
し
た
。
幸
い
な
こ

と
に
、
医
師
が
一
名
参
加
で
き
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
安
心
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
年
が
明
け
て
か
ら
そ
の
医
師
が
参
加
で
き
な
く
な
り
、

四
月
末
ま
で
い
ろ
い
ろ
と
努
力
し
た
が
、
五
月
末
の
出
発
に
二
月
頃
か
ら

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
、
日
本
人
医
師
は
あ
き
ら

め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
。

リ
エ
ゾ
ン
オ
フ
ィ
サ
ー
に
軍
医
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
最

終
的
に
は
他
隊
と
し
て
イ
タ
リ
ア
、
チ
リ
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
の
四
隊

が
入
山
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
一
名
く
ら
い
そ
の
中
に
医
師
が
い
る

だ
ろ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
薬
は
最
低
限
必
要
な
の
で
、
斎
藤
惇
生
先
生
、

増
山
茂
先
生
、
東
芝
鶴
見
病
院
よ
り
、
薬
の
提
供
、
服
薬
指
導
を
受
け
、

約
五
十
キ
珍
ラ
の
医
薬
品
を
携
行
し
た
。
ま
た
、
「
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
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の
有
効
な
活
用
法
に
つ
い
て
」
（増
山
茂
先
生
）
「高
所
に
お
け
る
運
動
生

理
―
高
所
馴
化
の
効
果
的
方
法
」
（山
本
正
嘉
先
生
）
「高
所
に
お
け
る
障

害
全
般
に
つ
い
て
」
（塩
田
純

一
先
生
）
以
上
の
勉
強
会
を
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
に
合
わ
せ
て
行
い
、
全
隊
員
が
理
解
を
深
め
た
。
さ
ら
に
、
重
廣
恒
夫

氏
、
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
の
飛
田
和
夫
氏
ら
過
去
の
Ｋ
２
登
山
経
験
者
よ

り
、
実
際
の
登
山
の
模
様
を
ス
ラ
イ
ド
や
ビ
デ
オ
を
交
え
て
直
接
語

っ
て

い
た
だ
く
機
会
を
設
け
、
Ｋ
２
登
山
の
難
し
さ
を
検
討
し
、
タ
ク
テ
ィ
ク

ス
の
練
り
直
し
を
行

っ
た
。

梱
包
作
業
は
、
四
月
中
旬
よ
り
五
月
の
連
体
明
け
ま
で
、
代
表
発
起
人

の
ひ
と
り
で
あ
る
村
井
龍

一
氏
の
会
社
の
倉
庫
を
お
借
り
し
て
行

っ
た
。

あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
各
隊
員
の
出
身
母
体
を
中
心
に
、
多
く
の
方
々
が

手
伝
い
に
来
て
く
だ
さ
り
、
予
定
通
り
作
業
を
終
了
し
た
。
こ
う
し
て
す

べ
て
の
準
備
を
終
え
、
五
月
末
、
三
隊
に
分
か
れ
、
勇
躍
パ
キ
ス
タ
ン
ヘ

出
発
し
た
。

実
際

の
登
山
活
動

今
年
の
カ
ラ
コ
ル
ム
は
、
例
年
に
な
く
天
候
が
不
順
で
、
ベ
ー
ス
キ
ャ

ン
プ
入
り
直
前
よ
り
全
般
に
悪
天
候
に
苦
し
め
ら
れ
る
登
山
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
競
合
を
避
け
る
意
味
で
ル
ー
ト
を
南
々
東
リ
ブ
に
変
更
し
た
が
、

我
々
よ
り

一
週
間
前
に
、

ロ
ド
リ
ゴ

●
ホ
ル
ダ
ン
隊
長
率
い
る
チ
リ
隊
が

同
ル
ー
ト
に
取
り
付
い
て
い
た
。
チ
リ
隊
と
は
、
ど
ち
ら
が
先
行
し
て
も

フ
イ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
固
定
す
る
こ
と
と
し
、
後
に
大

き
な
問
題
と
な

っ
た
テ
ン
ト
サ
イ
ト
に
つ
い
て
の
打
ち
合
わ
せ
や
、
落
石

時
の
か
け
声
な
ど
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
入
り
と
同
時
に
確
認
し
た
。
チ
リ

隊
も
我
々
の
第

一
次
隊
登
頂
の
翌
日
、
四
名
が
頂
上
に
達
し
た
が
、
大
変

友
好
的
で
最
後
ま
で
何
の
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
気
持
ち
よ
く
行
動
で
き
た
の

は
幸
い
で
あ

っ
た
。

実
際
の
登
山
活
動
は
、
困
難
視
し
て
い
た
ル
ー
ト
下
部
も
、
技
術
的
に

は
特
に
難
し
い
箇
所
は
な
く
、
後
半
の
落
石
以
外
は
特
に
問
題
は
な
か

っ

た
。
悪
天
候
に
よ
る
停
滞
は
た
び
た
び
あ

っ
た
も
の
の
、
天
気
さ
え
よ
く

な
れ
ば
、
ル
ー
ト
エ
作
隊
の
が
ん
ば
り
に
よ
り
、
お
お
む
ね
順
調
に
進
ん

だ
。
ま
た
荷
上
げ
の
方
も
、
も
と
も
と
体
力
に
は
自
信
の
あ
る
隊
員
が
揃

っ

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
余
裕
が
あ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
問
題
と
い
え
ば
テ

ン
ト
場
が
な
い
こ
と
で
、
最
初
こ
れ
だ
け
大
き
な
山
だ
か
ら
二
、
三
張
り

は
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
ど
う
に
も
な
ら
な
か

っ
た
。

キ
ャ
ン
プ
ー

（六
二
五
〇
】
じ
、
キ
ャ
ン
プ
Ⅱ

（七
〇
五
〇
屑
）

と
も
、

予
定
高
度
よ
り
ず

っ
と
上
に
よ
う
や
く
猫
の
額
ほ
ど
の
場
所
を
見
つ
け
て
、

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
建
設
用
に
持
参
し
た
工
事
用
の
ツ
ル
ハ
シ
を
荷
上
げ
し

て
設
営
し
た
。
岩
を
砕
き
氷
を
削

っ
て
も
、
ま
だ
テ
ン
ト
の
端
は
空
中
に

突
き
出
て
い
る
と
い
っ
た
状
態
で
あ

っ
た
。

し
か
し
反
面
、
悪
天
候
に
よ
り
登
山
の
進
行
が
遅
く
、
そ
の
度
に
ベ
ー

ス
キ
ャ
ン
プ
で
十
分
な
休
養
が
取
れ
た
こ
と
、
予
定
し
て
い
た
四

つ
の
前

進
キ
ャ
ン
プ
が
三

つ
に
な
り
、
荷
上
げ
の
負
担
、
高
所
で
の
滞
在
が
少
な

く
な

っ
た
こ
と
は
、
良
い
方
向
に
作
用
し
た
。
キ
ャ
ン
プ
Ⅲ

（予
定
で
は

K2新ルー トからの登頂
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七
四
〇
〇
屑
で
睡
眠
用
に
使
う
は
ず
だ

っ
た
酸
素
を
、
キ
ャ
ン
プ
Ⅱ

（七

〇
五
〇
房
）
で
、
翌
日
上
部
で
行
動
す
る
者
の
み
、
睡
眠
時
使
用
し
た
こ

と
は
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ

っ
た
。
ひ
と
り
の
不
調
者
も
出
ず
、
八
〇
〇

〇
陣
川
近
い
ア
タ
ッ
ク
キ
ャ
ン
プ

（七
八
五
〇
房
）
に
、
十
八
人
の
登
攀
隊

員
中
十
六
人
が
到
達
し
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
あ

っ
た
。

七
月
末
に
、
ア
タ
ッ
ク
に
必
要
な
す
べ
て
の
物
資
が
ア
タ
ッ
ク
キ
ャ
ン

プ
に
集
結
し
、
休
養
の
た
め
に
全
隊
員
が
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
下

っ
た
。

二
日
間
の
休
養
の
後
、
予
定
し
て
い
た
九
名
か
ら
十
二
名
に
ア
タ

ッ
ク
隊

員
を
増
や
し
、
順
次
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
出
発
す
る
予
定
で
あ

っ
た
。
し

か
し
八
月
二
日
か
ら
ま
た
し
て
も
悪
天
候
と
な
り
、
三
度
目
の
長
い
停
滞

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
す
で
に
登
山
期
間
は
五
十
日
を
越
え
、
上
部
に
大

量
の
新
雪
が
積
も
り
天
候
の
周
期
も
短
く
な
り
、
秋
が
近
づ
い
て
き
た
こ

と
が
は

っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
長
い
停
滞
と
ス
ト
レ
ス
に
よ
り
、

一
部
の
隊
員
の
緊
張
感
の
持
続
が
困
難
と
な
り
、
リ
ー
ダ
ー
間
の
確
執
も

表
面
化
し
た
。
も
は
や
こ
れ
ま
で
か
と
思
わ
れ
た
が
、
登
山
続
行
の
決
断

を
支
え
た
の
は
隊
員
た
ち
の
頂
上

へ
の
強
い
情
熱
で
あ

っ
た
。

一
つ
の
ミ
ス
も
犯
さ
な
い
と
い
う
強
い
決
意
の
も
と
、
よ
う
や
く
天
候

回
復
の
兆
し
の
見
え
た
八
月
十
日
、
第

一
次
隊
六
名
が
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

を
出
発
し
た
。
第
二
次
隊
六
名
も
、
翌
十

一
日
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
発

っ

た
。
短
く
な

っ
た
天
候
の
周
期
に
対
応
す
る
た
め
、
双
方
と
も
キ
ャ
ン
プ

Ⅱ
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
入
り
、
第

一
次
隊
は
十

一
日
、
ア
タ

ッ
ク
キ
ャ
ン
プ

に
入

っ
た
。
そ
し
て
十
二
日
午
前
二
時
二
十
分
に
出
発
、
深
い
ラ
ッ
セ
ル

を
克
服
し
、

つ
い
に
午
前
十

一
時
十
分
、
松
原
、
谷
川
、
村
田
が
頂
上
に

到
達
し
、
吉
田
、
椎
名
、
赤
坂
の
順
で
三
名
も
午
後
十
二
時
五
十
分
ま
で

に
登
頂
し
た
。
さ
ら
に
二
日
に
お
い
た
十
四
日
、
午
前

一
時
五
十
分
に
ア

タ
ッ
ク
キ
ャ
ン
プ
を
出
発
し
た
第
二
次
隊
は
、
無
風
快
晴
の
絶
好
の
コ
ン

デ
ィ
シ
ョ
ン
の
下
、
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
十

一
時
二
十
分
の
間
に
、
山

本
、
竹
内
、
稲
葉
、
高
橋
、
佐
野
、
長
久
保
の
順
に
計
六
名
が
頂
上
に
立

っ

た
。こ

う
し
て
、
Ｋ
２
登
山
史
上
初
の
二
桁
登
頂

（
こ
れ
ま
で
は

一
九
八
六

年
イ
タ
リ
ア
隊
の
八
名
）
、
最
年
少
登
頂

（高
橋
の
二
十
二
歳
）
を
記
録

し
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ま
で
全
隊
員
無
事
に
下
山
し
た
。
第

一
次
隊
、
第

二
次
隊
と
も
、
ア
タ

ッ
ク
時
は
天
候
に
恵
ま
れ
た
が
、
十
五
日
よ
り
再
び

悪
天
の
周
期
に
入
り
、

つ
い
に
キ
ャ
ラ
バ
ン
終
了
の
二
十
四
日
ま
で
好
天

は
訪
れ
な
か

っ
た
。
今
シ
ー
ズ
ン
恐
ら
く
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
を

つ
か
み
得

た
こ
と
は
、
本
当
に
幸
運
で
あ

っ
た
。

最
後
に

登
山
を
振
り
返

っ
て
、
小
さ
な
事
故
、
け
が
、
病
気
、
凍
傷
も
な
く
、

全
隊
員
が
元
気
で
帰
国
で
き
た
こ
と
は
、
登
頂
成
功
も
さ
る
こ
と
な
が
ら

誇
り
得
る
成
果
で
あ
る
と
思
う
。
若
い
隊
員
た
ち
も
自
己
管
理
が
徹
底
出

来
、
大
学
山
岳
部
で
養

っ
た
基
礎
的
な
体
力
、
技
術
を
活
か
す
こ
と
が
で

き
た
。
ま
た
参
加
し
た
ほ
と
ん
ど
の
隊
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
て
る
力
を

十
分
に
発
揮
し
、
よ
く
や

っ
て
く
れ
た
と
思
う
。
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K2新ルートからの登頂

葱㎡
燕 オ一

一

輻

錘

輝
籍
蕊

瀞

灘

j虹

革電

蝿鐵録;識鍵

K2頂上にて。左：松原尚之副隊長、右：谷川太郎登華隊長

し
か
し
な
が
ら
、
私
自
身
が
最
も
伝
え
た
か
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
高

所
に
お
け
る
危
険
認
識
、
多
く
の
方
々
の
支
援
を
受
け
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山

を
行
う
こ
と
の
意
味
は
、
あ
ま
り
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ひ
と
え
に
私
自
身
の
力
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

実
に
心
残
り
な
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
今
回
本
当
に
登
頂
す
る
に

ふ
さ
わ
し
い
力
を
備
え
て
い
た
の
は
少
数
で
あ
り
、
他
は
条
件
に
恵
ま
れ

た
中
、
他
人
の
ト
レ
ー
ス
を
追
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
あ
た
り
を
理
解

し
て
い
な
い
と
、
今
後
の
登
山
で
必
ず
や
「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
」

と
い
う
よ
う
な
壁
に
ぶ
つ
か
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
登
頂
で
き
な
か
っ
た
者

は
、
登
っ
た
者
に
対
し
何
が
欠
け
て
い
た
の
か
を
謙
虚
に
振
り
返
る
気
持

ち
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
発
展
は
望
め
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今

回
の
登
山
の
真
価
は
、
参
加
し
た
全
隊
員
の
今
後
に
問
わ
れ
る
も
の
と
認

識
し
て
い
る
。

八
記
録
概
要
Ｖ

行
動
概
要
五
月
二
十
日
ネ
パ
ー
ル
先
発
隊
（
松
原
以
下
三
名
）
成
田
発

五
月
二
十
四
日
パ
キ
ス
タ
ン
先
発
隊
（
谷
川
以
下
四
名
）

成
田
発

五
月
三
十
日
パ
キ
ス
タ
ン
本
隊
（
山
本
以
下
十
一
名
）
成

田
発

六
月
四
日
飛
行
機
、
ト
ラ
ッ
ク
で
ス
カ
ル
ド
ヘ
移
動

六
月
七
日
ジ
ー
プ
で
ト
ン
ガ
ル
ヘ
移
動
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隊
の
構
成

六
月
八
日
　
キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始

六
月
十
六
日
　
Ｂ
Ｃ
建
設

（五
二
〇
〇
屑
）

六
月
十
七
日
　
南
々
東
リ
ブ
取
り
付
き
ま
で
偵
察

六
月
二
十
二
日
　
登
攀
開
始

六
月
二
十
七
日
　
Ｃ
ｌ

（六
四
〇
〇
房
）
到
達

七
月
四
日
　
Ｃ
ｌ
建
設

七
月
九
日
　
Ｃ
２

（七
〇
五
〇
餌
）
到
達

七
月
十

一
日
　
Ｃ
２
建
設

七
月
二
十
八
日
　
Ｃ
３
（七
八
五
〇
肝
、
南
東
稜
の
肩
）
到
達

八
月
十

一
日
　
Ｃ
３
建
設

八
月
十
二
日
　
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊

（松
原
、
谷
川
、
赤
坂
、

村
田
、
椎
名
、
吉
田
）
登
頂

八
月
十
四
日
　
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
隊

（山
本
、
稲
葉
、
長
久

保
、
竹
内
、
佐
野
、
高
橋
）
登
頂

八
月
十
五
日
　
全
隊
員
Ｂ
Ｃ
に
集
結

八
月
十
八
日
　
Ｂ
Ｃ
撤
収
、
帰
路
キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始

八
月
二
十
二
日
　
ア
ス
コ
ー
レ
着

八
月
二
十
四
日
　
ス
カ
ル
ド
着

八
月
二
十
七
日
　
イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド
着

九
月

一
日
　
全
隊
員
成
田
帰
国

隊
長
＝
山
本
篤

（
３３
）
、
副
隊
長
＝
松
原
尚
之

（
３１
）
、
登
攀

隊
長
＝
谷
川
太
郎

（
２９
）
、
登
攀
リ
ー
ダ
ー
＝
稲
葉
英
樹

（
３２
）
、
隊
員
＝
松
本
伸
夫

（
３１
）
、
赤
坂
謙
三

（
２８
）
、
亀
山

哲

（
２８
）
、
岡
本
憲

（
２７
）
、
長
久
保
浩
司

（
２７
）
、
村
田
文

祥

（
２６
）
、
椎
名
厚
史

（
２６
）
、
安
島
伸

一

（
２６
）
、
吉
田
裕

一

（
２６
）
、
竹
内
洋
岳

（
２５
）
、
朱
宮
丈
晴

（
２４
）
、
佐
野
崇

（
２３
）
、
高
橋
和
弘

（
２２
）
、
豊
嶋
匡
明

（
２２
）
、
Ｂ
Ｃ
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
＝
高
貝
喜
久
雄

（
５６
）
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思考が消え、時間が消えた頂

「
た
だ
ひ
と
り
、
あ
る
こ
と
。
そ
れ
は
す
べ
て
と
ひ
と

つ
で
あ
る
」

こ

れ
は
過
去
十
年
に
わ
た
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
を
通
し
て
確
か
に
な

っ
て
き
た

僕
な
り
の
哲
学
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
ひ
と
り
あ
る
と
は
、
な
に
も

の
に
も
と
ら
わ
れ
ず
、
依
存
せ
ず
、
比
較
も
し
な
い
真
に
自
由
な
状
態
に

あ
る
こ
と
。
そ
れ
は
個
が
確
か
な
個
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
と

き
、
周
り
の
世
界
と
の
調
和
が
生
ま
れ
る
。
僕
は
登
山
と
い
う
行
為
を
通

し
て
そ
の
こ
と
を
深
く
見

つ
め
て
み
た
い
と
思

っ
た
。
そ
し
て
ひ
と
つ
の

山
が
浮
か
ん
だ
。
Ｋ
２
、
標
高
八
六

一
一
屑
。
世
界
第
二
位
の
高
峰
。
カ

ラ
コ
ル
ム

・
ヒ
マ
ラ
ヤ

・
バ
ル
ト
ロ
氷
河
の
最
奥
に
凛
と
し
て
そ
び
え
る

孤
高
の
山
。
そ
ん
な
僕
の
思
い
と
Ｋ
２
峰
の
姿
が
重
な

っ
て
い
っ
た
の
で

戸
　
高
　
雅
　
史

あ
る
。
五
月
十
三
日
、
木
々
の
生
命
が
輝
き
出
し
た
湯
河
原
を
あ
と
に
、

土
埃
の
国
パ
キ
ス
タ
ン
ヘ
と
向
か

っ
た
。

六
月
六
日
、
標
高
五
二
〇
〇
屑
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

ヘ
到
着
し
た
。
隊

員
は
妻
の
優
美
の
み
。
ほ
か
に
リ
エ
ゾ
ン

・
オ
フ
ィ
サ
ー
、

コ
ッ
ク
の
総

勢
四
人
の
小
さ
な
遠
征
隊
で
あ
る
。
僕
ら
が
今
シ
ー
ズ
ン
Ｋ
２
初
隊
と
な
っ

た
。
山
も
氷
河
も
厚
い
雪
に
お
お
わ
れ
、
ま
だ
冬
の
眠
り
か
ら
覚
め
て
い

な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
白

一
色
の
世
界
に
静
寂
が
満
ち
て
い
た
。

六
月
八
日
か
ら
、
ひ
と
り
の
登
攀
を
開
始
し
た
。
Ｋ
２
に
全
く
ひ
と
り

で
あ
る
。
順
応
と
下
山
ル
ー
ト
の
確
保
の
た
め
、
ま
ず
南
東
稜

（ア
ブ
ル
ッ

ツ
ィ
）

へ
向
か

っ
た
。
取
り

つ
き
の
ク
レ
バ
ス
帯
は
這

っ
て
進
ん
だ
。
Ｃ

ｌ

（六
二
五
〇
肝
）

へ
の
氷
雪
壁
を
ダ
ブ
ル
ア
ッ
ク
ス
で
登
下
降
す
る
。

（
一
） 思

考
が
消
え
、
時
間
が
消
え
た
頂

―

‐Ｋ
２
単
独
無
酸
素
登
頂
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し
だ
い
に
Ｋ
２
と
親
密
に
な

っ
て
い
く
よ
う
だ
。

十

一
日
か
ら
五
日
間
の
予
定
で
山
に
入
る
。
初
め
て
の
山
の
中
で
ス
テ

イ
の
夜
。
テ
ン
ト
の
入
口
を
開
け
て
眠

っ
た
。
な
ん
と
な
く
、
周
囲
の
世

界
と
閉
ざ
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
…
。

六
月
十
四
日
、
三
日
ぶ
り
に
Ｂ
Ｃ
へ
下
り
て
き
た
。

一
晩
中
、
雪
と
チ
ョ

ゴ
リ
ザ

●
ウ
イ
ン
ド
ウ

（南
風
）
が
吹
き
荒
れ
た
。
下
り
て
き
て
よ
か

っ

た
。
フ
ィ
ッ
ク
ス
・
ロ
ー
プ
の
な
い
僕
は
、
Ｃ
ｌ
か
ら
下
降
で
き
な
く
な

る
と
こ
ろ
だ

っ
た
。
天
候
に
不
安
を
感
じ
た
ら
す
ぐ
に
下
り
る
ス
タ
イ
ル

を
大
切
に
し
よ
う
。

六
月
十
五
日
、
Ｋ
２
と

一
体
感
を
感
じ
て
き
て
い
る
。
周
囲
の
世
界
と

溶
け
合

っ
て
い
く
よ
う
で
、
ひ
と
り
で
い
る
孤
独
感
は
な
い
。
僕
が
自
分

と
い
う
も
の
を
閉
じ
る
こ
と
な
く
、
開
い
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
…
。

六
月
十
七
日
、
ひ
と
り
で
来
た
意
味
が
よ
く
わ
か

っ
て
き
た
。
こ
の
肉

体
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
満
ち
る
と
こ
ろ
、
通
過
す
る
と
こ
ろ
。
内
に
あ
る
も

の
を
閉
じ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
は
は
か
な
い
。
だ
か
閉
じ
る
こ
と
な
く
、
開

い
た
状
態
で
あ
れ
ば
、
こ
の
宇
宙
に
あ
ふ
れ
る
無
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
通

過
し
て
い
く
。
常
に
無
限
の
力
に
満
ち
た
状
態
。
そ
れ
は
過
去
や
未
来
に

と
ら
わ
れ
な
い
瞬
間
に
あ
る
。
瞬
間
に
生
き
、
そ
し
て
瞬
間
に
死
ぬ
こ
と

だ
。七

月
十
四
日
、
最
初
の
ア
タ
ッ
ク
を
、
悪
天
の
到
来
を
感
じ
、
シ
ョ
ル

ダ
ー

（七
九
〇
〇
肝
）
で
断
念
し
、
Ｂ
Ｃ

へ
下
山
し
て
き
て
休
養
三
日
間
。

雪
が
降
り
続
く
。
南
か
ら
重
い
湿

っ
た
空
気
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
今
年

の
カ
ラ
コ
ル
ム
は
天
候
が
不
順
で
あ
る
。
六
月
前
半
に
二
週
間
、
完
壁
に

晴
れ
た
以
外
は
好
天
が
長
続
き
し
な
い
。
し
か
も
七
〇
〇
〇
】
月
以
上
は
、

常
に
強
い
西
風
が
吹
き
続
け
て
い
る
。
好
天
期
間
が
短
い
た
め
上
部
の
雪

は
な
か
な
か
落
ち
着
か
ず
、
量
が
多
い
。
順
応
で
南
東
稜
七
三
〇
〇
屑
ま

で
単
独
で
ル
ー
ト
エ
作
を
し
な
が
ら
登

っ
た
が
、
雪
が
深
く
て
大
変
だ

っ

た
。上

部
の
深
雪
、
強
風
、
不
安
定
な
天
候
。
今
回
、
ア
ル
パ
イ
ン
ス
タ
イ

ル
で
南
壁
を
登
る
こ
と
は
自
殺
行
為
に
近
い
。
残
念
な
が
ら
、
山
は
そ
の

状
態
に
な
い
。
ク
ク
チ
カ
ル
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
ハ
ン
ギ
ン
グ
グ
レ
ッ
シ
ャ
ー

か
ら
右
の
南
々
東
リ
ブ

ヘ
ぬ
け
る
ラ
イ
ン
も
考
え
ら
れ
る
が
、
単
独
で
肩

ま
で
登
る
の
が
や

っ
と
だ
ろ
う
。
ア
ル
パ
イ
ン
ス
タ
イ
ル
で
の
登
攀
で
は

な
に
よ
り
も
い
い
雪
の
状
態
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
Ｋ
２

は
八
〇
〇
〇
屑
か
ら
上
の
深
雪
帯
を
い
か
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
登
る
か
が
勝

負
な
の
で
あ
る
。
僕
自
身
、
今
回
は
単
独
で
登
る
と
い
う
こ
と
で
、
南
東

稜
か
ら
で
も
充
分
満
足
な
感
じ
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
に
や

っ
て
き

た
意
味
は
も
う
充
分
に
分
か

っ
て
い
る
…
。

（
二
）

僕
は
ア
タ
ッ
ク
の
チ
ャ
ン
ス
を
ひ
た
す
ら
待
ち
続
け
た
。

七
月
二
十
五
日
、

つ
い
に
帰
り
の
ポ
ー
タ
ー
が
や

っ
て
き
た
。
天
候
に

可
能
性
を
感
じ
ら
れ
な
い
。
Ｂ
Ｃ
撤
収
を
決
心
す
る
。
夕
食
後
、
ひ
と
り

Ｃ
２

（六
九
〇
〇
屑
）

へ
荷
下
げ
に
向
か

っ
た
。
歩
い
て
い
て
涙
が
あ
ふ
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思考が消え、時間が消えた頂

れ
て
き
て
仕
方
な
い
。
立
ち
止
ま
り
、
立
ち
止
ま
り
、
氷
河
を
歩
い
て
い
っ

た
。一

時
間
ほ
ど
歩
い
た
だ
ろ
う
か
。
な
に
か
変
な
感
じ
が
す
る
。
後
方
を

振
り
返
る
。
夕
暮
れ
の
南
西
の
空
に
変
化
の
兆
し
を
感
じ
る
。

僕
は
自
分
の
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
に
賭
け
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
Ｂ
Ｃ

へ
も

ど
り
、
ア
タ
ッ
ク
の
準
備
を
し
、
ふ
た
た
び
Ｋ
２
へ
と
向
か

っ
た
。

二
十
六
日
、
Ｃ
２
へ
。
夕
方
、
さ
ら
に
Ｃ
３

（七
四
〇
〇
屑
）

へ
向
か

う
が
強
風
と
ス
ノ
ー
シ
ャ
ヮ
ー
の
た
め
、
七
二
〇
〇
屑
で
断
念
。
真
夜
中

に
い
っ
た
ん
Ｃ
２

へ
も
ど
る
。

二
十
七
日
、
昨
夜
の
疲
れ
を
と
り
、
午
後
二
時
か
ら
行
動
。
七

一
〇

〇
陣
月
の
岩
棚

ヘ
テ
ン
ト
を
張
る
。
こ
の
日
、
Ｂ
Ｃ
は
撤
去
さ
れ
、

コ
ッ
ク

の
イ
プ
ラ
ヒ
ム
と
と
も
に
帰
り
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
は
始
ま

っ
た
。

二
十
八
日
、
ア
タ
ッ
ク
キ
ャ
ン
プ

（七
九
〇
〇
屑
）
に
入
る
。
こ
の
日
、

後
か
ら
き
た
イ
タ
リ
ア
隊
四
人
と

一
緒
に
な
る
。

七
月
二
十
九
日
午
前

一
時
二
十
分
、
ピ
ー
ク

ヘ
と
向
か
う
。
満
月
の
明

か
り
に
頂
上
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
青
々
と
照
ら
さ
れ
て
い
る
。
心
配
し
て
い
た

風
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
穏
や
か
な
、
恵
み
の
夜
だ
。
雪
面
は
よ
く
締
ま

っ

て
お
り
、
ラ
ツ
セ
ル
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
無
酸
素
で
登
る
に
は
願

っ
て
も

な
い
最
高
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
ま
だ
体
も
意
識
も
半
分
眠

っ
て
い
る
が
、

手
指
、
足
指
の
凍
傷
に
気
を

つ
け
な
が
ら
、
ゆ

っ
く
り
と
上
部
の
ボ
ト
ル

ネ

ッ
ク

（び
ん
の
首
）
め
ざ
し
て
登

っ
て
い
く
。
先
行
す
る
イ
タ
リ
ア
隊

の
ラ
イ
ト
が
見
え
る
。
二
時
間
ほ
ど
で
彼
ら
に
追
い
つ
い
た
。

こ
の
あ
た
り

（八

一
〇
〇
肝
）
か
ら
次
第
に
雪
壁
の
傾
斜
が
増
し
て
く

る
。
ボ
ト
ル
ネ

ッ
ク
の
入
目
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
ラ
ッ
セ
ル
が
深
く
な

っ

て
き
た
。
い
つ
の
間
に
か
夜
が
開
け
始
め
て
い
る
。
東
方
の
地
平
線
、
中

国
の
大
地
か
ら
朝
日
が
昇
ろ
う
と
し
て
い
る
。
青
白
い
月
夜
か
ら
空
が
白

み
、
そ
う
し
て
、
薄
黄
色
に
変
わ
る
。
最
初
の
光
が
プ

ロ
ー
ド
ピ
ー
ク
に

届
い
た
。
そ
し
て
、
ガ

ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
、

マ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
、
チ

ョ
ゴ
リ

ザ
と
頂
が
順
に
照
ら
さ
れ
て
い
く
。
頭
上
に
立
ち
は
だ
か
る
ハ
ン
ギ
ン
グ

グ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
黄
金
色
に
輝
き
出
し
た
。
眠
気
と
け
だ
る
さ
を
感
じ
て

い
た
体
も
、
い
っ
き
に
目
覚
め
て
き
た
。

ボ
ト
ル
ネ

ッ
ク
を
ぬ
け
、
ト
ラ
バ
ー
ス
ヘ
と
入

っ
た
。
深
い
雪
に
イ
タ

リ
ア
隊
の
メ
ン
バ
ー
も
苦
労
し
て
い
る
。
彼
ら
に
声
を
か
け
、
ト

ッ
プ
を

替
わ
る
。
不
安
定
な
雪
が
張
り
出
し
、
ト
ラ
バ
ー
ス
は
か
な
リ
シ
ビ
ア
な

も
の
に
な

っ
て
い
る
。
帰
り
の
た
め
、

ロ
ー
プ
を
五
十
日
川
フ
ィ
ッ
ク
ス
す

る
。
時
計
を
見
る
と
午
前
九
時
、
ボ
ト
ル
ネ

ッ
ク
か
ら
こ
こ
ま
で
、
深
雪

に
思
わ
ぬ
時
間
が
か
か

っ
て
し
ま

っ
た
。
さ
あ
、
あ
と
は
頂
上
ま
で
直
上

し
て
い
く
の
み
だ
。
こ
れ
か
ら
の
深
雪
の
急
雪
壁
を
ど
れ
く
ら
い
の
時
間

で
ぬ
け
ら
れ
る
か
が
、
登
頂

で
き
る
か
否
か
の
分
か
れ
道
と
な
る
。
上
部

の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル

・
ロ
ッ
ク
め
ざ
し
て
、
ラ
ッ
セ
ル
を
開
始
す
る
。
体

調
は
非
常
に
よ
い
。
ラ
ッ
セ
ル
は
腰
ま
で
。
体
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
、
ス

ム
ー
ズ
で
深
い
呼
吸
、
そ
し
て
無
理
の
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
に

ラ
ッ
セ
ル
を
繰
り
返
す
。
ま
だ
、
こ
こ
か
ら
頂
上
ま
で
少
な
く
と
も
七
、

八
時
間
は
か
か
る
だ
ろ
う
。
体
に
疲
れ
が
残
ら
な
い
登
り
を
し
な
け
れ
ば
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な
り
な
い

今
、
こ
う
し
て
こ
こ
に
い
る
こ
と
が
う
れ
し
く
て
仕
方
が
な
い
。
体
の

芯
か
ら
、
喜
び
に
あ
ふ
れ
た
力
が
湧
い
て
く
る
。
人
の
住
む
世
界
か
ら
遠

く
離
れ
た
世
界
。
生
命
の
存
在
限
界
を
は
る
か
に
越
え
た
と
こ
ろ
。
だ
が
、

違
和
感
は
な
い
。
不
思
議
な
こ
と
に
周
囲
の
空
気
に
僕
の
全
存
在
が
融
合

し
て
い
く
よ
う
だ
。
八
三
〇
〇
屑
を
す
で
に
越
え
た
。
頭
の
中
に
は
、
登

る
こ
と
、
そ
し
て
下
る
こ
と
、
た
だ
そ
れ
だ
け
だ
。
時
間
の
連
続
性
が
消

え
た
。
そ
れ
は
僕
ら
の
意
識
が
創
り
だ
す
世
界
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
存

在
す
る
の
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
瞬
間
の
み
。
ま
る
で
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー

の
よ
う
な
僕
の
意
識
は
、　
一
瞬
、　
一
瞬
に
凝
縮
さ
れ
て
い
く
。
意
識
が
創

り
出
す
虚
構
の
世
界
か
ら
、
自
由
な
シ
ン
プ
ル
な
世
界

へ
。
そ
こ
に
あ
る

の
は
、
た
だ
、
た
だ
、
事
実
の
み
。
事
実
に
働
き
か
け
、
そ
れ
を
変
え
よ

う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
事
実
を
事
実
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
事
実

が
働
く
よ
う
に
す
る
こ
と
。
僕
は
な
に
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
ず
依
存
し
な

い
真
の
自
由
と
い
う
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
比
較
の
な
い
世
界
。

そ
れ
は
こ
の
宇
宙
の
な
か
で
ひ
と

つ
の
生
命
体
と
し
て
存
る
と
い
う
こ
と
。

二
時
間
ほ
ど
で
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル

・
ロ
ッ
ク
に
着
い
た
。
い
い
ペ
ー
ス

だ
。
二
年
前
は
こ
こ
ま
で
四
時
間
か
か

っ
た
の
だ
か
ら
。
岩
の
下
に
赤
い

ロ
ー
プ
が
デ
ポ
さ
れ
て
い
た
。
昨
年
の
Ｋ
２
で
の
悲
劇
の
残
置
物
に
ち
が

い
な
い
。
Ｋ
２
は
甘
く
な
い
。
ひ
と
つ
の
判
断
を
誤
れ
ば
命
を
失
い
か
ね

（三
）
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思考が消え、時間が消えた頂

な
い
危
険
な
山
な
の
だ
。
赤
い
ロ
ー
プ
は
山
の
厳
し
さ
を
無
言
の
ま
ま
に

語
り
か
け
て
く
れ
る
。
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル

・
ロ
ッ
ク
か
ら
雪
壁
は
さ
ら
に

急
に
な
る
。
雪
は
い
ち
だ
ん
と
柔
ら
か
く
な
り
、
腰
か
ら
胸
ま
で
潜
る
よ

う
に
な

っ
た
。
両
腕
を
使

っ
て
、
全
身
で
ラ
ッ
セ
ル
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
高
所
で
の
ラ
ッ
セ
ル
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
必
要
と
す
る
。
こ
の
三
日
間
、
ほ
と
ん
ど
ま
と
も
に
食
べ
て
い
な
い
。

な
の
に
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
体
が
動
く
の
だ
ろ
う
。

開
か
れ
て
い
く
。
僕
と
い
う
存
在
が
消
え
て
い
く
。
い
や
正
確
に
表
現

す
る
な
ら
、
僕
の
意
識
が
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
認
識
作
用
が
止
ん
だ

と
き
、
そ
こ
に

「
私
」
は
い
な
い
。

エ
ナ
ジ
ー
が
こ
の
肉
体
を
通
過
し
て

い
く
よ
う
だ
。
そ
れ
は
こ
の
宇
宙
に
あ
ふ
れ
る
力
、
決
し
て
尽
き
る
こ
と

の
な
い
力
。
開
い
て
い
く
、
閉
じ
る
こ
と
な
く
。
自
我
と
い
う
小
さ
な
世

界
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く
。

た
だ
、
た
だ
登
る
。

午
後
十
二
時
、　
一
時
間
で
雪
壁
を
ぬ
け
、
小
さ
な
リ

ッ
ジ
に
出
た
。
八

四
〇
〇
房
。
ト
ラ
バ
ー
ス
か
ら
こ
こ
ま
で
、
軟
雪
の
嫌
な
急
斜
面
が
続
い

た
。
こ
の
雪
壁
を
登
頂
後
の
疲
労
し
た
体
で
ク
ラ
イ
ム
ダ
ウ
ン
す
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
余
力
を
残
し
、
し
か
も
暗
く
な
る
前
に
こ
こ
を
下
り
、
ト

ラ
バ
ー
ス
の
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
ま
で
た
ど
り
着
か
な
け
れ
ば
危
険
で
あ

る
。
Ｋ
２
は
こ
の
あ
た
り
で
の
登
頂
後
の
下
降
中
の
事
故
が

一
番
多
い
の

だ
。リ

ッ
ジ
の
端
に
乗
り
出
し
、
Ｂ
Ｃ
に
い
る
優
美
と
交
信
す
る
。
ベ
ー
ス

か
ら
僕
の
姿
を
確
認
で
き
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
も
今
ま
で
と
同
じ
雪
の

状
態
が
続
く
な
ら
ば
登
頂
は
難
し
く
な
る
。
だ
が
、
こ
こ
か
ら
上
部
は
風

の
当
た
る
と
こ
ろ
、
お
そ
ら
く
今
ま
で
ほ
ど
雪
の
状
態
は
悪
く
な
い
だ
ろ

う
。
順
調
に
行
け
た
と
す
る
な
ら
ば
頂
上
ま
で
約
四
時
間
。
こ
の
ま
ま
登

り
続
け
る
か
、
こ
こ
ま
で
と
す
る
か
迷

っ
て
い
る
と
告
げ
る
。
僕
は
し
ば

ら
く
考
え
て
い
た
。
二
十
分
ほ
ど
し
て
例
の
イ
タ
リ
ア
隊
の
ク
ラ
イ
マ
ー

も
登

っ
て
き
た
。
彼
ら
も
時
間
を
気
に
し
て
迷

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
か
な

り
疲
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

（四
）

こ
こ
八
四
〇
〇
】
川
か
ら
上
部
は
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
世
界
。
自
分
が
か

な
り
危
険
な
地
帯
に
い
る
と
い
う
意
識
が
薄
れ
、
危
険
を
感
じ
る
能
力
が

失
わ
れ
た
と
き
、
生
き
て
還
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
く
な
る
。
超
高
所
の

無
酸
素
登
山
、
そ
れ
は
人
の
有
す
る
生
存
本
能
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
ね

ば
生
き
ぬ
け
な
い
世
界
で
あ
る
。

だ
が
、
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
は
と
て
も
い
い
感
じ
だ
。
山
と
周
囲
の
世
界
と

の
違
和
感
は
な
い
。
ま
だ
、
充
分

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
て
い
る
。
状
況
が

悪
く
な
れ
ば
い
つ
で
も
引
き
返
す
意
識
が
あ
れ
ば
大
丈
夫
だ
。
僕
は
ふ
た

た
び
頂

へ
と
登
り
始
め
た
。

下
方
に
南
々
西
稜
の
全
景
が
見
下
ろ
せ
る
。
レ
ナ
ー
ド

・
カ
サ

ロ
ッ
ト

は
あ
の
稜
に
単
独
で
取
り
つ
い
た
の
か
。
彼
は
ど
ん
な
思
い
で
Ｋ
２
に
登

っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
記
録
の
中
で
し
か
知
ら
な
か

っ
た
彼
の
存
在
が
急
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に
身
近
に
感
じ
ら
れ
て
き
た
。

こ
こ
ま
で
来
る
と
、
ま
る
で
磁
石
が
引
き
合
う
よ
う
に
僕
は
頂
に
ひ
き

つ
け
ら
れ
て
い
く
。
常
に
下
降
の
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
登

っ
て
い
く
。

大
丈
夫
だ
、
こ
の
あ
た
り
は
問
題
な
く
下
れ
そ
う
だ
。
五
感
が
解
放
さ
れ

て
い
く
。
溶
け
て
い
く
。
白
き
雪
の
斜
面
に
、
空
に
、
山
に
、
そ
し
て
空

間
に
。
頂
上

へ
の
雪
稜

へ
登
り
こ
ん
だ
。
パ
キ
ス
タ
ン
と
中
国
の
国
境
線

上
で
あ
る
。
両
国
の
ボ
ー
ダ
ー
を
ゆ

っ
く
り
と
登

っ
て
い
く
。
人
の
住
む

世
界
か
ら
遠
く
離
れ
た
こ
の
高
所
で
は
、
人
間
の
引
い
た
こ
の
線
の
意
味

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
は
た
し
て
こ
の
線
に
何
の
意
味
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
。

ひ
と

つ
め
の
ピ
ー
ク
を
越
え
た
。
前
方
に
八
日
川
ほ
ど
盛
り
上
が

っ
た
ピ
ー

ク
が
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
あ
そ
こ
が
頂
上
か
も
し
れ
な
い
。
雪
壁
に
近

づ
き
、
い
っ
き
に
ダ
ブ
ル
ア
ッ
ク
ス
で
登
り
こ
む
。
「
あ
あ
、
ま
だ
先
に

ピ
ー
ク
が
あ
る
」

僕
は
雪
の
上
に
両
ひ
ざ
を

つ
い
て
座
り
込
ん
だ
。
時
計
は
四
時
を
回

っ

た
。
あ
と
ど
れ
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
。
少
し
気
落
ち
し
、
ベ
ー
ス
か
ら
ス
コ
ー

プ
で
見
て
い
る
優
美
に
交
信
を
入
れ
た
。
僕
の
と
こ
ろ
か
ら
ピ
ー
ク
は
間

近
だ
と
い
う
。
息
が
苦
し
い
。
い
っ
き
に
登

っ
た
の
で
、
し
ば
ら
く
呼
吸

を
整
え
な
け
れ
ば
動
け
な
い
。
よ
う
や
く
落
ち
着
き
、
改
め
て
前
方
を
見

上
げ
る
。
な
ん
と
美
し
い
フ
ィ
ナ
ー
レ
な
の
だ
ろ
う
か
。
真
白
き
雪
稜
が

藍
の
空
に
向
か

っ
て
突
き
上
げ
て
い
る
。
僕
は
再
び
立
ち
上
が
り
、
頂

ヘ

向
か

っ
て
歩
き
出
し
た
。
味
わ
い
、
か
み
じ
め
る
よ
う
に

一
歩

一
歩
足
を
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思考が消え、時間が消えた頂

踏
み
出
し
て
い
く
。
思
考
は
止
ま
り
、
時
間
も
消
え
た
。
た
だ
高
み

へ
と

本
能
の
よ
う
に
僕
は
登

っ
て
い
っ
た
。
無
垢
の
雪
稜
に
ひ
と
つ
、
ま
た
ひ

と
つ
フ
ッ
ト
ス
テ
ッ
プ
が
じ
る
さ
れ
て
い
く
。

穏
や
か
だ
。
な
ん
と
静
か
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
深
い
世
界
な
の
だ
ろ

う
。一

九
九
六
年
七
月
二
十
九
日
午
後
四
時
二
十
分
、
雪
に
お
お
わ
れ
た
最

高
点
に
僕
は
立

っ
た
。
空
は
鮮
や
か
に
晴
れ
わ
た
り
、
や
わ
ら
か
な
空
気

に
満
ち
て
い
る
。

無
線
を
出
し
優
美
に
頂
に
着
い
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
そ
し
て
何
枚
か

の
写
真
を
撮

っ
た
。
や
る
べ
き
こ
と
を
終
え
、
少
し
ゆ

っ
く
り
す
る
時
間

が
で
き
た
。
僕
は
頂
か
ら
の
三
六
〇
度
の
光
景
を
静
か
に
味
わ

っ
た
。
そ

の
と
き
僕
は
、
だ
れ
か
が
語
り
か
け
て
く
る
声
が
聞
こ
え
て
い
た
よ
う
な

気
が
す
る
。
そ
れ
は
僕
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
僕
の
中
の
も
う

ひ
と
り
の
自
分
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
、
何
も
な
か

っ
た
。
人
の
作

っ
た
も
の
は
何
も
。
人
の
影
響

力
の
及
ぶ
も
の
は
何
も
。
た
だ
、
自
、
黒
、
藍
の
三
色
の
み
。
そ
れ
が
不

思
議
な
程
に
調
和
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
僕
も
そ
の
中
に
い
る
よ
う
な

心
地
好
さ
を
感
じ
て
い
た
。

三
十
分
後
、
僕
は
生
き
て
還
る
た
め
に
立
ち
上
が

っ
た
。
僕
が
生
き
る

べ
き
世
界

へ
の
引
き
返
し
点
と
し
て
山
々
の
頂
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
。

「
さ
あ
、
還
ろ
う
」

タ
ル
キ
ー
ト
ナ
に
て

「自
然
は
、
こ
の
宇
宙
は
す
べ
て
の
も
の
が
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
見
事

に
調
和
し
て
い
る
。
私
た
ち
人
間
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
の

一
部
。　
一
部
に

す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
な
く
て
は
な
ら
な
い

一
部
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
私

た
ち
は
な
ん
と
そ
の
調
和
の
世
界
か
ら
外
れ
て
し
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
」

一
九
九
七
年
七
月
か
ら
の
チ

ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
遠
征

へ
向
け
て
の
デ
ナ
リ

峰
で
の
最
終
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
終
え
、
タ
ル
キ
ー
ト
ナ
の
キ
チ
ャ
ト
ナ
河

の
ほ
と
り
で
キ
ャ
ン
プ
を
し
、
遠
く
デ
ナ
リ
、
ハ
ン
タ
、
フ
ォ
ー
レ
イ
カ
ー

と
連
な
る
山
並
み
に
沈
み
ゆ
く
夕
陽
を
眺
め
て
い
た
。
河
で
は
時
折
サ
ー

モ
ン
が
跳
ね
、
そ
の
上
空
を
白
さ
ぎ
達
が
縦
横
無
尽
に
飛
び
回
り
、
流
れ

の
音
が
心
に
染
み
入
る
よ
う
に
響
い
て
く
る
。
そ
し
て
、
空
で
は
白
夜
の

日
の
入
り
。

す
べ
て
が
調
和
の
中
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
私
自
身
も
そ
の
中
に
含
ま
れ

て
い
た
よ
う
に
思
う
。
心
地
好
い
リ
ズ
ム
の
中
に
何
も
考
え
ず
た
だ
、
た

だ
揺
ら
れ
て
い
た
。

と
突
然
、
激
し
い
音
と
と
も
に
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
が
や

っ
て
き
た
。　
一

瞬
の
内
に
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
世
界
は
ど
こ
か

へ
消
え

去

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
時
、
冒
頭
に
書
い
た
よ
う
な
こ
と
を
気
づ
い
た

の
だ

っ
た
。

振
り
返

っ
て
み
る
と
、
Ｋ
２
峰
遠
征
の
時
僕
は
山
と
、
カ
ラ
コ
ル
ム
の

大
自
然
と

（あ
る
い
は
宇
宙
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
）
、
完
全
な
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キャラバ レ最終日

調
和
の
中
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
登
山
と
い
う
行
為
の
中

で
、
僕
が
純
粋

・
無
垢
に
な
り
開
か
れ
て
い
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

う
か
。

七
月
か
ら
チ

ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
北
西
壁
に
行
く
。

登
山
家
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
ひ
と
り
の
人
と
し
て
、
生
き
る
こ
と
に

真
剣
で
あ
る
ひ
と
り
の
人
と
し
て
、
チ
ベ

ッ
ト

・
チ

ョ
モ
ラ
ン
マ
峰

へ
向

か
い
た
い
と
思
う
。
き

っ
と
こ
の
遠
征
で
僕
自
身
が
真
に
問
わ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
る
。

（
こ
の
原
稿
は

「山
と
漢
谷
」

一
九
九
六
年
十
月
号
に
発
表
し
た
原
稿
に

加
筆
し
た
も
の
で
す
）
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パ
サ
ン
・
ラ
ム

・
チ

ュ
リ
ー
峰
を
ネ
パ
ー
ル
側
よ
り
初
登
頂

―

‐大
阪
山
の
会
登
山
隊

一
九
九
六

は
じ
め
に

私
た
ち
は

一
九
八
四
年
、
ポ
ス
ト
モ
ン
ス
ー
ン
に
ネ
パ
ー
ル
側
の
チ
ョ
ー

ア
ウ
ィ
峰
登
頂
計
画
を
申
請
し
た
。
未
解
禁
峰
で
も
日
本
山
岳
協
会
海
外

委
員
会
は
申
請
を
受
理
、
審
査
、
そ
し
て
推
薦
状
の
交
付
を
す
る
と
の
こ

と
を
知

っ
た
。
申
請
す
る
か
ら
に
は
何
か
し
ら
の
許
可
取
得
の
可
能
性
を

得
て
い
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
が
、
し
か
し
無
情
に
も
翌
年
の
春
、
不
許
可

の
知
ら
せ
が
届
い
た
。

気
が
早
い
と
い
う
か
、
働
く
の
が
嫌
な
の
か
、
メ
ン
バ
ー
の
若
手
は
す

で
に
退
職
を
し
て
い
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
何
が
何
で
も
八
四
年
秋
に
実

施
せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

代
替
え
の
未
踏
峰
を
物
色
し
て
、
偵
察
も
兼
ね
て
同
じ
ク
ー
ン
プ
の
ロ

大
　
西

　

　

保

ブ
ジ

ェ
・
ウ
エ
ス
ト
峰
に
登
山
隊
を
出
し
、
帰
路
チ
ョ
ラ

・
ラ
を
越
え
て

ゴ
ー
キ

ョ
ピ
ー
ク
か
ら
東
面
の
偵
察
を
行

っ
た
。

か
ね
て
か
ら
新
解
禁
峰
の
情
報
は
あ
る
筋
か
ら
得
て
い
た
が
、
許
可
取

得
に
は
ネ
パ
ー
ル
警
察
な
ど
と
の
合
同
隊
な
ら
と
い
う
条
件
が
つ
き
、
わ

れ
わ
れ
の
よ
う
な
地
方
の
社
会
人
の
小
山
岳
会
で
は
、
金
銭
的
に
実
施
は

困
難
な
こ
と
は
明
白
だ

っ
た
。

以
後
毎
年
、
ネ
パ
ー
ル

・
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊
を
組
織
し
た
り
参
加
し
た

り
、
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
な
ど
に
出
か
け
て
は
、
再
三
再
四
カ
ト

マ
ン
ズ
で
登

山
申
請
や
解
禁
の
打
診
を
試
み
て
み
た
り
し
た
が
、
や
は
り
合
同
隊
な
ら

可
能
性
は
あ
る
と
い
う
条
件
が
つ
き
、
壁
は
厚
い
も
の
が
あ

っ
た
。

い
つ
の
間
に
か
十
二
年
の
歳
月
が
経
ち
、　
一
昨
年
の
九
五
年
秋
に
マ
ナ

ス
ル
峰
に
出
か
け
た
際
、
同
年
、
秋
季
の
登
山
許
可

一
覧
表
を
見
た
と
こ

パサン・ ラム・ チュリー峰をネパール側より初登頂
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ろ
韓
国
隊
に
パ
サ
ン

・
ラ
ム

・
チ

ュ
リ
ー
と
い
う
新
解
禁
峰
が
許
可
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
の
新
し
い
名
前
の
山
を
真
剣
に
調
べ
る
時
間
的
余
裕
は
な

く
、
こ
の
時
点
で
は
チ

ョ
ー
ア
ウ
ィ
峰
と
パ
サ
ン
・
ラ
ム

・
チ

ュ
リ
ー
峰

が
同

一
の
山
と
は
思
わ
な
か

っ
た
。

マ
ナ
ス
ル
登
頂
断
念
と
そ
の
後
出
か
け
た
ラ
ン
タ
ン
谷
で
、
豪
雪
に
出

く
わ
し
十

一
月
下
旬
に
帰
国
。
不
在
中
に
届
い
た
た
く
さ
ん
の
郵
便
物
の

な
か
に
、
韓
国
太
田
市

・
中
京
山
岳
会
の
パ
サ
ン
・
ラ
ム

・
チ

ュ
リ
ー
峰

の
計
画
書
が
あ

っ
た
。

概
念
図
と
ボ
ヤ
け
た
山
の
写
真
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
山
が
チ
ョ
ー
・

ア
ウ
ィ
峰
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
大
韓
山
岳
連
盟
の
高
容
詰

（く
８
∞

ｏ
〓
“
Ｆ
因
ｏ
）
副
会
長
に
連
絡
を
と
り
、
資
料
を
頂
戴
し
た
。
隊
長
の
孫

重
豪

（』
ｏ
８
∞
目
ｐ

∽
８
）
氏
か
ら
も
写
真
と
ル
ー
ト
概
略
図
を
い
た
だ

い
た
。
彼
ら
は
西
面
ク
ロ
ア
ー
ル
を
直
登
し
、
七

一
〇
〇
】
川
の
ピ
ナ
ク
ル

直
下
、
六
九
〇
〇
】
川
で
敗
退
し
た
と
の
こ
と
だ

っ
た
。

十
二
月
半
ば
、
今
年
こ
そ
温
か
い
南
の
島
な
ど
と
淡
い
夢
を
抱
く
ワ
イ

フ
を
説
き
伏
せ
、
偵
察
の
た
め
シ
ャ
ン
ボ
チ

ェ
ヘ
飛
ん
だ
。
十

一
月
の
大

雪
は
ま
だ
大
量
に
残

っ
て
い
た
が
ア
ン
プ
ル
バ

・
シ
ェ
ル
パ
ら
二
人
と
私

は
膝
ま
で
の
ラ
ッ
セ
ル
を
強
い
ら
れ
な
が
ら
も
偵
察
を
し
て
き
た
。
タ
ー

メ
に
残

っ
た
ワ
イ
フ
は
ダ
ウ
ン
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
包
ま
リ
パ
ン
パ
ン
に
顔
を

腫
ら
し
つ
つ
数
日
の
ク
ー
ン
プ
を
楽
し
ん
だ
、
と
し
て
お
こ
う
。

行
動
記
録

計
画
で
は
カ
ン
シ
ュ
ン
に
Ｂ
Ｃ
を
設
け
て
、
五
七
二
〇
ド
月
の
コ
ル
に
出

て
直
線
的
に
伸
び
る
南
稜
を
登
り
た
か
っ
た
が
、
雪
崩
が
続
出
し
上
部
オ
ー

バ
ー
ハ
ン
グ
帯
は
わ
れ
わ
れ
の
技
術
で
は
登
れ
な
い
、
と
判
断
し
た
。
韓

国
隊
ル
ー
ト
も
Ｂ
Ｃ
ま
で
雪
が
飛
ん
で
く
る
ほ
ど
の
大
雪
崩
が
頻
発
し
て

取
り
付
け
な
か

っ
た
。

そ
こ
で
Ｂ
Ｃ
を
ジ

ョ
サ
ン
バ
、
中
央
モ
レ
ー
ン
帯

（五
四
〇
〇
肝
）
に

作

っ
た
。
そ
こ
か
ら
ナ
ン
パ

・
ラ
氷
河
左
岸
沿
い
を
登
り
、
ナ
ン
パ

・
ラ

手
前
、
西
稜
基
部
に
Ａ
Ｂ
Ｃ

（五
六
〇
〇
房
）
を
設
け
た
。

こ
の
西
稜
ル
ー
ト
は
六
七
二
五
川
の
ピ
ー
ク
を
越
え
て
、
九
月
二
十
三

日
か
ら
十
月

一
日
ま
で
延
べ
七
日
間
、
六
七
二
五
ｖ
川
ピ
ー
ク

ヘ
の
ル
ー
ト

エ
作
お
よ
び
荷
上
に
従
事
し
て
ピ
ー
ク
を
越
え
た
六
七
〇
〇
ｖ
川
の
コ
ル
手

前
に
Ｃ
ｌ
を
設
営
し
た
。

こ
の
Ｃ
ｌ
か
ら
望
む
頂
上
は
過
か
に
遠
く
、
岩
峰
の
左
に
Ｂ
Ｃ
か
ら
見

え
な
い
さ
ら
に
高
い
第
二
、
第
二
の
ピ
ー
ク
が
饗
え
、
そ
の
奥
に
チ

ョ
ー

オ

ュ
ー
の
頂
上
部
が
見
え
て
い
た
。

Ｃ
ｌ
か
ら

一
旦
下

っ
て
コ
ル
に
出
る
。
稜
右
側
の
最
短
ル
ー
ト
を
ト
ラ

バ
ー
ス
し
て
み
る
が
再
び
稜
上
に
出
る
と
こ
ろ
で
雪
崩
が
出
て
断
念
。
長

い
稜
上

へ
と
引
き
返
す
。
し
か
し
ラ
ッ
セ
ル
は
膝
下
程
度
で
、
こ
こ
は
フ

イ
ッ
ク
ス
の
必
要
も
な
く
意
外
に
早
く
登
り
切

っ
た
。

十
月
九
日
、
六
二
五
〇
屑
の
コ
ル
手
前
に
仮
Ｃ
２
を
設
営
し
た
。
Ｃ
ｌ
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か
ら
こ
の
仮
Ｃ
２
ま
で
は
時
間
に
し
て

一
時
間
程
度
だ
が
、
こ
の
先
適
当

な
テ
ン
ト
サ
イ
ト
が
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ら
ア
タ
ッ
ク
と
決
め
る
。
十
日

～
十
二
日
、
仮
Ｃ
２
か
ら
コ
ル
ま
で
七
ピ

ッ
チ
の
フ
イ

ッ
ク
ス
。
コ
ル
か

ら
初
登
頂
の
Ｈ
Ａ
Ｊ
隊
の
ル
ー
ト
と
合
流
、
ナ
イ
フ
リ
ッ
ジ
の
彼
ら
の
い

う

「
ト
サ
カ
尾
根
」
を
直
登
し
て
、
シ
ェ
ル
パ
に
は
ス
ノ
ー
バ
ー
、
フ
イ
ッ

ク
ス
ロ
ー
プ
な
ど
荷
上
げ
を
同
時
に
し
て
も
ら
う
。

十
三
日
、
谷
日
、
北
村
と
シ

ェ
ル
パ
ニ
名
で
ア
タ

ッ
ク
を
か
け
る
が
、

「
ト
サ
カ
尾
根
」
か
ら
七

一
〇
〇
ｖ
川岩
峰
三
角
形
岩
壁
下
を
右
側

へ
の
大

ト
ラ
バ
ー
ス
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
フ
イ

ッ
ク
ス
不
足
で
断
念
し
て
全
員
Ｂ

Ｃ

へ
降
り
た
。
悪
天
も
続
き
十
六
日
ま
で
休
養
を
取
る
。

頂
　
　

十
七
日
、
谷
日
、
北
村
は
Ｃ
ｌ
、
シ

ェ
ル
パ
三
名
は
仮
Ｃ
２
に
入
る
。

握
　
　

十
八
日
、
仮
Ｃ
２
で
合
流
後
テ
ン
ト
を
回
収
し
、
ト
サ
カ
尾
根
を
経
て

よ
　

大
ト
ラ
バ
ー
ス
を
終
え
て
、
フ
イ

ッ
ク
ス
終
了
点
か
ら
さ
ら
に
ニ
ピ
ッ
チ
、

側ル
　

ザ
イ
ル
を
セ

ッ
ト
す
る
。

一バ
　

　

七

一
〇
〇
屑
三
角
形
岩
壁
の
南
稜
を
廻
り
込
ん
だ
台
地
に
Ｃ
２
を
設
営

嵯
　

す
る
こ
と
が
出
来
た
。

り．　
　
　
二
名
が
上
部
で
明
日
の
ア
タ

ッ
ク
に
備
え
て
ラ
ッ
セ
ル
を
し
て
い
る
間
、

チュ
　

ンヽ
ェ
ル
パ
は
大
ト
ラ
バ
ー
ス
を
二
往
復
し
て
テ
ン
ト
、
食
糧
、
ス
ノ
ー
バ
ー
、

ム
　
　
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
三
〇
〇
諄
川
な
ど
を
荷
上
。
彼
ら
の
内

一
二名
が
Ｃ
２
に

．ヮ
　

留
ま
り
、
三
名
の
ア
タ

ッ
ク
メ
ン
バ
ー
が
集
結
し
た
。

サ
　
　
十
九
日
、
上
部
に
ク
レ
バ
ス
が
あ
っ
た
の
で
明
る
く
な
っ
て
か
ら
出
発

す
る
。
出
発
時
に
気
温
を
計
る
と

マ
イ
ナ
ス
二
〇
度
で
あ

っ
た
。
三
ピ

ッ

チ
ほ
ど
登

っ
た
と
こ
ろ
で
シ
ェ
ル
パ
が
リ
タ
イ
ヤ
。

こ
こ
か
ら
ル
ー
ト
は
七

一
〇
〇
】
川
岩
峰
の
頂
稜

コ
ル
ヘ
向
か
っ
て
登
り
、

稜
線
づ
た
い
に
登
る
予
定
だ

っ
た
が
、
途
中
の
稜
線

へ
の
岩
稜
が

ハ
ン
グ

に
な

っ
て
お
り
、
迂
回
の
た
め
右
に
大
き
く
ト
ラ
バ
ー
ス
す
る
。

ザ
イ
ル
と
ス
ノ
ー
バ
ー
を
回
収
し
て
右
に
振
る
。
直
登
三
〇
〇
】
川
で
頂

稜
に
達
し
た
。

こ
こ
か
ら
右
に
ナ
イ
フ
リ
ッ
ジ
が
続
い
て
お
り
、
メ
イ
ン
ザ
イ
ル
で
三

ピ

ッ
チ
進
む
と
頂
上
で
、
ち
ょ
う
ど
正
午
で
あ

っ
た
。

頂
上
は
両
手
で
抱
え
ら
れ
る
程
小
さ
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
ピ
ー
ク
で
、
身
動

き
出
来
な
い
ま
ま
し
ば
し
展
望
を
楽
し
ん
だ
。

長
い
下
降
を
続
け
午
後
七
時
四
十
五
分
Ｂ
Ｃ
に
到
着
し
た
。

付
記
―

‐パ
サ
ン
・
ラ
ム

・
チ
ュ
リ
ー
七
二
五

百
川
（ジ
ョ

サ
ン
パ

・
ピ
ー
ク
）
に
つ
い
て

九
五
年
度
ネ
パ
ー
ル
観
光
省
は
新
た
に
五

つ
の
山
を
オ
ー
プ
ン
に
し
た
。

新
レ
ギ

ュ
レ
ー
シ

ョ
ン
に
は

「
”
∽”
●
∞
Ｆ
訂
Ｂ
Ｃ
Ｏ
Ｆ

〓

（」
Ｏ
∽”
日
Ｆ
）

「∞
い
Ｈ８

Ｆ
秦
邑
①
Ｎ∞
ｏ卜
Ｎ卜
Ｆ
ｏ
混
〓
ａ
①
∞
ｏ
∞
ｏ
い
∞
と
位
置
づ
け
さ
れ

て
い
る
が
、
地
図
上
に
は
そ
ん
な
山
は
な
い
。

『
目
ＨＯ
目

＞
∽
Ｈ＞
』
＞
●
〓
ご
∽寸
”
け①ヽ

〓
∽一〇
Чヽ
Ｏ
』
け，
①
『〇
〇
〇
日
①寸
①

づ
①洋
∽
』
〓

Ｚ
８
一①
著
の
紹
介
で
は
チ

ョ
ー
ア
ウ
ィ
は
ナ
ン
パ
イ
ゴ

ス
ム

Ⅱ
と
な

っ
て
い
て
標
高
は
七
二
五
〇
房
、
位
置
は
２８
　
０４
　
１４
　
８６
　
３８

１０
と
な

っ
て
い
る
。
Ｌ
ｏ
∽”
日
げ
”
づ
８
Ｆ
は
ナ
ン
パ
イ
ゴ
ス
ム
ー
峰
七
二
五
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百

川
　
２８
　
０４
　
５３
　
８６
　
３６
　
２３
を
採
用
し
て
い
る
。
ナ
ン
パ
イ
ゴ
ス

ム
Ⅲ
は
七

一
一
〇
屑
で
シ

ュ
ナ
イ
ダ
ー
が
測
量
し
た
ネ
パ
ー
ル

・
ヒ
マ
ラ

ヤ
研
究
計
画

（
Ｒ
Ｓ
Ｎ
Ｈ
）
ク
ー
ン
ブ
ヒ
マ
ー
ル
、
ミ

ュ
ン
ヘ
ン
一
九
七

八
年
改
訂
版
の
五
万
分
の

一
地
図
で
は
ナ
ン
パ
イ

・
ゴ
ス
ム

（二
つ
の
頭

の
意
）
山
塊
と
表
し
て
い
る
。

西
か
ら
Ｉ
峰
、
Ⅱ
峰
、
Ⅲ
峰
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

七
〇
年
度
長
野
県
山
岳
協
会
発
行
の
年
報
で
は
古
原
和
美
氏
の
報
告
で

ナ
ン
パ
イ
ゴ
ス
ム
ー
峰
七
二
五
二
肝
と
紹
介
さ
れ
、
シ
ェ
ル
パ
は
こ
れ
を

チ

ョ
ウ

・
ア
ウ
ィ
と
呼
ん
で
い
る
。
六
六
年
Ｅ

・
ヒ
ラ
リ
ー
氏
は
こ
の
山

を
ジ

ョ
サ
ン
バ
ー
峰
で
申
請
し
て
い
る
。
い
ず
れ
を
採
用
す
る
か
迷
う
と

も
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
Ｒ

・
Ｇ

・
Ｓ

・
（
六

一
年
発
行
王
立
地
理
学
協
会

『
哺

，
①

〓
ｏ
」
詳

固
く
①ヽ
①∽け
コ
①性
ｏ
●
十
万
分
の

一
』
）
を
参
考
に
さ
れ
た
と
思
う
。

七
七
年
発
行
の

『
世
界
山
岳
地
図
集
成
』
（学
習
研
究
社
）
に
よ
る
と
、

故
諏
訪
多
栄
蔵
氏
は
山
名
を
チ

ョ
ー

・
ア
ウ
ィ
七
二
五
二
屑
と
し
て
採
用

さ
れ
て
い
る
。

九
六
年
十

一
月
発
行
の

『
ヒ
マ
ラ
ヤ
名
峰
事
典
』
で
も
薬
師
義
美
氏
は

チ

ョ
ー

・
ア
ウ
ィ
七
二
五
四
屑
と
紹
介
さ
れ
、
中
国
科
学
院
の
十
万
分
の

一
地
図
の
標
高
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

九
七
年
二
月
ネ
パ
ー
ル
地
理
院
発
行
の
五
万
分
の
一
地
図
に
は
パ
サ
ン
・

ラ
ム

・
チ

ュ
リ
ー
の
名
で
制
定
さ
れ
た
新
し
い
地
図
が
出
た
。
そ
し
て
高

さ
を
七
二
五
〇
屑
と
し
て
い
る
。

初
登
頂
は
八
六
年
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
隊

（八
島
寛
隊
長
）
で
あ
る
。

メ
ン
バ
ー
十
名
に
よ
リ
チ
ベ

ッ
ト
側
か
ら
の
許
可
で
六
五
二
〇
】
月
の
コ
ル

に
出
て
北
西
稜
を
登
り
、
七
二
〇
〇
肝
で
ビ
バ
ー
ク
後
、
十
月
十
二
日
四

名
、
翌
十
三
日
残
り
六
名
の
全
員
に
よ
る
初
登
頂
さ
れ
た
。
標
高
は
中
国

の
地
図
か
ら
七
二
五
四
】
川
と
し
、
チ
ベ
ッ
ト
名
チ

ョ
ー

・
ウ
ィ
峰
を
採
用

し
て
い
る
。

パ
サ
ン

・
ラ
ム
と
は
シ
ェ
ル
パ
族
の
女
性
の
名
前
。
九
二
年
イ
ン
ド
隊

に
参
加
し
た
シ
ェ
ル
パ
ニ
が
四
、
五
日
後
に
ア
タ
ッ
ク
す
る
と
い
う
情
報

を
得
て
彼
女
は
無
理
し
て
セ
ミ
カ
プ
セ
ル
ス
タ
イ
ル
で
ど
ん
ど
ん
登
高
を

重
ね
ア
タ

ッ
ク
を
敢
行
し
登
頂
後
南
峰
で
ビ
バ
ー
ク
中
、
疲
労
凍
死
し
た
。

没
後
、
ネ
パ
ー
ル
女
性
初
の
エ
ベ
レ
ス
ト

（サ
ガ
ル
マ
ー
タ
）
登
頂
を
記

念
し
て
ス
タ
ー
勲
章
が
授
与
さ
れ
、
記
念
切
手
が
作
ら
れ
た
り
、
登
山
学

校
や
、
銅
像
な
ど
が
建
て
ら
れ
た
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称
　
大
阪
山
の
会
登
山
隊
九
六
秋

活
動
期
間
　
一
九
九
六
年
八
月
二
十
五
日
～
十
月
二
十
五
日

目
　
　
的
　
ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ
、
パ
サ
ン
・
ラ
ム

・
チ

ュ
リ
ー
峰

（七

二
五
〇
肝
）
を
ネ
パ
ー
ル
側
よ
り
初
登
頂

隊
の
構
成
　
隊
長
＝
大
西
保

（
５４
）
、
隊
員
＝
谷
口
守

（
４８
）
、
西
平
恵
子

（
４３
）
、
柳
原
武
彦

（３５
）
、
北
村
俊
之

（
３４
）

パサン・ ラム・ チュリー峰をネパール側より初登頂
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7100m岩峰と頂上を望む

View toward 7100 rn]Rock pinnacle seen frOnl COl.

行
動
概
要

報
　
　
告

八
月
二
十
四
日
先
発
隊
出
発
、
九
月

一
日
カ
ト
マ
ン
ズ
集
合
、

九
月
六
日
先
発
隊
シ
ャ
ン
ボ
チ

ェ
着
、
九
月
九
日
本
隊
シ
ャ

ン
ボ
チ

ェ
着
、
先
発
隊
タ
ー
メ
着
、
九
月
十
五
日
ま
で
タ
ー

メ
で
順
応
、
九
月
二
十
日
ジ

ョ
サ
ン
バ
Ｂ
Ｃ

（五
四
〇
〇
屑
）

建
設
、
九
月
二
十
三
日
Ａ
Ｂ
Ｃ

（五
六
〇
〇
餌
）
建
設
、
十

月

一
日
Ｃ
ｌ

（六
七
二
五
房
）
建
設
、
十
月
九
日
仮
Ｃ
２

（六
五
二
〇
ｖ
川
コ
ル
手
前
）
建
設
、
十
月
十
八
日
Ｃ
２

（六

九
〇
〇
屑
）
建
設
、
十
月
十
九
日
隊
員
二
名
登
頂
後
Ｂ
Ｃ
帰

着
、
十
月
二
十

一
日
Ｂ
Ｃ
撤
収
、
十
月
二
十
四
日
シ
ャ
ン
ボ

チ

ェ
到
着
、
十
月
二
十
六
日
カ
ト
マ
ン
ズ
着
解
散
。
随
時
帰

国「岳
人
」
五
九
六
号

（
一
九
九
七
年
二
月
号
）

大
阪
山
の
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

〓
詳

づ
一■

■

ヨ

・
∽
Ｅ

Ｂ

‥
〓

①
一

ｏ
Ｏ
い

」
づ
＼

‐
∽
Ｆ
Ｏ
ヨ

”
も

＼
〇
”
０

大
阪
山
の
会
登
山
隊
報
告
Ｃ
Ｄ

（ｍ
ｌ
）
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ラ
ト
ナ
チ

ュ
リ
初
登
頂

―

上

九
九
六
年
信
州
大
学

・
ネ
パ
ー
ル
警
察
合
同
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
隊
の
記
録

は
じ
め
に

一
九
九
四
年
お
よ
び
九
六
年
は
信
州
大
学
の
山
仲
間
に
と

っ
て
、
ネ
パ
ー

ル

・
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
残
さ
れ
た
未
踏
の
七
〇
〇
〇
屑
峰
二
座
の
初
登
頂
に
成

功
し
た
記
念
す
べ
き
実
り
あ
る
年
だ

っ
た
。

九
二
年
か
ら
組
織
を
あ
げ
て
の
遠
征
を
検
討
し
、
当
初
は
ア
ン
ナ
プ
ル

ナ
Ⅱ
峰
北
稜
と
い
う
第

一
級
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
登
攀
を
計
画
。

藪
　

し
か
し
九
二
年
、
九
二
年
の
二
回
に
わ
た
る
偵
察
の
結
果
、
下
部
ル
ー
ト

嘲
　

の
落
石
と
雪
崩
の
危
険
性
か
ら
中
止
を
決
定
。
同
時
に
計
画
を
進
め
て
い

チュ
　

た
マ
ル
シ
ャ
ン
デ
ィ
河
支
流
ナ
ル

・
コ
ー
ラ
上
流
の
プ
ー

・
チ

ュ
ー
源
流

卜
　

域
の
山
々
、
具
体
的
に
は
ヒ
ム
ル
ン
ヒ
マ
ー
ル
北
西
面
と
ペ
リ
ヒ
マ
ー
ル

ラ

の
両
山
群
を
め
ざ
す
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
山
群
は
ネ
パ
ー
ル

・
ヒ
マ
ラ

渡

部

光

則

ヤ
の
開
祖
と
も
い
う
べ
き
Ｈ

・
Ｗ

・
テ
ィ
ル
マ
ン
が

一
九
五
〇
年
に
入
域

し
て
以
来
永
く
閉
ざ
さ
れ
た
、
グ
レ
ー
ト
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
北
方
、
チ
ベ

ッ
ト

と
の
分
水
嶺
山
脈
に
あ
る
過
か
な
山
々
で
あ

っ
た
。

九
二
年
、
第

一
次
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
Ⅱ
峰
北
稜
偵
察
隊
は
、
そ
の
折
に
申

請
し
た
山
々
の
ひ
と

つ
、
ヒ
ム
ル
ン
ヒ
マ
ー
ル
北
峰

（七

一
二
六
房
）
が

北
大
隊
に
よ

っ
て
初
登
頂
さ
れ
た
こ
と
を
現
地
で
知
ら
さ
れ
た
。
こ
の
記

録
は

「
も
う
ひ
と
つ
の
ヒ
ム
ル
ン
ヒ
マ
ー
ル
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
流
域

の
山
々
の
様
子
が
広
く
知
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
の
山
群
に
残
さ
れ
た
未
踏
の
七
〇
〇
〇
】
川
峰
は
ギ
ャ
ジ
カ
ン

（七
〇

三
八
房
、
当
初
の
申
請
で
は
ヒ
ム
ル
ン
ヒ
マ
ー
ル
西
峰
）
と
ペ
リ
ヒ
マ
ー

ル
主
峰
ラ
ト
ナ
チ

ュ
リ

（七
〇
二
五
屑
）
。
こ
れ
を
同
時
期
に
登
る
た
め
、

信
大
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
実
行
委
員
会
は
ネ
パ
ー
ル
で
数
多
く
の
登
山
を
実
践
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し
て
き
た
ネ
パ
ー
ル
警
察
登
山
探
検
財
団
に
合
同
登
山
の
交
渉
を
重
ね
て

い
た
。
九
二
年
暮
に
小
川

・
渡
部
の
両
名
を
カ
ト

マ
ン
ズ
に
派
遣
さ
せ
、

詳
細
な
打
合
せ
の
結
果
、
合
同
隊
の
成
立
を
み
た
。

し
か
し
ネ
パ
ー
ル
政
府
は
、
ラ
ト
ナ
チ

ュ
リ
に
関
し
て
は
国
境
上
の
位

置
確
認
を
中
国
政
府
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
ギ
ャ
ジ
カ
ン

の
み
を
許
可
し
て
き
た
。
九
四
年
秋
期
に
ギ
ャ
ジ
カ
ン
の
全
員
初
登
頂
に

成
功
し
た
も
の
の
、
引
続
き
当
初
の
計
画
通
リ
ラ
ト
ナ
チ

ュ
リ
登
頂
を
め

ざ
し
て
交
渉
を
継
続
し
た
結
果
、
今
回
限
り
と
い
う
特
別
許
可
が
お
り
た
。

こ
の
許
可
取
得
に
際
し
て
は
、
ギ
ャ
ジ
カ
ン
初
登
頂
成
功
に
よ
る
実
績
だ

け
で
な
く
、
そ
の
間
に
培
わ
れ
た
ネ
パ
ー
ル
警
察
当
局
と
の
厚
い
信
頼
関

係
に
基
づ
く
格
別
の
ご
尽
力
、
お
よ
び
ネ
パ
ー
ル
政
府
機
関
の
ご
配
慮
の

賜
物
が
あ

っ
た
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

一
、
ア
プ

ロ
ー
チ

八
月
二
十

一
日
本
隊
四
名
、
九
月

一
日
後
発
隊
四
名
、
各
々
関
西
空
港

を
出
発
し
、
当
日
の
夕
刻
に
カ
ト
マ
ン
ズ
入
り
を
し
た
。
空
港
で
は
ネ
パ
ー

ル
警
察
の
手
厚
い
出
迎
え
を
受
け
、
通
関
等
も
ス
ム
ー
ス
に
運
ん
だ
。
隊

荷
の
梱
包
作
業
は
、
ポ
リ
ス
ア
カ
デ
ミ
ー
の
体
育
館
を
使
用
さ
せ
て
も
ら

い
、
モ
ン
ス
ー
ン
の
蒸
し
暑
い
な
か
、
ネ
パ
ー
ル
隊
員
と

一
緒
に
汗
に
ま

み
れ
た
作
業
を
行
い
、
関
係
機
関
等

へ
の
挨
拶
ま
わ
り
に
追
わ
れ
た
。

九
月
六
日
、
ポ
リ
ス
ア
カ
デ
ミ
ー
で
警
察
長
官
以
下
多
く
の
将
官
が
臨

席
し
て
合
同
隊
の
結
団
式
と
壮
行
式
が
あ
り
、
バ
ス
三
台

（内
二
台
は
ポ
ー
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タ
ー
用
）
、
ト
ラ
ッ
ク
ニ
台
で
出
発
し
た
。
し
か
し
モ
ン
ス
ー
ン
に
よ
る

河
の
増
水
と
道
路
決
壊
の
た
め
、
そ
の
日
は
デ

ュ
ム
レ
止
ま
り
と
な

っ
た
。

七
日
、
百
七
十
八
名
の
ポ
ー
タ
ー
に
よ
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
開
始
。
十
日
、

ラ
ム
ジ

ュ
ン
県
庁
所
在
地
の
ベ
シ

・
サ

ハ
ー
ル
を
出
発
し
、
モ
ン
ス
ー
ン

の
マ
ル
シ
ャ
ン
デ
ィ
河
に
沿

っ
て
十
四
日
に
ナ
ル

・
コ
ー
ラ
入
日
の
コ
ト

に
着
い
た
。
こ
こ
ま
で
は
街
道
筋
の
ロ
ッ
ジ
に
宿
泊
し
た
。

十
五
日
、　
一
部
ポ
ー
タ
ー
の
入
れ
替
え
を
行
い
、
ナ
ル

・
コ
ー
ラ
に
入

る
。
下
部
は
深
い
廊
下
帯
で
、
峡
谷
入
回
は
、
岩
盤
崩
壊
と
地
滑
り
に
よ

り
道
が
途
絶
え
て
お
り
、
落
石
の
危
険
も
あ

っ
て
、
緊
張
さ
せ
ら
れ
た
。

十
八
日
、
標
高
四
〇
〇
〇
】
月
の
プ
ー

・
ガ
オ
ン
に
着
く
。
集
落
は
右
岸
の

岬
の
よ
う
に
張
出
し
た
尾
根
の
末
端
部
に
あ
り
、
崖
の
上
と
い
う
特
異
な

風
景
に
驚
嘆
す
る
。
村
の
対
岸
の
高
台
に
あ
る
タ
シ

・
ゴ
ン
パ
に
全
員
で

参
拝
。
そ
こ
は
ニ
ン
マ
派
の
僧
院
で
、
僧
侶
の

一
家
は
ギ
ャ
ジ
カ
ン
遠
征

を
懐
か
し
が

っ
て
歓
迎
し
て
く
れ
、
お
守
り
ま
で
い
た
だ
い
た
。

一
九
日
、　
一
九
八
三
年
秋
期
に
弘
前
大
隊
に
よ
り
南
東
面
の
ド
ゥ
ド
ゥ
ｏ

コ
ー
ラ
側
よ
り
初
登
頂
さ
れ
た
ヒ
ム
ル
ン
ヒ

マ
ー
ル
主
峰
ネ
ム
ジ

ュ
ン

（七

一
二
九
肝
）
と
ギ
ャ
ジ
カ
ン
よ
り
流
れ
出
る
パ
ン
グ
リ
氷
河
末
端
部

を
横
断
し
、
左
岸
に
あ
る
標
高
四
六
〇
〇
房
の
パ
ン
グ
リ

ｏ
カ
ル
カ
に
着

く
。
二
十
日
、
標
高
五
二
〇
〇
屑
プ
ー

・
コ
ー
ラ
左
俣
右
岸
の
台
地
に
Ｂ

Ｃ
を
建
設
。
二
十
二
日
、
タ
シ

・
ゴ
ン
パ
の
僧
侶
に
Ｂ
Ｃ
に
来
て
も
ら
い
、

ラ
マ
教
に
よ
る
プ
ジ
ャ
を
行

っ
た
。
た
く
さ
ん
の
タ
ル
チ

ョ
を
張
り
巡
ら

し
、
日
本
と
ネ
パ
ー
ル
両
国
旗
と
両
山
岳
会
旗
の
下
に
祭
壇
を
設
け
た
。
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プー・ コーラ左俣氷河から望むラトナチュリ (7,035m)、 左は西峰 (6,600m)

線
香
と
シ
ュ
ッ
パ

（高
山
性
潅
木
の
香
木
）
の
煙
の
な
か
、
読
経
で
登
山

の
安
全
を
祈

っ
た
。
日
本
側
隊
員
の
大
半
は
、
プ
ー
と
パ
ン
グ
リ

●
カ
ル

カ
に
中
継
キ
ャ
ン
プ
を
置
い
て
順
次
高
所
順
応
を
図
り
、
二
十
五
日
、
全

員
が
元
気
に
Ｂ
Ｃ
に
集
結
し
た
。

二
、
登
山
活
動

Ｂ
Ｃ
の
対
岸
に
は
真
近
に
北
大
隊
に
よ
り
初
登
頂
さ
れ
た
ヒ
ム
ル
ン
ヒ

マ
ー
ル
が
聟
え
、
Ｂ
Ｃ
上
部
五
四
〇
〇
】
川
の
モ
レ
ー
ン
の
頂
き
に
上
が

っ

て
初
め
て
秀
麗
な
ラ
ト
ナ
チ

ュ
リ
の
全
容
が
望
ま
れ
た
。

左
俣
氷
河
右
岸
の
モ
レ
ー
ン
と
側
谷
を
辿
り
、
ラ
ト
ナ
チ

ュ
リ
西
峰
の

南
稜
鞍
部
か
ら
の
氷
河
出
合
五
五
〇
〇
肩
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
建
設
し
た
。
九
月

二
十
六
日
、
Ａ
Ｂ
Ｃ

へ
の
荷
上
げ
の
大
半
は
完
了
し
た
が
、
翌
日
よ
り
二

十
九
日
ま
で
降
雪
が
続
い
た
。
こ
の
間
も
Ｂ
Ｃ
か
ら
Ａ
Ｂ
Ｃ
へ
の
順
応
活

動
を
続
け
た
が
、
Ｂ
Ｃ
で
キ

ッ
チ
ン
ボ
ー
イ
の
ベ
ン
バ

・
ツ
ェ
リ
ン
が
右

半
身
付
随
の
症
状
を
訴
え
、
脳
血
栓
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
大
事
を
と

っ

て
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
救
助
要
請
を
し
た
。
悪
天
の
た
め
十
月

一
日
に
飛
来

し
搬
送
し
た
。
大
事
に
は
至
ら
な
か

っ
た
よ
う
で
、
我
々
が
カ
ト

マ
ン
ズ

に
戻

っ
た
と
き
に
は
、
元
気
に
出
迎
え
て
く
れ
た
。

九
月
二
十
日
、　
一
回
目
の
ア
タ
ッ
ク
を
開
始
し
た
。
第

一
次
ア
タ
ッ
ク

隊

（リ
ー
ダ
ー
＝
田
辺
、
内
田
、
ア
レ
、
ヌ
ル
、
ド
ゥ
ル
ガ
、
ツ
ル
の
六

名
）
は
、
西
峰
南
稜
鞍
部
の
広
い
雪
原
の
Ｃ
ｌ
予
定
地

（六
〇
〇
〇
房
）

を
経
て
南
稜
に
ル
ー
ト
エ
作
後
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
帰
着
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
～
Ｃ
ｌ
間
の
氷
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ラトナチュリ初登頂

河
上
に
五
ピ

ッ
チ
固
定

ロ
ー
プ
を
張
る
。
他
の
隊
員
た
ち
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
、
Ｃ

ｌ
へ
の
荷
上
げ
。

十
月

一
日
、
第

一
次
ア
タ

ッ
ク
隊
は
Ｃ
ｌ
建
設
後
、
昨
日
に
引
き
続
き

南
稜
の
ル
ー
ト
エ
作
。
二
日
、
西
峰

（六
六
〇
〇
屑
）
に
登
頂
。
南
稜
は

一
九
ピ

ッ
チ
の
固
定

ロ
ー
プ
を
要
し
た
。
西
稜
を
主
峰
に
向
か

っ
て
三
ピ
ッ

チ
固
定

ロ
ー
プ
を
張

っ
て
下
り
、
Ｃ
２
予
定
地
に
達
し
た
後
、
Ｃ
ｌ
帰
着
ｂ

支
点
は
す
べ
て
ス
ノ
ー
バ
ー
を
使
用
。
三
日
、
悪
天
の
た
め
ア
タ
ッ
ク
を

中
止
し
、
Ｃ
ｌ
よ
り
Ｂ
Ｃ
に
戻
る
。
五
日
ま
で
悪
天
が
続
き
、
Ｂ
Ｃ
で
も

大
雪
。
六
日
、
や

っ
と
天
候
は
回
復
し
た
が
、
大
雪
の
後
な
の
で
大
事
を

と

っ
て
停
滞
す
る
。

七
日
、
前
回
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
二
回
目
の
ア
タ

ッ
ク
を
開
始
し
た
。

Ａ
Ｂ
Ｃ
を
経
て
Ｃ
ｌ
入
り
。
八
日
、
Ｃ
２
建
設

（六
五
五
〇
肝
）
。
九
日
、

快
晴
で
は
あ
る
が
強
風
の
た
め
様
子
待
ち
を
し
て
、
七
時
Ｃ
２
発
。
主
峰

と
の
鞍
部

（六
四
〇
〇
房
）
ま
で
の
下
り
は
、
急
峻
な
箇
所
に
三
ピ

ッ
チ

固
定

ロ
ー
プ
を
張

っ
た
。
鞍
部
は
広
い
プ
ラ
ト
ー
で
、
そ
こ
よ
り
主
峰

へ

の
登
り
は
、
硬
く
ク
ラ
ス
ト
し
た
雪
壁
に
固
定

ロ
ー
プ
を
伸
ば
し
て
い
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
頂
上
直
下

一
〇
〇
層
の
地
点
で
内
田
隊
員
が
不
調

を
訴
え
、
固
定

ロ
ー
プ
が
尽
き
た
こ
と
か
ら
、
ネ
パ
ー
ル
側
メ
ン
バ
ー
は

ス
タ
カ

ッ
ト
に
よ
る
登
攀
を
き
ら

っ
て
下
山
を
主
張
し
、
止
む
な
く
引
き

返
し
た
。

三
回
目
の
ア
タ
ッ
ク
は
最
早
時
間
的
に
も
最
後
で
あ
り
、
失
敗
は
許
さ

れ
な
い
状
況
と
な

っ
た
。
こ
の
た
め
、
今
ま
で
三
パ
ー
テ
ィ
に
分
け
て
各
々

行
動
し
て
い
た
メ
ン
バ
ー
を

一
部
入
れ
替
え
、
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
は
田

辺

（
＝
リ
ー
ダ
ー
）
、
ア
レ
、
ツ
ル
の
三
名
に
し
ぼ
り
、
六
名

の
サ
ポ
ー

ト
を
配
し
た
。
こ
の
六
名
の
サ
ポ
ー
ト
要
員
の
う
ち
、
澤
田
、
ド
ゥ
ル
ガ

の
二
名
は
Ｃ
２
か
ら
上
部
の
サ
ポ
ー
ト
を
狙

っ
て
ア
タ

ッ
ク
隊
と
同
行
し

た
が
、
特
に
問
題
が
生
じ
な
か

っ
た
た
め
、
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
と

一
緒

に
登
頂
し
た
。
こ
の
間
、
他
の
メ
ン
バ
ー
も
す
べ
て
Ｃ
２
ま
で
達
し
て
お

り
、
す
か
さ
ず
二
次
、
二
次
の
波
状
攻
撃
を
か
け
る
べ
く
全
員
登
頂
の
態

勢
を
整
え
た
。

天
候
は
六
日
以
来
晴
天
が
続
き
、
十

一
日
に
は
Ｃ
２
に
於
い
て
、
ツ
ル

の
渡
り
に
遭
遇
し
た
。
次
々
と
編
隊
を
組
ん
で
、
頭
上
の
光
輝
く
蒼
空
を

飛
翔
す
る
渡
り
鳥
の
姿
に
感
激
し
た
。

十
二
日
、
第

一
次
ア
タ
ッ
ク
隊
と
サ
ポ
ー
ト
隊
は
、
Ｂ
Ｃ
を
出
発
し
Ｃ

ｌ
を
経
て
十
三
日
に
Ｃ
２
に
入
る
。
十
四
日
、
田
辺
、
ア
レ
、
ツ
ル
、
澤

田
、
ド
ゥ
ル
ガ
の
五
名
、
七
時
Ｃ
２
を
発
。
十
二
時
十
分
初
登
頂
に
成
功
。

前
回
引
き
返
し
た
地
点
か
ら
さ
ら
に
三
ピ

ッ
チ
固
定

ロ
ー
プ
を
伸
ば
す
と

（Ｃ
２
～
頂
上
間
、
計
十
八
ピ

ッ
チ
）
、
そ
こ
は
永
い
間
憧
れ
続
け
て
き
た
、

過
か
な
る
宝
石
の
峰
、
ラ
ト
ナ
チ

ュ
リ
の
頂
き
で
あ

っ
た
。
十
五
時
三
十

分
Ｃ
２
に
帰
着
。
十
五
日
、
Ｃ
２
を
発

っ
て
Ｂ
Ｃ
に
帰
着
。

十
六
日
、
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
隊

（リ
ー
ダ
ー
＝
渡
部
、
野
村
、
花
谷
、

ジ
ョ
シ
、
ヌ
ル
、
フ
ル
）
が
登
頂
。
こ
の
日
は
、
快
晴
で
風
も
穏
や
か
で

あ
り
、
通
か
北
に
は
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ル
ン
ポ
カ
ン
リ
が
望
ま
れ
、

南
は
プ
ー

・
コ
ー
ラ
の
谷
を
隔
て
て
ヒ
ム
ル
ン
ヒ
マ
ー
ル
山
群
の
四
山
と
、
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ラトナチュリ西稜より望むヒムルン・ ヒマール山群

左より、ヒムルンヒマール(7,126m)、 無名峰(7,097m)、 ネムジュン(7,139m)、 ギャジカ

ン(7,038m)、 ヒムルンヒマール左肩にマナスルがのぞいている。右端はアンナプルナⅡ峰。

そ
の
背
後
に

一
段
と
高
く
グ
レ
ー
ト
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
マ
ナ
ス
ル
か
ら
ア
ン

ナ
プ
ル
ナ
、
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
ま
で
遠
く
連
な

っ
て
聟
え
て
い
た
。

十
八
日
、
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
隊

（リ
ー
ダ
ー
＝
内
田
、
金
子
、
小
林
、

シ
ヴ

ァ
コ
テ
ィ
、
ダ
ン
バ
ル
）
が
登
頂
。
十
六
名
全
員
登
頂
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

十
九
日
、
Ｃ
２
を
撤
収
し
Ｂ
Ｃ
に
集
結
。
翌
二
十
日
、
Ｃ
ｌ
お
よ
び
Ａ

Ｂ
Ｃ
の
撤
収
と
不
要
な

ロ
ー
プ
、
食
料
、
ゴ
ミ
等
を
Ｂ
Ｃ
へ
荷
降
ろ
し
し

て
登
山
活
動
を
終
了
し
た
。

三
、
帰
路

十
月
二
十
二
日
、
Ｂ
Ｃ
を
撤
収
。
高
層
を
雲
が
速
く
流
れ
て
不
安
を
感

じ
る
。
プ
ｌ

ｏ
ガ
オ
ン
の
ヤ
ク
馬

（
二
十
七
頭
）
を
主
体
に
ポ
ー
タ
ー
十

五
名
で
帰
路
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
が
出
発
。
半
日
近
く
の
交
渉
の
末
、
出
発
が

午
後
四
時
近
く
に
な

っ
た
た
め
、
パ
ン
グ
リ
カ
ル
カ
泊
ま
り
と
な
る
。
二

十
三
日
、
恐
れ
て
い
た
悪
天
候
。
降
雪
が
始
ま
り
難
渋
す
る
こ
と
と
な
る
。

雪
化
粧
の
プ
ー
に
着
く
。
積
雪
で
カ
ン

・
ラ
越
え
は
不
可
能
と
な
り
、
往

路
下
山
と
な
る
。
下
流
の
ナ
ル

・
コ
ー
ラ
は
廊
下
帯
の
道
の
た
め
駄
獣
は

使
え
ず
、
ポ
ー
タ
ー
ト
ラ
ブ
ル
の
連
続
。
連
日
の
交
渉
に
ほ
と
ほ
と
手
を

や
き
消
耗
す
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
り
食
料
と
燃
料
が
切
れ
、
ネ
パ
ー
ル

人
ド
ク
タ
ー

・
シ
ョ
レ
ス
タ
氏

（警
察
病
院
医
師
）
は
雪
道
で
転
ん
で
足

首
を
複
雑
骨
折
し
て
、
雪
の
中
を
担
い
で
降
ろ
す
こ
と
に
な

っ
た
。

マ
ル

シ
ャ
ン
デ
ィ
の
街
道
筋
ま
で
ほ
と
ん
ど
脱
出
行
の
有
様
と
な

っ
た
が
二
十
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七
日
、
よ
う
や
く
コ
ト
に
帰
着
。
二
十
八
日
、
ド
ク
タ
ー
は
チ
ャ
ー
メ
よ

り
救
助
要
請
し
た
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
カ
ト
マ
ン
ズ
に
搬
送
さ
れ
た
。

二
十
九
日
以
降
ポ
ー
タ
ー
替
え
を
し
、

ロ
バ
に
よ
る
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
再

編
成
。
打

っ
て
変
わ

っ
て
快
適
な
旅
を
続
け
、
十

一
月

一
日
、
ベ
シ

・
サ

ハ
ー
ル
着
。
こ
れ
よ
り
、
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
、
三
日
、

カ
ト
マ
ン
ズ
に
帰
着
。
音
楽
隊
を
先
導
に
市
内
パ
レ
ー
ド
の
後
、

マ
ヘ
ン

ド
ラ

・
ポ
リ
ス
ク
ラ
ブ
講
堂
で
歓
迎
会
が
開
催
さ
れ
、
遠
征
報
告
を
し
た
。

隊
荷
の
整
理
梱
包
に
御
礼
と
報
告
、
挨
拶
ま
わ
り
、
ド
ク
タ
ー
の
お
見

舞
い
と
あ
わ
た
だ
し
い
日
々
だ

っ
た
。
七
日
に
シ
ャ
ン
カ
ー
ル

・
ホ
テ
ル

で
祝
賀
デ
ィ
ナ
ー
パ
ー
テ
ィ
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
、
内
務
大
臣
は
じ
め
多

く
の
方
々
が
ご
出
席
く
だ
さ
り
、
盛
会
で
あ

っ
た
。
す
べ
て
の
行
事
を
終

え
、
九
日
と
十
日
、
各
々
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。

∧
記
録
概
要
∨

隊
の
名
称

　
一
九
九
六
年
信
州
大
学

・
ネ
パ
ー
ル
警
察
合
同
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠

征
隊

主
　
　
催
　
信
州
大
学
山
岳
会
、
信
州
大
学
学
士
山
岳
会

活
動
期
間
　
一
九
九
六
年
八
月
～
十

一
月

目
　
　
的
　
ラ
ト
ナ
チ

ュ
リ
初
登
頂

隊
の
構
成
　
総
隊
長
＝
野
村
昌
男

（
５５
）

日
本
側
隊
長
＝
渡
部
光
則

（
４６
）

日
本
側
登
攀
隊
長

＝
田
辺
治

（
３５
）
、
隊
員
＝
金
子
鉄
男

（
５０
）
、
澤
田
克
彦

（
３８
）
、
内
田
健

一

（
２８
）
、
花
谷
泰
広

（
２０
）
、
小
林
茂
幹

（
１９
）

ネ
パ
ー
ル
側
隊
長
＝
グ
プ
タ

・
バ

ハ
ド
ゥ
ー
ル

・
ラ
ナ

（５６
）

ネ
パ
ー
ル
側
登
攀
隊
長
＝
ギ
ー
タ

・
バ

ハ
ド
ゥ
ー
ル

・
ジ

ョ

シ

（
４４
）

隊
員
＝
ラ
ム
カ
ジ

・
ジ
ヴ

ァ
コ
テ
ィ

（
３６
）
、
サ
ン
タ

・
バ

ハ
ド
ゥ
ー
ル

・
ア
レ

（
３０
）

サ
ー
ダ
ー
＝
ヌ
ル

・
シ
ェ
ル
パ

（
３８
）
、

Ｈ

・
Ａ

・
Ｐ

¨
フ

ル

・
バ
ハ
ド
ゥ
ー
ル

・
ラ
イ

（４３
）、
ダ
ン
バ
ル
・
バ
ハ
ド
ゥ
ー

ル

・
グ
ル
ン

（３４
）
、
ド
ゥ
ル
ガ

・
バ

ハ
ド

ゥ
ー
ル

・
タ

マ

ン

（
３８
）
、
ツ
ル

・
バ

ハ
ド
ゥ
ー
ル

・
タ
マ
ン

（
３０
）

医
師
＝
ヴ
ィ
シ
ュ
ワ
ナ
ス

・
シ
ュ
レ
ス
タ

（
３２
）

リ
エ
ゾ
ン
オ
フ
ィ
サ
ー
＝
ジ
ャ
ヤ

・
ビ
シ
ュ
ヌ

・
ネ
パ
リ
ィ

（
４０
）

通
信
士
＝
バ
ブ

・
ラ
ム

・
パ
ウ
ダ
ル

（
３２
）
、　
コ
ッ
ク
＝
ラ

ジ

マ
ン
ｏ
カ
バ
ス

（
２９
）
、
ナ
ワ
ン
・
ギ
ャ
ル
ツ
ェ
ン
ｏ
シ
ェ

ル
パ

（
２６
）

キ

ッ
チ
ン
ボ
ー
イ
五
名
、
メ
イ
ル
ラ
ン
ナ
ー
ニ
名

八
月
二
十

一
日
本
隊
、
九
月

一
日
後
発
隊
カ
ト
マ
ン
ズ
入
り
。

六
日
カ
ト
マ
ン
ズ
出
発
。
二
十
五
日
Ｂ
Ｃ
集
結
。
十
月

一
日

Ｃ
ｌ
建
設
。
二
日
西
峰
到
達
。
八
日
Ｃ
２
建
設
。
九
日
二
回

目
の
ア
タ
ッ
ク
、
頂
上
直
下
よ
り
引
返
す
。
十
四
日
第

一
次

ラトナチュリ初登頂

行
動
概
要
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捜卍
　
　
　
　
生百

ア
タ
ッ
ク
隊

（田
辺
、

ア
レ
、

ツ
ル
）
お
よ
び
サ
ポ
ー
ト

（澤
田
、
ド
ゥ
ル
ガ
）
の
五
名
登
頂
。
十
六
日
第
二
次
ア
タ
ッ

ク
隊

（渡
部
、
野
村
、
花
谷
、
ジ

ョ
シ
、
ヌ
ル
、
フ
ル
）
六

名
登
頂
。
十
八
日
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
隊

（内
田
、
金
子
、
小

林
、
シ
ヴ

ァ
コ
テ
ィ
、
ダ
ン
バ
ル
）
五
名
登
頂
。
計
十
六
名

全
員
登
頂
に
成
功
。
二
十
二
日
Ｂ
Ｃ
撤
収
。
降
雪
に
よ
り
往

路
下
山
。
十

一
月

一
日
ベ
シ

・
サ

ハ
ル
着
。
三
日
カ
ト

マ
ン

ズ
帰
着
。
九
日
以
降
順
次
帰
国
。

「
山
と
漢
谷
」
九
七
年
二
月
号
。
「山
岳
」
九
七
年
二
月
号
。

「
日
山
協
第
二
十
五
回
海
外
登
山
技
術
研
究
会
資
料
集

一
九

九
七
」
。

な
お
、
本
遠
征
公
式
報
告
書
は
九
七
年
十

一
月
刊
行
予
定
で

あ

る
。
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女
神
の
山

「
チ
ョ
モ
ラ
リ
峰
」
全
員
登
頂

―

上

九
九
六
年
日
中
合
同
登
山
隊
の
記
録

は
じ
め
に

一
九
九
五
年
九
月
の
偵
察
時
、
初
め
て
チ

ョ
モ
ラ
リ
峰
の
全
容
を
見
た
。

美
し
い
山
と
大
い
に
期
待
し
て
い
た
が
、
現
実
は
そ
れ
を
は
る
か
に
超
越

し
て
い
て
、
言
葉
が
出
な
か

っ
た
。
こ
ん
な
山
に
登

っ
て
も
よ
い
の
か
と

い
う
、
畏
怖
の
念
さ
え
わ
い
た
。

チ
ベ
ッ
ト
か
ら
シ
ッ
キ
ム
に
抜
け
る
街
道
を
南
下
し
て
い
く
と
、
ト
ー

チ
ン
ツ
ォ
で
最
初
に
北
面
を
眺
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
秀
麗
で
、
天

女
が
裳
裾
を
た
な
び
か
せ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
さ
ら
に
南
下
し
、
タ
ン

ラ
と
い
う
分
水
嶺
を
な
す
緩
や
か
な
峠
に
至
る
と
、
西
壁
が
眼
前
に
迫
る
。

河
口
慧
海
が

「毘
婁
遮
那
の
お
ご
そ
か
に
座
す
る
が
こ
と
く
」
と
表
現
し

た
の
は
、
こ
の
西
面
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
南

へ
進
み
、

長
野
県
山
岳
協
会

パ
ー
リ
の
町
の
菜
の
花
越
し
の
チ

ョ
モ
ラ
リ
峰
は
、
三
角
錐
で
、
人
々
に

微
笑
み
な
が
ら
そ
び
え
立

っ
て
い
る
。

見
る
方
向
で
著
し
く
姿
を
変
え
る
が
、

い
ず
れ
も
地
元
の
人
た
ち
が

「仙
女
の
峰
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
名
峰
で
あ
る
。

こ
の
峰
に
、　
一
九
九
六
年
秋
、
日
中
合
同
隊
は
幸
い
に
も
全
員
登
頂
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

計
画
の
成
立

長
野
県
山
岳
協
会

（以
下
長
山
協
）
は
、　
一
九
八

一
年
以
来
、
中
国
登

山
協
会
と
交
流
を
続
け
て
き
て
い
る
。
そ
の
歴
史
を
説
明
す
る
た
め
、
私

た
ち
は

「交
流
の
樹
」
と
呼
ぶ
次
の
図
を
使
用
す
る
。

こ
の
図
の
樹
齢
は
チ

ョ
モ
ラ
リ
計
画
実
施
点
で
十
六
年
で
あ
る
。
こ
の

女神の山「チョモラリ峰」全員登頂
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間
、
育
成
に
た
ず
さ
わ

っ
た
人
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
り
、
正
確
に
把
握

は
で
き
な
い
。
日
中
双
方
の
若
い
岳
人
が
育
て
ら
れ
て
き
た
場
で
も
あ
る
。

幹
に
な

っ
て
い
る

「
日
中
合
同
登
山
技
術
研
修
会
」
は
、
十
年
計
画
で

行
わ
れ
、
登
山
の
基
本
を
深
く
研
修
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
毎
年
交
互
に

相
手
国
を
訪
問
し
あ
う
も
の
で
、
こ
の
時
の
研
修
者
は
現
在
、
長
山
協
お

よ
び
中
国
登
山
界
の
中
核
に
な

っ
て
い
る
。

一
九
九
二
年
八
月
、
中
国
登
山
協
会
が
長
山
協
に
対
し
て
名
峰
チ

ョ
モ

ラ
リ
の
合
同
登
山
を
正
式
に
提
案
し
て
く
れ
た
の
は
、
交
流
の
歴
史
と
幅

広
さ
と
大
な
る
成
果
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
こ
う
言

っ
て
く
れ
た
。
「地
道
な
交
流
活
動
の
記
念
碑
と
し
て
、

チ

ョ
モ
ラ
リ
で
い
い
登
山
を
し
よ
う
」
。

チ

ョ
モ
ラ
リ
峰
の
そ
び
え
る
チ
ベ

ッ
ト
自
治
区
亜
東

（
ヤ
ー
ト
ン
）
県

は
、
チ
ベ

ッ
ト
鎖
国
時
代
お
よ
び
そ
の
後
の
中
印
紛
争
地
域
と
い
う
こ
と

頂
　

で
、
外
国
人
の
立
ち
入
り
が
禁
じ
ら
れ
て
き
た
地
域
で
あ
る
。
チ

ョ
モ
ラ

澄
　

り
峰
が
世
界
の
登
山
家
の
垂
涎
の
的
で
あ
り
な
が
ら
、
チ
ベ

ッ
ト
側
か
ら

揮全
　

は
こ
れ
ま
で
登
山
さ
れ
な
か

っ
た
理
由
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
‐―

婢
　

　

こ
こ
に
入
域
し
登
山
す
る
た
め
に
、
中
国
登
山
協
会
は
国
家
の
許
可
取

巧
　

得
に
相
当
な
努
力
を
要
し
た
と
聞
い
て
お
り
、
そ
の
上
で
の
提
案
は
長
山

チ
　

協
と
の
友
情
を
第

一
義
に
し
た
特
別
な
も
の
だ

っ
た
。

山
　

　

こ
の
提
案
を
受
け
た
私
た
ち
は
、
大
計
画
に
対
す
る
組
織
と
し
て
の
取

Э榊
　

組
み
と
財
政
の
裏
付
け
の
た
め
、　
一
年
間
の
検
討
を
要
し
、　
一
九
九
四
年

九
月
承
諾
の
返
事
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
な
り
に
友
情
に
む
く
い

よ
う
と
最
大
限
の
努
力
を
し
た
結
果
で
あ

っ
た
。

準
備
期
間

私
た
ち
は
実
施
決
定
後
、
直
ち
に
こ
の
計
画
の
責
任
者
で
あ
る
張
江
援

氏

（中
国
登
山
協
会
交
流
部
長
）
を
長
野
に
招
い
た
。
そ
こ
で
今
後
の
進

め
方
と
基
本
戦
略
を
十
分
検
討
し
た
。
そ
の
内
容
は
議
定
書
の
忘
備
録
に

も
載
せ
ら
れ
た
が
、
基
本
戦
略
は
次
の
四
点
で
あ
り
、
両
国
隊
員
に
徹
底

す
る
こ
と
を
確
認
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。

①
合
同
登
山
の
意
義
を
正
確
に
踏
ま
え
行
動
す
る
。

②
全
員
登
頂
を
め
ざ
す
。

③
安
全
登
山
に
徹
す
る
。

④
環
境
保
全
に
努
め
る
。

私
た
ち
は
こ
の
四
点
を
ま
と
め
て
、
「美
し
い
峰
を
、
美
し
く
登
る
」

と
表
現
し
た
。

一
九
九
五
年

一
月
、
長
野
市
で
議
定
書
の
調
印
式
が
行
わ
れ
、
八
月
に

は
日
中
十
二
名
に
よ
る
偵
察
隊
を
派
遣
し
、
計
画
が
細
部
ま
で
確
立
さ
れ

た
。こ

の
間
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
は
じ
め
と
す
る
報
道
隊
の
参
加
も
決
ま
り
、
推
進

母
体
の
実
行
委
員
会
と
財
政
支
援
を
お
願
い
す
る
後
援
会
も
活
動
を
開
始

し
た
。

一
九
九
六
年
に
入
り
、
双
方
の
準
備
が
進
み
、
八
月
北
京
に
隊
員
が
集

結
し
、
登
山
が
開
始
さ
れ
た
。
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三
十

一
日

九
月
四
日

五
日

八
日

十
日

十

一
日

十
二
日

十
六
日

二
十

一
日

二
十
二
日

二
十
五
日

二
十
六
日

二
十
日

大
雪
の
た
め
Ｂ
Ｃ
へ
撤
退

登
山
再
会

Ｃ
３
建
設

第

一
次
隊
登
頂

（十
名
）

第
二
次
隊
登
頂

（十
五
名
）

Ｃ
３
撤
収

Ｃ
２
撤
収

Ｃ
ｌ
撤
収
終
了

Ｂ
Ｃ
撤
収
～
シ
ガ
ツ
ェ

シ
ガ
ツ
ェ
～
ラ
サ

ラ
サ
～
成
都

成
都
～
北
京

北
京
～
成
田

登
山
活
動

田
予
定
し
た
作
戦

第
ニ

ス
テ
ー
ジ
＝
荷
上
げ
と
Ｃ
２
建
設

第
ニ
ス
テ
ー
ジ
＝
Ｃ
３
建
設
と
荷
上
げ

第
ニ
ス
テ
ー
ジ
＝
ア
タ
ッ
ク

第
四
ス
テ
ー
ジ
＝
撤
収

②
各
キ
ャ
ン
プ
の
状
況

Ｂ
Ｃ
＝
四
七
〇
〇
屑
、
ト
ラ
ッ
ク
で
入
る
。
大
テ
ン
ト
九
張
、
通
信

テ
ン
ト

（
日
本
製
、
イ
ン
マ
ル
サ

ッ
ト
基
地
）

一
張
、
パ
ー
ソ
ナ
ル

テ
ン
ト
十
張

Ｃ
ｌ
＝
五
三
〇
〇
房
、
氷
河
上
。
大
テ
ン
ト

一
張
、
テ
ン
ト
十

一
張

Ｃ
２
＝
六
〇
〇
〇
房
、
国
境
上
の
コ
ル
。
テ
ン
ト
八
張

Ｃ
３
＝
六
八
五
〇
肝
、
セ
ラ
ッ
ク
の
陰
。
テ
ン
ト
四
張

０
行
動
の
概
要

八
月
九
日
　
　
　
成
田
～
北
京

十
日
　
　
　
北
京
～
成
都

十

一
日
　
　
成
都
～
ラ
サ

十
六
日
　
　
ラ
サ
～
ギ
ャ
ン
ツ
ェ

十
七
日
　
　
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
～
Ｂ
Ｃ

十
九
日
　
　
Ｃ
ｌ
建
設

二
十
六
日
　
Ｃ
２
建
設

行
動
内
容

第

一
ス
テ
ー
ジ
の
Ｃ
２
建
設
ま
で
に
つ
い
て
は
三
つ
の
問
題
点
が
あ

っ

た
。
ひ
と

つ
は
全
員
登
頂
を
目
標
と
し
た
た
め
、
荷
上
げ
量

（特
に
食
糧
）

が
多
く
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
Ｂ
Ｃ
～
Ｃ
ｌ
間
を
民
工
約
二
十
名

で
四
日
間
荷
上
げ
し
て
も
ら
う
こ
と
で
解
決
し
た
。
二
つ
め
は
Ｃ
ｌ
上
部

の
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
の
突
破
で
あ

っ
た
。
高
度
差
二
〇
〇
層
の
ル
ー
ト
エ

作
を
二
日
間
で
完
成
し
た
の
は
予
想
以
上
の
成
果
で
あ

っ
た
。
二

つ
め
は

Ｃ
２
の
建
設
で
あ
る
。
予
定
地
の
コ
ル
は
プ
ー
タ
ン
側
か
ら
の
湿
気
の
通

女神の山「チョモラリ峰」全員登頂
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り
道
に
あ
た
る
ら
し
く
、
常
に
ガ
ス
の
中
で
、
三
度
目
の
到
達
で
や

っ
と

建
設
で
き
る
状
況
で
あ

っ
た
。
第

一
ス
テ
ー
ジ
は
ま
あ
ま
あ
の
天
候
で
、

ほ
ぼ
予
定
通
り
の
進
行
と
な

っ
た
。

第
ニ
ス
テ
ー
ジ
は
Ｃ
２
か
ら
南
稜
に
出
る
高
度
差
二
〇
〇
】
川
の
大
雪
壁

の
ル
ー
ト
エ
作
か
ら
始
ま

っ
た
。
傾
斜
が
強
く
、
固
定

ロ
ー
プ
の
ベ
タ
張

り
作
業
で
あ

っ
た
。
時
間
は
か
か

っ
た
が
、
半
日
が
か
り
で
完
成
し
た
。

南
稜
に
出
れ
ば
傾
斜
は
落
ち
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
だ
ろ
う
と
偵
察
時
か
ら
予

想
し
て
い
た
が
、
傾
斜
は
落
ち
ず
、
Ｃ
３
ま
で
の
長
い
距
離
を
固
定

ロ
ー

プ
を
張
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。　
一
日
で
は
無
理
な
の
で
、
見
通
し

を

つ
け
て
Ｃ
２
へ
戻

っ
た
。
翌
日
は
Ｃ
３
建
設
を
と
意
気
込
ん
だ
が
、
同

夜
か
ら
降
雪
。
せ

っ
か
く
の
固
定

ロ
ー
プ
は
雪
崩
に
埋
め
ら
れ
て
し
ま

っ

た
。Ｃ

２
の
停
滞
は
危
険
と
体
力
消
耗
等
の
不
合
理
さ
で
あ
き
ら
め
、
全
員

が
Ｂ
Ｃ
に
撤
退
し
、
再
度
Ｃ
２
以
上
の
工
作
を
す
る
こ
と
に
し
た
。

Ｂ
Ｃ
に
下
山
し
て
、
現
状
分
析
と
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

こ
こ
で
日
中
の
考
え
方
に
大
き
な
違
い
が
出
た
。

日
本
側
は
第
ニ
ス
テ
ー
ジ
が
完
成
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
を
完
成
さ

せ
、　
一
度
休
養
を
取
り
第
ニ
ス
テ
ー
ジ
の
ア
タ

ッ
ク
に
入
り
た
い
と
い
う
、

当
初
の
計
画
通
り
の
作
戦
を
主
張
し
た
。
ま
だ
半
数
の
日
本
隊
員
が
Ｃ
２

に
泊
ま

っ
て
お
ら
ず
、
高
所
順
応
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
と
、
計
画
通
り

の
食
糧
の
荷
上
げ
が
全
員
登
頂
の
必
要
条
件
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

一
方
中
国
側
は
、
食
糧
の
荷
上
げ
は
最
小
限
に
し
て
、
順
応
が
進
ん
で
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い
る
隊
員
で

一
気
に
Ｃ
２
に
達
し
、
そ
の
足
で
Ｃ
３
を
建
設
し
登
頂
を
し

て
し
ま
う
と
い
う
速
攻
案
を
強
く
主
張
し
た
。
第

一
次
隊
を
登
頂
さ
せ
、

そ
の
後
じ

っ
く
り
全
員
登
頂
を
め
ざ
せ
ば
よ
い
と
い
う
主
張
で
あ

っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
チ

ョ
モ
ラ
リ
峰
周
辺
の
天
候
の
悪
さ
と
変
化
の
速
さ
で
あ

っ

た
。熱

心
に
議
論
さ
れ
た
。
順
調
に
上

へ
上

へ
向
か

っ
て
い
る
時
に
は
、
こ

ん
な
こ
と
は
な
か

っ
た
。
こ
こ
が
合
同
登
山
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。

私
も
日
本
隊
員
に
て
い
ね
い
に
説
明
し
、
意
見
も
聞
い
た
。
そ
し
て
何
回

も
タ
ク
テ
ィ
ッ
ク
ス
表
を
描
き
直
し
て
み
た
。

速
攻
型
に
作
戦
を
変
え
る
こ
と
に
し
た
。
先
発
隊
の
ア
タ
ッ
ク
の
間
に
、

高
所
順
応
が
遅
れ
て
い
る
隊
員
の
順
化
を
で
き
る
だ
け
行
う
こ
と
も
計
画

に
入
れ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
上
部
で
活
動
し
て
い
た
者
が
第

一
次
ア
タ
ッ

ク
隊
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
ア
タ
ッ
ク
の
公
平
さ
か
ら
は
ず
れ
て
し

ま
う
の
で
、
隊
員
に
は
十
分
説
明
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

結
果
と
し
て
、
作
戦
変
更
は
当
た

っ
た
。
し
た
が

っ
て
当
初
の
予
定
の

第
ニ
ス
テ
ー
ジ
と
第
ニ
ス
テ
ー
ジ
が
ひ
と
つ
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で

あ
る
。

天
候
の
回
復
を
見
き
わ
め
、
登
山
再
開
。
第

一
次
隊
は

一
直
線
に
頂
上

を
め
ざ
す
。
第
二
次
隊
は
荷
上
げ
を
し
な
が
ら
順
化
に
取
り
組
み
、
Ｃ
２

で
第

一
次
隊
の
ア
タ
ッ
ク
を
待

つ
。

九
月
八
日
、
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
を
通
し
て
第

一
次
隊
の
様
子
が
伝
わ

っ

て
く
る
。
Ｃ
３
を
出
る
と
す
ぐ
に
深
い
ラ
ッ
セ
ル
だ
と
い
う
。　
一
般
に
は

風
で
飛
ば
さ
れ
新
雪
は
少
な
い
は
ず
の
所
で
あ
る
。
極
度
の
苦
労
が
伝
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
昼
ご
ろ
、
ナ
イ
フ
エ
ッ
ジ
状
の
軟
雪
部
分
に
は
ば
ま
れ
、

通
過
で
き
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
連
絡
が
入
る
。
下
か
ら
は
た

だ
が
ん
ば
れ
と
言
う
だ
け
で
あ

っ
た
。
約

一
時
間
後
、
通
過
し
た
と
ト
ラ

ン
シ
ー
バ
ー
が
告
げ
て
く
る
。
そ
し
て
頂
上
。
第

一
次
隊
が
登
頂
で
き
な

け
れ
ば
登
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
も
吹
き
飛
び
、
大
歓
声
が

上
が
る
。

一
日
お
い
て
、
十
日
に
は
快
晴
の
中
、
第
二
次
隊
も
登
頂
。
全
員
登
頂

の
目
標
が
達
せ
ら
れ
た
。

最
終
ス
テ
ー
ジ
は
撤
収
作
業
で
あ

っ
た
。
環
境
保
全
と
い
う
目
標
の
中

心
は
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
で
あ
る
。
登
山
機
材
は
固
定

ロ
ー
プ
も
含
め
て
す
べ

て
を
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
た
。
問
題
は
Ｃ
２
の
余

っ
た
食
糧
で
あ

っ
た
。

し
ん
が
り
部
隊
の
日
本
隊
員
は
当
初
の
計
画
通
り
全
量
下
ろ
す
こ
と
を

主
張
し
た
。
中
国
隊
員
は
無
理
だ
と
主
張
し
対
立
し
た
。
結
局
、　
一
部
を

雪
穴
に
残
置
す
る
こ
と
で
折
り
合

っ
た
。

Ｃ
２
か
ら
全
員
下
山
し
た
翌
日
降
雪
が
あ
り
、
下
山
ル
ー
ト
が
雪
崩
で

埋
め
ら
れ
た
の
を
見
た
時
、
も
し
も
う

一
日
荷
下
ろ
し
を
し
て
い
た
ら
大

ピ
ン
チ
に
陥

っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
想
像
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
テ
イ
ク

ア
ウ
ト
の
困
難
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
場
面
で
あ

っ
た
。

成
功
の
要
因
と
反
省
点

成
功
の
要
因
の
主
な
も
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
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①
十
五
年
に
わ
た
る
日
中
登
山
交
流
で
培

っ
た
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

良
さ
に
よ
り
、
日
中
双
方
の
隊
員
の
長
所
を
引
き
出
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

中
国
隊
員
の
高
所
で
の
強
さ
と
日
本
隊
員
の
緻
密
さ
を
、
お
互
い
に
認

め
合
い
、
行
動
で
き
た
と
思

っ
て
い
る
。

②
計
画
の
出
発
点
で
、
基
本
戦
略
を
十
分
検
討
し
徹
底
し
た
こ
と
が
、
ト

ラ
ブ
ル
の
ま

っ
た
く
な
か

っ
た
要
因
と
思
わ
れ
る
。
全
員
登
頂
、
安
全

登
山
、
環
境
保
全
と
い
う
困
難
な
課
題
を
最
後
ま
で
追
求
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

③
状
況
判
断
と
対
処
が
適
切
だ

っ
た
こ
と
。
Ｂ
Ｃ
の
本
部
、
Ｃ
ｌ
、
Ｃ
２

の
滞
在
の
多
か

っ
た
隊
長
、
最
前
線
の
山
田
、
羅
申
の
登
攀
リ
ー
ダ
ー

と
経
験
豊
か
な
加
藤
隊
員
の
協
議
に
よ
る
判
断
、
対
処
は
全
期
間
を
通

じ
的
確
で
あ

っ
た
。
特
に

一
度
Ｂ
Ｃ
に
徹
底
し
た
後
の
作
戦
変
更
は
、

成
功
の
直
接
的
な
要
因
に
な

っ
た
。

④
天
候
の
判
断
が
当
た

っ
た
こ
と
も
大
き
い
。
こ
の
地
区
の
気
象
デ
ー
タ

は
乏
し
く
、
偵
察
時
に
パ
ー
リ
の
気
象
観
測
所
で
得
た
デ
ー
タ
と
ア
ド

バ
イ
ス
を
も
と
に
、
登
山
時
期
を
決
め
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
モ

ン
ス
ー
ン
の
明
け
前
か
ら
の
登
山
に
十
分
自
信
を
も

っ
て
い
た
わ
け
で

は
な
か

っ
た
。
日
本
気
象
協
会
に
お
願
い
し
て
、
毎
日
イ
ン
マ
ル
サ
ッ

ト
を
使

っ
て
天
気
予
報
を
送
信
し
て
も
ら

っ
た
が
、
よ
く
当
た

っ
て
お

り
、
成
功
の
要
因
と
な

っ
た
。
今
後
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
主
な
反
省
点
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

①
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
が
完
全
実
施
で
き
な
か

っ
た
。
全
員
登
頂
達
成
の
た
め
、

Ｃ
２
へ
の
食
糧
の
荷
上
げ
が
多
か

っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
最
終
的
に
は

余
力
の
な
さ
が
原
因
で
あ
る
。
こ
の
た
め
の
タ
ク
テ
ィ
ッ
ク
表
が
必
要

な
ぐ
ら
い
の
、
困
難
な
作
業
と
い
え
る
。

②
中
国
側

（特
に
チ
ベ

ッ
ト
）
隊
員
と
協
力
員
の
任
務
分
担
の
明
確
化
が

必
要
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
す
べ
て
チ
ベ

ッ
ト
登
山
隊
の
メ
ン
バ
ー
な
の

で
、
区
別
意
識
が
薄
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
協
力
隊
の
リ
ー
ダ
ー
を
は
っ

き
り
指
名
す
べ
き
で
あ

っ
た
と
思

っ
て
い
る
。

③
日
本
隊
員
の
未
成
熟
さ
が
目
に
つ
い
た
。
高
所
経
験
が
少
な
く
、
行
動

に
ゆ
と
り
と
思
い
切
り
が
足
り
な
か

っ
た
。
ま
た
書
類
作
成
の
未
熟
さ

や
荷
上
げ
作
業
の
ミ
ス

（チ

ェ
ッ
ク
は
し
た
が
、
責
任
者
が
あ
い
ま
い

な
た
め
、
上
が
ら
な
か

っ
た
等
）
な
ど
、
日
常
生
活
レ
ベ
ル
か
ら
直
す

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

私
た
ち
は
、
チ

ョ
モ
ラ
リ
計
画
を
ほ
ぼ
完
壁
に
成
功
さ
せ
た
喜
び
と
と

も
に
、
「交
流
の
樹
」
を
ま
た

一
段
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も

喜
ん
で
い
る
。
今
後
も
じ

っ
く
り
育
て
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

な
お
こ
の
機
会
に
、
蛇
足
な
が
ら

「長
野
県
山
岳
協
会
は
、
中
国
の
い

う
こ
と
を
何
で
も
聞
く
」
と
い
う
ご
批
判
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
う
で
は

な
い
こ
と
も
お
わ
か
り
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

登
頂
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
チ

ョ
モ
ラ
リ

峰
は
、　
一
九
二
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
隊
が
南
稜
か
ら
東
面
に
回

っ
て
登
頂
、
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チョモラリ(7,326m)

QOmO Lhari
(7,1[Ю m)

C3(6,850m)

6.036m峰

02(6.000m)

●ヽ

た
」Ш
‐

百
‘
＾

/

ヽ___   BC.(谷 間 4,700m)
~聰 ‐‐‐・1=ゝ

一
九
七
〇
年
に
イ
ン
ド

・
ブ
ー
タ
ン
隊
が
南
稜
か
ら
登
頂
し
て
い
る
よ
う

だ
が
、
ル
ー
ト
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
チ
ベ
ッ
ト
と
プ
ー

タ
ン
と
の
国
境
を
忠
実
に
た
ど

っ
て
登

っ
た
。
地
図
上
か
ら
も
、
展
望
か

ら
も
南
稜
と
い
え
る
。
こ
の
ル
ー
ト

ヘ
の
プ
ー
タ
ン
側
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー

チ
は
、
か
な
り
困
難
に
思
え
る
の
で
、
前
二
隊
は
さ
ら
に
東
面
の
ル
ー
ト

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

帰
国
に
あ
た
り
、
中
国
登
山
協
会
主
席
で
日
中
登
山
技
術
研
修
会
に
は

第

一
回
目
か
ら
参
画
さ
れ
て
い
る
曽
曙
生
氏
に
、
北
京
で
次
の
手
紙
を
お

渡
し
し
て
、
日
中
合
同
チ
ョ
モ
ラ
リ
峰
登
山
隊
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
と
し
た
。

秋
天
の
北
京
の
朝

隊
員
は
故
国
に
向
か
う

両
国
朋
友
の
こ
こ
ろ
に
は

あ
く
ま
で
も
美
し
く

チ

ョ
モ
ラ
リ
峰
が
そ
び
え
立

つ

（文
責
　
隊
長
＝
宮
本
義
彦
）

∧
記
録
概
要
∨

目
　
　
的
　
長
野
県
山
岳
協
会
と
中
国
登
山
協
会
の
十
五
年
に
わ
た
る
友

好
と
交
流
の
総
事
業
を
記
念
し
、
両
登
山
協
会
の
さ
ら
な
る

友
好
の
発
展
の
た
め
に
合
同
登
山
を
行
う
。

日
　
　
標
　
チ

ョ
モ
ラ
リ
峰

（七
三
二
六
肝
）

隊
の
名
称
　
日
本

ｏ
中
国
合
同
チ

ョ
モ
ラ
リ
峰
登
山
隊

一
九
九
六

チョモラリ峰スケッチ

75



Cl^

6,972m峰

t Tuna

5,302m峰

Lhari

7,326m
△ゝ

で` C2

6,036m 1; (6'om'.)

La

B.C.△
(4,7mm)

偵察隊B.C.

ど霊ゝ

Ｎ剤
気
Ｆ
十

期
　
　
間

登
　
　
頂

主
　
　
催

後

　

援

隊
の
構
成

【
日
本
側
】

ヒ===」2km

Pagrl

チョモラリ峰周辺図

【
中
国
側
】

【
報
道
隊
】

【
協
力
員
】

一
九
九
六
年
八
月
～
九
月

一
九
九
六
年
九
月
八
日
、
十
日

長
野
県
山
岳
協
会

・
中
国
登
山
協
会

長
野
県
を
は
じ
め
十
六
団
体

（
●
印
は
登
頂
者
）

役
員
＝
百
瀬
尚
幸
、
田
村
宣
紀
、
清
水
公
男

（医
師
）

隊
員
＝
・
宮
本
義
彦

（
５２
）

（隊
長
）
、　
●
山
田
誠

（
３９
）

（副
隊
長
）
、

・
平
塚
章

（
４５
）
（
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）
、

●
加
藤

幸
彦

（
６３
）
、　
・
三
尾
敦

（
３２
）
、　
・
洞
井
孝
雄

（
４６
）
、

●
田
中
伸
作

（
３６
）
、

・
松
谷
拓
也

（
２４
）

役
員
＝
王
鳳
桐
、
洛
桑
達
瓦
、
張
江
援

（中
国
側
責
任
者
）
、

成
天
亮

（秘
書
長
）
、
趙
建
軍

（通
訳
）

役
員
＝
・
羅
申

（３３
）
（登
攀
隊
長
）
、

・
桂
桑

（
３９
）

（女

性
）
、

●
開
村

（３２
）
、

・
丹
増
多
吉

（
３４
）
、
・
加
措

（３６
）、

・
吉
吉

（
２５
）
（女
性
）

・
東
野
良
、
村
田
彰
、

・
米
山
悟
、

・
高
橋
克
昌
、　
●
斉
藤

文
彦
、
伊
賀
上
賢
司

（以
上
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
、　
・
鮎
沢
政
文

（信

濃
毎
日
新
聞
）
、
多
吉
占
推

（新
華
社
）
、
郭
思

（中
国
体
育

報

・
女
性
）

・
頃
亜
、

・
普
布
、

・
小
斉
米
、
次
仁
班
旦
、
平
措
次
仁
、

・
大
斉
米
、

・
加
拉
、
格
桑
平
措
、
巴
桑
、

・
多
布
吉
、
仁

青
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幻
の
山
力
カ
ボ
ラ
ジ

ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦

（旧
ビ
ル
マ
）
の
北
の
端
に
は
い
ま
だ
人
を
寄
せ
つ

け
て
い
な
い
大
自
然
や
秘
境
が
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
、
こ

の
国
の
最
高
峰
で
あ
り
、
ま
た
未
踏
峰
で
も
あ
る
カ
カ
ボ
ラ
ジ
山

（五
八

八

一
屑
）
は
山
の
写
真
す
ら
公
表
さ
れ
ず
、
資
料
が
皆
無
に
等
し
い
こ
と

で
も
知
ら
れ
て
き
た

「幻
の
山
」
だ
。

「
雲
の
向
こ
う
に
手
の
ひ
ら
を
直
角
に
立
て
た
山
が
あ
る
」
。
地
元
で
そ

う
言
い
伝
え
ら
れ
た
幻
の
山
が
国
際
的
に
最
初
に
確
認
さ
れ
た
の
は
半
世

紀
前
。
周
辺
を
踏
破
し
た
英
国
の
植
物
探
検
家
、
キ
ン
グ
ド
ン
・
ウ
ォ
ー

ド
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
。
だ
が
そ
の
周
辺
は
広
大
な
密
林
や
峡
谷
に
遮
ら

れ
た
う
え
、
分
離
独
立
を
掲
げ
る
カ
チ
ン
族
と
政
府
の
対
立
が
加
わ
り
、

尾
　
崎

　

　

隆

長
い
間
、
外
部
の
侵
入
を
拒
み
、
現
存
す
る
世
界
的
な
秘
境
の
ひ
と

つ
に

数
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
よ
う
や
く

一
九
九
二
年
十
月
に
軍
事
政
権
と
カ
チ
ン
族
と
の
和

平
が
成
立
し
、
国
内
の
情
勢
は
好
転
の
兆
し
を
見
せ
始
め
た
。
こ
れ
を
機

に
、
私
は
こ
れ
ま
で
外
国
人
に
固
く
門
戸
を
閉
ざ
し
て
い
た
カ
カ
ボ
ラ
ジ

ヘ
の
登
山
許
可
を
申
請
し
た
。
同
じ
頃
、
世
界
中
か
ら
六
隊
も
の
外
国
隊

の
登
山
申
請
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が

登
山
許
可
決
定
を
早
め
る
要
因
に
な

っ
た
よ
う
だ
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
最
高
峰
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
山
に
関
す
る
資
料
や
情

報
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で
私
は
当
時
十
歳
の
息
子
を
連
れ
て
、
こ
の

山
の
偵
察
に
出
か
け
る
こ
と
に
し
た
。

一
九
九
五
年
、　
一
月
下
旬
か
ら
約
五
十
日
間
を
か
け
、

往
復
五
六

カカボラジ初登頂
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○
キ

ロ肝
に
も
及
ぶ
カ
カ
ボ
ラ
ジ
ま
で
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
調
査
を
行

っ
た
が
、

こ
の
地
域
特
有
の
豪
雪
と
悪
天
候
に
阻
ま
れ
、
山
の
姿
す
ら
見
る
こ
と
は

で
き
な
か

っ
た
。

こ
の
偵
察
行
の
帰
路
に
、
同
じ
く
こ
れ
か
ら
カ
カ
ボ
ラ
ジ
の
偵
察
に
向

か
う
フ
ラ
ン
ス
隊
や
、
日
本
の

一
ツ
橋
大
学
山
岳
会
隊
と
も
す
れ
違

っ
た
。

だ
が
結
局
、
彼
ら
も
ま
た
山
の
姿
を
見
ず
に
引
き
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。

カ
カ
ボ
ラ
ジ

ヘ
の
登
頂
ル
ー
ト
を
確
認
す
る
と
い
っ
た
偵
察
本
来
の
目

的
は
果
た
せ
な
か

っ
た
が
、
「
カ
カ
ボ
ラ
ジ
を
登
る
に
は
七
月
か
ら
八
月

に
か
け
て
の
夏
の
時
期
が

一
番
よ
い
だ
ろ
う
」
と
地
元
の
人
々
は
教
え
て

く
れ
た
。

つ
ま
り
こ
の
時
期
に
は
山
麓
の
雪
が
消
え
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

に
至
る
ま
で
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
比
較
的
容
易
に
な
る
、
と
い
う
理
由
か
ら

だ

っ
た
。

現
に
彼
ら
は
夏
に
な
る
と
、
カ
カ
ボ
ラ
ジ
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
近
く
ま

で
狩
猟
や
薬
草
を
採
り
に
出
か
け
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
人
に
よ
る
初
登
頂
を

そ
の
年
の
五
月
、
私
は
再
び
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
渡

っ
た
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
登
山
家
た
ち
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
た
め
で
あ
る
。
ミ
ャ

ン
マ
ー
に
は
唯

一
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
登
山
協
会
と
い
っ
た
、
国
を
代
表
す
る

山
岳
組
織
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
活
動
の
内
容
は
ハ
イ
キ
ン
グ
程
度
の
も

の
で
、
こ
こ
十
数
年
来
、
実
質
的
な
登
山
な
ど
ほ
と
ん
ど
行

っ
た
こ
と
が

な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
だ

っ
た
。
か
つ
て
の
国
情
を
考
え
れ
ば

い
た
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
。

こ
の
カ
カ
ボ
ラ
ジ
登
山
計
画
を
考
え
始
め
た
頃
は
、
尾
崎
フ
ァ
ミ
リ
ー

だ
け
の
登
山
隊
、

つ
ま
り
私
と
私
の
家
族
だ
け
で
登
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、

実
際
に
現
地
に
行

っ
て
交
渉
を
重
ね
て
い
く
段
階
で
、
そ
の
考
え
は
変
わ

っ

た
。
こ
の
国
の
最
高
峰
が
人
跡
未
踏
の
処
女
峰
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
時
あ

ら
た
め
て
知

っ
た
か
ら
だ
。

国
の
シ
ン
ボ
ル
と
で
も
い
う
べ
き
カ
カ
ボ
ラ
ジ
は
、
自
国
民
で
あ
る
ミ
ャ

ン
マ
ー
人
に
よ

っ
て
初
め
て
登
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
そ

の
時
強
く
認
識
し
た
。

す
ぐ
さ
ま
登
山
隊
の
名
称
も
、
「尾
崎
フ
ァ
ミ
リ
ｌ

ｏ
日
本

●
ミ
ャ
ン

マ
ー

・
フ
ラ
ン
ス
ニ
国
友
好
カ
カ
ボ
ラ
ジ
登
山
隊
」
と
あ
ら
た
め
た
。
そ

の
目
的
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
に
登
山
技
術
を
知

っ
て
も
ら
い
、
彼
ら
自
ら

祖
国
の
最
高
点
に
立

っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
だ
。
第

一
回
目
の
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
中
央
部
、
シ
ャ
ン
高
原
の
西
の
は
ず
れ
に
あ
る

カ
ロ
ー
付
近
の
岩
場
で
行

っ
た
。
約

一
ヵ
月
の
期
間
を
予
定
し
て
い
た
が
、

面
倒
な
書
類
手
続
き
に
時
間
を
浪
費
し
て
し
ま
い
、
結
局
二
週
間
程
度
の

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
終
わ

っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
か
え
す
が
え
す
も
残
念
だ

っ

た
。こ

ん
な
短
期
間
で
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
成
果
な
ど
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き

な
か

っ
た
が
、
と
に
か
く
こ
れ
ま
で
は
知
る
す
べ
も
な
か
っ
た
ミ
ャ
ン
マ
ー

側
の
実
力
の
ほ
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
受
講
生
十
二
名
の
う
ち
十
名
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ま
で
が
ヤ
ン
ゴ
ン
出
身
者
で
、
彼
ら
は
ほ
ぼ
予
想
通
り
の
初
心
者
だ

っ
た

が
、
あ
と
の
二
人
は
全
く
違

っ
て
い
た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
最
北
の
村
か
ら
や
っ

て
き
た
こ
の
二
人
の
若
者
は
、
ガ
ル
ド
ジ

（
２６
歳
）
と
ナ
ン
マ
ー

・
ジ
ャ

ン
セ
ン

（
２３
歳
）
。
彼
ら
は
冬
の
偵
察
時
に
私
が
雇

っ
た
現
地
の
ガ
イ
ド

だ

っ
た
。
偵
察
の
時
に
ほ
ん
の
少
し
だ
け
、
そ
の
実
力
の

一
端
を
チ
ラ
リ

と
垣
間
見
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
が
、
私
は
こ
の
二
人
が
秘
め
た
途
方
も
な

い
力
を
信
じ
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
参
加
す
る
よ
う
声
を
か
け
て
お
い
た
の

だ

っ
た
。
天
性
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
い
、
ス
ピ
ー
ド
、
体
力
と
も
ケ
タ
外
れ

の
力
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
通
じ
て
わ
か

っ
た
。

家
族
と
と
も
に
力
カ
ポ
ラ
ジ
ヘ

同
年
七
月
、
私
た
ち
は
本
格
的
に
カ
カ
ボ
ラ
ジ
ヘ
の
登
山
を
試
み
る
こ

と
に
な

っ
た
。

雨
季
の
ま

っ
た
だ
な
か
、
亜
熱
帯
雨
林
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
約

一
か
月
か

け
て
歩
く
。
私
の
妻
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
と
小
さ
な
二
人
の
子
供
た
ち
も

一
緒

だ
。
十
歳
の
息
子

（真
）
と
七
歳
の
娘

（沙
羅
）
は
、
大
人
で
も
悲
鳴
を

上
げ
た
く
な
る
ほ
ど
の
こ
の
困
難
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
、　
一
言
の
文
句
も
言

わ
ず
常
に
笑
顔
を
ふ
り
ま
い
て
が
ん
ば

っ
て
歩
き
と
お
し
た
。
途
中
の
村

で
、
わ
が
隊
の
エ
ー
ス
で
あ

っ
た
ガ
ル
ド
ジ
の
死
を
知
ら
さ
れ
る
。
彼
は

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
終
え
、
ナ
ン
マ
ー

・
ジ
ャ
ン
セ
ン
と
共
に
、
い
っ
た
ん

故
郷
の
村
に
帰
る
途
中
、

マ
ラ
リ
ア
に
倒
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の

風
土
は
ガ
ル
ド
ジ
の
よ
う
な
屈
強
な
男
で
さ
え
も
、
い
と
も
簡
単
に
死
に

追
い
や

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

今
回
の
登
山
は
出
だ
し
か
ら
わ
が
隊
の
エ
ー
ス
を
失
う
と
い
っ
た
予
想

だ
に
し
な
か

っ
た
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
、
八
月
十

一
日
、

氷
河
モ
レ
ー
ン
上
の
標
高
三
八
五
〇
】
川
地
点
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
設
営

し
た
。

正
面
に
仰
ぐ
カ
カ
ボ
ラ
ジ
の
北
壁
は
そ
の
圧
倒
的
な
城
壁
の

一
部
を
時

折
雲
間
か
ら
の
ぞ
か
せ
る
が
、
決
し
て
容
易
に
そ
の
全
貌
を
見
せ
よ
う
と

は
し
な
い
。
カ
カ
ボ
ラ
ジ
は
想
像
し
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
難
し
く
、

そ
し
て
ま
た
奥
行
き
の
深
い
複
雑
な
山
だ

っ
た
。

標
高
四
三
〇
〇
】
川
地
点
の
岩
壁
の
中
間
に
第

一
キ
ャ
ン
プ
を
設
営
。
そ

の
後
岩
稜
の
コ
ル
を
越
え
、
危
険
極
ま
り
な
い
上
部
氷
河
を
強
引
に
突
破

し
て
八
月
十
八
日
、
標
高
五

一
〇
〇
屑
地
点
に
達
し
た
。

し
か
し
こ
こ
が
そ
の
年
の
最
高
到
達
点
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
登
山
は

ま
だ
始
ま

っ
た
ば
か
り
だ

っ
た
が
、
こ
れ
以
上
登
山
を
続
け
る
に
も
登
路

と
な
る
上
部
氷
河
を
安
全
確
実
に
通
過
す
る
友
効
な
手
段
を
こ
の
時
は
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
だ
。
残
念
だ

っ
た
が
そ
ん
な
理
由
で
そ
の

年
は
あ

っ
さ
り
と
引
き
下
が

っ
た
。

外
国
人
ひ
と
り
だ
け
の
再
挑
戦

翌
九
六
年
の
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
私
は
ま
た
こ
の
カ
カ
ボ
ラ
ジ
に
戻

っ

て
き
た
。
今
回
は
予
算
不
足
の
た
め
、
前
回
の
よ
う
に
家
族
を
連
れ
て
く

る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
超
緊
縮
予
算
で
の
再
挑
戦
に
な

っ
た
。
最
終
的
に
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は
ス
ポ
ン
サ
ー
な
し
の
す
べ
て
自
費
と
い
う
、
か

つ
て
な
い
思
い
き

っ
た

手
段
を
使
わ
ざ
る
え
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

「尾
崎

フ
ァ
ミ
リ
ー

●
日
本

●
ミ
ャ
ン
マ
ー

・
フ
ラ
ン
ス
三
国
友
好
カ

カ
ボ
ラ
ジ
登
山
隊
」
の
名
は
変
わ
ら
な
か

っ
た
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
以
外

の
外
国
人
は
私

一
人
だ
け
と
い
う
、
実
に
淋
し
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ

て
い
た
。
当
初
メ
ン
バ
ー
に
予
定
し
て
い
た
Ｅ
Ｎ
Ｓ
Ａ

（
フ
ラ
ン
ス
国
立

登
山

・
ス
キ
ー
学
校
）
の
教
官
ら
二
名
の
参
加
も
、
資
金
不
足
の
た
め
あ

き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
こ
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の
メ
ン
バ
ー
を
紹
介
し
て
お
く
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
登
山
協
会
会
長
の
ド
ク
タ
ー

・
ベ
ン
ソ
ー

（
５２
歳
）
は
今

回
が
初
参
加
だ
が
、
立
場
上
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の
隊
長
と
い
う
名
日
で
あ

る
。
副
隊
長
は
九
五
年
の
偵
察
、
本
隊
共
に
苦
楽
を
わ
か
ち
合

っ
た
盟
友

の
カ
ン
カ
ン
ム
ー
少
佐

（
４２
歳
）
。
彼
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の
実
質
的
な
す

べ
て
の
指
揮
を
と
る
。
と
は
言

っ
て
も
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
上
の
行
動
、

つ
ま
り
登
山
活
動
で
は
す
べ
て
私

一
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ

が
…
…
。
何
と
も
嬉
し
い
こ
と
に
、
彼
ら
は
こ
の
私
を
全
面
的
に
信
頼
し

て
つ
い
て
き
て
く
れ
る
の
だ
。

登
山
隊
員
と
し
て
は
ヤ
ン
ゴ
ン
か
ら
テ

ェ
ト
ン
君

（３３
歳
）
、
ソ
ー
モ
ー

君

（
２９
歳
）
が
参
加
し
た
。
二
人
と
も
九
五
年
の
試
登
に
も
加
わ

っ
て
い

る
し
、
多
少
な
り
と
も
経
験
は
積
ん
だ
。
そ
し
て
私
は
九
六
年
の
六
月
に
、

こ
の
二
人
を
フ
ラ
ン
ス
の
Ｅ
Ｎ
Ｓ
Ａ
に
送
り
、
三
週
間
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
受
け
さ
せ
た
の
だ
。
正
直
い
っ
て
そ
の
程
度
の
経
験
で
カ
カ
ボ
ラ
ジ
が

登
れ
る
な
ど
と
考
え
た
わ
け
で
は
な
か
た
が
、
今
後
の
こ
と
も
考
え
て
本

格
的
な
氷
河
の
あ
る
山
で
多
少
な
り
と
も
経
験
を
積
ま
せ
て
や
り
た
か

っ

た
か
ら
だ
。

あ
と
の
登
山
メ
ン
バ
ー
は
す
べ
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
最
奥
の
タ
フ
ン
ダ
ン
村

の
人
た
ち
だ
。

九
五
年
以
来
の
ナ
ン
マ
ー

・
ジ
ャ
ン
セ
ン
と
そ
の
兄
ジ

ョ
ン
ツ
ー

（
３６

歳
）
、
そ
し
て
デ
ジ
ー

（２１
歳
）
。
カ
カ
ボ
ラ
ジ
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
ど

う
し
て
も
こ
の
飛
び
抜
け
た
実
力
を
も
つ
二
人
の
力
が
必
要
だ

っ
た
。

雨
の
な
か
の
困
難
な
ア
プ
ロ
ー
チ

そ
し
て
ま
た
あ
ら
た
な
冒
険
が
始
ま

っ
た
。
イ
ラ
ワ
ジ
河
の
源
流
に
位

置
す
る
カ
カ
ボ
ラ
ジ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
の
直
前
ま
で

亜
熱
帯
雨
林
の
深
い
ジ
ャ
ン
グ
ル
が
続
き
、
そ
の
上
部
で
は
険
し
い
峡
谷

が
人
の
侵
入
を
は
ば
ん
で
い
る
。
こ
の
困
難
か
つ
長
大
な
ア
プ

ロ
ー
チ
に

は
、
大
自
然
の
厳
し
さ
と
闘
い
、
ま
た
調
和
し
な
が
ら
力
強
く
た
く
み
に

生
き
ぬ
こ
う
と
し
て
い
る
魅
力
的
な
山
岳
少
数
民
族
が
住
ん
で
い
る
。

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ま
で
は
雨
季
ま

っ
た
だ
な
か
の
過
酷
な
キ
ャ
ラ
バ
ン

と
な
る
。
と
に
か
く
う
ん
ざ
り
す
る
雨
の
な
か
、
道
は
ぬ
か
る
み
、
い
た

る
と
こ
ろ
が
泥
沼
と
化
す
。
そ
し
て
数
え
き
れ
な
い
ほ

・ど
の
川
を
渡
る
。

今
に
も
切
れ
て
落
ち
そ
う
な
竹
と
ツ
ル
だ
け
で
編
ん
だ
吊
り
橋
を
渡
り
、

い
く

つ
も
の
危
険
な
ガ
ケ
崩
れ
の
跡
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
雨
季
に
は
小
さ
な
支
流
を
含
め
た
ほ
と
ん
ど
の
川
が
、
激
流
、
あ
る
い
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は
濁
流
と
な

っ
て
そ
こ
を
渡
る
人
間
に
む
か

っ
て
牙
を
む
け
る
。
ま
た
、

お
び
た
だ
し
い
数
の
ヒ
ル
、
プ
ヨ
、

マ
ラ
リ
ア
蚊
を
含
め
た
吸
血
虫
な
ど
、

嫌
な
毒
虫
の
歓
迎
を
う
け
る
。

そ
し
て
九
六
年
八
月
二
十
日
、
あ
の
な
つ
か
し
い
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に

到
着
し
た
。
昨
年
は
お
よ
そ
三
週
間
、
家
族
と
楽
し
い
時
を
過
ご
し
た
場

所
だ
。

八
月
二
十

一
日
、
私
と
ナ
ン
マ
ー

・
ジ
ャ
ン
セ
ン
の
二
人
で
昨
年
と
同

じ
ル
ー
ト
に
取
り
付
き
、
そ
の
日
の
う
ち
に
第

一
キ
ャ
ン
プ
ま
で
ル
ー
ト

を
伸
ば
し
た
。
そ
し
て
次
の
日
か
ら
は
五
人
の
隊
員
に
よ

っ
て
精
力
的
な

荷
上
げ
が
始
ま
る
。

今
回
の
隊
員
五
人
の
う
ち
二
人
ま
で
が
、
タ
フ
ン
ダ
ン
村
に
住
む
ダ
ル

ン
族

（正
確
に
は
、
す
で
に
四
世
代
に
わ
た
っ
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
住
む
ミ
ャ

ン
マ
ー
国
籍
を
も

つ
チ
ベ

ッ
ト
系
の
少
数
民
族
）
だ
。
彼
ら
の
強
さ
は
は

か
り
知
れ
な
い
。
驚
異
的
な
ス
ピ
ー
ド
と
疲
れ
を
知
ら
な
い
彼
ら
の
体
力

に
、
私
は
圧
倒
さ
れ
舌
を
巻
く
思
い
だ

っ
た
。

ク
レ
バ
ス
帯
の
突
破

八
月
二
十
四
日
、
私
と
ナ
ン
マ
ー

・
ジ
ャ
ン
セ
ン
は
Ｂ
Ｃ
か
ら
Ｃ
ｌ
ま

で
の
荷
上
げ
を
し
た
あ
と
、
大
岩
稜
の
コ
ル
に
突
き
上
げ
る
ク
ー
ロ
ア
ー

ル
に
向
か

っ
て
ル
ー
ト
エ
作
を
開
始
し
た
。
こ
の
ル
ー
ト
は
落
石
と
雪
崩

が
集
中
す
る
危
険
な
ル
ー
ト
で
も
あ
る
。
こ
の
日
二
人
で
二
往
復
し
て
大

岩
稜
の
コ
ル
ま
で
の
ル
ー
ト
エ
作
を
完
了
さ
せ
た
。
今
回
私
が
用
意
し
た
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特
別
な
装
備
の
な
か
に
は
、
こ
れ
か
ら
で
て
く
る
上
部
氷
河
の
ク
レ
バ
ス

帯
で
使
う
組
立
式
の
特
別
に
作

っ
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ば
し
ご
が
入

っ
て
い

る
。
昨
年
は
こ
の
は
し
ご
が
な
か
っ
た
こ
と
が
直
接
の
敗
退
の
原
因
と
な

っ

た
か
ら
だ
。
た
だ
は
し
ご
を
用
意
し
た
か
ら
今
度
は
登
れ
る
か
と
い
う
と

そ
れ
は
別
問
題
だ
。
そ
れ
に
こ
の
重
く
て
か
さ
ば
る
は
し
ご
を
背
負

っ
て
、

二
日
行
程
の
垂
直
の
岸
壁
を
は
た
し
て
登

っ
て
こ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
と

い
っ
た
危
惧
も
あ

っ
た
。
だ
が
幸
い
な
こ
と
に
タ
フ
ン
ダ
ン
村
の
三
名
は
、

実
に
あ

っ
さ
り
と
こ
れ
ら
の
は
し
ご
を
か

つ
ぎ
上
げ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。雨

季
だ
か
ら
当
然
な
の
だ
が
山
に
入

っ
て
も
毎
日
嫌
に
な
る
ほ
ど
雨
が

降
り
続
く
。
Ｃ
ｌ
か
ら
上
部
氷
河
の
ル
ー
ト
エ
作
は
遠
す
ぎ
て
効
率
が
悪

い
。
そ
こ
で
大
岩
稜
の
切
り
立

っ
た
コ
ル
上
に
、
仮
の
デ
ポ
キ
ャ
ン
プ
を

作

っ
た
。

八
月
二
十
七
日
、
猫
の
額
ほ
ど
の
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
、
な
ん
と
か
二
張

り
の
テ
ン
ト
を
張

っ
た
。
こ
こ
か
ら
私
と
ナ
ン
マ
ー
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
と
ジ
ョ

ン
ツ
ー
の
二
人
が
上
部
氷
河
に
入
り
、
ア
ル
ミ
ば
し
ご
を
組
み
立
て
、
ズ

タ
ズ
タ
に
引
き
裂
か
れ
た
迷
路
の
よ
う
な
氷
河
の
ク
レ
バ
ス
帯
に
挑
ん
だ
。

こ
の
日
、
さ
ん
ざ
ん
苦
労
し
て
突
破
を
試
み
た
が
、
私
た
ち
の
予
想
を
は

る
か
に
上
ま
わ
る
数
の
ク
レ
バ
ス
に
行
く
手
を
は
ば
ま
れ
、
け

っ
き
ょ
く

活
路
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

八
月
二
十
八
日
、
き
の
う
の
過
激
な
行
動
で
体
中
の
あ
ち
こ
ち
が
痛
む
。

氷
河
突
破
の
メ
ド
が
つ
か
な
い
ま
ま
、
と
に
か
く
今
日
は
Ｃ
２
予
定
地
に

向
か
う
。
可
能
性
の
あ
る
ル
ー
ト
が
た

っ
た
ひ
と
つ
だ
け
あ

つ
た
。
右
手

の
大
岩
稜
上
部
に
お
お
い
か
ぶ
さ

っ
て
い
る
巨
大
な
セ
ラ
ッ
ク
の
真
下
を

横
切
る
ル
ー
ト
だ
。

こ
こ
の
通
過
は
距
離
に
し
て
約
五
〇
〇
房
は
あ
り
、
ど
ん
な
に
ス
ピ
ー

ド
を
出
し
て
登

っ
た
と
し
て
も
二
十
分
は
か
か
る
と
こ
ろ
だ
。
そ
の

一
帯

は
広
域
に
わ
た

っ
て
も
の
す
ご
い
デ
プ
リ
で
埋
め
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
今
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年
は
か
え

っ
て
そ
れ
が
大
き
く
幸
い
し
た
。
昨
年
は
幅
三
十
】
月
も
あ
る
広

い
ク
レ
バ
ス
が
あ

っ
て
通
過
す
る
の
は
不
可
能
だ

っ
た
か
ら
だ
。
ル
ー
ト

は
ひ
と
つ
。
神
様
に
祈
り
な
が
ら
そ
こ
を
駆
け
ぬ
け
る
し
か
方
法
は
な
い
。

い
つ
セ
ラ
ッ
ク
が
崩
れ
て
ペ
チ
ャ
ン
コ
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
も
お
か
し
く

な
い
所
だ
か
ら
だ
。

し
か
し
私
た
ち
は
そ
こ
を
無
事
に
通
過
し
、
深
く
も
ぐ
る
ベ
タ
雪
に
苦

し
み
な
が
ら
、
昨
年
荷
物
を
デ
ポ
し
た
所
ま
で
登
り

つ
め
た
。
「
も
し
か

す
る
と
」
の
期
待
も
空
し
く
、
デ
ポ
品
は
手
の
届
か
な
い
ほ
ど
深
い
雪
の

下
に
埋
ま

っ
て
い
る
よ
う
で
、
あ
き
ら
め
ざ
る
え
な
か

っ
た
。

私
は
そ
こ
か
ら
垂
直
の
岸
壁
に
取
り
付
き
、
昨
年
の
最
高
到
達
点

（五

一
〇
〇
眉
）
に
達
し
た
。
壁
に
付
い
た
雪
の
状
態
は
昨
年
よ
り
も
は
る
か

に
悪
く
、
厳
し
い
も
の
だ

っ
た
。
時
々
、
わ
き
を
か
す
め
て
い
く
チ
リ
雪

崩
に
た
た
き
落
さ
れ
な
い
よ
う
に
用
心
し
な
が
ら
ジ
リ
ジ
リ
と
高
度
を
上

げ
る
。
さ
ら
に
五
十
】
川
ロ
ー
プ
で
五
ピ

ッ
チ
を
伸
ば
し
、
カ
カ
ボ
ラ
ジ
の

頂
上
に
続
く
と
思
わ
れ
る
の
こ
ぎ
り
の
刃
の
よ
う
に
な

っ
た
標
高
五
二
〇

〇
屑
の
頂
上
稜
線
に
は
い
上
が

っ
た
。
こ
の
日
、
上
部
氷
河
の
ベ
ル
ク
シ
ュ

ル
ン
ト
の
上
に
Ｃ
２
を
設
営
し
た
。
八
月
二
十
九
日
、
Ｃ
２
か
ら
頂
上
稜

線
に
向
か

っ
て
ル
ー
ト
を
伸
ば
す
。
こ
の
稜
線
に
出
さ
え
す
れ
ば
あ
と
は

な
ん
と
で
も
な
る
だ
ろ
う
、
と
思

っ
て
い
た
当
初
の
楽
観
主
義
は
日
を
重

ね
る
ご
と
に
急
激
に
し
ぼ
ん
で
い
っ
た
。
今
ま
で
が
序
の
日
、
実
際
の
カ

カ
ボ
ラ
ジ
登
山
の
本
当
の
む
ず
か
し
さ
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
だ

っ
た
。

悪
雪
と

コ
ン
ロ
の
故
障

気
温
が
高
い
た
め
雪
の
状
態
が
非
常
に
悪
い
。
今
に
も
崩
れ
落
ち
そ
う

な
巨
大
な
雪
庇
を
右
に
左
に
捲
き
な
が
ら
頂
上
稜
線
を
で
き
る
だ
け
忠
実

に
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
斜
面
を
直
線
的
に
横
切
ろ
う
と
す

れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
雪
崩
に
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

ほ
ど
両
側
が
切
り
立

っ
た
鋭
い
雪
稜
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
斜
面
に

積
も

っ
て
い
る
重
い
雪
は
、
微
妙
な
飽
和
状
態
を
保

っ
て
い
た
。

こ
の
手
の
登
攀
は
私
の
最
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
相
手
が

悪
す
ぎ
る
の
か
、
こ
の
日
は
時
間
切
れ
で
た

っ
た
の
七
ピ

ッ
チ
し
か
伸
ば

せ
な
か

っ
た
。
九
月
二
日
、
い
よ
い
よ
頂
上
ア
タ

ッ
ク
の
つ
も
り
で
Ｃ
２

を
出
発
。
か
つ
て
私
が
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
技
術
的
に
む
ず
か
し

い
悪
雪
の
稜
線
が
続
く
。
午
後
四
時
近
く
ま
で
ル
ー
ト
エ
作
を
し
た
。

こ
の
時
初
め
て
最
初
の
顕
著
な
白
い
雪
の
ピ
ー
ク

（五
五
〇
〇
屑
）
に

達
し
た
。
こ
こ
が
頂
上
で
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
し
か

し
こ
れ
で
な
ん
と
か
現
在
自
分
た
ち
が
い
る
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
カ
カ
ボ
ラ
ジ
の
頂
上
は
、
ま
だ
は
る
か
か
な
た
に
そ
び
え
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
今
日
も
ま
た
頂
上
に
届
く
こ
と
は
な
か

っ
た
の
だ
。

悪
い
こ
と
は
重
な
る
も
の
で
、
連
日
の
悪
天
候
に
加
え
、
今
回
の
登
山

で
用
意
し
た
四
台
の
ガ
ソ
リ
ン
コ
ン
ロ
の
う
ち
四
台
と
も
す
べ
て
が
故
障

し
て
し
ま
う
と
い
う
予
期
し
な
い
、
そ
し
て
致
命
的
と
も
い
え
る
ア
ク
シ

デ
ン
ト
に
見
舞
わ
れ
た
。
四
台
と
も
修
理
不
能
の
危
機
的
な
状
況
が
や

っ
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て
き
た
。
今
後
登
山
を
続
け
て
頂
上
を
狙
う
に
は
な
ん
と
し
て
も
コ
ン
ロ

が
必
要
だ
。
登
山
隊
は
あ
と
二
台
の
コ
ン
ロ
を
持

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は

タ
フ
ン
ダ
ン
村
に
置
い
て
き
て
し
ま

っ
て
い
る
。
登
山
を
成
功
さ
せ
る
に

は
誰
か
が
タ
フ
ン
ダ
ン
村
に
も
ど

っ
て
そ
の
ガ
ソ
リ
ン
コ
ン
ロ
を
持

っ
て

く
る
必
要
が
あ
る
。
こ
ん
な
理
由
で
登
山
を

一
時
中
断
す
る
の
は
な
ん
と

も
な
さ
け
な
か

っ
た
が
、
と
に
か
く
全
員
が
い
っ
た
ん
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

に
お
り
て
、

コ
ン
ロ
の
到
着
を
待

つ
こ
と
に
し
た
。

九
月
十
日
の
午
後
、
待
ち
に
待

っ
た
ジ

ョ
ン
ツ
ー
が
二
人
の
ポ
ー
タ
ー

と
共
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
も
ど

っ
て
き
た
。
二
台
の
ガ
ソ
リ
ン
コ
ン
ロ

を
持

っ
て
き
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ス
ノ
ー
バ
ー
を
作
る
た
め
の

ア
ル
ミ
は
し
ご
を
切
断
す
る
の
こ
ぎ
り
と
、
野
菜
、
タ
マ
ゴ
、
ジ
ャ
ガ
イ

モ
な
ど
の
食
料
も
持

っ
て
き
て
く
れ
た
。
彼
は
こ
の
仕
事
を
た

っ
た
の
五

日
間
と
い
う
す
ば
ら
し
い
ス
ピ
ー
ド
で
や

っ
て
く
れ
た
の
だ

っ
た
。
そ
の

日
の
夕
方
、
さ

っ
そ
く
私
と
ナ
ン
マ
ー

・
ジ
ャ
ン
セ
ン
、
ジ

ョ
ン
ツ
ー
、

デ
ジ
ー
の
四
人
は
Ｃ
ｌ
に
入

っ
た
。

初
登
頂
、
そ
し
て
初
め
て
の
晴
天

九
月
十
二
日
、
私
と
ナ
ン
マ
ー
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
は
ジ
ョ
ン
ツ
ー
と
デ
ジ
ー

の
強
力
な
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
、
標
高
五
四
五
〇
】
月
の
Ｃ
３

（
フ
ァ
イ
ナ

ル
キ
ャ
ン
プ
）
入
り
を
果
た
し
た
。

こ
の
日
、
私
た
ち
二
人
は
白
い
雪
の
ピ
ー
ク
を
越
え
、
頂
上
稜
線
の
ギ
ャ
ッ

プ
に
達
し
た
が
、
極
度
に
危
険
で
デ
リ
ケ
ー
ト
な
悪
場
に
時
間
を
う
ば
わ

カカボラジ初登頂
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れ
、
ル
ー
ト
は
思
う
よ
う
に
の
び
な
か

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
夜
か
ら
天
候

が
崩
れ
は
じ
め
た
。
九
月
十
三
日
と
十
四
日
は
か
な
り
の
積
雪
と
悪
天
候

の
た
め
苦
し
い
停
滞
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
そ
れ
に
燃
料
と
食
料
が
底
を

つ
き
は
じ
め
て
い
た
。
も
し
翌
日
に
頂
上
ア
タ

ッ
ク
を
か
け
ら
れ
な
い
と

な
る
と
、
そ
れ
ら
を
補
充
し
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に

一
旦
下
り
て
、
ま
た

こ
こ
に
戻

っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
果
た
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
可
能

だ
ろ
う
か
？

す
で
に
登
山
を
始
め
て
か
ら
二
十
五
日
、
も
た
つ
い
て
い
る
の
だ
。
こ

の
山
よ
り
も
ず

っ
と
標
高
の
高
い
他
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
々
で
も
こ
ん
な
に

手
こ
ず
る
こ
と
は
め

っ
た
に
な
か

っ
た
。
カ
カ
ボ
ラ
ジ
の
難
し
さ
は
私
た

ち
の
力
を
は
る
か
に
圧
倒
し
て
い
る
の
だ
。

九
月
十
五
日
の
朝
、
私
と
ナ
ン
マ
ー

・
ジ
ャ
ン
セ
ン
は
六
時
半
に
フ
ァ

イ
ナ
ル
キ
ャ
ン
プ
を
出
発
し
た
。
は
じ
め
は
晴
れ
て
い
た
が
三
十
分
も
す

る
と
視
界
は
閉
ざ
さ
れ
雪
が
降
り
始
め
た
。
難
し
い
ル
ー
ト
に
降
り
積
も

っ

た
二
日
分
の
雪
は
、
私
た
ち
を
充
分
に
苦
し
め
た
が
、
そ
れ
で
も
何
と
か

ギ
ャ
ッ
プ
に
到
着
し
た
。
カ
カ
ボ
ラ
ジ
の
正
真
正
銘
の
極
度
に
困
難
な
ピ
ッ

チ
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。

岸
壁
は
ま
る
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
の
ド
リ
ュ
ー
の
よ
う
に
そ
そ
り

立
ち
、
お
お
い
か
ぶ
さ

っ
て
い
る
。
六
級
の
数
ピ
ッ
チ
を
す
ま
せ
、
さ
ら

に
ま
た
数
ピ

ッ
チ
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
稜
線
の
傾
斜
が
少
し
ゆ
る
ん
だ
。
そ

こ
か
ら
頂
上
に
続
い
て
い
る
ま
だ
か
な
り
急
崚
な
雪
稜
を
フ
ル
ス
ピ
ー
ド

で
登

っ
て
い
っ
た
。
や
が
て
突
然
、
日
の
前
が
切
れ
て
な
く
な
り
、
白
い

絶
頂
に
ほ
う
り
投
げ
ら
れ
た
よ
う
な
気
分
に
な

っ
た
。

午
後
三
時
十
三
分
、
カ
カ
ボ
ラ
ジ
初
登
頂
の
瞬
間
で
あ

っ
た
。
約
十
分

間
そ
こ
に
滞
在
し
た
の
ち
頂
上
を
後
に
し
た
。
下
降
は
困
難
を
極
め
た
が
、

途
中
か
ら
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
の
光
を
た
よ
り
に
慎
重
に
下
り
、
夜
の
七
時
三

十
分
、
無
事
に
五
四
五
〇
陣
川
の
フ
ァ
イ
ナ
ル
キ
ャ
ン
プ
に
到
着
し
た
。

九
月
十
六
日
朝
、
登
山
始
ま

っ
て
以
来
の
晴
天
が
訪
れ
た
。
見
わ
た
す

か
ぎ
り
山
ま
た
山
が
続
く
。
す
ぐ
近
く
に
は
チ
ベ

ッ
ト
高
原
、
イ
ン
ド
の

ア
ル
ナ
チ
ャ
ル
プ
ラ
デ
シ
ュ
の
山
並
み
も

一
望
で
き
る
。
東
西
南
北
、
雲

海
の
は
る
か
彼
方
に
は
垂
直
に
切
り
立

っ
た
、
ク
ラ
イ
マ
ー
を
引
き

つ
け

そ
う
な
急
峻
な
山
々
が
顔
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
日
の
昼
過
ぎ
、
私
と
ナ

ン
マ
ー

・
ジ
ャ
ッ
セ
ン
は
無
事
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
帰
着
し
た
。
か
く
し

て
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
最
高
峰
、
か
つ
て
は
幻
の
山
と
い
わ
れ
た
カ
カ
ボ
ラ
ジ

の
初
登
頂
劇
は
幕
を
下
ろ
し
た
。
尾
崎
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
人

た
ち
の
実
に
二
年
ご
し
の
悲
願
が
こ
こ
に
達
成
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。
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「アルプ」の変遷

山
岳
図
書
を
語
る
夕
べ

「
ア
ル
プ
」
の
変
遷

―
―
創
刊
か
ら
三
〇
〇
号
ま
で
―
―

「
ア
ル
プ
」
創
刊
ま
で

ま
ず
、
自
分
の
こ
と
を
少
し
話
さ
せ
て
い
だ
き
ま
す
。
昭
和
二
十
六
年

に
東
京
外
国
語
大
学
に
入
り
ま
し
た
が
、
ま
さ
か
山
岳
部
を
作
る
と
は
予

想
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
は
、
中
学
二
年
の
勤
労
動
員
で
中
島

飛
行
機
の
地
下
工
場
を
高
尾
山
の
下
で
掘

っ
て
い
る
時
、
小
仏
峠
の
近
く

の
湯
ノ
花
ト
ン
ネ
ル
で
国
鉄
の
列
車
が
空
襲
に
あ
い
、
Ｐ
５１
ム
ス
タ
ン
グ

の
機
銃
掃
射
で
五
十
数
人
の
死
者
が
出
ま
し
た
。
現
場
に
居
合
わ
せ
た
私

た
ち
は
、
死
者
や
怪
我
人
を
戸
板
に
乗
せ
て
下
ま
で
降
ろ
し
た
ん
で
す
が
、

そ
の
時
の
印
象
が
強
く
、
山
を
見
る
度
に
、
山
の
緑
を
突
き
抜
け
る
よ
う

な
青
空
と
銃
声
の
木
魂
が
思
い
出
さ
れ
て
、
そ
れ
ま
で
好
き
だ

っ
た
山
か

ら
遠
ざ
か

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

三
　
宅

　

　

修

大
学
入
学
後
も
山
を
見
る
だ
け
で
気
持
ち
が
ぎ
ゅ
っ
と
固
く
な
る
よ
う

な
気
が
し
て
、
い
つ
も
避
け
て
い
た
の
で
す
。
タ
イ
語
科
に
は
、
私
の
後

に
信
州
育
ち
の
二
人
が
入

っ
て
き
て
、
山
岳
部
を
作
る
の
で
名
前
を
貸
し

て
く
れ
と
言
わ
れ
、
根
が
好
き
な
も
の
で
す
か
ら
承
知
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
れ
が
運
の
尽
き
で
す
。
部
長
に
は
倫
理
学
の
串
田
孫

一
先
生
に
お

願
い
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
外
語
山
岳
部
と
串
田
先
生
と
の
つ
な
が
り
、
ひ

い
て
は
串
田
さ
ん
が
戦
前
の
山
登
り
か
ら
復
活
し
て
第
二
回
目
の
山
登
り

に
入
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
う
ん
と
山
に
首
を
つ
っ
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
き

っ
か
け
だ
と
思
い
ま
す
。

串
田
さ
ん
を
囲
む
若
い
外
語
の
Ｏ
Ｂ
は
、
文
章
を
書
い
た
り
、
読
ん
だ

り
、
絵
を
描
く
の
が
好
き
な
連
中
で
、
そ
う
い
う
の
が
集
ま

っ
て
、
昭
和

三
十
二
年
に

「
ま
い
ん
べ
る
く
」
と
い
う
同
人
誌
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
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が
ま
た
ひ
ど
い
も
の
で
、
語
学
が
堪
能
な
は
ず
な
の
に

「ま
い
ね
べ
る
く
」

と
付
け
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
各
所
に
お
送
り
し
た
ら
、
日
本
山
岳
会
の
武

田
久
吉
さ
ん
か
ら

「
ま
い
ん
べ
る
く
」
が
正
し
い
と
指
摘
さ
れ
て
、
二
号

か
ら
名
前
を
変
え
ま
し
た
。

卒
業
後
、
二
年
勤
め
た
明
治
生
命
を
上
役
と
喧
嘩
を
し
て
辞
め
た
後
、

山
の
映
画
を
撮

っ
て
い
る
時
に
、
串
田
先
生
か
ら
山
の
雑
誌
を
や
ら
な
い

か
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
き

っ
か
け
は
ば
か
ば
か
し
い
話
で
す
が
、
学
術
誌

専
門
の
創
文
社
の
社
長
が
、
あ
る
日
夢
を
見
て
山
の
雑
誌
を
や
ら
な
け
れ

ば
と
思
い
込
ん
で
串
田
先
生
の
と
こ
ろ
に
電
話
を
よ
こ
し
た
と
い
う
の
で

す
。
で
、
三
宅
が

一
番
暇
だ
と
、
編
集
責
任
者
に
さ
れ
た
と
い
う
の
が
本

当
で
す
。題

名
は

「
ア
ル
プ
」
、
広
告
な
し
で

戦
前
に
あ

っ
た
梓
書
房
の
雑
誌

「
山
」
の
こ
と
が
頭
に
あ
り
ま
し
た
が
、

串
田
さ
ん
と
尾
崎
喜
八
さ
ん
の
線
で
ゆ
こ
う
と
は
、
初
め
か
ら
決
ま

っ
て

い
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
題
名
は
串
田
さ
ん
と
私
が
上
野
毛
の
尾
崎
さ
ん

の
お
宅
に
伺

っ
て
決
め
た
の
で
す
が
、
す
ん
な
り
と

「
ア
ル
プ
」
に
決
ま

り
ま
し
た
。

創
刊
号
に
書
い
た
事
で
す
が
、
当
時
外
国
に
行
く
の
は
夢
の
ま
た
夢
で
、

高
木
正
孝
さ
ん
が
ス
イ
ス
の
ガ
イ
ド
の
免
許
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
話
を

聞
い
た
だ
け
で
う

っ
と
り
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
時
代
で
し
た
か
ら
、
私

た
ち
の
頭
の
中
の
ア
ル
プ
と
言

っ
て
も
、
写
真
で
見
る
ク
ロ
ッ
カ
ス
の
咲

く
残
雪
の
ア
ル
プ
ス
の
風
景
だ
け
で
す
。
そ
う
い
う
風
景
の
中
に
育

つ
何

も
の
か
を
求
め
て
み
よ
う
と
。
し
か
し
高
原
と
か
豊
か
な
山
麓
な
ど
と
日

本
の
言
葉
や
形
に
直
し
て
し
ま
う
と
、
あ
ま
り
に
も
露
骨

・
具
体
的
過
ぎ

て
イ
メ
ー
ジ
が
膨
ら
ま
な
い
ん
で
す
。
尾
崎
先
生
の

『
碧

い
遠
方
』

や

『
山
の
絵
本
』
は
外
国
の
翻
訳
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
書
き
方
で
、

そ
の

よ
う
な
ア
ル
プ
ス
志
向
と
い
い
ま
す
か
、
夢
の
山
、
あ
る
い
は
心
の
中
に

育
て
て
い
く
よ
う
な
題
名
で
い
こ
う
と
な

っ
た
わ
け
で
す
。
出
版
は
並
び

の
い
い
昭
和
三
十
三
年
二
月
を
目
指
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
の
と
こ
ろ
に
話
が
来
た
の
が
昭
和
三
十
二
年
の
十
月
か
十

一
月
で
、

準
備
期
間
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
作
り
な
が
ら
考
え
る
と
い
う
感
じ
で
、
あ

あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
考
え
な
か

っ
た
こ
と
が
、
「
ア
ル
プ
」

の

い
い
性
格
を
引
き
出
せ
た
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

昭
和
三
十
二
年

一
月
八
日
に
、
創
文
社
に
電
話
を
し
て
、
翌
日
ぐ
ら
い

に
、
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
充
電
の
た
め
月
に
十
日
間
休
ま
せ
て

ほ
し
い
。
代
わ
り
に
必
ず
い
い
雑
誌
を
出
し
ま
す
と
言

っ
た
と
思
う
ん
で

す
。
非
常
に
贅
沢
な
と
い
う
か
酷
い
条
件
を
出
し
ま
し
た
が
、
社
長
が
す

ん
な
り
と
呑
ん
で
く
れ
て
、
以
後
月
に
十
日
は
充
電
と
称
し
て
山
に
行

っ

て
写
真
を
撮

っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

一
月
二
十
日
に
毎
日
新
聞
社
に
槙
有
恒
さ
ん
を
訪
ね
た
り
、
黒
田
初
子

さ
ん
に
会

っ
た
り
、
二
十
九
日
に
は
東
京
薬
大
で
朝
比
奈
菊
雄
さ
ん
に
会

う
な
ど
し
て
具
体
的
に
動
き
出
し
た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
創
刊
号
の
執
筆

者
は
誰
に
と
決
ま

っ
て
い
ま
し
た
。
原
稿
料
は
四
百
字

一
枚
千
円
な
ど
の
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条
件
を
全
部
話
し
、
最
高
責
任
者
は
串
田
、
尾
崎
の
両
先
生
、
私
は
形
は

編
集
責
任
者
で
す
が
、
使
い
走
り
で
す
と
説
明
を
し
ま
し
た
。
よ
く
理
解

し
て
下
さ

っ
て
、
ど
ん
な
雑
誌
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
に
、
と

て
も
い
い
原
稿
を
下
さ
い
ま
し
た
。
山
口
耀
久
さ
ん
、
加
藤
喜

一
郎
さ
ん

な
ど
に
も
電
話
を
し
ま
し
た
。
深
田
久
弥
さ
ん
は
マ
イ
ベ
ー
ス
で
仕
事
を

な
す

っ
て
い
る
ん
で
、
原
稿
の
催
促
を
す
る
と
出
来
次
第
電
話
を
す
る
と

言

っ
て
な
か
な
か
原
稿
を
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
以
前
か
ら
近
く
の

深
田
さ
ん
の
家
に
遊
び
に

行

っ
た
り
、
明
治
大
学
の

和
泉
校
舎
の
屋
上
で
山
を

見
て
い
て
ば

っ
た
り
会
う

こ
と
が
あ

っ
た
の
で
す
が
、

今
度
は
仕
事
の
面
で
お
世

話
に
な
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

現
在
は
雑
誌
広
告
そ
の
も
の
が
山
の
情
報
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
広
告

に
よ

っ
て
採
算
の
辻
棲
を
合
わ
せ
よ
う
と
は
考
え
た
く
な
か

っ
た
。
広
告

を
ゴ
ミ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
雑
誌
は
ア
ル
プ
ス
の
よ

う
に
隅
々
ま
で
ゴ
ミ
な
ん
ぞ
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
、
き
れ
い
な

誌
面
に
し
た
い
の
で
広
告
無
し
で
行
こ
う
と
い
う
方
針
で
、
社
長
も
調
子

づ
い
て
広
告
は
絶
対
入
れ
な
い
と
、
と
う
と
う
最
後
ま
で
き
れ
い
な
雑
誌

の
ま
ま
で
通
し
た
の
で
、
こ
れ
も

「
ア
ル
プ
」
の
性
格
づ
け
に
な
り
ま
し

た
。写

真
や
絵
を
入
れ
る
に
つ
い
て
も

「
ア
ル
プ
」
に
相
応
し
い
も
の
と
な

る
と
、
ど
う
し
て
も
セ
ガ
ン
テ
ィ
ー
ニ
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
高
原
は
人

と
山
、
人
と
自
然
と
の
接
点
で
す
か
ら
、
突
死
と
し
た
山
よ
り
人
と
山
と

の
接
点
か
ら
発
し
た
よ
う
な
絵
が
い
い
と
な

っ
た
ん
で
す
が
、
選
ぶ
の
が

大
変
で
す
。
名
の
有
る
方
た
ち
に
、
拝
借
料
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
安
い

値
段
で
お
願
い
し
た
ん
で
す
。
無
名
の
形
も
な
い
雑
誌
で
す
か
ら
、
串
田

さ
ん
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
で
、
創
刊
号
は
曽
宮

一
念
さ
ん
の

「
桜
島
の

噴
煙
」
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
曽
宮
さ
ん
の
絵
は
、
大
変
に
省
略
が
き
い

て
い
な
が
ら
山
の
森
閑
と
し
た
感
じ
、
あ
る
い
は
噴
煙
の
轟
々
と
鳴
る
よ

う
な
感
じ
が
出
て
い
る
ん
で
す
ね
。
創
刊
号
に
曽
宮
さ
ん
の
絵
が
出
る
と
、

後
は
そ
れ
を
持

っ
て
お
願
い
に
行
く
の
が
楽
で
、
「
曽
宮
さ
ん
が
や

っ
て

お
ら
れ
る
の
な
ら
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ
う
」
と
言

っ
て
く
だ
さ
る
方
が
大

分
い
ま
し
た
。
版
画
で
は
畦
地
梅
太
郎
さ
ん
。
畦
地
さ
ん
は
ご
存
じ
の
通

り
、
年
を
と

っ
て
も
人
間
の

一
番
い
い
資
質
を
持

っ
て
い
て
、
国
画
会
と

い
う
よ
り
版
画
の
世
界
で
す
で
に
名
を
な
し
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
が
、
商

売
は
下
手
な
方
で
し
た
。
畦
地
さ
ん
の
よ
う
な
方
が

「
い
い
よ
、
わ
し
で

も
よ
け
れ
ば
」
と
言

っ
て
く
れ
ま
し
た
の
で
、
絵
の
方
は
安
心
で
し
た
。

文
章
で
は
尾
崎
、
串
田
両
先
生
の
目
に
適
う
方
は
誰
な
の
か
私
に
は
五

里
霧
中
で
し
た
。
編
集
会
議
の
時
に
、
ど
の
人
が
自
分
の
考
え
を
自
分
の

言
葉
で
書
け
る
人
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
か

っ
た
の
で
、
私
は
ほ
と
ん
ど
物

が
言
え
ま
せ
ん
。
そ
の
辺
り
は
串
田
さ
ん
や
、
後
で
編
集
に
加
わ

っ
た
山

「アルプ」の変遷

アルフ
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口
耀
久
さ
ん
、
さ
ら
に
後
の
岡
部
牧
夫
君
な
ん
か
で
決
め
て
、
写
真
関
係

だ
け
は
ま
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら

「
ア
ル
プ
」
の
最
も

「
ア

ル
プ
」
ら
し
い
と
こ
ろ
、
山
の
文
学
の
世
界
を
育
て
る
の
に
ど
ん
な
苦
心

が
あ

っ
た
か
は
、
私
か
ら
は
言
い
に
く
い
の
で
す
。

雑
誌
の
顔
と
い
う
べ
き
装
丁

・
体
裁

・
用
紙
な
ど
は
総
編
集
長
の
大
洞

正
典
さ
ん
が
す
ば
ら
し
い
手
腕
を
見
せ
、
表
紙
も
特
漉
紙
を

ロ
ー
ラ
ー
に

か
け
る
な
ど
、
雑
誌
と
し
て
は
ぜ
い
た
く
過
ぎ
る
ほ
ど
の
手
間
を
か
け
、

こ
れ
が
、
串
田
、
大
谷
両
氏
の
カ
ッ
ト
と
み
ご
と
に
マ
ッ
チ
し
て

「
ア
ル

プ
」
は
完
成
し
た
の
で
す
。

串
田
さ
ん
と
尾
崎
さ
ん
、
そ
し
て
大
谷
さ
ん

串
田
さ
ん
が
大
学
を
辞
め
た
ひ
と
月
後
に
お
目
に
か
か
る
と
、
学
校
を

辞
め
て
か
ら
月
に
六
〇
本
の
原
稿
を
引
き
受
け
て
し
ま
い
、
却

っ
て
忙
し

く
な

っ
た
と
言
う
ん
で
す
。　
一
か
月
に
六
〇
本
も
書
く
こ
と
も
驚
き
で
す

が
さ
ら
に
、
「
原
稿
用
紙
を
無
駄
に
し
た
よ
」
と
、　
一
年
間
で
た

っ
た
の

四
枚
捨
て
た
と
言
う
ん
で
す
。
串
田
さ
ん
は
書
く
前
に
頭
の
中
で
す
で
に

原
稿
が
出
来
上
が

っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
私
な
ら

一
時
間
で
、
と
い
う
と

こ
ろ
で
す
。

尾
崎
さ
ん
の
場
合
は
大
学
ノ
ー
ト

一
行
に
細
か
い
字
で
二
行
ず
つ
書
き
、

吹
き
出
し
を
入
れ
書
き
直
し
を
し
、
最
後
に
ベ
ン
で
清
書
し
て
、
見
事
な

原
稿
と
な

っ
て
く
る
ん
で
す
。
尾
崎
先
生
の
推
敲
、
串
田
さ
ん
の
原
稿
用

紙
を
無
駄
に
し
な
い
推
敲
、
本
物
と
偽
物
の
差
を
知

っ
て
か
ら
、
私
は
文

章
が
書
け
る
と
い
う
こ
と
を

一
切
言
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
「
ア
ル

プ
」
と
い
う
の
は
、
尾
崎
さ
ん
と
串
田
さ
ん
の
暗
黙
の
了
解
の
も
と
に
、

そ
こ
ま
で
の
文
章
を
求
め
て
い
た
と
、
今
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

う
い
う
重
い
荷
を
背
負

っ
て
誕
生
し
た
雑
誌
だ

っ
た
ん
で
す
。

表
紙
は
串
田
先
生
の
線
画
と
大
谷

一
良
さ
ん
の
版
画
の
両
方
で
し
た
。

大
谷
さ
ん
は
外
語
の

一
年
後
輩
で
、
「
ア
ル
プ
」
が
出
て
か
ら
二
年
ぐ

ら
い
後
だ

っ
た
で
し
ょ
う
か
、
国
画
会
な
ど
に
も
入
選
し
て
い
ま
す
。
原

稿
が
全
部
集
ま

っ
た
後
、
広
告
が
な
い
の
で
空
き
の
部
分
が
出
て
き
ま
す

が
、
そ
の
部
分
の
カ
ッ
ト
は
数
日
で
間
に
合
わ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
期
日

を
切

っ
た
強
引
な
依
頼
は
、
彼
に
と

っ
て
は
辛
い
け
れ
ど
も
い
い
勉
強
に

な

っ
た
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
商
社
員
で
外
国
勤
め
に
な

っ
て
も
、

隔
月
ご
と
に
海
外
か
ら
送

っ
て
く
れ
ま
し
た
。

「
ア
ル
プ
」
の
表
紙
は
上
に
大
き
く
誌
名
を
横
書
き
に
入
れ
、
中
央
に

カ
ッ
ト
、
下
に
左
か
ら

「
Ａ
Ｌ
Ｐ
　
ｌ
　
ｌ
９
５
８
１
３
」
と
入
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
第
二
号
で
は
見
本
が
ま
だ
手
も
と
に
来
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

「
Ａ
Ｌ
Ｐ
　
４
月
号
　
１
９
５
８
」
と
し
て
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
大
ミ

ス
を
し
で
か
し
ま
し
た
。
し
か
し
完
売
と
な
り
、
何
と
増
刷
と
い
う
こ
と

に
な

っ
た
の
で
、
第
二
刷
で
は
ち
ゃ
ん
と
訂
正
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ

の
第
二
号
四
月
号
に
限

っ
て
表
紙
が
二
種
類
あ
る
訳
で
、
も
し
両
方
持

っ

て
い
る
方
が
い
ら

っ
し
ゃ
れ
ば
、
こ
れ
は
貴
重
品
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。失

敗
談
と
言
え
ば
、
十
二
号
の
表
紙
の
版
画
は
逆
さ
ま
に
印
刷
さ
れ
て
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い
ま
す
が
、
心
優
し
い
大
谷
氏
は
ず

っ
と
後
に
な

っ
て
、
逆
だ
と
教
え
て

く
れ
ま
し
た
が
、
誰
も
気
が
つ
か
な
か

っ
た
で
す
ね
。

こ
ん
な
具
合
に
素
人
の
よ
う
な
失
敗
を
重
ね
な
が
ら
も
ガ
タ
ピ
シ
し
て

い
た
車
輪
も
う
ま
く
動
く
よ
う
に
な
り
、
後
は
順
調
で
し
た
。
そ
の
う
ち

欲
が
出
て
特
集
号
を
出
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
高
原
、
山
小
屋
と
様
々

な
も
の
を
や
り
ま
し
た
が
、
売
れ
行
き
は
い
い
し
内
容
も
面
白
い
ん
で
す

ね
。
そ
れ
に
い
ろ
ん
な
人
の
考
え
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
例
え
ば

高
原
を
遊
び
の
場
所
と
捉
え
る
人
、
精
神

・
心
の
牧
場
、
あ
る
い
は
山
と

人
と
の
接
点
と
捉
え
る
人
な
ど
、
特
集
号
を
考
え
る
時
は
大
変
楽
し
い
思

い
を
し
ま
し
た
。
年
に

一
、
二
回
ぐ
ら
い
は
特
集
号
を
企
画
し
ま
し
た
。

ア
ル
プ

の
夕

べ

・
ア
ル
プ
展

・
そ
し

て
ア
ル
プ
教
室
な
ど

こ
う
し
て
順
調
に
雑
誌
の
基
盤
も
出
来
上
が

っ
た
こ
ろ
、
こ
れ
だ
け
の

愛
読
者
と
執
筆
者
が
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
こ
か
で

一
緒
に
集
ま

っ
て
み
た

い
も
の
だ
と
い
う
話
が
出
て
、
「
ア
ル
プ
の
夕

べ
」
が
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

一
九
六
四
年
十

一
月
十
八
日
、
場
所
は
千
代
田
公
会
場
で
、
串
田
孫

一

さ
ん
、
尾
崎
喜
八
さ
ん
の
詩
朗
読
と
講
演
、
深
田
久
弥
さ
ん
の

「山
の
雑

誌
で
は

『
ア
ル
プ
』
に
書
く
と
き
が
い
ち
ば
ん
苦
し
い
。
こ
れ
ほ
ど
労
多

く
し
て
原
稿
料
の
安
い
雑
誌
は
な
い
」
と
笑
わ
せ
な
が
ら
の
山
談
義
で
盛

り
上
が
り
、
さ
ら
に
辻
ま
こ
と
さ
ん
が
ギ
タ
ー
を
抱
き
な
が
ら

「
『
ア
ル

プ
』
で
は
原
稿
料
が
安
い
の
で
、
本
当
は
い
っ
し
ょ
う
懸
命
書
き
た
く
な

い
の
だ
け
れ
ど
、
な
ん
と
な
く
い
っ
し
ょ
う
懸
命
書
き
た
く
な
る
」
と
深

田
説
の
裏
書
き
を
し
な
が
ら
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
ぐ
び
り
、
そ
し
て
マ
ラ
ッ
ツ

の
セ
レ
ナ
ー
タ

・
エ
ス
パ
ニ
ョ
ー
ル
な
ど
の
ギ
タ
ー
の
名
曲
を
数
曲
す
ば

ら
し
い
演
奏
で
聴
か
せ
た
後
は
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
セ

・
シ

・
ボ
ン
を
こ
れ

ま
た
名
調
子
、
と
い
っ
た
具
合
で
、
後
を
尾
崎
喜
八
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

民
謡
、

コ
ン
ソ
ル

ｏ
ゼ
フ
ィ
ー
ル
の
山
の
舞
曲
集
演
奏
、
畦
地
梅
太
郎
さ

ん
の

「山
男
」
の
版
画
ス
ラ
イ
ド
映
写
、
と
盛
り
沢
山
。
さ
ら
に
福
引
ま

で
あ

っ
て
予
定
を
三
〇
分
近
く
オ
ー
ヴ
ァ
ー
す
る
盛
会
で
し
た
。

同
じ
よ
う
な

「
ア
ル
プ
百
号
記
念
の
集
い
」
は
六
六
年
六
月
十
七
日
。

今
度
は
九
段
会
館
で
、
こ
れ
ま
た
満
員
の
愛
読
者
で
埋
ま
っ
た
も
の
で
す
。

そ
の
後
、
十
周
年
記
念
と
し
て

「
ア
ル
プ
」
の
執
筆
者
に
よ
る
第

一
回

ア
ル
プ
展
が
新
宿
駅
ビ
ル
で
行
わ
れ
、　
一
九
六
八
年
五
月
か
ら
七
三
年
六

月
ま
で
六
回
も

つ
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

第

一
回
は
曽
宮

一
念
、
倉
員
辰
雄
、
小
野
末
、
山
口
源
、
畦
地
梅
太
郎
、

真
垣
武
勝
、
辻
ま
こ
と
、
上
田
哲
農
…
…
こ
ん
な

一
流
の
画
家
の
作
品
や

草
野
心
平
、
尾
崎
喜
八
、
串
田
孫

一
、
深
田
久
弥
、
鳥
見
迅
彦
さ
ん
ら
の

色
紙
な
ど
の
ほ
か
写
真
も
多
数
出
品
さ
れ
、
大
反
響
を
よ
び
、
け

っ
き
ょ

く
毎
年
開
く
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
次
第
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
は
本
筋
で
は
な
く
て
フ
ァ
ン
サ
ー
ビ

ス
の
色
合
い
が
濃
い
わ
け
で
、
も

っ
と
も

「
ア
ル
プ
」
ら
し
い
催
し
は

一

九
七
〇
年
六
月
か
ら
七
二
年
六
月
ま
で
四
回
行
わ
れ
た

「
ア
ル
プ
教
室
」

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

第

一
回
の
講
師
は
尾
崎
喜
八
さ
ん
と
宮
下
啓
三
さ
ん
。
尾
崎
さ
ん
は
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「山
と
文
学
」
、
宮
下
さ
ん
は

「
西
欧
の
山
と
文
学
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
三
時

間
ず

つ
密
度
の
濃
い
レ
ク
チ
ャ
ー
で
、
口
述
筆
記
は

一
六
二
号
に
載

っ
て

い
ま
す
。

第
二
回
は
深
田
久
弥
さ
ん
の

「私
の
山
の
文
学
」
と
串
田
孫

一
さ
ん
の

「山
と
美
と
心
」
、
第
二
回
は
辻
ま
こ
と
さ
ん
の

「山
の
画
文
」
と
鳥
見
迅

彦
さ
ん
の

「
わ
た
く
し
の
山
の
詩
」
、
第
四
回
は
畦
地
梅
太
郎
さ
ん
の

「
わ
し
の
山
男
」
と
近
藤
信
行
さ
ん
の

「山
岳
文
学
と
小
島
烏
水
」
と
い
っ

た
充
実
し
た
も
の
で
、
異
色
の
山
の
教
養
講
座
で
し
た
。

こ
の
四
回
の
レ
ク
チ
ャ
ー
は
、
後
に

「山
と
文
学
」
の
タ
イ
ト
ル
で

一

冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
教
室
で
講
演
さ
れ
た
深
田
久
弥
さ
ん
は
、
そ
れ
か
ら

一
週
間
後
、

茅
ケ
岳
で
亡
く
な
り
、
こ
の
レ
ク
チ
ャ
ー
が
最
後
の
作
品
と
な
っ
た
の
は
、

実
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

「
ア
ル
プ
」
を
彩
る
人
々

さ
て
、
動
き
だ
し
た

「
ア
ル
プ
」
に
ど
う
い
う
方
に
書
い
て
い
た
だ
く

か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
書
き
手
の
人
柄
が
滲
み
出
て
く
る
よ
う
な

文
章
と
な
る
と
難
し
い
ん
で
す
。

執
筆
者
の
ひ
と
り
、
山
口
耀
久
さ
ん
は
獨
標
登
行
会
の
チ
ー
フ
リ
ー
ダ
ー

で
、
泣
く
子
も
黙
る
恐
ろ
し
い
存
在
だ

っ
た
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
山
口
さ

ん
は
、
と
て
も
い
い
文
章
を
書
く
ん
で
す
が
、
原
稿
を
頼
む
と
改
ま

っ
て

し
ま
う
ん
で
す
。
締
切
日
に
間
に
合
わ
ず
、　
一
つ
の
文
章
に
三
ヵ
月
ほ
ど

か
か
り
ま
し
た
。
出
来
上
が

っ
て
も
頭
の
中
で
推
敲
し
て
い
る
ら
し
く
、

原
稿
を
印
刷
所
に
ま
わ
そ
う
と
い
う
時
に
、
あ
そ
こ
の
単
語
が
気
に
入
ら

な
い
か
ら
押
さ
え
て
く
れ
と
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
ひ
と
月
経

っ
て
し
ま
う
。

初
め
は
迷
惑
だ
と
思

っ
た
ん
で
す
が
、
途
中
か
ら
好
き
な
よ
う
に
や

っ
て

も
ら
お
う
と
思
い
ま
し
た
。
も
し
完
壁
な
も
の
が
で
き
る
の
な
ら
、
こ
ん

な
す
ば
ら
し
い
こ
と
は
な
い
。
山
口
さ
ん
の
文
章
に
は

一
字

一
句
、
漢
字
、

送
り
仮
名

一
つ
に
し
て
も
無
駄
が
な
い
け
れ
ど
、
重
苦
し
い
所
は
ま

っ
た

く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
熱
中
す
る
著
者
が
い
る
な
ん
て
編
集
者
の
誇

り
だ
と
思
い
ま
す
。

「
ア
ル
プ
選
書
」
と
い
う
か
わ
い
ら
し
い
本
も
作
り
ま
し
た
。
串
田
先

生
が

『
す
み
れ
色
の
時
間
』
、
山
口
さ
ん
は
幻
の
名
著
と
言
わ
れ
て
い
る

『
北
八
ツ
街
復
』
で
す
。
こ
れ
が
出
た
時
、
山
口
さ
ん
は
次
は

『
八
ケ
岳

挽
歌
』
で
い
こ
う
と
言

っ
た
。
確
か
昭
和
四
十
七
年

（
一
九
七
二
年
）
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
次
の
本
の
題
名
が
で
き
て
、
い
く

つ
か
原
稿
も
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
が
先
月

（
一
九
九
六
年
）
、
創
文
社
か
ら
電
話
が
き
ま
し
て
、

『
八
ケ
岳
挽
歌
』
の
原
稿
が
や

っ
と
で
き
た
そ
う
で
す
と
。
「
ア
ル
プ
」
が

終
わ

っ
て
十
三
年
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
時
は
後
二
篇
を
残
す
の
み
だ
と

言

っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の
二
篇
が
十
二
年
間
か
か

っ
た
わ
け
で
す
。
来

年
、
そ
れ
が
出
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

別
の
意
味
で
深
田
久
弥
さ
ん
も
必
ず
ひ
と
月
は
遅
れ
ま
し
た
。
「
ア
ル

プ
」
と
い
う
と
気
分
が
改
ま

っ
て
サ
ラ
サ
ラ
と
は
い
か
な
い
と
言
う
ん
で

す
。
こ
れ
は
深
田
さ
ん
に
限
ら
ず
何
人
か
の
方
々
が
そ
う
い
う
風
に
言
わ
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れ
た
よ
う
に
、
多
く
の
著
者
が
緊
張
し
て
書
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
後
半

に
な

っ
て
近
藤
信
行
、
蜂
谷
緑
さ
ん
ご
夫
妻
も
書
い
て
く
だ
さ

っ
て
い
ま

す
。あ

る
時
期
ち
ょ
っ
と
中
だ
る
み
に
な
り
、
新
人
が
出
な
く
て
つ
ら
か

っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
す
る
と
ど
う
し
て
も
力
の
あ
る
方
、
き

っ
ち
り

書
い
て
下
さ
る
方
に
頼
む
も
の
で
す
か
ら
、
同
人
誌
じ
ゃ
な
い
か
と
勝
手

な
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
言
う
自
信
が
あ
り

ま
し
た
。
た
だ
尾
崎
文
学
、
串
田
文
学
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が

あ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
踏
み
出
さ
ず
に
や

っ
て
ゆ
く
に
は

一
人
二
人
の
知
恵

で
は
駄
日
で
、
昭
和
四
十
年
か
ら
編
集
同
人
制
を
導
入
し
ま
し
た
。
串
田
、

山
口
、
大
谷
、
岡
部
、
私
の
五
人
で
す
。
そ
れ
以
外
に
も
内
田
耕
作
さ
ん

や
畦
地
梅
太
郎
さ
ん
な
ど
に
相
談
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

「
ア
ル
プ
」
終
刊
ま

で

広
告
な
し
で
や

っ
て
こ
れ
た
の
は
、
編
集
者
だ
け
で
は
な
く
出
版
社
側

の
努
力
も
あ
り
ま
し
た
が
、
編
集
同
人
制
を
取
る
頃
か
ら
創
文
社
の
他
の

学
術
雑
誌
が
足
を
引

っ
張
る
形
で

「
ア
ル
プ
」
の
原
稿
料
が
滞

っ
た
こ
と

が
あ

っ
て
参
り
ま
し
た
。
あ
の
時
代
そ
う
い
う
こ
と
は
ま
ま
あ

っ
て
、
原

稿
料
を
全
く
払
わ
な
い
で
逃
げ
て
し
ま
う
出
版
社
も
あ
り
ま
し
た
が
、
創

文
社
は
逃
げ
は
し
な
い
ん
で
す
が
、
無
い
袖
は
振
れ
な
い
か
ら
待

っ
て
下

さ
い
と
言
う
。
事
情
も
知
ら
ず
に
、
串
田
さ
ん
は
創
文
社
か
ら
た
く
さ
ん

貰

っ
て
い
る
か
ら
い
い
だ
ろ
う
と
言
う
心
な
い
人
が
い
ま
し
た
が
そ
れ
は

と
ん
で
も
な
い
話
で
、
逆
に
自
腹
を
切

っ
て
で
も
著
者
の
方
に
迷
惑
を
か

け
ま
い
と
し
た
串
田
さ
ん
の
表
に
出
な
い
行
為
の
お
か
げ
で
持
ち
こ
た
え

た
こ
と
が
三
度
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
雑
誌
を
こ
の
ま
ま
絶
え
さ
せ
て

は
い
け
な
い
、
と
い
う
お
気
持
ち
が
強
か

っ
た
か
ら
こ
そ
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
ん
な

一
部
の
人
を
除
い
た
ほ
と
ん
ど
の
人
た
ち
、
自
分
の
仕
事
に
真

剣
な
人
た
ち
が

「
ア
ル
プ
」
を
支
え
て
く
れ
た
ん
で
す
。
こ
の
人
た
ち
の

熱
意
、
努
力
が
読
ん
で
く
だ
さ
る
方
々
を
ひ
き
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
、

そ
ん
な
気
が
し
ま
す
。
こ
れ
は
ど
ん
な
雑
誌
で
も
同
じ
で
す
が
、
い
い
か

げ
ん
な
気
持
ち
で
書
い
た
文
章
、
撮

っ
た
写
真
、
描
い
た
絵
で
構
成
し
た

ら
、
ま
ず
長
続
き
し
な
い
で
し
ょ
う
。

バ

ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
ご
覧
に
な
る
と
わ
か
る
ん
で
す
が
、
最
初
は
高
揚

し
て
い
ま
す
が
あ
る
時
期
レ
ベ
ル
が
落
ち
て
く
る
、
試
行
錯
誤
の
時
期
で

す
。
ま
た
若
い
人
達
に
登
場
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
が
強
い
時
期

が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
感
動
し
た
こ
と
が
い
く

つ
も
あ
り
ま
す
。

詩
人
の
故
三
野
混
沌
さ
ん
の
夫
人
、
吉
野
せ
い
さ
ん
の

「洟
を
た
ら
し
た

神
」
も
そ
の

一
つ
。
ご
主
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
東
北
で
畑
仕
事
を
し
な
が

ら
、
厳
し
い
生
活
の
中
で
書
か
れ
た
素
晴
ら
し
い
文
章
で
す
。
眠

っ
て
い

た
原
稿
を
串
田
先
生
が
推
薦
し
て

一
冊
の
本
に
し
ま
し
た
。
確
か
昭
和
五

十
年
度
田
村
俊
子
賞
を
も
ら

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
方
が
若
い
人
の

中
か
ら
育

っ
て
こ
な
か

っ
た
の
は
今
で
も
残
念
で
す
。

昔
は
、
山
の
世
界
は
活
字
と

一
緒
に
な

っ
て
い
て
登
山
家
は
い
つ
か
は

執
筆
狂
に
な
る
、
と
い
う
言
葉
が
あ
る
く
ら
い
で
し
た
が
、
世
の
流
れ
に

「アルプ」の変遷
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逆
ら
え
ず
山
の
世
界
で
も
活
字
離
れ
が
起
こ
り
始
め
ま
し
た
。

そ
ろ
そ
ろ
幕
を
引
こ
う
か
と
言
い
始
め
た
の
は
終
刊
の
二
年
ぐ
ら
い
前

で
し
ょ
う
か
。
但
し
、
胸
を
張

っ
て
の
終
刊
で
す
。
資
金
が
な
く
な

っ
て

倒
産
す
る
わ
け
で
も
な
し
、
著
者
が
い
な
い
と
は
言

っ
て
も
新
し
く
担
う

方
が
皆
無
で
は
な
い
。
た
だ
あ
ま
り
に
も
蓼
々
と
し
す
ぎ
て
、
そ
の
人
た

ち
だ
け
に
お
ん
ぶ
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
、
辻
さ
ん
、
尾
崎
さ
ん
、

河
田
さ
ん
な
ど
の
執
筆
者
が
亡
く
な
り
、
ど
う
や
ら
山
の
世
界
も
変
わ

っ

た
し
、
目
的
も
達
し
た
よ

う
だ
か
ら
こ
の
あ
た
り
で

幕
に
し
よ
う
、
そ
う
い
う

こ
と
だ

っ
た
の
で
す
。
三

百
号
、
ち
ょ
う
ど
四
半
世

紀
で
や
め
よ
う
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
や
め

方
に
つ
い
て
は
何
人
か
が

思
い
ま
す
。
終
刊
と
は
関
係
の
な
い
よ
う
な
、
さ
り
げ
な
い
顔

つ
き
で
や

め
る
と
い
う
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
。
私
は
百
号
に
書
い
た
も
の

の
続
き
で
す
。
や
め
る
こ
と
は
二
号
ぐ
ら
い
前
に
初
め
て
書
い
た
の
で
す

が
、
ほ
と
ん
ど
の
方
に
は
唐
突
す
ぎ
て
、
ず
い
ぶ
ん
と
お
叱
り
を
受
け
ま

し
た
。

こ
れ
が
大
体

「
ア
ル
プ
」
の
三
百
号
の
軌
跡
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
す
。

右
往
左
往
し
た
り
試
行
錯
誤
し
た
り
、

つ
ま
づ
い
た
り
、
様
々
の
こ
と
を

言
わ
れ
な
が
ら
や

っ
て
き
ま
し
た
が
胸
だ
け
は
常
に
張

っ
て
、
前
向
き
で

し
た
。

今
で
も
や
め
た
の
は
惜
し
い
と
も
思
わ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

あ
の
ま
ま
や

っ
て
い
る
と
、
筋
金
が
な
く
な

っ
て

「
ア
ル
プ
」
が

「
ア
ル

プ
」
で
な
く
な
り
、
単
な
る
山
の
文
芸
誌
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
た
と
思

い
ま
す
。
尾
崎
さ
ん
た
ち
が
亡
く
な

っ
た
の
は
大
き
な
痛
手
で
し
た
が
、

「
ア
ル
プ
」
の
背
骨
が
曲
が
る
前
に
終
止
符
を
打
と
う
と
い
う
の
が
本
心

だ

っ
た
わ
け
で
す
。

終
止
符
と
い
い
ま
し
た
が
、
串
田
、
尾
崎
両
先
生
が

「
ア
ル
プ
」
を
通

じ
て
四
半
世
紀
に
わ
た

っ
て
耕
し
、
播
い
て
来
た
山
の
芸
術
の
種
子
は
、

確
実
に
芽
を
出
し
、
広
ま

っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
い
つ
か
そ
ん
な
花
の
咲

く
日
を
私
た
ち
は
楽
し
み
に
し
て
い
る
の
で
す
。

一
九
九
六
年
十

一
月
二
十

一
日
　
於

‥
日
本
山
岳
会
集
会
室

フ
ー ソ
ノ
・

「
そ
れ
ぞ
れ
の
終
刊
」
を
書
き
、
あ
と
は
普
段
の
通
り
さ
ら
り
と
行
く
と

い
う
形
を
と
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
と
連
載
物
が
あ

っ
た
の
で
、
終

刊
号
は
三
回
分
ぐ
ら
い
の
厚
さ
で
す
。

編
集
委
員
た
ち
は
小
さ
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
も
、
終
わ
り
だ
か
ら
と

言

っ
て
感
傷
を
入
れ
ず
に
、
あ
る
い
は
終
わ
り
と
い
う
こ
と
す
ら
自
分
の

意
識
か
ら
捨
て
て
書
い
た
人
も
い
ま
す
。
山
口
さ
ん
は

「愛
宕
山
」
で
、

体
を
こ
わ
し
て
リ

ハ
ビ
リ
の
た
め
に
愛
宕
山
の
階
段
を
上
る
話
だ

っ
た
と
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立山・剣岳登山史

山
岳
史
懇
談
会

立
山

・
剣
岳
登
山
史

は
じ
め
に

立
山

・
剣
岳
の
登
山
史
で
、
立
山
は
大
宝
元
年

（七
〇

一
年
）
に
開
山

し
た
と
い
わ
れ
る
。
古
く
か
ら
駿
河
の
富
士
山
、
加
賀
の
白
山
と
と
も
に

日
本
三
霊
山
と
し
て
全
国
か
ら
の
信
仰
登
山
者
で
に
ぎ
わ

っ
て
き
た
。
江

戸
時
代
に
は

一
夏
に
六
、
七
千
人
も
の
登
山
者
が
あ

っ
て
、
ふ
も
と
の
芦

崎
寺
や
岩
崎
寺
に
は
宿
泊
施
設
の

「宿
坊
」
が
多
く
あ
り
、
登
山
者
を
案

内
す
る

「中
語
」
も
多
数
い
て
栄
え
て
き
た
。
し
か
し
明
治
新
政
府
の
神

仏
分
離
令
に
よ
る
廃
仏
毀
釈
で
立
山
信
仰
は

一
大
転
機
を
迎
え
た
。
ま
た

明
治
五
年

（
一
八
七
二
年
）
に
は
女
性
の
登
山
が
解
禁
と
な
り
、
女
性
や

子
供
、
外
国
人
も
登
山
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

立
山

へ
は
じ
め
て
登

っ
た
外
国
人
は
明
治
十

一
年

（
一
八
七
八
年
）
七

井
　
上

　

　

晃

月
の
英
国
公
使

ハ
リ
ー

●
ス
ミ
ス
●
パ
ー
ク
ソ
ン
と
通
訳
で
の
ち
に
英
国

公
使
と
な

っ
た
ア
ー
ネ
ス
ト

・
メ
ー
ソ
ン
・
サ
ト
ウ
。
針
の
木
峠
を
越
え

て
立
山
温
泉
か
ら
室
堂

へ
登

っ
た
が
、
悪
天
候
で
頂
上

へ
は
登
れ
ず
、
芦

崎
寺

へ
下
山
し
た
。

一
方
、
剣
岳
は
明
治
四
十
年
七
月
、
測
量
の
た
め
に
登

っ
た
参
謀
本
部

陸
地
測
量
官

・
柴
崎
芳
太
郎
ら

一
行
の
登
山
が
登
山
史
上
で
初
登
頂
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
頂
上
の
岩
室
で
古
い
槍
の
穂
先
、
錫
杖
の

頭
が
見

つ
か
り
、
ま
た
付
近
に
は
た
き
火
の
跡
も
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

槍
の
穂
先
、
錫
杖
は
い
ず
れ
も
立
山
が
開
山
し
た
奈
良
時
代
の
古
い
も
の

と
推
定
さ
れ
、
こ
の
時
代
に
登
頂
し
た
修
業
者
が
残
し
て
い
っ
た
も
の
と

み
ら
れ
る
。

こ
の
錫
杖
の
頭
は
そ
の
後
柴
崎
家
に
保
管
さ
れ
て
い
た
が
昭
和
三
十
四
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年
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
富
山
県
の
置
県
百
年
を
機
会
に
柴
崎

家
か
ら
富
山
県

へ
返
還
さ
れ
て
、
現
在
は
平
成
二
年
に
開
館
し
た
立
山
博

物
館

（芦
崎
寺
）
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

趣
味
登
山
の
第

一
号

趣
味
登
山
と
し
て
剣
岳
に
初
め
て
足
跡
を
残
し
た
の
は
柴
崎
氏

一
行
の

登
山
か
ら
二
年
後
の
明
治
四
十
二
年

（
一
九
〇
九
年
）
七
月
。
吉
田
孫
四

郎
、
河
合
良
成
、
野
村
義
重
、
石
崎
光
端
の
地
元
越
中
富
山
の
四
青
年
で

あ

っ
た
。

一
行
は
柴
崎
氏
ら
と
剣
岳

へ
登

っ
た
宇
治
長
次
郎

（大
山
村
）
ら
二
人

を
案
内
役
と
し
て
七
月
二
十
二
日
立
山
温
泉
を
出
発
。
室
堂
で
先
発
し
て

い
た
石
崎
と
合
流
し
た
。
快
晴
の
二
十
四
日
早
朝
員
砂
沢
を
出
発
し
た
。

こ
の
時
の
同
行
で
宇
治
長
次
郎
の
名
前
が

つ
け
ら
れ
た

「長
次
郎
谷
」
の

雪
渓
か
ら
登
り
、
頂
上
に
立

っ
た
の
は
午
前
八
時
半
だ

っ
た
。

四
人
の
中
で
最
年
長
の
石
崎
光
瑞
は
富
山
県
福
光
町
生
ま
れ
。
日
本
画

家
と
し
て
も
有
名
だ
が
、
日
本
人
と
し
て
初
め
て
ヒ
マ
ラ
ヤ

ヘ
挑
ん
だ
こ

と
で
も
知
ら
れ
る
。
明
治
四
十

一
年
日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号

一
五

〇
番
）

こ
の
登
山
の
リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
る
吉
田
孫
四
郎
は
高
岡
市
の
豪
農
の
三

男
。
高
岡
中
学
で
は
河
合
の
二
年
後
輩
。
高
岡
共
立
銀
行

（
い
ま
の
北
陸

銀
行
）

へ
入

っ
た
が
健
康
を
害
し
て
大
正
十
二
年
二
十
七
歳
で
亡
く
な

っ

た
。
日
本
山
岳
会
に
は
こ
の
登
山
の
直
前

で
あ
る
四
十
二
年
四
月
入
会

（会
員
番
号

一
九
五
番
）
。
立
山
温
泉
で

一
切
の
支
度
を
整
え
た
り
、
登
山

記
録
を
発
表
す
る
な
ど
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と

っ
て
い
た
よ
う
だ
。

河
合
良
成
は
福
光
町
生
ま
れ
で
、
父
親
が
光
瑶
の
実
家
、
石
崎
和
善
商

会
の
支
配
人
格
と
し
て
勤
め
、
光
端
と
は
幼
な
い
時
か
ら

一
緒
に
住
ん
で

い
た
。
戦
後
第

一
次
吉
田
内
閣
で
厚
生
大
臣
を
務
め
、
そ
の
後
追
放
に
な
っ

て
実
業
界
に
転
じ
て
小
松
製
作
所
社
長
と
し
て
活
躍
し
た
。
日
本
山
岳
会

へ
は
こ
の
登
山
の
あ
と
の
四
十
二
年
五
月
入
会

（会
員
番
号
二
〇
二
番
）
。

野
村
義
重
は
富
山
県
舟
橋
村
生
ま
れ
。
富
山
県
内
き

っ
て
の
大
地
主
の

四
男
。　
一
時
養
子
に
行

っ
た
が
剣
岳
登
山
の

一
ヵ
月
前
に
実
家

へ
戻

っ
て

い
る
。
外
交
官
を
め
ざ
し
養
子
先
を
継
ぐ
意
志
が
な
か

っ
た
た
め
だ
が
、

大
正
三
年
わ
ず
か
二
十
九
歳
の
若
さ
で
亡
く
な

っ
た
。

こ
の
四
人
の
う
ち
吉
田
、
河
合
、
野
村
は
四
高
～
東
大
の
先
輩
、
後
輩
。

上
京
し
て
か
ら
も
明
倫
学
館

（加
賀
藩
子
弟
の
留
学
施
設
）
で

一
緒
に
暮

ら
し
親
し
か

っ
た
。

こ
の
登
山
は
こ
れ
ま
で
信
仰
登
山
と
し
て
の
立
山
か
ら
剣
岳
を
中
心
と

し
た
ス
ポ
ー
ツ
登
山
の
舞
台

へ
と
発
展
す
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た
。
な
お

藤
平
正
夫
元
会
長
が

『山
岳
』
第
七
十
四
年

（
一
九
七
九
年
）
に

「剣
岳

の
第
二
登
頂
」
吉
田
孫
四
郎
に
つ
い
て
―
―
と
題
し
て
く
わ
し
く
書
い
て

お
ら
れ
る
。

別
山
尾
根
か
ら
の
初
登
山

大
正
時
代
に
入

っ
て
の
第
二
登
は
吉
田
パ
ー
テ
ィ
ー
か
ら
四
年
後
の
大
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正
三
年
七
月
近
藤
茂
吉
に
よ
り
登
ら
れ
た
。
二
十
五
日
宇
治
長
次
郎
、
佐

伯
平
蔵
他

一
人
を
連
れ
て
長
次
郎
谷
上
部
で
露
営
、
翌
日
頂
上
に
立

っ
て
、

下
山
は
前
年
登
れ
ず
、
引
き
返
し
た
別
山
尾
根
を
平
蔵
だ
け
連
れ
て
下

っ

た
。
長
次
郎
他

一
人
は
現
在
の
平
蔵
谷
を
は
じ
め
て
下

っ
た
。

近
藤
は
こ
の
時
長
次
郎
が
下

っ
た
谷
を
平
蔵
の
名
誉
の
た
め

「平
蔵
谷
」

と
命
名
し
た
が
、
平
蔵
自
身
は
四
年
七
月
冠
松
次
郎
と
と
も
に
初
下
降
し

て
い
る
。

し
か
し
こ
の
命
名
に
つ
い
て
田
部
重
治
は

「長
次
郎
が
は
じ
め
て
下

っ

た
谷
な
の
で
、
平
蔵
谷
の
名
称
を
与
え
た
こ
と
は
大
き
な
誤
解
を
後
世
に

招
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
平
蔵
が
初
め
て
別
山
尾
根
を
案
内
し

て
通

っ
た
の
で
、
そ
れ
に
平
蔵
尾
根
と
い
う
名
称
を
与
え
る
こ
と
は
極
め

て
妥
当
で
あ
る
が
、
彼
が
通
り
も
し
な
い
谷
に
彼
の
名
を
与
え
る
こ
と
は

大
き
な
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
多
分
に
あ
る
」
（
田
部
重
治
著

『
わ
が
山
旅

五
十
年
』
）
と
書
い
て
い
る
。

八
月
に
大
阪
の
榎
谷
徹
蔵
が
針
の
木
峠
か
ら
立
山
を
越
え
、
九
日
長
次

郎
谷
か
ら
登
頂
後
、
別
山
で
剣
岳

へ
向
か
う
田
部
重
治
と
木
暮
理
太
郎
に

出
会

っ
て
い
る
。

二
人
は
七
月
に
上
高
地
か
ら
入
山
、
槍
ケ
岳
、
薬
師
岳
を
通

っ
て
日
本

海
ま
で
の
大
縦
走
の
途
中
で
あ

っ
た
。
登
山
路
、
山
小
屋
も
整
備
さ
れ
て

い
な
い
当
時
、
案
内
人
も
連
れ
ず
、
重
荷
を
背
負

っ
て
の
山
行
は
破
天
荒

と
い
え
る
計
画
で
あ

っ
た
。
こ
の
最
後
に
剣
岳

へ
別
山
尾
根
か
ら
の
登
頂

（初
登
）
と
い
う
素
晴
ら
し
い
登
山
で
あ

っ
た
。

二
人
は
四
年
七
月
に
も
毛
勝
山
か
ら
剣
岳
ま
で
北
方
稜
線
か
ら
の
初
登

頂
に
成
功
し
て
お
り
、
先
の
登
山
と
同
じ
く
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
に
ふ
さ

わ
し
い
山
行
で
あ

っ
た
。

田
部
、
木
暮
が
北
方
稜
線
か
ら
の
縦
走
を
す
る

一
週
間
前
の
七
月
二
十

二
日
、
冠
松
次
郎
が
佐
伯
平
蔵
、
国
蔵
を
案
内
人
と
し
て
長
次
郎
谷
か
ら

登
頂
し
て
い
る
。
こ
の
時
冠
は
頂
上
か
ら
早
月
川
に
向
か

っ
て
の
び
る
尾

根
に
気
づ
い
て
二
年
後
に
登

っ
た
。
大
正
六
年
七
月
十
九
日
、
飯
塚
篤
之

助
と
四
人
の
芦
峻
の
案
内
人
の

一
行
で
尾
根
に
取
り
付
き
、　
一
九
二
〇
】
川

地
点
の
三
角
点
を
発
見
。
二
十
日
頂
上
直
下
で
露
営
し
て
二
十

一
日
早
朝
、

早
月
尾
根
か
ら
の
初
登
頂
に
成
功
し
た
。

冠
は
こ
の
登
山
の
あ
と
、
立
山
山
頂
か
ら
眺
め
た
は
る
か
下
を
流
れ
る

黒
部
川
の
谷
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
、
翌
七
年
か
ら
宇
治
長
次
郎
を
案
内

人
と
し
て
黒
部
川
探
検
を
つ
づ
け
、
大
正
十
四
年
下
の
廊
下
を
完
全
湖
行
、

平
の
小
屋
ま
で
達
す
る
な
ど
八
年
間
に
わ
た
り
黒
部
の
開
拓
に
つ
く
し
た
。

女
性
の
立
山
、
剣
岳
初
登
山

昔
は
女
人
禁
制
で
あ

っ
た
立
山

へ
解
禁
後
初
め
て
登

っ
た
女
性
は
、
明

治
六
年
立
山
温
泉
を
経
営
し
て
い
た
深
見
六
郎
右
衛
門
の
妻
チ
エ

（当
時

五
十
歳
）
で
、
そ
の
後
、
神
職
の
妻
や
娘
た
ち
も

つ
ぎ

つ
ぎ
に
登

っ
て
い

た
ら
し
く
、
ま
た
旧
盆
に
芦
崎
寺
の
全
女
性
が
登
る
習
慣
も
新
し
く
生
れ

た
と
い
う
。
外
国
人
で
は
明
治
二
十
四
年
八
月
、
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師

ヨ
ハ

ネ
ス
ｏ
デ
レ
ー
ケ
の
娘
ヤ
コ
バ

・
ヨ
ハ
ン
ナ

・
デ
レ
ー
ケ

（当
時
十
三
歳
）
。
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十
六
日
早
朝
立
山

へ
登

っ
て
同
夜
芦
峡

へ
下
山
し
て
い
る
。

鋼
岳

へ
の
初
登
山
は
大
正
九
年
七
月
、
竹
内
鳳
次
郎
夫
人
の
い
さ
。
夫

と
と
も
に
針
の
木
峠
を
越
え
て
立
山

へ
登
り
、
三
十
日
長
次
郎
谷
を
三
時

間
余
り
で
登

っ
て
頂
上
に
立

っ
た
。

ス
キ
ー
登
山

明
治
四
十

一
年

一
月
、
わ
が
国

ヘ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
レ
ル
ヒ
少
佐
に
よ

り
は
じ
め
て
ス
キ
ー
術
が
紹
介
さ
れ
、
全
国
各
地

へ
急
速
に
普
及
し
た
。

立
山
で
は
大
正
九
年
二
月
、
富
山
師
範
学
校
教
諭
、
内
山
数
雄
と
富
山

中
学
校
教
諭
、
中
島
直
人
の
二
人
が
雪
の
立
山
登
山
を
目
的
に
し
て
ス
キ
ー

を
使

っ
て
弥
陀
ケ
原
ま
で
登

っ
た
が
、
悪
天
候
の
た
め
追
分
付
近
か
ら
引

き
返
し
た
。

内
山
は
翌
十
年
四
月
に
、
新
潟
の
関
山
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
笹
川
速
雄
と
初

の
自
馬
岳
ス
キ
ー
登
山
に
成
功
し
て
い
る
。
内
山
は
新
潟
県
村
上
の
出
身
、

高
田
連
隊
で
レ
ル
ヒ
少
佐
に
ス
キ
ー
を
習
い
、
の
ち
に
北
欧

へ
留
学
し
て

デ
ン
マ
ー
ク
体
操
を
日
本

へ
伝
え
た
。

積
雪
期
の
登
頂
と
遭
難
事
故

大
正
年
代
各
大
学
や
高
等
学
校
に
山
岳
部
が
創
設
さ
れ
、
学
生
ら
を
中

心
に
新
し
い
登
山
用
具
を
使

っ
て
の
岩
登
り
、
雪
山
を
対
象
と
し
た
登
山

へ
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
き
、
大
正
十
年
槙
有
恒

（慶
大
Ｏ
Ｂ
）
が
ア
イ
ガ
ー

東
山
稜
初
登
攀
に
成
功
、
わ
が
国
の
登
山
界
は
新
し
い
ア
ル
プ
ス
的
な
登

山

へ
と
脱
皮
、
と
く
に
学
生
登
山
者
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か

っ
た
。

大
正
十

一
年
四
月
二
日
、
三
田
幸
夫
リ
ー
ダ
ー
の
慶
大
パ
ー
テ
ィ
五
人

が
立
山
の
積
雪
期
初
登
頂
の
あ
と
、
別
山
尾
根
か
ら
剣
岳
に
挑
み
、
四
日

午
後
全
員
初
登
頂
し
て
夜
八
時
半
室
堂
に
戻

っ
た
。

こ
の
翌
年
の
十
二
年

一
月
、
立
山
で
初
の
冬
山
遭
難
事
故
が
起
き
た
。

槙
有
恒
、
三
田
幸
夫
、
板
倉
勝
宣

（学
習
院
Ｏ
Ｂ
）
の
二
人
が
立
山
登
山
、

悪
天
候
で
引
き
返
す
途
中
、
十
七
日
松
尾
峠
で
猛
吹
雪
の
た
め
に
板
倉
が

疲
労
凍
死
し
た
。

こ
の
事
故
は
当
時
わ
が
国
ト

ッ
プ
ク
ラ
ス
の
技
術
と
経
験
を
も

つ
パ
ー

テ
ィ
ー
の
起
こ
し
た
ア
ク
シ
デ
ン
ト
だ
け
に
登
山
界
に
大
き
な
衝
撃
を
与

え
た
。

岩
登
り
の
始
ま
リ

大
正
十
二
年
夏
に
は
八
ツ
峰
が
開
拓
さ
れ
た
。
早
大
の
舟
田
二
郎
、
小

笠
原
勇
八
、
中
村
初
太
郎
の
二
人
が
七
月
二
十
七
日
第
五
、
六
峰
の
鞍
部

か
ら
上
半
部
を
登

っ
た
。
続
い
て
学
習
院
の
岡
部
長
量
が
八
月

一
日
、
芦

崎
の
佐
伯
宗
作
と
第

一
峰
か
ら
第
五
峰
ま
で
の
下
半
部
を
縦
走
、
翌
日
は

上
半
部
を
き
わ
め
て
八
ツ
峰
完
登
の
記
録
を
達
成
し
た
。

翌
十
三
年
七
月
十
、
十

一
日
明
大
の
馬
場
忠
二
郎
が
佐
伯
宗
作
と
八
ツ

峰
を
完
登
し
た
あ
と
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ

・
ニ
ー
ド
ル
ヘ
初
め
て
登

っ
た
。

こ
の
あ
と
早
大
の
小
笠
原
勇
八
、
藤
田
信
道
、
近
藤
正
、
佐
藤
房
忠
も
三

回
に
わ
け
て
八
ツ
峰
を
登

っ
た
。

98



立山・剣岳登山史

池
の
谷
初
下
降
と
初
湖
行

富
山
市
内
か
ら
剣
岳
を
眺
め
る
と
、
早
月
尾
根
と
小
窓
尾
根
に
は
さ
ま

れ
、　
一
直
線
に
切
れ
落
ち
て
い
る
谷
が
池
の
谷

（タ
ン
）

で
あ
る
。

〃行

け
ぬ
谷
〃
と
い
う
意
味
か
ら
つ
け
ら
れ
た
こ
の
谷
を
初
踏
破
し
た
の
が
地

元
富
山
の
石
黒
清
蔵
で
あ
る
。

石
黒
は
大
正
十
三
年
八
月
十
四
日
か
ら
十
六
日
に
か
け
て
、
芦
崎
の
佐

伯
八
郎
と
二
人
で
池
の
谷
左
俣
を
初
下
降
、
小
窓
尾
根
を
越
え
て
馬
場
島

へ
出
た
。

さ
ら
に
翌
十
四
年
八
月
、
石
黒
は
友
人
の
黒
田
良
太
郎
、
原
田
清
次
、

黒
谷
松
太
郎
の
四
人
と
、
案
内
人
の
佐
伯
八
郎
、
兵
次
の
六
人
で
、
十
六

日
馬
場
島
か
ら
小
窓
尾
根
を
越
え
て
池
の
谷
右
俣
を
湖
行
、
最
後
は
早
月

尾
根
寄
り
か
ら
頂
上

へ
達
し
、
こ
の
時
代
と
し
て
は
困
難
な
登
山
を
な
し

と
げ
た
。

こ
の
登
山
記
録
は
長
い
問
埋
も
れ
て
い
た
が
、
登
山
史
研
究
家
の
山
崎

安
治
氏
の
手
で
日
本
山
岳
会
会
報
三
二
九
号

（昭
和
三
十
八
年
）
に
発
表

さ
れ
、
四
十
年
ぶ
り
に
石
黒
の
偉
業
が
世
間
に
知
ら
れ
た
。

石
黒
は
明
治
三
十

一
年
富
山
市
生
ま
れ
、
日
本
山
岳
会
は
大
正
七
年
六

月
入
会

（会
員
番
号
六

一
二
番
）
。

昭
和
四
十
二
年
七
月
二
十
七
日
、
前
年
十

一
月
池
の
谷
で
雪
崩
の
た
め

遭
難
し
た
魚
津
岳
友
会
会
員
二
人
の
遺
体
発
見
の
報
で
、
池
の
谷
左
俣
の

現
場

へ
か
け
つ
け
た
。
か

つ
て
自
分
が
初
下
降
し
た
谷
で
非
業
の
死
を
と

げ
た
後
輩
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
た
い
と
の
気
持
ち
だ

っ
た
。
翌
日
下
山
の
途

中
小
窓
尾
根
で
転
倒
し
、
そ
の
ま
ま
富
山

へ
戻

っ
た
が
、
下
山
後
に
肋
骨

三
本
が
折
れ
て
お
り
、
肺
に
穴
が
あ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
二
日
後

急
逝
し
た
。
享
年
六
十
九
歳
。

厳
冬
期

の
登
頂
と
バ
リ

エ
ー
シ

ョ
ン
ル
ー
ト
の
登
攀

厳
冬
の
立
山

・
剣
岳
が
登
ら
れ
た
の
は
大
正
十
四
、
五
年
、
い
ず
れ
も

慶
大
パ
ー
テ
ィ
で
あ
る
。

立
山
は
十
四
年

一
月
、
三
田
幸
夫
ら
六
人
が
、
七
日

一
の
越
を
経
て
登

頂
し
た
。

剣
岳
は
翌
十
五
年

一
月
、
大
賀
道
島
、
渡
辺
三
郎
、
斉
藤
長
寿
郎
、
青

木
勝
の
四
人
パ
ー
テ
ィ
ー
が
芦
崎
の
佐
伯
亀
蔵
ら
九
人
を
連
れ
て
室
堂

へ

入
り
、
立
山

へ
登

っ
た
あ
と
、
十
二
日
亀
蔵
を
加
え
た
五
人
で
剣
岳
ア
タ
ッ

ク
、
別
山
尾
根
か
ら
苦
労
し
た
す
え
、
登
頂
に
成
功
、
四
年
越
し
の
宿
願

を
果
た
し
た
。

同
十
四
年
七
月
九
日
に
源
治
郎
尾
根
が
三
高
の
今
西
錦
司
、
渡
辺
漸
パ
ー

テ
ィ
ー
に
よ

っ
て
登
ら
れ
た
。

源
治
郎
尾
根
の
名
前
は
今
西
、
渡
辺
が
剣
沢
小
屋
へ
戻

っ
た
時
に
出
会

っ

た
明
大
の
馬
場
忠
二
郎
が

「
あ
の
尾
根
は
佐
伯
源
治
郎

（芦
峻
の
大
工
）

が
ル
ー
ト
を
間
違
え
て
尾
根
の

一
部
に
最
初
の
足
跡
を
残
し
て
い
る
か
ら

〃源
治
郎
尾
根
〃
と
し
た
ら
…
…
」
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
渡
辺
ら
が

『
山

岳
』
に
源
治
郎
尾
根
の
名
前
で
記
録
を
発
表
、
い
つ
と
は
な
し
に
そ
の
名
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で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

つ
い
で
昭
和
二
年
八
月
チ
ン
ネ
が
登
ら
れ
た
。
三
高
の
西
堀
栄
二
郎
、

高
橋
健
治
、
今
西
錦
司
が
左
方
ル
ン
ゼ
か
ら
左
稜
線
を
三
時
間
か
け
て
登

っ

た
。
ま
た
東
大
谷
左
俣
が
昭
和
四
年
八
月
東
京
商
大
の
吉
沢

一
郎
、
田
中

信
夫
、
井
上
鐘
、
大
久
保
最
司
ら
四
人
パ
ー
テ
ィ
ー
に
よ
っ
て
登
ら
れ
た
。

昭
和
五
年

一
月
に
は
剣
沢
小
屋
が
雪
崩
で
押
し
つ
ぶ
れ
て
、
六
人
が
死

亡
す
る
と
い
う
事
故
が
起
き
た
。
中
で
も
東
大
山
の
会
窪
田
他
吉
郎
、
田

部
正
太
郎
は
つ
ぶ
れ
た
小
屋
の
中
で
動
け
な
い
ま
ま
し
ば
ら
く
生
存
し
て

い
て
、
手
帳
に
遺
書
を
し
た
た
め
て
い
た
。

同
年
六
月
二
、
四
日
同
志
社
大
の
児
島
勘
次
、
田
中
昌
雄
は
馬
場
島
か

ら
小
窓
屋
根
を
初
登
攀
。
ま
た
児
島
は
同
八
年
二
月
二
十
二
日
に
同
志
社

大
の
入
江
保
太
と
と
も
に
、
馬
場
島
か
ら
早
月
尾
根
を
十
七
時
間
か
け
て

往
復
す
る
日
帰
り
登
頂
を
し
て
い
る
。

昭
和
七
年
春
に
な
る
と
、
積
雪
期
の
八
ツ
峰
、
源
治
郎
尾
根
が
、
別
山

乗
越
小
屋

へ
入

っ
た
早
大
、
東
大
、
慶
大
パ
ー
テ
ィ
ー
に
よ

っ
て
登
ら
れ

た
。ま

ず
早
大
今
井
友
之
助
、
池
野
信

一
の
二
人
が
四
月
二
日
八
ツ
峰
第
二
、

三
峰
鞍
部
か
ら
第

一
、
二
峰
鞍
部
ま
で
下

っ
て
引
き
返
し
、
第
二
、
四
峰

と
縦
走
し
て
第
四
、
五
峰
の
鞍
部
か
ら
下

っ
て
小
屋

へ
戻

っ
た
。
東
大
小

川
登
喜
男
も
同
日
長
次
郎
谷
出
合
付
近
か
ら
取
り
付
い
て
第

一
峰
に
登
り
、

早
大
の
ト
レ
ー
ス
を
た
ど

っ
て
第
五
峰
ま
で
縦
走
、
第
五
、
六
峰
鞍
部
か

ら
小
屋
に
戻

っ
た
。

一
方
慶
大
隊
は
悪
天
候
の
あ
と
な
の
で
慎
重
を
期
し
て
同
日
は
立
山
を

往
復
、
翌
三
日
金
山
淳
二
と
谷
口
現
吉
が
第
五
、
六
峰
か
ら
八
ツ
峰
の
頭

ま
で
縦
走
、
同
夜
長
次
郎
出
合
の
岩
小
屋
で
ビ
バ
ー
ク
、
翌
四
日
に
第

一

峰
ま
で
下
降
し
た
。
早
大
、
東
大
パ
ー
テ
ィ
ー
も
同
日
上
半
部
を
登

っ
て

三
隊
そ
ろ

っ
て
八
ツ
峰
を
完
登
し
た
。

ま
た
東
大
の
小
川
は
九
日
単
独
で
源
治
郎
尾
根
を
頂
上
か
ら
第
二
峰
、

一
峰
と
初
下
降
し
た
。
同
じ
頃
内
蔵
助
平
に
入

っ
て
い
た
立
教
大
の
沢
本

辰
雄
、
小
原
勝
郎
は
十

一
日
ハ
シ
ゴ
谷
乗
越
か
ら
二
俣

へ
出
て
、
長
次
郎

コ
ル
を
経
て
剣
岳
頂
上
に
い
た
り
、
積
雪
期
北
方
主
稜
線
の
初
縦
走
に
成

功
し
た
。積

雪
期
の
池
の
谷
な
ど
に
足
跡

昭
和
九
年
に
な
る
と
、
積
雪
期
の
池
の
谷
、
鋼
尾
根
、
厳
冬
期
の
早
月

尾
根
な
ど
剣
岳
西
面
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
に
新
た
な
足
跡
が
印
さ

れ
た
。

ま
ず
日
大
の
広
田
賢
治

（富
山
県
朝
日
町
出
身
）
渡
辺
克
巳

（現
姓
鈴

木
）
の
二
人
は
四
月
九
日
午
前

一
時
に
馬
場
島
小
屋
を
出
発
、
雪
崩
で
埋

ま

っ
た
大
滝
、
ゴ
ル
ジ

ュ
帯
を
抜
け
て
池
の
谷
左
俣
か
ら
頂
上

へ
達
し
、

十
八
時
間
を
か
け
て
往
復
し
た
。
〃行
け
ぬ
谷
〃
と
い
わ
れ
た
池

の
谷
は

夏
に
石
黒
清
蔵
が
登

っ
て
お
り
、
期
せ
ず
し
て
地
元
の
岳
人
に
よ
り
初
登

攀
が
成
さ
れ
た
。

広
田
は
旧
制
魚
津
中
学
で
堀
田
弥

一

（立
教
大
Ｏ
Ｂ
）
の
二
年
後
輩
。
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昭
和
十
年
二
月
卒
業
試
験
の
最
中
に
後
輩
の
山
岳
部
員
が
志
賀
高
原
で
遭

難
、
行
方
不
明
に
な

っ
た
の
で
試
験
を
放
棄
し
て
捜
索
に
出
動
、
卒
業
を

一
年
延
ば
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
、
後
輩
の
面
倒
を
よ
く
見
て

多
く
の
部
員
の
信
頼
を
集
め
て
い
た
。
昭
和
四
十
五
年
、
六
十
歳
で
亡
く

な

っ
た
。

立
教
大
は
昭
和
七
年
春
の
北
方
主
稜
線
か
ら
の
初
登
頂
に
つ
づ
い
て
昭

和
九
年
四
月
二
日
奥
平
正
英
、
須
賀
幹
夫
の
二
人
が
大
窓
に
前
進
キ
ャ
ン

プ
を
設
け
、
小
窓
、
池
の
谷
乗
越
を
経
て
登
頂
、
平
蔵
谷
を
下
り
、
別
山

乗
越
ま
で
の
縦
走
に
成
功
、
早
月
尾
根
を
下
山
し
た
。
同
年
八
月
に
は
湯

浅
巌
、
浜
野
正
男
、
山
本
正
成
の
二
人
が
二
十
日
池
の
谷
右
俣
か
ら
剣
尾

根
の
頭
の
支
稜
に
取
り

つ
き
、
長
次
郎
の
頭
に
出
る
初
登
攀
を
し
て
い
る
。

ま
た
同
年
十
二
月
二
十
五
日
に
は
須
賀
幹
夫
、
中
牟
田
武
信
と
芦
崎
の
佐

伯
栄
造
の
二
人
で
馬
場
島
か
ら
早
月
尾
根
を
往
復
、
厳
冬
期
の
初
登
頂
を

記
録
。
さ
ら
に
翌
十
年
春
、
四
隊
に
分
か
れ
て
馬
場
島

へ
入
り
、
須
賀
幹

夫
、
鈴
木
正
彦
が
二
月
二
十
三
日
小
窓
屋
根
末
端
の
テ
ン
ト
か
ら
出
て
小

窓
尾
根
を
登
り
、
こ
の
あ
と
須
賀
は
単
独
で
池
の
谷
乗
越

へ
出
て
ク
レ
オ

パ
ト
ラ
ニ
ー
ド
ル
を
初
登
し
た
。

つ
い
で
四
月
四
日
浜
野
正
男
、
中
山
隆

三
が
小
窓
尾
根
か
ら
池
の
谷
右
俣
を
登

っ
て
登
頂

（第
二
登
）
、
ま
た
山

本
正
成
と
榎
本
忠
亮
は
三
日
夜
十

一
時
馬
場
島
小
屋
を
出
て
東
大
谷
出
合

に
ス
キ
ー
を
デ
ポ
。
中
尾
根
に
沿

っ
て
中
俣
本
谷
を
登
り
、
早
月
尾
根
の

「
カ
ニ
の
は
さ
み
」
の
下
に
出
て
積
雪
期
東
大
谷
の
初
登
攀
に
成
功
し
た
。

昭
和
十

一
年
春
に
は
残
さ
れ
て
い
た
剣
尾
根

（池
の
谷
尾
根
）
が
早
大
、

チ
ン
ネ
が
関
学
パ
ー
テ
ィ
ー
に
よ
り
登
ら
れ
た
。
三
月
十
七
日
早
大
青
木

茂
雄
、
西
山
実
が
池
の
谷
出
合
の
Ｂ
Ｃ
か
ら
出
発
、
池
の
谷
屋
根
下
半
部

を
登
り
、
さ
ら
に
同
二
十
四
日
中
島
啓
四
郎
、
金
尾
実
、
佐
藤

一
夫
、
青

木
茂
雄
の
四
人
で
小
窓
の
キ
ャ
ン
プ
か
ら
池
の
谷
左
俣
を
下
り
、
同
尾
根

上
半
部
の
登
攀
に
成
功
し
た
。

チ
ン
ネ
は
関
学
の
塩
津
正
英
、
鷺
池
雅
司
が
四
月
六
日
三
の
窓
の
キ
ャ

ン
プ
か
ら
約
五
時
間
で
頂
上
に
立

っ
て
積
雪
期
初
登
を
成
し
た
。
ま
た
同

年
十
二
月
二
十
八
日
に
は
立
教
大
の
中
山
隆
三
、
豊
泉
進
、
薄
井
修
助
の

二
人
が
厳
冬
の
源
治
郎
尾
根
を
初
登
攀
し
て
別
山
尾
根
を
下
降
し
て
い
る
。

厳
冬
の
八
ツ
峰
登
攀
を
狙

っ
て
い
た
慶
大
隊
は
十
四
年
十
二
月
よ
う
ゃ

く
宿
願
を
果
た
し
た
。
山
本
雄

一
郎
ら
十
二
人
パ
ー
テ
ィ
ー
は
剣
頂
上
を

越
え
て
長
次
郎
の
頭
付
近
に
雪
洞
を
堀
り
、
二
十
五
日
大
森
敏
男
、
大
洞

陽

一
は
第
八
峰
の
鞍
部
か
ら
第
五
峰

へ
、
さ
ら
に
第
四
峰
か
ら
第

一
峰

へ

と

一
気
に
下

っ
て
初
下
降
に
成
功
。
さ
ら
に
翌
二
十
六
日
山
本
雄

一
郎
、

酒
井
捷
之
助
が
早
月
尾
根
上
部
の
Ｃ
３
か
ら
登
頂
し
た
あ
と
、
源
治
郎
尾

根
を
第
二
峰
ま
で
往
復

（厳
冬
期
第
二
登
）
し
た
。

地
元
富
山
高
校
の
活
動

太
平
洋
戦
争
と
な

っ
た
昭
和
十
六
年
以
降
は
登
山
す
る
人
の
姿
も
少
な

く
な

っ
た
。

日
本
医
大
は
昭
和
十
七
、
八
年
東
大
谷

へ
入
り
、
偵
察
、
試
登
の
結
果
、

戦
後
の
昭
和
二
十
五
年
二
月
末
か
ら
、
四
月
に
か
け
て
積
雪
期
中
尾
根
を
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完
登
、
初
登
攀
と
し
て
実
を
結
ん
だ
。

昭
和
十
九
年
に
な
る
と
戦
争
も
敗
色
濃
厚
と
な

っ
て
き
た
。
地
元
の
富

山
高
校
山
岳
部
も
十
二
人
が
天
狗
平
で
最
後
の
夏
山
合
宿
を
行
い
、
そ
の

あ
と
部
員
た
ち
は
軍
需
工
場

へ
学
徒
動
員
に
か
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

富
山
高
校
は
大
正
十
二
年
、
七
年
制
で
開
校
。
山
岳
部
は
昭
和
二
年
発

足
、
初
代
部
長
に
ス
キ
ー
で
白
馬
岳
初
登
山
を
し
た
内
山
数
雄
先
生
を
迎

え
た
。

昭
和
八
年
九
月
、
二
人
の
部
員
が
は
じ
め
て
東
大
谷

へ
入
っ
た
も
の
の
、

途
中
の
滝
で
引
き
返
し
た
の
が
同
校
東
大
谷
開
拓
の
は
じ
ま
り
で
、
昭
和

十
年
代
に
な

っ
て
合
宿
で
は
東
大
谷

へ
よ
く
通

っ
た
。

昭
和
十
五
年
七
月
藤
平
彬
文
、
南
彬
、
斉
藤
義
則
が
東
大
谷
中
俣
の
頂

上
直
下
三
百
】
川
ま
で
迫

っ
た
が
、
ル
ー
ト
の
偵
察
不
足
で
失
敗
、
ル
ン
ゼ

を
下

っ
た

（
こ
の
ル
ン
ゼ
は
の
ち
に
富
高
ル
ン
ゼ
と
命
名
）
。
十
七
年
七

月
に
は
藤
平
正
夫
、
若
林
啓
之
助
、
山
田
禎

一
、
土
田
敬
ら
が
再
び
ア
タ
ッ

ク
し
た
が
、
雪
渓
の
状
態
が
悪
く
て
敗
退
。
し
か
し
気
の
す
ま
な
い
藤
平

正
夫
は
今
村
顕
次
と
二
人
で
翌
十
八
年
五
月
二
十
八
日
に
入
山
、
途
中
ビ

バ
ー
ク
を
重
ね
て
三
十

一
日
ガ
ス
の
中
を
東
大
谷
中
俣
登
攀
に
成
功

（第

二
登
）
、
高
校
生
活
の
最
後
を
飾

っ
た
。

富
山
高
校
は
戦
後
の
二
十

一
年
二
月
に
い
ち
早
く
活
動
を
再
開
、
十
二

人
の
部
員
で
春
山
合
宿
が
立
山

で
行
わ
れ
た
。
ま
た
Ｏ
Ｂ
の
藤
平
正
夫

（京
大
）
と
林

一
彦

（同
）
も
同
年
五
月
剣
沢

へ
入
り
、
八
ツ
峰
上
半
を

往
復
し
た
。

二
十
二
年
七
月
二
十
二
日
に
は
藤
平
彬
文
、
藤
平
正
夫
の
Ｏ
Ｂ
と
谷
恭

彦

（現
役
）
大
間
知
修
造

（同
）
の
四
人
が
東
大
谷
中
俣
本
谷
の
無
雪
期

初
登
攀
に
成
功
。

つ
い
で
二
十
三
年
五
月
二
十
五
日
藤
平
彬
文
、
藤
平
正

夫
、
南
彬
の
二
人
が
東
大
谷
中
の
左
俣
門
ル
ー
ト
を
苦
労
し
た
末
に
登
り

切

っ
た

（初
登
攀
）
。
ま
た
同
七
月
十
三
日
に
は
藤
平
彬
文
、
南
彬
、
若

林
啓
之
助
が
源
治
郎
尾
根
第
二
峰
平
蔵
側
フ
ェ
ー
ス
を
初
登
す
る
な
ど
、

Ｏ
Ｂ
も
含
め
て
剣
岳
の
岩
場
に
新
し
い
ル
ー
ト
を
開
拓
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
同
校
も
二
十
四
年
八
月
の
夏
山
合
宿
で
二
十
五
年
間
の
歴
史
の

幕
を
閉
じ
、
学
制
改
革
に
よ
り
富
山
大
学
と
な

っ
た
。

戦
後
の
足
跡

主
な
積
雪
期
の
記
録
を
み
る
と
、
ま
ず
関
西
登
高
会
が
二
十
二
年

一
月

十
四
人
で
立
山
、
剣
岳

へ
登
頂
。

つ
い
で
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
前
田

光
雄
、
新
村
正

一
、
広
瀬
文
雄
、
浅
野
清
彦
、
水
谷
祐
次
、
福
原
喜
代
男

の
六
人
が
雪
洞
を
使

っ
て
早
月
尾
根
か
ら
剣
岳
に
登
頂
し
た
あ
と
、
立
山

―
薬
師
岳
―
槍
ケ
岳
の
長
い
ル
ー
ト
を
ス
キ
ー
で
縦
走
し
た
。
ま
た
、
京

大
の
藤
平
、
伊
藤
、
舟
橋
、
池
田
パ
ー
テ
ィ
も
関
西
登
高
会
と
同
じ
時
に

ブ
ナ
ク
ラ
谷
出
合
に
Ｂ
Ｃ
を
設
け
、
池
の
谷
右
俣
か
ら
早
月
尾
根
上
部

ヘ

出
た
が
天
候
悪
化
、
カ
ニ
の
は
さ
み
で
引
き
返
し
、
再
び
池
の
谷
右
俣
か

ら
Ｂ
Ｃ
へ
戻

っ
た
。
慶
大
も
同
時
期
山
田
リ
ー
ダ
ー
ら
七
人
が
剣
沢
に
雪

洞
を
掘

っ
て
登
頂
し
て
い
る
。

二
十
四
年
二
月
に
は
早
大

（碓
井
リ
ー
ダ
ー
）
が
未
踏
の
赤
谷
尾
根
か
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ら
極
地
法
で
大
窓
、
小
窓
を
経
て
剣
岳
登
頂
。
二
十
六
年
二
月
に
は
法
政

大

（傘
木
リ
ー
ダ
ー
）
が
北
仙
人
尾
根
か
ら
極
地
法
で
剣
岳
登
頂
。
同
年

四
月
日
大

（松
田
リ
ー
ダ
ー
）
が
頂
上
に
露
営
、
剣
尾
根
を
下
降
、
池
の

谷
左
俣
を
下

っ
て
右
俣
か
ら
登
頂
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
二
十
九
年
二
月
関
西
学
院
大

（森
川
リ
ー
ダ
ー
）
が
、
五
龍

岳
か
ら
仙
人
ダ
ム
で
黒
部
川
を
渡

っ
て
三
の
窓
を
経
て
登
頂
。
三
十
年
二

月
京
大

（脇
坂
リ
ー
ダ
ー
）
が
極
地
法
で
毛
勝
山
か
ら
剣
岳
ま
で
。
三
十

二
年
二
月
に
は
法
政
大

（佐
々
木
リ
ー
ダ
ー
）
が
京
大
隊
ル
ー
ト
を
さ
ら

に
延
ば
し
た
宇
奈
月
尾
根
か
ら
僧
ケ
岳
を
経
て
鋼
岳
に
い
た
る
長
い
ル
ー

ト
を
極
地
法
で
成
功
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
昭
和
二
十
五
年
ご
ろ
か
ら
旧
制
富
山
高
校
の
強
い
影
響
を
受
け
た

地
元
の
魚
津
高
校
が
高
瀬
宗
章
、
具
康
兄
弟
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
超
高
校

級
の
活
躍
を
み
せ
た
ほ
か
、
神
戸
山
岳
会
、
広
島
大
な
ど
も
二
の
窓
、
池

の
谷
周
辺
の
岩
場
に
足
跡
を

つ
け
た
。

昭
和
三
十
年
前
後
か
ら
は
地
元
の
魚
津
岳
友
会
、
ベ
ル
ニ
ナ
山
岳
会
、

名
古
屋
山
岳
会
、
直
登
会
、
第
二
次
Ｒ
Ｃ
Ｃ
や
成
城
大
、
京
都
府
大
な
ど

が
剣
尾
根
、
チ
ン
ネ
、
東
大
谷
は
じ
め
未
踏
の
岩
壁
に
ル
ー
ト
を
開
拓
し

て
い
っ
た
。

参
考
資
料

・
日
本
山
岳
会
編

「山
岳
」
会
報

「山
」

・
山
崎
安
治
著

「
日
本
登
山
史
」
「剣
の
窓
―

登
山
史
ノ
ー
ト
」

・
安
川
茂
雄
著

「近
代
日
本
登
山
史
」

・
東
京
創
元
社
編

「現
代
登
山
全
集
３
　
剣
立
山
黒
部
」

・
富
山
県
山
岳
連
盟
創
立
三
十
五
周
年
記
念
誌

「太
刀
の
嶺
高
く
」

・
広
瀬
誠
著

「立
山
黒
部
奥
山
の
歴
史
と
伝
承
」

・
坂
倉
登
喜
子
、
梅
野
淑
子
著

「
日
本
女
性
登
山
史
」

・
田
部
重
治
著

「
わ
が
山
旅
五
十
年
」

・
日
本
山
書
の
会
編

「山
書
研
究
」

・
石
黒
清
蔵
顕
彰
碑
建
設
委
員
会
編

「剣
嶽
に
生
き
る
」
―
石
黒
清
蔵

の

遺
稿
と
追
憶

・
京
都
大
学
学
士
山
岳
会
編

「
ヒ
マ
ラ
ヤ

ヘ
の
道
―
京
都
大
学
学
士
山
岳

会
の
五
十
年
」

・
京
都
府
立
大
学
山
岳
部
編

「部
報
」

・
日
本
大
学
山
岳
部
編

「部
報
」

・
中
日
新
聞
東
京
本
社
編

「岳
人
」

・
山
と
漢
谷
社
編

「山
と
漢
谷
」
「岩
と
雪
」

・
旧
制
富
山
高
等
学
校
同
窓
会
編
　
創
立
五
十
周
年
記
念

「富
高

一
代
記
」

・
富
山
新
聞
社
刊

「
ビ
ジ
ュ
ア
ル
富
山
百
科
」

編
集
注
　
一
九
九
七
年
二
月
二
十

一
日
　
日
本
山
岳
会
集
会
室
で
の
井
上

晃
氏
の
お
話
を
同
氏
に
要
約
し
て
い
た
だ
い
た
。
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＊
＊
日
本
山
岳
会
百
年
の
資
料
ノ
ー
ト
と
し
て
＊
＊

学
校
山
岳
部
の
発
足

一
、
学
校
主
導
の
山
岳
会

明
治
中
期
か
ら
我
が
国
に
お
い
て
も
、
登
山
の
気
風
が
高
ま

っ
て
き
て
、

心
身
の
鍛
練
と
共
に
、
山
の
美
し
さ
や
雄
大
さ
に
惹
か
れ
た
教
師
が
生
徒

を
引
率
し
て
、
富
士
山
や
日
本
ア
ル
プ
ス
な
ど
に
出
か
け
る
試
み
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

学
習
院
輔
仁
会
旅
行
部
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
四

（
一
八
九

一
）

年
八
月
、
富
士
谷
孝
雄
教
諭
と
書
記
並
び
に
学
生
監
助
手
は
学
生
二
十
六

名
を
連
れ
て
富
士
登
山
を
行
い
、
火
山
地
形
や
、
高
度
に
よ
り
気
圧

・
気

温
の
異
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
植
生
の
変
化
す
る
こ
と
を
実
見
し
た
。
た

だ
し
意
気
揚
々
の
郊
外
遠
足
と
は
異
な
り
、
軽
微
の
頭
痛
、
顔
面
の
蒼
白
、

呼
吸
の
激
し
さ
を
訴
え
る
者
な
ど
が
出
た
由
で
あ
る
。

中

村

純

二

輔
仁
会
と
し
て
旅
行
部
の
創
部
が
認
め
ら
れ
た
の
は
大
正
八

（
一
九

一

九
）
年
四
月
に
な

っ
て
か
ら
で
、
委
員
は
大
岡
忠
徳
と
田
中
薫
の
両
名
、

幹
事
に
黒
田
孝
雄
ら
も
名
を
連
ら
ね
て
い
た
。
こ
の
年
旅
行
部
は
、
赤
城

か
ら
日
光
、
自
馬
連
峰
、
妙
高
山
な
ど
に
出
か
け
て
い
る
。

明
治
二
十
年
当
時
、
第
四
高
等
学
校
で
は
校
紀
が
素
れ
、
品
行
不
良
者

も
多
か

っ
た
。
こ
の
年
の
春
、
山
口
高
校
か
ら
転
勤
し
て
来
た
、
金
沢
生

ま
れ
で
山
好
き
の
北
條
時
敬
校
長
は
こ
れ
を
憂
え
、
校
風
刷
新
の

一
手
段

と
し
て
翌
年
五
月

「遠
足
会
」
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た

（坂
井
光

著
、
『白
山
連
峰
と
四
高
旅
行
部
』
日
本
山
書
の
会
）
。
こ
れ
に
よ
り
生
徒

の
修
養
は
図
ら
れ
た
が
、
参
加
者
は
少
な
く
、
林
並
木
教
授
な
ど
、
寮
を

廻

っ
て
生
徒
に
参
加
を
勧
め
る
の
に
苦
労
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
遠
足

会
と
し
て
の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
『
北
辰
会
雑
誌
』

の
記
事
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学校山岳部の発足

な
ど
に
頼
る
他
な
い
の
が
実
状
で
、
行
き
先
は
医
王
山
、
五
箇
山
、
加
賀

海
岸
な
ど
で
あ

っ
た
。

四
高
生
が
主
体
的
に
自
山
や
立
山
を
目
指
す
よ
う
に
な
る
の
は
大
正
八

（
一
九

一
九
）
年
四
月
、
広
瀬
寿
雄
ら
が
世
話
役
と
な

っ
て
、
「
四
高
旅
行

部
」
を
設
立
し
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
点
以
降
の
記
録
は

『
ベ
ル
グ

ハ

イ
ル
』
十
二
冊
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。

女
性
で
は
明
治
三
十
五

（
一
九
〇
二
）
年
、
長
野
高
女
の
渡
辺
敏
校
長

が
四
年
生
全
員
を
率
い
て
、
戸
隠
登
山
を
行

っ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
長

野
高
女
で
は
、
そ
の
後
毎
年
登
山
を
行
い
、
明
治
三
十
九

（
一
九
〇
六
）

年
に
は
東
京
府
立
第

一
高
女
と
合
同
で
富
士
登
山
も
行

っ
て
い
る
が
、
登

山
装
備
の
不
完
全
さ
な
ど
指
摘
す
る
声
も
あ

っ
た
。

神
戸

一
中
で
は
明
治
四
十
二

（
一
九
〇
九
）
年
六
月
上
旬
、
校
友
会
の

一
部
と
し
て

「遠
足
部
」
が
置
か
れ
、
大
島
教
諭
が
部
長
に
、
衛
藤
教
諭

が
副
部
長
に
就
任
、
矢
内
原
忠
雄
ら
三
名
が
委
員
を

つ
と
め
た

（
『
神
戸

一
中
遠
足
部
史
』
創
立
百
周
年
記
念
）
。
そ
の
趣
意
書
に
よ
れ
ば
、
「
日
露

戦
争
後
の
情
勢
を
受
け
、
耐
久
能
力
を
養
う
の
が
主
目
的
で
あ

っ
て
、
衛

生
隊

・
軽
重
隊
も
組
ん
だ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
有
馬
や
箕
面
に
百
名
内
外

で
隊
列
を
組
ん
で
歩
い
た
よ
う
で
あ
る
。

同
部
で
は
、
大
正
に
入

っ
て
ア
ル
プ
ス
指
向
の
風
潮
が
高
ま
る
と
共
に
、

部
内
に
山
岳
研
究
会
が
生
ま
れ
、
数
名
で
日
本
ア
ル
プ
ス
に
も
出
か
け
た

り
し
た
が
、
夏
休
み
を
利
用
し
て
、
部
の
行
事
と
し
て
日
本
ア
ル
プ
ス
に

出
か
け
た
り
す
る
こ
と
は
学
校
側
が
許
可
し
な
か

っ
た
。
大
正
十
三

（
一

九
二
四
）
年
に
な

っ
て
、
水
野
祥
太
郎

・
波
多
野

一
雄
ら
が
委
員
と
な
り
、

遠
足
部
内
に
水
泳
会

・
競
技
遠
足
会
と
共
に
山
岳
会
を
発
足
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
漸
く
芦
屋
で
の
岩
登
り
や
登
山
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
年
か
ら
機
関
誌

『群
轡
』
も
発
刊
さ
れ
て
い
る
。

東
京
高
師
付
属
中
学
校
で
は
、
当
初
か
ら
登
山
を
目
的
と
し
た
山
岳
会

が
大
正
元

（
一
九

一
三
）
年
六
月
、
矢
沢
米
二
郎
、
伊
藤
長
七
教
諭
ら
に

よ

っ
て
始
め
ら
れ
た
。
生
徒
委
員
に
伴
野
清

・
中
上
川
小
六
郎
も
加
わ
り
、

八
ケ
岳
や
白
馬
岳
に
出
か
け
た

（『
山
岳
』
第
十
年

一
号
）
。

京
都

一
中
で
は
大
正
四

（
一
九

一
五
）
年
七
月
、
博
物
地
理
担
当
の
金

井
千
側
教
諭
が
、
生
徒
十
三
名
を
連
れ
て
、
御
嶽
に
登

っ
た
。
こ
れ
が
機

縁
と
な

っ
て
、
同
年
九
月
、
「京
都

一
中
山
岳
部
」
が
創
部
と
な
り
、
翌

年
七
月
に
は
乗
鞍
、
自
馬
、
富
士
山
に
パ
ー
テ
ィ
ー
を
出
し
た
。
こ
の
年

今
西
錦
司
は
富
士
山
組
に
参
加
し
て
い
る

（『山
城
三
十
山
』

日
本
山
岳

会
京
都
支
部
）
。

女
性
登
山
会
と
し
て
、
大
正
三

（
一
九

一
四
）
年
八
月
、
大
阪
の
夕
陽

丘
高
女
で
は
、
校
長
以
下
教
諭
が
生
徒
を
引
率
し
て
、
富
士
山
と
槍

ケ
岳

に
登

っ
た
。
大
正
八

（
一
九

一
九
）
年
七
月
、
富
山
高
女
と
富
山
女
子
師

範
の
生
徒
は
佐
々
木
校
長
引
率
の
も
と
、
四
十
八
名
で
立
山
に
登
山
、
昭

和
三

（
一
九
二
七
）
年
に
は
山
岳
部
を
創
設
し
た
。
同
年
九
月
、
東
京
府

立
第

一
高
女
の
生
徒
十
八
名
は
教
論
と
共
に
自
馬
岳
に
登

っ
た
。
大
正
十

（
一
九
二

一
）
年
八
月
に
は
大
阪
梅
田
高
女
の
生
徒
が
、

や
は
り
教
諭
引

率
の
下
、
燕
か
ら
槍
に
縦
走
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
登
山
に
関
心
の
あ
る
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優
れ
た
教
諭
が
実
施
を
唱
道
し
て
始
め
ら
れ
た
活
動
で
あ
る
。

二
、
学
生

・
生
徒
主
導
の
山
岳
部

こ
れ
ま
で
学
校
側
が
主
導
の
、
主
と
し
て
中
学
校
に
お
け
る
遠
足
会
や

山
岳
会
発
足
の
状
況
を
見
て
来
た
が
、
大
正
期
に
入
る
と
生
徒
や
学
生
に

よ
る
自
主
的
な
山
岳
部
の
登
山
活
動
が
、
旧
制
高
等
学
校
や
大
学
で
見
ら

れ
る
よ
う
に
な

っ
て
来
た
。
こ
れ
に
は
ウ

ェ
ス
ト
ン
ら
に
よ
る
ア
ル
ピ

ニ

ズ
ム
の
我
が
国

へ
の
導
入
や
、
明
治
三
十
八

（
一
九
〇
五
）
年
に
創
立
さ

れ
た
日
本
山
岳
会
の
影
響
が
大
き
な
契
機
に
な

っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

明
治
四
十
三
年
第

一
高
等
学
校
に
入
学
し
た
守
島
伍
郎
と
大
木
操
の
両

名
は
、
た
ま
た
ま
東
寮
二
番
室
に
入

っ
た
が
、
二
人
共
既
に
中
学
の
時
、

日
本
山
岳
会
に
入
会
し
て
い
た
の
で
、
忽
ち
意
気
投
合
し
て
、
共
に
山
に

出
か
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
う
ち
、
校
内
に
山
岳
会
を
作

っ
て
日
本

ア
ル
プ
ス
登
山
な
ど
行
い
た
い
と
望
む
よ
う
に
な

っ
た
。
大
正
三

（
一
九

一
三
）
年
六
月
下
旬
、
「
一
高
山
岳
会
」
な
る
名
構
の
同
好
会

の
発
会
式

を
催
し
、
日
本
山
岳
会
か
ら
高
野
鷹
蔵

・
辻
村
伊
助

・
小
島
烏
水
を
招
い

て
講
演
会
と
懇
談
会
を
開
い
た
。
七
月
に
は
四
十
名
の
同
好
者
を
得
、
四

班
に
分
け
て
燕
―
常
念
―
槍
や
、
焼
岳
、
前
穂
高
岳
の
登
山
を
行

っ
た
。

大
正
三

（
一
九

一
四
）
年
に
な
る
と
、　
一
高
山
岳
会
を
校
友
会
の

一
員

と
し
て
、
独
立
さ
せ
よ
う
と
の
動
き
が
強
ま
り
、
守
島
の
中
学
後
輩
で
、

同
じ
く
日
本
山
岳
会
員
で
あ

っ
た
日
高
信
六
郎
は
、
中
塚
癸
己
男
、
上
条

秀
介
と
計
り
、
名
構
は
校
友
会
総
会
で
の
議
決
を
容
易
に
す
る
た
め

「旅

行
部
」
と
決
め
、
会
に
臨
ん
だ
。
同
年
二
月
五
日
激
論
の
末
、
原
案
は
承

認
さ
れ
、
部
費
五
十
円
也
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
部
費
は
片

桐
テ
ン
ト
三
張
り
の
購
入
に
当
て
ら
れ
た
。
五
月
十
六
日
に
は
丸
山
晩
霞

の
水
彩
展
や
、
山
崎
直
方
の
写
真
展
を
開
き
、
夏
に
は
御
嶽

・
木
曽
駒
や
、

常
念

・
槍

・
白
馬

・
姫
川
あ
る
い
は
、
針

ノ
木

・
立
山

に
出
か
け
た

（『
一
高
旅
行
部
五
十
年
』
）
。

こ
の
年
大
木
操

・
山
口
成

一
は
伝
刀
林
蔵
案
内
の
下
に
、
鹿
島
槍
か
ら

八
峯
キ
レ
ッ
ト
を
通
り
唐
松
か
ら
祖
母
谷
に
下
り
、
小
黒
部
鉱
山
経
由
三

ノ
窓
雪
渓
を

つ
め
た
後
、
長
次
郎
雪
渓
か
ら
創
岳
に
登
頂
し
た
。
ま
た
大

正
五
年
伴
野
清

・
大
島
永
明
は
三
高
の
中
上
川
小
六
郎
と
共
に
大
西
又
吉

ら
を
伴
い
、
穂
高
か
ら
槍

へ
の
逆
縦
走
に
初
め
て
成
功
し
た
。

こ
れ
よ
り
先
、
大
正
三
年
の
夏
、
三
高
で
は
小
島
烏
水
の
弟
の
小
島
栄

が
在
学
中
で
あ

っ
た
が
、　
一
高
山
岳
会
が
突
如
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を

耳
に
し
、
大
い
に
喜
ぶ
と
共
に
、
山
岳
会
の
先
鞭
を

一
高
に
つ
け
ら
れ
た

こ
と
に
対
し
大
き
い
悲
観
も
味
わ

っ
た
由
で
あ
る
。
早
速
三
高
に
も

「山

岳
会
」
を
作
る
決
心
を
固
め
、
十
月
二
十
八
日
発
会
式
を
挙
げ
た
。
当
日

は
東
京
か
ら
小
島
烏
水

・
辻
村
太
郎

・
高
野
鷹
蔵
を
迎
え
、
幻
灯
付
き
の

講
演
会
を
催
し
た
と
こ
ろ
、
参
会
者
は
六
百
名
に
も
達
し
、
座
れ
な
い
者

ま
で
出
る
有
り
様
で
、
委
員
ら
は
漸
く
胸
を
な
で
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
た

（『山
岳
』
第
八
年
二
号
）
。
三
高
で
山
岳
部
が
校
友
会

の

一
員
と
し
て
認

め
ら
れ
た
の
は
、
大
正
十
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
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三
高
で
も
有
志
は
大
正
三
年
頃
か
ら
北
ア
ル
プ
ス
に
出
か
け
て
い
た
が
、

一
高
山
岳
会
の
設
立
に
刺
激
さ
れ
、
大
正
三

（
一
九

一
四
）
年
五
月
八
日
、

石
川
欣

一
・
中
上
川
小
六
郎
が
幹
事
と
な

っ
て
、
「
三
高
山
岳
会
」
を
発

足
さ
せ
た
。
こ
の
日
、
本
多
光
太
郎
顧
問
も
列
席
し
て
、
高
野
鷹
蔵

・
辻

村
太
郎
の
講
演
が
行
わ
れ
た

（『
山
岳
』
第
十
年

一
号
）
。
こ
の
年
石
川
欣

一
は
伴
野
清

・
百
瀬
慎
太
郎
の
紹
介
で
日
本
山
岳
会
に
入
会
、
中
上
川
小

六
郎
も
石
川
欣

一
・
高
野
鷹
蔵
の
紹
介
で
入
会
し
て
い
る
。
三
高
山
岳
部

が
正
式
に
運
動
部
の

一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
大
正
十

一

（
一
九

二
三
）
年
五
月
と
な

っ
て
い
る
。

大
学
山
岳
部
と
し
て
は

「慶
応
義
塾
大
学
山
岳
会
」
が
大
正
四

（
一
九

一
五
）
年
五
月
二
十
九
日
、
槙
有
恒
ら
に
よ

っ
て
作
ら
れ
、
会
長
は
鹿
子

木
員
信
教
授

で
あ

っ
た
。
発
会
式
で
は
小
島
烏
水
が
講
演
を
行

っ
た

（『
山
岳
』
第
十
年

一
号
）
。
こ
の
年
槙
有
恒
は
中
村
清
太
郎

・
高
野
鷹
蔵

の
紹
介
で
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
た
。

こ
の
頃
か
ら
全
国
の
高
校

・
大
学
で
山
岳
会
や
旅
行
部
、
山
岳
部
の
設

立
が
相
次
い
だ
。
大
正
四
年
に
は
そ
の
後
、
六
月
に
八
高
で
山
岳
会
が
発

足
。
委
員
は
矢
田
城
太
郎
他
五
名
で
あ

っ
た
。
神
戸
高
商
で
は
七
月
十
日
、

岡
田
助
教
授
を
会
長
に
発
起
人
数
名
で
山
岳
会
を
発
足
さ
せ
、
神
戸
徒
歩

会
の
会
長
や
日
本
山
岳
会
の
朝
輝
会
員
も
出
席
し
て
い
る
。
七
高
で
も
辻

荘

一
ら
が
高
頭
式
の

『
日
本
山
嶽
志
』
な
ど
に
惹
か
れ
、
七
月
下
旬
山
岳

会
を
作
り
、
霧
島
登
山
な
ど
行

っ
た
。
京
大
で
も
大
正
四
年
入
学
し
た
前

記
小
島
栄
が
、
中
原
ら
と
図
り
、
学
友
会
内
に

「
登
山
部
」
を
発
足
さ
せ

た
。
発
会
式
は
十
二
月
十
七
日
に
行
わ
れ
、
高
野

・
辻
村
が
出
席
し
て
い

る

（『
山
岳
』
第
十
年
）
。

早
稲
田
大
学
体
育
会
で
は
大
正
九

（
一
九
二
〇
）
年
十
月
、
舟
田
二
郎

・

小
笠
原
勇
八
ら
が
中
心
と
な

っ
て
、
「山
岳
ス
キ
ー
部
」
を

つ
く
り
、
秩

父
方
面
に
出
か
け
て
い
る

（『
リ

ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
』
第

一
号
）
。

東
大
で
は
運
動
会
ス
キ
ー
部
が
大
正
十
二
年
拡
大
さ
れ
て

「
ス
キ
ー
山

岳
部
」
と
な

っ
た
。
こ
の
時
部
長
は
鹿
子
木
員
信
教
授
か
ら
末
広
厳
太
郎

教
授
に
代
わ

っ
た
。
委
員
は
別
宮
貞
俊

・
岩
永
信
雄

・
沼
井
鉄
太
郎
ら
で

あ

っ
た

（東
大
山
の
会
五
十
年
史

『山
と
友
』
）
。

三
、　
学
校
山
岳
部
の
ま
と
め

以
上
我
が
国
に
お
け
る
学
校
山
岳
部
の
発
足
を
、
年
月
順
に
ま
と
め
た

も
の
が
別
表
で
あ
る
。

明
治
中
期
か
ら
学
校
山
岳
会
の
名
の
下
に
登
山
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
中
学
校
で
は
大
体
山
好
き
の
教
諭
が
生
徒
を
引
き
連
れ
て
山
に
出

か
け
る
形
式
を
取

っ
て
お
り
、
登
山
の
Ｐ
Ｒ
に
は
寄
与
し
た
が
、
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
の
発
展
に
直
接
か
か
わ
る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
。

こ
れ
ら
対
し
て
表
中
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
付
し
た
旅
行
部
や
山
岳
部
は
、

高
校

・
大
学
に
お
い
て
、
学
校
側
か
ら
も
運
動
部
の

一
員
と
し
て
認
め
ら

れ
、
か
つ
生
徒
や
学
生
の
自
主
的
な
登
山
活
動
を
示
す
も
の
で
あ

っ
て
、

日
本
山
岳
会
の
存
在
と
共
に
、
我
が
国
登
山
史
上
、
登
山
の
発
展
に
寄
与
　
ｏ７

し
た
意
義
は
大
変
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。



別表 学校山岳部の発足

発足年月日 学校山岳会名 発 起 人

1891年 (明治24年)8月
1898年 (明治31年)5月下旬

1902年 (明治35年)8月
1909年 (明治42年)6月上旬

1912年 (大正元年)6月

1913年 (大正 2年)6月下旬

1913年 (大正 2年)10月 28日

1914年 (大正 3年)3月 5日

1914年 (大正 3年)5月 8日

1914年

1915年

1915年

1915年

1915年

1915年

1915年

(大正 3年 )

(大正 4年)

(大正 4年)

(大正 4年 )

(大正 4年)

(大正 4年)

(大正 4年)

8月

5月 29日

6月 17日

7月 10日

7月下旬

9月

12月 17日

1919年 (大正 8年)4月 1日

1919年 (大正 8年)4月 1日

1919年 (大正 8年)9月

1920年 (大正 9年)10月

1921年 (大正10年)4月
1921年 (大正10年)8月
1922年 (大正11年)5月
1923年 (大正12年)4月 1日

1924年 (大正13年)4月

学習院輔仁会旅行部

四高山岳会

長野高女登山会

神戸一中遠足部

東京高師付属中学山岳

会

一高山岳会

三高山岳会

一高旅行部

大阪夕陽丘高女登山部

慶応義塾山岳会

八高山岳会

神戸高商山岳会

七高山岳会

京都一中山岳部

京都大学登山部

二高山岳会

学習院旅行部

四高旅行部

東京府立第一高女登山

会

早稲 岳スキー

部

三高山岳部

梅田高女登山会

三高山岳部

東京大学スキー山岳部

神戸一申山岳会

富士谷孝雄教諭

北條時敬校長・林並

木教授

渡辺敏校長

大島教諭 0衛藤教諭

矢沢米二郎教諭 0伊

藤長七教諭

守島伍郎・大木操

小島栄他

日高信六郎・上條秀

介・ 中塚癸己男

石川欣-0中上川小

六郎

校長他

槙有恒他

矢田城太郎他

辻荘一他

金井千匁教諭

小島 0中原他

大岡忠徳 0田中薫

広瀬寿雄 。藤井剛士

舟田二郎・小笠原勇

ノヽ

別宮貞俊・岩永信雄

・沼井鉄太郎

水野祥太郎 0波多野

一雄
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す
な
わ
ち
、
当
時
、
日
本
山
岳
会
の
創
立
時
の
会
員
は
、
学
校
山
岳
部

の
設
立
を
全
面
的
に
指
導

・
激
励
し
て
来
た
と
同
時
に
、
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
側

も
設
立
委
員
を
含
ん
で
次
々
に
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
、
そ
の
中
心
的
存

在
に
な
る
と
い
っ
た
相
互
関
係
に
よ

っ
て
、
我
が
国
に
お
け
る
草
創
期
の

山
岳
界
は
大
き
く
前
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
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図
　
童
日　
紹
　
介

大
森
久
雄
／
著

『
本

の
あ
る
山
旅
』

Ａ

・
Ｆ

・
マ
マ
リ
ー
が
、
そ
の
著
書

『
ア
ル
プ
ス
・
コ
ー
カ
サ
ス
登
攀

記
』
の
序
文
で

「
登
山
者
が
早
晩
い
わ
ゆ
る

〃執
筆
狂
〃
の
犠
牲
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
天
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
書

い
て

い
る
。
ひ
た
す
ら
困
難
な
未
踏
ル
ー
ト
に
挑
戦
し
続
け
た
、
い
わ
ば
ス
ポ
ー

ツ
登
山
の
教
祖
的
存
在
の
彼
が
こ
う
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
い

わ
ゆ
る
マ
マ
リ
ズ
ム
に
は
本
な
ど
余
り
関
係
な
さ
そ
う
に
思
え
る
か
ら
だ
。

そ
し
て
、
彼
の
言
葉
ど
お
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
昔
か
ら
登
山
の

世
界
に
は
、
多
く
の
書
き
手
に
よ

っ
て
膨
大
な
量
の
山
岳
書
が
残
さ
れ
て

き
た
。　
一
方
、
読
み
手
に
と

っ
て
も
そ
の
本
の
世
界
に
遊
ぶ
楽
し
さ
が
無

限
に
広
く
深
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
ん
な
楽
し
み
の
中
で
の
試
み
と

し
て
、
人
と
山
と
、
山
の
本
と
の
関
わ
り
を
織
り
込
ん
だ
紀
行
文
集
が
出

版
さ
れ
た
。
著
者
は
、
永
年
山
や
旅
の
本
の
編
集
に
関
わ

っ
て
き
た
大
森

久
雄
氏
で
あ
る
。

最
初
に
こ
の
本
の
表
紙
を
見
て
、
近
頃
で
は
珍
し
く
大
人
向
け
の
清
々

と
し
た
顔
を
し
て
い
る
と
思

っ
た
。
タ
イ
ト
ル
も
少
し
変

っ
て
い
て

『
本

の
あ
る
山
旅
』
だ
。
こ
れ
で
は
判
り
に
く
い
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
そ
れ
を
補

っ
て
、
カ
バ
ー
の
そ
で
に

「
ま
こ
と
に
本
は
最
高
最
良
の

山
仲
間
の
ひ
と
り
で
あ
る
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

「
あ
と
が
き
」
に
は
―

‐

か
ね
て
か
ら
、
山
を
歩
く
た
の
し
さ
や
山
の
紀
行
的
要
素
と
先
人
の

数
々
の
作
品
を
組
合
わ
せ
、
そ
の
間
を
往

っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
山

歩
き
を
語

っ
た
ら
、
新
し
い
世
界
を
持

つ
文
章
が
出
来
、
い
ま
ま
で
に

な
い
タ
イ
プ
の
山
の
本
が
つ
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
編
集
者
意

識
が
あ
り
ま
し
た
。

と
、
そ
の
意
図
を
明
瞭
に
書
い
て
い
る
。

ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
で
、
特
に
山

の
本
が
好
き
な
人
に
と

っ
て
は
大
い
に
興
味
深
い
こ
と
だ
と
思
う
。
今
ま

で
に
も
、
例
え
ば
故
人
の
安
川
茂
雄
な
ど
は
、
よ
く
先
人
の
文
章
を
ひ
き

な
が
ら
書
き
す
す
め
る
こ
と
が
多
か

っ
た
が
、
彼
の
場
合
は
文
章
の
支
援

的
引
用
の
意
味
が
主
だ

っ
た
よ
う
に
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も

「
あ
る
ひ

と
つ
の
山
」
の
紀
行
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
を
い
く

つ
も
取
り
出
し
て
見
せ

る
こ
と
は
大
変
な
仕
事
で
あ
る
。
仮
に
そ
れ
が
記
憶
の
端
に
あ

っ
た
と
し
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て
も
、
ま
ず
再
読
、
再
々
読
し
て
、
意
図
す
る
部
分
を
確
か
め
る
作
業
が

あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
誰
が
ど
の
山
の
こ
と
を
書
い
た
か
を
調
べ
る
の
は
比

較
的
易
し
い
が
、
あ
る
特
定
の
山
に
つ
い
て
誰
と
誰
が
、
ど
ん
な
本
に
書

い
て
い
る
か
、
と
な
る
と
、
た
と
え
著
者
が
山
の
本
作
り
を
仕
事
に
し
て

き
た
と
し
て
も
簡
単
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
勿
論

「本
は
最
高

最
良
の
山
仲
間
」
と
い
う
だ
け
の
愛
着
が
底
流
に
あ

っ
て
こ
そ
な
の
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
て
登
場
す
る
百
二
十
余
名
の
著
者
と
そ
の
書
名

を
ま
と
め
た
巻
末
の

「
図
書

一
覧
」
は
珍
し
い
切
り
回
の
資
料
、
そ
し
て

読
書
指
針
に
も
な

っ
て
い
る
。

さ
て
、
本
文
は

「初
出

一
覧
」
に
あ
る
と
お
り
季
刊

『
ビ
ス
タ
ー
リ
』

に
連
載
し
た
も
の
と

『
ア
ル
プ
』
他
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
構
成
は
Ｉ

に
国
内
の
山
二
十

一
編
、
Ⅱ
と
し
て
ス
イ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
山
で
四
編
、

そ
れ
と
随
想
四
編
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
中
で
私
な
ど
が
共
感
を
覚
え
て
懐
か
し
か

っ
た
の
は
、
昔
、
本
に

よ

っ
て
憧
れ
が
生
ま
れ
、
登

っ
た
山
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
中
央
線
の

塩
山
駅
か
ら
歩
く
の
が
当
り
前
だ

っ
た
時
代
の
雁
坂
峠
、
夜
又
神
峠
を
脚

で
越
え
て
野
呂
川
両
俣
か
ら
登

っ
た
北
岳
の
こ
と
。
戦
後
の
貧
困
と
混
乱

の
中
で
、
僅
か
ば
か
り
の
文
献
を
む
さ
ぼ
り
読
ん
で
未
知
の
山

へ
の
夢
ば

介
　

か
り
生
ま
れ
た
頃
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
だ
か
ら
読
み
す
す
む
の

昭‐
　

に
時
間
も
か
か

っ
た
。

〓．．Ｔ
　
　
と
は
い
い
な
が
ら
、
実
は
私
が
最
初
に
読
ん
だ
の
は
Ⅱ
の

「
エ
タ
ン
ソ

図

ン
の
谷
」
だ

っ
た
。
「
エ
タ
ン
ソ
ン
の
谷
、
と
聞

い
て
何
か
を
思

い
出
し

て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
か
。
」
と
著
者
が
問
う
。
―

‐
そ
の
と
お
り
、

そ

の
谷
の
名
が
出
て
く
る
ロ
ジ

ェ
・
デ

ュ
プ
ラ
の

「
も
し
か
あ
る
日
」
の
詩

や
、
メ
イ
ジ

ュ
に
逝

っ
た
ジ
ャ
ン

・
コ
ス
ト
の
こ
と
が
、
そ
の
昔
、
本
を

読
ん
で
以
来
、
何
十
年
も
胸
の
底
に
温
め
ら
れ
、
佐
貫
亦
男
の

『
ア
ル
プ

日
記
』
に
触
発
さ
れ
て
、
今
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
山
旅
で
訪
れ
て
み
た
い

と
思

っ
て
い
た
矢
先
だ

っ
た
か
ら
だ
。
著
者
は
夢
を
果
た
し
て
訪
れ
、
そ

の
谷
を
み
つ
め
る
。
―

‐

谷
は
や
た
ら
に
明
る
く
、
日
の
光
は
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
つ
よ
い
。
こ
の

谷
に
は
影
と
い
う
も
の
は
い
っ
さ
い
な
い
。
湿
気
と
か
湿
度
と
い
う
言

葉
も
こ
こ
に
は
存
在
し
な
い
。
（中
略
）
ラ

・
メ
イ
ジ

ュ
に
会

い
た
い

と
い
う
二
十
数
年
の
夢
は
か
な

っ
た
。
ジ
ャ
ン
・
コ
ス
ト
が
辿

っ
た
最

後
の
岩
稜
も
、

ロ
ジ

ェ
・
デ

ュ
プ
ラ
が
う
た

っ
た
岩
も
、
ウ
ィ
ン
パ
ー

が
通
過
し
た
氷
河
も
い
ま
目
の
前
に
あ
る
。
幸
せ
と
充
足
の
ひ
と
と
き
。

羨
ま
し
い
境
地
で
あ
り
、
そ
の
感
無
量
が
伝
わ

っ
て
く
る
き
れ
い
な
文
章

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
山

へ
登
る
動
機
は
必
ず
し
も
読

書
体
験
か
ら
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
山
に
登

っ
て
、
結
局
、
人
為
的
に

壊
さ
れ
た
風
景
に
失
望
し
た

「御
座
山
」
の
こ
と
や
、
無
関
心
だ

っ
た
山

に
行

っ
て
み
て
、
こ
れ
は
意
外
、
馬
鹿
に
し
た
も
の
で
も
な
い
と
見
直
し

た

「御
坂
の
山
」
や

「大
菩
薩
連
嶺
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
中
で
著
者
が
自
分
の
紀
行
と
し
て
綴
る
も
の
は
も
の
静
か
な
味
わ
い
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を
も

っ
て
読
み
手
の
胸
に
入

っ
て
く
る
も
の
が
あ
る
の
だ
が
、
中
に
は
造

詣
の
深
さ
の
故
か
、
多
く
の
文
章
を
ひ
き
過
ぎ
て
、
折
角
の
味
が
埋
も
れ

て
し
ま

っ
て
い
る
の
も
あ
る
。

や
は
り
、
著
者
の
い
う

「山
の
紀
行
的
要
素
と
先
人
の
作
品
の
組
み
合

わ
せ
」
と
い
う
試
み
の
難
し
さ
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
辺
で
、
い
く

つ
か
の
編
を
ざ

っ
と
辿

っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
巻
頭

の

「荒
船
山
と
神
津
牧
場
」
に
は
尾
崎
喜
八
の
詩
を
盗
用
し
た
大
島
亮
吉

の
話
が
出
て
き
て
、
大
方
の
読
者
に
は
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
も

っ

と
も
こ
の
こ
と
は
、
著
者
も
い
う
よ
う
に
、
既
に
八
年
前
の

『山
と
漢
谷
』

誌
に
川
崎
精
雄
が
書
い
て
い
る
か
ら
知
る
人
ぞ
知
る
、
と
も
い
え
る
。
事

実
、
私
も
登
山
史
上
不
滅
の
存
在
と
な
っ
て
い
る
大
島
亮
吉
の
汚
点
を
知

っ

た
と
き
、
こ
れ
を
自
分
の
中
で
ど
う
仕
末
を

つ
け
た
ら
い
い
の
か
困

っ
た

記
憶
が
あ
る
。
著
者
は

「
し
か
し
こ
の
二
人
に
は
自
然
に
対
し
共
有
す
る

世
界
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
め
く
く
る
の
だ
が
、
で
き
れ
ば

こ
の
種
の
話
を
導
入
部
に
置
く
こ
と
は
避
け
た
方
が
よ
か

っ
た
の
で
は
な

い
か
。
「
秩
父
将
監
峠
」
で
、　
一
之
瀬
か
ら

一
時
間
ほ
ど
登

っ
て
出
合

っ

た
新
緑
を

「
ひ
そ
や
か
な
浅
い
色
を
ま
だ
濃
厚
に
残
し
な
が
ら
も
、
生
き

生
き
と
し
て
は
ち
き
れ
る
よ
う
な
緑
。
新
緑
な
ど
と
い
う
並
の
言
葉
で
は

追
い
つ
か
ず
、

…
…
」
と
巧
み
な
描
写
が
入
る
。
「
北
八

ケ
岳
」

で
は

「
八
ケ
岳
は
幸
せ
な
山
で
あ
る
」
と
切
り
出
し
、
何
故
幸
せ
か
の
理
由
を

い
く

つ
か
挙
げ
た
あ
と

「
う
ら
や
ま
し
い
珠
玉
の
文
章
に
よ

っ
て
飾
ら
れ

て
い
る
」
か
ら
と
い
う
。
そ
し
て
、
誰
し
も
思
い
至
る
山
口
耀
久
の

『北

八

ッ
街
径
』
が
ひ
か
れ
る
。
私
が
、
こ
の
中
の

「
八
ケ
岳
は
い
い
山
で
あ

る
」
に
は
じ
ま
る

「岳

へ
の
い
ざ
な
い
」
に
感
心
し
た
の
は
昭
和
二
十
九

年
の
マ
ウ
ン
テ
ン
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
に
よ

っ
て
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、

北
八
ケ
岳
の
苔
蒸
す
針
葉
樹
林
帯
を
ボ
ヘ
ミ
ア
の
森
林
高
地
に
見
立
て
て

讃
美
し
た
、
戦
前
の
パ
イ
オ
ニ
ア
達
の
文
章
、
千
坂
正
郎
の

「
『
に
う
』

を
続
る
」
、
吉
田
栄
次
の

「森
林
高
地
の
三
日
間
」
、
織
内
信
彦
の

「
み
ど

り
池
の
冬
」
な
ど
、
北
八
ケ
岳
に
こ
ん
な
良
い
時
代
が
あ

っ
た
こ
と
の
証

し
に
触
れ
ら
れ
た
ら
よ
か

っ
た
の
だ
が
。
そ
し
て
、
今
で
は

「
こ
の
山
地

は
さ
ん
ざ
ん
に
な
ぶ
ら
れ
る
不
幸
せ
な
山
の
代
表
と
化
し
た
」
こ
と
も
本

当
な
の
だ
。

「雨
飾
山
」
は
石
川
欣

一
の

『
可
愛
い
山
』
の
影
響
で
登

っ
た
と
い
う
。

そ
の
石
川
欣

一
は
雨
飾
山
の
こ
と
を
大
町
の

「百
瀬
慎
太
郎
さ
ん
」
に
教

え
て
貰

っ
て
本
の
タ
イ
ト
ル
に
ま
で
し
て
い
る
が
、
ま
だ
登

っ
て
は
い
な

い
と
書
い
て
い
る
。
著
者
は
三
度
日
で
登
る
が
そ
の
山
頂
は
霧
だ

っ
た
。

さ
て
、
「常
念
岳
」
に
出
て
く
る
朝
比
奈
菊
雄
の

『
ア
ル
プ
ス
青
春
記
』

だ
が
、
こ
れ
は
文
句
な
く
面
白
く
て
随
分
人
に
も
す
す
め
た
記
憶
が
あ
る
。

旧
制
松
高
山
岳
部
の
知
性
あ
る
悪
童
達
の
天
衣
無
縫
の
生
態
を
活
写
し
た
、

そ
の
本
の
出
版
を
す
す
め
た
の
が
他
な
ら
ぬ
著
者
だ

っ
た
と
知

っ
て
、
ま

た
そ
れ
を
取
り
出
し
て
拾

い
読
み
し
た
り
で
、
ど
う
も
寄
り
道
自
在
な

『本
の
あ
る
山
旅
』
な
の
だ
。

「多
摩
川
源
流
の
山
々
」
で
は
多
く
の
意
見
を
ひ
き
な
が
ら
、
自
然
破

壊
が
行
き
届
い
て
し
ま

っ
た
こ
の
山
域
の
現
実
を
嘆
く
が
、　
一
方
で
は
源
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流
域
の
森
の
穏
や
か
な
雰
囲
気
が
好
き
で
―
―

沢
の
向
か
い
側
の
山
肌
が
新
緑
の
葉
裏
を
風
に
そ
よ
が
せ
、
銀
ね
ず

色
に
揺
れ
て
い
る
の
が
目
に
入
る
と
、
ま
さ
に
脱
皮
を
終
え
た
山
と
い

う
印
象
が
ひ
と
き
わ
鮮
や
か
だ
。
―

‐

と
い
う
あ
た
り
、
さ
り
げ
な
い
が
す
ぐ
れ
た
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。

次
い
で
Ⅱ
の
、
ミ
シ
ャ
ベ
ル
の
山
は
先
に
触
れ
た
の
で
「幻
の
ボ
ナ
ヴ
ォ
ー
」

と

「
ヴ
ィ
ル
ト
シ
ュ
ト
ル
ー
ベ
ル
」
に
つ
い
て
。
二
つ
な
が
ら
心
憎
い
旅

で
あ
る
。
前
者
で
は
エ
ミ
ー
ル

・
ジ
ャ
ヴ

ェ
ル
の

「
一
登
山
家
の
思
い
出
」

の

一
節
に
惹
か
れ
て
訪
れ
る
の
だ
が
、
ボ
ナ
ヴ
ォ
ー
に
は
行
き
着
け
ず
、

シ
ャ
ン
ペ
リ
ー
で
ダ
ン

・
デ

ュ
●
ミ
デ
ィ
と
対
面
し
な
が
ら
ジ
ャ
ヴ

ェ
ル

の
言
葉
を
思
い
起
こ
す
。
後
者
も
ま
た
味
な
山
を
街
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る

が
、
特
に
ヴ
ィ
ル
ト
シ
ュ
ト
ル
ー
ベ
ル
の
山
頂
で
、
こ
こ
が
ロ
ー
ヌ
川
と

ラ
イ
ン
川
の

「
そ
う
だ
、
こ
こ
は
分
水
嶺
な
の
だ
、
そ
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
…
…
」
と
ロ
マ
ン
を
馳
せ
る
佳
編
で
あ
る
。

終
り
に
並
ぶ
随
想
四
編
の
う
ち
の

「
あ
る
本
の
運
命
」
は
著
者
の
本
に

対
す
る
熱
い
思
い
が
行
き
渡

っ
て
い
て
、
こ
の
本
の
最
後
を
飾
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
特
に

「書
物
」
と
は
著
者
に
と

っ
て
何

か
を
浮
き
彫
り
に
し
、
続
い
て
稀
胡
本
、
深
田
久
弥
の

『
ヒ
マ
ラ
ヤ
ー

‐

介
　

山
と
人
』
を
入
手
す
る
数
奇
な
経
緯
に
つ
い
て
書
く
。
そ
し
て
、
こ
れ
は

‐
　

も
う
手
放
す
こ
と
は
な
い
書
物
だ
が

「
し
か
し
、
こ
こ
が
つ
い
の
栖
に
な

書〓〓．
　

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
、
愛
蔵
す
る
本
の
、
い
つ
か
く
る
運
命
を
思

図

い
や
る
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
著
者
も

「北
八
ケ
岳
」
の
中
で
構
え
て
い
る
新
妻
喜
永
の
モ

ノ
ク
ロ
写
真
を
大
ぶ
り
に
挿
入
し
た
こ
と
も
全
体
の
品
格
の
た
め
に
良
か

っ

た
。近

頃
で
は
、
昔
の
良
い
本
も
納
ま
る
と
こ
ろ
に
納
ま

っ
て
し
ま

っ
た
よ

う
だ
し
、
第

一
、
山
の
本
に
つ
い
て
語
る
相
手
も
少
な
く
な

っ
た
。
そ
ん

な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
世
代
を
問
わ
ず
本
書
を
す
す
め
て
、
山
の
本
の
楽

し
さ
に
遊
ん
で
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

（斉
藤
善
久
）

宮
下
啓
三
／
著

『
日
本

ア
ル
プ

ス
ー

ー
見
立
て
の
文
化
史
』

江
戸
幕
府
の
末
、
横
浜
に
や

っ
て
来
た
ペ
リ
ー
の
黒
船
に
驚
か
さ
れ
た

日
本
は
、
そ
れ
以
来
全
て
の
様
子
を
す

っ
か
り
変
え
て
し
ま

っ
た
。
そ
の

変
化
は
趣
味
の
分
野
の
山
登
り
の
姿
さ
え
変
え
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
変
わ
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り
よ
う
を
、
今
で
は
誰
も
が
抵
抗
な
く
口
に
も
し
て
い
る

「
日
本
ア
ル
プ

ス
」
と
い
う
造
語
を
も
と
に
し
て
、
著
者
は
日
本
文
化
史
の

一
側
面
か
ら

探

っ
て
み
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の
辺
り
の
こ
と
を
結
び
で
著
者
は
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
に
し
て
日
本
ア
ル
プ
ス
の
名
は
、
日
本
人
の
異
文
化
体

験
の

一
端
を
象
徴
す
る
事
例
で
あ
る
と
同
時
に
、
島
国
に
住
む
人
間
が

宿
命
と
感
じ
て
い
た
閉
塞
感
を
や
わ
ら
げ
、
し
ば
し
ば
詩
的
想
像
力
を

も
刺
激
し
て
き
た
。
」

著
者
の
宮
下
氏
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
何
回
か
登
山
に
関
す
る
外
来
語
の

表
記
方
法
に
つ
い
て
発
言
し
、
そ
の
統

一
化
を
図
ろ
う
と
努
力
さ
れ
て
い

た
が
、
今
回
の
著
書
で
、
こ
の
よ
う
な
不
統

一
の
雑
然
と
し
た
状
況
を
、

ま
る
で
加
藤
周

一
が
日
本
文
化
を
指
し
、
「雑
種
文
化
」
と
捉
え
た
よ
う

に
、
登
山
の
世
界
も
同
じ
よ
う
に
雑
然
と
し
た
様
々
な
考
え
方
が
同
時
存

在
し
て
い
る
の
が
日
本
の
登
山
界
の
姿
で
も
あ
る
と
言

っ
て
い
る
よ
う
に

も
思
え
る
。

日
本
ア
ル
プ
ス
と
い
う
今
で
は
何
気
な
く
聞
き
流
し
て
し
ま
う
よ
う
な

言
葉
に
時
代
を
見
る
と
い
う
ュ
ニ
ー
ク
な
視
点
は
、
こ
の
方
面
の
専
門
分

野
を
学
生
相
手
に
何
十
年
も
講
義
し
て
き
た
著
者
な
ら
で
は
気
づ
か
な
か

っ

た
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
本
は
ユ
ニ
ー
ク
な
日
本
文
化
史
の

一
側
面

を
語
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

日
本
ア
ル
プ
ス
と
い
う
造
語
か
ら
話
を
進
め
て
い
る
の
で
、
北
海
道
や

九
州
な
ど
日
本
全
土
の
山
を
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
日
本
じ
ゅ

う
に
散
ら
ば
る
優
れ
た
登
山
者
す
べ
て
に
手
を
回
す
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
の
た
め
、
当
然
な
が
ら
著
者
の
身
近
な
山
や
登
山
者
が
対
象
と
な

っ
て

い
て
、
こ
の
点
、
読
む
者
に
見
方
が

一
面
的
だ
と
非
難
さ
れ
る
余
地
は
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
実
践
的
な
先
鋭
的
山
登
り
を
心
が
け
る
者
に
、

ニ
ー

チ

ェ
の
言
葉
は
必
要
な
い
だ
ろ
う
が
、

マ
マ
リ
ー
の
言
葉
は
興
味
を
引
く

だ
ろ
う
。
百
名
山
の
話
し
に
し
て
も
、
そ
の
山
す
べ
て
に
登
れ
ば
深
田
久

弥
に
似
た
文
化
的
登
山
を
楽
し
め
る
と
す
る
者
が
、
こ
の
百
名
山
を
ス
ポ
ー

ツ
的
に
と
ら
え
短
期
間
で
登
り
終
え
た
重
広
恒
夫
の
よ
う
な
人
を
ど
う
理

解
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
ま
で
著
者
の
筆
先
は
及
ん
で
は

い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
こ
の
著
者
の
姿
勢
な
の
だ
と
理
解
す
れ
ば
、
そ

れ
は
そ
れ
で
済
む
こ
と
に
な
ろ
う
。

日
本
ア
ル
プ
ス
と
い
う
日
本
語
を
定
着
さ
せ
た
の
が
小
島
烏
水
だ
と
あ

れ
ば
、
著
者
の
考
え
が
風
流
の
精
神
に
収
敏
し
て
い
く
よ
う
に
思
え
、
そ

れ
が
日
本
独
自
の
登
山
に
普
遍
性
を
持
た
せ
る

一
つ
の
方
法
だ
と
主
張
し

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
の
主
張
の
延
長
線
上
に
は
、
個
を
重
視
す

る
ス
ポ
ー
ツ
的
な
山
登
り
の
日
本
で
の
在
り
方
に
方
向
を
示
そ
う
と
す
る

著
者
の
気
持
ち
が
漂

っ
て
く
る
よ
う
に
も
思
う
。
し
か
し
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の

高
峰
に
登
り
、
風
、
寒
気
、
高
度
な
ど
自
然
の
悪
条
件
で
苦
闘
す
る
登
山

者
の
姿
に
、
言
葉
の
定
義
の
仕
方
に
も
よ
る
が
、
風
流
な
こ
と
を
し
て
い

る
と
い
っ
た
表
現
は
適
さ
な
い
よ
う
に
思
う
。

明
治
時
代
の
山
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
ス
キ
ン
の
尊
崇
者
の
小
島
鳥
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水
が
冒
険
的
登
山
を
し
て
い
な
い
と

一
概
に
は
言
え
ず
、
ラ
ス
キ
ン
に
し

て
み
て
も
、
彼
が
批
判
し
た
頃
の
冒
険
的
登
山
で
さ
え
、
彼
の
亡
く
な
る

一
九
〇
〇
年
こ
ろ
に
な
れ
ば
、
技
術
の
進
歩
が
あ
り
、
彼
の
所
属
す
る
ア

ル
パ
イ
ン
ク
ラ
プ
の
者
に
と

っ
て
、
そ
こ
が
冒
険
登
山
の
対
象
で
あ
り
続

け
た
か
ど
う
か
に
は
疑
間
が
あ
る
。

ラ
ス
キ
ン
は
、
自
然
の
う
ち
に
啓
示
さ
れ
る
神
の
意
志
と
の
調
和
か
ら

美
は
生
ま
れ
る
と
の
芸
術
観
を
持

っ
て
い
た
と
い
う
話
し
で
あ
る
。
彼
の

『
近
代
画
家
論
』
の
第
二
部
第
二
章
に
は

「自
然
の
真
は
神
の
真
理
の

一

部
分
で
あ
る
こ
と
」
と
あ
る
。
ラ
ス
キ
ン
の
尊
崇
者

・
鳥
水
は
、
「
ひ
た

す
ら
、
日
本
の
山
岳
風
景
の
な
か
に
、
わ
が
民
族
の
エ
ー
ト
ス
の
あ
り
か

を
発
見
し
、
深
山
幽
谷
を
跛
渉
し
た
」
と
い
う
。
ウ
エ
ス
ト
ン
が
ラ
ス
キ

ン
の
信
奉
者
だ
と
い
う
の
は
、
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ

っ
た
者
と
い
う

こ
と
で
理
解
で
き
る
が
、
鳥
水
の
言
う

「
わ
が
民
族
の
エ
ー
ト
ス
」
と
は

何
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
丸
山
真
男
は
、
『
日
本
の
思
想
』
（岩
波
新
書
）

の
な
か
で
、
本
居
宣
長
の
説
、
「人
格
神
の
形
に
せ
よ
、
理
と
か
形
相
と

か
い
っ
た
非
人
格
的
な
形
に
せ
よ
、
究
極
の
絶
対
者
と
い
う
も
の
は
存
在

し
な
い
」
を
引
用
し
、
和
辻
哲
郎
の
分
析
と
し
て
、
「
日
本
神
話
に
お
い

て
は
祭
ら
れ
る
神
は
同
時
に
祭
る
神
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
ど
こ
ま
で
遡

っ

て
も
具
え
て
お
り
、
祭
祀
の
究
極
の
対
象
は
漂
々
と
し
た
時
空
の
彼
方
に

見
失
わ
れ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

日
本
ア
ル
プ
ス
と
い
う
造
語
を
積
極
的
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
烏
水
や

こ
れ
に
背
を
向
け
よ
う
と
す
る
大
町
桂
月
に
し
て
も
、
異
国
文
明
の
持

つ

魔
力
の
よ
う
な
も
の
が
い
か
に
日
本
人

一
人
ひ
と
り
の
心
深
く
影
響
を
与

え
た
か
が
わ
か
る
し
、
そ
の
影
響
力
が
、
今
な
お
登
山
の
世
界
で
は
生
き

永
ら
え
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
昔
の
よ
う
に
日
本
ア
ル
プ
ス
か

ら
本
場
の
ア
ル
プ
ス
を
想
像
す
る
も
の
は
確
か
に
少
な
く
な

っ
た
よ
う
だ

が
、
四
、
五
十
才
か
ら
登
山
を
始
め
た
者
に
、
今
な
お
ア
ル
プ
ス
の
名
は
、

フ
ラ
ン
ス
・
ス
イ
ス
・
イ
タ
リ
ア
に
ま
た
が
る
ア
ル
プ
ス
を
連
想
さ
せ
る

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は
そ
の
擬
似
体
験
を
今
で
も
日
本
ア
ル

プ
ス
で
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
れ
に
し
て
も
現
在
の
Ｊ
Ａ
Ｃ
会
員
が
、
本
場
の
ア
ル
プ
ス
に
見
立
て

た
日
本
ア
ル
プ
ス
を
初
期
の
会
員
と
同
じ
よ
う
に
見
立
て
て
い
る
と
は
思

え
な
い
。
ま
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
を
指
向
す
る
者
に
、
日
本
ア
ル
プ
ス

は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
場
と
し
て
さ
え
十
分
な
条
件
を
提
供
し
て
は
い
な
い
。

か
つ
て
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
は
、
ベ
ル
ニ
ナ
山
群
の
ビ
ヤ
ン

コ
・
グ
ラ
ー
ト
を
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
長
大
な
雪
稜
に
見
立
て
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
積
ん
だ
が
、
日
本
で
は
せ
い
ぜ
い
富
士
山
が
選
ば
れ
る
程
度
だ

っ
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
は
今
も
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
ア
ル
プ
ス
の
山
麓

に
昔
か
ら
住
ん
で
い
る
者
に
と

っ
て
も
、
そ
の
呼
称
は
彼
ら
の
生
活
に
密

着
し
た
も
の
で
な
い
た
め
、
例
え
ば
安
曇
平
か
ら
眺
め
る
北
ア
ル
プ
ス
の

山
並
み
は
、
甲
府
盆
地
に
住
む
者
と
同
様
、
今
で
も
西
山
で
こ
と
た
り
て

い
る
。
強
い
て
名
前
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
鍋
冠
山
で
あ
り
、
大
滝
山
で

あ
り
、
蝶
ケ
岳
で
あ
り
爺
ケ
岳
で
あ
り
、
鹿
島
槍
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
　
‐５

日
本
ア
ル
プ
ス
と
い
う
呼
称
は
、
そ
れ
ら
の
山
が
あ
る
市
町
村
以
外
に



住
む
人
が
こ
の
山
域
を
呼
ぶ
と
き
必
要
な
だ
け
の
よ
う
に
も
思
え
る
。

明
治
初
期
、
国
益
に
関
す
る
分
野
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
専
門
的
に
検
討

さ
れ
、
分
類
さ
れ
た
り
系
統
だ
て
ら
れ
た
。
し
か
し
、
お
国
の
た
め
に
な

ら
な
い
山
登
り
の
分
野
に
国
家
権
力
の
目
は
ほ
と
ん
ど
及
ば
な
か

っ
た
。

そ
の
こ
と
は
山
に
登
る
者
に
は
幸
せ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
山
の
こ
と
を
知

っ

て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
例
え
ば
医
者
で
な
い
者
が
医
者
の
分
野
を
語
り
、

文
科
系
の
者
が
し
た
り
顔
で
理
科
系
の
専
門
分
野
を
語
り
、
理
科
系
の
者

が
し
た
り
顔
で
文
科
系
の
専
門
分
野
を
語
る
よ
う
な
状
況
も
生
ま
れ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

大
に
は
申
し
訳
な
い
が
、
登
山
に
は
大
死
に
だ
と
言
わ
れ
そ
う
な
局
面

が
間
々
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
山
に
関
わ
る
者
の
責
任
は
重
い
。
あ
ぶ
れ
者

が
野
放
図
に
動
き
回
れ
る
よ
う
な
状
況
が
あ
る
、
と
い
っ
た
印
象
を
世
間

一
般
に
与
え
な
い
よ
う
な
日
本
の
登
山
界
で
あ
り
た
い
。

外
来
の
登
山
用
語
と
同
様
、
日
本
ア
ル
プ
ス
と
い
う
造
語
に
象
徴
さ
れ

る
状
況
は
、
日
本
の
登
山
界
の
現
状
だ
、
と
温
厚
な
著
者
は
ソ
フ
ト
に
、

皮
肉
を
込
め
そ
の
状
況
を
見
立
て
の
文
化
史
と
し
て
ま
と
め
た
よ
う
に
も

思
う
。

こ
の
本
で
著
者
は
日
本
の
登
山
界
の
将
来
像
を
示
し
て
は
い
な
い
が
、

本
場
の
ア
ル
プ
ス
に
見
立
て
た
日
本
ア
ル
プ
ス
と
同
様
、
そ
れ
は
今
も
こ

れ
か
ら
も
、
和
洋
混
交
の
ま
ま
、
奇
妙
な
落
ち
着
き
を
見
せ
な
が
ら
続
い

て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
―

と
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

（岡
澤
祐
吉
）

池
内
　
紀
／
著

『見
知
ら
ぬ
オ
ト
カ
ム
』

辻
ま
こ
と
／
著

『山
か
ら
の
言
葉
』

『
見
知
ら
ぬ
オ
ト
カ
ム
』
は
、
池
内
紀
が
辻
ま
こ
と
と
い
う
人

の
肖
像

を
自
分
で
納
得
出
来
る
形
に
文
字
で
描
き
だ
そ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
。

従

っ
て
、
「
山
の
本
」
で
は
な
い
。
と
い
っ
て
、
辻
ま
こ
と
の
伝
記
で
も

な
い
。

著
者
が

「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
著
者
は
、
多
く
の

伝
記
作
者
が
す
る
よ
う
な
、
辻
ま
こ
と
の
私
生
活
に
わ
た
る
こ
と
を
詮
索

し
な
く
て
も
、
「自
分
の
も

っ
と
も
大
切
な
、
意
味
深
い

『
肖
像
』

は
描

け
る
と
信
じ
」
、
辻
ま
こ
と
の
文
章
と
画
の
仕
事
を
辿
る
こ
と
で

「
こ
ち

●
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ら
の
声
は
な
る
た
け
お
さ
え
て
、
辻
ま
こ
と
に
語

っ
て
も
ら
う
。
耳
を
す

ま
せ
て
、　
一
心
に
そ
の
声
を
聴
き
と
る
よ
う
な
手
法
を
と

っ
た
」
。
辻
ま

こ
と
の
肖
像
を
描
く
に
当
た

っ
て
、
辻
ま
こ
と
に
語
ら
せ
る
と
い
う
単
純

に
見
え
て
実
は
緻
密
な
手
法
を
と

っ
た
。

つ
ま
り
、
著
者
は
辻
ま
こ
と
の

書
い
た
文
章
を
、
或
い
は
描
い
た
絵
を
、
丹
念
に
読
み
―
調
べ
、
拾
い
、

引
用
と
著
者
に
よ
る
文
意
に
よ

っ
て
再
構
成
す
る
。　
一
見
辻
ま
こ
と
の
文

章
を
並

べ
そ
れ
を
読
者
に
読
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
れ
は
周

到
な
企
て
の
下
に
、
そ
の
よ
う
に
見
せ
て

一
方
で
は
己
の
思
い
を
散
り
ば

め
、
思
想
を
語
る
と
い
う
、
二
重
二
重
の
巧
妙
な
仕
掛
け
に
な

っ
て
い
る
。

今
更
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
辻
ま
こ
と
は
、
辻

一

が
本
名
で
、　
一
九

一
四
年
辻
潤
と
伊
藤
野
枝
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、　
一

九
七
五
年
十
二
月
に
こ
の
世
を
去

っ
た
。
「収
ま
り
の
悪
い
人
物
だ

っ
た
」

と
、
池
内
紀
は
本
書
の
冒
頭
で
い
う
。
画
家
、
版
画
家
、
風
刺
家
、
挿
絵

家
、
図
鑑
の
制
作
者
、
広
告
作
家
、
詩
誌

『歴
程
』
同
人
、
ス
キ
ー
の
達

人
、
山
に
行
き
山
で
呼
吸
を
し
眠
り
、
鉄
砲
を
撃
ち
、
ギ
タ
ー
を
弾
く
、

巧
妙
な
文
章
家
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
と
風
刺
の
効
い
た
短
文
の
達
人
、
定
職

に
つ
い
た
こ
と
も
主
に
仕
え
た
こ
と
も
な
い
。
色
々
な
人
が
こ
の
人
を
押

さ
え
込
も
う
と
様
々
な
言
葉
を
使
う
が
、
そ
の
度
に
す
る
り
と
そ
こ
を
抜

け
出
し
て
他
の
人
に
な

っ
て
い
る
。
串
田
孫

一
さ
ん
は

「不
思
議
な
人
物
」

と
書
い
た
。

本
書
の
内
容
は
、
凡
そ
年
代
順
に
、
全
部
で
十
六
の
章
に
分
か
れ
て
い

る
。
辻
ま
こ
と
の
多
様
性
を
、
生
い
立
ち
、
父
親
、
参
戦
か
ら
、
生
き
方

の
精
神
、
風
刺
の
心
、
絵
画
、
風
刺
家
、
山
と
の
関
係
、
モ
ラ
リ
ス
ト
等
、

様
々
な
角
度
か
ら
項
を
変
え
、
章
を
改
め
、
ま
た
交
錯
さ
せ
な
が
ら
、
文

を
進
め
る
。
最
後
は

「過
ぎ
行
く
ア
ダ
モ
」
で
、
遠
く
去

っ
て
行

っ
た
辻

ま
こ
と
の
精
神
を
偲
ぶ
。

山
に
つ
い
て
は
、
辻
ま
こ
と
の
著
書
が
限
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
よ
う

に
、
ま
た
山
が
人
間
辻
ま
こ
と
の
す
べ
て
で
は
な
か

っ
た
よ
う
に
、
こ
の

本
の
中
で
も
割
か
れ
て
い
る
部
分
は
当
然
少
な
い
。

辻
ま
こ
と
は
、
山
に
は
登

っ
た
が
世
に
い
う
登
山
家
で
は
な
か

っ
た
。

山
の
本
は
、
『山
か
ら
の
絵
本
』
、
『山
の
声
』
、
『山

で

一
泊
』

の
三
冊
が

残
さ
れ
て
い
る
が
、
世
の
山
の
本
の
よ
う
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
お
ろ
か
日
本
の

名
山
す
ら
出
て
来
な
い
。
本
人
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
は
な
く
ウ
ラ
ヤ
マ
の
話
だ

と
い
う
が
、
辻
ま
こ
と
は
そ
う
い
う
山
と
自
然
を
自
分
の
領
分
と
し
、
山

の
声
を
聴
き
、
奥
日
光
の
猟
師
キ
ン
サ
ク
や
鹿
や
狐
や
ム
サ
サ
ビ
を
山
の

仲
間
と
し
ス
キ
ー
で
無
人
の
山
中
を
跛
属
す
る
、
非
典
型
な
登
山
者
。
だ

か
ら
、
山
に
限
ら
な
い
が
、
辻
ま
こ
と
を
知
る
人
の
範
囲
も
限
ら
れ
、
人

間
的
魅
力
に
も
拘
ら
ず

「
そ
れ
は
ご
く
小
さ
な
フ
ァ
ン
の
環
に
と
ど
ま

っ

た
」
。
現
在
登
山
家
と
い
う
典
型
的
な
鎧
を
着
て
い
る
多
く
の
人
た
ち
と
、

こ
の
自
由
な
人
と
の
接
点
が
、　
一
体
何
処
か
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

思
い
が
し
な
い
で
も
な
い
。

『見
知
ら
ぬ
オ
ト
カ
ム
』
を
読
め
ば
そ
の

「不
思
議
な
」
辻
ま
こ
と
が

全
部
わ
か
る
、
と
宣
伝
し
た
い
が
、
そ
ん
な
訳
に
は
行
か
な
い
。　
一
人
の

人
間
が
、
他
人
の
書
い
た

一
冊
の
本
だ
け
で
分
か
る
訳
が
な
い
と
い
う
こ
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と
だ
が
、
し
か
し
、
二
十
年
来
辻
ま
こ
と
に
魅
せ
ら
れ
、
心
の
大
切
な
部

分
を
こ
の
本
の
中
に
注
ぎ
込
ん
で

「私
に
は
い
ち
ば
ん
書
き
た
か

っ
た
本

が
や

っ
と
で
き
た
」
と

一
九
四
〇
年
生
ま
れ
の
著
者
が
述
べ
る
と
き
、
辻

ま
こ
と
が
忽
然
と
そ
こ
に
顔
を
見
せ
る
。
池
内
紀
に
辻
ま
こ
と
の
姿
が
重

な

っ
て
来
る
。
池
内
紀
が
辻
ま
こ
と
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、

著
者
の
心
に
よ

っ
て
あ
ぶ
り
出
さ
れ
た
、
池
内
紀
の
辻
ま
こ
と
が
姿
を
現

す
。
し
か
し
そ
の
姿
は
な
ん
と
も
辻
ま
こ
と
そ
の
人
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、

読
ん
で
自
ず
と
納
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

残
念
な
が
ら
、
こ
の
本
の
内
容
を
細
か
に
説
明
す
る
こ
と
は
止
め
た
方

が
よ
い
だ
ろ
う
。
辻
ま
こ
と
を
語
る
こ
と
と
同
じ
に
な
り
、
そ
れ
は
著
者

が
見
事
に
や

っ
て
し
ま

っ
た
。
本
書
を
読
ん
で
、
日
本
で
山
に
登

っ
た
人

の
中
に
、
こ
れ
程
自
由
な
精
神
と
思
索
を
駆
使
し
、
希
有
の
才
能
に
溢
れ

た
辻
ま
こ
と
と
い
う

「不
思
議
な
人
物
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
知
る
の
は
、

現
在
の
登
山
家
に
と

っ
て
も
、
多
少
は
心
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
『
山
か
ら
の
言
葉
』
は
、
本
人
の
知
ら
ぬ
処

で
出
来
た
四
冊
目

の
山
の
本
で
、
辻
ま
こ
と
が

『岳
人
』
に
描
い
た
表
紙
と
表
紙
の
言
葉
の

全
て
を
纏
め
て

一
冊
に
し
た
も
の
で
あ
る
。　
一
九
七
〇
年

一
月
号
か
ら

一

九
七
五
年
二
月
号
迄
の
全
五
十
七
点

（途
中
六
回
は
病

の
た
め
休
み
）
。

最
後
の
号
は
、
辻
ま
こ
と
の
遺
稿
と
な

っ
た
。
此
の
度

『平
凡
社
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
』
の
山
の
本
の
シ
リ
ー
ズ
の
中
の

一
冊
と
し
て
再
刊
さ
れ
た
。

通
常
の
場
合
と
異
な
り
、
こ
こ
で
は
表
紙
の
絵
と
表
紙
の
言
葉
に
は
直

接
の
つ
な
が
り
が
な
い
。
絵
は
絵
で
、
文
章
は
文
章
だ
。
色
刷
り
が
四
点

載

っ
て
い
る
が
、
そ
う
な
る
と
、
な
い
も
の
ね
だ
り
で
本
書
全
体
が
色
刷

り
で
な
い
の
が
却

っ
て
惜
し
ま
れ
る
。
線
や
形
は
明
瞭
だ
が
、
あ
の
透
明

な
色
彩
感
は
矢
張
り
独
特
な
も
の
と
い
え
る
の
だ
か
ら
。

辻
ま
こ
と
は
、
戦
後
ス
タ
イ
ン
ベ
ル
グ
等
ア
メ
リ
カ
の
カ
ー
ト
ゥ
ー
ニ

ス
ト
を
紹
介
し
、　
一
方
、
自
ら
は

『虫
類
図
譜
』
を
始
め
、
独
自
の
ペ
ン

に
よ
る
風
刺
の
効
い
た
数
多
く
の
絵
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、

池
内
紀
の
い
う
よ
う
に
作
者
の
眼
は
鋭
い
風
刺
の
光
で
外
部
の
世
界
に
向

か

っ
て
い
る
。
そ
れ
を
乱
暴
な
が
ら

一
括
り
す
る
と
、
山
の
絵
は
、
別
の

分
野
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

辻
ま
こ
と
の
山
の
水
彩
画
や
油
絵
と
同
様
、
『岳
人
』

の
表
紙

の
絵
も

そ
う
だ
が
、
山
に
関
わ

っ
た
と
き
に
は
絵
が
優
し
く
な
る
。
こ
う
し
て
纏

め
て
見
る
と
、
謂
わ
ば
登
山
者
百
態
で
、
真
面
目
な
顔
、
カ
リ
カ
チ

ュ
ア

風
、
丸
顔
ド
ン
グ
リ
ロ
玉
、
四
角
い
顎
や
大
鼻
の
男
、
髭
男
、
囲
炉
裏
の

向
こ
う
で
煙
管
を
持

っ
た
親
父
さ
ん
、
地
下
足
袋
に
背
負
子
に
ハ
チ

マ
キ

の
岳
人
、
山
小
屋
の
大
将
、
か
と
思
う
と
、
ス
テ
ッ
キ
を
立
て
て
チ

ロ
リ

ア
ン
ハ
ッ
ト
を
か
ぶ

っ
て
レ
コ
ー
ダ
ー
を
吹
く

ハ
イ
カ
ラ
な
登
山
者
等
々
。

毎
号
の
描
き
方
は
様
々
だ
が
、
こ
こ
で
は
登
山
者
は
外
部
の
対
象
と
い
う

よ
り
も
、
作
者
と
同
じ
世
界
の
人
た
ち
に
な
り
、
風
刺
も
内
輪
の
か
ら
か

い
に
似
て
柔
ら
か
い
。
こ
の
人
の
山
の
絵
に
は
、
山
の
声
を
聴
く
こ
と
の

出
来
た
人
の
山
の
静
寂
が
あ

っ
て
、
透
明
な
色
彩
が
心
の
姿
勢
を
伝
え
る

よ
う
だ
。
描
か
れ
た
登
山
者
た
ち
の
背
景
に
は
そ
の
静
寂
が
仄
見
え
る
。
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文
章
の
方
は
、
自
由
な
登
山
者
の
観
察
の
眼
の
至
る
処
に
、
筆
が
自
在

に
動
い
て
行
く
風
で
、
垣
間
見
せ
る
風
刺
の
鋭
さ
は
辻
ま
こ
と
の
お
手
の

も
の
で
あ
る
。
「
公
害
は
ま

っ
す
ぐ

い
え
ば

『
人
害
』
」

で
、
地
球
上

で

「人
害
ほ
ど
バ
ラ
ン
ス
よ
く
く
ず
し
た
愚
劣
な
活
動
は
な
か

っ
た
ろ
う
」

と
断
じ
た
の
は
既
に
七
二
年
の
こ
と
だ
し
、
八
千
房
を
初
め
て
無
酸
素
で

登

っ
た
二
人
の
登
山
家
に
感
動
す
る
と
同
時
に
、
「
き

っ
と
、
ま
た
こ
の

エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
が
す
ぐ
日
本
に
現
れ
る
だ
ろ
う
」
と
予
言
し
た
の
は
、
七

五
年
の
こ
と
だ
。
鳥
は

一
番
初
め
に
風
の
音
を
真
似
て
鳴
い
た
の
で
は
な

い
か
と
想
い
、
足
下
の
湿

っ
た
淡
い
緑
に
繊
細
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感

じ
、
「
谷
川
の
石
に
も
た
れ
て
二
時
間
も
坐

っ
て
い
れ
ば
、
山
の

一
呼
吸

ぐ
ら
い
の
息
吹
き
は
感
じ
ら
れ
る
の
は
あ
た
り
ま
え
だ
」
と
い
う
人
。
こ

の

一
人
の
希
な
登
山
者
の
思
想
に
触
れ
る
と
き
、
山
登
り
も
街
の
生
活
も
、

本
来
も

っ
と
自
由
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
知
る
に
違
い
な
い
。

余
談
に
な
る
が
、
三
十
余
年
前
千
代
田
公
会
堂
で
開
か
れ
た

「
ア
ル
プ

の
夕

べ
」
で
、
辻
さ
ん
は
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
飲
み
な
が
ら
ギ
タ
ー
を
弾
き
歌

を
う
た
い
話
を
し
た
。
私
は
舞
台
の
袖
か
ら
覗
い
て
い
た
が
、
こ
ん
な
に

大
勢
の
人
を
前
に
し
て
舞
台
で
お
酒
を
飲
め
る
の
は
大
変
な
人
だ
と
思

っ

た
。
会
場
全
体
が
暖
か
な
笑
い
に
包
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
し
て
も
あ
の

介
　

夜
辻
さ
ん
の
姿
を
見
た
人
た
ち
は
、
今
ど
う
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

紹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
谷

一
良
）

圭
日

図

西
前
四
郎
／
著

『
冬

の
デ

ナ
リ
』

こ
の
本
の
著
者
西
前
四
郎
は
筆
者
の
大
学
の
先
輩
で
あ
り
、
同
輩
で
も

あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
学
生
時
代
の
彼
の
山
に
対
す
る

情
熱
が
よ
り
濃
密
で
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

学
生
時
代
の
最
後
の
山
行
に
、
冬
の
利
尻
岳
に
行
こ
う
と
提
案
し
た
の

は
西
前
で
あ

っ
た
。
同
期
の
山
岳
部
員
は
七
名
ほ
ど
い
た
が
、
卒
業
式
も

出
な
い
で
利
尻
に
行
く
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、
結
局
西
前
と
筆
者
の
二
人

だ
け
で
あ

っ
た
。

私
た
ち
は
好
天
に
恵
ま
れ
、　
一
九
六

一
年
二
月

一
日
に
東
稜
か
ら
利
尻

の
頂
上
に
立

つ
こ
と
が
で
き
た
が
、
奇
し
く
も
六
年
後
の
こ
の
日
か
ら
、

彼
は
冬
の
デ
ナ
リ
で
プ
リ
ザ
ー
ド
の
た
め
最
終
キ
ャ
ン
プ
に
閉
じ
込
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

大
学
を
卒
業
し
て
、
西
前
は
ア
ラ
ス
カ
に
行

っ
て
し
ま

っ
た
し
、
筆
者

福音館書店・刊
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も
モ
ス
ク
ワ
で
生
活
し
て
い
た
の
で
長
い
間
会
う
機
会
は
な
か

っ
た
。

一
九
八
〇
年
の
早
春
に
、
私
た
ち
の
チ

ョ
ゴ
リ
ザ
遠
征
登
山
の
激
励
会

も
兼
ね
て
、
大
阪
で
Ｏ
Ｂ
会
の
集
ま
り
が
あ

っ
た
。
そ
の
時
西
前
も
出
席

し
て
い
て
、
デ
ナ
リ
の
冬
の
登
山
や

一
九
七
五
年
の
大
阪
府
岳
連
の
ダ
ウ

ラ
ギ
リ
Ⅳ
峰
の
登
山
の
話
な
ど
を
し
て
く
れ
た
。
集
会
も
終
り
、
梅
田
新

道
の
交
差
点
で
信
号
待
ち
を
し
て
い
る
時
、
隣
り
に
い
た
彼
が
ぽ

つ
り
と

言

っ
た
。

「
デ
ナ
リ
の
風
は
凄
か

っ
た
…
…
あ
の
時
の
風
の
咆
嗜
が
今
も
耳

の
奥

に
残

っ
て
い
る
ん
だ
」

そ
し
て
彼
は
私
た
ち
の
遠
征
登
山
が
無
事
で
あ
る
こ
と
を
念
じ
て
く
れ
た
。

『冬
の
デ
ナ
リ
』
に
は
こ
の
時
の
烈
風
の
情
景
が
次

の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。

「
パ
ス

（五
五
五
〇
屑
）
ま
で
あ
と
百
房
だ

っ
た
。
し
か
し
漏
斗

の
口

に
集
ま
る
水
の
よ
う
に
風
が
集
中
す
る
。
そ
の
堅
く
氷
化
し
た
ガ
リ
ー
の

中
央
に
出
て
行
く
勇
気
は
な
か
っ
た
。
…
…
さ
ら
に
傾
斜
を
ま
し
た
ガ
リ
ー

を
登
ろ
う
と
す
る
が
、
四

つ
ん
ば
い
で
は
吹
き
飛
ば
さ
れ
そ
う
で
、
び
た

り
腹
ば
い
に
な

っ
た
。
ピ

ッ
ク
を
氷
に
刺
し
、
に
じ
り
あ
が
ろ
う
と
す
る
。

つ
っ
張

っ
た
足
の
力
を
抜
く
と
、
ア
イ
ゼ
ン
を

つ
け
た
靴
先
が
風
に
浮
き

あ
が
り
、
体
を
め
く
ら
れ
そ
う
に
な
る
。

風
は
デ
ナ
リ
峠
の
最
低
鞍
部
で
す
さ
ま
じ
い
轟
音
を
あ
げ
、
ガ
リ
ー
を

は
い
ず
り
ま
わ
る
ジ
ロ
ー
の
腹
の
底
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
恐
怖
を
か
き
た
て
た
。」

彼
の
著
書

『冬
の
デ
ナ
リ
』
は

第

一
部
　
旅
立
ち
の
夏

第
二
部

白
い
風
の
冬

第
二
部
　
み
ど
り
甦
る
季
節

の
二
部
よ
り
成

っ
て
い
る
。
本
書
を
読
了
し
て
再
び
各
部
の
見
出
し
を
見

る
と
、
物
語
の
起
承
転
結
が
鮮
明
に
甦

っ
て
く
る
。
彼
の
人
生
が
見
事
に

短
い
言
葉
で
集
約
さ
れ
て
い
る
。

第

一
部
の

「旅
立
ち
の
夏
」
で
は
主
人
公

・
児
島
次
郎
達
社
会
人
登
山

隊

（筆
者
注
、
関
西
登
高
会
）
が
セ
ン
ト

・
エ
ラ
イ
ア
ス
登
山
に
ア
ラ
ス

カ
に
や
っ
て
来
る
。
こ
の
登
山
を
無
事
完
了
さ
せ
、
そ
の
上
彼
は
ア
ン
カ

レ
ッ
ジ
の
大
学
に
留
学
す
る
と
い
う
幸
運
を
つ
か
む
の
で
あ
る
。
翌
年
に

は
夏
の
デ
ナ
リ
に
登
り
、
そ
の
時
の
山
仲
間
、
詩
人
ヒ
ッ
ピ
ー
の
ア
ー
サ
ー

と
次
郎
は
厳
冬
の
デ
ナ
リ
初
登
頂
計
画
を
練
り
上
げ
た
。

第
二
部
の

「白
い
風
の
冬
」
で
は
、
八
名
よ
り
成
る
登
山
隊
が
厳
冬
期

の
デ
ナ
リ
峰
に
南
山
稜
よ
り
挑
む
。
隊
員
は
ア
ラ
ス
カ
に
住
む
登
山
家
が

中
心
で
あ
る
が
、
各
々
の
出
身
地
は
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、

ス
イ
ス
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
日
本
と
国
際
色
豊
か
な
登
山
隊
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
入
山
三
日
目
に
し
て
登
山
隊
は
不
幸
に
見
舞
わ
れ
隊
は
動

揺
す
る
。
隊
の
中
で
最
も
経
験
豊
富
な
フ
ラ
ン
ス
人
の
ジ
ャ
ッ
ク
が
ク
レ

バ
ス
に
落
ち
て
死
亡
す
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
は
リ
オ
ネ
ル

・
テ
レ
ー
と
組
ん
で

グ
ラ
ン
ド

・
ジ

ョ
ラ
ス
北
壁
冬
期
第
二
の
記
録
を
持

つ
登
山
家
だ

っ
た
。
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隊
員
デ
イ
プ
の
日
記
に
ジ
ャ
ッ
ク
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る

。「
こ
の
冬
の
山
の
風
と
光
と
影
、
こ
ん
な
さ
さ
や
か
な
も
の
で
彼
は
満

た
さ
れ
、
幸
せ
だ

っ
た
の
だ
」

こ
れ
は
ま
た
西
前
自
身
の
気
持
で
も
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
災
厄
に
も

か
か
わ
ら
ず
隊
は
登
山
を
続
行
し
、
最
終
キ
ャ
ン
プ
を
頂
上
に
通
じ
る
稜

線
上
に
あ
る
五
五
五
〇
】
川
の
デ
ナ
リ
峠
の
下
方
に
設
営
す
る
。
こ
こ
か
ら

三
名
が
頂
上
ア
タ

ッ
ク
に
向
か
っ
た
。
隊
長
や
ジ
ロ
ー
達
四
名
は
最
終
キ
ャ

ン
プ
の
雪
洞
で
ア
タ

ッ
ク
隊
の
帰
還
を
待

っ
て
い
た
。
そ
の
日
の
夕
方
か

ら
山
頂
は
プ
リ
ザ
ー
ド
が
吹
き
荒
れ
、
ア
タ
ッ
ク
隊
は
帰

っ
て
来
れ
な
い
。

翌
二
月

一
日
、
六
年
前
に
西
前
と
筆
者
が
利
尻
岳
の
頂
上
に
立

っ
た
日

で
も
あ
る
が
、
ジ
ロ
ー
と
隊
長
グ
レ
ッ
グ
が
救
援
に
デ
ナ
リ
峠
に
登

っ
て

行
く
が
、
強
風
に
は
ば
ま
れ
、
そ
の
手
前
で
引
き
返
し
て
来
る
。
こ
の
日

の
こ
と
を

「
デ
ナ
リ
の
風
は
凄
か

っ
た
」
と
彼
は
後
日
述
懐
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

プ
リ
ザ
ー
ド
の
た
め
に
最
終
キ
ャ
ン
プ
の
ジ
ロ
ー
達
は
雪
洞
で
足
留
め

を
く

っ
て
い
る
。
ア
タ
ッ
ク
隊
を
送
り
出
し
た
日
か
ら
三
日
目
に
は
隊
長

ら
二
人
が
救
援
を
求
め
て
下
山
。
「
登
山
隊
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま

っ

介
　

た
ｏ
事
態
は
ジ
ロ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
予
測
を
越
え
て
い
る
。
戦
術
の
失
敗
だ

昭１
　

と
ジ
ロ
ー
は
自
分
を
強
く
責
め
た
」
彼
は
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
の
担
当
で
あ

っ

彗〓．．
　

た
。
五
日
目
に
は
ジ

ロ
ー
ら
二
名
も
食
糧
が
尽
き
、
第
ニ
キ
ャ
ン
プ

ヘ
下

っ

図

て
行
く
。

デ
ナ
リ
峠
で
は
二
月
二
十
八
日
厳
冬
期
初
登
頂
を
果
し
た
ア
タ

ッ
ク
隊

三
名
の
壮
絶
な
死
闘
が
、
零
下
五
〇
度
、
風
速
五
〇
】
川
の
中
で
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
描
写
の
迫
真
力
は
凄
い
。

一
方
、
ジ
ロ
ー
ら
二
人
は
カ
ッ
ヒ
ナ
峠
の
第
ニ
キ
ャ
ン
プ
ま
で
下
る
が
、

こ
こ
で
再
び
悪
天
候
の
た
め
三
日
間
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま

っ
た
。
三
日

目
の
二
月
九
日
、
救
援
の
ヘ
リ
が
や

っ
て
来
て
ジ
ロ
ー
達
は
救
出
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
ア
タ
ッ
ク
隊
三
名
も
、
前
日
す
で
に
ヘ
リ
で
第
ニ
キ
ャ
ン
プ
か

ら
救
出
さ
れ
、
タ
ー
キ
ッ
ナ
に
収
容
さ
れ
て
い
る
の
を
知

っ
た
。

プ
リ
ザ
ー
ド
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
ア
タ
ッ
ク
隊
は
生
き
抜
き
、

二
月
七
日
彼
ら
は
デ
ナ
リ
峠
か
ら
凍
傷
で
ふ
く
れ
上

っ
た
足
を
靴
の
中
に

押
し
込
み
、
そ
の
上
に
ア
イ
ゼ
ン
を
く
く
り

つ
け
、
氷
化
し
た
斜
面
を
下

り
、
最
終
キ
ャ
ン
プ
を
経
て
第
ニ
キ
ャ
ン
プ
ま
で
た
ど
り
着
い
て
い
た
の

だ

っ
た
。

第

一
部
、
第
二
部
の
主
人
公

・
次
郎

（又
は
ジ
ロ
ー
）
は
著
者
自
身
で

あ
る
。
彼
は

「
こ
の
著
者
を
第
二
者
と
し
て
描
き
き
る
こ
と
を
自
分
の
課

題
に
し
た
」
と
あ
と
が
き
で
言

っ
て
い
る
。

第
二
部
の

「
み
ど
り
甦
る
季
節
」
で
は
著
者
西
前
四
郎
自
身
が
、
冬
の

デ
ナ
リ
で
生
き
残

っ
て
い
る
メ
ン
バ
ー
の
そ
の
後
の
人
生
を
描
き
な
が
ら
、

冬
の
デ
ナ
リ
登
山
の
意
義
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
。

西
前
は
デ
ナ
リ
の
後
で
も
う

一
つ
の
海
外
登
山
を
行

っ
た
。
前
述
し
た

ダ
ウ
ラ
ギ
リ
Ⅳ
峰

へ
の
遠
征
で
あ
る
。
こ
の
登
山
で
、
登
攀
隊
長
で
あ

っ

た
彼
は
、
二
名
の
隊
員
を
失

っ
た
。
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
Ⅳ
峰
を
初
登
頂
し
た
二
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人
の
隊
員
が
下
山
時
に
滑
落
し
て
命
を
落
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

彼
に
は
デ
ナ
リ
の
隊
長
グ
レ
ッ
グ
の
気
持
が
更
に
深
く
理
解
で
き
る
よ

う
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。
隊
長
は
今
は
シ
ア
ト
ル
北
方
の
サ
ン

・
ホ
ア
ン

島
に
住
ん
で
い
て
牧
場
や
農
園
を
経
営
し
、
野
外
活
動
用
の
ナ
イ
フ
を
作

っ

て
い
た
。
西
前
は
隊
長
グ
レ
ッ
グ
を
訪
れ
、
あ
の
時
の
こ
と
を
じ

っ
く
り

話
し
合

っ
た
。
そ
し
て
彼
は
言

っ
て
い
る
。

「
ぼ
く
が
今
も
冬
の
デ
ナ
リ
を
誇
ら
し
く
思
う
の
は
、

ぼ
く
ら
が
あ
の

途
方
も
な
い
冒
険
を
楽
し
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
最
後
の

一
週
間
ま

で
は
ね
…
…
。
あ

っ
そ
う
だ
。
最
後
の

一
週
間
で
露
呈
し
た
自
分
の
失
策

に
気
を
と
ら
れ
て
、
ぼ
く
た
ち
の
誇
る
べ
き
も
の
を
、
今
ま
で
忘
れ
て
い

た
ん
だ
」

ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
に
腰
を
落
ち
着
け
て
い
る
デ
ナ
リ
の
登
頂
者
、
ヒ
ッ
ピ
ー

だ

っ
た
ア
ー
サ
ー
は
今
は
著
名
な
ラ
イ
タ
ー
で
あ
る
。
彼
は
遠
慮
な
く
四

郎
に
尋
ね
る
。
二
人
の
ア
タ
ッ
ク
隊
を
残
し
て
、
最
終
キ
ャ
ン
プ
を
去

っ

た
四
郎
の
気
持
を
。

「
…
…
君
の
死
を
受
け
入
れ
る
覚
悟
を
し
た
。
そ
ん
な
む
ず
か
し
い
こ

と
じ
ゃ
な
か

っ
た
。
君
が
生
き
た
が

っ
て
い
た
の
は
よ
く
知

っ
て
い
た
け

ど
、
ジ
ャ
ッ
ク

●
フ
ァ
ー
リ
ン
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
死
は
突
然
、
誰
に

で
も
訪
れ
る
さ
。
そ
の
こ
と
は
み
ん
な
承
知
だ

っ
た
ろ
う
？
絶
対
死
ん
で

た
ま
る
か
と
思
い
な
が
ら
、
い
つ
も
死
は
身
近
に
あ

っ
た
」

「
あ
の
冒
険
を
経
験
で
き
た
こ
と
は
す
ご
く
幸
運
だ

っ
た
。

ぼ
く
の
職

業
も
、
生
き
方
も
そ
こ
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
ん
だ
。
い
ろ
ん
な
意
味
で
、

君
に
感
謝
し
て
い
る
よ
」
と
ア
ー
サ
ー
。

西
前
は
か
す
れ
た
声
で
返
事
し
て
い
る
。

「
い
や
、
ア
ー
サ
ー
、
生
き
て
い
て
く
れ
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
」

著
者
は
あ
と
が
き
に
こ
う
書
い
て
い
る
。
「自
分
は
こ
の
山
行

に
参
加

し
た
こ
と
を
誇
り
に
し
な
が
ら
、　
一
方
で
は
嘆
き
、
悲
し
み
、
怒
り
、
屈

辱
な
ど
人
の
記
憶
の
中
に
あ
る
感
情
の
澱
り
を
扱
い
か
ね
て
い
ま
し
た
。
」

登
山
後
二
十
年
間
、
自
分
の
心
の
内
奥
に
あ

っ
た
こ
の
澱
り
を
彼
は
本

書
で
美
事
に
描
き
出
し
た
。

確
か
に
、
こ
の
物
語
り
を
書
き
上
げ
た
の
は
西
前
四
郎
自
身
だ
が
、

『冬
の
デ
ナ
リ
』
は
デ
ナ
リ
が
著
者
に
与
え
た
貴
重
な
贈
り
も
の
だ
と
筆

者
は
思
う
。
そ
の
デ
ナ
リ
の
与
え
た
も
の
は
、
日
に
見
え
ぬ
潜
在
的
な
人

間
の
心
の
問
題
で
も
あ

っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
本
物
の
山
岳
文
学

『冬
の

デ
ナ
リ
』
と
い
う
具
象
的
な
形
に
し
て
、
彼
は
私
た
ち
に
呈
示
し
て
く
れ

た
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
美
し
い
カ
ラ
ー
写
真
が
多
数
挿
入
さ

れ
て
い
る
。

な
お
著
者
は
本
書
刊
行
を
目
前
に
し
た

一
九
九
六
年

一
〇
月

一
〇
日
、

不
慮
の
事
故
で
急
逝
さ
れ
た
。

（
田
村
俊
介
）
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北
海
道
雪
崩
事
故
防
止
研
究
会
／
編

『
最
新
雪
崩
学
入
門
』

本
書
は
、
北
海
道
の
山
々
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
き
た
登
山
者
や

山
岳
ス
キ
ー
ヤ
ー
で
組
織
さ
れ
る
北
海
道
雪
崩
事
故
防
止
研
究
会
が
、
雪

崩
現
象
を
正
し
く
理
解
し
、
そ
し
て
適
切
な
知
識
と
技
術

・
装
備
に
よ

っ

て
、
雪
山
の
最
大
の
危
険
で
あ
る
雪
崩
事
故
の
被
害
を
少
し
で
も
少
な
く

す
る
た
め
に
、
北
海
道
大
学
低
温
科
学
研
究
所
の
ス
タ

ッ
フ
と
と
も
に
ま

と
め
た

「雪
崩
の
教
科
書
」
で
あ
る
。

本
書
は
ま
ず
、
山
岳
雪
崩
遭
難
の
実
態
調
査

（第
１
章
）
か
ら
始
ま
り
、

雪
の
科
学
的
性
質

（第
２
章
）
お
よ
び
雪
崩
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム

（第
３

章
）
と
続
く
。
そ
し
て
手
に
よ
る
弱
層
テ
ス
ト
と
い
う
、
現
地
で
も
簡
単

に
で
き
る
雪
崩
の
危
険
判
別
法

（第
４
章
）
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
後
、

雪
崩
の
潜
在
的
危
険
が
あ
る
雪
山
で
の
行
動
判
断

（第
５
章
）
が
、
ル
ー

ト
選
択
、
危
険
地
帯
通
過
方
法
、
キ
ャ
ン
プ
地
の
選
択
と
い
う
登
山
の
重

要
な
場
面
ご
と
に
解
説
さ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
い
わ
ば
雪
崩
に
遭
わ
な
い
た
め
の
知
識
と
対
策
で
あ
る
。

そ
し
て

一
見
す
る
と
、
本
書
ほ
ど
体
系
化
さ
れ
て
は
い
な
か

っ
た
も
の
の
、

こ
れ
ま
で
の
山
岳
情
報
誌
や
登
山
関
係
の
書
籍
で
も
、　
一
応
は
取
り
扱
わ

れ
て
い
た
情
報
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
編
者
は
序
文
で
、
本
書
を
読
む
に
際
し
て
は
、
雪
崩
に
関
す
る

既
存
の
断
片
的
な
知
識
を

一
度
す
べ
て
捨
て
さ
る
こ
と
、
い
わ
ば

「常
識

の
否
定
」
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
冬
山
を

何
シ
ー
ズ
ン
か
経
験
す
る
と
、
誰
し
も
先
輩
か
ら
聞
い
た
知
識
や
自
分
で

集
め
た
情
報
か
ら
、
雪
崩
に
つ
い
て
、
あ
る
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し

て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
が
完
全
に
正
し
い
な
ら
ば
問
題
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
そ
の
雪
崩
の
イ
メ
ー
ジ
と
知
識
に
は
往
々
に
し
て
誤
り
が
あ
り
、

そ
の
誤
り
は
悲
惨
な
雪
崩
遭
難

へ
と
つ
な
が
る
。

た
と
え
ば
、
「太
い
木
が
生
え
て
い
る
か
ら
安
全
」
と
い
う
常
識
は
、

表
層
雪
崩
の
破
壊
力
の
前
で
は
身
を
守

っ
て
く
れ
な
い
。
「
雪
が
降

っ
て

い
な
け
れ
ば
ま
ず
大
丈
夫
」
で
は
な
い
。
降
雪
が
な
い
時
の
雪
崩
発
生
件

数
は
、
実
は
吹
雪
の
時
と
同
じ
ほ
ど
多
い
。
そ
し
て

「気
温
が
低
く
て
雪

が
締
ま

っ
て
」
い
て
も
安
心
は
で
き
な
い
。
気
温
の
低
い
夜
間
で
も
、
や

は
り
雪
崩
は
起
こ
る
の
で
あ
る
。

「常
識
」
に
惑
わ
さ
れ
る
の
は
ベ
テ
ラ
ン
と
て
同
じ
で
あ
る
。

日
本
人

に
よ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
全
死
亡
者
の
四
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
強
は
雪
崩
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
九
〇
年
代
に
入

っ
て
か
ら
の
記
録
に
よ
れ
ば
、

山と漢谷社・刊
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高
所
登
山
者

一
〇
〇
人
の
う
ち
二
人
は
確
実
に
雪
崩
の
犠
牲
と
な

っ
て
い

る
。
ま
た
事
故
者
四
人
の
う
ち
二
人
が
雪
崩
事
故
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う

こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、　
一
般
に
広
ま

っ
て
い
る
雪
崩
に
関
す
る

「常
識
」
あ
る

い
は
誤
解
に
つ
い
て
、
本
書
は
豊
富
な
資
料
と
緻
密
な
検
討
に
よ

っ
て
、

ひ
と

つ
づ
つ
解
説
し
て
行
く
。
そ
し
て
、
現
時
点
で
分
か

っ
て
い
な
い
こ

と
は
分
か
ら
な
い
と
明
示
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
の

「常
識
」
に
従

っ

て
き
た
登
山
者
や
ス
キ
ー
ヤ
ー
に
、
い
か
に
こ
れ
ま
で
自
分
が
幸
運
で
あ
っ

た
の
か
を
、
背
筋
を
伝
わ
る
寒
気
と
と
も
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

し
か
し
第
６
章
以
降
の
本
書
の
内
容
は
、
ま
さ
に
注
目
に
値
し
よ
う
。

そ
こ
で
否
定
さ
れ
る
の
は
、
「雪
崩
に
や
ら
れ
た
ら
助
か
ら
な
い
」
と
い

う
常
識
で
あ
る
。
こ
の

「常
識
」
に
対
し
て
本
書
が
呈
示
す
る
の
は
、
雪

崩
を
避
け
る
だ
け
で
な
く
、
雪
崩
に
遭
遇
し
て
し
ま
っ
て
も
、
パ
ー
テ
ィ
ー

の
迅
速
な
捜
索
救
援
活
動
に
よ

っ
て
生
還
す
る
た
め
に
、
雪
山
を
目
指
す

者
が
持

つ
べ
き
知
恵
と
具
体
的
手
法
で
あ
る
。

第
６
章
は
雪
崩
対
策
の
装
備
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
は

「雪
崩
ビ
ー
コ

ン
」
の
紹
介
と
そ
の
適
切
な
使
用
方
法
に
割
か
れ
て
い
る
。
そ
の
雪
崩
ビ
ー

コ
ン
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
無
線
信
号
送
受
信
機
で

あ
る
。
雪
崩
埋
没
者
の
生
還
率
は
時
間
と
の
競
争
で
あ
る
が
、
パ
ー
テ
ィ
ー

の
全
員
が
こ
の
ビ
ー
コ
ン
を
身
に
着
け
て
い
れ
ば
、
仲
間
に
よ
る
埋
没
者

の
捜
索
が
容
易
に
な
り
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
救
助
が
可
能
と
な
る
。
現
に

カ
ナ
ダ
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
雪
崩
ビ
ー
コ
ン
携
行
者
の
生
還
率
は
、
ビ
ー

コ
ン
を
携
行
し
て
い
な
か

っ
た
者
の
三
倍
近
く
に
も
な
る
と
い
う
。
携
行

し
て
い
れ
ば
絶
対
に
助
か
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
生
存
率
を
高
め
る

効
果
は
ま
ち
が
い
な
い
と
し
て
、
欧
州
や
北
米
の
登
山
者
や
ス
キ
ー
ヤ
ー

の
間
で
は
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
装
備
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
た
と
え
遭
難
者
が
埋
ま

っ
て
い
る
位
置
を
ビ
ー
コ
ン
で
つ

き
と
め
た
と
し
て
も
、
迅
速
に
掘
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
ど
う
し

よ
う
も
な
い
。
そ
こ
で
必
要
と
な
る
の
が
ス
コ
ッ
プ
で
あ
る
。
そ
れ
も
国

内
の
多
く
の
雪
山
登
山
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
パ
ー
テ
ィ
ー
に

一
本
と
い

う
の
で
は
な
い
。
軽
量
で
頑
丈
な
ス
コ
ッ
プ
を
、
ひ
と
り
に

一
本
、
携
行

す
べ
き
と
の
こ
と
だ
。
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
た
し
か
に
最
近
の
北
米

や
欧
州
の
山
岳
ス
キ
ー
ヤ
ー
は
、
ザ

ッ
ク
に
い
つ
も
ス
コ
ッ
プ
を

つ
け
て

い
る
し
、
ザ

ッ
ク
の
背
面
パ
ネ
ル
は
ス
コ
ッ
プ
の
着
脱
が
容
易
な
デ
ザ
イ

ン
に
な

っ
て
い
る
。

第
７
章
は

「
セ
ル
フ
・
レ
ス
キ

ュ
ー
」
、
す
な
わ
ち

「
雪
崩

に
遭
遇
し

て
行
方
不
明
者
を
生
じ
た
パ
ー
テ
ィ
ー
が
、
救
助
隊
の
支
援
を
受
け
ず
に

自
ら
の
能
力
だ
け
で
捜
索
し
、
行
方
不
明
者
を
救
出
す
る
」
た
め
の
方
法

を
、
詳
細
に
説
明
す
る
。
第
６
章
で
詳
述
さ
れ
た
雪
崩
ビ
ー
コ
ン
の
有
効

性
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
強
調
さ
れ
る
。
編
者
の
北
海
道
雪
崩
事
故
防

止
研
究
会
は
、
日
本

へ
の
雪
崩
ビ
ー
コ
ン
の
導
入
を
い
ち
は
や
く
実
践
し
、

ま
た
そ
の
効
果
の
紹
介
と
正
し
い
使
用
方
法
の
普
及
に
努
め
て
い
る
だ
け

に
、
先
の
第
６
章
と
、
ビ
ー
コ
ン
の
具
体
的
使
用
方
法
や
注
意
点
を
紹
介

す
る
こ
の
第
７
章
は
、
本
書
の
な
か
で
も
特
に
充
実
し
て
い
る
。
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図 書 紹 介

第
８
章
は
、
遭
難
者
発
見
後
の
対
応
で
あ
る
。
こ
れ
も
雪
崩
対
策
と
し

て
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
は
情
報
と

し
て
十
分
に
整
理
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
不
幸

に
し
て
セ
ル
フ
レ
ス
キ

ュ
ー
で
は
対
処
し
き
れ
ず
、
救
助
隊
が
必
要
と
な
っ

た
場
合
の
本
格
的
捜
索
方
法
が
第
９
章
で
述

べ
ら
れ
る
。

第
１０
章
は
雪
崩
対
策
先
進
国
の
現
状
で
あ
り
、
特
に
ア
ル
プ
ス
を
抱
え

る
ス
イ
ス
の
雪
崩
対
策
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
「
雪
崩
犠
牲
者
を
な
く
す

た
め
に
」
と
い
う
第
１１
章
は
、
本
書
の
編
者
た
ち
の
願
い
で
あ
ろ
う
が
、

「
自
ら
の
命
は
自
分
で
守
る
」
と
い
う
考
え
こ
そ
は
、
本
書

で
強
調
さ
れ

る
知
識
や
対
策
を
貫
く
、
中
心
的
な
思
想
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
第
１２
章
で
は
、
全
国
山
岳
雪
崩
発
生
地
点
地
図
お
よ
び
雪
崩
遭

難
記
録
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
執
筆
者
た
ち
の
活
動
の
中
心
が
北
海
道
の

山
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
大
雪
や
日
高
等
、
北
海
道
の
山
岳
の
情
報

が
多
い
が
、
南
北

・
中
央
ア
ル
プ
ス
や
八
ケ
岳
、
上
越
の
山
、
あ
る
い
は

富
士
山
な
ど
の
雪
崩
情
報
も
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
域

へ
の

積
雪
期
登
山
を
計
画
す
る
際
に
は
、
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
人
の
執
筆
者
に
よ
る
分
担
執
筆
で
あ
り
な
が
ら
、
全
員
が
本
書
の
目

的
と
性
格
を
良
く
理
解
し
て
い
る
た
め
か
、
章
ご
と
の
記
述
ス
タ
イ
ル
に

も
違
和
感
は
感
じ
ら
れ
ず
、
全
体
の
つ
な
が
り
も
論
理
的
か
つ
ス
ム
ー
ズ

で
あ
る
。
総
じ
て
い
え
ば
、
Ａ
５
判

一
六
〇
ペ
ー
ジ
と
い
う

ハ
ン
デ
ィ
な

体
裁
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
に
充
実
し
た
内
容
で
、
登
山
者
や
ス
キ
ー
ヤ
ー

に
と

っ
て
の
雪
崩
対
策
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
で
表
わ
さ
れ
た
現
時
点
で

は
最
良
の
テ
キ
ス
ト
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
雪
山
を
志
す
初
心

者
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
自
称

「雪
山
の
ベ
テ
ラ
ン
」
に
こ
そ
、
じ

っ
く
り

と
読
ん
で
も
ら
い
た
い
良
書
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
書
に
も
改
善

へ
の
要
望
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は

本
書
が
、
正
確
か
つ
高
度
な
知
識
や
具
体
的
な
対
策
手
法
を
、
限
ら
れ
た

ス
ペ
ー
ス
に
盛
り
込
も
う
と
し
た
た
め
か
、
写
真
や
図
が
多
用
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
は
読
み
や
す
い
も
の
と
は
な

っ
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
自
分
自
身
も
雪
崩
に
遭
遇
し
た
こ
と
が
あ
り
、

し
か
も
日
の
前
で
危
う
く
仲
間
を
な
く
し
か
け
た
と
い
う
経
験
も
あ
る
た

め
、
本
書
を
興
味
深
く
読
み
、
ま
た
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
多
か

っ
た
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
に
雪
崩
を
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
者
や
、
雪
と
雪
崩
に

つ
い
て
こ
れ
か
ら
初
め
て
学
ぼ
う
と
い
う
人
々
に
と

っ
て
は
、
「
入
門
」

と
名
う
た
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
あ
ま
り
に
も
専
門
的
あ
る
い
は
学
術
的

に
過
ぎ
る
と
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
、
よ

り
読
み
や
す
い
改
訂
版
と
い
う
形
で
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ

っ
て
は
、
思

い
切

っ
て
内
容
を
絞

っ
た

「図
説
簡
易
版
」
と
い
っ
た
よ
う
な
形
で
、
雪

崩
の
怖
さ
を
知
ら
な
い
登
山
者
や
ス
キ
ー
ヤ
ー
、
ス
ノ
ー
ボ
ー
ダ
ー
に
と

っ

て
も
、
よ
り
興
味
を
持
ち
や
す
く
、
そ
し
て
雪
崩
の
怖
さ
と
被
害
防
止
対

策
の
基
本
を
、
よ
り
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
、
ま
さ
に

「
入
門
」
と

な
る
雪
崩
防
止

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
、
本
書
の
編
者
や
そ
の
仲
間
た
ち
に
よ

っ

て
著
わ
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

な
お
、
北
海
道
雪
崩
事
故
防
止
研
究
会
の
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
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本
書
の
執
筆
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
福
沢
卓
也
氏
は
、
本
書
が
出
版
さ
れ
る

一
年
半
前
の

一
九
九
四
年
九
月
、
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
の
登
山
隊
員
と
し

て
中
国
の
ミ
ニ
ャ
●
コ
ン
カ
峰
を
登
山
中
、
四
人
の
仲
間
と
と
も
に
消
息

を
絶

っ
た
。
遭
難
原
因
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
雪
崩
に
よ
る
事

故
が
疑
わ
れ
て
い
る
。
福
沢
氏
と
は

一
緒
に
雪
山
を
歩
き
語
ら
う
機
会
こ

そ
な
か

っ
た
も
の
の
、
彼
と
同
じ
北
海
道
の
山
々
を
登
山
と
ス
キ
ー
の
フ
ィ
ー

ル
ド
の
中
心
と
し
て
い
た
私
と
し
て
も
、
本
書
が
広
く
読
ま
れ
、
本
書
の

知
識
と
対
策
が
実
際
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
雪
崩
に
よ
る
遭
難

を

一
件
で
も
少
な
く
し
、
そ
し
て
雪
崩
事
故
か
ら
の
生
還
者
を

一
人
で
も

多
く
し
よ
う
と
し
た
福
沢
氏
の
想
い
が
実
現
す
る
こ
と
を
、
心
か
ら
願
わ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

（加
藤
峰
夫
）

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
／
著
　
青
木
枝
朗
／
訳

『
日
本

ア
ル
プ

ス
の
登
山
と
探
検
』

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
／
著
　
水
野
　
勉
／
訳

『
日
本

ア
ル
プ

ス
再
訪
』

英
国
人
ウ
ォ
ル
タ
ー

・
ウ

ェ
ス
ト
ン
は

一
八
八
八
年
、
キ
リ
ス
ト
教
の

宣
教
師
と
し
て
、
二
十
七
歳
の
時
に
初
め
て
来
日
し
た
。
二
十
五
歳
の
頃

よ
リ
ス
イ
ス
ア
ル
プ
ス
を
中
心
と
し
て
本
格
的
な
登
山
に
傾
倒
し
て
い
た

彼
は
、
こ
の
極
束
の
島
国
の
す
ば
ら
し
い
大
山
脈
を

「発
見
」
す
る
。
そ

し
て

一
八
九

一
年
か
ら

一
八
九
四
年
の
四
年
を
か
け
て
、
北
ア
ル
プ
ス
、

富
士
山
、
浅
間
山
な
ど
、
ま
だ

一
般
登
山
者
な
ど
存
在
す
ら
し
て
い
な
か

っ

〇%
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た
頃
の
日
本
の
山
々
と
山
村
を
存
分
に
旅
し
て
回

っ
た
。
驚
く
の
は
、
そ

の
旅
行
に
先
立
ち
、　
一
八
九
〇
年
に
彼
が
宣
教
師
の
職
を
辞
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
若
き
登
山
家

・
ウ
ェ
ス
ト
ン
に
と

っ
て
未
知
な
る
日
本
の
山
々

の
登
山
と
探
検
は
、
八
年
間
の
日
本
滞
在
に
お
け
る
、
ま
さ
に
最
大
の
目

的
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
九
五
年
に

一
旦
帰
国
後
、
そ
の
四
年
間
に
渡
る
日
本
で
の
登
山
と
、

山

へ
行
き
帰
り
に
滞
在
し
た
周
辺
の
村
々
の
旅
行
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も

の
が
、
は
じ
め
に
紹
介
す
る

『
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
と
探
検
』
で
あ
る
。

英
国
人
に
対
し
て
未
知
な
る
日
本
の
山
々
と
山
村
の
風
俗
を
紹
介
す
る

目
的
で
書
か
れ
た
本
書
に
偶
然
出
会

っ
た
岡
野
金
次
郎
、
そ
し
て
小
島
烏

水
が
、　
一
九
〇
二
年
に
再
来
日
を
果
た
し
て
い
た
ウ

ェ
ス
ト
ン
と
親
交
を

持

っ
た
。
日
本
の
山
岳
環
境
の
素
晴
ら
し
さ
を
世
に
紹
介
し
、
自
ら
が
登

山
の
実
践
者
で
あ

っ
た
ウ

ェ
ス
ト
ン
と
の
遅
近
が
、
二
人
の
山
好
き
の
若

者
に
与
え
た
影
響
は
は
か
り
し
れ
な
い
。
そ
れ
が

一
九
〇
五
年
の
日
本
山

岳
会
の
創
立
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
ま
で
宗
教
的
登
山
及
び
狩
猟

等
の
生
活
目
的
の
登
山
し
か
な
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
日
本
に
、
「
遊
び
と

し
て
の
登
山
」
「登
山
の
た
め
の
登
山
」
、
す
な
わ
ち
近
代
登
山
を
急
速
に

普
及
さ
せ
る
最
大
の
礎
と
な

っ
た
こ
と
は
、
現
在
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ

介
　

と
で
あ
る
。

昭１

　

　

本

書

に

は

約

一

〇

〇

年

前

、

ウ

ェ

ス

ト

ン

が

北

ア

ル

プ

ス

を

中

心

と

す

彗〓〓．
　

る
日
本
の
山
々
を
縦
横
に
逍
通
し
た
記
録
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

図

一
つ
一
つ
の
登
山
記
録
は
概
し
て
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
な
く
、
現
代
の
登

山
記
に
比
べ
て
記
述
は
簡
潔
で
あ
る
。
ま
だ
大
正
池
す
ら
存
在
し
て
い
な

か

っ
た
頃
の
あ
ま
り
に
も
豊
か
な
日
本
ア
ル
プ
ス
の
自
然
の
中
、
し
か
も

処
女
性
に
あ
ふ
れ
る
原
始
郷
を
自
由
に
駆
け
巡
る
ウ

ェ
ス
ト
ン
た
ち
が
ま

ず
素
直
に
言

っ
て
う
ら
や
ま
し
い
。
そ
し
て
、
文
明
を
発
展
さ
せ
る

〓
衣

こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
原
初
の
自
然
を
も

っ
と
純
粋
な
形
で
生
か
し
続

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
、
な
ど
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

空
に
は

一
点
の
雲
も
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
ふ
た
た
び
雑
炊
橋
を
渡

っ

て
、
日
本
の
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
と
も
い
う
べ
き
槍
ケ
岳
に
向
か

っ
た
。

―

略
―

谷
間
の
空
気
は
清
く
澄
ん
で
、
木
々
の
葉
に
は
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
の
よ
う
な
朝
露
が
き
ら
め
い
て
い
た
。
頂
上
高
く
簿
え
る
松
の
木

の
甘
い
香
り
、
足
の
方
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
遠
い
渓
流
の
ざ
わ
め
き
、

見
覚
え
の
あ
る
高
い
山
の
頂
き
に
覗
い
て
い
る
真

っ
青
な
小
さ
な
空
―

―
も
う
そ
れ
だ
け
で
、
生
き
て
い
る
こ
と
が
う
れ
し
く
な

っ
て
し
ま
う

の
だ
。

ウ

ェ
ス
ト
ン
の
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
記
述
に
は
、
日
本
の
山
岳
の
素
晴
ら

し
さ
が
そ
の
神
秘
と
と
も
に
描
き
出
さ
れ
、
と
同
時
に
、
登
山
の
持

つ
本

質
的
な
魅
力
が
立
ち
昇

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
猟
師
た
ち
が
歩
か

な
い
新
し
い
道
か
ら
頂
き
を
目
指
す
時
、
そ
こ
に
は
後
年
先
端
登
山
界
の

一
つ
の
流
れ
と
な

っ
た
未
知
と
困
難
を
求
め
る
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
の
萌
芽
が

明
ら
か
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

一
方
、
登
山
の
記
録
だ
け
で
な
く
、
そ
の
行
き
帰
り
に
立
ち
寄

っ
た
日

本
の
田
舎
で
の
素
朴
な
村
人
と
の
ふ
れ
あ
い
、
明
治
中
期
の
そ
の
風
俗
の
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紹
介
も
、
登
山
の
記
録
と
同
じ
く
ら
い
の
質
量
を
持

っ
て
、
本
書
を
形
づ

く
る
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
江
戸
時
代
の
雰
囲
気
す
ら
感
じ
ら
れ
る

一
〇
〇

年
前
の
日
本
の
山
村
の
様
子
は
、
私
た
ち
日
本
人
に
は
と
て
も
興
味
深
い

物
だ
。
珍
し
い
外
国
人
に
接
す
る
態
度
、
そ
の
田
舎
の
民
の
素
朴
さ
は
、

奇
し
く
も
昨
今
私
た
ち
日
本
人
登
山
者
が
好
ん
で
登
山
や
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

に
訪
れ
る
ネ
パ
ー
ル
の
、
山
岳
民
族
と
の
ふ
れ
あ
い
を
想
起
さ
せ
る
。
ま

た
、
全
体
を
通
じ
て
好
ま
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
ウ

ェ
ス
ト
ン
の
暖
か

い
人
間
性
で
あ
る
。
田
舎
の
民
に
接
す
る
彼
は
、
常
に

一
定
の
礼
に
基
づ

く
態
度
で
接
し
、
あ
る
時
は
友
情
を
も
育
ん
で
い
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
嫌

味
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

さ
て
、　
一
九
〇
二
年
か
ら

一
九
〇
五
年
に
か
け
て
再
来
日
を
果
た
し
た

ウ

ェ
ス
ト
ン
は
、
鳳
凰
三
山
の
地
蔵
岳
オ
ベ
リ
ス
ク
を

ロ
ー
プ
を
用
い
て

初
登
攀
す
る
な
ど
、
今
度
は
主
に
南
ア
ル
プ
ス
を
中
心
に
登
山
を
行

っ
た
。

そ
し
て
、　
一
九

一
一
年
、
ウ

ェ
ス
ト
ン
五
〇
歳
の
時
に
三
度
目
の
来
日
を

し
、
上
高
地
の
主
と
呼
ば
れ
た
猟
師

・
上
条
嘉
門
次
ら
と
、
懐
か
し
い
北

ア
ル
プ
ス
を
ま
た
精
力
的
に
登

っ
て
回
る
。　
一
九

一
五
年
の
英
国

へ
の
帰

国
が
、
日
本
と
の
最
後
の
別
れ
と
な

っ
た
。

二
冊
目
に
紹
介
す
る

『
日
本
ア
ル
プ
ス
再
訪
』
（原
題
は

Ｒ哺
〓
①
「
Ｆ
Ч
‥

的
ｏヽ
Ｅ

鮎
ｏ
』
多
①
『
”
『
国
”
∽■
）
に
は
、
三
度
目
と
三
度
目
の
滞
在
時

の

登
山
の
記
録
が
主
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

『
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
と
探
検
』
が
、
旅
行
記
と
し
て
の
色
彩
濃
く
、

紀
行
文
の
中
で
登
山
と
日
本
の
田
舎
の
風
物
な
ど
を
あ
わ
せ
て
紹
介
し
て

い
た
の
に
対
し
、
『
日
本
ア
ル
プ
ス
再
訪
』
で
は
、
日
本
の
文
化
、
風
俗

な
ど
に
対
す
る
よ
り
深
い
考
察
を
、
最
初
の
著
書
よ
り
も
は
る
か
に
多
く

の
独
立
し
た
章
を
設
け
て
紹
介
し
て
い
る
。
歴
史
や
芸
術
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
側
面
か
ら
富
士
山
を
包
括
的
に
記
し
た

「富
士
山
年
代
記
」
は
、
日
本

人
で
も
こ
こ
ま
で
詳
し
く
調
べ
る
の
は
大
変
だ
と
思
え
る
ほ
ど
だ
し
、
ま

た
登
山
と
は
関
係
な
い

「
日
本
の
田
舎
の
年
中
行
事
」
や

「近
代
日
本
の

軍
人
養
成
」
な
ど
の
章
も
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
深
い
。
実
際
、
『
日
本

ア
ル

プ
ス
再
訪
』
の
魅
力
は
、
南
ア
や
北
ア
の
登
山
紀
行
の
面
白
さ
に
勝
る
と

も
劣
ら
な
い
、
そ
れ
ら
日
本
研
究
の
章
の
充
実
し
た
内
容
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
し
か
し
、
こ
の

『
日
本
ア
ル
プ
ス
再
訪
』
の
中
で
私
が
最
も

直
裁
に
刺
激
を
受
け
た
の
は
、
そ
こ
に
登
山
の
持

つ
真
の
価
値
、
そ
れ
も

現
代
社
会
の
中
に
お
け
る
登
山
の
持
ち
う
る
価
値
と
い
う
も
の
が
、
明
確

な
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
登
山
と
り
わ
け
生
死
を
賭
け

る
よ
う
な
登
山
と
い
う
も
の
は
、
他
の
ス
ポ
ー
ツ
や
仕
事
と
は
異
な
り
、

社
会
に
と

っ
て
意
味
の
な
い
行
為
、
登
山
界
と
い
う
閉
鎖
社
会
に
お
い
て

一
部
の
人
々
が
行
う
自
己
満
足
的
な
行
為
と
い
う
ふ
う
に
、
と
り
わ
け
日

本
で
は
現
在
ま
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
と
こ
ろ
が
今
か

ら
八
〇
年
前
、
近
代
登
山
が
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
幕
を
開
け
よ
う
と
い
う

時
期
に
、
そ
の
父
と
も
開
祖
と
も
言
わ
れ
る
ウ

ェ
ス
ト
ン
が
、
登
山
と
い

う
行
為
が
人
間
に
と

っ
て
ど
れ
だ
け
普
遍
的
に
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る

か
、
と
い
う
こ
と
を
は

っ
き
り
記
し
て
い
た
と
い
う
事
実
に
、
日
か
ら
鱗
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が
落
ち
る
よ
う
な
思
い
が
し
た
。

登
山
が
、
最
高
の
道
徳
的
価
値
を
持
ち
、
人
間
が
為
し
得
る
最
も
高

尚
な
活
動
的
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
人
気
を
増
す
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
、
登
山
と
い
う
楽
し
み
は
、

理
想
的
な
形
で
人
間
そ
の
も
の
を
高
め
る
行
動
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の

た
め
に
役
立

つ
と
い
う
保
証
も
含
ん
で
い
る
。
―

‐略
―

‐人
工
的
に

築
か
れ
た
大
都
会
を
離
れ
、
聖
な
る
高
み

へ
と
登
り
ゆ
く
こ
と
が
、
ど

ん
な
に
よ
い
こ
と
か
と
い
う
教
訓
を
学
び

つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間

を
最
も
感
動
さ
せ
る
の
は
、
人
間
の
清
ら
か
な
魂
に
訴
え
る
も
の
で
あ

る

。
『
日
本
ア
ル
プ
ス
再
訪
』
の
冒
頭
は
、
「
日
本
は
、
も
は
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
で
美
し
い
国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
消
え
て
し
ま
い
、
物
質
本
位
の
国
と

な

っ
て
し
ま

っ
た
」
、
と
い
う
別
の
人
の
文
章
の
引
用
で
は
じ
ま

っ
て
い

る
が
、
ウ

ェ
ス
ト
ン
は
日
本
と
い
う
国
、
あ
る
い
は
自
分
た
ち
の
住
む
世

界
が
、
「今
日
、
人
間
の
能
率
的
価
値
や
物
力
の
優
越
性
を
示
す
も
の
だ

け
を
あ
ま
り
に
も
崇
拝
し
す
ぎ
る
」
こ
と
を
、
強
く
憂
え
て
い
た
。
そ
れ

は
ま
さ
に
、
あ
と
数
年
で
二
十

一
世
紀
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
現
代
社

会
で
、
同
じ
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ウ

ェ
ス

ト
ン
は
、
現
代
の
私
た
ち
が
模
索
す
る
そ
れ
ら
の
物
質
本
位
の
発
展
に
対

す
る
新
し
い
行
動
の
規
範
、
あ
る
い
は
救
い
が
、
山
に
こ
そ
存
在
し
て
い

る
の
だ
、
と
唱
え
て
い
た
。

登
山
と
い
う
も
の
は

一
見
何
も
生
み
出
さ
な
い

「無
償
の
」
行
為
で
あ

る
。
し
か
し
、
「無
償
で
」
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
、
「無
償
で
」

あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
為
さ
れ
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
、
ウ

ェ
ス
ト
ン

の
時
代
以
上
に
物
質
本
位
に
発
展
し
た
現
代
社
会
を
救
う
魔
法
が
、
実
は

隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
我
ら
が
近
代
登
山
の
父

・
ウ

ェ

ス
ト
ン
が
、
古
典
中
の
古
典
で
あ
る
著
作
の
中
で
語

っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
、
実
に
勇
気
づ
け
ら
れ
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
『
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
と
探
検
』
の
翻
訳
に
つ
い
て
最
後
に

簡
単
に
触
れ
た
い
。
今
回
出
版
さ
れ
た
岩
波
文
庫
版
は
青
木
枝
朗
氏
の
翻

訳
だ
が
、
こ
れ
は
氏
に
と

っ
て
三
度
日
の
訳
出
で
あ
る
だ
け
に
、
文
章
が

ひ
じ
ょ
う
に
平
明
で
あ
る
。
約
二
年
前
に
も
平
凡
社
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
か
ら

岡
村
精

一
・
訳
の
同
じ
著
作
が
再
版
さ
れ
て
い
る
が
、
青
木
枝
朗
氏
の
訳

の
も
の
が
明
ら
か
に
読
み
や
す
い
。
た
だ
、
平
凡
社
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
版
の

巻
末
に
あ
る

（岩
波
文
庫
版
に
は
な
い
）
小
島
烏
水
の

「邦
訳

『
日
本
ア

ル
プ
ス
』
の
巻
後
に
」
と
、
岡
村
精

一
の

「
訳
者
の
こ
と
ば
」
の
美
し
く

ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
文
章
は
、
ウ

ェ
ス
ト
ン
と
そ
の
著
作
に
興
味
の
あ
る
方

は
ぜ
ひ
読
ま
れ
る
こ
と
を
お
薦
め
す
る
。
ま
た
、
『
日
本
ア
ル
プ
ス
再
訪
』

の
訳
者
で
あ
る
水
野
勉
氏
の
平
凡
社
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
版
の
解
説
も
た
い
へ

ん
わ
か
り
や
す
く
、
あ
わ
せ
て

一
読
を
薦
め
た
い
。

（松
原
尚
之
）
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ピ
ッ
ト
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
／
著
　
黒
沢
孝
夫
／
訳

『
生
と
死

の
分
岐
点
』

こ
の
夏

（
一
九
九
七
年
）
、
カ
ラ
コ
ル
ム
の
ス
キ
ル
ブ
ル
ム
峰

で
大
事

故
が
起
こ
っ
た
。
神
奈
川
県
の
教
員
を
中
心
と
す
る
登
山
隊
の
隊
員
た
ち

が
、
登
頂
後
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
就
寝
中
、
セ
ラ
ッ
ク
の
崩
壊
に
誘
発
さ

れ
た
雪
崩
の
爆
風
に
襲
わ
れ
て
、
テ
ン
ト
ご
と
飛
ば
さ
れ
、
叩
き

つ
け
ら

れ
て
六
名
が
死
亡
し
た
の
だ
。
技
術
を
そ
な
え
、
知
識
も
豊
か
で
、
経
験

も
豊
富
な
登
山
家
が
数
多
く
参
加
し
て
、
安
全
登
山
を

一
つ
の
テ
ー
マ
に

据
え
て
登
山
活
動
を
つ
づ
け
て
い
た
は
ず
な
の
に
…
…
。

自
然
の
測
り
知
れ
な
い
力
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
何
を
し
た

っ
て
、
ど
れ

ほ
ど
考
え
た

っ
て
、
し
ょ
せ
ん
人
間
の
力
な
ど
た
か
が
知
れ
て
い
る
と
い

う
気
が
し
て
、
悲
観
論
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。
そ
の
揚

げ
句
に
、
何
を
し
た

っ
て
無
駄
な
の
だ
か
ら
、
と
い
う
点
を
い
た
ず
ら
に

膨
ら
ま
せ
て
、
無
謀
な
行
為
を
頭
に
描
く
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
何

を
し
た

っ
て
無
駄
な
ら
、
君
子
危
う
き
に
近
寄
ら
ず
だ
、
と
ば
か
り

一
挙

に
自
分
の
活
動
の
規
模
を
縮
小
す
る
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
何
を
し
た

っ
て
無
駄
だ
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
起
こ
り
う
る
か

ら
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る

『
凡
ミ
ス
』
を
防
ぐ
た
め
に
精
い
っ
ぱ
い
努
力
す
る

必
要
が
あ
る
の
だ
。
本
書
は
そ
の
た
め
に
必
読
の

一
書
と
い
え
る
。

ド
イ
ツ
山
岳
会
の
安
全
委
員
会
は
創
立
以
来
二
十
五
年
間
に
わ
た

っ
て
、

三
百
万

マ
ル
ク
を
遥
か
に
越
え
る
資
金
を
投
入
し
て
、
遭
難
事
故
報
告
例

を
蓄
積
し
、
研
究
し
て
き
た
。
そ
の
研
究
成
果
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
版
物

に
公
表
さ
れ
翻
訳
も
さ
れ
、
そ
れ
を
拠
り
所
に
メ
ｌ
ヵ
ｌ
に
改
善
提
案
し

て
、
ル
ッ
ク
サ

ッ
ク
や
ハ
ー
ネ
ス
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の

装
備
の
改
良
に
役
立
て
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
お
か
げ
も
あ

っ
て
、
今
日
で

は
、　
一
九
六
〇
年
代
よ
り
も
、
山
の
中
で
生
き
延
び
る
チ
ャ
ン
ス
は
過
か

に
大
き
く
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
安
全
委
員
会
は
創
設
二
十
五
周
年
を

記
念
し
て
、
安
全
問
題
研
究
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
分
類
、
整
理

し
て
、
直
接
、
登
山
者
の
役
に
立

つ
一
書
を
編
み
出
し
た
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

本
書
に
は
、
危
険
の
具
体
例
と
そ
の
対
策
法
が
満
載
で
あ
る
。
気
象
遭

難
や
落
雷
に
よ
る
遭
難
か
ら
は
じ
ま
り
、
プ
ー
リ
ン
結
び
が
リ
ン
グ
負
荷

に
弱
い
と
分
か

っ
た
の
で
、

ロ
ー
プ
を

ハ
ー
ネ
ス
ヘ
結
束
す
る
と
き
に
は
、

エ
イ
ト
結
び
に
し
ろ
と
か
、
胸
で
ア
ン
ザ
イ
レ
ン
し
て
い
る
と
、
墜
落
し

た
と
き
垂
直
静
荷
重
の
せ
い
で
じ
き
に
死
ん
で
し
ま
う
と
か
、
テ
ー
プ
結

び
は
、
あ
る
条
件
の
も
と
で
は
簡
単
に
ほ
ど
け
て
し
ま
う
か
ら
、
末
端
を

山と漢谷社 0刊
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縫
い
着
け
て
し
ま
う
か
最
初
か
ら
ソ
ウ
ン
ス
リ
ン
グ
を
使
う
よ
う
に
と
か
、

い
わ
ゆ
る
ヌ
ン
チ
ャ
ク
が
そ
れ
自
体
横
揺
れ
し
な
が
ら
岩
に
ぶ
つ
か
る
と
、

カ
ラ
ビ
ナ
の
ゲ
ー
ト
が

一
瞬
だ
け
開
く
と
か
、
読
め
ば
な
る
ほ
ど
と
納
得

さ
せ
ら
れ
る
。

ど
こ
か
ら
読
ん
で
も
、
興
味
を
ひ
か
れ
る
数
々
の
話
題
の
な
か
で
、
特

に
注
目
さ
れ
る
テ
ー
マ
を
二
つ
だ
け
あ
げ
る
と
、
①
レ
ッ
グ
ル
ー
プ
式
の

ハ
ー
ネ
ス
の
欠
点
の
指
摘
で
あ
り
、
②

ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
に
つ
い
て
の

指
摘
だ
ろ
う
。

①
現
在
で
は
、
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
、
ア
ル
パ
イ
ン
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

の
別
を
問
わ
ず
、
レ
ッ
グ
ル
ー
プ
式
の
ハ
ー
ネ
ス
が
全
盛
で
あ
る
。
墜
落

し
た
と
き
、
垂
直
静
荷
重
を
受
け
な
い
と
い
う
点
で
、　
一
九
六
〇
年
代
ま

で
の
胸
で
ア
ン
ザ
イ
レ
ン
す
る
方
式
よ
り
、
安
全
性
が
高
い
こ
と
は
間
違

い
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
に
も
、
意
外
な
落
と
し
穴
が
あ
る
。
墜
落
し
た
と

き
、
サ
バ
折
り
の
状
態
に
な
り
や
す
い
の
だ
。
試
し
に
、
吊
る
下
が

っ
て

椅
子
に
腰
か
け
た
よ
う
な
状
態
か
ら
、
腹
筋
の
力
を
抜
い
て
み
る
と
、
上

体
は
後
ろ
に
そ

っ
く
り
返

っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
方
式
の
ハ
ー
ネ

ス
に
胸
で
締
め
る
方
式
の
ハ
ー
ネ
ス
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
現
在
の
と
こ

ろ
最
良
の
ハ
ー
ネ
ス
と
な
る
、
と
本
書
は
主
張
す
る
。

介
　
　
誠
に
も

っ
と
も
で
、
特
に
ア
ル
パ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
場
合
、
ザ
ッ

昭‐
　

ク
を
背
負

っ
た
り
し
て
重
心
が
高
く
な
り
が
ち
な
の
で
、
チ
ェ
ス
ト

・
ハ
ー

ｉ〓‥
　

ネ
ス
と
の
併
用
が
望
ま
し
い
の
だ
が
、
実
際
は
ほ
と
ん
ど
が
レ
ッ
グ

・
ル
ー

図

プ
式

ハ
ー
ネ
ス
だ
け
で
登
攀
し
て
い
る
。
理
由
の

一
つ
に
、
シ
ン
プ
ル
で

使
い
勝
手
の
よ
い
チ

ェ
ス
ト

・
ハ
ー
ネ
ス
の
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う

が
、
ク
ラ
イ
マ
ー
た
ち
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も

っ
と
真
剣
に
考
え
た
ほ
う

が
よ
い
だ
ろ
う
。

②

ヘ
ル
メ
ッ
ト
。

頭
部
の
怪
我
は
、　
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
は
減
少
し
て
い
た

の
に
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
広
が
る
と
と
も
に
増
加
に
転
じ
た
。

「
二
〇
年
前
に
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
が
先
鋭
ク
ラ
イ
マ
ー
の
象
徴
で
あ

っ
た
よ

う
に
、
い
ま
で
は
頭
に
何
も
か
ぶ
ら
ず
に
登
る
の
が
カ
ッ
コ
イ
イ
の
で
あ

る
。
」
だ
が
、
「人
間
の
頭
蓋
骨
の
厚
さ
を
脳
の
量
と
比
較
し
た
値
は
、
卵

の
殻
の
厚
さ
と
そ
の
内
容
量
と
の
比
較
値
に
ほ
ぼ
等
し
い
」
。
だ
か
ら
規

格
に
合
致
し
た
、
あ
ま
り
古
く
な
い
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
被
る
の
が
よ
い
。
か

つ
て
事
故
に
あ

っ
た
女
性
は
、
「
ス
ポ
ー
ツ

・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
で
あ

っ
て

も
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
る
自
由
と
権
利
」
を
行
使
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
安
全
性
が
高
い
と
い
わ
れ
る
フ
リ
ー

●
ク
ラ
イ
ミ

ン
グ
で
も
、
特
に
始
め
た
ば
か
り
の
う
ち
は
、
頭
に
瘤
を
作

っ
た
り
、
小

さ
な
裂
傷
を
負

っ
た
り
す
る
者
が
案
外
少
な
く
な
い
。
周
り
が
ど
う
と
か
、

フ
リ
ー

●
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
だ
か
ら
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
く
、
状
況
を

的
確
に
判
断
し
て
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
被

っ
た
り
被
ら
な
か

っ
た
り
、
臨
機
応

変
に
対
応
し
た
い
も
の
だ
。

本
書
の
遭
難
例
の
な
か
に
は
、
生
還
し
た
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア

ラ
ス
カ
の
僻
遠
の
地
で
縦
走
を
試
み
て
い
た
二
人
の
登
山
家
が
、
長
い
懸

垂
下
降
を
す
る
羽
目
に
陥

っ
た
。
最
後
の

一
本
に
な

っ
た

ハ
ー
ケ
ン
で
、
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相
棒
が
懸
垂
下
降
を
始
め
た
時
、
も
う

一
人
は
自
分
の
番
を
待
ち
な
が
ら
、

懸
垂
支
点
に
掛
け
た
セ
ル
フ
ビ
レ
ー
を
外
し
た
。
も
し
、
そ
の
支
点
が
抜

け
た
ら
、
自
分
も
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
し
か
し
、
彼
は
、

思
い
直
し
て
、
ま
た
そ
の
ハ
ー
ケ
ン
に
セ
ル
フ
ビ
レ
ー
を
掛
け
た
。
自
分

だ
け
生
き
残

っ
て
も
、
も
う
下
降
の
手
段
は
な
い
。
「
ゆ

っ
く
り
死
ん
で

い
く
よ
り
は
、
あ

っ
と
い
う
間
に
死
ん
で
し
ま
う
ほ
う
が
ず

っ
と
ま
し
だ

か
ら
だ
。
」
無
論
、
そ
の
ハ
ー
ケ
ン
は
も
ち
こ
た
え
、

二
人

の
登
山
家
は

生
還
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
話
が
伝
わ

っ
て
い
る
訳
だ
。
こ
の

例
の
前
書
き
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「危
険
な
状
況
の
中

で
冷
静

に
判
断
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
行
動
で
き
る
能
力
は
、
人
間
に
は
わ
ず

か
し
か
な
い
。
」

ま
た
、
次
の
よ
う
な

一
節
も
あ
る
。
「
ス
ト
レ
ス
を
受
け
た
人
体
は
内

因
性
モ
ル
ヒ
ネ

（略
称

エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
）
を
生
産
す
る
こ
と
が
判
明
し

た
の
で
あ
る
。
―

‐中
略
―

土

ン
ド
ル
フ
ィ
ン
放
出
は
痛
み
を
忘
れ
さ

せ
る
だ
け
で
な
く
、
幸
福
感
と
安
心
感
を
も
た
ら
す
働
き
が
あ
る
。
そ
し

て
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
の
作
用
は
あ
る
種
の
依
存
状
態
を
も
た
ら
す
。
こ
の

依
存
状
態
は
、
た
と
え
ば
悪
天
候
な
ど
な
ん
ら
か
の
事
情
で
ク
ラ
イ
ミ
ン

グ
が
制
約
さ
れ
る
と
、
い
ら
だ
ち
や
理
由
の
な
い
苦
痛
と
い
っ
た
禁
断
症

状
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
例
は
、
阿
片
中
毒
者
か
ら
阿
片
を
取

り
上
げ
た
と
き
の
反
応
と
酷
似
し
て
い
る
。
」
こ
こ
で
ニ
ヤ
リ
と
す
る
ク

ラ
イ
マ
ー
も
少
な
く
な
い
は
ず
だ
。

さ
ら
に
、
「
登
山
者
と
ク
ラ
イ
マ
ー
の
大
多
数
は
か
な
り
運
が
良

い
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
程
度
の
幸
運
と
い
う
も
の
は
、
き

っ

と
人
間
に
も
と
も
と
備
わ

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。」
と
か
、
「初
心
者
は
ロ
ー

ワ
ー
ダ
ウ
ン
に
対
し
て
、
い
く
ば
く
か
の
恐
怖
心
を
抱
く
も
の
だ
が
、
こ

の
点
は
―

‐中
略
―

両
手
で
ロ
ー
プ
を
し

っ
か
り
握
ら
せ
れ
ば
よ
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
不
安
感
が
消
え
る
。
」
と
か
、
「信
用
す
る
の
は
よ

い
こ
と
だ
が
、
確
か
め
る
の
は
も

っ
と
よ
い
。
」
と
い
う
言
葉
に
接
す
る

と
、
本
書
が
単
な
る
技
術
書
か
ら

一
歩
も
二
歩
も
踏
み
だ
し
て
、
ク
ラ
イ

マ
ー
の
心
理
に
ま
で
考
察
が
届
い
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

本
書
は
技
術
書
な
の
で
、
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
伝
え
る
た
め
に
は
、

登
山
の
専
門
用
語
ば
か
り
で
な
く
力
学
の
用
語
が
出
て
き
た
り
、
本
文
の

ほ
か
に
、
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
、
解
説
図
な
ど
の
図
版
、

コ
ラ
ム
、
注
な
ど

を
駆
使
し
て
い
る
。
本
作
り
は
煩
瑣
を
極
め
、
翻
訳
者
も
編
集
者
も
と
も

に
苦
労
し
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
か
い
あ

っ
て
読
み
や
す
い
本
に
仕
上
が

っ

て
い
る
。

（海
津
正
彦
）
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ニ
コ
ラ
ス
・
オ
コ
ネ
ル
／
著
　
手
塚
　
勲
／
訳

『
ビ

ヨ
ン
ド

●
リ

ス
ク
』

急
速
な
発
展
を
遂
げ
る
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
。
八
〇
〇
〇
房
峰
の
無
酸
素
ア

ル
パ
イ
ン

・
ス
タ
イ
ル
、
５

・
１４
の
極
限
を
攀
じ
る
ス
ポ
ー
ツ

・
ク
ラ
イ

ミ
ン
グ
、
そ
し
て
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
な
ど
…
…
ク
ラ

イ
ミ
ン
グ
は
こ
の
先
、
ど
こ
へ
行
く
の
だ
ろ
う
。

自
身
が
ク
ラ
イ

マ
ー
で
作
家
で
あ
る
著
者
オ
コ
ネ
ル
は
、
ク
ラ
イ
ミ
ン

グ
と
い
う
多
面
性
を
持

つ
ス
ポ
ー
ツ
の
い
ろ
い
ろ
な
分
野
か
ら
、
登
山
史

上
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
傑
出
し
た
代
表
的
な
人
物
を
慎
重
に
選
び
、
彼

ら
が
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
を
語
ら
せ
れ
ば
、
こ
の
本
で

介
　

今
世
紀
の
登
山
の
全
体
豫
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

紹

　

‐
ｏ

十
（

書

ま
ず
本
書
に
登
場
す
る

一
七
名
を
順
に
記
す
と
、

図

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト

・
メ
ス
ナ
ー

リ
カ
ル
ド

・
カ

シ
ン

エ
ド

マ
ン
ド

・
ヒ
ラ
リ
ー
卿

ク
ル
ト

・
デ

ィ
ー
ム
ベ
ル
ガ
ー

ヴ

ァ
ル
テ
ル

・
ボ

ナ

ッ
テ

ィ

ロ
イ
ヤ
ル

・
ロ
ビ

ン
ス

ウ

ォ
レ
ン

・
ハ
ー
デ

ィ
ン
グ

ク
リ

ス

●
ボ

ニ
ン
ト

ン

ダ
グ

・
ス
コ

ッ
ト

ヴ

ォ
イ
テ
ク

・
ク
ル
テ
ィ
カ

ジ

ャ
ン
＝
ク

ロ
ー
ド

・
ド

ロ
ワ
イ

エ

ジ

ェ
フ

・
ロ
ウ

ヴ

ォ
ル

フ
ガ

ン
グ

・
ギ

ュ
リ

ッ
ヒ

カ
ト
リ
ー
ヌ

・
デ

ス
テ
ィ
ヴ

ェ
ル

リ

ン

・
ヒ
ル

ピ

ー
タ
ー

・
ク

ロ
フ
ト

ト

モ

・
チ

ェ
セ

ン

以
上
、
錯
々
た
る
顔
ぶ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
メ
ン
バ
ー
に
著
者
は
、

ク
ラ
イ
マ
ー
が

一
番
嫌
が
る

「
な
ぜ
登
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
執
拗
に

ぶ
つ
け
て
行
く
。

本
書
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
重
ね
る
著
者
の
個
人
的

な
解
釈
は
い
っ
さ
い
加
え
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
結
果
、
本
書
は

一
七
名

そ
れ
ぞ
れ
が
率
直
に
個
性
を
表
出
さ
せ
た
、
気
取
り
の
な
い
自
画
像
と
な
っ

山と漢谷社・刊

1996年 12月 発行

定価 :本体 2,390円

A5版/496ペ ージ
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て
い
る
。

「
は
じ
め
に
」
の
章
で
著
者
は
ま
ず
、
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
流
れ
を
第
二

次
世
界
大
戦
前
後
か
ら
的
確
に
ま
と
め
、　
一
七
名
の
活
躍
し
た
各
分
野
の

背
景
に
ふ
れ
、
優
れ
た
導
入
部
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
各
人

へ
の
イ
ン

タ
ビ

ュ
ー
に
先
立

っ
て
、
そ
の
人
物
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
経
歴
を
何
頁
か
に

ま
と
め
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
各
々
の
世
界
に
ス
ッ
と
入

っ
て
い
け
る
構

成
が
好
ま
し
い
。
こ
こ
に

一
七
名
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
深
く
ふ
れ
る
紙

幅
は
も
と
よ
り
無
い
が
、
強
く
印
象
に
残

っ
た
部
分
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み

る
。ヒ

マ
ラ
ヤ
登
山
に
大
胆
な
革
命
を
も
た
ら
し
た
メ
ス
ナ
ー
の
偉
大
さ
は

何
よ
り
も

〃生
還
〃
し
た
能
力
で
あ
ろ
う
。
「
心
得
て
お
く
べ
き
は
、
『
こ

れ
は
自
分
に
は
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
で
き
な
い
』
と
い
う
こ
と
で

す
。
『
こ
れ
は
自
分
の
限
界
だ
。
こ
れ
以
上
は
上
に
行
け
な
い
。
も
う
少

し
低
い
と
こ
ろ
に
い
よ
う
』
と
い
う
こ
と
を
時
々
刻
々
心
得
て
い
る
こ
と

は
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
基
礎
の

一
部
で
す
。
し
か
し
、
何
回
も
限
界
を
超
え

て
登

っ
て
い
る
と
、
必
ず
死
に
ま
す
。
登
山
術
と
は
生
き
残
る
こ
と
で
、

死
ぬ
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

「
私
は
非
常
に
用
心
深
い
男
で
す
。
『
こ
れ
は
自
分
に
は
で
き
な
い
な
』

と
感
じ
れ
ば
、
で
き
る
と
い
う
確
信
を
得
ら
れ
る
ま
で
長
い
こ
と
待
ち
ま

す
。
い
ち
か
ば
ち
か
と
い
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
」
と
語
る
。

彼
は
最
後
に
、
「私
は
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
面
で
な
く
、

創
造
活
動
と
い
う
面
で
見
て
い
ま
す
。
私
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
自
分
の
能

力
も
恐
れ
も
表
現
し
た
い
の
で
す
。
私
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
は
実
際
に
芸
術

活
動
で
す
。
‥
‥
‥

（中
略
）
…
…
良
い
岩
壁
の
良
い
ル
ー
ト
は
芸
術
作
品

で
す
。
人
生
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
私
た
ち
は
人
生
を
送
り
、
や
が
て
そ

の
人
生
は
消
え
失
せ
ま
す
が
、
何
か
が
残
り
ま
す
。
残
る
の
は
ル
ー
ト
で

す
」
と
結
ん
で
い
る
。

続
く
カ
シ
ン
は

〃絶
対
に
退
却
し
な
い
〃
と
い
う
意
志
力
が
凄

い
。

「私
の
ル
ー
ル
は

一
回
の
挑
戦
で
成
功
す
る
こ
と
だ

っ
た
。
初
登
頂
、
初

登
攀
に
出
か
け
れ
ば
、
私
か
、
チ
ー
ム
の
だ
れ
か
が
必
ず
頂
上
に
立

っ
た
。

唯

一
成
功
し
な
か

っ
た
の
は

一
九
七
五
年
の
ロ
ー
ツ
ェ
だ
が
、
私
の
生
涯

で
は
こ
の

一
度
だ
け
だ

っ
た
」
。
自
身
の
初
登
攀
か
ら
五
十
年
後
／
に
ピ
ッ

ツ

・
バ
デ
ィ
レ
北
東
壁
の
再
登
を
果
た
し
た
彼
は
、
意
志
強
固
な
吠
え
る

ラ
イ
オ
ン
、
い
つ
ま
で
も
若
い
ク
ラ
イ
マ
ー
に
温
か
な
目
差
を
そ
そ
ぐ
職

人
の
親
方
の
よ
う
だ
。

ヒ
ラ
リ
ー
は
ま
さ
し
く
現
代
の
英
雄
と
な

っ
た

一
人
で
あ
ろ
う
。
彼
の

登
山
は
、

マ
ロ
リ
ー
に
惹
か
れ
、
シ
プ
ト
ン
を
尊
敬
す
る
と
い
っ
た
、
正

統
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
「
（
シ
プ
ト
ン
を
）
私
は
彼
が
と
て
も
好
き
だ

し
、
尊
敬
し
て
い
ま
す
。
‥
‥
‥

（中
略
）
…
…
替
わ
り
の
ジ

ョ
ン

・
ハ
ン

ト
は
大
遠
征
隊
を
動
か
す
に
は
確
か
に
ず

っ
と
す
ぐ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

も
し
エ
リ
ッ
ク
が
隊
長
だ

っ
た
ら
、
あ
の
遠
征
は
も

っ
と
成
功
す
る
チ
ャ

ン
ス
が
あ

っ
た
の
に
と
、

つ
い
考
え
て
し
ま
い
ま
す
」
と
回
想
す
る
。

エ

ヴ

ェ
レ
ス
ト
初
登
頂
以
降
、
ソ
ロ
・
ク
ー
ン
プ
の
開
発
と
共
に
生
き
る
彼

に
は
、
他
の

一
六
名
と
は
異
な
る
香
り
の
風
が
吹
い
て
い
る
。
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一
九
五
七
年
の
プ

ロ
ー
ド

・
ピ
ー
ク
初
登
頂
に
始
ま
り
、
自
身
が
ア
ル

パ
イ
ン

・
ス
タ
イ
ル
の
歴
史
の
よ
う
な
デ
ィ
ー
ム
ベ
ル
ガ
ー
は
ヒ
マ
ラ
ヤ

の
高
峰
に
つ
い
て
、
八
〇
〇
〇
肝
峰
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
は
現
実
的

で
な
い
と
説
く
。
登
山
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
Ｇ
４
や
マ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
と

ヒ
ド
ン

・
ピ
ー
ク
に
た
い
し
た
差
は
な
い
。
八
〇
〇
〇
属
と
い
う
数
字
は

資
金
調
達
を
楽
に
し
、
遠
征
隊
を
組
織
し
や
す
く
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

山
の
大
き
さ
と
い
う
点
で
は
架
空
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
と
語
る
。
そ
し
て
、

「
そ
の
代
わ
り
に
、
七
五
〇
〇
】
月
か
ら
八
二
〇
〇
】
川
ま
で
の
山
と
、

そ
れ

以
上
の
山
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

エ
ヴ

ェ

レ
ス
ト
、
Ｋ
２
、
カ
ン
チ

ェ
ン
ジ

ュ
ン
ガ
、

ロ
ー
ツ
ェ
、

マ
カ
ル
ー
を
そ

の
他
の
八
〇
〇
〇
屑
峰
と
い
っ
し
ょ
に
す
る
の
は
誤
解
の
も
と
で
す
。
と

い
う
の
は
、
こ
う
し
た
山
は
ほ
か
よ
り
高
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
て
い
て
、

同
じ
や
り
方
で
は
取
り
組
め
な
い
か
ら
で
す
。
ほ
か
の
山
よ
り
ひ
と

つ
抜

き
ん
で
て
い
る
こ
の
五

つ
の
山
に
は
、
別
個
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
る
べ

き
で
す
。
そ
れ
が
現
実
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
す
」
。
こ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

戦
後
最
強
の
ア
ル
ピ

ニ
ス
ト
と
称
え
ら
れ
る
ボ
ナ
ッ
テ
ィ
。
彼
は
ヘ
ル

マ
ン

・
ブ
ー
ル
、
カ
シ
ン
、
リ
オ
ネ
ル

・
テ
レ
イ
な
ど
を
英
雄
と
し
て
尊

敬
し
つ
つ
も
、
「私
自
身
を
彼
ら
と
同

一
線
上
に
見
な
か

っ
た
の
は
、
彼

介
　

ら
を
尊
敬
し
な
か

っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
お
お
い
に
尊
敬
し
て
い

昭‐
　

た
の
だ
が
、
私
の
個
性
、
私
の
内
な
る
探
究
は
登
山
と
は
あ
ま
り
関
係
が

響三．
　

な
か

っ
た
の
だ
。
登
山
は
手
段

で
あ

っ
て
目
的

で
は
な
か

っ
た
。
登
山
は

図

私
を
男
に
し
た
。
美
徳
と
欠
点
を
備
え
た
完
全
な
男
に
し
た
。
そ
う
な
る

に
は
登
山
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
」

「
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
人
生
の
目
的
と
せ
ず
、
手
段
と
し
て
使
う
こ
と
だ
。

自
分
自
身
を
山
に
閉
じ
込
め
ず
に
、
山
を
使
う
こ
と
だ
」
。
彼
に
と

っ
て

登
山
は
山
頂
の
征
服
で
は
な
く
、
自
己
の
征
服
、
精
神
鍛
練
の
道
場
で
あ

っ

た
。ク

ラ
イ
ミ
ン
グ
史
上
の
偉
大
な
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
、
ド
リ

ュ
南
西
岩
稜
の

単
独
登
攀
に
つ
い
て
、
「私
の
次
の
世
代
は
、
私
が
ド
リ
ュ
の
登
攀
で
や
っ

て
し
ま

っ
た
こ
と
を
な
ぞ
っ
て
自
慢
し
て
い
る
の
さ
。
六
〇
年
代
の
連
中

は
そ
う
し
た
登
攀
を
や

っ
て
、
自
分
で
発
見
し
た
か
の
よ
う
に
言
い
張

っ

て
い
る
」
。
強
烈
な
自
負
心
に
辟
易
と
し
な
い
で
も
な
い
。

一
貫
し
て
ボ
ル
ト
の
使
用
に
反
対
し
て
き
た
彼
は
、
「
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

で
は
不
可
能
と
い
う
概
念
を
壊
さ
な
い
こ
と
が
大
切
だ
。
不
可
能
と
い
う

考
え
を
壊
さ
な
い
た
め
に
は
、
ル
ー
ル
を
作
り
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と

が
大
切
だ
。
ｏ…
‥

（中
略
）
…
…
ピ
ト
ン
の
時
代
に
は
ク
ラ
イ
マ
ー
は
論

理
的
な
ル
ー
ト
を
見

つ
け
る
た
め
に
頭
を
使

っ
た
も
の
だ
。
し
か
し
ボ
ル

ト
を
使

っ
た
ら
、
あ
と
は
筋
肉
の
問
題
だ
。
登
攀
の
動
作
は
あ

っ
て
も
冒

険
は
な
い
。
‥
‥
‥

（中
略
）
…
…
私
に
と

っ
て
登
山
は
常
に
冒
険
だ

っ
た
。

冒
険
が
な
か

っ
た
ら
登
山
じ
ゃ
な
い
」
。
こ
の
考
え
は
、

メ
ス
ナ
ー
、　
ロ

ビ
ン
ス
、
ス
コ
ッ
ト
、
チ

ェ
セ
ン
た
ち
も
、
本
書
の
中
で
く
り
返
し
同
工

異
曲
を
歌

っ
て
い
る
。
中
で

一
人
、
ド

ロ
ワ
イ
エ
が
ボ
ナ
ッ
テ
ィ
を
尊
敬

し
つ
つ
も
、
「
私
は
ボ
ル
ト
を
完
全
に
拒
否
し
た
ボ
ナ
ッ
テ
ィ
と
メ
ス
ナ
ー

は
間
違

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」
と
論
難
し
て
い
る
。
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ヨ
セ
ミ
テ
の
ビ

ッ
グ

・
ウ
ォ
ー
ル
の
エ
イ
ド

・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
革
新

的
進
歩
を
持
た
ら
し
た
、
ヨ
セ
ミ
テ
黄
金
時
代
の
巨
人
、

ロ
イ
ヤ
ル

・
ロ

ビ
ン
ス
。
友
人
で
あ
り
、
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る

ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
の

良
く
知
ら
れ
て
い
る
猛
烈
な
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
闘
争
。

ロ
ビ
ン
ス
の
あ
の
ク

ラ
イ
ミ
ン
グ
哲
学
が
、
ジ

ョ
フ
リ
ー

●
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ッ
プ

・
ヤ
ン
グ
、
ジ
ョ

ン

・
サ
ラ
テ
、
ジ

ョ
ン

●
ミ

ュ
ア
の
二
人
を
手
本
と
し
た
と
い
う
彼
の
答

え
に
は
、
な
る
ほ
ど
ね
と
納
得
す
る
。
何
の
か
ん
の
と
言
い
な
が
ら
も
や

は
り
、
ヨ
セ
ミ
テ
の
象
徴
、

エ
ル

・
キ
ャ
ピ
タ
ン
の
初
登
攀
を

ハ
ー
デ
ィ

ン
グ
に
持

っ
て
い
か
れ
た
悔
し
さ
が
に
じ
み
出
る
。
「
…
…

エ
ル

・
キ
ャ

プ
を
初
登
攀
で
き
た
ら
す
ば
ら
し
か

っ
た
だ
ろ
う
な
」
と
つ
ぶ
や
く
。

続
く
頁
に
登
場
す
る

ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
、

ロ
ビ
ン
ス
の
苛
立
ち
と
は
好

対
称
に
、
「
私
は
た
だ
上
に
着
き
た
か

っ
た
。
…
…

（中
略
）
…
…
昔
は

『
い
っ
た
い
、
で
き
る
だ
ろ
う
か
』
で
あ

っ
て

『
ど
の
よ
う
に
う
ま
く
や

る
か
』
で
は
な
か

っ
た
」
と
飾
ら
ぬ
言
葉
で
回
想
す
る
。

黒
と
白
、
右
と
左
、
正
直
に
語
る
好
敵
手
二
人
の
感
性
の
差
が
、
ヨ
セ

ミ
テ
の
黄
金
時
代
を
巧
ま
ず
活
写
し
て
い
る
。

一
九
七
〇
年
代
の
ヒ
マ
ラ
ヤ

・
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
時
代
の
先
頭
を
進
ん

だ
ボ
ニ
ン
ト
ン
。　
一
騎
当
千
の
錯
々
た
る
ク
ラ
イ
マ
ー
た
ち
を
見
事
に
組

織
し
、
数
多
く
の
成
功
に
導
い
た
リ
ー
ダ
ー
。

彼
は
軍
隊
の
戦
車
隊
で
指
揮
を
と

っ
て
い
た
こ
と
が
後
に
山
で
役
に
立

っ

た
と
語
る
。
そ
し
て
、
初
め
て
経
験
し
た
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
Ⅱ
峰
遠
征
で
隊

長
の
ジ
ミ
ー

●
ロ
バ
ー
ツ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
自
身
が
強
力
な

ク
ラ
イ
マ
ー
だ

っ
た
か
ら
こ
そ
、

つ
わ
も
の
ぞ
ろ
い
の
ク
ラ
イ
マ
ー
た
ち

の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
「
ベ
ー
ス

・
キ
ャ
ン
プ
か
ら

遠
征
隊
を
指
揮
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
な
。
ヘ
ル
リ
ヒ
コ
ッ
フ
ァ
ー

式
の
指
揮
の
と
り
か
た
で
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
先
頭
隊
員
の
す
ぐ
後

に
い
な
く
ち
ゃ
」

「隊
長
の
仕
事
は
隊
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
期
待
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
皆

が
和
を
保

っ
て
働
け
る
環
境
を

つ
く
る
こ
と
で
す
。
…
…
自
分
の
意
志
を

グ
ル
ー
プ
に
強
い
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
語
る
。

ボ
ニ
ン
ト
ン
と
多
く
の
遠
征
を
共
に
し
た
ス
コ
ッ
ト
は
、
ボ

ニ
ン
ト
ン

を
称
え
つ
つ
も
彼
の
遠
征
ス
タ
イ
ル
は
、
メ
ス
ナ
ー
が
支
援
な
し
で
単
独

で
エ
ヴ

ェ
レ
ス
ト
に
登

っ
て
以
来
、
必
要
な
く
な

っ
た
。
遠
征
隊
は
小
さ

い
ほ
ど
い
い
と
、
ア
ル
パ
イ
ン

・
ス
タ
イ
ル
を
綾
々
語

っ
た
後

で
、
「
ア

ル
パ
イ
ン

・
ス
タ
イ
ル
の
登
山
も
も

っ
と
見
ら
れ
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

チ
ー
ム
が
小
さ
く
て
す
み
、
地
元
の
人
た
ち

へ
の
影
響
も
軽
く
、
地
元
経

済
を
あ
ま
り
乱
さ
ず
に
す
み
、
固
定

ロ
ー
プ
を
い
た
る
と
こ
ろ
に
残
し
た

り
し
な
い
の
で
、
山
を
い
い
状
態
に
保
て
る
か
ら
で
す
。
で
も
、
そ
う
は

い
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
ヘ
行
く
ク
ラ
イ
マ
ー
の
約
半
分

は
日
本
人
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
固
定

ロ
ー
プ
遠
征
で
す
か
ら
ね
。

ど
う
し
て
彼
ら
は
あ
あ
い
う
や
り
方
を
す
る
の
か
、
私
に
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。
安
全
性
を
重
視
す
る
国
民
性
か
何
か
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
日
本

に
は
偉
大
な
ク
ラ
イ
マ
ー
が
―
―
酷
寒
と
困
難
に
立
ち
向
か
う
冬
季
ク
ラ

イ
マ
ー
が
―
―
何
人
か
い
る
の
に
、
い
つ
も
固
定

ロ
ー
プ
で
す
。
彼
ら
は
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ロ
ー
プ
か
ら
離
れ
て
進
む
の
を
恐
れ
て
い
る
の
で
す
。
組
織
の
中
に
い
る

の
が
好
き
な
の
で
す
ね
。
大
会
社
に
入
り
、
人
生
の
諸
問
題
か
ら
目
を
そ

む
け
、
安
全
と
引
き
換
え
に
自
分
を
会
社
に
売
り
渡
す
―

‐日
本
人
の
性

格
に
つ
い
て
は
み
な
こ
う
い
う
印
象
を
持

っ
て
い
ま
す
。
大
き
い
チ
ー
ム

を

つ
く
り
、
組
織
内
を
階
層
化
す
る
と
い
う
具
合
に
、
日
本
人
は
そ
れ
を

山
に
も
適
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
」
こ
の
痛
烈
な
視
線
は
ス
コ
ッ

ト
ひ
と
り
の
も
の
で
は
な
い
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
、
ど
の
よ
う
に
登
る
の
か
を

厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
世
界
中
で
爆
発
的
発
展
を
み
せ
た
フ
リ
ー
●

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
分
野
は
、
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

・
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
や
、

ラ
ッ
プ

・
ボ
ル
テ
ィ
ン
グ
、
グ
ラ
ウ
ン
ド

・
ア
ッ
プ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
点

に
つ
い
て
、
ク
ラ
イ
マ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ

と
を
、
ド

ロ
ワ
イ
ェ
、
ギ

ュ
リ
ッ
ヒ
、
デ
ス
テ
ィ
ヴ

ェ
ル

（彼
女
は
今
や

フ
リ
ー

●
ク
ラ
イ
ム
の
人
で
は
な
く
、
世
界
最
高
の
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド

・

ク
ラ
イ
マ
ー
の

一
人
で
あ
る
が
）
、
リ
ン

・
ヒ
ル
、
ク

ロ
フ
ト
な
ど
の
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
を
読
む
と
、
各
自
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
と
共
に
良
く
判
る
。

九
二
年
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
で
悲
劇
的
な
自
動
車
事
故
死
し
た
ギ

ュ
リ
ッ

ヒ
ー
ー
彼
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
読
む
と
、
知
性
、
精
神
の
強
靭
さ
、
そ
し

介
　

て
何
よ
り
も
優
れ
た
創
造
性
に
、
早
す
ぎ
た
彼
の
死
を
世
界
中
の
ク
ラ
イ

昭‐

　

マ
ー
が
深
く
悲
し
み
、
惜
し
ん
だ
の
が
良
く
理
解
で
き
る
。

（本
書
は
扉

彗．．．
　

一員
に
、
亡
き
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ

・
ギ
ュ
リ
ッ
ヒ
に
、
と
献
辞
さ
れ
て
い
る
）。

図

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

・
コ
ン
ペ
や
ス
ポ
ー
ツ

・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
舞
い
上
る

人
々
を
尻
目
に
、
グ
ラ
ウ
ン
ド

・
ア
ッ
プ
方
式
を
守
り
、
ラ
ッ
プ

・
ボ
ル

ト
や
ハ
ン
グ
ド

ッ
キ
ン
グ
を
は
ね
つ
け
、
高
難
度
ル
ー
ト
の
大
胆
極
ま
る

フ
リ
ー

●
ソ
ロ
や
、
ビ

ッ
ク

●
ル
ー
ト
の
超
ス
ピ
ー
ド
登
攀
な
ど
で
、
他

の
追
随
を
許
さ
な
い
ア
ド
ヴ

ェ
ン
チ
ャ
ー

・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
第

一
人
者
、

ピ

ー

タ

ー

・
ク

ロ

フ
ト

。

彼
は
語
る
。
「
（尊
敬
し
た
ク
ラ
イ
マ
ー
は
）
な
ん
と
い
っ
て
も
ヴ

ァ
ル

テ
ル

・
ボ
ナ
ッ
テ
ィ
で
す
。
ボ
ナ
ッ
テ
ィ
の
本
を
読
む
と
、
そ
の
精
神
が

強
く
伝
わ

っ
て
き
ま
す
。
彼
は
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
目
的
で
な
く
手
段
に
使

っ

て
い
る
点
に
強
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
彼
が
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
の
め
り

込
ん
で
い
て
、
山
の
美
し
さ
な
ん
か
を
愛
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す

が
、
同
時
に
自
分
自
身
と
世
界
に
つ
い
て
新
た
な
発
見
を
す
る
た
め
に
も

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
利
用
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
と
て
も
感
化
さ
れ

ま
し
た
」
。

ハ
ー
ド
フ
リ
ー

●
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
先
端
を
走
る
彼
が
、
ボ

ナ
ッ
テ
ィ
に
心
酔
し
て
い
る
と
い
う
意
外
性
に
驚
き
、
感
動
す
る
。

そ
し
て
、
高
難
度
ル
ー
ト
、
ア
ス
ト
ロ
マ
ン
の
自
身
の
ソ
ロ
な
ど
に
つ

い
て
、
「
お
そ
ら
く
進
歩
で
し
ょ
う
が
、
私
は
進
歩
と
い
う
言
葉
に
は
少
々

抵
抗
が
あ
る
の
で
す
。

ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
た
ち
が
あ
の
こ
ろ
エ
イ
ド
で
初
登

攀
で
き
た
の
は
ま

っ
た
く
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
で
し
た
。
技
術
的
に
は
確
か

に
ソ
ロ
は
進
歩
で
す
。
で
も
私
は
必
ず
し
も
以
前
に
な
さ
れ
た
こ
と
よ
り

す
ぐ
れ
て
い
る
と
は
見
て
い
ま
せ
ん
。
彼
ら
が
エ
イ
ド
で
初
登
攀
を
し
て

い
な
か

っ
た
ら
フ
リ
ー
の
初
登
は
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
し
、
フ
リ
ー
の
初
　
３７

登
が
な
か

っ
た
ら
、
私
は
ソ
ロ
の
初
登
を
し
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
。
時
は



移
り
、
事
情
は
変
化
し
ま
す
が
、
私
は
ア
ス
ト
ロ
マ
ン
を
ソ
ロ
で
登

っ
た

か
ら
エ
イ
ド
で
初
登
攀
し
た
人
た
ち
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
は
と
て
も
言

え
ま
せ
ん
ね
。
―

‐彼
ら
が
し
た
こ
と
を
土
台
に
使
わ
せ
て
も
ら

っ
て
私

が
前
進
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
で
も
、
た
と
え
ば
私
の
ほ
う
が
ヴ

ァ
ル
テ

ル

・
ボ
ナ
ッ
テ
ィ
よ
り
す
ぐ
れ
た
ク
ラ
イ
マ
ー
だ
と
言
う
つ
も
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。
彼
が
登

っ
た
も
の
よ
り
私
が
フ
リ
ー
で
登

っ
た
ピ

ッ
チ
の
ほ
う

が
ず

っ
と
難
し
い
の
で
す
が
、
私
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
た
ク
ラ
イ
マ
ー
だ
と

言
う
の
は
ば
か
げ
て
い
ま
す
。
別
に
謙
虚
に
話
そ
う
と
か
礼
儀
正
し
く
し

よ
う
と
思

っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
の
時
代
に
ボ
ナ
ッ
テ
ィ
が

し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
驚
く
べ
き
人
で
す
」

著
者
オ
コ
ネ
ル
同
様
、
自
分
の
感
情
を
表
わ
す
こ
と
は
避
け
た
い
と
思

う
が
、
ひ
と

つ
だ
け
、
ピ
ー
タ
ー

・
ク
ロ
フ
ト
の
知
性
と
謙
虚
さ
に
は
深

く
感
銘
を
受
け
た
と
記
さ
せ
て
頂
く
。

フ
リ
ー

●
ク
ラ
イ
マ
ー
が
続
い
た
後
、
最
後
に
ト
モ

・
チ

ェ
セ
ン
が
登

場
す
る
の
は
必
然
と
言
え
よ
う
。
七
〇
年
代
に
入

っ
て
枝
分
れ
を
顕
著
に

し
た
フ
リ
ー

●
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
と
高
峰
登
山
で
あ

っ
た
が
、
チ
ェ
セ
ン
は
、

５

・
１３
を
攀
り
、
高
峰
を
超
ス
ピ
ー
ド
で
登
攀
す
る
能
力
を
合
わ
せ
持

っ

て
、
ジ
ャ
ヌ
ー
北
壁
、
そ
し
て
ロ
ー
ツ
ェ
南
壁
を
ソ
ロ
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

で
成
し
遂
げ
、
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
各
分
野
を
統
合
し
、
元
の
姿
に
も
ど
し

た
の
で
あ
る
。

「高
所
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
将
来
は
小
さ
い
チ
ー
ム
、

ア
ル
パ
イ
ン

・
ス

タ
イ
ル
、
無
酸
素
―

必
要
な
装
備
だ
け
で
余
計
な
も
の
は
な
し
、
と
な

る
の
は
明
白
で
す
。
将
来
は
こ
れ
で
す
」
と
結
ん
で
い
る
。

Ａ
５
判
に
び

っ
し
り
と
詰

っ
た
五
〇
〇
頁
の
大
部
を
読
み
終
え
て
、
さ

て
、
最
初
の
フ
レ
ー
ズ
、
誰
も
が
今
ま
で
本
当
に
解
く
こ
と
の
で
き
な
か

っ

た
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

・
ゲ
ー
ム
唯

一
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
、
「
な
ぜ
登
る
の
か
」

の
鍵
は
ど
こ
か
の
頁
に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
深
遠
を

語

っ
た
書
の
中
で
こ
の

一
冊
は
、
こ
こ
二
〇
年
来

（
い
や
、
ひ
ょ
っ
と
す

る
と
戦
後
か
も
知
れ
な
い
）
、
最
良
の
書
籍
の
ひ
と

つ
で
は
な
い
だ
ろ
う

■「″著
者

「
あ
と
が
き
」
に
、
ケ
ン

・
ウ
ィ
ル
ス
ン
の
百
科
事
典
的
知
識
に

感
謝
す
る
と
の

一
行
は
、
私
を

一
瞬
に
し
て
二
〇
年
前
に
湖
ら
せ
て
く
れ

た
。
日
本
語
版
に
は
各
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
の
終
り
に
、
ク
ラ
イ
マ
ー
の
そ
の

後
の
登
攀
情
況
な
ど
が
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
書
を
担
当
し
た

池
田
常
道
氏
の
同
じ
く
百
科
辞
典
的
頭
脳
に
よ

っ
て
い
る
。
二
〇
年
来
、

互
に

『
マ
ウ
ン
テ
ン
』
と

『
岩
と
雪
』
二
誌
の
編
集
長
と
し
て
交
流
を
続

け
、
時
に
ラ
イ
バ
ル
誌
と
し
て
し
の
ぎ
を
削

っ
た
、
東
西
の
ク
ラ
イ
ミ
ン

グ

・
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
ト
の
陰
の
労
に
謝
意
を
表
す
る
。

（小
泉
　
弘
）
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ジ
ュ
ー
ル
●
ミ
シ
ュ
レ
／
著
　
大
野
一
道
／
訳

『
〔‥．Ⅲ円』

ミ
シ
ュ
レ
の

『山
』
を
日
本
語
で
読
め
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
あ
り
が

た
い
。
日
本
は
翻
訳
書
の
出
版
が
盛
ん
な
こ
と
で
は
世
界
有
数
の
国
に
入

る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
盛
況
の
中
で
も
、
重
要
な
も
の
が
こ
ぼ
れ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
山
の
本
の
世
界
で
も
そ
れ
は
同
じ
で
、
た
と
え
ば
レ
ス
リ
ー
●

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の

ヘヘ哺
ゴ
①
「
Ｆ
Ч
∞
ｏヽ
Ｅ

Ｑ
ｏ
い
国
民
ｏ
も
の
こ
な
ど
は
、
当
然

訳
さ
れ
て
よ
い
、
と
い
う
よ
り
訳
出
さ
れ
て
欲
し
い
本
の
代
表
で
あ
る
だ

ろ
う
。
ミ
シ
ュ
レ
の

『
山
』
も
そ
う
い
う
本
の

一
つ
で
あ

っ
た
。
二
十

一

世
紀
に
近
い
い
ま
読
め
ば
、
時
代
の
変
遷
に
あ

っ
て
古
び
て
い
る
と
し
か

介
　

見
え
な
い
部
分
も
含
ん
で
は
い
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
、
読
む
に
価
す
る

紹
　

古
典
の

一
つ
で
あ
る
か
ら
だ
。

彗．．．
　

　

ジ

ュ
ー
ル

●
ミ
シ
ュ
レ

』
Ｌ
①∽
〓
いｏＦ
①｝①け
（
一
七
九
八
～

一
八
七
四
）

図

は
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
歴
史
学
者
。
『
フ
ラ
ン
ス
史
』
そ
の
他
の
浩
渤

な
著
作
が
あ
る
が
、
『鳥
』
『虫
』
（思
潮
社
刊
）
、
『海
』
と
本
書

（藤
原

書
店
刊
）
な
ど
、
ナ
チ

ュ
ラ
ル

・
ヒ
ス
ト
リ
ー
、

つ
ま
り
自
然
史
、
博
物

史
の
四
部
作
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
歴
史
学
者
と
し
て
の
分
野
に
立
ち

入
る
こ
と
な
く
、
私
た
ち
、
山
を
身
近
に
し
て
い
る
者
に
と

っ
て
、
こ
の

作
品
が
ど
ん
な
存
在
な
の
か
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

原
本

へ^Ｆ

〓
ｏ
が
ご
躍
①
こ
は

一
八
六
八
年

に
刊
行
さ
れ
た
。
慶
応
四

年

・
明
治
元
年
で
あ
る
。　
一
七
八
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
よ

っ
て
世

界
の
歴
史
は
大
き
く
転
回
し
、
人
々
の
思
想
も
大
き
な
変
革
を
経
験
し
た

が
、
そ
の
革
命
直
後
に
生
ま
れ
た
ミ
シ
ュ
レ
は
、
ま
さ
に
革
命
の
子
、
時

代
の
子
で
あ

っ
た
。
『新
潮
世
界
文
学
辞
典
』
は
ミ
シ

ュ
レ
に

一
項
を
さ

き
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

「世
界
史
を
自
由
と
必
然
の
永
遠
の
闘
争
劇
と
規
定
し
、
大
革
命
を
な

し
と
げ
た
祖
国
フ
ラ
ン
ス
の
栄
光
を
全
人
類
の
勝
利
と
し
て
か
か
げ
た
。

∧
そ
の
日
か
ら
フ
ラ
ン
ス
史
は
、
そ
の
ま
ま
世
界
史
と
な

っ
た
∨
と
。
」

こ
う
し
た
時
代
に
生
き
た
ミ
シ
ュ
レ
は
、
近
代
の
つ
よ
い
足
音
を
確
実

に
聞
き
と
り
な
が
ら
、
「自
然
」
が
人
間
の
精
神
に
と

っ
て
、
大
き
な
、

か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
意
識
し
て
い
た
。

自
然
の
風
物
を
人
間
精
神
に
と

っ
て
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に

捉
え
る
思
想
は
、
お
そ
ら
く
十
八
世
紀
以
降
の
産
物
で
あ
ろ
う
。
ミ
シ
ュ

レ
の
こ
の
本
は
、
そ
う
し
た
思
想
の
流
れ
を
直
線
的
に
受
け
て
い
る
も
の

だ
が
、
そ
の
対
象
を

「山
」
に
と

っ
て
い
る
こ
と
が
新
し
く
、
私
た
ち
に

と

っ
て
も
興
味
を
ひ
か
れ
る
所
以
で
あ
る
。
「自
然
は
偉
大

で
あ
り
、
寛

藤原書店・刊
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大
で
あ
る
」
と
い
う
ミ
シ
ュ
レ
は
、
本
書
の
冒
頭
で
言

っ
て
い
る
。

「
あ
の
高
地
の
自
然
は
、
そ
れ
を
大
い
に
愛
す
る
人

々
に
対
し
、
喜
ん

で
自
ら
を
示
す
。
私
た
ち
は
あ
れ
ら
威
厳
あ
ふ
れ
る
巨
人
た
ち
、
あ
の
崇

高
な
山
々
の
、
温
情
に
み
ち
た
好
意
に
対
し
ず

っ
と
感
謝
し
続
け
る
だ
ろ

う
。
」
そ
し
て
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
の
は

「生
き
生
き
と
し
た
再
生
の
精

神
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

自
然
、
特
に

「山
」
に
こ
の
よ
う
に
対
応
す
る
心
は
、
こ
の
時
代
以
前

に
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
あ
る
い
は
、
あ

っ
て
も
、
明
確
に
は
意
識

さ
れ
て
い
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

山
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
長
い
間
、
未
知
で
不
可
解
で
、
暗
く
、
近

よ
り
難
い
も
の
で
あ

っ
た
。

「氷
河
は
か
つ
て
は
嫌
悪
の
対
象
だ

っ
た
。
人
々
は
悪
意

の
こ
も

っ
た

日
で
氷
河
を
眺
め
て
い
た
」
と
ミ
シ
ュ
レ
は
い
う
。

Ｍ

・
Ｈ

・
ニ
コ
ル
ソ
ン
も
、
『暗
い
山
と
栄
光
の
山
』
（小
黒
和
子
訳

・

国
書
刊
行
会
刊
）
で
書
い
て
い
る
。

「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
始
ま

っ
て
十
七
世
紀
も
の
間
、
∧
暗

い
山
∨
は

人
々
の
目
を
曇
ら
せ
、
詩
人
た
ち
も
、
い
ま
私
た
ち
が
見
馴
れ
て
い
る
よ

う
な
輝
き
を
山
に
見
る
こ
と
は
絶
え
て
な
か

っ
た
。
」

こ
う
し
た
暗
く
重
く
長
い
時
代
の
果
て
に
、
山
が
輝
き
を
も

っ
て
人
間

の
前
に
現
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
ミ
シ
ュ
レ
の
時
代
の
わ
ず
か
前
で
あ

っ
た
。

山
を
眺
め
る
こ
と
で
慰
藉
を
感
じ
る
よ
う
な
青
年
が
小
説
の
主
人
公
と
し

て
登
場
す
る
時
代
が
き
て
い
た
の
で
あ
る

（
ス
タ
ン
ダ
ー
ル

『
パ
ル
ム
の

僧
院
』

一
八
三
八
年
）
。

こ
う
し
た
時
代
を
生
き
た
ミ
シ
ュ
レ
は
、
山
を
人
間
の
精
神
に
と

っ
て

重
要
な
、
き
わ
め
て
、
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
人
間

存
在
の
鍵
を
見

つ
け
出
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
の
過
程
で
は
、
山
の
現
象

面
と
し
て
こ
ん
な
説
明
も
し
て
い
る
。

「今
ロ
ア
ル
プ
ス
地
方
で
は
七
年
の
あ
い
だ
氷
河
は
前
進
し
、　
つ
ぎ
の

七
年
間
は
逆
に
後
退
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
後
退
す
る
と

き
、
夏
は
強
烈
で
収
穫
は
あ
ふ
れ
、
食
料
は
容
易
に
手
に
入
り
、
生
活
は

楽
に
な

っ
て
平
和
が
保
証
さ
れ
る
。
逆
に
前
進
す
る
と
き
、
そ
の
年
は
寒

く
、
雨
が
多
く
、
果
実
は
ほ
と
ん
ど
実
ら
ず
、
小
麦
は
不
足
し
、
人
々
は

苦
し
む
。
革
命
が
遠
く
な
い
の
で
あ
る
。
氷
河
は
あ
の
厳
粛
な
る
重
大
時

期
、　
一
八

一
五
年
か
ら

一
六
年
に
か
け
て
恐
ろ
し
く
前
進
し
た
、
四
九
年

に
も
前
進
し
、
食
料
品
が
高
価
に
な

っ
て
、
少
な
か
ら
ず
共
和
国
崩
壊
の

一
因
と
な

っ
た
。
そ
れ
ら
は
今
や
前
進
し
、
わ
れ
わ
れ
に
雨
の
多
い
年
を
、

あ
ま
り
収
穫
の
見
込
め
な
い
年
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
？
　
も

っ
と
重

大
な
出
来
事
に
よ

っ
て
紛
糾
す
る
何
年
間
か
を
、
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
？

恐
る
べ
き
寒
暖
計
。
そ
の
上
に
全
世
界
が
、
精
神
界
も
政
界
も
、

つ
ね
に

目
を
こ
ら
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
気
の
変
化
は
、
人
の
思
考
、
気

質
、
神
経
生
命
を
も
変
化
さ
せ
る
。
多
か
れ
少
な
か
れ
氷
を
い
た
だ
い
て

い
る
モ
ン

・
ブ
ラ
ン
の
正
面
に
こ
そ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
未
来
の
運
命
が
読

み
取
れ
る
の
だ
。
穏
や
か
な
平
和
の
時
代
か
、
諸
々
の
帝
国
を
覆
し
諸
々

の
王
朝
を
運
び
去

っ
て
し
ま
う
突
然
の
大
動
乱
か
が
、
読
み
取
れ
る
の
だ
。」
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温
暖
化
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
現
代
に
照
ら
し
て
、
興
味
あ
る
見
方
だ

と
い
え
る
。

さ
て
、
こ
の
本
の
中
で
は
、
ア
ル
プ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
極
地
も
、
ジ
ャ

ワ
の
火
山
も
ア
ジ
ア
の
高
地
も
、
豊
か
な
山
の
森
も
、
す
べ
て
が
価
値
あ

る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
が
ミ
シ
ュ
レ
自
身
の
実
際
の

地
理
的
体
験
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
た
と
え
ば

「
ア
ジ
ア
の
威
厳
と
母
性
を
見
て
、
尊
敬
の
念
に
つ
ら
ぬ
か
れ
な
い
も
の

が
、
は
た
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
？
　
間
違
い
な
く
ア
ジ
ア
か
ら
、
大
地
の

深
い
魂
を
最
も
よ
く
表
わ
す
種
族
が
出
て
き
た
。
ア
ジ
ア
か
ら
あ
れ
ほ
ど

多
く
の
思
想
や
芸
術
が
生
ま
れ
た
」
と
い
う
時
の
、
ア
ジ
ア
と
か
種
族
と

い
う
の
は
何
の
こ
と
を
い
う
の
か
、
う
ま
く
読
み
と
れ
な
い
の
だ
が
、
ア

ジ
ア
に
対
す
る
こ
う
し
た
視
点
も
、
新
鮮
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ミ
シ
ュ
レ
に
と

っ
て
は
、
実
は
、
山
と
い
う
よ
り

も
対
象
は
地
球
そ
の
も
の
で
、
山
は
そ
の
大
き
な
構
成
要
素
の

一
つ
、
と

い
う
考
え
が
基
本
に
あ
る
の
だ
が
、
地
球
が
、

つ
ま
り
自
然
の
大
地
が
人

間
に
と

っ
て
大
き
く
積
極
的
な
意
味
を
も

つ
こ
と
を
印
象
づ
け
る
経
験
が

語
ら
れ
て
い
る
。

ミ
シ
ュ
レ
は
イ
タ
リ
ア
で
、
温
泉
療
法
の

一
つ
泥
浴
を
体
験
す
る
。
身

体
が
泥
に
埋
め
ら
れ
、
外
に
出
て
い
る
の
は
顔
だ
け
と
い
う
状
態
に
な

っ

て
何
分
か
た

つ
と
―

‐

「次
の
十
五
分
間
、
自
然
の
力
が
増
大
し
て
き
た
。
私
は
そ
の
中

に
深

く
没
入
し
、
思
考
は
消
え
さ

っ
て
い
く
の
だ

っ
た
。
唯

一
残

っ
て
い
た
思

い
は
、　
ハ
ハ
ナ
ル
ダ
イ
チ
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
私
た
ち
の
あ
い
だ
で

一
体
化
は
完
壁
と
な

っ
た
。
最
後
の
十
五
分
間
に
は
、
私
が
自
由
に
動
か

せ
た
も
の
、

つ
ま
り
顔
が
私
に
は
邪
魔
に
な

っ
た
。
埋
ま

っ
て
い
る
体
が

幸
せ
で
、
埋
め
ら
れ
て
い
な
い
部
分
が
苦
情
を
訴
え
て
い
た
。
」

そ
れ
は
大
地
と
人
間
と
の

「本
性
の
交
換
」
だ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

モ
ミ
の
林
の
中
を
歩
く
こ
と
に
根
元
的
な
喜
び
を
感
じ
る
文
章
も
あ
れ

ば
、
「
ブ
ナ
は
森
で
に
こ
や
か
に
輝
き
、
炉
で
に
こ
や
か
に
笑
う
」
と
も

書
き
、
カ
シ
の
木
の
森
が
消
え
て
ゆ
く
こ
と
に
大
き
な
不
安
を
見
た
り
す

る
。ミ

シ
ュ
レ
に
と

っ
て
、
山
は
自
然
の
風
物
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
「湖
は
ス
イ
ス
の
眼
で
あ
り
、

そ
の
青
さ
ゆ
え

に
ス
イ
ス
に
は
、
空
が
上
下
二
つ
あ
る
」
と
か
、
「
ア
ル
プ

ス
で
は
す

べ

て
が
整
合
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
か
ら
は
、
ア
ル
プ
ス
の
性
格

を
的
確
に
み
て
い
る
こ
と
も
汲
み
と
れ
る
。
そ
し
て

「
ア
ル
プ
ス
は
光
で

あ
る
。
そ
れ
は
地
球
の
連
帯
を
教
え
感
知
さ
せ
て
く
れ
る
」
と
も
。

と
こ
ろ
で
、
「山
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
ア
ル
プ

ス
の
氷
雪

の
ピ
ー
ク
を
登
る
、
い
わ
ゆ
る
山
登
り

（
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
）
は
登
場
し
な

い
。　
一
八
五
四
年
の
Ａ

・
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
る
ヴ

ェ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
登
頂
か

ら

一
八
六
五
年
の
ウ
ィ
ン
パ
ー
に
よ
る
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
ま
で
の
、
世
に

い
う
ア
ル
プ
ス
の
黄
金
時
代
を
至
近
の
こ
と
と
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
舞

台
の
人
も
山
も
、
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
そ
う
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い
う
関
心
を
も

っ
て
読
ん
で
も
応
え
て
く
れ
る
も
の
は
な
く
、
そ
こ
に
は
、

ミ
シ
ュ
レ
に
と

っ
て
の

「山
」
の
限
界
が
見
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

意
志
的
な
姿
勢
で
山
と
向
き
合
い
、
現
代
を
先
取
り
し
た
よ
う
な
ウ
ィ
ン

パ
ー
な
ど
の
山

へ
の
想
念
に
く
ら
べ
れ
ば
、
ミ
シ
ュ
レ
の
そ
れ
は
、

ロ
マ

ン
主
義
の
香
り
の
中
に
埋
ま

っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
ミ
シ
ュ

レ
が
こ
の
本
の
中
で
語

っ
て
い
る
山

へ
の
想
い
は
、
山
が
人
間
精
神
に
と

っ

て
新
し
く
現
れ
た
救
世
主
で
あ
り
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
私
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
登
山
家
が
決
し
て
ア
ル
プ

ス
で
や
ら
な
い
よ

う
な
多
く
の
登
攀
を
、
多
く
の
危
険
な
絶
壁
下
り
を
、
い
ま
こ
れ
を
書
い

て
い
る
テ
ー
ブ
ル
に
す
わ

っ
た
ま
ま
行
う
」
と
ミ
シ
ュ
レ
は
言
う
が
、
そ

れ
は
、
近
代
の
幕
明
き
を

「山
」
を
通
し
て
語
る
と
い
う
新
し
い
試
み
ヘ

の
自
負
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

飛
躍
が
あ

っ
た
り
、
意
味
の
と
り
に
く
い
構
文

（訳
文
も
）
が
あ

っ
た

り
で
、
決
し
て
読
み
や
す
い
本
と
は
い
え
な
い
し
、
現
代
の
目
か
ら
み
れ

ば
首
を
か
し
げ
る
部
分
も
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
山
を
精
神
の
再
生

の
鍵
と
し
て
重
く
み
て
い
る
姿
は
貴
重
で
あ
る
。
そ
し
て
、
山
―

‐自
然

と
共
生
す
る
と
い
う
、
い
ま
私
た
ち
が
ま
た
新
し
く
直
面
し
て
い
る
問
題

も
熱
を
も

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
現
代
に
甦

っ
た
思
想
家
の
、
山
を
め
ぐ

る
新
鮮
な
感
性
と
思
考
と
は
、　
一
読
の
価
値
を
も

っ
て
い
る
。

（大
森
久
雄
）

ィメ
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会
報

「山
」
図
書
紹
介

一
覧
―
一九
九
六
年
度
―

●
四
月
号

（六

一
一
号
）

木
下
是
雄
著

『山
　
ひ
と
　
ス
キ
ー
』
（晶
文
社
）

小
荒
井
実
著

『自
然
の
フ
ォ
ー
カ
ス
・
山
楽
百
花
』
（歴
史
春
秋
出
版
）

佐
伯
邦
夫
著

『
佐
伯
邦
夫
の
山
と
ス
キ
ー
大
全
』
（
シ
ー
エ
ー
ピ
ー
）

隅
田
正
三

『
チ
ベ

ッ
ト
探
検
の
先
駆
者
　
求
道
の
師

「能
海
寛
」
』
（波
佐

文
化
協
会
）

谷
本
蝉
丸
著

『
五
十
歳
か
ら
ま
た
始
め
た
山
登
り
』
（新
風
書
房
）

神
戸
大
学
山
岳
会

・
山
岳
部
編

『
山
と
人
八
十
年
　
未
知
の
世
界
を
求
め

て
―

一
九
九
五
』

”
・＞
。
マ
【ｏ∪
ｏ
●
”
こ

へ^”
〇
〇
バ
Ｏ
Ｆ
層
呂
∪
ＨＺ
Ｏ

〓

〇
】＜
【＞
Ｚ
こ
＞
づ
①Ｘ
り
」
σ
‥

〓
∽ド
〕●
∞

●
五
月
号

（六

一
二
号
）

小
堀

一
政
編

『
ザ
イ
ル
』
明
治
学
院
大
学
山
岳
部
五
十
周
年
記
念
号

富
山
県
郷
土
史
会
校
註

『
越
中
安
政
大
地
震
見
聞
録
』

（
Ｋ
Ｎ
Ｂ
興
産
出

介
　

版
部
）

沼１
　

大
森
薫
雄
著

『
雲
の
上
の
診
療
所
』
（
い
し
ず
え
）

彗
．．．
　

愛
知
学
院
大
学
山
岳
会

・
湯
浅
道
男
編

『
国
く
国
”
日
∽
可

『
８
８

∽
８
多
‥

図

り
一〓
”
ヽ
』

立
松
和
平
著
　
『
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
抒
情
紀
行
　
神
様
の
く
れ
た
魚
』
（山
と
漢

谷
社
）

日
本
山
岳
会
丹
水
会
編

『
丹
水
二
号
』
十
五
周
年
記
念
誌

熊
谷
橿
著

『
ア
ル
プ
ス
の
氷
河
を
滑
る
』
（白
山
書
房
）

阿
部
暁
雄
著

『
秋
田
六
百
三
十

一
山
全
登
頂
記
録
』

〓
Ｆ
ヽ
Ｆ
∪
〕①∽
食ＨＺ
∽
日
＞
”
０
回
〇
『
Ｆ
Ｈぞ
目
日
∽
じ
国
〇
ヽ
ヽ
①弓
鮨
∽
一〇
Ｓ
”
Ｆ
一〇
●

●
）ニハ
日
“口万
　
（ユハ
一
一二
目万
）

平
井

一
正
著

『初
登
頂
―
花
嫁
の
峰
か
ら
天
帝
の
峰

へ
』

（
ナ
カ

ニ
シ
ヤ

出
版
）

内
田
陽

一
著

『知
命
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・
ア
ル
プ
ス
ー
希
望
と
祈
り
―
』

（近
代
文
藝
社
）

小
倉
厚
著

『定
年
後
は
山
歩
き
を
愉
し
み
な
さ
い
』
（明
日
香
出
版
社
）

宮
原
魏
著

『
還
暦
の
エ
ベ
レ
ス
ト
』
（山
と
漢
谷
社
）

辻
斉
著

『魅
せ
ら
れ
て
ネ
パ
ー
ル
』
（私
家
版
）

辻
斉
著

『
魅
惑
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
（楓
工
房
）

岡
崎
秀
紀
編
著

『
サ
イ
ハ
ン
　
モ
ン
ゴ
ル
　
自
然

・
人

・
生
活
―
島
根
と

モ
ン
ゴ
ル
の
交
流
史
―
』
（報
光
社
）

島
根
高
校
教
員
モ
ン
ゴ
ル
登
山
隊
編

『
モ
ン
ゴ
ル

・
ア
ル
タ
イ
山
脈
ム
ン

フ
ハ
イ
ル
ハ
ン
山
群
バ
リ
ラ
ガ
チ
ン
峰
は
微
笑
む
』
（
一
九
九
二
）

島
根
県
山
岳
連
盟
隊
編

『草
洋
に
浮
か
ぶ
白
い
女
神
』
（
一
九
九
二
）

●
八
月
号

（六

一
五
号
）

細
川
呉
港
著

『満
ち
て
く
る
湖
』
（平
河
出
版
社
）
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松
崎
中
正
著
山
行
譜

『
わ
が
山
路
』
紀
行
集

『
山
お
ち
こ
ち
』
（楽
山
斎
）

穂
苅
貞
雄
写
真
集

『安
曇
野
―
ア
ル
プ
ス
山
麓
の
四
季
―
』

（
山
と
漢
谷

社
）

北
海
道
雪
崩
事
故
防
止
研
究
会
編

『最
新
雪
崩
学
入
門
―
雪
山
最
大
の
危

険
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
―
』
（山
と
漢
谷
社
）

ア
ン
デ
ィ
・
フ
ァ
ン
シ
ョ
ウ
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

・
ヴ

ェ
ナ
ブ
ル
ズ
著

『
ヒ

マ
ラ
ヤ
　
ア
ル
パ
イ
ン

・
ス
タ
イ
ル
』
（山
と
漢
谷
社
）

●
九
月
号

（六

一
六
号
）

高
橋
亭
夫
著

『
焼
石
連
峰
の
四
季
』
（岩
手
日
報
社
）

佐
竹
伸

一
著

『朝
日
連
峰
の
四
季
』
（無
明
舎
出
版
）

上
野
巌
著

『
山

へ
の
想
い
』
（山
梨
日
日
新
聞
社
出
版
局
）

石
川
富
康
著

『
五
十
歳
か
ら
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
　
四
つ
の
八
千
メ
ー
ト
ル
峰
登

頂
』
（山
と
漢
谷
社
）

川
村
匡
由

・
秋
本
敬
子
著

『
ふ
る
さ
と
富
士
百
名
山
』
（山
と
漢
谷
社
）

●
十
月
号

（六

一
七
号
）

富
山
県
警
察
山
岳
警
備
隊
編

『
山
岳
警
備
隊
出
動
せ
よ
！
』

（東
京
新
聞

出
版
局
）

野
口
邦
和
著

『
山
と
空
と
放
射
線
』
（リ
ベ
ル
タ
出
版
）

信
濃
毎
日
新
聞
社
企
画
編
集

『
空
か
ら
見
た
信
州
の
道
』

（信
濃
毎
日
新

聞
社
）

明
治
大
学
山
岳
部
イ
ン
ド
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊

一
九
九
五
編

『海
外
合
宿
報

告
書
　
イ
ン
ド
ヒ
マ
ラ
ヤ

・
ガ
ン
グ
ス
タ
ン
峰
』

バ
ー
ナ
ー
ド

・
ス
ト
ー
ン
ハ
ウ
ス
著
／
神
沼
克
伊

・
三
方
洋
子
訳

『北
極

・

南
極

（極
地
の
自
然
環
境
と
人
間
の
営
み
）
』
（朝
倉
書
店
）

『
信
州
の
地
質
め
ぐ
り
』
（郷
土
出
版
社
）

】占
”
ヽ
一∽

，
】ハ
”
づ
”
ヽ
】”
Ｒ
∽
づ
一け
一
¨
ｂ
ｒＯ
く
①
●
け
暉
『
①
の
一が
一
Ｆ
①
日
．『
”
●
∽
‥〒
【〓
が
”
｝”
Ч
Ч
”
こ

Ｈ●
ら
」
の
一『
）Ｃ
げ
〓
∽
ド
】●
”

中
村
保
著

『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東
』
（山
と
漢
谷
社
）

●
十

一
月
号

（六

一
八
号
）

森
田
秀
巳

・
松
倉

一
夫
著

『
山
の
常
識

・
非
常
識
』
（山
と
漢
谷
社
）

小
林
静
生
著

『
山
の
本
屋
の
手
帖
』
（鹿
鳴
荘
）

柏
瀬
祐
之
著

『午
後
三
時
の
山
』
（白
山
書
房
）

栃
木
県
高
体
連
登
山
部
中
国
チ
ベ

ッ
ト
学
術
登
山
隊

一
九
九
五
年
実
行
委

員
会
編

『輝
け
る
白
き
峰
　
ニ
ン
チ
ン
カ
ン
サ
西
稜
初
登
頂
の
記
録
』

一
九
九
五
年
秋
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
峰
登
山
隊
報
告
書

『
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
』

（
Ｙ
Ｍ
Ｓ
タ
ー
ト
ル
倶
楽
部
）

●
十
二
月
号

（六

一
九
号
）

大
森
久
雄
著

『本
の
あ
る
山
旅
』
（山
と
漢
谷
社
）

（ご
′
〕づ
一●
一∽【５
０
Ｈけ”
〓
”
●
〇
一●
】【
”
『”
Ｆ
Ｏ
ヽ
Ｃ
コ
ｔ
．

＾^バ
Ｎ
一
８
〓
８
ｏ
く
①８
詳
ｏ
ｏ〓
ｆ
”
目
ご
燿
詳
寸
ｏ
こ
（
イ
タ
リ
ア
山
岳
会
ト

リ
ノ
支
部
編
）

高
田
宏
文
／
細
川
剛
写
真

『
ウ

ェ
ス
ト
ン
の
森
　
上
高
地

・
島
々
谷
の
朝

と
夜
』
（
日
本
テ
レ
ビ
放
送
網
）

安
藤
忠
夫
編

『東
海
山
岳
　
第
七
号
』
（日
本
山
岳
会
東
海
支
部
）
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図 書 紹 介

上
條
武
著

『
上
高
地
１
神
河
内
絵
画
き
宿
』
（独
本
書
房
）

●

二
月
号

（六

二

一
号
）

近
藤
泰
年
著

『
傷
だ
ら
け

の
神

々
の
山
　
立
山

・
白
山

の
自
然
は
今
』

（山
と
漢
谷
社
）

日
本
山
岳
会
信
濃
支
部
編

『
パ
ト

ニ
ー
ヴ

ェ
イ
ル
か
ら
の
風
―
山
脈
に
語

る
―
』
（私
家
版
）

五
人

の
探
検
家

・
登
山
家

の
伝
記

∪
一”
く
い０
〔Ｉ
Ｆ
づ
Ｏ
Ｃ
ヽ
ＲＯ
ｄ
「̈刀
Ｎヽ
・〇
ワ「じ
Ｌ
Ｏ
Ｆ
●
〕Ｓ
Ｃ
ヽ
『
”
Ч
・
Ｆ
Ｏ
い
０
０
●
Ｈ⑬
⑬
ト

＞
●
●
”
げ
①
〕
ゴ
「”
〓Ｆ
①
ヽ
＾ヽ＞
Ｃ
”
国
Ｆ
∽
弓
国
ＨＺ

「
い〇
が
①
①ヽ

Ｏ
』
け，
①
∽
〓
Ｆ
”
〇
”
Ｒ
ぃ

Ｌ
Ｏ
Ｆ
●
７
ら
」
ヽ
『
”
Ч
一ｒ
Ｏ
●
Ｑ
Ｏ
●
ＨＯ
⑬
い

「
”
寸
一ｏＦ
『
ヽ
①●
ｏＦ
へ^く
Ｏ
Ｃ
Ｚ
の
目
Ｃ
∽
∪
＞
Ｚ
∪

日
，

①
Ｆ
”
∽一
の
ヽ
①
”
け
Ｈ日
づ
①
‐

ヽ
い”
】
＞
０
く
①
が
一」
ヽ
①
■
、
工
一”
ヽ
づ
①ヽ

〇
〇
〓
い●
∽
）
Ｆ
Ｏ
●
ヽ
ｏ
●
ド
⑬
Ｏ
ト

＞
Ｆ
●
口
”
い
江
●
∽
ｏ
●

へ^〇
国
〇
『
『
”
国
く

メ
「ＨＺ
日
目
”
〇
『

く
Ｏ
Ｃ
Ｚ
の
‥「
ｏ
①
Ｆ

①
ヽ
“
０”
一〇
炉
員
″Ｏ
ｒ
づ
け”
い５
①
①
■
．
目
０
０
ヽ
①
ヽ
策ば
∽
一〇
」
”

，
一〇
●
・
Ｆ
Ｏ
い
Ｏ
Ｏ
●
Ｈ
０
０
い

弓
〓
が
リュ
”
鮎
”
①
へ^弓
Ｆ
①
Ｆ
”
∽一
回
の
ヽ
Ｏ
∪
ＨＦ
Ｆ
日
ＨＦ
７

，
≧
Ｚ
．
¨
＞
ｒ
σ
一〇
”
ヽ
”
り

，
Ч

Ｏ
ヽ
一ド
①
①
Ｘ
づ
一〇
ヽ
①
■
．
〓
０
０
０
①
『
“
Ｎ
∽
けＯ
ｒ
”
ド
一〇
●
・
Ｆ
Ｏ
●
Ｃ
Ｏ
が
〓⑬
⑬
い

明
治
大
学
山
岳
部
炉
辺
会
編

『
炉
辺
　
第
九
号
』

Ｌ
”
●
パ
い①
斤
ｏ
ヨ
∽
江

ＲＯ
目
〇
〇
く
Ｃ
目
Ｈ〓
＞
ｒ
”
パ
く
＞
』
〇

”
Ｈ
目
Ｈ〓
＞
Ｆ
）．

国
Ｘ
づ
一〇
「
〇
〕”
●
ヽ
〓
⑬
⑬
０

】即一〇
げ
①
『
け
∽
けヽ
”
“
∽
∽
ご^
′
ヽ
く
①づ
け暉
ヽ
①
目
´ヽ
①
Ｆ
Ｆ
一●
¨
」と
］田
”
●
ヽ
σ
Ｏ
Ｏ
Ｆ
』〇
ヽ
Ｈづ
ヽ
①
‐

Ｏ
①
い
Ｏ
①づ
け
哺
´ヽ
”
く
①
｝①
ヽ
∽
、「
、日́
Ｆ
①
ソ
ヽ
Ｏ
Ｃ
●
け”
い●
①Φ
ヽ
∽
ω
Ｏ
Ｏ
π
∽・　
∽
①”
一け【①
ド⑬
Ｏ
①

雁
部
貞
夫
著

『
辺
境

の
星
』
（短
歌
新
聞
社
）

．^弓
ロ
ロ
エ
リ
ム
＞
Ｆ
＞
く
＞
Ｚ
』
Ｏ
Ｃ
”
Ｚ
＞
Ｆ
く
ｏ
ｒ
い
い
いＯ
⑬
ｏ
こ

●
二
月
号

（六
三
二
号
）

長
岡
忠

一
著

『
ス
キ
ー
の
原
点
を
探
る
』
（
ス
キ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
）

新
井
信
太
郎
著

『
雲
取
山
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
』
（け
や
き
出
版
）
『
雲
取
山

よ
も
や
ま
話
』
（さ
き
た
ま
出
版
会
）

芦
生
の
自
然
を
守
り
生
か
す
会
編

『
関
西
の
秘
境
　
芦
生
の
森
か
ら
』

（か
も
が
わ
出
版
）

浅
野
孝

一
著

『
信
仰
の
山
歩
き
４１
　
関
東
霊
山
紀
行
』
（自
由
国
民
社
）

佐
藤
芝
明
著

『
現
代
に
活
き
る
山
の
神
伝
承
』
（中
央
公
論
事
業
出
版
）

薬
師
義
美

・
雁
部
貞
夫
編
／
藤
田
弘
基
写
真

『
ヒ

マ
ラ
ャ
名
峰
事
典
』

（平
凡
社
）

静
岡
新
聞
社
編

『新
狩
野
川
紀
行
』
（静
岡
新
聞
社
）
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大
澤

伊
三
郎

氏

（
一
八
九
八
～
一
九
九
六
）

大
正
十
三

（
一
九
二
四
）
年
六
月
甲
斐
山
岳
会
が
発
足
、
翌
年
機
関
誌

『
山
』
を
発
行
し
た
。
武
田
久
吉
、
大
町
桂
月
、
平
賀
月
兎

（文
男
）
氏

ら
豪
華
メ
ン
バ
ー
が
山
梨
の
山
々
を
讃
え
、
登
山
記
や
各
地
の
情
報
を
載

せ
て
い
る
。
会
員
は
百
人
。
県
全
域
に
及
ん
で
い
る
の
で
、
現
在
の
山
梨

県
山
岳
連
盟
の
実
質
的
出
発
点
と
言
え
る
。
会
長
は
若
尾
金
造
氏
で
会
員

番
号
は

一
番
、
大
澤
伊
二
郎
さ
ん

（当
時
は
照
貞
）
は

一
〇
番
、
二
十
六

歳
だ

っ
た
。
顧
間
に
木
暮
理
太
郎
の
名
も
見
え
る
。

こ
れ
よ
り
半
月
早
く
、
韮
崎
市
に
自
鳳
会
が
誕
生
し
た
。
甲
斐
山
岳
会

と
の
役
員
を
兼
ね
る
人
も
い
て
、
ほ
と
ん
ど
同
時
の
発
足
と
言
え
る
。
会

報

『白
鳳
』
の
発
行
は
九
年
後
だ
が
、
こ
れ
に
は
小
島
烏
水
氏
が

「
山
岳

会
の
仕
事
は
創
作
に
在
る
」
と
い
う
小
論
文
を
寄
せ
山
岳
会
の
役
割
を
説

い
て
い
る
。

昭
和
五

（
一
九
二
〇
）
年
六
月
、
こ
ん
ど
は
甲
府
市
に
南
嶺
会
が
結
成

さ
れ
た
。
大
澤
さ
ん
は
故
百
瀬
舜
太
郎
さ
ん
ら
を
従
え
各
地
に
山
岳
会
結

成
を
呼
び
か
け
な
が
ら
初
代
会
長
と
な

っ
た
。

そ
し
て
、
す
ぐ
に
会
報

『南
嶺
』
を
創
刊
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
こ
れ
は
未
だ
に
発
見
さ
れ
て
い

な
い
。
戦
災
に
よ
る

「犠
牲
」
で
あ
る
。
二
号
は
翌
年
の
刊
行
で
、
こ
れ

は
先
ご
ろ
大
澤
さ
ん
の

一
周
忌
直
後
発
見
、
い
ま
私
の
手
元
に
あ
る
。
扉

は
大
澤
さ
ん
が
依
頼
し
た
茨
木
猪
之
吉
氏
の

「北
岳
」
の
版
画
で
飾
り
、

Ｂ
５
版
の
小
粒
だ
が

ハ
イ
カ
ラ
な
会
報
で
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
巻
末
の
南
嶺
会
設
立
記
念
事
業

「第

一
回
山
岳
写
真

資
料
展
覧
会
」
の
記
事
と
出
品
目
録
で
あ
る
。
展
覧
会
は
昭
和
七
年
六
月

十

一
日
か
ら
四
日
間
、
甲
府
商
業
学
校
の
教
室
で
開
か
れ
た
。
甲
府
商
業

と
と
も
に
甲
府
中
学
校
に
も
山
岳
部
が
創
立
さ
れ
た
こ
と
に
協
賛
し
、
大

澤
さ
ん
は
自
ら
山
岳
部
の
生
徒
ら
若
者
を
前
に
山
の
歴
史
や
魅
力
に
つ
い

て
記
念
講
演
を
し
た
。

出
展
は
す
べ
て
会
員
の
持
ち
も
の
で
、
テ
ン
ト
、
ザ
イ
ル
、
鉄
鋲
登
山

靴
な
ど
の
道
具
類
か
ら
山
岳
写
真
、
絵
画
、
書
籍
に
い
た
る
ま
で
ざ

っ
と

三
百
点
。
こ
の
う
ち
三
分
の

一
以
上
が
大
澤
さ
ん
の
所
蔵
品
だ
が
、
驚
く

こ
と
に
南
ア
ル
プ
ス
、
奥
秩
父
、
富
士
山
周
辺
の
古
地
図
、
浮
世
絵
、
古

文
書
を
は
じ
め
江
戸

・
明
治

・
大
正

・
昭
和
と
時
代
を
区
切
り
な
が
ら
日

本
の
代
表
的
な
山
岳
古
典
を
ず
ら
り
と
並

べ
た
。
さ
ら
に
目
を
引
く
の
は

ウ
イ
ン
パ
ー
、
チ
ン
ダ
ル
、
Ｗ

・
ヤ
ン
グ
、
Ａ

・
ラ
ン
、
ヤ
ン
グ

ハ
ズ
バ

ン
ド
、

コ
リ
ー
、

マ
ン
メ
リ
ー
、
ウ

ェ
ス
ト
ン
な
ど
の
原
書
も
二
十
冊
ほ

ど
展
示
さ
れ
た
。
し
か
も
、　
一
点

一
点
に
は
大
澤
さ
ん
の
手
に
よ
る
丁
寧

な
解
説
も

つ
け
ら
れ
た
。
『
登
高
行
』
『
リ

ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
』
を
は
じ
め
大

:   :
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l悼 |
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学
山
岳
部
報
、
日
本
山
岳
会
の

『
山
岳
』
も
創
刊
号
か
ら
展
示
さ
れ
た
。

な
ん
と
、
英
国
の

『
ア
ル
パ
イ
ン

・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
ま
で
…
…
。
記
事
に

よ
る
と
、
場
所
が
狭
く
て
特
に
大
澤
、
百
瀬
さ
ん
の
蔵
書
は
四
分
の

一
く

ら
い
し
か
展
示
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
。
会
期
中
、
入
場
者
は
四
百
五
十

二
人
だ

っ
た
が
、
解
説
付
き
の
古
地
図
や
山
岳
書
な
ど
よ
り
も
登
山
用
具

や
写
真
に
人
気
が
集
ま
り

「観
客
の
水
準
は
低
い
」
と
嘆
い
て
い
る
。

し
か
し
、　
一
地
方
都
市
で
、
こ
の
時
代
に
、
こ
ん
な
に
超

一
流
の
展
示

を
し
た
と
こ
ろ
が
ほ
か
に
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
驚
き
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

会
員
も
た

っ
た
十
四
人
、
全
員
が
汗
を
流
し
て
準
備
を
し
た
。
こ
の
こ
と

は
生
前
の
大
澤
さ
ん
か
ら
何
回
か
お
聴
き
し
た
が
、
こ
う
し
て

『南
嶺
』

を
手
に
し
て
い
る
と
、
大
澤
さ
ん
の
奮
闘
ぶ
り
と
会
員
諸
先
輩
た
ち
の
純

粋
な
行
動
が
手
に
と
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
し
か
も
、
念
の
た
め
に
調

べ
て
み
る
と
、
こ
の

〃世
紀
の
山
岳
展
〃
が
開
か
れ
た
と
き
、
会
員
の
ほ

と
ん
ど
は
二
十
歳
代
、
会
長
の
大
澤
さ
ん
で
さ
え
三
十
四
歳
、
支
え
る
百

瀬
さ
ん
な
ど
二
十
歳
に
な

っ
た
ば
か
り
だ

っ
た
。
采
配
を
振
る
う
年
配
者

も
、
後
援
団
体
も
な
い
、
前
例
も
な
い
。
あ
れ
こ
れ
思
い
を
め
ぐ
ら
す
と
、

つ
い
つ
い
、
感
嘆
の
声
を
も
ら
し
て
し
ま
う
の
だ
。

も
う
ひ
と
つ
、
別
の
記
録
に
よ
る
と
、
こ
の
年
の
会
員
た
ち
の

「
登
高

記
録
」
は
大
澤
さ
ん
を
含
め
二
月
鳳
凰
、
富
士
、
四
月
瑞
糖
、
五
月
北
岳
、

悼
　

そ
し
て
展
示
会
終
了
直
後
の
七
月
に
は
①
悪
沢
―
赤
石
―
聖
、
②
鳳
凰
―

白
根
―
駒
―
仙
丈
、
③
悪
沢
―
赤
石
と
た
て
続
け
に
山
行
、
そ
し
て
十

一

追

月
の
北
岳
―
仙
丈
と
多
忙
な

一
年
を
締
め
括
る
。
深
夜
、
甲
府
市
の
自
宅

か
ら
歩
き
始
め
た
こ
と
も
あ
る
。
芦
安
村
ま
で
三
時
間
、
そ
の
意
気
軒
昂

た
る
や
、
単
に
今
昔
の
感
な
ど
と
言

っ
て
お
ら
れ
な
い
。
小
島
烏
水
、
木

暮
理
太
郎
、
大
町
桂
月
氏
ら
の
探
検

・
静
観

ｏ
日
本
的
情
緒
に
、
槙
さ
ん

ら
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
活
躍
、
近
代
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
も
ろ
に
受

け
な
が
ら
も
、
郷
土
の
山

へ
の
愛
着
、
衿
持
に
胸
を
張

っ
て
い
る
の
が
紙

背
に
読
み
取
れ
る
。

蔵
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
澤
さ
ん
の
研
究
熱
心
さ
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
と
行
動
力
は
こ
と
山
岳
に
限

っ
た
も
の
で
は
な
い
。
家
業
の
酒
造
組
合

関
係
、

ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
ほ
か
ス
キ
ー
連
盟
、
ス
ケ
ー
ト
連
盟
は
初

代
会
長
、
こ
の
ほ
か
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
、
調
停
委
、
甲
府
市
議
、
教
育
委

員
、
私
学
理
事
、
商
工
会
議
所
、
郵
便
協
力
会
、
更
生
保
護
、
伊
勢
神
宮
、

武
田
神
社
、
自
衛
隊
協
力
会
な
ど
い
ず
れ
も
指
導
的
役
割
を
背
負

っ
た
。

そ
ん
な
な
か
で
戦
後
の
山
梨
県
山
岳
連
盟
の
初
代
会
長
を
、

つ
い
先
ご
ろ

ま
で
日
本
山
岳
会
の
支
部
長
を
お
願
い
し
て
き
た
。

九
十
歳
を
越
え
て
か
ら
は
歩
行
が
次
第
に
不
自
由
に
な
ら
れ
た
が
、
山

の
話
に
な
る
と
相
手
を
直
視
し
、
饒
舌
に
な
る
。
小
柄
な
体
、
背
筋
を
び

ん
と
伸
ば
し
た
大
澤
さ
ん
に
向
き
合
う
と
、
あ
あ
、
明
治
の
青
年
だ
と
思

う
。
遺
影
を
前
に
し
て
、
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
と
お
聴
き
し
て
お
け
ば
よ
か

っ

た
と
つ
く
づ
く
思
う
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

（大
澤

伊
二
郎
氏
は

一
九
二
七
年
日
本
山
岳
会
入
会
。
会
員
番
号

一
〇
五
九
）

（高
室
陽
二
郎
）
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Ｈ

・
Ｃ

・
サ
リ
ン
氏

目
＞
”
目
の
目

０
〓
＞
Ｚ
∪
”
＞

∽
＞
”
目Ｚ
　
（〓
Ｏ
Ｈ
卜
く
二
〇
０
一
）

長
ら
く
イ
ン
ド
登
山
財
団

（Ｈａ
Ｆ
”
〓
ｏ
Ｅ

ご
〓
①①ヽ
〓
∞
『
Ｏ
Ｅ

計
‥

Ｌ
ｏ
●
）
の
会
長
を
勤
め
、
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員
で
も
あ

っ
た
サ
リ
ン
氏

が
、　
一
九
九
七
年

一
月
二
十
七
日
に
亡
く
な

っ
た
。
八
十
三
歳
だ

っ
た
。

イ
ン
ド
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
登
山
を
行

っ
た
者
は
、
直
接
、
間
接
、
な
ん
ら
か

の
形
で
、
サ
リ
ン
氏
の
お
世
話
に
な

っ
た
は
ず
だ
。
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を

表
し
た
い
。

「
と
に
か
く
大
事
な
こ
と
は
サ
リ
ン
さ
ん
と
交
渉
し
て
下
さ
い
。
他
の

人
じ
ゃ
、
ダ
メ
で
す
。
彼
が
Ｏ
Ｋ
と
い
え
ば
、
大
丈
夫
だ

っ
て
い
う
こ
と

で
す
。
」
梶
正
彦
に
そ
う
言
い
含
め
ら
れ
て
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー

ヘ
飛
ん
だ
の

は
、　
一
九
七
六
年
二
月
の
こ
と
だ
。
日
本
山
岳
会
、
イ
ン
ド
登
山
財
団
合

同
の
、
日
印
ナ
ン
ダ

・
デ
ヴ
ィ
登
山
隊
の
先
発
と
し
て
、
隊
の
編
成
、
経

費
の
分
担
、
輸
送
の
手
順
な
ど
の
細
部
を
、
本
隊
が
着
く
ま
で
に
詰
め
て

お
く
の
が
、
と
り
あ
え
ず
の
僕
の
仕
事
だ

っ
た
。
初
対
面
で
の
サ
リ
ン
氏

の
印
象
は
、
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
な
の
か
、

と
い
う
も
の
だ

っ
た
。
場
違
い
と
い
え
ば
そ
の
通
り
だ
し
、
第

一

「
ほ
ん

も
の
」
の
英
国
紳
士
な
ん
て
、
そ
れ
ま
で
会

っ
た
こ
と
も
な
い
の
だ
か
ら
、

い
い
か
げ
ん
も
い
い
と
こ
ろ
だ
が
、
と
も
か
く
温
厚
で
ユ
ー
モ
ア
も
た

っ

ぷ
り
、
し
か
し
ま
る
で
隙
が
な
い
の
だ
。

結
局
、
僕
が
日
本
山
岳
会
側
を
代
表
し
て
、
イ
ン
ド
登
山
財
団
の
サ
リ

ン
氏
と
交
渉
す
る
、
と
い
っ
た
場
面
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
よ
う
に
思

う
。
や

っ
た
の
は
登
山
隊
の
代
表
と
し
て
、
イ
ン
ド
で
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ

る
サ
リ
ン
氏
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
お
願
い
を
す
る
こ
と
だ

っ
た
。
そ
の
中
に

は
、
日
本
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
か
な
り
無
理
な
項
目
も
あ

っ
た
の
だ
が
、

ひ
と
た
び
サ
リ
ン
氏
が
う
な
ず
け
ば
、
す
ら
す
ら
と
こ
と
が
運
ん
で
し
ま

う
。
さ
り
げ
な
い
言
動
の
は
し
ば
し
に
、
底
知
れ
な
い
実
力
が
う
か
が
わ

れ
て
、
こ
ち
ら
が
た
じ
ろ
い
で
し
ま

っ
た
こ
と
も
、　
一
度
や
二
度
で
は
な

い
。
甘
え
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
、
と
も
思

っ
た
。

そ
の
後
、
日
本
山
岳
会
が
サ
リ
ン
氏
を
日
本

へ
お
招
き
し
た
折
に
、
富

士
山
や
関
西

へ
同
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。
案
内
と
書
か
な
い
の
は
、
な
に

し
ろ
新
幹
線
の
建
設
に
お
け
る
世
銀
か
ら
の
借
款
の
意
義
や
ら
、
日
本
に

お
け
る
仏
教
の
衰
退
や
ら
に
つ
い
て
の
講
義
を
、
僕
の
方
が
受
け
て
し
ま

っ

た
か
ら
だ
。
僕
自
身
は

一
応
、
南
ア
ジ
ア
の
研
究
者
だ
か
ら
、
サ
リ
ン
氏

に
聞
き
た
い
こ
と
は
、
他
に
い
く
ら
も
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
あ
の
植
民
地

時
代
に
、
イ
ン
ド
人
の
高
等
文
官
と
し
て
勤
務
す
る
と
い
う
の
が
、
ど
う

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
イ
ン
ド
で
政
治
家
や
政
党
と
官

僚
の
関
係
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
。
「
フ
ム
、
私
は
ま
だ
引
退

し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
ね
」
あ

っ
さ
り
僕
は
い
な
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。

実
際
、
そ
れ
か
ら
も
僕
は
何
度
か
イ
ン
ド

ヘ
は
行

っ
た
の
だ
が
、
サ
リ
ン

氏
は
た
い
が
い
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
に
は
不
在
だ

っ
た
。
州
知
事
特
別
顧
間
と
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い
う
の
は
、
紛
争
に
よ

っ
て
州
政
府
が
機
能
し
な
く
な

っ
た
場
合
に
、
中

央
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
る
、
強
大
な
権
限
を
も

っ
た
調
停
役
で
あ
る
。
な

み
の
官
僚
に
勤
ま
る
仕
事
で
は
な
い
。

だ
が
、　
一
九
八
四
年
に
カ
ト
マ
ン
ズ
で
お
会
い
し
た
と
き
に
は
、
好
々

爺
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
往
年
の
凄
味
は
も
は
や
感
じ
ら
れ
ず
、
少

し
寂
し
い
思
い
を
し
た
も
の
だ
。　
一
九
五
〇
年
代
か
ら

一
九
八
〇
年
代
に

か
け
て
の
、
イ
ン
ド
の
登
山
界
の
発
展
に
し
て
も
、
日
本
を
含
む
諸
国
の

イ
ン
ド
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
の
登
山
活
動
に
し
て
も
、
サ
リ
ン
氏
の
存
在
を
抜

き
に
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
サ
リ
ン
氏
の
よ
う
な
形
で
登
山
と
か

か
わ

っ
て
ゆ
く
人
は
、
イ
ン
ド
で
も
も
う
出
な
い
だ
ろ
う
。
サ
リ
ン
氏
の

死
は
、
イ
ン
ド
の
登
山
史
に
お
け
る

一
つ
の
時
代
の
終
わ
り
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
あ
る
世
代
の
エ
リ
ー
ト
の
あ
り
方
の
終
焉
を
意
味
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
、
ア
ッ
サ
ム
各
州
の
首
相
任
命
州
知
事
特
別

顧
間
を
歴
任
。
駐
ネ
パ
ー
ル

・
イ
ン
ド
大
使
を
最
後
に
官
界

を
引
退

一
九
五
四
年
　
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
学
校

（目
日
”
Ｆ
Ч
”
●
〓
８
５
ご
〓
①①『
〓
的

Ｆ
∽秦
二
①　
ダ
ー
ジ
リ
ン
）

の
設
立
に
か
か
わ
り
、
初
代

理
事
長
を
勤
め
る
。
ち
な
み
に
初
代
校
長
は
エ
ヴ

ェ
レ
ス
ト

（チ

ョ
モ
ラ
ン
マ
）
初
登
頂
直
後
の
テ
ン
ジ
ン

・
ノ
ル
ゲ
イ
。

ま
た
、
イ
ン
ド
登
山
財
団
の
創
立
メ
ン
バ
ー
で
、　
一
九
六
六

年
第
二
代
会
長
に
就
任

（
一
九
八
九
年
ま
で
）
。　
一
九
八
九

年
に
は
国
際
山
岳
協
会
連
合

（Ｃ
ユ
ｏ
●
ｏ
』
Ｈ詳
①Ｅ
”
由
ｏ
●
”
〓

≧
づ
〓
①
＞
∽∽８
●
出
８
）
の
副
会
長
と
な

っ
た

（
一
九
九
二

年
ま
で
）
。
英
国
山
岳
会

（≧
づ
〓
①
の
ご
げ
）
、
日
本
山
岳
会
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ク
ラ
ブ
名
誉
会
員
。
ま
た
イ
ン
ド
の
テ
ニ
ス

協
会
の
名
誉
副
会
長
で
も
あ

っ
た
。

一
九
九
七
年
　
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
死
去
。

（鹿
野
勝
彦
）

ク
リ
シ
ュ
ナ

・
バ
ハ
ド
ゥ
ー
ル

・
バ
ル
マ
氏

【
”
目
の
目
Ｚ
＞

国
＞
目
＞
∪
Ｃ
”

く
日
”
一〓
＞

（μ
Ｏ
Ｎ
い
く
二
〇
〇
ヾ
）

ネ
パ
ー
ル
人
、
ク
リ
シ
ュ
ナ

・
バ

ハ
ド
ゥ
ー
ル

・
バ
ル
マ
氏
は
日
本
山

略

一
九

一
四
年

一
九
二
八
年

追  悼

歴五
月
二
十
七
日
、

イ
ギ
リ
ス
統
治
下
の
イ
ン
ド
連
合
州

（Ｃ
ユ
一＆

で
ｏ
く
Ｆ
８
）
デ
オ
リ
ア

（∪
８
ユ
”
）

に
生
ま
れ

る
。
イ
ギ
リ
ス
ヘ
留
学
、
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
大
学
で
数
学
を
専

攻
、
学
位
取
得

・

イ
ン
ド
高
等
文
官

（Ｈａ

Ｆ
５
ｏ
一く
〓
∽
①コ
一８
）
試
験
合

格
。
イ
ン
ド
独
立

（
一
九
四
七
年
）
後
は
主
に
国
防
省
、
鉄

鋼
省
等
で
次
官
等
を
、
ま
た
ア
ン
ド
ラ

・
プ
ラ
デ

ッ
シ
ュ
、
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岳
会
の
数
次
に
亘
る
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
派
遣
に
お
け
る
最
大
の
貢
献
者
で

あ

っ
た
。

一
九
五
〇
年
代
の
ネ
パ
ー
ル
は
ラ
ナ
家
専
制
政
治
か
ら
の
解
放
と
、
コ

ン
グ
レ
ス

（会
議
派
）
を
中
心
と
し
た
政
治
政
党
が
民
主
化
を
目
指
し
て

活
動
す
る
特
殊
な
政
治
的
環
境
に
あ

っ
た
。
王
制
復
古
に
よ
り
実
権
を
取

り
戻
し
た
国
王
ト
リ
ブ
バ
ン
は
現
国
王
の
祖
父
に
当
た
り
、
そ
し
て
ラ
ナ

将
軍

（
マ
ハ
ラ
ジ
ャ
）
家
の
主
要
な
者
は
皆
イ
ン
ド
に
亡
命
し
た
。
イ
ン

ド
に
て
非
合
法
の
政
治
活
動
を
進
め
て
い
た
コ
ン
グ
レ
ス
の
政
治
家
は
ネ

パ
ー
ル
に
帰
り
、
ネ
パ
ー
ル
会
議
派
を
結
成
し
て
公
然
と
活
動
し
、
ネ
パ
ー

ル
は
当
時
、
新
し
い
国
造
り
の
熱
気
に
満
ち
て
い
た
。　
一
九
五
〇
年
に
鎖

国
を
解
い
た
ば
か
り
の
ネ
パ
ー
ル
は
諸
外
国
に
対
し
ど
の
よ
う
に
対
処
し

た
ら
よ
い
か
よ
く
判
ら
な
か

っ
た
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
々
が
あ
る
ネ
パ
ー

ル
に
は
多
く
の
国
々
が
登
山
隊
を
派
遣
し
た
い
と
望
み
、
各
国
は
ネ
パ
ー

ル
と
国
交
を
結
ん
だ
。
そ
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
は
、
ネ
パ
ー
ル

・
ヒ
マ
ラ

ヤ
に
て
開
放
さ
れ
た
未
登
峰
が
次
々
と
初
登
頂
さ
れ
て
い
っ
た
。
フ
ラ
ン

ス
隊
に
よ
る
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
主
峰
の
初
登
頂
に
続
き
、
五
三
年
に
英
国
隊

の
エ
ベ
レ
ス
ト
初
登
、
ま
た
、
チ

ョ
ー

・
オ
ユ
ー
、
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
な
ど
八

〇
〇
〇
】
川
峰
が
登
ら
れ
る
中
で
、
日
本
は
マ
ナ
ス
ル
峰
を
目
指
し
た
。

開
国
早
々
の
ネ
パ
ー
ル
に
最
初
に
入
国
し
て
登
山
許
可
を
折
衝
さ
れ
た

日
本
人
が
京
都
大
学
の
西
堀
栄
二
郎
博
士
で
あ

っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い

る
。
当
会
元
会
長
の
同
氏
の
ネ
パ
ー
ル
入
国
が
ク
リ
シ
ュ
ナ
氏
の
尽
力
で

実
現
で
き
た
こ
と
は

『
山
岳
』
第
九
十

一
年
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
と
お
り

で
あ
る
。
そ
し
て
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
氏
は
西
堀
博
士
の
ト
リ
ブ
バ
ン
国
王
と

の
謁
見
の
労
を
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ネ
パ
ー
ル
政
府
に
よ
る
マ
ナ
ス
ル
　
ー５

登
山
許
可
は
、
い
ま
だ
明
確
な
登
山
規
則
も
な
か

っ
た
当
時
、
複
雑
な
ネ

パ
ー
ル
人
社
会
に
お
い
て
有
力
筋
を
頼
る
し
か
な
か

っ
た
。
西
堀
博
士
に

よ
る
マ
ナ
ス
ル
登
山
許
可
の
申
請
は
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
氏
の
尽
力
に
よ

っ
て

認
め
ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
登
山
隊
派
遣
が
京
都
大
学
か
ら
日
本
山
岳
会
に

譲
ら
れ
て
、
当
会
の
マ
ナ
ス
ル
登
山
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

ク
リ
シ
ュ
ナ
氏
の
名
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
の
名
と
同
じ
で
あ
る
こ
と

も
あ

っ
て
、
日
本
の
登
山
界
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
同
氏

は
日
本
及
び
日
本
人
に
対
し
絶
大
な
関
心
を
寄
せ
、
何
回
か
訪
日
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
最
初
は
第

一
次

マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
が
派
遣
さ
れ
た

一
九
五

二
年
で
あ

っ
た
。
京
都
大
学
の
関
係
者
の
斡
旋
で
日
本
各
地
を
巡
り
、
実

地
に
多
く
の
体
験
を
得
ら
れ
た
。
二
年
後
に
ネ
パ
ー
ル
帰
国
後
、
ク
リ
シ
ュ

ナ
氏
は
政
府
関
係
の
様
々
な
役
職
を
勤
め
ら
れ
る

一
方
、　
一
貫
し
て
日
本

と
の
関
係
を
保
ち
、
日
本
の
歴
史
、
文
化
ま
た
は
日
本
人
に
関
し
て
紹
介

す
る
著
作
活
動
を
続
け
ら
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
著
作
が

『
私
が
日
本
で

見
い
だ
し
た
も
の
』
（^
ｊ
「Ｆ
〓

『
ｏ
Ｃ
ａ

〓

旨
づ
”
■
．）

で
あ
る
。
ま
た

後
年
、
ネ
パ
ー
ル

ｏ
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
を
創
設
し
、
そ
の
理
事
長
を
務

め
ら
れ
た
。
ク
リ
シ
ュ
ナ
氏
は
ス
ポ
ー
ツ
関
係
で
も
顕
著
な
働
き
を
さ
れ
、

例
え
ば
ネ
パ
ー
ル

・
サ
ッ
カ
ー
協
会
の
創
始
者
の

一
人
で
も
あ
り
、
ま
た

ア
ジ
ア
大
会

（
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
）
、

ヘ
ル
シ
ン
キ

・
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
な
ど

多
く
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
ネ
パ
ー
ル
代
表
選
手
団
を
率
い
て
参
加
さ
れ
た
。



ク
リ
シ

ュ
ナ
氏
が
ネ
パ
ー
ル
に
て
い
か
な
る
環
境
の
下
に
育

っ
た
か
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、　
一
九
二
五
年
五
月

一
日
に
カ
ト

マ
ン
ズ
に
て
生
誕

し
、
そ
の
後
、
上
流
階
級
の

一
人
と
し
て
、
カ
ト

マ
ン
ズ

（ト
リ

●
チ
ャ

ン
ド
ラ

・
カ
レ
ッ
ジ
）
及
び
イ
ン
ド

（ベ
ナ
レ
ス
大
学
）
に
て
教
育
を
受

け
、
か
つ
大
変
に
頭
脳
明
晰
な
人
で
あ

っ
た
。
後
年
ク
リ
、シ
ュ
ナ
氏
は
登

山
家
以
外
に
も
多
く
の
日
本
人
の
知
己
を
得
た
が
、
そ
の
人
々
は
同
氏
に

様
々
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。
ク
リ
シ
ュ
ナ
氏
が
七
十
二
歳
で

急
逝
さ
れ
た
の
は
本
年
五
月
二
十
九
日
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
前
日
ま
で
同

氏
は
日
本
人
と
の
関
係
を
保
ち
、
日
本
関
係
の
研
究
を
さ
れ
て
い
た
。
さ

ら
に
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
氏
の
実
弟
ラ
ム

●
ク
リ
シ

ュ
ナ

・
バ
ル
マ
氏
、
実
娘

ア
ム
リ
タ
さ
ん
も
、
時
は
異
な
る
が
日
本
に
留
学
し
て
い
る
。

ク
リ
シ
ュ
ナ
氏
の
ネ
パ
ー
ル
で
の
職
歴
は
、
家
内
工
業
局
局
長

（
一
九

五
四
～
六
〇
年
）
、
観
光
局
局
長
、
パ
ル
パ
県
知
事
、
内
務
省
次
官
補
、

生
活
協
同
機
関

（サ
ー
ジ
ャ
）
総
支
配
人
、
な
ど
を
歴
任
し
、
そ
の
功
労

に
よ
り
政
府
か
ら
プ
ラ
バ
ル

・
ゴ
ル
カ

・
ダ
ク
シ
ン
・
バ
フ
勲
章
を
受
け

て
い
る
。
本
会
名
誉
会
員
で
あ
る
ク
リ
シ
ュ
ナ

・
Ｂ

・
バ
ル
マ
氏
の
名
は

本
会
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
歴
史
の

一
的
に
永
く
留
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

こ
こ
に
御
冥
福
を
祈
る
。
合
掌
。

（神
原
　
達
）

悼
　

　

［編
者
注
］
ク
リ
シ
ュ
ナ

・
Ｂ

・
バ
ル
マ
氏
の
著
書
は
、　
一
九
八
五
年

に
発
行
さ
れ
た
前
記

Ｒョ
Ｆ
け
Ｈ
『
８
ａ

〓

Ｌ
”
ｏ
”
■
．
の
他
に
、
こ
の
原

追

典
で
も
あ
る

こ
＞
「
＞
Ｚ
〓
＞
【
日
パ
国
「
＞
く
国
Ｚ
こ
（
一
九
七
八
年
に
刊

行
さ
れ
た
ネ
パ
ー
ル
語
版
）
が
あ
る
。
他
に
本
書
を
補
足
す
る
た
め
に
、

彼
を
中
心
と
し
た
日
本

・
ネ
パ
ー
ル
関
係
の
書
簡

・
新
聞
記
事
等
を
収
録

し
た

Ｒョ
Ｆ
ｏ
∽
”
〓

ョ
Ｆ
ヽ

が
あ
り
、
さ
ら
に

一
九
九
〇
年

に
は
、
ネ

パ
ー
ル
語
の
題
名

『熟
練
し
た
勇
敢
な
人
び
と
の
国

ｏ
日
本
』
の
も
と
、

ク
リ
シ

ュ
ナ
氏
の
論
説

「
日
本
繁
栄
の
奇
跡
―
ネ
パ
ー
ル
の
た
め
の
模
範
」

を
主
文
と
し
た
英
語

・
ネ
パ
ー
ル
語
に
よ
る
日
本
を
紹
介
す
る
た
め
の
本

が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ク
リ
シ
ュ
ナ

・
バ
ル
マ
氏
の
収
集
し
た
貴

重
な
文
献
は
、
現
在
、
ネ
パ
ー
ル

・
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
（Ｚ
①づ
ュ
‥Ｚ
ぼ
ｏ
８

”
８
８
ヽ
０，
０
８
■
の）
の
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の

内
英
文

の
日
本
紹
介

の
文
献
は
、

ク
リ
シ

ュ
ナ
氏

に
よ
リ

ヘヘ∽
①①Ｆ

∽
８
お
Ｆ

∽
Ｆ
ヽ
①
こ
の
名
前
で
目
録
が
作
ら
れ
、

こ
の
目
録
は
本
会

の
図

書
室
に
も
保
管
さ
れ
て
い
る
。
ネ
パ
ー
ル
語

・
日
本
語
の
本
を
含
め
た
全

部
の
文
献
目
録
は
、
現
在
川
喜
田
二
郎
名
誉
会
員
が
中
心
と
な
り
、
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
カ
ト
マ
ン
ズ
駐
在
の
安
藤
久
男
会
員
の
協
力
を
得
て
作
成
中
で
あ
る

が
、
日
録
完
成
の
暁
に
は
、
こ
の
貴
重
な
資
料
が
活
用
さ
れ
る
べ
く
、
利
用

さ
れ
や
す
い
し
か
る
べ
き
場
所
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

奥

田

五

郎

氏

（
一
九
一
四
上

九
九
五
）

奥
田
五
郎
先
生
は
北
海
道
教
育
大
学
教
授
を
定
年
退
官
さ
れ
た
後
、
旭
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川
近
郊
の
山
々
を
め
ぐ
る
の
が
日
課
の
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
。
特
に
近
く

の
所
は
愛
用
の
自
転
車
で
行
く
こ
と
が
多
か

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し

た
。そ

ん
な
折
、　
一
九
九
二
年
八
月
、
交
通
事
故
に
あ
わ
れ
、
以
後
入
院
、

三
年
二
ヶ
月
の
療
養
を
さ
れ
ま
し
た
が
、　
一
九
九
五
年
十

一
月
十
八
日
、

こ
よ
な
く
愛
し
た
大
雪
の
山
々
を
再
び
訪
れ
る
こ
と
な
く
逝
去
さ
れ
ま
し

た
。先

生
と
の
出
合
い
は
、
私
が

一
九
五
二
年
北
海
道
学
芸
大
学

（現
、
教

育
大
学
）
旭
川
分
校
に
入
学
し
た
時
で
し
た
。
幾
人
か
の
山
好
き
の
者
が

顔
を
合
わ
せ
て
い
る
う
ち
に
本
格
的
に
山
を
登
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

山
岳
部
の
結
成
を
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
山
岳
部
の
結
成
に
あ
た

っ

て
、
指
導
を
し
て
い
た
だ
け
る
先
生
が
お
ら
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、
奥
田
先
生
が
北
大
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
こ
と

を
知
り
、
有
志

一
同
で
化
学
研
究
室
に
伺
い
ま
し
た
。
先
生
は
化
学
実
験

用
の
ビ
ー
カ
ー
で
紅
茶
を
入
れ
て
下
さ
り

「山
に
登
る
と
は
…
…
」
な
ど

と
話
さ
れ
た
後
、
快
く
引
き
受
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
退
官

さ
れ
る
ま
で
山
岳
部
部
長
を
し
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

山
岳
部
が
発
足
当
初
は
十
勝
岳
や
大
雪
山
な
ど
を
共
に
歩
い
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
た
、
全
校
的
に
呼
び
か
け
た
登
山
会
の
提
案
を
さ
れ
登
山

の
普
及
に
も
力
を
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。

次
の
年
四
月
、
部
と
し
て
の
本
格
的
登
山
の
嘱
矢
と
な

っ
た
オ
プ
タ
テ

シ
ケ
西
面
中
央
稜
登
山
に
お
い
て
は
、
ア
イ
ゼ
ン
の
着
け
方
は
も
ち
ろ
ん
、

雪
氷
上
の
歩
き
方
、
雪
山
で
の
テ
ン
ト
生
活
な
ど
を
共
に
行
い
な
が
ら
の

指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
、
我
々
部
員
が

へ
ば
り
な
が
ら
登

っ

て
い
る
と
、
「
上
ま
で
行

っ
た
ら
う
ま
い
も
の
を
食
わ
す
ぞ
」
と
云
わ
れ

る
の
で
、
何
が
出
る
の
か
を
楽
し
み
に
ひ
た
す
ら
登
り
稜
線
に
辿
り
着
く

と
何
か
を
切
り
わ
け
て
く
だ
さ

っ
た
。
は
じ
め
て
日
に
す
る
も
の
で
し
た
。

「先
生
、
こ
れ
は
何
で
す
か
」
「
チ
ー
ズ
だ
よ
、
知
ら
ん
の
か
、
こ
ま

っ
た

も
ん
だ
な
―
」
と
い
う
こ
と
で

一
同
大
笑
。
昭
和
二
十
九
年
、
チ
ー
ズ
な

ど
ま
だ

一
般
的
に
出
ま
わ

っ
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
よ
り
小
生
だ
け
知
ら

な
か

っ
た
の
で
は
。
登
頂
を
果
た
し
、
美
瑛

・
白
金
温
泉
に
無
事
下
山
、

ヒ
ュ
ッ
テ
で
の
泊
り
の
夜
、
風
呂
上
が
り
に
居
酒
屋
に
つ
れ
て
い
っ
て
い

た
だ
き
、
た
く
あ
ん
を
か
じ
り
な
が
ら
の
酒
。
は
じ
め
は
今
回
の
山
の
こ

と
、
だ
ん
だ
ん
と
昔
の
山
登
り
の
こ
と
な
ど
ユ
ー
モ
ア
た

っ
ぷ
り
に
話
き

れ
、
日
ご
ろ
の
学
校
に
お
い
て
の
厳
し
さ
か
ら

一
転
し
た
風
情
を
見
せ
ら

れ
た

一
時
で
し
た
。

私
と
同
時
期
の
部
員
も
、
以
後
入
部
し
た
者
も
ほ
と
ん
ど
は
十
勝
岳
や

大
雪
山
の
無
雪
期
の
登
山
と
近
郊
の
低
山
で
の
ス
キ
ー
の
経
験
し
か
な
い

者
達
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
部
員
に

「
日
高
山
脈
の
沢
登
り
を
し

な
く
ち
ゃ
だ
め
だ
よ
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
も
、
「
先
生
、

日
高

の
山
と
は
ど
こ
に
ど
ん
な
山
が
…
…
」
と
の
問
い
に
、
ま
た
も
呆
れ
ら
れ

た
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
以
後
、
日
高
の
山
の
勉
強
会
と
な
り
、
我
が
山
岳

部
の
主
要
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
に
日
高
山
脈
が
は
い
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
初
歩
的
な
こ
と
か
ら
の
指
導
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
我
々
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追  悼

年
代
の
卒
業
後
も
現
役
と
Ｏ
Ｂ
と
の
つ
な
が
り
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た

も
の
と
考
え
ま
す
。
ま
た
退
官
後
も
折
に
触
れ
的
確
な
指
針
を
示
し
て
い

た
だ
い
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
先
生
は
北
海
道
学
芸
大
学
旭
川
分
校
主
事
を

一
九
五
九
年
よ
り
四

年
間
勤
め
ら
れ
、
そ
の
間
に
上
川
郡
東
川
町
旭
岳
温
泉
に
、
北
海
道
学
芸

大
学
大
雪
山
科
学
研
究
所
を
竣
工
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は

一
般
の
学
生
の

研
究
の
場
と
共
に
山
岳
部
の
登
山
拠
点
に
も
な
り
ま
し
た
。

一
方
、
退
官
後
も
、
理
科
教
育
発
展
の
た
め
、
旭
川
市
内
の
小
中
学
校

の
研
究
会
等
に
精
力
的
に
顔
を
出
さ
れ
少
々
辛
口
な
が
ら
的
確
な
助
言
を

さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

学
芸
大
学
、
教
育
大
学
の
山
岳
部
と
し
て
は

一
九
五
八
年
、　
一
九
六
四

年
の
部
報
発
行
、　
一
九
六
〇
年

一
月
の
ヌ
ピ
ナ
イ
川
よ
リ
ソ
エ
マ
ツ
岳
、

神
威
岳
及
び
ピ
リ
カ
ヌ
プ
リ
山
な
ど
の
指
導
を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
特
筆

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

先
生
を
知
る
資
料
は
今
と
な

っ
て
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
先
生
を

評
す
る
も
の
と
し
て
、　
一
九
六

一

（昭
和
三
十
六
）
年
、
北
海
道
学
芸
大

学
旭
川
分
校
主
事
に
再
選
さ
れ
た
折
の
北
海
タ
イ
ム
ス
の

「時
の
人
」
欄

に

「山
が
好
き
。
北
大
理
学
部
に
在
学
中
は
、
山
岳
部
員
と
し
て
よ
く
山

に
登

っ
た
。
人
ざ
わ
り
は
良
く
な
い
が
、
ひ
と
す
じ
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
通

っ

て
い
る
感
じ
。
こ
の
気
骨
は
山
の
空
気
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と

評
す
る
人
も
あ
る
。
…
…
」
と
あ
り
ま
し
た
。

最
後
に
、
御
本
人
の
前
で
は
こ
の
よ
う
な
呼
び
名
は
い
た
し
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
仲
間
内
で
は
先
生
を

「
ゴ

ロ
チ
ャ
ン
」
と
愛
称
で
呼
ば
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

好
き
な
パ
イ
プ
を
く
わ
え
た
生
前
の
お
姿
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら

「
ゴ

ロ
チ
ャ
ン
、
雲
の
上
か
ら
見
る
下
界
の
山
は
い
か
が
で
す
か
」
と
話
し
か

け
た
く
思
い
ま
す
。

ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

略

一
九

一
四

一
九
二

一

一
九
二
三

一
九
二
三

一
九
二
五

一
九
二
七

歴

（大
正
三
）
年
　
旭
川
市
二
代
目
市
長
、
奥
田
千
春
氏
の
五
男

と
し
て
出
生

北
大
山
岳
部
員
と
し
て
先
駆
的
登
山
を
す
る

（昭
和
六
）
年
五
月
　
大
雪
山
愛
別
岳

（昭
和
八
）
二
月
　
日
高
山
脈
中
ノ
川
を
湖
行
、
上
二
股
か
ら

神
威
岳
直
下
に
達
す

（昭
和
八
）
年
七
月
　
元
浦
川
か
ら
シ
ョ
ベ
ツ
沢
を
湖
行
、
ピ

リ
ガ
イ
山
、
ペ
ッ
ピ
リ
ガ
イ
沢
を
経
て
中
ノ
岳
に
登
り
、
中

ノ
川
を
下
る

（昭
和
十
）
年
二
月
　
美
生
川
か
ら
ル
ベ
シ
ベ
岳
、
チ

ロ
ロ
岳

に
登
る

（昭
和
十
二
）
年
　
北
海
道
大
学
卒
業
。
明
治
製
糖
技
師
。
日

本
山
岳
会
入
会
、
会
員
番
号

一
七
〇
二
。
紹
介
者
犬
飼
哲
夫

・
　

５３

松
方
二
郎



一
九
四
二

一
九
四
五

一
九
四
八

一
九
六
九

一
九
七
三

一
九
八
二

一
九
八
七

一
九
九
二

一
九
九
五

渡

辺

正

臣

氏

（
一
九
一
八
上

九
九
六
）

渡
辺
さ
ん
、
こ
ん
な
形
で
渡
辺
さ
ん
と
お
話
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は

（昭
和
十
七
）
年
　
海
軍
技
術
将
校

（昭
和
二
十
）
年
　
北
海
道
農
業
会
技
師

（昭
和
二
十
三
）
年
　
北
海
道
第
二
師
範

（現
北
海
道
教
育
大

学
旭
川
分
校
）
、
四
九
年
同
助
教
授
、
五

一
年
同
教
授
、
五

九
年
～
六
三
同
校
主
事
。
七
七
年
退
官
。
八

一
年
名
誉
教
授
。

（昭
和
四
十
四
）
年
七
月
　
日
本
山
岳
会
北
海
道
支
部
発
足
に

当
た
り
設
立
発
起
人
と
な
る

（昭
和
四
十
八
）
年
六
月
　
第
四
回
現
地
支
部
長
会
議
、
十
勝

岳
集
会
の
登
山
実
行
委
員
長
を
務
め
今
西
錦
司
会
長
ら
と
十

勝
岳
を
登
る

（昭
和
五
十
七
）
年
　
勲
二
等
旭
日
章
受
賞

（昭
和
六
十
二
）
年
　
日
本
山
岳
会
永
年
会
員

（平
成
四
）
年
　
交
通
事
故
で
負
傷

（平
成
七
）
年
　
心
不
全
に
て
逝
去
。
享
年
八
十

一
歳
。
同
日

付
、
正
四
位
を
賜
わ
る
。

（渋
谷
正
己
）

思

っ
て
も
見
ま
せ
ん
で
し
た
。
長
い
交
友
の
果
て
は
永
い
お
別
れ
の
言
葉

で
終
わ
る
の
か
。
口
惜
し
い
気
持
ち
で

一
杯
で
す
。

最
後
の
御

一
緒
の
山
行
は

一
九
九
四
年
夏
の
ス
イ
ス
・
ア
ル
プ
ス
の
旅

で
し
た
ね
。
十
数
回
の
ツ
ア
ー
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
と
し
て
の
旅
、
又
、
自
ら

の
執
筆
の
た
め
の
ス
イ
ス
滞
在
で
、
渡
辺
さ
ん
に
と

っ
て
は
ス
イ
ス
は
我

が
故
郷
。
心
臓
も
肺
も
消
化
器
も
弱
く
な

っ
て
い
て
人
並
み
で
は
な
か

っ

た
け
れ
ど
、
我
が
家
の
庭
を
案
内
す
る
よ
う
に
、
い
き
い
き
と
し
て
い
ま

し
た
。
元
気
で
し
た
。
ウ

ェ
ン
ゲ
ン
の
ホ
テ
ル
で
、
渡
辺
さ
ん
の
喜
寿
を

お
祝
い
す
る
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
き
ま
し
た
。
大
袈
裟
な
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
渡
辺
さ
ん
を
中
心
に
ツ
ア
ー
を
組
ん
だ
メ
ン
バ
ー
で
す

か
ら
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
心
温
ま
る
楽
し
い
山
仲
間
の
会
で
し
た
。
又
、　
一

緒
に
ス
イ
ス
ヘ
来
よ
う
と
約
束
し
ま
し
た
。
と
う
と
う
そ
れ
は
果
た
せ
な

い
ま
ま
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
渡
辺
さ
ん
に
と

っ
て
も
私
達
に
と

っ

て
も
残
念
な
こ
と
で
し
た
。

戦
中
末
期
に
山
に
目
ざ
め
た
私
に
と

っ
て
、
戦
中
戦
後
に
諸
雑
誌
で
拝

見
し
た
渡
辺
さ
ん
の
山
の
文
章
は
、
高
く
遠
い
山
の
大
先
達
と
し
て
映
り

ま
し
た
。
や
が
て
日
本
山
岳
会
に
入
り
親
し
く
お
話
を
し
、　
一
緒
に
山
に

登
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
決
し
て
先
輩
顔
を
せ
ず
楽
し
く
登
り
ま
し

た
。
大
先
輩
の
渡
辺
さ
ん
に
運
転
さ
せ
て
後
輩
の
私
が
隣
り
で
ふ
ん
ぞ
り

か
え
る
。
何
と
も
不
遜
で
今
思
う
と
申
し
訳
な
い
山
登
り
で
し
た
。
当
時
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既
に
心
臓
を
痛
め
ら
れ
て
い
た
渡
辺
さ
ん
は
、
胸
に
ニ
ト

ロ
グ
リ
セ
リ
ン

を
用
意
し
て
い
ま
し
た
。
「
運
転
中
に
若
し
私
が
お
か
し
く
な

っ
た
ら
こ

の
胸
か
ら
薬
を
出
し
て
口
に
入
れ
て
く
れ
」
と
云
わ
れ
て
、
び

っ
く
り
し

ま
し
た
が
、
そ
ん
な
ド
ラ
イ
プ
で
中
央
道
を
富
士
山

へ
、
東
名
高
速
を
飛

ば
し
て
伊
豆
の
山
々
へ
と
ご

一
緒
し
ま
し
た
。
何
と
も
あ
ぶ
な
い
行
動
で

し
た
が
、
山
仲
間
の
信
頼
と
連
帯
が
何
の
た
め
ら
い
も
起
こ
さ
せ
な
か

っ

た
の
で
し
ょ
う
。

長
く
フ
リ
ー
で
仕
事
を
し
て
い
た
渡
辺
さ
ん
は
、
役
職
に
は
悟
淡
と
し

て
い
ま
し
た
か
ら
、
長
い
日
本
山
岳
会
生
活
の
中
で
役
職
と
し
て
は
自
然

保
護
委
員
長
を

一
年
勤
め
た
だ
け
で
し
た
。
し
か
し
こ
の

一
年
は
大
変
実

り
あ
る

一
年
で
、
就
任
に
当
た

っ
て
渡
辺
さ
ん
の
示
し
た
方
針
は
、
会
議

で
考
え
る
自
然
保
護
で
な
く
み
ん
な
で

一
緒
に
登

っ
て
考
え
る
自
然
保
護

と
、
も
う

一
つ
は
フ
ィ
ー
ル
ド

マ
ナ
ー
の
高
揚
と
し
て
そ
の
テ
キ
ス
ト
を

作
る
こ
と
で
し
た
。
渡
辺
さ
ん
は
こ
の
方
向
で
委
員
会
が
動
き
出
し
た
の

を
見
き
わ
め
る
と
、
さ

っ
さ
と
委
員
長
の
職
を
退
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

バ
ト
ン
を
受
け
た
私
は
、
歩
き
つ
つ
考
え
る
自
然
保
護
を
し

っ
か
り
守
る

こ
と
を
心
掛
け
ま
し
た
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
マ
ナ
ー
ノ
ー
ト
は
私
の
代
に
な

っ

て
完
成
し
ま
し
た
が
、
こ
の
完
成
は
挙
げ
て
渡
辺
さ
ん
の
ご
功
績
と
考
え

悼
　

て
ぃ
ま
す
。

追

某
々
君
の
還
暦
バ
ン
ザ
イ
山
行
、
富
士
山
頂
で
新
春
名
刺
交
換
山
行
、

某
々
君
の
工
学
博
士
を
祝
う
山
行
、
シ
ル
バ
ー
登
山
者
を
助
け
て
西
穂
高

に
登
る
山
行
な
ど
、
次
々
に
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
実
践
し
ま
し
た
。

今
、
山
岳
会
に
自
然
が
先
生
の
ス
ケ
ッ
チ
会
と
し
て
サ
ン
燦
会
が
楽
し
い

行
事
を
重
ね
て
い
ま
す
が
、
こ
の
会
の
生
み
の
親
は
渡
辺
さ
ん
で
し
た
。

肩
書
き
に
よ
る
活
動
で
な
く
仲
間
と
の
楽
し
い
登
山
を
何
よ
り
も
大
切
に

し
て
登
る
渡
辺
さ
ん
で
し
た
。

一
九
五
四
年
か
ら
本
格
的
に
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
の
執
筆
に
専
心
さ
れ
、
ご

著
書
は
北
海
道
か
ら
北
ア
ル
プ
ス
、
富
士
、
箱
根
、
伊
豆
に
及
ん
で

一
九

八
八
年
に
は
総
部
数
五
〇
〇
万
部
に
達
し
み
ん
な
で
お
祝
い
を
し
ま
し
た

が
、
そ
の
後
も
出
版
継
続
中
の
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
が
二
〇
種
類
あ
り
ま
し
た

か
ら
、
晩
年
事
務
所
を
閉
鎖
さ
れ
た
と
き
に
は
六
〇
〇
万
部
に
達
し
た
と

御
子
息
さ
ん
か
ら
聞
き
ま
し
た
。
延
べ
六
〇
〇
万
人
以
上
の
登
山
愛
好
者

が
渡
辺
さ
ん
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
よ

っ
て
安
全
で
楽
し
い
登
山
を
す
る
こ

と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
登
山
界
に
対
す
る
大
き
な
貢
献
と
云
え
る

で
し
ょ
う
。
ご
著
書
の
後
記
に

「
私
は
地
図
と
ガ
イ
ド
の
内
容
に
自
信
を

持

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
安
心
し
て
欲
し
い
」
と
書
い
て
あ
る
の
を
見
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
自
信
は

一
点

一
角
の
疑
点
が
あ
れ
ば
、
直
ぐ
現
地

に
飛
ん
で
確
認
す
る
と
い
う
足
で
書
い
た
自
信
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら

後
輩
が
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
を
書
い
て
献
本
し
て
も
決
し
て
甘
日
の
お
せ
じ
は

返

っ
て
こ
な
か

っ
た
と
云

っ
て
い
ま
す
。
日
本
山
岳
会
の

『
山
日
記
』
編

集
に
つ
い
て
も
常
に
渡
辺
さ
ん
の
助
言
を
い
た
だ
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
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活
字
を
媒
体
と
す
る
お
仕
事
の
中

で
、
活
字

の
も

つ
無
限
の
広
が
り
と
そ

の
影
響
を
常
に
念
頭
に
お
か
れ
た
渡
辺
さ
ん
の
基
本
的
な
姿
勢
が
う
か
が

え
ま
し
た
。

渡
辺
さ
ん
は
、
府
立
化
学
工
業
学
校
を
出
る
と
菅
原
電
気
株
式
会
社
に

入
り
ま
す
が
、
こ
の
会
社
に
旅
行
部
を
創
設
し
代
表
と
し
て
活
躍
し
日
本

山
岳
会
に
団
体
加
盟
を
果
た
し
ま
す
。
三
十
三
歳
で
退
職
後
は
風
見
武
秀

氏
の
問
下
と
し
て
山
岳
写
真
を
学
び

一
時
山
岳
写
真
家
と
し
て
独
立
し
ま

す
が
病
の
た
め
カ
メ
ラ
を
ベ
ン
に
代
え
ま
す
。
こ
の
間
、
日
本

ハ
イ
キ
ン

グ
倶
楽
部
の
代
表
を

つ
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
仕
事
も
楽
し
み
も
、
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
山
と
い
う
生
活
を
生
涯

つ

ら
ぬ
か
れ
ま
し
た
。
素
晴
ら
し
い
人
生
だ

っ
た
と
思

っ
て
い
ま
す
。

渡
辺
さ
ん
。
共
に
愛
し
た
山
岳
の
、
そ
の
遥
か
中
空
に
あ
な
た
が
や
す

ら
か
な
眠
り
を
続
け
て
い
る
こ
と
を
信
じ
て
い
ま
す
。

渡
辺
さ
ん
、
さ
よ
う
な
ら
。

（國
見
利
夫
）

（
一
九
二

一
～

一
九
九
六
）

最
も
親
し
か

っ
た
友
人
の
追
悼
文
を
二
回
も
三
回
も
心
を
こ
め
て
書
く

こ
と
は
、
私
に
は
と
て
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
左
に
、
彼
と
私
が
共

に
飯
盆
の
飯
を
食

っ
た
京
都
府
立
第

一
中
学
校
の
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
会

（略

称
京

一
中
山
岳
部
、
戦
後
の
学
制
変
更
に
伴
い
今
で
は

「北
山
の
会
」
と

い
う
）
に
寄
せ
た

一
文
を
再
掲
さ
せ
て
頂
く
。

土
倉
君
が
死
ん
だ
。
そ
の
存
在
感
を
無
類
に
発
揮
し
た
、
全
く
特
異
な

個
性
が
、
わ
れ
わ
れ
の
仲
間
か
ら
消
え
た
。
よ
く
人
を
愛
し
、
ま
た
憎
ん

だ
彼
が
い
な
く
な

っ
た
山
仲
間
の
間
に
、
好
き
嫌
い
を
超
え
て
何
と
も
い

え
な
い
寂
蓼
感
が
訪
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

彼
は
小
学
校

一
年
生
か
ら
の
私
の
友
で
あ
る
。
京
都

一
中
で
は
山
岳
部

仲
間
で
あ
り
、
よ
く
北
山
や
美
濃
を
歩
い
た
。
し
か
し
進
学

コ
ー
ス
は
異

な

っ
て
も
、
仲
間
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か

っ
た
。
そ
う
し
て
、
京

一
中

・
三
高
を
通
じ
て
の
山
仲
間
の
御
縁
が
、
大
先
輩
今
西
錦
司
さ
ん
を

領
袖
と
す
る
大
興
安
嶺
探
検

へ
と
結
集
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

普
通
な
ら
学
閥
の
コ
ー
ス
が
異
な
れ
ば
、
御
縁
は
そ
れ
ま
で
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
戦
時
と
い
う
異
常
事
態
が
、
こ
れ
ま
た
そ
の
後
に
尾
を
ひ
く

異
常
な
歴
史
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
大
興
安
嶺
探
検
を
共
に
し
た
の

は
、
今
西
親
分
を
囲
む

「不
遅
の
輩
」
の
旗
挙
げ
み
た
い
な
も
の
で
、
今

西

・
土
倉

コ
ン
ビ
な
ど
も
、
こ
の

「御
縁
」
が
生
み
お
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
縁
起
の
中
身
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。

ま
ず
土
倉
君
は
、
祖
父
の
土
倉
庄
三
郎
の
時
代
に
は
大
和
の
土
倉
家
と

い
え
ば

一
世
を
ゆ
る
が
す
大
富
豪
だ

っ
た
。
こ
こ
に
彼
の
無
類
の
誇
り
高

土ど

倉 ,

九く

Irぞ

氏

156



い
魂
と
万
事
に
つ
け
て
の
趣
味

・
セ
ン
ス
の
正
統
派
的
姿
勢
が
あ
り
、
期

せ
ず
し
て
今
西
さ
ん
の
そ
れ
と
波
長
の
あ
う
面
が
あ
る
。

し
か
も
彼
の
さ
ま
ざ
ま
の
逆
境
の
反
面
か
ら
、
彼
は
ま
た
民
衆
派

・
人

情
派
で
あ
り
、
普
通
人
の
信
義
を
自
覚
的
に
重
ん
ず
る
、
民
主
的

・
生
活

者
的
人
間
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
ッ
タ
リ
嫌
い
で
む
し
ろ
臆
病

で
あ
る
。
ゴ

マ
化
し
、
ゴ

マ
ス
リ
は
大
き
ら
い
。
そ
の
反
面
、
飾
ら
な
い

ハ
ー
ト
ナ
イ
ス
さ
を
非
常
に
愛
し
た
。

普
通
人
た
ろ
う
と
す
る
彼
の
良
さ
が
発
揮
さ
れ
た
の
が
、
数
十
年
の
永

き
に
わ
た
る
彼
の
本
業
、

つ
ま
り
印
刷
業
の
、
安
定
し
た
経
営
で
あ
る
。

勿
論
そ
れ
に
伴

っ
て
の
社
会
的
信
用
で
あ
る
。

こ
の
基
盤
が
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
の
、
彼
の
特
異
な
活
動
で
あ

っ
た
。

ま
ず
彼
は
、
裸
の
人
間
と
し
て
、
異
常
な
程
の
感
受
性
と
人
情
を
持

っ

て
い
た
。
人
の
心
の
深
層
に
迫
る
こ
と
も
で
き
た
。
多
読
で
も
あ

っ
た
か

ら
、
文
学
的
セ
ン
ス
も
豊
か
で
あ
る
。
そ
の
上
、
他
人
と
の
つ
き
あ
い
が

無
類
に
広
い
。
更
に
そ
れ
ら
の
生
活
雑
情
報
を
ま
と
め
て
イ
メ
ー
ジ
化
す

る
セ
ン
ス
に
長
け
て
い
た
。
だ
か
ら
彼
の
蔭
の
渾
名
は

「情
報
局
総
裁
」

だ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
能
力
こ
そ
、
海
外

へ
の
登
山
隊

・
探
検
隊
が
、
ま
ず
も

っ

て
立
ち
あ
が
り
に
最
も
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ
も

っ
て
き
て
、

悼
　

彼
の
ハ
ー
ト
ナ
イ
ス
さ
と
骨
身
惜
し
ま
ぬ
出
没
自
在
の
活
動
力
。
こ
う
し

て
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ

（京
都
大
学
学
士
山
岳
会
）
は
毎
度
毎
度
ど
れ
だ
け
彼
の

追

世
話
に
な

っ
た
か
判
ら
な
い
。

更
に
加
え
て
、
彼
の
ま
と
め
る
能
力
は
、
情
報
を
ま
と
め
る
に
留
ま
ら

ず
、
人
脈
を
ま
と
め
る
上
で
も
隠
然
た
る
力
を
持

っ
て
い
た
。
但
し
そ
の

反
面
、
あ
ま
り
に
も
激
し
い
好
き
嫌
い
の
た
め
、
反
撥
を
買

っ
た
向
き
も

少
な
く
な
か

っ
た
ろ
う
。
今
は
そ
の
す
べ
て
を
こ
え
て
、
こ
の
特
異
な
友

を
喪

っ
た
こ
と
を
、
淋
し
く
偲
ぶ
の
み
で
あ
る
。

次
に
、
彼
を
識
る
人
び
と
に
よ
り
出
版
さ
れ
た

『追
悼
土
倉
九
二
』

一

巻
の
こ
と
に
ふ
れ
た
い

（編
集
発
行
人
　
土
倉
九
二
氏
追
悼
文
集
編
集
委

員
会
。
制
作
　
株
式
会
社
土
倉
事
務
所
）
。

と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
は
彼
と
交
友
関
係
の
あ

っ
た
八
十
五
人
の
人
び

と
の
、
た
い
へ
ん
生
な
ま
し
い
追
悼
文
が
盛
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
大
部
分

が
登
山

・
探
検
の
関
係
者
で
あ
る
。
し
か
も
彼
の
死
の
ち
ょ
う
ど

一
年
後

つ
ま
り

一
九
九
七
年
六
月
十
二
日
に
間
に
あ
う
よ
う
に
、
多
く
の
知
人
に

配
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
追
悼
集
は
数
百
名
の
方
が
た
に
配
布
さ
れ
て
、

も
う
底
を
つ
い
て
い
る
程
希
望
者
が
多
か

っ
た
。

こ
れ
は
彼
の
交
友
関
係
の
広
さ
と
大
き
な
影
響
力
を
物
語
る
こ
と
は
勿

論
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、　
一
読
し
て
改
め
て
痛
感
す
る
の
は
、
そ
こ
に

京
都
を
中
心
と
す
る
岳
人
た
ち
の
、
た
い
へ
ん
ユ
ニ
ー
ク
な
昭
和
史
の
断

面
が
、
計
ら
ず
も
露
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（川
喜
田
二
郎
）

略
　
　
歴
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一
九
二

一
年
　
京
都
に
生
ま
れ
る

一
九
四

一
年
　
京
都
高
等
蚕
糸
学
校

（現

・
京
都
工
芸
繊
維
大
学
）
入
学

一
九
四
二
年
　
大
興
安
嶺
探
検
隊
に
参
加

一
九
四
三
年
　
高
等
蚕
糸
学
校
中
退
、
入
隊

一
九
四
六
年
　
日
本
山
岳
会
入
会
。
会
員
番
号
二
四
〇
〇
。
紹
介
者
今
西

錦
司

・
加
藤
泰
安
。　
一
九
七
三
年
復
活

一
九
五
〇
年
　
同
志
社
大
学
二
部
入
学

一
九
六
七
年
　
京
都
大
学
サ

ハ
ラ
学
術
調
査
隊
に
参
加

一
九
八
七
年
　
日
中
ナ
ム
ナ
ニ
会

・
モ
ン
ゴ
ル
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
に
参
加

一
九
九
六
年
　
六
月
十
二
日
　
死
去
。
享
年
七
十
五
歳

（佐
藤
正
雄
）

小

泉

喜

重

氏

（
一
九
二
六
上

九
九
六
）

小
泉
さ
ん
と
は
山
に
関
し
て
は
殆
ど
付
き
合
い
の
な
か

っ
た
私
に
支
部

長
の
五
十
嵐
氏
か
ら
原
稿
依
頼
が

一
枚
の
葉
書
で
届
い
た
。
さ
て
、
ど
う

し
た
も
の
か
？

困

っ
て
亀
田
山
岳
会
前
会
長
に
相
談
に
行
く
が
、
お
ま
え
書
け
と
の
こ

と
、
と
に
か
く
小
泉
氏
の
長
男
に
こ
れ
こ
れ
の
訳
で
写
真
を
頂
き
た
い
旨

を
伝
え
、
資
料
を
集
め
る
こ
と
と
し
た
。

小
泉
氏
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
山
行
で
は
お
そ
ら
く

一
～
二
回
程
度

し
か
ご

一
緒
し
な
か

っ
た
と
思
う
が
、
会
で
は
永
年
ホ
エ
ー
プ
ス
を
愛
用

し
て
い
た
た
め
泊
ま
り
の
山
行
に
は
必
ず
小
泉
石
油
店
に
行
き
白
ガ
ソ
リ

ン
を
買
い
に
出
か
け
た
た
め
店
で
会
う
と
、
ど
こ
の
山
だ
ね
？
　
と
、
後

輩
で
あ
る
私
に
話
し
か
け
、
昔
話
を
よ
く
さ
れ
た
も
の
だ

っ
た
。

日
本
山
岳
会
に
は

一
九
四
七

（昭
和
二
十
二
）
年
、
藤
島
玄

・
小
早
川

又

一
氏
の
紹
介
で
入
会
し
、
会
員
番
号
は
二
七
六
四
だ

っ
た
。

さ
て
、
同
氏
の
山
行
を
種
々
の
資
料
か
ら
探

っ
て
み
る
と
、　
一
九
四
七

（昭
和
二
十
二
）
年
十
月
に
亀
田
山
岳
会
の
前
身

で
あ
る
亀
田
郷
山
岳
会

創
立
の
メ
ン
バ
ー
で
理
事
を
務
め
て
い
る
。
そ
し
て
二
十
三
名
の
会
員
名

簿
を
み
る
と
、
会
長
を
は
じ
め
数
人
の
メ
ン
バ
ー
が
私
に
も
判
る
。

以
前
勤
め
た
職
場
で
世
話
に
な
っ
た
方
々
、
町
で
話
し
か
け
ら
れ
た
人
々
、

懐
か
し
さ
が
込
み
上
げ
て
く
る
。
こ
の
方
も
山
を
や

っ
た
の
か
、
こ
の
方

も
と
、
意
外
な
人
々
が
思
い
お
こ
さ
れ
る
が
、
と
う
に
他
界
さ
れ
た
方
、

七
十
歳
を
過
ぎ
て
も
ま
だ
ま
だ
元
気
な
方
、
先
人
の
奮
闘
さ
れ
た
時
代
を

思
い
起
こ
す
と
、
想
像
に
絶
す
る
。

亀
田
郷
山
岳
会
の
会
報

『
ケ
ル
ン
』

一
号
を
見
る
と
、
山
に
対
す
る
憧

れ
、
闘
志
、
今
よ
り
装
備

上
父
通
な
ど
を
考
え
る
と
き
大
変
な
時
代
を
過

ご
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
記
録
を
ま
と
め
る
こ
と
の
大
切
さ
、
現
在
と

違
い
謄
写
版
印
刷
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
苦
労
も
偲
ば
れ
、
反
面
楽
し
か
っ

た
こ
と
な
ど
も
伺
え
る
会
報
で
あ
る
。
何
よ
り
も
戦
後
の
混
乱
期
に
山
を

愛
し
て
や
ま
な
か

っ
た
、
当
時
の
会
員
の
皆
さ
ん
に
は
た
だ
唯
感
心
さ
せ

158



ら
れ
る
。

そ
し
て

『
ケ
ル
ン
』
二
号
に
は
私
の
尊
敬
し
て
や
ま
な
い
、
故
藤
島
玄

氏
の

「
山
の
経
験
」
と
題
す
る
仙
之
倉
山
行
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の

一
部
を
紹
介
す
る
と
、
「
さ
て
寝
る
段
に
な

っ
た
が
、
雨
が
止
ま

ず
、
着
物
は
濡
れ
切

っ
て
い
る
、
二
人
が
か
た
ま

っ
て
二
枚
の
携
天
を
被

む
る
の
で
あ
る
。
膝
を
屈
し
た
ま
ま
遂
に
雨
の
音
を
聞
き
つ
つ
夜
を
明
か

し
た
。
身
を
丸
め

一
度
の
寝
返
り
も
な
く
、
足
も
延
ば
さ
ず
、
棺
桶

へ
入

っ

た
様
に
な

っ
て
」
と
あ
る
。

当
時
の
携
天
と
い
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
油
紙
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で

き
る
か
ら
、
「粗
末
な
装
備
、
偉
大
な
記
録
」
、
近
代
装
備
を
持

つ
我
々
に

と

っ
て
ま
さ
に
脱
帽
も
の
で
あ
る
。

亀
田
郷
山
岳
会
は
亀
田
山
岳
会
の
前
身
で
、
再
編
成
し
て
亀
田
山
岳
会

と
な
り
会
報

『
ケ
ル
ン
』
も

『
風
雪
』
と
な
る
。
そ
し
て
小
泉
氏
は
初
代

会
長
と
な
る
。

会
長
の
方
針
は
、
県
外
の
山
に
は
日
も
く
れ
ず
に
も

っ
ぱ
ら
飯
豊
と
川

内
の
山
々
に
通
い
数
々
の
記
録
を
残
し
た
。
な
か
で
も
厳
冬
期
飯
豊
連
峰

の
初
縦
走
と
川
内
の
山
渓
登
攀
賞
は
小
泉
会
長
を
先
頭
に
会
員
が
総
力
あ

げ
て
勝
ち
と

っ
た
快
挙
と
い
っ
て
よ
い
。
あ
ま
り
に
も
立
派
な
記
録
で
あ

り
、
後
に
続
く
我
々
は
そ
れ
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
先
人
の
歩
い
た

足
跡
を
今
は
と
ぼ
と
ぼ
歩
く
の
み
で
あ
る
が
、
先
人
の
記
録

・
教
え
を
後

輩
に
伝
え
て
い
れ
ば
、
何
時
か
越
え
る
者
が
出
て
き
て
く
れ
る
と
思
う
し
、

そ
れ
が
先
輩

へ
の
も

っ
と
も
良
い
供
養
に
な
る
こ
と
と
思
う
。

白
ガ
ソ
リ
ン
を
買
い
に
い
っ
て
も
今
は
姿
は
な
い
が
、
ご
冥
福
を
祈
る

の
み
で
あ
る
。

（本
間

一
人
）

千
谷

壮
之
助

氏

（
一
九
一
七
～
一
九
九
六
）

マ
ナ
ス
ル
初
登
頂
の
際
、
槙
隊
長
と
共
に
ナ
イ
ケ

・
コ
ル
で
補
給
の
た

め
の
輸
送
指
揮
を
担
当
、
裏
方
と
し
て
登
頂
成
功
に
寄
与
さ
れ
た
千
谷
壮

之
助
氏
が
、　
一
九
九
六

（平
成
八
）
年
八
月
八
日
早
朝
、
入
院
先
の
川
口

市
立
医
療
セ
ン
タ
ー
で
、
心
筋
梗
塞
に
よ
り
逝
去
さ
れ
た
。
享
年
七
十
九

歳
。
第
二
次

マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
員
十
二
名
の
中
で
六
人
目
の
物
故
者
と
な

ら
れ
た
。

千
谷
さ
ん
は
、　
一
九

一
七

（大
正
六
）
年

一
月
二
十
七
日
、
仙
台
市
で

千
谷
好
之
助
氏
の
長
男
と
し
て
誕
生
し
た
。
父
君
好
之
助
氏
は
、
当
時
仙

台
市
の
旧
制
第
二
高
等
学
校
の
地
質
学
の
教
授
と
し
て
仙
台
に
赴
任
さ
れ

て
い
る
時
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
幼
少
時
代
を
東
京

・
大
森
で
育
ち
、
港
区

に
あ

っ
た
日
本
大
学
第
二
中
学
校
を
経
て
、　
一
九
二
四

（昭
和
九
）
年
四

月
、
日
本
大
学
予
科
理
科
に
入
学
、　
一
九
二
九

（昭
和
十
四
）
年
二
月
、

同
大
学
工
学
部
建
築
学
科
を
卒
業
し
た
。

こ
の
間
日
大
在
学
中
は
山
岳
部
に
籍
を
お
き
、
神
山
勉
氏
を
中
心
と
す

追  悼
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る
山
岳
部
の
黄
金
時
代
の
山
登
り
を
楽
し
み
、
卒
業
時
に
は
、
リ
ー
ダ
ー

会
の

一
員
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
。
故
人
の
叔
父
が
草
津
温
泉
の

「
て
の
字

旅
館
」
の
出
で
あ
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
山
岳
部
時
代
に
は
草
津
に
よ
く
で

か
け
て
お
り
、
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
仲
間
の
間
で
は
、
ス
キ
ー
の
上
手
な
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
た
。

大
学
卒
業
と
同
時
に
海
軍
省
建
築
局
に
入
省
、
同
年
十
月
よ
り
終
戦
ま

で
海
軍
技
師
と
し
て
、
鎮
海
海
軍
施
設
部
に
所
属
し
て
朝
鮮
に
滞
在
し
た

が
、
た
ま
た
ま
上
官
に
稲
門
山
岳
会
の
石
沢
六
郎
氏
が
お
ら
れ
た
の
で
、

山
の
あ
る
と
こ
ろ
へ
出
張
さ
せ
て
貰
う
な
ど
大
変
お
世
話
に
な

っ
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。

戦
後
復
員
と
同
時
に
運
輸
技
官
と
し
て
運
輸
省
、
運
輸
建
設
本
部
に
勤

務
し
、
戦
災
に
遭

っ
た
駅
舎
再
建
の
設
計
等
で
活
躍
さ
れ
た
。

そ
の
頃
、　
一
九
四
七

（昭
和
二
十
二
）
年
十
月
、
神
山
勉
氏
が
、
本
会

の

『
山
日
記
』
編
集
に
携
わ
る
こ
と
に
な
り
、
同
氏
の
す
す
め
で
、
本
会

に
入
会

（会
員
番
号
二
七
六
九
番
）
さ
れ
、
戦
後
の
第

一
輯
で
あ
る
１４
輯

と
次
の
１５
輯
の
編
集
に
携
わ

っ
た
。
た
ま
た
ま
、
同
じ
編
集
委
員
で
あ

っ

た
、
津
村
利
男
氏

（
日
大
山
岳
部
同
期
）

に
す
す
め
ら
れ
、　
一
九
四
八

（昭
和
二
十
三
）
年
五
月
に
は
、
運
輸
省
を
辞
し
、
津
村
氏

の
勤
務
先
で

あ
る
株
式
会
社
暁
組

（十
電
舎
の
建
築
部
門
）
に
移
籍
す
る
こ
と
に
な

っ

た
。
こ
の
頃
暁
組
と
い
う
会
社
は
、
社
長
の
伊
藤
立
夫
氏
が
熱
心
な
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
で
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
の
教
会
復
興
委
員
会
の
委
員
で
も
あ
っ

た
関
係
で
、
全
国
各
地
の
同
教
団
所
属
の
教
会
再
建
に
尽
力
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
会
社
の
仕
事
は
と
も
か
く
、
故
人
に
と

っ
て
は
、
近
く
に
当

時
槙
さ
ん
が
社
長
で
、
慶
応
の
谷
口
さ
ん
や
北
大
の
林
和
夫
さ
ん
が
お
ら

れ
た
、
佐
倉
飼
料
榊
や
西
村
工
業
榊
の
事
務
所
が
あ
り
、
そ
の
後

一
九
四

九

（昭
和
二
十
四
）
年
に
山
日
記
１４
輯
の
印
税
で
、
お
茶
の
水
に
待
望
の

ク
ラ
ブ

・
ル
ー
ム
が
出
来
る
と
、
地
の
利
を
得
て
い
る
こ
と
も
あ

っ
て
、

ま
す
ま
す
Ｊ
Ａ
Ｃ
に
の
め
り
こ
み
、　
一
九
五
〇

（昭
和
二
十
五
）
年
度
か

ら
は
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
理
事
に
選
任
さ
れ
た

（昭
和
二
十
五
～
二
十
七
、
二
十

九
～
二
十

一
、
二
十
四
の
計
七
年
間
理
事
を

つ
と
め
た
）
。

そ
の
頃
の
Ｊ

Ａ
Ｃ
は
国
体
部
門
を
引
き
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、
会
務
は
多
忙
を
き
わ
め

そ
の
実
務
は
東
京
支
部
が
担
当
し
て
い
た
。
故
人
は
そ
の
支
部
の
理
事
も

引
き
受
け
、　
一
九
五

一

（昭
和
二
十
六
）
年
度
に
は
谷
口
現
吉
理
事
長
を

補
佐
し
、
角
田
明
、
杉
本
義
信
氏
等
と
共
に
総
務
担
当
理
事
と
し
て
、
実

践
部
門
を
担
当
、
東
京
支
部
報
第
九
号

（昭
和
二
十
六
年
六
月
）
に
は
、

「本
年
度
事
業

へ
の
抱
負
」
と
い
う
記
事
も
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
年
の
夏
に
は
、
剣
岳

へ
金
坂

一
郎
氏
と
二
人
で
、
日
本
山
岳
会
婦

人
部
の
若
手
二
人

（沓
掛
そ
の
、
中
山
雅
子
）
を
加
え
た
四
名
で
で
か
け

て
お
り
、
雅
子
夫
人
に
よ
れ
ば
、
こ
の
山
行
で
、
故
人
と
ペ
ア
で
剣
岳

へ

登

っ
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
愛
を
育
く
む
き

っ
か
け
と
な

っ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。

一
九
五
二

（昭
和
二
十
七
）
年
に
な
る
と
、
西
堀
栄
二
郎
氏
が
、

マ
ナ

ス
ル
の
登
山
許
可
を
と

っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
、
日
本
山
岳
会
の
ヒ
マ
ラ
ヤ

熱
が
に
わ
か
に
高
ま
り
、
そ
の
年
の
秋
に
で
か
け
る
マ
ナ
ス
ル
踏
査
隊
の
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準
備
が
開
始
さ
れ
た
。
千
谷
さ
ん
も
そ
の
準
備
委
員
に
名
を
連
ら
ね
、
梱

包
を
担
当
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

今
で
も
そ
の
頃
の
こ
と
は
鮮
明
に
思
い
出
さ
れ
る
が
、
千
谷
さ
ん
が
ど

こ
か
ら
か
入
手
さ
れ
た
ス
イ
ス
の
エ
ベ
レ
ス
ト
登
山
隊
の
パ

ッ
キ
ン
グ

・

リ
ス
ト
を
も
と
に
、
梱
包
の
内
容
を
分
析
し
た
り
、
梱
包
材
料
を
調
べ
た

り
し
て
お
ら
れ
た
。
私
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
と
の
係
わ
り
を
も

っ
た
の
も
、
こ
の

梱
包
作
業
の
お
手
伝
い
か
ら
で
あ

っ
た
。

千
谷
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
踏
査
隊
、　
一
九
五
三
年
の
第

一
次

登
山
隊
、
五
四
年
の
第
二
次
登
山
隊
、
五
五
年
の
第
二
次
先
遣
隊
と
、
そ

の
後
の
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
の
す
べ
て
の
梱
包
に
携
わ
ら
れ
、
そ
の
方
面
の

専
門
家
に
な
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
て
迎
え
た

一
九
五
六
年
の
第
二
次
登
山
隊
で
は
、
地
道
に
黙
々

と
し
て
実
践
さ
れ
、
多
く
を
語
ら
な
い
千
谷
さ
ん
の
人
柄
が
認
め
ら
れ
て

か
、
槙
さ
ん
の
絶
大
な
信
頼
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
隊
員
に
選
ば
れ
た
。

現
地

へ
出
か
け
て
か
ら
も
、
槙
隊
長
の
期
待
に
応
え
、
終
始
、
裏
方
に
徹

し
て
縁
の
下
の
力
持
ち
と
し
て
行
動
さ
れ
登
山
を
成
功
に
導
か
れ
た
。

日
頃
寡
黙
な
千
谷
さ
ん
で
は
あ

っ
た
が
、
誰
か
に
質
問
さ
れ
る
と
、
ど

の
様
な
質
問
に
対
し
て
も
直
ち
に
適
切
な
回
答
が
な
さ
れ
、
そ
の
沿
々
と

し
て
語
ら
れ
る
博
識
ぶ
り
に
は
誰
も
が
驚
か
さ
れ
た
。
こ
れ
は
記
憶
力
が

悼
　

ょ
ぃ
こ
と
に
も
よ
る
が
、
日
頃
か
ら
人

一
倍
勉
強
さ
れ
て
い
た
努
力
の
賜

物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

追

マ
ナ
ス
ル
登
頂
に
成
功
し
た
年
は
千
谷
さ
ん
に
と

っ
て
は
両
手
に
華
の

ま
こ
と
に
幸
せ
な
年
に
な

っ
た
。
そ
の
年
の
秋
、
十

一
月
二
十
二
日
、
五

年
越
し
に
愛
を
育
ん
で
こ
ら
れ
た
中
山
雅
子
さ
ん
と
目
出
た
く
華
燭
の
典

を
あ
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る

（Ｊ
Ａ
Ｃ
東
京
支
部
報

一
九
五
六
年
十
二
月

号
参
照
）
。

そ
し
て
翌

一
九
五
七

（昭
和
三
十
二
）
年
に
は
、
日
本
住
宅
公
団
に
入

り
、
以
後
二
十
年
間
東
京
支
所
工
事
監
督
部
に
籍
を
お
か
れ
、
戦
後
の
団

地
建
設
ブ
ー
ム
の
尖
兵
と
し
て
多
く
の
団
地
建
設
業
務
を
担
当
さ
れ
て
い

る
。
日
本
山
岳
会
の
方
は
、　
一
九
五
九

（昭
和
三
十
四
）
年
度
の
理
事
を

最
後
に
後
進
に
ゆ
ず
り
、
そ
れ
以
降
は
専
ら
お
し
ど
り
夫
婦
で
山
や
ス
キ
ー

を
楽
し
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し

マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
員
が
毎
年
五
月
に
集
ま
る

「
マ
ナ
ス
ル
会
」

や
海
軍
の
時
の
戦
友
会

（石
沢
六
郎
氏
を
中
心
と
す
る

「
鎮
施
会
」
）

に

は
必
ず
参
加
さ
れ
、
仲
間
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
忘
れ
な
か

っ
た
。

住
宅
公
団
を
定
年
退
職
さ
れ
て
か
ら
の
十
年
間
は
、
早
川
建
築
設
計
事

務
所
に
籍
を
お
き
、
好
き
な
建
築
の
設
計
を
し
な
が
ら
晩
年
を
お
く
ら
れ
、

海
外
旅
行
は
専
ら
ス
ペ
イ
ン
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
築

（教
会

の
尖
塔
建
築
等
）
や
ケ
ル
ト
族
の
研
究
等
に
費
や
さ
れ
て
、
毎
回
必
ず
旅

先
の
印
象
を
ス
ケ

ッ
チ
し
て
送

っ
て
下
さ

っ
た
。　
一
方
国
内
に
お
い
て
は

装
飾
古
墳
に
興
味
を
持
た
れ
、
九
州
な
ど
に
も
よ
く
出
か
け
て
楽
し
ま
れ

て
い
た
。

千
谷
さ
ん
に
登
山
の
こ
と
で
最
後
に
お
世
話
に
な

っ
た
の
は

一
九
九
五

年
の
日
本
大
学

エ
ベ
レ
ス
ト
北
東
稜
登
山
の
時
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
戸
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村
実
行
委
員
長
を
補
佐
し
、
親
身
に
な

っ
て
実
行
部
隊
を
支
え
て
下
さ

っ

た
こ
と
を
私
達
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
頃
に
は
病
魔
は
除
々

に
千
谷
さ
ん
の
身
体
を
苦
し
め
て
い
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
重
要
な
委
員
会

（会
議
）
に
は
、
必
ず
出
席
さ
れ
、
適
切
な
ア
ド
バ

イ
ス
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

千
谷
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
る
三
ヶ
月
前
の
五
月
十
九
日
に
は
依
田
さ
ん

の
お
見
舞
い
を
兼
ね
て
大
宮
公
園
の
清
水
園
別
館

（く
る
ま
や
）
で
行

っ

た
マ
ナ
ス
ル
会
に
も
出
席
さ
れ
、
盆
栽
村
を
案
内
さ
れ
た
り
し
て
い
た
の

で
、
六
月
十
八
日
に
入
院
さ
れ
た
と
の
話
を
伺

っ
て
も
そ
れ
程
切
迫
し
て

い
る
と
は
思

っ
て
も
い
な
か

っ
た
。

し
か
し
七
月
下
旬
に
な

っ
て
、
虫
の
知
ら
せ
か
思
い
た

っ
て
入
院
先
の

病
院
を
探
し
て
地
元
の
山
本
晃
弘
君
を
さ
そ

っ
て
お
訪
ね
し
た
時
に
は
、

面
会
謝
絶
と
の
こ
と
で
愕
然
と
し
た
。
そ
れ
で
も
僅
か
の
時
間
で
あ

っ
た

が
、
面
会
の
お
許
し
を
得
て
お
目
に
か
か
り
、
二
言
、
三
言
、
お
話
を
交

わ
す
こ
と
が
で
き
、
回
復
を
祈

っ
て
お
別
れ
し
た
の
だ

っ
た
。

奥
様
か
ら

「今
朝
主
人
が
息
を
引
き
と
り
ま
し
た
」
と
の
電
話
を
戴
い

た
の
は
、
そ
れ
か
ら
数
日
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
て
追
悼
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（松
田
雄

一
）

末

松

大

助

氏

（
一
九
三

二

九
九
六
）

元
福
岡
支
部
長
の
末
松
大
助
氏
が
、
福
岡
の
桜
が
散

っ
て
し
ま

っ
た

一

九
九
六

（平
成
八
）
年
四
月
十

一
日
、
八
十
四
歳
で
永
眠
さ
れ
ま
し
た
。

末
松
さ
ん
は
、　
一
九
四
七

（昭
和
二
十
二
）
年
十

一
月
日
本
山
岳
会

ヘ

入
会
さ
れ
ま
し
た

（会
員
番
号
三

一
一
八
）
。
第
二
次
世
界
大
戦

の
終
戦

直
後
の
ま
だ
国
内
事
情
が
安
定
し
て
い
な
か

っ
た
こ
の
頃
か
ら
故
橋
本
三

八
先
輩
方
々
と
九
州
地
方
の
登
山
の
再
建
に
参
加
さ
れ
て
来
ま
し
た
。　
一

九
四
八

（昭
和
二
十
三
）
年
の
九
州
山
岳
連
盟
主
体
で
行
わ
れ
た
冬
期
屋

久
島
登
山
隊
に
参
加
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
九
州
の
山
を
は
じ
め
伯
者
大

山
、
北
ア
ル
プ
ス
の
山
々
に
登
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
又

一
九
八
六

（昭
和

六
十

一
）
年
ま
で
の
長
い
間
福
岡
支
部
長
と
し
て
多
く
の
苦
労
を
さ
れ
ま

し
た
が
、　
一
九
八
七

（昭
和
六
十
二
）
年
福
岡
支
部
再
起
の
時
に
は
心
よ

く
私
達
後
輩
に
そ
の
役
を
譲
ら
れ
、
そ
の
後
は
支
部
顧
問
と
し
て
後
輩
の

指
導
に
当
た

っ
て
戴
き
ま
し
た
。

な
お
、
末
松
さ
ん
は

一
九
六
二

（
昭
和
三
十
七
）
年
か
ら

一
九
八
七

（昭
和
六
十
二
）
年
ま
で
の
間
福
岡
県
山
岳
連
盟
副
会
長
と
し
て
福
岡
県

の
登
山
発
展
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。
特
に

一
九
六
九

（昭
和
四
十
四
）
年

福
岡
県
山
岳
連
盟
創
立
二
十
周
年
行
事
と
し
て
テ
ィ
リ
チ

●
ミ
ー
ル
登
山

隊
を
送
り
出
さ
れ
自
ら
隊
長
と
し
て
パ
キ
ス
タ
ン
ヘ
行
か
れ
ま
し
た
。
現
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地
に
着
い
て
登
攀
ル
ー
ト
の
こ
と
で
英
国
隊
と
話
が

つ
か
ず
約

一
ヶ
月
ラ

ワ
ル
ピ
ン
デ
ィ
ー
滞
在
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
間
末
松
隊
長
ご
自
慢
の
ゴ

ル
フ
の
腕
を
日
本
大
使
館
職
員
の
方
々
に
教
授
さ
れ
、
そ
の
お
礼
の
ウ
ィ

ス
キ
ー
を
若
い
私
達
に
お
み
や
げ
と
し
て
戴
い
た
こ
と
や
、
北
面
ル
ー
ト

と
決
ま
り
上
部
テ
ィ
リ
チ
氷
河
上
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
キ
ャ
ン
プ
Ⅱ

ま
で

一
緒
に
登

っ
た
時
の
大
変
な
喜
び
よ
う
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

末
松
さ
ん
は
ス
キ
ー
が
堪
能
で
若
い
頃
か
ら
体
調
を
悪
く
さ
れ
る
ま
で

毎
年
伯
者
大
山
に
行
か
れ
ま
し
た
。
こ
う
云
う
こ
と
で
ス
キ
ー
の
仲
間
も

多
く
、　
一
九
六
五

（昭
和
四
十
）
年
か
ら
五
年
間
、　
一
九
七
八

（昭
和
五

十
三
）
年
か
ら
九
年
間
福
岡
県
ス
キ
ー
連
盟
の
会
長
を
さ
れ
、
又

一
九
七

八

（昭
和
五
十
三
）
年
か
ら
二
十
四
年
間
福
岡
県
体
操
競
技
連
盟
の
会
長

を
兼
任
さ
れ
福
岡
県
の
ス
ポ
ー
ツ
界
に
多
く
の
業
績
を
残
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
で

一
九
八
三

（昭
和
五
十
八
）
年
西
日
本
ス
ポ
ー
ツ
賞

を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

末
松
さ
ん
は
日
頃
か
ら
私
達
に

〃山
岳
人
〃
と
し
て
恥
じ
な
い
行
動
を

登
山
だ
け
で
な
く
日
常
の
生
活
に
も
心
掛
け
る
よ
う
指
導
さ
れ
て
来
ま
し

た
。
ズ
ン
グ
リ
し
た
体
格
に
何
時
も
日
焼
さ
れ
た
健
康
な
顔
に
細
い
目
を

さ
れ
た
人
で
し
た
。
太
腹
で
あ

っ
て
気
持
の
優
し
い
人
で
し
た
。
し
か
し

怒
ら
れ
る
と
細
い
目
が
ま
ん
丸
く
な
り
口
を
と
が
ら
し
泡
を
飛
ば
し
て
叱

悼
　

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
末
松
さ
ん
と
二
度
と
お
会
い
出
来
な
い
の
が

残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
合
掌

追

（深
田
泰
三
）

春

田

俊

郎

氏

（
一
九
二

上

九
九
六
）

春
田
氏
は

一
九
二
二

（大
正
十

一
）
年
十
二
月
十
三
日
、
東
京
渋
谷
に

生
ま
れ
た
。
父
君
の
能
篤
氏
は
探
偵
小
説
家
甲
賀
二
郎
と
し
て
有
名
で
あ

っ

た
が
、
山
好
き
で
も
あ

っ
て
、
旧
制

一
高
在
学
中
は
、
同
学
年
の
日
高
信

六
郎
氏
と
も
山
行
を
共
に
さ
れ
、
父
と
な

っ
て
か
ら
も
息
子
達
を
よ
く
山

に
連
れ
て
行
か
れ
た
。

一
九
二
九

（昭
和
十
四
）
年
、
旧
制
松
高
に
入
学
し
た
彼
の
兄
上
は
翌

年
の
春
山
合
宿
の
際
、
前
穂
で
墜
死
さ
れ
た
。
こ
の
悲
報
は
、
同
校
を
受

験
し
、
合
格
を
待

っ
て
い
た
彼
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
よ
う
で
あ

る
。し

か
し
、
彼
は
入
学
と
同
時
に
山
岳
部
に
入

っ
た
。
そ
し
て
山
の
遭
難

に
対
し
て
は
、
特
別
の
思
い
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
。

一
九
四
二

（昭
和
十
七
）
年
東
大
農
学
部
林
学
科
入
学
と
共
に
東
大
ス

キ
ー
山
岳
部
に
入
部
、
そ
の
冬
に
は
厳
冬
期
の
燕
～
槍
縦
走
に
参
加
し
、

燕
―
大
天
丼
間
の
ラ
ッ
セ
ル
に
挑
ん
だ
。
大
学
卒
業
後
は
、
引
き
続
き
農

学
系
大
学
院
に
進
ん
だ
が
、
修
士
課
程
を
終
え
た
時
点
で
、
生
来
好
き
で

あ

っ
た
山
や
蝶
と
の
生
活
を
謳
歌
す
べ
く
、
時
間
の
比
較
的
自
由
な
中
学
、

つ
づ
い
て
高
校
の
生
物
の
教
諭
を
勤
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
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こ
の
間
共
著
で

『
父
と
子
の
山
』
（中
央
公
論
社
）
を
書
き
、
著
書
と

し
て

『自
然
界
９
９
の
謎
』
、
『富
士
山
９
９
の
謎
』
、
『海
の
科
学
９
９
の

謎
』
（産
報
出
版
）
と
か
、
子
供
向
け
で
評
判
の
良
か

っ
た

『
水
辺
の
生

き
も
の
』
、
『
昆
虫
―
採
集
と
標
本
』
（
日
本
文
芸
社
）
な
ど
出
版
し
て
い

る
。
書
く
こ
と
と
同
様
、
話
す
こ
と
に
も
長
け
て
い
た
彼
の
講
義
に
対
す

る
生
徒
の
評
判
は
勿
論
良
く
、
中
学
や
高
校
教
論
と
し
て
の
責
も
十
分
果

た
し
て
い
た
。
日
本
山
岳
会

へ
の
入
会
は

一
九
五
七

（昭
和
三
十
二
）
年
、

会
員
番
号
四
四
八
五
番

（紹
介
者
は
沼
井
鉄
太
郎

・
松
丸
秀
夫
両
氏
）
で
、

会
報
編
集
委
員
な
ど
務
め
、
昭
和
四
十
七
年
度
に
は

『
山
』
に

「山
と
蝶

の
も
の
が
た
り
」
の
連
載
も
行

っ
て
い
る
。

一
九
六
三
年
に
は
日
本
鱗
翅
学
会
か
ら
派
遣
の

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
蝶
蛾
調

査
隊
」
の
隊
長
と
し
て
六
名
の
隊
員
と
共
に
カ
ン
チ

ェ
ン
ジ

ュ
ン
ガ
に
赴

き
、
五
四
〇
〇
屑
ま
で
登

っ
て
採
集
や
生
態
調
査
に
当
た

っ
た
。
こ
れ
を

機
に
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
西
欧
の
専
門
家
の
入
ら
な
か

っ
た
穴
場
と
も
云

え
る
ネ
パ
ー
ル
を
屡
々
訪
れ
、
蝶
や
蛾
の
分
布
、
分
類
、
発
生
期
な
ど
の

調
査
を
本
格
的
に
行
う
こ
と
に
な
り
、
日
本
ネ
パ
ー
ル
協
会
の
理
事
と
し

て
も
活
躍
し
た
。

一
九
八
三
年
都
立
北
園
高
校
校
長
を
定
年
退
職
し
て
か
ら
は
、
毎
年
二

～
三
回
ネ
パ
ー
ル
に
出
か
け
、
ゴ
タ
パ
リ
台
地
を
ベ
ー
ス
と
す
る
調
査
研

究
を
続
け
る
と
共
に
、
ア
ル
ン
川
造
成
計
画
Ⅲ
が
発
表
に
な
る
と
こ
れ
に

反
対
し
た
り
、
ネ
パ
ー
ル
に
地
震
が
起
こ
る
と
救
援
活
動
を
行

っ
た
り
、

正
に
天
衣
無
縫
の
活
躍
が
続
く
。
ネ
パ
ー
ル
の
良
き
協
力
者
リ
ン
ブ
ー
氏

や
タ
バ
氏
と
共
に
、
蛾
の
幼
虫
の
作
物
に
対
す
る
害
の
研
究
な
ど
を
行

っ

た
タ
マ
コ
シ
川
畔
の
野
営
地
で
、
リ
ン
ブ
ー
氏
撮
影
に
な
る
彼
の
写
真
が

手
元
に
あ
る
が
、
誠
に
春
風
胎
蕩
と
云

っ
た
感
じ
で
あ
る
。

一
九
八
四
年
、
東
大
ス
キ
ー
山
岳
部
で
は
カ
ラ
コ
ル
ム
Ｋ
７
峰
に
学
術

登
山
隊
を
送

っ
た
。
こ
の
時
彼
は
、
遠
征
総
隊
長
で
あ
る
私
に
捕
虫
網
や

三
角
包
紙
を
渡
し
、
貴
重
種
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
数
組
の
つ

が
い
を
捕
え
て
来
て
欲
し
い
と
か
、
場
所

・
日
時

・
花
の
様
子

・
気
象
デ
ー

タ
な
ど
記
録
し
て
欲
し
い
と
か
い
ろ
い
ろ
注
文
を
付
け
て
来
た
。
当
初
隊

員
達
も
余
り
熱
心
で
な
か

っ
た
が
、
標
高
四
四
〇
〇
】
月
の
チ
ャ
ラ
ク
サ
氷

河
Ｂ
Ｃ
に
着
い
て
見
る
と
、
そ
こ
は

一
面
の
お
花
畠
で
、
昆
虫
の
他
、
鳥

や
ア
イ
ベ

ッ
ク
ス
ま
で
や

っ
て
来
る
と
い
う
別
天
地
で
、
蝶
の
採
集
は
む

し
ろ
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
有
り
様
で
、
二
ヶ
月
の
間
、
お
蔭
で
私

共
は
大
い
に
Ｂ
Ｃ
生
活
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。

春
田
君
は
こ
の
頃
か
ら
左
脚
血
行
不
全
で
山
登
り
は
十
分
楽
し
め
な
く

な

っ
た
。
そ
こ
で
研
究
の
主
題
を
昼
間
飛
ぶ
蝶
か
ら
、
夜
間
活
動
す
る
蛾

へ
と
変
え
て
行

っ
た
。
す
な
わ
ち
山
麓
の
林
縁
の
斜
面
に
、
自
家
発
電
機

を
具
え
た
明
る
い
水
銀
灯
を

つ
け
、
テ
ン
ト
で
待

っ
て
い
る
と
、
蛾
は
い

く
ら
で
も
向
う
か
ら
や

っ
て
来
る
と
い
う
次
第
だ
。

こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は

「百
年
振
り
に
再
発
見
さ
れ
た
ネ
パ
ー
ル
の
ス

ズ
メ
ガ
」
（
日
本
鱗
翅
学
会
）
と
か

「
ネ
パ
ー
ル
の
ヤ

マ
マ
ユ
ガ
に
つ
い

て
」
（
日
本
蛾
類
学
会
）
な
ど
の
論
文
に
も
な

っ
た
が
、
最
終
的

に
は

『
ネ
パ
ー
ル
全
域
の
蛾
』
と
題
す
る
四
冊
の
研
究
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
三
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追  悼

千
三
百
種
の
蛾
の
採
集
デ
ー
タ
と
カ
ラ
ー
写
真
が
英
文
で
示
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。
特
に
第
四
冊
の

「
ネ
パ
ー
ル
の
高
山
蛾
及
び
小
蛾
類
に
つ
い

て
」
は
、
標
高
三
二
〇
〇
～
五
四
〇
〇
層
の
高
所
に
生
活
す
る
三
百
十
三

種
の
蛾
に
つ
い
て
の
世
界
で
も
初
め
て
の
報
告
と
な

っ
た
。

こ
の
業
績
に
対
し
、　
一
九
九
六
年
二
月
四
日
、
第
二
二
回
秩
父
宮
記
念

学
術
賞
が
授
与
さ
れ
た
こ
と
は
御
承
知
の
通
り
で
あ
る
。

そ
の
後
も
ネ
パ
ー
ル
に
出
か
け
蛾
の
研
究
を
続
け
る
つ
も
り
の
春
田
君

は
、
同
年
の
九
月
下
旬
に
も
ネ
パ
ー
ル
に
向
け
出
発
の
準
備
中
で
あ

っ
た

が
、
九
月
十
七
日
、
心
筋
梗
塞
の
た
め
急
逝
さ
れ
た
。
誠
に
残
念
で
な
ら

な
い
。
唯
、
趣
味
と
研
究
が

一
致
し
た
幸
せ
な
生
涯
で
あ
り
、
蝶
と
蛾
の

研
究
が

一
応
の
大
成
を
見
た
上
で
の
急
逝
で
あ

っ
た
点
に
、
僅
か
に
慰
め

を
感
ず
る
の
は
私
共
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
今
は
唯
、
ゴ
タ
パ
リ
台
地
に
お

け
る
よ
う
な
胎
蕩
た
る
姿
で
、
安
ら
か
に
眠
り
給
わ
ん
こ
と
を
心
か
ら
お

祈
り
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

（中
村
純
二
）

泉
　
　
　
一見

氏

（
一
九
二
七
～
一
九
九
六
）

先
輩
、
泉
亮
さ
ん
こ
と

「泉
の
ト

ッ
ツ
ァ
ン
」
は

一
九
九
六
年
九
月
十

八
日
深
夜
、
ラ
サ
の
ホ
テ
ル
で
亡
く
な

っ
た
。
カ
ト
マ
ン
ズ
か
ら
バ
ス
で

六
日
目
の
ツ
ア
ー
途
上
の
高
山
病

（急
性
肺
水
腫
）
で
あ

っ
た
。

一
九
六
二
年
、
私
達
五
十
数
名
は
え
ぞ
山
岳
会
を
創
立
し
た
が
、
泉
さ

ん
は
二
番
目
の
年
長
者
で
、
岩
や
氷
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
よ
り
は
大
雪
山
系

や
日
高
山
脈
を
好
み
、
中
央
ア
ジ
ア
の
古
き
佳
き
時
代
の
探
検
に
こ
だ
わ

っ

て
い
た
よ
う
で
あ

っ
た
。
ヘ
デ
ィ
ン
全
集
や
西
域
探
検
全
集
を
座
右
に
置

い
て
愛
で
て
い
た
の
も
そ
の
頃
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
。

こ
の
会
は
会
員
の
技
術
指
導
に
も
熱
心
で
、
他
の
山
岳
会

へ
の
入
会
を

禁
止
し
て
い
た
が
、
私
達
は
日
本
山
岳
会
の
情
報
価
値
を
認
め
る
と
と
も

に
登
山
実
践
団
体
で
な
か

っ
た
事
か
ら
、
会
の
団
体
入
会
と
共
に
数
人
の

会
員
が
ほ
ぼ
同
時
に
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
た
。

泉
さ
ん
は
六
七
年
入
会

（六
三
二
二
番
、
紹
介
者
は
深
田
久
弥

・
酒
巻

吟

一
両
氏
）
、
二
年
後
の
北
海
道
支
部
発
足
を
経
て
七

一
年
か
ら
二
年
間
、

支
部
委
員
を
務
め
た
。
札
幌
気
象
台
に
勤
務
し
て
い
た
関
係
で
北
海
道
の

山
岳
雑
誌
に
気
象
解
説
な
ど
を
載
せ
て
い
た
し
、
日
本
山
書
の
会
の
会
長

宅

（東
京
）
を
出
張

つ
い
で
に
訪
問
す
る
な
ど
、
意
欲
的
な
活
動
を
し
て

い
た
の
も
こ
の
頃
で
あ

っ
た
と
思
う
。

え
ぞ
山
岳
会
で
は
六
六
年
か
ら
五
年
間
会
長
の
任
に
あ

っ
た
が
、
飲
む

と
す
ぐ
に
赤
く
な
り
、
若
い
会
員
に
は
よ
く
説
教
し
て
い
た
事
か
ら
、
ガ

ン
コ
親
父
ぶ
り
を
称
し
て

「泉
の
ト

ッ
ツ
ァ
ン
」
の
愛
称
で
呼
ば
れ
て
い

た
。
そ
れ
を
泉
さ
ん
は
む
し
ろ
自
慢
に
さ
え
し
て
い
た
。

え
ぞ
山
岳
会
の
海
外
登
山
計
画
を
巡

っ
て
若
い
会
員
と
対
立
し
て
譲
ら

な
か

っ
た
の
も
、
未
登
の
難
峰
を
試
み
よ
う
と
す
る
尖
鋭
会
員
と
中
央
ア
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ジ
ア
探
検
の
精
神
に
憧
れ
る
泉
さ
ん
の
葛
藤
の
末
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
、

と
今
思
う
。
そ
れ
を
機
会
に
集
会
に
も
あ
ま
り
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
が
、

こ
の
頃
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

ヘ
の
夢
を
実
現

へ
向
け
て
、
大
き
く
膨
ら
ま

せ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
山
岳
会
支
部
の
忘
年
会
で

「
タ
マ
に
出

て
き
て
く
だ
さ
い
よ
、
歓
迎
し
ま
す
よ
」
と
言
う
と

「
い
や
ぁ
、
今
更
、

お

っ
か
な
く
て
…
…
」
と
笑

っ
て
い
た
。

泉
さ
ん
の
海
外
の
足
跡
は
、
七
二
年
の
ラ
ン
タ
ン
・
ツ
ア
ー
と
ア
ン
ナ

プ
ル
ナ
地
方
、
退
職
後
は
九
二
年
か
ら
四
年
間
、
毎
年
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詣

で
を
続
け
た
。
ウ
ル
ム
チ
か
ら
パ
キ
ス
タ
ン

（中
パ
公
路
）
、

ウ
ル
ム
チ

か
ら
ホ
ー
タ
ン

（西
域
北
道
）
、
蘭
州
か
ら
敦
爆

（河
西
回
廊
）
、
ウ
ル
ム

チ
か
ら
カ
シ
ュ
ガ
ル
～
ホ
ー
タ
ン

（西
域
北
南
道
）
の
四
コ
ー
ス
を
終
え

た
。
が
、
既
に
多
く
は
簡
易
舗
装
道
路
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
に
も
縦
断

舗
装

（石
油
）
道
路
が
完
成
し
た
観
光
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
、
百
年
前
の
探

検
物
語
を
夢
見
る
泉
さ
ん
は
ど
う
感
じ
、
何
を
思

っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
が

同
じ
年
の
、
今
回
の
チ
ベ

ッ
ト

ヘ
の
誘
い
に
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
回
の
チ
ベ

ッ
ト
行
は
カ
ト

マ
ン
ズ
か
ら
の
バ
ス
ツ
ア
ー
で
、
カ
ロ
・

ラ
峠

（五
二
〇
〇
肝
）
を
経
て
ま
ず
シ
ェ
ヵ
ｌ
ル
か
ら
は
ジ
ー
プ
で
チ

ョ

モ
ラ
ン
マ
北
面
Ｂ
Ｃ
を
往
復
し
た
。
写
真
歴
の
長
い
泉
さ
ん
が
興
奮
の
ま

ま
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
続
け
た
姿
は
想
像
に
余
り
あ
る
。
そ
の
後
、
カ

ツ
ォ
ー

・
ラ
峠

（五
三
二
〇
屑
）
や
ツ
ォ
ー

・
ラ
峠

（四
五
〇
〇
屑
）
を

越
え
て
シ
ガ
ツ
ェ

（二
九
〇
〇
層
）
二
泊
の
後
、
ラ
サ

（三
六
五
〇
】
じ

へ
着
く
も
の
で
あ

っ
た
。
慎
重
な
行
程
の
よ
う
で
高
山
病
事
故
の
多
い
コ
ー

ス
で
あ
る
。
こ
の
ツ
ア
ー
で
は
先
に
不
調
者
が
い
た
た
め
添
乗
員
が
付
き

き
り
で
、
泉
さ
ん
が
不
調
の
た
め
遅
い
夕
食
を
遠
慮
し
て
ル
ー
ム
ヘ
引
き

揚
げ
た
事
も
知
ら
ず
、
そ
の
後
も
同
室
者
が
緊
急
連
絡
す
る
ま
で
フ
ォ
ロ
ー

が
な
か

っ
た
と
言
う

（
ツ
ア
ー
会
社
の
旅
行
業
法
抵
触

・
安
全
確
保
責
任

が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
本
題
で
は
な
い
）
。

「
こ
れ
が
最
後
の
高
所
ツ
ア
ー
」
と
言

っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
が
、
本

当
に
最
後
の
旅
立
ち
に
し
て
し
ま
う
な
ん
て
性
急
過
ぎ
る
事
で
あ

っ
た
。

こ
れ
か
ら
気
軽
に
世
界
の
山
に
カ
メ
ラ
を
向
け
て
楽
し
む
事
も
で
き
た
で

あ
ろ
う
に
…
…
。
我
が
儘
な
位
に
頑
固
に
意
思
を
通
し
た
泉
さ
ん
で
あ

っ

た
が
故
に
、
チ
ベ

ッ
ト
の
山
懐
に
帰

っ
て
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

説
明
よ
り
先
に
叱
り
言
葉
が
出
る
が
故
に
若
い
会
員
か
ら
は

「
こ
わ
い

ト

ッ
ツ
ァ
ン
」
、
古
手
の
会
員
か
ら
は

「頑
固
親
父
」
、
女
性
会
員
か
ら
は

「優
し
い
オ
ジ
サ
ン
」
そ
し
て
お
孫
さ
ん
達
か
ら
は

「
ニ
コ
ニ
コ
お
じ
い

ち
ゃ
ん
」
（
い
つ
も
溜
飲
を
さ
げ
て
い
た
）
で
あ

っ
た
泉
さ
ん
が
見
て
い

る
夢
は
、
垣
間
み
た
チ

ョ
モ
ラ
ン
マ
北
壁
で
あ
ろ
う
か
、
或
い
は
孫
達
に

囲
ま
れ
た
暖
か
い
茶
の
間
で
あ
ろ
う
か
。
せ
め
て
今
こ
そ
、
遠
慮
な
く
思

う
存
分
、
大
新
を
か
い
て
眠

っ
て
欲
し
い
と
願
う
の
だ
が
…
…
。

古
き
佳
き
時
代
の
頑
固
な

「北
の
山
屋
」
が
、
ま
た

一
人
い
な
く
な

っ

た
。
本
当
に
、
寂
し
い
事
で
あ
る
。

（阿
部
　
淳
）
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徳

島

和

男

氏

（
一
九
四
五
上

九
九
七
）

私
が
初
め
て
徳
島
和
男
と
出
会

っ
た
の
は
、
支
部
の
マ
カ
ル
ー
計
画
が

本
格
的
に
動
き
出
し
た

一
九
六
八

（昭
和
四
十
三
）
年
で
あ

っ
た
。
当
時

の
支
部
ル
ー
ム
が
あ

っ
た
原
病
院
の
地
下
室
で
あ
る
。

徳
島
は
、
愛
知
学
芸
大
学

（現
在
の
愛
知
教
育
大
学
）
の
山
岳
部
出
身

で
、
同
じ
大
学
の
先
輩
に
あ
た
る
花
井
さ
ん
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
き
た
。

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
引

っ
込
み
思
案
の
お
と
な
し
い
男
と
い
う
印
象
を

受
け
た
。
暫
く
ル
ー
ム
に
出
入
り
し
て
い
た
が
、
花
井
さ
ん
の
率
い
る
母

校
の
バ
ウ
ダ
ー
ピ
ー
ク
登
山
隊
に
参
加
す
る
こ
と
に
な

っ
た
た
め
に

一
時

支
部
を
離
れ
た
。

一
方
私
も
、

マ
カ
ル
ー
を
終
え
た
後
は
、
家
業
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
支
部
活
動
か
ら
遠
ざ
か

っ
た
の
で
徳
島
と
も
し
ば
ら
く
疎
遠
に
な

っ

た
。東

海
支
部
設
立
の
動
機
は
、
組
織
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
闊
達
な
海
外

登
山
の
実
践
に
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に

一
九
六
六
年
の
ア

コ
ン
カ
グ
ア
南
壁
、　
一
九
七
〇
年
の
マ
カ
ル
ー
南
東
稜
と
次
々
に
ス
ケ
ー

悼
　

ル
の
大
き
な
登
山
隊
が
派
遣
さ
れ
た
。
両
隊
と
も
登
頂
に
成
功
し
、
東
海

支
部
の
名
を
内
外
に
轟
か
せ
た
。
そ
の
後
も
東
海
支
部
の
海
外
登
山
は
ラ

追

ト
ッ
ク
、
パ
ミ
ー
ル
と
続
く
。

し
か
し
、
活
発
な
海
外
登
山
と
は
裏
腹
に
、
支
部
の
運
営
は
、
不
安
定

で
あ

っ
た
。
と
う
と
う
パ
ミ
ー
ル
の
後
は
、
支
部
報
の
発
行
も
ま
ま
な
ら
ず
、

ル
ー
ム
も
転
々
と
所
在
地
を
変
え
、

つ
い
に
は
支
部
廃
止
論
ま
で
が
真
剣

に
議
論
さ
れ
る
ま
で
に
至

っ
て
し
ま

っ
た
。
東
海
支
部
存
亡
の
危
機
で
あ

る
。
こ
の
現
状
を
憂
い
、
心
を
痛
め
た
の
が
、
中
世
古
隆
司
さ
ん
や
湯
浅

道
男
さ
ん
な
ど
の
か

つ
て
の
支
部
を
支
え
た
人
達
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の

人
々
の
呼
び
掛
け
で
支
部
の
再
興
が
は
か
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
サ
セ
ル
カ

ン
リ
Ⅱ
峰
か
ら
帰

っ
た
ば
か
り
の
徳
島
和
男
の
姿
も
あ

っ
た
。

よ
う
や
く
支
部
活
動
は
、
軌
道
に
乗
り
、
か
つ
て
の
東
海
支
部
を
取
り

戻
し
た
。

徳
島
は
、　
一
貫
し
て
総
務
関
係
を
担
当
し
た
。
元
々
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
に

長
け
て
い
た
徳
島
は
、
実
力
を
発
揮
し
て
た
ち
ま
ち
に
し
て
支
部
の
中
枢

と
し
て
無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
な

っ
た
。
更
に
温
和
で
篤
実
な
性
格

が
加
わ
り
、
支
部
員
の
間
で
は
、
ト
ク
さ
ん
と
か
ト
ク
ち
ゃ
ん
と
か
呼
ば

れ
慕
わ
れ
た
。
徳
島
は
、
大
の
酒
好
き
で
あ

っ
た
。
そ
の
酒
が
入
れ
ば
、

一
段
と
陽
気
に
な
り
、
付
き
合
い
の
良
さ
で
も
人
後
に
落
ち
な
か

っ
た
。

そ
れ
で
い
な
が
ら
、
潔
癖
な
面
も
持

っ
て
い
て
、
支
部
内
の
不
快
な
出

来
事
や
不
誠
実
な
仲
間
の
言
動
に
は
、
非
を
鳴
ら
し
、
時
に
は
支
部
長
の

私
を
詰
問
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
徳
島
の
い
い
と
こ
ろ

は
、
言
い
た
い
だ
け
言

っ
て
し
ま
う
と
後
は
根
に
持
た
ず
、
さ
ら
り
と
忘

れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

支
部
機
能
が
順
調
に
回
復
し
て
く
る
と
、
東
海
支
部
の
本
領
で
あ
る
海
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外
登
山
の
気
運
が

一
気
に
盛
り
上
が

っ
て
く
る
。
私
が
支
部
長
に
就
任
し

て
か
ら
今
日
ま
で
、
海
外
に
送

っ
た
登
山
隊
は
、
十
五
を
越
す
。

そ
の
支
部
の
海
外
遠
征
で
も
徳
島
は
、
大
活
躍
し
た
。
第

一
次
、
第
二

次
、
第
四
次
の
天
山
雪
蓮
峰
、
ク
ラ
ウ
ン
、

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
、
そ
し
て
今

度
の
Ｋ
２
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
第
四
次
の
雪
蓮
峰
と
ク
ラ
ウ
ン
は
、
隊

長
と
し
て
隊
を
引

っ
張

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
先
頭
に
立

っ
て
ル
ー
ト
を

開
拓
し
、
自
ら
頂
を
踏
ん
で
初
登
頂
の
栄
冠
を
勝
ち
得
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の
登
山
に
は
、
徳
島
の
手
固
く
て
、
そ
れ
で
い
て
思
い
切
り
の
良
さ
が

い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
た
。
〃徳
島
登
山
術
〃
の
開
眼
と
い
え
た
。

徳
島
は
、
こ
の
二
つ
の
登
山
隊
を
成
功
さ
せ
た
こ
と
で
、
登
山
家
と
し

て
、
そ
し
て
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
高
い
評
価
を
得
、
東
海
地
区
を
代
表
す
る

登
山
家
の

一
人
と
し
て
名
を
連
ね
る
こ
と
に
な

っ
た
。

徳
島
は
、
常
々
自
分
で
登
ら
な
い
登
山
隊
に
は
加
わ
ら
な
い
と
広
言
憚

ら
な
か

っ
た
。
事
実
こ
の
こ
と
を
二
つ
の
登
山
隊
で
立
証
し
た
わ
け
で
あ

る
が
、
バ
リ
バ
リ
の
若
い
連
中
に
ひ
け
を
取
ら
ぬ
強
靭
な
体
力
と
旺
盛
な

登
攀
意
欲
に
は
、
正
直
驚
か
さ
れ
る
。

私
は
、
様
々
な
制
約
か
ら
マ
カ
ル
ー
以
後
、
厳
し
い
登
山
か
ら
足
を
洗

っ

て
い
る
。
従

っ
て
登
山
隊
で
は
、
も

っ
ぱ
ら
総
指
揮
と
か
総
隊
長
な
ど
と

い
う
幽
霊
隊
員
と
し
て
参
加
し
て
き
た
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
の

支
部
の
派
遣
し
て
き
た
登
山
隊
の
全
て
に
責
任
を
負

っ
て
き
た
し
、
物
心

共
に
隊
員
と
同
じ
視
点
で
悩
み
、
苦
し
み
、
そ
し
て
喜
び
を
分
か
ち
あ

っ

て
き
た

つ
も
り
で
あ
る
。
言
い
替
え
れ
ば
私
の
果
た
し
得
な
い
海
外
登
山

の
夢
を
、
仲
間
に
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

徳
島
と
は
、
年
が
二
つ
違
う
。
私
の
方
が
上
で
あ
る
。
私
は
、
徳
島
の

や
る
海
外
登
山
を
い
つ
も
、
私
自
身
に
置
き
替
え
て
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

い
る
。
徳
島
は
、
私
の
海
外
登
山
部
門
の
分
身
だ
と
も
言

っ
て
も
よ
い
。

従

っ
て
私
は
、
私
の
夢
の
実
現
を
徳
島
に
次
々
と
ぶ
つ
け
た
。

ク
ラ
ウ
ン
か
ら
帰

っ
て
か
ら
徳
島
と
は
、
次
の
遠
征
の
こ
と
で
し
ば
し

ば
意
見
を
交
わ
し
た
。
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
八
千
】
川峰
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
や
ろ
う
と
話
し
合

っ
て
い
た
。
こ
ん
な
折
に
冬
の
エ
ベ
レ
ス
ト
南
西

壁
を
終
え
た
田
辺
治
が
、
Ｋ
２
計
画
を
持
ち
込
ん
で
き
た
。

徳
島
の
瞳
が
輝
い
た
。
毎
日
Ｋ
２
の
壮
大
な
夕
日
に
染
ま
る
姿
を
眺
め

な
が
ら
ク
ラ
ウ
ン
を
登
攀
し
て
い
た
徳
島
は
、
い
つ
の
日
か
Ｋ
２
と
相
ま

み
え
る
こ
と
を
心
に
誓

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
東
海
支
部
の
Ｋ
２
隊
の

誕
生
で
あ
る
。
勿
論
徳
島
が
隊
長
で
あ
る
。

Ｋ
２
の
全
て
の
準
備
を
終
え
、
全
隊
荷
を
運
送
会
社
に
渡
し
た
の
が
五

月
二
日
の
連
体
の
前
日
で
あ

っ
た
。
本
隊
出
発
の
二
週
間
前
で
あ
る
。

悲
劇
は
、
そ
の
直
後
に
起
き
た
。
お
よ
そ
信
じ
ら
れ
な
い
出
来
事
が
起

こ
っ
た
。
五
月
五
日
の
子
供
の
日
に
涸
沢
の
ザ
イ
テ
ン
グ
ラ
ー
ド
で
徳
島

が
雪
崩
に
巻
き
込
ま
れ
て
死
亡
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
出
先
の
私

へ
の

携
帯
電
話
の

一
報
は
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
私
を
混
乱
の
増
塙
の
中

へ
叩
き

落
と
し
た
。

私
が
支
部
の
中
で
最
も
信
頼
し
て
い
た
男
の
死
で
あ
る
。
副
支
部
長
と

し
て
、
私
の
片
腕
と
し
て
、
分
身
と
し
て
、
私
の
信
頼
に
全
て
応
え
て
く
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れ
て
い
た
男
の
死
で
あ
る
。

私
の
狼
狽
振
り
は
、
情
無
い
程
私
自
身
で
自
覚
で
き
た
。
支
部
に
と

っ

て
も
徳
島
の
死
は
痛
い
。
将
来
支
部
を
間
違
い
な
く
背
負

っ
て
く
れ
る
男

と
し
て
衆
目
の
認
め
る
存
在
だ
け
に
尚
更
で
あ
る
。
痛
恨
の
極
み
と
は
、

こ
う
し
た
時
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

徳
島
が
急
逝
し
て
か
ら

一
ヶ
月
経

つ
。
徳
島
の
死
と
は
お
構
い
な
く
無

情
に
時
は
過
ぎ
て
行
く
。
こ
の
間
の

一
ヶ
月
は
、
極
め
て
忙
し
か

っ
た
。

支
部
の
臨
時
役
員
会
の
開
催
、
Ｋ
２
隊
員
会
議
の
招
集
、
通
夜
、
葬
儀
、

支
部
総
会
、
Ｋ
２
壮
行
会
、
本
隊
の
出
発
と
あ
わ
た
だ
し
く
事
が
は
こ
ぶ
。

通
夜
も
葬
儀
も
、
悲
し
み
に
溢
れ
る
中
で
、
厳
粛
の
内
に
も
盛
大
に
営

ま
れ
た
。
徳
島
の
勤
務
先
で
あ
る
南
山
中
学
、
高
校
の
女
生
徒
全
員
が
徳

島
の
御
霊
に
香
華
を
た
む
け
た
。
あ
ち
こ
ち
で
す
す
り
泣
く
輪
が
で
き
て

い
た
。
名
物
先
生
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
た
人
気
の
高
さ
を
知
ら
さ
れ
た
。

山
仲
間
も
大
勢
馳
せ
参
じ
た
。
徳
島
の
死
を
悼
む
列
は
延
々
と
続
い
た
。

私
が
代
表
し
て
弔
辞
を
奉
読
し
た
。
ま
さ
か
、
私
が
、
あ
の
徳
島
の
弔
辞

を
読
も
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
夢
想
だ
に
し
な
か

っ
た
。

出
棺
の
時
が
き
た
。
山
仲
間
が
整
列
し
て
、
皆
が
徳
島

へ
の
万
感
の
思

い
を
胸
に
、
デ

ュ
プ
ラ
の

「
い
つ
か
あ
る
日
」
を
歌

っ
て
見
送

っ
た
。
徳

島
と
の
永
久
の
別
れ
で
あ
る
。

徳
島
は
、
私
に
そ
し
て
支
部
の
仲
間
に

一
言
の
言
葉
も
残
さ
ず
黄
泉
路

へ
旅
立

っ
た
。
も

っ
と
話
し
た
い
事
が

一
杯
あ

っ
た
。

私
は
、
夜
が
更
け
る
と
家
人
の
寝
静
ま

っ
た
ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
で
、

陰
膳
な
ら
ぬ
陰
杯
を
据
え
て
ス
コ
ッ
チ
を
や
り
な
が
ら
二
人
で
時
々
話
を

す
る
。
取
り
留
め
の
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
話
が
と
ぎ
れ
る
と

「
ど

う
し
て
お
前
死
ん
だ
ん
だ
、
恥
ず
か
し
く
な
い
の
か
、
こ
の
馬
鹿
」

つ
い

本
音
と
愚
痴
が
出
て
し
ま
う
。

徳
島
の
死
を
人
は
、
運
命
だ
と
か
寿
命
だ
と
か
い
う
。
確
か
に
そ
の
通

り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
故
あ
の
男
が
、
何
故
あ
ん
な
処
で
、
何
故
こ

ん
な
時
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。
私
に
は
、
そ
ん
な
言
葉

で
は
と
て
も
得
心
で
き
る
出
来
事
で
は
な
い
。
い
つ
の
日
に
か
、
徳
島
の

死
を
冷
静
に
受
け
止
め
ら
れ
る
時
が
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

徳
島
和
男
　
享
年
五
十
二
歳
。
余
り
に
も
若
過
ぎ
る
死
で
あ

っ
た
。合

掌

略

一
九
六
八
年

一
九
六
九
年

一
九
七

一
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
八
年

追  悼

歴
愛
知
学
芸
大
学

（同
山
岳
部
）
卒
業

（現
愛
知
教
育
大
学
）

日
本
山
岳
会
入
会

（会
員
番
号
六
七
二
九
、
紹
介
者
花
井

俊
彦

・
熊
沢
正
夫
）

ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ
　
バ
ウ
ダ
ー
ピ
ー
ク

（愛
知
学
芸
大

学
）

東
部
カ
ラ
コ
ル
ム
　
サ
セ
ル
カ
ン
リ
Ⅱ
峰

（
日
本
ヒ
マ
ラ

ヤ
協
会
）

第

一
次
天
山
雪
蓮
峰

（東
海
支
部
）

第
二
次
天
山
雪
蓮
峰

（東
海
支
部
）
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一
九
九
〇
年
　
第
四
次
天
山
雪
蓮
峰

（東
海
支
部
）

一
九
九
二
年
　
カ
ラ
コ
ル
ム
　
ク
ラ
ウ
ン
峰

（東
海
支
部
）

一
九
九
六
年
　
マ
ッ
キ
ン
リ
ー

（東
海
支
部
）

一
九
九
七
年
　
カ
ラ
コ
ル
ム
　
Ｋ
２
峰

（東
海
支
部
）

一
九
九
七
年
五
月
五
日
　
穂
高
岳
涸
沢
ザ
イ
テ
ン
グ
ラ
ー
ド
上
部
に
て
雪

崩
に
巻
き
込
ま
れ
死
亡

（尾
上
　
昇
）

小

西

政

継

氏

（
一
九
三
八
上

九
九
六
）

小
西
さ
ん
が
マ
ナ
ス
ル
で
行
方
を
絶

っ
て
か
ら
、
は
や

一
年
が
過
ぎ
よ

う
と
し
て
い
る
。

厳
し
い
登
山
を
続
け
な
が
ら
も
、
還
暦
近
く
ま
で
生
き
延
び
た
小
西
さ

ん
の
よ
う
な
登
山
家
は
、
大
島
亮
吉
の

「
涸
沢
の
岩
小
屋
で
の

一
夜
」
の

な
か
の

「山
を
続
け
て
い
れ
ば
い
つ
か
…
」
の
言
葉
の
重
さ
を
十
分
理
解

し
て
い
る
し
、
経
験
の
浅
い
登
山
者
の
よ
う
に
、
「
仲
間
や
先
輩
達
は
山

で
倒
れ
た
が
、
自
分
だ
け
は
違
う
」
と
い
う
幻
想
も
抱
い
て
い
な
か

っ
た

こ
と
と
思
う
。
だ
か
ら
今
度
の
出
来
事
に
お
い
て
も
、
小
西
さ
ん
自
身
は

十
分
の
覚
悟
が
で
き
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
達
後
輩
の
立
場
と

す
れ
ば
、
「
な
ぜ
小
西
さ
ん
が
？
　
な
ぜ
マ
ナ
ス
ル
の
よ
う
な
山

で
？
」

と
い
う
疑
問
や
未
練
は
、
そ
れ
で
も
な
お
残
る
の
で
あ
る
。

一
九
六
七
年
、
日
本
の
名
だ
た
る
ク
ラ
イ
マ
ー
達
が
、
夏
の
ア
ル
プ
ス

三
大
北
壁
の
日
本
人
初
登
攀
や
第
二
登
に
し
の
ぎ
を
削

っ
て
い
た
と
き
、

小
西
さ
ん
は
、
日
標
を
い
き
な
り
冬
の
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
北
壁
に
設
定
し
、

後
輩
の
遠
藤
二
郎
、
星
野
隆
男
と
と
も
に
第
二
登
に
成
功
す
る
。
こ
の
登

山
は
、　
一
九
二
五
年
の
慶
応
大
学
の
ア
ル
バ
ー
タ
初
登
頂
、
近
年
の
フ
リ
ー

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
お
け
る
平
山
裕
示
の
活
躍
と
と
も
に
、
日
本
の
登
山
史

上
、
登
山
技
術
の
水
準
を
国
際
的
な
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
た
点
で
、
最
も

重
要
な
山
行
だ

っ
た
と
私
は
思
う
。

東
京
の
山
学
同
志
会
の
会
員
だ

っ
た
小
西
さ
ん
は
、
や
が
て
こ
の
実
績

を
買
わ
れ
、
日
本
山
岳
会
の
エ
ベ
レ
ス
ト
南
西
壁
登
山
隊
に
、
六
九
年
の

偵
察
隊
、
七
〇
年
の
本
隊
の
登
攀
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
招
か
れ
る
こ
と
に
な

っ

た
。
だ
か
ら
山
岳
会

へ
の
人
会
も
偵
察
隊
出
発
直
前
の
六
九
年
八
月
と
な

っ

て
い
る

（会
員
番
号
六
七
八
五
。
紹
介
者
槙
有
恒

・
佐
藤
久

一
朗
）
。
七

〇
年
の
エ
ベ
レ
ス
ト
は
、
東
南
稜
か
ら
は
植
村
直
巳
さ
ん
、
松
浦
輝
夫
さ

ん
達
が
登
頂
に
成
功
し
た
も
の
の
、
本
来
の
目
標
で
あ

っ
た
南
西
壁
は
失

敗
に
終
わ
る
。
日
本
山
岳
会
会
員
と
し
て
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
は
エ
ベ
レ
ス

ト
だ
け
に
終
わ

っ
た
が
、
こ
の
二
回
の
遠
征
を
通
じ
て
小
西
さ
ん
は
、
偵

察
隊
隊
長
の
宮
下
さ
ん
、
副
隊
長
の
田
辺
さ
ん
、
隊
員
の
植
村
さ
ん
を
始

め
、
終
生
の
友
誼
を
か
わ
す
人
た
ち
と
知
り
合

っ
た
。
ま
た
、
ウ

ェ
ス
ト

ン
の
レ
リ
ー
フ
の
制
作
者
で
榊
キ
ャ
ラ
バ
ン
社
の
創
業
者
と
し
て
知
ら
れ
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る
、
慶
応
Ｏ
Ｂ
の
故
佐
藤
久

一
郎
さ
ん
に
も
か
わ
い
が
ら
れ
た
。

七

一
年
厳
冬
の
グ
ラ
ン
ド
ジ

ョ
ラ
ス
北
壁
で
凍
傷
を
負
い
、
手
足
の
指

十

一
本
を
切
り
落
と
し
、
そ
の
五
年
後
ジ
ャ
ヌ
ー
北
壁
で
奇
跡
の
復
活
を

遂
げ
た
の
も
、
本
人
の
強
い
意
志
と
努
力
は
勿
論
だ
が
、
佐
藤
さ
ん
を
始

め
と
す
る
山
岳
会
の
人
々
の
、
精
神
的
な
サ
ポ
ー
ト
に
負
う
こ
と
も
幾
分

は
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
西
さ
ん
は
エ
ベ
レ
ス
ト
以
降
、
そ

の
活
動
の
場
を
山
学
同
志
会
に
戻
し
、
七
六
年
ジ
ャ
ヌ
ー
、
八
〇
年
カ
ン

チ

ェ
ン
ジ

ュ
ン
ガ
、
八
二
年
日
山
協
隊
の
チ

ョ
ゴ
リ
、
八
三
年
の
エ
ベ
レ

ス
ト
の
隊
長
を
務
め
、
こ
と
ご
と
く
登
頂
に
導
い
て
い
る
。

頭
脳
明
晰
、
学
習
能
力
の
高
い
小
西
さ
ん
の
こ
と
、
二
回
の
エ
ベ
レ
ス

ト
遠
征
を
通
じ
て
、
宮
下
さ
ん
達
日
本
山
岳
会
の
ベ
テ
ラ
ン
か
ら
遠
征
の

ノ
ウ

ハ
ゥ
を
き

っ
ち
り
学
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
私
は
山
学
同
志
会
以
外
、

八
二
年
の
チ

ョ
ゴ
リ
を
の
ぞ
い
て
他
の
組
織
に
よ
る
遠
征
に
参
加
し
た
こ

と
が
な
い
の
で
、
直
接
の
比
較
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
小
西
流
と
で
も
呼

べ
る
そ
の
遠
征
ス
タ
イ
ル
も
、
や
は
り
日
本
山
岳
会
の
や
り
方
が
ベ
ー
ス

に
な

っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
小
西
さ
ん
は
、
八
四
年
榊
ク
リ
エ
ー
タ
１
９
０
０
０
を
起
こ
し
、

実
業
の
世
界
で
活
躍
さ
れ
山
か
ら
し
ば
ら
く
離
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し

悼
　

か
し
、
カ
ン
チ

ェ
ン
ジ

ュ
ン
ガ
、

エ
ベ
レ
ス
ト
と
頂
上
近
く
ま
で
迫
り
な

が
ら
登
頂
で
き
な
か

っ
た
思
い
が
強
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
体

追

力
や
気
力
の
衰
え
を
感
じ
つ
つ
、
自
分
に
残
さ
れ
た
時
間
は
少
な
い
と
感

じ
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
、
九
二
年
頃
、
「俺
も
そ
ろ
そ
ろ
定
年

の
年

に
近

い
か
ら
、
仕
事
は
二
の
次
に
し
て
、
か
み
さ
ん
と
二
人
で
八
〇
〇
〇
屑
峰

に
毎
年
行
こ
う
と
思

っ
て
い
る
」
と
語

っ
て
い
た
こ
と
も
あ

っ
た
し
、
シ

シ
ャ
パ
ン
マ
を
計
画
し
、
チ
ベ

ッ
ト
情
勢
が
緊
迫
し
た
た
め
中
止
に
な

っ

た
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
九
四
年
の
シ
ル
バ
ー
タ
ー
ト

ル
隊
の
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
ー
峰
を
皮
切
り
に
、
九
五
年
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
も
登
頂
、

九
六
年

マ
ナ
ス
ル
、
そ
し
て
翌
九
七
年
は
ガ

ッ
シ
ャ
ー
プ
ル
ム
を
予
定
し

て
お
り

「
お
や
お
や
小
西
さ
ん
本
気
で
八
〇
〇
〇
】
冽峰
全
部
登
る
つ
も
り

な
ん
だ
な
」
と
私
達
は
思

っ
て
い
た
。

小
西
さ
ん
の
偉
大
さ
は
、
三
十
数
年
に
わ
た
る
輝
か
し
い
登
山
活
動
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
登
山
思
想
を
著
作
を
通
じ
て
発
表
し
、
若
い
ク
ラ
イ
マ
ー

達
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
不
世
出
の
登
山
家
と
い
う
言

葉
が
、
び

っ
た
り
す
る
人
で
あ

っ
た
。

（坂
下
直
枝
）

石

川

治

郎

氏

（
一
九
〇
八
上

九
九
六
）

石
川
治
郎
さ
ん
は

一
九
九
六
年

（平
成
八
年
）
六
月
二
日
、
心
筋
梗
塞

の
再
発
作
の
た
め
、
享
年
八
十
八
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

本
会
に
は
、　
一
九
七
五
年

（昭
和
五
十
年
）
、
藤
島
敏
男
さ
ん
、
今
西
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錦
司
さ
ん
の
紹
介
で
入
会
さ
れ
て
い
ま
す

（会
員
番
号
七
九
七
〇
）
。
し

か
し

〃山
岳
会
の
会
員
〃
と
い
う
意
味
で
は
横
浜
山
岳
会
の
方
が
は
る
か

に
会
歴
が
長
く
、
そ
こ
で
、
こ
の
追
悼
文
を
両
山
岳
会
に
お
け
る
故
人
の

後
輩
で
あ
る
堀
井
が
書
く
よ
う
に
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。
た
だ
、
私
が
横

浜
山
岳
会
に
入
会
し
た
学
生
の
頃
、
石
川
さ
ん
は
既
に
事
実
上
会
の
大
黒

柱
で
あ
り
、
私
に
は
遥
か
遠
い
存
在
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
以
下
、
伝
聞

に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
ま
す
。

石
川
さ
ん
と
山
と
の
関
わ
り
は
、
石
川
さ
ん
が
現
横
浜
国
大
に
事
務
職

と
し
て
勤
務
し
た
昭
和
三
年
頃
に
始
ま

っ
て
お
り
、
同
校
の
山
岳
部
員
と

山
行
を
共
に
し
、
ま
た
、
昭
和
六
年
に
は
創
立
間
も
な
い
横
浜
山
岳
会
に

入
会
し
て
い
る
。
古
い
会
報
や
山
歴
表
を
見
る
と
、
第
二
次
大
戦
の
終
戦

前
後
の
数
年
を
除
き
、
四
季
を
通
じ
て
の
山
行
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
六
十
歳
か
ら
七
十
歳
代
に
か
け
て
は
会
の
同
年
配
の
仲
間
を

募

っ
て
は
、
台
湾
の
玉
山
、
雪
山
、
キ
ナ
バ
ル
、
ネ
パ
ー
ル

・
ト
レ
ッ
キ

ン
グ
な
ど
、
海
外
の
山
に
も
で
か
け
て
お
ら
れ
る
。

横
浜
山
岳
会
は

一
九
二
〇

（昭
和
五
年
）
の
創
立
以
来
、　
一
貫
し
て
会

長
を
お
か
な
い
運
営
を
し
て
い
る
。　
一
九
二
九

（昭
和
十
四
）
年
に
は
会

員
の
寄
付
集
め
と
労
力
奉
仕
に
よ

っ
て
丹
沢
の
尊
仏
小
屋
を
建
て
、　
一
年

間
に
六
十
三
回
の
例
会
を
丹
沢
山
塊
に
集
中
し
て
、　
一
九
五
五

（昭
和
三

十
年
）
に
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク

『
丹
沢
』
を
発
行
し
た
。
ま
た
、
五
六
年

一
月

に
は
大
学
山
岳
部
以
外
に
足
跡
の
な
い
厳
冬
期
の
中
部
日
高
山
系
ペ
テ
ガ

リ
岳
か
ら
カ
ム
イ
エ
ク
ウ
チ
カ
ウ
シ
岳
の
登
山
を
行
な
い
、
さ
ら
に
、
六

六
年
に
は
、
創
立
三
十
五
周
年
記
念
と
し
て

「
日
本
グ
ル
ジ
ア
友
好
登
山
」

を
計
画
、
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
の
岳
人
と
交
換
登
山
を
行
な
い
、

コ
ー
カ
サ
　
ー７

ス
の
山
に
足
跡
を
し
る
し
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
横
浜
山
岳
会
の
記
念
行
事
に
お
い
て
、
常
に
そ
の
中
心
に

あ

っ
て
力
強
く
推
し
進
め
て
き
た
の
が
石
川
さ
ん
で
あ

っ
た
。
私
は
コ
ー

カ
サ
ス
登
山
の
隊
員
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

一
人
で
あ
る
。
当

時
は
夢
中
で
、
ま
わ
り
を
見
る
余
裕
な
ど
な
か

っ
た
が
、
後
年
思
い
返
し

て
み
て
、
石
川
さ
ん
の
力
が
い
か
に
大
き
か

っ
た
か
を
身
に
し
み
て
感
じ

て
い
る
。

月

一
回
の
会
報
が
四
〇
〇
号
に
達
し
た
時

（
一
九
六
五
年
十
月
）
自
ら

も
五
年
間
編
集
に
携
わ

っ
た
石
川
さ
ん
は

「
ひ
ょ
ん
な
は
ず
み
で
横
浜
に

生
ま
れ
た
山
岳
会
が
続
い
て
き
た
の
は
、
会
長
を
お
か
ず
、
衆
議
に
よ

っ

て
運
営
を
行
な

っ
て
き
た
良
識
の
お
か
げ
」
と
回
顧
し

″山
に
登
れ
ば
誰

で
も
お
山
の
大
将
だ
が
、
会
の
運
営
に
は
お
山
の
大
将
は
い
ら
な
い
〃
と

ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
も
抜
群
で
あ

っ
た
。

石
川
さ
ん
の
山
岳
古
書
の
蒐
集
と
読
書
量
、
造
詣
の
深
さ
は
定
評
の
あ

る
と
こ
ろ
で
、
日
本
山
岳
会
の
図
書
委
員
、
山
崎
安
治
氏
、
近
藤
信
行
氏

と
は
昭
和
四
十
年
代
か
ら
交
遊
が
あ

っ
た
こ
と
が
丹
水
会
の
十
五
周
年
記

念
誌

『
丹
水
』
第
二
号
の
中
で
う
か
が
え
る
。　
一
九
七
五
年
四
月
に
今
西

錦
司
会
長
の
丹
沢
登
山
に
も
こ
の
お
二
人
、
そ
し
て
丹
沢
の
主
と
い
わ
れ

る
横
浜
山
岳
会
の
奥
野
幸
道
氏
と
共
に
同
行
、
こ
れ
を
縁
に
そ
の
年
の
六

月
に
本
会
に
入
会
さ
れ
た
。　
一
九
八
二
年
六
月
の
第
二
回
丹
水
会

（正
確



追  悼

に
は
こ
の
時
は
、
ま
だ

〃小
田
急
沿
線
会
員
の
親
睦
山
行
〃
と
い
う
名
称

で
あ

っ
た
）
の
桧
洞
丸
登
山
に
参
加
、
折
井
健

一
氏
と
ツ
ツ
ジ
新
道
を
登

り
、
折
井
さ
ん
の
下
り
の
速
い
こ
と
に
驚
嘆
し
て
い
る

（
『
丹
水
』
第

一

号
）
。
そ
し
て
石
川
さ
ん
は
翌
八
三
年
二
月
、
蛭

ケ
岳

の
小
屋
に
滞
在
し

て
下
山
す
る
途
中
、
心
筋
梗
塞
の
発
作
に
見
舞
わ
れ
て
、
以
来
、
山
登
り

か
ら
遠
ざ
か
り
、
奇
し
く
も
折
井
さ
ん
は
そ
の
年
の
夏
、
心
臓
発
作
で
あ

っ

け
な
く
亡
く
な

っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
折
井
さ
ん
は
ま
た
、
私
の
紹
介
者
と

な

っ
て
下
さ

っ
た
方
で
あ
る
が
、
最
後
の
山
行
と
な

っ
た
第
四
回
丹
水
会

で
ヤ
ゲ
ン
沢
を
遡
行
し
て
行
者
か
ら
塔

へ
と
ご

一
緒
し
た
ば
か
り
で
あ

っ

た
の
で
、
そ
の
後
元
気
に
な
ら
れ
た
石
川
さ
ん
と
二
人
で
、
折
井
さ
ん
の

思
い
出
話
を
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
、
山
に
は
登
ら
な
く
て
も
、
丹

水
会
や
横
浜
山
岳
会
の
牛
鍋
会
、
中
ト
ル
会
に
は
奥
様
同
伴
で
よ
く
参
加

さ
れ
、
私
も
ご

一
緒
す
る
機
会
が
何
回
か
あ

っ
た
。

石
川
さ
ん
の
丹
沢
の
プ
ナ
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
強
い
こ
と
は
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
〃立
派
な
プ
ナ
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
全
国
の
山
を
歩

い

て
丹
沢
の
ブ
ナ
と
比
較
し
た
け
ど
、
丹
沢
に
匹
敵
す
る
ブ
ナ
の
古
木
が
見

ら
れ
る
の
は
氷
の
山
と
荒
島
岳
だ
け
だ
よ
〃
と
い
う
話
を
し
て
下
さ

っ
た

が
、
そ
う
い
う
時
の
石
川
さ
ん
は
ま
る
で
青
年
の
よ
う
で
あ

っ
た
。
こ
よ

な
く
愛
し
て
い
た
丹
沢
の
ブ
ナ
を
水
墨
画
に
描
い
て
お
ら
れ
、
横
浜
で
の

展
覧
会
に
は
案
内
を
い
た
だ
い
て
何
度
か
観
に
行

っ
た
が
、
そ
の
懐
か
し

い
作
品
が
「甦
れ
丹
沢
」
と
題
し
て
絵

ハ
ガ
キ
に
な

っ
て
い
る
。
丹
水
会
十

五
周
年
と
、
横
浜
山
岳
会
六
十
周
年
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

山
に
は
関
係
な
く
、
お
叱
り
を
受
け
そ
う
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
山
男

石
川
さ
ん
が
海
で
活
躍
し
た
話
を
紹
介
し
ま
す
。

石
川
さ
ん
は
気
象
庁
に
入

っ
た

一
九
二
九
年
か
ら
二
年
間
を
太
平
洋
上

遥
か
南
の

「沖
の
鳥
島
」
に
軍
事
施
設
を
作
る
仕
事
に
事
務
主
任
と
し
て

携
わ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ご
本
人
に
直
接
聞
い
た
話
で
あ
る
が
、　
一

九
七
〇
年
十
月
七
日
の
日
本
経
済
新
聞
朝
刊
の
文
化
欄
に

「
〃竜
宮
城
に

残
し
た
仕
事
―
足
場
は
三
十
年
の
風
浪
に
耐
え
て
〃
石
川
治
郎
」
と
し
て

掲
載
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
の
仕
事
と
は
、
北
緯
二
〇
度
四
五
分
、
東
経

一

三
六
度
三
分
の
、
周
囲
十

一
キ

ロ
の
珊
瑚
礁
の
北
端
、
人
が
二
人
乗
れ
ば
い
っ

ぱ
い
の

〃陸
地
″
を
拡
張
さ
せ
て
、
気
象
観
測
所
兼
灯
台
の
設
置
を
表
看

板
と
し
て
、
対
空
監
視
お
よ
び
通
信
装
置
設
置
の
軍
事
施
設
を
作
ろ
う
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
戦
争
の
色
濃
く
な

っ
た
昭
和
十
六
年
七
月
、
円
形

で
約
四
百
坪
の

〃庁
舎
基
礎
〃
が
満
潮
時
に
も
数
十
彙
ン水
面
に
顔
を
出
す

ま
で
に
進
展
し
た
と
こ
ろ
で
工
事
は
中
止
の
止
む
な
き
に
至
り
、
石
川
さ

ん
も
福
岡
に
転
勤
と
な

っ
た
。
二
十
年
後
の
昭
和
四
十
五
年
に
気
象
庁
の

人
か
ら

〃洋
上
の
土
地
〃
が
健
在
と
聞
い
て
、
そ
こ
は
経
理
に
明
か
る
い

石
川
さ
ん
、
算
盤
を
は
じ
い
て
、
そ
の
土
地
の
造
成
に
坪
当
た
り
五
百
万

円
か
か

っ
た
と
計
算
、
銀
座
の
ど
真
ん
中
並
み
の
不
動
産
を
、
是
非
海
洋

開
発
な
ど
に
生
か
し
て
欲
し
い
と
、
こ
の
文
章
は
結
ん
で
あ

っ
た
。

亡
く
な
る
二
週
間
前
の
五
月
十
九
日
も
横
浜
山
岳
会
の
丹
沢
で
の
年
中

行
事

「牛
鍋
会
」
に
元
気
な
姿
を
お
見
せ
に
な
り
、
楽
し
い

一
日
を
過
ご

さ
れ
た
ば
か
り
で
し
た
の
で
、
治
郎
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
電
話
は
、
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信
じ
難
い
、
信
じ
た
く
な
い
計
報
で
し
た
。
〃心
筋
梗
塞
の
再
発
作
は
致

命
的
〃
と
い
う

〃医
学
の
常
識
〃
は
、
頭
の
中
で
は
分
か

っ
て
い
ま
し
た

が
、
石
川
さ
ん
に
は
例
外
で
あ

っ
て
欲
し
か

っ
た
の
で
す
。

私
は
、
石
川
さ
ん
が
尊
仏
小
屋
の
山
守
り
、
山
岸
猛
男
氏
に
宛
て
た
書

簡
の
中
の

「脚
力
尽
く
る
と
き
、
山
更
に
よ
し
」
と
い
う
言
葉
に
、
石
川

さ
ん
の
山
に
対
す
る
す
べ
て
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。

ご
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

（堀
井
昌
子
）

大

久

保

五

郎

氏

（
死

二
三
上

九
九
六
）

Ｊ
Ａ
Ｃ
北
海
道
支
部
の
山
行
委
員
で
あ

っ
た
大
久
保
五
郎
氏
、
愛
称
ゴ

ロ
ち
ゃ
ん
は
、　
一
九
九
六
年
十
月
二
十
九
日
、
入
院
中
急
逝
さ
れ
た
。
早

く
回
復
し
て
、
ま
た
山

へ
行
く
の
だ
と
、

つ
い
前
日
も
寒
風
の
中
を
近
く

の
公
園
に
散
歩
に
行

っ
た
り
し
て
い
た
の
に
、
午
後
、
突
然
意
識
が
薄
れ
、

夕
刻
に
は
も
う
息
を
引
き
取

っ
て
し
ま

っ
た
。
実
は
胆
の
う
ガ
ン
だ

っ
た

が
、
本
人
は
死
に
至
る
病
と
は
最
後
ま
で
知
ら
な
か

っ
た
と
い
う
。

ゴ
ロ
ち
ゃ
ん
の
山
歴
は
長
い
。　
一
九
五
二
年
、
創
立
さ
れ
た
ば
か
り
の

札
幌
山
岳
会
に
入
会
し
て
き
た
時
は
、
ま
だ
学
生
服
の
初
々
し
い
姿
だ

っ

た
そ
う
だ
。
小
須
田
喜
夫

（現
評
議
員
）
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
五
四
年

一

月
の
知
床
縦
走
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

っ
た
し
、
五
九
年
二
月
に
は
芦
別
岳
第

一
稜
の
登
攀
に
成
功
す
る
な
ど
、
若
き
日
の
足
跡
に
は
輝
か
し
い
も
の
が

あ

っ
た
。
家
業
の
木
材
店
を
継
い
で
第

一
線
の
登
山
か
ら
退
い
て
か
ら
は
、

山
行
は
も

っ
ぱ
ら
ス
キ
ー
登
山
な
ど
の
軽
い
も
の
に
止
め
て
い
た
よ
う
だ
。

バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
優
れ
て
い
た
た
め
、
ス
キ
ー
は
大
変
上
手
、
岩
登
り

の
腕
も
な
か
な
か
の
も
の
だ

っ
た
。
息
子
さ
ん
が
成
人
さ
れ
て
か
ら
は
、

山

へ
の
熱
意
も
蘇

っ
て
き
て
、
日
本
山
岳
会
に
は

一
九
八
三
年
四
月
に
入

会
、
会
員
番
号
は
九
二
〇
二
番
。
紹
介
者
は
酒
巻
吟

一
、
大
塚
武
の
両
氏

だ

っ
た
。
九
〇
年
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
山
行
担
当
の
支
部
委
員
を
務
め
、

闊
達
で
面
倒
見
の
よ
い
人
柄
で
、
誰
か
ら
も
頼
り
に
さ
れ
て
い
た
。

古
巣
の
札
幌
山
岳
会
で
も

一
九
九
〇
年
か
ら
会
長
を
引
き
受
け
、
亡
く

な
る
年
の

一
月
に
は
若
い
仲
間
に
伍
し
て
、
芦
別
岳
の
冬
尾
根
～
頂
上
～

北
尾
根
～

一
八
線
川
を
、
幕
営
二
泊
で
踏
破
し
た
の
が
最
後
の
山
行
と
な
っ

た
。
六
十
歳
を
越
え
た
身
に
は
、
厳
冬
の
こ
の
ル
ー
ト
は
楽
な
も
の
で
は

な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
キ
ャ
ン
プ
到
着
が
大
幅
に
遅
れ
、
迎
え
に
出
た
仲

間
は

「苦
し
げ
な
息
づ
か
い
が
遥
か
下
の
方
か
ら
聞
こ
え
て
い
た
」
と
い

う
。
そ
の
後
二
月
頃
か
ら
体
調
を
崩
し
、
黄
ダ
ン
が
出
て
北
大
病
院
で
手

術
を
受
け
、
経
過
は
良
好
と
聞
い
て
い
た
が
、
九
月
の
泉
亮
会
員
の
通
夜

に
現
れ
た
姿
は
、
ひ
ど
く
消
耗
し
て
い
た
。
だ
が
、
ま
さ
か
泉
氏
の
後
を

す
ぐ
追
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
、
誰

一
人
思
い
も
し
な
か

っ
た
の
だ
。

最
後
ま
で
彼
が
力
を
尽
く
し
、
病
床
で
も
気
に
か
け
て
い
た
札
幌
山
岳

会
の
中
国
貢
嘆
山
遠
征
も
五
月
二
日
、
二
人
の
メ
ン
バ
ー
が
登
頂
に
成
功
、
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追  悼

頂
上
の
雪
に
彼
の
遺
影
を
埋
め
て
き
た
と
い
う
。
地
下
の
ゴ

ロ
ち
ゃ
ん
も

き

っ
と
大
喜
び
で
、
好
き
だ

っ
た
日
本
酒
で
祝
杯
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
。
祈
ご
冥
福
。

（安
田
成
男
）

林

田

正

幹

氏

（
死

二
三
上

九
九
六
）

林
田
正
幹
氏

（会
員
番
号

一
〇
三
七
五
番
、　
一
九
八
八
年
入
会
。
紹
介

者
＝
石
田
喜
八

・
松
田
雄

一
）
が
、
昨
年
十
月
八
日
朝
、

エ
ベ
レ
ス
ト
に

近
い
ア
イ
ラ
ン
ド

・
ピ
ー
ク
の
山
麓
で
、
心
臓
発
作
の
た
め
六
十
三
歳
で

不
帰
の
客
に
な
ら
れ
て
、
早
く
も

一
周
忌
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

た
ま
た
ま
本
会
の
マ
ナ
ス
ル
登
頂
四
十
周
年
記
念
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
に

で
か
け
、
サ

マ
よ
リ
カ
ト
マ
ン
ズ
に
戻

っ
た
日
の
翌
朝
、
宮
原
魏
さ
ん
か

ら
林
田
さ
ん
の
悲
報
を
知
ら
さ
れ
て
愕
然
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
タ
ン
ボ

チ

ェ
僧
院
の
境
内
で
茶
毘
に
立
ち
合

っ
た
日
の
こ
と
が
、

つ
い
先
日
の
よ

う
に
思
い
出
さ
れ
る
。

林
田
さ
ん
は
、　
一
九
二
三

（昭
和
八
）
年
八
月
四
日
、
東
京
滝
野
川
で

生
ま
れ
、
父
君
の
勤
務
の
関
係
で
少
年
時
代
を
京
都
で
過
ご
し
た
。
終
戦

の
翌
年

一
九
四
六

（昭
和
二
十

一
）
年
四
月
に
は
、
名
門
京
都
府
立

一
中

の
山
岳
部
に
入
部
。
先
輩
今
西
錦
司
氏
等
の
提
唱
さ
れ
た

「山
城
三
十
山
」

の
登
山
に
熱
中
。
中
学
三
年
に
進
学
す
る
直
前
、
再
び
東
京
に
戻
り
、
都

立
六
中
に
編
入
、
以
後
新
宿
高
校
か
ら
成
険
大
学
経
済
学
部
に
学
ん
だ
が
、

高
校
～
大
学
時
代
に
は
健
康
を
損
ね
た
の
で
山
岳
部
に
は
入

っ
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
京
都
の
北
山
で
影
響
を
受
け
た
自
然
に
親
じ
む
心
は
、
山
を

片
時
も
忘
れ
ら
れ
ず
、
卒
業
後
富
士
銀
行
に
入
る
と
、
す
ぐ
に
山
岳
部
に

入
ら
れ
、
以
後
富
士
銀
行
を
退
職
さ
れ
る
ま
で
、
山
岳
部
幹
事
～
山
岳
部

長
と
し
て
活
躍
さ
れ
、
後
進
の
指
導
に
当
た
ら
れ
て
い
た
。

一
九
八
八
年
に
は
、
富
士
銀
行
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
や
Ｏ
Ｇ
六
名
と
台
湾
の

山
に
出
か
け
、
五
月
五
日
に
無
事
玉
山
に
登
頂
さ
れ
た
が
、
奇
し
く
も
こ

の
日
は
、
本
会
の
三
国
友
好
登
山
隊
が
エ
ベ
レ
ス
ト
の
交
差
縦
走
に
成
功

し
た
日
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
機
に
本
会

へ
の
入
会
を
思
い
立
ち
、
入
会
さ

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

会
員
に
な

っ
て
か
ら
は
、
前
記
石
田
喜
八
会
員
や
同
じ
く
富
士
銀
行
Ｏ

Ｂ
の
酒
井
明
徳
会
員
等
と
、
本
会
自
然
保
護
委
員
会
の
主
催
す
る
山
行
等

に
参
加
さ
れ
、　
一
九
八
九
年
十
月
に
戸
隠
で
の
自
然
保
護
全
国
集
会
に
参

加
し
て
以
降
は
、
毎
年
こ
の
行
事
に
参
加
し
て
い
た
。

一
九
九
〇
年
に
、
田
部
井
さ
ん
の
提
唱
に
よ
り
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
が
設
立
さ

れ
て
か
ら
は
、
そ
の
趣
旨
に
賛
同
さ
れ
て
入
会
さ
れ
、
入
会
後
は
私
の
呼

び
か
け
に
よ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
の
事
務
局
の
仕
事

も
積
極
的
に
手
伝

っ
て
下
さ

っ
た
。
そ
し
て
全
国
各
地
で
行
わ
れ
た
清
掃

登
山
や
国
際
交
流
青
少
年
環
境
体
験
登
山
等
に
も
委
員
と
し
て
率
先
し
て

参
加
さ
れ
た
他
、
田
部
井
代
表
を
大
変
尊
敬
さ
れ
て
お
り
、
田
部
井
さ
ん
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の
講
演
会
が
あ
る
と
、
時
間
の
許
す
か
ぎ
り
会
場
に
出
か
け
、
田
部
井
さ

ん
の
本
や
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
、
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
グ

ッ
ズ
の
販
売
に
も
協
力
を

惜
し
ま
な
か

っ
た
。

し
か
し
何
と
言

っ
て
も
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
田
部
井
さ
ん
が
エ
ベ
レ

ス
ト
街
道
の
清
掃
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
行

っ
た
際
に
、
現
地
の
人
々
か
ら
強

く
要
請
の
あ

っ
た
ル
ク
ラ
村
の
焼
却
炉
建
設

へ
の
協
力
で
あ

っ
た
。
こ
の

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
は

一
九
九
二
年
か
ら
九
五
年
に
か
け
て
三
ケ
年
に
亘
り
、

環
境
事
業
団
地
球
環
境
基
金
か
ら
、
合
計
千
三
百
万
円
に
達
す
る
助
成
を

受
け
て
実
施
し
た
事
業
で
あ

っ
た
。
林
田
さ
ん
は
、
こ
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

の
中
心
と
し
て
文
字
通
り
献
身
的
に
協
力
さ
れ
、
多
く
の
ス
タ

ッ
フ
の
協

力
を
得
て
完
成
を
見
た
こ
と
は
、
記
憶
に
新
し
い
。

そ
し
て
こ
う
し
た
Ｈ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｊ
で
の
協
力
を
通
し
て
知
り
合

っ
た
、
気

心
の
知
れ
た
六
人
の
仲
間
と
で
か
け
た
の
が
、
ア
イ
ラ
ン
ド

・
ピ
ー
ク
で

あ
り
、
林
田
さ
ん
は
最
年
長
の
隊
員
で
は
あ

っ
た
が
、
も

っ
ぱ
ら
サ
ポ
ー

ト
役
に
甘
ん
じ
て
参
加
し
、
そ
の
名
も

「
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
山
岳
同
人
」

と
し
て
登
山
十
ア
ル
フ
ァ
の
ア
ル
フ
ァ
は
、
こ
の
山
の
清
掃
を
行
い
、
環

境
保
全
に
協
力
す
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

林
田
さ
ん
は
、
謙
虚
な
方
で
何
時
も
笑
顔
で
人
の
嫌
が
る
こ
と
を
率
先

し
て
実
行
し
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
多
く
を
語
ろ
う
と
は
し
な
か

っ

た
。
し
た
が

っ
て
山
の
環
境
保
全
に
関
す
る
こ
と
を
は
じ
め
、
社
会
福
祉

関
係
の
こ
と
に
も
、
多
く
の
業
績
を
残
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ

い
て
は
知
る
人
ぞ
知
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

ま
し
て
や
林
田
さ
ん
が
、
文
筆
を
よ
く
す
る
人
で
あ
り
、
大
学
時
代
に

は
成
険
大
学
新
聞
の
名
編
集
長
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
、
亡
く
な
ら
れ
る
ま

で
知

っ
て
い
る
人
は
少
な
か

っ
た
。

林
田
さ
ん
の
ハ
イ
マ
ー
ト
は
中
学
時
代
に
は
京
都
の
北
山
が
、
大
学
時

代
に
は
虹
芝
寮
の
関
係
で
谷
川
岳
が
、
社
会
人
に
な

っ
て
か
ら
は
、
美
し

い
尾
瀬
の
自
然
に
な

っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
時
季
が
く
る
と
毎
年
の
よ
う

に
出
か
け
て
い
た
が
、
富
士
山
と
エ
ベ
レ
ス
ト
は
別
格
で
あ

っ
た
。
富
士

山
は
日
本
の
最
高
峰
で
あ
る
と
同
時
に
、
勤
務
先
の
銀
行
の
名
で
も
あ

っ

た
。
そ
の
た
め
毎
年

一
回
は
か
な
ら
ず
登

っ
て
お
ら
れ
た
。

エ
ベ
レ
ス
ト

は
世
界
最
高
峰
で
あ
る
と
同
時
に
、
ご
自
身
の
誕
生
が
昭
和
八
年
八
月
四

日
午
前
八
時
で
あ
り
、
こ
の
数
字
を
並

べ
る
と
八
八
四
八
に
な
リ

エ
ベ
レ

ス
ト
の
標
高
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
変
に
こ
だ
わ
っ
て
お
ら
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
た
め
に
リ
ン
デ
ン

・
エ
イ
ジ
シ
ュ
ー
タ
ー
を
名
の
り
、
五

十
歳
代
に
は
エ
ベ
レ
ス
ト
周
辺
の
五
〇
〇
〇
】
月級
の
ゴ
ー
キ

ョ
・
ピ
ー
ク

と
カ
ラ
パ
タ
ー
ル
を
登
り
、
六
十
歳
代
に
は
、
六

一
九
〇
ｖ
月
の
ア
イ
ラ
ン

ド

・
ピ
ー
ク
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
七
十
歳
代
で
の
七
〇
〇
〇
解
級

の
登
頂
は
無
理
な
の
で
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
で
区
切
を
つ
け
、
後
は
富
士
聖

ョ
ハ
ネ
学
園
の
福
祉
関
係
の
こ
と
等
に
参
画
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
本
会
の
自
然
保
護
委
員
会
の
委
員
に
も
招
か
れ

て
就
任
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
志
半
ば
で
の
挫
折
は
残
念
な
こ
と
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
〃
エ
ベ
レ
ス
ト
の
申
し
子
〃
を
自
認
し
、
情
熱
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を
注
い
で
き
た
エ
ベ
レ
ス
ト
を
目
の
前
に
し
て
昇
天
さ
れ
た
こ
と
が
せ
め

て
も
の
慰
め
で
あ
る
。
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
て
追
悼
の
言
葉
と
い

た
し
ま
す
。

（松
田
雄

一
）

［編
者
注
］
故
人
の
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、　
一
周
忌
を
前
に
し
た
八

月
末
に
、
林
田
正
幹
遺
稿

・
追
悼
集
編
集
委
員
会
よ
り
、
『
富
岳

ヘ

の
路
―
林
田
正
幹
遺
稿

・
追
悼
集
』
（Ａ
５
版
　
二
五
〇
頁
）
が
上

梓
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
本
書
の
人
手
先
等
に
つ
い
て

は
、
本
会
事
務
室
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

田

村

員

知

子

氏

（
一
九
四
二
上

九
九
五
）

田
村
員
知
子
さ
ん
は
、
日
本
ネ
パ
ー
ル
協
会
同
人
に
と

っ
て
は
、
そ
の

草
創
期
の
大
切
な

「縁
の
下
の
力
持
ち
」
だ

っ
た
。
そ
の
彼
女
を
ふ
と
し

た
登
山
の
事
故
で
失

っ
た
こ
と
は
、
私
た
ち
昔
か
ら
の
関
係
者
の
間
で
は
、

心
に
空
洞
を
覚
え
る
シ
ョ
ッ
ク
で
あ

っ
た
。

御
父
君
が
東
北
大
学
教
授
の
学
者
で
、
初
め
か
ら
学
問
的
な
空
気
を
吸

っ

悼
　

て
ぉ
育
ち
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
彼
女
が
終
生
追
い
求
め
た
分
野

は
、
物
理
や
化
学
の
よ
う
な
自
然
科
学
で
は
な
く
、
民
族
学
だ

っ
た
。
宗

追

教
学
の
堀

一
郎
さ
ん
や
民
族
学
の
石
田
英

一
郎
さ
ん
と
御
縁
の
あ

っ
た
こ

と
も
、
そ
の
原
因
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
逆
に
、
彼
女
に

民
族
学
的
な
も
の
を
追
い
求
め
る
も
と
も
と
の
指
向
性
が
あ

っ
た
か
ら
、

そ
う
い
う
御
縁
が
生
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
学
問
な
ど
と
い
う
い
か
め

し
い
鎧
以
前
の
、
も

っ
と
情
念
的
な
底
流
が
あ

っ
た
よ
う
に
感
ず
る
。

彼
女
が
、
草
創
期
の
ネ
パ
ー
ル
協
会
の
事
務
長
役

（と
い
っ
て
も
事
務

局
は
彼
女
ひ
と
り
）
で
来
て
く
れ
た
時
、
私
は
東
京
工
業
大
学
の
教
授
で
あ

っ

た
。
私
の
そ
の
研
究
室
が
ま
た
協
会
の
事
務
室
を
も
兼
ね
た
の
で
あ
る
。

東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
を
機
に
、
ネ
パ
ー
ル
か
ら
も
選
手
団
が
来
日
す
る
。

日
頃
登
山
で
お
世
話
に
な

っ
て
い
る
か
ら
、
登
山
関
係
者
が
中
心
に
な

っ

て
、
こ
の
機
を
掴
ん
で

「
日
本
ネ
パ
ー
ル
文
化
協
会
」
を
創
ろ
う
。
そ
ん

な
声
が
何
人
か
の
火

つ
け
役
に
よ

っ
て
あ
げ
ら
れ
た
。

幸
い
、
日
本
山
岳
会
を
始
め
、
ネ
パ
ー
ル
を
純
粋
な
気
持
で
愛
し
、
協

会
を
も
り
た
て
て
や
ろ
う
と
い
う
人
た
ち
が
、
二
、
三
百
人
も
い
た
ろ
う

か
。
こ
れ
ら
の
方
が
た
の
会
費
を
頼
り
に
、
こ
の
貧
乏
協
会
は
何
と
か
細

ぼ
そ
と
出
発
し
た
。

事
務
長
役
は
松
沢
憲
夫
さ
ん
が
去

っ
た
あ
と
、
二
、
二
人
が
入
れ
替
わ

り
立
ち
替
わ
り
で
や

っ
て
下
さ

っ
た
。
そ
う
し
て
員
知
子
さ
ん
が
こ
の
大

役
を
引
き
う
け
て
く
れ
る
順
番
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

員
知
子
さ
ん
は
、
協
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
伝
統
を
築
く
上
で
、
最
も

重
要
な
時
期
に
重
要
な
役
割
を
担

っ
た
の
だ

っ
た
。
そ
う
し
て
、
員
知
子

さ
ん
が
最
も
親
愛
感
を
抱
い
て
信
頼
し
た
の
が
日
高
会
長
で
あ
る
。
ま
た

彼
女
が
こ
の
時
期
の
困
苦
に
耐
え
ら
れ
た
の
は
、
日
高
さ
ん
以
来
の
こ
の
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ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
気
風
と
ネ
パ
ー
ル
ヘ
の
愛
が
、
協
会
の
会
員
た
ち
に
流

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
ひ
と

つ
の
災
厄
が
ふ
り
か
か

っ
て
き
た
。
大
学
紛
争
の
世
相
が

東
京
工
大
を
も
襲

っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
私
は
大
学
紛
争
に
憤
慨
し
、

辞
表
を
提
出
し
て

「
移
動
大
学
」
と
い
う
事
業
を
同
志
的
結
束
の
も
と
に

始
め
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
協
会
の
事
務
室
は
転
々
と
宿
借
り
の
よ
う
に
変
わ
ら
ぎ
る

を
得
な
か

っ
た
。
そ
の
上
、
そ
の
移
動
大
学
を
め
ぐ
る
激
務
の
た
め
、
協

会
の
仕
事
は
殆
ん
ど
員
知
子
さ
ん
任
せ
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
う
し
て
、

誰
も
こ
の
窮
状
を
助
け
に
は
き
て
く
れ
な
か

っ
た
。
こ
ん
な
状
況
の
中
で
、

私
は
彼
女
を
孤
軍
奮
闘
で
苦
し
め
る
結
果
に
追
い
や

っ
て
し
ま

っ
た
の
で

あ
る
。
私
は
今
で
も
、
本
当
に
申
し
わ
け
な
い
と
思

っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
が
協
会
の
事
務
だ
け
の
た
め
の
お
つ
き
あ
い
で
は
な
か
っ
た
。

ネ
パ
ー
ル
の
こ
と
な
ら
、
共
感
を
も

っ
て
つ
き
あ
う
同
じ
会
員
仲
間
で
も

あ

っ
た
。
だ
か
ら
彼
女
が
西
北
ネ
パ
ー
ル
民
族
文
化
調
査
隊
に
加
わ

っ
て

何
ヵ
月
も
ネ
パ
ー
ル

ヘ
出
か
け
て
も
、
自
分
の
事
務
的
都
合
で
や
め
さ
せ

る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
共
感
し
て
励
ま
す
ぐ
ら
い
だ

っ
た
。

私
た
ち
二
人
に
は
、
民
族
学
的
愛
好
が
あ

っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
未
知

の
世
界
に
対
す
る
憧
れ
な
い
し
共
感
の
よ
う
な
も
の
が
あ

っ
た
。
も

っ
と

積
極
的
に
パ
イ
オ
ニ
ア

・
ワ
ー
ク
を
求
め
る
共
感
す
ら
あ

っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
彼
女
が
西
北
ネ
パ
ー
ル
の
ト
ル
ボ
地
方
の
ポ
ン
モ
村
に
黒
ボ
ン
教

を
探
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
単
な
る
風
が
わ
り
な
好
事
家
趣
味
に
尽
き

る
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

同
様
な
意
味
で
、
ネ
パ
ー
ル
に
つ
い
て
の
民
族
学
的
研
究
で
、
従
来
専

門
家
に
も
殆
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
も
の
に
、
河
川
沿
い
に
特
化
し
た
少

数
民
族

マ
ジ
族

・
ボ
テ
族
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

私
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
亜
熱
帯
圏
が
、
こ
の
国
の
健
全
な
将
来
の
た
め
賢

明
に
開
発
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思

っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
低

地
の
脅
威
だ

っ
た
マ
ラ
リ
ア
が
殆
ど
撲
滅
さ
れ
た
た
め
、
人
口
過
剰
に
悩

む
こ
の
国
の
た
め
、
開
発

へ
の
見
直
し
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
第

一
歩
と
し
て
、
私
は
学
者
の
く
せ
に
技
術
協
力
に
ま
で
手
を
染

め
て
き
た
。
そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
た
の
で
、
亜
熱
帯
低
地
の
問
題
を
も
考

え
始
め
た
。
ま
ず
大
き
な
山
間
渓
流
の
渡
河
で
人
び
と
が
困

っ
て
い
る
の

で
、
独
特
の
簡
易
な

「自
然
カ
ボ
ー
ト
」
と
い
う
適
正
技
術
の
開
発
を
推

進
し
た
。
そ
れ
も
私
た
ち
仲
間
の
協
力
で
順
調
に
軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
る
。

そ
こ
で
自
然
カ
ボ
ー
ト
の
推
進
を
核
に
更
に
包
括
的
な
開
発
を
進
め
よ

う
と
し
て
、
「
河
沿
い
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
」
と
い
う
も
の
を
構
想
し
た
。

こ

こ
で
私
に
河
沿
い
少
数
民
族
の
起
用
と
い
う
考
え
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
山
間
渓
流
域
の
生
態
に
最
も
詳
し
い
の
は
彼
ら
の
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
無
視
さ
れ
て
き
た
少
数
民
族
の
実
態
を
把
握
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
れ
を
基
盤
に
彼
ら
の
能
力
を
活
用
す
る
。
し
か
し
同
時
に
彼
ら
を
開
発

の
ま
ず
第

一
の
受
益
者
に
し
た
い
。

こ
う
い
う
考
え
か
ら
ま
ず
手
始
め
と
ば
か
り
員
知
子
さ
ん
に
調
査
を
依

頼
し
た
と
こ
ろ
、
何
と
驚
い
た
こ
と
に
、
彼
女
も
自
分
の
観
点
か
ら
、
河
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沿
い
少
数
民
族
の
研
究
を
始
め
た
い
と
望
ん
で
い
た
時
点
だ
っ
た
。
こ
う

し
て
私
ど
も
の

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
技
術
協
力
会
」
（略
称
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｈ
Ａ
）
か
ら
、

乏
し
い
な
が
ら
研
究
費
を
さ
し
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
彼

女
は
、
き
ち
ょ
う
め
ん
な
調
査
報
告
書
を
下
さ
っ
た
。
こ
の
貴
重
な
パ
イ

オ
ニ
ア
・
ワ
ー
ク
を
も
と
に
、
河
沿
い
民
族
に
つ
い
て
の
ガ
ッ
チ
リ
と
し

た
研
究
書
が
発
刊
さ
れ
る
日
を
、
私
は
心
待
ち
に
し
て
い
た
。
そ
の
矢
先

の
遭
難
の
知
ら
せ
で
あ
る
。
あ
あ
。

こ
の
一
例
に
も
滲
み
で
て
い
る
よ
う
に
、
彼
女
に
は
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂

漠
を
ラ
ク
ダ
で
横
断
し
た
と
い
っ
た
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
共
に
、
誰
も
注

目
し
な
か
っ
た
よ
う
な
地
味
な
生
活
者

へ
の
注
目
と
共
感
が
あ
る
。
こ
の

あ
た
り
の
感
覚
に
は
、
私
も
深
い
共
感
が
あ
り
、
も
っ
と
深
く
語
り
あ
い

た
か

っ
た
と
い
う
後
悔
が
あ
る
。

ネ
パ
ー
ル
の
鍛
冶
屋
カ
ー
ス
ト
の
研
究
を
新
津
晃

一
さ
ん

（国
際
キ
リ

ス
ト
教
大
学
教
授
）
と
協
力
し
て
企
て
た
の
も
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
東

ネ
パ
ー
ル
の
山
地
民
族
ラ
イ
族
の
住
む
ア
イ
セ
ル
カ
ル
カ
村
に
、
夫
君
の

田
村
善
次
郎
さ
ん
や
二
人
の
お
子
さ
ん
と
共
に
三
度
に
わ
た
っ
て
住
み
こ

み
調
査
を
行
な
っ
て
、
報
告
書
も
だ
し
て
い
る
。
こ
れ
も
彼
女
の
徹
底
し

た
生
活
者

へ
の
愛
の
致
す
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
ろ
う
。

事
務
局
長
役
を
終
え
た
後
も
、
私
は
彼
女
に
、
今
度
は
理
事
の
ひ
と
り

悼
　

と
し
て
協
力
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
。
彼
女
の
率
直
な
、
し
ば
し
ば
手
厳

し
い
発
言
が
、
協
会
に
と
っ
て
必
要
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え

追

時
お
り
私
の
意
見
と
食
い
ち
が
っ
て
も
。
彼
女
は
そ
の
役
割
を
果
た
し
て

く
れ
た
。

た

っ
た
ひ
と
つ
、
私
は
彼
女
に
と

っ
て
よ
い
こ
と
を
し
た
。
そ
れ
は
、

会
員
の
イ
ニ
シ
ア
チ
プ
を
、
な
る
べ
く
生
か
そ
う
と
い
う
、
日
高
会
長
と

も
共
有
し
た
考
え
方
に
沿

っ
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
女
が

「
ネ
パ
ー
ル

研
究
学
会
」
と
い
う
も
の
を
始
め
よ
う
と
提
案
し
、
「
そ
い
つ
は
名
案
だ
」

と
い
っ
て
私
が
取
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
以
来
今
ま
で
こ
の
ネ
パ
ー
ル
研

究
学
会
は
、
毎
年

一
回
開
か
れ
、
そ
の
年
報

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

・
ネ
パ
ー

ル
」
と
共
に
、
連
綿
と
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

彼
女
の
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
貢
献
は
、
古
今
書
院
に
働
き
か
け
、
事

実
上
の
協
会
の
事
業
と
し
て

「
ネ
パ
ー
ル
叢
書
」
数
巻
を
刊
行
し
た
こ
と

で
あ
る
。
私
が
監
修
者
の
名
義
人
に
な

っ
て
い
る
が
、
実
質
上

「員
知
子

叢
書
」
み
た
い
な
も
の
。

そ
の
上
、
こ
の
叢
書
の
中
に
は
、
ネ
パ
ー
ル
最
初
の
本
格
的
な
文
化
人

類
学
者
ド
ル

・
バ

ハ
ド

ゥ
ー
ル

・
ビ

ス
タ
博

士

（∪
ｏ
『
”
卜
と
層

Ｗ
のご
）
の
名
著

『
ネ
パ
ー
ル
の
人
び
と
』

（原
名

「
８

，
①
ｏ
〔
Ｚ
①づ
ユ
）

が
、
員
知
子
さ
ん
の
手
で
訳
さ
れ
て
入

っ
て
い
る
。
ビ
ス
タ
さ
ん
を
早
く

か
ら
私
も
識

っ
て
い
た
が
、
彼
は
彼
女
の
良
心
的
な
努
力
を
と
て
も
喜
ん

で
私
に
語

っ
た
。

以
上
は
、
彼
女
の
死
を
限
り
な
く
悲
し
ま
れ
た
御
母
堂
木
村
正
子
さ
ん

を
中
心
に
作
ら
れ
た
旧
知
の
方
が
た
に
よ
る

「員
知
子
基
金
」
の
ニ
ュ
ー

ス
第
二
号
に
寄
稿
し
た
も
の
を
、
多
少
添
削
し
た

一
文
で
あ
る
。
し
か
し
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同

一
人
を
め
ぐ

っ
て
ま
た
書
き
お
ろ
す
の
も
気
の
ぬ
け
た
追
悼
に
な
る
の

で
、
以
下
す
こ
し
書
き
加
え
る
に
留
め
た
。

員
知
子
さ
ん
は

一
九
四
二

（昭
和
十
七
）
年
九
月
九
日
東
京
生
ま
れ
で

あ
る
が
、
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
は
仙
台
で
過
ご
し
た
。
大
学
は
早
稲
田

大
学
第
二
文
学
部
で
東
洋
史
専
攻
。
御
結
婚
は

一
九
六
八

（昭
和
四
十
三
）

年
で
、
前
年
西
北
ネ
パ
ー
ル
の
学
術
調
査
で
同
行
さ
れ
た
田
村
善
次
郎
さ

ん
が
夫
君
で
あ
る
。

そ
う
し
て

一
九
九
五

（平
成
七
）
年
四
月
二
十
七
日
、
長
野
県
下
水
内

郡
栄
村

（秋
山
郷
）
か
ら
苗
場
山
登
山
の
途
中
、
凍
結
し
た
雪
面
で
滑
落

死
亡
さ
れ
た
も
の
。
享
年
五
十
三
歳
で
あ

っ
た
。

本
格
的
な
登
山
訓
練
は
受
け
て
い
な
か

っ
た
が
、
学
生
時
代
か
ら
山
歩

き
は
し
て
い
た
。
晩
年
ま
す
ま
す
山
好
き
に
な
り
、
遂
に
日
本
山
岳
会
に

も
入
会
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
一
九
九
四
年
入
会
、
会
員
番
号

一
一
六
六
五
。

紹
介
者
武
田
満
子

・
佐
々
保
雄
）
。

も
し
も
登
山
を
ス
ポ
ー
ツ
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
に
限
ら
ず
、
山
の
あ
ら
ゆ
る

面
を
広
く
深
く
味
わ
お
う
と
い
う
の
な
ら
、
特
に
ネ
パ
ー
ル

・
ヒ
マ
ラ
ヤ

を
め
ぐ
り
、
彼
女
の
貢
献
は
特
に
山
の
民
を
め
ぐ

っ
て
の
交
流
と
研
究
に

あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
高
地
住
民
に
限
ら
ず
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
低
山
地
帯
を

そ
の
川
の
民
ま
で
視
野
を
広
げ
た
こ
と
は
、
永
く
記
憶
さ
れ
て
よ
い
。
そ

う
し
て
あ
く
ま
で
も

一
生
活
者
と
し
て
の
姿
勢
を
失
わ
な
か

っ
た
。

（川
喜
田
二
郎
）

山

崎

彰

人

氏

（
一
九
六
七
上

九
九
六
）

ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰
に
逝

っ
た
山
崎
彰
人
君

山
崎
彰
人
君

（当
時
二
十
八
歳
）
は
、
松
岡
清
司
君

（同
二
十
二
歳
）

と
と
も
に
ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰
の
初
登
頂
を
果
た
し
、
す
さ
ま
じ
い
悪
天
候
を

見
事
に
耐
え
抜
き
、
怪
我
ひ
と
つ
な
く
元
気
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
帰
還
し
、
そ
こ

で
亡
く
な

っ
た
。
私
は
彼
の
二
十
八
年
間
の
そ
の
短
す
ぎ
た
生
涯
を
想
い
、

敢
え
て
こ
の
初
登
頂
の
様
子
を
こ
こ
に
書
き
記
し
て
お
き
た
い
。
終
始
冷

静
、
沈
着
に
し
か
も
果
敢
に
行
動
し
た
こ
の
登
攀
に
お
い
て
、
彼
は
人
生

の
最
も
濃
縮
さ
れ
た
時
を
持

っ
た
筈
で
あ
り
、
百
万
言
に
も
ま
し
て

一
人

の
ク
ラ
イ
マ
ー
の

「生
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰

（七
三
八
八
肝
）
は
、
あ
の
長
谷
川
恒
男
さ
ん
を
し
て

「
ま
る
で
ア
イ
ガ
ー
北
壁
を
登

っ
て
い
る
よ
う
だ
」
と
云
わ
し
め
た
困
難

な
山
で
あ
る
。
二
人
は
ル
ー
ト
下
部
で
の
雪
崩
と
落
石
、
中
間
部
で
の
岩

稜
、
上
部
で
の
岩
壁
攻
略
の
た
め
の
綿
密
な
計
画
を
た
て
、
東
海
支
部
隊

と
し
て
の
承
認
を
得
た
。
山
崎
君
は
、
岐
阜
大
学
山
岳
部
で
の
壮
行
会
の

席
上
、
「
グ
ラ
ム
単
位
で
装
備
を
検
討
し
ま
し
た
」
と
語

っ
て
い
た
。
山

崎
君
を
知
る
者
は
皆
、
「
お
ま
え
が
グ
ラ
ム
単
位
と
云

っ
た
ら
本
当
に
グ

ラ
ム
単
位
だ
か
ら
な
」
と
笑

っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て

一
九
九
六
年
六
月
二
日
、
日
本
を
出
発
、
十
四
日
か
ら

ハ
ッ
サ
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追  悼

ナ
バ
ー
ド
周
辺
で
高
度
順
化
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
い
、
二
十
五
日
Ｂ
Ｃ

（三
二
〇
〇
屑
）
入
り
。
二
十
六
日
か
ら
二
十
九
日
に
か
け
て
Ａ
Ｂ
Ｃ

（四
五
〇
〇
屑
）
を
設
営
し
た
。
二
日
間
Ｂ
Ｃ
で
休
養
を
と

っ
た
後
、
七

月
二
日
登
攀
開
始
。
こ
こ
か
ら
二
人
の
闘
魂
の
物
語
が
始
ま
る
。
松
岡
君

の
記
し
た

「行
動
記
録
」
を
以
下
に
要
約
す
る
。

三
日
午
後
二
時
～
午
後
八
時

（Ａ
Ｂ
Ｃ
～
五
二
〇
〇
房
、
晴
）
一
ひ
た

す
ら
雪
壁
を
登
り
続
け
て
、
長
谷
川
恒
男
さ
ん
の
ウ
ー
タ
ン
ク
ラ
プ
の
Ｃ

２
に
達
し
た
。
こ
こ
に
下
山
時
の
た
め
に
食
料
と
燃
料
を
デ
ポ
。

午
後
十

一
時
～
四
日
午
後
九
時

（五
二
〇
〇
】
川
～
五
五
〇
〇
房
、
晴
）

¨
月
光
の
中
を
出
発
。
雪
の
下
は
プ
ル
ー
ア
イ
ス
で
、
予
想
よ
り
も
遥
か

に
難
し
い
。
ル
ー
ト
フ
ァ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
苦
労
し
、
予
定
よ
り
下
の
五

五
〇
Ｏ
ｖ
川地
点
で
幕
営
。

五
日
午
後
八
時
～
六
日
午
後
十
時

（五
五
〇
〇
肝
～
五
八
〇
〇
眉
、
晴
）

¨
雪
に
よ
る
停
滞
後
、
懸
垂
氷
河
に
挑
む
。
崩
壊
が
激
し
く
、
し
か
も
全

面
に
わ
た
っ
て
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
し
て
い
る
。
ク
レ
バ
ス
の
中
に
入
り
込

み
、
な
ん
と
か
氷
河
の
上
に
出
て
、
安
全
な
場
所
を
見
付
け
て
キ
ャ
ン
プ
。

七
日
午
前
四
時
～
午
後
四
時

（五
八
〇
〇
解
～
六
〇
〇
〇
房
、
晴
）
¨

更
に
続
く
懸
垂
氷
河
と
格
闘
。
な
ん
と
か
氷
河
の
上
に
出
て
、
さ
ら
に
ブ

ル
ー
ア
イ
ス
帯
を
抜
け
た
所
の
雪
上
に
テ
ン
ト
を
張

っ
た
。
こ
の
懸
垂
氷

河
だ
け
で
二
十
二
時
間
を
要
し
た
難
関
で
あ

っ
た
。

八
日
午
前
四
時
～
午
後
八
時

（六
〇
〇
〇
ｖ
川
～
六
三
〇
〇
肝
、
晴
）
¨

南
稜
と
の
合
流
点
を
越
し
た
所
か
ら
氷
と
岩
の
岩
稜
が
始
ま
る
。
き
つ
い

ア
ッ
プ
、
ダ
ウ
ン
の
繰
り
返
し
で
、
常
に
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
、

つ
い
に
こ
こ

で
の
退
却
を
考
え
始
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
幸
か
不
幸
か
、
足
元
の
ル
ン
ゼ

に
こ
れ
を
降

っ
て
い
る
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
を
発
見
。
ル
ー
ト
上
に
は
多

く
の
残
置

ハ
ー
ケ
ン
が
あ
り
、

ヘ
ッ
ド
ウ
ォ
ー
ル
の

一
つ
前
の
岩
峰
の
基

部
ま
で
進
ん
だ
。

九
日
午
前
四
時
～
午
後
八
時

（六
三
〇
〇
ｖ
川
～
六
八
〇
〇
肝
、
晴
）
¨

最
後
の
岩
峰
を
越
え
る
の
に
意
外
に
時
間
を
費
や
し
、

ヘ
ッ
ド
ウ
ォ
ー
ル

（頂
上
を
守

っ
て
立
ち
は
だ
か
る
標
高
差
お
よ
そ
六
〇
〇
】
川
の
大
岩
壁
）

に
取
り
付
い
た
時
に
は
も
う
夕
方
に
な

っ
て
い
た
。
壁
の
中
の
雪
壁
を
繋

ぐ
よ
う
に
し
て
登
る
が
抜
け
切
れ
ず
、
六
八
〇
〇
】
川
地
点
の
テ
ラ
ス
に
テ

ン
ト
を
張

っ
た
。

十
日
午
前
四
時
～
午
後
九
時

（六
八
〇
〇
口
川
～
七
〇
〇
〇
肝
、
晴
）
¨

ヘ
ッ
ド
ウ
ォ
ー
ル
上
部
の
登
攀
は
更
に
厳
し
く
、
グ
レ
ー
ド
で
５
級
位
の

所
が
次
か
ら
次

へ
と
現
れ
て
き
た
。
暗
く
な
る
直
前
に
壁
を
抜
け
、
ド
ー

ム
状
の
雪
の
上
に
キ
ャ
ン
プ
。
十
七
時
間
か
け
て
七
ピ

ッ
チ
程
し
か
進
め

な
い
と
い
う
苦
し
い

一
日
だ

っ
た
。

十

一
日
午
前
五
時
～
午
後
八
時

（六
八
〇
〇
房
～
七
三
八
八
屑
、
頂
上

～
六
三
〇
〇
房
、
晴
）
一
今
日
登
頂
で
き
な
か

っ
た
ら
引
き
返
す
こ
と
に

し
て
、
食
料
、
燃
料
を
テ
ン
ト
に
残
し
て
出
発
。
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
ピ
ー

ク
と
思

っ
て
い
た
所
で
休
憩
し
、
数
歩
歩
き
出
し
た
と
こ
ろ
で
山
崎
が
、

「
お
い
、
こ
こ
頂
上
じ
ゃ
ん
」
。
午
前
六
時
四
十
五
分
だ

っ
た
。
お
互
い
あ
　
８１

ま
り
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も
な
く
、
た
だ
握
手
。
風
が
強
く
、
寒
気
が
厳



し
か

っ
た
。
下
山
の
厳
し
さ
が
予
想
さ
れ
た
の
で
、
写
真
を
撮

っ
て
す
ぐ

下
り
始
め
た
。
少
し
下

っ
て
か
ら
、
リ

エ
ゾ

ン
に
登
頂
成
功
を
伝
え
た

（
こ
の
報
は
十
三
日
に
東
海
支
部
に
伝
え
ら
れ
、
翌
日
の
新
聞
で
報
道
さ

れ
た
）
。
そ
の
ま
ま

一
気
に
ヘ
ッ
ド
ウ
ォ
ー
ル
を
下
り
き
り
、
八
日
の
キ
ャ

ン
プ
サ
イ
ト
に
至

っ
た
。

十
二
日
午
前
四
時
～
午
後
八
時

（六
三
〇
〇
】
川
～
六
〇
〇
〇
房
、
晴
後

風
雪
）
一
午
前
中
は
天
気
が
良
か

っ
た
が
午
後
か
ら
吹
雪
と
な
り
、
全
く

の
ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
。
苦
労
し
て
七
日
の
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
ま
で
下
る
も
、

暗
く
な

っ
て
き
た
の
で
こ
こ
で
下
降
を
中
止
。
食
料
、
燃
料
と
も
に
わ
ず

か
し
か
残

っ
て
い
な
い
。

十
三
日

（六
〇
〇
〇
肝
、
風
雪
）
¨
強
い
風
雪
の
た
め
動
け
な
い
。
後

の
こ
と
を
考
え
て
何
も
食

べ
な
い
。

十
四
日

（六
〇
〇
〇
房
、
風
雪
）
¨
前
日
と
同
じ
。

十
五
日

（六
〇
〇
〇
房
、
風
雪
）
一
前
日
と
同
じ
。
強
風
の
た
め
テ
ン

ト
が
破
れ
、
雪
が
入
り
、
寝
袋
を
濡
ら
す
。
ラ
イ
タ
ー
で
雪
を
融
か
し
て

喉
を
湿
ら
せ
た
。
相
手
の
ガ
タ
ガ
タ
と
い
う
震
え
が
止
ま
る
と
、
「
お
い
、

生
き
て
る
か
」
と
声
を
掛
け
合

っ
た
。

十
六
日

（六
〇
〇
〇
肝
、
風
雪
）
一
前
日
と
同
じ
。

十
七
日
午
前
十
時
～
午
後
八
時

（六
〇
〇
〇
】
川
～
五
五
〇
〇
房
、
晴
）

一
や

っ
と
天
気
が
回
復
。
五
二
〇
〇
ｖ
川
地
点
に
は
食
料
と
燃
料
を
置
い
て

あ
る
の
で
、
最
後
の
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
各
自
三
枚
、
お
湯
と
共
に
腹
に
入
れ

る
。
ず

っ
と
寝
て
い
た
の
で
立

つ
こ
と
を
忘
れ
、
何
度
も
転
び
な
が
ら
懸

垂
氷
河
帯
を
下
降
。
氷
河
の
崩
壊
が
激
し
く
、
難
し
い
ル
ー
ト
フ
ァ
イ
ン

デ
ィ
ン
グ
を
強
い
ら
れ
た
が
懸
垂
氷
河
帯
を
無
事
突
破
。
し
か
し
そ
れ
以

上
体
力
が
続
か
ず
、
氷
河
末
端
か
ら
少
し
下

っ
た
と
こ
ろ
で
キ
ャ
ン
プ
。

十
八
日
午
前
四
時
～
午
後
八
時

（五
五
〇
〇
】
川
～
五
二
〇
〇
肝
、
晴
）

一
待
望
の
デ
ポ
地
に
着
い
た
が
、
セ
ラ
ッ
ク
の
崩
壊
で
食
料
、
燃
料
と
も

流
出
。
何
も
食

べ
ず
に
キ
ャ
ン
プ
。
が

っ
か
り
し
た
。

（
こ
の
頃
日
本

で

は
、
二
人
の
Ｂ
Ｃ
帰
着
の
知
ら
せ
が
な
い
た
め
、
な
に
か
事
故
が
起
こ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
情
報
集
め
を
始
め
た
。
）

十
九
日
午
前
四
時
～
午
後

一
時

（五
二
〇
〇
】
川
～
Ａ
Ｂ
Ｃ
、
晴
）
一
午

後
に
は
確
実
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
お
り
ら
れ
る
と
考
え
、
Ｂ
Ｃ
に
居
る
ポ
ー
タ
ー

に
Ａ
Ｂ
Ｃ
ま
で
食
料
を
上
げ
る
よ
う
に
指
示
。
こ
こ
六
日
間
ろ
く
に
食

べ

て
い
な
い
が
二
人
と
も
元
気
で
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
帰
着
。
Ｂ
Ｃ
か
ら
届
け
ら
れ

た
オ
レ
ン
ジ
ジ

ュ
ー
ス
を
各
自

一
同
”
ず

つ
飲
み
干
し
、
お
互
い
の
無
事
生

還
を
喜
び
、
二
人
で
握
手
。
さ
ら
に
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
を
二
枚
ず
つ
食
べ
た
。

そ
れ
以
上
食
欲
も
湧
か
な
か

っ
た
の
で
夕
方
ま
で
昼
寝
。
夜
に
な

っ
て
三

人
と
も
元
気
回
復
、
ラ
ー
メ
ン
と
雑
炊
で
二
人
で
さ
さ
や
か
に
登
頂
祝
い

を
や

っ
た
。
（
こ
の
報
は
電
話
で
支
部
に
伝
え
ら
れ
た
。
「
二
人
は
無
事
で

し
た
。
生
き
て
い
ま
し
た
よ
。
悪
天
で
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
降
り
て
き
ま
し
た
。
今
日
、
明
日
は
そ
こ
で
休
み
た
い
と

言

っ
て
い
ま
す
。
良
か

っ
た
で
す
ね
」
。
）

二
十
日

（
Ａ
Ｂ
Ｃ
、
晴
）
一
午
後
九
時
頃
、
Ｂ
Ｃ
か
ら
ご
馳
走
を
作

っ

て
上
が

っ
て
き
て
く
れ
た
ポ
ー
タ
ー
と
コ
ッ
ク
に
起
こ
さ
れ
た
。
松
岡
は
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普
通
に
食

べ
た
が
、
山
崎
は
食
べ
た
後
す
ぐ
吐
い
た
。
山
崎
は
そ
の
後
も

調
子
悪
い
と
い
っ
て
嘔
吐
を
繰
り
返
し
た
。
昼
頃
少
し
具
合
が
良
く
な

っ

た
の
で
、
紅
茶
と
フ
ル
ー
ツ
を
食

べ
た
。
し
か
し
、
午
後
も
調
子
が
悪
い

と
い
っ
て
テ
ン
ト
の
中
で
寝
て
い
た
。
胃
腸
薬
が
欲
し
い
と
い
う
の
で
飲

ま
せ
た
が
す
ぐ
吐
い
た
。
腹
痛
を
訴
え
だ
し
、
夕
方
か
ら
は
相
当
激
し
い

痛
み
を
訴
え
た
。　
一
晩
中
苦
し
そ
う
で
あ

っ
た
。

二
十

一
日

（Ａ
Ｂ
Ｃ
、
晴
）
¨
朝
に
な

っ
て
も

一
向

に
痛
み
が
和
ら
が

な
い
の
で
、
Ｂ
Ｃ
の
リ
エ
ゾ
ン
に
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
搬
出
を
依
頼
。

そ
の
後
も
痛
み
は
続
き
、
鎮
痛
剤
を
欲
し
が
る
の
で
与
え
た
が
そ
れ
も
す

ぐ
吐
い
た
。
夜
に
入

っ
て
も
痛
み
は
治
ま
ら
ず
、
午
後
十

一
時
に
息
を
ひ

き
と

っ
た
。

そ
の
夜
の
こ
と
を
松
岡
君
は
後
に
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。
「
七
月

二
十

一
日
の
夜
、
山
崎
さ
ん
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
シ
ュ
ラ
ー
フ
の
中
で
死
ん
だ
。

隣
に
い
た
僕
は
、
頭
の
中
が
空

っ
ぱ
に
な

っ
た
。
ど
う
し
て
も
山
崎
さ
ん

の
死
が
実
感
で
き
な
い
の
だ
。
さ
ら
に
そ
の
時
、
自
分
が
何
を
す
れ
ば
良

い
の
か
も
解
ら
な
か

っ
た
。
朝
に
な
れ
ば
起
き
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思

っ

て
、
翌
朝

『
早
く
起
き
ろ
』
な
ど
と
怒
鳴

っ
た
り
も
し
て
み
た
」
。

そ
し
て
翌
年
の

一
九
九
七
年
六
月
、
松
岡
君
は
ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰
を
望
む

レ
デ
ィ
ー
ス
フ
ィ
ン
ガ
ー
に
山
崎
君
の
慰
霊
碑
を
埋
め
に
登
り
、
滑
落
、

遺
体
と
な

っ
て
発
見
さ
れ
た
。
い
ま
や
そ
こ
に
は
ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰
と
ウ
ル

タ
ル
Ⅱ
峰
初
登
頂
の
事
実
だ
け
が
残
り
、
そ
の
厳
し
く
美
し
い
山
稜
を
攀

じ
て
絶
頂
に
立

っ
た
二
人
の
若
者
の
歓
喜
を
知
る
者
は
居
な
く
な

っ
た
。

私
達
に
で
き
る
こ
と
は
、
ザ
イ
ル
に
結
ば
れ
た
君
達
二
人
の
類
い
稀
な
る

闘
志
を
賛
え
、
永
遠
の
命
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
祈
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

（山
崎
彰
人
氏
は

一
九
九
五
年
日
本
山
岳
会
入
会
。
会
員
番
号

一
二
〇

七
五
。
紹
介
者
徳
島
和
男

・
尾
上
昇
。
）

（藤
井
　
洋
）

会
報

「山
」
計
報

・
追
悼
文

一
覧

一
九
九
六
年
七
月
号

（六

一
四
号
）

追
悼
　
大
澤
伊
二
郎
先
輩
を
偲
ぶ

（岩
間
弘
雄
）

一
九
九
六
年
九
月
号

（六

一
六
号
）

訃
報
　
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
な
ど
で
活
躍
の
千
谷
壮
之
助
会
員
逝
去

（松

田
雄

一
）

一
九
九
六
年
十

一
月
号

（六

一
八
号
）

追
悼
　
春
田
俊
郎
先
生
を
偲
ん
で

（岸
　
栄
）

一
九
九
六
年
十
二
月
号

（六

一
九
号
）

追
悼
　
林
田
正
幹
さ
ん

（石
田
喜
八
）

一
九
九
七
年

一
月
号

（六
二
〇
号
）

追
悼
　
小
西
政
継
さ
ん
を
想
う

（
田
邊
　
壽
）

一
九
九
七
年
四
月
号

（六
二
三
号
）

追
悼
　
名
誉
会
員
サ
リ
ー
ン
さ
ん

（梶
　
正
彦
）

追  悼
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支

部

だ

よ

リ

海

道

支

部

平
成
八
年
度
　
四
月
二
十
日
　
支
部
総
会

・
懇
親
会
、
出
席
四
十
五
名
。

五
月
　
会
報

『
ヌ
プ
リ
』
二
七
号
発
行
。
五
月
十
八
日
～
十
九
日
　
日
高

山
脈
ラ
ッ
コ
岳
、
参
加
十
六
名
。
七
月
二
十
日
～
二
十

一
日
　
北
大
雪
ヒ

マ
ラ
山

・
平
山
、
参
加
二
十
名
。
昨
冬
の
大
雪
の
残
る
雪
渓
を
踏
ん
で
登

る
。
途
中
ガ
ス
だ

っ
た
が
、
雲
の
上
に
出
て
大
雪
の
山
々
や
ニ
セ
イ
カ
ウ

シ
ュ
ペ
、
ム
リ
岳
、
ム
カ
岳
な
ど
の
展
望
を
楽
し
む
。
タ
カ
ネ
シ
オ
ガ
マ
、

チ
ン
グ
ル
マ
、
自
花

コ
マ
ク
サ
、
ア
オ
ノ
ツ
ガ
ザ
ク
ラ
な
ど
高
山
植
物
を

愛
で
、
ビ
ー
ル
を
飲
む
者
、
昼
寝
す
る
者
と
、
ゆ

っ
く
り
過
ご
す
。

十
月
五
日
～
六
日
　
狩
場
山
、
参
加
十
二
名
。
真

っ
赤
な
太
陽
が
日
本

海
に
沈
む
の
を
、
冷
た
い
潮
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
眺
め
る
。
宿
に
戻
る
と

思
い
が
け
ず
京
都
か
ら
河
村
皆
子
会
員
が
来
て
い
た
。
今
西
錦
司
先
生
の

分
骨
の
た
め
、
翌
朝
皆
と
別
れ
て
羊
蹄
山

へ
向
か
っ
た
。
昨
日
と
は
変
わ
っ

て
高
曇
り
、
狩
場
山
の
頂
上
は
や
が
て
厚
い
雲
に
覆
わ
れ
て
展
望
は
な
い

が
、
黄
色
く
枯
れ
た
お
花
畑
と

ハ
イ
マ
ツ
の
緑
、
ウ
ラ
ジ
ロ
ナ
ナ
カ
マ
ド
、

ダ
ケ
カ
ン
バ
な
ど
赤
や
黄
に
色
づ
い
た
秋
の
山
を
楽
し
む
。
支
部
長
は
ス

ケ
ッ
チ
を
し
な
が
ら
皆
の
下
山
を
待

っ
た
。

十
月
十
日
　
自
然
観
察
会
、
西
岡
公
園
。
連
絡
の
不
手
際
で
参
加
五
名

の
内
二
名
は
別
行
動
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
よ
う
や
く
色
づ
い
た
秋
の
里

山
と
湿
原
の
遷
移
の
様
子
を
観
察
す
る
。

十
二
月
十
四
日
　
海
外
登
山
報
告
会

・
支
部
晩
餐
会
、
出
席
五
十
四
名
。

報
告
会
は
従
来
別
の
日
だ

っ
た
が
、
札
幌
以
外
の
会
員
の
た
め
晩
餐
会
当

日
に
行
い
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
飲
み
な
が
ら
自
由
に
歓
談
を
す
る
。

こ
れ
は
非
常
に
好
評
だ

っ
た
。
報
告
は
ロ
ー
ル
ワ
リ
ン
の
タ
ン
ナ

●
り
遠

征
、
ヌ
ン
峰
ス
キ
ー
滑
降
。

二
月
二
十
二
日
～
二
十
三
日
　
雪
洞
に
泊
ま
り
白
井
岳

ヘ
ス
キ
ー
登
山
、

参
加
十
三
名
。
東
京
か
ら
参
加
し
た
原
会
員
を
交
え
、
よ
い
天
気
だ

っ
た

が
、
数
日
来
の
降
雪
の
た
め
ラ
ッ
セ
ル
に
苦
し
み
な
が
ら
強
風
の
中
を
登

る
。
頂
上
で
は
ゆ

っ
く
り
で
き
ず
、
風
蔭
ま
で
下

っ
て
昼
食
を
取
る
。
そ

の
間
に
ス
ケ
ッ
チ
を
す
る
会
員
も
い
た
。

平
成
九
年
度
　
四
月
五
日
　
支
部
総
会

・
懇
親
会
、
参
加
四
十

一
名
。

支
部
創
立
二
十
周
年
に
備
え
新
し
い
支
部
委
員
を
補
強
す
る
。

五
月
十
七
日
～
十
八
日
　
日
高
山
脈
伏
美
岳
、
参
加
十
五
名
。
伏
美
岳

は
ピ
パ
イ
ロ
岳
か
ら
東
に
分
か
れ
る
出
尾
根
の
上
の
千
八
百
屑
近
く
の
山

で
、
晴
天
に
恵
ま
れ
日
高
山
脈
の
雄
大
な
眺
め
を
満
喫
し
た
。

六
月
七
日
　
小
樽

・
赤
岩
で
岩
登
り
講
習
会
、
参
加
九
名
。
生
憎
の
霧

雨
の
中
、
藪
に
濡
れ
な
が
ら
岩
の
取
り
付
き

へ
と
た
ど
る
。
や
が
て
薄
日

が
さ
し
は
じ
め
、
三
和
会
員
の
指
導
の
も
と
真

っ
青
な
日
本
海
を
見
下
ろ
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し
な
が
ら
岩
を
登
る
。
六
月
八
日
の
自
然
観
察
会
は
、
解
説
の
支
部
長
が

急
病
の
た
め
、
予
定
を
変
更
し
て
藻
岩
山
に
登

っ
た
。
参
加
四
名
。

（
以
下
予
定
）
七
月
十
六
日
～
八
月
二
十
日
　
会
員
が
よ
く
集
ま
る

『
つ
る
』
で
展
覧
会
。
出
品
予
定
は
絵
画

・
版
画

・
写
真

・
彫
金
な
ど
十

五
点
前
後
。
『
つ
る
』
で
は
毎
月
第
二
水
曜
日
に

『
三
水
会

（山
酔
会
）
』

と
称
し
て
歓
談
し
て
い
る
が
、
そ
の
店
で
展
覧
会
を
開
く
こ
と
に
し
た
。

岩
登
り
と
と
も
に
、
今
年
か
ら
始
め
た
行
事
で
あ
る

七
月
十
二
日
～
十
二
日
　
大
雪
山
赤
岳
。

十
月
四
日
～
五
日
　
雄
阿
寒
岳
。

十
二
月
十
三
日
　
海
外
登
山
報
告
会

・
支
部
晩
餐
会
。

二
月
中
旬
　
こ
こ
数
年
冬
期
山
行
は
雪
中
露
営
と
ス
キ
ー
登
山
の
た
め
、

気
楽
に
参
加
で
き
る
ニ
セ
コ
・
ス
キ
ー
を
復
活
さ
せ
た
。

二
月
十
四
日
～
十
五
日
　
大
雪
山
黒
岳
で
雪
中
露
営
と
ス
キ
ー
登
山
。

支
部
創
立
三
十
周
年
を
ひ
か
え
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
試
み
を
実
施
し

た
が
、
こ
れ
ら
が
今
後
定
着
し
発
展
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

（野
田
四
郎
）

手
　
支
　
部

支
部
独
自
の
行
事
に
つ
い
て
要
望
が
多
く
な

っ
て
来
て
、
月

一
回
の
実

施
を
目
指
し
て
い
る
。

四
月
七
日
　
平
成
八
年
度
委
員
会

（七
名
）

・
総
会

（十
二
名
）
を
盛

岡
市
上
田
公
民
館
で
開
催
。
決
算
、
予
算
、
行
事
予
定
等
を
決
定
。
終
了

後
懇
親
会
。

四
月
二
十
九
日
　
日
帰
り
山
行

・
東
根
山

（紫
波
町
）
盛
岡
か
ら
よ
く

見
え
る

一
等
三
角
点
の
山
で
あ
る
。
十
二
名

・
幹
事
中
谷

・
高
橋

（夕
）
。

五
月
二
十
五
日
～
二
十
六
日
　
春
の
例
会
山
行

・
ひ
め
か
ゆ
う
ほ

っ
と

館

（胆
沢
町
）
と
焼
石
岳
。
三
界
山
に
登
る
予
定
で
あ

っ
た
が
、
雪
融
け

が
遅
れ
車
道
の
除
雪
が
終
わ

っ
て
い
な
い
で
、
横
岳
経
由
、
焼
石
岳
に
回

っ

て
下
山
し
た
。
十
二
名

・
幹
事
菊
池

・
近
藤

・
小
野
寺
。

六
月
二
十
二
日
～
二
十
三
日
　
東
北
プ

ロ
ッ
ク
集
会
参
加

・
太
平
山

（秋
田
支
部
主
管
）
六
名
。

七
月
十
四
日
　
日
帰
り
山
行

・
大
深
岳
、
源
太
岳

（裏
岩
手
山
群
）
。

松
川
温
泉
か
ら
源
太
岳
の
斜
面
の
お
花
畑
で
花
見
の
予
定
で
あ

っ
た
が
、

雪
が
ま
だ
融
け
ず
、
大
深
岳
の
水
場
の
湿
原
で
花
を
楽
し
み
、
大
深
岳
の

頂
上
を
回
り
、
源
太
岳
の
斜
面
の
雪
渓
を
降

っ
て
解
散
し
た
。
八
名
、
幹

事
中
谷

・
立
花
。

七
月
十
四
日

　

「
Ｊ
Ａ
Ｃ
岩
手
支
部
通
信
」
第
七
号
発
行
。

八
月
二
十
四
日
～
二
十
七
日
　
夏
の
例
会
山
行
　
白
根
三
山
縦
走
。
初

日
は
正
午
に
広
河
原
に
集
合
、
自
根
御
池
小
屋
に
泊
ま
る
。
二
日
目
は
草

す
べ
り
経
由
で
北
岳
に
登
り
北
岳
山
荘
に
入
る
。
三
日
目
は
ガ
ス
の
中
三

千
】
月
の
間
ノ
岳
、
西
農
鳥
岳
、
農
鳥
岳
を
通

っ
て
大
門
沢
小
屋
に
泊
ま
る
。

四
日
目
は
奈
良
田
温
泉
の
銭
湯
で
汗
を
流
し
、
バ
ス
で
身
延
駅
に
出
て
解
　
８５

散
し
た
。
十
三
名
、
リ
ー
ダ
ー
菊
池

・
サ
ブ
音
石

・
松
田
。



九
月
二
十
八
日
～
二
十
九
日
　
秋
の
例
会
山
行
　
か
む
ら
旅
館

（岩
泉

町
）
と
堺
ノ
神
岳
。
評
議
員
穴
田
幸
江
さ
ん
と
、
青
森
支
部
で
会
友
の
須
々

田
さ
ん
が
参
加
し
た
。
岩
泉
町
安
家
の
氷
渡
洞
に
集
合
し
、
鍾
乳
洞
を
見

物
の
後
、
か
む
ら
旅
館

へ
。
松
茸
が
不
作
年
で
あ

っ
た
が
山
海
の
珍
味
が

美
味
。
翌
日
は
堺
の
神
岳
に
登
り
、
下
山
で
は
し
ば
ら
く
ぶ
り
の
藪
こ
ぎ

を
し
た
。
十
五
名
、
幹
事
山
崎

・
諏
訪
。

十
月
十
三
日
　
日
帰
り
山
行
　
黒
森

（補
点
名
和
黒
森

・
湯
田
町
）
。

訪
れ
る
人
も
少
な
い

一
等
三
角
点
の
山
で
あ
る
。
道
は
途
切
れ
な
が
ら
も

つ
い
て
は
い
る
。
帰
り
に
は
南
本
内
沢
か
ら
桧
之
沢
に
入

っ
て
、
浴
槽
だ

け
が
ひ

っ
そ
り
と
残

っ
て
い
る
古
き
露
天
風
呂
を
楽
し
ん
だ
。
八
名
、
幹

事
音
石

・
諏
訪
。

十

一
月
二
日
　
日
帰
り
山
行
　
三
ツ
石
山

（松
川
温
泉
口
）
。
快
晴
無

風
の
秋
山
を
満
喫
し
、
例
に
よ

っ
て
松
川
温
泉
高
橋
会
員
の
峡
雲
荘
の
温

泉
を
楽
し
ん
で
解
散
。
七
名
、
幹
事
中
谷

・
松
田
。

平
成
九
年
二
月
十
日
～
十

一
日
　
ス
キ
ー
講
習
会
　
前
森
山
　
七
時
雨

山
荘
。
立
花
会
員
の
経
営
す
る
安
比
の
七
時
雨
山
荘
に
集
ま
り
、
佐
藤
英

夫
さ
ん
を
講
師
に
、
山
ス
キ
ー
に
馴
染
み
の
少
な
い
会
員
の
た
め
の
講
習

会
を
開
い
た
。
十
名
、
幹
事
中
谷

・
菊
池
。

二
月

一
日
～
二
日
　
ス
キ
ー
ツ
ア
ー
　
八
幡
平
茶
臼
岳
。
天
候
に
恵
ま

れ
ず
、
初
日
は
ス
キ
ー
場
周
辺
。
二
日
日
は
茶
臼
か
ら
も
み
や
ま
山
荘
コ
ー

ス
の
下
降
を
楽
し
ん
だ
。
リ
ー
ダ
ー
菊
池

・
五
名
。
　

　

（中
谷
　
充
）

支
　
部

当
支
部
に
お
け
る
平
成
八
年
度
の
活
動
状
況
は
、
例
年
と
あ
ま
り
変
わ

ら
ぬ
事
業
内
容
と
な

っ
た
が
、
組
織
拡
大
に
繋
る
会
員
増
が
ゼ

ロ
と
な

っ

て
し
ま

っ
た
以
外
は
、
さ
ら
に
充
実
し
た
組
織
内
容
と
な

っ
た
。

支
部
山
行
に
つ
い
て
は
、
岡
田
支
部
長
と
進
藤
副
支
部
長
が
共
に
古
希

を
迎
え
た
年
で
も
あ
り
、
そ
の
祝
山
行
と
し
て
七
月
二
十
八
日
に
岡
田
山

を
選
び
、
併
せ
て
沼
沢
山
と
太
平
山
、
更
に
、
十
月
十
九
日
～
二
十
日
に

は
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
県
内
の
秘
峰

・
東
山
に
登

っ
て
共
に
祝
福
し
た
。

ま
た
、
語
呂
合
わ
せ
の
山
と
し
て
、
八
月
八
日
に
は
八
八
八
】
月
の
ヤ
ブ

山

・
天
上
倉
山
、
毎
年
実
施
し
て
い
る
小
さ
な
海
外
友
好
登
山

・
そ
の
第

四
弾
と
し
て
は
台
湾
の
玉
山
と
雪
山
に
登
り
、
そ
れ
ぞ
れ
会
員
多
数
の
参

加
を
得
て
共
に
楽
し
い
山
行
と
な

っ
た
。

本
会
総
会
に
先
だ

っ
て
開
催
さ
れ
た
支
部
総
会
は
、
過
半
に
近
い
三
十

名
の
出
席
者
の
も
と
に
開
催
。
事
業
、
決
算
、
予
算
案
な
ど
を
審
議
、
懇

親
会
も
併
せ
て
行

っ
た
。

東
北
地
区
集
会
は
、
当
支
部
が
主
管
と
な
り
、
六
月
二
十
二
日
～
二
十

三
日
、
秋
田
市
の
太
平
山
に
六
十
八
名
が
集

っ
た
。
ま
た
、
秋
に
は
台
湾

岳
人
と
鳥
海
山
に
登
り
、
韓
国
山
岳
会
会
員
と
も
懇
親
会
を
開
催
す
る
な

ど
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
幅
広
く
交
流
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
さ
ら
に
本

会
の
年
次
晩
餐
会
に
は
七
名
が
出
席
し
、
そ
れ
ぞ
れ
親
交
を
深
め
あ

っ
た
。



支 部 だ よ り

支
部
報

「秋
田
山
岳
」
は
、
本
年
も
三
回
発
行
、
通
算
第
二
十
五
号
と

な
り
、
支
部
関
連
の
全
て
を
登
載
し
、
支
部
の
足
跡
作
り
に
力
を
入
れ
て

い
る
。

そ
の
他
、
関
連
団
体
の
各
種
会
議
や
事
業
な
ど
に
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ

支
部
会
員
が
中
心
と
な

っ
て
地
域
山
岳
界
発
展
の
た
め
に
貢
献
し
て
い
る

こ
と
は
例
年
の
通
り
で
あ
る
。
　
　

　
　

　

　
　

　

（佐
々
木
民
秀
）

形
　
支
　
部

支
部
の
総
員
は
、
六
十
名
を
越
え
る
。
こ
の
中
で
、
常
時
支
部
の
行
事

に
参
加
す
る
の
は
、
十
五
名
～
十
六
名
前
後
で
あ
る
が
、
な
る
べ
く
多
く

の
会
員
が
参
加
で
き
る
こ
と
を
心
掛
け
て
、
山
行
を
は
じ
め
行
事
の
計
画

を
組
ん
で
い
る
。

平
成
八
年
度
は
、
支
部
総
会
で
は
じ
ま
る
。
こ
の
年
の
日
工
事
業

『
ヒ

マ
ラ
ヤ

・
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
』
の
準
備
会
を
兼
ね
四
月
二
十
四
日
、
山
形
市

内
の

「教
育
会
館
」
で
二
十
八
名
の
出
席
を
得
て
開
か
れ
た
。
事
業
報
告
、

予
算
決
算
と
八
年
度
の
事
業
計
画
を
話
し
合

っ
た
。

支
部
事
業
は
、
四
月
二
十
五
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で
の

『
ア
ン
ナ
プ
ル

ナ

・
ダ
ウ
ラ
ギ
リ

●
パ
ノ
ラ
マ
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
』
か
ら
始
ま

っ
た
。
十
三

名
が
参
加
し
、
ま
ず
ま
ず
の
好
天
も
幸
い
し
て
、
中
高
年
の
意
気
を
示
し

た
楽
し
い
海
外
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
と
な

っ
た
。

同
じ
五
月
十
五
日
に
は
、
摩
耶
山
周
辺
で
清
掃
登
山
を
行

っ
た
。
清
掃

登
山
は
、
支
部
行
事
に
毎
年
組
み
入
れ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
最
近
の
山
は

断
然
綺
麗
に
な

っ
た
と
い
う
の
が
実
感
で
あ
る
。
こ
の
行
事
に
は
、
二
名

の
参
加
が
あ

っ
た
。

六
月
八
日
～
九
日
に
は
、
『長
井
葉
山
』
に
登

っ
た
。
小
国
町
の
施
設

に
泊
ま
り
、
翌
日
は
朝
日
山
麓
を
歩
き
、
手
打
ち
そ
ば
を
心
ゆ
く
ま
で
味

わ

っ
た
。
こ
れ
に
は
、
十
二
名
の
参
加
が
あ

っ
た
。

六
月
二
十
二
日
か
ら

一
泊
で
行
わ
れ
た
、
東
北
プ

ロ
ッ
ク
の
集
会
と
登

山
に
は
、
雨
模
様
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
秋
田
の
名
山

『
太
平
山
』
を
十
五

名
が
登
り
き

っ
た
。
秋
田
支
部
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

七
月
十
四
日
は
、
日
帰
り
で
隣
り
福
島
県

の

『
猫
魔
岳
』

に
登
り
、

『雄
国
沼
』
ま
で
足
を
の
ば
し
、
水
辺
と
ニ
ッ
コ
ウ
キ
ス
ゲ
の
群
落
を
十

五
名
が
堪
能
し
た
。

七
月
二
十
日
～
二
十

一
日
に
は
、
九
名
の
参
加
で
飯
豊
山
荘
に
一
泊
し
、

石
転
び
沢
を
中
心
と
し
た

『飯
豊
山
を
満
喫
し
よ
う
』
が
行
わ
れ
た
。
こ

の
年
は
残
雪
が
多
く
沢
を
埋
め
尽
く
し
て
い
た
が
、
雪
の
消
え
る
の
を
追

っ

か
け
な
が
ら
花
が
咲
き
乱
れ
て
お
り
、
参
加
者
を
満
足
さ
せ
て
く
れ
た
。

八
月
に
入
り
、
二
十
三
日
か
ら
二
泊
で
、
七
名
が

『
尾
瀬
と
会
津
駒
ケ

岳
』

へ
出
か
け
た
。
天
候
も
幸
い
し
て
楽
し
い
登
山
と
湿
原
を
満
喫
し
た
。

九
月
に
は
、
こ
れ
も
二
泊
で
十
四
日
か
ら
十
六
日
ま
で

『
秋
田
駒

ケ
岳

か
ら
乳
頭
山
』
ま
で
の
縦
走
を
行

っ
た
。
秘
湯
を
巡
り
な
が
ら
の
山
旅
は
、

七
名
の
参
加
者
の
心
を
和
ま
せ
る
も
の
が
あ

っ
た
。

十
月
十
日
か
ら
十
三
日
ま
で
は
、
北
ア
ル
プ
ス
の

『唐
松
岳
と
白
馬
大
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池
』
に
五
名
が
向
か

っ
た
。
連
日
好
天
に
恵
ま
れ
、
東
北
の
山
と
違

っ
た

ア
ル
プ
ス
景
観
を
満
喫
し
た
。

十
月
十
八
日
～
十
九
日
の
本
部
集
会
委
員
会
が
摩
耶
山
で
行
わ
れ
た
が
、

こ
れ
に
は
二
名
が
参
加
し
て
交
流
を
深
め
た
。

十
月
二
十
六
日
～
二
十
七
日
は
、
『鳥
海
山
よ
く
ば
り
山
行
』
が
行
わ

れ
、
二
十
三
名
が
参
加
し
た
。
こ
こ
二
～
三
年
恒
例
と
な

っ
て
い
る
鳥
海

山
清
吉
新
道
の
散
策
山
行
と
、
頂
上
登
頂
が
試
み
ら
れ
た
が
、
新
雪
と
風

に
遭
遇
し
て
途
中
下
山
し
た
。

十

一
月
十
日
、
初
冬
の

一
日
、
神
室
連
峰

『
小
又
山
』
の
登
山
が
、
十

三
名
の
参
加
で
行
わ
れ
た
。
本
格
的
な
冬
の
訪
れ
る
前
の
山
の

一
日
を
過

ご
し
た
。

十

一
月
の
末
、
二
十
三
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
、
ま
だ
暖
か
い
屋
久
島

に
七
名
が
渡
り
、
雨
の

『宮
之
浦
岳
』
を
登

っ
た
。
千
年
を
越
え
る
命
を

持

つ
杉
と
の
め
ぐ
り
逢
い
は
、
参
加
者
の
心
を
と
ら
え
た
。

十
二
月
に
入
り
、
七
日
に
行
わ
れ
た
東
京
の

『年
次
晩
餐
会
』
に
は
、

十
名
が
参
加
し
会
員
と
交
流
し
た
。
十
二
月
十
四
日
～
十
五
日
に
は
、

『
山
形
支
部
晩
餐
会
』
が
日
本
海
の
波
打
ち
際
に
建

つ
ホ
テ
ル
八
乙
女
で

行
わ
れ
た
。
こ
の
時
は
、
会
員
の
約
半
数
三
十
三
名
が
出
席
し
、
大
い
に

気
炎
を
上
げ
た
。

年
が
変
わ
り
、　
一
月
十
九
日
に
は
、
九
年
度
事
業
と
し
て
組
み
入
れ
る

『
ヒ
マ
ラ
ヤ

・
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
』
の
説
明
会
が
山
形
市
内
の

「教
育
会
館
」

で
十
六
名
の
出
席
を
得
て
開
か
れ
た
。

二
月
八
日
は
、
山
形
市
内
か
ら
望
見
さ
れ
る

『笹
谷
峠
と
蛤
山
』

へ
。

日
帰
り
で
六
名
が
雪
と
親
し
ん
だ
。

二
月
十
五
日
～
十
六
日
に
は
、
支
部
恒
例
の
蔵
王
山

『
樹
氷
原
を
滑
る

会
』
に
二
十
名
が
集
ま
り
、
モ
ン
ス
タ
ー
の
中
を
華
麗
に
舞

っ
た
。

二
月
に
は
、
最
後
の
行
事
と
し
て
、
『安
達
太
良

ス
キ
ー
』
が
二
月

一

日
～
二
日
に
行
わ
れ
た
。
福
島
県
沼
尻
高
原
に
十

一
名
が
集
ま
り
、
山
形

と
違

っ
た
雪
の
感
触
を
味
わ

っ
た
。

そ
の
ほ
か
、
本
部
主
催
の
支
部
長
会
議
、
各
種
委
員
会
に
は
、
そ
の
都

度
出
席
を
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
支
部
の
構
成
員
ほ
と
ん
ど
が
、
他
の
山
岳
会
と

の
二
重
加
入
が
多
く
、
こ
れ
ら
と
の
調
整
が

一
つ
の
課
題
と
は
な

っ
て
い

る
。
し
か
し
、
行
事
に
参
加
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
二
重
加
入
の
会
員
に
多

く
、
山

へ
の
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
。
会
員
も
暫
時
多
く
な
り
つ
つ
あ
り
、

若
い
層
に
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
年
配
者
な
り
の
山
行
も
、
今

後
と
も
進
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
現
状
と
踏
ま
え
て
い
る
。

こ
の
年
は
、
三
名
の
入
会
が
あ
り
、　
一
名
の
物
故
会
員
が
あ

っ
た
。
物

故
者
は
、
佐
藤
俊

一
氏
で
鳥
海
山
を
始
め
山
の
写
真
で
名
を
知
ら
れ
た
が
、

こ
れ
か
ら
と
い
う
矢
先
の
こ
と
で
惜
し
ま
れ
る
。
会
員
番
号
は

一
二

一
一

九
で
あ
る
。
ご
冥
福
を
祈
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（梅
津
　
博
）
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城
　
支
　
部

宮
城
支
部
は
、
柴
崎
部
長
を
は
じ
め
と
す
る
総
数
六
十
二
名

（内
、
女

性
会
員
八
名
）
で
構
成
さ
れ
、
年
間
活
動
を
続
け
て
い
る
。

昨
年
度

（平
成
八
年
度
）
に
は
、
新
入
会
員
三
名
の
新
た
な
仲
間
入
り

が
あ

っ
た
反
面
、
樋
渡
順

一
会
員
が
思
い
も
よ
ら
ず
逝
去
さ
れ
る
と
い
う

悲
し
い
報
せ
が
あ

っ
た
。
改
め
て
御
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
当
支
部
で
は
、
概
ね
月

一
回
の
年
間
行
事
を
こ
な
し
て
い
る
。

月
々
の
行
事
に
は
予
め
、
受
持
ち
の
担
当
者
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
山
の

選
定
等
は
全
て
、
担
当
者
に

一
任
さ
れ
て
い
る
。

最
近
の
山
行
先
を
み
て
み
る
と
、
山
の
高
低
は
あ
ま
り
問
わ
ず
、
主
に

近
在
の
、
多
く
の
会
員
が
参
加
で
き
る
人

っ
気
の
な
い
良
い
山
、
と
い
っ

た
と
こ
ろ
だ
が
、
実
は
探
す
と
な
る
と
、
こ
れ
が
意
外
に
難
し
い
。
行
事

が
近
付
く
に
つ
れ
、
担
当
者
は
山
の
詮
索
選
定
作
業
に
頭
を
ひ
ね
る

〓
衣

他
会
員
と
し
て
は
新
た
な
山
と
の
出
会
い
に
期
待
し
た
り
、
担
当
者
個
人

の
好
み
が
山
に
反
映
さ
れ
て
興
味
深
か

っ
た
り
で
、
お
互
い
に
有
意
義
で

楽
し
い
山
行
と
な
る
。

り
　

　

さ
て
ヽ
そ
の
担
当
会
員
の
選
ん
だ
山
を
中
心
に
、
昨
年
度
の
行
事
を
振

よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

，

だ
　

り
返

っ
て
み
よ
う
。
各
行
事

に
は
、
季
節
を
表
わ
す
名
称
が

つ
け
ら
れ
て

部

　

い
る
。

青
Ｘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
し
な
ご
や
ま

四
月
は
移
動
総
会
で
鹿
蛙
山
、
あ
い
に
く
の
雨
天
に
つ
き
、
蔵
王
山
麓

に
あ
る
吉
野
先
輩
の
別
荘
に
場
を
移
し
て
開
催
。
五
月
の
春
山
山
行
は
泉

ケ
岳
の

一
峰
、
大
倉
山
。
六
月
は
自
然
保
護
山
行
、
岩
稜
の
連
な
る
夫
婦

岩
で
。
七
月
、
夏
山
山
行
は
梅
雨
時
に
晴
れ
間
の
み
え
た
秋
田
、
高
松
岳

だ

っ
た
。

八
月
に
入
る
と
仙
台
市
内
で
ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
。
九
月
に
は
秋
山
山

行
、
十
二
支
の
山
と
も
な
る
牛
形
山
。
十
月
は
台
湾
、
玉
山
山
行
、
九
名

参
加
。
さ
ら
に
同
月
の
芋
煮
会
山
行
は
、
紅
葉
と
初
雪
の
交

っ
た
後
白
髪

山
で
鍋
を
囲
ん
だ
。
十

一
月
は
晩
秋
山
行
と
な
る
が
事
情
に
よ
り
芋
煮
山

行
と
兼
ね
た
。

師
走
十
二
月
は
仙
台
市
内
で
支
部
晩
餐
会
、
慣
例
の
赤
セ
ー
タ
ー
は
板

橋

一
会
員

へ
。　
一
月
の
厳
冬
期
山
行
と
二
月
の
雪
山
山
行
は
、
そ
れ
ぞ
れ

二
日
の
三
方
倉
山
と
、
蔵
王
の
不
忘
山
で
、
共
に
全
員
元
気
に
登
頂
し
た
。

そ
し
て
二
月
、
山
形
蔵
王
ス
キ
ー
山
行
で
昨
年
の
年
間
行
事
を
締
め
く
く

っ

た
。以

上
の
他
、
六
月
の
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
、
同
じ
く
太
平
山
で
行
わ
れ
た
秋

田
支
部
主
催
の
東
北
プ

ロ
ッ
ク
集
会
、
九
月
、
小
谷
温
泉
で
の
自
然
保
護

集
会
等
、
県
外
集
会

へ
の
出
席
。　
一
月
に
は
支
部
会
報
、
「
宮
城
山
岳
」

第
九
号
が
発
行
さ
れ
た
。

昨
年
度
の
年
間
行
事
出
席
者
数
は
、
延
べ
百
六
十
六
名
、　
一
回
当
り
出

席
者
数
十
四
名
。
ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
と
支
部
晩
餐
会
が
各
二
十
八
名
で

最
も
多
く
、
山
行
で
は
芋
煮
山
行
の
十
六
名
が
多
か

っ
た
。

昭
和
三
十
三
年
と
い
え
ば
、
筆
者
な
ど
は
ま
だ
中
学
生
で
し
か
な
か

っ
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た
が
、
こ
の
年
に
創
立
さ
れ
た
当
宮
城
支
部
も
、
来
年
に
は
四
十
周
年
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
月
は
決
し
て
短
い
も
の
で
は
な
く
、
支
部

を
築
き
あ
げ
、
今
日
ま
で
支
え
て
こ
ら
れ
た
多
く
の
諸
先
輩
の
努
力
に
対

し
、
改
め
て
敬
服
の
思
い
を
新
た
に
し
た
い
。

今
年
度
も
、
四
月
の
総
会
を
皮
切
り
に
、
担
当
者
が
精
根
を
込
め
て
選

ん
だ
山
の
い
く
つ
か
の
行
事
が
、
既
に
計
画
さ
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
て
い

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
宅
　
泰
）

島
　
支
　
部

支
部
の
事
業
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
去
る
五
月
二
十
四
日
、
郡
山
市

「
郡
山
温
泉
」
に
て
開
催
し
た
定
時
総
会
に
提
出
し
承
認
さ
れ
た
、
平
成

八
年
度
事
業
報
告
書
に
基
づ
き
簡
単
に
報
告
し
ま
す
。

事
業
の
骨
子
は
前
年
度
実
績
の
踏
襲
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
特
に
付
け

加
え
る
こ
と
は
な
い
。
実
施
し
た
行
事
を
暦
日
順
に
列
記
す
る
。

一
、
役
員
会

（平
成
八
年
六
月
十
日
）

福
島
市
内
は
り
ま
や

（会
員
大
谷
司
氏
経
営
）
に
お
い
て
開
催
、
総
会

提
出
議
案
を
審
議
し
た
。
出
席
者
十
名
。

二
、
定
時
総
会

（平
成
八
年
六
月
十
五
日
）

福
島
市
内
杉
妻
会
館
に
お
い
て
開
催
し
、
前
年
度
事
業
報
告

・
決
算
、

新
年
度
事
業
計
画

・
予
算
、
支
部
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業
計
画
等
に
つ

い
て
審
議
し
た
。
出
席
者
二
十

一
名
。

三
、
東
北
プ

ロ
ッ
ク
集
会

「太
平
山
の
集
い
」
（
八
年
六
月
二
十
二
日
～

二
十
二
日
）

秋
田
市
仁
別

「森
林
学
習
会
館
」
に
て
開
か
れ
、
二
日
目
は
太
平
山

へ

の
記
念
登
山
が
催
さ
れ
た
。
支
部
か
ら
の
参
加
者
七
名
。

四
、
夏
山
小
集
会

（八
年
七
月
七
日
）

微
湯
温
泉
か
ら
姥
滝
沢
遡
行
を
実
施
し
た
。
参
加
者
七
名
。

五
、
秋
山
小
集
会

（八
年
十
月
十
九
日
～
二
十
日
）

会
津
地
区
担
当
に
て
開
催
し
た
。　
一
日
目

・
束
松

（た
ば
ね
ま

つ
）
峠

散
策
、
三
島
町
糸
屋
旅
館

（会
員
志
田
正
美
氏
経
営
）
に
宿
泊
し
懇
親
〈
「

翌
日
は
西
会
津
町
鳥
屋
山

へ
登
る
。
参
加
者
十
四
名
。

六
、
第
十
二
回
そ
ば
を
食
う
会

（八
年
十
月
二
十
七
日
）

山
都
町
宮
古

・
唐
橋
克
己
氏
宅
に
て
開
催
し
た
。
参
加
者
十

一
名
。

七
、
新
年
会

（九
年
二
月
八
日
）

福
島
市
内
は
り
ま
や
に
て
開
催
し
た
。
参
加
者
二
十
名
。

八
、
安
達
太
良
ス
キ
ー
ツ
ア
ー

（九
年
二
月
二
十
三
日
）

実
施
コ
ー
ス
・
奥
岳
か
ら
ゴ
ン
ド
ラ
を
利
用
し
て
山
頂

へ
、
山
頂
か
ら

通
称
振
り
子
沢
～
五
葉
松
平
～
奥
岳

へ
の
滑
降

コ
ー
ス
を
楽
し
ん
だ
。
参

加
者
十

一
名
。

九
、
西
吾
妻
ス
キ
ー
ツ
ア
ー

（九
年
二
月
二
十
三
日
）

実
施

コ
ー
ス
・
グ
ラ
ン
デ
コ
ス
キ
ー
場
か
ら
リ
フ
ト
を
利
用
し
て
西
大

顛
～
西
吾
妻
小
舎
～
西
吾
妻
山
頂
～
二
十
日
平
を
経
て
グ
ラ
ン
デ
コ
ス
キ
ー

場

へ
の
滑
降
を
楽
し
ん
だ
。
参
加
者
十
二
名
。
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十
、
そ
の
他

五
十
周
年
記
念
事
業
に
関
わ
る
実
行
委
員
会

・
記
念
誌
編
集
委
員
会
等

を
開
催
し
た

（三
回
出
席
人
員
延
べ
十
九
名
）
。

十

一
、
本
部
諸
会
議

へ
の
出
席

支
部
長
会
議

・
事
務
局
担
当
者
会
議

・
年
次
晩
餐
会

へ
そ
れ
ぞ
れ
出
席

し
た
。
計
七
名
。

附
記そ

れ
ぞ
れ
の
行
事
に
参
加
し
た
人
員
は
、
総
数
で
百
十
数
人
に
な
り
ま

す
が
、
こ
こ
数
年
参
加
人
員
の
大
き
な
増
減
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
目

ま
ぐ
る
し
い
世
の
中
で
す
か
ら
、
お
暇
な
方
は
皆
無
に
ひ
と
し
い
と
思
い

ま
す
。
と
は
言

っ
て
も
日
本
山
岳
会
の
会
員
で
あ
る
か
ら
に
は
、
支
部
の

総
会
や
季
節
ご
と
に
計
画
さ
れ
て
い
る
山
行
行
事

へ
の
参
加
を
是
非
心
掛

け
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
毎
回
毎
度
は
と
て
も
困
難
で
も
、
せ
め
て
、
年

に

一
度
ぐ
ら
い
は
お
付
き
合
い
下
さ
る
よ
う
に
、
こ
の
誌
面
を
借
り
て
支

部
の
方
々
に
お
願
い
し
、
報
告
と
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
（安
藤
　
治
）

越

後

支

部

平
成
八
年
度
、
越
後
支
部
総
会
は
四
月
二
十
日
新
発
田
市
滝
谷
、
農
村

婦
人
の
家
で
開
催
し
た
。
会
員
二
百
六
十
八
名
中
、
出
席
者
十
七
名
、
委

任
百
六
十
二
名
、
平
成
七
年
度
会
計
、
事
業
報
告
、
平
成
八
年
度
事
業
計

画
等
承
認
さ
れ
、
形
通
り
の
総
会
が
終
る
。

越
後
支
部
は
新
潟
県
山
岳
協
会
と
事
業
は

一
緒
で
あ
る

（県
山
協
は
初

代
荻
島
支
部
長
が
組
織
を
作

っ
た
）
立
て
前
は
、
し
な
い
支
部
を
通
し
て

き
た
が
平
成
八
年
度
は
支
部
創
立
五
十
周
年
に
あ
た
り
記
念
事
業
の
提
案

は
万
場

一
致
で
承
認
さ
れ
た
。
総
会
終
了
後
、
支
部
会
員
小
荒
井
実
氏
の

会
津
の
山
を
中
心
に
し
た
蘊
蓄
の
あ
る
ス
ラ
イ
ド
映
写
が
あ
り
、
そ
の
後
、

懇
親
会
と
な
る
。

翌
日
の
親
睦
登
山
は
焼
峰
山

（
一
〇
八
五
肝
）
で
あ
る
。
寒
い
朝
で
小

雨
が
降

っ
て
い
た
。
会
場
か
ら
焼
峰
山
は

一
望
で
き
る
は
ず
だ
が
、
今
朝

は
村
頭
ま
で
ガ
ス
に
被
わ
れ
て
何
も
見
え
な
い
。
山
に
入

っ
た
の
は
十
名

だ

っ
た
が
、
今
冬
は
異
状
な
積
雪
で
、
残
雪
の
状
態
が
悪
く
、
荒
天
の
た

め
断
念
し
て
引
返
し
流
れ
解
散
と
な

っ
た
。

七
月
二
十
五
日
　
第
二
十
九
回
高
頭
祭
。

日
本
山
岳
会
創
立
発
起
人
の

一
人
で
あ
る
高
頭
仁
兵
衛
翁
が
、
十
三
歳

に
し
て
初
登
拝
さ
れ
た
弥
彦
山
山
頂
に
、
昭
和
二
十
五
年
、
翁
の
寿
像
を

建
設
し
て
以
来
高
頭
祭
を
続
け
て
き
た
。
昭
和
二
十
四
年
当
時
の
会
長
武

田
久
吉
先
生
の
寿
像
碑
名
文
版
が
、
心
な
き
者
の
悪
戯
に
よ
り
著
し
く
損

傷
し
て
い
た
。
そ
こ
で
越
後
支
部
創
立
五
十
周
年
に
当
り
、
支
部
会
員
よ

り
浄
財
を
募
り
修
復
を
行

っ
た
。

第
二
十
九
回
高
頭
祭
は
本
部
か
ら
村
木
会
長
を
お
招
き
し
、
弥
彦
神
社

の
神
宮
に
よ
る
御
祓
い
を
受
け
盛
大
な
式
典
を
行
う
。
参
加
者
五
十

一
名
。

九
月
二
十
八
日
～
二
十
九
日
、
越
後
駒
記
念
山
行
。

会
場
は
大
湯
温
泉
村
上
屋
旅
館
、
県
内
外
含
め
七
十
三
名
の
会
員
が
集

っ
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た
。
形
通
り
の
開
会
式
を
終
え
懇
親
会
に
入
る
。
翌
二
十
九
日
は
快
晴
、

絶
好
の
登
山
日
和
で
あ

っ
た
。
健
脚
組
は
越
後
駒

ケ
岳

（
二
〇
〇
二

・

七
屑
）
五
十
四
名
、
ゆ

っ
く
り
組
は
銀
の
道

（
一
二

一
〇
肝
）
十
六
名
、

そ
ろ
そ
ろ
紅
葉
の
は
じ
ま
り
か
け
た
越
路
の
山
を
堪
能
し
た
。
記
念
品
は

越
後
支
部
章
の
裏
面
に
五
十
周
年
記
念
と
年
号
を
刻
印
し
た
ル
ー
プ
タ
イ

で
あ

っ
た
。

十

一
月
十
九
日
～
二
十
三
日
　
創
立
五
十
周
年
記
念
山
岳
写
真
展
。

会
場
、
東
北
電
力
新
潟
支
店
グ
リ
ー
プ
ラ
ザ
。
越
後
の
山
を
中
心
に
格
調

高
い
力
作
六
十
三
点
の
展
示
で
大
好
評
で
あ

っ
た
。

十

一
月
二
十
三
日
　
越
後
支
部
年
次
晩
餐
会
。
　

会
場
、
新
潟
市
東
映

ホ
テ
ル
。
越
後
支
部
創
立
五
十
周
年
記
念
式
典
を
行
う
。
本
部
来
賓
、
重

広
恒
夫
常
任
評
議
員
。
二
十
年
以
上
の
在
籍
者
八
十
七
名
の
表
彰
を
行
い
、

重
広
恒
夫
氏
に
よ
る
記
念
講
演
は
ス
ラ
イ
ド
を
交
え

「
マ
カ
ル
ー
東
稜
登

頂
に
つ
い
て
」
で
あ

っ
た
。
続
い
て
支
部
委
員
、
平
田
大
六
氏
の
藍
綬
褒

章
受
賞
祝
賀
会
を
行
い
、
支
部
名
誉
会
員
望
月
力
氏
の
乾
杯
の
音
頭
で
祝

賀
パ
ー
テ
ィ
ー
と
な
る
。
出
席
者
九
十
二
名
、
会
友
六
名
。

（
五
十
嵐
篤
雄
）

濃
　
支
　
部

昨
、
平
成
八
年
創
立
五
十
周
年
を
迎
え
た
当
支
部
は
、
本
年
四
月
現
在
、

支
部
員
数
百
六
十
七
名

（長
野
県
外
在
住
者
を
含
む
）
を
数
え
る
。

支
部
行
事
は
例
年
通
り
、
四
月
二
十
日
の
通
常
総
会
に
始
ま
り
、
六
月

七
日
～
八
日
の
第
五
十

一
回
ウ

ェ
ス
ト
ン
祭
、
七
月
十
九
日
～
二
十

一
日

の
立
山
に
お
け
る
夏
山
山
行
と
順
調
に
こ
な
し
て
き
て
い
る
。
支
部
会
員

の
地
域
的
、
年
齢
的
構
成
上
、
支
部
主
催
の
山
行
は
、
夏
山
二
泊
、
秋
山

一
泊
、
女
性
交
流
日
帰
り
登
山
、
ス
キ
ー
例
会

一
泊
、
春
山
山
行
二
泊
の

五
回
に
す
ぎ
ず
、
後
は
会
員
相
互
の
個
人
的
山
行
、
お
よ
び
他
の
山
岳
会

の
仲
間
と
の
山
行
に
任
せ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
五
回
の
山
行
で
も
会
員
数
の
増
加
の
わ
り
に
参
加
者
が
年
々

減
少
気
味
な
の
が
気
掛
か
り
で
、
ウ

ェ
ス
ト
ン
祭
の
こ
の
何
年
か
を
見
る

時
、
徳
本
峠
越
え
組
が
三
十
人
以
上
、
総
参
加
者
数
六
十
余
名
を
数
え
る

と
い
う
事
を
思
う
と
少
々
複
雑
な
思
い
を
し
て
い
る
。

登
山
界
の
全
体
的
流
れ
と
し
て
、
若
者
の
山
離
れ
と
、
中
高
年
登
山
者

の
増
加
傾
向
は
顕
著
で
あ
り
、
支
部
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
な
ら

そ
れ
な
り
の
山
の
登
り
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
度
の
支
部
夏
山

山
行
は
、
九
名
の
参
加
で
、
最
高
が
六
十
五
歳
、
最
年
少
が
四
十
四
歳
で
、

平
均
年
齢
五
十
八
歳
と
い
う
構
成
だ

っ
た
が
、
年
齢
の
わ
り
に
は
高
度
で

満
足
度
の
高
い
登
山
が
で
き
た
と
思

っ
て
い
る
。

幸
い
に
、
支
部
会
員
の
大
多
数
は
、
若
い
時
な
ん
ら
か
の
形
で
高
度
な

山
行
を
行

っ
て
き
た
人
達
な
の
で
、
そ
の
知
識
と
技
術
の
貯
え
を
上
手
に

引
出
し
て
、
過
信
は
危
険
だ
が
、
客
観
的
に
自
己
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
な
り
の
登
山
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
里
山
で
も
、

冬
山
ま
た
海
外
の
山
で
も
結
構
、
原
点
に
帰

っ
て
人
そ
れ
ぞ
れ
の
山
を
大
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い
に
登
る
事
を
呼
び
か
け
て
行
き
た
い
と
思
う
。

終
り
に
平
成
八
年
後
半
の
支
部
関
係
行
事
と
し
て
、
七
月
十

一
日
～
十

四
日
、
中
華
民
国
山
岳
協
会
隊
を
、
槍
、
奥
穂
高
岳

へ
案
内
協
力
。
九
月

七
日
～
八
日
、
自
然
保
護
全
国
集
会

（小
谷
温
泉
）
参
加
。
九
月
二
十
八

日
～
二
十
九
日
、
支
部
五
十
周
年
祝
賀
会
お
よ
び
記
念
山
行
。

（
こ
の
事

に
つ
い
て
は

「
山
」
ｍ
六
三
二
に
て
塚
原
総
務
報
告
参
照
）
。
十
月
十
三

日
、
女
性
会
員
交
流
山
行
、
二
月

一
日
～
二
日
ス
キ
ー
例
会
、
等
が
支
部

と
し
て
の
山
行
で
、
二
月
二
十
二
日
か
ら
予
定
し
て
い
た
、
唐
松
岳
で
の

春
山
山
行
が
、
悪
天
候
の
た
め
中
止
に
な

っ
た
の
が
残
念
で
あ

っ
た
。

な
お
、
支
部
五
十
周
年
行
事
の

一
環
と
し
て
、
ウ

ェ
ス
ト
ン
祭
記
念
講

演
集

「
パ
ト
ニ
ー
ヴ

ェ
イ
ル
か
ら
の
風
」
の
出
版
と
、
二
十
六
名
と
い
う

多
く
の
支
部
会
員
諸
氏
の
協
力
に
よ
る
、
五
十
周
年
記
念
特
集
号
の
支
部

報
、
お
よ
び
会
員
名
簿
の
刊
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
（金
子
丞
二
）

梨
　
支
　
部

一
九
九
七
年
、
支
部
の
年
明
け
は
、
二
月
二
日
の
古
名
屋
ホ
テ
ル
で
の

新
春
懇
親
会
か
ら
始
ま

っ
た
。
三
十
余
名
の
支
部
員
に
加
え
、
本
部
か
ら

中
村
純
二
副
会
長
御
夫
妻
と
、
世
界
の
山
々
を

ユ
ニ
ー
ク
な
描
画
で
紹
介

し
て
お
い
で
の
牧
潤

一
会
員
を
迎
え
た
。
古
屋
学
而
支
部
長
の
年
頭
の
抱

負
、
新
入
会
員
の
紹
介
が
続
い
た
。
中
村
副
会
長
か
ら
は
、
自
然
保
護
の

観
点
か
ら
話
を
進
め
、
自
然
に
や
さ
し
い
ヤ
シ
油
を
原
料
と
し
た
洗
剤
、

セ
ッ
ケ
ン
の
サ
ン
プ
ル
が
配
ら
れ
た
。
牧
会
員
は
、
例
に
よ
り
軽
妙
な
語

り
口
で
笑
い
を
誘
い
、
プ
ロ
級
の
ハ
ー
モ
ニ
カ
独
奏
を
披
露
。
デ
ザ
ー
ト

に
鈴
木
勝
彦
会
員
手
作
り
の
フ
ル
ー
ツ
ケ
ー
キ
が
供
さ
れ
た
。

四
月
二
十
日
、
支
部
協
賛
行
事
の
、
深
田
久
弥
先
生
を
し
の
ぶ
深
田
祭

が
、
韮
崎
市
の
深
田
公
園
の
文
学
碑
前
で
開
か
れ
た
。
本
年
は
先
生
の
出

身
地
、
石
川
県
加
賀
市
か
ら
七
十
名
も
の
参
加
が
あ
り
、
約
百
五
十
人
が

茅
ケ
岳

へ
記
念
登
山
を
行

っ
た
。

定
期
総
会
を
四
月
二
十
六
日
、
甲
府
市
民
会
館
に
て
開
催
。
役
員
改
選

の
年
に
あ
た
り
、
古
屋
支
部
長
が
再
任
。
長
年
事
務
局
を
担
当
し
た
遠
藤

靖
彦
会
員
か
ら
小
宮
山
稔
会
員
に
代
わ
り
、
委
員
の
若
干
が
入
れ
替
わ

っ

た
。こ

れ
に
先
だ

っ
て
行
わ
れ
た

一
昨
年
か
ら
続
い
て
い
る

「南
ア
ル
プ
ス

の
山
岳
環
境
と
登
山
の
将
来
像
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
五
回
日
と
な

っ
た
。

内
藤
順
造

・
深
沢
健
三

・
中
島
雄
三
の
二
会
員
が
中
心
と
な
り
、
「
地
元

岳
人
と
し
て
で
き
る
こ
と
」
「行
政
施
策

へ
の
提
言
」
と
し
て
ま
と
め
、

近
く
山
梨
県
に
対
し
て
提
言
す
べ
く
準
備
中
で
あ
る
。
ま
た
、
山
梨
県
の

任
命
を
受
け
て
い
る
自
然
監
視
員
、
山
岳
レ
イ
ン
ジ
ャ
ー
な
ど
に
も
、
多

数
の
支
部
員
を
送
り
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
少
し
で
も
自
然
保

護
に
役
立

っ
て
い
こ
う
と
改
め
て
誓
い
合

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
月
二
十
四
～
二
十
五
日
は
、
第
二
十
五
回
木
暮
理
太
郎
翁
碑
前
懇
親

会
が
、
金
山
平
で
行
わ
れ
た
。
今
年
も
常
連
の
他
、
地
元
須
玉
町
出
身
の
　
９３

有
井
琢
麿
会
員
も
姿
を
見
せ
た
。
五
十
名
を
こ
え
る
参
加
者
で
大
盛
会
。



こ
の
日
の
た
め
堀
口
丈
夫

・
今
井
洋
地
両
会
員
が
釣

っ
て
き
た
ヤ
マ
メ

・

イ
ワ
ナ

・
ア
ユ
な
ど
は
、
遠
火
で
焼
き
あ
げ
骨
酒
と
し
て
、
山
菜
料
理
の

宴
会
に
花
を
そ
え
た
。
翌
日
は
、
前
日
の
ど
し
ゃ
ぶ
り
の
雨
に
か
わ
り
五

月
晴
れ
。
山
本
稔
会
員
の
先
導
の
も
と
、
黒
富
士
に
二
十
五
名
が
記
念
登

頂
し
た
。
木
暮
元
会
長
が
亡
く
な
り
既
に
五
十
三
年
、
会
長
を
知
る
方
も

少
な
く
な

っ
た
。
今
年
の
記
念
閑
話
を
、
川
崎
精
雄
、
神
谷
恭
平
の
お
二

人
の
会
員
に
お
願
い
し
た
。

本
年
は
、
山
梨
支
部
発
足
五
十
周
年
記
念
の
年
。
記
念
事
業
の

一
環
と

し
て
、
さ
き
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
討
論

・
経
過
を
ま
と
め
、
資
料
集
の
発

行
を
予
定
し
て
い
る
。
ま
た
記
念
集
会
を
、
十

一
月
十
五
日
～
十
六
日
、

勝
沼
町
ぶ
ど
う
の
丘
を
会
場
と
し
て
開
く
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
。
支
部

員
も
九
十
名
を
越
え
る
と
、
日
頃
の
交
流
に
欠
け
る
面
が
で
る
。
こ
の
機

会
を
通
し
て
、
本
部

・
近
隣
支
部
と
も
連
携
し
、
よ
り
濃
密
な
ク
ラ
ブ
ラ

イ
フ
を
楽
し
み
た
い
と
願

っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（坂
本
　
桂
）

海
　
支
　
部

平
成
九
年
度
の
支
部
総
会
が
、
五
月
十
日
開
催
さ
れ
た
。
先
ず
、
平
成

八
年
度
の
事
業
報
告
並
び
に
決
算
報
告
が
上
程
さ
れ
、
万
場

一
致
で
承
認

さ
れ
た
。
主
な
も
の
を
上
げ
て
み
る
と
、
春
、
秋
の
中
高
年
を
対
象
と
し

た
二

つ
の
登
山
教
室
、
笠
ケ
岳
の
夏
山
山
行
、
秋
に
は
全
国
支
部
懇
談
会

の
主
管
、
伊
吹
山
播
隆
祭
の
主
催
な
ど
大
き
な
行
事
が
続
い
た
。

出
版
事
業
で
は
、
支
部
報
を
四
回
発
行
、
東
海
山
岳
の
七
号
を
発
刊
し

た
。
海
外
登
山
は
、
昨
年
度

（平
成
七
年
）
か
ら
の
継
続
事
業
で
あ

っ
た

環
太
平
洋

一
周
環
境
調
査
登
山
が
終
了
し
、
十
七
ケ
国
、
三
十
三
山
の
登

山
記
録
と
環
境
調
査
結
果
が
、
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
こ
の
秋
発
刊
さ
れ
る
。

も
う

一
つ
の
ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰
は
、
山
崎
、
松
岡
の
両
名
に
よ

っ
て
、
見
事

初
登
頂
の
栄
冠
を
勝
ち
得
た
が
、
下
山
後
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
山
崎
が
急
な
病
で

命
を
陥
す
と
い
う
、
悲
し
い
結
末
に
な

っ
た
。

続
い
て
、
平
成
九
年
度
の
事
業
計
画
、
予
算
案
が
提
出
さ
れ
承
認
さ
れ

た
。
平
成
九
年
度
の
主
な
事
業
計
画
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
春
、
秋
三

回
の
登
山
教
室
の
開
催
、
支
部
創
始
者
の

一
人
で
あ
る
石
岡
先
生
の
屏
風

岩
登
攀
五
十
周
年
を
記
念
す
る
集
い
、
日
本
山
岳
会
の
自
然
保
護
大
会
と

で
も
い
え
る
自
然
保
護
全
国
集
会
の
主
管
、
今
年
で
三
回
目
を
迎
え
る
秋

の
伊
吹
山
播
隆
祭
、
第
六
回
東
海
岳
人
写
真
展
の
開
催
な
ど
盛
り
沢
山
の

事
業
計
画
で
あ
る
。

そ
の
他
、
毎
月
行
わ
れ
る
月
例
山
行
、
新
年
会
、
ス
キ
ー
大
会
な
ど
例

年
恒
例
の
行
事
も
行
わ
れ
る
。
今
年
の
夏
山
は
、
立
山
の
大
日
岳
が
選
ば

れ
、
四
十
名
程
の
参
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
支
部
報
は
、
年
四

回
の
発
行
を
予
定
し
て
い
る
。

今
年
度
の
支
部
の
海
外
登
山
は
、
二
つ
計
画
さ
れ
て
い
る
。　
一
つ
は
、

イ
ン
ド
ヒ
マ
ラ
ヤ

・
チ
ャ
ル
ン
峰
登
山
隊
で
あ
る
。
チ
ャ
ル
ン
峰
は
、
近

年
開
放
さ
れ
た
地
域
で
未
踏
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
Ｋ
２
で
あ
る
。
西

稜
か
ら
西
壁

へ
抜
け
る
新
ル
ー
ト

ヘ
の
挑
戦
で
あ
る
。
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両
登
山
隊
は
、
幸
な
こ
と
に
、
こ
の
原
稿
の
〆
切
直
前
に
登
頂
成
功
の

報
が
飛
び
込
み
、
成
功
の
報
告
が
で
き
る
こ
と
を
喜
び
た
い
。
し
か
し
、

誠
に
残
念
な
こ
と
に
、
Ｋ
２
隊
出
発
直
前
の
五
月
五
日
に
、
Ｋ
２
の
隊
長

で
支
部
の
副
支
部
長
で
あ

っ
た
徳
島
和
男
を
穂
高
で
雪
崩
で
失
く
し
て
し

ま

っ
た
。
昨
年
の
ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
の
山
崎
に
続
く
事
故
で
、
山
登
り
の
厳
し

い

一
面
を
見
せ

つ
け
ら
れ
る
思
い
が
し
た
。
な
お
さ
ら
山
崎
、
徳
島
の
た

め
に
も
是
非
Ｋ
２
を
陥
し
て
も
ら
い
た
か

っ
た
が
、
そ
の
思
い
は
通
じ
、

見
事
新
ル
ー
ト
か
ら
の
登
頂
を
果
た
し
、
や

っ
と
支
部
内
に
笑
顔
が
戻

っ

た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（小
川
　
繁
）

阜
　
支
　
部

平
成
八
年
度
末
の
岐
阜
支
部
会
員
は
、
百
五
十
五
名

（会
員
八
十
九
名

・

会
友
六
十
六
名
）
で
あ
る
。
委
員
会
を
年
八
回
ほ
ど
開
催
し
、
支
部
活
動

の
年
間
事
業
計
画
や
事
業
を
具
体
的
に
企
画
し
、
懇
親
山
行
、
現
地
小
集

会
山
行
、
山
岳
講
演
会
、
新
年
会
、
そ
し
て
、
会
報

「岐
阜
山
岳
」
の
発

行
な
ど
高
木
碕
男
支
部
長
を
チ
ー
フ
に
、
委
員
十
六
名
が
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー

と
な

っ
て
、
支
部
活
動
を
運
営
し
て
い
る
。
平
成
八
年
度
の
主
な
事
業
は
、

詞
　

次
の
通
り
で
あ

っ
た
。

だ
　

　

四
月
　
平
成
七
年
十

一
月
に
、

エ
ベ
レ
ス
ト
山
系
ゴ
ー
キ

ョ
ー
峰
近
く

螂
　

の
山
小
屋
で
雪
崩
に
あ
い
、
遭
難
死
し
た
石
井
恵
美
子
会
員
を
偲
ん
で
、

兼
ね
て
所
属
し
て
い
た
科
学
委
員
会
と
合
同
で
、
有
志
六
十
六
名
が
集
い
、

久
瀬
村
小
津
権
現
山

（
一
一
五
七
肝
）

へ
追
悼
登
山
を
行

っ
た
。
頂
上
で

は
、
彼
女
の
お
は
こ

「坊
が
づ
る
讃
歌
」
を
全
員
で
合
唱
し
、
故
人
の
冥

福
を
祈

っ
た
。

六
月
　
支
部
総
会
　
奥
飛
騨

・
神
岡
町
の
夕
焼
け
の
宿

「宋
五
郎
」
で
、

平
成
八
年
度
支
部
総
会
を
会
員
五
十
五
人
が
出
席
し
て
開
催
し
た
。
は
じ

め
に
、
高
木
支
部
長
か
ら
、
「昨
年
は
、
日
本
山
岳
会
創
立
九
十
周
年

の

記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
た
。
今
年
は
、
百
周
年
に
向
け
て
そ
の
初
年
度
で

あ
る
。
支
部
組
織
の
強
化
と
活
動
の
充
実
を
図
る
と
共
に
、
私
達
の
後
輩

へ
自
然
の
ま
ま
の
山
を
残
し
、
よ
い
山
登
り
を
伝
え
た
い
」
と
、
挨
拶
が

あ

っ
た
。
そ
し
て
、
文
化
会
、
会
報
の
係
な
ど
を
新
し
く
設
け
て
組
織
を

強
化
し
た
、
こ
う
し
て
、
平
成
八
年
度
事
業
計
画
な
ど
六
議
案
を
原
案
通

り
承
認
し
た
。

六
月
　
春
季
懇
親
山
行
　
今
年
の
年
号
と
同
じ
標
高
の
寺
地
山

（
一
九

九
六
屑
）

へ
、
神
岡
町
役
場
職
員
中
野
正

一
さ
ん
の
案
内
で
、
飛
越
新
道

か
ら
、
六
十
八
人
の
大
所
帯
で
、
残
雪
の
春
山
を
堪
能
し
て
登

っ
た
。
頂

上
か
ら
は
、
北
ノ
俣
岳
、
薬
師
岳
な
ど
四
方
の
景
色
を
眺
望
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

七
月
　
中
華
民
国
山
岳
協
会
訪
日
友
好
登
山
隊
四
十
名
が
来
日
し
、
槍

・

穂
高
岳

へ
登
山
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
薬
祀
柴
会
長
ら
五
名
が
岐
阜
支
部

へ

立
ち
寄

っ
て
い
た
だ
き
、
友
好
の
深
い
小
倉
大
垣
市
長
を
表
敬
訪
問
し
て

い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
、
岐
阜
支
部
会
員
と
乗
鞍
岳

へ
親
善
登
山
の
後
、

岐
阜
支
部
主
催
の
歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
関
係
者
五
十
人
が
参
加
し
て
開
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催
し
、
両
国
の
友
好
と
親
善
を
深
め
た
。

八
月
　
オ
ト
ゴ
ン
テ
ン
ゲ
ル
峰
海
外
遠
征
登
山
　
高
木
碕
男
隊
長
以
下

三
十
名

（岐
阜

・
山
梨
支
部
合
同
）
は
、
二
日
か
ら
十

一
日
に
か
け
て
、

モ
ン
ゴ
ル
ヘ
遠
征
し
、
オ
ト
ゴ
ン
テ
ン
ゲ
ル
峰

（四
〇
三

一
屑
）

へ
登
山

し
た
。

十
月
　
秋
季
懇
親
山
行
　
裏
木
曽
県
立
自
然
公
園
内
の
奥
三
界
山

（
一

八

一
〇
屑
）

へ
、
四
十
六
名
が
登
山
し
た
。
頂
上
近
く
の
鏡
池
は
、
紅
葉

を
水
面
い
っ
ぱ
い
に
映
し
静
ま
り
か
え

っ
て
い
た
。

十

一
月
　
山
岳
講
演
会
と
山
行
　
講
師
に
常
任
評
議
員
神
崎
忠
男
会
員

を
招
い
て
、
「第

一
・
第
二
の
極
地
」
を
テ
ー
マ
に
、
岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
講
演
会
を
開
催
し
た
。
会
場

へ
は
、
会
員
の
他

一
般

の
方
々
も
交
え
、
百
余
名
が
聴
講
し
盛
会
で
あ

っ
た
。
翌
日
、
春
日
村
の

長
者
の
里
か
ら
、
神
崎
講
師
と
共
に
会
員
二
十
六
名
が
参
加
し
て
、
貝
月

山

（
一
二
三
四
肝
）

へ
登
山
し
た
。

一
月
　
岐
阜
長
良
川
会
館
に
お
い
て
、
会
員
二
十
六
名
が
参
加
し
新
年

会
を
行
い
懇
親
し
た
。

こ
の
間
機
関
誌

「岐
阜
山
岳
」
第
二
十
六
号

・
第
二
十
七
号
を
発
刊
し
、

今
年
度
の
主
な
事
業
を
終
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（清
水
芳
彦
）

都
　
支
　
部

京
都
支
部
は
、
昭
和
六
十

一
年
二
月
に
第
十
二
代
会
長
の
故
今
西
錦
司

先
生
の
お
声
掛
か
り
で
咀
颯
の
声
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
発
足
当
時

八
十
数
名
で
あ

っ
た
会
員
数
は
、
平
成
九
年
五
月
十
七
日
現
在
で
二
百
五

十
八
名
を
数
え
、
今
や
越
後
支
部
に
並
ぶ
大
所
帯
の
支
部
に
成
長
し
た
。

平
成
九
年
度
は
、
長
年
当
支
部
を
統
括
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
斎
藤
惇
生
支

部
長
が
会
長
に
就
任
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
大
幅
な
役
員
改
選
が
行
わ

れ
、
現
在
支
部
役
員
は
、
酒
井
敏
明
支
部
長
を
筆
頭
に
二
十
九
名
で
、
毎

月
第

一
水
曜
日
に
委
員
会
を
開
催
し
て
い
る
。
因
み
に
斎
藤
前
支
部
長
は

顧
間
と
し
て
、
適
宜
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し
て
い
る
。
第
十
二
回
総
会

は
、
四
月
十
六
日
夕
刻
、
京
大
会
館
で
行
わ
れ
た
。
例
年
通
り
、
前
年
度

の
事
業
報
告

・
会
計
報
告

・
会
計
監
査
報
告
お
よ
び
今
年
度
の
事
業
計
画

・

予
算
案
の
審
議
等
が
な
さ
れ
た
後
、
支
部
長
交
代
の
案
件
が
提
出
さ
れ
、

満
場

一
致
で
承
認
を
得
た
。
酒
井
新
支
部
長
か
ら

「豊
か
な
山
登
り
を
し
、

一
人
で
も
多
く
の
方
々
が
山
行
や
支
部
の
事
業
に
参
加
さ
れ
る
よ
う
期
待

す
る
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
ぁ
り
、
新
委
員
の
紹
介
で
閉
会
と
な

っ
た
。

な
お
引
き
続
き
記
念
講
演
会
が
開
催
さ
れ
、
本
年
度
は
映
像
作
家
の
中
村

進
氏
に

「創
造
さ
れ
る
自
然
、
そ
し
て
人
間

・
南
極
点
ス
キ
ー
マ
ラ
ソ
ン

の
旅
を
終
え
て
…
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
話
を
し
て
頂
い
た
。

さ
て
支
部
の
最
近
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
主
体

を
成
す
の
は
や
は
り
山
行
で
あ
る
が
、
京
都
府
下
に
は
千
屑
を
越
す
山
は

な
い
。
し
か
し
京
都
市
は
三
方
が
山
に
囲
ま
れ
、
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
は

こ
と
欠
か
な
い
。
し
か
も
北
方
に
は
所
謂

「京
都
北
山
」
の
重
畳
と
し
た

山
波
が
日
本
海
ま
で
続
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
人
跡
稀
な
ヤ
ブ
山

196



で
あ
り
、
低
山
と
い
っ
て
も
正
確
に
踏
破
す
る
に
は
慎
重
な
判
断
力
と
高

度
な
読
図
力
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
こ
に
京
都
支
部
な
ら
で
は
の
、
山
行
の

楽
し
さ
が
存
在
す
る
。
「京
都
支
部
ら
し
い
山
登
り
を
」
を
モ
ッ
ト
ー
に

過
去
に

「山
城
三
十
山
」
登
山
に
取
り
組
ん
だ
事
が
あ
る
が
、
そ
の
後
京

都
支
部
十
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
山
城

・
丹
波
の
国
界
で
あ
る

所
謂

「城
丹
国
境
」
百
キ
ロ屑
の
踏
破
を
、
毎
月

一
回
ず
つ
計
十

一
回
に
分

割
し
て
実
施
し
、
今
年
四
月
に
終
了
し
た
。
こ
の
山
行
の
詳
細
は
、
現
在

作
成
中
の

『十
周
年
記
念
誌
』
に
他
の
記
事
と
共
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で

あ
る
。
な
お
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
続
く
も
の
と
し
て
、
山
城

・
近
江
の
国
界
、

す
な
わ
ち

「城
江
国
境
」
踏
破
に
本
年
四
月
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ

れ
は
来
年
四
月
ま
で
十
二
回
に
分
け
て
実
施
さ
れ
る
。

そ
の
他
、
山
行
と
し
て
は
、
年
四
回
春
夏
秋
冬
に
実
施
す
る

「
四
季
の

例
会
」
を
始
め
、
早
春
の
花
観
賞
山
行

（藤
原
岳
）
、

ス
ケ
ッ
チ
山
行

（八
ケ
岳
／
宮
田
高
原
）
、
初
夏
の
月
と
火
星
を
見
る
会

（霊
仙
山
）
、
お

月
見
山
行

（太
鼓
山
～
依
遅
ケ
尾
山
）
、
ワ
カ
ン
山
行

（皆
子
山
）、
山
ス

キ
ー
山
行

（頭
巾
山
）、
岐
阜
支
部
と
の
合
同
山
行
、
雪
上
技
術
講
習
会

（岳
沢
）
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
企
画
が
実
施
ま
た
は
予
定
さ
れ
て
い

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（若
林
忠
男
）

井
　
支
　
部

福
井
支
部
の
創
立
は
平
成
三
年
十

一
月
。
間
も
な
く
六
周
年
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
る
。

現
在
、
私

（宮
本
）
の
自
宅
を
事
務
局
と
例
会
場
と
し
て
運
営
。
私
達

老
夫
婦
の
居
室
は
、
車
庫
の
三
階
部
分
で
玄
関
は
専
用
と
な

っ
て
お
り
、

会
員
は
気
兼
な
く
使
用
で
き
る
。
ま
た
、
私
の
山
の
蔵
書
も
自
由
に
閲
覧

で
き
、

コ
ピ
ー
機
で
複
写
も
可
能
。
支
部
の
他
福
井
山
岳
会
、
福
井
く
ろ

ゆ
リ
ク
ラ
ブ
、
福
井
岳
連
な
ど
の
人
達
が
何
ら
か
の
形
で
集
ま
り
、
山
の

情
報
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
。

さ
て
平
成
八
年
度
の
事
業
に
つ
き
、
概
要
を
記
す
。

四
月
十
七
日
、
支
部
例
会
場
で
午
後
六
時
か
ら
支
部
会
員
三
十
三
名
の

参
加
を
得
て
支
部
総
会
及
び
懇
親
会
を
開
催
。
な
ご
や
か
な

一
刻
を
過
ご

し
た
。

五
月
二
十
五
日
～
二
十
六
日
、
北
陸
三
県
合
同
現
地
集
会
が
富
山
支
部

主
管
の
も
と
開
催
さ
れ
、
福
井
支
部
か
ら
十
名
の
会
員
が
参
加
し
た
。

八
月
十

一
日
～
十
二
日
、
九
十
六
年
度
夏
休
み
親
子
白
山
登
山
、
福
井

新
聞
社

・
Ｆ
ｏ
Ｂ
ｏ
Ｃ
と
共
催
し
、
支
部
会
員
共
々
百
五
十
七
名
の
参
加

を
み
て
親
子
共
々
、
自
山
の
大
自
然
の
中
で
の
触
れ
あ
い
と
な
り
、
意
義

深
い
事
業
と
な

っ
た
。
毎
年
開
催
し
て
ほ
し
い
旨
参
加
者
か
ら
依
頼
さ
れ

た
。十

月
五
日
～
六
日

（東
海
支
部
主
管
）
、
全
国
支
部
懇
談
会
が
鳳
来
寺

山
で
開
催
さ
れ
支
部
か
ら
二
名
が
参
加
し
た
。

そ
の
他
　
毎
年

一
回
例
会
山
行
を
行
な

っ
て
い
る
。

な
お
北
海
道
の
山

へ
毎
年
七
月
十
五
日
前
後
に
山
行
を
計
画
し
実
行
し

支 部 だ よ り

197

ヨ

ヨ

E

引



て
い
る
が
、
九
十
六
年
度
は
六
名
が
参
加
し
、
層
雲
峡
か
ら
大
雪
山
、
ト

ム
ラ
ウ
シ
を
縦
走
。
黒
岳
で
岐
阜
支
部
の
藤
井
会
員
と
逢
い
そ
の
あ
と
同

行
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
は
日
本
山
岳
会
員
と
い
う
つ
な
が
り
と
し
て

意
味
が
大
き
い
。
福
井
支
部
と
し
て
は
、
冬
の
行
事
と
し
て
山
ス
キ
ー
の

た
め
の
ス
キ
ー
教
室
を
開
催
し
、
二
月
か
ら
の
山
ス
キ
ー
に
備
え
て
い
る
。

（宮
本
数
男
）

西
　
支
　
部

従
来
、
関
西
支
部
の
蔵
書
は
、
元
会
長
今
西
寿
雄
氏
の
今
西
組
の

一
室

を
、
図
書
室
と
し
て
使
用
さ
せ
て
戴
い
て
お
り
ま
し
た
。
本
年
、
今
西
組

移
転
に
伴
い
、
図
書
室
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
種
々
対
策
を
考
慮
し
て
き

ま
し
た
が
、
結
論
と
し
て
、
新
今
西
組
社
屋
に
書
庫
を
設
置
し
て
下
さ
る

こ
と
と
な
り
、
保
管
の
心
配
は
無
く
な
り
ま
し
た
。
七
月
十
六
日
、
新
社

屋
落
成
の
後
、
八
月
九
日
、
既
に
移
動
搬
入
し
て
い
た
だ
い
た
蔵
書
と
、

浅
野
支
部
評
議
員
の
自
宅
に
保
管
し
て
も
ら

っ
て
い
た
蔵
書
を
合
わ
せ
て
、

支
部
委
員
に
よ

っ
て
保
管
庫
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
、
肩
の
荷
が
下
り

ま
し
た
。

書
庫
は
社
屋
の
八
階
に
あ
り
、
向
か
い
合
わ
せ
に
床
か
ら
天
丼
ま
で
の

片
側
六
面
の
ロ
ッ
カ
ー
が
並
ん
で
お
り
、
中
段
が
ガ
ラ
ス
戸
の
非
常
に
ス
ッ

キ
リ
し
て
効
率
的
で
、
収
容
能
力
の
大
き
い
も
の
で
す
。

収
容
し
た
蔵
書
は
、
関
西
支
部
創
設
当
時
か
ら
の
種
々
の
書
籍
、
部
報

類
を
始
め
と
し
て
、
今
西
氏
個
人
の
蔵
書
の

一
部
と
し
て
の
今
西
文
庫
。

亡
く
な
ら
れ
た
二
木
氏
と
梶
本
氏
の
提
供
に
よ
る
、
二
本
文
庫
と
梶
本
文

庫
。
そ
れ
に
関
西
支
部
報
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
類
等
々
数
千
冊
。
最
初
、

書
庫
の
前
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
段
ボ
ー
ル
箱
を
見
た
と
き
、
こ
れ
が
入
り

き
る
か
と
心
配
し
た
の
で
す
が
、
案
外
に
収
容
能
力
が
大
き
い
の
と
、
整

理
し
た
委
員
の
努
力
に
よ

っ
て
、
ま
だ
余
力
が
あ
る
状
態
と
な
り
ま
し
た
。

書
庫
の
横
は
、
社
員
の
方
の
休
憩
室
兼
食
堂
と
な

っ
て
い
て
、
総
務
部
長

の
お
心
遣
い
で
用
意
し
て
戴
い
た
冷
蔵
庫
の
ビ
ー
ル
を
、
わ
れ
わ
れ
も
思

う
存
分
戴
い
て
、
書
庫
の
開
設
を
祝
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
元
会
長
今
西
氏
の
ご
意
向
、
今
西
夫
人
の
お
力
添
え
、
そ
し

て
現
今
西
社
長
の
ご
理
解
と
中
村
総
務
部
長
を
始
め
と
す
る
皆
様
の
ご
努

力
に
よ

っ
て
実
現
し
た
も
の
で
、
支
部
と
し
て
言
い
尽
く
せ
な
い
感
謝
を

こ
の
方
々
に
捧
げ
る
と
共
に
、
蔵
書
に
つ
い
て
ご
心
配
戴
い
た
日
本
山
岳

会
の
皆
様
に
ご
報
告
す
る
次
第
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
（阿
部
和
行
）

本
会
永
年
会
員

・
片
山
英

一
氏
が
、
十
五
年
に
わ
た

っ
て
撮
り
続
け
た

ヵ
メ
ラ
紀
行

「私
の
ブ
ー
タ
ン
」
が
自
費
出
版
さ
れ
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
見
た
い
と
の
夢
が
募
り
、
プ
ー
タ
ン
ヘ
蝶
の
採
集
に

行
く
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
の
は

一
九
七
九
年
春
、
以
来
、
九
四
年
ま
で
七

回
の
訪
間
、
ブ
ー
タ
ン
街
道
七
百
三
十
キ

ロを
西
か
ら
東

へ
旅
を
重
ね
た
。

緑
豊
か
な
山
麓
と
眼
前
に
広
が
る
雄
大
な
景
色
、
美
し
い
寺
院

・
穏
や
か

な
人
柄
な
ど
、
プ
ー
タ
ン
の
貴
重
な
風
景
と
民
族
資
料
が
千
三
百
点
の
写
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真
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
平
成
九
年
七
月
六
日
、
神
戸
メ
リ
ケ
ン
パ
ー
ク
オ
リ
エ
ン
タ
ル

ホ
テ
ル
で
出
版
記
念
祝
賀
会
が
開
か
れ
、
片
山
氏
所
属
の
各
会
か
ら
百
七

十
五
名
の
多
数
の
方
々
が
お
祝
い
に
駆
け
付
け
、
盛
大
な
祝
賀
会
と
な

っ

た
。
出
席
者

一
同
か
ら
、
記
念
品
と
し
て
ブ
ナ
の
苗
木
が
贈
ら
れ
た
。
片

山
氏
が
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
と
さ
れ
て
い
る

「
ブ
ナ
を
植
え
る
会
」

へ
の
、

出
席
者

一
同
の
ご
理
解
あ
る
ご
援
助
で
あ
る
。
　
　
　
　
（桑
田
　
結
）

陰
　
支
　
部

平
成
九
年
度
の
第
四
十
八
回
総
会
を
四
月
十
二
日

（土
）
に
米
子
国
際

ホ
テ
ル
に
お
い
て
盛
大
に
開
催
し
、
八
年
度
の
事
業
報
告
と
会
計
報
告
の

承
認
に
引
き
続
き
、
今
年
度
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
協
議
を
行

っ
た
。
結

果
、
二
年
後
の

一
九
九
九
年
に
山
陰
支
部
創
立
五
十
周
年
を
迎
え
る
こ
と

か
ら
、
次
の
記
念
事
業
の
方
針
を
定
め
活
動
を
開
始
し
た
。

∧
山
陰
支
部
創
立
五
十
周
年
記
念
の
主
な
事
業
計
画
∨

・
記
念
登
山
の
実
施

支
部
会
員
全
員
で
海
外
登
山
を
ヒ
マ
ラ
ヤ
方
面
で
展
開
す
る
こ
と
と
し
、

動
　

海
外
登
山
研
究
委
員
会
を
中
心
に
五
〇
〇
〇
ド
川級
以
上
の
登
山
を
目
標
に

だ
　

山
の
選
定
、
サ
ポ
ー
ト
隊
を
か
ね
た
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
調
査
研
究

部
　

を
行
い
具
体
化
す
る
。

支

・
記
念
誌
と
図
書
の
発
行

十
年
ご
と
に
支
部
の
記
録
を
ま
と
め
た
五
十
周
年
記
念
誌
の
発
行
と
合

わ
せ
、
山
陰
の
山
研
究
委
員
会
、
自
然
保
護
委
員
会
、
未
知
の
滝
調
査
委

員
会
を
中
心
に
、
鳥
取
県
に
隣
接
す
る
島
根
県

・
広
島
県

・
岡
山
県

・
兵

庫
県
の
県
境
の
山
約
七
十
座
を
選
び
、
山

へ
の
想
い
、
山
頂

（県
境
）
か

ら
の
眺
め
、
歴
史
、
植
物
、
動
物
、
伝
承
、
登
山
道
で
の
景
色
の
ほ
か
、

国
土
地
理
院
発
行
の
地
図
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
未
知
の
滝
を
調
査
し
、

四
十
周
年
記
念
事
業
で
出
版
し
た

「山
陰
の
百
山
」
に
引
き
続
く
図
書
の

発
行
を
予
定
し
て
行
動
を
開
始
す
る
。

・
記
念
展
の
開
催

支
部
会
員
お
よ
び
友
の
会
員
を
中
心
に
し
た
山
の
写
真

・
風
景
画
な
ど

の
展
示
会
を
開
催
す
る
た
め
、
作
品
の
準
備
を
進
め
る
。

・
祝
賀
会
の
開
催

記
念
登
山
終
了
後
、
登
山
基
地
と
な
る
カ
ト
マ
ン
ズ
に
お
い
て
、
支
部

創
立
五
十
周
年
記
念
祝
賀
会
を
行
う
こ
と
と
し
、
渡
航
手
続
き
お
よ
び
費

用
等
の
準
備
に
着
手
す
る
。

こ
の
よ
う
に
平
成
九
年
度
は
、
支
部
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業
の
準
備

を
中
心
に
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
そ
の
他
自
然
保
護

へ
の

取
り
組
み
と
し
て
、
自
然
保
護
委
員
会
を
中
心
に
、
大
山
山
頂
の
草
地
崩

落
防
止
対
策
で
行
わ
れ
て
い
る
。
「
一
木

一
石
運
動
」

へ
の
協
力
、
大
山

山
麓
の

一
斉
清
掃

へ
の
参
加
な
ど
行

っ
て
い
る
。

ま
た
恒
例
行
事
と
な

っ
て
い
る
友
の
会
と
の
県
外
の
山
歩
き
を
、
南
ア

ル
プ
ス
北
部
に
そ
び
え
る
自
峰
三
山
の
主
峰
北
岳
と
、
中
里
介
山
の
名
作
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「大
菩
薩
峠
」
の
舞
台
と
な

っ
た
深
田
百
名
山
の
大
菩
薩
嶺
、
奥
秩
父
に

く
い
込
む
笛
吹
川
の
西
沢
渓
谷
探
訪
を
、
大
型
バ
ス
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て

四
日
間
の
日
程
で
実
施
し
た
り
、
秋
の
紅
葉
狩
り
山
行
や
、
米
子
空
港
か

ら
札
幌
空
港

へ
の
直
行
便
の
開
設
に
よ
り
、
近
く
な

っ
た
北
海
道
の
山
々

へ
の
個
人
山
行
な
ど
、
積
極
的
に
支
部
活
動
を
行

っ
て
い
る
。

支
部
活
動
を
進
め
て
行
く
う
え
で
の
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
全
国
支

部
最
小
の
会
員
数
で
ま
と
ま
り
良
い
反
面
、
他
支
部
同
様
会
員
の
高
齢
化

の
進
む
中
に
あ

っ
て
、
会
員
の
増
加
と
若
返
り
が
大
き
な
問
題
と
な

っ
て

い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（中
井
俊

一
）

岡
　
支
　
部

平
成
八
年
五
月
の
支
部
総
会
で
吉
村
支
部
長
の
任
期
満
了
に
伴
い
新
し

く
松
本
支
部
長
を
選
任
し
、
事
務
局
を
北
九
州
市
か
ら
福
岡
市
に
変
更
し

た
。八

月
支
部
役
員
会
を
開
催
し
、
支
部
長
か
ら
支
部
運
営
に
つ
い
て
の
態

度
表
明
と
そ
れ
に
沿

っ
た
八
年
度
事
業
計
画
を
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。

一
、
九
州
四
支
部
親
睦
登
山
と
自
然
保
護
集
会
を
併
せ
て
の
開
催

二
、
岳
人
の
集
い
の
開
催

三
、
支
部
報
の
発
行

従
来
取
り
組
ん
で
き
た
月
例
登
山
に
つ
い
て
は
、
会
員
個
々
人
に
つ
い

て
は
、
所
属
す
る
山
岳
会
等
で
、
ま
た
会
員
同
志
で
登
山
を
行

っ
て
お
り

支
部
と
し
て
あ
え
て
取
り
組
む
必
要
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
原
則
と
し

て
実
施
し
な
い
こ
と
に
し
た
。

事
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
十

一
月
九
日

（土
）
久
留
米
市
の
ホ

テ
ル
で
福
岡
県
山
岳
連
盟
と
共
催
し
て

「岳
人
の
集
い
」
を
開
催
し
た
。

こ
の
集
い
は
平
成
元
年
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
も
の
で
、
所
属
す
る
団
体

・

機
関
を
越
え
て
山
に
志
す
者
が

一
堂
に
会
し
、
旧
交
を
温
め
、
登
山
情
報

を
交
わ
す
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
県
内
各
地
か
ら
百
名
を
超
え
る
岳
人
が

集
い
、
所
期
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
た
。

九
州
四
支
部
親
睦
登
山
と
自
然
保
護
集
会
に
つ
い
て
は
、
「
九
州
の
山

地
環
境
と
植
生

（講
演
）
お
よ
び
平
尾
台
の
自
然
を
考
え
る
集
い

（九
州

四
支
部
交
流
会
）
」
を
平
成
九
年
二
月
二
十
九
日
か
ら
二
十
日
に
か
け
て

北
九
州
市
小
倉
と
平
尾
台
で
行

っ
た
。

講
演
会
は
、
九
州
大
学
農
学
部
助
教
授
井
上
晋
氏
か
ら
前
記
テ
ー
マ
で

御
講
演
を
い
た
だ
い
た
。
九
州
の
海
岸
線
か
ら
山
頂
ま
で
の
植
生
環
境
を

十
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
あ
る
植
物
に
つ
い
て
ス
ラ
イ
ド
を
交
え
た
わ

か
り
や
す
い
お
話
は
大
変
好
評
で
あ
り
、
今
後
の
自
然
保
護
活
動
に
大
い

に
参
考
と
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。

翌
日
は
風
は
や
や
強
い
も
の
の
晴
天
の
中
、
国
の
天
然
記
念
物
で
あ
る

カ
ル
ス
ト
台
地
の
平
尾
台

へ
自
然
観
測

ハ
イ
キ
ン
グ
を
行

っ
た
。
平
尾
台

は
、
近
年
の
経
済
発
展
に
伴
な
い
少
し
ず

つ
そ
の
姿
が
変
貌
し
て
き
て
い

る
が
、
カ
ル
ス
ト
台
地
特
有
の
地
形
と
自
然
の
造
形
の
素
晴
ら
し
さ
に
感

激
し
、
ま
た
大
草
原
の
中
に
残
る
四
輪
駆
動
車
の
轍
に
、
自
然
保
護
の
困
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支 部 だ よ り

難
さ
を
痛
感
し
た

一
日
で
あ

っ
た
。
九
州
四
支
部
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、

年
度
末
の
多
忙
な
時
期
で
あ

っ
た
た
め

一
支
部
の
参
加
の
み
で
あ

っ
た
が
、

三
日
間
を
通
し
て
支
部
運
営
等
々
の
意
見
交
換
が
で
き
有
意
義
な
も
の
で

あ

っ
た
。

九
年
度
の
事
業
に
つ
い
て
は
五
月
十

一
日
総
会
を
行
い
次
の
よ
う
に
承

認
さ
れ
た
。

一
、
九
州
登
山
史
編
纂
委
員
会

の
設
置
　
平
成
四
年
八
月
発
行
し
た

「九
州
登
山
史
年
表
」
の
改
訂
と
戦
後
の
九
州
登
山
史
作
成

の
た

め
の
編
纂
委
員
会
を
設
置
す
る
も
の
。

二
、
支
部
創
立
四
十
周
年
記
念
事
業
　
①
ナ
ム
ナ
ニ
峰
登
山
隊
１
９
９

８
と
カ
イ
ラ
ス
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
　
期
日
、
平
成
十
年
四
月
か
ら
六

月
　
②
中
国
雲
南
地
域
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
　
期
日
、
平
成
九
年
十

一

月

な
お
、
総
会
の
記
念
講
演
は
、
「
私
の
楽
し
い
登
山
報
告
」
と
し
て
、

松
本
康
司
氏
か
ら

「
四
姑
娘
山
の
高
山
植
物
」
、
中
山
健
氏
か
ら

「
テ
ン

ト
ピ
ー
ク
登
山
」
、
大
田
五
雄
氏
か
ら

「
屋
久
島
」

に
つ
い
て
ス
ラ
イ
ド

を
交
え
て
の
報
告
を
い
た
だ
き
、
参
加
者
か
ら
今
後
の
山
行
の
た
め
の
質

問
、
意
見
等
出
さ
れ
楽
し
い
講
演
会
と
な

っ
た
。

平
成
九
年
六
月
現
在
の
支
部
会
員
数
は
百
六
十
六
人
で
あ
る
。

（福
島
勝
人
）

熊
本
支
部
は
昭
和
三
十

一
年
十

一
月
に
設
立
さ
れ
、
今
年
で
満
四
十
年

を
迎
え
る
。
こ
れ
を
記
念
し
て
、
十
月
に
は
記
念
誌
の
発
刊
、
祝
賀
会
、

記
念
登
山
を
実
施
す
る
予
定
で
、
日
下
そ
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い
る
。
各

位
の
ご
支
援
に
よ
り
、
今
日
ま
で
大
過
な
く
順
調
に
や

っ
て
こ
れ
た
こ
と

に
対
し
、
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

現
在
の
支
部
会
員
数
は
四
十
二
名
で
、
相
変
わ
ら
ず
九
州
四
支
部
中
最

小
で
あ
り
、
会
員
の
高
齢
化
も
年
毎
に
少
し
ず
つ
進
ん
で
い
る
。
見
よ
う

に
よ

っ
て
は
、
今
流
行
の
中
高
年
山
の
会
と
も
い
え
る
が
、
将
来
の
こ
と

を
考
え
る
と
い
さ
さ
か
厳
し
い
現
状
に
あ
る
。
し
か
し
、
中
高
年
の
会
員

が
多
い
割
に
は
個
々
の
会
員
の
山
行
意
欲
は
盛
ん
で
、
国
体
準
備
や
海
外

遠
征
な
ど
各
分
野
で
の
活
躍
も
目
立

つ
。

会
員
の
高
齢
化
は
、
他
の
山
岳
団
体
か
ら
も
よ
く
聞
か
れ
、
会
で
も
数

年
来
、
高
齢
化
対
策
が
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
会
員
の
若
返
り
に
は
、
か
な

り
の
長
期
に
わ
た
る
努
力
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
先
ず
は
、
現
状
を
踏
ま

え
た
地
道
な
取
り
組
み
が
大
切
で
、
少
し
で
も
支
部
活
動
の
機
会
を
増
や

し
、
よ
り
活
発
な
活
動
が
で
き
る
よ
う
支
部
運
営
を
行

っ
て
ゆ
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。
こ
の

一
年
は
新
入
会
員
も
な
く
、
年
間
行
事
も
順
調
に
消

化
し
た
。
昨
年
来
の
行
事
を
振
り
返

っ
て
支
部
の
動
き
を
報
告
す
る
。

夏
季
例
会
は
、
八
月
二
十
五
日
、
熊
本
厚
生
年
金
会
館
で
十
七
名
が
参

■
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集
し
て
開
か
れ
た
。
ビ
ー
ル
で
喉
を
潤
し
た
あ
と
ビ
デ
オ
作
品
を
鑑
賞
、

恒
例
の
夏
山
報
告
は
年
齢
を
感
じ
さ
せ
な
い
山
行
報
告
が
続
き
、
日
頃
の

活
躍
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
た
。

秋
季
例
会
は
、
十
月
十
九
日
～
二
十
日
、
紅
葉
見
物
を
兼
ね
て
、
九
重

山
系
の
黒
岳
で
十
七
名
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
。
十
九
日
は
黒
岳
東
麓
の

自
水
鉱
泉
に
集
合
、
懇
親
会
は
大
い
に
盛
り
上
が

っ
た
。
翌
朝
は
、　
一
般

コ
ー
ス
の
本
隊
と
難
コ
ー
ス
の
青
年
部
？

（た
だ
し
平
均
年
齢
五
十
五
歳
）

に
分
か
れ
て
出
発
、
山
頂
で
合
流
し
た
。
青
年
部
は
標
準
タ
イ
ム
を
大
幅

に
短
縮
し
て
駆
け
上
が
り
、
そ
の
パ
ワ
ー
ぶ
り
を
見
せ
つ
け
た
。
明
け
て

平
成
九
年

一
月
十
二
日
は
新
年
晩
餐
会
で
、
熊
本
厚
生
年
金
会
館
に
十
九

名
が
出
席
し
て
開
か
れ
た
。
本
部
の
年
次
晩
餐
会
に
倣

っ
て
始
め
た
新
年

会
も
、
す

っ
か
り
支
部
の
行
事
と
し
て
定
着
し
、
恒
例
の
近
況
ス
ピ
ー
チ

も
交
じ
え
て
新
年
の
挨
拶
を
交
し
た
。

春
季
例
会
は
、
二
月
十
五
日
～
十
六
日
、
今
年
の
千
支

「午
」
の
名
の

つ
く
山
と
い
う
こ
と
で
、
宮
崎
県
の
午
ノ
峠

へ
出
か
け
た
。
十
五
日
は
、

都
城
市
郊
外
の
安
久
温
泉
ま
で
マ
イ
カ
ー
を
連
ね
て
十
六
名
が
参
集
。
翌

日
は
生
憎
の
霧
雨
の
中
を

一
等
三
角
点
の
山
頂
に
立
ち
、
下
山
後
は
霧
島

南
麓
の
ド
ラ
イ
プ
を
楽
し
ん
だ
。

さ
て
冒
頭
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
今
年
は
支
部
設
立
四
十
周
年
を
迎
え
、

十
月
四
日
、
五
日
に
阿
蘇
で
記
念
集
会
を
開
催
す
る
。
ま
た
、
記
念
集
会

に
併
せ
て
記
念
誌
も
発
行
す
る
予
定
で
、
日
下
そ
の
準
備
で
担
当
者
は
奮

戦
中
で
あ
る
。
四
十
名
余
の
小
所
帯
ゅ
え
、
あ
ま
り
立
派
な
こ
と
は
出
来

そ
う
に
も
な
い
が
、
小
粒
で
も
ピ
リ
リ
と
辛
い
記
念
行
事
と
な
る
よ
う
、

会
員

一
丸
と
な

っ
て
頑
張
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
記
事
が
読
ま
れ
　
２ｏ

る
頃
に
は
、
す
で
に
記
念
行
事
は
終
わ

っ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
ど
ん
な

評
価
を
受
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
上
敏
行
）

崎
　
支
　
部

「百
山
百
花
論
争
」

∧
や

っ
と
七
合
目
？
∨

た
だ
今
、
み
や
ざ
き
百
山
百
花
論
争
中
で
あ
る
。
山
の
内
蔵
す
る
深
遠

さ
は
計
り
知
れ
な
く
、
限
ら
れ
た
誌
面
で
は
山
を
語
る
こ
と
は
難
し
い
。

悲
願
？

「
み
や
ざ
き
百
山
」
刊
行
は
支
部
創
立
か
ら
十
三
年
、
カ
タ
ツ
ム

リ
の
歩
み
に
似
て
、
や

っ
と
九
合
目
な
ら
ぬ
七
合
目
に
た
ど
り
着
い
た
。

こ
こ
に
来
て
、
発
刊
を
祝
う
よ
う
な
に
ぎ
や
か
な
論
争
と
波
紋
が
投
げ
か

け
ら
れ
て
い
る
。

月
例
登
山

・
百
山
の
集
い
は
、
今
年
度
総
会
決
定
の
年
間
計
画
は
甘
過

ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
緊
急
動
議
で
、
臨
時
委
員
会
が
五
月
二
十
日

に
招
集
さ
れ
た
。
み
や
ざ
き
百
山
百
花
論
争
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
。

①
今
年
七
月
以
降
、
月
例
登
山
は
全
員
参
加
が
原
則
で
、
百
山
未
執
筆

の
山
に
限
定
登
山
し
情
報
収
集
を
急
ぐ
。
　

②
花
の
命
は
短
く
、　
一
年
に

一
度
ま
み
え
る
チ
ャ
ン
ス
し
か
な
い
。　
一
つ
の
山
で
三
種
類
以
上
の
花
を

撮
影
し
、
今
年
い
っ
ぱ
い
に
完
成
さ
せ
る
。
　

③
刊
行
資
金

（見
積
価
額



約
五
百
万
円

・
オ
ー
ル
カ
ラ
ー
）
づ
く
り
事
業
班
六
名
を
指
名
し
、
具
体

的
資
金
づ
く
り
計
画
を
練
る
。

以
上
の
三
項
目
が
論
議
さ
れ
、
責
任
分
担
の
明
確
化
と
意
識
確
認
が
委

員
会
で
決
議
さ
れ
た
。

百
山
は
、
県
内
三
百
山
か
ら
百
六
十
八
山
を
ピ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
百
十

山
に
絞
り
込
み
ま
れ
ラ
ン
ク
が
付
け
ら
れ
た
。
従

っ
て
、
九
十
五
山
ほ
ど

の
文
章
執
筆
が
完
了
し
た
時
点
で
、
残
り
の
五
山
を
ど
う
取
捨
選
択
す
る

か
が
大
い
に
論
議
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
郷
土
愛
に
根
ざ

し
た
ひ
い
き
の
山
が
心
の
中
に
宿

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
五
山
の

選
択
プ

ロ
セ
ス
も
ま
た
、
楽
し
み
で
あ
る
。
文
章
は
本
文
八
百
字
か
ら
九

百
字
以
内
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
を
含
め
た
参
考

コ
ー
ス
タ
イ
ム
百

五
十
字
以
内
。
内
容
は
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
的
で
は
な
く
、
山
に
か
か
わ
る
神

話

・
伝
説

・
歴
史

・
文
化
遺
跡

・
民
俗

・
祭
り

・
動
植
物

・
地
質

・
名
産

・

自
然
形
態

・
風
情
を
交
え
た
エ
ッ
セ
イ
風
を
基
本
に
執
筆
し
て
い
る
。

∧
山
と
論
争
に
学
ぶ
∨

執
筆
し
た
文
章
を
た
た
き
台
に
討
議

・
検
証

・
表
現

・
文
章
作
法

●
リ

ラ
イ
ト

・
校
正
な
ど
ワ
イ
ヮ
イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
の
百
山
の
集
い
は
楽
し
く
、
自

己
啓
発
を
試
み
さ
せ
ら
れ
る
。
山
の
写
真
は

一
山
に
二
点
、
花
は

一
点
で

卸
　

合
計
三
百
点
が
必
要
。
百
二
十
点
ほ
ど
撮
影
は
完
了
し
た
。
今
、
論
争
の

だ
　

中
心
は
山
の
花
。
例
え
ば
、
霧
島
連
峰
は
盟
主
韓
国
岳
を
含
め
二
十
三
山

螂
　

あ
る
。
み
や
ざ
き
百
山
に
は
、
十
座
が
選
ば
れ
文
章
は
完
了
し
た
。
こ
の

十
座
に
、
ど
の
花
を
ど
の
山
に
掲
載
す
る
か
の
論
議
が
渦
巻
い
て
い
る
。

日
本
で
は
霧
島
山
だ
け
に
あ
る
国
の
天
然
記
念
物

「
ノ
ヵ
イ
ド
ウ
」
は
、

文
句
な
し
に
決
定
。
残
る
九
山
の
花
の
選
定
は
混
迷
し
て
い
る
。
霧
島
の

花
暦
を
ひ
も
と
く
と
、
キ
リ
シ
マ
の
名
を
冠
し
た
花
は
十
七
種
類
。
こ
れ

以
外
に
、
ど
れ
も
捨
て
難
い
花
が
な
ん
と
二
百
二
十
種
類
も
あ
る
か
ら
論

争
も
限
り
な
く
続
く
。
自
然
の
豊
か
さ
と
山
の
花
の
豊
富
さ
に
驚
き
な
が

ら
、
改
め
て
ふ
る
さ
と
の
山
を
自
負
し
た
い
。

今
、
発
刊
ま
で
の
プ

ロ
セ
ス
を
じ

っ
く
り
味
わ
い
な
が
ら
、
支
部
員

一

人
ひ
と
り
の
心
の
中
に
ふ
る
さ
と
の
山
は
刻
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
発
刊
を

急
が
ず
と
も
、
山
の
た
た
ず
ま
い
の
中
に
、
い
つ
ま
で
も
素
直
に
溶
け
込

め
た
ら
よ
い
と
思
う
。
「
み
や
ざ
き
百
山
」
刊
行
は
目
標
の

一
つ
と
し
て
、

論
争
を
重
ね
な
が
ら
、
が

っ
ぶ
り
四
つ
に
組
ん
で
ふ
る
さ
と
の
山
に
学
び

た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
谷
　
優
）

d由
椰7

属

'

5
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会

務

報

告

一
九
九
六

（平
成
八
）
年
六
月
～

一
九
九
七

（平
成
九
）
年
五
月

一
九
九
六
年
度
役
員

ｏ
評
議
員

・
支
部
長

会
　
　
　
長
　
村
木
潤
次
郎

副
　
会
　
長
　
中
村
純
二

・
斎
藤
惇
生

。
宮
下
秀
樹

常

務

理

事

大
屋
悌
二

ｏ
申
川

武

・
吉
永
英
明

ｏ
大
谷

亮

理
　
　
　
事
　
松
浦
祥
次
郎

・
伊
藤
　
敵

・
水
野
　
勉

・
南
井
英
弘

・
堀
井
昌
子
・
渡
邊
雄
二
ｏ

溝
口
洋
三

ｏ
山
本
宗
彦

ｏ
田
邊
　
壽

ｏ
宇
田
川
芳
伸

・
熊
時
和
宏

ｏ
大
蔵
喜
福

監
　
　
　
事
　
川
崎
　
巌

・
石
橋
正
美

常
任
評
議
員
　
小
倉
茂
暉

。
大
森
弘

一
郎

・
村
井
龍

一
・
大
倉
昌
身

・
神
崎
忠
男

ｏ
重
廣
恒
夫

評
　
議
　
員
　
藤
平
正
夫

・
小
須
田
喜
夫

ｏ
松
田
雄

一
・
穴
田
雪
江
・
山
口
俊
輔

・
長
尾
悌
夫
・

田
中
弘
美

・
梅
木
秀
徳

ｏ
申
村
太
郎

・
吉
田
　
宏

・
長
坂
　
博

・
竹
内
哲
夫

・

宮
本
数
男

支
　
部
　
長
　
野
田
四
郎

（北
海
道
）
・
松
島
静
吾

（青
森
）
ｏ
中
谷
　
充

（岩
手
）
ｏ
岡
田
光

行

（秋
田
）
ｏ
梅
津
　
博

（山
形
）
・
柴
崎
　
徹

（宮
城
）
・
佐
久
間
高
男

（福

島
）
・
五
十
嵐
篤
雄

（越
後
）
・
田
中
弘
美

（信
濃
）
・
古
谷
学
而

（山
梨
）
・
大

石
　
惇

（静
岡
）
・
尾
上
　
昇

（東
海
）
・
高
木
碕
男

（岐
阜
）
・
斎
藤
惇
生

（京
都
）
ｏ
木
戸
繁
良

（富
山
）
ｏ
増
江
俊
三

（石
川
）
ｏ
中
村
　
義

（福
井
）
・

阿
部
和
行

（関
西
）
・
吉
川
暢

一
（山
陰
）
ｏ
松
本
径
夫

（福
岡
）
・
梅
木
秀
徳

（東
九
州
）
。
本
田
誠
也

（熊
本
）
。
大
谷
　
優

（宮
崎
）

◇
六
月
理
事
会
　
一
九
九
六
年
六
月
十
三
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
二
名

議
事
に
先
立
ち
、
ネ
パ
ー
ル
の
パ
ル
テ
ン
バ

・
シ
ェ
ル
パ
氏
か
ら
挨
拶
が
あ
っ
た
。

▽
審
議
事
項

一
、
「山
の
先
達

。
二
人
展
」
名
義
共
催
依
頼
の
件

二
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
保
全
協
会

一
九
九
六
年
度
理
事
会
の
件

三
、
鋤
自
然
公
園
美
化
財
団
評
議
員
会
の
件

四
、
長
谷
川
Ｃ
Ｕ
Ｐ
開
催
名
義
後
援
依
頼
の
件

五
、
帥
平
凡
社
か
ら
の
ウ
エ
ス
ト
ン
の
写
真
借
用
要
請
の
件

六
、
中
華
民
国
山
岳
協
会
訪
日
友
好
登
山
活
動
受
人
の
件

七
、　
一
九
九
六
年
度
年
次
晩
餐
会
の
件

八
、
ル
ー
ム
夏
休
み
の
件

九
、
栃
木
県
山
岳
遭
難
防
止
対
策
協
議
会
か
ら
の

「
マ
ナ
ス
ル
に
立
つ
」
フ
ィ
ル
ム
借
用
願

の
件

以
上
九
議
案
承
認

［報
告
事
項
］

一
、
福
岡
支
部
長
交
替
の
件

二
、
全
国
支
部
懇
談
会
の
件

三
、
Ｋ
２
登
山
隊

一
九
九
六
の
件

四
、
委
員
会
報
告
　
図
書
、
遭
難
対
策
、
山
岳
研
究
所
運
営
、
資
料
、
総
務
、
集
会

会
報

「山
」
六

一
五
号
参
照

◇
七
月
理
事
会
　
一
九
九
六
年
七
月
五
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
一
一十
三
名

▽
審
議
事
項

一
、
中
華
民
国
山
岳
協
会
登
山
隊
来
日
の
件

二
、
側
結
核
予
防
会
か
ら
の
本
会
所
蔵
資
料

・
写
真
撮
影
許
可
願
の
件

三
、
「山
の
先
達

。
二
人
展
」
記
念
講
演
講
師
依
頼
の
件

四
、
立
山
博
物
館
か
ら
の
本
会
所
蔵
資
料
の
写
真
撮
影

・
掲
載
許
可
願
の
件
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五
、
「
田
部
井
淳
子
展
」
へ
の
本
会
所
蔵
資
料
貸
出
の
件

六
、
東
海
支
部
の
全
国
支
部
懇
談
会
補
助
金
支
給
要
請
及
び
フ
ォ
ー
ラ
ム
パ
ネ
リ
ス
ト
派
遣

依
頼
の
件

七
、
ロ
ネ
外
交
樹
立
四
十
周
年
に
関
す
る
件

八
、
故
秩
父
宮
妃
殿
下
よ
り
日
本
山
岳
会

へ
の
ご
遺
贈
金
の
件

以
上
八
議
案
承
認

［報
告
事
項
］

一
、
委
員
会
報
告
　
青
年
部
、
学
生
部
、
自
然
保
護
、
指
導
、
図
書
、
科
学
、
山
岳
編
集

会
報

「山
」
六

一
六
号
参
照

◇
八
月
理
事
会
　
休
会

◇
九
月
理
事
会
　
一
九
九
六
年
九
月
十
三
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十

一
名

記
事
に
先
立
ち
、
Ｋ
２
登
山
隊

一
九
九
六

・
山
本
隊
長
、
松
原
副
隊
長
よ
り
登
頂
と
全
員
無

事
帰
国
の
挨
拶
が
あ

っ
た
。

▽
審
議
事
項

一
、
本
会
所
蔵
写
真
等
の
撮
影
許
可
願
の
件

二
、
故
秩
父
宮
妃
殿
下
ご
遺
贈
金
の
件

三
、
申
華
民
国
山
岳
協
会
登
山
隊
会
計
の
件

四
、

マ
ナ
ス
ル
登
頂
四
十
周
年
記
念
事
業
計
画
の
件

五
、
自
然
保
護
全
国
集
会
の
件

六
、
信
濃
支
部
創
立
五
十
周
年
記
念
の
件

七
、
新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
件

以
上
七
議
案
承
認

［報
告
事
項
］

一
、
財
務
の
件

二
、
Ｋ
２
登
山
隊

一
九
九
六
の
件

三
、
関
連
山
岳
団
体
行
事
の
件

四
、
委
員
会
報
告
　
図
書
、
百
年
史
、
総
務
、
集
会
、
青
年
部

会
報

「山
」
六

一
八
号
参
照

◇
十
月
理
事
会
　
一
九
九
六
年
十
月
十
七
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
五
名

▽
審
議
事
項

一
、
駐
日
英
国
大
使
館
広
報
部
か
ら
の
ウ
エ
ス
ト
ン
の
写
真
借
用
許
可
願
の
件

二
、
中
国
新
聞
社
松
井
総
局
か
ら
の
ウ
エ
ス
ト
ン
の
資
料
写
真
借
用
許
可
願
の
件

三
、
関
東
高
体
連
登
山
部
顧
問
研
修
会
事
務
局
か
ら
の

「
マ
ナ
ス
ル
に
立
つ
」
フ
ィ
ル
ム
借

用
願
の
件

四
、
平
成
八
年
度
年
次
晩
餐
会
の
件

五
、
会
計

（中
間
）
報
告
の
件

六
、
会
計
監
査
報
告
の
件

七
、
越
後
支
部
、
青
森
で
の
行
事
に
際
し
て
の
講
師
派
遣
要
請
の
件

以
上
七
議
案
承
認

［報
告
事
項
］

一
、
ネ
パ
ー
ル

・
マ
ナ
ス
ル
四
十
周
年
記
念
行
事
の
件

二
、
Ｋ
２
登
山
隊

一
九
九
六
の
件

三
、
全
国
支
部
懇
談
会

（主
管
東
海
支
部
）
の
件

四
、
評
議
員
会
議
の
件

五
、
委
員
会
報
告
　
青
年
部
、
科
学
、
自
然
保
護
、
山
岳
研
究
所
運
営
、
総
務
、
集
会
、
指

導会
報

「山
」
六

一
九
号
参
照

◇
十

一
月
理
事
会
　
一
九
九
六
年
十

一
月
十
四
日
　
本
会
会
議
室

会 務 報 告
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出
席
者
　
二
十

一
名

▽
審
議
事
項

一
、
柳
小
学
館
サ
ラ
イ
か
ら
の
本
会
所
蔵
写
真
借
用
願
の
件

二
、
仙
台
市
総
務
局
か
ら
の

『山
岳
』
掲
載
写
真
転
載
許
可
願
の
件

三
、
輸
ベ
ネ
ッ
セ
ｏ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
本
会
所
蔵
資
料
撮
影
許
可
願
の
件

四
、
日
山
協
か
ら
の

「山
」
掲
載
論
文

・
『山
岳
』
掲
載
論
文
転
載
願
の
件

五
、
委
員
会
委
員
追
加
承
認
の
件

六
、
ル
ー
ム
・
事
務
局
年
末
年
始
休
暇
の
件

以
上
六
議
案
承
認

［報
告
事
項
］

一
、
平
成
八
年
度
年
次
晩
餐
会
の
件

二
、
山
岳
団
体
傷
害
保
険
現
況
の
件

三
、
委
員
会
報
告
　
総
務
、
図
書
、
集
会
、
医
療
、
図
書
管
理
、
指
導
、
海
外
連
絡

会
報

「山
」
六
二
〇
号
参
照

◇
十
二
月
理
事
会
　
一
九
九
六
年
十
二
月
十
二
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
名

議
事
に
先
立
ち
、
虫
垂
炎
で
入
院
療
養
中
の
村
木
会
長
の
病
状
が
報
告
さ
れ
た
。

▽
審
議
事
項

一
、
明
治
大
学
炉
辺
会
か
ら
の
登
山
申
請
用
推
薦
状
交
付
願
の
件

二
、
帥
博
品
館
か
ら
の
本
会
会
員
の
文
章
転
載
許
可
願
の
件

三
、
平
成
八
年
度
事
業
報
告
と
平
成
九
年
度
予
算
概
算
要
求
の
件

四
、
平
成
八
年
度
次
晩
餐
会

・
支
部
長
会
議
の
件

以
上
四
議
案
承
認

［報
告
事
項
］

一
、
会
費
未
納
の
件

二
、
委
員
会
報
告
　
指
導
、
集
会

会
報

「山
」
六
二

一
号
参
照

◇

一
月
理
事
会
　
一
九
九
七
年

一
月
二
十
三
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
四
名

議
事
に
先
立
ち
、
村
木
会
長
よ
り
、
病
気
見
舞
い
の
御
礼
と
、
年
頭
の
挨
拶
が
述
べ
ら
れ
た
。

▽
審
議
事
項

一
、
帥
ぎ
ょ
う
せ
い
か
ら
の
本
会
所
蔵
資
料

・
写
真
借
用
願
の
件

二
、
海
外
登
山
基
金
助
成
の
件

以
上
二
議
案
承
認

［報
告
事
項
］

一
、
公
益
法
人
の
件

二
、
委
員
会
報
告
　
財
務
、
総
務
、
集
会
、
青
年
部
、
科
学
、
高
所
登
山
研
究
、
医
療

会
報

「山
」
六
三
二
号
参
照

◇
二
月
理
事
会
　
一
九
九
七
年
二
月
十
三
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
四
名

▽
審
議
事
項

一
、
働
埼
玉
県
生
態
系
保
護
協
会
か
ら
の
ウ
エ
ス
ト
ン
レ
リ
ー
フ
撮
影
許
可
願
の
件
　
承
認

二
、
平
成
九
年
度
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
案
の
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
提
案
説
明

三
、
国
体
及
び
高
校
総
体
山
岳
競
技
に
関
す
る
文
部
省
宛
要
望
書

（案
）
の
件
　
　
見
送
り

四
、
秩
父
宮
記
念
博
物
館
か
ら
の
マ
ナ
ス
ル
登
頂
関
係
資
料
借
用
の
件
　
　
　
　
　
　
承
認

［報
告
事
項
］

一
、
消
耗
品
処
分
の
件

二
、
委
員
会
報
告
　
総
務
、
指
導
、
山
岳
研
究
所
運
営
、
資
料

会
報

「山
」
六
二
三
号
参
照

◇
二
月
理
事
会
　
一
九
九
七
年
二
月
十
九
日
　
本
会

一
〇
四
号
会
議
室
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会 務 報 告

出
席
者
　
二
十
五
名

▽
審
議
事
項

一
、
榊
平
凡
社
か
ら
の
ウ
エ
ス
ト
ン
の
写
真
掲
載
許
可
願
の
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
承
認

二
、
「
百
名
山
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
」
後
援
依
頼
の
件
　
　
　
　
　
　
　
　
条
件
付

一
部
承
認

三
、
「青
少
年
尾
瀬
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
後
援
依
頼
の
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
承
認

四
、
平
成
九
年
度
事
業
計
画

（案
）
の
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
承
認

五
、
平
成
九
年
度
収
支
予
算

（案
）
の
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
継
続
審
議

六
、
ネ
パ
ー
ル
の
自
然
保
護

「キ
ン
グ

ｏ
マ
ヘ
ン
ド
ラ

・
ト
ラ
ス
ト
」
の
件
　
　
継
続
審
議

七
、
新
年
度
役
員
選
任
の
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
承
認

八
、
ネ
パ
ー
ル
山
岳
協
会
か
ら
の
書
簡
の
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
継
続
審
議

［報
告
事
項
］

一
、
委
員
会
報
告
　
総
務
、
集
会
、
医
療

会
報

「山
」
六
二
四
号
参
照

◇
四
月
理
事
会
　
一
九
九
七
年
四
月
十
七
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
二
十
二
名

▽
審
議
事
項

一
、
日
本
民
俗
資
料
館
か
ら
の
本
会
所
蔵
資
料
借
用
の
件

二
、
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
か
ら
の
本
会
所
蔵
本
撮
影
許
可
願
の
件

三
、
榊
小
学
館
か
ら
の
本
会
所
蔵
写
真
掲
載
及
び
借
用
願
の
件

四
、
輸
白
水
社
か
ら
の
宛
名
シ
ー
ル
打
ち
出
し
依
頼
要
請
の
件

五
、
平
成
八
年
度
事
業
報
告
の
件

六
、
平
成
八
年
度
収
支
決
算
書
、
財
産
目
録
の
件

七
、
財
務
監
査
の
件

八
、
役
員
及
び
評
議
員
改
選
の
件

九
、
エ
ベ
レ
ス
ト
デ
ー
の
件

十
、
事
務
局
職
員
の
永
年
勤
続
表
彰
の
件

以
上
十
議
題
承
認

［報
告
事
項
］

一
、
委
員
会
報
告
　
図
書
管
理
、
総
務
、
集
会
、
指
導
、
自
然
保
護
、
山
岳
研
究
所
運
営
、

山
岳
編
集
、
海
外
連
絡

会
報

「山
」
六
二
五
号
参
照

◇
五
月
理
事
会
　
一
九
九
七
年
五
月
八
日
　
本
会
会
議
室

出
席
者
　
一
一十
四
名

議
事
に
先
立
ち
、
村
木
会
長
よ
り
、
在
任
中
の
協
力
に
対
す
る
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

▽
審
議
事
項

一
、
石
川
支
部

・
京
都
支
部
長
交
替
の
件

二
、
本
会
所
有
ビ
デ
オ
作
品
貸
出
の
件

三
、
上
越
市
長
か
ら
の
寄
託
資
料
の
報
告
と
期
間
延
長
の
件

以
上
三
議
題
承
認

四
、
委
員
会
名
簿
提
出
の
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
了
承

［報
告
事
項
］

一
、
六
月
か
ら
の
理
事
会
の
件

二
、
全
国
支
部
懇
談
会
日
程
変
更
の
件

三
、
ネ
パ
ー
ル
国
交
修
復

・
マ
ナ
ス
ル
登
頂
四
十
周
年
記
念
切
手
の
件

四
、
委
員
会
報
告
　
総
務
、
集
会
、
自
然
保
護
、
図
書

会
報

「山
」
六
二
六
号
参
照

◇
通
常
総
会
　
一
九
九
七
年
五
月
十
七
日
　
東
京
グ
リ
ー
ン
ホ
テ
ル
水
道
橋

出
席
者
　
百
七
十
名

▽
審
議
事
項

一
、
平
成
八
年
度
事
業
報
告
及
び
収
支
決
算
、
財
産
目
録
承
認
の
件
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二
、
平
成
九
年
度
事
業
計
画

（案
）
及
び
収
支
予
算

（案
）
承
認
の
件

三
、
平
成
九
年
度
役
員
改
選
の
件

次
の
と
お
り
決
定

会
　
　
　
長
　
斎
藤
惇
生

（新
任
）

副
　
会
　
長
　
小
倉
茂
暉

・
大
森
薫
雄

・
竹
内
哲
夫

（以
上
新
任
）

理
事
（担
当
）

田
邊
　
壽

（山
岳
編
集
、
百
年
史

。
再
任
）
。
大
屋
悌
二

（総
務

・
再
任
）
・

音
永
英
明

（財
務

。
再
任
）
・
宇
田
川
芳
伸

（青
年
部
、
遭
難
対
策

。
再
任
）
・

熊
崎
和
宏

（指
導
、
海
外
連
絡

・
再
任
）
。
大
蔵
喜
福

（自
然
保
護

。
再
任
）
・

宮
崎
紘

一

（学
生
部
指
導

・
新
任
）
・
村
井
　
葵

（会
報
編
集

。
新
任
）
・
伊

丹
紹
泰

（高
所
登
山
研
究

。
新
任
）
・
飯
田
　
進

（図
書
、
図
書
管
理

・
新

任
）
・
坂
本
正
智

（山
岳
研
究
所
運
営

ｏ
新
任
）
・
絹
川
祥
夫

（総
務

・
新
任
）
・

勝
山
康
雄

（集
会

ｏ
新
任
）
・
増
山
　
茂

（医
療

。
新
任
）
・
森
　
武
昭

（科

学

。
新
任
）
・
鯵
坂
青
青

（
フ
ィ
ル
ム
ビ
デ
オ
、
資
料

・
新
任
）

監
　
　
　
事
　
石
橋
正
美

（再
任
）
・
神
崎
忠
男

（新
任
）

常
任
評
議
員
　
穴
田
雪
江

・
長
尾
悌
夫

・
中
村
太
郎

（以
上
再
任
）
・
平
山
善
吉

・
申
川

武

・
平
野
員
市

（以
上
新
任
）

評
　
議
　
員
　
大
森
弘

一
郎

・
山
口
俊
輔

ｏ
大
倉
昌
身

・
吉
田
　
宏

・
長
坂
　
博

（以
上
再

任
）
ｏ
若
林
啓
之
助

・
村
木
潤
次
郎

ｏ
中
村
純
二

ｏ
芳
賀
孝
郎

・
山
本
健

一

郎

・
宮
下
秀
樹

ｏ
岩
間
弘
雄

・
魚
本
定
良

・
中
谷
　
充

（以
上
新
任
）

四
、
平
成
九
年
度
除
籍
者
の
件

五
、
そ
の
他

以
上
五
議
案
承
認

会
報

「山
」
六
二
六
号
参
照

◇
登
山
の
指
導
と
奨
励
に
必
要
な
集
会
、
研
修
会
、
講
演
会
及
び
展
覧
会
の
開
催

（
一
九
九
六

年
度
）

（Ａ
）

集
会

▽
六
月
二
日
　
上
高
地

第
五
十
回
上
高
地
ウ
エ
ス
ト
ン
祭

（信
濃
支
部
）

▽
六
月
八
日
　
妻
坂
峠

古
道
を
歩
く

（図
書
）

▽
六
月
八
日
～
九
日
　
菅
平

探
索
山
行

（科
学
）

▽
六
月
十
五
日
～
十
六
日
　
小
川
山

小
川
山
集
会

（学
生
部
）

▽
六
月
二
十
五
日
～
二
十
六
日
　
酒
田
市

鳥
海
山
イ
ヌ
ワ
シ
調
査

（自
然
保
護
）

▽
六
月
二
十
七
ロ
　
ル
ー
ム

若
葉
会
山
行
写
真
交
換
会

（集
会
）

▽
六
月
二
十
九
日
～
三
十
日
　
谷
川
岳

谷
川
岳
合
宿

（青
年
部
）

▽
六
月
二
十
日
　
谷
川
岳

初
級
岩
登
り
技
術
講
習
会

（指
導
、
学
生
部
）

▽
七
月
九
日
　
ル
ー
ム

梶
田
ア
イ
ゼ
ン
、
ピ
ッ
ケ
ル
講
習
会

（集
会
）

▽
七
月
十
日
　
日
比
谷

中
華
民
国
山
岳
協
会
訪
日
団
歓
迎
会

（海
外
連
絡
）

▽
七
月
十
日
～
十
二
日
　
岐
阜

全
国
山
岳
遭
難
対
策
協
議
会

（遭
難
対
策
）

▽
七
月
十
四
日
　
浅
間
嶺

写
真
撮
影
会

（
フ
ィ
ル
ム
ビ
デ
オ
）
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▽
七
月
十
七
日
～
二
十
三
日
　
ネ
パ
ー
ル

ネ
パ
ー
ル
石
楠
花
植
林

（自
然
保
護
）

▽
七
月
～
八
月
　
上
高
地

上
高
地
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（自
然
保
護
）

▽
七
月
二
十
六
日
～
八
月
二
十
日
　
カ
ナ
ダ

カ
ナ
ダ
山
岳
会
と
の
交
流

（海
外
連
絡
）

▽
八
月
十
四
ロ
　
ル
ー
ム

名
誉
会
員
を
囲
む
会

（総
務
）

▽
八
月
十
六
日
～
十
七
日
　
八
幡
町

鳥
海
山
イ
ヌ
ワ
シ
調
査

（自
然
保
護
）

▽
九
月
七
日
　
ル
ー
ム

ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー

（集
会
）

▽
九
月
七
日
～
八
日
　
小
谷
温
泉

自
然
保
護
全
国
集
会

（自
然
保
護
）

▽
九
月
十
七
日
　
盛
岡
市

鳥
海
山
イ
ヌ
ワ
シ
調
査

（自
然
保
護
）

▽
九
月
十
九
日
　
恵
比
寿

海
外
登
山
報
告
①
ポ
ベ
ー
ダ
峰
②
エ
ベ
レ
ス
ト
峰

（青
年
部
）

▽
九
月
二
十
七
日
　
明
治
大
学

Ｋ
２
報
告
会

（総
務
、
青
年
部
）

▽
十
月
四
日
～
七
日
　
カ
ト
マ
ン
ズ

マ
ナ
ス
ル
登
頂
四
十
周
年
ネ
パ
ー
ル
事
業

（総
務
、
資
料
）

▽
十
月
五
日
～
六
日
　
名
古
屋

全
国
支
部
懇
談
会

（総
務
、
東
海
支
部
）

▽
十
月
十

一
日
　
ル
ー
ム

会 務 報 告

ト
リ
ノ
山
岳
博
物
館
長
招
待
の
夕
べ

（図
書
）

▽
十
月
十
五
日
～
十
六
日
　
北
八
ケ
岳

写
真
撮
影
会

（
フ
ィ
ル
ム
ビ
デ
オ
）

▽
十
月
十
九
日
～
二
十
日
　
文
部
省
登
山
研
修
所

ロ
ッ
ク
ク
ラ
ミ
ン
グ
講
習
会

（青
年
部
、
指
導
、
遭
難
対
策
、
学
生
部
）

▽
十
月
十
九
日
～
二
十
日
　
摩
耶
山

キ
ノ
コ
山
行

（集
会
）

▽
十
月
二
十
四
日
　
恵
比
寿

Ｋ
２
報
告
会

（青
年
部
）

▽
十
月
二
十
六
ロ
　
ル
ー
ム

秋
季
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

（総
務
）

▽
十
月
二
十
六
日
～
二
十
九
日
　
青
森
市

白
神
山
地
調
査

（自
然
保
護
）

▽
十

一
月
五
日
　
原
宿

Ｕ
Ｉ
Ａ
Ａ
会
長
来
日
歓
迎
会

（海
外
連
絡
）

▽
十

一
月
十
日
　
皇
居
外
苑

マ
ラ
ソ
ン
大
会

（学
生
部
）

▽
十

一
月
十
六
日
　
函
南
町

自
然
観
察
会

（自
然
保
護
）

▽
＋
二

月
二
十
上

ロ
　
ル
ー
ム

山
岳
図
書
を
語
る

（図
書
）

▽
十

一
月
二
十
九
日
　
新
宿

中
国
登
山
協
会
代
表
団
歓
迎
会

（高
所
登
山
研
究
）

▽
十

一
月
二
十
九
日
　
新
宿

中
国
登
山
協
会
、
西
蔵
登
山
協
会
首
脳
部
懇
談
会

（海
外
連
絡
）
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▽
十

一
月
二
十
日
　
神
戸

全
国
大
学
監
督
者
会
議

（高
所
登
山
研
究
、
青
年
部
、
指
導
）

▽
十
二
月
七
日
　
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

支
部
長
会
議

（総
務
）

▽
十
二
月
七
日
　
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

年
次
晩
餐
会

（総
務
）

▽
十
二
月
七
日
　
新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

マ
ナ
ス
ル
登
頂
四
十
周
年
記
念
展

（資
料
、
総
務
）

▽
十
二
月
八
日
　
御
岳
山

親
睦
山
行

（集
会
）

▽

一
月
十
日
～
十
二
日
　
八
方
尾
根

ス
キ
ー
懇
親
山
行

（集
会
）

▽

一
月
二
十
四
日
　
私
学
会
館

青
年
部
懇
談
会

（青
年
部
）

▽
二
月

一
日
～
三
日
　
八
ケ
岳

ア
イ
ス
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
講
習
会

（青
年
部
、
指
導
、
学
生
部
、
遭
難
対
策
）

▽
二
月
十
五
日
　
ル
ー
ム

高
所
登
山
研
究
会

（高
所
登
山
研
究
）

▽
二
月
二
十

一
日
　
ル
ー
ム

山
岳
史
懇
談
会

（図
書
）

▽
二
月
二
十
二
日
～
二
十
三
日
　
グ
リ
ー
ン
ホ
テ
ル

・
ル
ー
ム

全
国
支
部
事
務
局
担
当
者
会
議

（総
務
）

▽
二
月
二
十
二
日
～
二
十
三
日
　
宝
剣
岳

冬
山
登
山
技
術
研
修
会

（指
導
）

▽
二
月
五
日
　
ル
ー
ム

‐６
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
映
写
会

（
フ
ィ
ル
ム
ビ
デ
オ
）

▽
二
月
十
五
日
　
ル
ー
ム

新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

（総
務
）

▽
二
月
二
十

一
日
～
二
十
三
日
　
御
岳

初
中
級
山
岳
ス
キ
ー
研
修
会

（指
導
）

▽
四
月
十
日
　
鳥
海
山

鳥
海
山
イ
ヌ
ヮ
シ
調
査

（自
然
保
護
）

▽
四
月
十
二
日
～
十
四
日
　
谷
川
岳

中
上
級
山
岳
ス
キ
ー
研
修
会

（指
導
）

▽
四
月
十
三
日
　
浅
間
嶺

サ
ク
ラ
ハ
イ
ク

（集
会
）

▽
五
月
三
日
～
五
日
　
創
岳

雪
上
総
合
技
術
研
修
会

（指
導
、
遭
難
対
策
）

▽
五
月
十

一
日
　
筑
波
山

古
道
を
歩
く

（図
書
）

▽
五
月
十
五
日
　
ル
ー
ム

連
続
講
座
夏
山
気
象
①

（科
学
）

▽
五
月
二
十
二
日
　
ル
ー
ム

連
続
講
座
夏
山
気
象
②

（科
学
）

▽
五
月
二
十
四
日
～
二
十
五
日
　
黒
森
山

ｏ
天
ケ
台
山

ｏ
三
ツ
森
山

若
葉
会
山
行

（集
会
）

▽
五
月
二
十
四
日
～
二
十
五
日
　
山
梨
県
須
玉
町

第
二
十
五
回
木
暮
理
太
郎
翁
碑
前
懇
親
会

（山
梨
支
部
）

▽
五
月
二
十
九
日
　
ル
ー
ム

連
続
講
座
夏
山
気
象
③

（科
学
）
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会 務 報

(
B)

研
究
会
・

講
演
会

▽
七
月一―-
H

ル
ー

ム

講
蔽
会
「
南
極
観
測
と
地
球
探
境」
（
科
学）

▽
九
JJ
ト ：•1
11

ル
ー

ム

講
油
会
「
山
を
語
る」
（
図
苔）

▽
九
月
二
十
七
日

ル
ー

ム

溝
油
会
「
近
代
登
山
初
期
に
お
け
る
測
鼠
技
師
た
ち
の
活
躍
と
功
紹」
（
百
年
史）

▽
|

JJ.. .
11

ル
ー

ム

講
油
会
「
森
林
と
森
境」
（
科
学）

▽
二
月
六
日

ル
ー

ム

講
演
会
「
凍
但
の
治
療」
（
医
療）

▽
三
月
卜

七
El

ル
ー

ム

講
板
会
「
ア
ン
デ
ス
の
辺
跡
を
掘
る」
（
科
学）

(
C)

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

▽
六
月
九
H
I

+
H

乗
鞍
青
年
の
家

第
十

六
回
日
本
登
山
医
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
医
燎）

◇
登
山
施
設
の
運
用 、

そ
の
他
登
山
の
た
め
の
適
切
な
事
業

▽
上
邸
地
111
岳
研
究
所
の
巡
用 、

貧
料
室
開
設

▽
受
人
汽
料
保
管

▽
各
博
物
館 、

美
術
館
と
の
提
携
強
化

▽
洵
外
遠
征
の
記
録 、

会
合
・

行
事
等
の
記
録 、

フ
ィ

ル
ム
の
ビ
デ
オ
テ
ー

プ
化
に
よ
る
保

.
f

 
｛
 

◇
山
岳
遭
難
の
予
防
と
そ
の
対
策
に
関
す
る
企
画
お
よ
び
指
導

◇
自
然
保
護
運
動
の
推
進

▽
自
然
保
護
指
屯
者
の
役
成

▽
自
然
保
護
委
員
会
に
よ
る
年
間
山
の
自
然
学
講
座

◇
機
関
紙
等
の
発
行

▽「
山
岳」

第
九
十一
年
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Mountaineering as a PrOject

and

Lelsure

Trips in the Mountains

Koreo KINOSITA

I think the outdoor activity of our Club Members has two aspects: mountaineer-

ing as a project and leisure trips in the mountalns. In the former, which I will call for
short the mourutaineering, you draw up a project, €.g., to climb a peak by such and

such a route in such and such a season, and carry through it. In the latter, for short
the leisu,re mou,ntain trips, you walk in the mountains at leisure and enjoy what you

find around yourself: genial sunshine, unsullied greenery, and so on.

In the present essay, I will first shed light on some characteristics of the moun-

taineerirug, or the mountaineering as a project, by comparing them with those of a
scientific or technological research project. A mountaineering project does bear some

parallels to an experimental research project.

I will then discuss the process of switching over from the mountaineering to lei-

sure mountain trips that most people will spontaneously, or maybe relucantly, go

through when they grow old.

Before treating these points, however, I will give a brief account of my back-

ground, which may help the reader to understand me.

My Background-Three Lines of Avtivities
I will be eighty years old by the time the reader will receive this issue of

SANGAKU.

I have hitherto been active,in the rough,in three lines: physics,mourntaineering,

and instruction in scientific communication.

My interest for mountaineering was stirred up in my teens. In my high school

days I concentrated all my energies on mountaineering. When I became a university
student, however, I decided to concentrate on physics. Later I devoted myself to
physics as a professor at Gakushuin University until I retired in 1985 at the age of
sixty-eight. On leaving the university I thought I should now work on another line,

and decided to instruct young people in scientific writing and oral communication.
(This I denoted above by instruction iru scientific communication.)

Thus my main line has had a change from physics to instruction in scientific
communication twelve years ago, but mountaineering continued to be a long lasting
side line ever since I became a physics student down to these days.
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There were two periods in my life when mountainereering or expedition was my

main line. One was my high school days (see above) and the other was 1956^'57 when

I was with the US Weddell Sea Expedition as an observer from the Science Council of

Japan. The network of overseas friends I got acquainted with in this expedition has

supported me in physics circles as well as in mountaineering circles in Europe and

America.

The Mountaineering and Experimental Reseerch Projects

As stated before, a mountaineering project bears some parallels to an

experimental research project. Both will need the historical survey of the reconnais-

sance of the area (problem) in question; selection, trial and procurement of the

equipment; development of new equipment needed for the climb (study); organrza-

tion of the party (research team);finance; etc., etc. In some points, however, the two

projects are definitely different.

Let us review below the similarities and dissimilarities between a mountaineer-

ing project and an experimental research project.

Unknown Spot

I believe mountaineering was originally started to satisfy man's naive wish to

visit an unclimbed, or virgin, peak, stand on its top and enjoy the view no one has

ever commanded. In this sense exploration is not much different in its motive from

mountaineering.

An untouched problem attracts scientific workers as well as an unclimbed peak

fascinates mountaineers.

First Ascent

I stated above that I believe mountaineering started from man's naive wish to

reach a peak no one has yet been to. As an extension of this belief, I think the target

of the mountaineerirug should intrinsically be an unclimbed peak. Unfortunately,

however, unclimbed peaks are limited in number. All the eight thousanders have been

climbed, and seven thousanders that remain unclimbed are not many. There are a lot

of unclimbed six or five thousanders, but the attraction of unclimbed peaks diminish

with the decrease in height. This, I think, is because lower peaks are easier to climb

on the average. You will perhaps admit that the charm of a peak for mountaineers

is heightened by the difficulty in climbing. This point will be discussed in the follow-

ing section, Variation Routes.

If the intrinsic target of the mountaineering be the first ascent, the future of the

mountaineerirug would not be bright because the number of unclimbed peaks is
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limited.

Should we go out of the globe and try a space expedition? The report from the
Marspathfinder 1997 on the Martian surface may excite a mountaineer, but the
Marspathfinder's travel to the planet cost $ 250 million!! (Time, Jul. 21, 1997)

The ascent of an unclimbed peak corresponds to a discovery in science. A great
difference between the two lies in that in mountaineering one climbs a peak whose

whereabouts one already knows, whereas in science one may recognize the location
and shape of the peak (the significance of what one has discovered) only after the
peak has been climbed (the discovery has been made).

I said the charm of a virgin peak depends on its height. What does the peak

height correspond to in the realm of science? I believe it is the fundamentality of
one's discovery.

I regretted that high virgin peaks are diminishing in number. In the realm of
science we never have such a regret. Whenever an unclimbed peak is climbed (a new

discovery is made), the mist in its vicinity will clear up and peaks unobserved by then
(problems not known by then) will show themselves.

Variation Routes

After the first ascent of a peak, reconnaissance of variation routes will usually
start. Now that most of the very high peaks have already been climbed, what the
active mountaineers aim at nowadays are the climbs via variation routes of those
peaks, via untraced routes if there were any.

On the other hand, scientists feel little interest in exploring variation routes.
They regard the first ascent of a peak (a novel scientific discovery) very highly, but
they will coolly disregard the later efforts to reach the same peak by other routes.

Mountaineers' attitude is different. They are sportsmen who tend to prefer more
difficult routes to easier ones.

In my opinion, a sportsman often challenges a difficulty simply because it is

difficult. According to a dictionary, sport is "1. an athletic activity requiring ski1
or prowess and often of a competitive nature", but it also says sport is "3. diversion;
recreation; pleasant pastime". A mountaineer who prefers more difficult climbs is a
sportsman in either meaning. I call him a "sports-mountaineer".

I have remarked that I think man was at first prompted to go to the mountains
by the naive wish to visit an unknown spot. Since the modern alpinism had its birth,
however, a novel motive has been added to this: the sporting spirit that tempts man
to confront difficulties.
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switching over from the劇「。
““

ιαJ“θeri,.g to Las“ F。 型「。
“

πιαJπ rrJps

]D)ecline in Physical CoIIlpetence

江ゝ。st peOple whO have been active in the lイiOじんιαjEθθrjttg or the FnOuntainCeering

aS a prOleCt,SWitCh OVer aS they grOW 01d tO ιθjSarθ アγιοじんιαjん ιrjpS・ ThiS iS due

n■ ainly to the decline in their physical conapetence.

About a quarter century ago, I eXpected that l would haVe to give up skiing

earlier than rock clirnbing, because skiing seerned to require quicker rrlovernentS.

However,my later experience was to the contrary:I still eniOy Skiing With my Wife

every year,but l know rock clirnbing is irnpracticable for ine nOW.

The last tilne l enioyed rOCk ClimLbing WaS in 1971 when l was fifty― three years

old.I clin.bed up the sOuth_east ridge of Aiguille du hdidi, an easy, general route,

rOped up with Hly friend Andr6 Mar6chal,then the][Iead of l'Institut d'()ptique,

Paris,one year older than I.I led off inost of the tilne taking a great pleasure in

clilnbingo My body was supple,and l felt no fear at all.

After the lapse of solne ten years during which l had been buSily occupied, nly

heart sank on finding on a rocky hillside that rny knee WaS apt to totter When I

clirnbed up Or dOwn a big step say 50 crrl high。 ()n reflection,I was reⅡlinded of the

fact that since a few years ago l had lost confidence in lny ability to hurry down the

rnountain at a good speed。

″
I｀hese two syrnptonls lneant that it had beCOrne difficult for rlle to regain the

balance instantaneOusly。 (E)n a fuller investigation of the syrrlptolns,I concluded that

they had their rOOts nOt in the nervous systerrl but in the FnuSCleS:nily lnuSCleS COuld

no longer contract so quickly as before.

It thus occurred tO Fne that l had been WrOng in aSSurning that Skiing requireS

quicker rnOvernents than rOck clinlbing.A clirrlber standing on a foothold rnay seern

to be standing still,but in reality he is keeping his balance by very short,extrernely

quick feedback rrloVernents for which instantaneous contraCtion of rnuscles is

essential. ][Ience n`ly experience that rock Clirnbing becarne inlpracticable niluch

earlier than skiing。

Another factor that urges the aged people to switch over frorn the rη Oじんιαjんθθr―

j2g to Jθ jsじ
rθ ァ認ο

“
屁ιαjん ιrjps is the physical stiffneSS CauSed by age.

I think there would be no need to refer to the general decline in physical Strength

Or starrlinao Nowadays l have to estirnate the tirne required of rne for clilnbing a

n■ Ountain at l.5～ 2 tilnes the norn■ al tilne.

Switchover from the Mountaineering to Leisure Mountain Trips

You may find some psychological resistance to switching over from the
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mourutaineering to leisure mountain trips. I switched over involuntarily and
spontaneously through a series of trekking with friends in the high mountain
regions, in which we did not aim at the summits but enjoyed viewing the peaks.

My trekking experience was as follows. The numbers in the brackets show my
age at that time.

Trek 1. Pokh ara-Annapurna Sanctuary t6gl
(Nepal, Dec. 1986)

Trek 2. Pokh aya-Baglungpani-Marsyandi Valley [zo]
(Nepal, Mar. 19BB)

Trek 3. Kathmandu-Kodari-zhangmu-Tingri Heigths t70l
(Nepal & Tibet, Mar. 19BB)

Trek 4. Jomsom-Kali Gandaki-Herzog's route in his first ascent of
Annapurna, up to Sano Bugin 4,300 Kali Gandaki-Ghore
Pani-Pokhara UZ)

(Nepal Nov. 1989)

Trek 5. Paro-Chomolhari BC tZBl

(Bhutan, Apr. 1991)

Trek 6. Langtang Group up to Langsisa Karuka lT4)
(Nepal, Nov. 1992)

Trek 7. Hunza: around Karim Abad and Gulmit tz6l
(Pakistan, Apr. 1994)

Trek B. Patagonia: Parque Nacional Torres del Paine, Parque Nacional los Glaciares
and Tierra del Fuego tTBl

(Chile & Argentina, Feb. 1996)

My companions were those from among a group of my friends who could spare
time on the respective occasions. The parent group included a little more than twenty
people, ladies commanding a majority. The size of the trekking team differed from
case to case, but was between five and twelve or so. In Trek 1, we had with us my
friends Gilbert Zinsmeister, physicist, and his wife Gisela from Liechtenstein. In
Treks 2 to B my wife joined the team.

The parent group grew older year by year, the average age of the team reaching
sixty-seven in Trek B. The teams in Treks 2 and 3 were the youngest, fifty-five on the
average. Because my companions were advanced in age, I decided to travel following
the style of the early British Expeditions in Treksl,2,4, 5 and 6, i.e. accompanied by
some Sherpas and a good many porters (in Trek 5 a guide and some ponies).

As you see in the list, our trekking plans changed as time went by in the choice
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of the area to visit as well as in the style of the travel. This was not what I had

planned beforehand but what happened in the course of nature. The more advanced

we were, the less laborious plans we adopted without realizing it.

In Treks 1 to 4, I was a confident leader with plenty of energy left over. In Trek

S I felt that I did not have much energy to spare. In Trek 6 I realized that I was

approaching the limits of my physical strength. In Trek 7 we encountered with bad

weather and bad road conditions, which compelled us to make a difficult car trip; the

only trekking on foot we could enjoy were short visits to two glaciers. Trek B was,

roughly speaking, a car trip in a vast area plus some hikings.

In concert with the change of our trekking plans into less laborious ones, my

own activities besides the overseas trekking were also changing from the

mountaineering to leisure mourltain trips.I still try to carry through some planned

climbs -at an extremely slow speed-once or twice a year, but in other cases I walk

in the mountains at leisure with my wife and friends to enjoy what I find around

ourselves.

YOSHIYUKI KAGAMI-A Man in Climbing History

Jiroh TAGUCHI

The other day I received the news of Mr. Kagami's death. I was told that I was

the only one who could tell the story of his life.

He was born in 1904, a shy man whom I met when I was young. He was about 13

years older than me. We didn't climb during the same years, he was climbing in the

1g20's whereas I climbed in the 30's. So what I'11 mention in this essay is more about

Mr. Kagami as a mountaineer or as an important figure in the history of climbing.

I first came to know Mr. Kagami's name when I was a university student. The

Kagamis' were a rich family and therefore it is understandable that he was able to go

to Cambridge University (Selwyn College). There he joined the ski club and

expanded his athletic talent. This was when he became involved in mountain climb-

ing.

He enrolled in many ski tournaments in lvlilren and Wengen where he was in-

volved with many speed freaks. In the 1920's there were young new styles of skiing.

There's a photo showing Mr. Kagami with his ski up in the air looking very proud.

This was when he met Frank Smythe. Smythe was like a multipul person who

could do anything. He was not the usual moutain climber who went to Cambridge or
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Oxford. He became famous for his incredible climbing and in those days Bngland

wasn't famous for great climbers. He was the first to conquer Mont Blanc's Red

Sentinel. At that time Germany's star Welzenbach was also climbing the Alps.

Kagami was very fortunate to become friends with Smythe. Climbing requires a

catalyst for encouragement. For Kagami, Smythe was the catalyst to make him

challenge the difficult mountains. This is my personal point of view.

First 1 must mention the success of Kagami's on Mont Maudit, Italian side of

Mont Blanc which later was renamed the Kagami Route. A writer for the London

Times, Smythe, and Kagami planned the guideless climbing of Mont Maudit. Sadly,

Smythe had to suddenly go back to England. Kagami couldn't give up and finally

challenged the climb with a guide, Gottfried Perren from Zermatt. Eventually, after

30 years, this route was once again challenged, this time by Bonatti. This shows how

difficult the climb was. Kagami's succcess was written up in the 43rd edition of the

"Alpine Journal".

Secondly he challenged the long distance between Dent d'H6rens to Matterhorn.

This course has a complicated feature and Kagami was able to complete it in only 18

hours. Moreover, he nearly conqured the North Wall of the Matterhorn 3 years

before the Schmid brothers, but had to give up becaus of falling rocks from climbers

in another area.

All these crazy climbings were done by Mr. Kagami because of Smythe. Mr.

Kagami was enjoying himself so much that it meant little to him to pass on his

experience to young Japanese or the press. For this reason he is not known to the

Japanese. From my point of view, the star of the alpinism were Yuko Maki and

Saburo Matsuk ata. If they are the head of the coin, Kagami is the tail.

This is a brief review of Mr. Kagami's life as a mountain climber. When seeing

climbing history from another new point, many young Japanese went to Chamonix

and built their experience in the Alps. From this growing population of young climb-

ers, mountain climbing drew society's attention to this kind of climbing. Dangerous

and wild challenges were called "the extreme alpinism" and opened a new door to

climbing. If we say that Maki and Matsukata are the founder of the Japanese

alpinism, then Kagami is the founder of the Japanese extreme alpinism.
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Sherpas in the 20th Century

Katsuhiko KANO

Sherpas have been imagined as loyal, reliable, cheerful, pious but rather simple

high altitude porters of mountaineering in the Himalayas by the westerners from

the beginning of this century. Those images have been reproduced by various medias

such as travel guide books, T. V. programs and advertishing leaflets of tourism

industries even now. On the other hand, some people claim that 'old good Sherpas'

have gone out, because they became too affluent and modernized. Images of Sherpas

were originally formed in the 1920s and 1930s. In those days, most Himalayan

expeditions employed high altitude porters through the Himalayan Club at

Darjeeling. It meant that most of 'Sherpas' were immigrants from Solu-khumbu or

surrounding hill areas of Nepal who aimed to get prospective jobs there. As Nepal

was still closed to foreigners, activities of expeditions were nearly limited in the

Himalayan under the British rule. Modes of their travel also followed those of

colonial officers, and military personnel often accompanied with them. In such

circumstance, 'Sherpas' who engagerd high altitude porters with expeditions

occupied their seats on the ruling in the colonized area, even if they ranked there

suborinately. Supposedly, the status of 'Sherpas' in the expedition corresponded to

those of 'Gurkhas' who had been recruited by British army from the hill area of

Nepal.

However, Nepal opened its door to foreign tourists in 1950, and then, Solu-

Khunbu, the homeland of Sherpas became one of the most prosperous tourist area in

the country. In the 1970s, Sherpas entered gradually to the sphere of various tourist
bushiness such as management of tourist lodges, restaurants, travel agents and

shops of trekking equipments and souvenirs. For young, ambitious Sherpas, high

altitude porter and trekking guide are rather regarded as temporal jobs to
accumulate capital for the future business. In the 1980s, many prosperous Sherpas

shifted their residence to Kathmandu. Generally they are enthusiastic about modern

high level education for their younger generation.

F'or the tourist business, old images on Sherpas, such as reliable and loyal

servants for the sahib (master), are still valuable heritage. Sherpas belonged to old

generation have performed their roles by 'traditional' manners to get favor with
foreign tourists. However, for younger generation, especially who have received
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education, such attitude is regarded as rather humiliation. Invention of new images,

that is suitable for age of mass tourism in the next century, is requested and groped

now.

A Successful Ascent of KZ : A Report of the Japanese

Alpine Club, Young Members'Group 1996

Atsushi YAMAMOTO

The weather in Karakoram had been unusually unstable this year. The adverse

weather kept on annoying us throughout our expedition even before the construction

of the base camp, Regarding the climbing route, we changed our original plan and

decided to climb the south-south-eastern ridge to avoid competition with other par-

ties. However, we found that the Chilean party was already challenging the SSE

route. So, as soon as we settled in our base camp, we confirmed with Chilean party

regarding the fixed rope (we decided that whichever party might climb first, the

fixed rope should be prepared by themselves independently and not shared), a site for

constructing tents and how to warn others in case of fallen rocks. On the day after

our first summit team had successfully made the summit, four members of the

Chilean party achieved it as weIl. As they had been friendly throughout the expedi-

tion, no trouble happened between us. It was good that we could maintain this good

attitude throughout the climb.

We were afraid of some technical difficulty when we climbed the lower part of

the route. However, as we actually climbed, it turned out to be not so difficult.

Bxcept for fallen rocks, we faced no big trouble. Though bad weather sometimes

acted as a brake, thanks to the hard working of our party members in charge of mak-

ing the route, everything proceeded almost as we planned. Transportation of loads

also went well since we had more than a sufficient number of strong party members.

The biggest problem was that we couldn't find an appropriate place to pitch

tents. We thought that such a big mountain would have more space to allow us to

construct a few tents. But the fact was we couldn't find any such place. Both at Camp

1 (6,350m) and Camp 2 (7,050m), we could barely secure a tiny space far above the

planned altitude. We had to fetch a pick used when we constructed the Base Camp,

and crush the rock and shave the ice to secure a space for tents. Bven after such

efforts, a part of our tents hung in the air.

The bad weather was not always disadvantageous. Though the pace of our

climbimg the mountain had become slow, it gave us enough time to rest. We had to

A29



decrease the number of camps from four to three, which resulted in less trans-

portation of loads and less time to stay at high altitudes. We had a plan to use

oxygen at Camp 3 (7,400m) while we were sleeping. Instead, we used oxygen at Camp

2 while sleeping, but we limited the the use to the members who were going to work

in higher altitude the next day. This contributed greatly to the health condition of

our members. No one experienced bad physical conditions, and 16 out of 18 members

were able to reach the final camp to challenge the summit at 7,850m.

At the end of July, all necessary supplies were carried into the final camp. Then

all the party members descended to the Base Camp for rest. After two days' rest. we

decided to increase the number of the summit team from nine to eleven. They left the

Base Camp one after another. However, from August 3, the weather deteriorated for
the third time, and we were forced to be in a long abeyance. More than fifty days

passed since we started climbing. A heavy snow fell on the top of the mountain and

the interval of the change in bad weather had become shorter and shorter, which

clearly told us that autumn was just around the corner. Such a long abeyance and

accumulated stress made it difficult for some party members to maintain a highly
charged spirit, and discord arose among leaders. We were pushed to the brink of
giving up this expedition. It was the strong, earnest wish of the party members to

make the summit that finally made us decide to continue our challenge.

On August 10, the weather showed a faint sign of recovery. We made a firm
determination not to make even a single mistake. The first party consisting of six
members left the Base Camp. Next duy on August 11, the second party also consist-

ing of six members left the Base Camp. In order to cope with the shorter interval of
the change in weather, both parties went straight up to Camp 2, and the first party
reached the final camp on August 11. On August 12 at 3:00 A.M. the first party left
the final camp and after plowing forward in the deep snow, at 11 :00 A.M.
Matsubara, Tanigawa and Murata summited K2. By 12:50 P.M. Yoshida, Shiina
and Akasaka also made the summit in this order. Two days later, six party members

of the second party who left the final camp on August 14 at 1 : 50 A.M. successfully

made the summit between 7 : 30 A.M. and ll :20 A.M. in the order of Yamamoto,

Takeuchi, Inaba, Takahashi, Sano and Nagakubo. The weather was perfectly fine

with no winds.

It was the first K2 ascent made by a two digit number of party members (the

previous record was eight by an Italian party in 1986). We set another record:

Takahashi, at age 22, was the youngest climber ever to reach the summit of K2. All
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of the party members returned to the base camp safely. We were lucky to be favored

with such wonderful weather to make the summit. After August 15, the weather

took for the worse again. We finished our caravan on August 24, but the adverse

weather still continued, It was just good luck that we were able to climb KZ at the

very last chance of 1996 season.

Climbing K2 Alone and tilithout Oxygen : The Summit
Where Thinking and a Sense of Time Disappear

Masashi TODAKA

June 6, 1996

I reached the Base Camp at 5,200m. My small expedition party consists of only

four members; myself, Masami (-y wife), a liaison officer and a cook.

June B,

I began to climb. For acclimatization exercise and also for finding a descent

route, I headed for the south-eastern ridge. I crept across the crevasse, the beginning

part of the route. Then, I climbed and descended the icy wall leading to Cl (6,250m)

using double axes.

June 14,

I returned to the Base Camp after three days. It snowed and the south wind

raged all through the night. Good judgement demanded that I climbed down. If
stayed in up the mountain, I would have been unable to come down since I had no

fixed rope. I reminded myself repeatedly to maintain this attitude toward climbing

whenever I left anxious about weather conditions.

At the shoulder (7,900m) I gave up my first attempt to make the summit

because I sensed deterioration in the weather. I returned to the Base Camp and took

three days' rest. Snow continued to fall during the three days. Heavy, wet air has

been blowing in from the south. The weather in Karakoram has been unstable this

year. Only in early June, did we experience a long spell of perfectly fine days which

lasted for two weeks. After that, however, fine days didn't last long at all. In
addition, in the high sky (over 7,000m) there were always strong west winds.

Because of the short spell of fine days, the snowy portions up in the mountain were

too unstable for safe climbing. For my acclimatization practice, I climbed alone and

made a route on the south-eastern ridge up to 7,300m. Deep snow made it a very hard

work.

Because of the deep snow, strong winds and unstable weather at top, I
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determined that climbing the south wall in the Alpine style was suicidal. If you want

to stick to the Alpine style to climb Mt. K2,it is most criritical that you find a route

with good snow conditions and climb through the deep snow above 8,000 meters as

fast as possible. I kept on waiting for a chance to attempt the summit.

July 26,

I reached the Camp 2. In the evening, I tried to climb further up to the Camp 3

(7,400m). However, because of strong winds and a snow shower, I had to give up at

7,200m. I returned to the Camp 2, arriving at midnight.

JuIy 27,

After taking some rest to recover from the fatigue accumulated during the last

night's climbing, I resumed climbing at 2 : 00 P.M. and pitched a tent on a ledge at

the altitude of 7 ,100m.

July 28,

I reached the final camp before challenging the summit (7,900m).

July 29,

I'd almost reached the summit area by 1 : 20 A.M. The summit of K2 was lit up

blue like a pyramid under a great, shining full moon. I had been worried about the

wind, but it was a very calm, beautiful night. The surface snow was tight enough and

there was almost no need to walk forward plowing. It was the most ideal condition

to climb without oxygen. My body and mind were still half asleep. I paid particular

attention not to get frostbitten on my toes and fingers. I headed for the bottle-neck

at the top. The snowy wall became increasingly steeper, and as I approached the

bottle-neck, I had to walk forward plowing in the deeper snow. Sunddenly I noticed

that dawn was approaching on the eastern horizon. The sun was just about to rise

from the Chinese earth.

I went throught the bottle-neck, and began to traverse, when it began to snow.

I was annoyed because traversing had become much harder. To secure the return
route, I fixed the rope for 50 meters. It was 9 : 00 A.M. Deep snow required more time

than I expected to take climbing from the bottle-neck to where I stood. All I had to

do was to climb straight up to the summit. Whether I could make the summit or not

depended on how quickly I could climb this extremely steep wall with deep snow. I
began to walk forward plowing and headed for a triangular rock at the upper part.

My physical condition was very fine. I had to walk forward plowing the deep

snow up to my waist. I tried to relax my body and maintain deep, smooth breathing

as I plowed forward rhythmically at an appropriate speed. Still it would take seven

or eight hours more at least to reach the top. I had to try some climbing method

which would not accumulate fatigue in my body.
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Two hours later, I reached the triangular rock. So far, I had climbed at the pace

I had planned. It took four hours to climb through the same part two years ago.

Under the rock I found a red rope deposited. I guessed that it was the part of the re-

mains left behind by the tragic party which attempted K2 last year. The red rope told

me not to be too optimistic about K2 which was dangerous enough to take your life
if you made even a slight mistake in judgement. From the triangular rock, the snowy

wall became increasingly steeper and the snow softer. In the breast-deep snow, I had

to use both arms and my whole body to walk forward plowing.

Plowing at this altitude required much more energy than I had imagined. I
hadn't eaten enough for the last three days, so I was astonished that I could work so

hard.

At noon, I climbed through the snowy wall. It took an hour. The altitude was

8,400m. From the traverse to here, I climbed through the steep slope covered with

soft snow. Physical fatigue was intense. Now, I had to determine if it was possible for
me to continue on to the summit and still return the way I had come. I had to begin

my descent and reach the fixed rope at the traverse before dark. To begin later was

too dangerous, Accidents at K2 happened mostly when climbers began to descend

just after making the summit.

I stretched myself out of a ledge to communicate with Yumi who was at the Base

Camp. She was looking at me from there. If the same conditions continued, I thought

it would be difficult for me to make the summit. However, because it might be more

windy at the upper part, snow condition could be better. If I could continue to climb

without any trouble, I could be on the summit in four hours or so. I told Yumi that
I could not make a decision yet.

The top of K2 above 8,400m is a world where death and life come close to each

other. If you became less conscious of the fact that you were in a very dangerous

situation and less capable of sensing danger, returning alive will become problematic.

Climbing at extreme altitudes without oxygen bottle requires the full exercise of

our survival instinct.

I was, however, feeling great. I felt no hostility from the mountain on the sur-

rounding world. I still felt fully charged with energy. I knew I could make a descent

decision as soon as any adverse situation happened. Thus, I resumed climbing toward

the summit. As I looked down, I could see the panoramic view of the south-south-

western ridge.

I continued to climb as if the summit and I were attracting each other. I knew

that I was always conscious that I had to descend. That meant I was still alright

mentally. It seemed that there would be no problem of descending.

I crossed a peak and saw another peak about B meters higher in front of me. That
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could be the top of K2.I came close to the snowy wall and climbed it using double-

axes without a rest only to find another peak.

Disappointed a bit, I fell on my knees in the snow. It was a little past 4 : 00 P.M.

How much further would I had to climb? I called Yumi who must have been

watching me at the Base Camp. She answered that I was very close to the summit.

Because I had climbed up to this point without stopping, I was gasping for breath in

the thin air. I needed a rest to restore normal breathing. As I began to breathe better

and was calm again, I looked up ahead to find an extraodinarlly beautiful finale

awaiting me.

The snowy white ridge was pushing itself straight up into the sky. I stood up

again and resumed my challenge to make the summit. As I climb up step by step, I

relished the taste of each step. I had no thought or sense of time. Driven by instinct,

I just kept on climbing up higher and higher. One after another, a new step was

printed in the immaculate snowy ridge. What a calm, tranquil and profound world

it is!

At 4:20 P.M. on July 29,1996I was standing at the highest point of the snow-

covered summit of K2. The azure sky was clear and the air was gentle.

Pasang Lhalnu Chuli(Josalnba)7,350111

Tamotsu OHNISHI,Osaka Alpine Club

Pasang Lhamu Chuli is one of five new peaks opened for foreign expedition in

June 1995.

Location of this peak Q8 04 24, 86 36 53) is about 5-kilometer west-soutwest of Cho

Oyu and height of this peak is 7,350 m. It was not for us to identify the peak of this

mysterious name. Soon we learned it was nothing but a peak that had been known as

Cho Aui and already had been climbed from Tibetan side in 1986 by Himalayan

Association of Japan's expedition.

In postmonsoon season of last year, a Korean expedition tried from Nepalese

side but they were forced to retreaL at the hight of 6900m. This peak also has other

two different names; Josamba 1 and Nangai Gosum 1.

Our expedition in 1996, sponsored by Osaka Alpine Club aimed at this peak from

the south or the east ridge. On September 6, the first flight, after irritated waiting

in Kathmandu by prolonged mosnsoon weather of this year, brought us to
Shangboche and we stayed for three days at Everset View Hotel which my friend Mr.
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Miyahara is managing., Then we proceeded to Thame village, where we spent 7 days

at our sirder Ang Phurba' s lodge for rest and acclimatization.

Started for Chhule on September 16, and settled our base camp (5400m) on the

central moraine of Nampa La Glacier. Climbing gears and foods of about 1.5 tons had

already been carried up to BC by a few Sherpas and local porters prior to our arrival.

As the nearest couloir, which directly lead to southern col (5720m), and Korean

couloir up to 6650m col, were both washed by incessant big avlanches, we decided to

change our route without hesitation to the west ridge. We placed advanced base camp

at 5600m, foot of the west ridge near Nampa La.

On September 23, we began to make long route to get to 6730m peak. After a

week October 1, we pitched Camp 1 (6700m) on the ridge just passed over this peak.

Then, a temporary Camp tr was placed near the second col (6250m) on October

9.

Next 3 days were spent to put 7 pitches of fixed rope on knife-edged ridge, so

called "cockscomb". It became the most difficult stage of the expedition.

On October 13, first summit push was done from the temporary CAMP II , but

failed mainly by lack of fixed rope and snowbars. All six members including 4 climb-

ing Sherpas got down to BC for rest and supply.

The second stage of climbing began on October 17. Next day, after struggling

long traverse, we could place new Camp II on the snow hump just behind Triangular

Rock Peak (7tOOm). As two climbing Sherpas returned in bad physical condition on

the way, remaining three occupied Camp II .

October 19, it was splendidly cleared up and temprature fell to -20"C. Proposed

direct ridge route to the summit was abandoned because of its difficulty in passing

through overhanging rocks. However, we could find an alternative route, traversing

to right side. It seemed to be the most feasible route to avoid rock obstacles and get

to summit ridge. Three members, M. Taniguchi, T. Kitamura and a Sherpa, left

Camp tr at 7.00 am. After a few pitches climbing up steep snow ridge, Sherpa got

out of the party with too much fatigue. Then we traversed about 300 meters to the

right and were lucky enough to get to the last summit ridge, from where direct

climbing up more three pitches led us to the real summit. We reached the top at noon.

The highest point was so small an ice pyramid as we could only hold it with

arms, not stand on it. We enjoyed unexpected close view of Mt. Everest and lot of

high peaks around us.

Members: Tamotsu Ohnishi (Leader 54), Mamoru Taniguchi (48), Keiko Nishihira

@D Takehiko Yanagihara (35), Toshiyuki Kitamura (34)

Sherpas: Ang Phurba Sherpa (Sirder 36) and three others.
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The First Successful Ascent of Mt. Ratna Chuli : A Report

of the Nepal Police-Shinshu University Joint Himalayan
Expedition 1996

Mitsunori WATABE

1。  Approach
rrhis expeditiOn was Organized by′ The Acadenlic Alpine Club of Shinshu and

NepaliP01ice L4ountaineering&Adventure iFoundation.IFour inernbers of the expedi―

tiOn teanl frOΠI Shinshu I:Jniversity left Kansai lnternatiOnal Airport August 21,and

anOther fOur On Septernber l.We landed at Kathrnandu on the evening of the sarne

day,where we were warlnly greeted by the Nepalesc Policeo We passed through

custOrns and iΠIInigratiOn very easily,and we were able tO use the iPolice Acadenly

gyIIl to pack our loads for the expedition.ゝ 江uggy IIlonsoon conditions kept us in a

sヽw・eat as we worked on our packingo We also busied ourselves visiting local

authorities and nilaking appropriate greetings.

(Ξ)n Septernber 6 at the Police Acadenly,the Chief and(Dfficers of the Police gave

us a send_Off party tO cheer up the rnernbers of the Joint Expedition:Party.We left

Kathnlandu the next day in three buses(two of therFl for the porters)and two

trucks.()n the way we discovered that rnonsoon rains had flooded a river which

washed Out the highway,Inaking it irnpossible to drive any further than Dhurnre.

(I)n Septenlber 7 we put together a caravan rnade up of 178 porters.We left lBesi

Sahar On Septernber 10 and caravaned along・ the Marsyendi River in the raino We

arrived at Koto,the entrance to the Nar Khola,on Spetenlber 14。  We were able to

spend the nights in lodges located along the highway so far.

()n Septernber 15,we replaced sorne of the porters。 .As we passed through the Nar

Khola,a steep path stretched below us.:Landslides and the collapse of the rocky base

of the road blocked our entrance to the gorge. ]Because falling rocks could be

dangerous,we were all when we rnanaged to pass through the gorge。 ()n Septenlber

18■wre arrived at Phugaon at the altitude of 4,000nl.We were surprised to see hornes

standing at the very end of overhanging terrace.It was really unusual sight.

On elevated ground on the other side of the village stood a telnple of the

Nyingnila sect called Tashi Gonlpao We all worshipped at the telmple, where the

priest's fanlily recalled the Gytti Kang Expedition and welcoΠ led us warrnly.They

gave us good-luck anlulets and prayed for our safety and success.

On Septelnber 19,we passed Mt.Nerniung(7,1391n),the largest peak in Hilnlung

Hilnal.It was first successfully ascended by a party frorn Hirosaki I.Jniversity who
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scaled its south-eastern end called Dudh Khola in autumn 1983. We traversed the end

of the Panguri glacier which flows from Gyaji Kang River, reaching Panguri Kharka
(4,600m), a plateau located at the left shore of Phu Khola (5,200m) where we set up

our Base Camp (BC). On September 22, we asked a priest from Tashi Gompa to come

up to our BC and conduct "Phuja" according to Lamaistic religious rituals.
We prayed for safe climbing. Most of the Japanese members set up relay bases

Phu and Pangri Kharka where they made acclimatization exercises. On September

25, the Japanese members regathered in good health at the BC for climb.

2. Challenges to the Summit

On one side of the BC. we had a close view of Himlung Himal. A party from
Hokkaido University accomplished the first ascent of this mountain. From the top

of the moraine just above the BC (5,400m), we could see the entire figure of the grace-

ful Ratna Chuli.

We followed the moraine and a valley on the right shore of the left-side glacier

and established ABC (the Advance Base Camp) at a point where the glacier met the

south ridge of the col on Ratna Chuli's western peak (5,500m). BV September 26, we

had almost completed carrying our loads up the ABC. On the next day, however,

snow began to fall and it didn't stop until September 29, We utiltzed this forced 3-day

stay for doing more acclimatization exercise. Meanwhile at the BC, Penba Tshering,

our kitchen helper, became paralyzed on his right side. Although we called for a
helicopter to rescue him down, adverse weather prevented his being picked up until
October 1. Fortunately, he made a good recovery and came to see us in good health

on our return to Kathmandu.

On September 30, we attempted our first climbing to the summit. The six
climbers of the first summit team were L. Tanabe, Uchida, Ale, Nul, Dulga and Tulu.

Before returning to the ABC, they had climbed up the southern ridge of the

glacier, creating a route through a vast snow field where we planned to construct C1.

It took 5 pitches of fixed rope between ABC and C1. Other members carried the

loads up to ABC and C2.

On October 1, after setting up C1, the first summit party completed the rest of
the route they had set up the day before along the southern ridge. This southern

ridge required 19 pitches of fixed rope. When this work was completed, the party
descended fixing 3 more pitches of rope from the western ridge pointing toward the

main peak and reaching the spot where we had planned to set up C2. The party then

returned to Cl using snow bars all through. Because the weather began to

deteriorate on October 3, they decided to postpone the first attempt. They left Cl and

returned to BC. Bad weather continued through October 5 with snow fall even at the
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BC.

Although the storm ended on and weather recovered October 6, we refrained

from doing any activity taking into consideration of fresh, heavy snow fall.

On October 7, the same party once again challenged the summit. They climbed

up to Cl through ABC, and on the next day set up C2 (6,550m). October 9 looked fine

despite strong winds. Still the party waited until 7 : 00 A.M. before leaving C2 to de-

scend the steep slope leading to the main summit col (6,400m). At the steepest part,

3 pitches of rope had been fixed. The col itself was a wide plateau. Fixing ropes on a

hard, crusted snow wall, the party ascended from the col toward the main summit.

When the party was within 100 m of the summit the physical condition of a

member (Uchida) became bad and it was also out of ropes. The Nepalese members

were reluctant to climb in staccato and insisted on returning. Thus, the second

challenge was declined.

We knew the third attempt would be our last opportunity since time was run-

ning out for us. We could afford to make no mistakes on our last attempt. To this

point we had divided into 3 parties, but we replaced the members of the first summit

team to three (L. Tanabe, Ale and Tulu), and chose six members to act as support

Sawada and Dulga were in charge of supporting the summiters above C2. Because no

problems developed, these two members were able to join the first summit party.

The rest of the members gathered at C2, so each could join either the second or

third team to make the summit.

The weather continued to be after October 6. On October 11, at C2, we watched

the passage of migrating cranes. We were deeply moved by the cranes flying in

various formations against the shining azure sky above.

On October 12, the first summit party and support party left the BC. They

climbed up to Cl via ABC on October 13. On October 14 at 7:00 A.M., 5 members

(Tanaka, Ale, Tul. Sawada and Durga) left C2 and successfully made the summit at

12: l0 P.M. It took 3 pitches of rope from the spot where they had given up the ascent

to the summit last time. Thus, they were standing on the top of Mt. Ratna Chuli, a

jewel of a summit of which we had long dreamed. The summiters returned to C2 at

15 : 30, and returned to the BC on October 15.

On October 16, the secohd summit party (L. Watabe, Nomura, Hanatani, Joshi,

Irluru, Ful) successfully ascended to the summit. The weather was in our favor; it
was fine and the wind was mild. In the far north the view of Mt. Lunpokanri in the

Trans Himalayas could be seen, and to the south four mountains of Himulung Himal

on the other side of the valley of Phu Khola could be seen. Behind them were the

majestic figures of the Great Himalayan Mountains including Mt. Manaslu, Mt.

Annapurna, and Mt. Dhaulagiri.
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On October 18, the third summit party (t-,. Uchida, Kaneko, Kobayashi,
Sivakoti, Damber) succeeded in ascending the summit. With this ascent, all members

had climbed up to the summit of Mt. Ratna Chuli.

On October 19, we demolished C2 and returned to the BC. The next day, Cl and

ABC were demolished. We carried unused ropes, foods and garbage down to the BC

and completed all the mountain climbing activities.

The Successful Ascent of Mt. Chomo Lhari : A Report of the 1996

Japan-China Joint Chomo Lhari Bxpedition

Yoshihiko MIYAMOTO, The Nagano Alpine Club

1. How the Japan-China Joint Party was formed:
For a decade from 1981 to 1990, the Nagano Alpine Club and the China Alpine

Club had joint meeting to study the skills of joint mountain climbing. The two alpine
clubs visited with each other to have those meetings. Such efforts had been continu-
ing even today, and bore fruits in many ways.

In order to commemorate the past joint efforts and also with an expectation to
further deepen the friendship and trust, the China Alpine Club proposed us a joint
attack of Mt. Chomo Lhari.

Because the Indian border was in close proximity of Mr. Chomo Lhari, foreign
climbers were not allowed to get into the area where Mt. Chomo Lhari stands. Due

to this reason, the attack from the Tibetan side has never been attmpted before.

The attempt of the joint party to climb Mt. Chomo Lhari from the Tibetan side

resulted in a great success with all participants (25 members including and co-

operative members) successfully attaining to the summit.

2. The Outline of the Joint Party
i ) Name: The Japan-China Chomo Lhari Joint Attack Team 1996

ii ) Time: August-september, 1996

m) Sponsor: The Nagano Alpine Club, The China Alpine Club
iv ) Members:

Japan Party leader: Yoshihiko Miyamoto (52)

Assistant leader: Makoto Yamada (39)

Attacking members: Akira Hiratsuka (45), Yukihiko Kato (63),

Atsushi Mio $D, Dakao Doi (46), Shinsaku Tanaka (36),

Takuya Matsut ani Q4)
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China The person responsible: Zhang Jiang Tuan (43)

Attacking leader: Luo Shen (33)

Members: Kun Sang (39), Kai Cun (32), Tenzin Dorji (36),

Jio Cuo (36), Jiji (25)

Press 9 people including NHK

Cooperative members and Official 18 people

v ) Goal: To climb Mt. Chomo Lhari (7,325m)

3. The Outline of the Actions

Aug. 17 BC was set up (at the altitude of 4,700m)

19 Cl was set up (5,300m)

26 C2 was set up (6,000m)

31 Withdrawal to BC due to a heavy snow fall

Sept. 4 Climbing resumed

5 C3 was set up (6,850m)

B The first attack party consisting of 10 members

successfully attacked the summit

10 The second attack party consisting of 15 members

successfully attacked the summit

2l BC strucken

4. Notes

1. Mt. Chomo Lhari is a very beautiful mountain, which local people call "A Fairy's

Peak".

2. Mt. Chomo Lhari was said to be conquered twice in the past: in 1937 and 1970. No

records of those two attacks were left. This time, we took the route of the southern

edge from the Tibetan side. The edge is a border between Bhutan and China.

3. From BC to C1, we climbed a meadow and moraine beside a glacial lake, and then

went up the glacier with lots of seracs.

4. From C1 to C2, we passed through an ice fall which was 200m high, climbed the

snowy field and reached a col on the border line. It was very foggy at the col.

5. From C2to C3, we had to climb a big wall covered with snow to reach the south-

ern edge. We precisely followed the edge. We fixed the rope throughout the entire

route. We set up C3 behind a serac.

6. From C3 to the summit, we climbed a steep edge. We had to traverse one spot

which was just like the knife-edge. The summit was long and narrow, and was

covered with new snow.
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Hkakabo Razi, Mysterious Mountain in Myanmar

Takashi OZAKI

In the northern part of Myanmar, in the remote corner of Kachin State, a
mysterious mountain, vigin and symbolic Hkakabo Razi (5BB1m). For the first time
challenged in Joint Friendship Exploration-Expedition Myanmar/France/Japan,
with Ozaki Family, and succeed to conquer the top on 15th September 1996. This
mountain is the highest peak in Myanmar.

Takashi Ozaki, expedition leader did a recongition, with his son Makoto (tO

years old) and two Myanmar members between January and March 1995, but could

not even reach the Base Camp due to deep snow and bad waather. Almost no data
could confirm its reality. This mountain was mysterious, like defended from the
human invasion by subtropical rain forest, numerous tumultuous rivers and very

steep valleys.

The same year, in August, the first endeavour is made by the north side of
Hkakabo Razi during the heavy rainy season. F'rom the Base Camp, they shape up

the route by a "Grand Pilier d'Angle", and cross a pass to reach the upper glacier

covered by seracs. They could reach 5100 meters high, near the submittal ridge, but
finally had to retreat, and re-challenging again in 1996.

l8th of July start from Yangon to walk from Putao about one month in the
jungle and arrive to Base Camp on 20th August. Immediately, from the next day,

they start to make the route to reach on 28th August, over 5 pitches rope to compare

with 1995, and settle the Camp tr on the Bergschrund. At first they thought, it
would be easy, but the snow condition was very bad and difficult due to the high
temperature. Snow ledge was very fragile and to escape, they had to trace alternat-
ing from left to right (South to North) on the submittal ridge. Gas stove troubles

made them stop this expedition for days, but 10th of September they started again.

On 12th September, leader Takashi Ozaki and Nyama Gyaltsen, Myanmar member,

entered the final camp, where they were stocked by falling snow and bad weather

for two days continue. Ultimately, they reached the summit of HkakaboRazi at3.l2
pm on 15th September. After three years' effort to realise this challenge, Hkakabo

Razi is no more a mysterious mountain.
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THE DEVELOPIMENT AND NATURE PRESERVAT10N
MOVEMENT OF MToCHOKAI

Focusing on the lnVeStigatiVe DocuIIlents Concerning

the]:Iabitat Of the lnuwash(Golden Eagle).

by the cOnllnittee of Nature PreservatiOn

R4t.Chokai is a well― known rnountain in the northeast region of Japano The

rnountain covers a large area,spreading between the prefectures Of Yalnagata and

Akita with its lower slopes being washed by the Sea Of Japan.

At th coldest tilne of winter the seasonal wind blows and hits the rnOuntain

bringing heavy snOwfalls which keep rnOst peOple away.Even during the hottest tirne

of surnrner the rernains of the snow cap can still be seen,together with green rrlarsh

lands,ponds and a high_altitude lake.rrhe beautiful rrlountain crest stretches along

the coastline of the sea, with contrasting rocky peaks and deep green valleys

providing a wonderful variety of scenic views which continue to allure and faSCinate

people year after year.

R4any alpine plants,such as Chokai― fusurrla,the fOrests,bird life and anilnals,

are all representatives of a rich ecOsysteⅡ l and the wealth Of nature.All these can be

found on Chokai lnountain.

In 1984 the 10cal tOwn of Yahata,Yanrlagata prefecture, began to plan a large

scale ski resort on the southern slopes of the rnountain.rrhe f。 11。 wing year a leading

deve10per, KOkudo, KK, with governrnental support of the prefecture, Inade

prelilninary plans for the resort.

I::IOwever, the 10cal ``R40unt ChOkai Environrnental Protection Society",

represented by httr.Shoji lkeda,began a signature― collecting carnpaign opposing the

resort developrnent.「 Fhe Calnpaign faced an uphill fight because lnany local residentS

wanted econornic progress through building a ski resort.′ rhe rrlovernent persevered

and in 1990 at the Alpine club nature preservatiOn lneeting held at Mishilna,

shizuOka prefecture,RIr.Junji SatO(a lnel'nber Of the Yalmagata branch)reported

On the need fOr suppOrt frOnl the Alpine Club.

on receiving this repOrt,the Japanese Alpine Club issued a protest against the

deve10prnent tO the Minister of EnvirOnIIlent,the GOvernor of Yarnagata prefecture

and the rllayOr of Yahata。 (Dbtaining the suppOrt of the Alpine Club's Nature

Preservation CoΠlrnittee becarne the turning point for this whole rnovernent。

71]he opposition against the proposed developrnent plan was then taken up by the

local T.vo and rnedia,″ rhis in turn nflade local residents aware of the inilportance of

envirOnlnental problerns and greatly encouraged those who were actively involved in
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the movement from the very start. When it was discovered that the proposed ski re-

sort area was the habitat of the golden eagle, an endangered species from the Red

Data book, this then became the main objective for those working on the issue.

A golden eagle investigation group was organrued with Mr. Sato as the leader.

As a result 268 days of research over a period of 3 years, including working in
extreme hot and cold weather conditions, the group finally located a nest. This was

important evidence to help their cause. Furthermore, the eagles were raising their
young annually with success in propagation.

The excellent quality of the natural environment was further grounds for
protection.

Once more the environmental assessment was questioned. Finally, after eleven

years of hard work, in July 1997 Kokudo KK gave up their battle of developing the

ski resort. The enforcement of the development plan for a resort then became even

more difficult.
With the decline in the national economy, many similar development plans be-

came impossible and together with the increasing concern over environmental issues,

helped to save Chokai mountain. However, the long environmental battle succeeded

because of the cooperation and hard work of the local environmental activist
campingner, Mr. Jiro Yamada (then Alpine Club president), Mr. Masanobu Sawai
(Alpine Club chairman), Mr. Tsunehiro Matsumoto (Alpine Club director) and

Mr. Murakami, Mr. Ohashi and Mr. Umezu (successive heads of Yamagata branch).

----r

A43

\,



鳥海山のスキー場開発と自然保護

イヌワシの生態調査記録を中心に

自然保護委員会

これは日本山岳会自然保護委員会の理想的な活動の記録である。始まりは

1984年 (昭和 59年)全国的なリゾー ト開発プームにのって、鳥海山南麓の山

形県八幡町が大規模スキー場開発を計画し、翌年にはコクドの参加を得て国、

県の後援のもと、実現に向けて動きだしたことであった。

最初に反対に動きだしたのは、地元の鳥海山を愛する人たちで、署名運動を

展開したが、開発による町の発展に期待する声も強く、運動は孤立と苦戦を強

いられながら、粘り強く続けられた。

鳥海山の開発計画の情報が、山岳会自然保護委員会にもたらされたのは、遅

く1990年 (平成 2年)の ことであったが、運動が全国的な問題になったこと

が、ひとつの転機になった。自然保護委員会の山形県、八幡町に対する開発変

更の要望書提出を、地元のテレビ局などマスコミが採り上げ、地元住民が環境

問題に関心を示したことが、孤立気味だった反対運動の人々を勇気づけたので

ある。

そして計画を自紙撤回させた決め手となったのは「絶滅危惧種」のイヌワシ

の営巣地発見だった。13年 に亘る粘り強い地元の運動にもよるが、バブル経

済が崩壊し、林立していた各地のリゾート計画の多くが挫折や中止に追い込ま

れていることも幸いした。当初からスキー場計画は採算的に疑間があった。こ

の環境活動が八幡町を救ったといえよう。       (山 岳編集委員会)

スキー場計画から中止までの自然保護活動

1984年 (昭和59年)か ら1997年 (平成9年)ま での経緯

松 本 恒 廣

はじめに

鳥海山は名山である。山容は大きく山形、秋田両県にまたがり、長くたなびく裾野を

日本海が洗っている。厳冬期はシベリヤからの季節風をまともに受けて、積雪多く人を

寄せつけない。盛夏でも万年雪が残り、池塘を持った湿原、山上湖、海岸線まで続くの

びやかな稜線、対照的な岩峰、深い谷など複雑な自然と、恵まれた景観は人を魅了して

やまない。チョウカイフスマに代表される多種多様な高山植物や、豊かな生態系をもっ
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鳥海山のスキー場開発と自然保護

ている。

1984年 (昭和 59年)リ ゾー ト開発プームにのって、南麓にある山形県八幡町が “町

発展の起爆剤"と して大規模スキー場計画の構想を打ち出した。第 3セ クター方式で計

画されたが、うまく進まず、株式会社コクド (旧名 国土開発)に接触、当初は採算面

で難色を示していたといわれるコクドを説得して、1985年 11月 に参加することが決定、

計画が動き出した。その後、林野庁主導の森林空間総合利用整備事業と称するリゾー ト

構想の導入が発表され、柱として「野外スポーツの森」ゾーンを設け、そこにスキー場

がつくられることになった。

地元住民の大部分は無関心か、開発による町の発展を期待する人も多く、計画に反対

する人は少数であったが、孤立に耐え粘り強く反対運動を展開した。鳥海山に690回以

上登っている池田昭二会員など鳥海山を愛する人たちが計画反対の署名運動を展開して

おり、かつて鳥海山の主と称された故齋藤清吉さんに薫陶を受けた佐藤淳志会員などが

協力していた。

そして、このスキー場計画地周辺で、天然記念物の猛禽類「イヌワシ」が発見された

のである。イヌワシは国内最大級の鳥で、環境庁のレッドデータブックに絶滅危惧種と

して指定されている。英語名ゴールデンイーグル、中国名「金鷲」と呼ばれている。

飛翔時は両翼 2メ ー トルにおよぶ大型のワシで、いまや全国に300羽足らずしかいな

い。近年の開発により生息地が狭められ、その繁殖成功率は危機的状況にある。しかも

食物連鎖の頂点にあって「環境のバロメーター」として貴重な存在となっている。そこ

で自然保護委員会としてはスキー場開発の是非を論ずる前に、判断材料のひとつとして

イヌワシの生態を調査記録し、提供することにした。

とくに山形県には観察記録がない。しかも最重要な繁殖活動期の調査、すなわち産卵、

抱卵期が 1～ 3月 という厳冬期で、強風豪雪地帯の作業は困難が伴い、冬山経験豊富な

現役の山岳会会員が調査したことに意義があった。

佐藤淳志会員 (酒田市在住、自然保護委員)を はじめとするグループ9人が、イヌワ

シ調査班を結成、93年 10月 から今日まで 268日 間にわたリイヌワシを追い続け、苦闘

の結果、調査開始から127日 目に営巣地を発見したのである。この間調査の指導を受け

たこの道の第一人者、日本鳥類保護連盟学術専門委員で岩手県立博物館の関山房兵氏を

して「ついにイヌワシの巣が発見された。偉大な素人集団の勝利だ。純粋な山男の賜物

だ」といわしめた。そして、この粘り強い行動がスキー場開発を 10年以上遅らせ、つ

いに1997年 (平成 9年)9月 5日 の八幡町長による中止声明につながったのである。

八幡町のスキー場計画と反対運動

皮肉なことに、スキー場計画は故齋藤清吉さんが 1960年 (昭和 35年)高松宮殿下と

滑った通称「宮様コース」と呼ばれる南斜面を中心に計画された。即ち標高 1200メ ー

トルの滝の小屋付から標高 600メ ー トルの湯の台までのコースを拡大し、延べ3345メ ー

トルのゲレンデにしてゴンドラリフトを設置、総工費 27億円、面積 293ヘ クタールと

いう大規模な開発計画である。

A45



この時期、すでにコクドはスキー場のほかに「八幡鳥海ゴルフ場」と「八幡鳥海プリ

ンスホテル」計画があることを、地九紙にスクープされ、スキー場を加えた 3点セット

を商標登録していることが判明した。この間、一握りの鳥海山を愛する人々による孤独

な反対運動が続けられていた。日本山岳会自然保護委員会に情報がもたらされたのは

1990年 のことで、静岡県三島市で開かれた自然保護全国集会に出席 した山形支部の佐

藤淳志会員から現況の報告があり、いよいよ山岳会自然保護委員会としての運動が展開

されることになった。以下は 1990年以降の経過報告である。

1990年 (平成 2年)山岳会の反対要望

9月 、第 16回 自然保護全国集会は静岡県三島市で開催された。山田二郎会長の開会

挨拶で始まった集会において各支部から報告が行われ、その中で、山形支部の佐藤淳志

会員から「鳥海八幡スキー場計画と環境問題」について報告があったのである。この問

題提起が集会出席者の注目を集め、早速現状を調査して「山岳会として、どのような行

動がとれるかを検討する」との緊急動議が採択された。

10月 に入って、松本恒廣担当理事、澤井政信委員長、本多勝一、麦倉啓 (山形支部

担当)、 斎藤かつら各委員と山形支部から村上勝太郎支部長、金森繁二郎、池田昭二、

佐藤淳志会員の 9人 による合同調査が行われた。その調査で、すでに建設予定地には営

林署の許可を得て、ところどころに杭打ちがされており、測量の邪魔になる支障木の除

去が始まっているのが判った。

この調査の後、前記の 9人 に加え、自然保護委員会の伊藤 敵、中村純二両委員を加

え、11人 による小委員会を設置して、今後どのように対応すべきか、種々討議を重ね

た結果、鳥海山の自然破壊につながるものとして、次の 4点を趣旨とする要望書を提出

することに決まった。

① 大規模な索道や付帯設備の建設は「鳥海山国定公園の保護および利用に関する基

本方針」に反する。

② 日本有数の冬季豪雪強風地帯に属するため、スキー場には危険が伴う。

③ 南麓斜面は平均斜度 9度でスキー場の魅力に欠け、営業が成り立たない燿れがあ

る。

④ 地元住民の創意を活かし、貴重な自然を壊すことなく地場経済が発展を続けるよ

うな道を選ぶべきである。

1991年 (平成 3年)山岳会が反対の要望

2月 の理事会に「鳥海山南麓のスキー場開発方法の変更を求める要望書」を上程、原

案は会長名であったが、地元山形支部の意見統一に時間がかかり、急を要するところか

ら理事会の承認を得て委員長名で要望することとし、八幡町長へ、また写文を山形県知

事、コクド社長へ提出することとした。地元八幡町へは2月 23日 、松本理事と澤井委

員長が村上支部長等を同行のうえ役場を訪問。要望書を提出するとともに約 1時間町長

はじめ町役場関係者と懇談した。この時の模様はマスコミの取り上げところとなり、地
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鳥海山のスキー場開発と自然保護

元に大きな関心を喚起させるに充分であった。ちなみにJACが鳥海山の自然破壊に対

して抗議したのはこれが初めてではない。昭和55年、秋田県企業局による北東斜面の開

発構想に対し当時の西堀栄二郎会長、織内信彦委員長連名による要望書を秋田県知事等

に提出したことがある。その後、この計画は実現しなかった。

1992年 (平成 4年)

今回の開発行為計画予定地が国定公園の第二種特別地域にあたるところから自然環境

保全審議会の認可を必要とし、それには環境アセスメントの提出が義務づけられている

ため八幡町側はその作成に努力していたこともあって、この間こう着状態が続いた。

1993年 (平成 5年)イ ヌワシ調査班を結成

年が明け、表面的には顕著な動きは見られなかったところにイヌワシの存在がクロー

ズアップされたことから急に慌しくなってきた。昔からこの山麓には “大きな鳥がいる"

ことは知られていたが、それが何という鳥かは土地の人々は全く関心を示さなかったと

いう。佐藤会員が、たまたまこの鳥に興味をいだき、何回かの予備調査の結果、それが

イヌワシに間違いないと確信する。このことは後日合同調査を行った山形県委嘱の猛き

ん類専門の今井 正氏、関山房兵氏等専門家によって確認されたのである。従来から秋

田側には生息していることは知られていたが、今回南麓で確認されたことによって、こ

の営巣地が開発予定地域近 くにあれば「絶滅危惧種」の存在をおびやかすことにもなる。

しかもその繁殖行動期間はスキー場の営業期間と重なるものであり、より慎重な対応が

求められる。そこで我々としては「大規模スキー場開発の是非」を問う前に純粋な学術

的立場からイヌワシの生息調査をしてみようと思いたったのである。

他方、県側でもイヌワシの存在を無視できなくなり、生息状況や営巣地を探る現地調

査に乗り出す旨公表した。今までオオタカ、ハヤプサの生息は県総合学術調査等で確認

されていたがイヌワシについては未確認だったものである。その後「自然を守る会」と

県自然保護課との話し合いで県側が「営巣地調査等の結果が出ないかぎり建設の許可は

しない」と言明したことから、平成 6年オープンを目指し、是非とも11月 中にと希望し

ていた審議会開催は難しくなった。一方、八幡町は計画の一部手直し案を発表。スキー

場の当初の標高 1,200メ ー トルを 1,170メ ートルに下げ、ゴンドラをリフトに改めるな

どして植生上、景観上考慮したと云う姿勢をみせた。

この年の全国集会は尾瀬の玄関戸倉の「ロッジ長蔵」に藤平正夫会長をはじめ全国

11支部 57名 の会員を集めて開かれ、「 日本山岳会の自然保護はどうあるべきか」をメ

インテーマに熱心な討議を重ねたが、分科会における「自然破壊に対する反対運動」の

中で佐藤会員より鳥海山でイヌワシの飛翔が確認され、独立峰で生息しているとすれば

非常に珍しい事例であり、この観察をしてみたい旨提案があり、これを委員会活動の一

つとして認めることも決議した。そして佐藤委員を中心に地元 JAC会員や他山岳会員

有志による調査班を組織し、取り敢えず 10月 中旬から11月 下旬まで毎日泊りこみで飛

行時間や経路、飛翔範囲、場所、数などを記録すべく一連の調査をスタートさせた。そ
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の後この我々の調査計画を知った県から合同調査の申し入れがあり、県側から3名 、八

幡町から5名 、守る会から2名 による調査が 10月 14日 に行われた。この時に一度に4

羽のイヌワシが確認されたのである。場所もなんとスキー場開発予定地点、番 (つがい)

とみられる成鳥 2羽 と亜成鳥 1羽。今年巣立ったと思われる幼鳥 1羽。日本自然保護協

会の横山保護部長によると4羽を同時に確認したのは全国的にも非常に貴重な報告であ

るとのことであった。以後この生息調査はJACと県側 (調査専門業者に委託)各 々独

自で続行することになる。何よりもこの調査の最重点目標は営巣地を特定することにあ

る。そうすれば必然的に個体の行動範囲が決定される。

一般的には半径約 6～ 14キ ロが捕食行動等を行う “行動圏"、 その内側の半径約 3～

5キ ロが求愛営巣行動を始め年間を通じてイヌワシに利用される “高頻度利用域"と大

別される、そのほぼ中心に営巣地があるとされている。そして我々は、これまでの飛翔

観測データから、高頻度利用域内にかかるスキー場計画地から1～ 3キ ロの地点に営巣

地があるのではないかというところまでしぼりこんだ。しかしこの地点でも町側は相変

わらず 7～ 8キ ロ離れた行動圏の外、秋田県側に営巣地があるのではないかと云う見解

をくずしていなかった。また、当初 JACが要望書を提出した直後は「どうせ一過性の

もの、時間が経てばほとぼりも冷めるのでは」とみていた節があり、その後イヌワシの

調査を始めたことから俄然我々の行動に注目するようになった。一方、高橋県知事は当

初の年度内事業決定は調査結果が出るまで待つという慎重な姿勢を示した。

11月 27日 、調査班による中間報告会を開き、10月 13日 から11月 24日 までの調査

結果をまとめ県自然保護課へ提出、東京では澤井委員長が環境庁自然保護局を訪間、こ

のデータを報告するとともに今後の調査方法につき助言を求めたのに対し、鳥獣保護業

務室の小林 光室長 (JAC会員)も「飛翔の観察も重要だが、やはり営巣地や採餌地

を特定させないと保護対策をたてにくくなる」と、特に営巣地の発見が急務であると力

説された。

1994年 (平成 6年 )

1月 9日 付の全国・地方紙は一斉に「イヌワシ保護か、スキー場開発か」「国天然記

念物イヌワシ霊峰に編隊飛行」「反対派に援軍」等の見出しで共同通信の配信によるス

キー場計画関連記事を写真入りで報道した。前年末にはフジテレビ系からも放映され、

これらマスコミによる影響からか我々のイヌワシ調査も広く理解されるようになった。

3月 26日 、澤井、松本両委員が現地視察。この時成鳥 1羽 の飛翔を認めた。その後の報

告会では週末によくみかけるスノーモビルや航空自衛隊による救助訓練や東北電力によ

る送電線架設予備調査の際のヘリコプター騒音問題が取り上げられ、この対策を協議し

た。

6月 10日 、八幡町側はイヌワシ以外の環境アセスメントの作成がほぼ完成 し、県自

然環境保全審議会に提出する時期が間近であるとことを公表した。

10月 28日 、第 131回 国会衆議院環境委員会に於て岩佐恵美委員 (共)は鳥海山スキー

場開発計画を取り上げ、宮下環境庁長官、奥村自然保護局長に政府側の意向を問い質し
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ているが、県の方でしかるべく判断するであろうという通リー遍の答弁に終始した。

イヌワシの観察を続けている佐藤委員によると時として思ってもみない現象も眼につ

くと云う。その一はクマタカの番の飛翔を確認したこと。この鳥も国内希少野生動植物

種に指定されている。またイヌワシが自分の縄張りに入って来たオジロワシを追い出す

様の撮影に成功。海に生息するオジロワシが山に生息するイヌワシの縄張りに入りこむ

種間干渉している貴重な写真と専門家から太鼓判を押された由。これらの事実はこの山

域の自然環境が如何に豊かであるかを証明しているともいえる。

1995年 (平成 7年)イ ヌワシの営巣地発見

この年の3月、調査班として過ぐる93年 (平成 5年)10月 13日 から1年 5ケ 月間

延べ 117日 にわたった観察結果を取り敢えず報告書としてまとめた。未だ営巣地を特定

するまでにはいたらなかったが、①間違いなくこの南麓にイヌワシが生息していること、

②従来から知られている秋田県側のそれとは異なる個体らしいこと、③営巣地が近くに

あるらしいこと、④子育てを行っていること、等がこのデータから推測された。時に同

じくして事業主側が作成していたスキー場予定地とその周辺の環境影響調査 (環境アセ

スメント)が完成、自然環境保全審議会自然公園部会 (国定公園での開発行為などの可

否を問う知事の諮問機関)が 3月 17日 に開催されるとの報に接したのである。当委員会

としては、これまでの観察結果からスキー場予定地周辺に営巣地がある可能性が極めて

高い、くれぐれも慎重に審議して欲しい旨を、理事名の文書で審議会大津会長、県自然

保護課宛に発送した。重大な関心をもって、迎えたこの審議会はコクド側から提出され

た「開発による影響は極めて少ない」とするアセスについて討議されたが、焦点はイヌ

ワシと希少種のワイ性プナで議論百出、結論に至らず次回へ持越しとなった。これまで

審議会開催は単なる通過儀礼にすぎず、ほぼ一度の議決で答申するのが慣例となってい

ると言われるにしては全く異例の結果となった。結論持越しとなったことで更に審議会

メンバー全員に前述文書を送付した。そして 28日 県庁内で再開された審議会は「イヌ

ワシは貴重な生物でもあり、今後着工までの約一年にわたって営巣地確認のための調査

を慎重に行うべき」との意見を付して事業決定を可とする答申を議決した。更に「調査

の結果、イヌワシの生息に大きな影響を与える場合は事業決定の取消しもありうる。」

との部会長発言もあり、このスキー場開発の鍵を握るのは営巣地を含むイヌワシの生息

状況次第となったのである。とにかく着工認可をここまで引き伸ばし得たこと、更に一

年間の猶予が生じたことは我々の努力が実ったものである。審議会の決定事項にあるよ

うに、この開発の可否はすべて調査結果にかかっているので山岳会員としての開発云々

以前の立場にたって事にあたることも再認識し、これまで通り調査を続行し鳥海山全体

のイヌワシ生息体系を明らかにしようとの方針を再確認した。

この審議会答申から1ケ 月足らず、知事による条件付事業決定の 4月 19日 から僅か

4日 後の4月 22日 、佐藤淳志、大西重紀両会員等調査班のメンバーは遂にイヌワシの

営巣地と幼鳥を発見したのである。数日後、関山氏もこれを確認した。場所は鳥海山南

麓の日向川上流、標高 500～550メ ー トルのスキー場開発予定地から僅か ■45キ ロ、岩
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場の中腹に直径約 3メ ー トル、高さ lc 5メ ートルの、関山氏によれば 2～ 30年 も前か

ら使われていたのではないかと云う巣であった。ここまで2シ ーズン、育雛期間を含む

20ケ 月、入山日数 127日 、その都度営林署への入林許可を取付け、イヌワシを刺激 し

ないよう少人数のメンバーで山に入り、各地に設けた観測ステーションから観察を続け、

飛翔の軌跡を地図上に記録し、それらを解析して季節毎の高頻度飛翔域や採餌場の確認

とその餌を運ぶ方向を見定め、また冬場には一日中同一場所で風と寒さに耐え、辛抱強

く集中力を持続させながら、ほんの数秒、数分間の瞬間を見逃さぬように粘り続ける。

小さな沢の崖地一つ一つを雪崩の危険をおかしてつぶしていく、山岳人でなければ出来

ぬ調査であった。勿論ここまでくるには鳥類の調査にはズプの素人であった佐藤委員自

らが調査方法を会得した努力と関山氏の指導によるところが大きかった。

4月 25日 午後、酒田市役所記者クラプに於て、澤井、佐藤両委員と金森副支部長の

二人は記者会見し営巣地発見の経過説明を行った。ただし正確な位置は発表しなかった。

関山氏によるとイヌワシの繁殖率は年々低下し、全国で 93年 5羽、94年 17羽 しか巣

立っていない。鳥海の営巣地は一昨年も繁殖に成功しており、この営巣地確認は全国的

にも貴重で意義深いものがあるとのことであった。

5月 11日 、山形県環境保健部自然保護課の鈴木 隆課長と小松清秀主査が、イヌワ

シ調査につき協力を依頼にJACル ームを訪問。大森担当理事が所用欠席のため澤井、

松本両委員が対応した。趣旨は県として生態系の調査をして、それを基に環境保全を考

える資料とするだけでなく、最終日標はスキー場開発のあり方につき利害関係者を排除

した中で広く専門家の意見を聞く場をつくりたい、ついては具体的に営巣地を教えて欲

しいこと、またJACと して参画してもらえないかと云う協力申し入れであった。当委

員会の基本姿勢としてはあくまでも「スキー場問題と切り離した形での学術的調査であ

り、スキー場の開発云々は行政の判断である。」と云う立場をとっていることから若干

抵抗があったが、担当理事、委員会の了承を得て全面的に協力することとした。 6月 5

日、審議会、県、町、守る会の代表を佐藤委員が案内すると云う形で最少人数 6名 によ

る合同の現地調査が行われ、初めて JAC以外の関係者はその眼で営巣地を確認 したの

である。

そして6月 21日 、山形市に於て第 1回鳥海山イヌワシ生息調査検討委員会が開催さ

れた。メンバーは、大津 高東北芸術工芸大教授を座長に、小笠原昌秋田大教授、由井

正敏農林省森林総研東北支所保護部長、関山房兵岩手県立博物館主任専門学芸員、大沢

八州男日本野鳥の会山形支部副支部長、角田 分山形県野鳥愛護会委員、佐藤淳志日本

山岳会自然保護委員の7名 である。以後その検討内容は非公開で行われた。いずれにし

ろ、これにより山岳団体としての JACが県知事の諮問機関に組みこまれ、意見を述べ

ることになる。検討委員会としては次年度 3月 までに生息調査を行い中間報告をまとめ、

引き続き8年度も調査を続行、会合を随時開催し平成 9年 3月 を目途に最終報告書を提

出するというスケジュールとなった。今後は県側の委託調査機関とJACの 調査が並行

する形で進められることになったわけである。

第 21回 自然保護全国集会は山岳会創立 90周年記念式典の翌日、10月 15日 山岳会ルー
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ムで開催した。前日は大森弘一郎委員の主催する自然保護フォーラムに皇太子殿下、雅

子妃殿下をお迎えして盛況だったが、全国集会も宮下秀樹、中村純二両副会長を始め

11支部 14名の各支部保護委員、一般会員など40余名が参加。 メインテーマに「鳥海

山の自然保護」を取りあげ、佐藤委員がこれまでの経過説明を行った。 4月 にイヌワシ

の営巣地が発見されたことにより県の検討委員会が発足し、開発計画に再度ブレーキが

かかったこと、やみくもに開発反対を叫ぶのではなく、このような機会をとらえて生息

調査等を行い、そのデータを活用して訴えかければ望ましい方向へ導びけるのではない

か、他の自然保護活動の参考になれば、と云うのが我々の思いであった。

1996年 (平成 8年)調査記録作成と営巣地の崩落

その後検討委員会は現地調査等を折り込み繁殖活動を確認しながら進められていたが、

我々としては委員会の結論が出ぬうちにインパクトを与えておいた方が得策と判断し、

93年 10月 から開始した調査結果を 96年 3月 で一区切りつけ、 この間の観察記録を中

間報告書としてまとめるべく作業に入った。項目は①調査方法、②観察結果、③考察、

の 3章からなり、観察期間中の全出現記録、推定された行動圏、観察地点、飛翔 トレー

ス等を図表をまじえて編纂し若干の写真を添付した。当方のデータによるイヌワシが交

尾、抱卵を行う 12～ 2月 はスキー場予定地の一部及び西側の地域が主要な狩 り場であ

り、半分以上が高頻度飛翔領域にあたり、雛を育てる3～ 5月、幼鳥が親鳥と行動する

9～ 11月 もほぼ同様となっている。そして予定地上空での飛翔は年間を通 じて確認さ

れた。一方県側は委託している調査会社からの報告として、予定地を飛ぶ頻度は少ない

と聞いているとの見解をとっていた。県は前年 12月 からの繁殖期における調査は始め

てはいるものの、11月 で終る予定であり、翌年 3月 にまとめる報告書は肝心の冬場ス

キー場開業と重なるデータが殆どないまま完成させることになり、いずれにしろ今後県

とJACデ ータとの整合性が問われることになった。環境庁がこの8月 に出した「猛禽

類保護の進め方」によると、狩り場の減少などにつながる大規模に係わる影響調査は周

年行うべきではない、とし、調査期間は、「 2期の繁殖期を含む1.5年以上とする」 と

あるところから、県側の調査は短いことになる。結局は後日、我々のデータが優秀なも

のであることが検討委員会で認められることになったのである。他方イヌワシの生態を

記録するには何といっても映像でとらえておくことが一番である。たまたま取材に訪れ

たフジテレビ富沢弘行ディレクターの協力が得られ、1000ミ リの超遠望 レンズにより

個体識別や場所を特定出来る飛翔シーン、営巣地やそこに育つ雛の姿等の撮影に成功し

た。富沢氏は別途我々との調査活動を中心にノンフィクション50分番組「イヌワシの

棲む山」を制作、後日フジテレビ系で全国に放映された。 9月下旬、当方の中間報告書

は編纂を終り、県文化環境部環境保護課、環境庁自然保護局等へ提出した。

11月 24日 、いつものようにイヌワシを追跡していた佐藤淳志、志田郁夫両会員は思

いがけない出来事を目の当りにして衝撃をうけたのである。それは “営巣地の崩落"で

あった。取り敢えず県にのみ連絡、他には当分の間極秘とした。巣がある岩棚の左側が

一部欠落し巣材が崩れ落ちており、自然現象と思われるが勿論イヌワシの姿はなかった。
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1997年 (平成 9年)コ クドの撤退で計画中止ヘ

1月 31日 、第 5回の検討委員会が半年振りに開かれ、前年 11月 に終了した県の調査

に基づく最終段階の検討となった。議論は飛翔領域における営巣期、非営巣期区分と狩

り場に集中、特に 12～ 3月 間における県のデータ不足が一部委員から指摘され、県、

および県の調査コンサルタント会社もこれを認めている。そして大方の委員はスキー場

開発がイヌワシに重要な影響を与えることを確認し、この旨提言した。巣の崩落につい

ては、同じような例が秋田県田沢湖町の駒ケ岳山麓で発生した際、県が人工巣を設置し

て雛の巣立ちを確認した例があるが、再び自力で営巣する可能性もあり、しばらく静観

することとなった。

3月 、八幡町はスキー場とイヌワシは充分共生出来るとしたうえで全部で 9項 目から

なる全国初と云うイヌワシ保護条例並びに自然環境保全基金の制定創設を柱とする共生

策を町議会で明らかにした。

3月 10日 の第 6回検討委員会は県側が、ひたすら影響が少ないことを強調。一部委

員からは既にスキー場をつくることを前提にして討議しようとしているのではないか、

と県側の態度を激しく非難し、調査の解釈は平行線のままとなった。県が開発の影響に

ついて結論を出す期限としていた第 7回会合は21日 開催されたが、前回から尾を引いて

いる県側に対する不信感は “開発は生息に影響大"とする委員の意見を無視して作成さ

れた県の報告書案で更に増幅され、 7人中 5人が欠席又は途中退席すると云う異常事態

となった。但し、佐藤委員は仕事の都合で止むを得ず欠席せざるを得なかった。結局、

審議出来ないまま結論は持ち越しとなる。その後、県側は報告書の手直しと委員全員を

出席させるため次回開催日の調整を念入りに行った結果、やっと5月 29日 第 8回会合

が開かれた。これには 7人の委員全員が出席。事務局の県側は意見集約のために審議に

提供した「開発によるイヌワシの影響はない」とする素案を撤回、委員の指摘を受けて

修正した新たな素案を示して実質審議を再開。この日は意見交換のみで結論を出さなかっ

た。巣の崩落については佐藤委員を含む県調査担当者が今年は営巣しなかったことを確

認。今後は飛翔状況、他に営巣地があるか否か、巣の補修等を含め引き続き検討するこ

とになった。 7月 5日 、検討委員会としての最終審議である第 9回会合が開催され、イ

ヌワシ保護策とスキー場との共存の可能性について 7人の委員全員が「開発は生息に何

らかの影響がある」ことで意見が一致した。7月 14日 、高橋県知事は記者会見で現在の

計画では事業許可は難しいとの認識を示した。そして、7月 26日 第 10回最終の生息調

査検討委員会が開かれ「予定地の約半分がイヌワシの生活に重要な高利用地域にあたり、

影響を回避する必要がある」との事実上計画の見直しを迫る提言を盛り込んだ報告書が

まとめられた。

しかし、実際は計画の見直しといっても予定地は東西を沢に挟まれた地形の制約を受

け、スキー場上部の標高を下げれば緩斜面となってスキー場の魅力が失われる。このた

め計画実現を困難視する向きが多くなった。 7月 28日 、報告書は大津座長より高橋県

知事へ提出された。これを受けた県知事は「計画の自紙撤回もあり得る」と、また八幡

町長は「現計画の縮小は止むを得ないとしても建設は進める」と各々の見解を述べた。
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7月 30日 夕刻、コクドより報道各社に対し次の様なコメントが送信された。「八幡町

スキー場計画について」7月 28日 、鳥海山イヌワシ生息調査検討委員会より、県知事宛

に提出された報告書に関する情報、また報道等、非公式ながら拝見させていただいた結

果、現在当社としては下記の見解を持つに至っておりますのでお知らせいたします。

記―このスキー場計画は、山形県および八幡町からの要請に基づいて調査をすすめて

いたものです。自然保護は大切なことであり、支障があればスキー場はつくるべきでは

ないと思います。コクド広報課 (発表の全文)。

コクドの事実上の撤退声明のあとも、山形県、八幡町は直ぐには開発をあきらめなかっ

た。 8月 4日 に県からの鳥獣保護部会に保護区拡大案が諮問されたが、スキー場開発計

画地域は保護区に含まれていない、など不自然なものであった。山形県の姿勢転換が明

らかにされたのは8月 20日 の県と町の協議会の席上であった。県は「イヌワシの高利

用域での開発は認められない」との方針が初めて示された。八幡町は計画縮小など生き

残りの道を模索したが、ついに9月 5日 に八幡町長は「開発計画は中止する」との撤退

声明を出し、落着した。

おわりに

イヌワシ生息調査報告書最終版の作成をもって、当委員会鳥海部会 (澤井政信、佐藤

淳志、松本恒廣)の役目も終ろうとしている。今回の一連の調査活動の成果は初登頂の

記録にも等しいのであると思うのは自画自賛過ぎるであろうか。「山における真の自然

保護とは原生林の伐採、道路工事など大量破壊にこそ目を向けなければならない。松方

さんなどの諸先輩はずっと前から提唱してきたことでもある。また自然保護はJACの
定款に謳われていること。」(本多勝一会員、新発田市での全国集会にて)

「この 2～30年の間にどれだけの自然破壊が行われたか。問題はそのような事例につ

いて、日本山岳会が余り発言をしてこなったことだ。ヒマラヤも大事だが、同時に足元

の自然保護について、もう少し心を砕いてもよかったのではないか」 (岡 島成行会員

「山」586号 )。 いま残された我が国土の美しい山々を守るべくJACの 自然保護活動は、

ますます重要性を増していくものと信じている。

最後に、今回の鳥海山の件に関し、現地責任者としてこの問題を取りあげるべく決断

された村上勝太郎、支部内の意見統一に尽力された大橋克也、これを現段階までフォロー

された梅津 博の歴代支部長はじめ、ご支援頂いた会員の皆様に心より感謝申し上げま

す。
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鳥海山南麓イヌワシ調査報告書

(1997年  自然保護委員会)抜粋

澤 井 政 信

これは自然保護の基礎資料として自然保護委員会が作成した調査報告書からの抜粋で

ある。

1)概要

この報告書は、1993年 (平成 5年)10月 から約 3年 8ケ 月にわたって鳥海山南山麓

で行ったイヌワシの生息調査をまとめたものである。

以前から秋田県側の奈曽渓谷にはイヌワシの生息が知られていたが、今回の調査によっ

て別の番 (つ がい)がここ南麓に生息すること、その営巣地を発見してこの番が旺盛な

繁殖力を持ち、ほとんど毎年繁殖に成功していることなどを確認した。さらに全調査範

囲についても検討し、鳥海山南麓にはこの他に遊佐町管内にも別な番が生息しているこ

とも確認した。

2)調査区域

調査区域は主として山形県八幡町および遊佐町管内の日向川上流域で、図1の実線で

囲まれる範囲のおよそ8,715ヘ クタールを対象とした。まず営巣地探索のために重点的

調査区域をその中の斜線で囲まれるおよそ3,750ヘ クタール範囲として集中的に行った。

(参照 図 1 鳥海山南麓での調査区域)

3)調査方法

図 1に示した全調査範囲が見渡せる観察ステーションを合計 32箇所設置 し、必要な

らば幕営して早朝よリイヌワシの出現、飛翔状況を観察した。

1993年 10月 に調査を開始して以来、ほとんど毎月入山して調査を行った。約 3年半

の間で調査日数の合計は268日 、そのうち天候その他の事情で有効に観察できた有効調

査日数は 165日 であった。冬期は天候の関係で有効な調査ができないことが多かった。

有効調査日のなかで実際に観察できた有効観察時間の合計は1,015時 間 30分 に及び、

そのうち97時間 35分にわたってイヌワシの飛翔を観察することが出来た。これは平均

確認率として 9。 61%に なる。

また、この間に観察に当たった延べ観察人数は461人であり、 1日 当たり 1。 72人 で

観察したことになった。

観察と記録は主として双眼鏡 (倍率 7倍～20倍 )、 フィール ドスコープ (倍率 20倍

～60倍 )、 カメラ (レ ンズ焦点距離最大 1,000 mm)お よびビデオカメラ (焦 点距離最
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鳥海山のスキー場開発と自然保護

大 1,000 mm)を 用いて行った。

毎日の観察の記録は、個体識別、時間、位置および行動内容を基にフィール ドノー ト

に記録したほか、その飛翔 トレースを地形図に重ねた透明フィルム上に時間と共に書き

込んで毎 日の飛翔記録 とした。 1例 として繁殖期 (10月 か ら 5月 )の 3年 間

(1993～ 1996)の飛翔 トレースを図2に 示す。図のループ状の トレースはイヌワシが上

昇気流を捕らえて旋回しながら上昇しているところであり、鳥海山南麓は地形的にこの

ような上昇気流が発達するソアリングポイントである。

この飛翔記録を基に、観測地域を 500メ ートル毎に区切ったメッシュ図の座標番号で

出現場所とその頻度を整理した。(参照 図 2 1993年 10月 から1996年 5月 までの繁

殖期における飛翔 トレース)

4)八幡町の番についての観察結果と考察

4.1 個体の識別と各個体の飛翔確認の記録

図 3は 1993年 10月 に観察を開始してから1997年 5月 までの全観察期間について八

幡町で観察されるイヌワシの番 (つ がい)について個体別に飛翔の確認をした状況であ

る。個体の識別については、成鳥の雌雄、亜成鳥および幼鳥をそれぞれの特徴にもとづ

いて識別し観察 。記録した。幼烏はその紋様から、成鳥の雌雄はその大きさ (雌が大き

い)や風切り羽根の形状や欠損状態から区別がつけられる。また、幼鳥は羽根の紋様で

巣立ち年度も区別できた。(参照 図3 八幡町地域内の個体別確認状況)

1993年 に巣立ちした幼鳥は、93年 10月 から94年 1月 中旬までは確認され、 さらに

94年にも6月 から11月 まで確認されている。これは親鳥が育雛に失敗 したため前年の

幼鳥を伴ったためであろう。そのあと、幼鳥は 95年 4月 8日 に一度姿を見せたが、そ

の後は不明である。1994年 にも同様に産卵、抱卵に入ったと思われる行動が観察され

たが、育雛期にヘリコプターが営巣地の真上で長時間のホバーリングを繰り返したため

に繁殖活動を中断した。1995年 には雛の巣立ちがみられ、次の産卵期まで幼鳥を伴っ

ての飛翔がみられた。1996年 には巣立ちした幼鳥は同年 8月 20日 までは確認されたが、

その後、何らかの事故で落鳥したと思われ、確認されなかった。この時には幼鳥が姿を

消した直後に亜成鳥がこのテリトリーに入り、1996年 12月 までペアーと一緒に飛翔 し

ていた。

1997年 の繁殖期には、後述のように1996年 に巣を支える岩盤の一部が崩壊 したのに

も関わらず、成鳥のペアーは例年の如く繁殖活動を示したので何処か別の場所での繁殖

活動が推定されたが、その後、幼鳥の姿は確認されていない。

4e2 行動圏

重点調査地域ではイヌワシの行動を繁殖期や育雛期などに分けて詳細に記録し、その

行動から営巣地の推定や狩り場の探索を行った。

図 4は 1993年 10月 から1996年 1月 までの八幡町の番の重点調査地域での出現頻度

図である。 1つ のメッシュでの出現頻度の平均値以上の頻度の所は高頻度飛翔域として、
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鳥海山のスキー場開発と自然保護

網をかけ区別してある。(参照 図4 重点調査地域での全出現記録および推定された

行動圏)

4.3 営巣地

上述の重点調査地域の調査によって、ほぼ営巣地の存在が確実となり、またその場所

の推定が可能となった。しかしながら、この場所は冬期間は雪崩の発生が多いところで

あり、数回の探索を試みたがなかなか確認には至らなかった。そして1995年 4月 22日、

調査を開始してから1年 6ケ 月後、観察日数にして 127日 目になってようやく営巣地を

発見することができた。

営巣地は、日向川上流の標高 650メ ー トル地点で、谷底から約 80メ ートルの切り立っ

た断崖の中程にある3段オーバーハング状の岩棚上にあり、容易には人が近づけない。

イヌワシの巣は沢の右岸、南東向きで垂直岸壁のほぼ中間地点にあたる沢下部から約

30メ ー トルの高さの安山岩からなる岩棚にあった。

巣の大きさは、外径約 3メ ー トル、厚さ約 1。 5メ ートルの大きさに達するもので、巣

材はクロヅルやプナなどが使われ、この巣は約 30年以上使用されているものと推定さ

れた。巣の素材には他の地域で見られるような針葉樹の枝などは確認できなかった。

営巣地は南東に面した強固な安山岩の大オーバーハングの岩棚にあり、周辺は急峻な

断崖に囲まれていた。この地方特有の冬季の北西の季節風が直接あたることもなく、ま

た降雪の影響も受けにくい所であった。地形的にみると、この付近は上昇気流の最も発

生しやすい地形であり、また営巣地は霧の発生しやすい標高 700～900メ ー トルよりも

わずかに下部に位置している。行動圏は上に述べたように450～ 1,200メ ー トル位ある

ので、その下限域から約 7分の 1く らい上方ということになる。

これまでに報告された国内のイヌワシの巣については、必ずアカマツなどの針葉樹の

生葉付きの小枝が入っていることが知られている。今回発見した巣では、巣材は自生の

クロヅルに支えられ、そこにブナの小枝を敷き詰めた構造であって、針葉樹の小枝のよ

うなものは見つからなかった。新緑の頃になるとこれにヨモギとオオイタドリが加わる。

松などの針葉樹の役目は、その殺菌作用を利用した巣の清潔さを保持するためであると

いう説を考えると、その代役をヨモギがしていることも考えられる。これはイヌワシの

巣材についての知見に新たな資料を提供することになるであろう。

4。 4 採餌行動および狩り場

観察期間中、餌のノウサギやヤマ ドリを捕獲して運んでいるのを何回か目撃すること

ができ、餌を掴んでいる明瞭な写真の撮影にも成功した。餌を運ぶときイヌワシは捕獲

した場所から営巣地までなるべく直線的に移動するため、その飛翔方向は営巣地の方向

を示すことになり、これも営巣地の発見に有効であった。

イヌワシの採餌行動範囲は、巣外雛期から幼鳥期の 6月 から11月 にかけては標高

1,000～ 1,800メ ー トルの沢筋の雪田が狩り場となっている。営巣地を中心として西側

は外輪山伏拝岳から月山森および登山道、湯の台日の標高 600メ ー トル地点を結ぶ範囲、
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鳥海山のスキー場開発と自然保護

東側は外輪山行者岳から白沢川左岸の上の台尾根の線を結ぶ範囲である。この山域は特

に雪崩の起きやすい斜面の草地や雪田が多く、イヌワシは鳥海山の地形に対 して縦型

(垂直型)の狩り行動を示す。

冬期の12月 から繁殖期、育雛期にかけての狩り場は森林限界の標高 1,200メ ートル地

点を最上部とし標高 450メ ートル地点を最下部とするプナ林で、比較的樹間の広い沢筋

も多く使われている。そして鳥海山の地形に対して横型 (水平型)の狩り場形態をとる。

鳥海山のイヌワシの旺盛な繁殖力を支えているものは、繁殖期および育雛期の餌の豊

富さにあると言ってよいと思われる。わが国のイヌワシが九州地方では繁殖力が衰え、

北陸から東北地方にかけてはまだ繁殖力を保っているのは、冬の豪雪にあると言われて

いる。これは冬期の雪で覆われた山林は、そこに姿をあらわす餌の小動物を発見しやす

いためである。この点に関してここは有名な強風雪地帯であり、とくに営巣地の西に広

がる地帯は強風雪で曲げられた奇形ブナがあることでも知られている。これは通常のプ

ナ林と異なって強風に耐えて地上低く這うような姿となっているのが特徴であるが、夏

はノウサギなどの小動物が繁殖するのに適し、冬はイヌワシからみると容易に近づいて

餌を捜せる絶好の狩り場となっているものと思われる。

4。 5 繁殖活動

各年の繁殖活動の概要はつぎのようである。

(1)観察を開始した 1998年 は既にその年に誕生した幼鳥を伴っており、さらに前

年に生まれたと推定れる亜成鳥も一緒に行動を共にしている。

(2)1994年 は繁殖前期までは順調であったが育雛期の 4月 8日 にヘ リコプターが

巣の真上で長時間ホバーリングしたため、この影響と見られる原因で育雛を放

棄し、繁殖に失敗している。

(3)1995年 は着実に産卵、抱卵および育雛と進み、 5月 末には元気な若鳥が巣立

ちしている。

(4)1996年 も例年どおりの順調な繁殖行動が見られ、 4月 22日 に雛を確認 してい

る。しかし、この年に生まれた幼鳥は1995年生まれの幼鳥と違って飛翔範囲

が極端に狭く、観察中の確認率も非常に低かった。そして 8月 20日 以降は確

認できなかった。

このように1994年 の外的要因と推定される育雛の放棄による失敗を除いて、 この地

のイヌワシはほとんど毎年繁殖に成功している。全国的にみてイヌワシの繁殖率 (確認

された番が繁殖に成功する比率)は、1980年～1990年 は 35。 6%で あったものが 1991

年からの 5年間は20%台 に減少していると報告 (イ ヌワシ研究会、1995)さ れている。

それに対して鳥海山南麓のイヌワシは、外的要因と考えられる1回を除いても4年間に

少なくとも3回、75%の 高率で繁殖に成功しており、極めて旺盛な繁殖率と言えよう。

4.6 種間干渉

イヌワシの観察中に他のイヌワシ・ タカ類との種間干渉を度々観察した。この中で特
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に記しておきたいことはオジロワシとの種間干渉である。オジロワシは 12月 になると

シベリアから飛来してくるが、もともと海岸で餌を捕るワシである。それが鳥海山では

イヌワシのテリトリーに侵入してきたのを目撃した。

4。 7 営巣地の崩落

1996年 11月 24日 の調査で巣を支えている安山岩の岩棚の崩落を確認 した。同年の

8月 の調査では異常がなかったのでこの間に崩落が起こったものと思われる。落盤の痕

跡は赤茶けて比較的新しかった。崩落は巣の 3分の 2ほ どでかなり大きかった。しかし

北側には一部巣を支えて残っていたので、この場所で繁殖活動を期待 したが、 1997年

4月 20日 の調査で使用されていないことを確認した。崩落の原因は不明である。

5)調査全域におけるイヌワシの行動圏

全調査範囲について八幡町以外の番も個体識別することが出来たので、遊佐町側の個

体の行動も含めた出現頻度を、番を区別して示したのが図 5である。この図では営巣地

の位置が判明した八幡町側の個体についてのみ行動圏の推定が可能であったが、この図

によるとそれは約 5,480ヘ クタールであり、一般にイヌワシの行動圏として知られてい

る広さよりやや狭い。これは自然環境のよさを証明するものである。

鳥海山には4番のイヌワシが生息すると言われており、黒色数字で示した個体はこの

ほかの 2番 と思われる。(参照 図5 調査全域におけるイヌワシの行動圏)

6)ま とめ

日本山岳会自然保護委員会は鳥海山の自然環境調査の一環として、これまでに報告さ

れていない南麓のイヌワシの調査を 3年 8カ 月にわたって行ってきた。その結果をまと

めると次のようになる。

(1)こ れまでに確認されていた奈曽渓谷の番以外に別の番が南麓の八幡町管内に生

息していることを発見した。

(2)こ の番の営巣地を発見し、巣の構造を明らかにし、雛の確認とその巣立ちまで

を詳細に観察・記録した。

(3)こ の番はたいへん旺盛な繁殖力を持つ番であり、1993年から1996年 までの 3

年間ほとんど毎年繁殖行動をしていることを確認した。

(4)鳥海山南麓の全域についても観察・記録を行い、八幡町、遊佐町のそれぞれの

番の行動圏を推定した。

(5)こ れらの番は旺盛な繁殖力を持ち、日本全国のイヌワシの繁殖力が低下してい

る現在、貴重な存在であることを示すと共に、この鳥海山が自然環境にたいへ

ん優れている場所であることを示した。

終わりに、懇切丁寧なご指導を賜わった岩手県立博物館・関山房兵氏、写真をもとに

分かりやすい挿し絵を描いて下さった北村義男氏、および厳冬期を含めて大変なご努力

を重ねられたイヌワシ調査班の皆様に厚くお礼申し上げ、謝意を表します。
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佐 藤 淳 志

村の信仰登山今昔

鳥海山は村の北にそびえている。だから何百年来「お北山」であり信仰の対象なので

「お北講」がある。近づき難く偉大なものにこそ「神います」と考えるのも自然のなり

ゆきだ。かつて、鳥海山の主と称賛され、その名を馳せた日本山岳会会員故齋藤清吉氏

(会員番号 2295番 )の著書「山男のひとりごと」(1983年一昭和 58年発行)の一文で

す。

また、齋藤清吉氏は著書の中の宮様とスキー大会の項で、高松宮殿下の鳥海山春山ス

キー行 5回のうち4回をご案内されたと述べている。昭和 35年には吹浦口から仙ケ洞、

そして湯ノ台へと滑降されたとあり、昭和 43年には満 60歳になられた殿下から、志賀

高原の発哺温泉にお招きをうけ、岩菅山で殿下とスキーを楽しまれたことを、我々後輩

に盃を傾けながら、当時を偲びよく聞かせてくれた。

宮様を案内したこのルー トの、滝ノ小屋から長野台を抜けて、草津川を越え、湯ノ谷

へのコース、殿下がただ一度だけ滑ったルートを、後に宮様コースと皆は呼ぶようになっ

たのである。

異常な環境アセスメント

1993年 (平成 5年)秋、この宮様ルー トにおける開発計画の「環境アセスメント」

を見たとき、私はその内容の異常さに疑間を抱いた。そのひとつは「気象条件調査結果」

で、私の通常山行で体験する気象の感覚とは全く異なるデータがあった。次に驚いたの

は「自然環境の保全に関する調査」であった。イヌワシが飛翔しているのにもかかわら

ず、イヌワシの営巣地はなかったと結論づけ、よって計画地周辺はイヌワシの営巣地の

可能性は少ない。また、イヌワシの生息環境に対する影響は極めて少ない、と結ばれて

いた。さらに驚くべきことは、このイヌワシ調査や営巣地探しを、こともあろうに地元

山岳会や猟友会の組織、町役場のメンバーで、雪上車やスノーモビル、ヘリコプターを

駆使して行われていたことである。

このため「絶滅危惧種」と言われるイヌワシを、全くの素人の我々が調査しなければ

ならない事態になったわけで、この観光開発への取り組みの異常さがにじみ出ている感

じがするのである。私たちの調査方法は、季節毎に飛翔 トレースを分類し、それを基に

営巣地を絞り出す方法で、巣が見つかるまでが登山そのものであった。調査の重要な時

期は積雪期で、尾根や岸壁や沢筋をくまなく探しまわり127日 日で営巣地発見に辿り着

くまで、雪崩にもあい、墜落も経験した。
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イヌワシとの戯れと苦しみ

その後の調査観察はまさにイヌワシとの戯れで、僅かな期間でも姿が見えないと、不

安でたまらず山に入ってしまう毎日であった。登山とイヌワシ調査では同じ山に入って

も全く異なる面がある。イヌワシ調査は観察目的地に着いたら、いくら風が強く寒くと

もテントの外で一日中双眼鏡やプロミナーで観察しなければならない、全く未確認の日

は決して珍しくはない。むしろそのような状況に感覚を慣らしていかなければならない

のである。

冬はゴーゴーと木枯らしが鳴り響き、風が止んだと思えばシンシンと降るボタン雪、

全てが灰色の世界を一瞬にして眼前を横切るイヌワシに驚き、その感激は寒さをも忘れ

させてくれる。春の日差しを背中に受け、一日中ただ一カ所でじっとしていると、いろ

いろなものが見えてくる。いつものカラスは餌をねだりにつきまとい、のんびりやのカ

モシカは興味深げにすぐ側まで、冬眠から覚めた母熊は二頭の可愛い子熊を連れて芽吹

いたばかりの草木をあさる。イヌワシはせっせと幼鳥に餌を運ぶ、それを狙って トビや

カラスがチョッカイを出す。

やがてイヌワシの幼鳥が大空を舞うとき初夏を迎える。夏の調査は草いきれの中で、

蚊取り線香を燻らせ、幼鳥が次第に飛翔範囲を広げていく様子を見る。秋の観察は山登

りをするものにとってはとても楽しい。錦織りなす山なみを親子で狩りの模擬飛翔する

姿もこの頃で、調査の帰りにキノコや山ブドウがいっぱい採れる喜びがある。

頂に新雪が降る頃は巣づくりが始まり、根雪の頃には可愛い幼鳥も親から追い出され、

やがては厳冬に向けて自ら餌を狩り独り立ちしていかなければならない。調査中でいち

ばん感動と悲しみを味わう時節である。このようなサイクルを 4年間経験して思ったこ

とは、鳥海山は、未知の部分が沢山あり、私一人では対応しきれないということだ。

気象にしても前述の通り、猛禽類にしてもイヌワシだけがクローズアップされ、同じ

テリトリーの中にクマタカの生息飛翔を確認し、オオタカも生息、渡りのハチクマ、オ

ジロワシまで確認を報告をしても、ここでは何故かイヌワシだけなのです。

生涯のフィール ドワーク

たとえ中立的立場での調査といえども、狭いしがらみの多い地域にあって、批判や目

に見えない障害が多々あって、何度も挫折しかけたわけで、今日まですべてを支えたの

が日本山岳会自然保護委員会の組織であり、組織人として行動してきた成果でもある。

それだけに方向性を見極め、決して見失うことのないように常に心掛けてきた。

この調査結果は日先の開発行為に警鐘をならすだけのものではなく、将来に向けて今

後起こりうる開発行為への赤信号となるべき調査資料である。調査はこれで終了したの

ではなく、むしろ、これを契機に麓の山岳人として生涯のフィール ドワークとして取り

組むつもりです。山は中央都心部にはありません。諸問題を抱えるのは全て地方の静か

な山岳地帯です。しかし自然保護の理念、これらの恩恵は平等であるはずで、この度の

日本山岳会自然保護委員会による「鳥海山イヌワシ生息調査」は、これに関わった山岳

人として一石を投じたものと思っています。
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1963年 から32年間に 13団体、22人を表彰

秩父宮記念学術賞は、故秩父宮薙仁親王殿下 (1902年～1953年)が、 ご生

涯を通じて、学術とスポーツの振興に尽くされたことを記念して制定された。

賞の特徴は、殿下がご経験が豊かで、ご造詣が深かった「山」に関する科学研

究から、人文、社会、自然科学など、広い分野にわたる科学の領域で、自ら山

に入り、現地研究で顕著な業績を挙げた人々を授賞の対象とした点にある。

秩父宮記念学術賞の第 1回表彰は1963年 (昭和 38年)に行われ、以後 199

6年 (平成 8年)ま で 32回にわたって 13団体、22人が受賞した。

この賞の制定は、殿下が、1932年 (昭和 7年)12月 に創設された (財)日

本学術振興会の総裁に、翌 1933年 (昭和 8年)5月 から1948年 (昭和 23年 )

7月 まで、15年 にわたって就任されて、学術振興に尽力されたこ、と、またス

ポーツではラグビーのほか、スキー、登山に深い関心を寄せられ、精進された

ことに関わっている。殿下の登山では1926年 (大正 15年)8月 12日 から9

月 9日 までの 28日 間に、マッターホルンをはじめ欧州アルプス 14峰に登頂さ

れたことが際立っているが、この登山を西欧登山界が注目、英国山岳会は殿下

を名誉会員に推挙し、1950年 (昭和 25年)に 日本山岳会の名誉会員になられ

たことは周知のことである。

殿下は1953年 (昭和 28年)1月 4日 に莞去され、ご事跡を記念して同年 10

月に (財)秩父宮記念会が設置され、節子妃殿下は殿下のご遺志を継がれて、

国際親善 0福祉・医療・芸術 0文化・ スポーツ等の分野で活躍された。秩父宮

記念会は、1960年 (昭和 35年)4月 に日本学術振興会と協議 して秩父宮学術

記念賞を制定、3年後の 1963年 (昭和 38年)6月 に第一回表彰を行ったのは

前述のとおりである。

妃殿下には第 1回表彰式からご臨席になられ、第 2回表彰式以降も、受賞者

の研究発表、および祝賀会、出席者との懇談、受賞者、関係者との会話を楽し

みにしておられた。妃殿下は、1986年 (昭和 61年 )、 1987年 (同 62年)に心

臓発作を起こされてから、主治医の忠告によって公務を絞られたが、秩父宮記

念学術賞の表彰、懇談会は、必ずご出席され、受賞者、関係者は大きな感銘を

得た。

残念ながら、この賞に限りない慈愛を賜った妃殿下は、1995年 (平成 7年 )

8月 25日 に莞去され、翌年 3月 4日 (平成 7年度)の第 32回の表彰をもって

終了することとなった。この賞の果たした役割の重さを省みるとき、将来にわ

たって山を対象とした現場の研究活動がいよいよ活発になるように、後継制度

の復活を期待したい。
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山を愛 し、実地研究が授賞の最低条件

この賞の授賞者は、第 1回、第 2回は日本山岳会が選考し、第 3回は学術振興会の理

事会が選考にあたり、受賞者は山岳会会長の同意を得て決定した。第 4回以降は学術振

興会に審査委員会が設置され、関係学会、協会、日本山岳会から推薦された候補者を選

考して決定した。授賞の最低必要条件として第 4回から第 30回まで、第 10回 を除き 2

6回 も審査委員長をつとめた和達清夫日本学士院長はt「山を愛 し、 自ら山に入って行

なった研究」であることを毎回のように述べた (河野 長審査委員=記念誌から)と い

う。また、宮脇 昭審査委員は「この賞は一般に地味で、あまり評価を受ける機会に恵

まれない研究を取り上げて、国内、国際的にも、社会一般に評価されるようになった功

績が大きい」ことをあげている。

また、受賞者には朝日新聞社から副賞が出たが、同社の文化企画担当の富岡隆夫取締

役は「表彰式に集う方々の面構えの良さ、受賞者の品の良さ、を眺めるのは楽しみだっ

た」と言い、現世的見返りが少ない根気強い研究の授賞が多い一面を語っているように

思われる。

富岡氏は、こうした研究を暖かく見守ってこられた妃殿下に、表彰式の翌日に招かれ、

「美しいお庭を拝見しながら、おいしいご馳走をいただき、若い日のこと、国際的な活

動のことなどを、おっとりお話し下さった妃殿下の面影は、いつまでも心に残る」と語っ

ているが、こうした思い出は、受賞者、記念賞関係者に共通の想いであろう。

日本学術振興会は、秩父宮記念学術賞が 32回で終了したため、賞の成果や受賞者の

業績を永く記録するため、1997年 (平成 9年)3月 に記念誌を発刊した。この記録は、

この記念誌をもとに、第 1回 (1963年)か ら第 32回 (1996年)ま での受賞者の研究成

果、業績等を要約したものである。

(①授賞対象業績 ②受賞者 ③表彰式年月日 表彰式会場)

第 1回 (1963年 =昭和 38年度)

①「ネパール 。ヒマラヤにおける学術的調査研究」

②「京都大学生物誌研究会」(会長 芦田譲治ほか22名 )

③「1963年 6月 1日  日本海運倶楽部」

日本のマナスル登山隊員であった会員の中尾佐助、川喜田二郎が 1952～ 53年 にもた

らした資料に基づく研究を発表したもので、授賞対象は木原均教授編「ネパール・ ヒマ

ラヤにおける学術的調査研究」は、動植物、土地、農産物、住民について全 3巻 に集大

成され、44編の報告、790枚 の写真、図版を加え、1,344ペ ージにおよんだ。久 しく鎖

国政策をとってきたネパールを、科学的に世界に紹介した最初の報告書として国際的に

高く賞賛された。
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第 2回 (1964年 =昭和 39年度)

①「山に関する科学の進歩についての著しい貢献」

②「長野県大町市立大町山岳博物館」(館長 藤巻厚美)

③「1965年 3月 1日  国立教育会館」

大町山岳博物館は1951年 11月 1日 、日本で最初の山岳博物館として誕生した。博物

館は地道に調査研究を続けてきた職員や調査員、それを支え励まし、協力してきた多く

の人々の善意と協力があった。設備や展示物も特色があり、訪れる人たちによい参考と

なるものが多い。また十数年にわたって行われてきた山岳を中心とした野外の調査活動

と自然保護運動という動的な内容にこそ活動する博物館としての真価が認められた。

第 3回 (1966年 =昭和 41年度)

①「第一次南極地域観測越冬隊の業績」

②「第 1次南極地域観測越冬隊」(隊長 西堀栄二郎ほか 10人 )

③「1966年 12月 1日  東京銀行協会銀行倶楽部」

西堀博士を隊長とする11人 の越冬隊員によって、二次以降現在に至る越冬の基礎が

築かれ、継続して越冬観測が行われるようになった。厳しい気象条件のもとで、すべて

未知の状態で自然をより深く探求し、隊長ほか全員一致協力し、努力し、奮闘し続けて

きた隊員たちの業績は、世界に誇れるものである。

第 4回 (1967年 =昭和 42年度)

①「北アルプスの自然」

②「富山大学学術調査団」(団長 小笠原和夫ほか9名 )

③「1968年 3月 1日  東京銀行協会銀行倶楽部」

立山、黒部、有峰地域の開発に先立ち、その自然保護を図る方途を探る目的で、立山

称名滝の調査を皮切りに、黒部川源流地域におよぶ総合調査を行った。調査項目は降雪

と融雪、降雨、地形、植生など広範囲に及んだ。調査団員 10人 による、 この地域に関

わる論文 0報告は、深井二郎教授の北アルプスの高位侵食面の形成期と、その地形発達、

鈴木時夫教授の奥黒部の植物社会、中川正之教授の高山融雪機構の研究など、すでに授

賞時点で四十を超えていた。

第 4回 特別賞 (1967年 =昭和 42年度)

①「カラコラム・ ヒンヅークシ学術探検隊報告」

②「京都大学生物誌研究会」(会長 芦田譲治ほか 22名 )

③「前項と同時 。同場所」

1955年夏に国費により派遣された学術探検隊 (木原 均隊長)に よる成果である。

調査は、大きく動植物学、地質学、人類学の分野にわたり、英文で 8巻の報告書にまと

められた *植物学では小麦の発祥地をアゼルバイジャンとその付近である可能性を証左

した*地質学では西カラコラム山脈の岩石は中新生の初期 2,800万年前に誕生したと推
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定している*人類学では、アフガニスタン奥地に赴いた調査隊が、モンゴル族の言語に

ついてベルシャ文字に転写したモンゴル語写本を発見する大成果をあげた。

報告書 8巻は、1山下孝介 2北村四郎 3北村四郎 4上野益三 5今 西錦司 6岩
村忍 0長 田夏樹・故山崎忠 7松下進 。藤田和夫 8北村四郎・吉井良三、が編集した。

第 5回 (1968年 =昭和 43年度)

①「富士山における山岳気象の観測研究」

②「藤村郁雄」(元富士山測候所長)

③「1969年 3月 1日  東京銀行協会銀行倶楽部」

1929年 (昭和 4年)中央気象台測候掛に勤務以来、山岳気象の究明にあたり、 1929

～31年の富士山頂の気象観測に参加したのをはじめ、各地の山岳測候所設置のための

実地調査に参加した。旺盛な研究心で富士山を、あらゆる角度から究明にあたり、多く

の論文を発表した。1944年 (昭和 19年)に 山岳雨量計を考案し、降水量のデータを収

集、山岳気象の実態を克明に記録した。また山岳測候所の保全、維持の研究にも大きく

寄与し、登山技術に長けていたため一般登山者への技術指導、遭難防止にも一役買った。

1963年 (昭和 38年)6月 に着工した世界最高、最大規模の富士山頂気象 レーダー測

候所の設置では責任者として工事を監督、完成させた。関係論文は「天気・ 気象」「山

岳と降水の関係」「山岳 (岩石、地形)」「気圧の変化と気温の変化」などがあり、山岳

気象の観測研究に大きく寄与した。

第 6回 (1969年 =昭和 44年度)

①「多年にわたる高山植物の生態に関する研究」

②「武田久吉」(元 日本山岳会会長、元九州帝大講師、元白百合学園教員)

③「1970年 3月 5日 東京銀行協会銀行倶楽部」

1905年 (明治 38年)有志とともに山岳会を設立、日本における近代登山術発展の端

緒を開くとともに、広く日本各地の山地を跛渉して、専門とする植物学の研究をすすめ

発表、日本アルプスをはじめ各地の高山植物の生態調査、とくに写真技術を駆使して精

細、正確な観察を行い、多くの図版、著作をあらわし、天然記念物の保護、とくに尾瀬

沼一帯の学術的価値とその保護の必要を説き、自然保護思想の普及に努めた。

第 7回 (1970年 =昭和 45年度)

①「南極点往復内陸調査の業績」

②「第 9次南極地域観測越冬隊内陸調査旅行隊」(隊長 村山雅美ほか 10名 )

③「1971年 3月 9日 東京銀行協会銀行倶楽部」

第 9次南極地域観測越冬隊内陸調査旅行隊 11名 は 1968年 (昭和 38年 )9月 28日 昭

和基地を出発、翌年 2月 15日 無事南極点までの往復を終え帰還 した。走向距離 5,182
キロ傷、所要日数141日 。観測調査項目は位置、高度、気象、地形、雪氷、氷厚、地磁気、

重力、自然電波、生態学と広範囲にわたった。気温零下 60度、気圧 600ミ 湾
―

(高度 3,
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700傷 )、 低温下の軟雪地帯の車両運行などヒマラヤとは異質の困難があった。南極点

到着は 1968年 12月 19日 。

第 8回 (1971年 二昭和 46年度)

①「1970年 エペレス ト登山隊の業績」

②「1970年 エベレスト登山隊」(隊長 松方二郎ほか54名 )

③「1972年 3月 3日 東京銀行協会銀行倶楽部」

授賞対象は、本隊39名 のほか第 1次偵察隊 4名、第 2次偵察隊 12名 を含んでおり、

登山隊は22名 の登攀隊のほか、7名 の科学調査班が参加。登山の安全のほか、高所医

学、地球物理学、気象の各部門で科学調査を行ない、その成果は「第 1部登山班報告」

「第 2部学術班報告」として刊行された。

高所医学部門でも「血液粘度の上昇は赤血球増加による」「高度が上がると血圧が上

昇する」などの新発見があった。

第 9回 (1972年 =昭和 47年度)

①「多年にわたる日本の山地地形に関する研究」

②「辻村太郎」(東京大学名誉教授)

③「1973年 3月 2日 東京銀行協会銀行倶楽部」

辻村博士は、創立したばかりの山岳会に中学在学中に入会 (会員番号 21)、 日本アル

プスをはじめ各地の山を数多く登り、発足したばかりの山岳会の基礎を築いた一人であ

り、日本における地形学の創始者である。研究は断層地形、氷河地形、火山地形など広

範囲にわたり、貴重な研究成果を発表、地形研究を国際水準に高めるのに大きく貢献し

た。日本山岳会名誉会員、理学博士、日本地理学協会名誉会員、国立公園中央委員会委

員、ウィーン地理学会名誉会員。

第 10回 (1973年 =昭和 48年度)

①「ネパール 0ヒ マラヤの地質研究」

②「北海道大学ヒマラヤ委員会ネパール・ ヒマラヤ地質研究会」

(代表 橋本誠二北海道大学教授ほか 15名 )

③「1974年 3月 5日 東京銀行協会銀行倶楽部」

橋本北大教授は1955年 のマナスル偵察隊に参加、ヒマラヤの山谷でハンマーを振るっ

た。この成果は北大の日高山脈の生成についての研究に結びついた。この調査結果が北

大の地質グループを刺激し、1962年 アルン地区、1965年 ラムチャ・ プリオカルジュン

ガ地区、1970年 チャンタラ地区、1965年 ダウラギリ地区、1963年 カルナリ地区などネ

パール、チベットの低地から高地におよび「GEOLOGY OF THE NEPAL HIMALA―

YA」 として総括され刊行された。

第 11回 (1974年 =昭和 49年度)
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①「ネパールの医療事情に関する研究」

②「久留米大学ネパール医学調査診療隊」(脇坂順一久留米大学教授ほか9名 )

③「1975年 3月 14日  東京銀行協会銀行倶楽部」

診療隊は1973年 8月 から4ケ月にわたり深刻な医療不足に悩む西部地区を中心に、

困苦に耐え、延べ 5,000人 の患者を内科、外科、皮膚科、眼科、寄生虫病など広範囲の

診療を行った。1生活歴、家族歴の調査分析 2上下水および屎尿処理調査 3学童検

診調査 4結核検診調査 5寄生虫、衛生害虫調査 6頭髪および食品中の水銀調査 7
疾病統計調査、などで大きな成果を上げた。

第 12回 (1975年 =昭和 50年度)

①「東部ヒマラヤの植物相」

②「原 寛」(東京大学名誉教授)

③「1976年 3月 23日  東京銀行協会銀行倶楽部」

ヒマラヤの秘境、シンガリラ山脈、シッキム、東部ネパール、プータンなどを 1960

年以来十数年にわたって植物調査を行い、収集した資料は十数万点、東大総合研究資料

館で整理研究を行い、さらに国外の植物標本研究所で比較検討を加えた。研究の成果は

数十編の研究論文として学術雑誌に発表、また「東部ヒマラヤの植物相」3巻 および写

真集として刊行された。

第 13回 (1976年 =昭和 51年度)

①「高所医学の研究」

②「万木良平」(航空自衛隊医学実験隊第 3部長)

③「1977年 3月 10日  東京銀行協会銀行倶楽部」

戦後ヒマラヤの高峰は果敢な登山家によって輝かしい成果を収めつつあるが、高所医

学の研究は十分ではない。実際の高山環境では多くの困難と制約があり、十分な研究活

動が行えなかった。万木博士は航空医学実験隊に勤務していたので、隊に設置されてい

る大型低圧タンクを有効に活用して、高所と同じ低圧環境を作り出し、共同研究者とと

もに十数年にわたって、高所医学の不備を補う実験研究を進めてきた。研究論文は 55

編におよび、多大な貢献をした。

第 14回 (1977年 =昭和 52年度)

①「ネパール山地における民族地理学的研究」

②「川喜田二郎」(川喜田研究所所長)

③「1978年 3月 20日  東京銀行協会銀行倶楽部」

1953年 マナスル登山隊科学班として先駆的な民族地理学的調査を行って以来 1958年

の西北ネパール学術探検隊長として、また 1963～ 64年には東南アジア稲作民族文化総

合調査 (第 3次)団長として、アンナプルナ山群南面のシーカー谷を中心に調査を行っ

た。これらの成果を博士はKJ法によりまとめた報告書が授賞対象となった「The Hill
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Magars and ther NeighbOurs」 である。

本書は亜熱帯のヒンドゥ文化と亜高山帯のチベット文化が交錯する地域を対象として

生態学的方法が有効に取りいれられている。

第 15回 (1978年 =昭和 53年度)

①「富士山の地質学的 0岩石学的研究」

②「津屋弘達」(東京大学名誉教授)

③「1979年 3月 9日 東京銀行協会銀行倶楽部」

30年にわたる富士山の地質学的・岩石学的研究により、単一な成層円錐体ではなく、

上下に重なる3体の火山からなることが確実にわかった。この研究に伴って、富士山の

全域を含む 5万分の 1の精彩な地質図が完成され、工業技術院地質調査所から刊行され

た。これは火山地図として、国の内外を通じ、稀少で最も優れたものの一つである。

第 16回 (1979年 =昭和 54年度)

①「東南アジア山地民族に関する調査研究」一ヤオとその隣接諸種族―

②「白鳥芳郎」(上智大学教授)

③「1980年 3月 5日 東京銀行協会銀行倶楽部」

1967年 (昭和 42年)の予備調査の後、「メナム河上流地帯における山地および平地

諸民族の交錯過程の実態的調査」を 1969年 から延べ 5年、3次 にわたり主としてタイ

西北部の山地諸民族を中心に実施した。これらの調査活動の成果は極めて顕著であり、

博士の指導でまとめられた「東南アジア山地民族誌」が、授賞の対象となった代表的労

作である。

第 17回 (1980年 =昭和 55年度)

①「ネパール・ ヒマラヤの氷河と気候に関する研究」

②「ネパール・ ヒマラヤ氷河学術調査隊」

(隊長 樋口敬二名古屋大学水圏科学研究所教授ほか33名 )

③「1981年 3月 5日 東京銀行協会銀行倶楽部」

1973年 に予備調査、翌年から補助金を受けて 1次から3次 まで 4年 間にわたってヒ

マラヤ高地地域で氷河と気候に関する研究調査を行い、顕著な成果をあげた。過去の調

査は断片的で、広く組織的な調査研究は同隊が世界で最初である。

同隊を構成する研究者は1963年以来、毎年のごとく登山隊の学術班に参加、あるい

は単独、小規模の調査を続けてきており、「比較氷河研究会」を組織、その成果をまと

めて「ヒマラヤ山脈、特にネパール・ ヒマラヤの氷河研究における諸問題」 (日 本氷雪

学会氷河情報センター,1973年)と して刊行している。またこの隊にはネパール国潅

漑水文気象局部長、大学教授などネパール人 8名 が参加し、両国の国際交流、世界初の

研究調査の世界への貢献は大きい。
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第 18回 (1981年 =昭和 56年度)

①「 日本の山地地形の研究」

②「岡山俊雄」 (明治大学名誉教授)

③「1982年 3月 11日  東京銀行協会銀行倶楽部」

侵食によって生じた谷を山頂すれすれまで埋め立てたと仮定し、現れる曲面を接峰面

と称する。日本の急峻な山谷、山装の接峰面を想定した場合に高さの食い違う筋が現れ

ることに着日、断層や傾動が行われたと解釈した。その方向と配列は山地の形成に与え

た地盤運動の動きを示し、接峰面高度の大小は地盤運動量の大小を反映する、との説を

たてた。現地調査をして、一国の山地を地形構造を接峰面図に基づいて解明したのは世

界にも類例がない貴重な研究である。

第 19回 (1982年 =昭和 57年度)

①「 日本アルプスおよびヒマラヤ山脈における氷河地形および地誌の研究」

②「五百沢智也」(愛媛大学講師)

③「1983年 3月 8日 東京銀行協会銀行倶楽部」

今西錦司博士がいわれた「山岳学」の実践者で、著しい成果を上げた人は五百沢氏で

ある。即ち、山岳を地形、地質、生物、民族あるいは登山といった分化的な立場からだ

けでなく、これを全体としてとらえ、かつ各個性を描き出す研究調査は抜群である。第

17回秩父宮記念学術賞における氷河研究調査においても、氏はヒマラヤに特異の再生

的錐状氷河型を認めるなど、功績は大きかった。

第 20回 (1983年 =昭和 58年度)

①「日本における狩猟伝承の研究」

②「千葉徳爾」(明治大学教授)

③「1984年 3月 5日 東京銀行協会銀行倶楽部」

狩猟文化の伝承を記した文献資料は、時代をさかのぼっても少ない。狩猟は人類と野

獣との間に成立している交渉形式の一つで、なかでも人類の経済生活を支える上でもっ

とも早く、基礎的な行為であった。昔から意義ありと信じて伝承してきた狩猟文化の習

慣や儀礼の意味、野外調査と資料収集をもとに考察した。

第 21回 (1984年 =昭和 59年度)

①「東部ネパール 0ヒ マラヤにおける生態学的研究」

②「沼田 真」(千葉大学名誉教授、淑徳大学教授)

③「1985年 2月 20日  東京銀行協会銀行倶楽部」

数多いヒマラヤ研究のうち、東部ネパール・ ヒマラヤに限ると森林、草地などの植生

に関する研究は少なく、長い間植物生態学上の空白部であった。自然植生と放牧、農耕

などの人的活動を受けた地域の植生等、長年にわたる幅広い生態学的研究の成果は山に

関する科学の業績として顕著なものがある。

A73



第 22回 (1985年 =昭和 60年度)

①「日本の山地形成に関する地質学的・地形学的研究」

②「藤田和夫」(大阪市立大学名誉教授,帝塚山大学教授)

③「1986年 3月 5日 東京銀行協会銀行倶楽部」

山の研究は多いが、「山はなぜ高くなったか」「山は何時頃から高くなってきたか」と

いう基本的な問題を取上げたものは殆どない。博士は40年にわたるライフワークで、

この問題に真正面から取り組み、「日本の山地形成論―地質学と地形学の間一」がまと

められ、その要約的なものに「日本列島砂山論」「変動する日本列島」が出版された。

とくに専門の断層問題、土石流、地滑り、など自然災害との関係の調査研究の成果は業

績として顕著なものがある。

第 23回 (1986年 =昭和 61年度)

①「修験道の研究」

②「宮家 準」(慶応義塾大学教授)

③「1987年 3月 3日 東京銀行協会銀行倶楽部」

修験道は、外来の仏教、道教、儒教、シャーマニズムや神道の影響のもとに平安末期

頃に成立したが、明治 5年の廃止で組織、儀礼、思想、秘儀の多くが失われた。日本庶

民宗教史や登山史は修験道を抜きにしては語れない。博士は大峰、羽黒などで峰入修行

をし、その修法や験術を学び、研究を進め、山に重点を置いた日本人の宗教観を探り、

また修験道の根底にひそむ世界観の解明におき、修験集落、里修行、修験系新宗教、山

の祭りと芸能など、従来未開拓であった分野の調査報告を刊行した。「修験道辞典」の

編修、啓蒙的な書物、論文の発表、講演、欧米諸大学での講演を含む外国人学者などと

の共同研究も続けている。

第 23回特別賞

①「庄川上流山村の変貌に関する研究」

②「小寺廉吉」(元富山大学教授、元桃山学院大学教授、元八代学院大学教授)

③「1987年 前項と同日同所」

若き日のフランス碩学の教えに触れフランス社会形態学を取り入れた独特な地理学の

学風を形成する。庄川上流に生涯の調査地を求め、上流部に点在する山村集落に焦点を

あて、合掌造りと大家族制で知られた自川村、平村、上平村の調査に没頭した。これら

独立的な山村が水資源開発に伴う水没村落の命運に心をいため、近代化による変貌を詳

しく記録、94歳を迎えて「山村民とその居住地 (ふ るさと)の 問題」 と題する書は、

氏の 80年 にわたる思索の結実である。

第 24回 (1987年 =昭和 62年度)

①「妙高火山群一その地質と活動史一の研究」

②「早津賢二」(群馬大学講師)
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秩父宮記念学術賞の記録

③「1988年 3月 9日  日本工業倶楽部」

妙高火山群 (妙高・新潟焼山・黒姫・飯縄・斑尾火山などで構成)の各火山体とその

山麓に分布する火山灰層の徹底した野外調査を行い、構成諸火山の形成過程と各火山相

互の関係を、絶対年代を付して詳細に解明した。博士の 20年にわたる徹底 した実地踏

査は火山地質学や岩石学のさらなる大発展に寄与できる可能性を内包している。

第 25回 (1988年 二昭和 63年度)

①「信州伊那山村における民俗学研究」

②「向山雅重」(元南箕輪村立南箕輪中学校長)

③「1989年 3月 13日  日本工業倶楽部」

山間部の民俗は、高地がもつ特有の環境によって、平野部の民俗とは異なった特色を

伝えているが、氏は郷里の長野県伊那谷を中心として、山間部の民俗、氏の言葉によれ

ば「自然の恵みと恐ろしさを知り尽くし、心素直に自然と立ち向かい、自然から我が身

を守り、自然の荒廃を防ぐといった山の国の民」の生活ぶりや人々の智恵、さらには村

の変貌する姿を明らかにした。氏の研究と著作は「村の生活の長所も短所も知り尽くし

ながら、それに共感をもって描いているところが、だれにも書けない点」と奥深い微妙

な点まで明らかにした独自性にある。

第 26回 (1989年 =平成元年度)

①「栽培植物と農耕の起源に関する文化複合の民俗植物学的研究」

②「中尾佐助」(大阪府立大学名誉教授)

③「1990年 3月 12日  日本工業倶楽部」

1本のムギ、1茎のイネはその有用性のゆえに現在でも価値がある。祖先の手で多 く

の改良が重ねられ、野生時代のものとはまったく違ってしまった「イネ、ムギ、イモ、

雑穀、マメ、茶など」人間と切り離せない栽培植物の起源を探るうち、その姿勢は農耕

文化の起源、発達や変遷、伝播の解明に移り、その結果、世界の農耕文化を根栽農耕文

化、サバンナ農耕文化、地中海農耕文化、新大陸農耕文化の四つの類型に大別する説に

たどりついた。

また熱帯降雨林の中で起こった根栽農耕文化が、北方に伝播していくうちに温帯林で

ある照葉樹林帯に到達、文化的複合を図り高度に成長し、一つの文化の形成を類推した。

中国、日本、東南アジアの文化 0文明の母体が照葉樹林文化であること、また古代オリ

エントから続く西欧文化、文明が照葉樹林文化にあることを推察し、現代文明につなが

る起源を探った。

第 27回 (1990年 =平成 2年度)

①「登山に関する気象学の研究」

②「大井正一」(山 の気象研究会会長)

③「1991年 3月 13日  日本工業倶楽部」
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富士山の笠雲、吊るし雲は山岳波によるものであるが、西風が高さと共に減少し、そ

の減率が風上の南アルプスで、富士山頂より上と下で急変することにより生じる、など

笠雲、吊るし雲発生のメカニズムを明らかにすると共に、富士山の雲を 12種 に分類、

それが北ア、南アの雲にも適用できることを明らかにした。

山の遭難気象、またヒマラヤの気象も研究し、多くの登山隊を援助した。

第 28回 (1991年 =平成 3年度)

①「京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊 198901990年 の業績」

②「京都大学ヒマラヤ医学学術登山隊」(戸部隆吉隊長ほか31名 )

③「1992年 3月 13日  日本工業倶楽部」

1989年 に第 1次隊を中国西部ムスターグアタ峰に登頂するとともに、高所医学学術

研究の予備的な検討、第 2次隊をネパール・ ターンプ地域高所住民の医学学術調査を行

い、この成果を踏まえて、1990年 の第 3次隊はチベット自治区のシシャパンマ峰(&027

1,こ )の登頂過程における人体の生理学的研究と、周辺住民の疫学的調査を展開した。

研究者自身が8,000傷 峰に登頂し、その過程で自ら被験者となって医学的研究を行っ

た隊は世界で初めてであり、また副隊長の斎藤惇生 (60歳)中島道郎 (59歳)の熟年

2人が登頂して話題となった。

第 29回 (1992年 =平成 4年度)

①「古代山岳信仰遺跡の研究一日光山地を中心とする山頂遺跡の一考察」

②「大和久震平」(帝京短期大学講師)

③「1993年 3月 17日  日本工業倶楽部」

山頂遺跡は古墳時代に発生し、近世まで継続したもので、日本人の生活・宗教・民俗

などと深い関係がある。男体山の山頂遺跡は6,000点 に及ぶ出土品が発掘され、古式の

法具、仏具や古印の研究に不可欠の資料となった。全国に男体山の匹敵する山頂遺跡が

あるかなどの疑問解明のため、日光連山だけでなく、全国の古い信仰の山の頂部を踏査

した。男体山のほか、福岡県宝満山、奈良県山上ケ岳遺跡などは当代の政治、軍事上の

国家的危機に際し、国家鎮護のための山岳信仰遺跡と位置づけた。博士の研究は考古学

本来の成果である点に最大の意義がある。

第 30回 (1993年 =平成 5年度)

①「 ヒマラヤの隠花植物相の調査研究」

②「 ヒマラヤとその周辺の隠花植物調査隊」

(隊長 国立科学博物館植物研究部室長 渡辺真之ほか 11名 )

③「1994年 3月 9日  日本工業倶楽部」

隠花植物は花や種子を生じない、主に胞子で繁殖する植物や菌類の総称である。日本

列島の隠花植物の起源を知る上で、ヒマラヤ山地との比較研究を行った。1986年 にカ

トマンズ周辺を現地調査、1988年 にテライ地域から5,000傷 を超える山地での調査、

A76



秩父宮記念学術賞の記録

その研究成果を「ヒマラヤの隠花植物相」第 1巻 1988年、次いで第 2巻 1990年 にまと

めて刊行した。将来ヒマラヤの植物相が人間活動によって変えられる危険が憂えられる

とき、貴重な機能を果たすものである。

第 31回 (1994年 =平成 6年度)

①「山岳地域における自然エネルギー利用の実用化研究」

②「神奈川工科大学 自然エネルギー利用研究グループ」

(代表者 鳥居 亮、森 武昭、木村茂雄)

③「1995年 3月 15日  日本工業倶楽部」

1982年以来、山岳地域で風力・太陽光 0小規模水力などの自然エネルギーを利用 し

た発電を実用化するための実験・研究を行ってきた。その代表例が北ア・穂高岳山荘に

おける風力、太陽光発電の実用化で、山岳地域の気象条件に適合するように工夫し、風

力と太陽光発電を併用したハイプリッドシステムの有効性を実証した。これらの成果は、

現在 130を超える山小屋に普及している。また自然エネルギーを利用した発電は、ヒマ

ラヤ登山隊、南極基地などで使われている。

第 32回 (1996年 =平成 7年度)

I①「ネパールの蛾の分類、分布、発生期等に関する研究」

②「春田俊郎」(元都立北園高校校長)

Ⅱ①「中央アンデス文明形成の先史学研究」

②「大貫良夫」(東京大学教授)

③ I, Ⅱとも「1986年 3月 4日  日本工業倶楽部」

I ネパールの位置、地形、気候を総合して考えた場合、その植物相は水平的にも垂直

的にも複雑多岐にわたっており、昆虫の種類もきわめて多いことが予想されるが、調査

は殆ど行われていない。春田氏はその中で研究対象を蛾に限定し、調査地域を数箇所に

固定し、完全なリスト作成を目標とした。蛾の戸籍を作ったもので、英文でまとめられ

た。農林業における害虫の生態解明につながっている。

Ⅱ アンデス文明は標高 400傷あたりから山麓にいたる山地斜面を舞台に展開した文明

で、古代文明で、唯一の山地に栄えた文明といえる。大貫氏は 1960年から発掘に参加

し、特に1989年 のクントウル・ ワシの発掘では、長方形基壇の下から未盗掘の四つの

墓を発掘、精巧な金冠や胸飾り、耳飾り、ビーズの装身具、その他数多くの貴重な資料

を発見し、文明形成のプロセス解明に多大の貢献をした。さらに大きな貢献は、発掘現

地に考古学博物館を建設、この募金や交渉などさまざまな困難を克服 して、 1994年に

開館にこぎつけ、アンデスの人々との国際交流に果たした功績は、極めて大きい。

(関塚貞亨)
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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

「山岳図書目録」を本年も継続掲載します。この種の目録は,いまのところ各種山岳・

アウトドア関係の刊行物でも整理 0記録の対象とされていないので, この「山岳」掲載

のものだけがわが国でのただ一つの資料です。山の本以外に自然環境のものも拾ってあ

りますし,昨年分でもれていたものも収録してあります。また締切り時間の都合で,一

部に収録できなかったものがありますが,多種多様な本が出版されていることがわかり

ます。どうか有効にご利用ください。

*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, フランス語の図書です。紙面の都合で改訂版は省略してあります。

*日 本語のものは発行年月日が1996年のもの,英,独,仏語のものは1995年 と1996年

のものです。

*記載は整理番号,書名,著者名,発行所,定価,判型,発行地の順です。

*定価,判型は日本語図書のみ掲載しました。判型が数字で表示されているものの単位

は皿,定価は税なしと税込みの二通りになっています。

*記載の配列は,和書が書名の五十音順,洋書はアルファベット順です。

*整理番号のうち,Nは 日本語,Eは英語,Dは ドイツ語,Fは フランス語です。N96
とは, 日本語図書 1996年発行の意味です。

*こ のリスト作成は図書委員会の有志が担当しました。

山岳図書目録
一

日本語 1996年

No.

N96-001

N96-002

N96-003

N96-004

N96-005

N96-006

書 名

アウトドア お天気ハンド
ブックーいつでもどこでも

役立つ

阿寒国立公園を歩く―フィ
ール ドガイド

著 者

二宮洸三・林 宏典

発行所

池田書店

定価

¥1200

判型

Ａ

　

　

　

Ｂ片岡秀郎 コモンサイエン

ス・ インスティ

テュー ト

無明舎出版

¥1797

朝日連峰の四季 佐竹伸一 ¥2718

アジア国廊        甲斐巳八郎・ 甲斐大策 石風社     ¥2000
安曇野―アルプス山麓の四 穂刈貞雄       山と漢谷社   ¥2060
季

安曇野光彩        赤沼淳夫       東京新聞出版局 ¥3800

210× 230
*写真集

A5

190× 250

240× 250

*写真集
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N96-007

N96-008

N96-009

N96-010

卜こ96-011

N96-012

N96-013

N96-014

N96-015

N96-016

N96-017

N96-018

N96-019

N96-020

N96-021

N96-022

N96-023

N96-024

N96-025

N96-026

N96-027

N96-028

N96-029

N96-030

N96-031

N96-032

N96-033

安曇野の自然

阿蘇あ りが とう一 With

Thanks to A.so

アフリカ大陸を歩くために

アフリカ・ カバ探検

アフリカを歩く一大陸縦断

徒歩の旅

アマゾン自然探検記―女性

画家の花に捧げた生涯

アメリカ文学の<自 然>を
読む一ネイチャーライティ

ングの世界ヘ

歩いてしか行けない秘湯

アルパインクライミングー

ヤマケイ登山学校 18

アルピニストの手記

ア ンデ スの抱擁―海 抜

4000mの 生活誌

飯豊・朝日連峰を歩く

石川県の山一分県登山ガイ

ド18

伊豆半島西北部から眺めた

富士山

いたどリーぼくの山行画文

集

一等三角点の名山と秘境―

日本全国一等三角点配置図

総覧

いで湯の山旅一関西周辺

いまからはじめる中高年の

山歩き

岩手の山名ものがたり

イワナとヤマメ

インドヒマラヤ・ ガングス

タン峰海外合宿報告書 1995

ウェストンの見た明治・大

正の日本一L'incanto del

Giappone日 本語解説書

ウェストンの森一上高地・

島々谷の朝と夜

ウォーキングマップ九州

ウォーキングマップ東海 。

中部

失われた動物たち-20世
紀絶滅動物の記録

碓氷峠の四季―信越本線

土田勝義/編・著

内野 望

曽我裕子

宮嶋康彦

フィオナ 。キャンベル

/著 中俣真知子/訳
マーガレット・ ミー/
著 トニ 。モリソン/
編 南日康夫/訳
スコット・ スロヴィッ

ク,野田研一/編・著

山岳図書朧 ―
日本語

信濃毎日新聞社 ¥2621   A5
西日本新聞社  ¥4078254× 285

旅行人

偕成社

パルコ出版

¥1700

¥1500

¥2400

A5

四六判

八坂書房 ¥7573   B5

ミネルヴァ書房 ¥3605   A5

大崎紀夫

保科雅則

小島烏水

高野 潤

高橋金雄/写 。文

林 正一・古源良三・

中村和男・舟田節子

小林信夫

山岡 遵

安藤正義・多摩雪雄・

冨田弘平 0松本 浩

中村圭志/編

川村匡由・秋本敬子

小島俊一

今西錦司

明治大学山岳部/編

ウェストン展実行委員

会

高田 宏/文 細川

剛/写真

法研/編

法研/編

WWF Japan//監

マガジンハウス

山と漢谷社

平凡社

平凡社

山と漢谷社

山と漢谷社

近代文芸社

飛鳥

新ハイキング社

¥1400

¥1500

¥980
¥2300

¥1800

¥1750

¥1456

¥1800

¥1800

四六判

HL判

四六判

四六判

HL判
B5

A4変

A5

山と漢谷社

ミネルヴァ書房

¥1600

¥1854

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

　

Ａ

Ａ

熊谷印刷出版部 ¥1748

平凡社     ¥1200
明治大学山岳部

ウェストン展実

行委員会

日本テレビ放送

網

法研

法研

広葉書林

光村印刷

¥1500

¥1068

¥1068

¥2200

¥1942

Ｂ５

　

　

　

Ａ５

　

　

Ａ５

Ａ５

　

　

Ａ５

若林賢治

A79



N96-034

N96-035

N96-036

N96-037

N96-038

N96-039

N96-040

卜J96-041

N96-042

N96-043

》J96-047

1ヽJ96-048

N96-049

N96-050

N96-051

N96-052

N96-053

N96-054

N96-044 エマージェンシー 0リ ベア

・ プック

N96-045 黄土高原

Be― Pal編

南 良和

N96-046 御池岳春夏秋冬―やぶこぎ 近藤郁夫

讃歌

OHTE'95 登山報告書

内なる昆術を訪ねて一イン

ド・ ヒマラヤ巡礼と遊行

美しい富士

美ガ原一アルプスの見える

高原で

美しき大渓谷-1億年の旅

英国式自然の楽しみ方

江上波夫の蒙古高原横断記

駅前登山 55コ ースー東京
周辺

越後国雪物語―鈴木牧之と

「北越雪譜」

エプロンはずして夢の山

エベレスト北東稜―登山報

告書・学術調査報告書

横断山脈 ミニヤ・ コンカ

峰―登山と遭難の記録

岡山県の山一分県登山ガイ

ド32

奥只見物語―イヌワシ舞う

漢谷

奥多摩・大菩薩・高尾の谷
123ル ー トー全踏査 !ル ー

ト図収録

奥秩父

尾瀬と鬼怒沼

尾瀬パークボランティア十

周年記念誌

田上一彦

フォト・ セッションク

ラブ/編・著

佐々木信一

昆補舎 松本工

房/発売

桂書房

山と漢谷社

¥1748 四六判

¥1922297× 210

*写真集

¥2060190× 250
*写真集

¥1550   A5
¥1900

¥1700    B6

A5

新書判

四六判

B5

横山良哲

中川裕二

江上波夫/著 池内
紀/編・解説

紀村朋子/編

山岡 敬

田部井淳子

日本大学エベレスト登

山実行委員会/編

1995年 大阪府高校生

日中友好登山隊/編
日本ヒマラヤ協会/編

岡山県山岳連盟

足立倫行/文 秋月岩

魚/写真

奥多摩渓谷調査団

風媒社

求龍堂

五月書房

山と漢谷社   ¥1717

恒文社

東京新聞出版局

日本大学エベレ

スト登山実行委

員会

小学館

日本経済評論社

近藤郁夫

大阪府高校生日

中友好登山隊

11本 ヒマラヤ協

会

山と渓谷社

世界文化社

山と漢谷社

¥800

¥1650

¥ 580

¥8500

¥1500

¥3000

¥1750

¥2540

¥2000

¥1100

¥1000

¥971
¥1500

¥2600

A5変

270× 370
*写真集

四六判

B5

B5

A5

A5

A5

野瀬和紀

武田久吉

尾瀬沼ビジターセンタ
ー運営協議会/編

須藤澄夫

百武 充

宮澤邦一

永尾氏追悼文集委員会
/編

敷島悦郎

日地出版

平凡社

尾瀬沼ビジター

センター運営協

議会

あさを社

立風書房

燥乎堂

永尾氏追悼文集

委員会

山と漢谷社

B6

HL判
B5

N96-055 尾瀬はぼくらの自然塾

N96-056 尾瀬 ひびきあう生命

N96-057 尾瀬 100年一登山と自然

N96-058 想いで

N96-059 海外登山とトレッキングー
ヤマケイ登山学校 21

利．一瑚．Ａ５
Ａ５
　
Ａ５

四

四

A80

¥1500



N96-060

N96-061

N96-062

N96-063

N96-064

N96-065

山錮 書目録
一

日本語

臨川書店    ¥12566  A5甲斐名所固會一甲斐叢記

前・後輯 復刻

返らぬ山びこ

輝ける自き峰―ニンチンカ

ンサ西稜初登頂の記録

鹿島槍幻影

風の足跡

月山 花物語

大森快庵

河辺リツ

栃木県高体連登山部/
編

中原行夫

謝 孝浩

鹿間広治

日本女子登攀クラブ/
編

近代文芸社

栃木県高体連

近代文芸社

福音館書店

無明舎出版

日本女子登攀ク

ラブ

¥1400 四六判

¥1300   B6
¥2718208× 226

*写真集

非売品   B5

¥1500

¥3000

四六判

B5

N96-066

1ヽこ96-067

N96-068

N96-069

N96-070

N96-071

N96-072

N96-073

N96-074

N96-075

N96-076

1ヽT96-077

N96-078

卜T96-079

N96-080

N96-081

N96-082

N96-083

N96-084

N96-085

N96-086

ガッシャープルムⅡ峰一

19880夏  日本女子登山隊
の記録

神々の降りた杜―霧島の四

季

神々の大地アフリカ

上高地 1-神河内絵画き宿

上高地「超楽しむ」雑学

上高地の常さん一山に生き

た男の物語

上高地・松本・黒部 。白山

麓

上高地・槍・穂高

カムイの森

カモシカの森から一白神・

津軽 北の自然誌

ガラパゴスー魔法の島・ ガ

ラパゴスの動物たち

川喜田二郎著作集 2-地域
の生態史

川喜田二郎著作集 3-野 外

科学の思想と方法

川喜田二郎著作集 5-KJ
法 混沌をして語らしめる

川喜田二郎著作集 6-KJ
法と未来学

川喜田二郎著作集 7-組織

開発論

川喜田二郎著作集 8-移 動

大学の実験

川喜田二郎著作集 12-ア
ジア文明論

カワセミの四季

関西周辺 山と地酒の旅

関西の秘境 芦生の森から

徳森 繁

篠田雅人

上條 武

藤井哲士

牛丸 工

日地出版

青野恭典

水越 武

工藤樹一

辻丸純一

川喜田二郎

川喜田二郎

川喜田二郎

川喜田二郎

川喜田二郎

喜田田二郎

川喜田二郎

中川雄三

坂倉登喜子 。小川清美

芦生の自然を守り生か

す会/編

南日本新聞開発
センター

古今書院

岩田書院

近代文芸社

信濃毎日新聞社

日地出版

日本カメラ社

北海道新聞社

NTT出版

青蕎社

中央公論社

中央公論社

申央公論社

申央公論社

中央公論社

中央公論社

中央公論社

平凡社

新潮社

かもがわ出版

¥1942

¥2678

¥3689

¥1800

¥1456

¥810

¥4800

¥3000

¥1500

¥1500

¥8540

¥8540

¥8540

¥8540

¥8540

¥8540

¥8540

¥2000

¥1500

¥1262

200× 224

四六判

A5

四六判

B6

四六判

A4変
*写真集

A4横
*写真集

四六判

180× 200

*写真集

A5

A5

A5

A5

A5

A5

A5

180× 230

B5変

A5

A81



N96-087

1ヽJ96-088

N96-089

N96-090

N96-091

N96-092

N96-093

N96-094

N96-095

卜196-096

N96-097

N96-098

N96-099

N96-100

N96-101

N96-102

N96-103

N96-104

N96-105

N96-106

N96-107

N96-108

N96-109

N96-110

N96-111

N96-112

関西ハイキングガイド

130コ ース

関西 山越の古道 下

KANGCHENJUNGA―
Without Oxygen

関東近郊―名山の旅 100

関東周辺の巨樹を歩く

雁峠だよリーはみ出し役人
の山小屋再建記

傷だらけの神々の山一立

山、自山の自然は今

木曽路・御岳―旧申山道の

宿場 0御岳とその周辺

創元社編集部/編   創元社

申庄谷直

ガイア 0アルパインク

ラブ/編

野瀬和紀

永瀬嘉平

加藤司郎

ナカニシヤ出版

ガイア・ アルパ

インクラブ

山海堂

書苑新社

白山書房

¥1500

¥2000

非売品

¥1250

¥1600

¥1600

四六判

四六判

A4

A5

四六判

四六判

北アルプスー四季の彩り

北アルプス常念刻々¨

北の花旅

気になる樹一出会い

キネシオテーピング完全マ
ニュアル

ギフチョウ

岐阜のベストハイキング

キャラバン 東ネパールを

行く

九州の峠

'94カ ラコルム冒険学術隊

報告書

極域科学への招待

極限に挑む男の遺書―北極

海横断に生命を燃やして

巨樹と樹齢―立ち木を測っ

て年輪を知る樹齢測定法

空撮登山ガイ ド2(新版)

一東北北部の山々

空撮登山ガイ ド3(新版)

一東北南部の山々

空撮登山ガイ ド6(新版)

一上信越の山々

空撮登山ガイド13(新版 )

一四国 。九州の山々

空撮登山ガイ ド別冊 (新

版)一空撮 日本百名山

日本山岳写真協会松本

支部/編

小日和利

山田知明

吉村真里

加藤健造

渡辺康之

塚本真博

川村明夫

甲斐素純・前山光則・

溝辺浩司・桃坂 豊

遊び塾あリギリス

神沼克伊

大場満郎

渡辺新一郎

石橋睦美・藤原優太郎
・瀬尾 央

岩沢正平・瀬尾 央

磯貝 猛・瀬尾 央

足利武三・瀬尾 央

内田 修・瀬尾 央/
撮影 佐古清隆/編

山と漢谷社   ¥1600 四六判

ブルーガイドセ

ンター/刊 実

業之日本社/発

信濃毎日新聞社

¥1300200× 230

¥3000   A5

郷土出版社

近藤泰年

山岳観光社/編

NOVA出 版

光村印刷

双葉社

北海道大学図書

刊行会

風媒社

北海道新聞社

¥4369250× 250
*写真集

¥1800   A5
*写真集

¥1456170× 181

¥1165   A5

¥20600   A4

¥1505

¥1553

Ａ

Ａ

葦書房

遊び塾あリギ リ

ス

新潮社

エモーチオ 21

新風舎

山と漢谷社

山と漢谷社

山と漢谷社

山と漢谷社

山と漢谷社

¥2330 四六判

B5

¥1100

¥1100

¥1600

¥1700

¥1700

¥1700

¥2000

¥2000

四六判

B6

B6

250× 190

250× 190

250× 190

250× 190

250× 190

A82



山田 書目録
一

日本語

N96-113

N96-114

N96-115

N96-116

N96-117

N96-118

N96-119

N96-120

N96-121

N96-122

N96-123

N96-124

N96-125

N96-126

N96-127

N96-128

N96-129

N96-130

N96-131

N96-132

N96-133

N96-134

N96-135

N96-136

雲取山よもやま話

雲の平 0双六岳を歩く

グレー トジャーニー 2-南
米編Ⅱ

黒部渓谷

渓山季樹

京阪神から行くいで湯の山

旅

京阪神 峠の山旅

決定版 ! キネシオテーピ

ングー原因から探る対処法

原始温泉―全国手掘り・露
天 52湯探検

検証 0リ ゾー ト開発―東日

本編

原色野草検索図鑑―合弁花

編

原色野草検索図鑑―離弁花

編

原生林に風がふく

現代に活きる山の神伝承

源流のイワナ釣リガイド

高原へそして森ヘ

高地生物学

古街道を歩く

午後三時の山

心の山旅

心やさしきネパール

五十歳からのヒマラヤー四
つの八千メー トル峰登頂

50セ ンチの山スキー

湖沼賛歌

新井信太郎

三宅 岳

関野吉晴

冠松次郎

上杉満生

友保深雪/編・著

森崎和江 。簾内敬司

佐藤芝明

豊野則夫

西村元一

柴田 治/編

小山 和/写真・ 文

柏瀬祐之

信濃毎日新聞社編集局

/編
中沢正夫

石川富康

坂根正一

山口賛治

石井光造

早川禎治

好山会

北海道新聞情報研究所

/編

北海道雪崩事故防止研

究会/編

申川重年

さきたま出版会

山と漢谷社

毎日新聞社

¥1748

¥1800

¥3800

雌
．
馬

４

影

Ａ

Ａ

Ａ

大阪府社会体育研究所

/編
全国キネシオテーピン

グ協会/編

野口悦男・原始温泉探

検隊

リゾー ト・ ゴルフ場問

題全国連絡会/編

池田健蔵・遠藤 博 北隆館

池田健蔵 0遠藤 博  北隆館

平凡社

求龍堂

七賢出版

七賢出版

スキージャーナ
ル

ワール ドマガジ

社 青人社/発

緑風出版

岩波書店

佐藤芝明

山と漢谷社

近代文芸社

内田老鶴圃

講談社

白山書房

信濃毎日新聞社

山と漢谷社

山と漢谷社

坂根さよみ

ARTBOXイ ン

ターナショナル

白山書房

¥1400  HL判
¥4944300× 300

*写真集

¥1500 四六判

¥1500     B6

¥1500   B5

¥1600   A5

¥2472

¥4944

¥4944

¥2136

¥2000

¥1800

¥1456

¥7210

¥1500

¥1800

¥1942

四六判

A5

A5

四六判

B6

A5

四六判

A5

A5

四六判

A5

¥1700 四六判

¥1600 四六判

¥6000   B4
¥3000200× 210

¥1800   A5N96-137

N96-138

N96-139

N96-140

N96-141

N96-142

こだわりの山 DAS― 山歩
きデータバンク

後方羊蹄山登攀記

紺碧のヒマラヤヘ

最新 カムチャツカの旅全
ガイド

最新雪崩学入門―雪山最大
の危険から身を守るために

再生の雑木林から

北の野帳社

好山会

北海道新聞社

山と漢谷社

¥5000

¥2136

¥1854

¥1600

四六判

B5

B5変

A5

B6創森社

A83



N96-143

N96-144

N96-145

ザイルを結ぶ男たち―山岳

同志会 40周年記念誌

サバイバル・ スキルズ 3

サハラ20年

ホビージャパン/編

野町和嘉

新星出版社/編

国土開発技術研究セン

ター/編

自然保護年鑑編集委員

会

ホビージャパン

講談社

アリアドネ企画
三修社/発売

無明舎出版

八重岳書房

新星出版社

山海堂

日正社

¥2718   B5
¥5800280× 290

*写真集

¥3900250× 260

*写真集

¥2427 四六判

¥1854

¥2100

¥1100

¥1000

¥2200

非売品

¥1750

¥1000

¥1200

¥3981

¥7767

山岳同志会/編    山岳同志会   非売品   A5

N96-146 サバンナが輝く瞬間    井上冬彦

N96-147

1ヽT96-148

N96-149

N96-150

ザマを見ろ !一世界おたお

た秘境紀行

さらなる山をめざして一

KR4峰遠征報告

山岳 第 91年

山岳警備隊出動せよ !

日本山岳会/編

富山県警察山岳警備隊

/編
三宅 修・三宅 岳

山と漢谷社/編

富山県立山博物館

久保田展弘

山と漢谷社/編

河村民部 英宝社

平野恵理子      山と漢谷社

全日本山岳写真協会/ 全日本山岳写真

編          協会

岩菅山自然観察会   日地出版

白井源三       クレオ

青野恭典 日本カメラ社

YMSタ ー トル倶楽部 YMSタ ー トル

倶楽部

山と漢谷社加田勝利

太田五雄/編

日本山岳会   ¥3500   A5
東京新聞出版局 ¥1400 四六判

東京新聞出版局 ¥1300 四六判

山と漢谷社   ¥3600   B5
富山県立山博物 ¥1000   B5
館

小学館     ¥1500   A5
山と漢谷社   ¥1600260× 220

¥4944 四六判

丹羽基二

栃木県庁谷峰会/編  栃木県庁谷峰会 非売品   A4

N96-151 山岳写真の四季

N96-152 山岳年鑑 '95

N96-153 山岳文献目録

N96-154

N96-155

N96-156

N96-157

N96-158

N96-159

N96-160

N96-161

N96-162

N96-163

N96-164

N96-165

N96-166

N96-167

N96-168

山岳霊場御利益旅

山菜入門―野山でおいしい

山菜を採り、食べるための

マニュアル集

山頂に向かう想像カー西欧

文学と日本文学の自然観

散歩の気分で山歩き

山稜 '96-全 日本山岳写真

展作品集

志賀高原

四季丹沢

四季鳥海山

シシャパンマー '95年 秋シ

シャパンマ峰登山隊報告書

静岡県の山一分県登山ガイ

ド21

自然ガイ ド屋久島―屋久杉
の森と山と海

自然と親じむはじめての山

歩き

自然になじむ山岳道路

自然保護年鑑 平成 7-8年

版 第 4巻一自然と共に生

きる時代を目指して

CoW.ニ コルの黒姫通信

A5

220× 220
*写真集

B6

150× 150

*写真集

260× 220
*写真集

B5

A5

四六判

A5

B5

B5

A84

二_コ ル・ CoW 講談社 ¥460 文庫判



山岳図書目録
一

日本語

N96-169

N96-170

N96-171

N96-172

N96-173

N96-174

N96-175

N96-176

N96-177

N96-178

N96-179

N96-180

N96-181

N96-182

N96-183

1ヽT96-184

N96-185

N96-186

N96-187

N96-188

シッキムヒマラヤ学術登山
報告書 1995-シ ニオルチ

ュー登頂

湿原

詩のある山行き―詩とエッ
セイと写真

島根県の山一分県登山ガイ

ド21

10年天気図―明日の天気
がひと目でわかる !

修験道と日本宗教

首都圏ウォーキング 1日 1

万歩ガイ ド50

首都圏 温泉ハイキング

樹氷幻想―美しき蔵王

小宇宙としての湖・仁科三

湖を観る一第 4回山小舎カ
ルチャー報告書

自神山地 修験の源流行―

縄文の奥深い森・ プナ原生

林

白神山地と青秋林道

絲綱之路 (シ ルクロー ド)

の高峰に立つ一日本木斯塔
格阿塔 (ム スターグ・アタ)

山群登山隊 1995報告書

知床連峰

新アニマル トラック・ ハン

ドブックー動物たちの足跡
を読む

新 狩野川紀行

信仰の山歩き14 関東霊山

紀行

信州山岳日帰り紀行

信州の里山を歩く―東北信

編

信州の蝶

シッキムヒマラヤ登山
実行委員会/編

新井幸人

斉藤静子 0斉藤 誠

平井 充・長野 至・

田中幾太郎他

森田正光

宮家 準

日本歩け歩け協会/編

野口冬人/編
川田勘四郎

早稲田大学岳友会/編

北川山人

北海道地図株式会社

今泉忠明

静岡新聞社/編

浅野孝一

山崎浩希

里山を歩く編集委員会
/編
栗田貞多男/写真・解

説 0編

信濃毎日新聞社/編

栗山節郎

三村隆茂

菅原 聡/編

岩坪五郎/編

東北大学良峻山
の会

グラフィック社

けやき書房

山と漢谷社

小学館

春秋社

実業之日本社

自由国民社

みちのく書房

早稲田大学岳友

会

北の街社

静岡新聞社

自由国民社

龍鳳書房

信濃毎日新聞社

信濃毎日新聞社

南江堂

光村印刷

地人書館

文永堂出版

¥2990250× 260
*写真集

¥2400   A5

¥3090 四六判

¥1262 四六判

¥1200 新書判

¥2427200× 220

*写真集

A4

¥1942

¥1339

¥1748 四六判

¥1650 四六判

¥1800   A5
¥4500     B5

¥1848200× 220
*写真集

¥3000   A5
¥4120   A5

B5

井上孝夫       東信堂     ¥1320
日本山岳会青年部/編 日本山岳会青年 非売品

部

¥1750   A5

¥2718   B5

¥2300   A5
*写真集

北海道地図株式

会社

自由国民社   ¥1030  B6変

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

信濃毎日新聞社 ¥2718 四六判

N96-189

N96-190

N96-191

N96-192

N96-193

信州の秘湯 。名湯

新 。テーピングの実際

神秘な雲貴高原一誇り高き

少数民族を訪ねて

森林一日本文化としての

森林生態学―現代の林学

第 12巻

A85



N96-194

N96-195

N96-196

N96-197

N96-198

N96-199

N96-200

N96-201

N96-202

1ヽJ96-203

N96-204

N96-205

N96-206

N96-207

N96-208

N96-209

森林の百科事典

スイス鉄道紀行一美しきア

ルプスの国を巡る

スキーの原点を探る一レル

ヒに始まるスキー歴史紀行

図説大百科 世界の地理 1

アメリカ合衆国 I

図説大百科 世界の地理12

ドイツ。オーストリア・ ス

イス

図説大百科 世界の地理17

西 。申央・東アフリカ

図説大百科 世界の地理20

申国・台湾・ 香港

素晴らしき絶景 100

世界大地図鑑

世界の山草・野草―ポケッ

ト事典

赤道の万年雪―パナマ地峡

・北アンデスを行く

雪炎―富士山最後の強力伝

全国大学山岳部監督会議

1995年度

仙台が誇る「山の先達 。二

人展」報告書

太田猛彦・北村・熊崎

・鈴木 0須藤・只木・

藤森/編
池田光雅

長岡忠一

正井泰夫/監

冨山 稔・森 和男

谷崎 竜

井ノ部康之

日本山岳会青年部/編

大友幸一・八嶋 寛/
編

谷口弘一 。三上日出夫

/編

武田文男

辰濃和男

甲斐崎圭

光人社

長岡忠― スキ
ージャーナル/
発売

朝倉書店

小学館

日本放送出版協

会

亜紀書房

¥3786245× 260

*写真集

¥2678   A5

¥1500159× 195

*写真集

¥14800  B4変

¥2800

¥1700

丸善 ¥18540

¥2000

¥1800

¥7828

¥7828

¥7828

¥7828

¥1505

A5

四六判

B6

A4変

A4変

A4変

A4変

A5

素晴らしき富士

生と死の分岐点―山の遭難 ビット0シ ューベル ト

に学ぶ安全と危険     /著  黒沢孝夫/訳

ZEUS          竹下光士

田辺 裕/監 田辺

裕他/訳

田辺 裕/監 東
廉/訳

朝倉書店

田辺 裕/監 千葉立 朝倉書店

也/訳

田辺 裕/監 諏訪哲 朝倉書店

郎/訳

旅の情報サークル「ゆ 風媒社

うほうむ」/編

深見重利       けやき出版

山と漢谷社

青苦社

N96-210

N96-211 続 傷だらけの百名山   加藤久晴

山と漢谷社

日本山岳会青年

部

F山 の先達 。二

人展」実行委員

会

リベルタ出版

新興出版/発売

中日新聞本社

北海道新聞社

朝日新聞社

朝日新聞社

申央公論社

山と漢谷社

¥1500

¥1957

¥1600

¥1942

¥520
¥2500

¥800

¥1800

四六判

四六判

A5

B5

四六判

A5

B6

文庫判

四六判

文庫判

A5変

N96-212

N96-213

N96-214

N96-215

N96-216

N96-217

続

イ
河

続

ｏ
続

・名古屋周辺山旅徹底ガ 日本山岳会東海支部/
ドー裏木曽 0東濃・奥三 編

北海道の植物―野の花

山の花

・ 山で死なないために

太古ヘーニュージランドそ

してプータン

第十四世マタギー松橋時幸
一代記

大雪山を歩く

A86

伊藤健次



N96-218 大山 文学散歩

N96-219 第 8回 白旗史朗賞一日本
山岳写真コンテスト入選作
品集

N96-220 大旅行記

川上建彦 。谷野允則  山陽新聞社

山梨県早川町役場/編  山梨県早川町役
場

山岳図書目録
一

日本語

¥1553 四六判

¥2000250× 240

N96-221

N96-222

N96-223

N96-224

N96-225

ダウラギリI峰―ベルニナ

山岳会・横浜ダウラギリI

峰登山隊 '93

高いばかりが山じゃない一
追悼 羽賀正太郎

高尾山の花―高尾山・ 陣馬
山0景信山・南浅川 。その

周辺

高嶺に咲く―北アルプスの

名花たち

宝の館チベット

イプン・バットゥータ

/著 家島彦一/訳

古関正雄/編

東京雲稜会/編

近藤篤弘

中村至伸

カ トリーナ・ バス/著
古川 修/訳

高橋敬一/写真 岡田
順一/文

高橋茂雄

鈴野藤夫

堀 淳一/文・写真

丹沢 ドン会/編

地平線会議/編・著

旅行人編集室

松本栄一/写真
直司/文

河合康夫

平凡社 ¥3000   B6

ベルニナ山岳会
横浜ダウラギリ
I峰登山隊

東京雲稜会

けやき出版   ¥1456 新書判

銀河書房

Ｂ

　

　

　

Ａ

N96-226 立山神殿御遷宮

N96-227 谷川岳―光と風の楽章

N96-228 渓と魚の履歴書

中央公論社

たてやま山岳出
版会

ぎょうせい

栄光教育文化研
究所

東京書籍

夢工房

窓社

旅行人

奥山 小学館

近代文芸社

主婦と生活社

日本放送出版協

会

土屋書店

¥1262165× 190

¥2718 四六判

¥5000255× 260

¥15000     A4

¥4300 四六判

¥2500   A5

¥486    A5

¥486    A5

¥1500   A5

¥3000  AB判
*写真集

¥2200   A5
¥1900   A5

¥1500   A5

¥1300 四六判

¥1100260× 210

¥1068    B5

¥1200   A5

N96-229

N96-230

N96-231

N96-232

誰でも行ける意外な水源・

不思議な分水

丹沢アウトドア◆ライフを
考える一 '95丹沢シンポジ
ウム

丹沢に トンネルを掘るな !

ストップ ! 水無堀山林道
工事

探訪ひょうごの滝

片桐 務/編 夢工房

須田京介/文 北村泰 神戸新聞総合出
生/写真       版センター

川口邦雄       日本写真企画N96-233 地球 100自 然

N96-234 地平線の旅人たち

N96-235 チベットー中国 。ネパール

インド・ プータン

N96-236 チベットーマンダラの国

N96-237

N96-238

N96-239

N96-240

チベット・ チャンタン高原
―遥かなる悠久の世界

中高年からの山歩き

中高年のための登山学 Q
&A―岩崎元郎の登山教室

申高年のやさしい山歩き―
山の楽しみ方からおすすめ
コースまで

主婦と生活社/編
岩崎元郎

石田弘行

A87



N96-241

卜J96-242

N96-243

中高年の山歩き一山を楽し

む

申高年の山歩き・ 山登り

中高齢者のための登山教室

越谷英雄/監

主婦の友社/編

西 愛人

主婦の友社

西 愛人 朝日

新聞社出版局書

籍販売部/発売

徳間書店

トンボ出版

近代文芸社

¥980
¥1200

¥880 文庫判

¥24272   A4
¥2000   B6

ナツメ社    ¥1200  A5

Ｂ

Ｂ

N96-244

N96-245

N96-246

N96-247

N96-248

N96-249

N96-250

N96-251

N96-252

N96-253

N96-254

N96-255

N96-256

N96-257

N96-258

N96-259

N96-260

N96-261

N96-262

N96-263

斎藤政広

鳥海山紀行 淡路利行

ちょっと山へ行ってきます みなみらんぼう

小倉 厚

申国国境 8000m一来た、

見た、撮った !

中国天山の植物

中国 ◆パキスタン砂漠の旅

―おじさんシルクロー ドを

行く

鳥海山・ プナの森の物語

定年後は山歩きを愉しみな

さい

テレマークスキー・ テクニ

ック

出羽三山

出羽三山の文化と民俗

天山山脈 トムール峰登山隊

報告書

天山北路の旅

天と地の民一パプアニュー

ギニアの人々と生活

東海山岳 第 7号  1996

東海自然歩道一日帰リハイ

キング 奥三河 。鈴鹿峠

党河南山一大分県日中友好

登山隊 '94報告書

東京近郊日帰リハイキング

東京したまち山岳会―戦中

・戦後六十年

東京の水源林

凍風一震える野性の記憶

田島 正

近田文弘・清水建美

巴比典憧

深町計彦・D.Shefchik

・川上 敦・栃内 譲

伊藤 武

岩鼻通明

田村康一・他/編

金子民雄

三沢和子

安藤忠夫/編

武村岳男

大分県山岳連盟/編

日地出版/編

寺田甲子男

堀越弘司

岡田 昇

文部省登山研修所/編

春山六郎

下野新聞社/編

藤原道弘

無明舎出版 ¥2718210× 230

*写真集

¥1457  B6変
*写真集

¥1400   B6

秋田魁新報社

リヨン社 三見

書房/発売

明日香出版社 ¥1300   B6

山と漢谷社   ¥1236  A4変

みちのく書房  ¥7000
岩田書院    ¥2300
天山登攀倶楽部

Ａ

Ｂ

Ｂ

連合出版

光村印刷

日本山岳会東海

支部

山と渓谷社

¥2500 四六判

¥3800200× 230

*写真集

¥1500

A5

A5

B5

日地出版    ¥786   B6
東京新聞出版局 ¥1000 四六判

大分県山岳連盟 ¥2000

けやき出版

ダイヤモンド社

¥800   A5
¥4800260× 260

*写真集

B5

¥1800 四六判

¥1800   A5
¥1750   A5

N96-264 登山研修 VOL.11 1996

N96-265 登山日記 その他紀行

N96-266 栃木の日帰り名瀑ガイド

N96-267 鳥取県の山一分県登山ガイ

ド30

文部省登山研修

所

近代文芸社

下野新聞社

山と漢谷社

A88



山岳図書目録
一

日本語

N96-268

N96-269

N96-270

N96-271

N96-272

N96-273

N96-274

N96-275

N96-276

富山県の山一分県登山ガイ

ド17

とやま山ガイ ドー10ジ ャ
ンル 100コ ース

とやま山紀行

トレッキング スイス・ ア
ルプスー私たちの歩いた

山とむら

ナイル河紀行

ナイル自転車大旅行記―女
ひとリアフリカ砂漠を行く

鳴けない山鳥の詩―山に祈
り神々と暮らす信州・黒姫

郷山寓民族哀話

名古屋周辺山旅徹底ガイ ド
ー台高・鈴鹿・奥美濃

ナチュラリスト・上

佐伯郁夫・佐伯克美  山と漢谷社

CAP

桂書房

文理閣

¥1750

¥1942

¥2400

¥1500

A5

A5変

四六判

A5

佐伯郁夫・佐伯邦夫/
編

橋本 廣/編
上瀧陸生・上瀧タツ子

野町和嘉

ベッティナ・ セルビー

/著 小林泰子/訳

竹内彦司

新潮社

新宿書房

ほおずき書籍

¥1600

¥2400

¥1700

¥1600

¥1600

¥2400

¥2500

B5変

四六判

四六判

A5

四六判

四六判

四六判

N96-277ナ チュラリス ト・ 下

N96-278 ナチュラル・ ステップース
ウェーデンにおける人と企

業の環境教育

N95-279 夏山の気象観測表一平成
8年

N96-280 南極・北極

日本山岳会東海支部/
編

E。○.ウ ィルソン/著
荒木正純/訳
EoO.ウ ィルソン/著
荒木正純/訳
カール=ヘ ンリク・ ロ
ベール/著 市河俊男
/訳
日本気象協会/編

バーナード・ ストーン

/著 神沼克伊 0三方
洋子/訳

池田 拓

植田孟緒

W.ウ ェス トン/著
水野 勉/訳
日本大学登山隊/編

日本大学実行委員会/
編

加藤庸二

小学館/編

山本正嘉

水越 武・三好和義・

野町和嘉/編
朝日新聞社/編
いがりまさし//写真・

解説

白山書房編集部/編
白旗史朗

中H新聞本社

法政大学出版局

法政大学出版局

新評論

N96-281

N96-282

N96-283

N96-284

N96-285

N96-286

N96-287

N96-288

N96-289

N96-290

N96-291

N96-292

N96-293

南北アメリカ徒歩縦横断目
記

日光山志 影印

日本アルプス再訪

日本大学エベレスト登山隊
1995-北東稜登山報告書

日本大学エベレス ト登山隊
1995-学術調査報告書

日本 滝めぐリー名瀑から

隠れ滝まで 386

日本地名大百科

日本チョーオユー学術登山
1995隊報告書

日本の自然―天・ 山・森・

水 。大地・海

日本の自然 '96年版

日本のスミレー写真検索

日本の漢谷 '96

日本の名山。花彩彩

日本気象協会

朝倉書店

無明舎出版

臨川書店

平凡社

日本大学

日本大学

日本交通公社出
版事業局

小学館

山本正嘉

クレオ

朝日新聞社

山と漢谷社

白山書房

新日本出版社

¥9991

¥3495

¥8755

¥1400

¥1545

¥14600

非売品

Ｂ５

Ａ４

　

Ａ５

Ａ５
．剛一

２７０

２７０

Ａ５

Ｈ

AB判

B5

¥2800

¥3700

¥2000

¥2060

¥3800

Ａ４
　
Ｂ５
Ａ５
　
Ａ５
一岬．　
　
Ａ８９



N96-294

N96-295

N96-296

N96-297

N96-298

N96-299

N96-300

N96-301

N96-302

N96-303

N96-304

N96-305

N96-306

N96-307

日本野鳥大鑑 上―アビロ

～キツツキロ

日本野鳥大鑑 下―スズメ

目

日本雪山登山ルー ト集

ニューイングランド讃歌

NUMBUR EXP'90 ヌン

プール峰登山報告書

熱帯雨林の減少

熱帯雨林の世界 1 森林紡

径

熱帯雨林の世界 2 トーテ

ムのすむ森

熱帯雨林の世界 3 森を語

る男

熱帯雨林の世界 5 森の食
べ方

熱帯雨林の世界 7 水の国

の歌

ネパールからナマステ !

ネパール旅の雑学ノー ト

NEPAL HIMALAYA'94
-ギ ャジカン遠征

蒲谷鶴彦 0松田道生  小学館

蒲谷鶴彦 0松 田道生  小学館

白山のニホンザル家族

白山花ガイド

白山麓覚書き

パタゴニアー希望の大地

八幡平百景

初登頂―花嫁の峰から天帝
の峰ヘ

パ トニーヴェイルからの風

―山脈に語る

花の百名山・登山ガイド上

花の百名山・登山ガイド下

花ひらく神戸一六甲山とそ

の周辺に咲く花

パノラマ武蔵野

中村成勝/編
フランクリン・ バロー

ズ/著 橘 雅子/訳

福島功夫/編

中央法規出版/編

伊谷純一郎・大塚柳太

郎/編

伊谷純一郎・大塚柳太

郎/編

伊谷純一郎 。大塚柳太

郎/編

伊谷純一郎・大塚柳太

郎/編
伊谷純一郎・大塚柳太

郎/編
西野孝枝

平尾和雄

信州大学・ ネパール警

察合同ヒマラヤ遠征隊

/編
高橋勝雄/文・写真

高橋勝雄/文・写真

金沢ナカオ山岳会『白

山眺望登山』実行委員

会/編

戸谷和郎

栂 典雅/文・写真

春木敏男

藤井正夫

関  励

平井一正

日本山岳会信濃支部/
編

山と漢谷社/編

山と漢谷社/編
安原修次

山と漢谷社

晶文社

奥多摩山岳会

中央法規出版

東京大学出版会

東京大学出版会

東京大学出版会

東京大学出版会

東京大学出版会

筑摩書房

ダイヤモンド社

信州大学山岳会
・学士山岳会

毎日新聞社

毎日新聞社

高島出版印刷

平凡社

橋本確文堂

北國新聞社

丸善

無明舎出版

ナカニシヤ出版

¥2233 四六判

¥971  A6変
¥1748   A5
¥1800 四六判

¥2718210× 230
*写真集

¥2816 四六判

¥8800

¥8800

¥2845

¥2300

¥3090

¥2266

¥2266

¥2266

¥2266

¥2266

¥1500

¥1600

¥3000

270

270

B5

四六判

B5

B5

四六判

四六判

四六判

四六判

四六判

四六判

四六判

B5

N96-308 野の花に親じむ 4

N96-309 野の花に親しむ 5

N96-310 自山眺望登山一泰澄大師ゆ

かりの地をたずねて

¥1700

¥1700

¥1500

Ａ

Ａ

Ａ

N96-311

N96-312

N96-313

N96-314

N96-315

N96-316

N96-317

N96-318

N96-319

N96-320

N96-321

日本山岳会信濃

部

山と漢谷社

山と漢谷社

ほおずき書籍

¥1800

¥1700

¥1700

¥2800

Ｂ

　

　

Ａ

Ａ

Ａ

¥2163  B5変
*写真集

A90

行田哲夫 平凡社



N96-322

N96-323

N96-324

N96-325

N96-326

N96-327

N96-328

N96-329

N96-330

N96-331

N96-332

1ヽこ96-333

N96-334

N96-335

N96-336

N96-337

N96-338

N96-339

N96-340

N96-341

N96-342

N96-343

N96-344

山岳図書目録
一

日本語

花伝社 共栄書 ¥1500   B6
房/発売

パプアニューギニア探訪記

―多忙なビジネスマンの自

己啓発旅行

はるかインカを訪ねて

春山一ヤマケイ登山学校 7

東昆術の山一玉虚峰 (ユ イ

シュフェン)に登る日中友

好女性合同登山隊の記録

東と西 海と山

秘境 ガネッシュヒマール

の植物―調査隊、道なき道

を行く

黒 吼ゆる山

日高に燃えて一日高山脈六

十五座踏破の軌跡

飛騨の山スキールー ト

人と自然の素顔を訪ねて一

熱帯アフリカ・ マダガスカ

ル

独りだけのウィルダーネス

ーアラスカ・森の生活

ひとりぼっちの叛乱―とう

ちゃん、巻機山に生きろ

桧原村紀聞一その風土と人

間

ヒマラヤ・ アルパイン・ ス

タイルー最も魅力的なルー

トからの高峰登山

ヒマラヤ学誌 第 6号

ヒマラヤの東一雲南・ 四

川、東南チベット、 ミャン

マー北部の山と谷

ヒマラヤ名峰事典

ヒマラヤ・ ランタン花紀行

ビヨンド0リ スクー世界の

クライマー 17人が語る冒

険の思想

琵琶湖源流 野洲川紀行

フィール ドワーク最前線

―見る。聞く。歩く

風光剣岳 Mindful scenery

ブータン・風の祈り

川口 築

関野吉晴/文・ 写真  小峰書店

酒井国光       山と漢谷社

日本ヒマラヤ協会/編  日本ヒマラヤ協

会

小学館

研成社

中央公論社

神原照子

木下喜代男

平凡社

山と漢谷社

平凡社

山と漢谷社

京都大学ヒマラ

ヤ研究会

山と漢谷社

¥1300

¥1500

¥1000

¥1500

¥3000

¥10300

¥3200

¥1800

Ａ

Ａ

Ｂ

大林太良

塚谷裕一

今野 保

神原照子

木下喜代男

嘉納秀郎

リチャー ド・ プローン

ネク/著  サム・ キー

ス/編 吉川竣二/訳

豊田和弘

瓜生卓造

アンディ・ ファンショ

ウ,スティーヴン0ヴ

ェナブルズ/著 手塚

勲・ 池田常道/訳

京都大学ヒマラヤ研究

会/編

中村 保

¥840  SL判
¥1854 四六判

¥777 文庫判

¥1000   A5

B5

¥4738270X310
*写真集

¥1600 四六判

¥1200  HL判

¥4800 290× 300

東京創元社   ¥1200   A6

Ｂ

　

　

Ａ

薬師義美・雁部貞夫/
編 藤田弘基/写真

高橋佳晴

ニコラス・ オコネル/
著 手塚 勲/訳

平凡社

誠文堂新光社

山と漢谷社

四六倍

判

B5変

B4

吉村仙二郎

山田 勇/編

高橋敬市

田淵 暁/写真

由郎/文

サンライズ印刷

弘文堂

光村印刷

今枝 平河出版社

¥3500      A4
*写真集

¥2884      A5

¥1456170× 185

¥5800   270

A91



N96-345

N96-346

N96-347

N96-348

N96-349

N96-350

N96-351

N96-355

N96-356

N96-357

N96-352 富士山

N96-353 富士山

N96-354 富士山雲の変幻

絹谷幸二

東京新聞編集局/編

藁品 実・ 串田孫-0
江國 滋・風見武秀

紅陽会

日本交通公社出版事業
局/編
三好和義

草野心平・棟方志功

竹内 トキ子

遠藤秀男

婦人画報社/編

伊志井桃雲/写真・詩

深田久弥の山さまざま―池

内紀のちいさな図書館

福井の山一分県登山ガイド
19

Fuji l

富士異彩

富士遠望

富士頌彩

富士山

富士山歴史散歩

富士と遊ぶ・登る一日本一
の山を裸にする百科

ふじの里

池内 紀/編・解説  五月書房

宮本数男 山と漢谷社

日経 BP社

東京新聞出版局

グラフィック社

文一総合出版

日本交通公社出

版事業局

講談社

岩崎美術社

文一総合出版

羽衣出版

婦人画報社

アトリエ桃雲

静岡新聞社/発

小学館

山と漢谷社

¥1700

¥1750

¥6500

¥2900

¥2990

¥2500

¥1545

B6

A5

310

*写真集

250× 260
*写真集

210× 240

A5

¥5800   B4
*写真集

¥123360  350

¥2200200× 230

*写真集

¥1553   A5
¥1600   A5

¥5000260× 270

¥1600

¥1500

N96-358

N96-359

N96-360

N96-361

N96-362

N96-363

N96-364

N96-365

N96-366

N96-367

N96-368

N96-369

N96-370

富士を見る山歩き

ふたりの山遊び一妻と歩く

低山紀行

ブナ 。いのちの賦

ブナの森を楽しむ

ブナ林の自然誌

冬のデナリ

プラブーツ突然破壊問題シ
ンポジウム資料集

フリークライミングーヤマ
ケイ登山学校 17

フリークライミング0テ ク
ニック

ふるさと富士百名山

ふるさとの富± 200名 山
―写真紀行

辺境の星

北西辺境州の顔―写真紀行

工藤隆雄

高橋惇夫

梶谷 泉/絵・文

西日親雄

原 正利

西前四郎

山岳 4団体懇談会/編

北山 真

杉野 保 0杉守千晶・

/著 飯山健治/写真

川村匡由・秋本敬子

吉野晴朗/写真・文

雁部貞夫

十字和子

夢工房

岩波書店

平凡社

福音館書店

山岳 4団体懇談

会

山と漢谷社

山と漢谷社

山と漢谷社

東方出版

短歌新聞社

日本アジア文学
協会 めこん/
発売

スビダーニエ同
人日本教員登山

隊

平凡社

北海道新聞社

¥1456

¥680
¥2200

¥1751

B5

新書判

四六判

四六判

300

¥1500

¥1236

¥2500

¥2427

¥2500   A5
¥2060210× 210

¥4000    B5

Ａ

Ｂ

Ａ

　

　

Ａ

　

　

２５

Ａ

N96-371 星になった康樹へ スビダーニエ同人日本
教員登山隊/編

N96-372 北海道動物記       竹田津実

N96-373 北海道山の花図鑑 大雪山 梅沢 俊

¥980
¥2233

HL判

B6変

A92



山岳図書目録
一

日本語

N96-374

N96-375

N96-376

N96-377

N96-378

1ヽT96-379

N96-380

N96-381

N96-382

N96-383

N96-384

1ヽT96-385

N96-386

N96-387

N96-388

N96-389

ボルネオ・ キナバル登山報

告書-1996.01/10-18

ボルネオ島キナバル山の鳥

―海外バー ドウォッチング

1

本多勝一集 5 ヒンズーラ

ージー探検記

本多勝一集 25 日本環境

報告

本のある山旅

マイカーで行 く100低 山ハ

イキングー東京周辺

マイカー登山ベストコース

ー関西周辺

またぎの風土

松井登 1981年 ～1995年

マップ・ プック

幻の「東突販斯担共和国」

を行く

三嶺 MIUNE一森林散策
ガイド

ニ重県境踏破の記録

二重県の山一分県登山ガイ

ド23

水の果実―もうひとつの尾

瀬ヘ

魅せられて大山

佐々木民秀他/編

中安 均・浅間 茂

本多勝一

本多勝一

大森久雄

小出正一

山と漢谷社大阪編集室

/編
石丸弥平

SKARLOEY CLUB
事務局/編
平塚晶人

入谷萌苺

高知営林局

伊勢山岳会

吉住友一・岩出好晃

山下大明

河野利晴

中村 進

夢枕 猿

アルペン・ ベンクラブ

/編

野田知佑

みなみらんぼう/監修

大垣山岳協会/編

奥田 博

築田 博

辻  斉

野瀬和紀

日本山岳会秋田

支部

文一総合出版  ¥2781

朝日新聞社

朝日新聞社

山と漢谷社

主婦と生活社

山と漢谷社

蝸牛社

SKARLOEY
CLUB事務局

小学館

東方出版

高知営林局

伊勢山岳会

山と漢谷社

NTT出版

たたら書房

読売新聞社

小池書院

随想舎

小学館

主婦と生活社

ナカニシヤ出版

東京新聞出版局

山と漢谷社

楓工房

山海堂

A5

四六判

A5

¥563  A5変
¥1545 四六判

¥900110× 210

¥1300

¥1750

¥3900 A4横 変
*写真集

¥1500171× 186

*写真集

¥1500 四六判

¥640 文庫判

¥3900

¥3900

¥1854

¥1200

¥1600

¥2000

¥1800

¥1400

¥1200

¥2266

¥1359

¥1500

¥2000

¥1250

四六判

四六判

A5

四六判

A4

四六判

A5

四六判

四六判

四六判

Ｂ

　

　

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

N96-390 未知への旅 南極点スキー

マラソン

N96-391 緑の迷宮―マヤ文明一ユカ

タン半島幻想紀行

N96-392 南会津・ 鬼怒の山 50

N96-393

N96-394

N96-395

N96-396

N96-397

N96-398

N96-399

南の川まで

みなみらんぼうの花登山の

すすめ

美濃の山 第 1巻―揖斐川

水系の山

宮沢賢治の山旅一イーハ ト
ープの山を訪ねて

妙高山・ 高谷池ヒュッテ通

信

魅惑のヒマラヤー山麓への

いざない

名山への旅 100

A93



1ヽJ96-401

N96-402

1ヽJ96-403

N96-404

N96-405

N96-406

N96-407

卜J96-408

N96-409

N96-400 明治日本旅行案内 上巻―
カルチャー編

アーネスト・サトウ,

A.G.ホ ーズ/著 庄
田元男/訳

岩橋崇至

長野山岳協会

原久美子

石井光造

山田 勇/編

星野道夫

青木宏一郎

久保田展弘

ロバー トOP.ハ リス
ン/著 金 利光/訳

西日親雄

内山 節

堀 勝彦

水越 武/写真・文

高田 宏

全国大学演習林協議会
/編
田中淳夫

小長谷有紀

安尾慎一

高橋亭夫

西村 豊

川辺柳一・ 日向野克巳

松崎中正

辻まこと

田中雅美

名水―黒部の流れ

女神の山 チョモラリー日

申合同チョモラリ峰登山隊

報告書

盲導犬ボル モンプランの

風を聴け

もっと知りたい日本の山

森と人との対話―熱帯から

みる世界

森と氷河と鯨―ワタリガラ

スノ伝説を求めて

森に蘇る日本文化

森の癒し―いのちの瞑想の

世界

森の記憶

平凡社

光村印刷

長野山岳協会

実業之日本社

日本実業出版社

人文書院

世界文化社

三一書房

PHP研究所

工作舎

八坂書房

日本経済評論社

信濃毎日新聞社

小学館

マイ ン ドカル

チャーセンター

丸善

洋泉社

朝日新聞社

連合出版

岩手日報社

講談社

上毛新聞社

楽山斎

平凡社

クレオ

講談社

¥2500   A5

¥1500170× 183

*写真集

非売品   A4

¥1400

¥1300

¥2600

¥2800

¥1700

¥1456

｀
¥3914

¥2427

¥1600

¥1165

¥1700

B6

四六判

四六判

A5

四六判

四六判

A5

四六判

四六判

四六判

N96-410 森のシナリオー写真物語 。

森の生態系

N96-411 森の旅―山里の釣りから

N96-412 森の中ヘ

N96-413 森`、の旅

N96-414 森へ行く日

N96-415

B5

¥1854    B6
¥4369   B5

*写真集

¥2200   290
*写真集

¥1068  B6変

¥1650 四六判

N96-416

N96-417

1ヽJ96-418

N96-419

森へゆこう一大学の森への

いざない

「森を守れ」が森を殺す !

モンゴル草原の生活世界

モンゴルの空の下―私の定
年旅行

焼石連峰の四季

N96-420 八ケ岳の子ギツネ

¥2136  B5変
*写真集

¥1500180× 200
*写真集

¥1200   B6

¥2500 四六判

¥760  HL判
¥2990260× 260

*写真集

¥1500180× 200
*写真集

N96-421

N96-422

N96-423

N96-424

山歩き読本一山に遊ぶ山に

学ぶ

山おちこち

山からの言葉

山翡翠

N96425 ヤマセミー里山の清流に翔 飯村茂樹
応ゞ

A94



山岳図書目録
一

日本語

N96-426

N96-427

山釣リーはるかなる憧憬の

鈴から

山釣り放浪記

山本素石

山本素石/著 草野

雷/編
米田一彦

高橋サプロー

野口邦和

右川清夫

宮本 泉

立風書房

筑摩書房

山と漢谷社

東京新聞出版局

¥2000

¥2330

¥1275

¥1800

B6

四六判

四六判

B6

四六判

A5

四六判

A5

N96-428

N96-429

N96-430

N96-431

N96-432

N96-433

N96-434

N96-435

N96-436

N96-437

N96-438

N96-439

N96-440

1ヽJ96-441

N96-442

N96-443

N96-444

N96-445

N96-446

N96-447

N96-448

N96-449

N96-450

N96-451

N96-452

山でクマに会う方法

山と海の詩―我が心の山岳

遍歴

山と空と放射線

山と旅と思い出と

山と蜂-10ミ クロン、 1雄

だけの世界

山と森のフォークロア :付

富士山を語るシンポジウム

全記録

山に生きる

山に咲く花一写真検索

山に紡復う心

山に花が咲くとき―花と山
のスケッチ文集

山の安全を守って一北ア南

部地区遭対協 40周 年記念

誌

山の歳月

山の四季―CD― ROM付写

真集

山の常識・非常識―山のマ

ナープック

山の精神史 柳田国男の発

生

山の地図と地形一ヤマケイ

登山学校 15

山の動物民俗記

山の花幽幻

山登りってもっと素敵―ワ

ンランク上の楽しみ方教え

ます

山の本屋の手帖

山のワザー未公開登山技術
のすべて

やま ひと スキーー木下

是雄集 2

山日和

山守りの記

山を歩く一ヤマケイ登山学

校 1

草野延孝/講演

永田芳男/写真

能力/編

古井由吉

田代 博 0藤本一美・

清水長正・高田将志

長沢 武

自旗史朗

小林静生

長野県山岳協会

木下是雄

諏訪 弘

柏樹直樹

福島正明・羽根田治

夢工房

畦上 山と漢谷社

リベルタ出版

右川清夫

光陽出版社

鹿鳴荘

長野県山岳協会

企画広報部

品文社

¥1942

¥ 486

¥2884

¥1700

¥2427

非売品

四六判

B5変

A4

¥2400208× 182

¥2427   A5

¥980 新書判

¥932  SL判

¥1500   A5

¥1553 四六判

¥2200250× 210

*写真集

¥980 新書判

¥400

¥3800

四六判

B6変

四六判

¥2060

非売品

¥1457

静岡県環境民俗研究会 羽衣出版

/編

Ａ

Ａ

遠山若枝

アリアドネ企画
三修社/発売

ぎょうせい

北アルプス南部地区山 北アルプス南部

岳遭難防止対策協会/ 地区山岳遭難防

編          止対策協会

岡村 誼       桂書房

山岳写真同人四季   日経 BP出版セ

森田秀巳・松倉一人

ンター

山と漢谷社

小学館

山と漢谷社

ほおずき書籍

日本カメラ社

山と漢谷社

赤坂憲雄

小田由理/文 申村み
つお/編

自湧社

桂書房

山と漢谷社

¥3398

¥2000

¥1500

Ａ４

Ａ５

Ａ５

　

　

　

　

９５Ａ



N96-455

N96-456

1ヽこ96-457

N96-458

N96-459

N96-460

N96-453 雪と岩から、混沌から

N96-454 湯けむり極楽紀行

ヘイデン・ カルース/
著 沢崎順之助/訳
美坂哲男

横山 宏

山を考えるジャーナリ
ストの会/編

札幌山岳連盟/編

田中 均

長澤和俊

日本野鳥の会兵庫県支
部/編
明治大学山岳部炉辺会

神山 健

白石勝彦

松崎中正

田部重治

寺田和雄

大成健_1

岡本 忍

田畑真一

横山宏のネイチャーフォト

講座

ルポ。東北の山と森―自然
破壊の現場から

烈風の頂きに立ちて一ラン

タン・ リルン南東稜

老人エベレスト街道をゆく

―心に残るネパール トレッ
キング

楼蘭王国史の研究

六甲山の野鳥

書卑山田

トラベルジャー

ナル

山と漢谷社

緑風出版

札幌山岳連盟

近代文芸社

雄山閣

神戸新聞総合出
版センター

明治大学山岳部
炉辺会

神山 健

山と漢谷社

楽山斎

平凡社

町田ジャーナル

社

光村印刷

かもがわ出版

田畑真一 山と

漢谷社/発売

¥4500

¥1545

¥1800

¥2472

¥1500

¥19417

¥1942

¥4000

送料¥240

¥1800

¥5000

¥1400

¥1845

¥3690

¥2136

¥1600

A5変

B6

B5

四六判

270

B6

N96461 炉辺 第 9号

N96-462

N96-463

わが愛する北の山

わが回想の鉛々―大イワナ
の泳ぐ籍へ

わが山路―松崎申正山行譜

わが山旅五十年

わが山旅、まちだ文学散歩

N96-464

N96-465

N96-466

Ａ

Ｂ

　

　

Ａ

　

　

Ａ

Ａ

AB判

HL判

A5

A4変

四六判

B5

N96-467 私の逢った富士山

N96-468 私のネパールーPHOTO紀
行

N96-469 私のウエストン追跡記―細
部からその実像に迫る

山岳 図 書 目録一一 英 語  1995年

No.      書 名

E95-049 ChO Oyu Himtalandkyttori
Himal

E95-050 Clilnber's Guide to the TetOn

Range

E95-051  K2Challenging the Sky

E95-052

E95-053

E95-054

Landmarks-An Exploration
of Great Rocks

May the Fire be Always Lit
-A Biography of Jock
Nimlin

Mountain of Happiness (A)

著 者

Jan KielkOwski

Leigh N.Ortenbur-
ger and Reynold G.
Jackson

Roberto Mantovani
and Kurt Diember-
ger

David Craig

IDS Th01■sOn

x'frm
Explo Publish-
ers

The Mountain-
eers

Swan Hill
Press

Jonathan Cape

The Ernest
Press

発行地

Poland

Seattle

Shrewsbury
England

London

Holyhead
Wales

New Delhi

A96
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E95-055 Ochre Border (The) -A
Journey Through the Tibetan
Frontierlands

Pembroke-Parts | &, 2E95-056

E95-057 Speleological Bibliography
of South Asia Including the
Himalayan Regions

E95-058 Story of the White Crystal

(The)

E95-059

E95-060

Where Warriors Met-The
Story of Leeva Downs, KenYa

Younghusband-The Last
Great Imperial Adventurer

山岳図書目録一一英語 1996年

E96-001 Alaska Ascen協

E96-002 ArOund the Roof of the World

E96-003 Best of Poucher's Scotland

(The)

E96-004 Best Walks in lreland

E96-005 Britain's Alpine Ridges一

Snowdonia and the l:」 ake

District

E96-006 Chatsworth

E96-007 East of lreland― Walk Guide

E96-008 Gentle ExpeditiOns― A Guide

to Ethical Mountain

Adventure

E96-009 High Altitude Medicine

Handbook(The)

E96-010

E96-011

E96-012

Himalaya Alpine Style-The
Most Challenging Routes on

the Highest Peaks

Himalaya in My Sketch-Book
(The)

Icefields

山岳図書眠 ―
英語

Justine Hardy Constable and London

John Harwood,
Dave Viggers et al

H.D. Gebauer, R.

Mansfield, C.

Chabert, and H.
Kusch

Maria Antonia
Sironi, Hildegard
Diemberger and

Climbers'Club

Germany

Others

Edward Paice

Patrick French

Armchair
Adventure
Press

Ferrari Edit-
rice

Tasker Publi-
cation

Flamingo, Har- London
per Collins

Italy

Edited by Bill
Sherwonit

Edited by Nicholas
and Nina Shoumat-
off
W.A. Poucher

David Marshall

Robin Ashcroft

Compiled by Geoff
Radcliffe

David Herman &
Miriam McCarthy
Gen Ed Joss Lynam

Bob McConnell

Andrew J Pollard
and David R Mur-
doch

Alaska North-
west Books

The University
of Michigan
Press

Constable

Seattle

Ann Arbor

Golden
Colorado

Constable

Crowood Press London

BMC

Gill&Macmi―
1lan

AAC Press

Radcliff Medi-
cal Press

Oxford &
New York

Andy Fanshawe and The Mountain- Seattle

Stephen Venables eers

Geeta Kapadia Indus Pub Co.

Washington
Square Press

New Delhi

WashingtonThomas Wharton

A97



E96-013

E96-014

E96-015

E96-016

E96-017

E96-018

E96-019

E96-020

E96-021

E96-022

E96-023

E96-024

E96-025

E96-026

E96-027

E96-028

E96-029

E96-030

E96-031

E96-032

Ice World-Techniques and
Experiences of Modern Ice
Climbing

I May Be Some Time Ice and
the English Imagination
In the Himalayas-Journeys
through Nepal, Tibet and
Bhutan

Into the Blue-A Climbers'
Club Guide to Deep Water
Soloing in Dorset

John Muir-His Life and
Letters and Other Writings

Karakoram-Graphic Index of
Maps

Lakeland Fells (The) -The
Pell and Rock Climbing
Club's complete illustrated
guide for walkers

Langtang with Gosainkund &
Helambu

Lost Tribe (The) -A Search
through the Jungles of Papua
New Guinea

Magic Mountains

Masino, Bregaglia, Disgrazia

-Montagne per Quattro
Stagioni

Mountain F'ootfalls-A Calen-
dar of the Scottish Hills
Mountain Holidays

Mountains of Central Spain
(The)

Mont Blanc Massif (The) -
The 100 Finest Routes

Night on the Ground, a Day
in the Open (A)

Over the Hills and Par Away

Portrait of Leni
Riefenstahl (A)

Quest for Kim-In Search of
Kipling's Great Game

Return of John Macnab (The)

Jeff Lowe

Francis Spufford

Jeremy Bernstien

Cook, Robertson &
Taylor

Edited and intro-
duced by Terry
Gifford

Servei General
d'Informaticio de

Muntanya

Ed. June Parker &
Tim Pickles

Kev Reynolds

Edward Marriott

Rennie McOwan

Gianluca Maspes
and Giuseppe
Miotti
Ian Mitchell

Janet Adam Smith

Jacqueline Oglesby

Gaston R6buffat

Doug Robinson

Rob Collister

Audrey Salkeld

Peter Hopkirk

Andrew Greig

London

Bdton-Wicks London
The Mountain- Seattle
eers

S.G.d'I. de Spain
Muntanya

The Ernest
Press

Holyhead

Cicerone

Picador

L,ondon

The Mountain-
eers

Faber

Swan Hill
Press

Climbers' Club

Seattle

London

Shrewsbury,
Bngland

Mainstream

Ramponi Arti
Grafiche

Edinburgh

Sondrio

Mercat Press

The Ernest
Press

Cicerone Press

Holyhead
Wales

I-,ondon

BAton Wicks London

Mountain
N'Air Books

The Ernest
Press

Jonathan Cape

California

Holyhead
Wales

London

clohn Murray London

Headline
Review

A98



E96-033

E96-034

E96-035

E96-036

E96-037

E96-038

E96-039

E96-040

E96-041

E96-042

E96-043

E96-044

G95-026

G95-027

G95-028

G95-029

G95-030

G95-031

G95-032

G95-033

Right Mountain (The) -
Lessons from Everest on the
Real Meaning of Success

Rope (The)

Ruwenzori Discovery (The) -
Luigi Amedeo de Savoia Duca
Degli Abruzzi

Scottish Winter Climbs

山岳図書目録
一

ドイツ語

Sr. John Wiley New York
& Sons

Jim Hayhurst

Andy Nisbet and
Rab Anderson

Terry Gifford Red Beck Press

Roberto Mantovani CAI

SPlTl-Adventures in the
Trans-Himalaya

Spy on the Roof of the World

Storms of Silence

Harish Kapadia

Sydney Wignall

Joe Simpson

Scottish
Mountaineer-
ing Club

Indus Publish-
ing
Canongate

Jonathan Cape

The Mountain-
eers

Jonathan Cape

New Delhi

Edinburgh

London
Seattle

London

E96-045

View from the Edge (The) -
Life and Landscapes of Bever-
ly Johnson

Walking in the Haute Savoie

Walking to the Mountain-A
Pilgrimage to Tibet's Holy
Mountain, Kailash

Wonders of the Karakorum

山岳図書目録
一

ドイツ語 1995年

Pervez A. Khan Ferozsons Rawalpindi

Terra Incognita-Travels in
Antarctica

Trekkers' Handbook (The)

Abenteuer Trekking-Nepal

Abenteuer Trekking-
Neuseeland

Abenteuer Trekking-
Pyreniien

Abenteuer Trekking-Irland

Abenteuer Trekking-USA-
West mit Rocky Mountains

Alles im Griff-Kletter-
stories

Alpen (Die) -Andersent-
decken. Nachhaltig gestalten
(Magazin der Universitdt
Z;j,rtch Nr.2/95)

Baumzeit-Magier, Mythen
und Mirakel

Sara Wheeler

Thomas R Gilchrist

Gabriela Zim

Janette Norton

Wendy Teasdill

Banzhaf, Bernhard ;

Brunner, Armin

Banzhaf, Bernhard ;

Brunner, Armin
Banzhaf, Bernhard;
Brunner, Armin
Banzhaf, Bernhard;
Brunner, Armin
Banzhaf, Bernhard;
Brunner, Armin
Pasold, Achim; Mai-
l5nder, Nicholas

Degonda, Lucia

Cicerone London

Moutain N'Air California
Books

Cicerone

Asia 2000

Bruckmann
Verlag

Bruckmann
Verlag

Bruckmann
Verlag

Bruckmann
Verlag

Bruckmann
Verlag

Panico Alpin-
verlag

Unipresssedi-
enst

London

Hong Kong

Mtinchen

Miinchen

Miinchen

Miinchen

Mtinchen

Kongen

ZiJrrrch

Eggmann, Verena; Werd Verlag
Steiner, Bernd

zurich
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G95-034

G95-035

G95-036

Berner Oberland und seine
Photografen (Das)

Gehltiste

Klettereien in den Gastlo-
sen-Escalades dans les

Gastlosen

Lot (Im) 
-Grenzgiinge in

Fels und Eis

Ossola-T dler-Zwischen Lago
Maggiore und Monte Rosa

Riitikon Kletterftihrer

Senkrecht gegen dte Zeit-
Die Eroberung des

Unsichtbaren

Slowenien entdecken

Spiel der Geister

Berg'97, Alpenvereinsjahr-
buch von DAV, OeAV, AVS

Bundner Bergftihrer

Hugger, Paul

Steiner. Gertraud

Innerschweizer
Schriftsteller-
verband

Gurtner. Martin

Cl6ment-Gobet-
Philipona

Jourdan, Frank

Schmid, Hans

Lietha, Andres

Bubendorfer,
Thomas

Strigl, Egmont

Simpson, Joe

Tappeiner, Jakob

Luger, Kurt und
Inman, Karin

Robin, Klaus

Landes, Marianne
und Elmar

Philipp, Hans;
Matossi, Ren6

Verlag Krebser Thun

Otto Mtiller Salzburg
Verlag

Raeber Verlag Luzern

SAC-Verlag Bern
und Bundesant
ftir Landestopo-
graphie

Verlag Rossens
EDIGAST

Panlco

Geschichten

G 95-037 Karten Iesen-Ein Handbuch
zu den Landeskarten

G95-038

(}95-039

G95-040

(:}95-041

G95-042

G95-043

G95-044

G95-045

G95-046

G96-003

G96-004

Stidtirol―Dolonliten

Verreiste Berge-Kultur
und Tourismus im
Hochgebirge

G95-047 Wanderftihrer durch den Sch―

Alpinverlag

Bergverlag
Rother

Panico
Alpinverlag

Herbig

Trescher
Verlag

Schweizer
Verlagshaus

Verlag
Tappeiner

Studien Verlag

Edition
Cratschla
Zernez

Slavica Verlag

Kongen

Mtinchen

Kongen

Mtinchen

Berlin

ZiJrrtch

Lsr&

Innsbruck

Chur

Miinchen

weizerischen Nationalpark

G95-048 Zlatorog― :Eine Sage aus den   IBaurrlbach,Rudolf

Julischen Alpen

山岳図書目録一一・ドイツ語 1996年

G96-001 Alpen(Die)一 Nach Gebrauch  Bodini,Gianni
wegwerfen

G 96-002 AVF Sella-Langkofel extrem Goedeke, Richard

Edition
Lohwenzahn

Bergverlag
Rother

Bergverlag
Rudolf Rother
Verlag E.

Sutter-Lehmenn

Innsbruck

Minchen

Miinchen

Grindelwald

A100



G 96-005 Clubftihrer-Zentralschweiz-
erische Voralpen

G 96-006 Erhard Loretan-Den Bergen
verfallen (la Acnttausender
erobert)

G 96-007 Flora Helvetica

Auf der Maur,
VAlly

Loretan,Erhard;

Arnrrlann,Jean

Lauber, K. und
Wagner, G.

Lanz, Heidi; De

Meester, Liliane ;

Ulrich Inderbinen

Anker, Daniel

Raach, Karl-Heinz;
Teuschl, Karl
Hiisler, Eugen E.

Ladenbauer
Wolfgang

Bdtzing, Werner

Schloeth,
Robert

Von Kinel, Jiirg

Mathis, Peter;
Roeper, Malte

Htigli, Ernst; Hans
Roth u. Karl
Stiideli

Horber, Ruedi

山岳図書目録
一

フランス語

SAC-Verlag Bern

Paulus Verlag Freiburg

Verlag Haupt Bern,
Stuttgart,
Wien

Rothen Verlag Visp

AS Verlag

Ich bin so alt wie

das Jahrhundert

Jungfrau一 Zauberberg der

Manner

Kanada― der Westen

Klettersteigatlas Alpen

Kongressband Psyche&Berg

Landwirtschaft im Alpenraum

―unverzichtbar,aber

zukunfts10s?

Larche,ein intilnes

Bau〕mportrat(Die)

Schweizer plaisir(全 2巻 )

Sportklettern in den Alpen

Sternenhimmel 1997 (Der)

Citadelles d' altitude-ran-
donn6es vers les forts des

Alpes

50 randonn6es d ski autour
de BrianQon

Curios pader (Il)

G96-008

G96-009

G96-010

G96-011

G96-012

(}96-013

G96-014

G96-015

G96-016

G96-017

F95-019

F957020

F95-021

G 96-018 Wildspitz-Buet-Osorno(Alpen,
Anden, Atlas-Bergsteigeri-
sche Hohepunkte

G 96-019 Zurtick (Nie)-Nordpol-
Mount Everest-Stidpol-3
Fluchtpunkte

山岳図書目録一― フランス語 1995年

F95-018 Arё ne Blanche(L')        Marie Chalon

Messner, Reinhold

Patrick Gendey et
Pascal Kober

Ren6 Kehres

Pater Placidus a

Spescha

BLV Verlags-
gesellschaft

ЁditiOns

G16nat

Ёd.Didier

Richard

Ёd.R.Kehres

Verlag

Btindner
Monatsblatt

Stiirtz-Verlag

J. Berg bei
Bruckmann

Dr. W. Laden-
bauer

Blackwell
Verlag

AT Verlag

Edition Fili-
dor

Kompass-
Verlag

Verlag Birk-
hduser

Eigenverlag
Ruedi Horber

Ziirrch

Mtinchen

Mtinchen

Wien

Berlin,
Wien

Aarau

Reichenbach

Miinchen

Basel

Nieder-
scherli

Mtinchen

Grenoble

Grenoble

Brianqon

Chur
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F95-022

F95-023

F95-024

F95-025

F95-026

F95-027

F95-028

F95-029

F95-030

F95-031

F95-032

F95-033

F95-034

F95-035

F95-036

F95-037

F95-038

F95-039

F95-040

F95-041

F95-042

Encantats

Entre alpages et glaciers-
120 sommets pour randon-
neurs Vanoise-Beaufortain

Grandes aventures de l'Hima-
laya (Les) -Tome 1 (Anna-
purna, Nanga Parbat, K2)

Grandes aventures de I'Hima-
laya (Les)-Tome 2 (Everest,

Cho Oyu, Dhaulagiri, Ogre)

Grandes Pyr6n6es (Les)

Himalaya

Maurice Herzog Ed. Gl6nat

Maurice Herzog Ed. Gl6nat Grenoble

Rob Day et Didier
Sorb6

Marie-Claire et
James Merel

Alain Bourneton

Nicholas Luard

Ed.De Fau―

connpret

m.Jo Merel

Ёd.G16nat

ЁditiOns du

Rocher

Ёd.Didier

Richard

Ed.Didier

Richard

Ed.G16nat

Ed.Didier

Richard

Ёd.Didier

Richard

Ed.Didier

Richard

Ed.G16nat

Bourg―

Saint―

Maurice

Grenoble

Grenoble

Grenoble

Grenoble

Grenoble

Aix-en-
Provence

Grenoble

Grenoble

Grenoble

Grenoble

Grenoble

Grenoble

Grenoble

Image de montag'ne, 52 secrets
pour r6ussir vos photos (L')

Lacs de montagne en Haute-
Savoie/Mont-Blanc

Lacs de montagne - Savoie
et Haute-Savoie

Lexique multilingue-alpi-
nisme, escalade, ski-alpi-
nisme, randonn6e en haute
montagne, raquette i neige,
descente de torrents

M6moires d'en haut

M6tiers des pays de Savoie

Montagnes Rocheuses (Les)

Mustang

Plus belles ascensions dans
le monde (Les)

Randonn6e-30 balades en

famille dans le Beaufortain

Randonn6e-30 balades en

famille autour de Tignes-
Val-d'Isdre

Randonn6e-30 balades en

famille dans le Val d'Arly
Randonn6e-30 balades en

famille autuor de Morzine,
Les Gets et vall6e d'Aulps

Raquette i neige (La)

Refuges des Alpes
du L6man d Grenoble

Christophe Daylat
et Philippe Royer

M. Gonthier et
J.-M. Lamory

Serge Coup6 et
Jean-Pierre
Martinot
Christiane Tetet

Gilles Lansard et
Bruno Auboiron

Iwahashi Takashi

Phillippe
Montillier
Chris Bonington et
Audrey Salkeld

Jean-Marie Jeudy

Herv6 Ruffinati

Roger H6mon

Jean-Marc Lamory

Jean-Marc Lamory

Agnds Couzy et
Claude de Merville

Paul-Louis Rousset Ea. p.-t . Meylan
Rousset

Ёd.Edisud

ЁditiOns sOlar

ЁditiOns de

la Boussole

Ёd.Arthaud

Ёdo Didier

Richard

Ёd.Didier

Richard
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F 95-043 Vanoise (La) Jean-Marie Jeudy Ed. oiaier
Richard

F 96-001 ABCdaire du Mercantour (L') D. Canestrier, N. Ed. Flamma-
Loury, J.-P. Potron, rion
R. Settimo

山岳図書購
―

フランス語

Grenoble

Paris

F96-002

F96-003

F96-004

F96-005

F96-006

F96-007

F96-008

F96-009

F96-010

F96-011

F96-012

F96-013

F96-014

F96-015

F96-016

F96-017

F96-018

F96-019

F96-020

F96-021

Autour de I'Andorre en skis

Aventuriers de la montagne

Belledonne. Toponeige-Alpes
du Dauphin6 1

Camp 4.

Chroniques du Yosemite

Carnets du Vertige

Dans les montagnes de Grdce

-Randonn6e et trekking,
Grece continentale, Crdte,
iles, P6loponndse

Deux Savoies (Les) -75 sites
pour grimper

Envers des cimes (L')

Escalade

Escalade dans les Alpes-
Maritimes

Gens de Montagne-Des
Alpes i l'Himalaya

Grimpe en Haut-Giffre

Guide de l'Himalaya一 N6pal,

Tibet,Bhoutan,Sikkiln

Guide du Haut-Dauphin6-
Tome 2

Guide neige-avalanches

Histoire de l'alpinisme

Histoire de 1'alpinisme-
Les Alpes

Homme debout (Un)

Homme et la neige
autrefois (L')

Lentement l'Am6rique

Gilles Modica

Volodia
Shahshahani

Steve Roper

Louis Lachenal

Constantin
Tsipiras

Pierre Faivre et
Christophe Billon
Marc Batard et
Franqoise Skot-
nicka

Monique Rebiff6

Jean-Claude
Raibaud

Intro. by Bernard
Pierre

Brenas, D.

Condevaux et
P. Duverney

Franqois Labande

Christophe Ancey

Roger Frison-Roche
et Sylvain Jouty

Michel Mestre

Jean-Marie Choffat

V6ronique Place

Daniel FranQois

Ёditions MF

ЁditiOns

Volopress

Ed.Gu6rin

Ёd.Gu6rin

Ёdo olizane

Ed.Franck
Mercier

Ed.Donoё l

Ёdo Alticoop

Omnibus

Ea. A compte
d'auteurs

Ёdo Nouvelles
ЁditiOns de

l'Universit6

Ёd.de l'Envol

Ёd.Edisud

ЁditiOns

Arthaud

Editions

Edisud

ЁditiOns

Volopress

Ed.Biblioth6-

que de trav」 1

Ed.A.― M.
Francois

Grenoble

Chamonix

Chamonix

Gendve

Annecy

Paris

Nice

Paris

Paris

Aix-en-
Provence

Paris

Aix-en-
Provence

Grenoble

Bagneux
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F96-022

F96-023

F96-024

F96-025

F96-026

F96-027

F96-028

F96-029

F96-030

F96-031

F96-032

F96-033

F96-034

F96-035

F96-036

Mots du Champsaur

-Hautes-Alpes
Paysan sans terre

Plus belles randonn6es des

C6vennes (Les)

Randonn6es insolite-Alpes-
Provence- Arddche-Corse

Randonn6e mode d'emploi

R6cits et nouvelles des

montagnes

Refuges des Alpes-de
1'Oisans a la M6diterran6e

Ski de montagne en Dauphin6

Claudette Germi

Roger Canac

Chantal Chivas

Pierre Millon

Editions Ellug Grenoble

Ski de randonn6e. 134 itin6-
raires de ski-alpinisme (en)

Savoie

Ski de randonn6e pour tous-
S6jours dans les Alpes

Sommets du Mont-Blanc-Les
plus belles courses, de

facile d difficile

Suisse plaisir-Tome 1 Ouest

Suisse plaisir-Tome 2 Est

Tambours de Katmandu (Les)

30 traces gourmandes sur les

sentiers dauphinois

Vie de guide

Ёd.G16nat    Grenoble

Hugh l颯 ac Manners  Ёd.Ё ditions du Paris

Sport

Ёd.MF

Agnds Couzy et
Claude de Merville

Jean-Pierre
Bonfort

Ёd.G16nat

Emmanuel Cabau

Bruno Auboiron

Jean-Louis Laroche
et Florence Lelong

Diffusion

Didier―

Richard

ЁditiOns

Olizane

Ed.Edisud

Ёd.G16nat

Aix-en-
Provence

Grenoble

Jtirg von kinel
Jtirg von kiinel

G6rard Toffin
Eric Merlen et
Thomas Lemot

Albert Tobey

Pierre Tatrraz et
Mario Colonel

Ёd.G16nat

Ёd.G16nat

Ed.Filidor

Ed.Filidor

Ёd.PayOt

Ёd.Didier

Richard

Ёd.claude

Alzieu

Ёd.Frank
Mercier

Grenoble

Grenoble

Grenoble

Grenoble

Gendve

Reichenbach

Reichenbach

Paris

Grenoble

Grenoble

Annecy

F96-037

F 96-038 Voyage au coeur du Mont
Blanc
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トレッキングからエクスペデイションまてЪ
目 饉 饉 議 鐵 爾 饉 饉 麟 轟 目 目 ■ ■ ■ E■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 露 饉 饉 樹 鶴

アルパインツアーはヒマラヤからカラコルム、

ヨーロッパアルフ・ス、アラスカ、カナダ、USA、 南極、

アンデス、パタゴニア、ニユージーランR中国、

アフリカ、北極圏その他の山岳地帯・辺境地域 への

主催ツアーやインフォメーションを用意しております。

もちろん日本国内の山旅も企画 Lておりまt
トレッキングのパッケージはもとより登山隊のための

航空便や地上手配などに関し、私達は豊富な知識と経験をもとに

ご相談に応じることができまtぜひ、お問合せ下さい。

運輸大臣登録旅行業第490号  日本旅行業協会正会員

月ワl障グ」7.J≒どπl晟属釜″
東 京/〒 105東京都港区西新橋 |一 12-|(西新橋 1森 ビル2階 ) 1803(3503)19‖

大 阪/〒 550大阪市西区靭本町卜10-22(ポ ロロッカビル4階 )806(444)3033
名古屋/〒 450名 古屋市中村区名駅3-23-6(第 2千福ビル8階 ) 8052(581)3211
福 岡/〒 810福岡市中央区舞鶴 |… 2-8(セ ントラルビル5階 ) 8092(715)1557
広 島/広島サービスステーション(大阪支店転送電話)   8082(542)1660
イ山 台/仙台サービスステーション(東京本社転送電話)   ●022(265)4611

札 :滉 /〒 060札幌市東区北9条東2丁 目北海道地区総代理店 (株 )り んゆう観光 8011(711)7106
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デイルゴ;ルGTX'
あなたを最高峰まで導く、全天候対応モデ仏
グランド・キングシリーズの最高峰。

「ゴアテックス①ブーティ」使用のGK-4的秘ノにカンGTX。

防水・透湿・通気性を高次元で満たし、

ヌK・ムンを極限まで防ぐとともに、全身に

キャシ ンヾの先進技術と最適素材を

注ぎこみました。もちろんワイドな

3Eサイズなど素晴らしい

足入れ感と履き心地も

特筆もので七

GK‐40デ岬ルゴルGTX¥21,000
●ラスト(木型):3Eサイズ

●サイズ:グレー・ローズピンク=22.5cm～ 28cm、

ダークプラウン・パイングリーン=22.5cm～ 29cm(28.5cmナ シ)

C猛月口則嗜″
=。製造・販売●欄キャラバン/東京本社 :〒 170東京都豊島区巣鴨1-25-7雪 03-3944-2331代 |

大阪806-866-0505代 |・ 札幌a011-822-8664・福岡雪092-414-0795

′憾

イ

‐CARバVAN
側軍ALITY



軽 く、コンパク トなテン トのことなら

ARAE TENT
麻)ア ラ イ テ ン ト

〒 175東京都板橋区赤塚5-13-7刊 .03(3939)6481

お求めは……

全国の専門店、アウトドアショップで
① 尾西食品株式会社
〒108東京都港区三田4-15-36丁 EL.03‐ 3452-4020(代 )

お湯・水を入'両蓄恣

し で日飯
Wヽ

一

…

アルフア

∩
＝
ｕＯ

コンパクトサイズでスペースいらず



=コ

守
屋

洋

立
間
祥
介

ロ

ロ

伊
藤
桂
一

●

●

口

●

Ｌ
Ｆ
二
Ｊ
　
口
層

れ
ｒ
田
〓
　
由
属

■■■: L ¬

の群
雄
全十巻

中
国
に
は
、
星
よ
り
ま
ぶ
し
い
人
物
が
い
た
！

同編
集
日
尾
崎
秀
樹
＋
陳
舜
臣

各
巻
定
価

本̈
体
１
、９
０
０
円

※
消
費
税
が
別
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

◎
第
一回
配
本
＝
二
冊
同
時
発
売

第
四
巻
●
英
雄
台
頭

巻
頭
エ
ッ
セ
イ
＝
陳

舜

臣

天
下
三
分
の
計
を
実
行
し
た
名
参
謀
と
帝
。
乱
世
を
平
定
す
る
蜀
の
戦
略
の
全
貌
。

第
五
巻
●
乱
世
の
英
雄

巻
頭
エ
ッ
セ
イ
＝
尾
崎
秀
樹

魏
に
曹
操
あ
り
、
呉
に
孫
権
あ
り
。
天
下
制
覇
を
ね
ら
う
攻
防
、
そ
の
野
望
と
戦
略
。

力
‐．

炎〓
〓
ロ

青昌
〓
ロ

第

一
巻

●

覇

者

へ

の

道

⌒第
二
回
栗

二

月
刊
行
）

晋
の
文
公
／
呉
王
夫
差
・越
王
句
践
／
秦
の
始
皇
帝
政

第
二
巷
●
戦
国
の
知
者

孫
子
／
蘇
秦
・張
儀
／
韓
非
子

第
二
巷
●
一朝
構僣
（ヨ
墨
喜
項
羽
／
劉
邦

第
四
巻
●
埜民
雄
叩ム
ロ
頭
駆
諸
葛
孔
明
／
劉
備

第
五
巷
●
■
Ｗ
口
末
り
曽民
雄
町
曹
操
／
孫
権

第
六
巻
●
名
将
の
戦
略

荀
或
／
関
羽
／
周
喩
／
司
馬
仲
達

第
七
巻
●
目
至
国
【（り
自
〓
畠
叩

漢
の武
帝
／
唐
の大
宗
／
チ
ンギ
ス人
ン／
明
の
朱
元
埠

第
八
巻
●
一Ｌ
一国
【（Ｗ
自
〓
畠
叩

隋
の
場
帝
／
宋
の
徽
宗
／
明
の
崇
禎
帝

第
九
巻
●
国

を

ゆ

る

が

す

女

た

ち

呂
后
／
女
帝
武
則
天
／
楊
貴
妃

第
十
巻
●
雄
図
飛
翔

冒
頓
単
予
／
張
籍
／
李
陵
／
玄
奨
三
蔵

〒112-01東京都文京区音羽2-12-21



SINCE

1014

』

n

u■Щスキ_o専門唐
クレッターザック

キスリング

夏冬用テント

イギリス、オース トリア・

オリジナルセーター

0113東京都文京区湯島3-38-9

Te1 03(3831)1 7 9 4
FAX 03(3831)6 6 8 0

〓

―――
門

信頼されて70年
山靴 と登山用品専門店

四 谷 本 店 〒160四 谷 1-20相 田 ビル TEL(3351)743201912

曜N
∠lh、

山友社た力l″ι



旅守3あなたaサポロト隊
パッケージツアー、グループ・トレッキング等はあ運劉賂子が、格安

航空券はキヤラバンデスタ 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

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
。

JAloHIMAL TREKK:NG社 社長

トレッキング部門は、JA10 HIMAL TREK
―KINGが 、――般観光部門は SAIYU・ 丁RAVEL
がそれぞれ皆様のお手伝 いをいた します。

スタッフは日本語 も話せ ますので、お気軽

にご利用下 さい。

「

丁
=タ

ン航空

|ヤ クアンドイエテイ

bシ fI]|ホテレ
イン ド航空 | |

国 |

0

甲 /

書//
へ
/

ブータン・チョモラリトレッキングにて

ロイヤルネパール航空

旅客代理店

～ 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

キヤラノミンデスタ
東京容03-3237-8384“ t)

大1反質■06-362-6060“ t)

シルクロード・秘境旅行・トレッキング 0海外登出のパイオニア ・…
運輸大臣登録旅行業第607号

株 式
含 融 わ遊猛考

さい     ゆう     りよ     こう

本        社 〒101東京都千代田区神田神保町2-3-1岩 波書店アネックス5F
803(3237)13911側  FAX 03(3237)1396

キャラバンデスク東京 (格安航空券の専門デスクです)(住所同上)

● 03(3237)8384代)FAX 03(3237)(Ю38
大  阪  営  業  所 〒530大 阪市北 区神 山町6-4 北川 ビル 5F

806(367)13911代 I FAX 06(367)1966
キャラバンデスク大阪 806(362)6060(住 所OFAX同 上)

カトマンズ連絡事務所 PO BOX 3017,Durbar Marg,KATHMANDU,NEPAL
(JAI HIMAL TREKKING)● 224248,221707(ア ンナプルナホテル並び)

製[

⑪



山と自然を愛するス々に層る名著:

■
Ｅ
讐
■
〒
１０１

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
３
‐
２４
　
　
（価
格
は
税
別
）

書
店
に
な
い
場
合
や
お
急
ぎ
の
方
は
直
接
ご
注
文
下
さ
い
。
８
０
３
‐
５
９
９
９
‐
５
４
３
４

日
本
山
岳
会
企
画

・
編
集

覆
刻
日
本
の
山
岳
名
著

１８
点
２２
冊
＋
解
題
書
＋
特
別
資
料
セ
ッ
ト

本
体
１
９
０
、
０
０
０
円

穂
苅
三
寿
雄

・
穂
苅
貞
雄

著

文
政
年
間
に
、
笠
ヶ
岳
・
槍
ヶ
岳
・
穂
高
岳
を
開
山
し
た
宗
教
者
で

あ
り
、
近
代
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
先
駆
者
で
も
あ
る
播
隆
上
人
一
代
記

の
〈決
定
版
〉。
付
・
播
隆
筆
「槍
ヶ
岳
絵
図
」

本
体
３
、
８
０
０
円

新
選
覆
刻

日
本
の
山
岳
名
著

２０
点
２９
冊
＋
解
題
書
＋
特
別
資
料
セ
ッ
ト

本
体
１
７
５
、
０
０
０
円

日
本
山
岳
会
沢
〓報
」
第
一集

覆
刻
合
本
１
号
～
１００
号
（昭
和
５
年
～
１５
年
）
本
体
１
２
、
０
０
０
円

日
本
山
岳
会
ョ会
報
」
第
二
集

覆
刻
合
本
１０１
号
～
別
号
（昭
和
１６
年
～
３３
年
）
本
体
１
４
、
０
０
０
円

槍
ヶ
岳
開
山

播
隆

［増
爾
版
］

す討
演

い
ュょ

て
含

れ

が

ま

集

合

二

が
第

集

艶
一
籍

竺
″
レ
〓

報

コ

会

日
に

セ

ト

Ｆ
Ｊ

ソ
躍Ｊセ．辞

著

山

名

の

岳

本
山

日
の
刻

本

覆
日
選

刻

新

噸

ガ

九
死
に

一
生
を
え
た
量
山
家
が
描
く
大
量
遭
難
の
軌
跡

ジ
ョ
ン
・ク
ラ
カ
ワ
ー

海
津
正
彦

訳

昨
年
五
月
、　
エ
ヴ

エ
レ
ス
ト
で

日
本
人
の
難
波
康
子
さ
ん
を
合

む
十
数
名
の
死
者
を
出
す
大
量

遭
難
事
故
が
起
き
た
。
著
者
は

「ガ
イ
ド
登
山
」
の
実
態
を
ル
ポ

す
る
た
め
登
山
隊
に
参
加
。
た

ま
た
ま
事
件
に
遭
遇
、生
還
後
、

本
書
を
著
し
た
。
当
事
者
の
み

が
語
り
う
る
衝
撃
の
事
実

全
米
で
爆
発
的

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

世
界
１５
ヵ
国
で
続
々
刊
行

●
本
体
価
格
１
７
６
２
円
（税
別
）

０
本
体
価
格

ギ
イ
ツ
ク
・バ
ス

フ
ラ
ン
ク
・ウ
ェ
ル
ズ

三
浦
恵
美
里
訳

⑥

文

藝

春

秋

〒
１
０
２

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
３
１
２３

「

▼



日本の主要山域をカバー

毎年シーズン前に入念な実踏調査を実施。
と安心の本格派登山

定価750円 (税込)お求めは全国の書店で

■と高原地

北
ア
ル
プ

ス
総
図

白
馬
岳

鹿
島
槍

・黒
部
湖

期
・立
山

上
高
地

・槍

・穂
高

乗
鞍
高
原

御
嶽
山

中
央

。南
ア
ル
プ

ス
総
図

木
曽
駒
・空
木
岳

甲
斐
駒
・北
岳

塩
見

・赤
石
・聖
岳

妙
高

・戸
隠

志
賀
高
原
・草
津

軽
井
沢
・浅
間

西
上
州
・妙
義

美
ケ
原
・霧
ケ
峰

八
ケ
岳
・蓼
科

富
士
・富
士
五
湖

箱
根

伊
豆

丹
沢

高
尾
・陣
馬

大
菩
薩
連
嶺

奥
多
摩

奥
武
蔵
・秩
父

奥
秩
父
１

雲
取
山

両
神
山

奥
秩
父
２

金
峰
山

甲
武
信

谷
川
岳

苗
場
山
　
武
尊
山

越
後
三
山

尾
瀬

日
光

奥
鬼
怒
・
奥
日
光

那
須
・塩
原

磐
梯

・吾
妻

・
安
達
太
良

飯
豊
山

朝
日
・出
羽
三
山

鳥
海
山

蔵
王

面
白
山
・船
形
山

栗
駒

・早
池
峰

八
幡
平

岩
手
山

秋
田
駒

十
和
田
・八
甲
田
・岩
木

ニ
セ
コ
・羊
蹄
山

大
雪
山
・十
勝
岳

白
山

霊
仙

・伊
吹
・藤
原

御
在
所
・鎌
ケ
岳

比
良
山
系

京
都
北
山
１

京
都
北
山
２

京
都
西
山

北
摂
の
山
々

六
甲

・摩
耶
・有
馬

葛
城
高
原
・
三
上
山

金
剛
山
・岩
湧
山

紀
泉
高
原

奥
高
野

大
峰
山
脈

大
台
ケ
原
・大
杉
谷
・高
見
山

赤
目

・倶
留
尊
高
原

氷
ノ
山

鉢
伏
・神
鍋

大
山

・蒜
山
高
原

四
国
剣
山

石
鎚
山

福
岡
の
山
々

九
重
・阿
蘇

祖
母
・傾

屋
久
島

種
子
島

赤
城

・皇
海
・筑
波

（新
刊
）

● |1支 祖
=二

1戸 」7■ 7・ヴ7° 〒102東京都千代田区九段北4-2-11803(3262)2141(代 )

〒532大阪市淀川区西中島6-11-23 806(303)5721(代 )

《インターネットで情報発信中》 http:〃 www.mapple,co.lp/
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ヒマラヤ名峰事典
Mountains of The IlimalaYa

薬師義美・雁部貞夫編/写真=藤田弘基

ヒマラヤ山脈の巨峰500座 ノ

詳細な解説・登山史・山群地図 0

大判写真で構成した

初の本格的山名事典

好評発売中●定価三本体109000円 (税別)

〒152 東京都目黒区碑文谷5-16-19列 にmう」L
803-5721-1234/振 替00180-0-29639二 1´ノ■6■」L

全体を12の山域 と41の 山群に分け、

各山群には詳細な地図を付し、

ピークの位置、周辺の峠・氷河・谷などの地名と

地形の特徴がひと日で分かるように構成。

また、大型カメラを使った写真により、

各ピークの山容・山姿を鮮明に識別できるようにした。

山の項 目数-510、 写真(2色刷 り)一器0点、地図 -60点、

地名。人名索引約2000項 目0内容紹介付き文献案内

四六倍判/L製 /650ページ

巨峰500座 ――その山容と挑戦の歴史を一望できる

よりよきテントの最高降を
めざすヨングテント′

1978年

1978年

1981年

1981年

1981年

1984年

1985年

1985年

1987年

1988年

1989年

1989年

植村直己北極点単独旅行

日本大学北極点遠征隊

植村直己冬期エベレス ト登山隊

明治大学エベレス ト登山隊

早稲田大学K2登山隊

第26次南極観測隊

和泉雅子北極点遠征隊

第27次南極観測隊

風間深志北極点遠征隊

日本テレビ
｀
チョモランマ、報道隊

和泉雅子北極点遠征隊

大韓民国北極点遠征隊

小さな店の大きな自信/

株式会社

ヨングテント
〒167東 京都杉 並 区桃井 1-3-3

□,03(3399)2548・ FAX03(3395)4655

0
OSH:DA
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ヽ

0● 0質 000



■■
■■

山
は
魔
術
師
―私の山岳写真‐

田
淵
行
男
　
Ｂ
５
判
函
入
／
４
３
６
９
円

黒
部
の
山
賊
‐アタ
スの怪
‐

伊
藤
正

一　
Ｂ
６
判
／
１
１
６
５
円

車
窓
の
山
旅
・中
央
線
か
ら
見
え
る
山

山
村
正
光
　
Ａ
５
変
型
判
／
１
９
０
３
円

展
望
の
山
旅
（正
）続
）続
こ藤

本

一
美
・田
代
博

Ａ
５
変
型
判
／
（正
）１
９
０
３
円

（続
×
続
々
）１
９
４
２
円

花
の
山
旅
・み
ち
の
く
の
山

〓
戸
一義
孝
‘　

Ａ
５
変
型
判
／
２
２
０
０
円

ス
ケ
ッ
チ
の
山
旅
１２
ヵ
月

山
里
寿
男
　
Ａ
５
変
型
判
／
２
３
３
０
円

フ
Ｔ

ス
ケ
ッ
チ
の
山
旅
―山のモチヵ

ヵ月
―

川
墨
纏
精
元
　
Ａ
５
変
型
判
／
２
５
０
０
円

日‐Ｅ
四
（り
一管
ず
古

バ
一
勢
一―
自
然
を
見
る
撮
る
楽
し
む
分
割
法
」‐

佐
一一騰
筐
中士
心
　

Ａ
５
変
型
判
／
２
５
０
０
円

き
の
こ
の
森
の
歩
き
方

赤
沼
博
志
　
Ａ
５
変
型
判
／
２
０
０
０
円

価格表示は本体価格で、別途消費税が必要になります。

●ご注文はもよりの書店へお願いします。品切れの場合でも、書店へご依頼になれは耳又|)寄せてくれます。
●書店に遠くご不便の方は小社に;i五料(冊数に関係なく―‐徊瑠Ю円)を加算してご送金下さればお送りします。(前金制)

〒104東京都中央区銀座1-3-9/丁EL03-3535-4441/振 替00110-6-326

カ
メ
フ
の
山
旅
―山の写真とカメラ八イク
１２ヵ月
‐

イ
タ
リ
ヤ
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
‐光
の刈
雖
頻‐

川
口
邦
雄
　
Ａ
５
変
型
判
／
１
９
４
２
円

西
本
晃
二
　
四
六
判
／
１
６
０
２
円

花
の
山
旅
・日
本
ア
几
フ
ス

新
妻
喜
永
　
Ａ
５
変
型
判
／
２
１
３
６
円

心
に
残
る
花
の
山
旅

坂
倉
登
喜
子

‐
と
っ
て
お
き
の
花
の
山
ｏ

エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
咲
く
山
―

Ａ
５
変
型
判
／
２
２
０
０
円

０
ス
イ
ス

①
ョ
ー
ロ
ス
ハ

リ

４ヽ
ハ
ー
ル
・

ａ
Ｊ
ヒ
マ
ラ

キ
１
ｌＰ
ン
ツ
セ
ー
Ｗ４
いダ

⑫
ア
ラ
ス
カ

０
オ
ー
ス
ト
リ
ア

１
３
６
０
円

１
３
５
９
円

１
７
４
８
円

１
１
８
０
円

１
５
０
０
円

ブ
ル
ー
ガ
イ
ド
・ワ
ー
ル
ド



全国各地の美味・珍味を満載。

取り寄せて味わうもよしゃ

贈り物にもよしの。

便利な産直ガイド。

●、
●`、

=ゴ
名産● 珍昧

□・□とも

北海道=た らばガニ・新巻鮭/青森=に しん飯寿司/秋田=比内鶏きりたんぽ/岩手=南部そ

ば/宮城〓笹かまばこ/山形〓香味牛肉/福島=ウ エの員焼/新潟〓大力納豆/富山〓ホタル

イカ墨作り/石川〓加賀継/福井〓ひらめの昆布じめ/栃木〓刺身こんにゃく/群馬〓下仁田

葱/茨城〓あんこう鍋/千葉=塩ゆで落花生/埼玉〓秩父源流水/東京=べ つたら漬/神奈

川〓丹沢そば/山梨=信玄煮貝/長野〓馬かった/静岡〓わさび漬/愛知〓鮮魚味酢粕漬/三

重=伊勢海老/岐阜=鮎うるか/滋賀〓桑酒/京都〓すぐき/大阪=水なす漬/奈良=地ビー

ル 。倭王/和歌山=封 じ梅/兵庫〓山の芋/岡山=浜ゆでシャコ/広島=鯛の浜焼/鳥取〓砂

丘山芋/島根〓島津屋海苔/山口=ふぐぞうすい/香川〓鱚の魚漬/徳島=た らいうどん/高

知=黒潮鰹たたき/愛媛=き じ鍋/福岡=柚乃香/佐賀〓いかしゆうまい/長崎〓焼あご/大

分〓天然活き車海老/熊本〓馬刺/宮崎=や まめの甘露煮/鹿児島〓かつおの腹皮/沖縄=ゴ
ーヤー 他多数

彙口うまいも 1 ,
■■■

●

定価 (本体 1り500円 +税 )

■・日そ 全国うまいもの180を厳選して紹介r

東京都文京区本郷 4丁目1‐ 14
犀菱舌 03‐ 3814‐0498 FAX.03‐ 3814‐ 9250富士書店

、ヽもの

して、
物ヽ、

き る



■
．可

ト
ニ
ー
・ヒ
ー
ベ
ラ
ー

著

横
川
文
雄

訳

定
価
（本
体
１
、９
０
０
円
＋
税
）

〃
ョ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ル
プ
ス
、
最
後
の
課
題
″
冬
季
ア
イ
ガ
ー
北
壁

登
攀
。
そ
こ
に
挑
ん
だ
男
た
ち
の
死
間
を
つ
づ
っ
た
古
典
的
名
著
。

●最寄 りの書店でお求め下さい。

い
が
や

く

に

お

猪
谷
六
含
雄

「卜
Ｌ
Ｄ
ニ
ユ
Ｈ
コ
上
巻
＝
定
価
（本
体
７
４
０
円
＋
税
）

匡ィ
コ
Ｆ
Ｃ
肛
Ｈ
」
下
巻
＝
定
価
（本
体
７
４
０
円
＋
税
）

わ
が
国
ス
キ
ー
界
の
草
分
け
で
あ
り
、

今
日
の
ス
キ
ー
隆
盛
の
基
礎
を
築
い
た

猪
谷
六
合
雄
氏

一
家
の
雪
と
ス
キ
ー
に

全
身
全
霊
を
か
け
た
克
明
な
生
活
記
録
。

【山
案
内
６０
年
の
回
想
】

大
谷
定
雄

著

定
価
（本
体
１
、
９
０
口
円
＋
税
）

長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
舞
台
と
な
る
白
馬
岳
の
山

案
内
人
が
回
想
す
る
登
山
の
喜
び
と
恐
ろ
し
さ
。

←
蔵翻 体青 スポーツ総合出版

ハl硼 覇 ベースポール・マガジン社 〒101東京都千代田区三崎町3-10-10

●直オ妾注文は、 :FA X03(3238)0084 電言舌03(3238)0181
ベースボール・マガジン社 販売局 コレクト便係まで。

/着払い宅配便でお届けいたします。 (宅配料は冊数にかかわらず&Ю円)ヽ

IFAXの場合は書名、冊数、氏名、住所、電話番号を明記してください。|

*`イ ンターネットでもご注文いただけます。http:〃 www.bbm司 apan.COm/



最新刊
山の人は何を食べてきたか

信
州
霧
ヶ
峰
の
山
小
屋
暮
ら
し

四
十
余
年
の
風
雪
に
甦
る
〈食
〉
の
記
憶

高
原
の
花
物
語

高
原
の
音
楽
譜

感ヽ

ゆギご

つ
ヽ

て^
′

‘
●

，
１
　

‐

≠
巧
嘉
黒

●
１
、
フ
ロ
ロ
円

山
国
信
州
の
人
々
は
、
む
か
し
か
ら
ど
ん
な

も
の
を
食
べ
、
ど
ん
な
生
活
を
し
て
き
た
の
か
。

脈
々
と
継
ぎ
伝
え
ら
れ
て
き
た
食
の
系
譜
は
、

時
代
の
変
遷
を
も
物
語
っ
て
や
ま
な
い
。
著
者

自
ら
の
体
験
か
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
掌
篇
の
数
々

は
、
個
人
的
な
随
想
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
の

ず
か
ら
山
国
の
食
の
文
化
史
と
も
な
っ
て
い
る
。

一
一
Ｔ

◆
一
‥

■

新
編
避
近
の
山

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
折
々
の
自
然
と
人
間
の
む
つ
み
あ
い
を
淡
々
と
織
る
。

●
２
、
７
１
８
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
う
ち
に
、
出
会

っ
た
人
々
の
思
い

出
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
２
、
フ
ー
８
円

か

い
こ
う

山
暮
ら
し
の
喜
び
と
悲
哀
、
自
然
の
表
情
と
驚
異
―

―
。
山

の
生
活
者
と
し
て
幾
星
霜
を
過
ご
し
て
き
た
山
男
の
精
神
の

形
成
史
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
２
、
７
１
８
円

古
き
良
き
山
小
屋
の
青
春
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
お
り
お
り

に
触
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
音
楽
の
思
い
出
に
よ
せ
て
綴
る
山

小
屋
物
語
ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
１
、
７
４
８
円

〒101東京都千代田区三崎町3-10-10●最寄 りの書店でお求め下 さい。 (1環棟1詰格|

エッセイ・シリーズ

恒
文
社
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
ブ
ッ
ク
／
第

一弾
／

秋

月

岩

魚

ミ
シ
ン
易

り
取
累

ス
磁

‐―
鍼

蹂

限

豊
か
な
水
が
動
植
物
を
養
い
、
濃
密
な
自
然
が
原
始
の

ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
奥
只
見
の
四
季
折
々
の
魅
力
を

提
え
た
ベ
ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
ー６
枚
を
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
に
／

社文一日
一

■
■
日

奥
只
見
冨
然
の生
金

●直接注文は、 F A X03(3238)0084 電話03(3238)0181

恒文社 販売局 コレク ト便係 まで。

/着払い宅配便でお届けいたします。(宅配料は冊数にかかわらず 380円 )ヽ

IFAXの 場合は書名、冊数、氏名、住所、電話番号を明記してください。|

*ヽイ ンターネットでもご注文いただけます。http:ノ www bbm― japan,COm′
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高品質アウトドアギア&クロージング

SINCE 1975

mont・boll
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●山登りの話題と情報を満載した月刊誌  ●ビギナーのためのビジュアリレな登山誌

」哺」理谷Lイイ1殉lJθゞ
毎月15日発売/定価820円   3・ 5・ 6・ 9・ 11月発売/定価990円

「山と漢谷」一ヵ年分9840円 (送料は無料、特大号値上げ分サービス)、

「ヤマケイJOn一 カ年分4950円 (送料は無料、5冊 )、 振替または

現金書留で「山と漢谷○月号より」「ヤマケイJOYO号より」と指定

のうえ住所・氏名を明記して営業部宛お送 り下さい。

●山と漢谷社
※定価は税込みで現

0105東 京都港区芝大門|― |-33/雪 03(3436)40550臥X03(3433)4057/振替00110-2-724416

自然と共存する

乳
‐

へ、

、
賓

_L轟 隆臨‐

轡辟



遂 iテ舞 壼 ご 窒 向
|‖ ‖‖‖‖‖|‖ ‖‖‖|‖ ‖‖‖‖‖|‖ ‖‖‖|‖ ‖‖‖|‖ ‖‖‖|‖ |‖ ‖‖|‖ ‖‖‖‖‖‖‖‖|‖ ‖‖‖|‖ ‖‖|‖ |‖ ‖‖‖|‖ ‖‖‖‖|‖ ‖‖‖‖‖‖‖‖|‖ ‖‖‖‖‖‖|‖ ‖‖‖‖‖‖‖|‖ ‖‖‖‖

あべ  みつ 子
孔 版 画 作 品

価格 :1万5千 円～3万5千円

一 原  有 徳
凹 版 画 作 品

価格 :1万 7千円～3万6千円

インテリア用品として、また贈 りも

の用としてご利用をお待ち申し上げ

ます。

来斤 干」
川 崎  精

冬  木  群
山 の 句 集 著 者 署 名 入 り

B6判  168頁  2500円

●地 図

1。 Mt.Everest画面面「 1991年 第 2版
ボス トン科学博物館/ス イス山岳研究
財団共同製作       2′ 000円

2。 8000M Peaks of Karakoram葛百丁百百百
1994年 改訂版
JerZy Wala(ポ ーラン ド)製作
スケッチ・マップ付 き    2′ 250円

3.Garhwa卜 Hlmalaya East//West

各々硬雨
一
号而 スイス山副「知オ団製作 3′ 750円

4。 Nanga Parbat面力∞ 1980年改訂版
独換山岳会製作      2′ 500円

5.Mt.Mckinley [;百 ■面
3′ 000円

6。 K‖imaniaro  戻1面。 199o年
A.L.Wielochowski(英 国)製
スケップ0マ ップ・ガイ ド付き 2′ 000円

7。 ChamOniX扇 ―
¬ 雨  1996年 第 2版

3615 1.G.N。 (仏)製     2′ 000円
8。 Grindel Wald西「お面  1993年

スイス製          !′ 600円
9。 Yosemite Natlonal Park ¬てて1面D百

(米 国)製     1′ 350円
10。 Monte Fltz Roy&Cerro Torre

50T鵠百 1994年 (米 国)製   2′ 000円

雄

JRお 茶の水駅

西 口 前

営業時間

平 日

10:30ハシ20:00
定体

日曜・祝 日

著漢堂
o101東京都千代田区神田駿河台2の 1の 11

803-3291-9442 振替 00180-2-24723
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編

集

後

記

『山
岳
第
九
十
二
年
』
の
編
集
を
終
え
た
。

編
集
の
基
本
方
針
と
し
て
内
容
的
に
は
山
岳
会
の
歴
史
を
ふ
ま
え
て
未
来

へ
の
展

望
を
示
す
も
の
と
し
、
内
容
の
構
成
は
従
来
ど
お
り
の
も
の
と
し
た
。

ま
た
読
み
や
す
い
と
い
う
観
点
か
ら
今
号
よ
り
巻
頭
の
評
論
部
分
の
行
間
を
拡
げ

た
。
ま
た
百
年
史
編
纂

へ
の
部
分
的
内
容
を
ふ
ま
え
た
も
の
も
考
慮
に
入
れ
た
。
さ

ら
に
山
岳
会
と
し
て
国
際
的
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
解
説
等
の
問
題

も
含
め
て
英
文
サ
マ
リ
ー
も
充
実
さ
せ
た
。

巻
頭
の
評
論
と
し
て
は
、
会
に
と
っ
て
も

一
つ
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
中
高
年
登

山
の
一
つ
の
指
針
と
し
て
木
下
是
雄
さ
ん
に

「プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
登
山

ｏ
楽

し
み
の
山
歩
き
」
を
ご
寄
稿
頂
き
、
田
口
二
郎
さ
ん
に
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
会
の
活
動
に
も
大
き
く
寄
与
し
た
シ
ェ
ル
パ
社
会
に
つ
い
て
鹿
野
勝

彦
さ
ん
の

「
シ
ェ
ル
パ
の
二
十
世
紀
」
の
推
薦
を
頂
く
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
登
山

史
上
に
ま
だ
埋
も
れ
る
部
分
の
多
い
各
務
良
幸
さ
ん
に
つ
い
て
一
文
を
頂
い
た
。

会
に
と
っ
て
未
来
こ
そ
最
も
大
切
に
し
て
い
く
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
。
未
来
は
過

去
に
在
り
、
現
在
に
あ
る
―

と

い
う
観
点
か
ら

「登
山
史
上
の
人

ｏ
各
務
良
幸
さ

ん
」
、
「立
山

・
創
岳
登
山
史
」
等
歴
史
的
観
点
の
内
容
に
重
点
を
お
い
た
。
歴
史
的

読
物
も
未
来

へ
の
踏
み
台
と
し
て
の
こ
と
と
会
員
諸
兄
の
認
識
を
お
願
い
し
た
い
。

そ
の
意
味
か
ら
創
立
百
年
を
控
え
て
百
年
史
の
編
纂
委
員
会
が
編
成
さ
れ
仕
事
を
始

め
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
問
題
と
な
る
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
こ
と
を
部
分
的

に
山
岳
の
記
録
に
と
ど
め
て
お
こ
う
と
の
意
図
で
中
村
純
二
さ
ん
よ
り

「学
校
山
岳

部
の
発
足
」
の
原
稿
を
頂
い
た
。

山
岳
会
と
し
て
ア
ク
テ
ィ
プ
な
活
動
と
し
て
海
外
登
山
、
自
然
保
護
が
あ
る
が
、

海
外
登
山
に
関
し
て
は
山
岳
会
青
年
部
の
Ｋ
２
の
無
事
故

・
全
員
登
頂
と
い
う
記
録

を
始
め
、
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
と
し
て
の
登
山
の
貴
重
な
記
録
に
足
跡
を
残
し
た
六

つ
の
記
録
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
、
会
の
自
然
保
護
活
動
と
し
て
大
き
な
足
跡
を

残
し
た

「鳥
海
山
の
イ
ヌ
ヮ
シ
の
生
態
記
録
」
に
つ
い
て
も
貴
重
な
一
文
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に

『山
岳
第
九
十
二
号
』
の
編
集
を
終
え
て
会
員
の
皆
様
の
御
協
力
と
と
も

に
編
集
委
員

一
同
の
皆
様
に
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。（田

　
辺
　
　
　
寿
）

山
岳
　
第
九
十
二
年

（通
巻

一
五
〇
号
）

一
九
九
七
年
十
二
月
五
日
発
行

価
二
五
〇
〇
円

発
行
所

離
畑

日

本

山

岳

会

東
京
都
千
代
田
区
四
番
町
五
―
四

サ
ン
ビ
ュ
ー
ハ
イ
ツ
四
番
町

（〒

一
〇
二
―
○
〇
八

一
）

電
話
　
東
京
三
二
六

一
局
四
四
三
二
番

振
替
口
座
　
〇
〇
一
三
〇
―
一
―
四
八
二
九

発
行
人
　
　
　
斎
　
藤
　
惇
　
生

編
集
人
　
　
　
田
　
辺
　
　
　
寿

印
刷
所

株
式
会
社

技

報

堂

発
売
所
　
株
式
会
社
　
夢
「　
潔

　̈
一室

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
ニ
ー

一

電
話
　
東
京
三
二
九
一
局
九
四
四
二
番

振
替
口
座
　
〇
〇
一八
〇
―
二
―
二
四
七
二
三

本
誌
掲
載
の
記
事
、
写
真
お
よ
び
地
図
の
無
断
転
載

を
禁
し
ま
す
。



大好きな自然を､ゆっくりと楽しみたい

LASTREK
ビギナーのための旅行から、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。
、鞠

Manaslu

Sagalmatha NandaDevi

Qomolangma
ざ蝋
や兎

Kangchenjunga

NamchaBarwa

☆世界各地、 日本の名峰へのトレックツアー、各種手配旅行、登山隊、航空券等々を取扱っております

●お問合わせ･お申込みは･･･ 運輸大臣登録旅行業第1167号

株式会社アトラストレック
<東京>03-3341-0030" <大阪>06-341-9600WB
東京都新宿区三栄町23番地 大阪府北区堂島2丁目3番33号,4F

<北海道地区総代理店＞株式会社ノマド

011-261-2639Wf)

札幌市中央区南2条西6丁目一閣ビル6F

北海道知事登録旅行業第2-249

|トレックなんでも相談’ 東日本地区

函0120-088482

西日本地区

函0120-884808

北海道地区

麺0120-665-665
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