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[特
別
寄
稿
]

歴
史
と
信
仰
の
山
を
訪
ね
て

徳
仁
親
王

は
じ
め
に

山
と
付
き
合
い
だ
し
て
、も
う
か
れ
こ
れ
半
世
紀
に
な
る
。
私
の
最
初
の
登
山
は
、5
歳
の
時
、父
と
共
に
行
っ

た
軽
井
沢
の
離は
な
れ

山や
ま

で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
、
北
は
北
海
道
の
利
尻
山
か
ら
南
は
鹿
児
島
県
の
開
聞
岳

ま
で
、
登
っ
た
山
の
数
は
1
7
0
余
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
つ
頃
か
ら
登
山
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か

は
、
は
っ
き
り
思
い
出
せ
な
い
。
気
が
付
い
た
ら
そ
の
虜
に
な
っ
て
い
た
と
い
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

離
山
に
始
ま
る
登
山
を
通
じ
て
、
私
は
山
を
訪
れ
る
こ
と
に
よ
り
味
わ
う
大
自
然
と
の
触
れ
合
い
に
大
き
な
魅

力
と
喜
び
を
感
じ
る
。
山
に
入
る
と
、
人
間
が
い
か
に
小
さ
く
大
自
然
に
対
し
無
力
な
も
の
で
あ
る
か
を
感
じ
る

の
は
常
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
入
る
山
の
山
体
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
程
顕
著
で
あ
る
し
、
自
然
と
の
対
話
も
、
山

が
静
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
行
い
や
す
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
、比
較
的
静
か
で
山
体
の
大
き
い
山
を
好
む
が
、

歴史と信仰の山を訪ねて
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そ
の
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
良
い
。
も
う
一
つ
の
登
山
の
魅
力
は
、
山
頂
に
達
し
て
周
囲
を
展
望
し
た
と

き
に
味
わ
う
充
足
感
で
あ
る
。
そ
こ
に
至
る
に
は
、
体
を
鍛
え
て
、
登
山
道
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
自
分
の
体
力
を

試
す
と
い
う
、
自
ら
と
の
闘
い
が
あ
る
が
、
山
頂
に
達
し
た
と
き
の
気
分
は
十
分
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
報
い
る
も
の

で
あ
る
と
思
う
。

以
上
は
ど
の
よ
う
な
山
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に
私
は
、
歴
史
的
に
古
く
か
ら
知
ら
れ
、

多
く
の
人
々
を
迎
え
入
れ
て
き
た
山
―
―
そ
の
多
く
は
霊
山
と
し
て
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
山
で
あ
る
が
―
―
の

登
山
道
を
往
時
を
偲
び
な
が
ら
辿
る
こ
と
に
も
関
心
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
現
在
利
用
さ
れ
て
い
る
登
山
道
の
中

で
も
、
歴
史
的
に
多
く
の
人
々
に
歩
か
れ
た
道
を
で
き
る
か
ぎ
り
選
ぶ
よ
う
に
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
私
は
幼
少
の
頃
か
ら
、「
道
」
と
い
う
も
の
に
大
変
興
味
が
あ
っ
た
。
そ
の
発
端
は
、
小
学
生
の
時

に
私
の
住
む
赤
坂
御
苑
（
赤
坂
御
用
地
）
内
に
鎌
倉
時
代
の
古
道
が
通
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、

こ
と
に
、
当
時
外
に
出
た
く
と
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
私
の
立
場
で
は
、
赤
坂
御
苑
の
内
外
を
問
わ
ず
、
道
を
通

る
こ
と
に
よ
り
、
い
ま
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
世
界
に
旅
立
つ
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
私
に
と
っ

て
道
は
、
未
知
の
世
界
と
自
分
と
を
結
び
つ
け
る
貴
重
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
頃
に
芽
生
え

た
私
の
関
心
は
、
一
方
で
は
瀬
戸
内
海
の
中
世
の
海
上
交
通
、
あ
る
い
は
英
国

世
紀
の
テ
ム
ズ
川
水
運
の
研
究

18

と
い
う
、
水
上
の
道
探
求
の
方
向
へ
と
私
を
導
い
た
よ
う
に
思
う
。
他
方
で
、
陸
上
の
道
に
つ
い
て
も
、
私
は
小

学
校
高
学
年
の
お
り
に
母
と
共
に
読
破
し
た
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
に
よ
り
、
古
人
の
旅
の
足
跡
に
対
す
る
関
心

が
一
層
深
め
ら
れ
、
人
や
物
の
流
れ
の
歴
史
を
幾
多
の
文
献
を
通
じ
探
求
し
続
け
て
い
る
。
最
近
で
は
、
主
と
し

8



歴史と信仰の山を訪ねて
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て
平
安
〜
鎌
倉
時
代
に
用
い
ら
れ
た
牛
が
引
く
車
で
あ
る
牛
車
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
小
学
生
の
時

以
来
の
、
道
へ
の
関
心
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
思
う
。

人
間
の
足
や
馬
と
い
っ
た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
交
通
手
段
が
車
に
と
っ
て
替
わ
ら
れ
、
か
つ
て
の
交
通
路
を
辿
る

こ
と
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
、
山
は
、
人
々
が
信
仰
心
に
触
発
さ
れ
て
入
山
し
、
修
験
者
が
抖と

擻そ
う

行
脚
し

た
足
跡
や
歴
史
の
温
も
り
を
感
じ
る
絶
好
の
場
所
で
あ
ろ
う
。
私
に
と
っ
て
信
仰
の
山
へ
の
登
山
は
、
過
去
を
偲

び
な
が
ら
歩
む
生
き
た
歴
史
探
索
な
の
で
あ
る
。
本
誌
へ
の
執
筆
の
ご
依
頼
を
い
た
だ
い
た
の
を
機
会
に
、
私
の

こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
山
旅
に
つ
い
て
書
か
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

1
．
歴
史
の
山
旅
へ
の
関
心

（
1
）
歴
史
の
山
道
と
の
出
会
い

あ
れ
は
確
か
、
や
は
り
山
に
登
り
始
め
た
頃
で
、
軽
井
沢
に
あ
る
一
ノ
字
山
に
父
と
登
っ
た
時
だ
っ
た
と
思
う
。

中
腹
に
あ
る
神
社
（
熊
野
神
社
）
と
水
場
の
あ
る
碓
氷
峠
の
見
晴
台
と
い
う
場
所
に
来
た
と
き
に
、
昔
は
こ
こ
を

古
い
道
が
通
っ
て
い
た
と
父
か
ら
教
わ
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
今
に
し
て
思
う
と
、
碓
氷
峠
の
見
晴
台
が
私
と
歴
史

の
山
道
と
の
出
会
い
の
場
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
高
校
の
古
文
の
授
業
で
習
っ
た
、『
今
昔
物
語
』

に
出
て
く
る
信
濃
守
藤
原
陳の
ぶ

忠た
だ

の
話
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。「
受
領
は
倒
る
る
と
こ
ろ
に
土
を
つ
か
め
」
と
い
う
、
平

10



安
時
代
の
国
司
（
受
領
）
が
い
か
に
強
欲
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
有
名
な
話
だ
が
、
物
語
の
背
景

に
あ
る
場
所
に
注
目
す
れ
ば
、
陳
忠
は
、
信
濃
国
御
坂
峠
で
山
道
の
懸か
け

橋は
し

か
ら
馬
ご
と
谷
に
落
ち
て
し
ま
う
わ
け

で
あ
り
、
険
し
い
崖
に
板
な
ど
を
掛
け
渡
し
て
造
っ
た
通
り
道
で
あ
る
「
懸
橋
」
の
存
在
と
と
も
に
、
当
時
の
山

越
え
の
旅
の
様
子
や
厳
し
さ
を
語
り
か
け
て
も
い
る
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
2
）
白
山
登
山

歴
史
の
山
そ
の
も
の
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
学
習
院
大
学
へ
入
学
し
、
史
学
科
で

本
格
的
に
歴
史
の
研
究
を
始
め
て
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
大
学
2
年
生
に
な
っ
て
、
私
は
日
本
中
世
史
と
日

本
近
世
史
の
ゼ
ミ
に
入
っ
た
。

年
以
上
趣
味
と
し
て
行
っ
て
き
た
登
山
と
い
う
行
為
と
研
究
と
い
う
行
為
が
私

10

の
中
で
一
緒
に
な
っ
た
時
で
あ
っ
た
。

昭
和

年
8
月
、
大
学
3
年
生
に
な
っ
た
私
は
白
山
に
登
っ
た
。
歴
史
の
あ
る
山
と
い
う
点
で
も
、
白
山
は
そ

55

れ
以
前
か
ら
一
度
登
っ
て
み
た
い
山
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
は
、
事
前
に
白
山
の
歴
史
に
詳
し
い
下し
も

出で

積せ
き

與よ

明
治
大

学
教
授
の
お
話
を
伺
い
、
石
川
県
立
白
山
ろ
く
民
俗
資
料
館
を
見
学
し
、
白し
ら

山や
ま

比ひ

咩め

神
社
に
参
拝
し
た
後
、
北
村

政
次
白
山
比
咩
神
社
権
宮
司
に
ご
案
内
い
た
だ
き
、
小
雨
の
中
を
、
別
当
谷
出
合
か
ら
砂
防
新
道
を
室
堂
へ
と
向

か
っ
た
。
こ
の
日
は
室
堂
で
一
泊
し
た
が
、
翌
日
も
あ
い
に
く
の
雨
で
、
白
山
の
最
高
峰
の
御ご
ぜ

前ん
が

峰み
ね

へ
は
登
っ
た

も
の
の
、
ご
来
光
を
拝
む
こ
と
は
で
き
ず
に
そ
の
ま
ま
元
来
た
道
を
別
当
谷
出
合
へ
下
っ
た
。

歴史と信仰の山を訪ねて
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白
山
登
山
は
、
天
候
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
信
仰
の
山
白
山
の
歴
史
に
触
れ
る
旅
と
な
っ
た
。
白
山

が
奈
良
時
代
の
僧
泰た
い

澄ち
ょ
う

に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
い
う
伝
承
や
、
白
山
の
登
山
口
の
加
賀
、
越
前
、
美
濃
に
そ
れ
ぞ

れ
平
安
時
代
初
期
の
9
世
紀
頃
ま
で
に
「
馬
場
ば
ん
ば

」
と
呼
ば
れ
る
修
験
者
が
集
ま
る
場
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と

に
は
、
白
山
の
歴
史
の
古
さ
を
感
じ
た
。
た
だ
、
こ
の
時
は
、
歴
史
の
道
へ
の
関
心
と
い
う
よ
り
は
、
歴
史
の
山

と
し
て
の
白
山
登
山
に
関
心
を
持
っ
た
よ
う
に
思
う
。

（
3
）
箱
根
湯
坂
路
を
下
る

白
山
登
山
の
翌
月
に
は
、
毎
年
9
月
に
箱
根
の
芦
之
湯
で
行
わ
れ
て
い
た
日
本
中
世
史
の
安
田
元
久
先
生
の
ゼ

ミ
合
宿
に
参
加
し
た
後
、
先
生
と
ゼ
ミ
生
と
一
緒
に
芦
之
湯
か
ら
湯
本
ま
で
湯
坂
路
を
下
っ
た
。
湯
坂
路
は
、
九

世
紀
の
富
士
山
の
噴
火
に
よ
っ
て
閉
鎖
さ
れ
た
足
柄
路
に
か
わ
っ
て
開
か
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
道
で
、
源
頼
朝

を
は
じ
め
、
鎌
倉
の
武
将
た
ち
の
箱
根
権
現
へ
の
参
詣
道
と
し
て
も
多
く
利
用
さ
れ
た
古
道
で
あ
る
。
芦
之
湯
で

の
ゼ
ミ
合
宿
で
は
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
の
歴
史
書
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
』
を
読
ん
で
い
た
た

め
に
、
そ
の
古
道
を
辿
る
こ
と
に
と
て
も
新
鮮
味
を
覚
え
た
。
下
山
の
当
日
は
と
て
も
良
い
天
気
で
あ
っ
た
。
芦

之
湯
か
ら
の
道
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
急
傾
斜
の
所
も
あ
っ
た
が
、
概
ね
さ
ほ
ど
き
つ
く
は
な
く
、
山
の
斜
面
を
上
手

に
使
っ
て
造
ら
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
。
途
中
に
は
、
と
て
も
展
望
の
良
い
開
け
た
場
所
や
、
道
に
石

畳
の
使
わ
れ
た
箇
所
も
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
た
っ
ぷ
り
汗
を
か
い
て
湯
本
に
下
山
し
た
後
、
先
生
や

12



ゼ
ミ
生
と
一
緒
に
い
た
だ
い
た
と
ろ
ろ
蕎
麦
の
味
も
懐
か
し
い
。

（
4
）
両
神
山
・
伯
耆
大
山
に
登
る

そ
の
同
じ
年
の
秋
も
深
ま
っ
た

月
中
旬
、
埼
玉
県
の
両
神
山
に
登
る
機
会
を
得
た
。
武
甲
山
の
山
頂
か
ら
、

11

あ
る
い
は
雲
取
山
の
山
頂
か
ら
眺
め
た
そ
の
特
異
な
山
容
に
惹
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
登
山
当
日
は
、
前
日
の
雨

が
う
そ
の
よ
う
に
晴
れ
上
が
っ
た
絶
好
の
登
山
日
和
で
あ
っ
た
。
白し
ら

井い

差ざ
す

口ぐ
ち

か
ら
ま
だ
多
少
残
っ
て
い
る
紅
葉
を

愛
で
な
が
ら
山
頂
を
目
指
し
た
。
山
道
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
石
碑
や
石
像
も
あ
っ
た
が
、
山
頂
近
く
の
両
神

神
社
本
社
前
に
鎮
座
し
て
い
た
山
犬
の
石
像
に
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
山
犬
（
オ
オ
カ
ミ
）
に
対
す
る
信
仰
、

そ
し
て
、
そ
れ
が
故
に
、
眷け
ん

属ぞ
く

と
し
て
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
で
も
興
味
を
覚
え
た
。
登
山
道
は
、

山
頂
に
近
づ
く
に
つ
れ
険
し
さ
を
増
し
て
い
っ
た
。
山
頂
直
下
の
鎖
場
を
登
り
切
る
と
、富
士
山
、浅
間
山
、八
ヶ

岳
な
ど
、
す
ば
ら
し
い
展
望
が
待
っ
て
い
た
。
雲
一
つ
な
い
山
頂
で
し
ば
し
休
息
を
と
っ
た
後
、
日
向
大
谷
に
向

か
っ
て
下
山
を
開
始
し
た
。

下
山
中
に
私
を
驚
か
せ
た
の
は
、
多
く
の
石
碑
や
石
像
、
丁
目
石
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
向
大
谷
へ
の
道
が
両
神

山
の
表
参
道
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
自
然
と
う
な
ず
け
た
。
石
像
に
は
、
憤
怒
の
形
相
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ

ば
、
童
子
の
像
と
思
わ
れ
る
石
像
も
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
一
つ
に
、
こ
れ
ら
を
製
作
し
運
び
上
げ
た
人
々
の
様
々

な
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
両
神
山
の
あ
の
山
容
が
、
古
来
、
人
々
を
惹
き
つ
け
て
き
た
の
か
と

歴史と信仰の山を訪ねて
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納
得
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
人
々
が
通
っ
た
で
あ
ろ
う
信
仰
の
道
を
辿
る
登
山
の
魅
力
を
強
く
感
じ
た
山
行
で

あ
っ
た
。

昭
和

年
の

月
に
登
っ
た
鳥
取
県
の
大
山
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
信
仰
の
山
で
あ
る
。
前
日
、
山
麓
の
宿
坊

61

10

に
車
で
向
か
い
な
が
ら
目
に
し
た
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に
浮
か
び
上
が
る
路
傍
の
多
く
の
石
仏
や
石
碑
が
、
信
仰
の
山

の
佇
ま
い
を
今
に
伝
え
て
い
た
。
大
山
山
頂
付
近
は
崩
壊
が
進
ん
で
い
る
た
め
、
崩
壊
防
止
の
た
め
に
登
山
者
が

石
を
運
ぶ
「
一
木
一
石
運
動
」
に
私
も
参
加
し
、
石
を
リ
ュ
ッ
ク
に
詰
め
て
登
っ
た
。
紅
葉
に
彩
ら
れ
た
登
山
道

は
変
化
に
富
ん
で
お
り
、
山
頂
付
近
の
ダ
イ
セ
ン
キ
ャ
ラ
ボ
ク
の
樹
林
も
印
象
的
で
あ
っ
た
が
、
下
山
途
次
に
眺

め
た
下
部
が
紅
葉
で
色
づ
い
た
大
山
の
北
壁
の
迫
力
も
印
象
深
か
っ
た
。
大
山
は
伯
耆
富
士
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う

に
、
見
る
角
度
に
よ
っ
て
富
士
山
に
も
形
が
似
て
い
る
が
、
弥
山
か
ら
派
生
す
る
尾
根
は
切
り
立
っ
た
断
崖
を
形

成
し
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
山
を
よ
り
変
化
に
富
ん
だ
も
の
に
し
て
い
る
と
思
っ
た
。

下
山
後
は
、
大
山
寺
本
堂
や
阿
弥
陀
堂
、
大
神
山
神
社
奥
宮
、
大
山
寺
宝
物
館
な
ど
を
訪
れ
、
大
山
の
歴
史
に

触
れ
、
こ
の
山
が
古
く
か
ら
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
良
く
理
解
で
き
た
。
こ
の
旅
行
中
、
大
山
の
全

容
を
境
港
か
ら
眺
め
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
姿
は
海
に
向
か
っ
て
優
美
に
裾
野
を
引
き
、
秀
麗
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
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歴史と信仰の山を訪ねて

15

両神山八海山の大
だい

頭
ず

羅
ら

神
しん

王
のう

の石像（昭和 55 年 11 月）

大山の北壁と紅葉（昭和 61 年 10 月）



2
．
歴
史
の
道
を
た
ど
り
信
仰
の
山
々
へ

（
1
）
大
峰
山
へ

大
峰
と
い
う
山
域
に
、
私
は
以
前
か
ら
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
大
峰
の
玄
関
口
に
当
た
る
吉
野
に
は
高
校
、
大

学
時
代
と
2
度
ほ
ど
訪
れ
た
が
、
更
に
そ
の
奥
に
あ
る
大
峰
の
山
々
に
は
、
そ
れ
ま
で
一
度
も
訪
れ
る
機
会
が
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
大
学
で
学
ん
だ
文
献
、
例
え
ば
平
安
時
代
の
大
臣
、
藤
原
道
長
の
日
記
で
あ
る
『
御
堂
関
白

記
』
に
見
る
道
長
の
金
峯
山
参
詣
（
御
嶽
詣
）
の
記
事
や
、『
吾
妻
鏡
』
に
見
る
大
峰
、
吉
野
を
舞
台
と
し
た
源
義

経
と
静
御
前
と
の
は
か
な
い
愛
の
軌
跡
を
読
む
に
つ
け
、
ま
た
、
テ
レ
ビ
で
白
装
束
を
ま
と
っ
た
人
々
に
よ
る
峰

入
り
の
行
事
の
模
様
な
ど
を
見
る
に
つ
け
、
こ
の
山
域
を
訪
れ
た
い
と
い
う
私
の
願
望
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

平
成
2
年
、
梅
雨
時
で
は
あ
っ
た
が
、
何
と
か
3
泊
の
日
程
が
取
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
大
峰
山
行
を
考
え

て
み
た
。
こ
の
時
期
に
登
山
を
計
画
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
5
月
初
旬
の
山
開
き
直
後
に
出
盛
る
入
山
者
も
多

少
峠
を
越
え
、
山
小
屋
も
そ
う
混
む
こ
と
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
と
い
う
情
報
を
得
た
こ
と
、
更
に
は
大
峰
が
日
本

で
も
有
数
の
多
雨
地
帯
で
は
あ
る
も
の
の
、
雨
に
降
ら
れ
る
こ
と
を
覚
悟
す
れ
ば
、
暑
い
夏
よ
り
は
良
か
ろ
う
と

の
判
断
か
ら
で
あ
っ
た
。

次
は
コ
ー
ス
の
設
定
で
あ
る
。
大
峰
山
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
山
上
ヶ
岳
と
、
近
畿
地
方
最
高
峰
の
八
経
ヶ
岳

（
又
の
名
は
八
剣
山
、
仏
経
ヶ
岳
）
は
是
非
登
っ
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
の
で
、
こ
の
二
つ
を
つ
な
ぐ
ル
ー
ト
と
し
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て
、
北
の
山
上
ヶ
岳
か
ら
南
下
し
て
八
経
ヶ
岳
に
い
た
る
、
い
わ
ゆ
る
逆
峰
の
コ
ー
ス
を
採
る
こ
と
に
し
た
。
な

お
、
山
上
ヶ
岳
に
は
、
吉
野
か
ら
入
る
ル
ー
ト
と
、
近
世
以
降
多
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
洞
川
か

ら
の
ル
ー
ト
が
あ
る
。
本
来
の
ル
ー
ト
は
吉
野
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
当
初
は
吉
野
か
ら
を
考
え
た
。
し
か
し
、

こ
れ
は
か
な
り
時
間
が
か
か
る
上
、
変
化
に
乏
し
い
と
の
こ
と
で
、
こ
の
コ
ー
ス
を
初
日
に
歩
く
と
、
翌
日
の
弥

山
へ
の
縦
走
も
長
丁
場
と
な
る
の
で
、
比
較
的
距
離
も
短
い
洞
川
か
ら
入
峰
す
る
こ
と
と
し
た
。
ち
な
み
に
洞
川

コ
ー
ス
に
落
ち
着
い
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
吉
野
か
ら
の
ル
ー
ト
と
洞
川
か
ら
の
ル
ー
ト
は
、
途
中
で
合
流
す

る
た
め
、
洞
川
か
ら
山
上
ヶ
岳
に
至
る
道
程
で
も
十
分
大
峰
登
山
の
歴
史
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
期
待
も
手
伝
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
蛇
足
な
が
ら
、
私
が
八
経
ヶ
岳
と
い
う
存
在
を
初
め
て
知
っ

た
の
は
、
小
学
生
の
時
で
あ
っ
た
。
社
会
科
の
教
材
と
し
て
配
布
さ
れ
た
地
図
帳
に
は
八
剣
山
と
あ
り
、
紀
伊
半

島
に
あ
る
1
9
0
0
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
標
高
の
山
と
い
う
こ
と
と
、
八
剣
山
と
い
う
そ
の
名
前
が
、
何
故
か
幼

い
私
の
記
憶
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
。

6
月

日
の
登
山
初
日
は
快
晴
で
あ
っ
た
。
私
は
、
吉
野
か
ら
車
で
洞
川
の
龍
泉
寺
へ
向
か
い
、
そ
こ
で
小
休

13

止
。
出
発
の
際
に
、
洞
川
大
橋
か
ら
眺
め
た
吉
野
か
ら
山
上
ヶ
岳
に
至
る
尾
根
筋
と
山
上
ヶ
岳
は
、
か
な
り
遠
く

で
あ
る
と
感
じ
た
。
更
に
車
に
乗
り
、
洞
川
女
人
結
界
に
て
下
車
。「
女
人
禁
制
結
界
」
と
上
部
に
書
か
れ
た
木
製

の
門
を
く
ぐ
り
登
山
道
に
入
っ
た
。
こ
の
手
前
で
数
人
の
地
元
の
女
性
の
方
に
見
送
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
記

憶
に
残
っ
て
い
る
。「
一
本
松
茶
屋
」、
一
滴
の
水
も
出
て
い
な
い
「
御
助
け
水
」
等
を
過
ぎ
、
吉
野
か
ら
の
道
と

合
流
す
る
「
洞
辻
茶
屋
」
へ
到
着
す
る
。
こ
の
間
は
山
上
ヶ
岳
へ
の
吉
野
か
ら
の
尾
根
道
を
遠
望
す
る
以
外
は
余

歴史と信仰の山を訪ねて
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大峰山裏行場での岩登り体験（平成 2年 6月）宮内庁東宮職撮影

長丁場の縱走となった弥山（平成 2年 6月）



り
見
晴
ら
し
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
け
っ
こ
う
快
適
な
登
山
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
途
中
、
案
内
の
方
よ
り
、

吉
野
か
ら
の
尾
根
道
に
つ
い
て
い
る
「
五
番
関
」、
吉
野
か
ら
の
道
の
り
で
朝
発
つ
と
そ
の
あ
た
り
で
お
腹
の
す
く

と
い
う
「
飢か
つ
て

坂ざ
か

」「
鍋
カ
ツ
ギ
」
等
の
地
点
を
示
さ
れ
た
。
洞
辻
茶
屋
の
合
流
点
に
は
「
迎
不
動
」
が
祀
ら
れ
、

大
き
な
灯
籠
も
あ
り
、
付
近
に
は
「
洞
川
ま
で
約
8
㎞
、
吉
野
ま
で

㎞
」
と
書
か
れ
た
標
識
の
他
、「
右
吉
野
左

24

洞
川
道
」
と
刻
ま
れ
た
小
さ
な
石
碑
も
あ
り
、
い
よ
い
よ
本
来
の
道
に
入
っ
た
感
が
し
た
。
こ
こ
で
、
装
束
に
身

を
固
め
た
2
人
の
行
者
に
会
い
立
ち
話
を
し
た
。

修
験
者
が
か
つ
て
わ
ら
じ
を
履
き
替
え
た
場
所
、
鎖
場
を
過
ぎ
、
表
行
場
の
一
つ
で
あ
る
「
鐘
掛
岩
」
の
鎖
場

を
よ
じ
登
っ
た
。
藤
原
道
長
の
孫
で
関
白
と
な
っ
た
師も
ろ

通み
ち

は
、
そ
の
日
記
『
後
二
條
師
通
記
』
に
、
寛
治
2
（
1

0
8
8
）
年
7
月

日
の
酉
の
刻
（
夕
方
6
時
前
後
）
こ
ろ
に
「
鎰か
ぎ

懸か
け

嶺
根
」
に
到
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

25

「
鎰
懸
」
を
「
鐘
掛
」
と
解
釈
す
る
説
も
あ
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
師
通
の
み
な
ら
ず
道
長
や
数
多
く

の
貴
族
た
ち
も
こ
の
岩
場
を
越
え
た
の
だ
ろ
う
か
、
一
千
年
近
く
も
前
に
彼
ら
は
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
登
っ
た

の
だ
ろ
う
か
（
こ
と
に
道
長
は
糖
尿
病
を
患
っ
て
い
た
と
い
う
）、
興こ
し

で
は
無
理
だ
ろ
う
に
、
な
ど
と
想
像
を
め
ぐ

ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
鐘
掛
岩
を
登
り
終
え
る
と
、鐘
掛
岩
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
和
歌
が
記
さ
れ
た
標
識
が
あ
っ
た
。

入
峰
す
る
修
験
者
は
、
一
つ
一
つ
の
行
場
で
の
行
を
終
え
る
度
に
そ
れ
に
ち
な
ん
で
詠
ま
れ
た
歌
を
唱
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
御
亀
石
」
を
左
に
見
、
石
碑
の
立
ち
並
ぶ
中
を
通
り
、「
西
の
覗
」
に
着
い
た
。
ゆ
う
に
1

0
0
メ
ー
ト
ル
は
あ
ろ
う
か
、
目
も
眩
む
よ
う
な
断
崖
で
あ
る
。
岩
場
か
ら
身
を
乗
り
出
す
よ
う
に
し
て
行
わ
れ

る
「
の
ぞ
き
」
の
行
を
間
近
に
見
た
が
、
と
て
も
や
る
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
山
上
ヶ
岳
の

歴史と信仰の山を訪ねて
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山
頂
は
も
う
目
と
鼻
の
先
で
あ
り
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
石
碑
に
は
信
仰
の
山
の
た
た
ず
ま
い
が
強
く
感
じ
ら
れ

た
。「
妙
覚
門
」
を
通
り
、
本
堂
の
前
に
出
た
。
現
在
の
本
堂
は
元
禄
時
代
の
も
の
と
い
わ
れ
る
壮
大
な
建
築
で
あ

り
、
山
上
に
か
く
も
巨
大
な
建
造
物
を
よ
く
ぞ
造
っ
た
も
の
と
感
心
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

小
休
止
の
後
、
山
頂
付
近
の
お
花
畑
か
ら
、
こ
れ
か
ら
行
く
弥
山
、
八
経
ヶ
岳
が
望
め
た
が
、
か
な
り
遠
く
に

感
じ
ら
れ
た
。
裏
行
場
に
も
足
を
延
ば
し
て
み
た
。「
胎
内
く
ぐ
り
」「
飛
石
」「
蟻
の
戸
渡
り
」
等
興
味
深
い
も
の

で
あ
り
、
最
後
の
「
平
等
石
」
は
巻
道
を
通
っ
た
が
、
行
場
を
終
え
る
と
い
き
な
り
本
堂
の
裏
手
に
出
る
よ
う
に

道
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
あ
た
り
も
面
白
い
。
本
堂
の
内
部
で
は
、
幾
多
の
貴
重
な
文
化
財
を
見
る
機
会
に
も
恵
ま

れ
、
ま
た
、
考
古
学
の
観
点
か
ら
の
本
堂
内
部
の
発
掘
調
査
の
模
様
を
伺
え
た
の
も
良
い
収
穫
で
あ
っ
た
。
こ
と

に
、
昭
和

年
に
本
堂
内
部
か
ら
発
掘
さ
れ
た
二
体
の
黄
金
仏
を
、
発
掘
に
携
わ
ら
れ
た
橿
原
考
古
学
研
究
所
の

59

菅
谷
文
則
氏
の
御
好
意
に
よ
り
見
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
の
黄
金
仏
を
他
の
文
献
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ

が
、
宇
多
上
皇
の
所
持
品
で
あ
り
、
上
皇
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
話
は
と
て

も
興
味
深
か
っ
た
。
こ
の
日
は
山
頂
で
一
泊
し
た
。

翌
日
も
快
晴
で
あ
っ
た
。
朝
の
5
時
に
山
上
ヶ
岳
を
あ
と
に
し
、
大
普
賢
岳
、
行
者
還
岳
等
を
経
、
宿
泊
場
所

の
弥
山
の
山
小
屋
に
着
い
た
の
は
午
後
2
時
半
過
ぎ
で
あ
っ
た
。
途
中
に
は
、
昨
日
の
山
上
ヶ
岳
へ
向
か
う
道
ほ

ど
で
は
な
か
っ
た
が
、
い
く
つ
か
信
仰
の
山
を
思
わ
せ
る
場
所
が
あ
っ
た
。
最
終
日
は
弥
山
か
ら
八
経
ヶ
岳
を
往

復
し
下
山
。
一
時
雨
に
降
ら
れ
た
も
の
の
、
天
川
村
の
下
山
口
に
近
づ
く
頃
に
は
雲
も
上
が
り
、
葛
城
、
金
剛
の

山
々
が
遠
望
で
き
た
。
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2
日
間
に
わ
た
る
大
峰
山
登
山
を
通
し
て
、
私
は
、
修
験
の
山
に
実
際
に
入
り
、
信
仰
の
歴
史
を
今
に
と
ど
め

る
様
々
な
も
の
を
目
に
し
、
ま
た
、
修
行
を
す
る
人
々
や
そ
の
行
の
実
際
を
目
の
当
た
り
に
し
た
り
体
験
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
修
験
の
山
に
つ
い
て
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
な
お
、
こ
の
山
行

に
は
、
当
時
、
日
本
山
岳
会
関
西
支
部
長
を
務
め
て
お
ら
れ
た
阿
部
和
行
氏
が
同
行
下
さ
っ
た
。
阿
部
氏
と
ご
一

緒
し
た
楽
し
い
時
間
も
良
い
思
い
出
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
）
甲
斐
駒
ヶ
岳
登
山

南
ア
ル
プ
ス
の
甲
斐
駒
ヶ
岳
へ
登
っ
た
の
は
、
大
峰
山
に
登
っ
た
お
よ
そ
1
ヵ
月
後
で
あ
っ
た
。
甲
斐
駒
ヶ
岳

に
は
以
前
か
ら
、
そ
の
特
徴
の
あ
る
山
容
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
。
金
峰
山
・
瑞
牆
山
、
八
ヶ
岳
や
北
岳
な
ど
か
ら

眺
め
た
と
き
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
深
田
久
弥
氏
が
『
日
本
百
名
山
』
の
中
で
、「
汽
車
旅
行
で
こ
れ
ほ
ど
私
た
ち

に
肉
薄
し
て
く
る
山
も
な
い
だ
ろ
う
。
釜
無
川
を
距へ
だ

て
て
仰
ぐ
そ
の
山
は
、
河
床
か
ら
一
気
に
二
千
数
百
米
も
突

き
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。」と
記
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、中
央
本
線
か
ら
の
こ
の
山
の
眺
め
は
殊
に
印
象
深
く
、

是
非
登
り
た
い
、
そ
れ
も
車
窓
か
ら
見
え
る
、
昔
か
ら
登
ら
れ
て
き
た
長
大
な
黒
戸
尾
根
を
た
ど
っ
て
山
頂
に
、

と
の
思
い
を
強
く
す
る
に
至
っ
た
。

登
山
初
日
の
7
月

日
は
、
梅
雨
明
け
し
た
日
に
あ
た
り
、
大
月
で
は

度
近
く
ま
で
気
温
が
上
が
っ
た
よ
う

18

40

に
記
憶
し
て
い
る
。
早
朝
、
竹
宇
駒
ヶ
岳
神
社
に
参
拝
し
て
登
り
始
め
た
。
登
山
道
が
神
社
か
ら
始
ま
っ
て
い
る

歴史と信仰の山を訪ねて
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あ
た
り
も
い
か
に
も
信
仰
の
山
ら
し
か
っ
た
。
い
っ
た
ん
川
へ
下
り
吊
り
橋
を
渡
る
と
、
そ
の
後
は
ひ
た
す
ら
登

り
と
な
る
。
巨
岩
の
上
に
石
碑
が
立
ち
並
ぶ
「
粥
餅
石
」
で
水
を
補
給
し
、
横
手
か
ら
の
道
の
合
流
点
を
過
ぎ
る

と
、
道
端
に
小
さ
な
石
像
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
は
一
枚
岩
で
両
側
が
切
り
立
っ
た
「
刃
渡
り
」
や
、
石
碑
や
石
像

の
多
い
「
刀
利
天
狗
」
な
ど
の
場
所
を
鎖
や
ハ
シ
ゴ
な
ど
を
使
い
な
が
ら
通
過
し
、
五
合
目
の
小
屋
に
到
着
し
た
。

小
屋
で
は
、
古
屋
義
成
氏
に
迎
え
て
い
た
だ
き
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
に
関
す
る
山
の
話
な
ど
を
伺
え
た
の
も
と
て
も

良
か
っ
た
。
五
合
目
か
ら
先
の
登
山
道
も
鎖
や
ハ
シ
ゴ
が
連
続
し
、
屏
風
岩
や
不
動
岩
な
ど
の
岩
場
を
通
過
し
て

い
っ
た
。
こ
の
日
は
、
七
丈
小
屋
に
泊
ま
っ
た
。
小
屋
の
ま
わ
り
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
が
美
し
か
っ
た
。
小
屋
で
は
、

矢
葺
敬
造
氏
に
お
も
て
な
し
を
い
た
だ
き
、
翌
朝
、
快
晴
の
中
、
山
頂
を
目
指
し
た
。
小
屋
の
前
か
ら
夜
明
け
の

鳳
凰
三
山
と
そ
の
左
側
に
少
し
姿
を
現
し
た
富
士
山
が
望
め
た
。
七
丈
小
屋
を
後
に
着
実
に
高
度
を
上
げ
な
が

ら
、
八
合
目
の
御
来
迎
場
の
大
き
な
石
の
鳥
居
と
石
碑
、
岩
の
上
に
天
を
仰
が
ん
ば
か
り
に
突
き
刺
さ
っ
た
巨
大

な
剣
を
見
る
に
つ
け
、こ
れ
だ
け
大
き
な
も
の
を
運
び
上
げ
さ
せ
た
信
仰
の
力
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

午
前
8
時
、
3
6
0
度
の
景
観
の
待
つ
山
頂
に
到
着
。
北
岳
、
鳳
凰
三
山
、
仙
丈
ヶ
岳
は
も
ち
ろ
ん
、
富
士
山
、

八
ヶ
岳
、中
央
ア
ル
プ
ス
の
山
々
の
展
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。
黒
戸
尾
根
コ
ー
ス
は
、標
高
差
2
2
0
0
メ
ー

ト
ル
に
も
及
ぶ
、
険
し
く
長
大
な
尾
根
で
あ
っ
た
が
、
刻
々
と
変
化
す
る
周
囲
の
景
色
、
広
葉
樹
、
針
葉
樹
、
森

林
限
界
へ
と
移
行
す
る
植
生
、
変
化
に
富
む
登
山
道
等
は
実
に
楽
し
く
、
ま
た
、「
粥
餅
石
」・「
刃
渡
り
」・「
刀
利

天
狗
」
と
い
っ
た
往
時
を
偲
ば
せ
る
場
所
、
登
山
道
の
所
々
を
点て
ん

綴て
い

す
る
か
の
よ
う
な
石
碑
、
石
像
、
剣
等
に
、

信
仰
の
山
と
し
て
の
駒
ヶ
岳
の
姿
を
見
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
疲
れ
は
全
く
と
い
っ
て
い
い
程
な
く
、
む
し
ろ
、
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同
じ
登
山
道
を
辿
っ
た
多
く
の
先
人
の
足
跡
を
偲
び
つ
つ
長
い
距
離
を
歩
き
終
え
た
満
足
感
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
、
信
仰
の
山
登
山
の
醍
醐
味
で
あ
る
と
改
め
て
感
じ
た
。
快
晴
の
山
頂
で
、
周
囲
の
山
々
を
眺
め
な

が
ら
し
ば
し
の
休
息
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
山
行
前
に
史
学
科
の
研
究
室
で
見
た
、
文
化
年
間
成
立
の
『
甲
斐
国

志
』
に
、
山
頂
の
岩
窟
に
駒
形
権
現
が
祀
ら
れ
て
い
る
場
所
の
あ
っ
た
記
事
が
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
た
。
で
は
、
果
し

て
こ
の
山
頂
の
ど
の
辺
に
祀
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
花
崗
岩
の
白
さ
の
ま
ぶ
し
い
山
頂
を
後
に
、
私
は
仙
水

峠
へ
向
か
っ
た
。
途
中
に
は
タ
カ
ネ
バ
ラ
が
美
し
く
咲
い
て
い
た
。
下
山
途
次
に
振
り
返
る
甲
斐
駒
ヶ
岳
の
雄
姿

は
、
ま
さ
に
名
山
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

3
．
甲
斐
駒
ヶ
岳
以
降
の
歴
史
の
山
旅

（
1
）
御
正
体
山

甲
斐
駒
ヶ
岳
登
山
以
降
も
歴
史
の
山
旅
は
続
く
。
平
成

年
の
秋
に
は
、
山
梨
県
の
御み
し

正ょ
う

体た
い

山や
ま

に
登
っ
た
。
大

16

菩
薩
嶺
に
登
っ
た
折
に
眺
め
た
大
き
な
山
容
が
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
と
、
信
仰
の
山
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
山

を
選
ん
だ
。
登
山
に
際
し
て
は
、
江
戸
時
代
に
こ
の
山
を
開
山
し
、
文
化

（
1
8
1
5
）
年
に
即
神
仏
と
な
っ

12

た
妙
心
上
人
が
登
っ
た
と
さ
れ
る
鹿
留
川
の
池
ノ
平
か
ら
の
登
山
道
を
辿
っ
た
。
林
道
歩
き
を
終
え
て
、
水
場
の

あ
る
竜
ノ
口
か
ら
本
格
的
な
登
山
道
が
始
ま
っ
た
。
三
十
番
観
音
の
石
仏
や
石
碑
な
ど
を
見
な
が
ら
、
妙
心
上
人
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の
即
神
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
上
人
堂
跡
に
到
着
し
た
。
こ
こ
に
は
往
事
を
偲
ば
せ
る
建
物
の
礎
石
、
石

仏
や
石
碑
が
多
く
点
在
し
て
い
た
。
こ
の
先
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
木
々
の
合
間
か
ら
、
富
士
山
、
三
ツ
峠
山
、
八
ヶ

岳
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
や
北
岳
な
ど
の
白
峰
三
山
も
眺
め
ら
れ
た
。
小
さ
な
社
の
あ
る
峰
宮
跡
を
過
ぎ
、
山
頂
に
到
着

し
た
。
周
囲
は
木
々
に
囲
ま
れ
、
見
晴
ら
し
は
全
く
な
か
っ
た
が
、
と
て
も
山
深
い
と
こ
ろ
に
来
た
と
い
う
感
じ

が
し
た
。
信
仰
の
た
め
に
多
く
の
人
々
が
訪
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
山
も
、
今
は
静
か
に
冬
の
訪
れ
を
待
っ
て
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
た
だ
、こ
の
日
は
山
頂
で
道
志
村
の
小
学
生
た
ち
と
出
会
っ
た
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

私
が
下
山
予
定
の
山
伏
峠
か
ら
登
っ
て
き
た
そ
う
で
あ
る
。
思
い
が
け
ず
、
静
寂
な
山
中
に
子
供
た
ち
の
明
る
い

声
が
響
く
の
を
聞
い
た
。

（
2
）
権
現
岳

翌
平
成

年
に
は
、
八
ヶ
岳
の
権
現
岳
に
登
っ
た
。
八
ヶ
岳
で
は
既
に
赤
岳
、
横
岳
、
硫
黄
岳
に
は
登
っ
て
い

17

た
が
、
中
世
以
来
、
修
験
道
の
中
心
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
権
現
岳
に
歴
史
の
側
面
か
ら
関
心
を
持
っ
た
。
赤
岳
山

頂
や
中
央
線
か
ら
眺
め
た
姿
か
ら
も
登
山
意
欲
を
そ
そ
ら
れ
て
き
た
。
初
日
は
青
年
小
屋
に
宿
泊
し
、
ご
主
人
の

竹
内
敬
一
氏
の
ご
案
内
で
、
翌
朝
、
権
現
岳
を
目
指
し
た
。
あ
い
に
く
の
天
気
で
は
あ
っ
た
が
、
時
お
り
、
霧
の

合
間
か
ら
の
ぞ
く
山
の
岩
肌
は
、
ま
る
で
一
幅
の
墨
絵
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
山
頂
も
近
付
き
、
ノ
ロ
シ
バ
や
ギ
ボ

シ
な
ど
、
歴
史
の
あ
り
そ
う
な
名
の
ピ
ー
ク
を
通
り
、
霧
の
中
を
山
頂
に
到
着
し
た
。
見
晴
ら
し
は
無
か
っ
た
が
、

歴史と信仰の山を訪ねて
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山
頂
の
巨
岩
の
上
の
剣
、
桧
峰
神
社
の
石
祠
、
道
中
で
目
に
し
た
ギ
ボ
シ
付
近
の
不
動
明
王
な
ど
の
石
像
や
お
地

蔵
さ
ん
、
石
碑
、「
胎
内
く
ぐ
り
」
と
言
わ
れ
る
場
所
な
ど
信
仰
の
歴
史
を
今
に
伝
え
る
多
く
の
遺
物
か
ら
、
八
ヶ

岳
の
信
仰
の
山
と
し
て
の
側
面
を
垣
間
見
た
よ
う
に
思
っ
た
。
し
か
も
、
桧
峰
神
社
の
石
祠
か
ら
、
鎌
倉
時
代
末

期
か
ら
室
町
時
代
初
期
頃
の
も
の
と
さ
れ
る
薙
鎌
や
北
宋
銭
が
出
土
し
た
話
は
、
日
本
中
世
史
を
専
攻
す
る
私
に

は
親
し
み
が
湧
い
た
。
ま
た
、
八
ヶ
岳
の
名
が
、
八
俣
の
オ
ロ
チ
に
由
来
す
る
蛇
神
の
八
雷
神
か
ら
起
こ
っ
た
と

い
う
竹
内
氏
の
話
に
も
、
大
い
に
頷
け
た
。

（
3
）
鳥
海
山

私
が
鳥
海
山
を
初
め
て
見
た
の
は
、
小
学
3
年
生
の
時
で
あ
る
。
ス
キ
ー
で
蔵
王
に
行
き
、
地
蔵
岳
の
山
頂
か

ら
北
の
方
角
の
遙
か
彼
方
に
、
白
い
2
つ
の
頂
が
見
え
た
。
右
の
山
頂
部
が
丸
み
を
帯
び
た
山
は
岩
手
山
、
そ
し

て
、
左
の
尖
っ
た
山
頂
の
山
が
鳥
海
山
と
教
わ
っ
た
。
鳥
海
山
に
登
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
々
か
ら
鳥
海
山
の
良
さ

は
う
か
が
っ
て
い
た
が
、
私
が
こ
の
山
に
登
っ
た
の
は
、
平
成

年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

18

こ
の
日
は
、
秋
田
県
の
矢
島
口
か
ら
上
り
、
象
潟
口
へ
と
下
山
す
る
ル
ー
ト
を
と
っ
た
。
美
し
い
竜
ヶ
原
湿
原

を
後
に
、
徐
々
に
高
度
を
上
げ
て
い
く
と
、
背
後
に
岩
手
山
が
周
囲
の
山
々
よ
り
ひ
と
き
わ
高
く
眺
め
ら
れ
た
。

山
頂
に
至
る
地
名
も
、
賽
ノ
河
原
、
七
ツ
釜
、
氷
ノ
薬
師
、
最
後
の
急
登
の
舎
利
坂
な
ど
修
験
と
の
関
係
を
思
わ

せ
た
。
一
等
三
角
点
の
あ
る
七
高
山
と
い
う
名
も
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
山
頂
の
大お
お

物も
の

忌い
み

神じ
ん

社じ
ゃ

に
参
拝
後
、
天
気

26



歴史と信仰の山を訪ねて

27

八ヶ岳の権現岳で目にした桧峰神社の石祠（平成 17 年 9 月）

竜ヶ原湿原より鳥海山を望む（平成 18 年 9 月）



が
悪
く
な
っ
た
の
で
新
山
へ
の
登
頂
は
あ
き
ら
め
て
象
潟
口
へ
下
っ
た
。
下
山
路
で
も
、七
五
三

し

め

掛か
け

や
御
田
ヶ
原
、

賽
ノ
河
原
な
ど
の
場
所
を
通
過
し
た
。
チ
ョ
ウ
カ
イ
フ
ス
マ
の
花
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
う
れ
し
か
っ
た
。

ま
た
、
登
山
中
に
案
内
の
方
か
ら
、
鳥
海
山
に
積
も
っ
た
雪
の
雪
解
け
水
が
ブ
ナ
林
を
涵
養
し
、
伏
流
水
と
な
っ

て
山
麓
の
田
畑
を
潤
し
、
や
が
て
日
本
海
に
注
い
で
良
質
の
岩
牡
蛎
を
育
ん
で
い
る
話
を
伺
っ
た
こ
と
は
、
山
と

農
業
、
漁
業
と
の
密
接
な
関
係
を
知
る
機
会
と
な
っ
た
。

（
4
）
伊
吹
山

平
成

年

月
に
は
、
滋
賀
県
の
伊
吹
山
に
登
っ
た
。
一
番
最
近
登
っ
た
日
本
百
名
山
で
あ
る
。
伊
吹
山
は
、

22

10

東
海
道
新
幹
線
で
近
く
を
通
る
度
に
車
窓
か
ら
眺
め
る
姿
が
印
象
的
で
あ
っ
た
し
、
百
人
一
首
に
「
い
ぶ
き
の
さ

し
も
草
」
と
あ
る
こ
と
も
与あ
ず
か

り
、
登
り
た
い
山
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
深
田
久
弥
氏
も
『
日
本
百
名
山
』
の
中
で
、

「
東
海
道
全
線
中
こ
れ
ほ
ど
山
の
近
く
を
走
る
所
は
な
く
、
そ
の
中
で
私
の
い
つ
も
み
と
れ
る
の
は
伊い

吹ぶ
き

山
の
姿

で
あ
っ
た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

伊
吹
山
に
は
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
が
山
頂
ま
で
通
じ
て
い
る
が
、
私
は
車
窓
か
ら
眺
め
る
斜
面
を
昔
か
ら
の
登
路

で
登
り
た
い
と
思
い
、
麓
の
三
之
宮
神
社
か
ら
歩
き
始
め
た
。
登
り
始
め
て
間
も
な
く
、
ケ
カ
チ
の
水
と
い
う
湧

水
の
脇
を
通
り
、
車
道
と
出
合
う
一
合
目
か
ら
は
ス
キ
ー
場
の
中
を
登
っ
て
い
く
。
今
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
ス

キ
ー
リ
フ
ト
や
売
店
な
ど
に
ス
キ
ー
場
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
頃
の
様
子
を
想
像
し
た
。

月
で
も
日
差
し
は
そ

10

28



れ
な
り
に
強
く
感
じ
ら
れ
、
真
夏
で
あ
れ
ば
か
な
り
暑
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
つ
、
正
面
に
大
き
く
聳
え
る

伊
吹
山
の
山
頂
を
目
指
し
た
。
高
度
を
上
げ
る
に
つ
れ
、
展
望
も
広
が
っ
て
い
き
、
光
る
姉
川
や
小
谷
城
、
賤し
ず

ヶが

岳た
け

や
関
ヶ
原
な
ど
の
歴
史
の
舞
台
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
の
登
山
と
な
っ
た
。
七
合
目
付
近
か
ら
、
修
験
者
が
行
を

行
っ
た
と
さ
れ
る
行
道
岩
（
平
等
岩
）
と
そ
の
上
に
立
つ
お
堂
が
左
手
に
望
め
た
。
中
世
に
は
こ
の
山
の
あ
ち
こ

ち
に
僧
坊
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
織
田
信
長
が
造
ら
せ
た
と
言
わ
れ
る
薬
草
園
と
は
ど
ん
な

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
武
尊
の
石
像
の
建
つ
山
頂
は
、
と
て
も
賑
わ
っ
て
い
た
。
リ
ュ
ウ
ノ
ウ
ギ
ク
や

テ
ン
ニ
ン
ソ
ウ
な
ど
が
美
し
く
咲
く
快
晴
の
山
頂
部
を
少
し
散
策
し
て
車
に
向
か
っ
た
。

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
大
蛇
が
伊
吹
山
の
神
の
化
身
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
水
神
で
あ
る
竜
神
と

考
え
ら
れ
、
山
麓
に
水
を
分
け
る
農
耕
の
神
で
あ
る
と
い
う
伊
吹
山
と
水
と
の
密
接
な
関
係
の
説
明
も
、
水
に
関

す
る
事
柄
に
関
心
の
あ
る
私
に
は
と
て
も
興
味
深
か
っ
た
。
水
に
関
し
て
は
、
両
神
山
の
山
名
も
、
農
業
に
必
要

な
水
を
つ
か
さ
ど
る
竜
神
伝
説
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
白
山
の
白し
ら

山や
ま

比ひ

咩め
の

神か
み

も
水
神

の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
し
、
大
峰
山
の
弥
山
は
、
水
の
神
で
あ
る
天
川
弁
才
天
の
奥
院
で
あ
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
御
正
体
山
で
も
干
天
時
に
は
雨
を
、
霖
雨
時
に
は
晴
れ
を
地
元
の
人
々
は
祈
っ
た

と
い
う
。
山
と
水
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
調
べ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

歴史と信仰の山を訪ねて

29



（
5
）
大
山
に
登
る

水
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
神
奈
川
県
の
大
山
は
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
た
霊
山
で
あ
り
、
ま
た
、
雨
乞
い
信
仰
の

山
で
あ
る
。
都
心
や
新
幹
線
の
車
窓
か
ら
眺
め
た
こ
の
山
の
形
の
良
さ
や
こ
の
山
の
持
つ
古
い
歴
史
か
ら
、
か
ね

て
よ
り
登
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
よ
う
や
く
平
成

年
に
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
山
の
歴
史
を
辿
る

24

こ
と
と
大
山
寺
も
見
て
お
き
た
か
っ
た
た
め
、
登
山
道
は
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
せ
ず
に
下
社
に
行
く
道
を
選
ん
だ
。

地
元
産
の
土
産
物
店
や
御お

師し

の
家
の
脇
を
石
段
で
登
っ
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
が
面
白
か
っ
た
。
土
産
物

店
も
終
わ
り
、
本
格
的
な
登
山
道
に
入
り
、
立
派
な
造
り
の
大
山
寺
を
経
て

分
ほ
ど
で
下
社
に
着
い
た
。
下
社

40

か
ら
は
急
な
石
段
を
登
り
、
丁
目
石
を
見
な
が
ら
高
度
を
上
げ
て
い
く
。
登
り
着
い
た
山
頂
か
ら
は
富
士
山
を
眺

め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
楽
し
い
歴
史
の
旅
で
あ
っ
た
。

一
つ
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
先
の
伊
吹
山
登
山
の
時
も
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
地
元
の
登
山

者
の
方
々
と
お
話
を
し
て
い
る
と
、
伊
吹
山
に
し
て
も
大
山
に
し
て
も
、
地
元
の
方
々
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
山

は
自
分
た
ち
の
山
と
い
う
意
識
を
強
く
持
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
と
て
も
印
象
的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

歴
史
を
持
っ
た
信
仰
の
山
で
あ
る
こ
と
と
も
関
係
す
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
山
と
人
と
の
結
び
つ
き
を
感
じ

た
ひ
と
と
き
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
登
山
以
降
の
こ
と
と
し
て
、
平
成

年
に
富
士
山
に
登
っ
た
こ
と
も
記
さ
な
け
れ
ば

20

い
け
な
い
が
、
富
士
登
山
に
つ
い
て
は
、
既
に
日
本
山
岳
会
の
会
報
「
山
」
に
執
筆
し
て
い
る
た
め
、
そ
ち
ら
に

30



譲
り
た
い
。
そ
の
後
、
平
成

年
7
月
1
日
の
山
開
き
の
日
に
、
私
は
、
山
梨
県
富
士
吉
田
市
の
北
口
本
宮
冨
士

25

浅
間
神
社
を
訪
れ
た
。
境
内
の
大
鳥
居
に
は
、
前
日
の
「
お
道
開
き
」
の
神
事
で
断
ち
切
ら
れ
た
注し

連め

縄な
わ

が
残
さ

れ
て
お
り
、
今
ま
で
に
何
人
の
人
が
こ
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
富
士
山
に
向
か
っ
た
か
を
思
い
、
感
慨
も
ひ
と
し
お

で
あ
っ
た
こ
と
も
改
め
て
記
し
て
お
き
た
い
。

4
．
家
族
で
楽
し
む
那
須
の
山

御
用
邸
の
あ
る
那
須
の
茶
臼
岳
に
は
、
幼
少
時
よ
り
登
っ
て
い
る
。
茶
臼
岳
へ
は
、
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
山
頂
駅
か

ら
、
ま
た
は
、
峠
の
茶
屋
駐
車
場
か
ら
峰
の
茶
屋
経
由
で
登
っ
た
り
し
て
い
た
が
、
小
学
生
の
頃
は
噴
煙
も
今
よ

り
は
多
く
、
ま
た
、
当
時
は
硫
黄
採
掘
用
の
ト
ロ
ッ
コ
の
軌
跡
が
残
っ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
し
か
し
、

茶
臼
岳
以
外
の
山
に
登
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
那
須
の
山
々
に
は
、
今
で
も
噴

煙
を
あ
げ
る
主
峰
の
茶
臼
岳
、「
ニ
セ
穂
高
」
の
別
称
も
あ
る
と
い
う
岩
の
ご
つ
ご
つ
し
た
朝
日
岳
、
槍
と
い
う
山

名
か
ら
想
像
も
出
来
な
い
ハ
イ
マ
ツ
に
お
お
わ
れ
た
穏
や
か
な
山
容
の
三
本
槍
ヶ
岳
、
那
須
の
御
用
邸
の
敷
地
か

ら
眺
め
る
と
茶
臼
岳
の
左
横
に
三
角
形
の
優
美
な
山
容
を
横
た
え
る
南み
な
み

月が
っ

山さ
ん

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
の
あ
る

峰
が
連
な
っ
て
い
る
。
雅
子
と
も
茶
臼
岳
は
も
と
よ
り
、
朝
日
岳
、
三
本
槍
ヶ
岳
、
南
月
山
、
黒
尾
谷
山
、
白
笹

山
と
ほ
ぼ
全
て
登
っ
て
い
る
し
、
愛
子
と
も
茶
臼
岳
、
南
月
山
、
朝
日
岳
に
登
っ
て
い
る
。

那
須
の
山
々
は
、
古
来
、
山
岳
信
仰
の
対
象
に
も
な
っ
て
お
り
、
茶
臼
岳
の
山
腹
に
白
濁
し
た
湯
が
湧
く
「
御

歴史と信仰の山を訪ねて

31
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那須三斗小屋宿跡の石灯籠（平成 9年 10 月）

初めて家族で登山を楽しんだ那須の牛ヶ首で、雅子と愛子(7 歳)と（平成 21 年 8 月）
宮内庁東宮職撮影



宝
前
」
を
ご
神
体
と
し
て
、
茶
臼
岳
、
朝
日
岳
の
三
箇
所
を
登
拝
す
る
「
三
山
掛
け
」
が
主
に
江
戸
時
代
以
降
多

く
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
（「
御
宝
前
」
は
、
登
山
口
の
那
須
湯
本
側
で
は
「
高
湯
山
」、
反
対
側
の
三
斗
小
屋
、

板
室
温
泉
で
は
「
白
湯
山
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）。
山
中
に
湧
く
湯
を
ご
神
体
と
す
る
こ
と
は
、
出
羽
三
山
の
湯
殿

山
信
仰
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
説
も
あ
り
、
興
味
深
い
。
私
は
南
月
山
と
い
う
山
名
の
起
こ
り
が
気
に
な
っ
て
い

た
が
、
茶
臼
岳
に
月
山
の
別
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
南
に
位
置
す
る
山
に
南
月
山
の
名
が
つ
い
た
と
言
わ
れ

れ
ば
自
ず
か
ら
納
得
が
い
く
。
南
月
山
は
、
三
斗
小
屋
口
で
は
「
白
湯
山
」
の
奥
の
院
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

平
成
9
年

月
に
は
、
雅
子
と
二
人
で
紅
葉
の
美
し
い
姥
ヶ
平
を
訪
れ
た
。
茶
臼
岳
の
く
す
ん
だ
色
と
立
ち
の

10

ぼ
る
白
い
噴
煙
、
そ
の
下
の
紅
葉
と
の
組
み
合
わ
せ
が
実
に
良
か
っ
た
。
姥
ヶ
平
か
ら
は
三
斗
小
屋
温
泉
へ
と

下
っ
た
と
き
、
案
内
の
那
須
山
岳
救
助
隊
隊
長
の
大
高
登
氏
か
ら
、
近
く
に
「
御
宝
前
」
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て

い
た
だ
い
た
。
下
っ
た
三
斗
小
屋
付
近
の
紅
葉
も
美
し
か
っ
た
。「
白
湯
山
」と
刻
ま
れ
た
石
灯
籠
も
印
象
に
残
っ

て
い
る
。

平
成

年
の
夏
に
は
、
茶
臼
岳
に
登
っ
た
後
、
牛
ヶ
首
付
近
か
ら
那
須
湯
本
へ
通
じ
る
「
行
人
道
」
を
下
っ
た
。

13

ひ
た
す
ら
下
り
一
方
の
道
で
あ
っ
た
が
、「
高
湯
山
」
信
仰
の
人
々
が
か
つ
て
通
っ
た
の
も
こ
の
よ
う
な
道
で
あ
っ

た
の
か
と
想
像
を
巡
ら
し
な
が
ら
の
修
験
の
道
下
山
で
あ
っ
た
。

3
年
前
の
平
成

年
の
夏
に
は
、
雅
子
と
愛
子
と
一
緒
に
朝
日
岳
に
登
っ
た
。
山
頂
駅
か
ら
牛
ヶ
首
、
峰
ノ
茶

25

屋
を
経
て
朝
日
岳
山
頂
に
至
る
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
が
、
幸
い
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
茶
臼
岳
や
周
囲
の
山
々
を
望
み

歴史と信仰の山を訪ねて
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な
が
ら
の
楽
し
い
一
日
と
な
っ
た
。
峰
ノ
茶
屋
、
朝
日
岳
間
に
は
複
数
の
鎖
場
が
あ
る
が
、
愛
子
は
足
下
に
気
を

つ
け
な
が
ら
そ
の
一
つ
一
つ
の
通
過
を
と
て
も
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
朝
日
岳
か
ら
は
再
び
峰
ノ
茶
屋
に

も
ど
り
、
峠
ノ
茶
屋
の
駐
車
場
へ
と
下
っ
た
。
駐
車
場
に
近
づ
い
た
と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
峰
ノ
茶
屋
を
経
て
三
斗

小
屋
と
を
結
ん
だ
古
い
道
の
痕
跡
に
つ
い
て
案
内
の
方
か
ら
説
明
を
受
け
た
。
家
族
で
の
楽
し
い
歴
史
の
山
旅
の

終
わ
り
に
、
家
族
そ
ろ
っ
て
往
古
の
歴
史
の
山
道
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
幸
い
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

日
本
は
山
国
で
あ
り
、
日
本
で
は
山
が
人
間
の
生
活
の
場
か
ら
ほ
ど
よ
い
距
離
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
多
彩
な

山
岳
信
仰
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
。
山
麓
の
農
民
に
と
っ
て
、
山
は
、
生
活
の
根
源
を
な
す
水
や
森
林
、
動
植

物
や
鉱
物
な
ど
の
豊
穣
を
も
た
ら
す
一
方
、
時
に
は
、
噴
火
や
山
崩
れ
、
洪
水
な
ど
で
人
々
を
死
に
追
い
や
る
畏

怖
す
べ
き
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
死
者
の
霊
の
赴
く
場
所
で
も
あ
っ
た
。
山
は
そ
れ
ゆ
え
に
祈
願
や
信
仰
の
対
象

と
な
っ
て
い
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
よ
う
に
、
私
は
、
古
く
か
ら
信
仰
を
集
め
て
い
る
山
に
実
際
に
入
り
、
自
分
の
足
で
多

く
の
先
人
が
歩
い
た
道
を
辿
り
、
周
囲
の
信
仰
の
よ
す
が
を
と
ど
め
る
様
々
な
も
の
を
目
の
当
た
り
に
し
、
ま
た
、

あ
る
時
に
は
、
修
行
の
実
際
を
多
少
な
り
と
も
体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
山
々
の
歴
史
の
温
も
り
を
肌

で
感
じ
る
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
こ
と
は
私
に
と
り
、
か
け
が
え
の
な
い
経
験
と
な
り
、
思
い
出
と
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な
っ
た
。
幼
少
時
よ
り
関
心
を
寄
せ
て
い
る
「
道
」
は
、
そ
の
主
体
が
、「
水
上
の
道
」
と
な
ろ
う
と
「
陸
上
の
道
」

と
な
ろ
う
と
、
お
そ
ら
く
私
の
一
生
の
研
究
テ
ー
マ
と
な
ろ
う
。
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
も
い
え
る
「
歴
史
の

山
道
探
訪
」
は
、
私
に
と
っ
て
ま
さ
に
大
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
喜
び
で
あ
り
、
歴
史
の
ロ
マ
ン
と
夢
を
体
験
さ

せ
て
く
れ
る
貴
重
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
8
月

日
が
「
山
の
日
」
の
休
日
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
心
か
ら
お
祝
い
し
た
い
。
こ
れ
を
契
機
に
、

11

長
い
歴
史
を
有
す
る
人
と
山
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
考
え
、
山
が
も
た
ら
す
無
限
の
恵
み

―
―
時
に
は
そ
れ
は
自
然
災
害
と
い
う
形
で
私
た
ち
を
襲
っ
て
く
る
が
―
―
に
感
謝
し
つ
つ
、
こ
の
か
け
が
え
の

な
い
自
然
を
守
り
、
次
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
、
そ
し
て
、
山
に
登
る
人
一
人
一
人
が
安
全
に
留
意
し
つ

つ
、
健
康
で
楽
し
い
登
山
を
享
受
で
き
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
筆
を
擱お

き
た
い
。

参
考
文
献

飯
野
頼
治
『
両
神
山
』（
実
業
之
日
本
社
、
1
9
7
5
年
）

上
田
正
昭
編
『
吉
野
―
悠
久
の
風
景
』（
講
談
社
、
1
9
9
0
年
）

甲
斐
叢
書
刊
行
会
『
甲
斐
叢
書

第

巻

甲
斐
国
志

上
』（
第
一
書
房
、
1
9
7
4
年
）

10

下
出
積
與
他
『
古
代
日
本
の
山
と
信
仰
』（
学
生
社
、
1
9
8
7
年
）

歴史と信仰の山を訪ねて

35



鈴
木
正
崇
『
山
岳
信
仰
』（
中
央
公
論
新
社
、
2
0
1
5
年
）

武
部
健
一
『
完
全
踏
査
古
代
の
道
』（
吉
川
弘
文
館
、
2
0
0
4
年
）

高
瀬
重
雄
編
『
白
山
・
立
山
と
北
陸
修
験
道
』（
名
著
出
版
、
1
9
7
7
年
）

高
橋
順
之
「
伊
吹
山
山
岳
信
仰
の
関
連
社
寺
と
そ
の
展
開
」
(『
平
成

年
度
栗
東
市
出
土
文
化
財
セ
ン
タ
ー
講
座

忘
れ
ら

17

れ
た
霊
場
を
さ
ぐ
る
2

報
告
集
』
所
収
、
2
0
0
7
年
）

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録

後
二
条
師
通
記

上
』（
岩
波
書
店
、
1
9
5
6
年
）

長
坂
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
長
坂
町
誌
』
下
巻
（
1
9
9
0
年
）

那
須
町
教
育
委
員
会
編
『
那
須
温
泉
史
』（
2
0
0
5
年
）

奈
良
県
教
育
委
員
会
・
文
化
財
保
存
事
務
所
編
『
重
要
文
化
財

大
峰
山
寺
本
堂
修
理
工
事
報
告
書
』（
1
9
8
6
年
）

日
本
山
岳
会
編
『
改
訂
新
日
本
山
岳
誌
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
2
0
1
6
年
）

深
田
久
弥
『
日
本
百
名
山
』（
新
潮
社
、
1
9
6
4
年
）

宮
家
準
『
大
峰
修
験
道
の
研
究
』（
佼
成
出
版
社
、
1
9
8
8
年
）

宮
坂
敏
和
『
吉
野

そ
の
歴
史
と
伝
承
』（
名
著
出
版
、
1
9
9
0
年
）

山
梨
日
日
新
聞
社
編
『
山
梨
百
名
山
』（
1
9
9
8
年
）

（
敬
称
略
、
五
十
音
順
）

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
な
い
写
真
は
筆
者
撮
影

36



歴史と信仰の山を訪ねて

37



[論
考
]｢山

の
日
」
祝
日
運
動
を
推
進
し
た
日
本
山
岳
会
の
記
録

「
山
の
日
」
事
業
委
員
会

成

川

隆

顕

国
民
の
祝
日
「
山
の
日
」
が
平
成

(2
0
1
6
)年
か
ら
施
行
さ

28

れ
た
。
山
に
親
し
み
、
山
の
恵
み
に
感
謝
す
る
祝
日
で
あ
る
。
日
本

山
岳
会
が
「
山
の
日
」
制
定
を
目
標
に
運
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
か

ら
7
年
余
。
そ
の
最
初
の
祝
日
を
記
念
す
る
式
典
は
、
8
月

日
、

11

長
野
県
松
本
市
（
上
高
地
と
市
内
の
2
ヶ
所
）
で
開
か
れ
た
。
こ
の

機
会
に
、「
山
の
日
」
制
定
の
意
義
を
よ
り
深
く
認
識
す
る
た
め
、
祝

日
運
動
の
軌
跡
を
記
録
に
と
ど
め
て
《
山
と
向
き
合
う
こ
と
の
大
切

さ
》
を
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
と
共
有
し
た
い
。《
山
は
生
き
る
力
を

与
え
て
く
れ
る
》
…
…
そ
の
山
と
親
し
み
、
生
活
を
豊
か
に
す
る
道

を
探
り
、
日
本
山
岳
会
に
と
っ
て
の
「
山
の
日
」
を
、
こ
の
先
ど
う

位
置
付
け
た
ら
い
い
の
か
を
考
え
る
一
助
と
し
た
い
。

は
じ
め
に

国
土
の
お
よ
そ

％
を
山
地
が
占
め
る
我
が
国
は
、
山
や
森
が
日

70

常
生
活
に
深
く
関
わ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。「
山

の
日
」
は
そ
の
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
、
美
し
く
豊
か
な
山
々
を
次

の
世
代
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
銘
記
す
る
日
で
あ
る
。
国
民
の
祝
日
に

な
っ
た
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
8
月

日
が
《
山

11

と
向
き
合
う
一
日
》
に
な
っ
た
。

｢海
の
日
」
と
と
も
に
自
然
そ
の
も
の
を
対
象
に
し
た
2
つ
の
祝

日
を
持
つ
国
は
、
世
界
で
も
ほ
か
に
例
が
な
か
ろ
う
。
日
本
人
は
自

然
と
と
も
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
お
よ

び
日
本
人
の
文
化
の
著
し
い
特
性
だ
と
い
え
よ
う
。
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国
会
で
8
月

日
が
「
山
の
日
」
と
決
ま
っ
た
の
は
、
一
昨
年
の

11

5
月
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
2
0
1
6
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
や
手
帳
を

開
く
ま
で
、
祝
日
「
山
の
日
」
を
知
ら
な
い
人
も
多
か
っ
た
と
思
う
。

そ
れ
ほ
ど
関
心
を
持
た
れ
な
か
っ
た
。「
山
の
日
」
の
ス
ピ
ー
デ
ィ

な
祝
日
制
定
は
、
衆
参
国
会
議
員
の
意
識
の
高
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
が
、
超
党
派
の
「
山
の
日
」
制
定
議
員
連
盟
が
手
際
よ
く
法

案
成
立
に
向
け
て
作
業
を
進
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
意
義
に
つ

い
て
広
く
一
般
へ
の
認
識
と
理
解
は
不
足
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
祝
日
決
定
後
の
活
動
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
り
、
今
後

と
も
長
期
に
わ
た
っ
て
、
日
本
山
岳
会
に
求
め
ら
れ
る
役
割
も
大
き

い
と
考
え
る
。

Ⅰ

｢山
の
日
」
運
動
の
ス
タ
ー
ト

日
本
山
岳
会
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
、
2
0
0
9
年
の
会
報
「
山
」

1
月
号
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
欄
記
事
で
始
ま
っ
た
〈
注
1
〉。
会
長
就

任
か
ら
2
年
目
の
宮
下
秀
樹
さ
ん
が
、「
山
の
日
」
運
動
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
よ
う
と
呼
び
か
け
、
会
員
に
理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
た
。
タ

イ
ト
ル
は
《
山
の
文
化
を
伝
え
育
て
る
／
『
山
の
日
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
パ
ワ
ー
結
集
を
》
で
あ
る
。
以
下
…
…
。

―
―
明
る
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
祈
り
な
が
ら
元
旦
を
迎

え
ま
し
た
。
世
の
中
は
逆
境
、
牛
歩
の
年
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

会
員
の
皆
さ
ま
、
心
構
え
も
強
く
、
元
気
で
よ
き
年
を
お
迎
え
の

こ
と
と
存
じ
ま
す
。

会
長
に
就
任
し
て
2
年
目
。
年
頭
に
当
た
っ
て
ま
ず「
山
の
日
」

の
制
定
運
動
を
提
案
し
、
会
員
各
位
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

仮
に
「
山
の
日
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
県
で
始
ま
っ
て

い
る
地
域
単
位
の
「
山
の
日
」
を
全
国
に
広
め
、
そ
の
日
を
中
心

に
、「
山
」「
山
岳
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
多
岐
多
様
な
イ
ベ
ン
ト
を

企
画
、
推
進
し
ま
す
。
健
康
的
か
つ
文
化
的
な
催
し
を
通
じ
て
山

に
親
し
み
、
山
を
尊
び
、
敬
う
気
風
を
育
て
る
。
山
岳
へ
の
関
心

を
高
め
、美
し
い
自
然
を
後
世
に
残
そ
う
と
す
る
の
が
目
的
で
す
。

海
に
囲
ま
れ
た
日
本
列
島
は
、
豊
か
な
森
と
美
し
い
山
岳
景
観

を
連
ね
た
山
の
列
島
で
あ
り
、「
山
の
文
化
」
と
「
海
の
文
化
」
が

融
合
し
て
日
本
の
伝
統
あ
る
文
化
が
築
か
れ
た
と
言
わ
れ
る
由
縁

で
す
。

日
本
山
岳
会
創
立
1
0
0
周
年
事
業
の
大
き
な
柱
と
し
て
取
り

組
ん
だ
中
央
分
水
嶺
踏
査
〈
注
2
〉
で
は
、
1
0
0
0
人
以
上
の

会
員
が
長
期
に
わ
た
っ
て
列
島
の
背
梁
山
脈
を
手
分
け
し
て
歩

き
、
5
0
0
0
㎞
を
線
で
結
び
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
森
や
木
や

動
物
な
ど
自
然
界
の
万
物
を
身
近
に
感
じ
、
共
生
す
る
こ
と
の
大

「山の日」祝日運動を推進した日本山岳会の記録
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切
さ
を
感
じ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。

「
山
の
日
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
大
勢
の
会
員
が
参
加
し
た
こ
の
分

水
嶺
踏
査
の
延
長
線
上
に
あ
り
ま
す
。
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
人

を
さ
ら
に
増
や
し
、
活
動
舞
台
の
裾
野
を
さ
ら
に
広
げ
る
こ
と
を

企
図
し
て
い
ま
す
。
よ
り
多
く
の
人
々
、
国
民
に
、「
山
」
を
身
近

で
大
切
な
存
在
と
認
識
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
―
―

宮
下
会
長
は
「
山
の
日
」
制
定
運
動
の
狙
い
を
こ
の
よ
う
に
位
置

付
け
、
山
の
ピ
ー
ク
「
点
」
を
目
指
す
の
が
登
山
、
分
水
嶺
踏
査
は

山
脈
列
島
の
点
と
点
を
つ
な
げ
た「
線
」の
行
為
、山
の
日
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
「
面
」
と
し
て
の
広
が
り
を
持
つ
日
本
山
岳
会
全
員
参
加
の

活
動
だ
と
述
べ
、
同
時
に
そ
れ
は
、
登
山
者
だ
け
で
な
く
一
般
の
人

た
ち
と
手
を
携
え
る
運
動
だ
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
会
長
の
呼

び
か
け
に
戻
ろ
う
…
…
。

―
―
こ
こ
で
日
本
山
岳
会
の
定
款
に
あ
る
【
目
的
及
び
事
業
】

を
思
い
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
。「
本
会
は
、
山
岳
に
関
す
る
研
究
、

知
識
の
普
及
お
よ
び
健
全
な
登
山
指
導
、
奨
励
を
な
し
、
あ
わ
せ

て
会
員
相
互
の
連
絡
懇
親
を
は
か
る
と
と
も
に
、
登
山
を
通
じ
て

あ
ま
ね
く
体
育
、
文
化
な
ら
び
に
自
然
愛
護
の
精
神
の
高
揚
を
は

か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」〈
注
3
〉。
こ
の
目
的
に
沿
っ
て
「
山

の
日
」
づ
く
り
を
広
範
に
呼
び
か
け
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
推
進
の
先

頭
に
立
ち
た
い
と
考
え
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
視
野
の
先
に

は
、
国
民
祝
日
と
し
て
の
「
海
の
日
」
に
並
ぶ
「
山
の
日
」
の
制

定
を
思
い
描
い
て
い
ま
す
。（
中
略
）

「
山
の
日
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
大
枠
に
つ
い
て
は
昨
年

月
の
支

12

部
長
会
に
諮
っ
た
う
え
、
理
事
会
の
承
認
を
得
ま
し
た
。
2
月
に

開
か
れ
る
支
部
事
務
局
担
当
者
会
議
を
経
て
、
具
体
的
な
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
決
め
る
方
針
で
す
。「
山
の
日
」
を
何
月
何
日
に
設

定
す
る
の
か
。
実
施
日
を
統
一
、
特
定
せ
ず
、
当
面
各
支
部
、
地

域
の
事
情
に
ま
か
せ
る
や
り
方
も
あ
り
ま
す
。
す
で
に「
山
の
日
」

が
あ
る
支
部
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
で
す
。

―
―

2
0
0
9
年
の
年
頭
に
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
た
「
山
の
日
」
制
定
運

動
の
提
唱
は
、
5
2
0
0
人
余
の
会
員
に
向
け
ら
れ
た
と
同
時
に
、

伝
統
あ
る
(ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
閉
鎖
的
と
見
ら
れ
て
い
る
)日
本
山

岳
会
が
、一
般
の
皆
さ
ん
に
向
け
て
発
し
た〝
社
会
運
動
〞の
ス
タ
ー

ト
を
告
げ
る
も
の
だ
っ
た
。

《国
民
の
祝
日
制
定
が
視
野
に
あ
る
》と
言
い
回
し
は
控
え
め
だ
っ

た
が
、
こ
の
と
き
す
で
に
宮
下
さ
ん
に
は
、
国
民
す
べ
て
に
と
っ
て

意
味
の
あ
る
特
別
な
一
日
と
し
て
、
祝
日
の
実
現
が
描
か
れ
て
い
た

と
思
う
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ま
た
、
今
後
、
多
数
の
会
員
が
参
加
す
る
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日
本
山
岳
会
の
〝
事
業
〞
と
し
て
行
な
う
こ
と
で
、
会
員
相
互
に
強

い
一
体
感
を
も
た
ら
す
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。

〈
注
1
〉
宮
下
会
長
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
会
報
「
山
」
1
月
号
の
2
項

目
で
掲
載
さ
れ
た
。
本
来
な
ら
ト
ッ
プ
記
事
に
据
え
ら
れ

る
内
容
な
の
だ
が
、
2
0
0
9
年
の
巻
頭
記
事
は
、
当
会

会
員
の
皇
太
子
殿
下
徳
仁
親
王
が
寄
稿
さ
れ
た
「
富
士
山

に
登
っ
て
」
で
あ
る
。
皇
太
子
殿
下
は
初
め
て
頂
上
に

立
っ
た
喜
び
と
と
も
に
「
富
士
山
の
自
然
が
守
ら
れ
、
今

後
何
世
代
に
も
わ
た
り
、
人
々
が
富
士
山
の
美
し
さ
を
享

受
で
き
る
よ
う
心
か
ら
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
書

か
れ
た
。

〈
注
2
〉
日
本
列
島
中
央
分
水
嶺
踏
査
は
2
0
0
1
年
か
ら
準
備
さ

れ
、
実
際
の
踏
査
開
始
か
ら
完
遂
ま
で
に
3
年
有
余
を
か

け
た
創
立
1
0
0
周
年
記
念
事
業
。
1
0
0
0
人
以
上
の

会
員
が
、
一
般
参
加
者
の
協
力
も
得
て
5
0
0
0
㎞
を
つ

な
い
だ
。「
中
央
分
水
嶺
と
い
う
一
本
の
線
は
我
々
の
未

来
の
山
に
対
す
る
思
い
を
多
少
な
り
再
考
す
る
絶
好
の
機

会
だ
っ
た
と
言
え
る
。
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
日
本
山
岳
会

の
日
本
の
山
に
対
す
る
再
認
識
の
た
め
の
事
業
で
は
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」（
近
藤
善
則
、
中
央
分
水
嶺
踏
査

報
告
書
よ
り
）

〈
注
3
〉
2
0
0
9
年
当
時
、
一
般
社
団
法
人
と
し
て
の
定
款
で
あ

る
。

｢山
の
日
」
運
動
の
ル
ー
ツ

こ
こ
で
「
山
の
日
」
運
動
の
ル
ー
ツ
と
歩
み
を
た
ど
り
た
い
。
山

を
敬
い
、
山
に
親
し
み
、
山
の
恵
み
に
感
謝
す
る
と
い
う
行
事
は
、

は
る
か
昔
か
ら
あ
っ
た
。
4
月
中
旬
か
ら
6
月
に
か
け
、
全
国
各
地

の
山
で
行
な
わ
れ
る
「
山
開
き
」
は
そ
の
原
点
で
あ
る
。

ま
た
、
宗
教
的
な
色
彩
を
帯
び
た
「
山
開
き
」
と
趣
旨
は
異
な
る

が
、
た
と
え
ば
北
ア
ル
プ
ス
の
上
高
地
で
は
、
6
月
の
第
1
日
曜
日

に
催
さ
れ
る
「
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
」
が
あ
る
。
終
戦
直
後
の
1
9
4
7

年
か
ら
始
ま
っ
て
、
登
山
愛
好
家
だ
け
で
な
く
、
上
高
地
を
訪
れ
る

多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
る
恒
例
の
行
事
と
な
っ
た
。
い
ま
ウ
ェ
ス

ト
ン
祭
は
夏
の
始
ま
り
を
告
げ
る
風
物
詩
で
も
あ
る
。
終
戦
の
2
年

後
、
こ
の
催
し
を
北
ア
ル
プ
ス
の
盟
主
・
穂
高
岳
、
槍
ヶ
岳
の
麓
、

梓
川
の
岸
辺
で
主
催
し
た
日
本
山
岳
会
は
、
期
せ
ず
し
て

年
も
前

70

か
ら
「
山
の
日
」
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

日
本
山
岳
会
の
創
設
に
寄
与
し
、
日
本
の
山
の
す
ば
ら
し
さ
を
世

界
に
紹
介
し
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
は「
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
山
々
が
あ
り
、

登
山
の
好
き
な
人
が
い
る
の
に
、山
岳
会
が
な
い
の
は
お
か
し
い
よ
」

と
促
し
、
の
ち
に
初
代
会
長
と
な
っ
た
小
島
烏
水
ら
を
動
か
し
た
。

1
1
0
年
以
上
前
に
書
か
れ
た
設
立
主
旨
書
に
は
「
山
は
人
生
と
深
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く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
大
地
と
人
間
の
関
係
を
究
め
よ
う
と
す
れ
ば

山
岳
に
入
る
べ
き
で
あ
る
」
｢山
を
謳
い
山
を
究
め
る
の
は
永
遠
の

大
事
業
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
民
的
事
業
で
あ
っ
て
…
…
」
と
い
う
一

節
が
あ
る
（
大
意
、
要
旨
）。
そ
の
こ
ろ
か
ら
日
本
山
岳
会
は
、
高
く

険
し
い
山
へ
の
挑
戦
だ
け
で
な
く
、自
然
に
親
し
む
こ
と
の
大
切
さ
、

登
山
と
文
化
に
関
わ
る
も
ろ
も
ろ
の
テ
ー
マ
を
意
識
し
て
い
た
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
古
い
新
聞
記
事
に
残
さ
れ
て
い
た
「
山
の
日
」
宣

言
の
こ
と
を
お
伝
え
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
1
9
6
1
（
昭

）
36

年
7
月
の
読
売
新
聞
社
会
面
に
あ
っ
た
。
知
ら
れ
る
限
り
「
山
の
日

を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
新
聞
で
報
道
さ
れ
た
の
は
こ
れ

が
初
め
て
で
、
そ
の
5
年
前
、
マ
ナ
ス
ル
が
日
本
隊
に
よ
っ
て
初
登

頂
さ
れ
、
登
山
ブ
ー
ム
が
起
き
て
い
た
。
脱
戦
後
、
経
済
復
興
の
時

流
が
若
者
を
後
押
し
し
て
、大
勢
の
男
女
を
山
に
向
か
わ
せ
て
い
た
。

《
安
全
登
山
と
自
然
愛
護
》
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
夏
の
立
山
大
集

会
・
登
山
教
室
」
が
1
週
間
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
、
全
国
各
地
か
ら

大
勢
の
リ
ー
ダ
ー
候
補
が
集
ま
っ
た
。
主
催
し
た
読
売
新
聞
の
記
事

に
よ
る
と
、富
山
市
内
で
行
な
わ
れ
た
閉
会
式
で
、東
京
代
表
が「
わ

が
国
は
列
島
に
山
脈
が
走
る
山
の
国
で
あ
る
の
に
〝
山
の
日
〞
が
な

い
。
山
岳
人
の
心
を
結
集
し
て
山
を
愛
し
安
全
登
山
を
目
指
し
た

〝
山
の
日
〞
を
制
定
し
よ
う
」
と
提
唱
し
、
満
場
一
致
で
決
議
し
た
、

と
あ
る
。
充
実
し
た
山
登
り
を
終
え
た
参
加
者
が
高
揚
し
て
、
決
議

し
た
〝
山
の
日
〞
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
。
残
念

な
が
ら
組
織
が
動
い
た
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。

さ
ら
に
1
9
9
1
年
、
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
の
前
身
で
あ
る
日

本
ア
ル
パ
イ
ン
ガ
イ
ド
協
会
が
、「
登
山
の
日
｣を

月
3
日
と
定
め
、

10

都
内
で
登
山
奨
励
の
か
な
り
大
掛
か
り
な
集
会
を
開
い
た
、と
あ
る
。

月
3
日
は
語
呂
合
わ
せ
で
登
山
の
日
。
初
回
は
注
目
さ
れ
た
よ
う

10だ
が
、
長
続
き
し
な
か
っ
た
。

次
い
で
2
0
0
2
年
に
は
、
国
連
の
国
際
山
岳
年
の
呼
び
か
け
に

応
じ
て
つ
く
ら
れ
た
日
本
委
員
会
が
、
日
本
に
「
山
の
日
」
を
つ
く

ろ
う
と
提
案
し
た
。
こ
の
国
際
山
岳
年
の
意
義
、
位
置
付
け
に
つ
い

て
は
、
後
で
述
べ
た
い
。

日
本
山
岳
会
の
力
量
が
問
わ
れ
て
い
る

国
際
山
岳
年
か
ら
6
年
後
、
日
本
山
岳
会
が
本
格
的
に
「
山
の
日
」

運
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
経
緯
に
触
れ
て
お
こ
う
。
会
報
「
山
」
で

「
山
の
日
」
の
運
動
提
案
（
ア
ナ
ウ
ン
ス
）
が
出
さ
れ
る
数
ヶ
月
前
の

こ
と
で
あ
る
。

宮
下
会
長
は
読
売
新
聞
社
の
ト
ッ
プ
に
招
か
れ
、
日
本
山
岳
会
が

中
心
と
な
っ
て
国
民
の
祝
日
「
山
の
日
」
を
つ
く
る
運
動
を
推
進
し

な
い
か
、
と
い
う
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
。
編
集
や
事
業
関
連
の

担
当
者
も
顔
を
そ
ろ
え
て
い
る
な
か
で
、
山
岳
会
と
し
て
の
意
向
を
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打
診
さ
れ
た
。
か
ね
て
か
ら
読
売
新
聞
と
は
、
当
会
の
海
外
登
山
を

通
じ
て
企
画
、
事
業
、
記
事
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
協
力
と
信
頼
関

係
が
あ
っ
た
。
常
務
理
事
の
吉
永
英
明
と
成
川
が
同
席
し
た
。

両
者
の
会
談
後
に
分
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
読
売
新
聞
に
「
山
の
日
」

制
定
の
話
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
作
曲
家
の
船
村
徹
さ
ん
で
あ
る
。

栃
木
県
出
身
の
船
村
さ
ん
は
、
地
元
紙
・
下
野
新
聞
の
客
員
論
説
委

員
と
し
て
一
面
の
コ
ラ
ム
「
針
路
」
欄
に
《「
山
の
日
」
を
つ
く
ろ
う
》

を
書
き
〈
注
4
〉、
大
相
撲
の
横
綱
審
議
会
を
通
じ
て
親
し
い
読
売
新

聞
社
の
ト
ッ
プ
に
、国
民
の
祝
日
づ
く
り
推
進
を
働
き
か
け
て
い
た
。

船
村
さ
ん
と
日
本
山
岳
会
と
の
付
き
合
い
が
こ
こ
か
ら
始
ま
り
、
船

村
さ
ん
は
の
ち
に
当
会
の
会
員
に
な
る
。

こ
の
案
件
に
つ
い
て
は
2
0
0
8
年

月
度
の
理
事
会
で
、
総
務

10

担
当
の
宮
崎
紘
一
常
務
理
事
が
「
山
の
記
念
日
に
つ
い
て
」
を
【
報

告
事
項
】
と
し
て
伝
え
て
い
る
。「
読
売
新
聞
社
か
ら
全
国
的
に
統

一
し
た
『
山
の
日
』
を
設
け
る
こ
と
へ
の
意
向
打
診
が
あ
っ
た
。『
山

の
日
』
は
既
に
各
県
ご
と
に
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
今
後
慎

重
に
本
会
と
し
て
の
対
応
を
決
め
て
い
き
た
い
」
と
あ
る
。

続
く

月
度
の
理
事
会
で
は
【
審
議
事
項
】
と
し
て
取
り
上
げ
ら

12

れ
、
吉
永
常
務
理
事
が
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
取
り

組
み
方
針
な
ど
を
策
定
し
て
い
く
。
各
支
部
に
も
『
山
の
日
』
担
当

者
を
置
い
て
推
進
を
図
り
た
い
」
と
執
行
部
の
方
針
を
示
し
、
当
会

を
挙
げ
て
の
「
山
の
日
」
の
取
り
組
み
が
理
事
会
で
承
認
さ
れ
た
こ

と
が
議
事
録
に
残
さ
れ
て
い
る
。
準
備
は
着
々
と
進
め
ら
れ
2
0
0

9
年
初
頭
、
宮
下
会
長
の
ア
ピ
ー
ル
と
な
る
。

こ
う
し
て
日
本
山
岳
会
の
「
山
の
日
」
制
定
運
動
は
ス
タ
ー
ト
し

た
の
だ
が
、
2
年
と
経
た
な
い
と
こ
ろ
で
、
思
い
も
か
け
な
い
こ
と

が
、
支
援
を
約
束
さ
れ
た
読
売
新
聞
側
の
事
情
で
起
こ
っ
た
。
読
売

社
内
で
何
が
あ
っ
た
の
か
。
活
動
資
金
に
ま
で
話
合
い
が
進
ん
だ
と

こ
ろ
で
読
売
の
現
場
担
当
者
か
ら
、「
山
の
日
」
事
業
か
ら
手
を
引
か

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
、
と
知
ら
さ
れ
た
の
だ
。
ト
ッ
プ
の
意
向
で

社
の
方
針
が
変
わ
っ
た
、資
金
的
な
余
裕
が
な
い
、と
い
う
理
由
だ
っ

た
。こ

の
種
の
運
動
に
は
人
と
組
織
、
時
間
と
お
金
が
必
要
、
と
い
う

の
が
常
識
だ
。
困
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
山
岳
会
と
し
て
、
資

金
的
な
裏
付
け
が
な
く
て
も
進
む
の
か
。
進
む
と
す
れ
ば
余
程
の
覚

悟
が
必
要
だ
。

参
考
ま
で
に
と
資
料
を
読
ん
で
い
た
祝
日
｢海
の
日
｣制
定
ま
で
の

経
緯
が
心
に
重
く
の
し
か
か
っ
た
。
｢海
の
日
｣は
船
主
協
会
な
ど
の

海
運
業
界
が
中
心
に
な
っ
て
推
進
母
体
を
立
ち
上
げ
、
労
働
組
合
も

協
力
し
て
1
0
0
0
万
人
の
署
名
を
集
め
る
な
ど
し
て
世
論
を
盛
り

上
げ
た
。
地
方
自
治
体
を
動
か
し
、
国
会
議
員
に
働
き
か
け
て
、
国

民
の
祝
日
法
改
正
ま
で
も
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
組
織
を
動
員
し
、
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時
間
を
か
け
て
得
た
成
果
だ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
で
な
く
て
も
日
本
山
岳
会
の
財
政
状
況
は
き
び
し
く
「
山
の

日
」
の
た
め
の
予
算
（
資
金
）
は
限
ら
れ
て
い
た
。
祝
日
制
定
ま
で

に
は
時
間
が
か
か
る
と
予
想
さ
れ
た
し
、
見
通
し
は
明
る
い
と
は
言

え
な
い
。
そ
れ
が
分
か
っ
た
上
で
、
改
め
て
「
そ
れ
で
も
や
る
か
」

と
自
身
に
問
い
か
け
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
皆
で
考
え
た
。
進
む
か
ど

う
か
〈
注
5
〉。

｢海
の
日
」
の
ケ
ー
ス
と
状
況
は
明
ら
か
に
違
う
。
国
民
運
動
の

盛
り
上
が
り
が
署
名
者
の
数
で
計
ら
れ
た

年
前
と
、
イ
ン
タ
ー

20

ネ
ッ
ト
時
代
の
い
ま
と
は
運
動
の
質
が
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
山
岳

協
会
な
ど
山
の
仲
間
が
一
緒
に
動
い
て
く
れ
る
。
国
会
議
員
に
は
、

党
派
を
問
わ
ず
山
登
り
が
好
き
な
人
が
多
い
。
な
に
よ
り
も
日
本
は

山
の
国
だ
。
国
民
の
皆
が
ふ
る
さ
と
の
山
を
持
っ
て
い
て
、「
山
の

日
」
づ
く
り
の
理
念
が
支
持
さ
れ
な
い
は
ず
が
な
い
。
対
比
し
て
考

え
ら
れ
る
祝
日
「
海
の
日
」
は
、
と
っ
く
に
で
き
て
い
る
。
能
天
気

と
言
わ
れ
て
も
い
い
。
や
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う

こ
と
で
覚
悟
を
決
め
た
〈
注
6
〉。

読
売
か
ら
の
支
援
話
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
先
に
進

む
こ
と
に
し
た
。
特
定
の
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
は
避
け
た
方
が
い

い
と
い
う
苦
い
教
訓
を
乗
り
越
え
て
、
以
後
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
日

本
山
岳
会
の
や
る
気
、
力
量
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

〈
注
4
〉
2
0
0
8
年
9
月
7
日
付
け
コ
ラ
ム
。《「
海
の
日
」
が
あ

る
の
に
「
山
の
日
」
が
な
い
の
は
お
か
し
い
。
太
古
か
ら

信
仰
的
に
も
実
生
活
的
に
も
｢山
海
一
体
｣な
の
で
あ
っ

た
。
国
民
が
こ
こ
ろ
を
ひ
と
つ
に
し
て
「
山
の
日
」
を
つ

く
ろ
う
》
(要
旨
）
と
提
案
し
た
。

〈
注
5
〉
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
江
本
嘉
伸
が
日
本
山
岳
文
化
学
会
の

機
関
誌
『
山
岳
文
化
』
第

号
・
2
0
1
4
年

月
号
に
、

15

11

論
考
「
祝
日
と
し
て
の
『
山
の
日
』
は
何
を
意
味
す
る
の

か

山
の
世
界
は
二
年
後
の
実
施
に
向
け
て
何
を
す
る
の

か
」
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
読
売
新
聞
社
と
の
い
き

さ
つ
に
触
れ
「
そ
れ
に
し
て
も
新
聞
一
社
の
事
業
企
画
の

ペ
ー
ス
に
な
ら
な
く
て
良
か
っ
た
、
と
今
に
し
て
つ
く
づ

く
思
う
。
山
の
日
は
そ
ん
な
に
小
さ
な
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
新
聞
社
が
引
い
て
く
れ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
『
山

の
日
』
は
広
く
認
知
さ
れ
や
す
く
な
っ
た
、
と
わ
た
し
は

考
え
る
」
と
書
い
て
い
る
。

〈
注
6
〉
こ
れ
に
つ
い
て
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り

で
、
理
事
の
堀
井
昌
子
が
翌
年
の
会
報
（
2
0
1
0
年
10

月
号
）
で
「『
山
の
日
』
を
つ
く
ろ
う
運
動
は
、
必
ず
し
も

祝
日
に
繋
が
ら
な
く
と
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。『
労
働
安
全
週
間
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
登
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山
に
つ
い
て
も
『
登
山
の
安
全
を
考
え
る
週
間
』
あ
る
い

は
『
山
の
環
境
を
考
え
る
週
間
』
と
い
っ
た
形
で
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
。
個
人
的
に
は
そ
う
考
え
て
い
ま
す
」
と

書
い
た
。

2
0
0
2
年
は
国
際
山
岳
年
、
日
本
委
員
会
の
運
動

年
月
は
遡
る
が
、
後
述
す
る
と
書
い
た
2
0
0
2
年
の
国
際
山
岳

年
に
つ
い
て
経
緯
を
振
り
返
り
、
そ
の
意
義
、
成
果
に
触
れ
た
い
。

2
0
0
2
年
は
国
連
が
総
会
で
決
議
し
た
国
際
年
の
一
つ
で
、
世

界
中
で
山
に
つ
い
て
考
え
、
行
動
す
る
た
め
の
一
年
と
さ
れ
た
。
Ｆ

Ａ
Ｏ
(国
連
食
糧
農
業
機
関
)が
推
進
役
を
務
め
る
な
か
で
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
視
点
で
山
岳
地
域
の
環
境
問
題
に
取
り
組
み
、
持
続
可
能
な

山
岳
開
発
と
保
全
を
テ
ー
マ
に
し
た
山
岳
年
だ
っ
た
。
日
本
山
岳
協

会
や
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
、
日
本
山
岳
会
、
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協

会
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ト
ラ
ス
ト
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
協

会
と
い
っ
た
登
山
団
体
代
表
と
、
山
岳
に
関
わ
る
有
識
者
、
学
者
た

ち
が
2
0
0
1
年

月
、
国
際
山
岳
年
日
本
委
員
会
を
組
織
し
て
動

11

き
、
多
彩
な
運
動
を
繰
り
広
げ
た
。

事
務
局
長
を
務
め
た
江
本
嘉
伸
（
当
会
会
員
、
の
ち
に
「
山
の
日
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
）
は
「
世
界
が
1
年
を
『
山
』
に
つ
い

て
考
え
る
な
ん
て
こ
と
は
、
か
つ
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
精

一
杯
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
活
か
そ
う
で
は
な
い
か
。
国
連
に
は
申
し
訳

な
か
っ
た
が
、『
国
際
山
岳
年
』
の
文
字
か
ら
『
国
際
』
を
取
り
除
き
、

里
山
に
代
表
さ
れ
る
身
近
な
（
日
本
の
）
山
に
し
っ
か
り
向
き
合
っ

て
み
よ
う
。
日
本
は
山
の
国
で
あ
る
。
山
は
登
る
べ
き
も
の
だ
が
山

麓
の
文
化
を
大
事
に
思
う
こ
と
も
大
き
な
仕
事
で
あ
る
。
皆
が
本
気

に
な
っ
て
、
ま
ず
自
分
た
ち
の
ま
わ
り
の
山
々
の
こ
と
を
考
え
る
べ

き
だ
｣「
経
済
的
効
率
を
も
っ
ぱ
ら
優
先
し
て
き
た
国
の
住
民
と
し

て
、
い
ま
な
ぜ
山
々
を
見
直
す
こ
と
が
必
要
な
の
か
、
国
民
的
議
論

を
起
こ
す
こ
と
が
必
要
な
の
だ
」（
要
旨
）
と
運
動
に
取
り
組
ん
だ
姿

勢
を
記
し
て
い
る
。
問
題
を
提
起
し
、
議
論
の
喚
起
を
促
し
た
。

日
本
に
お
け
る
国
際
山
岳
年
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
2
0
0
4
年

に
発
行
さ
れ
た
報
告
書
『
我
ら
皆
、
山
の
民
―
国
際
山
岳
年
か
ら

「
Y
A
M
A
N
ET
JA
PA
N
」
へ
』
が
あ
る
の
で
詳
述
を
省
く
が
、
日

本
委
員
会
は
環
境
省
や
地
方
自
治
体
、
公
共
機
関
、
大
学
、
有
識
者

な
ど
の
協
力
と
支
援
を
得
て
、
2
0
0
3
年
の
7
月
ま
で
全
国
各
地

で
精
力
的
に
活
動
を
展
開
し
た
。

な
か
で
も
2
0
0
2
年
7
月
、
静
岡
県
富
士
宮
市
で
開
催
さ
れ
た

「
富
士
山
エ
コ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
は
、
1
2
0
0
人
が
集
ま
っ
て
環

境
問
題
な
ど
を
取
り
上
げ
、
富
士
山
麓
か
ら
国
の
内
外
に
向
け
、
山

の
大
切
さ
と
保
護
の
緊
急
性
を
訴
え
て
成
功
を
収
め
た
。
発
信
さ
れ

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、
環
境
破
壊
を
戒
め
、
山
の
自
然
を
守
る
誓
い

が
盛
り
込
ま
れ
、「
毎
年
そ
う
い
う
思
い
を
新
た
に
す
る
た
め
日
本
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に
『
山
の
日
』
を
作
る
こ
と
を
提
案
し
ま
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
は
当
時
の
小
泉
純
一
郎
首
相
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

寄
せ
、「
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
含
む
多
く
の
人
々
が
集
い
、
山

の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
り
子
ど
も
た
ち
の
生
き
る
力

が
育
ま
れ
、
自
然
と
人
と
が
共
生
す
る
豊
か
な
未
来
が
期
待
さ
れ
ま

す
」
(要
旨
)と
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
意
義
を
強
調
し
た
。

そ
の
後
、
日
本
委
員
会
の
活
動
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
機
能
す

る
「
Y
A
M
A
N
ET
JA
PA
N
」
へ
引
き
継
が
れ
た
。
し
か
し
、
い
く

つ
か
の
理
由
か
ら
ネ
ッ
ト
に
よ
る
運
動
展
開
は
ほ
と
ん
ど
機
能
で
き

な
い
ま
ま
推
移
し
て
、「
山
の
日
」
の
提
案
は
、
そ
れ
以
上
前
に
進
ま

な
か
っ
た
。
推
進
母
体
と
な
る
組
織
も
事
務
局
も
置
か
れ
な
か
っ

た
。と

は
い
え
、
国
際
山
岳
年
の
運
動
と
理
念
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
意
味

で
、
ち
ょ
う
ど

年
後
の
2
0
1
2
年
6
月
、
日
本
大
学
文
理
学
部

10

の
水
嶋
一
雄
さ
ん
、
落
合
康
浩
さ
ん
、
江
本
、
渡
辺
悌
二
（
北
海
道

大
学
）
の
二
人
が
中
心
に
な
っ
て
、「
国
際
山
岳
年
プ
ラ
ス

シ
ン
ポ

10

ジ
ウ
ム
、
み
ん
な
で
山
を
考
え
よ
う
」
が
催
さ
れ
、
す
で
に
「
山
の

日
」
運
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
た
山
岳
5
団
体
も
実
行
委
員
会
に

加
わ
っ
て
、
国
民
の
祝
日
を
視
野
に
入
れ
た
「
山
の
日
」
を
ア
ピ
ー

ル
し
た
。
江
本
と
事
務
局
次
長
の
渡
辺
は
、
日
本
山
岳
会
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
早
い
時
期
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
で
、
い
ま
も
活

動
を
支
え
て
い
る
。

Ⅱ

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
の
発
足

2
0
0
9
年
の
5
月
、
会
長
は
宮
下
さ
ん
か
ら
尾
上
昇
さ
ん
に
替

わ
っ
た
。
宮
下
さ
ん
は
、
2
年
間
の
任
期
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
会
長

を
退
き
、
ひ
と
回
り
若
い
世
代
に
山
岳
会
運
営
を
委
ね
た
。
尾
上
さ

ん
は
豊
富
な
登
山
経
験
と
会
社
経
営
の
実
績
を
具
え
持
つ
パ
ワ
フ
ル

な
人
で
、日
本
山
岳
会
は
単
な
る
登
山
愛
好
者
の
集
ま
り
で
は
な
い
、

も
っ
と
広
く
社
会
に
つ
な
が
る
べ
き
だ
、
と
の
立
場
か
ら
「
山
の
日
」

づ
く
り
を
重
要
課
題
と
し
て
引
き
継
ぎ
、
藤
本
慶
光
副
会
長
と
と
も

に
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
。

同
年
9
月
、
尾
上
新
執
行
部
の
下
で
緊
急
の
課
題
と
取
り
組
む
4

つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
で
き
た
。
既
設
の
法
人
化
対
応
に
加
え
て
、

支
部
活
性
化
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
-Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ
、
そ
し
て
「
山
の
日
」
制
定
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

常
務
理
事
の
成
川
は
「
山
の
日
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担
当
に
指
名

さ
れ
、
早
速
チ
ー
ム
を
編
成
し
た
。
総
括
責
任
者
に
は
中
央
分
水
嶺

踏
査
を
推
進
し
た
藤
本
副
会
長
が
な
っ
た
。
メ
ン
バ
ー
に
理
事
の
堀

井
昌
子
、
山
川
陽
一
、
永
田
弘
太
郎
、
萩
原
浩
司
、
会
員
の
江
本
嘉

伸
、
谷
久
光
が
名
前
を
連
ね
、
2
0
0
9
年
9
月
に
チ
ー
ム
と
し
て

の
活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
そ
の
後
間
も
な

46



く
、
渡
辺
悌
二
、
西
村
政
晃
、
佐
藤
辰
雄
、
染
谷
美
佐
子
、
藤
山
雄

一
郎
、
直
江
俊
弐
が
加
わ
る
。

公
益
社
団
法
人
の
選
択

先
ほ
ど
も
述
べ
た
が
、
社
会
運
動
と
言
い
な
が
ら
、「
山
の
日
」
制

定
運
動
は
、
日
本
山
岳
会
と
い
う
ク
ラ
ブ
組
織
の
維
持
、
運
営
、
活

性
化
に
つ
な
が
る
課
題
へ
の
打
開
策
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
。

会
員
5
2
0
0
人
の
平
均
年
齢
は

歳
代
の
後
半
だ
っ
た
。
若
い
会

60

員
が
減
り
、
会
員
の
活
動
は
か
つ
て
の
尖
鋭
的
な
登
山
（
パ
イ
オ
ニ

ア
ワ
ー
ク
）
の
実
践
か
ら
、
高
齢
化
が
進
む
に
つ
れ
て
「
健
康
登
山
」

に
重
心
が
移
り
、
日
本
山
岳
会
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
が
、
経
験

の
伝
承
、
指
導
力
な
ど
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
た
。
会
員
数
の
確
保
と
若
返
り
が
急
務
で
あ
り
、
高
齢
会
員

に
、日
本
山
岳
会
に
い
て
活
動
す
る
場
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
日
本
山
岳
会
は
、
会
の
将
来
に
関
わ
る
重
大
な
選
択
を

迫
ら
れ
て
い
た
。
登
山
愛
好
者
の
ク
ラ
ブ
と
し
て
一
般
社
団
法
人
の

ま
ま
存
続
す
る
か
、
そ
れ
と
も
公
益
法
人
の
道
を
採
る
か
、
で
あ
る
。

政
府
に
よ
る
新
制
度
へ
の
移
行
は
2
0
0
8
年

月
か
ら
始
ま
っ
て

12

い
た
。「
一
般
」
か
「
公
益
」
か
。
現
状
か
ら
し
て
公
益
選
択
が
プ
ラ

ス
と
考
え
る
会
員
と
、
活
動
内
容
と
財
政
の
両
面
で
行
政
の
束
縛
を

受
け
る
の
を
避
け
、
ク
ラ
ブ
と
し
て
の
自
由
度
を
保
持
す
る
た
め
一

般
法
人
に
と
ど
ま
る
べ
き
だ
と
す
る
会
員
と
の
間
に
熱
い
論
争
が
交

わ
さ
れ
て
い
た
。
2
0
1
1
年
3
月
の
総
会
で
、
私
た
ち
は
公
益
法

人
へ
の
道
を
選
ぶ
が
、
こ
の
選
択
は
、「
山
の
日
」
運
動
と
密
接
に
関

係
す
る
事
柄
で
も
あ
っ
た
。

｢山
の
日
」
で
日
本
山
岳
会
が
記
者
発
表

日
本
山
岳
会
は
、「
山
の
日
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
検
討
と
準
備

の
成
果
を
踏
ま
え
て
2
0
0
9
年
9
月
、
本
部
ル
ー
ム
で
尾
上
会
長

が
出
席
し
て
記
者
発
表
を
行
な
っ
た
。
そ
の
中
で
当
会
は「
山
の
日
」

の
制
定
に
向
け
て
、
ま
ず
は
山
と
親
し
み
、
楽
し
み
、
山
か
ら
学
び
、

山
の
自
然
を
守
り
育
て
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
す
る
。
日
本
山
岳

会
の
本
部
と
支
部
が
力
を
合
わ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
山
岳
団

体
を
は
じ
め
環
境
省
や
文
部
科
学
省
、
自
治
体
な
ど
に
働
き
か
け
て

運
動
を
広
げ
た
い
、
と
の
構
想
を
明
ら
か
に
し
た
。

何
月
何
日
を
「
山
の
日
」
と
す
る
か
。
具
体
的
な
月
日
に
つ
い
て

は
未
定
だ
と
し
た
が
、
記
者
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
中
で
、
実
現
の

た
め
に
は
、
祝
日
が
な
い
6
月
か
8
月
が
候
補
に
な
る
だ
ろ
う
と
の

見
通
し
を
示
し
た
。

主
と
し
て
地
方
紙
向
け
に
ニ
ュ
ー
ス
配
信
す
る
共
同
通
信
が
詳
し

い
内
容
を
記
事
に
し
た
。
信
濃
毎
日
新
聞
、
新
潟
日
報
、
静
岡
新
聞
、

神
戸
新
聞
な
ど

の
地
方
紙
が
《
日
本
山
岳
会
／
「
山
の
日
」
制
定

17

へ
始
動
／
目
指
す
は
国
民
の
祝
日
》
な
ど
の
見
出
し
で
報
じ
た
。
こ

の
と
き
読
売
新
聞
は
社
会
面
と
運
動
面
に
記
事
を
載
せ
、
尾
上
会
長

「山の日」祝日運動を推進した日本山岳会の記録
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の
「
国
民
の
祝
日
に
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
日
本
山
岳
協
会

な
ど
他
の
山
岳
団
体
、
自
然
保
護
団
体
と
も
手
を
取
り
合
い
、
国
民

を
巻
き
込
ん
だ
大
き
な
う
ね
り
を
作
り
た
い
。
山
の
大
切
さ
を
認
識

す
る
日
を
、
み
ん
な
で
作
っ
て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い

う
談
話
を
載
せ
た
。

日
本
山
岳
会
は
記
者
発
表
と
い
う
形
で
「
山
の
日
」
制
定
に
向
け

た
取
り
組
み
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
こ
の
運
動
か
ら
の
退
路
を
絶
っ

た
。
覚
悟
を
決
め
て
前
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

支
部
活
動
に
期
待
、
本
格
始
動
へ
指
針

記
者
発
表
と
同
時
期
に
発
行
さ
れ
た
会
報
「
山
」
の

月
号
に

10

《「
山
の
日
」
制
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
／
各
支
部
中
心
に
本
格
始
動
》
の

記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
会
報
に
は
ま
た
、
会
員
だ
け
で
な
く
一
般
に

向
け
て
日
本
山
岳
会
の
活
動
の
趣
旨
(理
念
）
を
伝
え
る
《「
山
の
日
」

制
定
ア
ピ
ー
ル
》
が

月
1
日
付
け
で
掲
載
さ
れ
た
。「
日
本
山
岳

10

会
は
全
国
的
な
山
岳
愛
好
家
の
会
で
す
。
百
年
余
の
歴
史
を
通
じ

て
、
山
に
登
る
だ
け
で
な
く
、
山
の
文
化
を
育
て
、
自
然
愛
護
精
神

の
高
揚
を
は
か
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後
と
も
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
通

じ
て
、
山
を
愛
す
る
心
を
広
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
忘
れ
ら
れ
が
ち

な
自
然
と
の
触
れ
あ
い
の
大
切
さ
、
山
の
楽
し
さ
を
若
者
や
子
ど
も

た
ち
に
伝
え
る
役
割
を
、
日
本
山
岳
会
の
会
員
が
担
い
た
い
と
思
い

ま
す
。
提
案
に
賛
同
さ
れ
、
よ
り
多
く
の
方
々
、
団
体
よ
り
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
」（
要
旨
）。

会
報

月
号
は
ま
た
全
会
員
と
各
支
部
に
向
け
、
具
体
的
な
活
動

10

内
容
と
し
て
①
登
山
活
動
＝
市
民
登
山
・
ハ
イ
キ
ン
グ
、親
子
登
山
、

登
山
教
室
な
ど
②
文
化
活
動
＝
講
演
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
図
書
・
写

真
・
絵
画
展
・
ス
ケ
ッ
チ
会
な
ど
③
環
境
保
全
活
動
＝
森
づ
く
り
、

里
山
保
全
、
観
察
会
な
ど
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
、
地
域

に
密
着
し
た
、
よ
り
多
く
の
人
々
が
参
加
で
き
る
企
画
を
考
え
て
ほ

し
い
と
要
望
し
た
。

モ
デ
ル
の
一
つ
と
し
て
、
実
績
を
積
み
重
ね
て
き
た
広
島
が
あ
っ

た
。
広
島
支
部
（
兼
森
志
郎
支
部
長
）
の
「
ひ
ろ
し
ま
『
山
の
日
』

県
民
の
集
い
」（
主
催
=実
行
委
員
会
・
地
元
新
聞
社
）
は
、
2
0
0

9
年
の
場
合
、
県
内
5
つ
の
会
場
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
数
々
の
催

し
に
、
広
島
支
部
と
並
ん
で
林
野
庁
、
広
島
県
、
開
催
5
市
、
テ
レ

ビ
局
、
地
元
の
企
業
が
後
援
・
協
賛
に
名
を
連
ね
て
い
た
。「
山
に
親

し
む
、
山
を
楽
し
む
、
山
に
学
ぶ
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の

下
、各
会
場
の
特
徴
を
活
か
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
運
営
さ
れ
て
い
た
。

同
じ
実
行
委
員
会
方
式
は
山
梨
が
先
行
し
て
実
施
し
て
お
り
、｢山

に
親
し
む
、
山
に
学
ぶ
、
山
と
生
き
る
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
1
9
9

7
年
か
ら
「
山
の
日
」
と
取
り
組
ん
で
い
た
。「
山
に
学
ぶ
」
は
《
そ

の
地
域
に
住
む
自
分
た
ち
は
山
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
》
と
同

義
で
あ
り
、
｢山
と
生
き
る
｣は
山
と
の
共
生
、
自
然
保
護
に
関
わ
る
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コ
ン
セ
プ
ト
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

広
島
、
山
梨
い
ず
れ
の
場
合
も
、
実
行
と
継
続
に
は
自
治
体
や
メ

デ
ィ
ア
の
力
が
必
要
だ
っ
た
。

ま
た
、
運
動
と
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
こ
の
時
期
考
え
ら
れ
た
の

は
、
支
部
を
7
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
本
部
と
連
携
を
密
に
し
な

が
ら
活
動
を
進
め
る
構
想
だ
っ
た
。

北
海
道
、
東
北
、
首
都
圏
、
東
海
、
中
部
、
関
西
、
中
国
、
九
州

の
7
ブ
ロ
ッ
ク
で
、
ネ
ッ
ト
に
よ
る
連
絡
網
づ
く
り
、
支
部
ご
と
に

「
山
の
日
」
担
当
者
を
置
く
、
支
部
長
会
･支
部
事
務
局
長
会
と
緊
密

な
連
絡
を
と
る
、
な
ど
が
検
討
課
題
と
さ
れ
た
。

運
動
の
浸
透
と
拡
大
は
、
本
部
執
行
部
の
熱
意
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
は
も
と
よ
り
、
支
部
の
理
解
と
今
後
の
取
り
組
み
い
か
ん
に
か

か
っ
て
い
た
。
構
図
は
描
け
た
と
し
て
も
、実
際
に
は
ど
う
な
の
か
。

日
本
山
岳
会
と
い
う
ク
ラ
ブ
組
織
に
そ
ん
な
力
が
あ
る
か
。
パ
ワ
ー

を
持
続
で
き
る
か
。
事
務
局
は
ど
う
す
る
？

｢山
の
日
」
に
割
か

れ
る
活
動
資
金
は
限
ら
れ
て
い
る
。
一
般
の
参
加
と
関
心
を
高
め
る

た
め
の
Ｐ
Ｒ
活
動
は
停
滞
し
て
い
る
。
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
雑
誌
な
ど

の
メ
デ
ィ
ア
は
、
な
か
な
か
振
り
向
い
て
く
れ
な
い
。
本
当
に
国
民

の
祝
日
「
山
の
日
」
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
が
読
め
ず
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
迷
い
が
あ
っ
た
。

Ⅲ

山
岳
5
団
体
に
よ
る
「
山
の
日
」
制
定
協
議
会

国
民
運
動
と
し
て
の
盛
り
上
が
り
を
、
ま
ず
は
山
岳
団
体
の
結
束

で
生
み
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
当
初
か
ら
考
え
て
い
た

こ
と
だ
っ
た
が
、
日
本
山
岳
協
会
や
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
と
い
っ

た
組
織
力
の
あ
る
山
の
仲
間
と
手
を
結
ば
な
い
限
り
道
は
開
け
な
い

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
山
や
森
に
関
わ
る
団
体
や
企
業
、
関
係
す
る

省
庁
・
自
治
体
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
動
か
す
に
は
、
ま
ず
山
岳
団
体

の
結
束
が
不
可
欠
だ
っ
た
。

日
本
山
岳
会
の
呼
び
掛
け
に
4
団
体
は
快
く
応
じ
て
く
れ
た
。

山
岳
5
団
体
が
、
国
民
の
祝
日
と
し
て
「
山
の
日
」
を
つ
く
ろ
う

と
い
う
取
り
組
み
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
は
、
2
0
1
0
年
の
4
月

で
あ
る
。
①
日
本
体
育
協
会
に
所
属
し

都
道
府
県
の
山
岳
連
盟

47

（
協
会
）
を
統
括
す
る
日
本
山
岳
協
会
②
主
と
し
て
職
場
や
地
域
の

登
山
グ
ル
ー
プ
を
ま
と
め
た
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
③
個
人
会
員

の
ク
ラ
ブ
組
織
で
各
地
に
支
部
を
持
つ
日
本
山
岳
会
④
山
岳
ガ
イ

ド
、
自
然
ガ
イ
ド
の
プ
ロ
集
団
で
あ
る
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
⑤

山
岳
環
境
保
護
活
動
を
行
な
う
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
ア
ド
ベ
ン

チ
ャ
ー
・
ト
ラ
ス
ト
（
H
A
T
-J）
で
あ
る
。

5
団
体
に
加
盟
し
て
い
る
人
の
数
は
、
合
わ
せ
て

万
人
弱
。
1

10

0
0
0
万
人
と
も
い
わ
れ
る
登
山
人
口
か
ら
見
れ
ば
、
組
織
会
員
は

そ
う
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
や
り
方
を

「山の日」祝日運動を推進した日本山岳会の記録

49



尊
重
し
な
が
ら
呼
び
掛
け
の
輪
を
広
げ
れ
ば
風
が
起
き
て
大
き
な
力

に
な
る
、
何
か
が
動
か
せ
る
と
考
え
、
期
待
も
し
た
。
資
金
的
に
も

制
約
が
あ
る
な
か
で
、
3
年
く
ら
い
で
な
ん
ら
か
の
成
果
を
挙
げ
よ

う
と
申
し
合
わ
せ
、
作
業
手
順
を
考
え
た
。

｢山
を
考
え
る
」
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
ア
ピ
ー
ル

運
動
の
手
始
め
に
《
山
を
考
え
る
／
「
山
の
日
」
を
つ
く
ろ
う
》

と
い
う
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を

万
枚
作
り
、
協
議
会
発
足
と
同
時
に
5

10

団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
配
布
し
た
。
表
紙
の
写
真
は
富
士

山
で
あ
る
。
中
学
生
や
高
校
生
、
家
庭
で
も
興
味
を
持
っ
て
も
ら
お

う
と
ク
イ
ズ
の
ペ
ー
ジ
を
作
っ
た
。
山
の
《
知
識
》
を
問
う
第
1
弾

が
好
評
な
の
で
、
続
い
て
《
健
康
》《
安
全
》《
動
物
》
を
テ
ー
マ
に

採
り
上
げ
、
2
年
間
で
4
つ
の
シ
リ
ー
ズ
（
い
ず
れ
も

万
部
）
を

10

発
行
し
た
。
ど
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
も
「『
山
の
日
』
を
つ
く
ろ
う
」

の
ア
ピ
ー
ル
ペ
ー
ジ
が
あ
り
、
制
定
運
動
に
対
す
る
理
解
と
支
援
を

お
願
い
し
た
。

ア
ピ
ー
ル
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
日
本
は
山
の
国
で
す
。
古
く
か
ら
日
本
人
は
山
に
畏
敬
の
念
を
抱

き
、
森
林
の
恵
み
に
感
謝
し
、
自
然
と
と
も
に
生
き
て
き
ま
し
た
。

山
の
恩
恵
は
渓
谷
の
清
流
を
生
み
、
わ
が
国
を
囲
む
海
へ
と
流
れ
、

深
く
日
常
生
活
と
か
か
わ
り
な
が
ら
、
豊
か
な
心
を
も
育
ん
で
き
ま

し
た
。
わ
が
国
の
文
化
は
、『
山
の
文
化
』
と
『
海
の
文
化
』
の
融
合

に
よ
っ
て
そ
の
根
幹
が
形
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
国
民
祝
日
と
し
て
の
『
山
の
日
』
制
定
を
提
案

し
ま
す
。『
山
の
日
』
は
、
美
し
く
豊
か
な
自
然
を
守
り
、
次
世
代
に

引
き
継
ぐ
こ
と
を
国
民
の
す
べ
て
が
銘
記
す
る
日
で
す
。
祝
日
『
海

の
日
』
と
対
を
な
し
て
、
皆
が
山
と
の
深
い
か
か
わ
り
を
考
え
る
日

に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
々
が
か
ら
だ
の
健
康
や
心
の
健
康
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
登
山
の
楽
し
み
を
広
く
伝

え
た
い
と
念
願
し
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
提
案
に
賛
同
さ
れ
、
よ
り

多
く
の
方
々
、
団
体
よ
り
、
ご
理
解
と
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
」

府
県
、
地
域
の
「
山
の
日
」
と
連
携

運
動
推
進
の
た
め
に
は
、
関
係
す
る
中
央
省
庁
や
地
方
自
治
体
を

は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
方
々
の
支
援
、
協
力
が
必
要
だ
っ
た
。

5
団
体
の
協
議
会
に
先
行
し
て
「
山
の
日
」
と
い
う
名
称
で
記
念

日
を
制
定
し
て
い
る
府
県
が

府
県
あ
っ
た
。
ほ
か
に
森
づ
く
り
、

13

水
源
涵
養
、
国
土
保
全
な
ど
を
目
的
に
「
森
の
日
」
を
定
め
て
い
る

県
も
多
数
あ
る
。

《
ふ
る
さ
と
の
山
や
森
林
を
見
つ
め
な
お
し
そ
の
恩
恵
に
感
謝
す

る
》
を
趣
旨
に
、
1
9
9
7
年
か
ら
8
月
8
日
を
「
山
の
日
」
と
定

め
た
山
梨
県
は
、
官
民
が
力
を
合
わ
せ
て
、
夏
の
2
ヶ
月
間
に

余
50
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の
イ
ベ
ン
ト
を
展
開
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
6
月
第
1
日
曜
日

を
「
山
の
日
」
と
し
た
広
島
県
は
、
民
間
主
導
を
重
視
す
る
一
方
で

県
な
ど
自
治
体
に
も
協
力
を
求
め
、
県
内

余
の
会
場
に
1
万
人
以

10

上
が
参
加
し
た
年
も
あ
る
。
ほ
か
に
栃
木
、
群
馬
、
長
野
、
岐
阜
な

ど
。
自
治
体
や
地
域
と
の
連
携
、
情
報
交
換
は
、
私
た
ち
5
団
体
協

議
会
に
欠
か
せ
な
い
活
動
だ
っ
た
。

関
東
知
事
会
が
祝
日
制
定
要
望
を
決
議

そ
う
し
た
な
か
、
関
東
知
事
会
（
東
京
、
茨
城
、
栃
木
、
群
馬
、

埼
玉
、
千
葉
、
神
奈
川
、
山
梨
、
静
岡
、
長
野
の
1
都
9
県
で
構
成
）

が
2
0
1
1
年

月
の
定
例
会
議
の
な
か
で
、
祝
日
と
し
て
の
「
山

10

の
日
」
の
制
定
を
国
に
要
望
す
る
、
と
決
め
た
。
提
案
し
た
の
は
日

光
、
那
須
を
抱
え
る
栃
木
県
の
福
田
富
一
知
事
で
、
南
北
に
日
本
ア

ル
プ
ス
が
連
な
る
長
野
県
は
、
阿
部
守
一
知
事
が
率
先
し
て
支
持
の

意
見
を
述
べ
た
と
い
う
。
東
京
都
の
石
原
慎
太
郎
知
事
も
賛
成
し

た
。
自
治
体
の
ト
ッ
プ
が
ま
と
ま
っ
て
国
に
祝
日
化
の
要
望
を
出
し

た
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
、
い
く
つ
か
の
新
聞
が
か
な
り
大
き
く
取

り
上
げ
た
。

東
日
本
大
震
災
と
「
山
の
日
」

運
動
が
軌
道
に
乗
り
始
め
、
国
会
議
員
へ
の
働
き
か
け
を
本
格
化

さ
せ
よ
う
と
し
た
矢
先
の
2
0
1
1
年
3
月

日
、
東
日
本
大
震
災

11

が
起
き
た
。
福
島
の
原
発
が
爆
発
し
た
。
地
震
・
津
波
被
害
か
ら
の

復
旧
と
放
射
能
汚
染
対
策
が
す
べ
て
に
優
先
す
る
日
々
が
続
い
た
。

山
の
仲
間
の
多
く
が
被
災
地
へ
、
福
島
へ
と
出
か
け
た
。「
山
の
日
」

づ
く
り
へ
の
関
心
は
一
時
的
に
だ
が
遠
の
い
た
。

し
か
し
、
自
然
の
脅
威
は
海
と
同
じ
よ
う
に
山
に
も
あ
る
。
放
置

さ
れ
た
ま
ま
の
山
や
森
は
荒
廃
し
、災
害
を
も
た
ら
す
。
自
然
保
護
、

災
害
防
止
な
ど
の
観
点
か
ら
も
っ
と
多
く
の
人
が
山
と
向
き
合
う

「
山
の
日
」
制
定
に
、
深
い
関
心
と
理
解
を
持
つ
必
要
が
あ
る
と
考
え

た
。
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日
本
山
岳
会
は
厳
し
い
山
の
自
然
と
向
き
合
い
、
サ
バ
イ
バ
ル
技

術
を
身
に
着
け
て
き
た
登
山
愛
好
者
の
集
団
で
は
な
い
か
。
命
の
大

切
さ
を
人
一
倍
知
っ
て
い
る
人
た
ち
の
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。
海
か
ら
の

大
災
害
を
受
け
止
め
て
心
を
寄
せ
る
一
方
、
だ
か
ら
こ
そ
「
山
の
日
」

を
つ
く
ろ
う
と
い
う
運
動
に
は
、
ま
す
ま
す
意
義
が
あ
る
と
い
う
思

い
が
強
ま
っ
た
。

Ⅳ

｢山
の
日
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
会
議
の
開
催

3
・

で
運
動
は
一
時
停
滞
し
た
が
、
や
が
て
本
来
の
軌
道
に
戻

11

る
。
2
0
1
2
年

月
に
は
代
々
木
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年

10

セ
ン
タ
ー
で
《
〜
み
ん
な
で
山
を
考
え
よ
う
〜
「
山
の
日
」
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
東
京
会
議
》
を
開
い
た
。
会
議
の
タ
イ
ト
ル
に
注
目
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
国
民
の
祝
日
は
国
会
が
決
め
る
事

案
で
、
祝
日
法
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
。
私
た
ち
の
よ
う
な
民
間
の

任
意
団
体
が
制
定
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
り
、
地
方
自
治
体
が
要
望
書
、

意
見
書
を
出
し
た
り
す
る
の
は
自
由
だ
が
、
省
庁
な
ど
中
央
の
行
政

機
関
が
表
立
っ
て
政
治
色
を
帯
び
た
テ
ー
マ
に
踏
み
込
む
わ
け
に
い

か
な
い
。
そ
こ
で
開
催
に
当
た
っ
て
は
《
国
民
祝
日
「
山
の
日
」
制

定
》
と
い
う
言
葉
を
避
け
、
開
催
す
る
会
議
の
名
称
も
、
省
庁
を
含

む
関
係
者
が
参
加
し
や
す
い
よ
う
情
報
交
換
の
意
味
合
い
を
強
め
て

標
記
の
「
山
の
日
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
会
議
と
し
た
。

会
議
に
は
「
山
の
日
」
に
関
わ
る
環
境
、
文
部
科
学
、
林
野
、
国

土
交
通
、
観
光
と
い
っ
た
省
庁
、
地
方
自
治
体
、
環
境
保
護
団
体
、

野
外
活
動
グ
ル
ー
プ
、
研
究
者
、
観
光
業
、
山
小
屋
代
表
、
そ
れ
に

山
岳
5
団
体
な
ど
合
わ
せ
て
1
0
0
人
余
が
参
加
し
た
。
国
会
議
員

で
は
谷
垣
禎
一
さ
ん
(衆
議
院
、
当
会
会
員
、
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会

会
長
）
と
丸
川
珠
代
さ
ん
（
参
議
院
）
が
出
席
し
た
。

東
京
会
議
の
第
1
部
は
「
各
地
か
ら
の
取
り
組
み
報
告
」（
司
会
・

萩
原
浩
司
）、第
2
部
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
山
の
自
然
環
境
保
全
」（
司

会
・
岡
島
成
行
）、
第
3
部
（
司
会
・
大
蔵
喜
福
）
は
「
次
世
代
に
つ

な
ぐ
山
」
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
実
務
者
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト

が
報
告
者
、
パ
ネ
ラ
ー
を
務
め
た
。
第
1
部
で
は
、
広
島
支
部
の
前

垣
壽
男
さ
ん
、
山
梨
支
部
の
古
谷
寿
隆
さ
ん
が
現
況
と
展
望
を
話
し

た
。特

別
講
演
は
作
曲
家
で
文
化
功
労
者
の
船
村
徹
さ
ん
。「
山
は
心

の
ふ
る
さ
と
」
と
題
し
て
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
親
し
ん
だ
山
へ
の

思
い
を
語
り
、「
山
の
日
」
制
定
へ
の
協
力
を
呼
び
か
け
た
。
高
原
山

の
麓
で
生
ま
れ
た
船
村
さ
ん
は「
山
と
川
と
海
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。

山
と
海
は
親
友
で
あ
り
一
体
だ
」
と
書
き
、「
海
の
日
」
が
あ
る
の
に

「
山
の
日
」が
な
い
の
は
お
か
し
い
、と
国
民
の
祝
日
制
定
を
訴
え
た
。

こ
の
極
め
て
単
純
明
快
な
ア
ピ
ー
ル
は
、
先
に
書
い
た
と
お
り
日
本

山
岳
会
が
2
0
0
9
年
に
運
動
を
始
め
た
き
っ
か
け
で
も
あ
っ
た
。
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強
く
記
憶
に
残
っ
た
の
は
第
3
部
「
次
世
代
に
つ
な
ぐ
山
」
で
の

パ
ネ
ラ
ー
の
発
言
で
あ
る
。
北
ア
ル
プ
ス
に
あ
る
山
小
屋
の
オ
ー

ナ
ー
、
中
学
生
の
夏
山
登
山
を
授
業
の
一
環
と
し
て
長
年
続
け
て
い

る
都
内
の
学
校
教
諭
、
そ
れ
に
文
部
科
学
省
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
局

の
教
育
官
ら
の
、
い
わ
ば
現
場
か
ら
の
報
告
だ
っ
た
。

詳
し
く
は
東
京
会
議
の
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中

に
自
然
体
験
の
大
切
さ
を
取
り
上
げ
、
都
会
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て

登
山
の
教
育
的
効
果
と
は
何
か
を
語
り
合
っ
た
部
分
が
あ
る
。
文
科

省
の
藤
原
一
成
教
育
官
が
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。「
ひ
と
つ

に
は
自
然
と
の
触
れ
合
い
を
通
し
て
、
そ
の
雄
大
さ
、
厳
し
さ
や
、

地
域
の
素
晴
ら
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
環
境
教
育
に
つ
な

が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
2
番
目
が
、
挑
戦
す
る
心
、
粘
り
強
く
取

り
組
む
心
、
達
成
感
の
会
得
。
つ
ま
り
心
の
成
長
、
精
神
的
な
自
己

成
長
で
す
。
そ
し
て
3
つ
目
が
人
間
関
係
で
す
。
お
互
い
に
助
け
合

い
、
協
調
性
を
養
い
、
規
律
正
し
く
行
動
す
る
。
ひ
と
言
で
い
う
と

社
会
性
と
い
う
こ
と
で
す
」。

藤
原
さ
ん
は
続
け
て
、
楽
し
み
な
が
ら
体
を
動
か
し
て
体
力
を
養

う
大
切
さ
を
説
き
、「
よ
き
指
導
者
の
育
成
も
大
切
だ
。
い
っ
し
ょ

に
山
を
登
り
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
、
山
の
良
さ
を

伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
」
と
語
っ
た
。

こ
の
会
議
で
私
た
ち
は
、
夏
山
シ
ー
ズ
ン
前
の
6
月
第
1
日
曜
日
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を
《
全
国
い
っ
せ
い
の
「
山
の
日
」》
に
し
よ
う
と
提
案
し
た
。
山
々

が
緑
に
輝
く
日
で
あ
り
、
心
が
山
に
向
か
う
季
節
、
さ
ら
に
6
月
に

は
祝
日
が
な
い
、
な
ど
の
理
由
だ
。
採
決
を
と
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
提
案
は
拍
手
と
と
も
に
参
加
者
の
賛
同
を
得
た
。

｢山
の
日
」
制
定
の
地
域
活
動

2
0
1
2
年

月
の
「
山
の
日
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
会
議
以
降
、

10

各
地
で
山
岳
団
体
に
よ
る
「
山
の
日
」
運
動
へ
の
取
り
組
み
が
盛
ん

に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
翌
2
0
1
3
年
は
、
東
京
会
議
で
6
月
の
第

1
日
曜
日
を
「
山
の
日
」
に
し
よ
う
と
提
案
し
て
迎
え
た
最
初
の
6

月
で
は
あ
っ
た
。

そ
の
第
1
日
曜
日
（
6
月
2
日
）、
上
高
地
で
は
日
本
山
岳
会
が
主

催
す
る
第

回
の
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
が
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
は
、

67

い
わ
ば
上
高
地
の
「
山
の
日
」
で
あ
る
。
2
5
0
人
が
集
ま
っ
た
会

場
で
《「
山
の
日
」
を
つ
く
ろ
う
》
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
。

東
京
で
は
高
尾
山
の
山
麓
で
、
山
岳
5
団
体
が
主
催
す
る
ア
ピ
ー

ル
集
会
が
行
な
わ
れ
、
2
0
0
0
人
余
の
登
山
者
に
祝
日
制
定
を
呼

び
掛
け
る
チ
ラ
シ
が
手
渡
さ
れ
た
。
東
京
の
山
で
の
ア
ピ
ー
ル
活
動

は
初
め
て
で
あ
る
。
ま
た
、
栃
木
県
の
宇
都
宮
市
で
も
「
山
の
日
」

集
会
が
栃
木
県
山
岳
連
盟
と
日
本
山
岳
会
栃
木
支
部
が
主
導
す
る
実

行
委
員
会
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
福
田
知
事
も
出
席
し
て
挨
拶
し
た
。

富
山
市
で
は
県
民
会
館
で
第
1
回
「
山
の
日
」
講
演
会
が
開
か
れ
、

槍
ヶ
岳
を
開
山
し
た
播
隆
上
人
の
人
と
生
涯
が
語
ら
れ
た
。
広
島
で

は

回
目
を
迎
え
た
「
ひ
ろ
し
ま
『
山
の
日
』
県
民
の
集
い
」。
広
島

12
で
の
そ
れ
は
6
月
第
1
日
曜
日
の
行
事
と
し
て
す
っ
か
り
定
着
し
、

雨
の
中
、

の
会
場
に
合
わ
せ
て
3
1
0
0
人
が
集
ま
っ
た
。
さ
ら

12

に
、
山
梨
で
は
恒
例
の
「
山
の
博
覧
会
」（

日
）、
名
古
屋
で
は
初

29

め
て
の
｢夏
山
フ
ェ
ス
タ
｣（

、
日
）。
い
ず
れ
も
6
月
の
イ
ベ
ン

29
30

ト
で
「
山
の
日
」
絡
み
で
あ
る
。
一
連
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、
当

会
の
会
員
で
は
な
い
が
広
島
の
畝
崎
辰
登
さ
ん
、
栃
木
の
市
川
貴
大

さ
ん
が
、
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
企
画
面
や
資
料
提
供
で
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
。

富
士
山
が
世
界
文
化
遺
産
に

6
月

日
、
富
士
山
の
世
界
文
化
遺
産
決
定
の
ニ
ュ
ー
ス
が
入
っ

22

て
き
た
。
三
保
の
松
原
を
含
む
世
界
遺
産
登
録
で
、
申
請
当
初
の

《
山
》そ
の
も
の
を
対
象
と
し
た
自
然
遺
産
で
は
な
く
、信
仰
の
対
象
、

芸
術
の
源
と
し
て
の
《
文
化
遺
産
・
富
士
山
》
が
全
員
一
致
で
支
持

さ
れ
た
と
い
う
。
テ
レ
ビ
は
ど
こ
も
地
元
・
静
岡
や
山
梨
の
歓
迎
ぶ

り
と
喜
び
を
伝
え
、
安
倍
首
相
は
「
富
士
山
は
日
本
人
の
心
の
よ
り

ど
こ
ろ
。
世
界
中
の
人
に
見
に
来
て
も
ら
い
た
い
」と
話
し
て
い
た
。

自
然
遺
産
（
富
士
山
と
い
う
姿
美
し
い
日
本
の
最
高
峰
）
で
な
く
、

文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
に
「
山
の
日
」
運
動
と
つ
な
が
る
プ

ラ
ス
の
意
味
、
追
い
風
を
感
じ
た
人
も
い
た
と
思
う
。
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富
士
山
の
世
界
文
化
遺
産
指
定
を
含
め
、「
山
の
日
」
制
定
運
動
の

第
一
段
階
で
あ
る
基
礎
固
め
は
か
な
り
の
程
度
進
ん
だ
。

し
か
し
、
も
と
も
と
登
山
愛
好
者
の
集
ま
り
で
あ
る
5
団
体
の
運

動
に
は
限
界
が
見
え
て
い
た
。
山
岳
団
体
の
枠
を
超
え
て
底
辺
を
広

げ
る
の
が
第
二
段
階
で
あ
る
。
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ
し
て
新
し
い
組
織

を
つ
く
り
、国
民
運
動
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

第
二
段
階
の
組
織
づ
く
り
は
2
0
1
3
年
の
秋
に
実
現
す
る
が
、

タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
は
そ
れ
よ
り
先
に
国
会
で
、
か
ね
て
か
ら
山
岳

5
団
体
の
要
請
を
受
け
て
い
た
超
党
派
の
議
員
諸
氏
の
動
き
が
始

ま
っ
て
い
た
。

Ⅴ

超
党
派
議
員
連
盟
の
発
足
と
課
題
・
論
点
の
検
討

「
山
の
日
」
を
祝
日
に
す
る
に
は
、
国
会
に
よ
る
国
民
祝
日
法
の
改

正
が
必
要
な
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
全
国
レ
ベ
ル
で
「
山
の
日
」

づ
く
り
の
機
運
を
盛
り
上
げ
る
一
方
、
運
動
の
ス
タ
ー
ト
当
初
か
ら

国
会
議
員
（
と
り
わ
け
政
権
与
党
の
民
主
党
）
へ
の
働
き
か
け
が
肝

要
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
野
党
の
自
民
党
総
裁
だ
っ
た
谷
垣
さ
ん
の
紹

介
で
民
主
党
議
員
と
の
接
触
を
始
め
て
い
た
。
し
か
し
、
2
0
1
1

年
3
月
の
東
日
本
大
震
災
･津
波
に
よ
り
、
行
政
も
国
会
も
、
復
旧
復

興
、
原
発
事
故
処
理
と
放
射
能
汚
染
対
策
に
追
わ
れ
、「
山
の
日
」
ど

こ
ろ
で
な
く
な
っ
た
。

「山の日」祝日運動を推進した日本山岳会の記録
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｢山の日」制定議員連盟の総会で、谷垣さんが最高顧問、衛藤さんが会長に



2
0
1
2
年

月
、
衆
議
院
解
散
、
総
選
挙
の
結
果
、
政
権
が
民

12

主
党
か
ら
自
民
党
に
交
代
し
た
。
政
治
情
勢
は
安
定
へ
と
推
移
し
、

社
会
不
安
も
混
迷
か
ら
脱
出
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
。

2
0
1
3
年
4
月

日
、
超
党
派
の
国
会
議
員
に
よ
る
「
山
の
日
」

10

制
定
議
員
連
盟
が
設
立
さ
れ
た
。
最
高
顧
問
は
谷
垣
さ
ん
(第
1
次

安
倍
内
閣
で
当
時
は
法
務
大
臣
）、
会
長
に
谷
垣
さ
ん
の
推
挙
で
衛

藤
征
士
郎
さ
ん
(自
民
、
日
本
山
岳
協
会
最
高
顧
問
)が
な
り
、
丸
川

さ
ん
(自
民
)が
幹
事
長
、
長
野
県
選
出
の
衆
議
院
議
員
・
務
台
俊
介

さ
ん
(自
民
)が
事
務
局
長
で
あ
る
。
自
民
、
民
主
、
維
新
、
公
明
、

み
ん
な
、
共
産
、
生
活
の
7
党
派
か
ら
副
会
長
が
出
て
、
同
年
末
の

加
盟
議
員
数
は
衆
参
合
わ
せ
て
1
1
0
人
を
超
え
た
。

議
員
連
盟
は
5
月
か
ら
活
動
を
本
格
化
さ
せ
、
毎
週
1
回
、
国
会

審
議
が
始
ま
る
午
前
8
時
か
ら
総
会
・
勉
強
会
を
開
い
て
ヒ
ア
リ
ン

グ
と
質
疑
応
答
を
重
ね
て
い
る
。
省
庁
の
担
当
者
が
呼
ば
れ
て
約
1

時
間
。
祝
日
制
定
に
必
要
な
諸
課
題
（
林
野
、
環
境
･自
然
保
護
、
観

光
、
入
山
税
、
遭
難
対
策
、
祝
休
日
と
労
働
時
間
な
ど
の
論
点
）
を

テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
た
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
一
例
を
挙
げ
れ
ば
6
月

日
は
、
当
会
会
員
で

21

日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
副
会
長
の
今
井
通
子
さ
ん
が
医
師
･登
山
家

の
肩
書
で
｢生
涯
の
楽
し
み
と
し
て
の
登
山
｣を
語
り
、日
本
人
と
山
、

山
歩
き
と
健
康
、
森
林
浴
の
効
用
、
さ
ら
に
は
登
山
経
験
と
個
々
の

能
力
開
発
と
の
関
係
に
ま
で
話
を
広
げ
た
。
山
岳
5
団
体
の
協
議
会

か
ら
は
毎
回
、
代
表
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
し
、
求
め
に
応

じ
て
参
考
意
見
を
述
べ
た
。

Ⅵ

｢山
の
日
」
は
8
月

日
、
祝
日
法
案
可
決
成
立

11

超
党
派
「
山
の
日
」
制
定
議
員
連
盟
は

月

日
の
総
会
で
、
お

11

22

盆
休
み
に
つ
な
が
る
8
月

日
を
「
山
の
日
」
と
決
め
た
。
日
付
の

11

特
定
に
つ
い
て
は
、
最
初
8
月

日
か
ら
の
お
盆
休
み
に
つ
な
げ
る

13

た
め
8
月

日
案
が
出
た
。
し
か
し
、
そ
の
日
は
5
2
0
人
の
犠
牲

12

者
が
出
た
御
巣
鷹
山
航
空
機
事
故
の
日
だ
っ
た
。
慰
霊
の
日
と
重
な

る
こ
と
に
群
馬
県
選
出
の
議
員
か
ら
強
い
異
議
が
出
て
、

日
に

11

な
っ
た
。
6
月
を
提
案
し
て
い
た
全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
、
登
山

団
体
は
提
案
を
取
り
下
げ
た
。
企
業
や
学
校
関
係
者
の
一
部
か
ら
、

6
月
は
避
け
た
方
が
い
い
と
の
声
が
聞
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
8

月
の
お
盆
休
み
に
つ
な
げ
た
方
が
抵
抗
が
少
な
く
て
、
法
案
を
通
し

や
す
い
と
の
議
連
の
判
断
に
従
う
こ
と
に
し
た
。

年
が
明
け
た
2
0
1
4
年
1
月

日
、
超
党
派
議
員
連
盟
は
第

24

14

回
総
会
で
、
国
会
に
提
出
す
る
祝
日
法
改
正
案
を
決
め
た
。「
山
の

日
」
の
趣
旨
は
《
山
に
親
し
む
機
会
を
得
て
、
山
の
恩
恵
に
感
謝
す

る
》
で
あ
る
。
法
案
は
そ
れ
ぞ
れ
の
党
派
の
了
承
、
協
議
の
手
続
き

を
経
て
、
3
月

日
、
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
。
前
述
の
7
党
派
プ

28

56



ラ
ス
結
い
の
党
、
社
民
党
の

議
員
に
よ
る
共
同
提
案
で
あ
り
、
法

10

案
提
出
の
賛
成
者
名
簿
に

議
員
が
名
を
連
ね
た
。

92

年
明
け
か
ら
始
ま
っ
た
第
1
8
6
回
通
常
国
会
。「
国
民
の
祝
日

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」（「
山
の
日
」
祝
日
法

案
）
は
4
月

日
、
内
閣
委
員
会
で
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
、

日

23

25

の
本
会
議
で
賛
成
多
数
（
起
立
に
よ
る
）
で
可
決
さ
れ
た
。

ま
た
、
参
議
院
で
は

月

日
に
内
閣
委
、
同

日
に
は
本
会
議

5

21

23

で
、
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。
参
議
院
の
場
合
、
本
会

議
で
の
採
決
結
果
は
、
出
席
し
た
2
2
8
人
中
賛
成
2
1
3
、
反
対

と
議
場
内
に
表
示
さ
れ
た
(写
真
)。
両
院
と
も
、
党
議
拘
束
を
掛

15け
な
か
っ
た
2
つ
の
党
派
か
ら
、
少
数
だ
が
反
対
議
員
が
出
た
。

政
治
の
風
向
き
が
「
山
の
日
」
制
定
を
後
押
し
し
、
私
た
ち
の
念

願
を
叶
え
て
く
れ
た
。
施
行
は
2
0
1
6
年
1
月
1
日
で
あ
る
。

Ⅶ

組
織
拡
大
し
、
全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
に

超
党
派
「
山
の
日
」
制
定
議
員
連
盟
の
動
き
と
、
国
民
運
動
と
し

て
の
団
体
の
活
動
は
、
い
わ
ば
車
の
両
輪
で
あ
る
。
両
者
が
連
携
し

な
が
ら
運
動
を
前
進
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
連
の
超
党
派
議

員
連
盟
の
動
き
と
並
行
し
て
、
山
岳
5
団
体
の
「
山
の
日
」
制
定
協

議
会
に
代
わ
る
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ
し
た
組
織
が
必
要
で
あ
る
。

2
0
1
3
年
の
3
月
以
降
、
国
民
運
動
展
開
の
母
体
と
な
る
新
し

「山の日」祝日運動を推進した日本山岳会の記録
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2014 年 5 月 23 日、参議院本会議で「山の日」法案が可決、成立した



い
組
織
の
構
築
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
全
国
「
山
の
日
」
制
定
協
議

会
の
設
立
で
あ
る
。
超
党
派
議
員
連
盟
の
代
表
、
地
方
自
治
体
の
首

長
有
志
、
経
済
界
の
賛
同
者
、
学
者
・
有
識
者
、
そ
れ
に
山
岳
5
団

体
の
代
表
が
呼
び
掛
け
人
に
な
っ
て
、
2
0
1
3
年

月

日
、
東

11

11

京
･麹
町
の
弘
済
会
館
で
設
立
総
会
が
行
な
わ
れ
た
。
会
長
に
谷
垣

禎
一
さ
ん
が
選
ば
れ
た
。
衛
藤
征
士
郎
さ
ん
は
会
長
代
行
。
副
会
長

に
日
本
山
岳
会
前
会
長
の
尾
上
昇
さ
ん
ら
6
人
が
就
任
し
た
。

全
国
「
山
の
日
」
制
定
協
議
会
は
当
面
1
5
0
の
法
人
・
団
体
、

2
0
0
人
以
上
の
個
人
会
員
獲
得
を
目
指
し
た
。
会
員
の
年
会
費
で

運
営
す
る
任
意
団
体
で
、
広
く
国
民
の
理
解
を
得
る
た
め
の
各
種
事

業
、
特
に
周
知
の
た
め
の
集
会
や
、
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
に
力
を
注
ぐ

と
し
た
。「
山
の
日
」
制
定
協
議
会
を
つ
く
り
、
3
年
半
に
わ
た
っ
て

活
動
を
続
け
て
き
た
山
岳
5
団
体
の
協
議
会
は
、
全
国
協
議
会
の
設

立
と
同
時
に
発
展
的
に
解
消
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
全
国
協
議
会
の
法

人
・
団
体
会
員
の
一
員
と
し
て
、
し
か
る
べ
き
役
割
を
担
う
こ
と
に

な
っ
た
。
事
務
局
長
は
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
の
磯
野
剛
太
理
事
長

で
、
事
務
局
を
新
宿
区
の
同
協
会
内
に
置
き
、
会
議
な
ど
に
随
時
、

部
屋
を
提
供
し
て
く
れ
た
。

そ
の
後
制
定
協
議
会
は
、
祝
日
「
山
の
日
」
法
案
が
確
実
に
成
立

す
る
と
の
見
通
し
に
立
っ
て
、
2
0
1
4
年
3
月
の
臨
時
総
会
で
、

そ
れ
ま
で
《「
山
の
日
」
を
制
定
し
祝
日
と
す
る
》
と
だ
け
規
定
し
て

い
た
会
の
目
的
条
項
に
《「
山
の
日
」
を
制
定
し
、
そ
の
意
義
を
広
く

国
民
に
伝
え
、「
山
の
日
」
に
か
か
る
広
範
な
分
野
の
発
展
に
寄
与
す

る
こ
と
》
と
、
制
定
以
後
の
運
動
展
開
を
付
け
加
え
た
。
素
早
い
国

会
で
の
動
き
に
合
わ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
法
案
成
立
を
受
け
た
同
年

5
月

日
の
総
会
で
は
、
会
の
名
前
か
ら
〝
制
定
〞
を
外
し
て
全
国

26

「
山
の
日
」
協
議
会
と
改
め
た
。

Ⅷ

全
国
「
山
の
日
」
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催

国
会
で
8
月

日
が
「
山
の
日
」
と
決
ま
っ
た
も
の
の
、
祝
日
「
山

11

の
日
」
を
知
る
人
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
。
祝
日
制
定
に
つ
い

て
の
論
議
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
見
が
聞
か
れ
た
。
超
党

派
の
合
意
に
基
づ
く
国
会
議
員
連
盟
に
よ
る
法
案
提
出
で
、
衆
参
両

院
と
も
内
閣
委
員
会
で
の
論
議
が
省
か
れ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

国
会
審
議
だ
け
で
な
く
制
定
運
動
の
全
体
を
通
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
で

の
露
出
が
少
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
結
果
、
そ
の
意
義
に
つ

い
て
国
民
的
な
認
識
と
理
解
は
不
足
し
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
法

案
成
立
か
ら
施
行
ま
で
の
2
年
、
全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
が
や
る

べ
き
こ
と
は
多
か
っ
た
。
山
に
親
し
み
、
そ
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
と

い
う
祝
日
制
定
の
趣
旨
の
、
全
国
的
な
周
知
活
動
で
あ
る
。

大
切
な
の
は
制
定
以
後
の
運
動
展
開
だ
、
と
い
う
認
識
が
共
有
さ

れ
た
。
そ
の
認
識
に
沿
っ
た
企
画
の
第
一
弾
が
「
全
国
『
山
の
日
』

58



フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
開
催
で
あ
る
。《
み
ん
な
で
山
を
考
え
よ
う
》
と
呼

び
か
け
た
こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
、
全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
は
祝
日
「
山

の
日
」
の
施
行
に
向
け
て
、
周
知
活
動
の
大
き
な
第
一
歩
を
踏
み
出

し
た
。

｢〜
み
ん
な
で
山
を
考
え
よ
う
〜
全
国
『
山
の
日
』
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

は
2
0
1
5
年
3
月

、

日
の
両
日
、
都
心
の
東
京
国
際
フ
ォ
ー

28

29

ラ
ム
で
開
催
さ
れ
た
。
イ
ベ
ン
ト
の
実
行
委
員
会
は
、
全
国
「
山
の

日
」
協
議
会
に
加
え
て
警
察
庁
、
消
防
庁
、
文
部
科
学
省
、
林
野
庁
、

国
土
交
通
省
観
光
庁
、
環
境
省
、
東
京
都
で
構
成
さ
れ
た
。
会
長
は

全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
の
会
長
と
い
う
立
場
で
谷
垣
さ
ん
が
務
め

た
。シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
屋
外
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
の
ほ
か
、
展
示
ス
ペ
ー
ス

が
広
い
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
ガ
ラ
ス
棟
に
は
自
治
体
や
団
体
、

企
業
の
ア
ピ
ー
ル
･ブ
ー
ス
が

並
び
、
お
よ
そ
1
万
8
0
0
0
人

55

が
会
場
を
訪
れ
た
。
若
者
や
家
族
連
れ
も
多
か
っ
た
。

山
岳
5
団
体
の
ブ
ー
ス
（
2
コ
マ
＝
間
口
4
ｍ
×
奥
行
2
ｍ
）
で

は
、
そ
の
半
分
を
日
本
山
岳
会
が
使
い
、「
高
尾
の
森
づ
く
り
の
会
」

の
協
力
を
得
て
日
本
山
岳
会
の
取
り
組
み
を
パ
ネ
ル
展
示
し
、
関
連

チ
ラ
シ
を
配
布
し
た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
柱
に
な
っ
た
の
は
、
山
岳
界
の
著
名
人
や
山
・
森

林
、
自
然
災
害
･山
岳
遭
難
防
止
な
ど
に
関
わ
る
有
識
者
に
よ
る
シ

「山の日」祝日運動を推進した日本山岳会の記録
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2015 年 3 月 28～29 日、東京国際フォーラムで開催された全国「山の日」フォーラム



ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
講
演
と
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）
だ
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
1
日
目
の
メ
ー
ン
テ
ー
マ
は
《「
山
の
日
」
と
「
地

方
創
生
」》。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ａ
で
は
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
ロ
ン
グ
ト

レ
イ
ル
、
観
光
を
地
域
の
活
力
に
つ
な
げ
る
観
点
か
ら
採
り
上
げ
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ｂ
で
は
「
新
し
い
森
林
の
創
生
」
を
テ
ー
マ
に
、
岡

山
、
岩
手
か
ら
の
報
告
、
専
門
家
に
よ
る
森
林
セ
ラ
ピ
ー
の
勧
め
な

ど
が
語
ら
れ
た
。

2
日
目
の
テ
ー
マ
は
《
山
と
自
然
の
安
全
》。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ｃ

で
は
遭
難
救
助
の
現
場
か
ら
の
報
告
と
登
山
届
の
現
状
と
問
題
点

が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ｄ
で
は
安
全
の
た
め
の
知
識
と
方
法
が
、
子
ど

も
た
ち
の
自
然
活
動
、
登
山
者
に
必
要
な
体
力
、
山
の
危
険
な
ど
の

視
点
か
ら
採
り
上
げ
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
今
後
の
「
山
の
日
」
運
動

で
欠
か
せ
な
い
テ
ー
マ
が
選
ば
れ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
一
部
始
終
、
報
告
・
発
言
内
容
を
収
め
た
実
施

報
告
書
が
、
2
0
1
5
年

月

日
付
け
で
発
行
さ
れ
て
い
る
。
報

11

20

告
書
は
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
、
｢山
｣を
考
え
模
索
す
る
第
一
歩
と
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
位
置
づ
け
、《「
祝
日
「
山
の
日
」
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

か
を
さ
ら
に
考
え
、
諸
官
公
庁
、
地
方
自
治
体
、
関
係
団
体
、
民
間

企
業
、
そ
し
て
参
加
者
で
あ
る
国
民
が
共
に
考
え
、
2
0
1
6
年
8

月

日
の
施
行
へ
「
山
の
日
」
周
知
の
よ
り
良
い
方
向
性
を
、
こ
れ

11

か
ら
も
生
み
出
し
続
け
ま
す
。
安
全
へ
の
対
策
、地
域
活
性
化
、マ
ー

ケ
ッ
ト
の
拡
大
等
、
異
な
る
分
野
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
で
各
種
の

波
及
効
果
を
期
待
し
、
全
国
各
地
で
の
「
山
の
日
」
に
関
わ
る
各
種

イ
ベ
ン
ト
等
と
の
連
携
を
よ
り
一
層
深
め
な
が
ら
、
次
の
ス
テ
ッ
プ

へ
と
踏
み
出
し
て
ま
い
り
ま
す
》
と
結
ん
で
い
る
。

＊

以
上
、
運
動
の
始
ま
り
か
ら
全
国
「
山
の
日
」
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開

催
ま
で
が
、
こ
の
報
告
で
ま
と
め
て
お
き
た
か
っ
た
「
山
の
日
」
運

動
の
流
れ
で
あ
る
。

国
民
の
祝
日
｢山
の
日
」
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
施
行
ま
で
の
2
年
、

当
会
が
取
り
組
ん
だ
活
動
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
会
報
「
山
」
の
記

事
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
末
尾
の
【
資
料
】
に
項
目
が
掲
載
し
て

あ
る
が
、
こ
の
2
年
間
は
全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
の
一
員
と
し
て
、

全
国
の
各
支
部
を
通
じ
て
よ
り
多
く
の
人
た
ち
へ
の
周
知
活
動
を
展

開
す
る
期
間
と
捉
え
た
。「
会
員
一
人
ひ
と
り
が
、
支
部
や
地
域
で

運
動
に
参
加
し
て
ほ
し
い
」
と
訴
え
た
の
は
、
2
0
1
4
年
の
6
月

号
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
森
武
昭
会
長
の
下
、一
部
組
織
が
見
直
さ
れ
、

「
山
の
日
」制
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は「
山
の
日
」事
業
委
員
会
と
改
ま
っ

た
。
2
0
1
5
年
の
1
月
号
で
委
員
長
の
萩
原
は
《「
山
の
日
」
理
解

の
た
め
に
日
本
山
岳
会
は
何
を
な
す
べ
き
か
》
を
書
き
、「
一
般
の

人
々
に
と
っ
て
国
民
の
祝
日
『
山
の
日
』
は
、
あ
ま
り
に
も
突
然
に
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決
ま
っ
た
と
い
う
印
象
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
い
ま
重
要
な
こ
と
は

広
く
国
民
に
対
し
て
そ
の
意
義
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
も
ら
う
よ

う
努
め
る
こ
と
だ
。
一
般
登
山
者
に
向
け
た
参
加
型
の
活
動
を
本
部

の
企
画
だ
け
で
な
く
全
国
の
支
部
で
企
画
、
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
」
と
呼
び
か
け
た
。

支
部
事
業
委
員
会
と
の
連
携
が
強
化
さ
れ
、
い
ま
、
全
国
各
支
部

の
個
々
の
取
り
組
み
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
大
久
保
春
美

副
会
長
、
山
賀
純
一
担
当
理
事
と
も
ど
も
、
課
題
で
あ
る
地
域
単
位
、

ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
の
支
部
活
動
を
注
視
し
な
が
ら
、
日
本
山
岳
会
と

し
て
の
事
業
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
東
京
で
は
こ
の

7
月
、《「
マ
ナ
ス
ル
」
か
ら
「
山
の
日
」
ま
で

年
、
い
ま
未
来
に

60

伝
え
る
こ
と
》
を
テ
ー
マ
に
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
「
山

の
日
」
施
行
記
念
事
業
は
、
日
本
山
岳
会

年
の
変
化
を
見
つ
め
、

60

「
山
」
と
「
登
山
」
の
将
来
を
考
え
る
会
と
な
っ
た
。

当
面
の
課
題
は
、
祝
日
「
山
の
日
」
を
い
か
に
大
切
で
意
義
あ
る

祝
日
に
育
て
て
い
く
か
と
い
う
、
次
世
代
に
ま
た
が
る
行
動
へ
の
取

り
組
み
で
あ
る
。
行
動
計
画
の
設
定
だ
と
考
え
る
。「
山
の
日
」
を

推
進
し
て
き
た
経
緯
を
振
り
返
り
、
不
足
し
た
部
分
、
や
り
た
く
て

も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
洗
い
出
し
て
、
全
国
各
地
の
支
部
と
と
も

に
活
動
を
続
け
た
い
。
各
地
域
、
団
体
の
行
事
な
ど
す
べ
て
を
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
化
し
て
情
報
交
換
し
、
国
民
運
動
と
し
て
盛
り
上
げ
る
な

ど
、
課
題
は
多
い
。

も
っ
と
も
、団
体
で
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
イ
ベ
ン
ト
を
催
し
、

参
加
す
る
だ
け
が
「
山
の
日
」
運
動
で
は
な
か
ろ
う
。
一
人
ひ
と
り
、

会
員
の
あ
な
た
に
何
が
で
き
る
か
、
私
に
何
が
で
き
る
か
、
問
い
続

け
、
行
動
に
結
び
付
け
た
い
。

＊

2
0
1
4
年
暮
れ
の
晩
餐
会
で
、
成
川
は
森
会
長
か
ら
表
彰
を
受

け
た
。「
山
の
日
」
制
定
と
い
う
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
を
傾
け
た

チ
ー
ム
の
全
委
員
が
い
た
だ
い
た
会
長
表
彰
だ
っ
た
と
思
う
。

い
ま
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
統
括
し
た
藤
本
慶
光
さ
ん
を
思
い
出
し

て
い
る
。
国
会
で
祝
日
制
定
が
決
ま
っ
た
翌
月
、
骨
髄
急
性
白
血
病

で
亡
く
な
っ
た
。
政
治
家
で
当
会
会
員
の
谷
垣
禎
一
さ
ん
は
大
学
山

岳
部
の
後
輩
で
あ
り
、
お
ふ
た
り
の
強
い
つ
な
が
り
な
し
に
は
、
実

り
あ
る
「
山
の
日
」
運
動
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
う
。
心
配
り

優
し
く
み
ん
な
を
励
ま
し
て
く
れ
た
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
。

【
論
考
・
提
言
】

《「
山
の
日
」を
意
義
あ
る
祝
日
に
》と
い
う
趣
旨
で
書
か
れ
た
論
考
･

提
言
4
編
を
ご
参
考
ま
で
に
再
録
し
た
い
。

未
来
を
生
む
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
今
後
の
活
動

「
山
の
日
」
制
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

永
田
弘
太
郎

「山の日」祝日運動を推進した日本山岳会の記録
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｢山
の
日
」
制
定
協
議
会
で
作
っ
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
は
「
山
を
考
え
る
」
で
あ
る
。
山
に
つ
い
て
考
え
る
日
を

一
日
作
ろ
う
と
い
う
思
い
で
始
ま
っ
た
。

日
本
は
山
の
国
で
あ
る
。
国
土
の
お
よ
そ

％
が
1
0
0
ｍ
以
上

73

の
山
地
･丘
陵
地
に
あ
り
、

・

％
が
森
林
に
お
お
わ
れ
て
い
る
。

68

55

同
時
に
日
本
列
島
と
そ
の
山
は
、
世
界
的
に
見
て
き
わ
め
て
特
異
な

存
在
で
あ
る
。

ま
ず
第
1
に
「
地
形
」。
い
ま
の
日
本
列
島
は
、
4
つ
の
プ
レ
ー
ト

が
ぶ
つ
か
る
こ
と
で
、
大
陸
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
弧
状
に
曲
げ
ら
れ
、

複
雑
で
多
様
な
地
形
地
質
を
持
つ
列
島
お
よ
び
山
が
形
成
さ
れ
た
。

第
2
に
「
気
候
」。
春
夏
秋
冬
が
あ
る
温
帯
気
候
に
加
え
、
亜
寒
帯

と
亜
熱
帯
を
持
ち
、
夏
は
雨
が
多
く
冬
は
乾
燥
し
、
日
本
海
側
で
は

偏
西
風
の
影
響
で
世
界
で
も
希
有
な
豪
雪
と
な
る
。
こ
の
雪
と
複
雑

な
地
形
、
南
北
に
長
い
列
島
と
島
々
の
お
か
げ
で
、
氷
河
期
の
動
植

物
が
生
き
残
る
な
ど
、
生
物
多
様
性
を
実
現
し
て
き
た
。

第
3
は
「
ひ
と
」。
日
本
列
島
に
住
む
人
々
は
、
山
を
畏
れ
山
か
ら

恵
み
を
得
て
生
き
て
き
た
。
山
を
神
体
と
し
て
崇
め
、
信
仰
の
場
と

し
て
き
た
。
山
と
共
に
暮
ら
し
、
文
化
や
歴
史
を
培
っ
て
き
た
。
レ

ジ
ャ
ー
と
し
て
の
登
山
人
口
の
多
さ
は
世
界
で
も
群
を
抜
い
て
い

る
。
そ
れ
は
身
近
に
あ
る
日
本
の
山
の
素
晴
ら
し
さ
で
も
あ
る
。
季

節
の
花
々
や
紅
葉
、
渓
谷
、
滝
、
池
塘
、
雪
渓
。
溫
泉
も
あ
り
、
う

ま
い
水
で
作
ら
れ
た
料
理
も
あ
る
。

こ
れ
ま
で
日
本
人
が
山
と
う
ま
く
共
生
し
て
き
た
か
と
言
え
ば
、

そ
う
と
ば
か
り
も
言
え
な
い
。

飛
鳥
時
代
以
降
、
森
林
の
著
し
い
伐
採
が
行
わ
れ
は
じ
め
、
過
剰

利
用
と
資
源
回
復
が
繰
り
返
さ
れ
て
、
山
崩
れ
な
ど
に
よ
る
災
害
や

野
生
動
物
の
被
害
、
さ
ら
に
は
里
山
の
過
疎
化
な
ど
直
面
す
る
課
題

も
多
い
。

地
球
温
暖
化
抑
制
や
生
物
多
様
性
な
ど
地
球
環
境
保
全
の
役
割
が

重
視
さ
れ
る
一
方
で
、
近
年
国
産
木
材
の
需
要
も
高
ま
り
、
観
光
資

源
や
遺
伝
資
源
、
健
康
維
持
あ
る
い
は
地
域
再
生
の
場
と
し
て
も
、

問
題
は
多
々
あ
る
も
の
の
、
日
本
の
将
来
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
自
然
共
生
の
伝
統
的
な
知
恵
等
々
に
も

「
期
待
」
が
集
ま
る
。

日
本
は
少
子
高
齢
化
と
人
口
減
の
道
を
進
ん
で
い
る
（
山
岳
団
体

も
し
か
り
）。
加
え
て
経
済
成
長
が
行
き
詰
ま
り
、
急
速
な
情
報
化

や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
あ
る
い
は
都
市
化
に
よ
っ
て
、
生
活
基
盤
お
よ

び
精
神
基
盤
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
。

山
を
考
え
る
こ
と
が
、
日
本
の
未
来
を
見
い
だ
す
こ
と
に
つ
な
が

り
、
｢山
」
が
持
つ
様
々
な
資
源
や
「
山
」
と
係
わ
っ
て
き
た
価
値
観

あ
る
い
は
多
様
性
が
、
日
本
に
安
定
し
た
生
活
を
も
た
ら
す
可
能
性

を
秘
め
て
い
る
。
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｢山
の
日
」を《
山
を
考
え
る
日
》に
す
る
の
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

山
を
趣
味
と
し
て
、
研
究
の
対
象
と
し
て
、
仕
事
と
し
て
、
居
住
の

場
と
し
て
関
わ
る
、
多
彩
な
会
員
が
在
籍
す
る
当
会
が
、
そ
れ
を
率

先
し
て
や
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

｢山
の
日
」
は
祝
日
法
の
成
立
を
も
っ
て
始
ま
り
と
な
る
。

（
会
報
「
山
」
2
0
1
4
年
5
月
号
か
ら
抜
粋
）

｢山
の
日
」
施
行
に
思
う

山
梨
支
部

内
藤
順
造

南
ア
ル
プ
ス
を
擁
す
る
山
梨
県
は
貴
重
な
高
山
植
物
の
保
護
を
目

的
と
し
た
山
岳
レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
を
実
施
し
て
い
る
。
1
9
8
1

（
昭
和

）
年
か
ら
そ
の
業
務
が
山
梨
県
山
岳
連
盟
に
委
託
さ
れ
、
高

56

山
植
物
の
保
護
や
ゴ
ミ
の
持
ち
帰
り
な
ど
を
指
導
す
る
パ
ト
ロ
ー
ル

が
始
ま
っ
た
。
1
9
8
5
年

月
に
は
全
国
に
先
駆
け
て
、「
山
梨

10

県
高
山
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
」
が
制
定
さ
れ
、
岳
連
会
員
や

登
山
者
に
自
然
保
護
や
高
山
植
物
へ
の
関
心
が
深
ま
っ
て
い
っ
た

（
現
在
は
「
山
梨
県
稀
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
」）。

さ
ら
に
「
ふ
る
さ
と
の
山
や
森
林
を
見
つ
め
直
し
、
そ
の
恩
恵
に

感
謝
す
る
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
1
9
9
3
（
平
成
5
）
年
に
8
月
8

日
を
「
や
ま
な
し
山
の
日
」
と
定
め
た
。

長
い
間
、
県
と
山
岳
団
体
や
登
山
者
が
力
を
合
わ
せ
て
真
摯
に
取

り
組
み
、
高
山
植
物
保
護
と
「
山
の
日
」
の
先
催
県
と
し
て
多
く
の

成
果
を
挙
げ
て
き
た
。

2
0
0
2
（
平
成
2
）
年
7
月
6
日
、
7
日
に
は
、
国
際
山
岳
年

の
「
富
士
山
エ
コ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
富
士
宮
市
ほ
か
で
開
催
さ
れ

た
。
地
元
、
山
梨
の
仲
間
も
「
我
ら
皆
、
山
の
民
」
の
横
断
幕
を
掲

げ
て
、
富
士
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
で
の
閉
会
式
を
盛
り
上
げ
た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
地
元
の
小
中
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
、「
富
士
山

か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
。

「
日
本
は
『
山
の
国
』
で
す
。
私
た
ち
日
本
人
は
『
山
の
民
』
で
す
。

ゆ
っ
く
り
と
山
や
森
と
向
き
合
い
、
山
の
大
切
さ
を
思
い
起
こ
し
、

山
の
自
然
を
守
り
ま
す
。
毎
年
そ
う
い
う
思
い
を
新
た
に
す
る
た
め

に
、『
山
の
日
』
を
つ
く
る
こ
と
を
提
案
し
ま
す
」

そ
れ
ま
で
「
山
の
日
」
は
山
と
登
山
を
結
び
つ
け
た
発
想
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
富
士
山
か
ら
の
呼
び
か
け
は
、
純
粋
に
日
本
の
山
や
森

を
み
ん
な
で
考
え
る
こ
と
に
あ
り
、
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
。

今
年
か
ら
8
月

日
が
国
民
の
祝
日
「
山
の
日
」
に
決
ま
っ
た
。

11

改
め
て
、
富
士
山
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
思
い
起
こ
し
て
、
目
指
す

「
山
の
日
」
を
考
え
て
み
た
。

ま
ず
「
山
の
自
然
環
境
保
全
」
だ
。
山
に
は
登
山
者
だ
け
で
な
く
、

山
の
幸
を
求
め
る
人
や
景
観
を
楽
し
む
人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち

が
入
る
が
、
山
に
関
わ
る
人
た
ち
全
て
に
、
山
の
恵
み
に
感
謝
し
、
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山
の
自
然
を
大
切
に
す
る
思
想
や
行
動
を
期
待
し
た
い
。

次
に
「
次
世
代
に
つ
な
ぐ
山
」
だ
。
山
や
自
然
を
大
切
に
す
る
原

点
は
感
性
の
豊
か
さ
に
あ
る
。
幼
児
期
か
ら
自
然
に
触
れ
る
体
験

が
、
豊
か
な
感
受
性
を
植
え
付
け
、
そ
の
積
み
重
ね
で
感
性
が
培
わ

れ
る
と
い
う
。
子
供
た
ち
へ
の
教
育
と
実
践
を
通
じ
て
、
山
の
恵
み

を
引
き
継
ぐ
次
の
世
代
を
一
人
で
も
多
く
育
て
た
い
。

そ
し
て
「
安
全
な
登
山
」
を
挙
げ
た
い
。「
山
の
日
」
は
「
登
山
の

日
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
山
や
森
を
知
る
に
は
、
自
然
に
直
接
触

れ
る
こ
と
が
で
き
る
登
山
が
最
適
だ
。
標
高
3
0
0
メ
ー
ト
ル
の
里

山
で
も
い
い
、
山
に
親
し
む
機
会
を
求
め
る
多
く
の
人
が
登
山
を
体

験
す
る
こ
と
で
、
山
の
良
さ
が
実
感
で
き
る
。

制
定
を
契
機
に
山
に
入
る
人
が
増
え
る
と
思
う
。
楽
し
く
快
適
で

安
全
な
登
山
に
は
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
理
解
し
た
行
動
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
自
身
の
体
力
、
技
術
に
合
っ
た
山
の
選
定
が
大
切
だ
。
私

も
長
く
山
と
付
き
合
っ
た
経
験
を
生
か
し
て
、
登
山
教
室
や
基
礎
講

座
な
ど
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
き
た
い
。

（
2
0
1
6
年
3
月
発
行
、
山
梨
支
部
報
「
甲
斐
山
岳
」
8
号
よ
り

改
稿
）

｢山
の
日
」
は
新
し
い
思
想
で
あ
る

江
本
嘉
伸

｢山
の
日
」
と
は
何
か
。
私
た
ち
（
山
の
民
）
は
何
を
す
る
べ
き
な

の
か
。
そ
の
こ
と
こ
そ
が
い
ま
、
真
剣
に
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
各
県
に
は
独
自
の
「
山
の
日
」
が
存
在
し
て
い
る
が
今
回
は

初
め
て
「
国
民
の
祝
日
」
と
い
う
日
本
人
の
暮
ら
し
に
直
結
す
る
か

た
ち
で
登
場
し
た
。
こ
の
こ
と
を
理
解
し
、「
山
の
国
、
日
本
」
に
向

け
て
深
く
考
察
し
、
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

年
前
、「
国
際
山
岳
年
」
の
際
に
「
山
の
日
」
を
提
案
す
る
に
あ

12
た
っ
て
、
私
は
「
山
の
日
」
は
日
本
人
の
生
き
方
の
根
幹
に
か
か
わ

る
重
要
な
テ
ー
マ
と
と
ら
え
て
い
た
。
日
本
人
は
、
我
ら
皆
、「
山
の

民
」
で
は
な
い
か
。
山
や
森
に
育
ま
れ
、
水
の
流
れ
に
潤
い
を
も
ら

い
、
生
き
生
き
と
し
た
命
を
生
き
通
す
。
そ
う
い
う
日
本
の
未
来
の

た
め
に
「
山
の
日
」
は
切
に
必
要
な
思
想
と
考
え
た
。

｢い
の
ち
を
考
え
る
｣と
い
う
最
大
の
教
訓
を
自
然
災
害
、そ
し
て
、

山
と
い
う
存
在
は
与
え
て
く
れ
る
。
御
嶽
山
の
噴
火
で
あ
り
東
日
本

を
襲
っ
た

・

未
曽
有
の
大
災
害
で
あ
る
。
と
り
わ
け

・

が

3

11

3

11

私
た
ち
山
人
間
に
教
え
た
も
の
は
、「
山
の
日
」
の
思
想
と
関
わ
る
大

事
な
こ
と
だ
と
気
づ
い
た
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
「
い
の
ち
を
考
え

る
場
」だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

・

に
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る「
い

3
11

の
ち
の
現
場
」
が
あ
っ
た
。

一
瞬
つ
か
ん
だ
木
の
枝
一
本
で
生
還
で
き
た
人
。
流
れ
て
き
た
屋

根
か
ら
屋
根
に
飛
び
移
り
、
あ
る
い
は
漁
船
か
ら
海
に
飛
び
込
み
返

64



し
波
に
乗
っ
て
岸
辺
に
た
ど
り
着
い
た
人
。

と
り
わ
け
、
校
庭
に
長
く
待
機
さ
せ
ら
れ
た
あ
げ
く
、
児
童
1
0

8
人
の
う
ち

人
が
太
平
洋
か
ら
4
キ
ロ
も
川
を
遡
っ
て
き
た
津
波

74

に
呑
ま
れ
た
、
あ
の
大
川
小
学
校
の
現
場
は
衝
撃
的
だ
っ
た
。
子
供

た
ち
は
ど
う
し
て

分
も
の
長
い
時
間
、
校
庭
で
待
た
さ
れ
続
け
た

50

の
か
。
な
ぜ
お
と
な
た
ち
は
、
校
舎
の
裏
手
の
山
に
登
る
よ
う
指
示

し
て
や
れ
な
か
っ
た
の
か
、
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

多
分
多
く
の
人
は
無
縁
と
受
け
止
め
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

・

が
今
回
の
「
山
の
日
」
制
定
に
意
味
す
る
こ
と
は
、
実
は
と

3

11

て
つ
も
な
く
大
き
い
、と
私
は
感
じ
て
い
る
。
そ
の
理
解
な
し
に「
山

の
日
」
を
イ
ベ
ン
ト
化
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
も
。

そ
う
な
の
だ
。
祝
日
と
は
言
い
な
が
ら
、「
山
の
日
」
は
、
日
本
人

の
生
き
方
を
問
う
思
想
な
の
だ
。

（
日
本
山
岳
文
化
学
会
「
山
岳
文
化
」
第

号
、
2
0
1
4
年

月

15

11

発
行
か
ら
抜
粋
）

｢山
の
日
」
を
地
域
振
興
に
生
か
そ
う

祝
日
制
定
の
意
義
と
地
域
活
性
化

成
川
隆
顕

地
域
の
活
性
化
は
「
山
の
日
」
施
行
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
地

域
に
密
着
し
た
活
動
が
な
け
れ
ば
祝
日
「
山
の
日
」
は
制
定
の
意
義

を
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
美
し
い
自
然
を
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
と
い

う
目
標
は
、
地
域
で
の
、
地
域
の
特
徴
を
生
か
し
た
取
り
組
み
な
し

に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
自
然
環
境
の
保
全
、
森
林
づ
く
り
、
山
地
の

防
災
、
水
源
涵
養
、
登
山
、
登
山
道
の
整
備
、
ア
ウ
ト
ド
ア
ラ
イ
フ
、

健
康
づ
く
り
、
観
光
、
ふ
る
さ
と
回
帰
な
ど
な
ど
。
い
ず
れ
も
地
域

に
密
着
し
た
活
動
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
。

地
方
自
治
体
、
関
係
諸
団
体
、
民
間
企
業
、
そ
し
て
参
加
者
で
あ

る
地
域
住
民
が
力
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
山
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
に
と
っ
て
貴
重
な
財
産
で
あ
る
。
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
目
標
を
設

定
し
て
プ
ラ
ン
を
立
て
、
実
行
に
移
す
。
資
金
の
ね
ん
出
に
知
恵
を

出
し
合
っ
て
ほ
し
い
。

ち
な
み
に
超
党
派
議
員
連
盟
は
昨
年

月
、
内
閣
官
房
長
官
に
対

10

し
、
衛
藤
会
長
名
で
要
望
書
を
提
出
し
た
。「
本
議
連
は
『
山
の
日
』

の
制
定
を
機
に
、
山
に
か
か
わ
る
施
策
が
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
推

進
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、
関
係
行
事
を
実
行
す
る
た
め
の
体
制
を

整
え
、
万
全
な
体
制
で
施
行
の
日
を
迎
え
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ほ
し

い
」（
要
旨
)。

地
域
振
興
（
活
性
化
）
で
は
い
く
つ
か
の
先
行
例
が
参
考
に
な
る

と
思
う
。
い
ま
、「
山
の
日
」
｢森
の
日
｣を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
が

ざ
っ
と

府
県
あ
る
。
取
り
組
み
に
温
度
差
は
あ
る
が
国
民
の
祝
日

30
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制
定
を
機
に
、
記
念
日
な
し
の
都
道
府
県
を
含
め
た
す
べ
て
の
地
域

で
「
山
の
日
」
を
、
地
域
の
活
性
化
、
交
流
と
連
携
、
健
康
と
生
き

が
い
創
生
に
つ
な
げ
て
ほ
し
い
。
地
域
の
企
画
力
、
パ
ワ
ー
が
期
待

さ
れ
る
。

（
財
団
法
人
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
発
行
「
地
域
づ
く
り
」
2
0
1

5
年
8
月
号
か
ら
）

66

2016 年 8 月 10 日、日本郵便㈱が国民の祝日「山
の日」制定を記念して発売した特殊切手シート「山
の日制定」



【
資

料
】

｢山
の
日
」
運
動
の
略
年
表

1
9
4
7
年

上
高
地
で
第
1
回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
開
催

1
9
5
6
年

マ
ナ
ス
ル
初
登
頂
。
登
山
ブ
ー
ム
起
こ
る

1
9
6
1
年

富
山
･立
山
登
山
大
集
会
で
「
山
の
日
を
つ
く
ろ
う
」

1
9
9
5
年

｢海
の
日
」が
国
民
の
祝
日
に（
施
行
は
1
9
9
6
年
）

1
9
9
7
年

山
梨
県
で
「
山
の
日
」
行
事
ス
タ
ー
ト
。
以
後
、
広

島
、
大
阪
、
岐
阜
、
群
馬
と
続
く

2
0
0
2
年

国
際
山
岳
年
（
日
本
委
員
会
が
多
様
な
イ
ベ
ン
ト
実

施
。
7
月
の
富
士
山
エ
コ
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
「
山
の

日
」
を
つ
く
ろ
う
宣
言
）

2
0
0
9
年

1
月
、
日
本
山
岳
会
が
「
山
の
日
」
制
定
を
提
唱

6
月
、「
山
の
日
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
活
動
開
始

9
月
、「
山
の
日
」
制
定
運
動
ス
タ
ー
ト
で
記
者
発
表

2
0
1
0
年

4
月
、
山
岳
5
団
体
に
よ
る
「
山
の
日
」
制
定
協
議

会
ス
タ
ー
ト
。「
山
を
考
え
る
」（
知
識
編
）
の
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
作
成
。
そ
の
後「
健
康
編
」「
安
全
編
」「
動

物
編
」
を
作
成

2
0
1
0
年

月
、
自
民
、
民
主
な
ど
各
党
の
国
会
議
員
へ
祝
日

11「
山
の
日
」
制
定
の
働
き
か
け
を
始
め
る

2
0
1
1
年

3
月
、
東
日
本
大
震
災
（
津
波
、
原
発
事
故
）

2
0
1
2
年

6
月
、
国
際
山
岳
年
プ
ラ
ス

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

10

月
、「
山
の
日
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
会
議
開
催

10

2
0
1
3
年

4
月
、
国
会
に
超
党
派
「
山
の
日
」
制
定
議
員
連
盟

月
、
全
国
「
山
の
日
」
制
定
協
議
会
発
足

11

2
0
1
4
年

3
月
、
超
党
派
議
連
、
祝
日
法
改
正
案
を
衆
院
提
出

4
月
、
衆
院
可
決
。
5
月
、
参
院
で
可
決
成
立
（
施

行
は
2
0
1
6
年
1
月
）

2
0
1
5
年

3
月
、
全
国
「
山
の
日
」
制
定
協
議
会
は
名
称
を
全

国
「
山
の
日
」
協
議
会
と
改
め
、
東
京
で
全
国
「
山

の
日
」
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催

5
月
、
日
本
山
岳
会
の
組
織
替
え
で
「
山
の
日
」
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
「
山
の
日
」
事
業
委
員
会
に

2
0
1
6
年

4
月
、
一
般
財
団
法
人
全
国
山
の
日
協
議
会
設
立

＊
一
般
財
団
法
人
全
国
山
の
日
協
議
会

目
的
＝
国
民
の
祝
日
「
山
の
日
」
の
意
義
を
広
く
国
民
に
周
知

し
、「
山
の
日
」
に
関
わ
る
諸
分
野
の
課
題
を
研
究
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
で
、
山
に
関
わ
る
社
会
環
境
を
良
好
に
整
備
す
る
事

業
を
行
な
い
、
も
っ
て
国
民
の
経
済
、
教
育
、
安
全
、
環
境
、

健
康
お
よ
び
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
。

事
業
＝
国
民
の
祝
日
｢山
の
日
」
の
記
念
大
会
の
開
催
に
関
す

「山の日」祝日運動を推進した日本山岳会の記録
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る
事
業
、
児
童
ま
た
は
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
目
的
と
す
る

事
業
、
ほ
か
の
公
益
目
的
事
業
。

＊
松
本
で
第
1
回
「
山
の
日
」
記
念
全
国
大
会

第
1
回
の
国
民
の
祝
日
「
山
の
日
」
を
記
念
す
る
全
国
大
会

は
8
月

日
(水
曜
日
)と

日
(木
曜
日
）
の
両
日
、
長
野
県
松

10

11

本
市
（
上
高
地
と
市
内
の
2
ヶ
所
）
で
開
催
。
実
行
委
員
会
は

全
国
山
の
日
協
議
会
、
長
野
県
、
松
本
市
、
上
高
地
町
会
、
警

察
庁
、
消
防
庁
、
文
部
科
学
省
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
、
国
土
交
通
省
、

観
光
庁
、
環
境
省
、
上
高
地
観
光
旅
館
組
合
、
北
ア
ル
プ
ス
山

小
屋
友
交
会
、
松
本
市
ア
ル
プ
ス
観
光
協
会
で
構
成
さ
れ
、
祝

日
を
祝
う
と
と
も
に
、「
山
の
魅
力
や
山
と
と
も
に
生
き
て
い

く
こ
と
の
大
切
さ
を
世
界
に
向
け
て
発
信
す
る
」
と
し
た
、
市

民
参
加
に
よ
る
記
念
行
事
。

【
記
事
、
出
版
物
】

・「
国
際
山
岳
年
日
本
に
『
山
の
日
』
を
つ
く
ろ
う
」
江
本
嘉
伸

朝
日
新
聞
2
0
0
2
年
5
月

日
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
欄

13

・『
我
ら
皆
、
山
の
民

W
e
are
allm
ountain
people』

国
際
山
岳
年
日
本
委
員
会
･編

2
0
0
4
年
4
月

日
発
行

16

・『
国
際
山
岳
年
プ
ラ
ス

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
研
究
集
会
報
告
書
』

10

実
行
委
員
会
編

2
0
1
3
年
3
月

日
発
行

31

・「『
山
の
日
』
を
つ
く
ろ
う
」
船
村
徹
下
野
新
聞
2
0
0
8
年

9
月
7
日

・『「
山
の
日
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
会
議
報
告
書
〜
み
ん
な
で
山

を
考
え
よ
う
〜
』
2
0
1
2
年

月

日
発
行

12

10

・『
い
ま
「
山
の
日
」
制
定
〜
「
山
の
日
」
祝
日
化
の
論
点
〜
』

監
修
衛
藤
征
士
郎
ほ
か
2
0
1
4
年
3
月

日
書
苑
新
社

12

・『
日
本
の
山
は
す
ご
い
！「
山
の
日
」に
考
え
る
ゆ
た
か
な
国
土
』

永
田
弘
太
郎
編
集
・
執
筆
2
0
1
5
年
8
月

山
と
溪
谷
社

・『
全
国
「
山
の
日
」
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
施
報
告
書
』
2
0
1
1
年
11

月

日

全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
発
行

20

【
主
な
会
報
記
事
】

2
0
0
9
年
1
月
号

｢山
の
日
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
パ
ワ
ー
結
集
を

2
0
1
0
年
5
月
号

｢山
の
日
」
運
動
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配
布

2
0
1
1
年
2
月
号

山
岳
5
団
体
が
｢山
の
日
｣制
定
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

2
0
1
1
年

月
号

松
本
山
岳
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
ア
ピ
ー
ル

12

2
0
1
2
年
8
月
号

全
国
一
斉
の
「
山
の
日
」
目
指
し
東
京
会
議

2
0
1
2
年

月
号

｢山
の
日
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
京
会
議
で
成
果

11

2
0
1
4
年
1
月
号

｢山
の
日
」
運
動
正
念
場
祝
日
実
現
へ

2
0
1
4
年
6
月
号

国
会
で
「
山
の
日
」
決
ま
る
意
義
周
知
へ

2
0
1
5
年
1
月
号

｢山
の
日
」
理
解
の
た
め
何
を
な
す
べ
き
か
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2
0
1
5
年
4
月
号

｢山
の
日
」に
向
け
て
願
う
こ
と（
江
本
嘉
伸
）

2
0
1
5
年
5
月
号
〜
2
0
1
6
年
7
月
号
〜
（
連
載
）

｢山
の
日
に
向
け
て
」
山
を
考
え
る
シ
リ
ー
ズ

①
気
象
か
ら
見
た
日
本
の
山
（
猪
熊
隆
之
）

②
日
本
の
山
の
野
生
動
物
（
安
間
繁
樹
）

③
日
本
の
山
の
美
し
さ

そ
の
1
（
小
泉
武
栄
）

④
日
本
の
山
の
美
し
さ

そ
の
2
（

〃

）

⑤
｢水
｣の
恵
み
に
感
謝
を
（
渡
辺
悌
二
）

⑥
｢木
の
国
｣日
本
の
山
の
恵
み
（
永
田
弘
太
郎
）

⑦
山
づ
く
り
水
づ
く
り
酒
づ
く
り
（
前
垣
壽
男
）

⑧
山
の
本
を
手
に
取
っ
て
み
よ
う
（
近
藤
雅
幸
）

⑨
山
を
考
え
る
た
め
の

冊
の
本
〈
上
〉（
近
藤
・
永
田
）

10

⑩
日
本
の
山
と
山
岳
信
仰
（
鈴
木
正
崇
）

⑪
山
を
考
え
る
た
め
の

冊
の
本
〈
下
〉（
近
藤
・
永
田
）

10

⑫
祝
日
「
山
の
日
」
と
山
岳
団
体
の
私
た
ち
（
渡
辺
）

2
0
1
6
年
3
月
号

｢3
・

｣か
ら
｢8
・

｣へ
―
「
山
の
日
」

11

11

に
ほ
ん
と
う
に
す
る
べ
き
こ
と
（
江
本
嘉
伸
)

「山の日」祝日運動を推進した日本山岳会の記録
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[論
考
]｢日

本
人
の
山
・
マ
ナ
ス
ル
」
を
も
う
一
度
考
え
る

江

本

嘉

伸

マ
ナ
ス
ル
初
登
頂

年
60

2
0
1
6
年

月

日
、
東
京
・
市
ヶ
谷
の
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
地
球
ひ
ろ

7

10

ば
で
日
本
山
岳
会
主
催
の
「
マ
ナ
ス
ル
初
登
頂

周
年
お
よ
び
国
民

60

の
祝
日
『
山
の
日
』
施
行
記
念
事
業
」
が
行
な
わ
れ
た
。「
マ
ナ
ス
ル

か
ら
「
山
の
日
」
ま
で

年
、
い
ま
未
来
に
伝
え
る
こ
と
」
と
い
う

60

テ
ー
マ
。
1
9
5
6
年

月
、
マ
ナ
ス
ル
を
目
指
し
た
日
本
山
岳
会

5

隊
が
初
登
頂
に
成
功
し
て
か
ら

年
と
い
う
節
目
の
年
の
イ
ベ
ン
ト

60

で
あ
る
。

映
画
『
マ
ナ
ス
ル
に
立
つ
』
が

分
あ
ま
り
の
短
縮
バ
ー
ジ
ョ
ン

40

で
上
映
さ
れ
た
あ
と
、
1
9
5
6
年
の
第
二
次
ア
タ
ッ
ク
隊
員
と
し

て
登
頂
を
果
た
し
た
日
下
田
實
が
「
マ
ナ
ス
ル
初
登
頂
か
ら

年
、

60

い
ま
『
山
の
日
』
に
思
う
」
と
題
し
て
話
を
さ
れ
、
次
い
で
写
真
家

の
石
川
直
樹
が
「
マ
ナ
ス
ル
が
語
る
も
の

写
真
と
映
像
の
旅
」
と

い
う
テ
ー
マ
で
講
演
し
た
。
国
際
公
募
隊
で
エ
ベ
レ
ス
ト
に
南
北
か

ら
2
度
登
頂
、
2
0
1
2
年
に
は
マ
ナ
ス
ル
の
頂
に
も
立
っ
て
い
る

石
川
の
報
告
は
、
山
麓
の
村
、
サ
マ
の
最
近
の
様
子
な
ど
、
興
味
深

か
っ
た
。

周
年
の
祝
い
は
、
ネ
パ
ー
ル
で
も
催
さ
れ
た
。
こ
の
年
は
、
マ

60
ナ
ス
ル
だ
け
で
な
く
ロ
ー
ツ
ェ
（
8
5
1
6
ｍ
）
に
ス
イ
ス
隊
が
初

登
頂
し
て

周
年
に
も
あ
た
る
た
め
、
4
月

日
、
カ
ト
マ
ン
ズ
で

60

30

開
か
れ
た
祝
典
は
ふ
た
つ
の
隊
の

周
年
を
合
同
で
祝
う
か
た
ち
で

60

行
な
わ
れ
た
。
1
9
5
0
年
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
を
皮
切
り
に
1
9
6

4
年
の
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
ま
で
各
国
が

年
か
か
っ
て
初
登
頂
し
た

14

14

座
の
ジ
ャ
イ
ア
ン
ツ
。
登
頂
者
で
健
在
な
登
山
家
は
い
ま
や
ほ
と
ん
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ど
い
な
い
。
日
下
田
は
、
こ
の
席
で
「
レ
ジ
ェ
ン
ダ
リ
ー
・
マ
ウ
ン

テ
ニ
ア
ー
（
伝
説
の
登
山
家
）」
と
紹
介
さ
れ
、
盛
大
な
拍
手
を
浴
び

た
。日

本
山
岳
会
隊
が
初
登
頂
を
果
た
し
、「
日
本
人
の
山
」
と
い
う
言

い
方
が
長
い
間
さ
れ
て
き
た
マ
ナ
ス
ル
。
貴
重
な
現
役
で
あ
る
日
下

田
實
を
別
と
す
れ
ば
、こ
の
山
の
そ
も
そ
も
の
計
画
を
語
れ
る
者
は
、

ほ
ぼ
い
な
く
な
っ
た
。
創
立
1
1
1
年
を
迎
え
た
日
本
山
岳
会
5
0

0
0
人
の
会
員
た
ち
に
と
っ
て
も
、
マ
ナ
ス
ル
は
、「
は
る
か
昔
の
こ

と
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
六
十
余
年
前
、
激
し
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
志
向

し
た
先
人
た
ち
は
何
を
夢
見
て
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
。
そ

し
て
、
三
次
隊
の
〝
成
功
物
語
〞
の
陰
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
登
頂

年
を
期
に
、
当
時
の
社
会
的
な
背
景
を
意
識
し
つ
つ
も
う
一
度
検

60証
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
瞬
間

1
9
5
6
年
5
月
9
日
の
昼
前
、
今
西
寿
雄
と
ギ
ャ
ル
ツ
ェ
ン
・

ノ
ル
ブ
は
、
プ
ラ
ト
ー
の
広
い
雪
原
を
進
み
、
頂
上
ら
し
い
岩
峰
に

取
り
付
い
た
。

｢登
頂
記

今
西
寿
雄

背
中
の
ボ
ン
ベ
か
ら
「
シ
ュ
ー
シ
ュ
ー
」
と
ど
ん
な
食
べ
も
の
よ

り
も
ま
さ
る
酸
素
が
流
れ
こ
ん
で
く
る
。
い
ま
さ
ら
な
が
ら
科
学
の

力
に
は
涙
が
で
そ
う
で
あ
る
。
ま
だ
雪
稜
は
続
い
て
い
る
。
雪
庇
を

踏
み
や
ぶ
っ
て
は
一
大
事
と
、
で
き
る
だ
け
下
の
斜
面
を
た
が
い
に

確
保
し
な
が
ら
、
ツ
ウ
ー
・
ス
テ
ッ
プ
進
む
。

ガ
ル
ツ
ェ
ン
が
や
っ
て
き
て
、
岩
場
に
ア
イ
ス
・
ハ
ー
ケ
ン
を
一

本
打
ち
こ
ん
だ
。
私
の
か
ら
だ
を
こ
の
ア
イ
ス
・
ハ
ー
ケ
ン
に
託
し

て
、
ガ
ラ
ガ
ラ
の
岩
く
ず
の
の
っ
か
っ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
・
ハ
ン
グ

気
味
の
岩が
ん

塊か
い

を
か
か
え
る
よ
う
に
し
て
こ
し
、
危
険
な
岩
場
を
登
っ

て
い
く
。
や
れ
や
れ
頂
上
だ
と
思
っ
て
、ひ
ょ
い
と
頭
を
あ
げ
る
と
、

鋭
い
三
角
の
岩
峰
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
こ
そ
正
真
正
銘
の
頂
上

だ
っ
た
。
こ
の
と
き
ひ
や
り
と
し
た
も
の
が
背
す
じ
を
流
れ
た
。
頂

上
と
の
あ
い
だ
は
深
い
切
れ
目
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

私
は
直
感
的
に
あ
た
り
を
見
ま
わ
し
た
。
マ
ル
シ
ャ
ン
デ
ィ
側
へ

下
っ
た
と
こ
ろ
に
、
な
ん
と
か
頂
上
に
行
け
そ
う
な
雪
の
斜
面
を
発

見
し
た
。
や
っ
と
気
持
ち
に
お
ち
つ
き
が
で
て
き
た
よ
う
だ
。
も
う

一
度
頂
上
を
な
が
め
た
と
き
、
活
路
が
開
け
た
。
深
い
切
れ
目
は
下

れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
登
山
家
が
数
年
間
夢
に
描
い
て
い
た
マ
ナ
ス
ル
、
サ
マ
の

｢日本人の山・マナスル」をもう一度考える
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住
民
は
カ
ン
ブ
ン
ゲ
と
あ
が
め
、
彼
ら
の
生
計
は
こ
の
カ
ン
ブ
ン
ゲ

の
神
様
に
支
配
さ
れ
、
朝
な
夕
な
、
聖
な
る
山
を
拝
ん
で
農
作
の
豊

か
な
こ
と
を
祈
り
つ
づ
け
て
き
た
。
ま
た
、
ラ
マ
の
ゴ
ム
パ
が
雪
崩

に
つ
ぶ
さ
れ
た
と
い
っ
て
は
、
日
本
の
登
山
隊
が
そ
の
神
聖
を
お
か

し
た
か
ら
だ
と
、
わ
た
し
た
ち
を
阻
止
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
土
民

に
は
ネ
パ
ー
ル
政
府
よ
り
も
カ
ン
ブ
ン
ゲ
の
ほ
う
が
霊
験
あ
ら
た
か

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
カ
ン
ブ
ン
ゲ
の
頂
き
は
、
い
ま
私
の
十
数
メ
ー
ト
ル
さ
き
に

立
っ
て
い
る
。
頂
上
は
高
さ
二
〇
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
、
急
な
と
こ
ろ

が
雪
は
吹
き
と
ば
さ
れ
て
岩
肌
が
出
て
い
た
。
ガ
ル
ツ
ェ
ン
の
確
保

に
よ
り
切
れ
目
へ
下
り
、逆
層
の
岩
場
に
ア
イ
ス
・
ハ
ー
ケ
ン
を
打
っ

た
が
、
ま
が
っ
て
し
ま
っ
て
き
か
な
い
。

さ
ら
に
少
し
登
っ
て
、岩
の
割
れ
目
に
ハ
ー
ケ
ン
を
打
ち
こ
ん
だ
。

岩
く
ず
を
ピ
ッ
ケ
ル
で
か
き
落
し
、
浮
い
た
大
き
な
石
を
落
と
さ
な

い
よ
う
注
意
し
て
、
じ
ょ
じ
ょ
に
よ
じ
登
っ
た
。

時

分
、
私
は

12

30

頂
上
に
立
っ
て
い
た
。

頂
上
は
狭
く
き
り
立
っ
て
い
る
。
南
側
は
垂
直
の
断
崖
と
な
っ
て

い
た
が
、
雪
が
へ
ば
り
つ
い
て
い
た
。
そ
の
雪
の
上
に
乗
っ
て
み
た

い
よ
う
な
衝
動
に
か
ら
れ
る
。
ガ
ル
ツ
ェ
ン
は
頂
上
に
立
つ
私
を
カ

メ
ラ
に
収
め
て
登
っ
て
き
た
。
狭
い
岩
の
上
で
ふ
た
り
は
手
を
と
っ

て
喜
び
あ
っ
た
。」

（
日
本
山
岳
会
編
集
・
毎
日
新
聞
社
発
行
『
マ
ナ
ス
ル

1
9
5
4
-

6
』
か
ら
抜
粋
）

ガ
ル
ツ
ェ
ン
の
撮
っ
た
登
頂
の
シ
ー
ン
は
、
映
画
『
マ
ナ
ス
ル
に

立
つ
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て
日
本
各
地
で
上
映
さ
れ
た
。

日
後
の

月

日
、
今
度
は
加
藤
喜
一
郎
、
日
下
田
實
の
2
人

2

5

11

が
頂
上
に
立
ち
、
マ
ナ
ス
ル
隊
は
日
本
人
の
8
0
0
0
ｍ
初
登
頂
の

大
き
な
成
果
を
残
し
て
5
年
に
お
よ
ぶ
挑
戦
を
終
え
た
。

4
人
の
隊
長
が
い
た

マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
に
は
4
人
の
隊
長
が
い
た
。

踏
査
隊
の
今
西
錦
司
（
1
9
0
2
〜
1
9
9
2
）、
一
次
隊
の
三
田

幸
夫
（
1
9
0
0
〜
1
9
9
1
）、
二
次
隊
の
堀
田
弥
一
（
1
9
0
9

〜
2
0
1
1
）、そ
し
て
三
次
隊
の
槙
有
恒（
1
8
9
4
〜
1
9
8
9
）

で
あ
る
。

日
本
人
初
の
8
0
0
0
ｍ
峰
挑
戦
の
ド
ラ
マ
を
知
る
た
め
に
は
、

隊
長
を
務
め
た
こ
の
4
人
の
役
割
、
持
ち
味
を
つ
か
ん
で
お
く
こ
と

が
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

以
下
、
時
に
は
時
系
列
を
無
視
し
て
4
人
の
隊
長
の
周
辺
を
た
ど

り
つ
つ
、5
年
に
及
ん
だ
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
い
っ
た
い
誰
が
「
マ
ナ
ス
ル
」
と
い
う
山
に
行
こ
う
、
と

72
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思
い
決
め
た
の
か
―
―
。

マ
ナ
ス
ル
を
ど
の
よ
う
に
計
画
し
、
ど
ん
な
登
り
方
を
や
ろ
う
と

し
た
の
か
は
、
公
式
報
告
書
『
マ
ナ
ス
ル

1
9
5
2
-3
』
の
冒
頭

に
松
方
三
郎
（
1
8
9
9
〜
1
9
7
3
）
が
書
い
た
「
計
画
実
施
に

い
た
る
ま
で
」
が
事
情
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
松
方
は
、
共
同
通
信

社
専
務
理
事
、
実
は
当
時
の
日
本
山
岳
会
会
長
、
槙
有
恒
は
松
方
を

年
の
第
一
次
隊
の
隊
長
に
指
名
し
て
い
た
が
、
通
信
社
の
要
職
に

53あ
っ
て
仕
事
を
あ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
三
田
幸
夫
に
一
次
隊
の
隊

長
を
頼
ん
だ
経
緯
が
あ
る
。

こ
の
な
か
で
松
方
は
、「
今
か
ら
2
年
前
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
頭
の

中
で
は
、
マ
ナ
ス
ル
は
お
ろ
か
ネ
パ
ー
ル
そ
の
も
の
が
、
は
な
は
だ

模
糊
た
る
存
在
で
あ
っ
た
」「
日
本
か
ら
の
は
じ
め
て
の
マ
ナ
ス
ル

踏
査
隊
が
1
9
5
2
年
に
ネ
パ
ー
ル
に
向
か
っ
た
こ
ろ
―
―
つ
ま

り
、
い
ま
か
ら
一
年
前
に
は
、
わ
ず
か
に
『
ア
ル
パ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー

ナ
ル
』
に
の
っ
た
テ
ィ
ル
マ
ン
の
報
告
と
彼
の
と
っ
た
写
真
に
た
よ

る
の
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
記
録
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ハ
ロ

ル
ド
・
テ
ィ
ル
マ
ン
は
1
9
5
0
年
に
初
め
て
マ
ナ
ス
ル
山
麓
を
踏

査
、
翌
1
9
5
1
年
に
刊
行
さ
れ
た
そ
の
記
録
が
日
本
の
山
男
た
ち

に
と
っ
て
唯
一
の
情
報
で
あ
っ
た
。

｢こ
う
し
た
事
情
の
ほ
か
に
」
と
、
松
方
は
付
け
加
え
る
。

｢日
本
は
1
9
5
2
年
5
月
に
よ
う
や
く
独
立
国
た
る
立
場
を
回

復
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
戦
後
に
お
け
る
国
際
的
な
正
常
な
関
係
は

す
べ
て
こ
の
時
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
と
ネ
パ
ー
ル

と
の
国
際
間
の
直
接
の
関
係
は
、
実
は
現
在
に
い
た
る
も
ま
だ
開
か

れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
が
ネ
パ
ー
ル
に
は
い
る
場
合
、
問
題
を
複

雑
に
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」

日
本
は
戦
争
に
敗
れ
た
国
で
あ
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
く
こ
と
は
お

ろ
か
、
普
通
の
日
本
人
は
ま
だ
パ
ス
ポ
ー
ト
も
持
て
な
い
時
代
だ
っ

た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
い
ま
で
は
想
像
で
き

な
い
、
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
松
方
は
、
マ
ナ
ス
ル
計
画
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢マ
ナ
ス
ル
遠
征
計
画
の
端
緒
を
な
す
も
の
は
、
京
都
大
学
生
物

誌
研
究
会
の
学
術
調
査
計
画
で
あ
っ
た
」
と
。

Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
岳
人
た
ち

松
方
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ナ
ス
ル
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た

の
は
、
京
都
大
学
の
探
検
者
た
ち
だ
っ
た
。

京
都
大
学
に
登
山
、そ
れ
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
目
指
す
組
織
を
作
ろ
う
、

と
ス
イ
ス
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ア
ル
ペ
ン
・
ク
ル
プ
（
A
A
C）

に
な
ら
っ
て
、今
西
錦
司
、西
堀
栄
三
郎
ら
が
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ（
A
cadem
ic

A
lpineClub
ofK
yoto
京
都
学
士
山
岳
会
）
を
作
っ
た
の
は
、
1
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9
3
1
年

月
の
こ
と
だ
。
は
じ
め
は
、
京
大
以
外
の
人
も
入
れ
る

6

よ
う
に
と
配
慮
し
て「
大
学
」抜
き
の
命
名
だ
っ
た
が
、戦
後
に
な
っ

て
「
京
都
大
学
学
士
山
岳
会
」
と
改
名
し
た
。

目
標
を
は
じ
め
は
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
の
南
に
位
置
す
る
カ
ブ

ル
ー
（
7
3
3
8
ｍ
）
に
お
き
、
1
9
3
2
年
の
実
現
に
向
け
て
準

備
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
海
外
で
は
す
で
に
6
年
前
、
1
9
2
5

年
に
は
慶
応
の
槙
有
恒
、
三
田
幸
夫
が
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
・
ロ
ッ
キ
ー

の
ア
ル
バ
ー
タ
峰
に
初
登
頂
し
て
お
り
、
立
教
の
堀
田
弥
一
た
ち
も

ヒ
マ
ラ
ヤ
に
向
け
て
動
き
出
し
て
い
る
。
カ
ブ
ル
ー
で
は
目
標
と
し

て
は
小
さ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
Ｋ
2
に
目
標
を
変
え
た
。
伊
藤

愿す
な
お

、
加
藤
泰
安
の
2
人
を
偵
察
メ
ン
バ
ー
に
選
ん
だ
が
、
途
中
で
満

州
事
変
が
起
き
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
た
。
Ｋ
2
計
画
は
消

え
た
。
そ
の
後
も
戦
争
は
厳
し
く
な
り
、
以
後
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
開
店

休
業
の
形
で
敗
戦
を
迎
え
る
。

年
に
は
旅
行
部
が
軍
か
ら
解
散
命

40

令
を
受
け
た
。

戦
後
の
1
9
4
5
年
に
な
っ
て
、
京
大
山
岳
部
が
誕
生
し
た
。

え
っ
、
京
都
に
は
そ
れ
ま
で
山
岳
部
が
な
か
っ
た
の
？

と
言
い
た

く
な
る
が
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
京
都
大
学
に
あ
っ
た
の
は
旅
行
部
で
、
そ
の
な
か
に
登

山
派
と
探
検
派
が
あ
っ
た
。
登
山
を
や
る
学
生
は
三
高
の
山
岳
部
時

代
に
山
の
技
術
を
習
得
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
山
岳

会
の
マ
ナ
ス
ル
計
画
に
は
旧
旅
行
部
と
山
岳
部
の
ど
ち
ら
も
協
力
し

た
。山

岳
部
の
誕
生
に
は
、
京
大
旅
行
部
も
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
メ
ン
バ
ー
も

直
接
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。
学
徒
動
員
か
ら
大
学
に
復
帰
し
た
池
田

孝
蔵
ら
が
旅
行
部
長
だ
っ
た
遺
伝
学
の
権
威
、
木
原
均
に
頼
み
、
当

時
休
業
状
態
だ
っ
た
旅
行
部
の
ル
ー
ム
を
提
供
し
て
も
ら
っ
た
の

だ
。
は
じ
め
は
ス
キ
ー
山
岳
部
と
し
て
部
員
を
募
集
し
た
が
、
間
も

な
く
山
岳
部
と
ス
キ
ー
部
に
分
か
れ
た
。

ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
を
掲
げ
て
新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
た
山
岳
部
に
は
伊

藤
洋
平
（
名
古
屋
市
の
八
高
出
身
）、
藤
平
正
夫
（
富
山
高
校
出
身

の
ち
日
本
山
岳
会
会
長
）、
舟
橋
明
賢
（
学
習
院
出
身
）
ら
三
高
以
外

の
旧
制
高
校
山
岳
部
出
身
者
が
入
部
し
た
。

海
外
の
高
峰
登
山
を
目
指
す
な
か
で
、
伊
藤
洋
平
（
1
9
2
3
〜

1
9
8
5
）
の
役
割
は
大
き
か
っ
た
。

腫
瘍
ウ
イ
ル
ス
の
研
究
で
知
ら
れ
る
医
師
。
登
山
家
と
し
て
も
著

名
で
穂
高
岳
・
屏び
ょ

風う
ぶ

岩
に
新
ル
ー
ト
を
開
拓
し
、
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
遠

征
、
第
一
次
南
極
観
測
隊
員
を
務
め
た
。

1
9
4
7
年
春
、
山
岳
部
の
伊
藤
洋
平
ら
は
『
岳
人
』
と
い
う
山

岳
雑
誌
を
立
ち
上
げ
た
。
大
阪
の
毛
織
問
屋
を
実
家
に
持
つ
池
田
が

営
業
面
を
引
き
受
け
、
伊
藤
が
編
集
を
担
当
し
た
。
医
学
部
の
出
な

の
に
、
そ
う
い
う
仕
事
が
好
き
だ
っ
た
。
Ａ
5
判

ペ
ー
ジ
。
発
行

32

｢日本人の山・マナスル」をもう一度考える
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部
数
1
0
0
0
部
。
今
西
錦
司
が
「
岳
人
に
寄
す
」
と
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
送
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
赤
字
続
き
で
、

号
ま
で
続
け
た
と
こ
ろ

13

で
力
尽
き
、
年
か
ら
は
中
日
新
聞
社
が
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

49

全
国
を
カ
バ
ー
す
る
月
刊
誌
を
抱
え
ブ
ロ
ッ
ク
紙
を
一
段
イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
効
果
は
あ
っ
た
も
の
の
赤

字
体
質
は
克
服
で
き
ず
、
2
0
1
4
年
9
月
号
か
ら
『
岳
人
』
の
発

行
が
登
山
用
品
メ
ー
カ
ー
「
モ
ン
ベ
ル
」（
大
阪
市
）
傘
下
の
会
社
に

引
き
継
が
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
。

マ
ナ
ス
ル
に
決
ま
る
ま
で

1
9
4
6
年
の
末
、
山
岳
部
の
伊
藤
や
藤
平
は
「
マ
ッ
キ
ン
レ
ー

（
デ
ナ
リ
峰
の
こ
と
）
計
画
」
を
立
て
た
。
そ
し
て
、
大
先
輩
の
今
西

錦
司
に
助
言
を
頼
む
と
、
今
西
は
「
中
尾
佐
助
と
梅
棹
忠
夫
に
話
を

せ
い
」
と
言
っ
た
。

喫
茶
店
で
伊
藤
た
ち
の
話
を
聞
い
て
、
梅
棹
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
夢

を
あ
っ
さ
り
方
向
転
換
し
よ
う
と
す
る
新
山
岳
部
員
た
ち
に
言
い

放
っ
た
。

｢ば
か
も
ん
、
何
を
言
う
て
ん
ね
ん
。
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
な
ん
か
す

で
に
人
が
の
ぼ
っ
と
る
や
な
い
か
。
な
ん
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
や
ら
ん
の

か
」伊

藤
た
ち
現
役
組
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
入
っ
て
く
る
新
し
い
ク

ラ
イ
ミ
ン
グ
の
潮
流
を
中
心
に
し
た
活
動
を
目
指
し
て
お
り
、
広
大

な
京
都
北
山
の
藪
山
で
鍛
え
、
の
ち
に
「
北
山
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
」

と
い
う
言
葉
を
生
み
出
し
た
今
西
や
梅
棹
た
ち
の
登
山
論
に
は
違
和

感
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
4
時
間
の
激
論
の
末
、
梅
棹
の
論
が
勝
っ

た
。
伊
藤
た
ち
は
、
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
を
諦
め
、
や
は
り
ヒ
マ
ラ
ヤ
を

目
指
し
ま
す
、
と
梅
棹
た
ち
に
同
意
し
た
。

し
か
し
、
肝
心
の
山
を
ど
こ
に
す
る
か
。
日
本
山
岳
会
の
三
代
目

会
長
、
木
暮
理
太
郎
が
年
報
『
山
岳
』
に
載
せ
た
8
0
0
0
ｍ
峰
の

地
図
を
見
な
が
ら
、
今
西
た
ち
は
話
し
合
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と

つ
が
マ
ナ
ス
ル
。
た
だ
し
「
デ
ー
タ
な
し
」
と
書
き
込
ん
で
あ
る
。

「
デ
ー
タ
な
し
か
。
そ
れ
や
」
と
今
西
が
言
っ
て
決
ま
っ
た
。

登
山
に
は
「
四
つ
の
段
階
」
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
今
西
の
持
論

で
、
著
書
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
語
る
』（
白
水
社

1
9
5
4
年
）
を
は
じ

め
、
い
ろ
い
ろ
な
場
で
そ
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

｢第
一
の
段
階
は
、
山
の
発
見
、
第
二
の
段
階
は
、
そ
の
探
検
、
第

三
の
段
階
は
、
い
よ
い
よ
そ
の
頂
上
に
登
る
、
そ
し
て
第
四
の
段
階

は
、
初
登
頂
の
す
ん
だ
山
へ
こ
ん
ど
は
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー

ト
か
ら
登
る
」。

エ
ベ
レ
ス
ト
は
英
国
隊
に
譲
る
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
隊
が
登
っ
た

ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
よ
り
高
い
山
が
い
い
。
そ
ん
な
議
論
の
な
か
か
ら

「
情
報
が
少
な
い
が
、
ル
ー
ト
さ
え
う
ま
く
見
つ
か
れ
ば
、
尖
っ
て
い
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る
と
こ
ろ
が
か
え
っ
て
ね
ら
い
だ
」
と
、
マ
ナ
ス
ル
攻
略
す
べ
し
、

の
方
針
を
今
西
は
打
ち
出
し
た
。

誰
が
マ
ナ
ス
ル
を
「
発
見
」
し
た
の
か

い
か
に
も
今
西
ら
し
い
判
断
だ
が
、
し
か
し
、
最
初
に
マ
ナ
ス
ル

と
い
う
山
を
日
本
人
が
目
指
し
て
は
ど
う
か
、
と
〝
助
言
〞
し
た
の

は
、
実
は
朝
日
新
聞
の
藤
木
九
三
（
1
8
8
7
〜
1
9
7
0
）
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
証
言
が
そ
の
後
出
た
。
構
想
し
、
実
現
し

た
の
は
今
西
錦
司
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
マ
ナ
ス
ル
を
具
体
的

に
「
発
見
」
し
た
の
は
藤
木
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
の
指
摘
で
あ
る
。

『山
岳

号
』（
1
9
9
6
年
）
の
「
マ
ナ
ス
ル

周
年
特
集
」
の

91

40

な
か
で
、
マ
ナ
ス
ル
隊
の
二
次
、
三
次
隊
に
参
加
し
た
松
田
雄
一
が

「
マ
ナ
ス
ル
へ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
と
題
し
て
当
時
の
経
緯
を
書
い
て

い
る
。

こ
の
な
か
で
松
田
は
、
田
口
二
郎
が
『
東
大
山
の
会
五
十
周
年
記

念
・
山
と
友
』（
1
9
8
1
年

月

東
京
大
学
山
の
会
刊
）』
の
な

10

か
で
瓜
生
卓
造
の
書
い
た
『
日
本
山
岳
文
学
史
』（
中
日
新
聞
出
版
局

1
9
7
9
年
）に
触
れ
、「
誰
が
最
初
に
マ
ナ
ス
ル
を
言
い
出
し
た
か
」

考
え
さ
せ
ら
れ
た
、
と
し
て
い
る
。

瓜
生
の
文
章
は
、
藤
木
九
三
の
子
息
で
あ
る
藤
木
高
嶺
が
日
本
山

岳
会
の
会
報
「
山
」
7
2
9
号
（
2
0
0
6
年

月
号
）
の
巻
頭
記

2

事
「
マ
ナ
ス
ル
進
言
の
謎
」
の
冒
頭
で
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
以
下

に
そ
の
引
用
部
分
を
あ
げ
て
お
く
。

〈『
早
稲
田
文
学
』『
文
学
者
』
な
ど
の
編
集
委
員
を
つ
と
め
、
山
の

著
書
も
多
い
作
家
の
瓜
生
卓
造
さ
ん
は
、『
日
本
山
岳
文
学
史
』の「
第

8
章
・
ス
ポ
ー
ツ
登
山
の
隆
盛
、
第
3
節
・
藤
木
九
三
」
の
文
中
で
、

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

｢ヒ
マ
ラ
ヤ
や
南
極
に
日
本
人
が
気
軽
に
遠
征
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
ろ
、
藤
木
は
す
で
に
晩
年
を
迎
え
て
お
り
、
彼
の
地
で
の
活
躍

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
も
朝
日
の
南
極
室
の
長
と
し

て
、
日
本
の
南
極
探
検
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
日
本
山
岳
会

に
、
マ
ナ
ス
ル
と
い
う
山
を
進
言
し
た
の
も
藤
木
で
あ
る
。
彼
は

テ
ィ
ル
マ
ン
の
書
に
よ
り
マ
ナ
ス
ル
の
存
在
を
知
り
、
こ
れ
こ
そ
日

本
隊
が
狙
う
に
ふ
さ
わ
し
い
山
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
朝
日
は
学
術

探
検
に
は
熱
を
入
れ
る
が
、
登
山
の
方
は
、
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
遠
征

（
昭
和

年
）
以
来
毎
日
に
伝
統
が
あ
る
。
朝
日
の
藤
木
が
毎
日
に

11

持
ち
こ
む
こ
と
は
障
害
が
多
い
。
藤
木
は
今
西
錦
司
に
話
し
た
。
今

西
か
ら
木
原
均
と
リ
レ
ー
さ
れ
、
毎
日
が
マ
ナ
ス
ル
行
の
後
援
者
と

な
っ
た
。
藤
木
が
こ
の
よ
う
に
多
彩
な
活
躍
が
で
き
た
の
は
、
む
ろ

ん
第
一
に
彼
の
才
と
努
力
の
た
ま
も
の
だ
が
、
ま
た
朝
日
新
聞
を
介

し
て
、
多
く
の
有
能
な
友
に
恵
ま
れ
て
い
た
の
も
見
の
が
す
こ
と
は

で
き
な
い
」（
1
9
7
7
年
記
）〉
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こ
こ
に
は
「
日
本
山
岳
会
に
、
マ
ナ
ス
ル
と
い
う
山
を
進
言
し
た

の
も
藤
木
で
あ
る
」
と
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
厳
密
に
言
え
ば

藤
木
が
マ
ナ
ス
ル
を
進
め
た
の
は
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。

こ
の
会
報
7
2
9
号
で
藤
木
高
嶺
は
、「
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
と
父
と
の
関

係
は
た
い
へ
ん
密
接
な
も
の
で
、
父
は
1
9
3
3
年
の
満
蒙
学
術
調

査
団
の
報
道
特
派
員
と
し
て
同
行
、
ま
た
翌
年
の
冬
季
白
頭
山
遠
征

や
そ
の
後
の
熱
河
省
方
面
の
学
術
調
査
な
ど
に
も
同
行
し
、
特
に
Ａ

Ａ
Ｃ
Ｋ
の
今
西
錦
司
さ
ん
、西
堀
栄
三
郎
さ
ん
ら
と
親
交
が
あ
っ
た
」

と
証
言
す
る
。

あ
る
日
、
西
堀
が
甲
子
園
の
藤
木
九
三
の
自
宅
に
や
っ
て
来
た
。

｢足
立
源
一
郎
画
伯
の
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
油
絵
が
壁
面
を
飾
っ

て
い
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
談
義
に
は
ぴ
っ
た
り
の
雰
囲
気
の
中
で
、
父
か

ら
マ
ナ
ス
ル
構
想
を
聞
い
た
西
堀
さ
ん
は
、
身
を
乗
り
出
し
て
、
こ

の
計
画
を
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
で
や
り
た
い
旨
を
宣
言
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る
、『
西
堀
さ
ん
へ
の
進
言
』
と
い
わ
れ
る
も
の
だ
。
直
ち
に
西
堀
さ

ん
は
今
西
錦
司
さ
ん
ら
に
相
談
さ
れ
、
今
度
は
今
西
さ
ん
、
西
堀
さ

ん
ら
数
人
が
訪
ね
て
来
ら
れ
た
。
こ
の
中
に
梅
棹
忠
夫
さ
ん
も
お
ら

れ
た
」

確
か
に
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
藤
木
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
マ
ナ
ス
ル

登
る
べ
し
、
と
決
断
し
た
よ
う
だ
。
た
だ
、
こ
の
時
点
で
毎
日
新
聞

が
全
面
的
に
後
援
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
―
―
。

｢
年
秋
、
今
西
、
西
堀
ら
数
名
の
マ
ナ
ス
ル
踏
査
隊
が
、
ネ
パ
ー

52
ル
へ
出
発
直
前
、
こ
の
計
画
は
他
国
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
隊
に
な
ら
っ

て
、
国
家
的
事
業
と
し
て
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
か
ら
日
本
山
岳
会
主
催
に
委

譲
さ
れ
た
。
こ
れ
は
今
西
さ
ん
か
ら
、
当
時
の
日
本
山
岳
会
の
槙
有

恒
会
長
に
依
頼
さ
れ
、
即
座
に
了
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
段
階
で
は
、
朝
日
新
聞
社
の
後
援
が
内
定
し
て
い
た
の
だ
」（
前

記
「
山
」）

朝
日
の
後
援
が
内
定
し
て
い
た
、
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
毎
日
新
聞
は
支
援
の
正
式
決
定
ま
で
多
少
も

た
も
た
し
た
の
だ
ろ
う
が
…
…
。

西
堀
栄
三
郎
選
集
1
巻
の
「
人
生
は
探
検
な
り
」
の
な
か
に
「
マ

ナ
ス
ル
登
山
許
可
の
取
り
つ
け
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。

〈
昭
和

（
1
9
5
1
）
年
、
講
話
条
約
も
大
詰
め
を
迎
え
、
そ
ろ

26

そ
ろ
海
外
へ
出
ら
れ
そ
う
だ
と
い
う
と
き
、
京
都
で
は
伊
藤
洋
平
君

を
中
心
に
、
若
手
の
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
た
ち
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
め
ざ
し
て

活
動
を
始
め
た
。

そ
し
て
そ
の
年
の
秋
、
並
河
功
教
授
（
農
学
部
）
を
会
長
に
、
木

原
均
、
今
西
錦
司
を
は
じ
め
と
す
る
生
物
学
系
の
教
官
た
ち
が
、
探

検
の
た
め
の
組
織
「
京
大
生
物
誌
研
究
会
」
を
発
足
さ
せ
た
。
本
部

は
動
物
学
教
室
の
梅
棹
忠
夫
君
の
研
究
室
で
あ
る
〉
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当
時
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
復
活
し
て
い
な
い
。
探
検
活
動
の
受
け
皿
と

し
て
生
物
誌
研
究
会
を
発
足
さ
せ
た
、
と
い
う
経
緯
は
、
先
ほ
ど
紹

介
し
た
と
お
り
だ
。

こ
れ
に
続
け
て
、
西
堀
は
何
気
な
く
こ
う
書
い
た
。

〈
ヒ
マ
ラ
ヤ
計
画
の
ス
ポ
ン
サ
ー
に
は
朝
日
新
聞
が
つ
き
、
め
ざ
す

山
も
マ
ナ
ス
ル
に
決
ま
っ
た
。
夢
は
ま
す
ま
す
ふ
く
ら
ん
で
い
っ
た

が
、肝
心
の
ネ
パ
ー
ル
と
は
ま
だ
連
絡
が
と
れ
て
い
な
か
っ
た
…
…
〉

え
っ
、
ス
ポ
ン
サ
ー
は
朝
日
？

こ
の
本
は
、
西
堀
が
亡
く
な
っ
て
2
年
後
に
山
田
二
郎
、
本
多
勝

一
ら
6
人
が
編
集
委
員
と
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
本
人
が

チ
ェ
ッ
ク
で
き
な
か
っ
た
の
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん

日
本
山
岳
会
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
の
ス
ポ
ン
サ
ー
は
毎
日
新
聞
で
、
朝

日
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
記
述
が
ま
っ
た
く
の
間
違
い
か
、
と
い

う
と
そ
う
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
藤
木
高
嶺
が
書
い
て
い
る
よ
う

に
、
マ
ナ
ス
ル
計
画
は
、
い
っ
た
ん
は
朝
日
新
聞
に
傾
い
た
時
期
が

あ
っ
た
ら
し
い
の
だ
。

広
島
の
乱
―
―
毎
日
新
聞
か
朝
日
新
聞
か

敗
戦
後
日
本
が
初
め
て
送
り
出
そ
う
と
す
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
。
戦

時
中
、「
大
本
営
発
表
」
の
み
を
流
し
続
け
戦
争
の
加
担
者
と
な
っ
た

新
聞
に
は
、
痛
恨
の
反
省
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
明
る
い
ニ
ュ
ー

ス
が
ほ
し
い
。
新
聞
記
者
た
ち
は
果
敢
に
動
い
た
。
と
り
わ
け
、
当

時
「
二
強
」
と
言
わ
れ
た
朝
日
新
聞
、
毎
日
新
聞
で
あ
る
。

東
京
に
東
大
担
当
記
者
が
い
る
よ
う
に
、
京
都
に
は
各
新
聞
社
ご

と
に
京
大
担
当
記
者
が
い
た
。
毎
日
新
聞
で
は
当
時
、
三
好
修
記
者

が
担
当
だ
っ
た
。
1
9
4
8
年
秋
、
今
西
錦
司
、
梅
棹
忠
夫
ら
が
奥

吉
野
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
（
毎
日
新
聞
後
援
の
仕
事
だ
っ
た
）
に
同

行
し
た
際
、三
好
は
梅
棹
か
ら
初
め
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
行
の
話
を
聞
い
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
を
や
る
に
は
ま
ず
金
が
い
る
。
本
決
ま
り
に
な
っ
た
際
の

ス
ポ
ン
サ
ー
の
こ
と
を
考
え
、
梅
棹
は
三
好
を
誘
っ
た
の
だ
っ
た
。

梅
棹
は
、
中
尾
佐
助
、
伊
藤
洋
平
を
誘
い
、
三
好
修
を
連
れ
て
農

学
部
の
木
原
均
研
究
室
を
訪
ね
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
行
を
実
現
す
る
た
め
の

協
力
を
頼
ん
だ
。
木
原
は
、「
分
か
っ
た
。
力
に
な
ろ
う
」
と
請
け

合
っ
た
。
京
都
大
学
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
計
画
が
本
格
的
に
始
動
し
た
瞬
間

で
あ
る
。

し
か
し
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
計
画
の
た
め
に
今
西
た
ち
が
作
っ
た
Ａ
Ａ
Ｃ

Ｋ
は
こ
の
と
き
は
ま
だ
活
動
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
す
で
に
触
れ
た

よ
う
に
、「
京
大
生
物
誌
研
究
会
（
Farm
&
Frola
Research

Society
略
し
て
「
Ｆ
Ｆ
」）
と
い
う
受
け
皿
を
作
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
当
時
は
学
術
名
目
で
外
貨
割
当
額
を
取
得
す
る
し
か
方
法
は
な

く
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
行
き
た
け
れ
ば
、「
学
者
」
た
ち
が
知
恵
を
絞
る
し

か
な
か
っ
た
。
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元
毎
日
新
聞
の
記
者
で
あ
る
作
家
、
徳
岡
孝
夫
の
『
日
本
人
の
ヒ

マ
ラ
ヤ
』（
毎
日
新
聞
社

1
9
6
4
年
）
は
、「
ヒ
マ
ラ
ヤ
」
と
い

う
テ
ー
マ
を
通
し
て
日
本
の
戦
後
を
と
ら
え
た
す
ぐ
れ
た
ド
キ
ュ
メ

ン
ト
だ
が
、
そ
の
な
か
で
も
毎
日
新
聞
が
後
援
し
た
マ
ナ
ス
ル
計
画

に
関
し
て
の
い
き
さ
つ
は
、
事
情
に
精
通
し
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば

書
け
な
い
、
興
味
深
い
内
容
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

木
原
均
の
ゴ
ー
サ
イ
ン
は
出
た
も
の
の
、
そ
の
先
が
進
ま
な
い
。

と
り
わ
け
ス
ポ
ン
サ
ー
が
決
ま
ら
な
け
れ
ば
動
け
な
い
。
若
手
の
伊

藤
洋
平
は
、
思
い
余
っ
て
『
岳
人
』
創
刊
の
際
、
い
ろ
い
ろ
相
談
に

乗
っ
て
く
れ
た
朝
日
新
聞
の
藤
木
九
三
に
相
談
し
て
み
た
。
す
で
に

朝
日
を
定
年
に
な
っ
て
い
た
藤
木
だ
が
、社
内
に
は
ま
だ
顔
が
き
く
。

た
ち
ま
ち
ヒ
マ
ラ
ヤ
な
ら
1
0
0
0
万
円
を
朝
日
が
出
す
、
と
い
う

話
に
な
っ
た
。

伊
藤
は
喜
び
勇
ん
で
そ
の
こ
と
を
木
原
に
伝
え
た
が
、
木
原
は
な

ぜ
だ
か
あ
ま
り
喜
ば
な
か
っ
た
。

一
方
、
毎
日
の
三
好
記
者
は
突
然
、
大
御
所
の
桑
原
武
夫
に
呼
び

出
さ
れ
た
。

｢気
の
毒
だ
が
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
計
画
か
ら
手
を
引
い
て
く
れ
。
朝
日

が
1
0
0
0
万
円
出
し
て
く
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
朝
日
に
頼
む
こ

と
に
し
た
」。
三
好
に
と
っ
て
は
、
青
天
の
霹
靂
だ
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
西
堀
が
著
書
の
な
か
で
「
ス
ポ
ン
サ
ー
は
朝
日
」
と

書
い
て
し
ま
っ
た
の
は
、
こ
の
あ
た
り
の
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
か
ら

だ
ろ
う
。
一
方
、
木
原
の
よ
う
に
は
じ
め
か
ら
毎
日
の
記
者
の
本
気

を
知
っ
て
い
る
立
場
な
ら
、
1
0
0
0
万
円
で
も
ラ
イ
バ
ル
社
の
申

し
出
を
簡
単
に
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
事
情
も
推
測
で
き
る
。

ち
ょ
う
ど
広
島
で
遺
伝
学
会
と
動
物
学
会
が
開
か
れ
る
と
き
だ
っ

た
。
木
原
均
、
中
尾
佐
助
、
梅
棹
忠
夫
ら
は
学
会
に
参
加
す
る
た
め

広
島
に
飛
び
、藤
木
も
三
好
も
広
島
に
集
結
す
る
か
た
ち
と
な
っ
た
。

九
州
で
野
外
調
査
中
だ
っ
た
今
西
錦
司
ま
で
も
広
島
に
呼
び
出
さ
れ

た
。
朝
日
・
藤
木
の
参
入
は
そ
れ
ほ
ど
衝
撃
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

｢広
島
の
乱
」
と
、
こ
の
出
来
事
を
徳
岡
は
表
現
し
て
い
る
。
し
か

し
結
局
、
広
島
で
は
結
論
が
出
ず
、
東
京
に
持
ち
越
さ
れ
た
。
木
原

は
毎
日
新
聞
の
幹
部
と
会
い
、
朝
日
新
聞
が
1
0
0
0
万
円
を
提
示

し
た
こ
と
を
材
料
に
毎
日
新
聞
の
全
面
的
支
援
を
取
り
付
け
た
。
木

原
は
こ
の
と
き
「
学
術
の
朝
日

ス
ポ
ー
ツ
の
毎
日
」
と
い
う
表
現

で
説
得
し
た
。

藤
木
高
嶺
が
前
述
の
「
山
」
に
書
い
た
文
章
で
は
、
こ
の
「
名
言
」

は
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
側
が
言
わ
せ
る
よ
う
に
（
朝
日
の
側
が
）
仕
向
け
た

の
だ
、
と
い
う
。
当
時
、
朝
日
新
聞
は
、
マ
ナ
ス
ル
の
後
援
と
同
時

に
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ベ
レ
ス
ト
隊
の
報
道
権
の
独
占
を
ね
ら
っ
て
お

り
、
熟
考
の
末
、
マ
ナ
ス
ル
は
毎
日
に
、
エ
ベ
レ
ス
ト
は
朝
日
に
、

と
い
う
ふ
う
に
決
め
た
の
だ
そ
う
だ
。
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こ
の
決
定
を
下
し
た
時
期
に
関
し
て
、
藤
木
高
嶺
は
「
踏
査
隊
が
、

東
面
に
登
頂
可
能
な
ル
ー
ト
を
発
見
し
、
帰
国
し
た
の
と
同
時
で

あ
っ
た
」
と
前
述
の
「
山
」
で
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
勘
違
い
で

あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
毎
日
新
聞
は
1
9
5
2
（
昭
和

）
27

年

月

日
、
日
本
山
岳
会
と
連
名
で
一
面
に
「
社
告
」
を
大
き
く

8

18

掲
載
、
マ
ナ
ス
ル
踏
査
隊
が
間
も
な
く
出
発
す
る
こ
と
を
伝
え
て
い

る
。
踏
査
隊
を
社
告
と
し
て
発
表
し
た
時
点
で
、
毎
日
の
後
援
は
1

0
0
％
決
ま
っ
て
い
た
。

当
時
は
、
い
わ
ゆ
る
神
武
景
気
（
日
本
初
代
の
天
皇
と
さ
れ
る
神

武
天
皇
が
即
位
し
た
年
以
来
、
例
を
見
な
い
好
景
気
と
い
う
意
味
で

名
付
け
ら
れ
た
）。
日
本
の
経
済
そ
の
も
の
が
力
を
強
め
て
い
る
時

期
で
、
新
聞
社
に
も
勢
い
が
あ
っ
た
。

1
9
5
0
年
か
ら
1
9
5
3
年
に
か
け
て
の
朝
鮮
戦
争
中
、
朝
鮮

半
島
へ
と
出
兵
し
た
ア
メ
リ
カ
軍
へ
の
補
給
物
資
の
支
援
、
破
損
し

た
戦
車
や
戦
闘
機
の
修
理
な
ど
を
日
本
が
大
々
的
に
請
け
負
っ
た
こ

と
（
朝
鮮
特
需
）
で
日
本
経
済
が
飛
躍
的
に
拡
大
、
発
展
し
た
。
こ

の
好
景
気
に
よ
っ
て
日
本
経
済
は
戦
前
の
最
高
水
準
を
上
回
る
ま
で

回
復
し
、
1
9
5
6
（
昭
和

）
年
の
経
済
白
書
に
は
「
も
は
や
戦

31

後
で
は
な
い
」
と
記
さ
れ
、
戦
後
復
興
の
完
了
が
宣
言
さ
れ
た
。
ま

た
、
好
景
気
の
影
響
で
、
耐
久
消
費
財
ブ
ー
ム
が
発
生
、
い
わ
ゆ
る

三
種
の
神
器
（
冷
蔵
庫
・
洗
濯
機
・
白
黒
テ
レ
ビ
）
が
出
現
し
た
。

そ
う
は
言
っ
て
も
、
マ
ナ
ス
ル
隊
は
結
果
的
に
偵
察
を
含
め
て
4

回
も
登
山
隊
を
出
す
こ
と
と
な
り
、
1
億
を
超
え
る
お
金
が
か
か
る

こ
と
に
な
る
と
は
、
こ
の
と
き
は
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
。

半
分
半
分
や

広
島
の
乱
の
い
き
さ
つ
、
そ
し
て
高
額
の
金
を
出
さ
せ
る
結
果
と

な
っ
た
毎
日
新
聞
へ
の
気
遣
い
か
ら
だ
ろ
う
、
マ
ナ
ス
ル
を
進
言
し

た
ひ
と
り
に
朝
日
新
聞
の
藤
木
九
三
が
い
た
こ
と
は
以
後
〝
封
印
〞

さ
れ
た
。
藤
木
も
そ
れ
を
吹
聴
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
子
息
の
高

嶺
は
松
田
雄
一
の
質
問
に
答
え
て
「
マ
ナ
ス
ル
が
毎
日
に
決
ま
っ
た

段
階
で
、
父
が
『
西
堀
さ
ん
に
進
言
し
た
話
」
な
ど
は
す
べ
て
お
蔵

入
り
と
な
っ
た
」
と
証
言
し
て
い
る
（
前
記
『
山
岳
』
号
所
載
「
マ

91

ナ
ス
ル
へ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
」）。
藤
木
が
朝
日
新
聞
の
人
で
あ
り
、
マ

ナ
ス
ル
計
画
は
毎
日
新
聞
が
全
面
的
に
支
え
た
こ
と
が
、「
封
印
」
の

理
由
で
あ
ろ
う
。

田
口
二
郎
は
、「
マ
ナ
ス
ル
を
見
つ
け
て
登
る
対
象
と
し
て
考
え

た
の
は
藤
木
九
三
さ
ん
で
す
よ
」
と
、
藤
木
の
後
輩
、
朝
日
新
聞
運

動
部
の
山
記
者
、
片
山
全
平
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
、『
山
と
溪
谷
』
の

マ
ナ
ス
ル

周
年
特
集
で
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
話
に〝
ピ
ン
〞

40

と
き
た
。
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｢東
京
・
赤
坂
に
あ
っ
た
西
堀
事
務
所
に
遊
び
に
い
っ
た
と
き
に
、

僕
は
単
刀
直
入
に
マ
ナ
ス
ル
は
藤
木
さ
ん
が
見
つ
け
た
山
じ
ゃ
な
い

で
す
か
と
、
と
聞
き
ま
し
た
。

す
る
と
西
堀
さ
ん
は
び
っ
く
り
し
て
ね
。『
い
や
、
半
分
半
分
や
』

と
。
否
定
も
肯
定
も
し
な
い
、
そ
の
西
堀
さ
ん
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で

僕
は
か
な
り
確
信
を
も
ち
ま
し
た
」（
田
口
の
話
）

西
堀
栄
三
郎
が
、
藤
木
九
三
か
ら
マ
ナ
ス
ル
の
ア
イ
デ
ア
を
も

ら
っ
た
こ
と
は
、
前
記
し
た
子
息
の
高
嶺
の
証
言
か
ら
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
が
、「
半
分
半
分
や
」
と
い
う
言
い
方
が
、
実
は
正
し
い
の
で

は
な
い
か
―
―
。

い
よ
い
よ
日
本
人
の
マ
ナ
ス
ル
行
が
目
前
に
迫
っ
た
1
9
5
1
年

の
暮
れ
、
木
原
は
今
西
錦
司
、
桑
原
武
夫
の
3
人
で
京
都
の
料
亭
で

毎
日
新
聞
の
本
田
親
男
社
長
に
初
め
て
会
っ
た
。
そ
の
と
き
、
本
田

は
戦
後
間
も
な
く
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
際
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム

ス
社
の
重
役
室
で
ボ
ロ
ボ
ロ
の
星
条
旗
を
見
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
た
。

タ
イ
ム
ス
の
幹
部
は「
バ
ー
ド
の
南
極
探
検
を
後
援
し
た
記
念
だ
。

あ
な
た
の
社
に
こ
ん
な
も
の
が
あ
る
か
？
｣と
胸
を
張
っ
た
、と
い
う
。

リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ー
ド
は
、
1
9
2
6
年

月
、
航
空
機
に
よ
る

5

初
の
北
極
点
到
達
を
な
し
と
げ
、
1
9
2
9
年

月
に
は
南
極
大
陸

11

ロ
ス
氷
原
の
リ
ト
ル
・
ア
メ
リ
カ
基
地
か
ら
南
極
点
ま
で
の
往
復
飛

行
に
成
功
し
た
空
の
冒
険
家
。
ア
メ
リ
カ
の
国
民
的
英
雄
だ
っ
た
。

木
原
、
今
西
ら
に
こ
の
話
を
紹
介
し
て
本
田
は
「
ぜ
ひ
、
世
界
が

あ
っ
と
言
う
高
い
山
に
登
っ
て
く
れ
」
と
、
3
人
に
言
っ
た
。
敗
戦

後
の
混
乱
が
な
お
続
く
日
本
。
そ
の
社
会
を
8
0
0
0
ｍ
初
登
頂
で

あ
っ
と
言
わ
せ
て
く
れ
、
と
ボ
ロ
ボ
ロ
の
星
条
旗
を
た
と
え
に
し
て

本
田
は
率
直
な
思
い
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。

年
前
の
マ
ナ
ス
ル
登
山
の
陰
で
、
メ
デ
ィ
ア
の
ひ
そ
や
か
な
争

60
奪
戦
が
あ
っ
た
こ
と
を
語
れ
る
人
は
今
は
い
な
い
。

マ
ナ
ス
ル
登
山
許
可
、
そ
し
て
日
本
山
岳
会
へ
の
移
譲

山
は
決
ま
り
、
ス
ポ
ン
サ
ー
も
つ
い
た
。
最
大
の
課
題
は
登
山
許

可
の
取
得
だ
。
1
9
5
2
年
1
月
、
イ
ン
ド
の
カ
ル
カ
ッ
タ
で
開
か

れ
る
国
際
科
学
会
議
に
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
創
設
当
初
か
ら
の
会
長
で
も
あ

る
木
原
均
が
招
待
さ
れ
た
。
こ
の
機
会
に
ネ
パ
ー
ル
と
交
渉
は
で
き

な
い
か
。
今
西
た
ち
は
相
談
し
、
今
西
の
義
弟
に
あ
た
る
西
堀
栄
三

郎
（
西
堀
の
夫
人
は
今
西
の
妹
）
を
木
原
に
同
行
さ
せ
る
こ
と
と
し

た
。
し
か
し
、
当
時
は
簡
単
に
海
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
化

学
者
で
も
あ
る
西
堀
は
日
本
学
術
会
議
に
頼
ん
で
イ
ン
ド
科
学
会
議

へ
の
紹
介
状
を
も
ら
い
、
ひ
と
り
追
加
を
認
め
て
も
ら
っ
た
上
で
学

術
枠
で
「
外
貨
の
割
当
」
を
受
け
、
費
用
を
毎
日
新
聞
に
出
し
て
も

ら
う
か
た
ち
で
木
原
と
と
も
に
イ
ン
ド
に
乗
り
込
ん
だ
。

82



ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
に
は
多
く
の
外
国
人
が
ネ
パ
ー
ル
入
り
を
目
論
ん

で
待
機
し
て
い
た
。
一
応
開
国
し
た
ネ
パ
ー
ル
だ
が
、
政
情
が
不
安

定
で
門
は
ま
だ
厳
し
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
堀
は
国
王

に
手
紙
を
書
い
て
な
ん
と
か
入
国
許
可
を
取
り
、
陸
路
ネ
パ
ー
ル
に

入
り
、
交
渉
を
開
始
し
た
。

し
か
し
、
高
官
た
ち
は
誰
も
マ
ナ
ス
ル
と
い
う
山
を
知
ら
な
か
っ

た
。
か
わ
り
に
ヒ
マ
ル
チ
ュ
リ
と
い
う
名
は
知
ら
れ
て
い
た
。
と
も

か
く
親
日
的
な
人
が
多
か
っ
た
の
は
幸
い
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
親

日
家
の
将
軍
の
口
利
き
で
「
マ
ナ
ス
ル
は
日
本
隊
で
。
そ
れ
も
登
れ

る
ま
で
」
と
国
王
が
指
示
し
て
く
れ
た
の
だ
。
西
堀
は
マ
ナ
ス
ル
踏

査
隊
の
許
可
申
請
を
「
Ｆ
Ｆ
」
の
名
で
提
出
し
、
1
9
5
2
年
3
月

日
、
帰
国
し
た
。

14
帰
国
し
た
西
堀
は
、
今
西
に
ネ
パ
ー
ル
政
府
は
、
学
術
探
検
よ
り

は
登
山
隊
を
望
ん
で
い
る
、
そ
し
て
、
で
き
る
な
ら
全
日
本
の
態
勢

で
あ
た
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
、
と
の
感
触
を
語
っ
た
。
西
堀
の

話
を
聞
い
た
今
西
は
、
日
本
と
ネ
パ
ー
ル
の
重
要
な
登
山
隊
に
な
る

と
直
感
し
、
京
大
だ
け
で
な
く
、
こ
の
時
点
で
日
本
の
登
山
界
挙
げ

て
の
計
画
に
し
よ
う
、
と
進
路
変
更
し
た
。
氷
河
を
抱
え
た
8
0
0

0
ｍ
を
登
る
力
は
、
京
都
だ
け
で
は
不
足
か
も
し
れ
な
い
。
ネ
パ
ー

ル
へ
の
礼
儀
と
し
て
も
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
の
思
想
が
正
し
い
、
と
考

え
た
の
で
あ
ろ
う
。

Ｆ
Ｆ
は
こ
の
計
画
を
す
べ
て
日
本
山
岳
会
に
移
譲
す
る
、
と
提
案

す
る
と
、
な
ぜ
今
更
、
と
仲
間
う
ち
か
ら
反
論
も
あ
っ
た
。
と
り
わ

け
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
な
か
で
も
「
登
高
派
」
の
四
手
井
綱
彦
は
、
強
硬
に

反
対
し
た
。
京
都
に
と
っ
て
せ
っ
か
く
の
機
会
を
ど
う
し
て
日
本
山

岳
会
に
譲
る
の
か
。

梅
棹
忠
夫
は
著
書
『行
為
と
妄
想
』の
な
か
で
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
内
部
の

ふ
た
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
こ
と
を
南
北
朝
に
た
と
え
て
表
現
し
て
い
る
。

〈
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
な
か
に
も
多
少
こ
と
な
る
傾
向
の
二
派
が
見
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
ひ
た
す
ら
に
高
峰
を
め
ざ
す
純
粋
登
山
派

で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
水
平
思
考
も
ふ
く
ん
で
、
未
知
を
探
究
す

る
探
検
派
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
南
北
朝
の
対
立
に
た
と
え
ら

れ
た
。

登
山
団
体
と
し
て
の
純
粋
性
か
ら
い
う
と
、
登
高
派
が
本
流
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
南
朝
で
、
そ
の
代
表
は
四
手
井
綱
彦
教
授
で
あ
る
。

か
れ
は
後
醍
醐
天
皇
と
称
せ
ら
れ
、
鈴
木
信
が
忠
臣
楠
木
正
成
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
探
検
派
は
北
朝
で
、
そ
の
代
表
が
今
西
錦
司

氏
で
あ
る
。
か
れ
は
足
利
尊
氏
と
称
せ
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
わ
た
く

し
自
身
も
そ
の
一
派
と
見
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
京
大
山
岳
部
は

戦
後
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
南
朝
の
正
統
を
ひ
く
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
学
生
の
な
か
に
も
北
朝
派
が
い
て
、
そ
れ
が

山
岳
部
か
ら
独
立
し
て
探
検
部
を
つ
く
っ
た
。
一
九
五
六
年
の
こ
と
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で
あ
る
。
そ
の
前
年
の
カ
ラ
コ
ラ
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
学
術
探
検
隊

が
お
お
き
な
刺
激
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
〉

こ
の
文
章
の
な
か
に
、
京
都
の
山
男
た
ち
の
結
構
複
雑
な
、
だ
が

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
も
見
え
る
対
立
軸
が
見
え
る
。

今
西
た
ち
の
意
向
を
受
け
て
、
1
9
5
2
年
4
月

日
、
日
本
山

16

岳
会
は
正
式
に
マ
ナ
ス
ル
計
画
の
全
責
任
を
負
う
こ
と
を
決
定
し

た
。実

行
す
る
た
め
に
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
委
員
会
」
を
組
織
し
た
。
錚
々
た

る
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
。
委
員
長
に
槙
有
恒
、
委
員
に
藤
島
敏
男
、
日

高
信
六
郎
、
今
西
錦
司
、
堀
田
弥
一
、
木
原
均
、
松
方
三
郎
、
三
田

幸
夫
、
西
堀
栄
三
郎
、
の
ち
に
早
川
種
三
を
加
え
た
。
1
9
3
6
年
、

イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ナ
ン
ダ
・
コ
ッ
ト
（
6
8
6
7
ｍ
）
初
登
頂

を
成
功
さ
せ
た
立
教
の
堀
田
は
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
顔
だ
っ
た
。

毎
日
新
聞
社
の
「
社
告
」

1
9
5
2
（
昭
和

）
年

月

日
、
毎
日
新
聞
朝
刊
一
面
に
「
ヒ

27

8

18

マ
ラ
ヤ
の
巨
峰
マ
ナ
ス
ル
探
検
」
と
大
き
な
囲
み
記
事
が
掲
載
さ
れ

た
。｢日

本
山
岳
会
・
毎
日
新
聞
社
」
双
方
の
名
で
発
表
さ
れ
た
こ
の
記

事
は
、
い
わ
ゆ
る
「
社
告
」
で
、
天
下
に
マ
ナ
ス
ル
に
関
す
る
ニ
ュ
ー

ス
は
独
占
的
に
や
り
ま
す
、
と
の
表
明
で
あ
る
。「
ア
ジ
ヤ
の
秘
境

を
開
く
」「
偵
察
隊
一
行
・

日
に
空
路
出
発
」
の
ふ
た
つ
の
見
出
し

25

の
わ
き
に
、
隊
長
の
今
西
錦
司
以
下
、
田
口
二
郎
、
高
木
正
孝
、
中

尾
佐
助
、
林
一
彦
（
医
師
）
の
5
人
の
メ
ン
バ
ー
が
顔
写
真
入
り
で

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
毎
日
新
聞
か
ら
派
遣
さ
れ
る
竹
節

作
太
が
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
マ
ナ
ス
ル
の
メ

ン
バ
ー
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
知
っ
て
い
た
の
は
二
次
隊
の
堀
田
弥
一
の
ほ

か
に
た
だ
ひ
と
り
、
堀
田
と
と
も
に
ナ
ン
ダ
・
コ
ッ
ト
に
登
っ
て
い

る
竹
節
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
本
文
。
一
面
社
告
に
し
て
は
具
体
的
で
、
Ｆ
Ｆ
か
ら
日
本
山

岳
会
に
移
譲
さ
れ
た
経
緯
も
明
記
し
て
い
る
。

〈
本
社
は
日
本
山
岳
会
を
後
援
し
て
今
明
両
年
に
わ
た
り
、
ヒ
マ
ラ

ヤ
の
巨
峰
、
世
界
第
八
位
の
マ
ナ
ス
ル
（
8
1
2
5
メ
ー
ト
ル
）
登

山
を
決
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
ず
そ
の
偵
察
隊
は
来
る

日
羽
田

25

空
港
を
出
発
、
現
地
一
帯
の
綿
密
な
踏
査
を
行
っ
た
後
、
年
末
に
帰

国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

戦
後
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
は
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
山
岳
界
が
数
度
の
探

検
隊
を
送
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
昭
和

年
、
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
（
8
0
7

25

8
メ
ー
ト
ル
）
の
登
頂
に
成
功
し
て
世
界
記
録
を
作
り
、
英
国
も
昨

年
と
本
年
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
探
検
隊
を
送
っ
た
。
わ
が
山
岳
界
も
立

ち
直
り
予
想
外
に
早
く
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
連
峰
を
目
指
す
意
欲
は
年
と
共

に
高
ま
り
、
す
で
に
2
、
3
の
プ
ラ
ン
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
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の
ト
ッ
プ
を
切
っ
た
の
が
日
本
山
岳
会
と
本
社
の
協
力
に
よ
る
マ
ナ

ス
ル
登
山
で
あ
る
。

こ
の
プ
ラ
ン
は
昨
秋
、
木
原
均
博
士
を
中
心
と
す
る
京
都
大
学
生

物
誌
研
究
会
に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
、
本
社
は
こ
れ
に
対
し
全
面
的
協

力
を
約
し
、
本
年
1
月
イ
ン
ド
で
開
か
れ
た
世
界
学
術
会
議
に
出
席

の
木
原
博
士
と
本
社
が
委
嘱
特
派
し
た
西
堀
栄
三
郎
理
博
は
共
に
現

地
折
衝
を
行
い
、
西
堀
博
士
は
ネ
パ
ー
ル
の
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
に
入

る
幸
運
を
つ
か
ん
で
、
政
府
要
人
と
交
渉
し
た
結
果
、
計
画
の
す
べ

て
は
急
速
に
好
転
し
た
。

こ
れ
と
並
行
し
て
、
こ
の
プ
ラ
ン
を
さ
ら
に
全
国
的
な
規
模
に
拡

大
す
る
た
め
に
事
業
の
主
体
を
京
大
生
物
誌
研
究
会
か
ら
日
本
山
岳

会
に
移
譲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
す
る
う
ち
に
、
7
月

日
ネ

11

パ
ー
ル
政
府
か
ら
待
望
の
入
国
許
可
が
到
着
し
、
満
を
持
し
て
待
っ

て
い
た
一
行
は
い
よ
い
よ

日
出
発
と
決
定
し
た
の
で
あ
る
。（
以

25

下
略
）〉

い
ざ
、
マ
ナ
ス
ル
へ
！

踏
査
隊
の
活
躍

三
次
に
及
ぶ
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
で
は
そ
の
都
度
、
隊
長
決
定
が
難

問
だ
っ
た
が
、
1
9
5
2
年
の
踏
査
隊
に
限
っ
て
は
ま
っ
た
く
問
題

が
な
か
っ
た
。
今
西
錦
司
（

）
が
行
く
、
と
決
ま
っ
て
い
た
か
ら

51

だ
。

1
9
5
2
年
の
踏
査
隊
に
は
隊
長
の
今
西
の
ほ
か
に
「
氷
河
を
知

る
」
田
口
二
郎
（

）、
高
木
正
孝
（

）、
の
ふ
た
り
と
、
学
術
調

39

39

査
担
当
の
中
尾
佐
助
（

）、
そ
れ
に
医
師
の
林
一
彦
（

）、
毎
日

34

27

新
聞
の
竹
節
作
太
（

）
が
加
わ
っ
た
。

40

田
口
と
高
木
は
踏
査
隊
、
第
一
次
隊
と
、
マ
ナ
ス
ル
初
期
の

度
2

の
隊
の
中
核
と
し
て
活
躍
し
た
。
と
も
に
欧
州
ア
ル
プ
ス
で
ザ
イ
ル

を
組
ん
で
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
し
た
仲
間
で
、
つ
け
加
え
れ
ば
、
今
西
は

こ
の
ふ
た
り
に
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
に
は
不
慣
れ
な
「
渡
航
手
続
き
」

の
能
力
を
期
待
し
た
ら
し
い
（
堀
田
弥
一
の
証
言
）。

一
行
は
、
ラ
ル
キ
ャ
峠
を
越
え
て
サ
マ
集
落
に
入
り
、
ナ
イ
ケ
・

コ
ル
ま
で
試
登
、
本
隊
で
の
ル
ー
ト
の
見
通
し
を
つ
け
た
。
高
木
正

孝
が
ク
レ
バ
ス
に
落
ち
た
が
ロ
ー
プ
に
つ
か
ま
り
、
竹
節
ら
に
救
出

さ
れ
る
一
幕
も
あ
っ
た
。

そ
の
竹
節
は
、
新
聞
記
者
と
い
っ
て
も
も
と
も
と
は
ス
キ
ー
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
だ
っ
た
。
1
9
3
6
（
昭
和

）
年
に
立
教
大
学

11

山
岳
部
が
日
本
で
初
め
て
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
で
ナ
ン
ダ
・
コ
ッ
ト
峰

に
初
登
頂
し
た
際
、
報
道
隊
員
と
し
て
毎
日
新
聞
社
運
動
部
か
ら
派

遣
さ
れ
活
躍
し
た
。

踏
査
隊
が
現
地
に
出
か
け
た
間
、
東
京
で
は
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
加
藤
泰

安
が
踏
査
隊
と
の
連
絡
役
を
兼
ね
て
中
心
と
な
り
、
第
一
次
隊
の
準

備
を
進
め
た
。
加
藤
は
戦
前
の

年
に
京
大
隊
メ
ン
バ
ー
と
し
て
中

36
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部
大
興
安
嶺
最
高
峰
（
1
8
0
0
ｍ
）
に
冬
期
初
登
頂
し
、
翌

年
37

に
は
ひ
と
り
内
蒙
古
を
踏
査
す
る
な
ど
海
外
経
験
豊
か
だ
っ
た
。
マ

ナ
ス
ル

周
年
を
記
念
す
る
座
談
会
で
「（
第
一
次
隊
の
）
ビ
ジ
ョ
ン

40

と
か
ポ
リ
シ
ー
と
い
う
の
は
ど
う
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
？
」
と
聞

か
れ
、村
山
雅
美
は「
ほ
と
ん
ど
泰
安
さ
ん
の
一
存
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
」
と
答
え
て
い
る
。「
京
都
」
と
の
パ
イ
プ
役
の
意
味
も
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

あ
と
3
7
5
ｍ
。
第
一
次
隊
の
挑
戦

5
3
年
の
本
隊
、
結
果
的
に
は
「
第
一
次
隊
」
と
な
る
三
田
幸
夫

隊
の
陣
容
は
以
下
の
と
お
り
だ
っ
た
。

三
田
幸
夫
(
）、
竹
節
作
太
(
）、
高
木
正
孝
(
）、
田
口
二
郎

52

41

40

(
）、
加
藤
泰
安
(
）、
辰
沼
広
吉
(

医
師
）、
依
田
幸
喜
(

40

41

37

36

毎
日
新
聞
写
真
部
員
）、
中
尾
佐
助
(
）、
村
山
雅
美
(
）、
川
喜
田

35

34

二
郎
(
）、加
藤
喜
一
郎
(
）、山
田
二
郎
(
）、村
木
潤
次
郎
(
）、

32

32

32

29

山
崎
英
雄
(
）、
林
一
彦
(医
師

）、
石
坂
昭
二
郎
(
）。

28

28

24

人
の
シ
ェ
ル
パ
、
2
7
0
人
の
ポ
ー
タ
ー
た
ち
と
4
月

日
、

15

13

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
着
い
た
。
ナ
イ
ケ
峰
と
マ
ナ
ス
ル
北
峰
の
鞍

部
、
前
進
基
地
と
な
る
ナ
イ
ケ
・
コ
ル
（
5
6
0
0
ｍ
）
に
高
木
チ
ー

ム
が
到
達
し
た
の
が
4
月

日
。
こ
こ
か
ら
ノ
ー
ス
・
コ
ル
（
7
1

23

0
0
ｍ
）
ま
で
高
度
差
1
5
0
0
ｍ
の
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
の
突
破
に

86
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入
る
。
雪
が
降
り
出
し
、
6
0
0
0
ｍ
の
高
所
で
ラ
ッ
セ
ル
に
悩
ま

さ
れ
た
。

5
月

日
、加
藤
喜
一
郎
、山
田
二
郎
の
ふ
た
り
が
最
初
の
ア
タ
ッ

17

ク
に
出
た
。
頂
上
直
下
の
プ
ラ
ト
ー
に
達
し
て
第
9
キ
ャ
ン
プ
を
設

営
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
強
烈
な
西
風
で
7
3
5
0
ｍ
地
点
に
雪

洞
を
掘
っ
て
野
営
。
以
後
、
高
度
順
化
し
な
が
ら
天
候
と
の
闘
い
が

続
い
た
。

6
月
1
日
、
加
藤
、
山
田
、
石
坂
は
第
9
キ
ャ
ン
プ
を
出
発
、
7

7
5
0
ｍ
に
達
し
た
。
あ
と
3
7
5
ｍ
。
こ
こ
が
一
次
隊
の
最
高
到

達
点
と
な
っ
た
。

7
7
5
0
ｍ
地
点
ま
で
達
し
て
断
念
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
イ

ギ
リ
ス
で
充
填
し
た
川
崎
重
工
製
の
酸
素
ボ
ン
ベ
が
輸
送
中
に
漏
れ

て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
せ
っ
か
く
用
意
し
た
酸
素
が
ほ
と
ん

ど
役
に
立
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
背
景
と
し
て
、
航
空
会
社
の
Ｂ

Ｏ
Ａ
Ｃ
が
日
本
の
充
填
シ
ス
テ
ム
を
信
頼
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
川
崎
重
工
の
カ
ラ
の
ボ
ン
ベ
を
ロ
ン
ド
ン
ま
で
運
び
、
そ
こ

で
酸
素
を
詰
め
て
カ
ル
カ
ッ
タ
ま
で
輸
送
す
る
態
勢
を
と
っ
た
の

だ
。し

か
し
、
酸
素
器
具
が
役
に
立
た
ず
、
自
前
の
身
体
で
動
け
た
こ

と
が
、
か
え
っ
て
隊
員
た
ち
に
は
自
信
と
も
な
っ
た
。
マ
ナ
ス
ル
は

自
分
た
ち
で
や
れ
る
。
そ
う
い
う
確
信
を
得
た
の
だ
っ
た
。
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十
分
な
成
果
を
出
し
た
一
次
隊
だ
っ
た
が
、
二
次
隊
を
ベ
ー
ス

キ
ャ
ン
プ
ま
で
も
入
ら
せ
な
か
っ
た
、
サ
マ
で
の
問
題
の
前
兆
は
、

こ
の
と
き
に
す
で
に
出
現
し
て
い
た
。
前
年
の
踏
査
隊
が
神
聖
な
山

「
カ
ン
ブ
ン
ゲ
ン
（
地
元
住
民
た
ち
の
マ
ナ
ス
ル
の
別
称
）」
に
登
っ

た
た
め
病
気
が
流
行
し
た
、
な
ど
の
悪
い
噂
が
村
人
た
ち
の
間
に
広

が
っ
て
い
た
。
登
頂
で
き
ず
に
下
山
し
た
と
き
、
ラ
ル
キ
ャ
と
い
う

村
で
シ
ェ
ル
パ
と
住
民
の
乱
闘
事
件
が
起
き
た
。
シ
ェ
ル
パ
と
土
地

の
住
民
は
ま
っ
た
く
違
う
立
場
だ
。
渉
外
担
当
だ
っ
た
村
山
は
、
こ

う
記
録
し
て
い
る
。

〈
前
歯
を
折
ら
れ
て
喚
く
村
民
。
傍
ら
で
泣
き
叫
ぶ
尼
僧
。
隊
員
の

仲
裁
で
は
埒
が
明
か
ず
、
こ
の
地
域
の
裁
判
権
を
持
つ
サ
マ
の
僧
院

の
ラ
マ
僧
と
交
渉
の
結
果
、
負
傷
者
は
手
当
て
し
て
慰
謝
料
四
十
ル

ピ
ー
を
支
払
い
、
ひ
と
ま
ず
解
決
し
た
。

こ
の
と
き
全
財
産
を
は
た
い
て
で
も
現
地
住
民
と
ラ
マ
僧
を
懐
柔

し
、
ボ
ヤ
の
残
り
火
を
と
こ
と
ん
始
末
し
て
お
け
ば
、
翌
年
の
い
わ

ゆ
る
サ
マ
事
件
は
起
き
な
か
っ
た
の
で
は
、
渉
外
担
当
の
私
は
い
ま

も
な
お
反
省
し
て
い
る
〉（『
地
の
果
て
に
挑
む

マ
ナ
ス
ル
・
南
極
・

北
極
』（

年

月

東
京
新
聞
出
版
局
）

05

6

そ
し
て
こ
の
年
の
5
月

日
、
つ
い
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
最
高
峰
、
エ

29

ベ
レ
ス
ト
が
英
国
隊
の
エ
ド
モ
ン
ド
・
ヒ
ラ
リ
ー
と
テ
ン
ジ
ン
・
ノ

ル
ゲ
イ
に
よ
っ
て
登
ら
れ
た
。

空
し
き
敗
退
―
―
二
次
隊
の
悲
運

一
次
隊
が
あ
と
ひ
と
息
の
と
こ
ろ
ま
で
達
し
た
た
め
、
二
次
隊
は

ぜ
ひ
頂
上
を
お
と
そ
う
、
と
隊
員
た
ち
の
士
気
は
上
が
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
大
詰
め
ま
で
き
て
難
問
が
持
ち
上
が
っ
た
。
隊
長
が
決
ま

ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
次
隊
の
中
核
と
な
っ
た
村
山
雅
美
、
加
藤
喜
一
郎
、
村
木
潤
次

郎
、
山
田
二
郎
の

人
が
実
行
委
員
と
な
っ
て
二
次
隊
の
計
画
を
練

4

り
上
げ
、
隊
長
と
し
て
慶
応
出
身
の
谷
口
現
吉
を
推
薦
し
た
。
一
次

隊
の
と
き
か
ら
隊
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
関
わ
り
、
メ
ン
バ
ー
と
の
信

頼
関
係
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
谷
口
は
知
名
度
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
っ
た
。
日
本
を

代
表
す
る
登
山
隊
の「
隊
の
顔
」と
し
て
は
谷
口
で
い
い
の
か
、リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き
る
の
か
と
い
う
危
惧
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
委
員
会

と
毎
日
新
聞
か
ら
出
た
。
と
り
わ
け
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
る
毎
日
新
聞

は
こ
だ
わ
っ
た
。
そ
し
て
、〝
切
り
札
〞
の
堀
田
弥
一
に
白
羽
の
矢
が

立
っ
た
。

少
し
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
。

堀
田
弥
一
が
見
事
ナ
ン
ダ
・
コ
ッ
ト
を
成
功
さ
せ
て
帰
国
し
た
直

後
の
1
9
3
6
年

月
7
日
、
霞
ヶ
関
の
星
ヶ
丘
茶
寮
で
堀
田
を
囲

12

ん
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
現
場
を
聞
く
座
談
会
が
開
か
れ
た
。
当
時
、
堀
田

た
ち
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
頂
成
功
が
、
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

88



い
た
か
は
、
こ
の
日
の
顔
ぶ
れ
で
分
か
る
。
当
時
、
日
本
山
岳
会
の

会
長
だ
っ
た
木
暮
理
太
郎
、
副
会
長
の
松
方
三
郎
を
は
じ
め
、
初
代

会
長
の
烏
水
小
島
久
太
、
槙
有
恒
、
三
田
幸
夫
、
今
西
錦
司
、
西
堀

栄
三
郎
、
渡
辺
公
平
ら
日
本
の
登
山
界
を
代
表
す
る
き
ら
星
の
ご
と

き
面
々
が
顔
を
そ
ろ
え
、
毎
日
新
聞
社
の
幹
部
も
加
わ
っ
て
若
い
堀

田
（
当
時

歳
）
か
ら
話
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
メ
ン

28

バ
ー
が
、
の
ち
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
委
員
会
を
ほ
ぼ
構
成
す
る
大
事
な
会
合

だ
っ
た
。

1
9
5
3
年
の
暮
れ
も
押
し
詰
ま
っ
た

月

日
、
三
田
幸
夫
、

12

30

槙
有
恒
、
そ
れ
に
毎
日
新
聞
の
幹
部
も
加
わ
っ
て
堀
田
弥
一
の
説
得

が
始
ま
っ
た
。
登
山
家
と
し
て
ど
ん
な
に
光
栄
な
こ
と
か
、
と
考
え

る
が
、そ
れ
は
違
っ
た
。堀
田
は
た
だ
ひ
た
す
ら
固
辞
し
た
の
で
あ
る
。

二
次
隊
隊
長
・
堀
田
弥
一
の
本
音

現
地
で
生
じ
る
、
い
わ
ゆ
る
サ
マ
の
集
落
で
の
登
山
妨
害
と
と
も

に
、
隊
長
を
引
き
受
け
た
経
緯
を
ど
う
し
て
も
ご
本
人
に
確
か
め
た

く
て
2
0
0
6
年
4
月

日
と

月

日
の
2
回
、
私
は
荻
窪
の
堀

13

7

6

田
の
家
を
訪
ね
て
い
る
。

｢も
う

だ
か
ら
ね
。
時
代
が

年
前
も

年
前
も
今
も
、
ど
っ

97

20

50

ち
が
先
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
。
要
す
る
に
聞
く
人
が
分
か
ら
な
い

と
ダ
メ
」
と
、
こ
ち
ら
が
し
っ
か
り
堀
田
の
話
を
聞
き
取
る
よ
う
に
、
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と
最
初
に
お
願
い
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
意
外
に
饒
舌
で
、

確
か
に
話
は
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
飛
ぶ
が
、
慣
れ
て
く
る
と
、
話
の
糸

は
つ
な
が
る
の
だ
っ
た
。

二
次
隊
の
隊
長
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
の
模
様
を
聞
く
と
、
苦
い
顔

に
な
っ
た
。

｢ま
ず
、
あ
の
と
き
は
体
調
が
悪
く
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
っ
て
指
揮

を
取
る
自
信
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
何
よ
り
も
隊
員
の
ほ
と
ん
ど

が
す
で
に
固
ま
っ
て
い
た
か
ら
、隊
長
と
し
て
の
仕
事
は
で
き
な
い
、

と
思
っ
た
ん
だ
」

明
け
て
1
月

日
に
は
全
隊
員
の
名
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
て

14

い
た
。
い
く
ら
な
ん
で
も
受
け
に
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

｢僕
は
当
時

歳
、
会
社
で
課
長
と
い
う
一
番
実
務
の
大
事
な
ポ

45

ス
ト
で
ね
、
正
直
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
な
ど
に
行
く
状
況
で
は
な
か
っ
た
の
。

で
も
、
徹
夜
で
口
説
か
れ
て
ね
、
最
後
は
も
う
涙
が
ぽ
ろ
ぽ
ろ
出
て

き
て
…
…
。
逃
げ
て
、
逃
げ
て
、
最
後
不
本
意
な
か
た
ち
で
引
き
受

け
さ
せ
ら
れ
た
」

歴
史
的
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
で
こ
ん
な
か
た
ち
で
隊
長
が
決
ま
っ
た

と
は
、
本
人
の
口
か
ら
聞
い
て
改
め
て
呆
然
と
し
た
。

｢体
調
も
悪
か
っ
た
。
僕
は
好
き
嫌
い
が
あ
る
ん
で
ね
、
持
っ
て

い
っ
た
も
の
が
ま
っ
た
く
食
べ
ら
れ
な
い
。
胃
が
悪
く
な
っ
て
ね
。

隊
長
テ
ン
ト
に
ひ
と
り
で
い
る
と
、い
ろ
ん
な
情
報
を
持
っ
て
く
る
」

ヒ
マ
ラ
ヤ
で
飯
を
食
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
辛
い
こ
と
は
な
い
。
本
人

も
気
の
毒
だ
っ
た
が
、
飯
を
食
え
な
い
隊
長
を
い
た
だ
い
た
隊
員
た

ち
も
、
気
の
毒
だ
っ
た
。
隊
全
体
の
士
気
に
大
い
に
影
響
し
た
だ
ろ

う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
日
本
人
の
マ
ナ
ス
ル
に
と
っ
て
堀
田
の
ナ
ン

ダ
・
コ
ッ
ト
の
名
声
が
そ
れ
ほ
ど
に
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、
正
し
く

理
解
し
て
お
き
た
い
。
ス
ポ
ン
サ
ー
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
、
泣
い

て
固
辞
す
る
登
山
家
を
徹
夜
で
説
得
す
る
と
は
驚
く
し
か
な
い
。

隊
長
の
役
目
を
受
諾
さ
せ
ら
れ
た
堀
田
は
、
引
き
受
け
た
か
ら
に

は
徹
底
的
に
自
分
の
や
り
方
で
、
と
考
え
た
。
し
か
し
、
隊
の
中
核

で
あ
る
4
人
衆
は
、
す
で
に
自
分
た
ち
の
行
動
計
画
を
ほ
ぼ
決
め
て

お
り
、
対
立
の
図
式
は
解
消
し
な
い
ま
ま
出
発
と
な
っ
た
。

二
次
隊
の
構
成
は
、
堀
田
弥
一
隊
長
以
下
、
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

隊
長
：
堀
田
弥
一
（

）、
谷
口
現
吉
、
辰
沼
広
吉
（

）、
村
山
雅

45

38

美（

）、加
藤
喜
一
郎（

）、山
田
二
郎（

）、村
木
潤
次
郎（

）、

35

33

32

30

山
崎
英
雄
（

）、
大
塚
博
美
（

）、
松
沢
幸
雄
、
松
田
雄
一
（

）。

29

29

25

サ
マ
事
件
―
―
キ
ッ
チ
ン
ボ
ー
イ
は
木
に
縛
り
付
け
ら
れ
た

堀
田
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
サ
マ
で
の
「
日
本
人
ノ
ー
」
の
と
ん

で
も
な
い
事
態
だ
っ
た
。

1
9
5
4
年
3
月
、
カ
ト
マ
ン
ズ
に
集
結
し
た
一
行
は
、
3
月
20

日
か
ら
奥
地
へ
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
開
始
し
た
。
不
吉
な
情
報
が
次
々
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に
入
っ
て
き
た
。

｢ア
ル
ガ
ト
・
バ
サ
ー
ル
を
過
ぎ
る
こ
ろ
か
ら
奥
地
不
穏
の
情
報

は
隊
の
前
途
に
暗
い
影
を
も
た
ら
し
始
め
た
。

年
日
本
隊
の
帰
還

53

後
は
ま
れ
に
み
る
旱
魃
で
収
穫
は
例
年
の
半
ば
に
も
達
し
な
か
っ

た
。
し
か
も
そ
の
冬
の
降
雪
は
多
く
、
三
百
年
の
伝
統
を
誇
っ
た
僧

院
（
ゴ
ム
パ
）
が
大
雪
崩
に
圧
壊
さ
れ
ラ
マ
尼
三
名
が
死
ん
だ
。
い

ま
サ
マ
に
は
天
然
痘
が
大
流
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
聖
山
カ
ン

ブ
ン
ゲ
を
け
が
し
た
日
本
隊
の
所
業
に
対
す
る
神
罰
で
あ
る
…
…
」

（『
マ
ナ
ス
ル

1
9
5
4
-6
』
か
ら
）

ロ
ー
の
部
落
に
入
る
と
、手
に
手
に
鉈
、鍬
を
持
っ
た
村
人
が
角
々

に
立
ち
並
び
、
口
々
に
「
ど
こ
へ
行
く
」
と
険
し
い
表
情
で
誰す
い

何か

す

る
。
以
下
、
渉
外
担
当
の
村
山
雅
美
の
記
録
。

｢サ
マ
の
手
前

時
間
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
マ
ナ
ス
ル
を
見
あ
げ
る

1

芝
地
が
あ
る
。
こ
こ
で
泊
ま
る
予
定
だ
っ
た
。
手
に
手
に
斧
を
持
っ

た

人
ほ
ど
の
村
民
が
立
ち
は
だ
か
る
の
を
な
だ
め
つ
つ
、
な
ん
と

30
か
テ
ン
ト
を
張
る
。
夕
食
時
間
に
な
っ
て
も
隊
の
キ
ッ
チ
ン
で
働
く

ド
ル
ジ
少
年
が
い
な
い
。
な
ん
と
村
人
た
ち
に
つ
か
ま
っ
て
、
木
に

縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
と
わ
か
っ
た
。
サ
マ
出
身
な
の
に
日
本
隊
で

働
く
と
は
何
事
か
、
と
村
人
の
怒
り
を
買
っ
た
の
だ
。
な
ん
と
か
彼

を
引
き
取
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
厄
介
は
そ
れ
か
ら
だ
っ
た
」

｢
月

日
、
サ
ー
ダ
ー
、
通
訳
と
と
も
に
渉
外
担
当
の
私
が
サ
マ

4

6

の
ラ
マ
僧
に
会
い
に
行
っ
た
。
2
0
0
人
の
村
人
に
取
り
囲
ま
れ
て

の
交
渉
は
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
。

赤
い
絨
毯
の
席
に
着
い
た
ラ
マ
僧
兄
弟
の
前
に
村
人
の
頭
ダ
・
テ

ン
ジ
ン
ほ
か
数
人
の
住
民
代
表
と
我
々
が
円
陣
に
胡
座
を
か
い
て
会

談
が
始
ま
っ
た
。
敵
意
に
満
ち
た
空
気
を
弟
ラ
マ
僧
と
、
テ
ン
ジ
ン

が
煽
り
、
住
民
た
ち
は
凶
作
や
疫
病
の
原
因
は
日
本
隊
に
あ
り
、
と
、

前
年
ラ
ル
キ
ャ
集
落
で
の
日
本
隊
の
シ
ェ
ル
パ
と
住
民
が
乱
闘
し
た

際
の
恨
み
つ
ら
み
を
口
々
に
言
い
立
て
、
日
本
隊
の
退
去
を
ラ
マ
僧

に
訴
え
た
」（
前
掲
書
）

一
次
隊
の
成
果
を
踏
ま
え
、「
必
ず
登
る
」
決
意
で
日
本
を
発
っ
た

隊
員
た
ち
は
村
人
た
ち
に
阻
止
さ
れ
、
結
局
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
も

た
ど
り
着
け
な
か
っ
た
。

｢わ
が
1
9
5
4
年
マ
ナ
ス
ル
隊
は
あ
ま
り
に
も
空
し
き
敗
退
の

エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
に
見
る
べ
き
も
の
無

く
、
の
こ
す
に
足
る
記
録
と
て
無
い
が
…
…
」
と
、
公
式
報
告
の
冒

頭
で
隊
長
の
堀
田
弥
一
に
か
わ
っ
て
副
隊
長
の
谷
口
現
吉
が
率
直
に

書
い
て
い
る
。

ど
う
し
て
こ
う
い
う
事
態
と
な
っ
た
の
か
、
隊
の
渉
外
担
当
で
サ

マ
問
題
の
折
衝
責
任
者
、
村
山
雅
美
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

｢要
す
る
に
我
々
が
不
慣
れ
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
異

文
化
に
ど
う
対
処
し
た
ら
い
い
か
誰
も
分
か
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う

｢日本人の山・マナスル」をもう一度考える
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こ
と
で
す
」
と
村
山
は
言
い
切
っ
た
。

切
な
い
体
験
だ
が
、学
ぶ
こ
と
は
大
き
か
っ
た
二
次
隊
で
あ
っ
た
。

映
画
『
マ
ナ
ス
ル
に
立
つ
』
の
解
説
に
は
「
堀
田
弥
一
を
隊
長
と
す

る
十
四
名
の
第
二
次
登
山
隊
は
マ
ナ
ス
ル
山
麓
の
サ
マ
部
落
で
ラ
マ

教
の
狂
信
者
に
進
路
を
妨
げ
ら
れ
…
…
」
と
書
か
れ
て
い
た
が
、
私

は
マ
ナ
ス
ル
隊
の
一
番
の
教
え
は
、実
は
、サ
マ
の
問
題
で
は
な
か
っ

た
か
、
二
次
隊
の
苦
い
体
験
こ
そ
大
事
な
資
産
で
は
な
か
っ
た
か
、

と
考
え
て
い
る
。
戦
後
の
日
本
人
が
異
文
化
と
い
う
も
の
を
ど
う
受

け
入
れ
ら
れ
る
か
、
試
さ
れ
た
現
場
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
。

資
金
も
尽
き
た
。
三
次
隊
は
2
年
後
に

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ま
で
も
た
ど
り
着
け
な
か
っ
た
二
次
隊
の
無
残

な
結
果
で
、
マ
ナ
ス
ル
隊
は
苦
境
に
陥
っ
た
。
神
武
景
気
と
言
わ
れ

た
日
本
経
済
も
つ
い
に
息
切
れ
し
、
大
き
な
登
山
隊
を
送
り
出
す
だ

け
の
お
金
が
も
う
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

資
金
集
め
に
は
早
川
種
三
が
頑
張
っ
た
。
の
ち
に
大
型
倒
産
の
管

財
人
と
し
て
企
業
再
建
に
取
り
組
み
、「
会
社
再
建
の
神
様
」
と
呼
ば

れ
た
人
だ
が
、
慶
応
時
代
は
槙
有
恒
と
と
も
に
1
年
で
2
8
0
日
も

山
に
入
っ
た
こ
と
も
あ
る
山
男
。
1
9
2
5
年
に
は
槙
と
と
も
に
カ

ナ
ダ
・
ア
ル
バ
ー
タ
峰
に
初
登
頂
し
て
い
る
。

毎
日
新
聞
社
は
社
内
に
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
後
援
会
」
を
設
け
て
広

く
募
金
を
呼
び
か
け
、
全
国
の
小
学
校
、
中
学
校
の
児
童
、
生
徒
か

ら
も
浄
財
が
寄
せ
ら
れ
た
。
文
部
省
も
5
0
0
万
円
の
予
算
を
登
山

隊
に
つ
け
た
。

資
金
の
め
ど
が
つ
く
ま
で
、翌
1
9
5
5
年
は
登
山
隊
を
送
ら
ず
、

代
わ
り
に
西
堀
栄
三
郎
と
成
蹊
高
校
Ｏ
Ｂ
の
成
瀬
岩
雄
が
カ
ト
マ
ン

ズ
に
飛
び
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
と
折
衝
、
サ
マ
村
の
代
表
と
も
会
っ
て

日
本
隊
の
入
山
の
根
回
し
を
し
た
。
ネ
パ
ー
ル
側
も
登
山
許
可
を
出

し
た
の
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
も
入
れ
な
か
っ
た
前
年
の
展
開
に
は

む
し
ろ
恐
縮
し
て
い
て
、
協
力
的
で
あ
っ
た
。

9
月
に
は
、
小
原
勝
郎
、
村
山
雅
美
、
橋
本
誠
二
の
3
人
が
先
遣

隊
と
し
て
ネ
パ
ー
ル
に
入
っ
た
。
小
原
た
ち
は
こ
こ
で
も
ネ
パ
ー
ル

政
府
の
協
力
の
下
、
サ
マ
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
慎
重
に
話
し
合
っ

た
。
二
次
隊
の
入
山
を
阻
止
し
た
と
き
の
ヘ
ッ
ド
・
ラ
マ
は
す
で
に

他
界
し
た
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

サ
マ
事
件
対
策
と
し
て
、
著
名
な
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
学
者
、
多
田
等

観
を
招
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
た
こ
と
も
特
記
し
て
お
き
た
い
。
10

年
を
チ
ベ
ッ
ト
の
セ
ラ
寺
で
修
行
し
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
十
三
世
の
絶
大

な
信
頼
を
得
て
い
た
ト
ゥ
プ
テ
ン
・
ゲ
ン
ツ
ェ
ン
（
多
田
の
チ
ベ
ッ

ト
名
）
は
、
サ
マ
の
ラ
マ
僧
あ
て
チ
ベ
ッ
ト
語
の
書
簡
を
槙
に
託
し

た
。初

登
頂
は
遅
れ
は
し
た
も
の
の
、
三
次
隊
の
成
功
に
向
け
て
マ
ナ
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ス
ル
隊
は
い
い
学
び
を
し
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

槙
有
恒
が
隊
長
を
引
き
受
け
た
！

第
三
次
隊
は
、
一
次
、
二
次
隊
の
経
験
を
最
大
限
に
生
か
し
た
実

力
派
の
隊
だ
っ
た
。
何
よ
り
も
日
本
山
岳
会
会
長
で
あ
り
、
ヒ
マ
ラ

ヤ
委
員
会
の
委
員
長
で
あ
る
槙
有
恒
が
、
早
川
の
説
得
で
隊
長
を
引

き
受
け
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
。

踏
査
隊
の
今
西
錦
司
を
別
格
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
隊
は
、
隊
員

を
ほ
ぼ
決
定
し
て
か
ら
隊
長
を
お
願
い
す
る
、
い
わ
ば
「
や
と
わ
れ

隊
長
」
の
性
格
が
強
か
っ
た
。
隊
の
中
核
に
い
た
加
藤
、
山
田
、
村

木
ら
は
「
ま
ず
隊
長
を
決
め
る
べ
き
だ
」
と
三
田
に
直
訴
し
よ
う
と

し
た
ほ
ど
だ
っ
た
。
そ
れ
が
三
次
隊
で
よ
う
や
く
叶
っ
た
。

と
は
い
え
、
今
度
は
誰
が
隊
員
に
選
ば
れ
る
か
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で

分
か
ら
な
い
。
皆
、
内
心
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
槙
か
ら
声
が
か
か
る

の
を
待
っ
た
。

年

月

日
、
隊
長
の
槙
有
恒
（

）
と

名
の
隊
員
の
名
が

55

11

8

61

11

新
聞
に
発
表
さ
れ
た
。

小
原
勝
郎
（

）、
今
西
寿
雄
（

）、
辰
沼
広
吉
（

）、
依
田
幸

43

41

39

喜
（

）、
千
谷
壮
之
助
（

）、
加
藤
喜
一
郎
（

）、
村
木
潤
次
郎

38

38

34

（

）、
大
塚
博
美
(
）、
徳
永
篤
司
(
）、
松
田
雄
一
(
）、
日
下

32

31

28

27

田
実
（

）。
27
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踏
査
隊
を
別
に
し
て
、
三
次
と
も
参
加
し
た
の
は
、
加
藤
喜
一
郎
、

村
木
潤
次
郎
、
辰
沼
広
吉
、
カ
メ
ラ
マ
ン
の
依
田
幸
喜
の
4
人
。

今
西
寿
雄
は
今
回
の
三
次
隊
の
み
の
参
加
だ
が
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の

エ
ー
ス
と
し
て
志
願
し
て
参
加
し
た
。

年
に
は
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
が
初
め

53

て
送
っ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
隊
の
隊
長
を
務
め
、
す
で
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
経

験
者
で
あ
る
。
当
初
、
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
Ⅱ
峰
（
7
9
3
7
ｍ
）
を
目

指
し
た
が
南
面
に
ル
ー
ト
を
見
出
せ
ず
、
Ⅳ
峰
（
7
5
2
5
ｍ
）
に

変
更
し
て
頂
上
直
下
ま
で
迫
っ
た
。

歳
だ
が
、
そ
の
と
き
の
今
西

41

の
行
動
を
知
る
シ
ェ
ル
パ
た
ち
は
、「
ヒ
ラ
リ
ー
よ
り
強
い
」
と
話
題

に
し
た
そ
う
だ
。
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
か
ら
日
本
山
岳
会
に
移
譲
さ
れ
た
マ
ナ

ス
ル
だ
が
、
意
外
に
京
大
色
は
薄
く
、
今
西
寿
雄
は
切
り
札
と
も
言

え
た
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
次
隊
、
二
次
隊
に
参
加
し
て
い
た
山
田
二
郎
は

隊
員
リ
ス
ト
か
ら
漏
れ
て
い
る
。

実
は
、
こ
ん
な
展
開
だ
っ
た
。

隊
員
選
考
に
あ
た
っ
て
槙
有
恒
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て

明
確
な
意
思
を
示
し
た
。

｢今
回
は
、
私
が
す
べ
て
指
示
し
ま
す
」

そ
う
聞
い
て
山
田
は
、「
若
気
の
至
り
で
」
我
を
通
し
た
。
仕
事
を

理
由
に
隊
員
と
な
る
こ
と
を
断
っ
た
の
だ
。

｢上
部
で
の
登
攀
は
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
座
っ
て
い
る
人
が
指

示
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
信
念
が
あ
っ
て
ね
。
槙
さ
ん
は
、

単
に
『
や
と
わ
れ
隊
長
で
は
な
い
よ
』
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ

た
ん
だ
ろ
う
と
後
に
な
っ
て
み
れ
ば
思
い
ま
す
が
、
そ
の
と
き
は
こ

ち
ら
も
若
か
っ
た
か
ら
」

山
田
は
、
後
に
ナ
ム
チ
ェ
バ
ル
ワ
隊
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
隊
長

と
し
て
参
加
、
指
揮
を
取
っ
て
い
る
。
隊
長
の
仕
事
は
理
解
し
て
い

た
だ
ろ
う
に
、
マ
ナ
ス
ル
を
断
る
と
は
、
大
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

夢
は
実
現
し
た
！

カ
ト
マ
ン
ズ
を
出
て

日
目
。
問
題
の
サ
マ
村
で
は
、
や
は
り
ひ

17

と
悶
着
あ
っ
た
。
事
前
に
手
は
打
っ
て
あ
っ
た
が
、
険
し
い
表
情
の

チ
ベ
ッ
ト
人
た
ち
に
迎
え
ら
れ
、
乱
闘
も
起
き
た
。
た
だ
、
打
ち
合

わ
せ
し
た
と
お
り
、
隊
に
ス
ッ
パ
（
郡
長
）
が
付
き
添
っ
て
く
れ
て

い
た
た
め
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
翌
日
、
サ

マ
の
代
表
は
1
万
ル
ピ
ー
（

万
円
）
を
寺
院
修
復
費
と
し
て
要
求

55

し
て
き
た
が
、4
0
0
0
ル
ピ
ー
(
万
円
)に
値
切
っ
て
一
件
落
着
。

22

三
次
隊
は
順
調
に
キ
ャ
ン
プ
を
延
ば
し
、
5
月
1
日
、
第
2
キ
ャ

ン
プ
の
食
堂
テ
ン
ト
に
全
員
が
集
ま
っ
た
。
隊
長
の
ア
タ
ッ
ク
・
メ

ン
バ
ー
の
発
表
で
あ
る
。

｢一
次
隊
、
今
西
君
と
サ
ー
ダ
ー
の
ガ
ル
ツ
ェ
ン
、
第
二
次
を
加
藤

と
日
下
田
君
」
と
、
槙
隊
長
は
伝
え
た
。
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加
藤
が
書
い
た
『
マ
ナ
ス
ル
登
頂
』
に
は
、
い
か
に
隊
員
に
選
ば

れ
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
か
、
率
直
に
書
か
れ
て
い
る
。
マ
ナ
ス

ル
の
隊
員
に
な
れ
る
な
ら
、
す
べ
て
を
投
げ
打
っ
て
も
い
い
、
と
い

う
調
子
だ
。
し
か
も
、
三
次
隊
で
隊
長
の
槙
か
ら
ア
タ
ッ
ク
隊
が
発

表
さ
れ
た
際
、
第
一
次
隊
に
自
分
が
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
失

望
し
た
。「
今
西
君
、
サ
ー
ダ
ー
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
聞
い
た
と
き

に
、
体
中
が
か
ぁ
ー
っ
と
」
な
っ
た
と
、
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。

Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
と
い
い
、
マ
ナ
ス
ル
隊
と
い
い
、
学
者
を
中
核
と
す
る

集
団
で
も
あ
っ
た
当
時
の
登
山
家
の
多
く
は
戦
場
に
赴
く
こ
と
を
免

れ
た
者
が
多
い
。「
喜
一
つ
ぁ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
た
加
藤

喜
一
郎
も
慶
応
出
の
エ
リ
ー
ト
だ
が
、
戦
場
で
戦
い
、
苛
酷
な
体
験

を
し
て
き
た
点
で
、
ほ
か
の
隊
員
と
は
違
っ
て
い
た
。

そ
の
加
藤
が
待
ち
か
ね
た
二
次
隊
の
頂
上
ア
タ
ッ
ク
だ
っ
た
が
、

感
激
は
少
な
か
っ
た
。
1
9
5
6
年
5
月

日
午
前

時

分
、
日

11

10

40

下
田
實
と
登
頂
し
た
と
き
の
感
想
を
加
藤
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

〈
た
だ
ほ
っ
と
し
た
と
い
う
気
持
ち
だ
っ
た
。
感
激
な
ん
て
少
し
も

浮
か
び
あ
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
。（
中
略
）
ま
っ
た
く
こ
の
数
年
間
、

常
に
想
像
し
、夢
み
つ
づ
け
て
い
た
八
一
二
五
メ
ー
ト
ル
の
感
激
は
、

す
べ
て
想
像
の
感
激
で
あ
り
楽
し
さ
だ
っ
た
〉（
二
次
隊
「
第
二
登
頂

記
」）夢

が
実
現
し
た
一
瞬
と
い
う
も
の
は
、
案
外
、
そ
う
い
う
も
の
な
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の
で
あ
ろ
う
。

マ
ナ
ス
ル
は
、
登
ら
れ
た
。
一
行
は
5
年
に
及
ん
だ
宿
願
を
や
っ

て
の
け
、
ゆ
っ
く
り
帰
路
に
つ
い
た
。

映
画
『
マ
ナ
ス
ル
に
立
つ
』
の
大
成
功

マ
ナ
ス
ル
成
功
の
報
は
、
日
本
で
は
大
き
く
伝
え
ら
れ
た
。
毎
日

新
聞
は
も
ち
ろ
ん
、各
紙
が
こ
ぞ
っ
て
成
果
を
伝
え
た
。

長
編
記
録
映
画
『
マ
ナ
ス
ル
に
立
つ
』
は
公
開
さ
れ
る
と
大
き
な

反
響
を
呼
び
、
全
国
の
小
・
中
学
校
を
巡
回
し
て
、
上
映
さ
れ
た
。

山
本
嘉
次
郎
が
監
督
を
務
め
、
森
繁
久
弥
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当

し
た
カ
ラ
ー
1
0
2
分
の
映
画
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
「
前
人
の
苦
労

と
全
国
民
の
援
助
に
感
謝
を
こ
め
て
こ
の
一
篇
を
贈
る

槙
有
恒
」

と
、
隊
長
自
筆
の
感
謝
の
文
字
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
登
攀
よ

り
山
麓
の
情
景
が
断
然
多
く
、
今
見
る
と
意
外
に
盛
り
上
が
り
は
少

な
い
。
し
か
し
、
戦
後
の
日
本
人
は
、
そ
れ
で
も
満
足
し
た
の
だ
ろ

う
。
大
変
な
ヒ
ッ
ト
で
堀
田
弥
一
は
「
あ
れ
で

億
円
が
入
っ
た
ん

10

だ
」
と
私
に
語
っ
て
い
た
。
た
だ
ひ
と
り
、
多
田
等
観
は
こ
の
映
画

の
試
写
を
見
て
「
ラ
マ
教
迷
信
丈
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
不
愉
快
、

局
地
的
な
も
の
で
ラ
マ
教
全
体
で
は
な
い
」（
1
9
5
6
年
9
月
18

日
の
日
記
）
と
書
い
た
。

焦
土
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
日
本
は
こ
の
時
期
、
飛
躍
の
速
度
を
早

め
つ
つ
あ
っ
た
。「
マ
ナ
ス
ル
初
登
頂
」は
、「
フ
ジ
ヤ
マ
の
飛
び
魚
・

古
橋
広
之
進
」「
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
の
湯
川
秀
樹
」
と
並
ん
で
日
本
人

を
元
気
づ
け
る
特
効
薬
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

登
山
の
世
界
で
も
マ
ナ
ス
ル
を
き
っ
か
け
に
海
外
を
志
向
す
る
動

き
が
急
速
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
大
蔵
省
を
は
じ
め
と
す
る
省
庁
で

構
成
す
る
「
海
外
渡
航
審
議
会
」
と
い
う
関
門
が
あ
っ
た
た
め
、
こ

れ
ま
で
は
京
大
の
よ
う
に
学
術
的
な
要
素
を
盛
り
込
ん
だ
計
画
が
有

利
だ
っ
た
が
、
そ
の
枠
は
次
第
に
広
げ
ら
れ
、
1
9
6
4
年
4
月
1

日
か
ら
は
海
外
渡
航
の
自
由
化
で
誰
で
も
飛
び
出
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ソ
連（
当
時
）船
を
利
用
し
て
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
を
横
断
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
・
ア
ル
プ
ス
に
向
か
う
ク
ラ
イ
マ
ー
た
ち
が
急
速
に
増
え
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
は
、
初
登
頂
争
い
か
ら
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
南
壁
登
攀

や
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
縦
走
な
ど
、
以
前
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ

た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ト
の
一
番
乗
り
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、

や
が
て
ソ
ロ
、
無
酸
素
、
厳
冬
期
な
ど
個
人
の
挑
戦
の
強
さ
、
深
さ

を
競
う
か
の
よ
う
な
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
国
の
枠
を
超
え
て
実
践
さ
れ

て
い
っ
た
。

一
方
で
、
1
9
9
0
年
ご
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
8
0
0

0
ｍ
峰
で
商
業
公
募
登
山
隊
が
一
気
に
主
流
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
う
し
た
傾
向
の
な
か
で
優
れ
た
ク
ラ
イ
マ
ー
が
相
次
い
で
道
半

ば
に
遭
難
死
す
る
と
い
う
辛
い
現
象
も
起
き
て
き
た
。
日
本
で
も
世
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界
で
も
こ
の
数
十
年
で
亡
く
な
っ
た
ク
ラ
イ
マ
ー
は
数
知
れ
な
い
。

マ
ナ
ス
ル
人
脈
が
支
え
た
日
本
山
岳
会
の
半
世
紀

優
れ
た
岳
人
た
ち
が
揃
っ
た
日
本
山
岳
会
と
い
う
組
織
。
マ
ナ
ス

ル
は
、
8
0
0
0
ｍ
の
未
踏
峰
を
目
指
す
と
い
う
夢
の
物
語
で
も

あ
っ
た
。
日
本
人
に
と
っ
て
、再
挑
戦
は
あ
り
得
な
い
、唯
一
無
二
の

チ
ャ
ン
ス
を
も
の
に
で
き
た
こ
と
は
、な
ん
と
し
て
も
幸
運
だ
っ
た
。

三
次
に
わ
た
っ
た
マ
ナ
ス
ル
隊
の
隊
長
と
隊
員
た
ち
は
、
そ
の
栄

光
と
と
も
に
日
本
山
岳
会
の
明
日
を
背
負
う
重
責
を
担
っ
た
。

槙
有
恒
（
出
身
大
学
は
慶
応
）、
松
方
三
郎
（
京
都
、
た
だ
し
Ａ
Ａ

Ｃ
Ｋ
と
は
無
縁
）、
三
田
幸
夫
（
慶
応
）、
今
西
錦
司
（
京
大
）、
西
堀

栄
三
郎
（
京
大
）、
今
西
寿
雄
（
京
大
）、
山
田
二
郎
（
慶
応
）、
村
木

潤
次
郎
（
早
大
）、
大
塚
博
美
（
明
大
）
は
い
ず
れ
も
日
本
山
岳
会
の

会
長
を
務
め
、
成
瀬
岩
雄
（
成
蹊
高
Ｏ
Ｂ
）、
田
口
二
郎
（
東
大
）、

松
田
雄
一
（
日
大
）
は
副
会
長
の
任
を
ま
か
さ
れ
た
。

会
長
人
事
が
、
大
学
派
閥
の
バ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
考
え
て
進
め
ら

れ
る
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
精
神
的
停
滞
も
こ
う

し
た
な
か
か
ら
生
じ
た
。

と
こ
ろ
で
、「
マ
ナ
ス
ル
の
4
人
の
隊
長
」
の
う
ち
、
踏
査
隊
の
今

西
、
一
次
隊
の
三
田
、
三
次
隊
の
槙
は
い
ず
れ
も
日
本
山
岳
会
の
会

長
と
な
っ
た
が
、
二
次
隊
長
の
堀
田
は
会
長
は
お
ろ
か
副
会
長
に
も

な
っ
て
い
な
い
。
本
人
は
い
わ
ゆ
る
〝
山
の
政
治
〞
に
は
ま
っ
た
く

関
心
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、「
日
本
人
初
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
頂
」
を
な

し
と
げ
た
堀
田
が
、
マ
ナ
ス
ル
に
限
っ
て
は
、
い
つ
の
間
に
か
片
隅

に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、「
日
本
人
の
マ
ナ
ス
ル
」
を
理

解
す
る
上
で
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

堀
田
弥
一
が
語
り
遺
し
た
も
の

二
次
隊
の
〝
失
敗
の
記
録
〞
に
か
ね
て
関
心
を
抱
い
て
い
た
私
が
、

村
山
雅
美
、
堀
田
弥
一
と
相
次
い
で
晩
年
の
お
ふ
た
り
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
の
は
、「
三
次
隊
神
話
」
以
外
の
マ
ナ
ス
ル
を
知
り
た

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

2
0
0
6
年
に
堀
田
弥
一
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
記
録
は
2
時
間

テ
ー
プ
で
5
本
に
及
ん
だ
。
日
本
山
岳
会
の
マ
ナ
ス
ル
登
頂
の
物
語

で
の
堀
田
は
あ
く
ま
で
〝
一
瞬
の
脇
役
〞
で
し
か
な
い
が
、
話
を
聞

い
て
い
て
、
彼
の
よ
う
に
自
分
の
頭
と
体
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
向
か
っ
て

行
動
し
た
リ
ー
ダ
ー
は
、
日
本
の
登
山
界
に
と
っ
て
宝
で
あ
っ
た
、

と
の
思
い
を
強
く
し
た
。
マ
ナ
ス
ル
は
そ
う
い
う
人
を
フ
ェ
イ
ド
ア

ウ
ト
さ
せ
、
成
功
物
語
と
し
て
注
目
を
集
め
た
三
次
隊
の
み
を
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
登
山
で
も
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
堀
田
の
発
言
の
ご
く
一
部
し
か
紹
介
で
き
な
か
っ
た

が
、
た
と
え
ば
、
堀
田
が
私
に
語
っ
た
こ
と
で
印
象
的
な
ひ
と
つ
は
、
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日
本
の
雪
山
の
経
験
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
行
け
る
、
と
確
信
し
た
と
い
う

そ
の
〝
登
高
力
〞
の
こ
と
だ
。

冬
の
立
山
や
豪
雪
の
黒
部
で
鍛
え
て
い
た
堀
田
は
、
積
雪
の
な
か

で
す
さ
ま
じ
い
〝
登
高
力
〞
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
2
0
0
3
年
、

日
本
山
岳
会
が
企
画
し
た
連
続
講
演
会
「
語
り
継
ぐ
黎
明
期
の
登
山

そ
れ
ぞ
れ
の
山
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
第

回
に
「
山
に
生
き
て

1

94

年
・
立
山
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
登
場
し
た
と
き
、

こ
ん
な
話
を
披
露
し
て
い
る
。

「
1
9
3
1
年

月
に
東
谷
の
川
縁
で
野
営
し
て
、
黒
部
側
か
ら
鹿

3

島
槍
に
登
っ
た
時
の

時
間
の
登
高
は
6
0
0
ｍ
で
し
た
。
1
時
間

1

の
登
高
が
6
0
0
ｍ
と
い
う
の
は
相
当
な
も
ん
で
す
。
僕
ら
は
そ
の

6
0
0
ｍ
を
登
る
の
に
何
の
苦
痛
も
感
じ
な
い
で
行
け
た
。
そ
う
い

う
体
験
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
体
で
覚
え
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
」
と
語
っ
て
い
る
。
筆
者
の
貧
し
い
雪
山
体
験
か
ら
し
て
も
積
雪

の
3
0
0
0
ｍ
峰
の
登
攀
と
し
て
は
恐
る
べ
き
ス
ピ
ー
ド
で
あ
る
。

そ
の
上
で
堀
田
は
つ
け
加
え
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
氷
河
は
あ
る
が
、
山
は
岩
に
覆
わ
れ
て
い
て
日
本

の
よ
う
な
深
い
雪
は
な
い
。
豪
雪
の
黒
部
で
鍛
え
た
経
験
は
必
ず
ヒ

マ
ラ
ヤ
で
通
用
す
る
、
と
考
え
て
い
た
」

堀
田
は
あ
る
日
、
1
9
2
9
年
の
ド
イ
ツ
・
バ
ウ
ア
ー
隊
の
『
ヒ

マ
ラ
ヤ
に
挑
戦
、
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
の
記
録
』
と
い
う
本
を
、

山
岳
部
長
の
辻
壮
一
教
授
か
ら
知
っ
た
。
辻
は
著
名
な
音
楽
家
で
、

ド
イ
ツ
語
が
堪
能
だ
っ
た
。
堀
田
は
仲
間
た
ち
と
辻
の
自
宅
に
通
わ

せ
て
も
ら
い
、
バ
ウ
ア
ー
の
著
書
を
師
が
1
ペ
ー
ジ
ず
つ
日
本
語
に

訳
す
の
を
ノ
ー
ト
に
書
き
取
っ
た
。
こ
の
「
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ

研
究
会
」
を
通
じ
て
堀
田
は
「
ポ
ー
ラ
ー
・
メ
ソ
ッ
ド
（
極
地
法
）」
を

知
り
、自
分
た
ち
も
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
行
こ
う
、と
思
い
立
っ
た
と
い
う
。

ナ
ン
ダ
・
コ
ッ
ト
の
詳
細
に
つ
い
て
は
堀
田
の
著
書
『
ヒ
マ
ラ
ヤ

初
登
頂

1
9
3
6
年
の
ナ
ン
ダ
・
コ
ー
ト
』（
悠
々
社
）
に
譲
る
。

こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
マ
ナ
ス
ル
は
、
堀
田
た
ち
の
ヒ

マ
ラ
ヤ
か
ら

年
近
く
経
っ
て
か
ら
の
出
来
事
だ
っ
た
、
と
い
う
事

20

実
で
あ
る
。

マ
ナ
ス
ル
計
画
が
動
き
出
し
た
当
初
、
堀
田
は
槙
有
恒
に
話
し
か

け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
濠
っ
ぱ
た
に
僕
を
引
っ
張
り
出
し
て
、
歩
き
な
が
ら
言
う
ん
で
す

よ
。
山
登
り
に
賭
け
た
こ
と
が
あ
る
の
は
、
僕
と
あ
な
た
だ
け
で
す

か
ら
ね
、
っ
て
。
も
う
ひ
と
つ
、
聞
か
れ
た
。
槙
さ
ん
と
い
う
人
は

な
か
な
か
自
分
の
言
葉
を
ず
ば
り
出
さ
な
い
人
な
ん
だ
け
ど
、
あ
な

た
は
西
堀
を
ど
う
思
い
ま
す
か
？

っ
て
、
僕
に
聞
く
ん
だ
。
あ
れ

は
、
サ
マ
の
問
題
で
西
堀
は
あ
あ
い
う
問
題
は
わ
り
あ
い
に
得
意
だ

か
ら
西
堀
と
一
緒
に
や
ろ
う
、
と
思
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」

隊
長
が
決
ま
ら
な
か
っ
た
マ
ナ
ス
ル
。
そ
も
そ
も
一
次
隊
が
そ
う

｢日本人の山・マナスル」をもう一度考える
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だ
っ
た
、
と
堀
田
は
振
り
返
る
。

「（
踏
査
隊
に
行
っ
た
）
田
口
、
高
木
は
決
ま
っ
て
い
た
。
こ
っ
ち
は

谷
口
を
推
薦
し
た
。
し
か
し
、
隊
長
が
決
ま
ら
な
い
。
で
、
槙
、
松

方
に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
現
役
を
代
表
す
る
、
若
手
代
表
の
よ
う
な
か
た
ち

で
僕
が
加
わ
っ
て
3
人
で
隊
長
を
決
め
て
く
れ
、
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。
共
同
通
信
で
指
定
さ
れ
た
9
時
に
行
っ
た
ら
、
松
方
が
ま

だ
来
て
い
な
い
、
と
い
う
ん
だ
。

分
、

分
待
っ
た
ら
、
い
や
槙

30

40

さ
ん
が
早
く
か
ら
来
て
て
、
ふ
た
り
で
相
談
し
た
、
と
。
人
を
呼
ん

で
お
い
て
な
ん
だ
、
と
思
い
ま
し
た
よ
。
そ
れ
で
、
こ
れ
は
一
緒
に

や
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
、
と
思
っ
た
ん
だ
」

そ
も
そ
も
誰
が
マ
ナ
ス
ル
と
い
う
8
0
0
0
ｍ
峰
に
登
り
た
い
、

と
本
気
で
志
向
し
た
の
だ
ろ
う
か
。「
日
本
人
の
マ
ナ
ス
ル
」
と
い

う
言
い
方
は
こ
れ
か
ら
も
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
で
「
精
霊
の
山
」
を
意
味
す
る
こ
の
山
を
、
も
う
日
本
人

の
手
か
ら
放
し
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

山
頂
の
ピ
ー
ス
缶

初
登
頂
加
か
ら

年
た
っ
た
1
9
8
5
年

月

日
、
冬
の
マ
ナ

29

12

14

ス
ル
に
無
酸
素
で
挑
戦
し
た
ふ
た
り
の
日
本
人
、
山
田
昇
（
1
9
8

9
年

月

日
、
厳
冬
の
デ
ナ
リ
で
転
落
死
）、
斉
藤
安
平
（
1
9
8

2

16

7
年

月

日
、
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
Ⅰ
峰
南
壁
で
滑
落
死
）
が
マ
ナ
ス

12

20

ル
の
頂
に
立
っ
た
。
ふ
た
り
は
山
頂
で
岩
と
雪
の
間
に
挟
ま
っ
た

ピ
ー
ス
缶
を
見
つ
け
た
。
開
け
て
み
る
と
重
し
の
小
石
と
マ
ッ
チ
箱

が
入
っ
て
お
り
、
中
箱
に
日
本
語
で

年
の
隊
の

人
の
名
が
書
か

56

12

れ
て
い
た
。
第
二
次
隊
ア
タ
ッ
ク
隊
で
日
下
田
實
と
と
も
に
登
頂
し

た
加
藤
が
残
し
て
き
た
も
の
と
分
か
っ
た
。
た
だ
、
加
藤
自
身
は
こ

の
こ
と
を
記
録
し
て
い
な
い
し
、
あ
ま
り
覚
え
て
い
な
い
。
時
代
を

駆
け
抜
け
た
加
藤
喜
一
郎
は

年

月

日
、

歳
で
逝
去
し
た
。

87

12

10

67

マ
ナ
ス
ル
の
記
録
映
画
を
見
る
と
、
さ
り
げ
な
く
出
て
く
る
「
一

服
の
楽
し
み
」
の
場
面
が
多
い
の
に
驚
か
さ
れ
る
。
酸
素
の
濃
い
低

地
に
下
る
場
面
で
は
「
あ
り
が
た
い
の
は
タ
バ
コ
が
お
い
し
い
こ
と

だ
」
と
わ
ざ
わ
ざ
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
入
っ
て
い
る
。
隊
員
に
喫
煙
者

が
何
人
い
た
の
か
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
が
、装
備
記
録
に
よ
る
と
、

持
ち
込
ん
だ
タ
バ
コ
は
、
ピ
ー
ス
2
万
2
0
0
0
本
。
ピ
ー
ス
缶
は

そ
の
ま
ま
筆
立
て
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
。

日
本
人
が
初
登
頂
を
果
た
し
た
8
0
0
0
ｍ
峰
、
マ
ナ
ス
ル
。
登

頂
の
記
念
に
仲
間
の
名
を
書
き
入
れ
て
ピ
ー
ス
缶
を
山
頂
に
残
し
た

者
も
、
持
ち
帰
っ
た
者
も
今
は
い
な
い
。
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[寄
稿
]富

士
山

マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン

vs.―
外
国
に
も
名
山
は
あ
り
得
る
か
―

マ
ー
テ
ィ
ン
・
フ
ッ
ド

M
artin
H
O
O
D

は
じ
め
に

今
日
の
テ
ー
マ
は
、
日
本
以
外
の
国
に
も
名
山
が
あ
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
大
森
久
雄
さ
ん
が
『
日
本
百
名
山
』
英
訳
本

の
書
評
（
会
報
「
山
」
2
0
1
5
年
3
月
・
8
3
8
号
）
の
な
か
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
た
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
す
。

こ
の
本
題
に
入
る
前
に
、
ま
ず
、
ち
ょ
っ
と
こ
の
翻
訳
の
背
景
に

つ
い
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

年
ぐ
ら
い
前
に
な
り
ま
す
が
、
私
は
、
東
京
の
あ
る
外
資
系
銀

20
行
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。
平
日
は
ご
く
普
通
の
銀
行
マ
ン
で
、
週
末

は
ご
く
普
通
の
登
山
家
で
し
た
。
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
に
入
っ
て

い
た
登
山
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
季
節
折
々
の
山
に
行
っ
て

い
ま
し
た
。
冬
は
ア
イ
ス
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
、
春
は
ス
キ
ー
と
雪
稜
、

夏
は
沢
登
り
と
ア
ル
パ
イ
ン
な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
。
友
だ
ち
と
同

じ
、
野
ざ
ら
し
ス
バ
ル
を
運
転
し
て
い
ま
し
た
。

当
時
、
名
山
に
つ
い
て
特
に
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
言
葉
は
知
っ
て
い
ま
し
た
し
、『
日
本

百
名
山
』
の
本
も
買
い
ま
し
た
。
で
も
、
ほ
ん
の
二
、
三
の
章
を
読

む
時
間
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ス
イ
ス
に
転
勤
し
て
、
よ
う
や

く
少
し
余
裕
が
で
き
て
、も
う
少
し
読
み
始
め
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、

日
本
の
山
が
懐
か
し
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

あ
る
日
、
た
め
し
に
、
英
語
で
ど
う
な
る
か
と
思
っ
て
、『
日
本
百

名
山
』
の
「
白
山
」
の
項
を
翻
訳
し
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
初
め

て
こ
の
本
が
名
作
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
福

井
に
住
む
山
田
晴
美
の
協
力
で
、
3
年
越
し
で
本
を
翻
訳
し
終
え
ま
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し
た
。
ほ
ぼ
毎
日
、
ス
イ
ス
と
日
本
の
間
で
e-m
ailや
Skype
を

し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
2
0
1
4
年
、
や
っ
と
本
が
出
版
さ
れ
、

私
た
ち
も
結
婚
し
ま
し
た
。

書
名
『
日
本
百
名
山
』
を
ど
う
訳
す
か

『
日
本
百
名
山
』
を
英
訳
す
る
と
な
る
と
、
ま
ず
は
じ
め
の
問
題
は
、

書
名
を
ど
う
翻
訳
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
5
、
6
年
前
に
な
り

ま
す
が
、
来
日
し
た
際
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
喫
茶
店
で
『
日
本
百

名
山
』
の
著
者
の
ご
子
息
、
深
田
森
太
郎
さ
ん
に
聞
か
れ
ま
し
た
。

深
田
さ
ん
は
、
名
山
を
単
に
fam
ous
m
ountain
と
翻
訳
す
れ
ば
、

な
ん
と
な
く
お
か
し
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、結
局
、

英
訳
の
書
名
は
O
ne
H
undred
M
ountains
ofJapan
と
な
っ
た

わ
け
で
す
。
し
か
し
、
名
山
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題

を
解
決
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
問
題
は
先
送
り
さ
れ
た
わ
け
で

す
。名

山
の
英
訳
に
つ
き
ま
し
て
、
大
森
さ
ん
は
こ
の
根
本
的
な
問
題

を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
前
記
の
会
報
「
山
」
8
3
8
号
の
『
日
本
百

名
山
』
英
訳
本
書
評
の
な
か
で
、
こ
う
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

《と
こ
ろ
で
、
書
名
に
「
名
山
」
表
記
が
な
い
の
だ
が
、
本
書

冒
頭
で
そ
の
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
当
会
会
員
で
先
年
亡

く
な
っ
た
宮
下
啓
三
さ
ん（
慶
應
義
塾
大
学
独
文
科
名
誉
教
授
。

本
書
で
そ
の
著
作
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
と
話
し
た
こ
と
を
思

い
出
す
。
名
物
・
名
産
な
ら
ば
英
語
は
specialty、
名
作
は

m
asterpiece
だ
け
ど
、
名
山
は
な
ん
て
い
う
の
か
。
記
憶
す

る
宮
下
教
授
の
答
は
、
ド
イ
ツ
語
に
は
そ
れ
に
該
当
す
る
言
葉

は
な
い
、
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
欧
米
語
に
共
通
の
こ
と
で
、
名

山
と
い
う
概
念
と
そ
れ
を
表
す
言
葉
が
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
一
方
、
深
田
百
名
山
で
は
、
名
山
イ
コ
ー
ル
fam
ousと

は
言
え
な
い
の
で
、
本
書
訳
者
は
fam
ous
と
か
notable
な

ど
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
名
山
を
ほ
の
め
か
す
方
法
を
と
っ

た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
、
本
文
中
で
は
、
書
名
は
ロ
ー
マ
字

表
記
N
ihon
H
yakum
eizan
で
あ
る
。》

要
す
る
に
、
名
山
に
当
た
る
言
葉
は
英
語
に
も
、
ド
イ
ツ
語
、
フ

ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
に
も
な
い
の
で
す
。

｢名
山
」
と
は
何
か

外
国
に
も
名
山
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
取
り
扱
う
前
に
、
名
山

と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
答
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
名
山
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
中
国
の
言
葉
で
す
。
名
山
と
い

う
言
葉
は
ど
れ
ほ
ど
古
い
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
概
念
と
し
て
は
少
な
く
と
も
中
国
の
戦
国
時
代
（
4
0
3

Ｂ
Ｃ
〜
2
2
1
Ｂ
Ｃ
）
ま
で
遡
り
ま
す
。
中
国
の
五
岳
〈
注
〉
が
文
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学
な
ど
に
現
わ
れ
た
時
代
で
し
た
。
そ
の
後
、
四
大
仏
教
名
山
や
四

大
道
教
名
山
も
登
場
し
ま
し
た
。
は
じ
め
、
名
山
と
い
う
も
の
は
宗

教
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

〈注
〉
前
漢
の
時
代
に
生
ま
れ
た
考
え
。
泰
山
（
山
東
省
）、
崋
山

（
陝
西
省
）、
衡
山
（
湖
南
省
）、
恒
山
（
山
西
省
）、
嵩
山

（
河
南
省
）。

ち
な
み
に
、『
中
国
名
山
志
』
と
い
う
山
の
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
が
あ
り

ま
す
。

巻
も
あ
り
ま
す
。
中
国
に
は
名
山
が
数
え
ら
れ
な
い
ほ
ど

16

多
い
の
で
す
。

日
本
で
は
、
名
山
の
定
義
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。『
日

本
百
名
山
』
の
「
後
記
」
で
深
田
久
弥
は
、
1
7
8
5
〜
8
6
年
に

東
日
本
を
旅
行
し
た
橘
南
谿
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
南
谿
は
『
東
遊

記
』
の
最
後
に
「
名
山
論
」
を
載
せ
、
名
山
を

座
挙
げ
ま
し
た
。

25

富
士
山
、
立
山
、
白
山
を
は
じ
め
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
は
霊
山
と
考

え
て
良
い
山
で
す
。
火
山
も
火
山
で
な
い
山
も
含
め
て
い
ま
す
。
で

も
、
南
谿
は
名
山
と
い
う
言
葉
を
定
義
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

南
谿
の
百
年
ぐ
ら
い
後
に
、
志
賀
重
昂
が
『
日
本
風
景
論
』
を
発

表
し
ま
し
た
（
1
8
9
4
年
）。
日
本
人
の
国
民
性
の
独
特
さ
を
強

調
す
る
た
め
に
、日
本
の
景
色
の
特
色
を
強
調
し
ま
し
た
。
志
賀
は
、

日
本
を
他
の
国
か
ら
な
に
よ
り
も
区
別
す
る
も
の
は
そ
の
火
山
性
だ

と
し
て
い
ま
す
。
志
賀
に
と
っ
て
、
名
山
と
い
う
も
の
は
火
山
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。『
日
本
風
景
論
』
で
描
か
れ
て
い

る
山
は
、
ほ
と
ん
ど
火
山
で
す
。

同
じ
明
治
時
代
、
志
賀
重
昂
の
名
山
の
定
義
に
皆
が
皆
同
意
し
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
西
村
茂
樹
の
建
議
に
よ
っ
て
編

集
が
始
ま
っ
た
『
古
事
類
苑
』（
1
8
9
6
〜
1
9
1
4
年
刊
）
も
名

山
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。『
古
事
類
苑
』
は
日
本
の
古
典
文
化
の
百

科
事
典
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
選
択
さ
れ
た
山
は
ほ
と
ん
ど
文
学
に
登

場
し
て
い
る
も
の
で
す
。『
古
事
類
苑
』
に
含
ま
れ
た
1
0
2
山
は

名
山
、
高
山
、
火
山
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。
名
山
と
い
う
の
は
ほ
と

ん
ど
嵐
山
、
姨
捨
山
、
春
日
山
な
ど
短
歌
や
俳
句
で
詠
わ
れ
た
低
山

で
す
。
火
山
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
、『
日
本
風
景
論
』の
影
響
力
の
方
が
強
か
っ
た
の
で
す
。

不
平
等
条
約
と
日
清
戦
争
の
時
代
、
志
賀
の
自
然
に
対
し
て
の
少
し

ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な
解
釈
は
読
者
に
よ
っ
て
熱
心
に
受
け
入
れ
ら
れ
ま

し
た
。『
日
本
風
景
論
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
8
年
後
、
1
9

0
2（
明
治

）年
に
小
島
烏
水
が
志
賀
の
名
作
に
刺
激
さ
れ
、槍
ヶ

35

岳
に
登
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
登
山
家
で
も
あ
り
宣
教
師
で
も
あ
っ

た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
に
会
い
、
そ
の
後
、
6
人
の
仲
間
を

加
え
7
人
で
日
本
山
岳
会
（
最
初
は
単
に
山
岳
会
）
を
設
立
し
た
の

で
す
。
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ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
と
志
賀
重
昂
は
日
本
山
岳
会
の
最
初

と
2
番
目
の
名
誉
会
員
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
小
島
烏
水
は
、

志
賀
の
名
山
の
考
え
方
を
完
全
に
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
あ
る
文
章
の
中
で
、
小
島
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま

す
。

「
私
は
従
来
の
風
景
論
者
の
よ
う
に
、
火
山
ば
か
り
を
抽ぬ

き
出

し
て
、
他
の
山
岳
か
ら
離
隔
し
て
、
そ
れ
を
特
色
と
す
る
こ
と

を
好
ま
な
い
。
ま
た
こ
の
頃
の
一
部
の
若
い
人
た
ち
の
よ
う

に
、
日
本
ア
ル
プ
ス
か
ら
と
か
く
、
火
山
を
継
子
扱
い
に
し
て

扉
の
外
に
突
き
出
す
こ
と
に
も
、
与く

み
さ
れ
な
い
。」（『
日
本
ア

ル
プ
ス
』「
日
本
山
岳
景
の
特
色
」
よ
り
）

こ
の
名
山
に
対
す
る
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
姿
勢
を
、
恐
ら
く
深
田

久
弥
は
受
け
継
い
だ
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
1
9
6
4
年
に
出
た

『
日
本
百
名
山
』
で
は
、
火
山

座
と
火
山
で
な
い
山

座
が
紹
介
さ

45

55

れ
ま
し
た
。
志
賀
の
過
激
主
義
よ
り
も
、
中
庸
を
行
く
小
島
烏
水
の

名
山
が
勝
ち
ま
し
た
。
昭
和
中
期
の
包
括
的
に
リ
ベ
ラ
ル
な
時
代
を

反
映
す
る
名
山
の
概
念
な
の
で
し
た
。

『
日
本
百
名
山
』
の
「
後
記
」
で
、
深
田
は
、
彼
の
名
山
の
選
定
に

つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。
そ
の
第
一
は
山
の
品
格
で
す
。
誰
が
見
て

も
立
派
な
山
だ
と
感
歎
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
。
第
二
に
、
深
田
は
山
の
歴
史
を
尊
重
し
ま
し
た
。
昔
か
ら
人

間
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
た
山
を
除
外
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
、
と
い
う
こ
と
。
第
三
は
個
性
の
あ
る
山
で
す
。
個
性
の
顕
著
な

も
の
が
注
目
さ
れ
る
の
は
芸
術
作
品
と
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
し
た
。

写
真
①

こ
の
写
真
は
、数
年
前
、東
京
か
ら
大
阪
ま
で
の
飛
行
機
か
ら
撮
っ

た
も
の
で
す
。
冗
談
の
つ
も
り
で
、前
の
席
の
人
に
、「
失
礼
で
す
が
、

あ
の
山
は
な
ん
と
い
う
山
で
し
ょ
う
か
」
と
聞
い
て
み
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
と
ん
で
も
な
い
質
問
で
す
。
こ
の
山
は
品
格
も
、
歴
史
も
、

そ
し
て
、
強
烈
な
個
性
も
持
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
深
田
が
書
い

た
よ
う
に
、「
富
士
山
は
万
人
の
摂
取
に
任
せ
て
、
し
か
も
何
者
に
も

許
さ
な
い
何
物
か
を
そ
な
え
て
、
永
久
に
大
き
く
そ
び
え
て
い
る
」。

ど
の
選
定
の
基
準
を
使
っ
て
も
、
名
山
中
の
名
山
で
す
。

東
ア
ジ
ア
以
外
に
も
名
山
は
あ
り
得
る
か

さ
て
、
深
田
久
弥
の
名
山
の
基
準
を
使
っ
て
、
日
本
と
中
国
以
外

の
国
に
、
は
た
し
て
名
山
は
あ
り
得
る
か
、
と
い
う
本
日
の
テ
ー
マ

に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
幸
い
、
深
田
自
身
が
す
で
に
そ
の
問
い

に
答
え
て
い
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
当
時
、
深
田
は
、『
世
界
百
名
山
』

を
書
い
て
い
る
最
中
で
し
た
。
雑
誌
『
岳
人
』
に
載
せ
て
い
る
も
の

で
し
た
。
す
で
に
書
か
れ
て
い
た
文
章
は
本
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
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が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
百
名
山
の
う
ち

座
の
文
章
し
か
あ
り
ま

41

せ
ん
。

深
田
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ル
プ
ス
で
取
り
上
げ
た
名
山
に
は
、
イ

タ
リ
ア
の
M
arm
olada、
フ
ラ
ン
ス
の
M
ontBlanc
と
ス
イ
ス
の

M
onte
Rosa
と
Schreckhorn
が
あ
り
ま
す
が
、
驚
く
こ
と
に
、

富
士
山
ほ
ど
有
名
な
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
が
あ
り
ま
せ
ん
。
深
田
に
も

う
少
し
時
間
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
も
世
界
の
百

名
山
に
含
め
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
年
は
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
初
登
頂
1
5
0

周
年
の
記
念
の
年
で
す
か
ら
、
私
は
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
を
取
り
上
げ

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
の
問
い
は
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
は
、

は
た
し
て
名
山
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

富
士
山
の
よ
う
に
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
は
間
違
い
な
く
品
格
と
個

性
の
あ
る
山
で
す
。
富
士
山
の
よ
う
に
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
は
あ
ら

ゆ
る
所
に
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ネ
パ
ー
ル
の
ア
マ
・
ダ
ブ
ラ
ム

は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
で
、
日
本
の
北
ア
ル
プ
ス
の
槍
ヶ

岳
も
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
山
の
歴
史
の
面
で
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
深
田
は
名

山
に
昔
か
ら
の
人
間
と
の
深
い
か
か
わ
り
を
求
め
て
い
ま
し
た
。
1

8
6
5
年
の
初
登
頂
以
来
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
は
、
も
ち
ろ
ん
登
山

の
歴
史
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
登
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山
史
の
前
の
歴
史
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
で
す
。

世
紀
後
半
ま
で
、

17

マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
は
、ほ
と
ん
ど
人
に
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

例
え
ば
、
富
士
山
な
ら
、
お
そ
ら
く
平
安
時
代
か
ら
掛
け
物
と
か

曼
荼
羅
と
か
に
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
マ
ッ
タ
ー

ホ
ル
ン
は
初
め
て
1
6
8
0
年
に
地
図
に
現
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
、

山
の
名
前
さ
え
定
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
元
の
人
は
こ
の
山

を
単
に
H
oru〈H
orn〉（
角
）
ま
た
は
LaBecca（
岩
）
と
呼
ん
で

い
ま
し
た
。
地
元
の
人
は
、
今
で
も
そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
ま
す
。

写
真
②

驚
く
こ
と
に
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
が
初
め
て
絵
画
に
現
わ
れ
た
の

は
ス
イ
ス
の
学
者
Conrad
Escherに
よ
る
こ
の
水
彩
画
で
し
た
。

1
8
0
6
年
8
月

日
に
描
か
れ
た
も
の
で
す
。
富
士
山
が
、
千
年

14

以
上
も
昔
か
ら
多
く
の
和
歌
や
絵
画
の
名
作
の
な
か
に
描
か
れ
て
き

た
こ
と
と
比
較
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

写
真
③

昔
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
山
は
、
東
洋
の
山
と
違
っ
て
、
宗
教
的

な
意
義
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

山
で
旅
人
を
救
助
し
て
い
る
ST
.N
icholasの

世
紀
の
絵
画
が
物

14

語
る
よ
う
に
、
実
際
、
山
は
役
に
立
た
ず
、
危
険
な
場
所
と
し
て
み

な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
学
者
も
旅
行
を
す
る
人
も
、
山

に
対
し
て
特
別
に
興
味
を
持
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ア
ル
プ
ス

の
山
は
単
に
危
な
い
所
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
山
へ
の
考
え
方
は
、

世
紀
、
科
学
の
発
展
と
と
も
に
変
わ

18

り
始
め
ま
し
た
。
1
7
8
9
年
8
月
、
H
orace-Bénédict
de

Saussure
が
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
ふ
も
と
の
峠
を
通
り
ま
し
た
。

自
然
科
学
者
と
し
て
、
ア
ル
プ
ス
の
地
質
の
構
造
を
研
究
し
、
ス
イ

ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
山
の
あ
ら
ゆ
る
所
を
訪
ね
た
の
で
す
。
1
7
8
7

年
、
M
ontBlancの
第
3
番
目
の
登
頂
も
し
ま
し
た
。
頂
上
で
、
い

ろ
ん
な
実
験
を
行
な
っ
た
そ
う
で
す
。

写
真
④

マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
場
合
、
初
登
頂
は
科
学
者
で
は
な
い

Edw
ard
W
hym
per
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

Edw
ard
W
hym
perの
ラ
イ
バ
ル
は
John
T
yndallと
い
う
物
理

学
者
で
、
T
yndallは
そ
の
前
に
ヴ
ァ
イ
ス
ホ
ル
ン
と
い
う
ア
ル
プ

ス
の
一
番
美
し
い
峰
の
初
登
頂
を
し
ま
し
た
。
科
学
と
ア
ル
ピ
ニ
ズ

ム
の
発
展
は
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

対
照
的
に
、
日
本
の
登
山
史
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
方
向
か
ら
発
展

し
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
高
い
山
の
初
登
頂
の
ほ
と
ん
ど
は
、僧
侶
、

あ
る
い
は
修
験
者
に
よ
る
も
の
で
す
。
日
本
と
中
国
の
名
山
は
宗
教

的
目
的
で
初
め
て
登
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
ア
ル
プ
ス
の
場
合
、
多

く
は
、
科
学
的
な
目
的
で
登
ら
れ
た
の
で
す
。

話
を
こ
こ
ま
で
に
し
て
お
け
ば
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
は
本
当
の
名
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写真③ 旅人を救助する聖ニコラス（1350 年ごろの作品。作者不詳）
St Nicholas rescuing a traveler in the mountains by the Maestro dei padiglione (about 1350)

写真② 1806 年に描かれたマッターホルン Conrad Escher(1767-1823)
Matterhorn in 1806 by Conrad Escher (1767-1823)



山
で
は
な
い
と
言
い
や
す
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
マ
ッ
タ
ー

ホ
ル
ン
は
、
品
格
と
個
性
は
あ
る
と
し
て
も
、
歴
史
と
か
宗
教
的
な

意
義
と
か
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン

だ
け
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
ア
ル
プ
ス
の
名
峰
に
お
い
て
も
事
実
で

し
ょ
う
。
こ
う
い
う
意
味
で
、
本
当
の
名
山
は
日
本
を
含
め
る
中
国

の
文
化
圏
で
し
か
見
つ
か
ら
な
い
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

名
山
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
？

「
東
洋
に
は
名
山
が
あ
る
。
西
洋
に
は
名
山
が
な
い
。」
―
―
は
た

し
て
問
題
は
本
当
に
そ
ん
な
に
簡
単
な
の
で
し
ょ
う
か
。
た
ぶ
ん
、

そ
れ
は
単
純
過
ぎ
る
考
え
方
で
す
。
深
田
久
弥
の
『
日
本
百
名
山
』

を
見
ま
す
と
、
す
べ
て
の
選
ば
れ
た
名
山
が
長
い
歴
史
が
あ
る
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
海
道
の
ほ
と
ん
ど
の
名
峰
は
、
マ
ッ

タ
ー
ホ
ル
ン
と
同
じ
く
ら
い
歴
史
が
浅
い
よ
う
で
す
。
例
を
挙
げ
ま

す
と
、
百
名
山
第
1
項
の
利
尻
岳
が
あ
り
ま
す
。

「
こ
の
立
派
な
山
が
、
わ
が
国
山
岳
書
の
古
典
で
あ
る
志
賀
重

昂
の
『
日
本
風
景
論
』
に
も
高
頭
式
の
『
日
本
山
岳
志
』
に
も

出
て
い
な
い
こ
と
を
、
私
は
大
へ
ん
遺
憾
に
思
う
が
、
そ
れ
だ

け
こ
の
山
の
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
お
そ
か
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
私
の
眼
に
し
た
最
初
の
利
尻
岳
紀
行
は
、『
山
岳
』
第
一

年
二
号
に
載
っ
た
牧
野
富
太
郎
氏
の
そ
れ
で
あ
る
。
明
治
三
十
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写真④ ラウターアール Lauteraar 氷河（スイス・ベルナーオーバーラント）。Caspar
Wolf(1737-1783)作。アルプスの氷河が絵画の世界に本格的に現われた。
The mountains of the Lauteraar Glacier in Switzerland by Caspar Wolf(1737-1783)



六
年
(一
九
○
三
年
）
八
月
の
こ
と
で
、
こ
の
植
物
学
者
の
一
行

は
鴛お
し

泊ど
ま
り

か
ら
登
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
道
ら
し
く
も
な
い
道
を

辿
っ
て
、
山
中
に
二
泊
し
て
い
る
。
頂
上
に
は
木
造
の
小
さ
な

祠
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
土
地
の
人
は
、
す
で
に
登
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。」（『
日
本
百
名
山
』「
1

利
尻
岳
」
よ
り
）

利
尻
岳
は
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
よ
り
も
歴
史
が
浅
い
の
で
す
。
と
は

言
っ
て
も
、利
尻
岳
の
天
辺
に
は
祠
が
ず
っ
と
昔
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
同
じ
よ
う
に
、
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
頂
上
に
も
十
字
架
が

あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、
政
府
、
教
会
、
あ
る
い
は
神
社
が
設
置
し

よ
う
と
決
め
た
も
の
で
は
な
く
、
山
の
麓
の
地
元
の
人
が
自
ら
の
意

思
で
行
な
っ
た
も
の
で
す
。

マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
場
合
、
地
元
の
人
が
、
1
9
0
0
年
に
、
頂

上
に
十
字
架
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
決
め
た
そ
う
で
す
。

㎏
も

90

あ
る
十
字
架
が
イ
タ
リ
ア
で
鋳い

ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
1
9
0
1

年
9
月
、
ガ
イ
ド

人
が
十
字
架
を
背
負
っ
て
山
を
登
り
始
め
ま
し

12

た
。
そ
の
時
は
、
途
中
で
嵐
に
襲
わ
れ
て
、
十
字
架
を
置
い
て
逃
げ

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
っ
と
1
9
0
2
年
の
秋
、
そ
の
十

字
架
は
頂
上
に
設
立
さ
れ
、
初
め
て
の
ミ
サ
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

さ
て
、そ
ろ
そ
ろ
結
論
を
出
す
べ
き
時
間
と
な
り
ま
し
た
。
結
局
、

名
山
の
問
題
は
そ
ん
な
に
簡
単
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
名
山
を

誇
っ
て
い
る
日
本
に
も
歴
史
の
ご
く
少
な
い
名
山
が
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
、一
方
、
名
山
と
い
う
概
念
の
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
地
元
の

人
た
ち
に
は
、
昔
か
ら
知
ら
れ
、
尊
重
さ
れ
て
い
た
山
が
あ
り
ま
し

た
。

写
真
⑤

今
日
の
講
演
会
の
最
後
の
言
葉
を
Luc
M
eynetと
い
う
人
物
に

譲
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
M
eynetは
、
今
か
ら
1
5
0
年
ほ
ど
前

に
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
の
南
側
に
住
ん
で
い
た
地
元
の
人
で
し
た
。
登

山
家
で
も
ガ
イ
ド
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
単
な
る
チ
ー
ズ
作
り

富士山 vs マッターホルン―外国にも名山はあり得るか―

109

写真⑤ Luc Meynet ウィンパー『アルプス登攀
記』より。

Luc Meynet by Edward Whymper(〝Scrambles amongst the Alps〟)



を
し
て
い
た
農
民
で
、
た
ま
に
、
も
う
少
し
お
金
を
儲
け
る
た
め
に

ポ
ー
タ
ー
を
し
て
い
ま
し
た
。
山
に
つ
い
て
は
、
い
つ
も
怖
が
っ
て

い
て
、「
死
ね
る
の
は
1
回
だ
け
」
と
言
う
の
が
口
癖
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
こ
の
イ
ラ
ス
ト
で
は
、
Edw
ard
W
hym
perの
テ
ン
ト
を
担

い
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
1
8
6
5
年
7
月
の
初
登
頂
の
パ
ー
テ
ィ

の
メ
ン
バ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
約

年
後
、
や
っ
と

10

別
の
登
山
家
の
パ
ー
テ
ィ
と
一
緒
に
憧
れ
の
頂
上
ま
で
登
る
こ
と
が

出
来
た
時
、
こ
う
言
っ
た
そ
う
で
す
。「
こ
れ
で
も
う
、
幸
せ
に
死
ね

る
。
天
使
が
歌
う
の
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
」。

Luc
M
eynetは
、
名
山
と
い
う
言
葉
は
知
ら
な
く
て
も
、
名
山

の
本
当
の
意
味
を
よ
く
理
解
し
た
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

マ
ー
テ
ィ
ン
・
フ
ッ
ド
M
A
R
T
IN
H
O
O
D

イ
ギ
リ
ス
・
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
出
身
、
1
9
5
7
年
生
ま
れ
。
1

9
9
0
年
代
の
6
年
間
、
東
京
に
て
銀
行
業
務
お
よ
び
金
融
関
係
翻

訳
に
携
わ
る
傍
ら
、
日
本
ア
ル
プ
ス
、
丹
沢
、
秩
父
な
ど
の
山
々
で

登
山
、
山
ス
キ
ー
、
沢
登
り
な
ど
を
楽
し
む
。
1
9
9
5
年
、
ス
イ

ス
に
転
勤
後
、『
日
本
百
名
山
』
の
英
訳
を
始
め
る
。
現
在
、
バ
ー
ゼ

ル
(ス
イ
ス
)に
あ
る
国
際
決
済
銀
行
に
勤
務
。
A
cadem
ic
A
lpine

Club
ofZurich（
チ
ュ
ー
リ
ヒ
学
士
山
岳
会
）
会
員
。
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〔
解
説
〕

こ
の
掲
載
稿
は
、
日
本
山
岳
会
図
書
委
員
会
の
企
画
で
2
0
1
5

年
秋
に
行
な
わ
れ
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
フ
ッ
ド
氏
の
講
話
で
あ
る
。
同

氏
は
深
田
久
弥
『
日
本
百
名
山
』
の
英
語
訳
版
（『
O
N
E

H
U
N
D
RED
M
O
U
N
T
A
IN
S
O
F
JA
PA
N
』）
の
訳
者
で
、
そ
の

講
演
会
報
告
は
、
当
会
の
会
報
「
山
」
2
0
1
5
年

月
（
8
4
7
）

12

号
に
、
ま
た
英
語
訳
版
紹
介
は
同
じ
く
「
山
」
2
0
1
5
年
3
月
（
8

3
8
）
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

同
書
の
特
徴
は
、
深
田
版
の
英
語
訳
と
い
う
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、

日
本
の
山
と
登
山
の
世
界
を
俯
瞰
し
て
概
略
が
要
領
よ
く
ま
と
め
ら

れ
、
日
本
人
と
山
と
の
結
び
つ
き
が
歴
史
的
・
文
化
的
に
理
解
で
き

る
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
日
本
百
名
山
』
と
い
う
優

れ
た
文
学
作
品
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
山
を
め
ぐ
る
文
化
が
こ
の
英

語
訳
版
に
よ
っ
て
世
界
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
み
ご
と

な
収
穫
で
あ
り
、
大
き
な
喜
び
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

同
氏
か
ら
の
連
絡
で
は
、
そ
の
講
話
内
容
は
は
じ
め
英
文
で
つ
く

り
、
そ
れ
を
修
整
し
な
が
ら
自
身
で
日
本
語
に
直
し
た
と
い
う
こ
と

だ
が
、「
話
す
・
聞
く
」
と
い
う
講
話
の
時
間
的
・
物
理
的
な
制
約
か

ら
テ
キ
ス
ト
も
英
語
版
と
日
本
語
版
と
で
は
い
く
つ
か
の
相
違
が
あ

る
。
そ
の
た
め
英
文
原
稿
も
併
せ
て
提
供
し
て
い
た
だ
き
、
掲
載
す

る
こ
と
に
し
た
。
掲
載
の
写
真
も
講
演
会
で
披
露
さ
れ
た
も
の
と
は

異
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

マ
ー
テ
ィ
ン
・
フ
ッ
ド
氏
に
つ
い
て
は
、
同
氏
か
ら
届
い
た
略
歴

（
ご
本
人
は
岳
歴
と
称
し
て
い
る
）
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
が
、
積
雪

期
の
剱
岳
を
訪
れ
た
り
、
掲
載
の
英
語
版
で
お
わ
か
り
の
よ
う
に
冬

季
の
利
尻
岳
に
登
る
な
ど
、
高
度
の
登
攀
技
術
、
山
ス
キ
ー
技
術
を

持
ち
、
ス
イ
ス
在
住
の
い
ま
も
四
季
を
通
じ
て
ア
ル
プ
ス
で
の
山
登

り
を
楽
し
ん
で
い
る
。
日
本
の
山
を
客
観
的
に
ハ
イ
レ
ヴ
ェ
ル
で
評

価
で
き
る
力
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
す
ば
ら
し
い
の
は
そ

の
日
本
語
力
で
あ
り
、
日
本
文
化
へ
の
知
識
で
あ
る
。
掲
載
の
講
話

内
容
か
ら
も
そ
れ
は
十
分
に
汲
み
取
れ
る
の
で
、
ご
精
読
を
お
願
い

し
た
い
。

「
名
山
」
と
い
う
日
本
語
を
外
国
語
に
移
す
と
ど
う
な
る
の
か
。
そ

の
問
題
も
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ッ
ド
氏
の
ブ
ロ
グ
に
は
、

m
eizanology
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
い
る
。
m
eizanologist

も
あ
る
。
い
ず
れ
も
フ
ッ
ド
氏
の
造
語
と
い
う
こ
と
だ
が
、
な
る
ほ

ど
、そ
う
い
う
言
い
方
も
可
能
か
と
面
白
く
受
け
止
め
た
。
名
山
学
、

名
山
を
考
究
す
る
（
愛
好
す
る
）
人
の
謂い
い

で
あ
ろ
う
。
近
年
は
、

anim
e,karaoke,m
anga,sushi,tsunam
iほ
か
日
本
語
が
世
界
語

に
な
る
傾
き
が
あ
る
。
そ
の
例
で
言
え
ば
、
m
eizan
も
ま
た
世
界

語
に
な
る
日
が
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(大
森
久
雄
)
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and Valtournanche, at the mountain’s foot, decided around 1900 that their local ‘Horn’ or
‘Rock’ should have a cross.
With the costs shared by both the Swiss and the Italian villages, the cross was fabricated in
Italy and its parts hauled up the mountain in the course of two summer seasons by a team
of twelve mountain guides. And there you can see it to this day, with the Latin names for
each village worked into the crossbar: Patrumbor and Vallistornench. Perhaps people feel
about their local mountains in much the same way, whether they live in Japan,
Switzerland, Italy or anywhere else.
It’s time to close. Maybe we should leave the last word to Luc Meynet, a figure in the
Matterhorn’ s history who has been all but ignored in the razzmatazz of this 150th
anniversary year. Meynet was neither mountaineer nor guide ‒ he was a humble
cheesemaker from Breuil, the village on the Italian side of the mountain. From time to
time, he accompanied climbing parties as a porter, to earn some extra money so that he
could look after his deceased brother’s children. On steep ground, he used to console
himself that “we only die once”.

(photo ⑤)
In this picture by Edward Whymper, he’s carrying the English alpinist’s tent, during an
attempt on the southern side of the mountain in 1862. Meynet didn’t accompany the first
ascent party in 1865. But, ten years later, he did reach the summit, in the company of an
Italian group. When he reached the top, he is reported to have said “Now I can die happy,
for I have heard the angels singing.”
Luc Meynet had no word for “Meizan”. Yet here, I venture to suggest, was a man who
perfectly understood the meaning that lies beyond.
Thank you.

Martin Hood (b.1957) comes from Oxford, England, and worked for six years in Tokyo
during the 1990s as a commercial banker and financial translator. At the same time, he
was active in alpine climbing, ski-mountaineering and sawa nobori in the Japan Alps,
Tanzawa, and Chichibu. He started translating Nihon Hyakumeizan after moving to
Switzerland in 1995. He now works for an international organization in Basel and is a
member of the Academic Alpine Club of Zurich.
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rival was John Tyndall, a physicist who originally came to the Alps to study glaciers.
Although he lost out on the Matterhorn, Tyndall managed the first ascent of the
incomparably beautiful Weisshorn a few years prior to Whymper’s triumph and tragedy.
Alpinism and science were deeply intertwined in those early days.
By contrast, Japan’s high mountains were first climbed for completely different reasons ‒
and more than a millennium before the high Alps were ascended. According to Nihon
Hyakumeizan, Hakusan was opened in the first year of Yōrō (717) by the monk Taichō.
Mt Fuji too was almost certainly first climbed for religious reasons, probably in the tenth
century, although nobody knows whether the first ascent should be ascribed to the
mountain mystic En-no-gyōja or, more likely, a monk with a name like Ransatsu(覧薩) or
Konji（金時）.
If we stopped here, we might conclude that Meizan is a concept that makes sense only in
East Asia, where mountains have a lengthy cultural presence. The exploration of the high
Alps had to wait for the advent of modern science, while the motive for early Japanese
mountain-climbing was mainly religious. As for the Matterhorn ‒ and the same is true for
the rest of the high Alps ‒ it goes only two-thirds of the way towards qualifying as a
Meizan. Stature and an air of distinction it has in spades, but the historical and cultural
backstory is sadly lacking.

4. Meizan everywhere?
I wonder, though, if matters are really so simple. Not all Japan’s mountains have a long
history, even those featured in Nihon Hyakumeizan. Just look at the mountains that
Fukada selected in Hokkaidō, for example. As Fukada notes in his write-up of the very
first one: “The earliest reference to Rishiri that I can find is from Makino Tomitarō writing
in the second issue of Sangaku, the Japanese Alpine Club’ s journal, in its first year of
publication. This botanist and his party climbed the mountain from Oshidomari in August
1903 …” So, Rishiri-dake may have even less history than the Matterhorn.
A lack of history doesn’t mean that the mountain isn’t appreciated by the people who live at
its foot. When Makino’s party reached the summit of Rishiri-dake, following the faint
trace of a path and after spending two days on the mountain, they found a small wooden
shrine, showing that local people had already been there.
Some years ago, I climbed Rishiri-dake for myself, in early winter conditions. When I
reached the summit, a rather opulent shrine loomed through the freezing fog. Particularly
noteworthy were the boat propellers attached to its base, like votive offerings. That
suggested to me that the shrine was put there and maintained by local people, looking for
help with the fish catch or the kombu harvest.
Much the same is true of the cross on top of the Matterhorn. It wasn’t installed by order of
some remote government agency or church authority. Instead, the villagers of Zermatt
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Looking at the European Alps, Fukada anoints Monte Rosa, Marmolada, Mt Blanc, and
the Schreckhorn as World Meizan ‒ but, surprisingly, not the Matterhorn. It’s probably
fair to assume that Fukada would have included this eminent 4,478-metre peak at a later
stage. Be that as it may, this year happens to be the 150th anniversary of the Matterhorn’s
first ascent, so I will ask here if the Matterhorn actually qualifies as a Meizan ‒ using
Fukada’s own criteria.
Viewed as a cultural property, the Matterhorn has a lot in common with Mt Fuji, the
Meizan of Meizan. For a start, there are Matterhorns all over the world, just as local “Mt
Fujis” outcrop all over Japan. Ama Dablam is the Matterhorn of the Himalaya, Mount
Assiniboine is the Matterhorn of the Rockies, Yari is the Matterhorn of Japan, and so on.
So the Matterhorn lacks nothing in the way of “stature” or “distinction”.
But what about its history? Ever since that fateful ascent on July 14th, 1865, the
Matterhorn has played a central part in the history of mountaineering. Before that date,
though, the mountain was almost invisible to the world. It doesn’t even appear on a map
until about 1680 ‒ and, even then, not under its modern name. Local people called it
simply the “Horu” (horn) or, on the Italian side, “La Becca” (the rock). In fact, they still
do.
Astonishingly, the earliest depiction of the Matterhorn that I can find is this watercolour
by the Zurich-based patrician and pioneer geologist, Conrad Escher von der Linth. It was
painted on August 14th, 1806. Compare that with Mt Fuji, which has appeared in poems
and paintings, many of them masterworks, for more than one thousand years.
Before the eighteenth century, most European scholars and travellers didn’t go far out of
their way to look at mountains. Unlike in Japan and China, mountains had little religious
significance. In fact, they were seen mainly as useless and dangerous places, as suggested
by a fourteenth-century painting of St Nicholas rescuing a traveller in mountainous
terrain. In alpine countries, what people were interested in were passes through the Alps,
not the Alps themselves.

(photo ②③)
This started to change in the eighteenth century, as natural philosophers started to take an
interest in mountains as places for experiment, or as sources of insight into the origins of
the earth. That was what the Swiss scholar Horace-Bénédict de Saussure was looking for
when he crossed the pass below the Matterhorn in August 1789. In fact, it was Saussure
who invented the modern form of the French name of the Matterhorn: Le Cervin. Two
years before, he had made one of the first ascents of Mt Blanc. Not “because it was there”,
but to do experiments and study the mountain.

(photo ④)
Scientists had a lot to do with the modern exploration of the Alps. Granted, Edward
Whymper, who made the Matterhorn’s first ascent, was an artist by profession. But his
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were elected as the new Sangaku-kai’s first honorary members. This is not to say that
Kojima was in complete agreement with Shiga on the subject of Meizan. In an essay about
the “Characteristics of the Japanese mountain landscape”, he explicitly distances himself
from the Nihon Fūkeiron author:-
Unlike previous theorists of the landscape, I don’t favour volcanoes as special to the exclusion
of all other mountains, nor am I taken with the idea, like some young people today, of
excluding the volcanoes from the Japan Alps, as if they were some kind of unwanted
stepchildren.
Writing half a century later, Fukada Kyūya inherited Kojima’s more balanced view of what
makes for a Meizan. Published in 1964, that year of the previous Tokyo Olympics, Nihon
Hyakumeizan features about 45 volcanoes and 55 other mountains. You might almost say
that this all-embracing view of Meizan reflects the liberal and inclusive Zeitgeist of the
middle Shōwa years.
Fukada also took the trouble to carefully define what he meant by a Meizan. This is a brief
excerpt from the afterword to his book:
First, a mountain must have stature … Mountains, like people, must have character.
Secondly, I attach great weight to a mountain's history. No mountain with deep and long-
standing links to humankind could be excluded from my list …
Thirdly, a mountain must have an air of distinction. A mountain with this quality calls
attention to itself as surely as a distinctive work of art …. What I look for is an extraordinary
distinctiveness.

(photo ①)
Apropos extraordinary distinctiveness, I took this picture a few years ago, on an
early-morning flight between Tokyo and Osaka. Out of a misguided sense of mischief, I
leaned forward and asked the two young ladies sitting in front of me what this mountain
might be. Gratifyingly, I got a response that was every bit as incredulous as one might
expect. Obviously, the question was absurd. For this Meizan has it all ‒ stature, history
and a limitless air of distinction. As Fukada wrote, “Fuji is there for everyone and yet,
soaring into eternity, stands for something beyond any man's grasp.”

3. So can you have ‘meizan’ outside East Asia?
Having pinned down what we mean by a Meizan, we can turn ‒ belatedly ‒ to the question
whether they exist anywhere other than in Japan and China. Fortunately, Fukada Kyūya
himself provided a clear answer to that question. When he died in 1971, he was working on
a series entitled Sekai no Hyakumeizan, or One Hundred Mountains of the World. The
plan was to publish three ‘meizan’ articles a month in Gakujin, a mountaineering
magazine. The 41 peaks written up by the time of his death were later published as a
book.
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2. What is a ‘Meizan’ anyway?
So, before we can go looking for Meizan outside Japan, we have to ask what a Meizan is.
How do you recognise one when you meet it?
“Meizan” as a word comes from China. I’m not sure how old the word itself is, but the
concept goes back to China’s Warring Countries period (403-221BC). That was when
people started talking about the country’ s Five Great Peaks (五岳). Later on, these
eminences were joined by Four Sacred Mountains of Buddhism (四大佛教名山) and a
similar set for Taoism (四大道教名山). Today, there is a Gazetteer of China’s Famous
Mountains (中国名山志), published by the China National Microfilming Center for Library
Resources ‒ in sixteen volumes. We surmise that China has a lot of Meizan.
In Japan, the definition of Meizan has varied over time. In the afterword to Nihon
Hyakumeizan, Fukada Kyūya mentions Tachibana Nankei’ s discussion of mountains
(“Meizanron”) in his Tōyuki, the account of a journey to eastern Japan that the writer
made in 1785. Nankei names 25 mountains, starting with Fuji, Hakusan and Tateyama,
the so-called San-Reizan(三霊山), or three great sacred mountains of Japan. Indeed,
most of the mountains in his list had religious traditions. But Nankei never says exactly
what he means by the word Meizan.
About a century later, the journalist and pundit Shiga Shigetaka published his Nihon
Fūkeiron (1894), a ‘theory of the Japanese landscape’. His purpose was to illuminate the
national character of the Japanese by highlighting what is special about their
surroundings. And, for Shiga, what differentiates Japan’ s landscape is its volcanic
features‒ plutonic rocks, hot springs and eruptions. So Meizan are necessarily volcanoes.
No other type of mountain appears in the book’s woodprint illustrations.
Not everybody agreed with Shiga’s take on Meizan, even at the time. The Kojiruien was a
51-volume collection of historical documents that was compiled between 1896 and 1914
under the initial direction of Nishimura Shigeki, an official at the Ministry of Education.
The encyclopaedia contained a list of 102 mountains, divided into high peaks, volcanoes,
and “famous” mountains (Meizan) such as Arashiyama in Kyoto, Kasugayama in Nara and
Obasuteyama in Shinano. These are exclusively places that appear in classical poetry.
Few or none are volcanic, and most are low (less than 1,500 metres).
However, Nihon Fūkeiron was much the more influential book. A best-seller, it told
Japanese readers what they wanted to hear about themselves at a time of unequal treaties
and the war with China. A young bank clerk, Kojima Usui, bought a copy in 1896 and was
inspired to climb Yari-ga-take. On the strength of this experience, he later introduced
himself to Walter Weston, the mountaineering missionary, who suggested the idea of an
alpine club.
In October 1905, Kojima and six companions founded the Sangaku-kai, Asia’s first alpine
club ‒ this was 110 years ago almost to the day of this meeting. And Weston and Shiga
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Matterhorn versus Mt Fuji

Or can there be “Meizan” outside Japan? Text of a presentation given at the Japanese Alpine
Club in Tokyo on 16 October 2015.

MARTIN HOOD

Ladies and gentlemen of the Japanese Alpine Club, friends and fellow mountaineers. It is a
privilege to be invited to speak in these surroundings. The Club is so deeply woven into the
history of Nihon Hyakumeizan ‒ its author was after all the club’s 1,586th member ‒ that a
pilgrimage to your offices must be deeply meaningful for any fan of Fukada Kyūya’s most
famous book.
Today, the question is whether there can be “Meizan” in countries other than Japan. This
interesting topic was suggested by Ohmori Hisao-san in his recent review of the English
version of Nihon Hyakumeizan in the JAC newsletter. But, before I try to answer that
question, let me say a few words about the translation.
Two decades ago, I spent six years in Tokyo working for foreign banks. It was an average
commercial banker’ s life except at weekends, when I went out every weekend, in a
weatherbeaten Subaru, to yama-ski, climb-rocks and waterfalls, or do alpine routes.
At that time, we had no special interest in “Meizan”. I knew the word, of course, and
bought a copy of Nihon Hyakumeizan, but there was no time to read more than a few
chapters. It was only when I moved to Switzerland that I had enough leisure to read more.
And, although Switzerland has wonderful mountains, I sometimes felt nostalgic for the
Japan Alps.
One day, I translated the Hakusan chapter to see what it would sound like in English ‒ and
then I realized that Nihon Hyakumeizan is a masterpiece. With the help of Harumi
Yamada of Fukui Jin-ai University, we decided to translate the whole book. Soon we were
e-mailing and Skyping almost every day. Then we got married.

1. How to translate Nihon Hyakumeizan?
If you translate Nihon Hyakumeizan, you first have to translate the title. Soon after the
project started, I was able to discuss that question with Fukada Shintarō, the author’s
son, over coffee at a Renoir café in Shinjuku.
“Famous mountain” is somehow not right, Fukada-san thought. So, in the end, the title of
the book in English is just “One Hundred Mountains of Japan”. We didn’t really translate
“Meizan” so much as skirt the question altogether.
The basic problem, as Ohmori-san points out in his book review, is that there is no
equivalent word for “meizan” in any European language. Not in English, nor in German or
French or Italian. The word doesn’t exist because the concept doesn’t exist.
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考
]大
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検
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跡

60

探
検
部
員
た
ち
は
何
を
目
指
し
て
き
た
の
か

岡

村

隆

マ
ナ
ス
ル
初
登
頂
の
年
に

日
本
の
大
学
に
「
探
検
部
」
と
い
う
学
生
課
外
団
体
が
初
め
て
誕

生
し
て
か
ら
、
今
年
で
ち
ょ
う
ど

年
に
な
る
。

60

1
9
5
6
（
昭
和

）
年
に
京
都
大
学
山
岳
部
か
ら
分
離
独
立
す

31

る
形
で
生
ま
れ
た
京
都
大
学
探
検
部
が
そ
の
第
1
号
だ
が
、
こ
の
京

大
探
検
部
誕
生
の
年
は
、
奇
し
く
も
日
本
山
岳
会
が
マ
ナ
ス
ル
初
登

頂
を
成
功
さ
せ
た
年
と
重
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
探
検
部
の
誕
生

は
、
マ
ナ
ス
ル
を
含
む
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
巨
峰
が
次
々
と
初
登
頂
さ
れ
て

い
っ
た
当
時
の
山
岳
界
の
情
勢
と
無
関
係
で
は
な
く
、
深
部
で
は
か

な
り
関
わ
り
の
あ
る
出
来
事
で
も
あ
っ
た
の
で
、「
探
検
部

年
」
の

60

歴
史
を
追
う
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
そ
の
あ
た
り
か
ら
語
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
マ
ナ
ス
ル
の
登
山
計
画
は
、
当
初
は
「
Ａ
Ａ
Ｃ

Ｋ
」（
京
大
学
士
山
岳
会
）
に
よ
っ
て
立
案
さ
れ
、
の
ち
に
日
本
山
岳

会
に
移
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
1
9
3
1
年
に
旧
制
第

三
高
等
学
校
（
三
高
）
山
岳
部
や
京
都
帝
国
大
学
旅
行
部
の
Ｏ
Ｂ
ら

を
ま
と
め
て
今
西
錦
司
が
創
設
し
た
団
体
で
、
戦
前
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ

登
山
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
満
州
事
変
に
よ
っ
て
挫

折
す
る
と
、
今
西
ら
は
目
標
の
重
点
を
遠
征
登
山
か
ら
探
検
へ
と
移

し
、
そ
こ
に
三
高
山
岳
部
や
京
都
帝
大
旅
行
部
の
学
生
ら
も
加
わ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

1
9
4
1
年
の
ポ
ナ
ペ
島
に
続
く
翌
年
の
大
興
安
嶺
探
検
は
、
戦

前
の
今
西
の
業
績
と
し
て
有
名
だ
が
、
主
力
隊
員
と
し
て
そ
れ
を
支

え
た
の
は
三
高
山
岳
部
か
ら
京
都
帝
大
に
進
ん
だ
梅
棹
忠
夫
、
川
喜
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田
二
郎
、
藤
田
和
夫
、
吉
良
龍
夫
、
伴
豊
ら
の
学
生
で
あ
り
、
い
ず

れ
も
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
訓
練
を
受
け
な
が
ら
自
然
科
学
者
の

道
を
目
指
そ
う
と
す
る
人
々
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
京
大

の
前
身
で
あ
る
旧
制
三
高
と
京
都
帝
大
に
は
探
検
志
向
の
学
生
登
山

家
た
ち
が
多
く
い
た
こ
と
が
、
の
ち
の
京
大
探
検
部
創
設
に
も
大
き

く
関
わ
っ
て
く
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
満
州
事
変
の
影
響
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠

征
へ
の
道
が
絶
た
れ
、
活
動
は
停
滞
し
た
。
海
外
へ
の
遠
征
登
山
と

探
検
旅
行
を
ふ
た
つ
の
柱
と
し
て
い
た
京
都
帝
大
旅
行
部
も
、
戦
争

の
進
展
に
伴
い
、
1
9
4
1
年
に
は
大
学
当
局
か
ら
解
散
さ
せ
ら
れ

た
。
梅
棹
や
川
喜
田
ら
の
学
生
は
1
9
3
9
年
に
学
内
の
研
究
者
ら

が
設
立
し
た
「
京
都
探
検
地
理
学
会
」
に
加
え
て
も
ら
う
こ
と
で
活

動
を
続
け
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
京
都
探
検
地
理
学
会
も
、
終
戦
直

後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
総
司
令
部
）
に
に
ら
ま
れ
た
た
め
自
主
解

散
し
た
。
さ
ら
に
戦
後
の
学
制
改
革
に
よ
っ
て
旧
制
高
校
が
廃
止
さ

れ
た
こ
と
で
三
高
山
岳
部
も
消
滅
し
た
。

そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
、
1
9
4
7
年
に
新
た
に
設
立
さ
れ
た
の

が
現
在
の
京
大
山
岳
部
だ
が
、
こ
れ
は
旅
行
部
だ
け
が
あ
っ
て
山
岳

部
が
な
か
っ
た
京
大
に
初
め
て
登
場
し
た
「
山
岳
部
」
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
こ
の
部
は
も
ち
ろ
ん
、
旧
制
三
高
が
新
制
の
京
大
に
統

合
さ
れ
た
こ
と
で
系
譜
と
し
て
は
三
高
山
岳
部
と
も
つ
な
が
り
、
設

立
に
は
、
か
つ
て
の
京
都
帝
大
旅
行
部
の
復
活
と
い
う
側
面
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
が
、
そ
こ
に
は
や
は
り
断
絶
も
存
在
し
た
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
戦
後
出
発
の
京
大
山
岳
部
は
、
折
か
ら
活
動

を
再
開
し
た
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
が
ス
ポ
ー
ツ
・
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
へ
の
傾
斜
を

強
め
て
い
く
の
に
影
響
を
受
け
て
、
戦
前
の
三
高
山
岳
部
や
京
都
帝

大
旅
行
部
が
持
っ
て
い
た
「
探
検
志
向
」
の
要
素
を
、
ほ
と
ん
ど
持

た
ず
に
活
動
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
初
登
頂
時
代
が
訪
れ
て
、
Ａ

Ａ
Ｃ
Ｋ
が
海
外
登
山
の
遠
征
隊
を
出
す
よ
う
に
な
っ
て
も
、
学
生
の

山
岳
部
員
に
は
出
番
が
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
先
輩
た
ち
の
遠
征
準
備

を
手
伝
う
だ
け
で
、
戦
前
の
梅
棹
や
川
喜
田
の
よ
う
に
学
生
が
遠
征

隊
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
こ
に
不
満
が
募
る
状
況
が
生
ま

れ
て
い
た
。

―
―
今
度
は
山
岳
部
の
現
役
学
生
の
手
で
、
現
役
主
体
の
遠
征
隊

を
出
そ
う
。

そ
う
考
え
た
一
部
の
山
岳
部
員
た
ち
が
、
そ
の
た
め
の
準
備
を
始

め
た
の
は
、
い
わ
ば
自
然
の
流
れ
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し

そ
の
動
き
は
、
卒
業
生
で
あ
る
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
若
手
会
員
た
ち
か
ら
猛

烈
な
反
発
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

世
界
の
登
山
界
が
相
手
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
初
登
頂
時
代
に
あ
っ
て
、
遠

征
を
敢
行
す
る
に
は
現
役
学
生
で
は
登
山
経
験
も
少
な
く
、
実
力
も

大学探検部 60 年の軌跡
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足
り
な
い
か
ら
―
―
と
い
う
の
が
反
対
の
理
由
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に

対
し
て
部
員
ら
は
負
け
ず
に
反
論
し
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
巨
峰
を
は
じ

め
、
世
界
の
未
踏
峰
が
次
々
と
登
ら
れ
て
い
く
報
道
に
接
し
て
、
学

生
は
学
生
な
り
に
夢
を
煽
ら
れ
、
出
番
が
な
い
こ
と
へ
の
危
機
感
を

募
ら
せ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

部
内
に
は
Ｏ
Ｂ
を
巻
き
込
ん
で
の
論
争
が
起
き
、
め
ま
ぐ
る
し
い

動
き
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
動
き
の
な
か
で
遠
征
推
進
側
の

中
心
に
い
て
状
況
を
リ
ー
ド
し
た
の
が
、
の
ち
に
学
生
探
検
界
の
象

徴
と
も
「
教
祖
」
と
も
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
本
多
勝
一
だ
っ
た
。

本
多
ら
は
論
争
の
一
方
で
、
自
分
た
ち
を
後
押
し
し
て
く
れ
る
先

輩
や
有
力
者
を
学
内
に
求
め
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
に
い
た
今
西

錦
司
と
出
会
う
。
今
西
は
本
多
ら
の
動
き
に
共
感
し
、
学
内
だ
け
で

な
く
、
す
で
に
学
外
に
い
た
梅
棹
忠
夫
や
藤
田
和
夫
ら
を
糾
合
し
て

後
援
す
る
。
そ
こ
に
、
戦
後
途
絶
え
て
い
た
「
山
岳
部
」
と
「
探
検

派
の
先
輩
た
ち
」
と
の
接
点
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
戦
後
の
京
大
か
ら

は
失
わ
れ
て
い
た
「
学
生
に
よ
る
遠
征
登
山
と
探
検
の
伝
統
」
が
、

本
多
ら
の
手
で
再
び
山
岳
部
に
持
ち
込
ま
れ
る
か
と
い
う
動
き
で
も

あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
ま
た
新
た
な
軋
轢
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

山
岳
部
内
は
、
あ
く
ま
で
も
「
登
山
」
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す

る
部
員
た
ち
と
、
当
初
の
「
学
生
に
よ
る
海
外
登
山
」
か
ら
「
探
検
」

に
ま
で
目
的
意
識
を
広
げ
て
し
ま
っ
た
部
員
た
ち
と
の
間
で
考
え
が

二
分
さ
れ
、
そ
の
路
線
の
違
い
を
双
方
が
認
識
す
る
に
至
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

そ
し
て
結
果
的
に
は
、
膨
大
な
議
論
の
末
に
、
ふ
た
つ
の
グ
ル
ー

プ
の
同
居
を
不
便
と
す
る
双
方
の
認
識
が
一
致
し
た
こ
と
で
、
本
多

ら
の
グ
ル
ー
プ
は
山
岳
部
か
ら
独
立
し
て
新
た
な
活
動
母
体
を
発
足

さ
せ
る
運
び
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
「
京
大
探
検
部
」
の
設
立
で
あ
る
。

1
9
5
6
年
3
月
の
こ
と
で
、
日
本
で
最
初
の
探
検
部
は
こ
の
よ

う
に
し
て
誕
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
こ
に
至
る
ま
で
の
詳
し
い
経
緯
や
背
景
は
、
当
時
、
京
大
山
岳

部
内
で
交
わ
さ
れ
た
真
剣
な
議
論
の
内
容
と
と
も
に
、
今
日
で
も
本

多
勝
一
の
『
探
検
部
の
誕
生
』（
朝
日
新
聞
社
）
や
、
京
大
探
検
者
の

会
編
の
『
京
大
探
検
部
﹇
1
9
5
6
‐
2
0
0
6
﹈』（
新
樹
社
）
な

ど
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
京
大
探
検
部
が
設
立
直
後
の
同
年
7
月
に
発
行
し
た
機
関

誌
『
探
検
』（
第
〇ゼ
ロ

号
）
を
開
く
と
、
創
部
時
の
部
長
に
は
理
学
部
長

の
芦
田
譲
治
、
顧
問
に
は
今
西
錦
司
の
ほ
か
、
梅
棹
忠
夫
、
川
喜
田

二
郎
、
藤
田
和
夫
、
中
尾
佐
助
と
い
っ
た
人
々
が
名
を
連
ね
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
も
が
三
高
山
岳
部
や
京
都
帝
大
旅
行
部
の

Ｏ
Ｂ
で
あ
り
、
戦
前
に
は
各
地
の
探
検
で
活
躍
し
、
探
検
部
設
立
に

当
た
っ
て
は
本
多
ら
の
動
き
を
最
初
か
ら
応
援
し
た
学
者
た
ち
だ
っ
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た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
後
は
そ
れ
ぞ
れ
が
探
検
界
や
学
界
で
屹

立
し
て
い
く
「
知
の
巨
人
」
た
ち
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
部
長
・
顧
問
を
後
ろ
盾
と
し
て
、
ま
た
直
接
の
指
導
を

受
け
な
が
ら
、
山
岳
部
か
ら
籍
を
移
し
た
本
多
ら
十
数
人
の
探
検
部

員
は
活
動
を
開
始
し
た
の
だ
。

｢海
外
探
検
」
へ
の
志
向

京
大
当
局
に
認
め
ら
れ
、
探
検
部
が
設
立
さ
れ
る
と
、
部
員
た
ち

が
ま
ず
取
り
か
か
っ
た
の
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ク
シ
ュ
遠
征
の
準
備

だ
っ
た
。
こ
の
隊
は
、
創
部
の
前
年
に
出
た
大
学
主
催
の
大
探
検
隊

「
京
大
カ
ラ
コ
ル
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
学
術
探
検
隊
」（
木
原
均
隊
長
）

の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
、
山
岳
部
内
で
遠
征
を
考
え
て
い
た
本
多
ら

の
学
生
と
、
木
原
隊
の
続
編
を
考
え
て
い
た
今
西
錦
司
の
思
惑
が
一

致
し
た
と
こ
ろ
か
ら
計
画
が
動
き
出
し
て
い
た
。

実
態
か
ら
い
え
ば
、
京
大
探
検
部
は
、
こ
の
学
生
版
の
ヒ
ン
ズ
ー

ク
シ
探
検
隊
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
生
ま
れ
た
よ
う
な
も
の
で
も

あ
っ
た
た
め
、
創
部
4
ヶ
月
後
の
1
9
5
6
年
7
月
に
は
、
早
く
も

パ
キ
ス
タ
ン
の
パ
ン
ジ
ャ
ブ
大
学
と
の
合
同
隊
で
現
地
活
動
を
展
開

し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
隊
長
は
探
検
部
顧
問
の
藤
田
和
夫
。
学
生

隊
員
は
本
多
勝
一
と
吉
場
健
二
の
2
人
だ
っ
た
。
こ
の
隊
に
は
さ
ら

に
続
編
が
あ
り
、
翌

年
に
は
松
下
進
を
隊
長
と
し
て
本
多
勝
一
、

57

荻
野
和
彦
、沖
津
文
雄
、岩
坪
五
郎
の
学
生
4
人
が
参
加
す
る
ス
ワ
ー

ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
探
検
隊
が
派
遣
さ
れ
て
、シ
ャ
ハ
ー
ン
＝
ド
ク
峰（
6

3
2
0
ｍ
）
の
登
山
の
ほ
か
、
前
回
同
様
に
植
物
学
や
地
質
学
な
ど

の
調
査
を
行
な
っ
た
。

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
遠
征
隊
の
成
果
は
、
本
多
勝
一
著
『
知
ら
れ
ざ

る
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
(朝
日
新
聞
社
)や
、
松
下
進
編
『
ス
ワ
ー
ト
・
ヒ
ン

ズ
ー
ク
シ
紀
行
』
(同
)の
ほ
か
、
多
く
の
論
文
と
し
て
残
さ
れ
て
い

る
が
、
成
果
以
上
に
そ
の
後
に
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
大
学
探

検
部
の
「
遠
征
方
式
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

学
者
を
隊
長
に
戴
い
て
「
学
術
探
検
」
を
柱
に
活
動
す
る
と
い
う
形

が
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
探
検
部
が
派
遣
す
る
遠
征
隊
の
基
本
形
と

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
方
で
、
こ
れ
ら
2
つ
の
学
生
探
検
隊
の
成
功
は
、「
山
岳
部
か
ら

独
立
し
た
探
検
部
」
の
成
果
と
し
て
報
じ
ら
れ
た
た
め
、
京
大
以
外

の
大
学
山
岳
部
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

｢遠
征
」
や
「
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
」
を
め
ぐ
る
京
大
山
岳
部
内
の

議
論
は
、
京
大
探
検
部
の
部
報
な
ど
を
通
じ
て
各
大
学
に
い
た
探
検

志
向
の
山
岳
部
員
た
ち
の
潜
在
意
識
を
強
く
刺
激
し
、「
分
家
独
立
」

で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
数
人
で
、
あ
る
い
は
ひ
と
り
で
、
山
岳
部

を
や
め
て
探
検
部
を
創
る
と
い
う
動
き
が
相
次
い
だ
の
だ
。

京
大
に
続
い
て
探
検
部
が
で
き
た
の
は
、
横
浜
市
立
大
学
（
1
9
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5
8
年
2
月
）
と
関
西
大
学
（
同

月
）、
大
阪
市
立
大
学
（
同

月
）

11

12

で
、
横
浜
市
大
は
当
初
「
探
査
会
」
と
名
乗
っ
た
も
の
を
の
ち
に
探

検
部
と
改
称
し
た
。

さ
ら
に
1
9
5
9
年
に
な
る
と
、
早
稲
田
大
学
、
上
智
大
学
、
翌

年
に
は
立
命
館
大
学
、

年
に
は
東
京
農
業
大
学
、
法
政
大
学
、

60

61

北
海
道
大
学
に
次
々
と
探
検
部
が
設
立
さ
れ
て
い
く
。

そ
の
後
も
東
海
大
学
（

年
）
大
阪
大
学
（
同
）、
明
治
大
学
（

62

64

年
）、
亜
細
亜
大
学
（
同
）、
東
京
大
学
（
同
）、
関
西
学
院
大
学
（
同
）

と
続
い
た
探
検
部
設
立
の
動
き
の
多
く
は
、
京
大
探
検
部
の
創
部
と

そ
の
後
の
活
動
に
刺
激
を
受
け
、
主
に
山
岳
部
か
ら
派
生
す
る
形
で

出
現
し
た
も
の
だ
っ
た
。

山
岳
部
以
外
か
ら
生
じ
た
探
検
部
と
し
て
は
、
ま
ず
早
稲
田
大
学

で
ア
ジ
ア
学
会
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
協
会
、
自
動
車
部
な
ど
の
学
内

の
既
成
ク
ラ
ブ
が
寄
り
集
ま
っ
て
、
海
外
遠
征
の
た
め
の
連
絡
協
議

会
と
し
て
「
探
検
研
究
会
」
(の
ち
の
探
検
部
)を
発
足
さ
せ
た
例
が

あ
る
が
、
こ
れ
も
登
山
サ
ー
ク
ル
や
体
育
会
山
岳
部
の
退
部
者
ら
が

多
く
混
じ
っ
て
そ
の
後
の
方
向
性
が
決
ま
っ
て
い
っ
た
た
め
、
山
と

無
縁
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
早
大
探
検
部
の
最
初
の
海
外
遠

征
が
エ
ク
ア
ド
ル
・
ア
ン
デ
ス
の
登
山
を
含
む
遠
征
だ
っ
た
こ
と
か

ら
も
そ
れ
は
理
解
で
き
よ
う
。

ま
た
、
法
政
大
学
で
は
教
授
で
詩
人
・
仏
文
学
者
の
宗
左
近
が
主

導
し
て
自
動
車
部
や
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
、
フ
ラ
ン
ス
関
係

サ
ー
ク
ル
を
集
め
て「
ワ
ー
ル
ド
エ
ク
ス
プ
ロ
レ
ー
シ
ョ
ン
ク
ラ
ブ
」

を
発
足
さ
せ
、
西
ア
フ
リ
カ
へ
の
自
動
車
遠
征
を
企
て
た
が
、
遠
征

失
敗
に
よ
り
解
散
し
た
と
い
う
例
も
あ
る
。
現
在
の
法
大
探
検
部
は

こ
れ
と
は
無
関
係
に
、

年
に
な
っ
て
山
岳
部
か
ら
派
生
す
る
形
で

65

創
部
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
京
大
探
検
部
の
創
部
以
降
、
関
西
や
関
東
で
相
次

い
で
誕
生
し
た
大
学
探
検
部
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
山
岳
部
を
母
体

と
し
、
山
を
活
動
の
柱
と
し
て
、
そ
こ
に
動
植
物
や
地
形
地
質
、
民

俗
、
社
会
な
ど
の
学
問
分
野
の
調
査
を
足
す
こ
と
で
独
自
性
を
打
ち

出
そ
う
と
し
た
。

海
外
遠
征
に
お
い
て
も
然
り
で
、
当
初
は
京
大
に
倣
っ
て
学
内
教

授
陣
に
隊
長
を
委
嘱
し
、
調
査
隊
を
兼
ね
た
（
あ
る
い
は
装
っ
た
）

登
山
遠
征
隊
を
出
そ
う
と
し
た
が
、
学
内
に
理
解
あ
る
教
授
陣
の
い

な
い
大
学
や
、
ま
だ
実
績
も
な
く
、
そ
れ
だ
け
の
政
治
力
も
な
い
部

で
は
、
こ
の
点
で
苦
労
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
京
大
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
探
検
部
に
は
や
が

て
山
や
登
山
と
は
関
係
な
く
、
海
や
砂
漠
、
森
林
、
河
川
、
洞
窟
な

ど
を
探
検
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
そ
こ
で
の
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク

を
目
指
そ
う
と
す
る
部
員
や
、
最
初
か
ら
学
術
調
査
を
目
指
そ
う
と

す
る
部
員
た
ち
が
集
ま
り
始
め
る
。
当
初
は
山
岳
部
に
在
籍
し
な
が
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ら
、
山
以
外
に
方
向
を
転
じ
て
探
検
部
に
移
る
部
員
な
ど
も
現
れ
始

め
た
。

学
生
た
ち
の
間
で
、
こ
う
し
た
「
登
山
か
ら
探
検
へ
の
転
進
」
が

見
ら
れ
た
背
景
に
は
、
も
と
も
と
日
本
人
の
間
に
潜
在
し
て
い
な
が

ら
も
、
戦
後
の
日
本
社
会
で
は
（
戦
前
の
価
値
観
の
否
定
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て
）
抑
圧
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
探
検

的
志
向
」
が
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
は
け
口
と
し
て
唯
一
容
認
さ
れ

て
い
た
「
登
山
」
と
い
う
「
代
償
行
為
」
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
本

来
あ
る
べ
き
姿
に
戻
っ
た
ま
で
だ
―
―
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
そ
う
し
た
要
因
の
詮
索
は
と
も
か
く
、
学
生
た
ち
の
登
山

か
ら
探
検
へ
の
転
身
（
あ
る
い
は
回
帰
）
が
、
本
来
の
パ
イ
オ
ニ
ア

ワ
ー
ク
へ
の
直
接
の
接
近
を
目
指
し
、
そ
の
対
象
の
多
様
化
を
促
す

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
山
か
ら
生
ま
れ
た

探
検
部
が
、
よ
う
や
く
広
い
地
平
へ
群
が
り
出
よ
う
と
す
る
構
図
で

あ
り
、
探
検
部
が
真
に
独
立
の
部
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
い
く
姿
で

も
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
出
自
を
持
ち
、
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
へ
の
意

識
を
軸
に
変
化
も
遂
げ
て
き
た
大
学
探
検
部
が
、
ま
ず
目
指
し
た
の

は
当
然
な
が
ら
海
外
で
の
探
検
活
動
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
当
時
の
日
本
は
ま
だ
「
戦
後
」
の
軛く
び
きを

脱
し
切
れ
ず

に
、
あ
る
意
味
で
は
「
鎖
国
」
に
も
等
し
い
状
態
に
あ
り
、
一
般
学

生
の
海
外
渡
航
な
ど
は
お
そ
ろ
し
く
困
難
な
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。

学
生
で
海
外
に
行
け
る
の
は
、
相
手
国
に
引
き
受
け
手
の
い
る
「
留

学
」
か
、
先
の
京
大
探
検
部
の
例
の
よ
う
な
「
学
者
が
引
率
す
る
調

査
隊
員
」
に
な
る
か
、
新
聞
社
な
ど
が
後
援
す
る
大
掛
か
り
な
遠
征

登
山
隊
の
一
員
に
な
る
ぐ
ら
い
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
。
1
9
6
4

年
ま
で
は
探
検
隊
や
登
山
隊
と
し
て
海
外
へ
出
る
に
し
て
も
、
外
務

省
の
「
渡
航
審
議
会
」
や
「
外
貨
審
議
会
」
で
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
壁
は
今
日
で
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
高

か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
遠
征
を
志
す
探
検
部
員
は
ま
ず
「
い
か
に
し

て
日
本
を
出
る
か
」
と
い
う
難
問
に
突
き
当
た
る
。
そ
こ
で
一
種
の

方
便
と
し
て
と
ら
れ
た
の
が
、
再
三
例
に
出
す
京
大
方
式
の
、
自
ら

を
「
学
術
調
査
隊
」
と
し
て
性
格
づ
け
、
文
部
省
（
当
時
）
や
新
聞

社
な
ど
の
公
的
機
関
か
ら
後
援
を
受
け
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
は
社
会
的
地
位
の
あ
る
学
者
や
専
門
家
を
隊
長
に
戴
き
、
学

術
調
査
と
い
う
大
義
名
分
を
唱
え
、
大
が
か
り
な
（
か
つ
公
的
性
格

を
帯
び
た
）
隊
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
遠
征
が
可
能

に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

先
の
京
大
隊
の
ほ
か
、
同
じ
く
京
大
の
「
ト
ン
ガ
王
国
調
査
隊
」

（

年
、
薮
内
芳
彦
隊
長
）
や
、
東
京
農
大
探
検
部
の
「
ネ
パ
ー
ル
農

60
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業
調
査
隊
」（

年
、
栗
田
匡
一
隊
長
）、
東
海
大
探
検
会
の
「
西
部

62

ネ
パ
ー
ル
学
術
調
査
隊
」（

年
、
長
沢
和
俊
隊
長
）、
早
大
探
検
部

63

の
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
内
陸
踏
査
隊
」（
同
、
寿
里
茂
隊
長
）
な
ど
は
、

す
べ
て
こ
の
型
の
遠
征
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
2
本
の
柱
を
バ
ッ
ク
に
し
た
そ
れ
ら
の

遠
征
は
、
そ
の
対
象
地
も
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
や
大
陸
奥
地
、
大
洋
の
離
島

と
い
っ
た
「
い
か
に
も
大
が
か
り
な
学
術
調
査
が
必
要
そ
う
に
見
え

る
」
そ
れ
ら
し
い
地
域
に
限
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
学
術
」
を
唱
え
て
み
て
も
、
そ
れ

が
日
本
脱
出
に
必
要
な
だ
け
の
大
義
名
分
に
過
ぎ
ず
、
不
完
全
な
も

の
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
経
済
の
学
生
が
民
話
調
査
を
、

文
学
の
学
生
が
植
物
調
査
を
担
当
す
る
と
い
っ
た
隊
内
の
矛
盾
（
そ

れ
を
「
探
検
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
」
の
立
場
か
ら
評
価
す
る
人
も

あ
る
が
）
と
と
も
に
、
今
日
、
当
時
の
遠
征
隊
員
自
身
が
明
ら
か
に

し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

同
時
に
、
当
時
は
学
生
た
ち
の
「
探
検
」
自
体
が
登
山
か
ら
の
派

生
後
間
も
な
く
の
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
行
動
形
態
が
登
山
や
、
か

つ
て
の
地
理
的
探
検
の
「
落
穂
ひ
ろ
い
」
の
枠
を
抜
け
出
て
い
な
い

と
い
う
指
摘
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
日
本
を
出
ら
れ
れ
ば
遠
征
は

％
成
功

90

し
た
も
同
じ
だ
」
と
言
わ
れ
た
当
時
の
状
況
下
で
、
彼
ら
が
ま
さ
に

パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
そ
の
状
況
を
突
き
崩
し
、
実
際
に
海
外
探
検
を

行
な
い
得
た
と
い
う
実
績
は
大
き
い
。
そ
こ
で
は
隊
の
性
格
や
成
果

以
前
に
、
探
検
や
遠
征
に
対
す
る
主
体
性
を
彼
ら
が
全
面
的
に
獲
得

し
て
い
た
、
時
代
の
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
、

む
し
ろ
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
衆
探
検
の
時
代
へ

1
9
6
4
年
、
こ
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
の
4
月
1
日
に
、

日
本
の
事
実
上
の
「
鎖
国
」
は
解
け
た
。

そ
れ
ま
で
抑
圧
さ
れ
て
い
た
民
衆
の
あ
る
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、

こ
の
年
の
外
貨
持
ち
出
し
の
自
由
化
を
機
に
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に

社
会
の
表
面
に
あ
ふ
れ
出
た
。
パ
ッ
ク
旅
行
な
ど
の
海
外
旅
行
商
品

が
売
り
出
さ
れ
る
一
方
、
個
人
レ
ベ
ル
で
も
、
雑
誌
の
特
集
や
小
田

実
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
何
で
も
見
て
や
ろ
う
』
な
ど
に
触
発
さ
れ
た

人
々
が
、
一
斉
に
海
外
へ
と
渡
り
始
め
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
会
の
状
況
を
、
あ
る
意
味
で
は
先
取
り
し
て
い
た
は

ず
の
「
探
検
部
」
と
い
う
存
在
も
、
や
が
て
そ
の
状
況
を
逆
輸
入
す

る
形
で
受
け
止
め
始
め
た
。
そ
れ
は
既
成
の
探
検
部
の
質
の
変
化
を

促
す
と
同
時
に
、
全
国
の
各
大
学
に
新
し
い
探
検
部
を
生
む
と
い
う

現
象
と
な
っ
て
現
れ
た
。

首
都
圏
や
関
西
圏
の
大
学
は
も
ち
ろ
ん
、
地
方
の
国
公
立
大
学
や
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女
子
大
に
ま
で
、
そ
れ
こ
そ
「
雨
後
の
竹
の
子
」
の
よ
う
に
次
々
と

探
検
部
や
類
似
サ
ー
ク
ル
が
誕
生
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
国
内
外
で
の
活

動
を
開
始
し
た
の
だ
。

そ
の
う
ち
の
海
外
活
動
の
時
代
変
化
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
ま

ず
渡
航
に
際
し
て
の
「
外
貨
審
議
会
」
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
機
関
が
な

く
な
っ
た
こ
と
で
、
当
然
の
よ
う
に
遠
征
の
絶
対
数
が
増
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
「
学
術
調
査
」
な
ど
の
隠

れ
蓑
を
着
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
活
動
の
形
態
も
、
さ
ら

に
は
対
象
地
（
フ
ィ
ー
ル
ド
）
も
多
様
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

渡
航
自
由
化
直
後
の

年
こ
そ
、
東
京
農
大
の
「
ボ
ル
ネ
オ
農
業

64

調
査
隊
」（
向
後
元
彦
隊
長
）
や
、
大
阪
大
の
「
ボ
ル
ネ
オ
学
術
調
査

隊
」（
海
野
一
隆
隊
長
）、
東
海
大
の
「
中
部
ネ
パ
ー
ル
学
術
調
査
隊
」

（
星
野
紀
夫
隊
長
）、
大
阪
市
立
大
の
「
東
南
ア
ジ
ア
学
術
調
査
隊
」

（
川
村
俊
蔵
隊
長
）
と
い
っ
た
隊
名
の
遠
征
が
出
て
い
る
が
、
一
方
で

は
ス
ク
ー
タ
ー
走
破
を
目
的
と
す
る
早
大
の
「
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
探
査

隊
」、
同
じ
く
早
大
の
「
パ
タ
ゴ
ニ
ア
・
フ
ェ
ゴ
島
偵
察
隊
」、「
ベ
ー

リ
ン
グ
海
峡
踏
査
隊
」
な
ど
が
出
て
お
り
、「
学
術
」
を
脱
し
た
行
動

と
フ
ィ
ー
ル
ド
の
広
が
り
が
追
求
さ
れ
始
め
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。こ

の
傾
向
は
、
翌

年
か
ら

年
に
な
る
と
さ
ら
に
顕
著
で
、
関

65

66

西
大
の
ペ
ル
ー
・
ア
ン
デ
ス
、
東
海
大
の
東
部
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
上

智
大
の
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
北
極
圏
）、
横
浜
市
立
大
の

ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
や
パ
ラ
ワ
ン
島
、
大
阪
市
立
大
の
北
ボ
ル
ネ
オ
や
イ

ン
ド
、
大
阪
大
や
明
大
の
台
湾
、
大
阪
大
の
ウ
ガ
ン
ダ
、
早
大
の
ア

フ
リ
カ
縦
断
登
山
な
ど
が
記
録
さ
れ
、
そ
の
後
の
探
検
部
が
世
界
の

隅
々
に
ま
で
飛
び
出
し
て
い
く
「
百
花
繚
乱
の
時
代
」
の
先
駆
け
と

な
っ
て
い
く
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
新
し
い
現
象
の
な
か
で
、
探
検
部
に
お
け
る

海
外
遠
征
隊
の
派
遣
形
式
に
も
大
き
な
変
化
が
現
れ
て
き
た
。
そ
れ

ま
で
の
山
岳
部
や
探
検
部
の
遠
征
で
は
、
Ｏ
Ｂ
や
部
員
の
中
か
ら
エ

キ
ス
パ
ー
ト
を
選
抜
し
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
組
織
の
隊
を
組
み
、
残
る
部

員
や
Ｏ
Ｂ
ら
が
全
面
的
に
準
備
や
留
守
本
部
の
運
営
に
当
た
る
の
が

普
通
だ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
方
式
は
次
第
に
採
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

国
内
で
は
、
た
と
え
ば
日
高
山
脈
や
知
床
半
島
の
全
山
縦
走
、
富
士

樹
海
の
溶
岩
洞
窟
探
査
、
黒
部
川
の
ゴ
ム
ボ
ー
ト
下
降
な
ど
で
「
部

を
挙
げ
て
」
取
り
組
む
例
が
あ
る
一
方
、
海
外
で
は
部
員
の
個
人
企

画
に
よ
る
少
人
数
で
の
活
動
が
増
え
て
き
た
の
だ
。
わ
ず
か
2
〜
3

人
の
パ
ー
テ
ィ
で
、
ザ
ッ
ク
1
個
の
装
備
を
背
負
い
、
ふ
ら
り
と
出

か
け
る
よ
う
な
形
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
た
。

自
ら
の
行
為
に
、
そ
れ
ほ
ど
の
意
義
づ
け
を
せ
ず
、
行
き
た
い
か

ら
行
く
と
い
う
意
識
の
「
気
負
わ
な
い
」
小
探
検
隊
は
、
パ
イ
オ
ニ

ア
ワ
ー
ク
の
追
求
と
い
う
面
で
は
そ
の
色
彩
を
薄
く
し
た
も
の
が
多
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か
っ
た
が
、
か
つ
て
の
大
遠
征
隊
に
は
な
か
っ
た
利
点
も
持
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
彼
ら
が
、「
隊
」
や
「
大
義
名
分
」
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
よ
り
自
然
な
形
で
、
よ
り
深
く
「
現
地
」
に
入
り
込
む
こ
と

が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
化
人
類
学
的
な
知
見
拡
大
や
異

文
化
理
解
を
根
底
に
お
く
探
検
に
と
っ
て
は
、
本
質
的
な
成
果
に
つ

な
が
る
だ
け
で
な
く
、
個
人
に
直
接
還
元
さ
れ
る
も
の
が
大
き
い
と

こ
ろ
か
ら
、
探
検
経
験
を
契
機
と
す
る
「
新
し
い
タ
イ
プ
の
人
々
」

を
日
本
に
誕
生
さ
せ
て
い
く
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

た
と
え
ば
、
の
ち
に
日
本
の
官
民
と
連
携
し
て
世
界
規
模
で
の
砂

漠
の
緑
化
に
取
り
組
む
向
後
元
彦
（
東
京
農
大
）
や
、
日
本
人
の
海

外
体
験
の
多
様
な
可
能
性
を
雑
誌
や
書
籍
で
示
し
続
け
、
編
集
プ
ロ

ダ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
存
在
を
確
立
し
て
出
版
制
作
の
シ
ス
テ
ム
に
革

命
を
も
た
ら
し
た
礒
貝
浩
と
松
島
駿
二
郎（
と
も
に
上
智
大
）と
い
っ

た
名
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

早
大
が

年
か
ら

年
ま
で
3
次
に
わ
た
っ
て
派
遣
し
た
ベ
ー
リ

64

66

ン
グ
・
ア
ラ
ス
カ
踏
査
隊
は
、
当
初
は
ベ
ー
リ
ン
グ
海
峡
の
氷
結
期

徒
歩
横
断
を
目
指
し
、
政
治
的
理
由
で
挫
折
し
た
後
は
越
冬
や
民
族

調
査
な
ど
に
目
的
を
切
り
替
え
た
が
、
こ
の
隊
員
の
な
か
か
ら
は
西

木
正
明
（
本
名
・
鈴
木
政
昭
）
と
船
戸
与
一
（
同
・
原
田
建
司
）
の

2
人
の
直
木
賞
作
家
が
出
て
い
る
ほ
か
、
現
在
の
テ
レ
ビ
朝
日
で
初

期
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
制
作
な
ど
に
当
た
っ
た
小
島
臣
平
、

子
供
を
対
象
と
し
た
野
外
活
動
塾
の
先
行
例
を
創
っ
た
二ふ
た

名な

良よ
し

日ひ

な

ど
が
輩
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
海
外
渡
航
自
由
化
後
の
探
検
部
の
海
外
活
動
は
、

将
来
、
多
様
な
方
向
に
才
能
や
才
覚
を
伸
ば
し
、
社
会
に
影
響
を
与

え
て
い
く
人
々
が
、
そ
の
芽
を
育
て
る
場
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

た
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
ま
た
、
探
検
部
で
の
活
動
が
知
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
の
ち
の
国
立
民
族
学
博
物
館
長
・
石
毛
直
道
（
京
大
）

ら
の
よ
う
な
、
研
究
者
の
道
を
歩
む
グ
ル
ー
プ
や
、
本
多
勝
一
の
後

を
追
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
な
っ
た
Ｏ
Ｂ
た
ち
と
と
も
に
、
後
続

の
探
検
部
員
た
ち
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

試
み
に
、
こ
の
時
代
か
ら
1
9
7
0
年
前
後
に
か
け
て
探
検
部
に

在
籍
し
、
こ
う
し
た
先
輩
た
ち
を
追
う
よ
う
に
活
躍
し
た
人
々
を
、

ほ
ぼ
同
世
代
の
筆
者
が
思
い
つ
く
ま
ま
挙
げ
て
み
よ
う
。

台
湾
や
オ
セ
ア
ニ
ア
各
地
で
原
始
美
術
を
探
査
し
、
の
ち
染
色
家

と
な
っ
た
福
本
茂
樹
（
京
都
市
立
芸
術
大
）。
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
の
ト

ナ
カ
イ
遊
牧
民
の
間
で
越
冬
し
、
の
ち
作
家
に
な
っ
た
鄭ち
ょ
ん

仁い
ん

和ふ
ぁ（

上

智
大
）。
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
パ
ラ
ワ
ン
島
の
民
族
調
査
隊
に
加
わ
り
、
広

告
制
作
業
か
ら
作
家
に
転
じ
た
森
田
靖
郎
（
関
西
学
院
大
）。
ナ
イ

ル
河
の
全
流
踏
査
を
目
指
し
、
今
は
日
本
ト
イ
レ
協
会
理
事
長
や
Ｎ

Ｐ
Ｏ
山
の
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
代
表
理
事
を
務
め
た
上
幸
雄
（
早
大
）。
同
じ

く
ナ
イ
ル
河
の
最
長
源
流
を
探
り
、
水
源
を
発
見
し
た
早
大
の
伊
藤
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幸
司
（
現
在
は
登
山
塾
を
主
宰
）
と
小
川
渉
（
現
在
は
宮
崎
県
綾
町

で
パ
ン
屋
・
環
境
運
動
家
）。
泉
靖
一
が
率
い
る
東
大
の
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
縦
断
調
査
隊
に
加
わ
り
、
の
ち
に
「
み
な
み
・
ゆ
う
」
の
筆

名
で
探
検
部
罪
悪
論
を
書
い
た
黒
田
洋
一
郎
（
現
在
は
東
京
都
神
経

化
学
総
合
研
究
所
参
事
研
究
員
）。
京
大
の
ア
ン
デ
ス
学
術
調
査
隊

に
加
わ
り
、
の
ち
民
族
学
者
と
気
象
学
者
に
な
っ
た
山
本
紀
夫
と
安

成
哲
三
。
カ
ラ
コ
ル
ム
で
越
冬
し
、
の
ち
世
界
周
回
の
ス
キ
ー
マ
ラ

ソ
ン「
ワ
ー
ル
ド
ロ
ペ
ッ
ト
」で
ア
ジ
ア
人
初
の
ロ
ペ
ッ
ト
マ
ス
タ
ー

と
な
っ
た
平
靖
夫
（
法
大
）。
伊
豆
大
島
の
三
原
山
火
口
探
査
隊
を

率
い
、
の
ち
世
界
の
辺
境
紛
争
地
の
取
材
や
ソ
連
・
北
朝
鮮
の
情
勢

分
析
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
惠
谷
治
（
早
大
）。
そ
の
惠
谷
の
火

口
探
検
を
撮
影
し
、の
ち
に
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
テ
レ
ビ
・
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
界
の
第
一
人
者
と
な
る
坂
野
晧
（
早
大
）。
慶
大
探
検

部
で
熱
気
球
に
よ
る
琵
琶
湖
横
断
な
ど
を
試
み
、
の
ち
に
詩
情
豊
か

な
動
物
写
真
家
と
な
る
星
野
道
夫
。
一
橋
大
に
探
検
部
を
創
り
、
の

ち
南
米
か
ら
ア
フ
リ
カ
ま
で
人
類
拡
散
の
道
を
追
っ
て
「
グ
レ
ー
ト

ジ
ャ
ー
ニ
ー
」
を
完
遂
し
た
関
野
吉
晴
…
…
。

こ
う
や
っ
て
挙
げ
て
い
け
ば
、
ま
さ
に
多
士
済
々
で
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
ほ
と
ん
ど
は
、
京
大
探
検
部
の
創

部
理
念
や
、
朝
日
新
聞
記
者
と
な
っ
た
本
多
勝
一
が
次
々
と
発
表
す

る
探
検
論
・
冒
険
論
、
さ
ら
に
は
大
学
の
枠
を
超
え
た
探
検
部
の
先

輩
・
同
輩
た
ち
の
活
躍
に
刺
激
さ
れ
、
影
響
を
受
け
な
が
ら
活
動
し

た
世
代
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
多
く
は
、
探
検
部
と
い
う
組
織
よ
り
も
む
し
ろ
、
個

人
と
し
て
の
立
場
で
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
を
追
求
し
よ
う
と
し
た

人
々
で
あ
り
、
探
検
部
が
「
個
人
の
時
代
」
を
迎
え
た
こ
と
を
象
徴

す
る
よ
う
な
人
々
で
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
人
々
の
横
や
背
後
に
ひ
し
め
く
同
類
の
仲

間
た
ち
が
、国
内
外
を
問
わ
ず
多
彩
な
活
動
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
で
、

マ
ス
コ
ミ
な
ど
が
「
探
検
部
ブ
ー
ム
」「
探
検
の
大
衆
化
時
代
」
だ
と

評
し
た
時
代
の
、
代
表
選
手
た
ち
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

自
問
の
季
節
の
到
来

東
大
と
日
大
の
紛
争
に
始
ま
り
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
や
「

年
安
保
」

70

の
政
治
の
動
き
と
も
絡
ん
で
広
が
っ
た
「
大
学
闘
争
」
は
、
探
検
部

が
こ
の
よ
う
に
「
全
盛
期
」
を
迎
え
た
こ
ろ
と
、
ち
ょ
う
ど
時
期
が

重
な
っ
て
い
た
。

こ
の
闘
争
は
、
学
生
た
ち
が
「
大
学
と
は
何
か
、
学
問
と
は
何
か
」

と
い
う
鋭
い
問
い
を
、
自
他
に
向
か
っ
て
投
げ
か
け
た
闘
争
で
も
あ

り
、
そ
れ
ま
で
無
前
提
に
肯
定
さ
れ
て
い
た
学
問
や
研
究
を
、
社
会

と
の
関
連
の
な
か
で
根
元
的
に
捉
え
直
そ
う
と
す
る
動
き
に
つ
な

が
っ
た
。
既
成
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
に
対
す
る
過
激
な
批
判
が
そ
こ
か
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ら
生
ま
れ
、
そ
れ
が
直
接
的
な
行
動
と
な
っ
て
爆
発
し
た
の
が
大
学

闘
争
だ
っ
た
の
だ
。

こ
う
し
た
状
況
の
高
ま
り
は
、
多
く
の
学
生
に
、「
な
ら
ば
、
学
生

で
あ
る
自
分
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
」
と
い
う
究
極
的
な
問
い
を
突

き
つ
け
た
。

も
ち
ろ
ん
、
探
検
部
員
と
い
え
ど
も
、
学
生
と
い
う
立
場
か
ら
は

こ
の
問
い
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
自
分
が
志
す
「
探
検
」
の
な
か
に
、「
学
部
の
学
問
」
よ
り
も
大

事
な
も
の
が
あ
る
と
感
じ
て
い
た
探
検
部
員
に
と
っ
て
は
、
そ
の
問

い
は
「
探
検
と
は
何
か
、
探
検
部
と
は
何
か
、
探
検
部
員
た
る
自
分

と
は
何
か
」
と
い
う
形
に
置
き
換
え
ら
れ
て
、
む
し
ろ
鋭
く
突
き
刺

さ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

の
ち
に
な
っ
て
思
え
ば
、
こ
れ
に
は
当
時
、
探
検
の
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
で
あ
っ
た
本
多
勝
一
が
、
大
著
『
殺
さ
れ
る
側
の
論
理
』
の
一
章

と
し
て
「
探
検
さ
れ
る
側
の
論
理
」
を
発
表
し
た
こ
と
が
大
き
か
っ

た
。
ま
た
当
時
は
、
先
行
す
る
本
多
の
名
著
『
極
限
の
民
族
』
な
ど

に
影
響
を
受
け
、
探
検
に
文
化
人
類
学
的
な
視
点
や
手
法
を
取
り
入

れ
て
活
動
し
て
い
た
探
検
部
員
が
多
か
っ
た
こ
と
も
背
景
に
は
あ
っ

た
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
や
自
問
の
な
か
で
、
彼
ら
は
「
自
分
た

ち
の
探
検
や
調
査
は
、
結
局
は
植
民
地
主
義
的
な
、
現
地
か
ら
の
収

奪
行
為
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
念
に
行
き
当
た
る
。

バ
リ
ケ
ー
ド
・
ス
ト
ラ
イ
キ
や
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
が
続
く
当
時
の
各

大
学
で
、
多
く
の
探
検
部
員
が
こ
れ
ら
の
自
問
や
疑
念
に
悩
み
、
さ

ま
ざ
ま
な
議
論
が
闘
わ
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
な
か
か
ら
、

探
検
を
既
存
体
制
へ
の
奉
仕
行
為
に
過
ぎ
な
い
と
断
定
し
、
探
検
部

を
「
犯
罪
的
組
織
」
と
ま
で
呼
ん
で
糾
弾
す
る
動
き
が
出
て
き
た
の

で
あ
る
。

各
大
学
で
探
検
部
解
体
論
が
唱
え
ら
れ
、
事
実
、
東
大
の
学
術
調

査
探
検
部
は
解
散
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
解
散
を
主
導
し
、「
み
な

み
・
ゆ
う
」の
筆
名
で
探
検
否
定
論
の「
資
本
が
エ
ベ
レ
ス
ト
に
立
っ

た
」（『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

年
5
月

日
号
）
を
書
い
た
黒
田
洋

70

31

一
郎
は
、
こ
れ
を
「
解
体
を
叫
ば
れ
た
東
大
で
自
ら
解
体
し
た
唯
一

の
既
成
組
織
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
解
体
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
京
大
で
は
一
部
部
員
に

よ
っ
て
部
室
の
封
鎖
が
行
な
わ
れ
、事
実
上
の
休
部
状
態
に
陥
っ
た
。

京
大
は
そ
の
後
、
こ
う
し
た
問
題
を
「
行
動
す
る
な
か
で
考
え
直
そ

う
」
と
い
う
こ
と
で
活
動
を
再
開
し
た
が
、
他
の
大
学
で
も
似
た
よ

う
な
混
乱
を
経
て
、
同
じ
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
と
こ
ろ
が
多
か
っ

た
よ
う
だ
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
大
学
紛
争
期
を
ひ
と
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
と

し
て
、
探
検
部
は
次
の
時
代
に
入
っ
て
い
く
。
ひ
と
言
で
い
え
ば
、

内
側
に
大
学
紛
争
が
も
た
ら
し
た
重
苦
し
い
雰
囲
気
を
抱
え
な
が
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ら
、外
部
で
は
さ
ら
に
進
行
し
て
い
く「
探
検
の
大
衆
化
」「
探
検
ブ
ー

ム
」
を
見
て
、
戸
惑
い
、
思
索
を
深
め
な
が
ら
活
動
す
る
時
期
を
迎

え
る
の
だ
。

1
9
7
0
年
に
は
文
藝
春
秋
が
全
8
巻
の『
現
代
の
冒
険
』シ
リ
ー

ズ
を
刊
行
し
始
め
、
次
い
で
山
と
溪
谷
社
が
季
刊
雑
誌
『
現
代
の
探

検
』（
第
9
号
ま
で
継
続
）
を
創
刊
し
、
さ
ら
に

年
に
は
、
朝
日
新

72

聞
社
が
探
検
の
思
想
や
方
法
論
ま
で
を
盛
り
込
ん
だ『
探
検
と
冒
険
』

（
全
8
巻
）
を
1
年
と
い
う
短
期
間
で
刊
行
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
世
の
探
検
ブ
ー
ム
を
煽
り
つ
つ
、
し
か
も
ブ
ー
ム
便
乗
に
は
見

え
な
い
ほ
ど
の
高
水
準
を
保
っ
た
刊
行
物
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
後

の
探
検
部
員
た
ち
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ

た
。と

こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
探
検
部
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
を
誰
も

が
認
識
し
た
た
め
か
、
年
6
月
に
は
、「
過
去
の
探
検
部
活
動
を
総

70

括
し
、
今
後
の
展
望
を
模
索
す
る
」
と
い
う
目
的
で
「
た
ん
け
ん
会

議
」な
る
集
会
が
法
政
大
学
の
白
馬
山
荘
を
会
場
に
し
て
開
か
れ
た
。

全
国
か
ら
参
集
し
た
各
大
学
の
部
員
や
Ｏ
Ｂ
ら
約

人
が
4
日
間
に

60

わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
討
議
を
繰
り
広
げ
た
が
、
結
果
的
に
そ
の
場

で
決
ま
っ
た
「
全
国
大
学
探
検
部
の
活
動
史
を
編
纂
す
る
事
業
」
は
、

自
分
た
ち
の
足
元
を
見
つ
め
直
す
と
い
う
意
味
で
、
の
ち
の
探
検
部

に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

探
検
部
活
動
史
の
編
纂
と
発
行
は
、「
た
ん
け
ん
会
議
」
を
同
世
代

の
礒
貝
浩
ら
と
主
催
し
た
向
後
元
彦
が
、
民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
が

所
長
を
務
め
る
日
本
観
光
文
化
研
究
所
に
い
た
こ
と
か
ら
、
同
研
究

所
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
研
究
所
に
は
宮
本
千
晴
（
都

立
大
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
）
や
立
命
館
大
探
検
部
Ｏ
Ｂ
の
森
本
孝
、
早
大
探

検
部
Ｏ
Ｂ
の
伊
藤
幸
司
、
小
川
渉
ら
も
い
て
、
彼
ら
の
支
援
の
下
で

法
大
探
検
部
Ｏ
Ｂ
の
平
靖
夫
と
筆
者
が
資
料
収
集
と
編
集
を
担
当
し

た
。
そ
し
て
、
収
集
整
理
し
た
デ
ー
タ
を
季
刊
『
現
代
の
探
検
』（
第

9
号
）
に
中
間
発
表
の
形
で
掲
載
し
た
の
ち
、『
戦
後
学
生
探
検
活
動

史
』
の
タ
イ
ト
ル
で

年
に
刊
行
し
た
。

73

そ
の
間
に
は
、向
後
が「
Ａ
Ｍ
Ｋ
Ａ
Ｓ
」（
あ
る
く
み
る
き
く
ア
メ
ー

バ
集
団
）
と
い
う
探
検
愛
好
家
の
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
日
本
観
光
文
化
研
究
所
に
は
全
国
の
探
検
部
員
や
Ｏ
Ｂ
た

ち
が
集
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
一
種
の
サ
ロ
ン
が
、
の
ち
に

は
読
売
新
聞
記
者
の
江
本
嘉
伸
（
東
京
外
語
大
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
）
が
向

後
や
宮
本
ら
を
誘
っ
て
設
立
し
た
「
地
平
線
会
議
」（

年
設
立
）
へ

79

と
引
き
継
が
れ
、

年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
探
検
部
員
た
ち
に
交
流

30

の
場
や
情
報
交
換
の
場
、
刺
激
を
受
け
る
場
を
与
え
て
い
く
。
そ
し

て
、
ほ
か
の
場
も
含
め
た
こ
う
し
た
交
流
の
な
か
か
ら
、
1
9
7
0

年
代
以
降
、

年
代
に
か
け
て
探
検
部
で
活
動
す
る
次
の
世
代
も
現

80

れ
て
く
る
。

大学探検部 60 年の軌跡
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た
と
え
ば
長
倉
洋
海
（
同
志
社
大
）、
吉
田
敏
浩
（
明
大
）、
髙
山

文
彦
（
本
名
・
工
藤
雅
康
、
法
大
）、
船
尾
修
（
筑
波
大
）、
高
野
秀

行
（
早
大
）
と
い
っ
た
人
々
だ
。

長
倉
は
学
生
時
代
は
ア
フ
ガ
ン
遊
牧
民
な
ど
と
交
わ
り
、
の
ち
写

真
家
と
し
て
ア
フ
ガ
ン
や
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
や
ア
マ
ゾ
ン
で
時
代
を

象
徴
す
る
よ
う
な
人
々
の
姿
を
捉
え
、
土
門
拳
賞
、
講
談
社
出
版
文

化
賞
な
ど
を
受
賞
。
吉
田
は
学
生
時
代
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
の
辺

境
を
訪
れ
、
明
大
探
検
部
の
機
関
誌
と
し
て
『
少
数
民
族
世
界
』
を

発
行
し
て
い
た
が
、
卒
業
後
は
3
年
半
も
ビ
ル
マ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）

北
部
に
潜
入
し
、
政
府
軍
と
戦
う
少
数
民
族
と
行
動
を
共
に
し
た
。

そ
の
詳
細
な
記
録
『
森
の
回
廊
』
で
大
宅
壮
一
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

賞
を
受
賞
。
髙
山
は
根
釧
原
野
の
ス
キ
ー
横
断
な
ど
で
現
役
時
代
を

過
ご
し
た
の
ち
作
家
と
な
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
作
家
・
北
条
民
雄
の
生

涯
を
追
っ
た
『
火
花
』
で
大
宅
壮
一
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
と
講
談

社
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
を
受
賞
。
船
尾
は
学
生
時
代
か
ら
ク
ラ
イ

ミ
ン
グ
に
打
ち
込
ん
だ
が
、
写
真
家
に
転
向
後
は
ア
フ
リ
カ
な
ど
で

人
や
自
然
の
取
材
を
続
け
、『
フ
ィ
リ
ピ
ン
残
留
日
本
人
』
で
林
忠
彦

賞
を
受
賞
。
高
野
は
学
生
時
代
に
ア
フ
リ
カ
の
未
確
認
生
物
の
探
検

を
試
み
、
そ
の
記
録
『
幻
の
怪
獣
・
ム
ベ
ン
ベ
を
追
え
』
で
名
を
馳

せ
た
が
、
そ
の
後
も
世
界
各
地
で
探
検
的
取
材
を
重
ね
て
『
謎
の
独

立
国
家
ソ
マ
リ
ラ
ン
ド
』
で
講
談
社
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
を
受
賞

―
―
。

こ
の
5
人
は
、
い
ず
れ
も
探
検
部
が
自
問
や
外
の
世
界
の
騒
々
し

さ
に
覆
わ
れ
て
、
い
わ
ば
混
迷
の
様
相
を
見
せ
て
い
た
時
期
に
学
生

時
代
を
過
ご
し
、
個
の
立
場
か
ら
行
動
を
起
こ
し
て
、
や
が
て
「
表

現
」
に
活
路
を
見
出
し
た
人
々
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
ほ
と
ん

ど
が
口
を
揃
え
て
「
探
検
部
が
な
け
れ
ば
今
の
自
分
は
な
か
っ
た
」

と
言
う
よ
う
に
、
こ
の
人
々
も
や
は
り
、
世
の
探
検
ブ
ー
ム
な
ど
と

は
別
に
、
探
検
部
と
い
う
組
織
で
仲
間
に
揉
ま
れ
、
議
論
し
、
思
考

と
行
動
の
訓
練
を
受
け
、
他
大
学
を
含
め
た
先
輩
や
同
輩
ら
と
交
流

を
深
め
る
こ
と
で
自
身
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た「
探
検
部
員
」

で
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
草
創
期
と
は
違
っ
て
全
体
に
陰
は
帯
び
な
が
ら

も
、こ
の
時
代
ま
で
の
探
検
部
は
国
内
外
の
活
動
数
も
非
常
に
多
く
、

そ
れ
な
り
に
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
部
員
た
ち

の
意
識
も
含
め
て
、
ま
だ
「
健
在
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

探
検
部
「
専
売
特
許
」
時
代
の
終
わ
り

さ
て
、
そ
の
後
の
1
9
8
0
年
代
後
半
か
ら

年
代
、
さ
ら
に
は

90

世
紀
を
迎
え
る
と
、
探
検
部
は
そ
の
時
々
の
時
代
の
波
に
洗
わ
れ

21て
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
貌
し
な
が
ら
今
日
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
変
転
を
細
か
く
追
う
に
は
紙
数
も
足
ら
ず
、
ま
た
「
探
検
部
」

の
本
質
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
重
要
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で

は
大
急
ぎ
で
流
れ
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、

年
代
終
盤
か
ら
の
探
検
部
は
、
バ
ブ
ル
経
済
の
影
響
で

80

一
種
異
様
な
状
況
に
呑
み
込
ま
れ
る
。
豊
か
に
な
っ
た
社
会
の
、
豊

か
に
な
っ
た
学
生
ら
が
探
検
部
に
大
挙
し
て
入
部
し
、
レ
ジ
ャ
ー
感

覚
で
カ
ヌ
ー
や
自
転
車
旅
行
を
楽
し
ん
だ
り
、
個
人
的
な
海
外
旅
行

を
繰
り
返
し
た
り
し
た
の
ち
、
途
中
退
部
し
て
い
く
例
が
増
え
て
き

た
の
だ
。

年
代
初
頭
に
発
行
さ
れ
て
い
た
「
探
検
」
を
正
面
か
ら

70

扱
う
よ
う
な
出
版
物
は
影
を
潜
め
、
ア
ウ
ト
ド
ア
雑
誌
や
『
地
球
の

歩
き
方
』
と
い
っ
た
シ
リ
ー
ズ
本
が
主
流
と
な
っ
て
、
探
検
部
か
ら

も
「
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
」
の
言
葉
が
消
え
て
い
く
な
か
で
の
現
象

だ
っ
た
。

次
に
は
、

年
代
に
な
っ
て
バ
ブ
ル
が
弾
け
る
と
、
そ
れ
に
呼
応

90

す
る
よ
う
に
探
検
部
の
「
部
員
減
少
時
代
」
が
到
来
す
る
。
こ
れ
に

は
、「
探
検
部
」
な
ど
と
称
し
て
も
、
実
態
は
手
近
な
自
然
と
戯
れ
る

だ
け
の
ア
ウ
ト
ド
ア
・
サ
ー
ク
ル
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
前
時
代
か
ら

の
現
実
が
、
広
く
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
影
響
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま

た
事
実
、
こ
の
こ
ろ
に
は
マ
ス
コ
ミ
で
話
題
と
な
る
よ
う
な
探
検
や

冒
険
は
、
探
検
部
以
外
の
人
々
の
手
で
行
な
わ
れ
る
例
が
多
く
な
っ

て
い
た
。
探
検
は
も
は
や
探
検
部
の
専
売
特
許
で
は
な
く
な
り
、
極

論
す
れ
ば
、
探
検
部
な
ど
は
も
う
必
要
と
さ
れ
な
い
時
代
に
入
っ
た

の
だ
。
そ
れ
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
部
員
減
少
が
進
ん
だ
大
学

か
ら
順
に
、
探
検
部
は
次
々
と
自
然
消
滅
や
、
自
主
廃
部
へ
と
追
い

込
ま
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て

世
紀
。
こ
の
傾
向
は
止
ま
ら
ず
に
、
か
つ
て
は
名
門
と

21

し
て
の
華
々
し
い
活
動
を
誇
っ
た
北
大
や
明
大
な
ど
の
探
検
部
も
消

え
て
い
っ
た
。
か
つ
て
は
大
量
の
部
員
数
を
誇
っ
て
い
た
早
大
探
検

部
で
も
、
他
大
学
か
ら
の
「
越
境
入
部
者
」
を
加
え
る
こ
と
で
辛
う

じ
て
活
動
が
で
き
る
と
い
う
現
状
を
呈
す
る
に
至
っ
た
。
生
き
残
っ

た
探
検
部
に
し
て
も
、
社
会
や
大
学
当
局
に
よ
る
「
学
生
の
管
理
化
」

が
進
む
な
か
、
部
員
が
活
動
に
当
て
ら
れ
る
日
数
は
減
り
、
ユ
ニ
ー

ク
な
発
想
力
や
行
動
力
も
衰
え
て
、「
海
外
遠
征
」
と
銘
打
つ
活
動
な

ど
は
滅
多
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
し
て
見
て
き
た
の
は
、
あ
く
ま
で
全
体

と
し
て
の
探
検
部
の
概
況
で
あ
り
、
時
代
の
影
響
を
受
け
て
盛
衰
の

歴
史
を
繰
り
返
し
な
が
ら
健
在
を
誇
っ
て
い
る
探
検
部
も
、
も
ち
ろ

ん
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
を
追
求
し
よ
う
と
す

る
精
神
も
完
全
に
途
切
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
衰
退
期
に
お
い
て
さ

え
、
時
に
創
部
時
代
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
先
鋭
的
な
個
人
が
現

れ
る
の
も
ま
た
探
検
部
で
は
あ
る
の
だ
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
、
た

と
え
ば
角
幡
唯
介
（
早
大
）
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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角
幡
は
、
学
生
時
代
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
の
ヤ
ル
・
ツ
ァ
ン
ポ
ー
峡
谷

に
未
踏
査
部
分
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
探
検
を
開
始
し
、
卒
業
後

は
朝
日
新
聞
記
者
を
5
年
間
勤
め
た
も
の
の
、
退
職
し
て
探
検
を
続

行
、
世
界
最
後
の
空
白
部
と
呼
ば
れ
た
峡
谷
核
心
部
の
完
全
踏
査
を

成
功
さ
せ
た
。
そ
の
記
録
『
空
白
の
五
マ
イ
ル
』
は
、
開
高
健
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
、大
宅
壮
一
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
、梅
棹
忠
夫
・

山
と
探
検
文
学
賞
を
ト
リ
プ
ル
受
賞
し
、
若
き
探
検
家
の
登
場
を
印

象
づ
け
た
。
そ
の
後
は
北
極
に
フ
ィ
ー
ル
ド
を
移
し
、
フ
ラ
ン
ク
リ

ン
隊
遭
難
後
の
生
存
者
の
足
跡
を
追
っ
た
記
録
『
ア
グ
ル
ー
カ
の
行

方
』
で
講
談
社
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
し
て
、
ノ

ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
、
表
現
者
と
し
て
の
地
位
も
不
動
の
も
の
と

し
た
。
い
ま
で
は
角
幡
こ
そ
が
本
多
勝
一
以
来
の
「
探
検
部
を
象
徴

す
る
人
物
」
と
目
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
時
期
、
優
れ
た
個
人
が
登
場
す
る
こ
と
で
探

検
部
は
注
目
さ
れ
、
そ
の
存
在
の
意
義
を
部
の
内
外
に
見
せ
つ
け
る

の
だ
が
、
実
は
こ
う
し
た
こ
と
で
こ
そ
探
検
部
は
こ
れ
ま
で
も
総
体

と
し
て
の
命
脈
を
保
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在

の
こ
の
時
点
か
ら
大
学
探
検
部
全
体
の
動
き
を
歴
史
的
に
俯
瞰
し
た

と
き
、
ど
う
し
て
も
見
え
て
く
る
の
は
、
そ
の
「
存
在
意
義
」
の
変

化
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

改
め
て
振
り
返
れ
ば
、全
国
の
大
学
に
探
検
部
が
一
斉
に
誕
生
し
、

活
動
が
盛
ん
だ
っ
た
時
代
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
成
果
は
度
外

視
し
て
も
、
そ
こ
で
部
員
た
ち
が
果
た
し
た
社
会
的
な
役
割
と
い
っ

た
も
の
が
確
か
に
あ
っ
た
。
海
外
渡
航
が
自
由
化
さ
れ
て
大
衆
化
し

て
い
く
な
か
で
、
探
検
部
員
が
世
界
の
隅
々
で
演
じ
て
み
せ
る
多
彩

な
活
動
は
、
日
本
人
の
海
外
体
験
の
多
様
化
を
促
し
、
話
題
も
提
供

し
て
、
人
々
の
異
文
化
理
解
に
深
み
を
も
た
ら
し
た
。

ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
が
発
展
す
る
な
か

で
、
そ
れ
を
下
支
え
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
裾
野
を
作
る
役
割
も
果
た

し
た
。
探
検
部
か
ら
学
問
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
頂
点
に
行
っ
た
人

も
も
ち
ろ
ん
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
、
未
熟
な
ア
マ
チ
ュ
ア
な
が
ら

野
外
科
学
の
諸
分
野
に
関
心
を
持
っ
て
動
く
部
員
が
多
く
い
た
こ
と

で
、
世
の
関
心
を
集
め
、
そ
れ
ら
の
科
学
が
発
展
す
る
一
助
と
な
っ

た
面
も
あ
る
。

本
多
勝
一
は
か
つ
て
、
探
検
の
大
衆
化
は
異
文
化
体
験
の
乏
し
い

日
本
社
会
に
変
革
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て

い
た
が
、
探
検
部
は
そ
う
し
た
「
社
会
運
動
」
の
担
い
手
と
い
う
側

面
も
持
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
時
代
が
確
か
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
時
代
は
す
で
に
終
わ
っ
た
と
見
て
い
い
だ

ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
代
わ
り
に
今
、
探
検
部
が
持
つ
存
在
意
義
や

役
割
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
Ｉ
Ｔ
化
が
進
む
社
会
に
お
け
る
探
検
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部
と
い
う
も
の
の
存
在
で
あ
る
。
現
代
は
、
若
者
た
ち
が
バ
ー
チ
ャ

ル
な
情
報
だ
け
で
世
界
を
分
か
っ
た
つ
も
り
に
な
れ
る
時
代
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
実
、
当
の
若
者
は
す
べ
て
に
受
け
身
で
、
意
識

が
内
向
き
に
な
る
傾
向
が
強
く
、
そ
こ
か
ら
異
様
な
形
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
や
差
別
主
義
が
広
が
り
か
ね
な
い
と
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
時
代
に
、
し
か
し
探
検
部
に
入
る
よ
う
な
学
生
は
、
自
分
の
実

体
験
で
自
然
や
異
文
化
な
ど
に
新
知
見
を
広
げ
た
い
と
、
ど
こ
か
で

強
く
望
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
そ
の
実
体
験
を
知
性
と

つ
な
げ
て
、
独
自
の
世
界
観
や
人
生
観
を
養
っ
て
い
き
た
い
と
望
ん

で
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

一
方
、
か
つ
て
の
勢
い
を
な
く
し
た
と
は
い
っ
て
も
、
探
検
部
に

は
や
は
り
、
囲
炉
裏
の
熾お
き

火び

の
よ
う
に
消
え
な
い
精
神
が
あ
り
、
そ

こ
か
ら
は
思
い
出
し
た
よ
う
に
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
も
生
ま
れ
れ

ば
、
物
事
を
客
観
的
に
冷
静
に
見
る
「
探
検
家
の
目
」
も
育
っ
て
い

く
。
周
囲
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
独
自
の
道
で
も
主
体
的
に
切
り
開
い
て

歩
め
る
人
間
も
育
ち
得
る
。

探
検
部
に
は
つ
ま
り
、
こ
の
Ｉ
Ｔ
時
代
に
は
貴
重
な
実
体
験
へ
の

志
向
を
持
っ
て
入
っ
て
く
る
部
員
た
ち
を
、
そ
の
よ
う
に
育
て
る
場

と
し
て
の
役
割
や
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
は
今
後
の
日
本
社
会
に
は
ど

う
し
て
も
必
要
な
「
装
置
」
で
は
な
い
の
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

連
携
と
共
同
運
営
の
時
代

最
後
に
、
こ
の
2
0
1
6
年
現
在
の
探
検
部
員
た
ち
の
実
状
を
一

例
だ
け
紹
介
し
て
お
く
と
、
前
述
の
「
人
を
育
て
る
装
置
」
は
、
ひ

と
つ
の
大
学
の
探
検
部
だ
け
で
は
機
能
し
な
い
と
い
う
現
実
が
あ

る
。
Ｏ
Ｂ
組
織
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
教
育
機
能
を
果
た
せ
れ
ば
い

い
の
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
探
検
部
も
多
く
、
ま
た
山
や
探
検
の
技

術
に
優
れ
た
Ｏ
Ｂ
や
教
育
力
の
あ
る
Ｏ
Ｂ
な
ど
は
、
え
て
し
て
ほ
か

で
忙
し
く
、
そ
の
た
め
に
学
生
た
ち
は
孤
立
し
て
現
役
だ
け
で
小
さ

く
ま
と
ま
る
傾
向
が
あ
る
の
は
否
め
な
い
。

そ
れ
で
も
活
動
は
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
ら
、
先
に
挙
げ
た
早

大
の
よ
う
に
、
他
大
学
か
ら
の
「
越
境
部
員
」
を
抱
え
込
ん
で
活
動

し
、
そ
の
な
か
で
自
校
部
員
も
教
育
し
よ
う
と
す
る
探
検
部
も
あ
る

の
だ
が
、
多
く
は
複
数
の
大
学
が
連
携
し
て
活
動
し
、
少
な
い
部
員

数
を
補
い
つ
つ
、
共
同
で
技
術
な
ど
の
訓
練
も
行
な
っ
て
い
る
の
が

実
状
な
の
だ
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
さ
ら
に
ひ
と
つ
新
し
い
傾
向
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
の
が
、
筆
者
ら
が
運
営
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
よ
う
な
「
大
学
外

の
機
関
」
に
も
探
検
部
員
が
積
極
的
に
集
ま
っ
て
、
体
験
と
訓
練
を

積
も
う
と
し
て
い
る
動
き
で
あ
る
。

自
分
の
こ
と
で
恐
縮
だ
が
、
筆
者
ら
は
1
9
7
3
年
以
来
、
ス
リ

ラ
ン
カ
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
未
知
の
仏
教
遺
跡
を
発
見
し
調
査
す
る
と
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い
う
探
検
活
動
を
続
け
て
い
る
。
内
戦
の
期
間
を
間
に
挟
ん
で
、
当

初
の

年
間
に
は
7
回
、
ス
リ
ラ
ン
カ
政
府
考
古
局
と
連
携
し
な
が

30

ら
、
法
大
探
検
部
の
学
生
と
Ｏ
Ｂ
と
で
活
動
し
た
。

ひ
と
つ
の
大
学
探
検
部
で
、

年
に
も
わ
た
っ
て
ひ
と
つ
の
テ
ー

30

マ
を
発
展
さ
せ
な
が
ら
追
い
続
け
、
し
か
も
現
地
機
関
と
連
携
し
な

が
ら
活
動
し
て
き
た
例
は
ほ
か
に
は
な
く
、
そ
の
間
の
相
手
側
か
ら

の
信
頼
や
精
密
な
報
告
書
の
発
行
実
績
な
ど
と
と
も
に
法
大
が
誇
る

と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
2
0
0
8
年
か
ら
は
、
筆
者
を
理
事

長
と
す
る
「
南
ア
ジ
ア
遺
跡
探
検
調
査
会
」
と
い
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
設
立

し
て
活
動
の
母
体
を
移
し
た
。

こ
れ
は
、
や
は
り
時
代
の
影
響
か
ら
か
、
隊
に
参
加
す
る
現
役
学

生
が
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
ジ
ャ
ン
グ

ル
に
は
未
知
の
遺
跡
が
ま
だ
大
量
に
放
置
さ
れ
、
盗
掘
の
危
険
に
も

さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
今
後
も
大
が
か
り
な
探
査
が
継

続
し
て
必
要
な
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
予
算
も
人
員
も
少
な
い
ス
リ
ラ

ン
カ
政
府
考
古
局
が
、
筆
者
ら
の
よ
う
な
「
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

に
よ
る
探
検
を
望
ん
で
い
た
こ
と
な
ど
が
背
景
に
あ
っ
て
決
意
し
た

転
換
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
探
検
の
「
需
要
」
に
対
し
て
「
供
給
」（
隊

や
人
員
数
）が
足
り
な
い
た
め
に
と
っ
た
措
置
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
、

い
ざ
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
立
ち
上
げ
て
活
動
を
開
始
し
て
み
る
と
、
意
外
な
現

象
が
そ
こ
に
生
じ
た
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
設
立
に
あ
た
っ
て
は
、
活
動
母
体
を
広
げ
る
た
め
、「
市

民
参
加
の
探
検
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」
を
謳
っ
た
の
で
、
南
ア
ジ
ア
に
関
心
の
あ

る
人
や
探
検
経
験
の
あ
る
社
会
人
も
加
わ
っ
て
き
た
の
は
当
然
だ
っ

た
が
、
そ
の
後
4
回
の
遠
征
探
査
に
は
、
む
し
ろ
各
大
学
の
学
生
た

ち
が
関
心
を
寄
せ
、
東
洋
大
、
中
央
大
、
早
大
、
東
海
大
、
麻
布
大
、

関
西
大
、
立
正
大
、
そ
れ
に
法
大
を
加
え
た
8
校
か
ら
、
延
べ

人
24

も
の
現
役
探
検
部
員
が
参
加
し
て
き
た
の
だ
。

そ
の
参
加
学
生
は
回
を
追
う
ご
と
に
増
え
る
傾
向
に
あ
り
、
今
年

8
月
に
行
な
う
遠
征
探
査
で
は
さ
ら
に
増
え
て
、
新
た
に
日
大
や
神

奈
川
大
、
拓
殖
大
な
ど
を
加
え
た
6
校

人
の
探
検
部
員
が
隊
員
と

17

し
て
集
ま
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
遺
跡
探
検
と
い
う
目

的
に
惹
か
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
国
際
協
力
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
に
も
な
り
得
る
と
い
う
「
探
検
部
の
新
た
な
活
路
」
に
着
目
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
い
か
に
も
昨
今
の
学
生

ら
し
い
動
き
だ
と
は
言
え
よ
う
が
、
し
か
し
、
何
よ
り
も
切
実
な
理

由
と
し
て
は
、
も
は
や
自
分
た
ち
だ
け
で
は
組
織
で
き
な
い
本
格
的

な
探
検
隊
に
、
自
分
が
参
加
す
る
こ
と
で
何
ら
か
の
経
験
を
得
て
、

そ
の
成
果
を
自
校
の
探
検
部
に
持
ち
帰
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら

集
ま
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
一
面
で
は
現
在
の
大
学
探
検
部
の
寂
し
い
現
実
を
見
る

思
い
も
す
る
が
、
彼
ら
の
意
気
が
軒
昂
で
意
識
も
高
く
、
現
場
で
の
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知
識
や
技
術
の
吸
収
力
も
高
い
様
子
を
見
て
い
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

探
検
部
の
再
興
隆
を
信
じ
た
い
気
持
ち
に
も
な
っ
て
く
る
。

そ
う
し
た
最
近
の
体
験
か
ら
も
、
ま
た
大
昔
に
そ
こ
で
育
ち
、
執

筆
業
・
編
集
業
と
い
う
本
業
の
傍
ら
後
輩
た
ち
と
と
も
に
活
動
を
続

け
て
き
た
ひ
と
り
の
Ｏ
Ｂ
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で

年
も
続
い
た
大

60

学
探
検
部
の
歴
史
が
、
新
た
な
存
在
意
義
を
見
い
だ
し
な
が
ら
今
後

も
続
い
て
く
れ
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

大学探検部 60 年の軌跡

135



[日
本
山
岳
会
1
1
0
周
年
記
念
出
版
]

自
著
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東
山
岳
地
図
帳
』
を
語
る

Eastofthe
H
im
alaya
M
ountain
Peak
M
aps―
―
A
lps
ofT
ibetand
Beyond

中

村

保

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
へ
の
道
程

〈Ｇ
Ｉ
Ｓ
（
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
）、
衛
星
写
真
や
他
の
地
図
作
成

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
歩
に
よ
り
世
界
は
刻
々
狭
く
な
り
つ
つ
あ

る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
登
山
の
黄
金
時
代
が
終
わ
っ
て
か
ら
探

検
を
始
め
た
が
、
長
く
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
に
貢
献
し
て
き
た
中
村
は
異

を
唱
え
る
。
知
ら
れ
ざ
る
山
の
存
在
な
ど
過
去
の
話
で
あ
る
と
思
い

こ
ん
で
い
る
連
中
も
い
る
が
、
中
村
は
言
う
―
チ
ベ
ッ
ト
は
信
じ
が

た
い
ほ
ど
広
大
で
地
形
は
複
雑
、
無
数
の
未
踏
峰
が
あ
る
。
生
涯
の

踏
査
研
究
の
吸
引
力
が
あ
る
。
峰
々
は
魅
力
的
で
壮
大
で
あ
り
、
そ

れ
ら
の
多
く
は
数
世
代
に
亘
っ
て
謎
と
し
て
残
る
だ
ろ
う
〉
と
、『
ヒ

マ
ラ
ヤ
の
東
山
岳
地
図
帳
』
の
英
文
の
帯
に
書
い
た
。
山
岳
書
と

し
て
英
語
・
日
本
語
・
中
国
語
の
三
ヵ
国
語
版
は
世
界
で
初
め
て
の

試
み
だ
ろ
う
。

年
前
に
山
と
溪
谷
社
か
ら
出
版
し
た
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東
』
が
人

20
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生
二
毛
作
の
再
出
発
点
で
あ
る
。
元
企
業
戦
士
、
今
、
老
年
探
検
家

に
と
っ
て
『
地
図
帳
』
編
纂
の
た
め
の

年
は
、
ひ
と
つ
の
仕
事
を

10

成
就
す
る
時
間
の
区
切
り
だ
っ
た
。
香
港
滞
在
中
に
始
ま
っ
た
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
東
へ
の
踏
査
は
四
半
世
紀
が
経
ち
、
そ
の
間
2
0
1
4
年
ま

で
に

回
も
足
を
運
ん
だ
。
海
外
で
の
講
演
で
、
ス
ポ
ン
サ
ー
は
？

37

と
よ
く
聞
か
れ
る
が
、
私
の
場
合
は
す
べ
て
手
弁
当
で
あ
る
。

一
橋
大
学
時
代
に
先
鋭
登
山
に
熱
中
し
、Ｒ
Ｃ
Ｃ
Ⅱ
創
設
に
参
画
、

芳
野
満
彦
と
滝
谷
グ
レ
ポ
ン
を
初
登
攀
し
た
。
1
9
5
8
年
、
石
川

島
重
工
入
社
（
現
Ｉ
Ｈ
Ｉ
）、
1
9
6
1
年
に
会
社
を

ヶ
月
も
休
ま

10

せ
て
も
ら
い
、
故
吉
沢
一
郎
先
輩
に
隊
長
を
お
願
い
し
、
ペ
ル
ー
・

ボ
リ
ビ
ア
・
ア
ン
デ
ス
登
山
隊
を
実
現
し
た
。
ペ
ル
ー
で
は
コ
ル

デ
ィ
エ
ラ
・
ブ
ラ
ン
カ
の
数
少
な
い
6
0
0
0
ｍ
の
未
踏
峰
プ
カ
ヒ

ル
カ
北
峰
に
初
登
頂
し
た
。
ボ
リ
ビ
ア
で
も
3
つ
の
初
登
頂
を
し

た
。
吉
沢
さ
ん
と
の
出
会
い
と
ア
ン
デ
ス
遠
征
が
、
そ
の
後
の
人
生

に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
高
度
成
長
期
前
夜
の
良
き
時
代
だ
っ

た
。
山
岳
部
時
代
か
ら
海
外
志
向
が
旺
盛
で
、
欧
米
の
山
岳
書
籍
、

ジ
ャ
ー
ナ
ル
を
熟
読
、
い
つ
か
執
筆
者
・
編
集
者
に
な
り
た
い
と
強

い
願
望
が
あ
っ
た
。

Ｉ
Ｈ
Ｉ
で
は
志
願
し
た
仕
事
に
恵
ま
れ
幸
運
だ
っ
た
。
パ
キ
ス
タ

ン
、
メ
キ
シ
コ
、
香
港
に
駐
在
、
パ
キ
ス
タ
ン
で
は
仕
事
の
合
間
を

利
用
し
て
カ
ラ
コ
ラ
ム
に
行
き
、
ス
ワ
ー
ト
の
奥
ま
で
入
っ
た
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
大
型
案
件
の
責
任
者
と
し
て
波
乱
万
丈
の

苦
労
を
味
わ
っ
た
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ア
ル
プ
ス
を
頻
繁
に

訪
れ
た
。
南
米
登
山
の
準
備
に

年
間
ス
ペ
イ
ン
語
の
勉
強
を
し
た

1

こ
と
が
、
後
の
ペ
ル
ー
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
と
メ
キ
シ
コ
駐
在
に
役
立
っ

た
。
吉
沢
さ
ん
は
山
岳
書
を
読
む
た
め
に
ド
イ
ツ
語
を
勉
強
し
た
。

メ
キ
シ
コ
で
の

年
間
は
中
南
米
諸
国
を
往
来
し
席
の
暖
ま
る
日
は

6

な
か
っ
た
が
、
機
会
を
見
つ
け
て
エ
ク
ア
ド
ル
の
チ
ン
ボ
ラ
ソ
な
ど

や
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
異
形
の
台
地
ア
ウ
ヤ
ン
・
テ
プ
イ
の
エ
ン
ジ
ェ
ル

滝
を
訪
れ
た
。

香
港
が
中
国
辺
境
へ
の
出
発
点
と
な
っ
た
。
私
は
群
れ
る
こ
と
を

好
ま
ず
、
組
織
を
管
理
す
る
こ
と
が
苦
手
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
探

し
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
に
生
き
甲
斐
を
感
じ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

海
外
の
仕
事
で
も
、
辺
境
の
踏
査
で
も
同
じ
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ス
を

生
か
す
強
い
意
欲
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
が
、
人
生
二
毛
作
を
可
能
に

す
る
行
動
が
許
さ
れ
て
き
た
会
社
人
生
に
感
謝
し
て
い
る
。

栄
誉
と
海
外
へ
の
発
信

皇
太
子
殿
下
ご
臨
席
の
2
0
0
4
年
、
日
本
山
岳
会
主
催
の
晩
餐

会
で
秩
父
宮
記
念
山
岳
賞
を
受
賞
し
た
と
き
は
、

年
近
く
も
山
登

30

り
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
「
キ
セ
ル
登
山
家
」
の
忸
怩
た
る
気
持
ち
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が
あ
っ
た
が
有
難
く
頂
戴
し
た
。
大
学
を
卒
業
し
た
て
の
頃
は
ヒ
マ

ラ
ヤ
に
熱
を
上
げ
た
が
、
深
田
久
弥
の
言
葉
通
り
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
曰
く
、「
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
き
た
け
れ
ば
、
①
大
会
社
に
勤
め
る
な

②
佳
人
を
娶
る
な
」。
深
田
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
私
は
失
格
だ
っ
た
。

ア
ン
デ
ス
行
き
が
実
現
し
た
後
、
家
庭
を
持
ち
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
に
戻
っ
た
。
日
本
山
岳
会
の
エ
ベ
レ
ス
ト
登
山
隊
に
松
田
雄
一
さ

ん
か
ら
打
診
さ
れ
た
が
、
ア
ン
デ
ス
か
ら
帰
っ
て
間
も
な
か
っ
た
の

で
辞
退
し
た
。
そ
れ
で
横
道
に
逸
れ
る
こ
と
な
く
、
海
外
ビ
ジ
ネ
ス

に
挺
身
で
き
、
や
が
て
中
国
辺
境
に
通
う
機
会
が
巡
っ
て
き
た
。

2
0
0
8
年
、
日
本
人
で
初
め
て
伝
統
あ
る
英
国
王
立
地
理
学
協

会
か
ら
メ
ダ
ル
を
受
賞
し
た
。
夢
想
も
し
な
か
っ
た
栄
誉
だ
っ
た
。

ロ
ン
ド
ン
の
重
厚
で
古
色
蒼
然
た
る
協
会
に
、
綺
羅
星
の
ご
と
く
居

並
ぶ
偉
大
な
探
検
家
と
と
も
に
金
色
の
銘
版
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い

る
。
私
の
墓
標
と
し
て
残
る
と
思
う
と
感
無
量
で
あ
る
。
業
績
を
客

観
的
に
公
平
に
評
価
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
国
民
性
の
お
陰
で
あ
る
。

そ
の
年
に
ド
イ
ツ
語
版
『
チ
ベ
ッ
ト
の
ア
ル
プ
ス
』
を
出
版
し
た
。

山
と
溪
谷
社
の
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東
三
部
作
」
に
引
き
続
き
2
0
1
2

年
に
出
版
し
た
『
最
後
の
辺
境
―
チ
ベ
ッ
ト
の
ア
ル
プ
ス
』（
東
京
新

聞
社
）
が
、
第
2
回
「
梅
棹
忠
夫
・
山
と
探
検
文
学
賞
」
を
受
賞
し

た
。
受
賞
理
由
の
ひ
と
つ
が
地
図
作
成
で
あ
る
。
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
で

学
習
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
の
要
諦
「
見
え
る
形
で
表
現
す
る
」

手
法
が
、半
世
紀
に
わ
た
る
辺
境
踏
査
・
研
究
の
集
大
成
で
あ
る『
山

岳
地
図
帳
』
で
結
実
し
た
。

年
前
に
ア
メ
リ
カ
山
岳
界
の
重
鎮
、
ヒ
ド
ン
・
ピ
ー
ク
、
マ
ッ

16
シ
ャ
ー
ブ
ル
ム
、
崑
崙
の
最
高
峰
、
南
極
ビ
ン
ソ
ン
の
初
登
者
で
あ

る
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
リ
ン
チ
さ
ん
の
計
ら
い
で
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ア
ル

パ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
編
集
長
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ベ
ッ
ク
ウ
ィ
ズ

さ
ん
が
日
本
山
岳
会
と
の
交
流
の
た
め
に
来
日
し
た
。「
日
本
は
世

界
か
ら
孤
立
し
て
い
る
。
日
本
と
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
崩
壊
し

て
し
ま
っ
た
」
と
日
本
登
山
界
の
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
を
嘆
い
た
ベ
ッ
ク

ウ
ィ
ズ
さ
ん
の
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
、
日
本
初
の
海
外
向
け
英
文
誌

を
日
本
山
岳
会
か
ら
出
す
こ
と
を
当
時
の
大
塚
会
長
、
村
井
常
務
理

事
の
後
押
し
で
実
現
し
た
。
こ
の
英
文
誌
『
Japanese
A
lpine

N
ew
s』
と
辺
境
探
査
は
、
車
の
両
輪
と
な
っ
た
。

2
0
0
8
年
に
王
立
地
理
学
協
会
か
ら
メ
ダ
ル
を
受
賞
し
た
折

に
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
山
岳
会
の
重
鎮
か
ら
「
半
世
紀
は
価
値
を

失
わ
な
い
決
定
版
を
作
っ
て
ほ
し
い
」と
の
言
葉
に
背
中
を
押
さ
れ
、

本
格
的
な
準
備
を
踏
査
行
と
並
行
し
て
進
め
た
。
ア
メ
リ
カ
山
岳
会

の
名
誉
会
長
、
故
ビ
ル
・
パ
ト
ナ
ム
さ
ん
は
別
の
意
味
で
の
恩
人
で

あ
る
。
私
を
一
番
理
解
し
て
く
れ
た
方
で
、
ア
メ
リ
カ
山
岳
会
、
国

際
山
岳
連
盟
Ｕ
Ｉ
Ａ
Ａ
の
名
誉
会
員
に
推
挙
し
て
く
れ
た
。
し
か

し
、
パ
ト
ナ
ム
さ
ん
は
昨
年
他
界
さ
れ
、
地
図
帳
を
ご
覧
い
た
だ
け
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な
か
っ
た
の
が
今
で
も
心
残
り
で
あ
る
。
パ
ト
ナ
ム
さ
ん
は
ヒ
マ
ラ

ヤ
ン
・
ク
ラ
イ
マ
ー
で
は
な
い
が
、
カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
内
陸
山
脈
の
開
拓
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
ま
た
、

ア
リ
ゾ
ナ
の
ラ
ウ
エ
ル
天
文
台
の
館
長
を
務
め
た
。

構
想
の
実
現
、
さ
ら
な
る
展
望

個
々
の
記
録
は
『
山
と
溪
谷
』、『
岳
人
』、
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
の

『
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
を
は
じ
め
内
外
の
単
行
本
、
山
岳
誌
に
発
表
し
て
き
た

が
、
広
大
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東
を
概
観
総
括
す
る
文
献
地
図
は
存
在
し

て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
自
分
し
か
い
な
い
と
い
う
自

負
も
あ
っ
て
、
い
ず
れ
ま
と
め
て
世
に
出
そ
う
と
思
い
、
地
図
を
描

き
始
め
た
の
が

年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

10

山
岳
地
図
帳
は
海
外
向
け
を
主
と
考
え
た
た
め
、
英
語
を
ベ
ー
ス

に
日
本
語
、
中
国
語
の
3
ヶ
国
語
版
を
企
画
し
た
。
素
案
が
固
ま
り

つ
つ
あ
る
段
階
で
、
日
本
山
岳
会
創
立
1
1
0
周
年
事
業
の
記
念
出

版
に
な
っ
た
。
助
成
金
も
い
た
だ
い
た
。
内
外
の
多
く
の
登
山
家
、

探
検
家
、
地
理
学
者
の
惜
し
み
な
い
協
力
に
よ
り
地
図
帳
が
で
き
あ

が
っ
た
。
掲
載
し
た
5
4
0
枚
の
写
真
の
う
ち
2
割
強
は
内
外
か
ら

快
く
提
供
い
た
だ
い
た
。
作
図
編
集
を
し
て
い
た
だ
い
た
竹
内
康
之

さ
ん
の
ご
尽
力
、
小
泉
弘
さ
ん
の
す
ば
ら
し
い
カ
バ
ー
装
丁
の
デ
ザ

イ
ン
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
さ
ん
の
ご
協
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
世
に

出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
原
点
と
し
て
横
断
山
脈
研
究
会
と
い
う

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
が
あ
る
。

何
が
辺
境
へ
駆
り
立
て
る
の
か
―
誰
も
知
ら
な
い
世
界
、
未
踏
の

山
と
氷
河
へ
一
番
乗
り
す
る
こ
と
へ
の
衝
動
で
あ
る
。
新
た
な
地
平

線
に
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
広
が
る
。
孤
独
な
発
見
の
旅
を
重
ね
、
い
つ

し
か
世
界
で
オ
ン
リ
ー
・
ワ
ン
の
存
在
に
な
っ
た
が
、
メ
コ
ン
川
源

流
域
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
出
か
け
た
い
未
踏
域
が
残
さ
れ
て
い

る
。｢探

検
家
・
登
山
家
は
読
む
こ
と
、
踏
査
・
登
山
す
る
こ
と
、
記
録

を
書
く
こ
と
（
伝
え
る
こ
と
）
の
3
つ
そ
ろ
っ
て
一
人
前
」
が
吉
沢

さ
ん
か
ら
受
け
た
薫
陶
で
あ
り
、座
右
の
銘
に
し
て
実
践
し
て
き
た
。

だ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
時
代
に
な
っ
た
。
現
代
の
登
山
家
・
探

検
家
は
「
伝
え
る
こ
と
」
の
た
め
の
手
段
と
し
て
ネ
ッ
ト
配
信
が
重

要
に
な
っ
て
い
る
。
積
極
的
に
発
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
情

報
が
集
ま
り
、
よ
り
大
き
な
成
果
を
生
み
出
し
て
い
く
。

『地
図
帳
』
が
誘
い
水
と
な
っ
て
、
2
0
1
6
年
4
月
に
英
国
の
王

立
地
理
学
協
会
香
港
支
部
か
ら
招
聘
さ
れ
講
演
を
行
な
っ
た
。
1
0

0
名
を
超
え
る
方
々
が
聴
き
に
き
て
く
れ
た
。
大
半
は
英
国
人
だ
っ

た
。
た
い
へ
ん
励
み
に
な
る
賛
辞
を
頂
戴
し
た
。
こ
れ
ま
で
に

カ
15

国
で

回
の
講
演
を
行
な
っ
た
。
英
語
圏
は
す
で
に
一
巡
し
、
近
年

30
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は
旧
東
欧
圏
が
多
い
。
チ
ェ
コ
の
プ
ラ
ハ
国
際
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
・

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
は

回
招
待
を
受
け
常
連
に
な
っ
た
。

3

『Japanese
A
lpine
N
ew
s』
が
廃
刊
に
な
っ
た
。
構
築
し
て
き

た
海
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
属
人
的
で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
は
財
産

で
あ
る
。
次
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
ア
ジ
ア
を
起
点
に
し
た

A
sian
A
lpine
E-N
ew
sを
出
す
。
創
刊
号
は
6
5
0
を
超
え
る
団

体
・
個
人
に
5
月
上
旬
に
配
信
し
た
。
連
携
を
深
め
る
た
め
に
、
ま

ず
は
中
国
、
台
湾
、
韓
国
山
岳
連
盟
、
イ
ン
ド
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
ク
ラ

ブ
に
働
き
か
け
て
い
る
。
情
報
収
集
は
ア
ジ
ア
か
ら
の
み
に
限
定
せ

ず
、
広
く
世
界
か
ら
集
め
る
。
欧
米
の
山
岳
誌
に
不
足
し
て
い
る
地

図
を
多
用
し
て
差
別
化
を
図
る
。
新
た
な
実
験
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
、

展
開
の
行
方
が
楽
し
み
で
あ
る
。

内
外
の
反
響
と
評
価

内
外
か
ら
多
く
の
評
価
、
賛
辞
、
書
評
が
届
い
て
い
る
。
幾
つ
か

を
紹
介
し
よ
う
。
ま
ず
、
地
理
学
・
氷
河
地
形
学
の
泰
斗
、
岩
田
修

二
先
生
の
東
京
地
学
会
『
地
学
ニ
ュ
ー
ス
』
を
抜
粋
す
る
。

「
こ
の
本
の
出
版
は
，
諸
外
国
の
登
山
家
か
ら
待
ち
望
ま
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
各
国
の
山
岳
会
誌
に
掲
載
さ
れ
た「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東
」

の
未
知
の
山
岳
や
地
域
の
情
報
に
世
界
の
登
山
家
は
驚
愕
し
た
。
東

南
チ
ベ
ッ
ト
や
横
断
山
脈
に
、
未
踏
の
、
氷
河
を
ま
と
っ
た
6
0
0

0
メ
ー
ト
ル
級
の
美
し
い
峰
々
が
無
数
に
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ピ
ー
ク
は
、
森
林
に
覆
わ
れ
た
3
0
0
0

メ
ー
ト
ル
前
後
の
谷
間
か
ら
そ
び
え
て
い
る
。
中
村
は
こ
こ
を
チ

ベ
ッ
ト
の
ア
ル
プ
ス
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
，
そ
れ
ら
ピ
ー
ク
の
初
登

頂
競
争
が
欧
米
の
登
山
家
を
中
心
に
は
じ
ま
っ
た
。

中
村
の
踏
査
は
海
外
の
山
岳
界
や
探
検
界
で
高
く
評
価
さ
れ
、
2

0
0
8
年
に
中
村
は
イ
ギ
リ
ス
の
王
立
地
理
学
会
の
バ
ス
ク
メ
ダ
ル

を
受
賞
し
た
。
こ
の
メ
ダ
ル
は
、
カ
ー
ル
・
ブ
ッ
ツ
ァ
ー
や
、
Ｌ
・

Ｂ
・
レ
オ
ポ
ル
ド
、
ジ
ャ
ン
・
ト
リ
カ
ル
な
ど
著
名
な
地
理
学
者
が

受
賞
し
て
い
る
学
術
賞
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時
に
〝
D
ie
A
lpen

T
ibets〞
と
い
う
、
美
し
い
カ
ラ
ー
写
真
満
載
の
豪
華
本
が
ド
イ
ツ

で
刊
行
さ
れ
た
。
刊
行
直
後
か
ら
英
語
版
を
早
く
出
せ
と
い
う
要
望

が
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
多
数
寄
せ
ら
れ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
に

応
え
た
の
が
今
回
の
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東
山
岳
地
図
帳
』
で
あ
る
。」

海
外
か
ら
は

通
ほ
ど
の
メ
ー
ル
が
届
い
た
。
キ
ル
ギ
ス
山
岳
会

70

会
長
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
印
象
深
い
。

｢ご
労
作
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東
山
岳
地
図
帳
』
を
喜
ん
で
拝
受
し
ま

し
た
。
深
謝
し
ま
す
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
本
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
8

0
0
0
ｍ
峰
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
が
、
貴
殿
の
本
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
に

東
の
壮
麗
で
広
大
な
別
の
山
岳
の
世
界
に
目
を
開
か
せ
ま
す
。
ク
ラ
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ブ
会
員
の
た
め
に
、
図
書
館
に
収
め
公
開
し
ま
す
。
さ
ら
に
ウ
エ
ブ

サ
イ
ト
で
紹
介
し
、
多
く
の
登
山
家
に
情
報
提
供
を
し
ま
す
。

こ
の
創
造
的
な
書
籍
は
恰
好
な
手
本
で
す
。
す
で
に
キ
ル
ギ
ス
の

山
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
初
版
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
配
信
し
て
い
ま

す
が
、
さ
ら
に
多
く
の
材
料
を
集
め
て
、
貴
殿
の
本
の
ア
イ
デ
ア
を

借
用
し
て
新
し
い
ス
タ
イ
ル
で
配
信
し
よ
う
と
思
い
ま
す
」。
役
立

て
て
く
れ
れ
ば
嬉
し
い
。

友
人
の
英
国
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
地
球
科
学
教
授
の
マ
イ

ク
・
サ
ー
ル
さ
ん
か
ら
賛
辞
と
と
も
に
『
衝
突
す
る
大
陸
』
が
送
ら

れ
て
き
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
チ
ベ
ッ
ト
山
塊
の
形
成
を
イ
ン
ド
・
ユ
ー

ラ
シ
ア
の
衝
突
か
ら
は
じ
ま
り
，
最
近
の
ス
マ
ト
ラ
地
震
ま
で
を
、

西
は
ザ
グ
ロ
ス
山
脈
か
ら
、
東
は
ベ
ト
ナ
ム
・
雲
南
ま
で
漏
れ
な
く

地
質
構
造
を
説
明
し
、
自
身
の
調
査
旅
行
・
山
行
と
結
び
つ
け
て
分

か
り
や
す
く
解
説
し
た
画
期
的
な
大
書
で
あ
る
、
と
岩
田
先
生
は
評

価
し
て
い
る
。

日
本
山
岳
会
創
立
1
1
0
周
年
記
念
と
謳
っ
た
こ
と
の
意
味
は
大

き
い
。
南
ア
フ
リ
カ
山
岳
会
は
本
の
評
価
だ
け
で
な
く
、
1
1
0
周

年
を
祝
っ
て
く
れ
、
自
分
た
ち
の
ク
ラ
ブ
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
山

岳
会
と
と
も
に
今
年
は
1
2
5
周
年
を
迎
え
る
こ
と
、
ケ
ー
プ
タ
ウ

ン
山
岳
会
と
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
図
書
館
に
1
冊
ず
つ
購
入
す
る
と

伝
え
て
き
た
。

英
国
ア
ル
パ
イ
ン
ク
ラ
ブ
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
山
岳
会
は

ニ
ュ
ー
ス
・
レ
タ
ー
で
紹
介
、
中
国
の
サ
イ
ト
は
『
地
図
集
』
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
詳
し
く
紹
介
し
て
く
れ
て
い
る
。

「
バ
ン
フ
・
マ
ウ
ン
テ
ィ
ン
・
フ
ィ
ル
ム
＆
ブ
ッ
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
2
0
1
6
」
と
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
ク
ラ
ブ
・
ナ
オ
ロ
ジ
ー
・
ブ
ッ

ク
ア
ウ
ォ
ー
ド
2
0
1
6
」
に
エ
ン
ト
リ
ー
し
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
ク

ラ
ブ
は
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
紹
介
し
て
く
れ
て
い
る
。
著
者
冥
利
に
尽
き

る
。
海
外
登
山
界
と
の
さ
ら
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
に
思
い

を
馳
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
辺
境
へ
の
憧
憬
は
終
わ
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
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[日
本
山
岳
会
1
1
0
周
年
記
念
出
版
]

自
著
『
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
を
語
る

『
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
編
集
委
員
会

沖

允

人

ガ
ル
ワ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
解
禁

ガ
ル
ワ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
一
部
の
登
山
が
外
国
人
に
解
禁
さ
れ

た
の
は
1
9
7
4
年
で
あ
っ
た
。
当
時
、
私
は
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
約

1
7
0
㎞
北
に
あ
る
研
究
・
学
園
都
市
と
も
い
え
る
ル
ー
ル
キ
ー
市

の
イ
ン
ド
中
央
建
築
研
究
所
（
Central
Building
Research

Institute
＝
CBRI）
に
客
員
研
究
員
と
し
て
滞
在
し
て
い
た
。
暑

い
季
節
が
近
づ
い
て
い
た
あ
る
日
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
旅
行
社
に
勤

務
し
て
い
て
登
山
や
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
担
当
し
て
い
た
友
人
の
K
.

P.Sharm
a
氏
か
ら
電
話
連
絡
を
受
け
た
。
ガ
ル
ワ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ

ヤ
解
禁
の
取
材
に
日
本
人
が
来
る
の
で
、
通
訳
を
兼
ね
て
手
伝
っ
て

く
れ
な
い
か
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
1
週
間
ほ
ど
だ
と
い
う
の

で
、
手
伝
う
こ
と
を
承
諾
し
、
決
め
ら
れ
た
日
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の

ホ
テ
ル
に
行
っ
た
。
紹
介
さ
れ
た
日
本
人
は
、
当
時
の
山
と
溪
谷
社

社
長
の
川
崎
吉
光
氏
と
写
真
家
の
白
簱
史
朗
氏
で
あ
っ
た
。
名
前
は
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知
っ
て
い
た
が
、
私
に
は
、
雲
の
上
の
人
で
あ
っ
た
。
撮
影
助
手
兼

荷
物
運
び
と
し
て
ダ
ー
ジ
リ
ン
の
A
ng
Pinjo
Sherpa
が
同
行
し

て
い
た
。

5
人
は
車
で
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
聖
地
、
ハ
ル
ド
ワ
ー
ル
、
リ
シ
ケ
シ

を
経
て
ガ
ル
ワ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
展
望
台
を
あ
ち
こ
ち
と
訪
れ
た
。

写
真
取
材
は
も
っ
ぱ
ら
白
簱
氏
の
仕
事
で
、
そ
れ
も
早
朝
の
光
と
撮

影
条
件
の
良
い
短
時
間
の
み
で
、
あ
と
は
、
村
や
町
の
見
物
で
あ
っ

た
。
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
は
付
き
添
っ
て
歩
い
て
山
を
眺
め
る
と
い

う
、ま
こ
と
に
優
雅
な
日
程
で
あ
っ
た
。
白
簱
氏
は
、撮
影
し
た
フ
ィ

ル
ム
が
サ
ブ
ザ
ッ
ク
に
一
杯
に
な
る
ほ
ど
の
写
真
を
撮
影
し
た
が
、

こ
の
と
き
の
写
真
は
『
岩
と
雪
』
に
黒
白
写
真
の
パ
ノ
ラ
マ
が
数
枚

掲
載
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
満
足
す
る
写
真
が
撮
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
の
厳
し
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。（「
ガ
ル
ワ
ー

ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
解
禁
」、『
岩
と
雪
』、

号
、

-
頁
）

39

92
99

初
登
頂
ラ
ッ
シ
ュ

戦
前
の
1
9
3
6
年
の
立
教
大
学
隊
の
ナ
ン
ダ
・
コ
ッ
ト
(6
8

6
1
ｍ
)初
登
頂
が
日
本
か
ら
の
初
め
て
の
登
山
隊
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
、
細
々
と
登
山
は
行
な
わ
れ
た
が
、
前
記
の
1
9
7
4
年
の
ガ

ル
ワ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
一
部
解
禁
を
機
に
、
日
本
人
の
イ
ン
ド
・

ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
1
9
6
0
年
の
ブ
ッ
シ
ュ
山
の

会
の
女
性
隊
の
デ
ォ
・
テ
ィ
バ
（
6
0
0
1
ｍ
）
に
始
ま
り
、
2
0

1
5
年
ま
で
に
イ
ン
ド
と
の
合
同
隊
を
含
ん
で
約
4
6
0
隊
の
日
本

隊
が
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
登
山
し
、
約
6
5
隊
が
初
登
頂
を
し
て

い
る
。
特
に
、
1
9
8
0
年
代
に
、
イ
ン
ド
領
東
部
カ
ラ
コ
ル
ム
と

呼
ば
れ
て
い
た
山
域
の
7
0
0
0
ｍ
峰
の
、
マ
モ
ス
ト
ン
・
カ
ン
リ

Ⅰ
（
7
5
1
6
ｍ
、
1
9
8
4
年
）、
サ
セ
ル
・
カ
ン
リ
Ⅱ
（
7
5
1

8
ｍ
、
1
9
8
5
年
）、
リ
モ
Ⅰ
（
7
3
8
6
ｍ
、
1
9
8
8
年
）、

そ
し
て
、
ア
ク
・
タ
シ
（
7
0
1
6
ｍ
、
1
9
9
3
年
）、
パ
ド
マ
ナ

ブ
（
7
0
3
0
ｍ
、
2
0
0
2
年
）
に
初
登
頂
し
て
い
る
。
ま
た
、

パ
キ
ス
タ
ン
側
か
ら
東
部
カ
ラ
コ
ル
ム
の
西
端
地
域
の
シ
ア
チ
ェ
ン

氷
河
上
部
に
入
り
、
サ
ル
ト
ロ
・
カ
ン
リ
Ⅰ
（
7
7
4
2
ｍ
、
1
9

6
2
年
）、
Ｋ
-
（
7
4
6
9
ｍ
、
1
9
7
4
年
）、
テ
ラ
ム
・
カ
ン

12

リ
Ⅰ
（
7
4
6
4
ｍ
、
1
9
7
5
年
）、
同
Ⅱ
（
7
4
0
7
ｍ
、
1
9

7
5
年
）、
同
Ⅲ
（
7
3
8
2
ｍ
、
1
9
7
9
年
）、
ア
プ
サ
ラ
サ
ス

（
7
2
4
5
ｍ
、
1
9
7
6
年
）、
シ
ン
ギ
・
カ
ン
リ
（
7
2
0
2
ｍ
、

1
9
7
6
年
）、
シ
ェ
ル
ピ
・
カ
ン
リ
Ⅰ
（
7
3
0
3
ｍ
、
1
9
7
6

年
）
な
ど
が
、
日
本
隊
に
よ
っ
て
初
登
頂
さ
れ
た
。

1
9
6
0
〜
8
0
年
代
に
活
躍
し
た
登
山
家
は
、
他
界
し
た
り
、

高
齢
化
し
つ
つ
あ
り
、
記
録
は
薄
れ
始
め
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
世

界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ト
に
よ
る
登
山
も
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行
な
わ
れ
た
。

ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
主
峰
（
7
8
1
6
ｍ
）
と
東
峰
（
7
4
3
4
ｍ
）

の
縦
走
は
世
界
の
登
山
家
の
悲
願
だ
っ
た
が
、
1
9
7
6
年
に
鹿
野

勝
彦
隊
長
率
い
る
日
本
山
岳
会
と
イ
ン
ド
と
の
合
同
隊
の
高
見
和
成

氏
と
長
谷
川
良
典
氏
が
初
縦
走
に
成
功
し
た
。
2
0
0
0
年
に
入
っ

て
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
ア
ル
パ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
る
登

山
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
2
0
0
8
年
、
カ
メ
ッ
ト
（
7
7

5
6
ｍ
）
に
平
出
和
也
氏
と
谷
口
け
い
氏
が
南
東
壁
を
、
ほ
ぼ
一
直

線
に
突
っ
切
る
過
激
な
ル
ー
ト
を
と
り
、
初
登
攀
に
成
功
し
た
。
同

年
、
一
村
文
隆
氏
、
佐
藤
祐
介
氏
、
天
野
和
明
氏
の
ト
リ
オ
が
、
1

9
7
5
年
に
富
山
県
の
上
市
峰
窓
会
隊
が
初
登
頂
し
た
カ
ラ
ン
カ

（
6
9
3
1
ｍ
）
の
北
壁
ダ
イ
レ
ク
ト
・
ル
ー
ト
に
よ
る
初
登
攀
に
成

功
し
、
こ
の
ふ
た
つ
の
登
攀
は
世
界
的
に
賞
賛
さ
れ
た
。

日
本
隊
の
数

山
森
欣
一
氏
の
労
作
『
神
々
の
座
、
6
0
0
0
ｍ
峰
挑
戦
の
記
録
』

（
2
0
0
4
年
版
・
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
・
2
0
1
0
年
発
行
）
に
よ

る
と
、
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
入
山
し
た
日
本
隊
は
、
1
9
6
0
年

ま
で
に
は
わ
ず
か
6
0
0
0
ｍ
峰
6
隊
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
1
9

7
0
年
代
に
は
、
6
0
0
0
ｍ
峰

隊
、
7
0
0
0
ｍ
峰

隊
、
1

62

15

9
8
0
年
代
に
は
、
6
0
0
0
ｍ
峰
1
2
3
隊
、
7
0
0
0
ｍ
峰
31

隊
と
激
増
し
た
。
1
9
9
0
年
代
に
は
6
0
0
0
ｍ
峰

隊
、
7
0

59

0
0
ｍ
峰

隊
と
な
り
、
年
々
減
少
し
、
最
近
で
は
、
イ
ン
ド
登
山

23

財
団
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
で
登
山
許
可
を
取
得
し
て
登
山
し
た
隊
は
、
年
間

わ
ず
か
2
隊
と
激
減
し
て
い
る
。「
遠
征
」
と
呼
ば
れ
た
1
9
5
0

年
代
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
か
ら
、
近
年
「
高
所
遠
足
」
と
い
っ
て
も
よ

い
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
も
含
ま
れ
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
巡
る
環
境
は
激

変
し
て
い
る
。
山
森
氏
の
前
著
の
統
計
に
よ
る
と
、
1
9
5
2
年
か

ら
2
0
0
4
年
ま
で
の

年
間
に
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
登
山
し
た

53

日
本
人
は
、
6
0
0
0
ｍ
峰
に
1
7
3
5
名
、
7
0
0
0
ｍ
峰
に
4

7
8
名
、
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
に

名
に
な
る
と
い
う
。
2
0
1

14

5
年
ま
で
入
れ
る
と
3
0
0
0
名
程
度
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
日
本
人
の
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
は
世
界
に
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
。
登
山
し
た
人
が
こ
れ
ら
の
記
録
を
存
命
の
間
に

残
し
て
お
き
、
日
本
人
の
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
ま
と
め
て
世

界
に
知
ら
せ
て
お
こ
う
と
い
う
意
図
が
あ
り
、『
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
』

の
発
行
が
企
画
さ
れ
た
。
将
来
の
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
道
標

と
な
る
こ
と
を
意
図
し
、
各
山
域
の
注
目
さ
れ
た
日
本
人
に
よ
る
登

山
・
登
攀
記
録
、
未
踏
峰
・
未
踏
の
壁
に
つ
い
て
も
可
能
な
限
り
、

収
録
・
解
説
す
る
こ
と
と
し
た
。
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山
名
解
説
と
記
録

イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
関
す
る
日
本
隊
の
登
山
記
録
と
知
識
を
集

約
す
る
た
め
に
、
当
初
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
山
を
解
説
す
る
と

い
う
「
山
名
解
説
辞
典
」
を
検
討
し
、
山
名
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
を
し
、

山
名
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
。
山
名
の
解
説
辞
典
と
し
て
は
三
省
堂
の

『
外
国
山
名
辞
典
』
が
あ
り
、
ま
た
、
山
々
の
写
真
と
解
説
が
優
れ
て

い
る
平
凡
社
の
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
名
峰
事
典
』
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
超
え

る
内
容
に
す
る
の
は
至
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

調
査
し
た
結
果
、
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
は
5
0
0
0
ｍ
以
上
の

山
が
約
2
5
0
0
座
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
れ
ら
の
山
か
ら
、
イ

ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
を

の
山
域
に
大
別
し
、
各
山
域
の
精
通
者
に
依

13

頼
し
、
約
8
0
0
座
を
1
次
選
定
し
た
。
紙
数
の
関
係
か
ら
6
0
0

座
程
度
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ど
の
山
の
解
説
を
す
る
か
、
ど
の
山
の
日
本
人

に
よ
る
登
山
記
録
を
載
せ
る
か
と
い
う
選
定
は
、
編
集
委
員
会
の
責

任
に
よ
っ
て
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
本
書
で
最
も
苦
労
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ど
の
山
に
も
山
と
人
間
の
ド
ラ
マ
が
あ
り
、
そ
の
認

識
と
判
断
は
編
集
者
の
決
断
に
よ
っ
た
が
、
す
べ
て
他
人
ま
か
せ
と

い
う
現
代
の
風
潮
と
対
極
に
あ
り
、
編
集
者
の
資
質
を
問
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
多
く
の
人
の
協
力
が
あ
り
、
最
終
的
に
6
2
4
座
を
選

定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
適
当
な
執
筆
者
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ

り
、
幾
つ
か
の
登
山
の
記
録
を
見
送
っ
た
も
の
も
あ
る
。

山
域
の
記
述
順
序
は
、
東
の
ア
ル
ナ
ー
チ
ャ
ル
か
ら
始
め
て
い
る

著
書
が
多
い
が
、『
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
で
は
、
西
の
東
部
カ
ラ
コ

ル
ム
か
ら
始
め
て
東
に
向
か
っ
て
山
域
を
続
け
た
。
日
本
隊
に
よ
る

初
登
頂
の
記
録
も
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
登
山
の
対
象
と
し
て
は
、
未

踏
峰
が
多
く
残
っ
て
い
て
情
報
の
少
な
い
東
部
カ
ラ
コ
ル
ム
を
、
異

論
は
覚
悟
の
う
え
で
、
は
じ
め
に
解
説
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
山
域
は
、
か
つ
て
は
パ
キ
ス
タ
ン
側
か
ら
登
山
が
行
な
わ

れ
て
い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
パ
キ
ス
タ
ン
と
の
国
境
地
帯
で
あ
る

シ
ア
チ
ェ
ン
氷
河
奥
地
の
山
々
の
登
山
が
イ
ン
ド
側
か
ら
行
な
わ
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
方
面
に
関
し
て
は
、
未
消
化
の
部
分
も
、

適
切
で
な
い
記
述
も
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
な
お
、
国

境
付
近
の
登
山
に
関
し
て
は
、
中
国
と
の
国
境
地
帯
に
あ
る
ガ
ル

ワ
ー
ル
や
ヒ
マ
チ
ャ
ー
ル
や
シ
ッ
キ
ム
も
あ
る
。
特
に
シ
ッ
キ
ム
の

カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
は
ネ
パ
ー
ル
側
か
ら
の
登
山
も
多
く
、
記
述

に
苦
慮
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
も
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

ア
ル
ナ
ー
チ
ャ
ル
な
ど
日
本
人
の
許
可
が
と
り
に
く
い
が
、
歴
史

に
残
る
登
山
記
録
、
探
査
記
録
と
し
て
の
イ
ン
ド
人
に
よ
る
成
果
も

若
干
加
え
る
こ
と
に
し
、
イ
ン
ド
人
の
執
筆
者
と
し
て
、
イ
ン
ド
・
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ヒ
マ
ラ
ヤ
全
体
に
詳
し
い
H
im
alayan
Journalの
元
編
集
長
で

あ
っ
た
H
arish
K
apadia
氏
、
最
近
、
注
目
さ
れ
る
登
山
を
実
施
し

て
い
る
ム
ン
バ
イ
在
住
の
D
ivyesh
M
uni氏
、
コ
ル
カ
タ
在
住
の

D
ebabrata
M
ukherjee
氏
を
編
集
・
執
筆
委
員
に
お
願
い
し
、
快

諾
を
得
た
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
各
山
域
か
ら
日
本
人
に
よ
る
初
登

頂
や
世
界
に
誇
る
登
山
の
記
録
を
参
加
し
た
人
に
よ
っ
て
寄
稿
し
て

も
ら
う
こ
と
に
し
、約

人
か
ら
玉
稿
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

30

さ
ら
に
、
編
集
・
校
正
・
印
刷
・
出
版
・
販
売
と
多
く
の
方
に
協
力

し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
方
々
の
無
償
の
行
為
に
深
甚
の
謝
意

を
表
し
た
い
。

国
際
的
に
も
貢
献
で
き
る
た
め
に
英
語
の
説
明
を
加
え
る
こ
と
を

検
討
し
た
。
し
か
し
、
日
本
語
と
英
語
を
併
用
す
る
と
頁
数
が
か
さ

む
こ
と
に
な
り
、
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
写
真
と
地
図
の

説
明
は
英
語
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
内
外
の
文
献
を
で
き
る
だ
け
網

羅
し
て
採
録
し
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
と
い
う
文
化

日
本
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
向
か
っ
た
人
々
は
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
に

加
え
て
、
カ
ラ
コ
ル
ム
、
ネ
パ
ー
ル
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ク
シ
ュ
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ブ
ー
タ
ン
、
そ
し
て
中
国
な
ど
を
合
わ
せ
る
と
2

万
人
は
超
す
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
登
山
者
が
い
る
こ

と
は
、「
山
に
向
か
う
思
い
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
ろ
う
が
、今
世
紀
に『
ヒ

マ
ラ
ヤ
登
山
』
と
い
う
べ
き
『
文
化
』
が
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い

で
あ
ろ
う
」
と
山
森
氏
は
述
べ
て
い
る
。
2
0
0
3
年
3
月
に
設
立

さ
れ
た
「
山
岳
文
化
学
会
」
の
機
関
誌
『
山
岳
文
化
』
第
1
号
（
2

0
0
3
年

月
）
に
は
、「『
山
岳
』
を
総
合
的
に
整
理
し
、
後
世
の

10

た
め
、
将
来
の
山
岳
研
究
の
た
め
、
重
要
な
歴
史
的
財
産
と
し
て
尊

重
し
、
保
存
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
山
岳
文
化
学
会
」
が
設

立
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

次
に
続
く
も
の

『イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
は
い
ろ
い
ろ
な
制
約
が
あ
り
、
意
を
尽
く

し
た
内
容
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
を
ま
と
め
て
い
る

時
点
で
、
刊
行
後
、
半
年
余
り
が
過
ぎ
た
。
読
み
返
し
て
み
る
と
、

書
き
足
ら
な
い
と
こ
ろ
、
校
正
も
れ
、
誤
り
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ

ら
は
編
集
長
の
責
任
だ
と
反
省
し
て
い
る
。
も
し
再
版
、
ま
た
は
国

際
版
を
発
行
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
よ
り
完
璧
な
内
容
に
で
き
る
こ

と
を
願
っ
て
、
そ
の
準
備
を
進
め
て
い
る
。

最
近
、『
ミ
ニ
ヤ
コ
ン
カ
初
登
頂
』（
バ
ー
ド
ソ
ル
、
エ
モ
ン
ズ
、
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ム
ー
ア
、
ヤ
ン
グ
著
・
山
本
健
一
郎
訳
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
平
成

年
）
を
再
読
し
た
。
訳
者
は
、『
East
of
the
H
im
alaya

10M
ountain
Peak
M
aps(ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東

山
岳
地
図
帳
）』
の
著

者
で
あ
る
中
村
保
氏
と
1
9
5
3
年
に
一
橋
大
学
山
岳
部
に
一
緒
に

入
部
さ
れ
た
登
山
家
で
あ
る
。
中
村
保
氏
が
序
文
を
書
い
て
お
ら
れ

る
。「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東
」
横
断
山
脈
の
高
峰
で
あ
る
ミ
ニ
ヤ
・
コ
ン
カ

（
7
5
5
6
ｍ
）
の
素
晴
ら
し
い
初
登
頂
の
物
語
で
あ
る
。
カ
メ
ッ

ト
（
7
7
5
6
ｍ
、
1
9
3
1
年
が
最
初
に
登
頂
さ
れ
た
7
5
0
0

ｍ
以
上
の
峰
で
あ
る
が
、
ミ
ニ
ヤ
コ
ン
カ
の
初
登
頂
は
2
番
目
に
登

頂
さ
れ
た
7
5
0
0
ｍ
以
上
の
高
峰
で
あ
る
。
登
山
に
関
す
る
情
報

の
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
の
山
に
4
人
で
偵
察
に
入
り
、
登
路
を
探

り
、
悪
天
候
の
間
を
縫
っ
て
山
頂
に
立
っ
た
、
想
像
を
絶
す
る
感
動

の
探
検
と
登
山
の
記
録
で
あ
る
。

ま
た
、
登
頂
後
の
「
勝
利
の
代
償
」
か
ら
「
帰
還
」
ま
で
の
3
章

は
、
驚
嘆
に
値
す
る
行
動
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
増
し
て
感
動
し
た
の

は
、
原
著
は
1
9
3
5
年
の
発
行
で
あ
る
が
、
そ
の

年
後
の
1
9

45

8
0
年
に
復
刻
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
復
刻
版
に
は
、
ム
ー

ア
が
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
を
追
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
価

値
あ
る
記
述
で
あ
る
。

『
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
の
再
版
は
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、

『
ミ
ニ
ヤ
コ
ン
カ
初
登
頂
』
の
復
刻
の
よ
う
に
価
値
あ
る
も
の
な
ら

ば
、
い
つ
か
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
判
断
と
実
行
は
、
次
に
続
く
も

の
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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[記
録
]西

ネ
パ
ー
ル
の
未
踏
峰
・
ア
イ
チ
ェ
ン
峰
初
登
頂

同
志
社
大
学
体
育
会
山
岳
部

ア
イ
チ
ェ
ン
峰
は
、
西
ネ
パ
ー
ル
・
フ
ム
ラ
郡
に
位
置
す
る
標
高

6
0
5
5
ｍ
の
山
で
、
2
0
1
5
年
9
月
3
日
に
、
我
々
同
志
社
大

学
山
岳
部
は
初
登
頂
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
隊
員
は
現
役
山
岳
部
員

5
名
で
、
仙
田
裕
樹
（
4
回
生
）、
齋
藤
慎
太
郎
（
4
回
生
）、
玉
置

悠
人
（
4
回
生
）、
高
伽
耶
（
4
回
生
）、
宇
野
悠
真
（
2
回
生
）
で

あ
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
計
画
ま
で
の
経
緯

同
志
社
大
学
山
岳
部
は
今
年
で
創
部

周
年
で
あ
り
、
そ
の
長
い

90

歴
史
の
中
で
多
く
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
に
代
表
さ
れ
る
登
山
を
行
な
っ

て
き
た
。
そ
し
て
、
今
回
は
そ
れ
ら
の
登
山
へ
の
憧
れ
を
持
っ
た
こ

と
が
発
端
で
あ
っ
た
。
自
分
で
も
海
外
遠
征
を
行
な
っ
て
み
た
い
。

純
粋
な
そ
の
思
い
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
形
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
思
い
始
め
た
の
は
、
ネ
パ
ー

ル
に
向
け
て
出
国
し
た
、ち
ょ
う
ど
2
年
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
同
じ
よ
う
に
海
外
遠
征
へ
の
憧
れ
を
持
つ
部

員
が
現
れ
た
こ
と
が
幸
い
し
て
、
翌
2
0
1
4
年
秋
ご
ろ
か
ら
計
画

が
現
実
化
し
て
い
っ
た
。

当
初
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
未
踏
峰
を
登
る
こ
と
へ
の
強
い
憧
れ
は

持
っ
て
い
た
の
で
、
海
外
遠
征
の
形
態
は
あ
る
程
度
決
め
や
す
か
っ

た
が
、「
憧
れ
の
山
へ
行
き
た
い
」
と
い
う
願
望
は
な
か
っ
た
た
め
、

目
標
の
山
を
探
す
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
偶
然
に
も
2

0
1
4
年
に
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
に
よ
り
1
0
4
座
の
未
踏
峰
が
開
放

さ
れ
た
た
め
、ま
ず
は
こ
の
山
々
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
探
し
て
い
っ
た
。
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な
ぜ
ア
イ
チ
ェ
ン
峰
だ
っ
た
の
か

『
ヒ
マ
ラ
ヤ
名
峰
辞
典
』
や
開
放
さ
れ
た
未
踏
峰
の
リ
ス
ト
な
ど

か
ら
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
未
踏
峰
を
一
つ
一
つ
地
図
上
で
見
て
い
っ

た
。
中
に
は
未
踏
峰
な
の
か
怪
し
い
山
々
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で

も
登
山
隊
の
入
ら
な
い
西
ネ
パ
ー
ル
な
ら
ま
だ
空
白
の
地
域
が
残
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
西
ネ
パ
ー
ル
の
未
踏
峰
・
ア
イ

チ
ェ
ン
峰
の
名
前
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
西
ネ

パ
ー
ル
は
同
志
社
が
昔
か
ら
活
動
を
行
な
っ
て
き
た
エ
リ
ア
で
あ

る
。
こ
こ
に
行
け
ば
、
同
志
社
の
登
山
の
歴
史
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
、
そ
し
て
、
同
志
社
の
登
山
が
行
な
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
西

ネ
パ
ー
ル
の
未
踏
峰
が
、
ア
イ
チ
ェ
ン
峰
だ
け
と
い
う
訳
で
は
な

か
っ
た
。
ア
イ
チ
ェ
ン
峰
は
標
高
6
0
5
5
ｍ
で
あ
る
が
、
西
ネ

パ
ー
ル
に
は
も
っ
と
標
高
の
高
い
山
、
魅
力
的
な
山
、
登
山
隊
が
何

度
も
登
頂
断
念
を
し
て
い
る
未
踏
峰
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
は
、
隊
員
の
力
量
、
海
外
経
験
値
な
ど
が
現
時
点
で
明
ら
か
に
足

り
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
し
、
遠
征
先
を
こ
の
山
に
決
定
し
た
の
で

あ
る
。

出
発
ま
で
が
成
功
の
半
分
？

目
標
の
山
が
決
定
す
る
と
、
準
備
の
進
行
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
早

い
展
開
を
見
せ
た
。
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
、
必
要
装
備
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

な
ど
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
「
ア
イ
チ
ェ
ン
峰
」
と
勝
手
に
呼
ん
で

い
る
が
全
く
正
確
で
は
な
い
。
綴
り
は
A
ichyn
峰
で
あ
る
。
同
様

に
持
っ
て
い
る
地
形
図
も
正
確
で
は
な
く
、山
の
写
真
も
な
い
た
め
、

地
形
図
や
衛
星
写
真
だ
け
を
頼
り
に
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
を
組
ん
で
い
っ

た
。
地
形
図
に
つ
い
て
は
、
ネ
パ
ー
ル
で
入
手
可
能
な
5
万
分
の
1

地
形
図
を
先
輩
よ
り
い
た
だ
き
、
衛
星
写
真
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

閲
覧
可
能
な
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
な
ど
を
用
い
た
。
概
念
的
な
地
形
は

把
握
で
き
た
の
だ
が
、
岩
の
質
、
雪
の
状
態
な
ど
の
細
か
い
情
報
が

な
か
っ
た
た
め
、
必
要
装
備
が
ど
う
し
て
も
増
え
て
し
ま
っ
た
。

出
発
ま
で
の
期
間
で
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
は
特
に
力
を
入
れ
た
。

こ
の
部
分
を
怠
っ
て
登
頂
を
逃
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
最
も
減
ら
さ

な
け
れ
ば
と
思
っ
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
少
し
難
易
度
を
重
視

し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
な
っ
た
。
合
宿
地
も
あ
ま
り
学
生
が
入
ら

な
い
場
所
を
本
や
地
形
図
な
ど
で
探
し
、
合
宿
の
完
遂
を
目
標
に
し

た
。
ま
た
、
氷
河
の
通
過
、
高
所
経
験
に
も
対
応
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
も
行
な
い
、
海
外
遠
征
独
特
な
部
分
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
し

た
。

「
出
発
ま
で
が
成
功
の
半
分
を
占
め
て
い
る
」
と
よ
く
言
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
海
外
遠
征
す
べ
て
に
言
え
る
も
の
か
は
1
回
の
海
外
遠

征
で
は
判
断
で
き
な
い
が
、
こ
の
遠
征
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
の
と

お
り
だ
と
思
う
。
出
国
ま
で
に
行
な
っ
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
打
ち
合
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わ
せ
な
ど
は
、
ネ
パ
ー
ル
に
滞
在
し
た
程
度
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
っ

た
。ネ

パ
ー
ル
大
地
震
を
受
け
て

4
月

日
、
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
7
・
8
の
大

25

地
震
が
発
生
し
た
。
場
所
は
中
央
ネ
パ
ー
ル
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
被

害
の
大
き
さ
に
、
我
々
は
こ
の
ネ
パ
ー
ル
遠
征
が
続
行
で
き
る
の
か

と
い
う
疑
問
に
直
面
し
た
。
報
道
や
現
地
か
ら
の
連
絡
の
み
が
頼
り

で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
で
悩
ん
で
い
て
も
前
に
進
ま
な
か
っ
た
。
実

際
に
自
分
の
目
で
確
か
め
て
遠
征
の
続
行
が
可
能
で
あ
る
か
判
断
す

る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
と
き
だ
か
ら
こ
そ
何
か
支
援
活
動

が
で
き
な
い
か
検
討
す
る
こ
と
の
2
点
を
目
的
に
、
我
々
は
ネ
パ
ー

ル
へ
訪
問
す
る
こ
と
と
し
た
。

6
月
4
日
か
ら

日
の
2
週
間
の
ネ
パ
ー
ル
滞
在
で
、
カ
ト
マ
ン

17

ズ
の
状
況
、
ク
ム
ジ
ュ
ン
村
の
状
況
を
偵
察
し
た
。
ク
ム
ジ
ュ
ン
村

は
、
同
志
社
大
学
山
岳
部
が

年
前
よ
り
学
校
と
関
わ
り
を
持
っ
て

10

き
た
村
で
、
被
害
が
大
き
い
と
い
う
連
絡
を
受
け
て
い
た
。

カ
ト
マ
ン
ズ
に
て
西
ネ
パ
ー
ル
の
情
報
を
収
集
し
た
が
、
特
に
被

害
が
あ
る
と
い
う
報
告
は
な
か
っ
た
。
甚
大
な
被
害
が
あ
っ
た
が
、

ネ
パ
ー
ル
の
人
々
は
、
観
光
客
が
来
な
く
な
る
こ
と
も
懸
念
し
て
い

た
。
観
光
業
が
中
心
の
ネ
パ
ー
ル
で
は
、
観
光
客
が
来
な
く
な
る
こ
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と
に
よ
る
二
次
被
害
を
心
配
し
て
い
た
の
だ
。

一
方
、
ク
ム
ジ
ュ
ン
村
で
は
家
屋
の
崩
壊
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
か
ら
の
支
援
が
届
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、

ク
ム
ジ
ュ
ン
村
の
学
校
の
職
員
と
話
し
合
い
、
倒
壊
し
た
建
物
の
復

旧
費
用
を
支
援
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
こ
で
支
援
の
方
法
と
し
て

は
、
義
援
金
が
国
の
役
人
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
の

な
い
よ
う
、
実
際
に
自
分
の
手
で
義
援
金
を
現
地
に
届
け
る
方
法
を

と
る
こ
と
に
し
た
。

我
々
は
、
ネ
パ
ー
ル
で
の
偵
察
内
容
を
国
内
に
持
ち
帰
っ
て
議
論

を
行
な
い
、
遠
征
計
画
を
続
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ま
で
の
道
の
り

8
月
3
日
に
日
本
を
出
国
し
、
ネ
パ
ー
ル
へ
入
国
。
2
ヶ
月
前
と

変
わ
ら
な
い
途
上
国
の
雰
囲
気
を
、今
度
は
隊
員
全
員
で
共
有
し
た
。

到
着
し
て
か
ら
の
1
週
間
は
、
カ
ト
マ
ン
ズ
に
て
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
会

社
の
コ
ス
モ
・
ト
レ
ッ
ク
社
や
、
雇
用
し
た
コ
ッ
ク
（
兼
ガ
イ
ド
）

と
と
も
に
最
終
的
な
打
ち
合
わ
せ
を
行
な
っ
た
。
打
ち
合
わ
せ
は
主

に
、日
本
で
確
定
で
き
な
か
っ
た
キ
ャ
ラ
バ
ン
食
や
現
地
購
入
装
備
、

タ
ク
テ
ィ
ク
ス
の
最
終
確
認
、
遠
征
資
金
関
係
の
話
で
あ
っ
た
。
カ

ト
マ
ン
ズ
か
ら
は
車
で
ネ
パ
ー
ル
ガ
ン
ジ
へ
行
き
、
小
型
飛
行
機
に

よ
り
西
ネ
パ
ー
ル
・
フ
ム
ラ
郡
の
町
シ
ミ
コ
ッ
ト
へ
向
か
っ
た
。

シ
ミ
コ
ッ
ト
は
、
や
は
り
地
震
の
被
害
を
受
け
て
い
る
様
子
は
な

か
っ
た
。
こ
の
町
は
西
ネ
パ
ー
ル
の
山
奥
に
位
置
す
る
も
の
の
、
飛

行
機
に
よ
り
都
市
と
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、
現
地
の
人
々
に
と
っ

て
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
町
で
、
我
々
は
現
地
の
地

理
に
詳
し
い
馬
方
と
と
も
に
馬
を

頭
雇
用
し
た
た
め
、
大
名
行
列

18

の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
バ
ン
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
は
合
計
で
9
日
間
。
大
き
な
チ
ュ
ワ
・
コ
ー
ラ
と
い

う
川
沿
い
の
谷
を
約

㎞
進
む
。
チ
ュ
ワ
・
コ
ー
ラ
は
カ
ル
ナ
リ
川

50

の
支
流
で
、
シ
ミ
コ
ッ
ト
付
近
で
北
上
す
る
流
れ
で
あ
る
。
キ
ャ
ラ

バ
ン
・
ル
ー
ト
は
日
ご
と
に
高
度
を
徐
々
に
増
し
て
い
く
地
形
で

あ
っ
た
た
め
、
高
所
障
害
は
比
較
的
軽
度
で
あ
っ
た
。
携
帯
し
て

い
っ
た
パ
ル
ス
・
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
の
数
値
も
、

以
上
が
基
本
で

70

あ
っ
た
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
の
途
中
で
付
近
の
無
名
峰
へ
登
っ
た
り
、
ボ
ル
ダ
リ

ン
グ
を
し
た
り
と
、
楽
し
み
な
が
ら
進
ん
で
い
っ
た
た
め
、
あ
っ
と

い
う
間
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
到
着
し
た
。
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
は
本

来
予
定
し
て
い
っ
た
場
所
で
、
こ
こ
か
ら
は
、
ま
だ
ア
イ
チ
ェ
ン
峰

は
望
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
標
高
4
6
0
0
ｍ
で
あ
る
。

ア
イ
チ
ェ
ン
峰
初
登
頂

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
は
、
本
来
の
タ
ク
テ
ィ
ク
ス
ど
お
り
キ
ャ
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ン
プ
1
、
ア
タ
ッ
ク
・
キ
ャ
ン
プ
の
2
つ
の
キ
ャ
ン
プ
地
を
設
け
、

徐
々
に
高
度
を
上
げ
て
い
っ
た
。
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ま
で
の
行
動
と

は
違
い
、
こ
こ
か
ら
は
登
山
隊
5
名
の
み
に
よ
る
行
動
で
あ
る
。
初

め
て
の
5
0
0
0
ｍ
の
体
験
に
、
慎
重
に
歩
数
を
増
や
し
て
い
く
。

周
囲
の
環
境
も
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
り
、
生
き
物
の
気
配
が
感
じ
ら

れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
土
地
に
我
々
し
か
い
な
い
、
異
様

な
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。

初
め
て
ア
イ
チ
ェ
ン
峰
を
望
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
標
高
5
6

0
0
ｍ
付
近
、
小
さ
な
氷
河
帯
を
進
み
、
今
に
も
崩
れ
て
き
そ
う
な

岩
礫
地
帯
を
登
り
切
っ
た
瞬
間
だ
っ
た
。
長
か
っ
た
。
静
寂
な
湖
と

氷
河
の
背
後
に
、
雪
を
か
ぶ
っ
た
そ
の
山
が
大
き
な
姿
を
見
せ
た
の

だ
。
こ
の
遠
征
の
最
も
象
徴
的
な
場
面
で
あ
り
、
こ
の
瞬
間
に
私
は

登
頂
を
確
信
し
た
。

ア
タ
ッ
ク
の
前
日
か
ら
登
頂
へ
の
緊
張
感
は
高
揚
し
て
い
っ
た
。

こ
の
感
覚
は
高
所
の
影
響
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
日
の
夜

は
あ
ま
り
眠
れ
な
か
っ
た
。
当
初
、
ア
タ
ッ
ク
前
に
氷
河
の
偵
察
な

ど
を
予
定
し
た
日
を
設
け
て
い
た
の
だ
が
、
朝
に
な
っ
て
、
テ
ン
ト

内
か
ら
見
え
る
雲
一
つ
な
い
青
々
と
し
た
空
、
ア
イ
チ
ェ
ン
峰
を
見

て
、
今
日
登
頂
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
思
い
が
我
々
を
襲
っ
た
。
一

度
冷
静
に
な
り
、
タ
イ
ム
・
リ
ミ
ッ
ト
を
決
め
、
登
頂
を
目
標
に
動

く
こ
と
と
し
た
。
実
際
、
近
づ
い
て
み
る
と
氷
河
の
通
過
は
な
か
っ

た
。
な
お
、
隊
員
の
体
調
の
関
係
で
1
次
隊
、
2
次
隊
に
分
け
て
の

登
頂
と
な
っ
た
。

ア
イ
チ
ェ
ン
峰
は
頂
上
か
ら
東
西
へ
尾
根
が
延
び
て
お
り
、
南
北

は
切
れ
落
ち
て
壁
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
西
稜
よ
り
登
頂
す
る
こ
と

と
し
た
。
西
稜
へ
取
り
付
く
に
は
、
西
の
ピ
ー
ク
へ
尾
根
伝
い
に
上

る
か
、
西
稜
の
最
下
部
（
コ
ル
）
へ
の
雪
壁
を
直
登
す
る
か
の
ど
ち

ら
か
で
あ
っ
た
が
、近
づ
い
て
み
る
と
斜
度
が
想
像
以
上
に
あ
っ
た
。

西
の
ピ
ー
ク
へ
向
か
う
尾
根
の
斜
度
は
お
お
よ
そ

度
く
ら
い
で
あ

50

る
一
方
、
直
登
す
る
斜
面
は

〜

度
程
度
の
ア
イ
ス
・
ク
ラ
イ
ミ

60

70

ン
グ
。
我
々
は
、
よ
り
斜
度
の
緩
や
か
な
西
の
ピ
ー
ク
へ
の
尾
根
上

を
進
む
こ
と
と
し
た
。

西
の
ピ
ー
ク
へ
到
着
し
て
初
め
て
、
西
稜
の
全
容
が
見
え
た
。
雪

が
頂
上
ま
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、
自
分
た
ち
の
能
力
の
範
囲
内
で
な

ん
と
か
進
む
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
頂
上
直
下
ま
で
は
急
登
が
続
い

た
。
そ
し
て
、
凍
っ
た
斜
面
で
あ
っ
た
た
め
ア
ッ
ク
ス
と
ア
イ
ゼ
ン

を
よ
く
効
か
せ
な
が
ら
進
ん
で
い
く
。
み
ん
な
何
を
考
え
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
、
私
は
無
心
に
な
っ
て
歩
い
て
い
た
気
が
す
る
。

現
地
時
刻
で
9
月
3
日

時

分
、
未
踏
峰
・
ア
イ
チ
ェ
ン
峰
の

13

12

頂
上
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
。
頂
上
は
非
常
に
狭
く
、
南
北
に
切
れ

落
ち
て
い
る
斜
面
が
す
ぐ
そ
こ
ま
で
迫
っ
て
き
て
い
る
。
登
頂
し
た

瞬
間
に
、
早
く
引
き
返
そ
う
と
思
っ
た
。
無
事
に
登
頂
し
た
か
ら
こ
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そ
の
思
い
だ
。
下
山
は
西
稜
の
最
下
部
か
ら
斜
度

度
か
ら

度
程

60

70

度
の
急
斜
面
を
下
り
、
時
間
短
縮
し
た
。
結
果
、
夕
方
ま
で
に
は
テ

ン
ト
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
。

2
次
隊
の
ア
タ
ッ
ク
も
同
様
に
西
稜
か
ら
だ
。
た
だ
1
次
隊
の
た

ど
っ
た
ル
ー
ト
を
行
か
ず
、
西
稜
の
最
下
部
ま
で
直
登
し
た
。
天
気

も
最
高
に
良
い
環
境
の
中
、
6
0
0
0
ｍ
の
氷
の
斜
面
を
登
っ
て
い

る
。
一
度
西
稜
に
到
達
す
れ
ば
、
問
題
な
く
頂
上
へ
向
か
う
こ
と
が

で
き
た
。
頂
上
に
立
っ
た
の
は
9
月
8
日
の

時

分
で
あ
っ
た
。

12

54

幸
い
一
度
目
の
と
き
に
比
べ
天
気
も
良
く
、
頂
上
で
ゆ
っ
く
り
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
西
ネ
パ
ー
ル
の
名
だ
た
る
山
々
を
見
る
こ
と
も
で

き
た
。

再
び
ク
ム
ジ
ュ
ン
村
へ

無
事
に
カ
ト
マ
ン
ズ
ま
で
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
、
次
に
ク
ム

ジ
ュ
ン
村
を
訪
れ
る
支
援
計
画
を
始
め
た
。
支
援
計
画
は
、
ク
ム

ジ
ュ
ン
ま
で
実
際
に
足
を
運
ん
で
、
義
援
金
を
手
渡
す
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
ク
ム
ジ
ュ
ン
へ
は
カ
ト
マ
ン
ズ
か
ら
ル
ク
ラ
へ
飛
行
機
で

飛
ん
で
、
そ
こ
か
ら
3
日
ほ
ど
歩
い
て
到
着
し
た
。
ク
ム
ジ
ュ
ン
村

に
到
着
し
、
学
校
の
先
生
た
ち
に
義
援
金
を
手
渡
す
と
、
学
校
を
挙

げ
て
歓
迎
し
て
く
れ
た
。
ネ
パ
ー
ル
の
人
々
の
温
か
さ
と
誠
実
さ
を

知
る
こ
と
が
で
き
た
瞬
間
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

遠
征
を
終
え
て

今
回
の
海
外
遠
征
は
、
海
外
登
山
未
経
験
の
学
生
の
み
に
よ
る
未

踏
峰
登
山
と
い
う
点
で
、
と
て
も
意
義
の
あ
る
遠
征
だ
っ
た
。
今
回

の
遠
征
を
通
じ
て
、
隊
員
一
同
は
大
き
く
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
思
う
。
そ
し
て
何
よ
り
、
全
く
情
報
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
想
像
力

を
働
か
せ
る
こ
と
で
登
頂
ま
で
の
道
筋
を
描
く
と
い
う
、
登
山
の
醍

醐
味
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

最
後
に
、
同
志
社
大
学
山
岳
部
の
海
外
遠
征
に
対
し
て
、
最
後
ま

で
支
援
し
て
い
た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

【
行
動
記
録
】

8
月
3
日
〜

仙
田
、
斉
藤
、
玉
置
、
高
、
出
国

コ
ス
モ
・
ト
レ
ッ
ク
社
に
て
打
ち
合
わ
せ

観
光
省
に
て
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
（
登
山
許
可
取
得
）

8
月
8
日

宇
野
、
出
国

8
月

日

カ
ト
マ
ン
ズ
〜
ネ
パ
ー
ル
ガ
ン
ジ
（
チ
ャ
ー
タ
ー
・

10

ハ
イ
エ
ー
ス
）

8
月

日
〜

ネ
パ
ー
ル
ガ
ン
ジ
〜
シ
ミ
コ
ッ
ト
（
飛
行
機
）

13

シ
ミ
コ
ッ
ト
に
て
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
準
備
、
カ
チ
ャ
ル

雇
用
、
打
ち
合
わ
せ

8
月

日
〜

キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始
（
9
日
間
の
旅
）

17
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シ
ミ
コ
ッ
ト
↓
ギ
ャ
グ
ル
ッ
ク
↓
タ
ン
ラ
サ
ン
ゴ
↓

ヤ
ク
ル
ー
↓
グ
ル
ッ
パ
↓
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ

8
月

日

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
到
着

25

8
月

日

キ
ャ
ン
プ
1
構
築

29

8
月

日

ア
タ
ッ
ク
・
キ
ャ
ン
プ
構
築

31

9
月
3
日

1
次
隊
ア
タ
ッ
ク
（
仙
田
、
斉
藤
、
高
、
宇
野
）

9
月
8
日

2
次
隊
ア
タ
ッ
ク
（
仙
田
、
玉
置
）

9
月

日
〜

バ
ッ
ク
・
キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始

11

9
月

日

シ
ミ
コ
ッ
ト
到
着

16

9
月

日

シ
ミ
コ
ッ
ト
〜
カ
ト
マ
ン
ズ

18

9
月

日

観
光
省
に
て
リ
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
（
登
山
報
告
）

23
月
2
日
〜

ク
ム
ジ
ュ
ン
震
災
復
興
計
画

10
月

日

遠
征
隊
員
全
メ
ン
バ
ー
の
帰
国
完
了

10

12

（
仙
田
裕
樹
)
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[記
録
]ジ

ャ
ネ
Ⅱ
峰
初
登
頂
・
全
員
登
頂日

本
山
岳
会
学
生
部
ネ
パ
ー
ル
東
部
登
山
隊
2
0
1
5

【
目
標
】

D
zanye
Ⅱ
（
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
）
お
よ
び
Lhonak
peak

(ロ
ー
ナ
ク
・
ピ
ー
ク
)の
初
登
頂

【
期
間
】

2
0
1
5
年
9
月
3
日
〜

月

日

10

23

【
隊
員
】

学
生
部
所
属
学
生
6
名
（
年
齢
は
遠
征
当
時
の
も
の
）

隊
長

真
下
孝
典
（
青
山
学
院
大
学
山
岳
部
、

歳
）

21

登
攀
隊
長

宮
津
洸
太
郎
（
明
治
大
学
山
岳
部
、
歳
）

24

隊
員
（
会
計
）

木
村
健
太
（
東
京
工
芸
大
学
山
岳
部
、

歳
）

21

隊
員
（
医
療
）

芦
刈
新
之
助
（
電
気
通
信
大
学
ワ
ン

ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
、

歳
）

22

隊
員
（
通
信
）

橘
井
駿
（
専
修
大
学
山
岳
部
、

歳
）

20

隊
員
（
輸
送
）

野
澤
岳
大
（
立
正
大
学
探
検
部
、
20

歳
）

D
zanye（
ジ
ャ
ネ
）
と
い
う
山

D
zanye
Ⅱ
峰
（
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
）
お
よ
び
Lhonak
peak（
ロ
ー
ナ

ク
・
ピ
ー
ク
）
は
、
ネ
パ
ー
ル
北
東
部
の
チ
ベ
ッ
ト
・
ネ
パ
ー
ル
・

シ
ッ
キ
ム
国
境
付
近
の
エ
リ
ア
に
位
置
す
る
。
地
域
的
に
は
8
0
0

0
ｍ
の
高
峰
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
を
含
む
国
定
公
園
内
に
な
り
、

こ
の
2
座
は
、
2
0
1
4
年
春
に
ネ
パ
ー
ル
政
府
に
よ
っ
て
登
山
が

解
禁
さ
れ
た
未
踏
峰
で
あ
る
。
両
ピ
ー
ク
と
も
に
知
名
度
は
高
く
な

い
が
、
D
zanye
峰
は
こ
の
エ
リ
ア
で
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
D
zanye
の
発
音
は
様
々
な
説
が
あ
る
が
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
の

担
当
者
の
発
音
と
現
地
の
住
民
の
発
音
か
ら
最
も
近
い
も
の
を
採
用
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す
る
と
、
そ
れ
は
「
ジ
ャ
ネ
」
と
い
う
発
音
が
妥
当
と
思
わ
れ
た
。

以
後
、
こ
の
登
山
隊
で
は
「
ジ
ャ
ネ
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

今
回
初
登
頂
を
果
た
し
た
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
に
対
し
て
、
ジ
ャ
ネ
Ⅰ
峰

は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
D
zanye
峰
と
し
て
記
述
さ
れ
た
文

献
が
見
ら
れ
る
。
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
は
こ
の
ジ
ャ
ネ
Ⅰ
峰
の
東
側
に
位
置

す
る
ピ
ー
ク
で
、
国
境
を
な
す
ジ
ャ
ネ
Ⅰ
峰
と
Lasher（
ラ
シ
ャ
ー

ル
）
Ⅰ
峰
と
の
間
に
あ
る
。
ジ
ャ
ネ
Ⅰ
峰
は
1
9
4
9
年
に
ス
イ
ス

隊
に
よ
っ
て
初
登
頂
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ラ
シ
ャ
ー
ル
Ⅰ
峰
も
ネ

パ
ー
ル
政
府
の
公
式
の
記
録
に
は
な
い
も
の
の
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
隊
が

2
0
0
0
年
代
初
頭
に
登
頂
に
成
功
し
た
と
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。

ジ
ャ
ネ
Ⅰ
峰
の
登
頂
は
南
西
側
か
ら
、
ラ
シ
ャ
ー
ル
Ⅰ
峰
の
登
頂
は

ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
の
南
面
手
前
か
ら
直
登
し
た
と
の
記
述
が
見
ら
れ
、
ま

さ
に
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
は
空
白
地
帯
と
な
っ
て
い
た
。

日
本
国
内
の
記
録
に
目
を
向
け
る
と
、
1
9
6
3
年
、
大
阪
府
立

大
学
山
岳
部
・
山
岳
会
の
報
告
書
お
よ
び
『
山
岳
』
1
9
6
4
年
版

に
お
け
る
記
述
で
は
、「
ザ
ニ
エ
」
に
登
頂
し
た
と
書
い
て
あ
り
、
現

在
の
地
図
感
覚
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
ザ
ニ
エ
南
峰
」
に
初
登
頂
し
て

い
る
。
ま
た
、
1
9
6
4
年
の
青
山
学
院
大
学
山
岳
部
の
計
画
書
で

は
、紛
争
に
よ
っ
て
こ
の
エ
リ
ア
の
登
山
は
叶
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、

ラ
シ
ャ
ー
ル
峰
を
目
指
す
過
程
で
「
ジ
ャ
ン
ネ
」
と
い
う
形
で
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
1
9
6
0
年
代
に
こ
の
エ
リ
ア

へ
の
関
心
が
日
本
国
内
で
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
D
zanye
周
辺
は
周
囲
と
比
べ
て
足
を
踏
み
入
れ

る
人
が
限
ら
れ
て
お
り
、
特
に
氷
河
沿
い
を
通
っ
て
チ
ャ
ブ
ク
峠
越

え
で
チ
ベ
ッ
ト
に
至
る
交
易
路
が
崩
壊
し
て
以
降
、
こ
の
エ
リ
ア
に

入
る
人
も
ほ
ぼ
途
絶
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
地
図
や
記
録

の
表
記
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
、
か
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ホ
ー
リ
ー

さ
ん
の
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
ン
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
お
い
て
も
、
ジ
ャ
ネ

Ⅰ
峰
の
位
置
に
は
二
通
り
の
説
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。

今
回
は
山
の
断
定
に
あ
た
り
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
発
表
の
ジ
ャ
ネ
Ⅱ

峰
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
こ
で
、
ネ
パ
ー
ル
政
府
発
表
の
測
位

デ
ー
タ
を
基
に
グ
ー
グ
ル
・
ア
ー
ス
で
そ
の
位
置
を
特
定
し
、
そ
の

位
置
に
最
も
近
い
ピ
ー
ク
を
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
山
頂
と
し
た
。
現
地
で
も

Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
持
っ
て
行
動
し
、
政
府
発
表
の
デ
ー
タ
上
は
正
し
い
位
置

と
断
言
で
き
る
と
思
う
。

ま
た
、
も
う
一
方
の
ロ
ー
ナ
ク
・
ピ
ー
ク
は
、
昔
か
ら
6
0
7
0

ｍ
ピ
ー
ク
と
し
て
多
く
の
地
図
で
確
認
で
き
、
2
0
1
3
年
の
青
山

学
院
大
学
ア
ウ
ト
ラ
イ
ア
ー
登
山
隊
の
と
き
に
お
お
よ
そ
の
位
置
を

確
認
し
、
写
真
を
撮
っ
て
い
た
た
め
、
こ
ち
ら
は
ス
ム
ー
ズ
に
確
認

が
で
き
た
。
付
近
を
ス
ロ
ベ
ニ
ア
隊
が
通
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し

て
い
る
が
、
ピ
ー
ク
に
達
し
た
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
ず
、
ル
ー
ト

的
に
も
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
が
記
録
か
ら
分
か
っ
て
い
る
。

ジャネⅡ峰初登頂・全員登頂
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学
生
部
登
山
隊
の
発
足

こ
の
登
山
隊
は
、
日
本
山
岳
会
創
立
1
1
0
周
年
に
あ
た
り
学
生

部
で
企
画
さ
れ
た
。
学
生
部
内
に
2
0
1
4
年
2
月
か
ら
海
外
登
山

研
究
会
が
発
足
し
、
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

世
界
中
の
山
を
検
討
し
、
そ
の
範
囲
は
南
極
圏
の
サ
ウ
ス
・
ジ
ョ
ー

ジ
ア
島
に
も
及
ん
だ
。
そ
の
研
究
会
に
集
ま
っ
て
い
た
女
子
学
生
の

一
人
、
井
上
由
樹
子
が
メ
ン
バ
ー
を
集
め
、
ひ
と
足
先
に
女
子
学
生

の
み
に
よ
る
登
山
隊
が
編
成
さ
れ
た
。
そ
れ
が
2
0
1
4
年
秋
の
ム

ス
タ
ン
女
子
登
山
隊
で
あ
り
、
今
は
亡
き
谷
口
け
い
さ
ん
の
協
力
の

下
、
無
事
に
マ
ン
セ
イ
ル
峰
の
一
角
で
あ
る
6
2
4
2
ｍ
の
ピ
ー
ク

に
登
頂
を
果
た
し
て
い
る
。
女
子
隊
の
成
功
を
受
け
、
そ
の
成
功
か

ら
遅
れ
る
こ
と
1
年
の
2
0
1
5
年
秋
に
、
本
隊
（
男
子
隊
）
は
ネ

パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
挑
む
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
登
山
隊
の
発
足
は
、
隊
長
で
あ
る
真
下
の
ひ
と
言
で
始
ま
っ

た
。
真
下
は
青
山
学
院
大
学
山
岳
部
入
部
以
降
、
日
本
山
岳
会
学
生

部
例
会
に
1
年
生
の
と
き
か
ら
出
席
し
、
前
回
の
学
生
部
遠
征
で
あ

る
ザ
ン
ス
カ
ー
ル
の
成
功
も
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ

か
ら
海
外
登
山
へ
の
憧
れ
を
持
ち
続
け
、
母
校
山
岳
部
に
よ
る
2
0

1
3
年
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ア
ー
登
山
隊
を
経
験
し
て
、
こ
の
ネ
パ
ー
ル

東
部
登
山
隊
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ア
ウ
ト
ラ
イ
ア
ー
遠
征
で

は
、登
頂
メ
ン
バ
ー
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、一
隊
員
と
し
て
ネ
パ
ー

ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
体
験
し
、「
海
外
登
山
を
現
役
大
学
生
の
み
の
手
で

行
な
い
た
い
」
と
い
う
思
い
を
強
め
た
。
こ
れ
が
ま
さ
に
実
を
結
ん

だ
結
果
が
、
ネ
パ
ー
ル
東
部
登
山
隊
で
あ
る
。

今
回
の
メ
ン
バ
ー
は
、
学
生
部
所
属
の
学
生
と
い
う
こ
と
で
募
集

を
か
け
た
。
そ
の
結
果
今
回
の
6
人
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
学
生
部

で
も
異
端
の
メ
ン
バ
ー
が
そ
ろ
っ
た
と
言
え
る
。
す
べ
て
の
隊
員
が

山
岳
部
所
属
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
や

探
検
部
も
含
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
バ
ラ
バ
ラ
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ

た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
強
い
個
性
と
海
外
登
山
に
対
す
る
自
主
性
と
意

欲
が
、
こ
の
登
山
隊
を
支
え
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
研
究
会
に
参
加

し
て
い
て
結
局
、
登
山
隊
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
学
生
に
な
く
、
今
回

の
登
山
隊
メ
ン
バ
ー
に
あ
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
海
外
登
山
に
対
す
る

自
主
性
と
意
欲
で
あ
り
、
こ
れ
が
計
画
立
案
・
実
行
の
原
動
力
を
生

み
、
自
ら
の
力
で
計
画
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。

【
登
山
行
程
】

9
月
3
日

日
本
出
国
。
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
経
由
で
同
日
、
ネ

パ
ー
ル
の
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
入
り
。

9
月
4
〜
6
日

カ
ト
マ
ン
ズ
で
登
山
準
備
。

9
月
7
〜
8
日

カ
ト
マ
ン
ズ
か
ら
陸
路
で
の
バ
ス
最
終
到
達
地

点
・
タ
プ
レ
ジ
ェ
ン
に
移
動
。
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9
月
9
日
〜

キ
ャ
ラ
バ
ン
開
始
。

月
4
日

時

分

D
zanye
Ⅱ
（
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
）
登
頂
成
功
。

10

12

05

月

日

カ
ト
マ
ン
ズ
帰
着
。

10

15
月

日

ネ
パ
ー
ル
出
国
。
翌

日
に
日
本
帰
国
。

10

22

23

目
標
の
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
と
ロ
ー
ナ
ク
・
ピ
ー
ク
は
、
前
述
の
と
お
り

ネ
パ
ー
ル
北
東
部
の
ネ
パ
ー
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
国
境
付
近
に
位
置
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
か
ら
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
行

程
が
非
常
に
長
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
隊
の
荷
物
が
あ
る
の
で
、
カ

ト
マ
ン
ズ
か
ら
バ
ス
を
1
台
チ
ャ
ー
タ
ー
し
、
す
べ
て
の
荷
物
と
隊

員
、
ネ
パ
ー
ル
人
ス
タ
ッ
フ
を
乗
せ
て
、
陸
路
を
進
む
。
目
的
地
は

カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
国
定
公
園
の
玄
関
口
で
、
車
で
入
れ
る
最
後

の
町
・
タ
プ
レ
ジ
ェ
ン
で
あ
る
。

カ
ト
マ
ン
ズ
か
ら
は
タ
ラ
イ
平
原
を
目
指
し
て
、
日
本
の
援
助
で

建
設
さ
れ
た
シ
ン
ル
リ
へ
向
か
う
道
路
を
南
下
す
る
。
ネ
パ
ー
ル
南

部
を
占
め
る
タ
ラ
イ
平
原
は
、
海
抜
が
2
0
0
〜
1
0
0
ｍ
に
も
な

り
、
一
気
に
高
度
を
下
げ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
気
温
は

度
以
上
に
も
な
り
、
徐
々
に
熱
帯
の
様
相
を
呈
し
て
い
く
。
こ
の

30地
域
は
イ
ン
ド
と
陸
続
き
で
あ
り
、
文
化
や
言
語
ま
で
イ
ン
ド
の
強

い
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ネ
パ
ー
ル
が
王
政
を
廃
止
し

た
こ
と
に
伴
っ
て
続
い
て
い
た
ネ
パ
ー
ル
憲
法
制
定
の
議
論
で
は
、

タ
ラ
イ
の
自
治
権
な
ど
を
求
め
た
対
立
が
発
生
し
て
い
た
。
遠
征
当

時
、
ネ
パ
ー
ル
暫
定
政
権
が
、
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
憲
法
制

定
を
最
優
先
し
た
こ
と
で
双
方
の
対
立
が
激
化
し
、
タ
ラ
イ
地
域
が

ゼ
ネ
ラ
ル
・
ス
ト
ラ
イ
キ
を
起
こ
し
て
お
り
、
日
中
の
行
動
が
厳
し

く
制
限
さ
れ
て
い
て
、
昼
間
は
安
全
な
通
行
が
で
き
な
い
状
態
だ
っ

た
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
タ
ラ
イ
を
通
過
す
る
車
は
す
べ
て
深
夜
に

一
ヶ
所
に
集
合
し
、
武
装
し
た
警
察
の
先
導
と
護
衛
の
下
、
夜
間
走

行
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
護
衛
付
き
の
夜
間
走
行
は
、

す
べ
て
の
道
路
の
分
岐
点
や
家
屋
の
前
に
物
々
し
く
武
装
し
た
警
察

が
立
ち
、
厳
戒
態
勢
が
布
か
れ
て
お
り
、
事
態
の
深
刻
さ
を
目
の
当

た
り
に
し
た
。
こ
う
し
て
タ
ラ
イ
平
原
を
抜
け
た
の
ち
、
有
数
の
お

茶
の
産
地
・
イ
ラ
ム
地
方
に
向
け
て
高
度
を
上
げ
て
い
く
。
熱
帯
の

湿
地
か
ら
一
転
、山
々
の
稜
線
に
お
茶
畑
が
広
が
る
エ
リ
ア
に
出
る
。

こ
こ
か
ら
山
の
登
り
降
り
を
繰
り
返
し
、
タ
プ
レ
ジ
ェ
ン
の
町
に
着

く
。こ

の
タ
プ
レ
ジ
ェ
ン
か
ら
ポ
ー
タ
ー
を
雇
い
、
集
落
と
し
て
最
後

と
な
る
ロ
ー
ナ
ク
ま
で
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
と
な
る
。
標
高
1
7
0
0
ｍ

の
タ
プ
レ
ジ
ェ
ン
か
ら
1
2
0
0
ｍ
地
点
を
通
り
、
4
7
0
0
ｍ
の

ロ
ー
ナ
ク
を
目
指
す
。
ま
ず
山
稜
に
あ
る
タ
プ
レ
ジ
ェ
ン
の
町
か

ら
、谷
底
の
集
落
ミ
ト
ゥ
ル
ン
へ
下
っ
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

こ
こ
か
ら
渓
谷
沿
い
を
登
っ
て
い
き
、
チ
ル
ワ
の
集
落
、
日
本
人
が

ジャネⅡ峰初登頂・全員登頂
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初
め
て
キ
ャ
ン
プ
地
と
し
た
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
付
い
た
ジ
ャ
パ
ン

タ
ー
ル
ま
で
、
渓
谷
の
底
を
進
む
。
続
い
て
ル
ー
ト
は
山
腹
の
ア
ム

ジ
ラ
ッ
サ
へ
登
っ
て
い
き
、
大
き
な
滝
の
横
に
た
た
ず
む
ギ
ャ
ブ
ラ

を
通
っ
て
、
こ
の
エ
リ
ア
最
大
の
集
落
・
グ
ン
サ
で
高
度
順
化
の
た

め
に
1
日
の
休
養
日
を
挟
む
。

こ
こ
で
標
高
3
7
0
0
ｍ
ほ
ど
と
な
り
、
富
士
山
の
頂
上
に
近
く

な
る
。
ネ
パ
ー
ル
で
は
驚
く
こ
と
で
も
な
い
が
、
富
士
山
の
頂
上
付

近
と
同
じ
標
高
で
あ
り
な
が
ら
、
木
々
が
生
い
茂
り
、
さ
ら
に
高
い

所
か
ら
滝
が
落
ち
る
風
景
に
一
同
は
圧
倒
さ
れ
た
。
順
化
の
た
め
の

滞
在
を
挟
ん
で
行
動
を
再
開
し
、
4
0
0
0
ｍ
を
超
え
た
カ
ン
バ

チ
ェ
ン
で
は
、
ジ
ャ
ヌ
ー
（
現
・
ク
ン
バ
カ
ル
ナ
）
の
雄
姿
に
感
動
。

最
後
の
放
牧
小
屋
が
立
つ
ロ
ー
ナ
ク
に
着
く
。
こ
こ
ま
で
高
度
順
化

を
含
め
て
9
日
間
か
か
っ
た
が
、
低
い
所
か
ら
徐
々
に
高
度
を
上
げ

て
い
く
の
で
、
順
化
に
は
最
適
で
あ
る
。
し
か
し
行
程
が
長
く
、
体

調
を
崩
し
て
し
ま
う
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
で
い
た
。

ロ
ー
ナ
ク
か
ら
は
キ
ャ
ン
プ
を
設
け
つ
つ
、
山
頂
を
目
指
す
。

我
々
は
途
中
に
、
2
座
攻
撃
の
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン

プ
と
、
そ
の
中
間
に
設
け
た
中
継
キ
ャ
ン
プ
、
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
ア
タ
ッ

ク
用
の
キ
ャ
ン
プ
の
計
4
キ
ャ
ン
プ
を
建
設
し
た
。
ロ
ー
ナ
ク
・

ピ
ー
ク
↓
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
の
順
に
登
り
、
ロ
ー
ナ
ク
・
ピ
ー
ク
敗
退
後

に
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
入
る
と
い
う
手
順
を
踏
ん
だ
。

学
生
部
登
山
隊
の
原
則
と
し
て
、
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
以
降
は
ガ
イ
ド

ら
の
手
を
借
り
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ベ
ー
ス

キ
ャ
ン
プ
以
降
は
学
生
の
手
で
荷
上
げ
し
て
キ
ャ
ン
プ
を
建
設
し
、

頂
上
に
立
っ
た
。

ロ
ー
ナ
ク
・
ピ
ー
ク
は
ロ
ー
ナ
ク
氷
河
内
を
進
み
、途
中
で
ブ
ロ
ー

ク
ン
氷
河
に
分
岐
し
て
い
く
。
そ
の
ブ
ロ
ー
ク
ン
氷
河
内
に
ベ
ー
ス

キ
ャ
ン
プ
を
設
置
し
た
。
そ
こ
は
青
学
ア
ウ
ト
ラ
イ
ア
ー
登
山
隊
が

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
設
け
た
所
で
あ
り
、
そ
の
名
残
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
こ
か
ら
ロ
ー
ナ
ク
・
ピ
ー
ク
頂
上
往
復
の
ア
タ
ッ
ク

に
挑
む
計
画
と
な
っ
て
い
た
。
予
定
し
た
ル
ー
ト
を
通
っ
て
頂
上
直

下
ま
で
行
っ
た
が
、
そ
こ
ま
で
の
道
も
岩
が
脆
く
、
特
に
頂
上
直
下

数
ｍ
の
壁
は
崩
壊
が
顕
著
で
、
や
む
な
く
敗
退
と
い
う
決
断
と
な
っ

た
。
岩
壁
通
過
の
手
段
を
何
度
も
検
討
し
た
が
、
安
全
を
考
え
、
限

ら
れ
た
日
数
を
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
に
使
う
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
こ
と

も
、
決
断
を
支
え
た
。

ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
は
ロ
ー
ナ
ク
氷
河
を
北
へ
進
み
、
ロ
ー
ナ
ク
・
ピ
ー

ク
へ
の
ル
ー
ト
と
し
た
ブ
ロ
ー
ク
ン
氷
河
の
谷
の
入
り
口
を
右
手
に

見
な
が
ら
、
さ
ら
に
奥
へ
と
進
む
。
氷
河
が
二
股
に
分
か
れ
る
所
で

中
間
キ
ャ
ン
プ
を
張
り
、こ
こ
を
起
点
に
ロ
ー
ナ
ク
・
ピ
ー
ク
と
ジ
ャ

ネ
Ⅱ
峰
の
両
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
へ
と
向
か
っ
た
。
Chijim
a（
チ
ジ

マ
）
峰
を
境
目
に
二
股
に
分
か
れ
る
氷
河
の
左
手
を
進
む
と
、
か
つ
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西ネパールの未踏峰・アイチェン峰初登頂

161

アイチェン峰(左)アタックのため 5900m付近を行く隊員たち

キャラバン・ルート概念図

西
ネ
パ
ー
ル
の
未
踏
峰
・
ア
イ
チ
ェ
ン
峰
初
登
頂



162

アイチェン峰の初登頂成功を喜ぶ隊員たち

無事ベースキャンプに下山、記念写真に収まる登山隊一同



ジャネⅡ峰初登頂・全員登頂

163

ジャネⅡ峰頂上直下の雪壁を登る

頂上の肩にあたるプラトーから見たジャネⅡ峰

ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
初
登
頂
・
全
員
登
頂



164

ジャネⅡ峰山頂から南側のパノラマ。左の巨峰はカンチェンジュンガ、中央奥はクンバ カルナ(ジャヌー）



ジャネⅡ峰初登頂・全員登頂

165

ジャネⅡ峰山頂から南側のパノラマ。左の巨峰はカンチェンジュンガ、中央奥はクンバ カルナ(ジャヌー）



166

ジャネⅡ峰の全員初登頂を祝う隊員たち



アピ南面から北面に転進、初登ルートを登頂

167

雪が少なく、危険性が高いため断念したアピ南西壁

未踏の氷河を下り終えて振り返り見た東稜上のコル方面

ア
ピ
南
面
か
ら
北
面
に
転
進
、
初
登
ル
ー
ト
を
登
頂



168

南面から北面に転進した登山隊の行程図。グーグルアースより



アピ南面から北面に転進、初登ルートを登頂

169

南面から北面に転進した登山隊の行程図。グーグルアースより



170

北面から見上げたアピ。雪煙を上げているのが山頂

アピ山頂で登頂成功を喜ぶ隊員たち



念青唐古拉西山群・バダリ峰試登、タリ峰初登頂

171

第1キャンプ付近から見たタリ峰(6330m、左)とバダリ峰(6516m、右)

バダリ峰、タリ峰登山ルート図

念青唐古拉西山群・バダリ峰試登、タリ峰初登頂



172

登山ルート。ＴＢＣ右岸の稜線 5520mからバダ谷を望む

タリ峰頂上から見たバダリ主峰と断念した南西稜



念青唐古拉西山群・バダリ峰試登、タリ峰初登頂

173

表-1 念青唐古拉西山群・主要ピークリスト



174

表-2 念青唐古拉西山群・登山隊記録



念青唐古拉西山群・バダリ峰試登、タリ峰初登頂

175

念青唐古拉西山群の知られざる山々

NW-140 6400m Xabu (NW-144) 6340m



176

念青唐古拉西山群の知られざる山々

Suoge (NW-135) 6366m Kyama Ri (NW-154) 6318m

Gangrakung (NW-153) 6260m NW-68 6214m 



て
の
チ
ベ
ッ
ト
と
の
交
易
路
・
チ
ャ
ブ
ク
峠
へ
と
通
じ
て
い
る
。
対

し
て
右
手
に
向
か
う
と
チ
ジ
マ
氷
河
と
な
り
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ア
ー
本

峰
と
ラ
シ
ャ
ー
ル
Ⅱ
峰
の
間
に
突
き
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
は
行

か
ず
、
ラ
シ
ャ
ー
ル
Ⅱ
峰
の
手
前
の
氷
河
に
入
る
と
、
そ
の
正
面
に

ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
は
こ
の
氷
河
の
谷
の
尾
根
一
つ
手
前
の
氷
河
湖

か
ら
流
れ
る
川
の
ほ
と
り
に
設
営
し
、
ア
タ
ッ
ク
・
キ
ャ
ン
プ
を
氷

河
末
端
に
置
い
た
。
こ
の
ア
タ
ッ
ク
・
キ
ャ
ン
プ
か
ら
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰

に
ア
タ
ッ
ク
し
、
初
登
頂
へ
と
至
っ
た
の
で
あ
る
。
標
高
は
ネ
パ
ー

ル
政
府
発
表
で
6
3
1
8
ｍ
。
手
元
の
高
度
計
で
も
標
高
は
誤
差
の

範
囲
で
あ
り
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の
地
点
と
高
度
も
頂
上
を
示
す
数
値
と
な
っ

た
。
頂
上
は
狭
く
、
全
員
が
立
つ
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
は
十
分
で
は
な

か
っ
た
。
北
側
は
切
れ
落
ち
て
、
眼
下
に
は
チ
ベ
ッ
ト
の
荒
涼
と
し

た
台
地
が
広
が
る
。
東
西
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ラ
シ
ャ
ー
ル
Ⅰ
峰
と
ジ
ャ

ネ
Ⅰ
峰
が
そ
び
え
、
南
に
は
登
頂
し
た
ル
ー
ト
と
、
そ
の
奥
に
は
雄

大
な
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
が
鎮
座
し
て
い
た
。
か
く
し
て
学
生
部

ネ
パ
ー
ル
東
部
登
山
隊
2
0
1
5
は
、
2
0
1
5
年

月
4
日

時

10

12

分
、
隊
員
6
人
全
員
で
頂
上
を
踏
ん
だ
の
で
あ
る
。

05
復
路
は
往
路
と
同
じ
ル
ー
ト
を
た
ど
っ
た
が
、
高
度
を
下
げ
て
い

く
た
め
に
体
の
負
担
が
減
り
、
登
頂
し
た
喜
び
も
相
ま
っ
て
ス
ム
ー

ズ
に
進
ん
だ
。
し
か
し
、
最
後
の
バ
ス
輸
送
で
は
、
長
く
続
く
ゼ
ネ

ラ
ル
・
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
っ
て
輸
入
品
の
自
動
車
燃
料
が
枯
渇
し
、

バ
ス
を
乗
り
換
え
る
な
ど
困
難
を
強
い
ら
れ
た
。

謝

辞

こ
の
登
山
隊
は
学
生
の
力
で
登
山
を
計
画
し
、
実
行
し
、
成
功
さ

せ
る
と
い
う
前
提
の
下
、
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
の
初
登
頂
を
達
成
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
学
生
隊
の
成
果
は
、
登
山
隊
の
裏

側
で
様
々
な
先
輩
方
の
ご
支
援
が
あ
っ
た
こ
と
で
な
さ
れ
た
も
の
で

す
。
学
生
の
登
山
隊
の
挑
戦
を
、
様
々
な
形
で
ご
支
援
く
だ
さ
っ
た

山
の
諸
先
輩
方
、
企
業
・
大
学
の
方
々
に
、
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
こ
こ
で
得
た
経
験
は
、
日
本
山
岳
会
学
生
部
や
各
所
属
の
山

岳
部
で
蓄
積
さ
れ
、
将
来
の
登
山
に
向
け
て
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま

す
。
ま
た
、
そ
う
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
次
世
代

の
学
生
や
我
々
自
身
の
今
後
の
活
動
で
、
そ
れ
が
示
し
て
い
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
ま
た
い
つ
か
、
学
生
が
海
外
登
山
と
い
う
夢
に
向

か
っ
て
羽
ば
た
い
て
く
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。（

真
下
孝
典
)

念青唐古拉西山群・バダリ峰試登、タリ峰初登頂
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[記
録
]ア

ピ
南
面
か
ら
北
面
に
転
進
、
初
登
ル
ー
ト
を
登
頂

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

Ａ
Ｐ
Ｉ

Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

2
0
1
5

2
0
1
1
年
秋
、
チ
ベ
ッ
ト
に
あ
る
ナ
ム
ナ
ニ
（
7
6
9
4
ｍ
）

の
未
踏
の
南
面
か
ら
山
頂
に
立
っ
た
。
北
側
は
荒
涼
と
し
た
チ

ベ
ッ
ト
平
原
が
広
が
り
、
南
西
に
は
2
0
0
8
年
に
登
頂
し
た
カ

メ
ッ
ト
（
7
7
5
6
ｍ
）
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
、

南
に
は
ア
ピ
（
7
1
3
2
ｍ
）
や
サ
イ
パ
ル
（
7
0
4
0
ｍ
）
と
い
っ

た
西
ネ
パ
ー
ル
の
山
々
が
連
な
っ
て
い
た
。
願
わ
く
ば
、
西
ネ
パ
ー

ル
か
ら
カ
イ
ラ
ス
へ
の
巡
礼
路
を
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
し
な
が
ら
入
蔵

し
、
ナ
ム
ナ
ニ
登
山
を
遂
行
し
た
か
っ
た
が
、
Ｃ
Ｔ
Ｍ
Ａ
（
中
国
チ

ベ
ッ
ト
登
山
協
会
）
か
ら
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
西
ネ
パ
ー

ル
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
は
あ
き
ら
め
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
か

ら
、
西
ネ
パ
ー
ル
へ
は
自
然
な
流
れ
で
遠
征
が
計
画
さ
れ
、
照
準
を

ア
ピ
の
未
踏
の
南
西
壁
に
す
る
の
に
も
、
大
し
た
時
間
は
か
か
ら
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
2
人
の
若
手
ク
ラ
イ
マ
ー
と
ど
ん
な
登
山
が
で

き
る
の
か
、
期
待
を
胸
に
ネ
パ
ー
ル
へ
と
旅
立
っ
た
。

結
局
、
今
回
の
遠
征
は
当
初
の
予
定
か
ら
ル
ー
ト
変
更
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
い
っ
た
ん
は
登
頂
を
断
念
し
か
け
た
が
、
で
き
る
限
り
の

冒
険
と
山
頂
へ
の
ル
ー
ト
を
模
索
し
た
。
そ
の
結
果
、
未
踏
の
氷
河

を
下
り
、
試
登
を
繰
り
返
し
、
初
登
頂
時
を
彷
彿
さ
せ
る
探
検
的
な

登
山
を
味
わ
え
る
貴
重
な
経
験
と
な
っ
た
。

い
か
な
る
ル
ー
ト
で
も
山
頂
へ
の
チ
ャ
ン
ス
は
わ
ず
か
で
、
今
回

山
頂
に
立
っ
た
か
ら
こ
そ
見
え
た
多
く
の
山
々
は
、
今
後
の
若
手
ク

ラ
イ
マ
ー
た
ち
の
目
標
と
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

（
平
出
和
也
)
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【
隊
員
】

平
出

和
也
（
東
海
大
学
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
）

中
島

健
郎
（
関
西
学
院
大
学
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
）

三
戸
呂

拓
也
（
明
治
大
学
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
）

【
遠
征
期
間
】

2
0
1
5
年
9
月

日
〜

月

日

27

10

31

【
行
動
概
要
】

9
月

日
30

カ
ト
マ
ン
ズ
・
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
（

：

〜

：

）

14

05

15

45

月
1
日
（
晴
）

10A
taria（

：

〜

：

)〜
Gokuleshw
ar（

：

）

9

10

10

10

20

00

月
2
日
（
晴
）

10Gokuleshw
ar（

：

)〜
Lattinath（

：

）

10

20

12

40

月
3
日
（
晴
）

10Lattinath（

：

)〜
Gunsa（

：

）

7

40

18

05

月
4
日
（
晴
）

10Gunsa（

：

)〜
K
hayekot（

：

）

7

50

13

40

月
5
日
（
晴
の
ち
曇
）

10K
haiekot（

：

)〜
D
hauloO
dar（

：

）

7

40

16

20

月
6
日
（
晴
の
ち
曇
）

10D
hauloO
dar（

：

）
南
側
Ｂ
Ｃ
（

：

〜

：

)〜
4
2
8

7

30

9

15

14

00

0
ｍ
（

：

〜

：

)〜
南
側
Ｂ
Ｃ
（

：

）

15

00

16

00

17

00

月
7
日
（
晴
）

10南
側
Ｂ
Ｃ
（

：

)〜
4
3
0
0
ｍ
（

：

〜

：

)〜
南
側

6

30

10

00

11

00

Ｂ
Ｃ
（

：

）

13

45

こ
の
日
は
南
西
壁
を
偵
察
。
Ｂ
Ｃ
か
ら
ア
ピ
の
左
へ
回
り
、
南
西

壁
に
近
づ
く
。
道
は
広
い
河
原
か
ら
草
原
に
な
り
、
い
つ
し
か
氷
河

に
乗
っ
て
モ
レ
ー
ン
上
を
歩
い
て
い
た
。
南
西
壁
は
予
想
以
上
に
雪

が
少
な
く
、
ど
の
ル
ー
ト
も
下
部
は
岩
登
り
と
な
り
そ
う
。
行
け
る

可
能
性
が
あ
る
と
踏
ん
で
い
た
い
く
つ
か
の
ル
ー
ト
は
、
左
に
回
り

込
む
に
つ
れ
様
々
な
理
由
で
一
つ
一
つ
希
望
を
潰
さ
れ
て
い
く
。
そ

れ
で
も
可
能
性
の
あ
る
ル
ー
ト
を
つ
な
げ
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
く

が
、
ど
の
ル
ー
ト
も
落
石
や
セ
ラ
ッ
ク
崩
壊
の
危
険
が
ぬ
ぐ
い
切
れ

ず
、
一
同
表
情
が
す
ぐ
れ
な
い
。
そ
の
ま
ま
モ
レ
ー
ン
の
ど
ん
つ
き

ま
で
来
て
し
ま
い
、
し
ば
ら
く
南
西
壁
を
見
上
げ
て
立
ち
尽
く
す
。

下
山
直
前
に
1
本
の
ル
ー
ト
に
な
ん
と
か
可
能
性
を
残
す
が
、
現
実

的
な
ル
ー
ト
と
は
言
い
難
く
、
南
西
壁
か
ら
の
登
頂
に
暗
雲
が
立
ち

込
め
て
い
た
。
明
日
か
ら
は
東
稜
に
上
が
る
ま
で
、
高
度
順
応
を
兼

ね
て
偵
察
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

月
8
日
（
晴
の
ち
曇
）

10南
側
Ｂ
Ｃ
（

：

)〜
5
2
0
0
ｍ
（

：

）

8

00

14

30

食
料
は
4
泊
分
用
意
し
た
。
Ｂ
Ｃ
す
ぐ
横
の
橋
で
川
の
左
岸
へ
。

アピ南面から北面に転進、初登ルートを登頂
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間
も
な
く
日
が
当
た
り
始
め
る
。
し
ば
ら
く
は
踏
み
跡
が
続
い
て
お

り
、快
適
な
ア
プ
ロ
ー
チ
。
氷
河
へ
は
手
前
か
ら
3
本
目
の
尾
根（
以

下
、
ラ
ク
ダ
の
背
）
か
ら
上
が
る
こ
と
に
。
ラ
ク
ダ
の
背
に
沿
っ
て

西
側
を
歩
く
。
基
部
か
ら
ガ
レ
場
歩
き
と
な
り
、
高
所
靴
で
は
歩
き

づ
ら
い
。
し
か
し
、
ひ
た
す
ら
登
り
な
の
で
、
標
高
が
ぐ
ん
ぐ
ん
上

が
る
。
ラ
ク
ダ
の
背
を
上
が
り
切
る
と
傾
斜
が
緩
み
、
ひ
と
安
心
す

る
。
と
こ
ろ
が
、
南
西
壁
に
次
い
で
第
2
候
補
で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア

隊
ル
ー
ト
に
目
を
や
る
と
、東
稜
へ
の
氷
河
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。

当
て
が
外
れ
、
肩
を
落
と
す
。
し
か
し
、
小
ピ
ー
ク
を
挟
ん
で
さ
ら

に
東
に
、
右
上
し
な
が
ら
東
稜
に
続
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
雪
の

残
っ
た
ル
ン
ゼ
を
発
見
。
望
み
を
懸
け
て
、
今
回
は
そ
ち
ら
を
偵
察

す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
基
部
へ
行
く
ま
で
に
は
、上
部
に
大
き
な
セ
ラ
ッ
ク
が
あ
る
。

落
石
を
避
け
な
が
ら
セ
ラ
ッ
ク
の
大
き
く
下
を
通
過
。
安
全
な
場
所

で
ヘ
ル
メ
ッ
ト
、
ハ
ー
ネ
ス
、
ロ
ー
プ
、
ア
ッ
ク
ス
、
ア
イ
ゼ
ン
を

装
着
。
ク
レ
バ
ス
を
避
け
な
が
ら
氷
河
の
中
で
標
高
を
上
げ
て
い

く
。
気
温
も
上
が
り
、
東
稜
か
ら
は
頻
繁
に
落
石
が
あ
る
。
エ
ベ
レ

ス
ト
の
ア
イ
ス
・
フ
ォ
ー
ル
の
よ
う
な
ス
ノ
ー
・
ブ
リ
ッ
ジ
を
通
過

し
、右
上
し
て
ル
ン
ゼ
基
部
へ
。
そ
こ
は
広
い
雪
原
に
な
っ
て
い
た
。

落
石
の
危
険
が
少
な
そ
う
な
場
所
に
テ
ン
ト
を
設
営
。
行
動
中
、
明

日
登
ろ
う
と
し
て
い
る
ル
ン
ゼ
で
大
き
な
落
石
が
あ
っ
た
。
あ
ま
り

気
温
が
上
が
ら
な
い
う
ち
に
、
あ
そ
こ
を
通
過
す
る
必
要
を
確
認
す

る
。夕

日
の
当
た
る
ア
ピ
は
美
し
か
っ
た
。
テ
ン
ト
を
張
り
終
え
た
こ

ろ
か
ら
ガ
ス
が
出
始
め
、
一
時
周
り
は
何
も
見
え
な
く
な
る
。
近
く

で
響
く
落
石
の
音
が
恐
ろ
し
い
。
そ
の
日
の
晩
は
、
雪
の
上
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
か
寒
か
っ
た
。
自
分
た
ち
の
立
て
る
音
以
外
、
落
石

と
風
し
か
音
の
な
い
夜
。
遠
征
に
来
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

月
9
日
（
晴
一
時
曇
）

105
2
0
0
ｍ
（

：

)〜
東
稜
上
の
コ
ル
（

：

)〜
5
5
5
0

6

15

8

15

ｍ
（

：

）

10

30

宿
泊
地
は
ま
だ
標
高
も
低
く
、
高
度
障
害
は
軽
い
。
ゴ
ミ
と
ガ

ス
・
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
を
デ
ポ
し
て
出
発
。
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
は
出
発
時

に
は
不
要
と
な
る
。
ル
ン
ゼ
か
ら
流
れ
落
ち
た
雪
や
小
石
が
固
く
締

ま
っ
た
斜
面
を
素
早
く
通
過
。
ガ
リ
ガ
リ
の
雪
面
に
緊
張
が
走
る
。

ル
ン
ゼ
の
入
り
口
か
ら
ス
タ
カ
ッ
ト
。
ト
ッ
プ
の
中
島
を
平
出
が
確

保
。
セ
カ
ン
ド
の
平
出
が
中
島
に
追
い
つ
い
た
ら
も
う
1
本
の
ロ
ー

プ
を
固
定
。
そ
の
ロ
ー
プ
で
三
戸
呂
が
ア
ッ
セ
ン
シ
ョ
ン
。
そ
の
間

に
中
島
は
さ
ら
に
ロ
ー
プ
を
延
ば
す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
3
ピ
ッ
チ

（
以
下
、
Ｐ
と
記
す
）
登
る
。
1
Ｐ
目
終
了
点
の
岩
陰
に
残
置
ハ
ー
ケ

ン
が
あ
っ
た
。

3
Ｐ
目
よ
り
先
は
単
純
な
雪
面
登
高
と
な
っ
た
た
め
、

ｍ
ロ
ー

50
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プ
2
本
を
目
一
杯
延
ば
し
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
取
り
な
が
ら
コ
ン
テ
ィ

ニ
ュ
ア
ス
で
一
斉
に
進
む
。
雪
面
は
基
本
的
に
硬
く
、
表
面
を
削
っ

た
下
の
氷
に
ア
イ
ス
・
ス
ク
リ
ュ
ー
で
支
点
を
取
っ
た
。
途
中
、
湿

気
の
な
い
さ
ら
さ
ら
の
雪
面
に
は
ス
ノ
ー
バ
ー
を
使
用
。
早
い
時
間

に
稜
線
の
コ
ル
に
到
着
。
ま
だ
日
が
当
た
ら
ず
寒
い
。
稜
線
か
ら
は

チ
ベ
ッ
ト
側
が
見
え
、
平
出
は
過
去
に
登
っ
た
ナ
ム
ナ
ニ
に
思
い
を

馳
せ
て
い
た
。

コ
ル
か
ら
東
に
一
段
高
い
丘
を
目
指
し
、
さ
ら
に
ロ
ー
プ
を
延
ば

す
。
雪
面
の
中
を
進
む
中
島
と
、
丘
か
ら
今
に
も
出
て
き
そ
う
な
太

陽
の
光
の
組
み
合
わ
せ
が
美
し
い
。
こ
の
斜
面
も
最
初
の
シ
ス
テ
ム

3
Ｐ
で
越
え
る
。
上
部
に
出
る
と
雪
の
丘
は
広
く
、
目
の
前
に
ナ
ン

パ
が
高
く
そ
び
え
て
い
る
。
ク
レ
バ
ス
に
注
意
し
な
が
ら
テ
ン
ト
を

設
営
し
、
防
寒
対
策
で
、
近
く
か
ら
砂
利
石
を
集
め
て
テ
ン
ト
の
下

に
敷
き
詰
め
る
。
テ
ン
ト
に
入
っ
て
落
ち
着
く
と
、
ま
だ
午
前
中

だ
っ
た
。

東
稜
か
ら
の
ア
ピ
登
頂
の
可
能
性
を
探
っ
て
こ
こ
ま
で
来
た
が
、

イ
タ
リ
ア
隊
ル
ー
ト
は
雪
が
つ
な
が
っ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
現

在
地
と
ア
ピ
を
隔
て
る
小
ピ
ー
ク
は
、
安
全
に
登
攀
で
き
る
可
能
性

が
極
め
て
低
い
。
落
胆
ム
ー
ド
が
漂
う
が
、
い
っ
た
ん
忘
れ
て
思
い

切
り
昼
寝
。
も
う
こ
の
偵
察
の
目
的
は
果
た
し
た
の
で
、
明
日
は
早

い
う
ち
に
ル
ン
ゼ
を
下
り
、
Ｂ
Ｃ
へ
戻
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
就

寝
前
、
一
つ
の
新
た
な
可
能
性
を
話
し
合
う
。
そ
れ
は
、
東
稜
の
コ

ル
か
ら
北
側
の
氷
河
を
下
り
、
北
側
の
い
ず
れ
か
の
尾
根
か
ら
の
ア

ピ
登
頂
。
コ
ル
か
ら
の
氷
河
が
下
れ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
、明
日
、

下
山
す
る
前
に
偵
察
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。

月

日
（
晴
の
ち
曇
）

10

10

5
5
5
0
ｍ
（

：

)〜
東
稜
上
の
コ
ル
（

：

)〜
5
2
5
0

5

50

7

15

ｍ
（

：

〜

：

)〜
南
側
Ｂ
Ｃ
（

：

）

8

30

8

45

12

15

砂
利
を
敷
き
詰
め
た
甲
斐
あ
っ
て
夜
は
暖
か
く
、
良
く
眠
れ
た
。

ク
ッ
キ
ー
と
お
茶
を
胃
に
詰
め
込
ん
で
出
発
。
日
が
出
る
ま
で
は
寒

く
、
ダ
ウ
ン
・
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着
て
行
動
。
3
回
の
懸
垂
下
降
（
最

後
の
1
人
は
ク
ラ
イ
ム
・
ダ
ウ
ン
）
で
コ
ル
に
下
り
る
。
空
荷
で
稜

線
の
北
側
を
偵
察
す
る
と
、
少
な
く
と
も
5
2
0
0
ｍ
前
後
の
プ
ラ

ト
ー
に
は
下
り
ら
れ
そ
う
な
こ
と
を
確
認
。
コ
ル
に
戻
っ
て
食
料
、

ガ
ス
・
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
を
デ
ポ
す
る
。
コ
ル
か
ら
1
日
目
の
テ
ン
ト

場
に
は
、
先
ほ
ど
の
パ
タ
ー
ン
を
6
Ｐ
繰
り
返
し
て
下
る
。
最
後
の

2
Ｐ
は
ハ
ー
ケ
ン
1
本
で
3
人
と
も
懸
垂
下
降
し
た
。
そ
こ
か
ら

は
、
ク
ラ
イ
ム
・
ダ
ウ
ン
で
初
日
の
幕
営
地
に
到
着
。

デ
ポ
の
回
収
、衣
類
調
整
を
済
ま
せ
、速
や
か
に
下
り
出
す
。
登
っ

て
来
た
ル
ー
ト
か
ら
は
下
り
ず
、
ク
レ
バ
ス
帯
と
セ
ラ
ッ
ク
を
東
側

か
ら
遠
巻
き
に
回
避
し
て
、
ラ
ク
ダ
の
背
の
上
に
出
る
。
ラ
ク
ダ
の

背
か
ら
は
往
路
を
下
る
。
途
中
、
ア
ピ
南
面
の
山
頂
直
下
で
大
き
な

アピ南面から北面に転進、初登ルートを登頂
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雪
崩
が
発
生
。
あ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
は
久
し
ぶ
り
に
見
た
。
会
話

は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
出
来
事
が
我
々
の
南
西
壁
へ
の
心
を
完
全
に

折
っ
た
と
思
う
。
ラ
ク
ダ
の
背
を
下
り
切
っ
た
所
で
荷
物
を
整
理
し

て
歩
き
出
す
が
、
安
全
地
帯
に
下
り
て
疲
れ
が
出
た
の
か
、
Ｂ
Ｃ
が

や
た
ら
と
遠
く
感
じ
た
。
お
昼
ど
き
に
Ｂ
Ｃ
到
着
。
軽
く
荷
物
整
理

を
し
て
昼
食
。
間
も
な
く
Ｂ
Ｃ
は
ガ
ス
に
包
ま
れ
、
そ
の
後
も
曇

り
っ
ぱ
な
し
で
あ
っ
た
。

月

〜

日

10

11

15

南
側
Ｂ
Ｃ
停
滞

休
養
兼
天
気
待
ち
。
こ
の
間
に
ル
ー
ト
に
つ
い
て
話
す
。
南
西
壁

は
危
険
が
大
き
過
ぎ
る
た
め
断
念
。
東
稜
の
コ
ル
か
ら
未
踏
と
思
わ

れ
る
氷
河
を
下
り
北
側
へ
転
進
、
北
側
に
延
び
る
い
ず
れ
か
の
尾
根

か
ら
頂
上
を
目
指
す
こ
と
を
決
定
す
る
。

月

日
（
晴
の
ち
曇
の
ち
霧
一
時
雪
）

10

16

南
側
Ｂ
Ｃ
（

：

)〜
5
2
0
0
ｍ
【
Ｃ
1
】（

：

）

8

40

15

30

プ
ジ
ャ
（
安
全
祈
願
の
祭
壇
）
に
手
を
合
わ
せ
出
発
。
食
料
が
増

え
た
分
、
ザ
ッ
ク
が
ず
っ
し
り
と
重
た
い
。
風
も
な
く
暖
か
い
。
そ

れ
な
り
に
早
い
ペ
ー
ス
だ
が
、
順
化
が
で
き
た
か
ら
か
息
切
れ
し
な

い
。
ラ
ク
ダ
の
背
の
上
部
に
は
、
昨
日
の
積
雪
が
残
っ
て
い
る
。
空

に
は
徐
々
に
雲
が
増
え
て
い
き
、
ラ
ク
ダ
の
背
を
越
え
る
こ
ろ
に
は

東
稜
が
全
く
見
え
な
く
な
る
。
積
雪
で
景
色
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と

も
あ
り
少
々
右
往
左
往
す
る
が
、
無
事
ク
ラ
ン
ポ
ン
・
ポ
イ
ン
ト
に

到
着
。
装
備
を
整
え
、前
回
よ
り
開
い
た
ク
レ
バ
ス
帯
を
通
過
す
る
。

プ
ラ
ト
ー
に
出
る
が
、
視
界
不
良
で
前
回
の
テ
ン
ト
場
が
分
か
ら
な

い
。
新
た
に
整
地
し
、
テ
ン
ト
を
設
営
。
そ
の
間
に
周
り
は
完
全
に

霧
に
包
ま
れ
、
そ
の
後
1
時
間
ほ
ど
の
降
雪
が
あ
る
。

月

日
（
快
晴
の
ち
晴
）

10

17

5
2
0
0
ｍ
【
Ｃ
1
】（

：

)〜
東
稜
上
の
コ
ル
（

：

)〜
プ

5

30

7

10

ラ
ト
ー
（

：

)〜
氷
河
末
端
（

：

)〜
半
壊
カ
ル
カ
【
Ｃ
2
】

9

00

11

00

（

：

）

14

40
出
発
時
間
が
早
い
こ
と
も
あ
る
が
、朝
は
前
回
よ
り
か
な
り
寒
い
。

ロ
ー
プ
を
つ
け
て
出
発
し
、
ル
ン
ゼ
の
手
前
か
ら
ス
タ
カ
ッ
ト
。
2

Ｐ
で
ル
ン
ゼ
を
越
え
、
そ
の
後
は
雪
面
を
コ
ン
テ
ィ
ニ
ュ
ア
ス
で
ひ

た
す
ら
上
が
る
。
雪
質
は
前
回
と
変
わ
ら
な
い
。
ア
イ
ゼ
ン
が
良
く

効
き
、
早
い
時
間
に
コ
ル
に
到
着
し
て
北
側
の
氷
河
に
入
る
。

序
盤
は
傾
斜
が
緩
く
ラ
ッ
セ
ル
を
要
す
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
徐
々

に
傾
斜
は
増
し
、
氷
の
硬
さ
も
一
定
し
な
い
。
ダ
ブ
ル
・
ア
ッ
ク
ス

で
の
ク
ラ
イ
ム
・
ダ
ウ
ン
に
切
り
替
え
、
中
間
支
点
を
取
り
な
が
ら

下
っ
て
い
く
。
2
時
間
の
下
降
で
5
2
0
0
ｍ
の
プ
ラ
ト
ー
に
下
り

立
つ
が
、
こ
こ
か
ら
は
ク
レ
バ
ス
の
巣
に
突
入
す
る
た
め
、
さ
ら
に

緊
張
感
が
必
要
に
な
る
。〝
ク
レ
バ
ス
に
落
ち
る
前
提
〞
の
態
勢
を

整
え
て
歩
き
出
す
。
事
前
の
情
報
か
ら
、
よ
り
安
全
と
思
わ
れ
る
左
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岸
沿
い
を
歩
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
氷
河
は
思
っ
た
以
上
に
荒
れ

て
お
り
、
な
か
な
か
思
い
ど
お
り
に
進
め
な
い
。
も
ろ
そ
う
な
ス

ノ
ー
・
ブ
リ
ッ
ジ
の
通
過
や
ク
レ
バ
ス
を
飛
び
越
え
る
動
作
を
繰
り

返
し
、
何
度
も
来
た
道
を
戻
り
な
が
ら
少
し
ず
つ
距
離
を
延
ば
す
。

時
前
か
ら
日
が
当
た
り
出
し
、
氷
河
の
中
は
急
激
に
温
度
が
上

10
が
る
。
す
ぐ
隣
で
氷
河
が
動
く
「
ド
ス
ン
」
と
い
う
大
き
な
音
が
何

度
も
響
き
、
危
険
地
帯
に
い
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
。
上
に
は

氷
の
塊
を
吐
き
出
し
た
ば
か
り
の
懸
垂
氷
河
が
垂
れ
落
ち
て
お
り
、

ま
る
で
化
物
が
大
き
な
口
を
開
け
て
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
よ
う
だ
っ

た
。
途
中
で
懸
垂
下
降
を

ｍ
1
Ｐ
。
最
後
は
や
は
り
左
岸
沿
い
に

50

ル
ー
ト
が
つ
な
が
り
、氷
河
を
抜
け
出
し
て
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
る
。

下
か
ら
見
る
と
、
こ
こ
し
か
な
い
と
い
う
ラ
イ
ン
が
上
手
く
つ
な
げ

ら
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

重
い
足
取
り
で
ナ
ン
パ
・
コ
ー
ラ
沿
い
ま
で
下
降
す
る
と
、
遥
か

東
に
ヨ
カ
パ
ハ
ー
ド
（
6
6
4
4
ｍ
）、
そ
の
隣
に
ア
ル
パ
マ
ヨ
の
よ

う
に
整
っ
た
美
し
い
無
名
峰
が
見
え
始
め
た
。
道
は
う
っ
す
ら
と
動

物
の
踏
み
跡
が
あ
る
程
度
で
、人
が
行
き
来
し
て
い
る
痕
跡
は
な
い
。

馬
が
た
む
ろ
す
る
草
原
ま
で
下
っ
た
と
こ
ろ
で
疲
れ
が
出
て
、
ぐ
っ

た
り
と
休
憩
す
る
。
も
う
1
本
西
の
氷
河
ま
で
行
く
予
定
で
は
あ
っ

た
が
、
大
分
手
前
に
半
壊
し
た
カ
ル
カ
（
放
牧
小
屋
）
を
見
つ
け
、

本
日
の
行
動
は
そ
こ
ま
で
と
す
る
。
ア
ピ
か
ら
北
に
延
び
る
尾
根
に

日
が
沈
む
の
を
眺
め
な
が
ら
、
無
事
反
対
方
面
に
転
進
で
き
た
こ
と

を
実
感
す
る
。

月

日
（
晴
の
ち
曇
）

10

18

半
壊
カ
ル
カ
【
Ｃ
2
】（

：

)〜
氷
河
偵
察
（

：

〜

：

)

6

50

10

15

14

20

〜
Chhuagaru【
Ｃ
3
】（

：

）

14

50

重
い
体
を
起
こ
し
て
よ
ろ
よ
ろ
と
準
備
を
す
る
。
し
ば
ら
く
歩
く

と
獣
道
は
人
の
踏
み
跡
と
な
り
、
安
心
感
が
増
す
。
昨
日
か
ら
続
く

脱
水
状
態
も
手
伝
い
、
ペ
ー
ス
は
ゆ
っ
く
り
。
南
面
Ｂ
Ｃ
を
出
る
時

点
で
、
ア
タ
ッ
ク
・
ル
ー
ト
の
案
は
二
つ
。
一
つ
は
本
峰
か
ら
北
西

に
延
び
る
初
登
ル
ー
ト
、
も
う
一
つ
は
本
峰
か
ら
北
側
に
Ｙ
字
に
延

び
る
う
ち
、
西
の
尾
根
か
ら
上
が
る
ル
ー
ト
。
後
者
ル
ー
ト
の
東
の

氷
河
の
基
部
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
稜
線
に
上
が
れ
る
可

能
性
を
感
じ
た
た
め
、装
備
を
整
え
て
ア
タ
ッ
ク
に
入
る
。
し
か
し
、

4
5
0
0
ｍ
あ
た
り
で
氷
河
の
末
端
が
見
え
る
と
、
上
部
に
セ
ラ
ッ

ク
が
あ
っ
た
り
、迂
回
ル
ー
ト
が
深
い
谷
に
遮
ら
れ
て
い
た
り
し
て
、

氷
河
に
上
が
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
分
か
る
。
し
ぶ
し
ぶ
諦
め
て
元

来
た
道
を
戻
り
、
ナ
ン
パ
・
コ
ー
ラ
に
沿
っ
て
下
降
を
続
け
る
。

次
第
に
木
々
が
増
え
、
美
し
い
紅
葉
も
見
ら
れ
る
。
地
図
に
は
建

物
の
マ
ー
ク
が
点
在
し
て
い
る
が
、
建
物
ど
こ
ろ
か
人
に
は
一
切
会

わ
な
い
。
し
か
し
、
道
は
整
備
さ
れ
、
確
か
に
人
里
に
近
づ
い
て
い

る
と
い
う
実
感
は
あ
る
。
い
く
つ
目
か
の
丘
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、

アピ南面から北面に転進、初登ルートを登頂
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遠
く
の
対
岸
に
Chhuagaru
と
思
わ
れ
る
街
を
発
見
。
そ
こ
を
本

日
の
目
的
地
と
す
る
。
Chhuagaru
の
手
前
か
ら
急
激
に
道
が
立

派
に
な
り
、
通
行
人
が
何
人
も
す
れ
違
う
よ
う
に
な
る
。
街
の
直
前

の
長
い
長
い
登
り
坂
に
苦
し
め
ら
れ
た
が
、
日
が
沈
む
前
に

Chhuagaru
に
到
着
す
る
。

住
人
た
ち
は
親
切
に
我
々
を
迎
え
て
く
れ
た
。
ダ
サ
イ
ン
祭
の
た

め
D
achura
か
ら
帰
省
し
て
い
る
若
者
た
ち
は
英
語
が
達
者
で
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
困
ら
な
い
。
こ
の
村
に
は
ア
ピ
の
ト
レ
ッ

カ
ー
も
た
び
た
び
訪
れ
、
昨
年
は
ド
イ
ツ
の
ア
ピ
登
山
隊
も
来
て
い

た
と
い
う
。
国
を
股
に
か
け
て
冬
虫
夏
草
の
売
買
を
し
て
い
る
と
い

う
男
性
が
街
を
案
内
し
て
く
れ
、
彼
と
話
す
中
で
、
本
日
の
宿
や
明

日
の
ポ
ー
タ
ー
の
手
配
は
ス
ム
ー
ズ
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
。
夕

食
は
ダ
ル
バ
ー
ト
（
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
定
食
）
と
な
っ
た
が
、
人
の
手

料
理
は
実
際
よ
り
久
し
ぶ
り
に
思
え
、
美
味
で
あ
っ
た
。
3
人
と
も

信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
量
を
食
べ
、
き
っ
と
〝
日
本
人
は
よ
く
食
べ

る
人
種
〞
と
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

月

日
（
晴
）

10

19

Chhuagaru【
Ｃ
3
】（

：

)〜
北
側
Ｂ
Ｃ
【
Ｃ
4
】（

：

）

6

30

13

20

心
配
そ
う
な
面
持
ち
の
母
親
に
送
り
出
さ
れ
た
、

代
の
ポ
ー

10

タ
ー
3
名
と
と
も
に
出
発
。
序
盤
は
深
い
樹
林
の
中
を
行
く
。
彼
ら

は
ペ
ー
ス
が
早
く
、す
ぐ
汗
だ
く
に
な
る
。
本
日
は
中
島
の
誕
生
日
。

休
憩
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
み
ん
な
で
さ
さ
や
か
に
お
祝
い
。

歳
お

31

め
で
と
う
。

ポ
ー
タ
ー
の
1
人
は
好
奇
心
旺
盛
。
い
ろ
い
ろ
な
話
を
す
る
。
父

親
が
イ
ン
ド
、
中
国
へ
冬
虫
夏
草
を
売
買
し
に
行
っ
て
い
る
こ
と
。

春
は
こ
の
あ
た
り
も
採
取
す
る
人
で
に
ぎ
わ
う
こ
と
。
し
か
し
、
最

近
は
中
国
で
価
格
が
下
が
り
、
困
っ
て
い
る
こ
と
。
最
近
、
日
本
の

映
画
を
見
た
こ
と
。
D
achura
と
北
側
Ｂ
Ｃ
の
分
岐
と
な
る

D
ipokan
と
い
う
村
は
シ
ョ
ー
ト
・
カ
ッ
ト
。
し
ば
ら
く
登
る
と
ア

ピ
・
コ
ー
ラ
の
右
岸
に
沿
っ
て
歩
く
よ
う
に
な
る
。
快
適
な
道
が
続

く
と
思
わ
れ
た
が
、
所
々
道
が
崩
れ
て
い
て
、
急
な
砂
利
道
登
り
が

あ
る
。
川
に
沿
っ
て
高
度
を
稼
ぎ
、
3
7
5
0
ｍ
ま
で
上
が
る
と
カ

ル
カ
が
た
く
さ
ん
あ
る
広
場
に
出
る
。
こ
こ
が
、
ハ
イ
シ
ー
ズ
ン
に

は
冬
虫
夏
草
採
取
の
拠
点
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
こ
で
よ
う
や

く
ア
ピ
の
山
頂
が
見
え
る
。
ポ
ー
タ
ー
の
1
人
が
思
わ
ず
「
So

Far…
」
と
呟
く
ほ
ど
、
こ
こ
か
ら
は
遠
く
見
え
た
。

広
場
で
し
っ
か
り
休
憩
し
、
そ
こ
か
ら
は
右
岸
の
急
斜
面
を
ジ
グ

ザ
グ
に
登
る
。
一
段
上
に
小
さ
な
レ
デ
ィ
ー
・
フ
ィ
ン
ガ
ー
が
あ
り
、

元
気
が
あ
れ
ば
登
っ
て
み
た
い
も
の
だ
っ
た
。
ア
ピ
・
コ
ー
ラ
は
向

か
っ
て
右
に
離
れ
て
い
き
、
足
元
を
流
れ
る
小
川
は
今
に
も
涸
れ
そ

う
。
果
た
し
て
Ｂ
Ｃ
で
水
は
取
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ピ
か
ら
延
び

て
い
る
と
思
わ
れ
る
雪
を
ま
と
っ
た
尾
根
が
あ
り
、
そ
の
取
付
付
近
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が
Ｂ
Ｃ
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
か
な
か
近
づ
か
な
い
ま
ま
時

間
ば
か
り
が
過
ぎ
、
乾
燥
し
た
中
を
歩
い
て
い
る
と
喉
が
カ
ラ
カ
ラ

に
な
る
。

気
づ
く
と
ポ
ー
タ
ー
の
う
ち
2
人
が
遅
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
い

る
。
再
び
大
休
止
を
と
り
、

分
ほ
ど
待
つ
。
ど
う
や
ら
こ
の
あ
た

30

り
が
本
来
の
北
面
Ｂ
Ｃ
の
よ
う
で
、
追
い
つ
い
た
2
人
は
「
ま
だ
行

く
の
か
」
と
ぼ
や
い
て
い
た
。
左
か
ら
落
ち
て
い
る
尾
根
を
大
き
く

巻
く
と
氷
河
湖
が
あ
り
、
小
川
も
流
れ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
を
我
々

の
Ｂ
Ｃ
と
す
る
。
我
々
の
荷
物
と
は
別
に
ポ
ー
タ
ー
た
ち
が
荷
上
げ

し
て
く
れ
た
弁
当
を
食
べ
、
そ
の
後
、
彼
ら
は
下
山
し
て
い
っ
た
。

彼
ら
に
は
こ
れ
か
ら
も
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
山
に
登
山
者
を
案
内
し

て
欲
し
い
も
の
だ
。

彼
ら
が
帰
っ
た
後
テ
ン
ト
を
張
り
、
装
備
を
選
定
す
る
。
登
攀
要

素
は
少
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
ア
ッ
ク
ス
も
ロ
ー
プ
も
1

本
に
し
、
登
攀
具
も
さ
ら
に
減
ら
す
。
食
料
は
5
泊
分
を
用
意
。
ひ

と
息
つ
い
て
、
氷
河
湖
を
挟
ん
で
ア
ピ
と
向
か
い
合
う
対
岸
の
モ

レ
ー
ン
を
上
が
り
、
上
部
を
偵
察
。
行
っ
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い

の
は
今
ま
で
と
一
緒
だ
が
、
違
う
の
は
人
が
通
っ
た
こ
と
が
あ
る

ル
ー
ト
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
だ
け
で
勇
気
も
湧
き
、
前
向
き
な
意

見
も
多
く
出
る
。
目
の
前
の
尾
根
の
ど
こ
か
か
ら
、
間
違
い
な
く

ル
ー
ト
は
つ
な
が
る
は
ず
な
の
だ
。
夕
方
、
ア
ピ
は
夕
日
に
美
し
く

焼
け
て
い
た
。

月

日
（
晴
）

10

20

4
3
0
0
ｍ
北
側
Ｂ
Ｃ
【
Ｃ
4
】（

：

)〜
モ
レ
ー
ン
上
部
（

：

6

30

8

)〜
安
全
地
帯
（

：

〜

：

)〜
プ
ラ
ト
ー
上
（

：

)〜

45

10

30

10

45

11

05

6
0
0
0
ｍ
【
Ｃ
5
】（

：

）

14

30

Ｂ
Ｃ
の
東
に
あ
る
モ
レ
ー
ン
か
ら
上
部
の
尾
根
を
目
指
す
。
日
に

日
に
朝
が
寒
く
な
る
。
こ
の
日
の
目
標
高
度
は
5
5
0
0
ｍ
。
モ

レ
ー
ン
上
の
足
元
は
歩
き
づ
ら
い
岩
場
。
雑
に
足
を
置
く
と
崩
れ
、

余
計
な
消
耗
を
す
る
。
高
度
は
順
調
に
上
が
っ
て
い
き
、
モ
レ
ー
ン

を
上
が
り
切
っ
た
と
こ
ろ
で
す
で
に
5
0
0
0
ｍ
を
超
え
る
。
こ
こ

か
ら
は
三
角
雪
田
と
横
に
延
び
る
大
き
な
セ
ラ
ッ
ク
の
下
を
行
く
。

素
早
く
ロ
ー
プ
を
装
着
し
、
全
速
力
で
通
過
す
る
。
崩
れ
た
セ
ラ
ッ

ク
を
横
目
に
進
む
。
ク
レ
バ
ス
に
も
注
意
が
必
要
。
安
全
地
帯
ま
で

進
み
ひ
と
息
つ
く
。
1
時
間
半
ほ
ど
で
危
険
地
帯
を
抜
け
た
。

昼
食
を
摂
り
な
が
ら
作
戦
会
議
。
本
日
は
こ
こ
ま
で
と
し
、
明
日

の
日
中
ゆ
っ
く
り
と
距
離
を
稼
い
で
も
良
い
が
、
行
動
を
終
了
す
る

に
は
ま
だ
時
間
が
早
過
ぎ
る
。
体
力
も
残
っ
て
い
る
し
、
何
よ
り
環

境
が
良
い
。
本
日
は
行
け
る
と
こ
ろ
ま
で
進
む
こ
と
と
し
、
傾
斜
の

弱
い
斜
面
か
ら
上
部
プ
ラ
ト
ー
へ
出
る
。
ア
ピ
の
山
頂
は
、
本
日
行

け
る
の
で
は
な
い
か
と
錯
覚
す
る
ほ
ど
近
く
見
え
る
。
広
大
な
プ
ラ

ト
ー
の
先
に
ひ
ょ
っ
こ
り
と
た
た
ず
む
岩
場
を
目
印
に
の
し
の
し
進

アピ南面から北面に転進、初登ルートを登頂
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む
。
ほ
か
に
目
印
が
な
く
、
視
界
が
悪
い
と
下
降
は
非
常
に
分
か
り

づ
ら
い
。
完
全
に
尾
根
上
に
乗
る
あ
た
り
に
岩
峰
が
2
つ
並
ん
で
お

り
、
本
日
は
そ
の
周
辺
で
幕
営
す
る
こ
と
を
決
定
。
し
か
し
、
岩
峰

の
手
前
は
大
き
な
ク
レ
バ
ス
が
口
を
開
け
て
い
る
た
め
、
裏
側
（
東

側
）
を
巻
く
。
途
中
、
過
去
の
登
山
隊
が
残
し
た
ス
ノ
ー
バ
ー
が
刺

さ
っ
て
い
た
。
こ
の
辺
り
か
ら
イ
ン
ド
の
山
並
み
も
良
く
見
え
る
よ

う
に
な
り
、
カ
イ
ラ
ス
も
確
認
で
き
た
。
所
々
青
氷
と
な
っ
て
い
る

が
、
裏
側
は
岩
の
上
部
ま
で
き
れ
い
に
巻
く
こ
と
が
で
き
る
。
も
う

少
し
下
が
っ
た
場
所
の
方
が
風
は
避
け
ら
れ
そ
う
だ
が
、
夕
景
が
撮

影
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
期
待
か
ら
上
部
に
テ
ン
ト
を
設
営
。

整
地
を
始
め
た
こ
ろ
か
ら
風
が
強
く
な
り
、
外
で
の
作
業
が
つ
ら

い
。
テ
ン
ト
内
に
入
っ
て
落
ち
着
き
、
い
つ
も
ど
お
り
の
作
業
が
始

ま
る
。
標
高
は
6
0
0
0
ｍ
に
達
し
て
い
た
が
、
大
き
く
高
度
障
害

が
出
て
い
る
者
は
い
な
い
。
し
か
し
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
風
は

強
く
な
っ
て
い
き
、
視
界
も
な
く
な
る
。
撮
影
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ

た
。
テ
ン
ト
の
中
は
さ
ほ
ど
寒
さ
を
感
じ
な
い
が
、
就
寝
中
に
吹
き

溜
ま
っ
た
積
雪
は

㎝
に
も
な
っ
た
。

40

月

日
（
晴
）

10

21

6
0
0
0
ｍ
【
Ｃ
5
】（

：

)〜
ア
ピ
山
頂
（

：

〜

：

)

6

30

10

30

11

00

〜
6
0
0
0
ｍ
（

：

〜

：

）

12

00

12

15

〜
4
3
0
0
ｍ
北
側
Ｂ
Ｃ
【
Ｃ
4
】（

：

）

16

00

天
候
は
回
復
し
て
い
る
が
、
風
は
む
し
ろ
強
く
な
っ
て
い
た
。
翌

日
の
風
が
弱
い
予
報
が
出
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
出
発
を
若
干
躊
躇

す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
予
報
も
確
実
で
は
な
く
、
む
し
ろ
天

候
ま
で
悪
化
し
て
は
登
頂
の
チ
ャ
ン
ス
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
意

を
決
し
て
出
発
。
風
は

ｍ
／
ｓ
ほ
ど
だ
ろ
う
か
。
鼻
の
感
覚
が

15

あ
っ
と
い
う
間
に
な
く
な
り
、
厚
手
の
手
袋
の
上
か
ら
で
も
ア
ッ
ク

ス
を
持
つ
の
が
つ
ら
い
。

少
々
の
凹
凸
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
広
い
尾
根
で
あ
り
、
直
登

で
ど
ん
ど
ん
高
度
を
稼
ぐ
。
途
中
ク
レ
バ
ス
を
越
え
た
り
、
急
峻
な

青
氷
に
ア
イ
ゼ
ン
の
前
爪
を
立
て
て
登
っ
た
り
す
る
箇
所
が
あ
る

が
、
す
べ
て
コ
ン
テ
ィ
ニ
ュ
ア
ス
で
通
過
す
る
。
日
が
出
て
風
が
治

ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
が
、
一
向
に
弱
ま
ら
な
い
。
そ
し
て
、
山
の

ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い
た
め
か
、
歩
い
て
も
景
色
が
な
か
な
か
変
わ
ら

ず
、
山
頂
が
近
づ
い
て
こ
な
い
。
轟
音
の
中
、
ひ
た
す
ら
歩
を
進
め

る
時
間
が
続
い
た
。

し
か
し
、
中
盤
以
降
は
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
箇
所
は
少
な
く
、
傾

斜
も
緩
む
。
常
に
ア
ッ
ク
ス
を
突
く
必
要
も
な
く
、
手
を
脇
に
挟
ん

で
寒
さ
に
耐
え
る
。
少
し
ず
つ
、
し
か
し
確
実
に
の
っ
ぺ
り
し
た
山

頂
が
近
づ
い
て
く
る
。
最
後
の
急
斜
面
に
ピ
ッ
ク
を
突
き
刺
す
。
周

り
を
見
る
と
、
自
分
た
ち
よ
り
上
に
存
在
す
る
も
の
は
、
そ
の
先
の

ピ
ー
ク
の
み
に
な
っ
て
い
た
。
高
く
な
っ
た
太
陽
と
重
な
っ
て
登
っ
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て
い
た
先
頭
の
中
島
の
右
手
が
上
が
り
、
そ
こ
が
山
頂
で
あ
っ
た
。

山
頂
に
上
が
る
と
、
な
だ
ら
か
な
北
側
と
は
対
照
的
に
、
南
側
は

す
っ
ぱ
り
と
切
れ
落
ち
て
い
た
。
当
初
苦
労
し
た
ル
ー
ト
を
見
下
ろ

す
。
こ
こ
か
ら
見
る
ナ
ン
パ
の
な
ん
と
低
い
こ
と
か
。
南
側
の
Ｂ
Ｃ

は
あ
の
あ
た
り
だ
ろ
う
か
。
足
元
に
視
線
を
戻
す
と
、
ア
ピ
の
山
頂

は
広
く
な
く
、
そ
れ
で
い
て
周
り
を
従
え
る
よ
う
な
貫
禄
の
あ
る
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
ら
し
い
山
頂
で
あ
っ
た
。
北
側
Ｂ
Ｃ
か
ら
は
2
日
で
こ
こ

ま
で
上
が
っ
て
き
た
が
、
振
り
返
れ
ば
多
く
の
試
行
錯
誤
の
末
に
た

ど
り
着
い
た
答
え
が
こ
の
登
頂
で
あ
っ
た
。
風
は
相
変
わ
ら
ず
強

く
、
Ｂ
Ｃ
に
デ
ポ
し
た
ミ
ト
ン
の
代
わ
り
に
テ
ン
ト
・
シ
ュ
ー
ズ
を

手
に
は
め
る
者
も
い
る
。

し
か
し
、
下
り
始
め
る
と
風
は
落
ち
着
き
始
め
、
体
は
ポ
カ
ポ
カ

と
暖
ま
っ
て
い
っ
た
。
セ
ラ
ッ
ク
の
危
険
が
少
な
い
こ
と
を
確
認

し
、
本
日
中
に
Ｂ
Ｃ
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
ア
タ
ッ
ク
・
キ
ャ
ン

プ
を
撤
収
し
、
直
下
岩
峰
裏
の
安
全
地
帯
ま
で
一
気
に
下
る
。
プ
ラ

ト
ー
か
ら
往
路
で
休
憩
し
た
安
全
地
帯
に
下
り
る
場
所
が
少
々
分
か

り
に
く
か
っ
た
も
の
の
、
良
い
ペ
ー
ス
で
そ
の
後
の
危
険
箇
所
を
通

過
、
ア
イ
ゼ
ン
、
ロ
ー
プ
か
ら
開
放
さ
れ
る
。
ど
っ
と
疲
れ
が
出
て

し
ま
い
、
そ
の
後
は
モ
レ
ー
ン
を
よ
ろ
よ
ろ
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
下

り
る
。
そ
れ
で
も
日
が
沈
む
ま
で
に
Ｂ
Ｃ
に
到
着
。
長
い
一
日
が
終

わ
る
。
山
頂
の
雪
煙
は
、
夜
ま
で
消
え
ず
に
棚
引
い
て
い
た
。
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[記
録
]念

青
唐
古
拉
西
山
群
・
バ
ダ
リ
峰
試
登
、
タ
リ
峰
初
登
頂

神
戸
大
学
・
中
国
地
質
大
学
（
武
漢
）
合
同
登
山
隊

2
0
1
5
年
、
チ
ベ
ッ
ト
で
の
登
山
は
ネ
パ
ー
ル
の
地
震
と
昨
今

の
中
国
国
内
の
規
制
強
化
の
影
響
を
受
け
た
。
4
月

日
に
発
生
し

25

た
地
震
は
、
プ
レ
・
モ
ン
ス
ー
ン
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊
に
多
大
な
被

害
を
与
え
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
チ
ベ
ッ
ト
側
に
お
い
て

も
登
山
隊
の
全
面
撤
退
と
な
っ
た
。
ま
た
、
習
近
平
自
ら
指
揮
を

執
っ
て
い
る
規
律
重
視
、
い
わ
ゆ
る
「
ト
ラ
も
ハ
エ
も
叩
く
」
政
策

が
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
2
0
1
4
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
入

域
規
制
は
、
外
国
人
に
対
し
て
入
域
事
前
審
査
が
求
め
ら
れ
、
許
可

書
に
記
載
さ
れ
た
旅
程
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
加
え
て
外
国
登
山
隊
に
対
し
て
は
、
未
開
放
地
域
へ

の
全
面
的
入
域
規
制
が
徹
底
さ
れ
、
従
来
、
折
衝
に
よ
り
得
て
い
た

特
別
許
可
も
不
可
能
と
な
っ
た
。

神
戸
大
学
山
岳
部
は
2
0
1
5
年
が
創
部
百
周
年
に
あ
た
り
、
そ

の
記
念
登
山
と
し
て
2
0
0
9
年
に
特
別
許
可
を
得
て
実
施
し
た
崗

日
嘎
布
山
群
に
再
度
登
山
隊
を
派
遣
す
べ
く
、
3
年
前
か
ら
同
山
群

の
Ｋ
Ｇ
-
（
6
5
3
6
ｍ
）
に
従
来
、
許
可
審
査
を
し
て
き
た
中
国

17

登
山
協
会
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
を
通
じ
て
許
可
申
請
を
行

な
っ
た
。
そ
の
後
、
訪
中
を
繰
り
返
し
て
折
衝
を
続
け
た
が
、
最
終

的
に
公
安
当
局
お
よ
び
解
放
軍
の
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
代
替
案
と
し
て
、
拉
薩
南
方
の
比
較
的
ブ
ー
タ
ン
国
境
か
ら
離

れ
て
い
る
タ
ー
ラ
リ
山
群
の
タ
ー
ラ
リ
峰
（
6
7
7
7
ｍ
）
を
再
度

申
請
し
た
。
両
登
山
協
会
は
、
許
可
の
可
能
性
に
自
信
の
あ
る
ニ
ュ

ア
ン
ス
で
手
続
き
を
進
め
て
く
れ
た
が
、
2
0
1
4
年

月
、
偵
察

10

隊
の
出
発
間
際
に
不
許
可
の
知
ら
せ
が
き
た
。
そ
し
て
、
落
胆
し
て
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い
る
我
々
に
チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
か
ら
中
国
地
質
大
学
（
武
漢
）
を

通
じ
て
、
開
放
地
域
で
あ
る
念
青
唐
古
拉
西
山
群
の
未
踏
峰
・
ジ
ャ

ナ
リ
ツ
峰
（
扎
那
日
字
、
6
2
1
4
ｍ
）
ま
た
は
ト
ゥ
ン
ツ
チ
ュ
プ

峰
（
登
子
曲
布
、
6
2
3
3
ｍ
）
な
ら
許
可
が
出
る
と
の
知
ら
せ
が

あ
り
、
詳
し
く
検
討
す
る
時
間
も
な
く
ジ
ャ
ナ
リ
ツ
峰
を
選
ん
で
偵

察
隊
（
居
谷
千
春
隊
長
）
を
派
遣
し
た
。

ニ
ェ
ン
チ
ェ
ン
タ
ン
ラ
山
群
は
拉
薩
の
北
西
に
あ
り
、
鉄
道
と
国

道
が
南
東
山
麓
を
走
っ
て
お
り
、
ア
プ
ロ
ー
チ
も
近
く
い
く
つ
か
登

山
隊
の
記
録
も
あ
る
の
で
、
ジ
ャ
ナ
リ
ツ
峰
に
つ
い
て
も
記
録
が
あ

る
の
で
は
、
と
偵
察
隊
の
活
動
と
並
行
し
て
調
べ
た
結
果
、
2
0
0

5
年
に
日
本
未
踏
峰
倶
楽
部
（
Ｊ
Ａ
Ｃ
福
井
支
部
）
が
初
登
頂
し
て

い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
登
山
協
会
が
正
式
許
可
を
出
し

た
隊
で
あ
れ
ば
記
録
が
残
っ
て
い
る
が
、
無
許
可
で
は
当
局
は
把
握

で
き
な
い
。
我
々
の
勉
強
不
足
は
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

無
許
可
登
山
に
つ
い
て
は
迷
惑
で
遺
憾
な
話
で
あ
る
。
そ
の
後
の
中

国
登
山
協
会
お
よ
び
西
蔵
登
山
協
会
と
の
調
査
で
、
日
本
未
踏
峰
倶

楽
部
の
中
国
側
旅
行
社
で
あ
る
西
蔵
国
際
体
育
旅
遊
公
司
が
登
山
協

会
の
名
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
偵
察
隊
は
無
駄
足
と
資

金
の
浪
費
を
強
い
ら
れ
、
腹
立
た
し
い
結
果
で
あ
っ
た
が
、
山
群
の

調
査
で
大
き
な
成
果
を
上
げ
た
。

紆
余
曲
折
の
結
果
、
バ
ダ
リ
峰
（
巴
達
日
、
BadaRi、
6
5
1
6

ｍ
）
山
塊
が
全
く
手
付
か
ず
で
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
申
請

し
た
と
こ
ろ
、
西
蔵
登
山
協
会
も
既
登
峰
を
未
踏
と
し
て
推
薦
し
た

手
前
、面
子
を
懸
け
て
許
可
申
請
に
は
最
大
限
の
努
力
を
し
て
く
れ
、

本
隊
派
遣
が
実
現
し
た
。
許
可
書
は
国
家
体
育
総
局
が
発
行
、
こ
れ

を
も
っ
て
中
国
在
大
阪
領
事
館
が
中
国
渡
航
ビ
ザ
を
発
行
、
一
方
、

西
蔵
登
山
協
会
は
隊
員
そ
れ
ぞ
れ
の
旅
程
に
合
わ
せ
て
チ
ベ
ッ
ト
入

域
許
可
証
を
発
行
、
こ
ち
ら
は
国
外
に
郵
送
で
き
な
い
規
則
と
な
っ

て
お
り
、
中
国
国
内
で
受
け
取
り
、
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
出
発
空
港
や
鉄

道
駅
に
て
搭
乗
時
に
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
と
い
う
複
雑
な
手
続
き
が

求
め
ら
れ
た
。
手
続
き
は
日
本
出
発
の
直
前
と
な
っ
た
。
ま
た
、
登

山
料（
6
0
0
0
ｍ
級
未
踏
峰
登
山
料
＝
1
万
2
0
0
0
Ｕ
Ｓ
ド
ル
、

お
よ
び
滞
在
費
、
輸
送
費
＝
1
人
当
た
り
3
8
0
0
Ｕ
Ｓ
ド
ル
）
を

許
可
書
入
手
前
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

2
0
1
5
年
秋
は
唯
一
我
々
の
隊
が
実
現
さ
れ
た
以
外
、
す
べ
て

の
チ
ベ
ッ
ト
側
外
国
遠
征
隊
の
許
可
が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
。

合
同
登
山
隊
・
調
査
隊
の
概
要

登
山
隊
は
バ
ダ
リ
峰
の
登
頂
を
目
的
に
日
中

名
で
構
成
、
山
群

16

の
調
査
隊
は
日
本
側
3
名
で
実
施
し
た
。
調
査
隊
は
山
群
全
域
の
未

踏
峰
の
確
認
と
写
真
撮
影
を
目
的
に
ナ
ム
ツ
ォ
（
納
木
措
）、
当
雄
、

羊
八
井
、
シ
ョ
グ
ラ
（
雪
格
拉
、
X
oggu
La、
5
3
0
0
ｍ
）
な
ど
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を
拠
点
に
活
動
し
た
。

【
隊
の
構
成
】

日
本
側
：
総
勢

名
（
登
山
隊
7
名
、
調
査
隊
3
名
）

10

井
上
達
男
総
隊
長
、
山
田
健
登
山
隊
隊
長
、
居
谷
千
春
副
隊
長
、

隊
員
4
名
（
学
生
2
名
、
Ｏ
Ｂ
1
名
、
医
師
1
名
）

山
形
裕
士
調
査
隊
隊
長
、
隊
員
2
名
（
Ｏ
Ｂ
）

中
国
側
：
総
勢
9
名

董
範
隊
長
、
牛
小
洪
副
隊
長
、
隊
員
7
名
（
学
生
4
名
、
チ
ベ
ッ

ト
人
2
名
〈
う
ち
1
名
は
学
生
〉）

【
登
山
隊
・
調
査
隊
活
動
概
要
】

2
0
1
5
年

月

日

10

12

拉
薩
集
結
。

月

日

10

13
登
山
隊
は
拉
薩
近
郊
の
ハ
イ
キ
ン
グ
（
高
所
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
）。

調
査
隊
は
拉
薩
出
発
、
ナ
ム
ツ
ォ
訪
問
後
、
羊
八
井
ま
で
戻
る
ル
ー

ト
で
山
群
の
東
部
を
調
査
。
残
念
な
が
ら
雲
の
多
い
天
気
で
、
十
分

な
調
査
は
で
き
な
か
っ
た
。

月

日

10

14
登
山
隊
は
前
日
に
続
い
て
近
郊
の
山
岳
寺
院
訪
問
に
よ
る
高
所
順

応
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
。
調
査
隊
は
羊
八
井
か
ら
西
方
、
雪
格
拉

を
訪
問
。
山
群
調
査
で
登
山
隊
が
バ
ダ
リ
周
辺
の
未
踏
域
を
登
山
中

に
調
査
で
き
る
の
で
、
調
査
隊
の
主
要
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
チ
ュ
ン
モ
・

カ
ン
リ（
Q
ungm
oK
angri、7
0
4
8
ｍ
）周
辺
に
林
立
す
る
山
々

で
あ
っ
た
。
晴
天
の
な
か
、
峠
の
北
に
あ
る
丘
（
5
5
0
0
ｍ
）
に

て
シ
ャ
プ
峰
（
X
abu、
6
3
4
0
ｍ
）
や
ソ
ゲ
峰
（
Suoge、
6
3

6
0
ｍ
）な
ど
を
観
察
、さ
ら
に
チ
ュ
ン
モ
・
カ
ン
リ
の
南
面
に
下
っ

た
後
、
折
り
返
し
て
羊
八
井
に
戻
っ
た
。

月

日

10

15
登
山
隊
は
拉
薩
に
て
装
備
・
食
糧
の
調
達
。
調
査
隊
は
再
び
雪
格

拉
周
辺
に
て
調
査
。
峠
の
南
に
あ
る
雪
格
拉
峰
（
5
8
0
0
ｍ
）
に

登
頂
、
前
日
の
観
察
に
加
え
て
バ
ル
チ
ェ
・
リ
山
塊
や
ク
マ
ル
パ
山

塊
な
ど
を
撮
影
。
さ
ら
に
未
知
で
あ
っ
た
バ
ダ
リ
峰
山
塊
南
西
の

山
々
を
同
定
し
た
。
雪
格
拉
か
ら
東
側
の
雪
格
曲
の
谷
で
キ
ャ
ン

プ
。
翌
朝
は
5
㎝
の
積
雪
を
見
た
。

月

日

10

16
登
山
隊
（
日
本
側
）
は
拉
薩
出
発
、
バ
ダ
谷
（
巴
達
曲
）
の
鉱
山

試
掘
跡
地
（
4
8
0
0
ｍ
）
に
Ｔ
Ｂ
Ｃ
（
仮
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
）
を

設
置
。
羊
八
井
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
拉
薩
へ
帰
還
中
の
調
査
隊
と
合

流
。
昼
食
後
、
調
査
隊
は
拉
薩
に
、
登
山
隊
は
入
山
。

月

日

10

17
調
査
隊
は
拉
薩
観
光
、
登
山
隊
は
巴
達
曲
の
上
部
偵
察
。

月

日

10

18
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調
査
隊
は
拉
薩
か
ら
帰
国
。
登
山
隊
は
ま
だ
見
ぬ
バ
ダ
リ
峰
の
姿

を
捉
え
る
べ
く
、
Ｔ
Ｂ
Ｃ
の
右
岸
尾
根
上
、
5
5
2
0
ｍ
ま
で
登
っ

て
本
峰
と
バ
ダ
氷
河
の
姿
を
偵
察
。
夕
刻
、
中
国
側
隊
員
た
ち
が
Ｔ

Ｂ
Ｃ
に
到
着
し
、
登
山
隊

名
が
集
結
し
た
。

16

月

日

10

19
隊
員
た
ち
は
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
（
Ｂ
Ｃ
）
へ
向
け
三
々
五
々
Ｔ
Ｂ

Ｃ
を
出
発
し
た
。
ヤ
ク

頭
に
荷
物
を
積
ん
だ
ヤ
ク
使
い
た
ち
は
遅

19

れ
て
出
発
し
よ
う
と
し
た
が
、
1
頭
の
ヤ
ク
が
暴
れ
出
し
た
の
を

き
っ
か
け
に
群
れ
全
体
が
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
り
隊
荷
を
落
下
さ
せ
て
破

損
、
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
た
。
空
身
で
Ｂ
Ｃ
に
到
着
し
つ
つ
あ
っ

た
隊
員
た
ち
は
、連
絡
を
受
け
て
や
む
な
く
Ｔ
Ｂ
Ｃ
に
引
き
返
し
た
。

日
が
暮
れ
て
荷
物
を
開
梱
す
る
の
は
無
理
で
全
員
、
羊
八
井
に
い
っ

た
ん
下
山
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

月

日

10

20
西
蔵
登
山
協
会
の
連
絡
官
は
再
度
、
ナ
ツ
村
の
人
た
ち
と
荷
物
運

び
に
慣
れ
た
ヤ
ク
の
選
定
な
ど
を
実
施
、
隊
員
た
ち
は
休
養
日
と
し

た
。月

日

10

21
ヤ
ク
を
選
ん
だ
結
果

頭
と
な
り
、
1
日
で
は
Ｂ
Ｃ
へ
の
荷
上
げ

14

が
完
了
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
隊
を
二
分
し
、先
発
隊
が
Ｂ
Ｃ（
5

2
5
0
ｍ
）
へ
入
山
し
た
。

月

日

10

22
Ｂ
Ｃ
か
ら
第
1
キ
ャ
ン
プ
予
定
地
の
西
バ
ダ
氷
河
、
5
7
0
0
ｍ

付
近
ま
で
偵
察
。
荷
上
げ
し
た
ヤ
ク
は
夕
刻
、
Ｔ
Ｂ
Ｃ
に
戻
っ
た
。

月

日

10

23
Ｂ
Ｃ
は
休
養
日
。
Ｔ
Ｂ
Ｃ
か
ら

頭
の
ヤ
ク
と
と
も
に
す
べ
て
の

14

隊
荷
と
隊
員
が
Ｂ
Ｃ
に
集
結
。

月

、

日

10

24

25

第
1
キ
ャ
ン
プ
（
5
7
0
0
ｍ
）
建
設
、
荷
上
げ
。

月

日

10

26
ア
タ
ッ
ク
隊
6
名
と
サ
ポ
ー
ト
隊
4
名
が
第
1
キ
ャ
ン
プ
に
登

る
。月

日

10

27
ア
タ
ッ
ク
。
午
前
4
時
出
発
、
9
時
2
分
、
6
名
が
タ
リ
峰
（
T
a

Ri、
6
3
3
0
ｍ
）
初
登
頂
。
そ
の
後
3
名
が
バ
ダ
リ
峰
南
西
稜
に

挑
戦
。
稜
線
上
に
乱
雑
に
積
み
重
な
っ
た
不
安
定
な
岩
が
グ
ラ
グ
ラ

と
、
今
に
も
崩
落
し
そ
う
な
状
態
が
延
々
と
続
い
て
お
り
、
極
め
て

危
険
と
判
断
し
て
バ
ダ
リ
峰
登
頂
を
断
念
し
た
。

第
1
キ
ャ
ン
プ
に
帰
還
後
、
サ
ポ
ー
ト
隊
と
も
ど
も
撤
収
し
て
、

そ
の
日
の
う
ち
に
Ｂ
Ｃ
へ
下
山
。

月

日

10

28
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
撤
収
、
下
山
。
夜
遅
く
羊
八
井
に
帰
還
し
た
。
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登
山
期
間
中
天
候
は
安
定
し
、
晴
天
が
続
い
た
。
と
き
お
り
雪
雲

に
包
ま
れ
て
降
雪
も
見
ら
れ
た
が
、
晴
天
が
戻
る
と
た
ち
ま
ち
消
え

て
し
ま
う
程
度
の
積
雪
で
あ
っ
た
。

氷
河
上
の
積
雪
も
す
っ
か
り
消
え
て
お
り
、
山
の
斜
面
も
氷
の
露

出
し
た
場
所
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
登
頂
ル
ー
ト
に
選
ん
だ
バ
ダ

リ
峰
の
南
西
稜
は
、
当
初
の
も
く
ろ
み
で
は
雪
稜
が
大
半
と
推
定
し

て
い
た
が
、
実
際
は
ガ
ラ
ガ
ラ
の
岩
稜
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
稜

線
の
左
右
の
壁
は
岩
交
じ
り
の
氷
壁
と
な
っ
て
お
り
、
ト
ラ
バ
ー
ス

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
昨
今
の
チ
ベ
ッ
ト
高
原
の

乾
燥
化
の
影
響
か
、
氷
や
雪
に
覆
わ
れ
た
稜
線
や
側
壁
の
岩
肌
が
露

出
し
、
崩
壊
が
激
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
氷
河
の
後
退
も
著
し

く
、
ま
だ
氷
の
残
っ
て
い
る
エ
ン
ド
・
モ
レ
ー
ン
地
帯
の
通
過
に
は

時
間
を
と
ら
れ
た
。

念
青
唐
古
拉
西
山
群
の
夏
場
、6
月
か
ら
9
月
は
降
水
量
が
多
く
、

天
候
が
安
定
し
な
い
よ
う
だ
。
ま
た
、
春
先
は
冬
場
の
乾
燥
か
ら
残

雪
は
望
め
な
い
。
稜
線
が
積
雪
に
覆
わ
れ
る
8
、
9
月
が
、
天
候
に

は
恵
ま
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
頂
上
稜
線
に
登
路
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
今
回
の
よ
う
に
晴
天
の
期

待
で
き
る

月
に
、
氷
壁
と
な
っ
て
い
る
側
壁
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
登

10

る
の
が
唯
一
の
登
頂
可
能
な
ル
ー
ト
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

偵
察
隊
な
し
に
挑
戦
す
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
こ
そ
未
踏
峰

の
困
難
さ
を
体
験
し
た
遠
征
で
あ
っ
た
。
初
登
頂
し
た
タ
リ
峰
は
、

バ
ダ
リ
峰
南
西
稜
の
肩
に
相
当
す
る
マ
イ
ナ
ー
・
ピ
ー
ク
だ
が
、
西

蔵
登
山
協
会
が
そ
の
命
名
と
と
も
に
初
登
頂
を
認
定
し
て
く
れ
た
。

念
青
唐
古
拉
西
山
群
の
未
踏
峰

バ
ダ
リ
峰
登
山
の
機
会
を
得
て
、
山
群
の
未
踏
峰
研
究
に
取
り
組

ん
だ
。
山
群
の
盟
主
・
ニ
ェ
ン
チ
ェ
ン
タ
ン
ラ
主
峰
（
念
青
唐
古
拉

山
、
N
yainqentanglha、
7
2
1
6
ｍ
）
は
、
1
9
8
6
年
に
東
北

大
学
隊
が
初
登
頂
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
西
の
チ
ュ
ン
モ
・
カ
ン
リ

（
Q
ungm
o
K
angri、
7
0
4
8
ｍ
）
は
1
9
9
6
年
、
韓
国
と
中

国
の
合
同
隊
が
初
登
頂
し
た
。
6
0
0
0
ｍ
峰
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ド

ラ
ゴ
ン
（
6
6
1
4
ｍ
）、
サ
ム
ダ
イ
ン
・
カ
ン
サ
ン
（
6
5
9
0
ｍ
）

を
は
じ
め
約

座
強
が
登
頂
さ
れ
て
い
る
が
、
山
群
全
体
で
は
2
0

20

0
座
内
外
の
未
踏
峰
が
林
立
し
て
い
る
。

2
0
1
4
年

月
、
2
0
1
5
年
4
月
、

月
な
ど
、
当
地
を
訪

11

10

問
し
た
機
会
に
数
多
く
の
写
真
撮
影
を
行
な
う
一
方
、
グ
ー
グ
ル
・

ア
ー
ス
や
Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
な
ど
の
衛
星
観
測
に
よ
る
Ｇ
Ｄ
Ｅ
Ｍ

（
GlobalD
igitalElevation
M
odel）
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
山
座
同

定
を
実
施
し
た
。
主
た
る
ピ
ー
ク
リ
ス
ト
（
表
-1
）
と
筆
者
が
調
べ

た
範
囲
の
登
山
実
績
（
表
-2
）
を
、
ま
た
、
調
査
の
結
果
得
ら
れ
た
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未
踏
峰
の
写
真
を
い
く
つ
か
添
付
す
る
。
こ
れ
ら
は
主
に
今
ま
で
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ピ
ー
ク
を
選
ん
で
い
る
。

最
後
に
、
本
登
山
隊
は
公
益
社
団
法
人
日
本
山
岳
会
の
海
外
登
山

助
成
制
度
の
ご
支
援
を
得
て
実
施
し
ま
し
た
。
誌
面
を
お
借
り
し
て

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
総
隊
長

井
上
達
男
)
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[調
査
・
研
究
]

山
名
考

―
―
黒
部
源
流
域
の
別
称
を
め
ぐ
っ
て
―
―

五
十
嶋

一

晃

は
じ
め
に

地
名
に
は
信
仰
や
人
々
の
心
が
宿
っ
て
お
り
、
歴
史
を
伝
え
る
大

切
な
要
素
で
も
あ
る
。
地
名
は
新
し
い
名
付
け
が
あ
っ
た
り
し
て
変

化
も
す
る
が
、
新
し
い
地
名
に
も
、
変
え
た
地
名
に
も
そ
れ
な
り
に

伝
統
や
文
化
が
息
づ
い
て
い
る
。
地
名
を
代
え
た
り
新
し
く
採
用
す

る
と
き
に
は
、
そ
れ
相
当
の
理
由
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
得
手
勝
手

に
新
し
い
名
を
付
け
、
そ
の
呼
び
名
が
市
民
権
を
得
て
世
に
ま
か
り

通
っ
て
い
た
り
、
明
治
期
に
は
誤
名
を
官
の
威
力
で
正
式
の
名
称
に

し
た
例
も
あ
る
よ
う
だ
。

明
治
初
期
の
神
仏
分
離
で
一
時
、
仏
教
的
な
名
称
を
こ
と
ご
と
く

ほ
か
の
名
に
変
え
た
が
、
自
然
に
、
長
く
使
っ
て
い
た
元
の
名
称
に

戻
っ
て
し
ま
っ
た
例
が
多
い
。
こ
の
現
象
は
人
間
の
精
神
性
の
表
れ

で
あ
ろ
う
。
故
に
地
名
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
呼
び
名
や
文
字
が

あ
る
こ
と
を
心
に
銘
記
し
た
い
。

国
土
地
理
院
の
地
形
図
に
記
載
の
あ
る
地
名
は
、
現
在
で
は
自
治

体
か
ら
「
地
名
調
書
」
を
国
土
地
理
院
へ
提
出
し
、
国
土
地
理
院
は

そ
れ
を
唯
一
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
。
自
治
体
か
ら
の
申
請
が
な
け

れ
ば
地
形
図
に
記
載
さ
れ
な
く
、
改
称
の
場
合
も
申
請
し
な
け
れ
ば

旧
地
名
が
残
っ
た
ま
ま
だ
。
ま
た
、境
界
の
地
名
は
、自
治
体
に
よ
っ

て
呼
び
名
や
文
字
の
表
記
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

登
山
者
に
人
気
の
あ
る
剱
岳
は
、
富
山
県
中
新
川
郡
上
市
町
（
剱

岳
西
面
）
と
同
郡
立
山
町
（
剱
岳
東
面
）
に
ま
た
が
っ
て
い
る
が
、
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そ
の
表
記
は
「
剣
岳
」「
剱
岳
」「
劔
岳
」「
劍
岳
」「

岳
」
な
ど
10

種
類
ぐ
ら
い
あ
っ
た
。
上
市
町
が
1
9
8
9
（
平
成
元
）
年
か
ら
表

記
の
統
一
に
向
け
た
調
査
を
開
始
し
、
立
山
町
と
の
話
し
合
い
を
経

て
「
剱
岳
」
に
統
一
し
、
国
土
地
理
院
へ
申
請
し
た
。
国
土
地
理
院

で
は
、
立
山
町
の
同
意
を
得
て
2
0
0
4
（
平
成

）
年
1
月
1
日

16

発
行
の
2
万
5
0
0
0
分
の
1
地
形
図
か
ら
、「
前
剱
」「
剱
御
前
」

「
剱
沢
」
な
ど
を
含
め

岳
か
ら
「
剱
岳
」
に
変
更
し
た
。
こ
の
よ
う

に
境
界
に
関
わ
る
異
な
っ
た
地
名
は
、
当
該
自
治
体
の
協
議
に
よ
っ

て
地
名
を
決
め
て
い
る
。

黒
部
源
流
域
の
地
名
は
、
由
緒
が
あ
り
長
く
親
し
ま
れ
て
き
た
名

が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、藩
政
時
代
の
黒
部
奥
山
絵
図
の
山
の
名
と
、

現
在
の
山
名
を
比
較
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
異
な
っ
て
い
る
。
改
称
さ
れ

た
山
名
が
多
い
上
、地
形
図
上
に
別
称
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
山
、

つ
ま
り
、
地
形
図
上
一
つ
の
山
に
二
つ
の
山
名
の
あ
る
山
が
日
本
で

一
番
多
い
。

こ
の
た
び
、
山
名
を
考
え
る
一
つ
の
事
例
と
し
て
黒
部
源
流
域
の

別
称
の
あ
る
山
を
取
り
上
げ
、
そ
の
う
ち
一
つ
の
山
に
つ
い
て
は
、

地
形
図
上
の
表
記
の
変
更
を
求
め
た
い
と
考
え
た
。

1
．
黒
部
源
流
域
は
別
称
表
記
の
山
が
日
本
で
一
番
多
い

現
在
の
国
土
地
理
院
発
行
2
万
5
0
0
0
分
の
1
地
形
図
に
、
別

称
が
表
記
さ
れ
て
い
る
全
国
の
山
の
う
ち
、
標
高
1
8
0
0
ｍ
以
上

は
す
べ
て
の
山
、
1
8
0
0
ｍ
以
下
は
、
国
土
地
理
院
が
1
9
9
1

（
平
成
3
）
年
度
に
山
の
最
高
地
点
の
標
高
を
示
し
、
国
土
地
理
院
技

術
資
料
と
し
て
ま
と
め
た
『
日
本
の
山
岳
標
高
一
覧
1
0
0
3
山
』

を
対
象
と
し
、
鈴
木
弘
道
著
『
新
版

山
の
高
さ
』（
2
0
0
2
・
平

成

年
、
古
今
書
院
刊
）
の
「
日
本
の
山
岳
標
高
一
覧
表
」
か
ら
「
1

14
山
2
名
」
の
山
を
抽
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
1
8
0
0
ｍ
以
上
で
は

全
国
に

山
あ
り
、
1
8
0
0
ｍ
以
下
で
は

の
山
が
あ
っ
た
。

21

37

県
別
で
は
多
い
順
に
北
海
道
7
山
、
長
野
5
山
、
富
山
4
山
、
岐

阜
4
山
、
福
島
4
山
、
群
馬
4
山
と
続
く
。
そ
れ
を
山
域
別
に
比
較

す
る
と
北
海
道
、
長
野
と
も
山
域
が
多
く
、
所
々
に
「
1
山
2
名
」

が
点
在
し
て
い
る
の
で
、山
域
ご
と
に
は
別
称
の
あ
る
山
は
少
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
黒
部
源
流
域
に
は
県
境
に
2
山
、
富
山
県
の
み
の
地

に
2
山
も
あ
る
。
そ
れ
に
日
本
の
山
で
、
頂
上
の
標
高
が
2
5
0
0

ｍ
以
上
の
2
6
3
山
の
う
ち
、「
1
山
2
名
」
の
山
は
6
山
あ
る
が
、

4
山
は
黒
部
源
流
域
に
あ
る
。
具
体
的
に
「
東
岳
（
悪
沢
岳
）
3
1

4
1
ｍ
」「
乗
鞍
岳
・
大
日
岳
（
奥
ノ
院
）
3
0
1
4
ｍ
」
に
次
ぐ
「
水
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晶
岳
（
黒
岳
）」「
黒
部
五
郎
岳
（
中
ノ
俣
岳
）」「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ

岳
）」「
雲
ノ
平
（
奥
ノ
平
）」
の
4
山
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
黒
部
源
流

域
の
「
1
山
2
名
」
の
山
は
、
山
域
別
で
は
日
本
で
一
番
多
く
、
標

高
も
最
も
高
い
グ
ル
ー
プ
の
4
山
で
あ
る
。

尾
瀬
ヶ
原
に
別
称
の
あ
る
山
は
3
山
あ
る
。
こ
の
3
山
は
標
高
が

2
0
0
0
ｍ
以
下
で
、『
日
本
の
山
岳
標
高
一
覧
1
0
0
3
山
』
に
記

載
の
な
い
山
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

黒
部
源
流
域
に
別
称
の
山
が
多
い
の
は
、
一
つ
の
山
名
に
絞
る
こ

と
が
で
き
な
く
混
乱
し
て
い
た
背
景
が
あ
り
、
歴
史
的
経
緯
を
た
ど

れ
ば
元
に
戻
す
べ
き
山
名
が
あ
る
。
今
回
、
そ
の
要
因
を
解
明
す
る

と
と
も
に
、筆
者
が
山
名
を
元
に
戻
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る「
上

ノ
岳
」
は
、
戻
す
べ
き
根
拠
を
詳
し
く
示
す
。

｢1
山
複
数
名
」
お
よ
び
黒
部
奥
山
地
名
混
乱
の
要
因

同
一
の
山
に
異
な
る
2
つ
以
上
の
名
称
が
あ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に

地
形
図
上
の
「
山
名
（
別
称
）」
と
い
う
表
記
の
基
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
主
な
要
因
を
一
般
論
と
し
て
と
ら
え
る
と
次
の
と
お
り
。

【
1
】
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
名
が
付
い
て
い
る
。
山
が
国
境
・

藩
境
・
郡
（
市
）
境
・
村
（
町
）
境
な
ど
に
ま
た
が
っ
て
い
る
、
つ

ま
り
、
境
界
に
あ
る
山
で
は
、
各
々
の
地
域
で
呼
び
名
や
文
字
を
異

に
し
て
い
た
こ
と
が
多
い
。

【
2
】
職
業
や
宗
派
に
よ
る
名
称
の
違
い
が
あ
っ
た
。
修
験
道
の
山

伏
な
ど
の
信
仰
的
な
名
と
、
猟
師
・
木
地
師
な
ど
山
間
生
活
者
の
名

と
、
山
麓
農
民
の
名
の
違
い
、
あ
る
い
は
信
仰
的
な
名
に
も
宗
派
に

よ
っ
て
名
を
異
に
し
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。

【
3
】
官
称
と
民
称
の
違
い
。
明
治
中
期
以
降
に
お
い
て
、
陸
地
測

量
部
の
測
量
官
が
測
量
作
業
に
雇
わ
れ
た
地
元
の
作
業
員
に
特
定
の

山
の
呼
び
名
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
山
の
民
は
ほ
か
の
山
と
思
い
違
い

を
し
て
答
え
、
そ
の
誤
称
が
点
の
記
や
地
形
図
に
記
載
さ
れ
、
そ
の

誤
称
が
官
の
威
力
に
よ
っ
て
正
し
い
名
称
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
誤

称
が
基
に
な
っ
て
一
般
化
し
、
そ
れ
が
地
元
へ
逆
輸
入
さ
れ
、
山
麓

の
人
々
も
こ
れ
に
従
う
よ
う
に
な
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、山
麓
の
人
々
が
現
在
使
用
し
て
い
る
と
い
う
の
み
で
は
、

古
来
か
ら
の
呼
称
と
は
限
ら
な
い
。

そ
の
ほ
か
正
称
と
俗
称
、
例
え
ば
黒
部
源
流
域
は
奥
山
で
あ
り
、

同
山
異
名
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
、
公
称
と
私
称
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

次
に
黒
部
奥
山
の
地
名
が
、
明
治
中
ご
ろ
よ
り
混
乱
し
た
要
因
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
江
戸
期
に
は
一
つ
の
山
に
い
く
つ
も
の
名
が
あ

り
、
各
地
域
の
人
が
そ
の
地
域
の
呼
び
名
を
用
い
て
い
て
な
ん
ら
不

都
合
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
期
に
な
り
封
建
制
の
枠
が
取
り

除
か
れ
て
く
る
と
、「
1
山
複
数
名
」で
は
不
便
な
の
で
、急
速
に「
1

山名考――黒部源流域の別称をめぐって――
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山
1
名
」
に
な
っ
て
い
っ
た
。

黒
部
奥
山
廻
り
は
1
8
7
0
（
明
治
3
）
年
9
月
に
廃
止
さ
れ
、

黒
部
全
域
へ
の
入
山
が
解
禁
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
越
中
に
所

在
す
る
黒
部
源
流
域
へ
は
、
信
州
の
猟
師
や
岩
魚
釣
り
や
杣
人
、
駒

草
な
ど
の
薬
草
採
り
、
黒
嶽
（
水
晶
岳
）
付
近
の
水
晶
採
集
の
た
め

に
出
入
り
し
た
者
が
、
地
元
の
越
中
人
よ
り
も
か
な
り
多
か
っ
た
。

探
検
登
山
時
代
の
北
ア
ル
プ
ス
の
多
く
は
、
信
州
側
か
ら
開
か
れ

た
。
日
本
山
岳
会
が
発
足
し
た
1
9
0
5
（
明
治

）
年
ご
ろ
か
ら
、

38

登
山
者
の
多
く
は
信
州
側
か
ら
信
州
の
猟
師
な
ど
を
案
内
人
と
し
て

黒
部
源
流
域
へ
入
山
し
た
。
そ
の
案
内
人
で
あ
る
猟
師
が
信
州
名
の

地
名
を
登
山
者
に
教
え
、
そ
れ
を
登
山
者
が
登
山
記
に
発
表
し
た
の

で
信
州
名
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
上
、
川
の
支
流
の
呼
び
名

を
、
お
お
む
ね
越
中
（
西
日
本
）
で
は
「
谷
」
と
い
う
が
、
信
州
（
東

日
本
）
で
は
「
沢
」
と
呼
ぶ
の
で
、
信
州
風
の
呼
び
方
と
関
東
地
方

の
呼
び
名
が
同
じ
沢
で
あ
り
、
信
州
の
案
内
人
が
呼
ぶ
地
名
に
な
ん

ら
疑
問
を
抱
く
こ
と
も
な
く
、
登
山
記
な
ど
で
紹
介
し
た
。
そ
の
結

果
、
越
中
名
あ
る
い
は
加
賀
藩
公
称
の
山
や
谷
の
名
が
、
信
州
名
に

置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

1
9
1
2
（
明
治

）
年
に
越
中
の
登
山
家
・
吉
沢
庄
作
が
『
山

45

岳
』
7
1
1
に
「
山
の
名
称
に
就
て
」
と
題
し
て
、「
山
の
名
称
に
は
、

種
々
異
名
や
、
又
種
々
の
当
字
な
ど
あ
る
為
め
に
、
屡
々
混
雑
を
起

す
こ
と
が
あ
る
。
是
れ
多
く
は
初
め
て
其
山
に
登
る
者
が
、
其
地
方

の
案
内
者
よ
り
呼
び
来
た
り
の
名
を
聞
い
て
、其
儘
の
名
称
を
用
ひ
、

又
は
其
発
音
の
ま
ヽ
の
当
字
を
用
ふ
る
よ
り
起
る
を
常
と
せ
り
。
其

案
内
者
な
る
者
は
、
何
れ
其
地
方
の
山
稼
ぎ
を
業
と
す
る
者
や
、
猟

師
の
輩
に
外
な
ら
ね
ば
、
是
等
は
正
確
な
る
名
称
、
又
は
其
文
字
等

を
知
り
居
ら
ざ
る
は
、
殆
ん
ど
当
然
の
事
で
、
殊
に
山
村
僻
地
の
事

と
て
、
訛
音
の
多
き
事
は
怪
む
に
足
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
是
れ
は
山

地
旅
行
者
の
山
名
等
を
発
表
す
る
に
際
し
予
め
十
分
の
注
意
を
要
す

る
事
と
思
ふ
」
と
、
明
治
期
の
終
わ
り
に
、
案
内
人
か
ら
聞
い
た
地

名
を
軽
々
に
発
表
し
て
い
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。

黒
部
源
流
域
の
古
名
、
現
名
を
具
体
的
に
示
そ
う
。（

）
で
示
す

現
在
の
山
名
は
筆
者
が
記
す
。
1
6
9
7
（
元
禄

）
年

月
の
奥

10

11

山
廻
岩
城
記
録
に
、「
有
峯
よ
り
藥
師
ヶ
嶽
（
薬
師
岳
）
江
登
眞
砂
嶽

（
三
ツ
岳
）、
火
打
嶽
（
野
口
五
郎
嶽
）、
中
嶽
（
以
前
は
赤
岳
で
あ
っ

た
が
、
現
在
の
地
形
図
上
は
無
名
峰
）、
鷲
ヶ
羽
嶽
（
三
俣
蓮
華
岳
）、

鍋
ヶ
嶽
（
黒
部
五
郎
岳
）、
上
ノ
嶽
（
北
ノ
俣
岳
の
別
称
）、
此
山
々

難
罷
越
候
ニ
付
藥
師
ヶ
嶽
高
山
に
…
…
」
と
載
っ
て
い
る
。
か
な
り

下
っ
て
1
8
0
9
（
文
化
6
）
年
、
浮
田
覚
右
衛
門
作
製
の
「
黒
部

奥
山
廻
絵
図
概
要
」
に
よ
る
地
名
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の

例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
黒
部
源
流
域
を
取
り
巻
く
山
々
の
ほ
と
ん

ど
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
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｢正
し
い
山
名
を
守
る
も
の
は
誰
れ
な
の
か
」

日
本
山
岳
会
会
報
『
山
』
1
9
8
4
（
昭
和

）
年
8
月
号
（
4

59

7
0
号
）
の
巻
頭
に
、
今
西
錦
司
は
「
正
し
い
山
名
を
守
る
も
の
は

誰
れ
な
の
か
」
と
題
し
て
縷
々
述
べ
て
い
る
が
、
山
名
に
関
す
る
非

常
に
重
要
な
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
本
レ
ポ
ー
ト
と
直
接
関
わ
り

の
あ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
少
々
長
く
な
る
が
関
連
す
る
記
述
箇
所
を

引
く
。｢山

名
を
尊
重
せ
よ
、
…
…
ま
ず
山
名
と
い
う
も
の
は
い
つ
ご

ろ
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
土

地
に
住
む
人
間
の
い
な
か
っ
た
頃
に
は
、
山
名
も
存
在
し
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
…
…
名
づ
け
の
親
は
と
っ
く
の
昔
に
こ
の

世
を
去
っ
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
山
の
名
前
は
子
子
孫
孫
に

語
り
伝
え
ら
れ
て
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ

こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
陸
地
測
量
部
の
仕
事
は
明

治
に
な
っ
て
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全

国
の
山
は
そ
の
山
名
と
と
も
に
、
明
治
以
前
か
ら
存
在
し
て
い

た
。
測
量
の
は
じ
ま
る
ま
え
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
は
私

の
山
名
論
の
出
発
点
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。
…
…
古
来
か
ら
伝

え
ら
れ
た
そ
の
山
の
名
前
と
、
測
量
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
い
わ

ば
任
意
に
つ
け
ら
れ
た
点
名
と
を
く
ら
べ
た
場
合
、
そ
の
い
ず

れ
を
重
視
す
べ
き
か
は
、
も
は
や
論
を
待
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
ご
ろ
巷
間
に
一
等
三
角
点
研
究
会

な
ど
と
い
う
も
の
が
現
わ
れ
て
、
点
名
を
羅
列
し
古
来
か
ら
の

山
名
を
あ
た
か
も
点
名
に
付
随
し
た
も
の
の
よ
う
に
取
り
扱
っ

て
い
る
の
は
、
主
客
転
倒
も
は
な
は
だ
し
い
。
…
…
国
土
地
理

院
の
採
用
し
て
い
る
山
名
に
も
往
々
に
し
て
間
ち
が
い
が
あ

る
。
だ
い
た
い
地
図
上
の
地
名
を
改
変
し
た
り
、
新
し
く
採
用

し
た
り
す
る
と
き
は
、そ
れ
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ
と
だ
か
ら
、

そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
も
ら
い
た
い
の
だ
が
、
…
…
国
土
地
理

院
の
地
図
に
出
て
お
れ
ば
間
ち
が
い
な
い
と
、思
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
に
も
私
に
い
わ
せ
た
ら
、
官
尊
民
卑
に
慣
ら
さ
れ
た
わ
が

国
民
の
弱
点
が
現
れ
て
い
る
の
だ
が
、
童
髯
山
（
注
：
会
報
4

7
2
号
に
修
正
あ
り
、
修
正
後
の
山
名
を
記
し
た
）
が
正
し
い

か
大
尾
山
が
正
し
い
か
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
国
土
地
理
院
に
聞

い
て
も
判
然
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
…
…
京
都
の
あ
る
山
岳
会
の

会
長
を
し
て
い
た
人
が
出
版
し
た
、
あ
ま
り
信
用
の
お
け
な
い

地
図
か
ら
、
国
土
地
理
院
の
製
図
の
下
請
会
社
が
採
用
し
た
も

の
ら
し
い
。
…
…
私
が
こ
の
一
文
を
草
し
た
の
は
、
若
い
頃
か

ら
親
し
ん
で
き
た
京
都
北
山
の
山
や
谷
に
伝
わ
る
由
緒
あ
る
地

名
を
、
な
が
く
保
存
し
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
に
伝
え
た

い
と
い
う
切
々
た
る
気
持
ち
か
ら
で
あ
る
。
ど
ん
な
世
の
中
に

な
ろ
う
と
も
、
正
し
き
を
正
し
い
と
し
て
誤
れ
る
を
糺
し
て
ゆ
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く
こ
と
は
、だ
れ
か
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
で
あ
る
。

…
…
こ
れ
か
ら
正
し
い
山
名
を
守
り
伝
え
て
ゆ
く
も
の
は
、

い
っ
た
い
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
名
を
親
身
に
な
っ
て
考
え

て
く
れ
る
人
が
、
ど
こ
か
に
お
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。」

と
閉
じ
て
い
る
。
全
文
を
載
せ
た
い
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分

の
み
で
頁
数
を
費
や
す
訳
に
も
い
か
な
い
。
な
お
、
今
西
錦
司
は
、

京
都
大
学
学
士
山
岳
会
の
会
員
で
、日
本
山
岳
会
会
長
を
2
回
担
い
、

登
山
・
探
検
家
よ
り
も
む
し
ろ
日
本
の
生
態
学
者
、
文
化
人
類
学
者

と
し
て
知
ら
れ
、
日
本
の
霊
長
類
社
会
学
の
礎
を
築
い
た
。
文
化
勲

章
・
従
三
位
勲
一
等
瑞
宝
章
な
ど
を
受
章
し
て
い
る
。

こ
の
論
考
に
反
響
が
あ
り
、
2
ヶ
月
後
の
同
会
報

月
発
行
の
4

10

7
2
号
に
お
い
て
、「
国
土
地
理
院
発
行
の
『
地
図
』
の
山
名
に
つ
い

て
」
と
題
し
て
国
土
地
理
院
Ｏ
Ｂ
が
、
国
土
地
理
院
の
見
解
を
寄
せ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
国
土
地
理
院
で
は
、
地
図
上
に
記
載
す

る
地
名
は
、
実
際
に
現
地
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
一
般
的
に
も

通
用
す
る
も
の
を
採
用
す
る
と
い
う
方
針
の
も
と
に
、
地
元
市
町
村

長
か
ら
証
明
印
を
押
し
た
地
名
調
書
を
提
出
し
て
頂
い
て
お
り
ま

す
。
山
名
そ
の
他
の
自
然
地
名
も
一
般
に
こ
の
方
法
に
も
と
づ
い

て
、
地
名
調
書
記
載
の
も
の
を
採
用
し
注
記
し
て
お
り
ま
す
。
し
か

し
、
た
と
え
ば
同
一
の
山
で
あ
っ
て
も
、
他
の
市
町
村
に
ま
た
が
る

場
合
と
か
、
あ
る
い
は
同
一
の
市
町
村
で
あ
っ
て
も
時
期
を
異
に
し

て
地
名
調
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
山
名
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
時
に
は
、
再
度
関
係
市
町
村
に
照
会
し
て
確
認
を

と
っ
て
お
り
ま
す
」
な
ど
と
説
明
し
、
今
西
の
具
体
的
に
挙
げ
て
い

る
山
名
に
つ
い
て
も
、
市
町
村
に
確
認
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

こ
の
地
名
調
書
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
説
明
は
、
現
在
の
地
形
図

製
作
過
程
を
理
解
し
て
い
る
人
は
大
概
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
西
が
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
の

測
量
で
、
そ
れ
ま
で
の
由
緒
あ
る
山
名
が
意
味
も
な
く
変
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
案
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
明
治
以
前
の
由
緒
あ
る
山
名

維
持
の
こ
と
で
あ
り
、
大
正
期
以
降
の
地
形
図
上
の
表
示
の
シ
ス
テ

ム
で
は
な
い
。

2
．
別
称
表
示
の
経
緯
と
山
名
に
か
な
っ
た
3
山

近
代
測
量
開
始
以
降
、
農
商
務
省
と
陸
地
測
量
部
の
測
量
成
果
お

よ
び
陸
地
測
量
部
の
「
点
の
記
」
に
、
中
村
清
太
郎
作
図
「
日
本
北

ア
ル
プ
ス
一
部
憶
測
図
」
を
加
え
て
、
日
本
国
が
地
勢
図
・
地
形
図

に
表
記
し
て
き
た
山
名
の
変
遷
を
検
証
す
る
。
黒
部
源
流
の
地
勢

図
・
地
形
図
で
は
、
農
商
務
省
の
大
日
本
帝
國
豫
察
中
部
地
形
圖
や

陸
地
測
量
部
の
輯
製
製
版
「
髙
山
」
は
、
い
ず
れ
も
1
8
9
0
（
明
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治

）
年
に
、
日
本
で
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
地
形
図
・
地
勢
図
で
あ

23
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
図
の
山
岳
地
帯
は
、
今
日
と
比
べ
て
み
れ

ば
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
登
山
に
は
全
く
使
え
な
い
「
お
化
け
地

図
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
明
治
中
期
か
ら
近
代
登
山
が
日
本
に
徐
々

に
浸
透
し
、
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、
登
山
用
の
地
図
が
求
め
ら
れ
て

い
た
。

そ
こ
へ
日
本
山
岳
会
は
、
会
員
の
中
で
最
も
地
図
に
詳
し
く
、
山

名
に
特
別
な
関
心
を
抱
き
、
大
変
情
熱
を
持
っ
て
い
た
中
村
清
太
郎

作
図
「
日
本
北
ア
ル
プ
ス
一
部
臆
測
圖
」（
縮
尺

万
分
の
1
、
石
版

10

刷
）
を
、
1
9
1
1
（
明
治

）
年
の
『
山
岳
』
第
6
年
第
1
号
の

44

付
録
と
し
て
刊
行
し
た
。
こ
の
地
図
は
中
村
自
身
が
歩
い
た
山
々
が

多
く
、
中
村
が
命
名
し
た
地
名
を
含
め
、
山
名
、
谷
・
沢
名
な
ど
が

詳
し
く
、
ま
た
標
高
も
記
さ
れ
て
い
る
。
陸
地
測
量
部
が
公
表
す
る

前
に
標
高
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
陸
地
測
量
部
の
関
係

者
か
ら
の
協
力
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
日
本
山
岳
会
会
員
を

中
心
に
、
登
山
者
が
大
い
に
利
用
し
た
地
図
で
あ
る
。

こ
の
中
村
作
「
憶
測
図
」
が
発
行
さ
れ
た
後
、
地
図
の
誤
謬
や
脱

漏
な
ど
が
判
明
す
る
と
、
会
員
各
自
が
競
っ
て
そ
れ
を
『
山
岳
』
に

載
せ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
北
ア
ル
プ
ス
に
関
し
て
は
こ
の
地
図

が
か
な
り
登
山
に
役
立
ち
、
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
『
山

岳
』
か
ら
読
み
取
れ
る
。

黒
部
川
奥
の
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
た
「
黒
部
五
郎
岳
（
中
ノ
俣
岳
）」

黒
部
五
郎
岳
（
中
ノ
俣
岳
）
に
関
わ
る
地
勢
図
・
地
形
図
の
う
ち
、

山
名
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
発
行
状
況
お
よ
び
「
点
の
記
」
な
ど

は
次
の
と
お
り
。
陸
軍
省
参
謀
本
部
陸
地
測
量
部
の
測
量
は
、
1
9

0
6
（
明
治

）
年
、
陸
地
測
量
手
・
佐
々
木
戸
次
郎
（
冠
字
「
坐
」）

39

で
あ
る
。

図

歴

発

行

日

縮
尺

名

称

標
高
（
ｍ
）

発
行
所
（
注
3
）

・
大
日
本
帝
國
豫
察
中
部
地
形
圖

明
治

年
印
行

23

万
40

五
郎
嶽

な
し

農
商
務
省
地
質
局

・
明
治

年
輯
製
製
版

23

明
治

年
4
月

日

23

29

万
20

高
辻
山
〈
注
1
〉

な
し

陸
地
測
量
部

・
三
等
三
角
点
の
記

観
測

明
治

年
8
月

日

39

26

点
名

【黒
部
】

2
8
3
9
・
6

陸
地
測
量
部

・
日
本
北
ア
ル
プ
ス
一
部
臆
測
圖

明
治

年
5
月
5
日

44

万
10

黒
部
五
郎
岳

2
8
4
0

日
本
山
岳
会
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・
大
正
元
年
測
図

大
正
2
年
6
月

日
30

5
万

中
ノ
俣
嶽

2
8
3
9
・
6

陸
地
測
量
部

・
大
正
元
年
測
図
昭
和
5
年
修
正
測
図
(地
上
写
真
併
用
)

昭
和
7
年
6
月

日
30

5
万

黒
部
五
郎
嶽（
中
ノ
俣
嶽
）
2
8
3
9
・
6

陸
地
測
量
部

・
昭
和

年
編
集

30

昭
和

年
4
月

日

32

30

万
20

黒
部
五
郎
岳（
中
ノ
俣
岳
）
2
8
4
0

地
理
調
査
所

注
1
：
輯
製
製
版
（
地
勢
図
）
で
は
横
岳
（
現
・
北
ノ
俣
岳
、
上
ノ
岳
）
と
鷲
羽
嶽
（
現
・
三
俣
蓮
華
岳
）
の
中
間
に
「
高
辻
山
」
が
表
記
さ
れ
、
ほ
か
に
表
示
が
な
い

の
で
、
高
辻
山
を
現
在
の
黒
部
五
郎
岳
と
し
た
。

現
・
黒
部
五
郎
岳
は
、
富
山
県
（
旧
・
大
山
町
）
と
岐
阜
県
（
旧
・

上
宝
村
お
よ
び
神
岡
町
）
の
県
境
に
あ
り
、
陸
地
測
量
部
の
地
形
図

で
は
、
明
治
期
は
「
高
辻
山
」
と
記
さ
れ
た
あ
た
り
が
黒
部
五
郎
岳

で
あ
り
、
大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
は
「
中
ノ
俣
嶽
」、
昭
和
期
に
「
黒

部
五
郎
嶽
（
中
ノ
俣
嶽
）」
へ
と
変
遷
し
て
現
在
に
至
る
。

地
名
は
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
勝
手
に
新
し
い
名
を

付
け
、
そ
れ
が
山
名
と
し
て
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
山
が
あ
り
、
そ

の
一
例
が
黒
部
五
郎
岳
で
あ
る
。
こ
の
山
は
越
中
で
は
江
戸
期
か
ら

加
賀
藩
の
公
称
で
あ
る
「
鍋
嶽
」
で
あ
り
、
飛
騨
で
は
信
仰
の
山
「
中

ノ
俣
嶽
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
信
州
側
の
呼
び
名
で
あ
る
黒
部
五
郎

岳
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

黒
部
五
郎
岳
の
命
名
の
根
拠
は
、「
黒
部
川
の
源
頭
に
あ
る
ゴ
ロ

ゴ
ロ
し
て
い
る
山
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
北
側
か
ら
見
る

稜
線
は
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
る
。
1
8
9
0
（
明
治

）
年
、
農
商
務

23

省
地
質
局
発
行
の
「
大
日
本
帝
國
豫
察
中
部
地
形
圖
」

万
分
の
1

40

図
に
は
「
五
郎
嶽
」
と
な
っ
て
い
る
。

五
郎
（
ゴ
ロ
ウ
）
は
岩
の
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
た
地
形
を
指
す
も
の
で
、

黒
部
五
郎
岳
、
野
口
五
郎
岳
や
信
州
古
図
に
書
か
れ
て
い
る
五
六
岳

（
長
く
爺
ヶ
岳
を
指
す
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
蓮
華
岳
で

あ
る
こ
と
が
通
説
）
の
ゴ
ロ
は
、
箱
根
・
強
羅
温
泉
の
ゴ
ウ
ラ
な
ど

と
同
じ
く
、
ご
ろ
ご
ろ
し
た
地
形
を
指
す
と
い
う
の
が
通
説
に
な
っ

て
い
る
の
で
、「
五
郎
」
と
付
い
て
い
る
地
名
は
、
一
応
こ
う
し
た
見

地
か
ら
検
討
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

探
検
登
山
時
代
の
先
駆
者
で
あ
る
中
村
清
太
郎
は
、『
山
岳
』
7
-

2
（
1
9
1
2
・
明
治

年
7
月
刊
）
に
「
藥
師
ケ
岳
の
頂
上
よ
り

45

南
面
」
と
題
し
て
黒
部
五
郎
岳
名
付
け
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。「
上
河
内
に
遊
ん
だ
時
、
嘉
門
治
老
爺
か
ら
そ
の
黒
部
五

郎
な
る
名
を
持
つ
た
山
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
、
是
非
一
夏
そ
こ
へ

行
か
う
と
い
ふ
約
束
を
し
た
事
が
あ
つ
た
が
、
…
…
」
と
あ
る
。
上
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条
嘉
門
次
は
薬
師
岳
ま
で
猟
に
出
か
け
、
案
内
も
行
な
い
黒
部
源
流

を
よ
く
歩
い
て
い
る
。

こ
の
中
村
の
一
文
で
、「
岳
」
と
か
「
山
」
と
い
う
表
記
は
な
い
が
、

「
黒
部
五
郎
」
と
い
う
山
名
が
初
め
て
文
献
に
載
っ
た
。
そ
れ
ま
で

黒
部
五
郎
と
い
う
名
は
、
文
献
・
資
料
に
全
く
見
ら
れ
な
い
。
と
こ

ろ
が
中
村
は
、
1
9
5
7
（
昭
和

）
年
8
月
号
の
『
岳
人
』
誌
上

32

で
「
黒
部
五
郎
岳
と
い
う
名
は
私
が
選
ん
だ
も
の
だ
」
と
書
い
て
い

る
。筆

者
の
推
測
で
は
あ
る
が
、
嘉
門
次
は
「
黒
部
五
郎
」
と
い
う
名

前
以
前
に
、
越
中
と
飛
騨
と
の
境
に
屹
立
し
て
い
る
こ
の
山
を
、
江

戸
期
か
ら
越
中
で
は
「
鍋
嶽
」、
飛
騨
で
は
「
中
ノ
俣
嶽
」
と
呼
ん
で

い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、「
黒
部
川
の
奥
に
あ
る
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
た
山
」

で
あ
っ
た
の
で
黒
部
五
郎
と
付
け
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ
ろ
は
山

体
か
ら
名
付
け
る
例
が
多
く
、
こ
の
山
も
嘉
門
次
独
特
の
即
物
的
表

現
で
あ
る
。

『山
岳
』
8
-2
（
1
9
1
3
・
大
正
2
年
8
月
刊
）
の
「
雑
論

山

名
に
つ
き
て
」
と
題
す
る
中
に
鵜
殿
正
雄
は
野
口
五
郎
岳
と
黒
部
五

郎
岳
に
つ
い
て
、
辻
村
伊
助
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
辻
村
伊
助
が
黒
部
五
郎
岳
と
名
付
け
る
こ
と
に
は
賛
同
し
て
い

な
い
考
え
を
縷
々
述
べ
て
い
る
。
小
島
烏
水
の
「
日
本
北
ア
ル
プ
ス

縦
断
記
」
に
蓮
華
岳
（
現
・
三
俣
蓮
華
岳
）
の
命
名
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
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に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
「
こ
れ
も
猟
師
が
名
を
つ
け
た
の
で
、
飛
騨

山
脈
辺
の
無
名
高
山
の
山
名
に
は
こ
の
よ
う
に
タ
ワ
イ
の
無
い
由
来

が
多
い
か
ら
、
あ
ま
り
真
面
目
に
考
え
る
と
、
力
負
け
が
す
る
こ
と

に
な
る
」
と
い
い
、
猟
師
が
名
付
け
た
山
名
を
あ
ま
り
信
用
し
て
い

な
い
様
子
が
窺
え
る
。
同
紀
行
文
の
中
に
、「
未
だ
雲
の
平
（
嘉
門
次

の
祖
母
平
）
の
高
原
に
も
」
と
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
嘉
門
次
の

言
う
山
名
を
あ
え
て
否
定
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
中
村
清
太
郎
の
紀
行
文
と
1
9
1
1
（
明
治

）
年
5

44

月
に
中
村
が
発
表
し
た「
北
ア
ル
プ
ス
一
部
臆
測
圖
」に
よ
っ
て「
黒

部
五
郎
岳
」
が
定
着
し
、
市
民
権
を
得
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
ひ

と
た
び
文
字
に
な
る
と
口
承
・
口
伝
は
太
刀
打
ち
で
き
ず
、
そ
の
名

が
正
し
い
と
か
間
違
っ
て
い
る
と
か
に
関
係
な
く
、
絶
大
な
威
力
を

発
揮
す
る
。

ほ
か
に
黒
部
五
郎
岳
の
名
称
に
関
わ
る
文
献
を
い
く
つ
か
取
り
上

げ
て
み
よ
う
。

高
頭
式
編
纂
『
日
本
山
嶽
志
』（
1
9
0
6
・
明
治

年
2
月
刊
）

39

の
補
遺
に
、「
鍋
嶽
：
越
中
國
上
新
川
郡
、飛
騨
國
吉
城
郡
ニ
跨
ガ
ル
。

上
新
川
郡
大
山
村
大
字
有
峰
ヨ
リ
一
里
十
八
町
ニ
シ
テ
其
山
頂
ニ
達

ス
。
全
山
侏
羅
層
ヨ
リ
成
ル
モ
ノ
ヽ
如
シ
。
標
高
凡
八
千
尺
」
と
収

録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
有
峰
と
上
ノ
岳
の
間
に
位
置
付
け
ら
れ

て
お
り
、
辻
本
満
丸
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
位
置
に
間
違
い
が

あ
る
。

『
越
中
奥
山
の
地
名
』（
1
9
5
8
・
昭
和

年
9
月
、
富
山
県
国
語

33

学
会
刊
）
で
は
、
地
域
に
よ
っ
て
呼
び
名
が
異
な
る
事
例
と
し
て
黒

部
五
郎
岳
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
「
黒
部
川
の
鍋
谷
の

源
頭
に
聳
え
立
つ
豪
壮
な
黒
部
五
郎
岳
の
越
中
名
は
鍋
岳
で
あ
る
。

山
名
が
さ
き
か
谷
名
が
さ
き
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
山
名
が
さ
き
と

す
る
と
、鍋
を
伏
せ
た
ご
と
き
山
形
か
ら
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」

と
説
明
し
て
い
る
。

中
ノ
俣
岳
が
飛
騨
の
人
々
の
信
仰
の
山
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
中
村

清
太
郎
の
登
山
記
に
黒
部
五
郎
岳
の
頂
上
で
「
櫓
の
下
に
柱
状
の
自

然
石
が
二
ツ
あ
る
の
が
眼
を
ひ
い
た
。
…
…
は
○
○
山
祇
大
神
と
し

か
読
め
な
い
が
、
一
方
は
『
中
之
俣
白
山
神
社
』
と
あ
る
で
は
な
い

か
。
之
に
は
二
人
と
も
顔
を
見
合
わ
せ
た
。
こ
の
荒
山
に
も
さ
て
は

祭
神
が
あ
つ
て
、
宝
者
も
あ
る
も
の
と
見
え
る
。
し
か
し
祠
ら
し
い

も
の
は
終
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
と
記
し
た
一
文
が
根

拠
と
な
っ
て
い
る
。

黒
部
五
郎
岳
を
源
頭
と
す
る
金
木
戸
川
流
域
、
い
わ
ゆ
る
旧
・
上

宝
村
の
村
落
に
は
白
山
神
社
が
か
な
り
多
い
。
上
宝
村
東
部
の
神
社

は
ほ
と
ん
ど
が
白
山
神
社
で
、『
飛
騨
の
神
社
』
に
も
列
記
さ
れ
て
い

る
。
上
宝
村
と
接
す
る
神
岡
町
、
い
わ
ゆ
る
中
ノ
俣
岳
の
名
を
導
い

た
中
ノ
俣
川
側
に
も
白
山
神
社
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
ノ
俣
嶽
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と
い
わ
れ
て
い
た
山
は
、
飛
騨
の
信
仰
の
山
で
あ
っ
た
こ
と
に
違
い

な
い
。

筆
者
が
客
観
的
に
冷
静
に
判
断
す
れ
ば
、
現
在
で
は
「
黒
部
五
郎

岳
」
と
い
う
山
名
が
、
こ
の
山
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。
越
中

側
の
加
賀
藩
の
公
称
「
鍋
嶽
」
は
、
北
面
か
ら
見
た
山
の
形
を
表
し

て
い
る
こ
と
で
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、
飛
騨
側
の
「
中
ノ
俣
嶽
」
は
、

陸
地
測
量
部
の
1
9
0
6
（
明
治

）
年
測
量
、「
点
の
記
」
の
点
名

39

が
「
黒
部
」
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
正
元
年
測
図
で

1
9
1
3
（
大
正
2
）
年
に
発
行
さ
れ
た
5
万
分
の
1
地
形
図
で
、

突
然
な
ん
の
意
味
も
な
く
山
名
を
「
中
ノ
俣
嶽
」
と
し
て
い
る
。
金

木
戸
川
の
支
流
で
あ
る
中
ノ
俣
川
を
表
す
よ
り
も
、
黒
部
川
と
い
う

北
ア
ル
プ
ス
を
縦
断
し
て
い
る
長
大
な
川
名
と
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
た
山

体
を
表
し
て
い
る
名
で
あ
る
こ
と
、
信
仰
の
山
で
あ
っ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
ろ
う
が
、
史
実
は
明
確
で
は
な
い
こ
と
か
ら
「
黒
部
五
郎
岳
」

の
名
が
似
つ
か
わ
し
い
。

水
晶
が
採
れ
た
「
水
晶
岳
（
黒
岳
）」

水
晶
岳
（
黒
岳
）
に
関
わ
る
地
勢
図
・
地
形
図
の
う
ち
、
山
名
の

変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
発
行
状
況
お
よ
び
「
点
の
記
」
な
ど
を
、
黒

部
五
郎
岳
の
よ
う
な
方
法
で
調
査
し
た
。
山
の
名
称
の
変
遷
の
み
を

取
り
上
げ
る
と
、「
黒
嶽
（
農
商
務
省
）」「
な
し
（
陸
測
）」「
点
名
【
水

山名考――黒部源流域の別称をめぐって――
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晶
山
】（
陸
測
）」「
黒
岳
（
日
本
山
岳
会
）」「
水
晶
山
（
陸
測
）」「
黒

嶽
（
水
晶
山
）（
陸
測
）」「
黒
岳
（
水
晶
山
）（
地
理
調
査
所
）」「
黒

岳
（
水
晶
岳
）（
国
土
地
理
院
）」「
水
晶
岳
（
黒
岳
）（
国
土
地
理
院
）」

と
変
遷
し
て
い
る
。
陸
地
測
量
部
の
測
量
は
、黒
部
五
郎
岳
と
同
じ
。

水
晶
岳
は
双
耳
峰
で
三
等
三
角
点
の
あ
る
北
峰
は
2
9
7
7
・
7

ｍ
、
測
定
点
で
あ
る
南
峰
は
2
9
8
6
ｍ
で
、
水
晶
岳
の
頂
上
で
あ

る
。
水
晶
岳
（
黒
岳
）
は
、
加
賀
藩
の
領
地
内
で
あ
り
、
越
中
国
で

あ
り
、
近
・
現
代
で
は
富
山
県
上
新
川
郡
大
山
村
（
現
・
富
山
市
）

に
所
在
し
て
い
る
の
で
、
2
つ
の
自
治
体
に
ま
た
が
っ
て
い
な
く
、

地
域
に
よ
っ
て
山
名
が
異
な
る
問
題
は
発
生
し
な
い
。
た
だ
し
、
こ

の
山
域
で
猟
漁
、
森
林
伐
採
、
鉱
物
や
薬
草
の
採
集
を
行
な
っ
て
い

た
の
は
信
州
の
人
が
多
い
の
で
、
信
州
の
山
人
と
越
中
の
山
麓
農
民

の
呼
び
名
が
異
な
る
こ
と
が
発
生
す
る
。

黒
岳
と
名
付
け
た
の
は
現
在
、地
形
図
で
は
無
名
の
山
で
あ
る
が
、

東
沢
谷
の
源
頭
で
、
水
晶
小
屋
の
あ
る
縦
走
路
の
ピ
ー
ク
の
山
は
、

山
肌
が
赤
み
が
か
っ
て
い
る
の
で
赤
岳
と
呼
ば
れ
、
地
勢
図
や
紀
行

文
に
赤
岳
と
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
水
晶
岳
は
天
候
に

よ
っ
て
黒
く
見
え
る
こ
と
か
ら
「
黒
岳
」
と
名
付
け
ら
れ
た
、
と
言

わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
こ
の
山
は
水
晶
や
ザ
ク
ロ
石
が
採
取
で
き
る
の
で
山
名
を

水
晶
岳
と
し
た
。
戦
国
時
代
末
期
以
降
の
加
賀
藩
政
時
代
よ
り
奥
山

廻
り
が
毎
年
行
な
わ
れ
、
そ
の
古
地
図
や
古
記
録
に
は
、
水
晶
嶽
、

六
方
石
山
、
中
岳
劔
、
中
劔
岳
の
名
前
で
記
さ
れ
て
い
た
。
六
方
石

は
水
晶
の
異
名
で
あ
り
、
中
岳
は
南
隣
の
赤
岳
の
古
名
で
あ
る
。
奥

山
廻
り
石
黒
信
由
『
三
州
測
量
図
絵
』
の
1
8
3
5
（
天
保
6
）
年

の
記
録
に
は
、
中
岳
剣
と
い
う
名
で
そ
の
位
置
、
方
向
、
山
容
ま
で

詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
た
。
か
つ
て
山
麓
の
有
峰
村
民
は
、
黒
部
源

流
ま
た
は
尾
根
伝
い
に
雲
ノ
平
の
祖
父
沢
を
水
晶
採
り
の
ル
ー
ト
と

し
て
い
た
記
録
が
あ
り
、志
村
鳥
嶺
が『
山
岳
』3
-2（
1
9
0
8
・

明
治

年
6
月
刊
）
の
「
日
本
ア
ル
プ
ス
縦
走
記
」
と
題
す
る
登
山

41

記
に「
黒
部
川
の
水
源
を
な
す
と
こ
ろ
の
一
霊
峰
。
北
よ
り
望
め
ば
、

峯
頭
二
裂
、
鞍
状
を
な
し
、
一
面
に
残
雪
あ
り
。
其
の
崇
高
、
其
の

雄
偉
、日
本
ア
ル
プ
ス
中
稀
に
見
る
と
こ
ろ
、し
か
れ
ど
も
類
蔵（
筆

者
注
・
信
州
の
山
案
内
人
）
も
其
の
名
知
ら
ず
、
地
図
を
探
る
も
、

何
れ
も
実
際
に
適
せ
る
も
の
な
し
。
後
日
研
究
の
結
果
、
黒
嶽
？マ
マ

と

せ
り
」
と
あ
り
、「
黒
岳
」
表
記
の
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

1
8
9
0
（
明
治

）
年
、
農
商
務
省
発
行
の
地
形
図
に
は
「
黒
嶽
」

23

と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
志
村
の
名
付
け
と
は
い
え
な
い
の
で
、

文
中
に
「
？
」
が
付
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
水
晶
岳
を
眺
め
な
が
ら
高
天
原
山
荘
で
ひ
と
夏
生
活
し
た

が
、
水
晶
岳
は
天
候
に
よ
っ
て
黒
く
見
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
白
く

見
え
る
こ
と
が
多
い
山
で
あ
る
。
雲
ノ
平
・
ス
イ
ス
庭
園
か
ら
見
る
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水
晶
岳
も
晴
天
の
日
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ル
プ
ス
の
よ
う
で
白
く

見
え
る
。
高
天
原
山
荘
は
モ
リ
ブ
デ
ン
採
掘
の
作
業
員
宿
舎
と
し
て

建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
か
つ
て
の
水
晶
採
り
と
合
わ
せ
、
水
晶
岳
は

鉱
物
資
源
の
山
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
、「
水
晶
岳
」
は
最
も
ふ

さ
わ
し
い
名
と
受
け
止
め
て
い
る
。

高
く
広
大
さ
を
表
す
「
雲
ノ
平
（
奥
ノ
平
）」

雲
ノ
平
（
奥
ノ
平
）
に
関
わ
る
地
勢
図
・
地
形
図
の
う
ち
、
山
名

の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
発
行
状
況
お
よ
び
「
点
の
記
」
な
ど
を
水

晶
岳
（
黒
岳
）
と
同
じ
方
法
で
調
査
し
た
。
こ
れ
も
地
名
の
み
を
取

り
上
げ
る
と
次
の
と
お
り
。

名
称
＝
な
し
（
農
商
務
省
）、
な
し
（
陸
測
）、
点
名
＝
【奥
平
】（
陸

測
）、
雲
ノ
平
（
祖
母
平
）（
日
本
山
岳
会
）、
奥
ノ
平
（
陸
測
）、
雲

ノ
平
（
奥
ノ
平
）（
陸
測
）、
雲
ノ
平
（
陸
測
）、
雲
ノ
平
（
奥
ノ
平
）

（
地
理
調
査
所
）、
雲
ノ
平
（
地
理
調
査
所
）、
※
奥
ノ
平
（
雲
ノ
平
）

（
国
土
地
理
院
）、
雲
ノ
平
（
奥
ノ
平
）（
国
土
地
理
院
）
で
あ
る
。

た
だ
し
、
※
印
は
「
大
正
元
年
測
量
昭
和

年
修
正
測
量

昭
和

34

年
7
月

日
発
行

5
万
分
の
1

奥
ノ
平
（
雲
ノ
平
）
2
4
6

36

30

3
・
9
ｍ

国
土
地
理
院
」
の
地
形
図
で
、
突
然
、「
奥
ノ
平
（
雲
ノ

平
）」
と
表
記
さ
れ
、
そ
の
前
後
は
「
雲
ノ
平
（
奥
ノ
平
）」
で
あ
る
。

そ
の
要
因
を
国
土
地
理
院
へ
質
す
と「
過
去
の
資
料
を
確
認
し
た
が
、

表
記
の
変
更
の
明
確
な
理
由
を
示
す
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
」
と
の
回
答
を
得
て
い
る
。

な
お
、「
大
正
元
年
測
量
」
の
「
測
量
」
は
「
測
図
」
の
こ
と
で
あ

り
、
特
に
測
量
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
後
述
す
る
「
北
ノ
俣
岳
（
上

ノ
岳
）」
の
「
山
名
表
記
の
変
遷
」「
注
4
」
を
参
照
願
い
た
い
。

陸
地
測
量
部
の
測
量
は
、
黒
部
五
郎
岳
と
同
じ
。

雲
ノ
平
の
古
名
は
大
中
原
。
祖
父
岳
火
山
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

日
本
で
最
も
高
い
位
置
に
あ
る
な
だ
ら
か
な
溶
岩
台
地
で
、
標
高
は

ア
ラ
ス
カ
庭
園
の
末
端
2
4
0
0
ｍ
か
ら
日
本
庭
園
の
2
7
0
0
ｍ

ま
で
標
高
差
が
3
0
0
ｍ
も
あ
る
。
ア
ラ
ス
カ
庭
園
の
奥
日
本
庭
園

側
に
三
角
点
（
2
4
6
4
・
1
ｍ
）
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
面
積
は

万
㎡
。
飛
騨
山
脈
の
最
深
部
の
高
原
で
あ
っ
た
の
で
、
奥
ノ
平
と

25名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
別
名
で
は
「
蜘
蛛
ノ
平
」
と
も
言
わ

れ
て
い
た
。

筆
者
は
奥
ノ
平
よ
り
も
、ま
さ
に
雲
の
上
の
広
大
な
台
地
で
あ
り
、

雲
が
た
な
び
い
て
い
る
状
況
を
醸
し
出
す
「
雲
ノ
平
」
の
名
が
こ
の

高
地
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。

3
．「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
は
「
上
ノ
岳
」
が
似
合
う

「
北
ノ
俣
岳
」・
別
称
「
上
ノ
岳
」
は
、
富
山
市
（
旧
・
上
新
川
郡
大
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山
村
↓
大
山
町
）
と
飛
騨
市
（
旧
・
吉
城
郡
阿
曾
布
村
↓
神
岡
町
）

に
ま
た
が
る
標
高
2
6
6
2
ｍ
（
三
角
点
は
2
6
6
1
・
3
ｍ
＝
修

正
後
）の
山
で
、国
土
地
理
院
が
発
行
す
る
現
在
の
地
形
図
に
は「
北

ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
登
山
案
内
書
な

ど
の
一
部
で
は
、「
北
ノ
俣
岳
、
別
名
上
ノ
岳
」
と
表
記
し
、
解
説
の

中
で
「
北
ノ
俣
岳
は
岐
阜
県
側
、
上
ノ
岳
は
富
山
県
側
の
名
称
で
あ

る
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
登
山
記
や
概
念
図
で
は
「
北
ノ
俣

岳
」
の
み
の
表
示
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
山
は
中
部
山
岳
国
立
公

園
の
特
別
保
護
地
区
で
、「
新
・
花
の
百
名
山
」に
選
定
さ
れ
て
お
り
、

太
郎
兵
衛
平
か
ら
上
ノ
岳
に
か
け
て
の
稜
線
は
、
本
格
的
な
高
原
地

帯
で
あ
る
。
そ
し
て
、
太
郎
兵
衛
平
か
ら
は
穏
や
か
な
山
容
で
は
あ

る
が
、
見
応
え
の
あ
る
山
だ
。

黒
部
源
流
域
で
別
称
の
あ
る
4
山
の
う
ち
、
3
山
に
つ
い
て
は
前

述
の
と
お
り
現
在
の
山
名
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、「
北

ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
は
、
ど
う
と
ら
え
て
も
「
北
ノ
俣
岳
」
が
ふ
さ

わ
し
い
山
名
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）
へ
登
る
「
飛
越
新
道
」「
神
岡
新
道
」
上
の

案
内
板
は
、
岐
阜
県
旧
・
神
岡
町
が
立
て
た
も
の
で
は
あ
る
が
「
北

ノ
俣
岳
」
の
み
で
、
現
在
で
は
そ
の
呼
び
名
の
み
が
定
着
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
頂
上
の
標
柱
は
旧
・
大
山
町
で
造
り
、
太
郎
平
小
屋
で
立

て
た
も
の
で
あ
る
が
、「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
と
表
記
さ
れ
て
い
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る
。山

体
の
約
4
分
の
3
を
有
す
る
富
山
県
旧
・
大
山
村
の
地
元
や
富

山
県
の
人
々
、
登
山
家
の
間
で
は
、
1
9
1
3
（
大
正
2
）
年
に
陸

地
測
量
部
の
地
形
図
が「
北
ノ
俣
嶽（
上
ノ
嶽
）」へ
と
変
わ
っ
て
も
、

1
9
7
5
（
昭
和

）
年
ご
ろ
ま
で
は
、
地
図
、
紀
行
文
な
ど
に
「
上

50

ノ
嶽
」
あ
る
い
は
「
上
ノ
岳
」
と
記
し
、「
か
み
の
だ
け
」
ま
た
は
「
か

み
の
た
け
」
と
呼
ん
で
い
た
。
由
緒
が
あ
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
山
の

名
前
が
、
突
然
、
意
味
も
な
く
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
は
と
て
も
耐

え
難
い
。

し
た
が
っ
て
、
国
土
地
理
院
発
行
の
地
形
図
は
、
山
名
と
別
称
を

逆
に
し
た
「
上
ノ
岳
（
北
ノ
俣
岳
）」
と
す
る
か
、「
上
ノ
岳
」
の
み

に
す
べ
き
で
あ
る
と
提
唱
す
る
。
つ
ま
り
、
山
名
を
原
点
に
戻
す
べ

き
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
、
そ
の
理
由
を
後
に
詳
し
く
説
明
す

る
。山

名
表
記
の
変
遷

近
代
測
量
開
始
以
降
に
日
本
国
が
発
行
し
た
輯
製
図
（
地
勢
図
）・

地
形
図
を
示
す
。
た
だ
し
、「
縮
尺
別
」
に
「
名
称
・
標
高
・
発
行
所
」

が
前
回
発
行
と
同
じ
で
あ
れ
ば
図
歴
が
異
な
っ
て
い
て
も
掲
載
を
省

略
し
、
陸
地
測
量
部
の
「
点
の
記
」
と
日
本
山
岳
会
会
員
・
中
村
清

太
郎
作
図
の
「
日
本
北
ア
ル
プ
ス
一
部
臆
測
圖
」
を
参
考
と
し
て
加

え
る
。

な
お
、陸
軍
省
参
謀
本
部
陸
地
測
量
部
の
測
量
は
、1
9
0
6（
明

治

）
年
、
陸
地
測
量
手
・
井
口
貫
一
（
冠
字
「
草
」）
に
よ
っ
て
行

39
な
わ
れ
て
い
る
。

図

歴

発

行

日

縮
尺

名

称

標
高
（
ｍ
）

発
行
所

・
大
日
本
帝
國
豫
察
中
部
地
形
圖

明
治

年
印
行

23

万
40

上
ノ
嶽
〈注
1
〉

2
6
5
6

農
商
務
省
地
質
局

・
明
治

年
輯
製
製
版
「
髙
山
」

23

明
治

年
4
月

日

23

29

万
20

横
岳
〈注
2
〉

な
し

陸
地
測
量
部

・
三
等
三
角
点
の
記

観
測

明
治

年
8
月

日

39

16

点
名

【北
俣
嶽
】

陸
地
測
量
部

・
日
本
北
ア
ル
プ
ス
一
部
臆
測
圖

明
治

年
5
月
5
日

44

万
10

上
ノ
岳

2
6
6
1

日
本
山
岳
会

・
大
正
元
年
測
図
「
鎗
ヶ
嶽
」

大
正
2
年
6
月

日
30

5
万

北
ノ
俣
嶽
(上
ノ
嶽
)〈注
3
〉

2
6
6
1
・
2

陸
地
測
量
部
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・
大
正

年
製
版

10

大
正

年
6
月

日

10

30

万
20

北
ノ
俣
嶽
(上
ノ
嶽
)〈注
3
〉

2
6
6
1

陸
地
測
量
部

・
大
正
元
年
測
図
昭
和
5
年
修
正
測
図

（
地
上
写
真
併
用
）

昭
和

年

月

日

21

12

28

5
万

北
ノ
俣
嶽
(上
ノ
嶽
)

2
6
6
1
・
2

地
理
調
査
所

・
大
正

年
製
版
昭
和

年
修
正

10

23

昭
和

年

月

日

23

11

30

万
20

北
ノ
俣
嶽
(上
ノ
嶽
)

2
6
6
1

地
理
調
査
所

・
大
正
元
年
測
量
昭
和

年
修
正
測
量
〈注
4
〉

34

昭
和

年
7
月

日

36

30

5
万

北
ノ
俣
岳
(上
ノ
岳
）

2
6
6
1
・
2

国
土
地
理
院

・
昭
和

年
測
量
「
薬
師
岳
」

49

昭
和

年

月

日

50

11

30

2
・
5
万

北
ノ
俣
岳
(上
ノ
岳
)

2
6
6
1
・
2

国
土
地
理
院

・
昭
和

年
修
正
測
量

59

昭
和

年
5
月

日

61

30

2
・
5
万

北
ノ
俣
岳
(上
ノ
岳
)

2
6
6
1
・
2

国
土
地
理
院

（
頂
上
の
追
加
記
載
）

2
6
6
2
〈注
5
〉

注
1
：
｢上
ノ
嶽

2
6
5
6
」
は
、
現
在
の
「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
と
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
あ
り
、
同
図
で
は
陸
地
測
量
部
の
表
記
「
横
嶽
」
は
現
在
の
寺
地
山
あ
た

り
に
あ
る
。
上
ノ
嶽
と
五
郎
嶽
の
間
に
赤
城
山
（
現
・
赤
木
岳
）
の
記
載
が
あ
る
な
ど
、
細
か
い
表
記
が
あ
る
。

注
2
：
現
在
の
「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
の
位
置
に
は
「
横
岳
」
が
あ
り
、
横
岳
と
藥
師
ヶ
嶽
の
間
に
「
上
ノ
岳
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
北
俣
岳
」
は
現
在
の
三
俣
蓮

華
岳
か
ら
槍
ヶ
岳
の
稜
線
上
の
樅
沢
岳
あ
た
り
に
表
記
が
あ
る
。

注
3
：
以
前
の
「
横
岳
」
は
大
多
峠
の
西
に
移
り
、
以
前
の
横
岳
の
位
置
に
「
北
ノ
俣
嶽
（
上
ノ
嶽
）
2
6
6
1
」
と
記
さ
れ
、
以
前
の
上
ノ
嶽
の
位
置
に
「
太
郎
山
2

3
7
3
」
と
し
て
新
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
以
前
、
現
在
の
樅
沢
岳
あ
た
り
に
あ
っ
た
「
北
俣
岳
」
は
「
蓮
華
岳
」
に
変
わ
っ
た
。

注
4
：
｢大
正
元
年
測
量
」
は
測
量
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
測
量
と
い
う
表
示
は
測
図
と
同
じ
意
味
で
、「
昭
和

年
式
2
万
5
千
分
1
、
5
万
分
1
地
形
図
図
式

30

適
用
規
程
」
に
基
づ
く
表
示
で
あ
る
（
国
土
地
理
院
の
説
明
）。

注
5
：
頂
上
は
三
角
点
の
東

ｍ
地
点

20

北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）
に
関
わ
る
関
連
資
料
お
よ
び
情
報

北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）
と
表
記
さ
れ
て
い
る
山
名
に
関
わ
る
重
要

で
、
か
つ
大
き
な
影
響
の
あ
る
資
料
を
示
し
、「
上
ノ
岳
」
に
戻
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
根
拠
資
料
と
す
る
。

【
1
】
陸
地
測
量
部
「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
周
辺
の
測
量
日
程
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1
9
0
6
（
明
治

）
年
、
陸
地
測
量
手
・
井
口
寛
一
の
北
ノ
俣

39

岳
（
上
ノ
岳
）
地
域
の
測
量
日
程
は
次
の
と
お
り
。

冠
字

番
号

点
名
（
現
在
の
名
称
）

選
点
日

造
標
日

観
測
日

第

号

※
下
ノ
本
（
旧
阿
曾
布
村
）

5
・
2

5
・

7
・

13

26

20

第

号

※
天
蓋
（
旧
阿
曾
布
村
）

5
・
2

5
・

7
・

14

19

30

第

号

※
町
ヶ
谷
（
旧
阿
曾
布
村
）

5
・
4

5
・

・

15

15

10

16

第

号

大
山
（
寺
地
山
）
〈注
2
〉

5
・
5

6
・

・
1

16

28

11

第

号

北
俣
嶽
（
北
ノ
俣
岳
・
上
ノ
岳
）

5
・
6

7
・
4

8
・

17

16

第

号

抜
戸
（
黒
部
五
郎
岳
南
西
3
㎞
）

5
・
6

6
・
7

・

18

10

10

第

号

日
影
（
打
込
谷
南
方
）

5
・
6

6
・
3

・
8

19

10

第

号

※
池
尾
（
旧
上
宝
村
）

5
・
6

5
・

・

20

29

10

15

注
1
：
点
名
の
※
印
は
、
三
角
点
が
山
頂
で
は
な
く
尾
根
の
途
中
や
村
な
ど
に

設
置
さ
れ
て
い
る
点
名
。

注
2
：「
所
在
」
富
山
県
越
中
国
上
新
川
郡
大
山
村
大
字
有
峰
村
、「
所
有
主
」

有
峰
村
の
野
口
四
郎
右
エ
門
。

【
2
】
1
9
0
6
（
明
治

）
年
、「
北
俣
嶽
測
站
」（「
北
ノ
俣
岳
（
上

39

ノ
岳
）」
の
三
等
三
角
点
の
記
）

北

俣

嶽

測

站

番

號

草

第
拾
七
號

ニ
シ
テ
達
ス
。
本
点
ハ
北
俣
嶽
最

所

在

岐
阜
縣
飛
騨
國
吉
城
郡
阿
曾
布
村

高
頂
ニ
ア
リ
〈注
1
〉

大
字
打
保
字
北
ノ
俣
嶽

覘

標

尋
常
方
錐
形

所
有
主

大
阪
大
林
区
署

選

石

花
崗
石

地

目

山
林
五
百
九
十
七
番

撰

定

明
治
三
十
九
年
五
月
六
日

順

路

三
角
点
草
第
十
六
号
（
注
：
点
名

造

標

明
治
三
十
九
年
七
月
四
日

大
山
、
山
名
・
寺
地
山
）
ヨ
リ
飛

觀

測

明
治
三
十
九
年
八
月
十
六
年

騨
越
中
ノ
国
境
ヲ
東
進
ス
ル
三
里

敷

地

三
坪

以
下
、
余
白

注
1
：「
最
高
頂
」
で
は
な
い
。『
山
岳
』
5
-1
（
1
9
1
0
・
明
治

年
刊
）
に
、

43

辻
本
満
丸
は
「
上
ノ
岳
登
山
」
と
題
し
て
「
上
ノ
岳
の
最
高
点
は
三
角
測
量
標
あ

る
処
な
れ
ど
も
、
廣
き
意
味
に
於
け
る
頂
上
は
、
曩
に
偃
松
中
に
苦
み
し
処
の
如

き
、
即
ち
其
一
部
な
り
」
と
あ
り
、
三
角
点
の
標
高
よ
り
も
高
い
所
が
あ
る
こ
と

を
、1
9
0
9（
明
治

）年
に
指
摘
し
て
い
る
。
国
土
地
理
院
は
1
9
9
1（
平

42

成
3
）
年
に
頂
上
は
2
6
6
2
ｍ
、
三
角
点
（
2
6
6
1
・
3
ｍ
）
の
南

ｍ
の

20

所
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

【
3
】
地
名
に
関
わ
る
調
書
に
つ
い
て
（
国
土
地
理
院
基
本
図
情
報

部
か
ら
の
情
報
）

「
地
名
調
書
」
方
式
は
、
現
在
で
は
国
土
地
理
院
内
規
「
基
本
図
測

量
作
業
規
程
」
に
よ
る
。
国
土
地
理
院
が
基
本
図
を
作
成
す
る
際
の

作
業
を
規
定
し
た
内
規
で
、
そ
の
中
に
「
地
名
調
書
」
の
作
成
お
よ

び
そ
の
様
式
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
地
名
調
書
」
方
式
の
導
入
時
期
に
つ
い
て
は
、
地
名
調
書
の
作
成
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を
直
接
規
定
し
た
法
令
、
施
行
規
則
は
な
く
、
法
令
の
施
行
を
契
機

に
開
始
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
明
確
な
開
始
時
点
を
特

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
地
名
調
書
と
し
て
は
、
2
万
5
0
0

0
分
の
1
地
形
図
の
本
格
的
な
整
備
が
始
ま
っ
た
昭
和

年
代
か
ら

40

の
も
の
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
も
の
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

昭
和

年
代
の
前
半
か
ら
地
名
調
書
と
し
て
整
理
し
て
い
る
。

40
｢地
名
に
か
か
わ
る
調
書
」（
地
名
調
書
と
い
う
名
称
で
は
な
い
）

に
よ
っ
て
地
勢
図
・
地
形
図
に
表
記
す
る
方
式
の
導
入
時
期
は
、
正

確
な
年
次
は
確
認
で
き
な
い
が
、
国
土
地
理
院
で
保
管
し
て
い
る
最

も
古
い
調
書
と
し
て
明
治

年
の
も
の
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の

45

時
期
か
ら
、
自
治
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
調
書
に
基
づ
い
て
地
図
に
表

記
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、「
地
名
調
書
」
と
類
似
し
た
「
偵
察
録
」「
地
形
録
」
が
明

治
初
期
か
ら
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
文
献
で
確
認
し
て
い
る
が
、
現

在
、
国
土
地
理
院
で
保
管
が
確
認
さ
れ
て
い
る
資
料
で
最
も
古
い
も

の
が
明
治

年
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
も
同
様
の
手
法
で
地

45

図
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
確
認
で
き
て
い
る

資
料
か
ら
、
現
時
点
で
は
こ
の
時
期
と
す
る
し
か
な
い
。

【
4
】
関
係
自
治
体
が
提
出
し
た
地
名
に
関
わ
る
調
書
の
記
載
内
容

（
国
土
地
理
院
基
本
図
情
報
部
か
ら
の
情
報
）

（
1
）
国
土
地
理
院
で
は
、
地
形
図
に
表
記
す
る
地
名
に
つ
い
て
は
、

地
元
自
治
体
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
表
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
形
図
等
の
作
成
や
修
正
な
ど
の
際
に
は
、
地
名
の
確
認

を
公
文
書
に
よ
り
地
元
自
治
体
の
長
宛
に
依
頼
し
、
結
果
を
地
名
調

書
と
し
て
整
理
し
て
い
る
。

（
2
）
昭
和
4
〜
5
年
の
調
書
（
現
在
の
地
名
調
書
に
類
す
る
も
の
）

は
、
陸
地
測
量
部
が
地
形
図
を
修
正
す
る
た
め
、
各
自
治
体
に
村
全

域
を
対
象
と
し
た
地
名
変
更
の
有
無
を
確
認
す
る
調
書
の
提
出
を
依

頼
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
結
果
、
関
連
す
る
村
の
調
書
の
記
載
内
容
は
次
の
と
お
り
。

①

岐
阜
県
吉
城
郡
阿
曽
布
村
（
現
・
飛
騨
市
）

昭
和
4
年
の
調

書
に
は
「
北
ノ
俣
嶽
（
上
ノ
嶽
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

②

富
山
県
上
新
川
郡
大
山
村
（
現
・
富
山
市
）

昭
和
5
年
の
調

書
（
中
山
長
次
郎
村
長
）
に
は
、
薬
師
岳
、
太
郎
兵
衛
平
、
太
郎

山
、
上
ノ
岳
小
屋
、
黒
部
五
郎
嶽
の
記
載
が
あ
る
。

た
だ
し
、
昭
和
5
年
直
後
に
陸
地
測
量
部
が
発
行
し
た
「
大
正
元

年
測
図
昭
和
5
年
修
正
測
図
（
地
上
写
真
併
用
）
昭
和
7
年
6
月

日
発
行
5
万
分
1
地
形
図
」
に
、
薬
師
岳
か
ら
三
俣
蓮
華
岳
ま

30で
の
県
境
の
稜
線
に
表
記
さ
れ
て
い
る
地
名
の
う
ち
、
北
ノ
俣
岳

（
上
ノ
岳
）、
黒
部
五
郎
小
屋
、
三
俣
蓮
華
嶽
に
つ
い
て
は
記
載
が

な
い
。

③

岐
阜
県
吉
城
郡
上
寶
村
（
現
・
高
山
市
）

昭
和
5
年
の
調
書
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に
は
、
黒
部
五
郎
小
屋
、
三
ッ
俣
蓮
華
嶽
の
記
載
が
あ
る
。

地
形
図
の
表
記
を
「
上
ノ
岳
」
に
戻
す
べ
き
根
拠

「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
に
関
わ
る
文
献
・
資
料
を
基
に
、
地
元
の

人
た
ち
や
登
山
家
の
見
解
を
加
え
て
、
地
形
図
の
表
記
を
「
上か
み

ノの

岳た
け

」

に
戻
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
筆
者
の
根
拠
を
示
す
。

事
象
の
発
生
順
に
、
そ
の
内
容
を
説
明
し
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
。

【
1
】
江
戸
期
、
黒
部
奥
山
廻
り
関
連
の
絵
図
・
古
文
書
・
古
文
献

に
は
、
現
在
の
「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
周
辺
に
「
北
ノ
俣
嶽
」
の

記
載
は
全
く
な
く
、
そ
こ
に
は
「
上
ノ
嶽
」・「
上
ケ
嶽
」・「
上
嶽
」・

「
上
ノ
ダ
ケ
」
と
記
さ
れ
た
山
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
上
ノ
嶽
」
は
、

加
賀
藩
公
称
の
呼
び
名
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
関
連
資
料
の
一
部
を
示
す
と
、江
戸
中
期
1
6
9
7（
元

禄

）
年

月
成
立
、
奥
山
廻
岩
城
記
録
に
は
「
上
ノ
嶽
」。
江
戸
中

10

11

期
、
新
川
郡
奥
山
御
境
目
絵
図
に
は
「
上
ケ
嶽
」。
江
戸
中
期
、
奥
山

御
境
目
等
之
秘
書
に
は「
上
ノ
嶽
」。
江
戸
後
期
1
8
0
9（
文
化
6
）

年
、
浮
田
覚
右
衛
門
作
製
「
黒
部
奥
山
廻
絵
図
概
要
」
に
は
「
上
ノ

嶽
」。
江
戸
後
期
、
上
新
川
郡
奥
山
巡
廻
道
筋
之
内
見
取
繪
圖
に
は

「
上
ノ
嶽
」
と
各
々
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
命
名
は
、
越
中
の
黒
辺
川
（
現
・
黒
部
川
）、
池
ノ
平
の
あ
け

は
な
し
（
現
・
太
郎
兵
衛
平
）
の
上
に
あ
り
、
常
願
寺
川
（
古
名
・

水
橋
川
、
大
森
川
、
芦
峅
川
な
ど
）
の
本
流
真
川
（
本
流
の
上
流
部

を
真
川
と
呼
ん
だ
。
1
8
4
9
（
嘉
永
2
）
年
に
記
さ
れ
た
「
黒
部

上
奥
山
登
山
之
刻
日
記
」
に
は
黒
部
川
本
流
の
こ
と
を
黒
部
真
川
と

記
し
て
い
る
）
の
上
に
あ
る
と
同
時
に
、
源
頭
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
「
上か
み

ノの

嶽だ
け

」
と
名
付
け
、
奥
山
廻
り
の
記
録
に
記
さ
れ
、
山
麓
の

村
々
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

【
2
】
1
8
9
0
（
明
治

）
年
、
農
商
務
省
地
質
局
発
行
「
大
日

23

本
帝
國
豫
察
中
部
地
形
圖
」
万
分
の
1
図
に
「
上
ノ
嶽
2
6
5
6
」

40

と
表
記
さ
れ
、
そ
の
位
置
は
現
在
の
「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
と
ほ

ぼ
同
じ
位
置
に
あ
る
。
同
図
で
は
陸
地
測
量
部
が
「
横
嶽
」
と
す
る

山
は
現
在
の
寺
地
山
あ
た
り
、
上
ノ
嶽
と
五
郎
嶽
（
現
・
黒
部
五
郎

岳
）
の
間
に
赤
城
山
（
現
・
赤
木
岳
）
の
記
載
が
あ
り
、
現
在
の
地

形
図
に
か
な
り
近
い
地
形
図
で
あ
る
。

農
商
務
省
地
質
局
の
「
上
ノ
嶽
」
の
標
高
は
、
現
在
の
国
土
地
理

院
の
地
形
図
（
山
頂
2
6
6
2
ｍ
、
三
角
点
2
6
6
1
・
3
ｍ
）
と

は
6
ｍ
の
差
が
あ
る
。
当
時
の
測
量
成
果
と
現
在
の
か
な
り
進
歩
し

た
測
量
と
の
差
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
上
ノ
嶽
」
と
い
う
表

記
と
そ
の
位
置
は
、
日
本
の
近
代
測
量
実
施
以
降
、
新
測
量
法
施
行

以
降
の
日
本
国
と
し
て
名
付
け
た
原
点
で
あ
る
。

【
3
】
1
8
9
0
（
明
治

）
年
4
月

日
、
陸
軍
省
参
謀
本
部
陸

23

29

地
測
量
部
発
行
「

万
分
の
1
輯
製
図
（
地
勢
図
）」
図
名
「
髙
山
」

20
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に
は
、
現
在
の
「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
の
位
置
に
は
「
横
岳
」
と

表
記
さ
れ
、
標
高
の
記
入
が
な
い
。
横
岳
と
北
方
の
藥
師
ヶ
嶽
の
間

に
「
上
ノ
岳
」
が
記
さ
れ
、
そ
の
上
ノ
岳
全
体
が
県
境
で
は
な
く
富

山
県
に
所
在
し
て
い
る
。

ま
た
、「
北
俣
岳
」
は
現
在
の
三
俣
蓮
華
岳
か
ら
槍
ヶ
岳
の
稜
線
上

で
飛
騨
と
信
州
に
ま
た
が
っ
て
い
る
樅
沢
岳
あ
た
り
に
表
記
が
あ

る
。
1
9
0
6
（
明
治

）
年
、
陸
地
測
量
手
・
井
口
貫
一
の
測
量
、

39

三
等
三
角
の
記
「
点
名
・
北
俣
嶽
」
は
、
1
8
9
0
（
明
治

）
年

23

か
ら
名
が
付
い
て
い
る
山
名
「
北
俣
岳
」
を
全
く
無
視
し
て
付
け
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
1
8
9
0（
明
治

）年
4
月

日
か
ら
1
9
1
0（
明

23

29

治

）
年

月

日
ま
で
の
陸
地
測
量
部
発
行

万
分
1
輯
製
図
の

43

10

30

20

う
ち
、
薬
師
岳
か
ら
槍
ヶ
岳
の
稜
線
の
山
名
を
列
挙
し
、
現
在
の
2

万
5
0
0
0
分
の
1
地
形
図
を
（

）
書
き
で
比
較
す
る
と
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

藥
師
ヶ
嶽
（
薬
師
岳
）
―
上
ノ
岳
（
こ
の
位
置
に
山
が
な
く
、﹇
測

量
―
Ⅲ
等
三
角
点
、
点
名
・
太
郎

2
3
7
2
・
9
ｍ
﹈
の
太
郎
山

と
思
わ
れ
る
）
―
横
岳
（
北
ノ
俣
岳
、
別
称
・
上
ノ
岳
）
―
高
辻
山

（
位
置
は
現
在
の
黒
部
五
郎
岳
に
あ
た
る
が
、
黒
部
五
郎
岳
の
古
名

は
鍋
嶽
ま
た
は
中
ノ
俣
嶽
で
あ
る
）
―
鷲
羽
嶽
（
三
俣
蓮
華
岳
、﹇
測

量
―
Ⅲ
、
三
ツ
又
、
2
8
4
1
・
2
ｍ
﹈）
―
中
俣
岳
（
双
六
岳
、﹇
測

量
―
Ⅱ
、
中
俣
岳
、
2
8
6
0
・
3
ｍ
﹈）
―
北
俣
岳
（
樅
沢
岳
2
7

5
5
ｍ
あ
た
り
）
―
烏
帽
子
岳
（
無
名
、﹇
測
量
―
Ⅲ
、
左
俣
岳
﹈）

―
抜
戸
岳
（
2
6
4
8
ｍ
ピ
ー
ク
）
―
鎗
ヶ
岳
（
槍
ヶ
岳
）
で
あ
り
、

こ
の
期
間
の
北
俣
岳
は
飛
騨
と
信
州
に
ま
た
が
る
現
在
の
樅
沢
岳
あ

た
り
で
あ
る
。

【
4
】
1
9
0
6
（
明
治

）
年
2
月
発
行
、
高
頭
式
（
通
称
・
高

39

頭
仁
兵
衛
）
編
纂
『
日
本
山
嶽
志
』（
東
京
博
文
館
刊
）
は
著
名
な
山

岳
文
献
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
補
遺
に
「
上
ヶ
嶽
：
越
中
國

上
新
川
郡
、
飛
騨
國
吉
城
郡
ニ
跨
ガ
ル
、
上
新
川
郡
大
山
村
大
字
有

峰
ヨ
リ
五
里
ニ
シ
テ
其
山
頂
ニ
達
ス
。
全
山
侏
羅
層
ヨ
リ
成
ル
。
標

高
八
千
四
百
三
十
五
尺
」
と
紹
介
さ
れ
、「
北
俣
嶽
（
キ
タ
マ
タ
タ

ケ
）：
飛
騨
國
吉
城
郡
信
濃
國
北
安
曇
郡
ニ
跨
ル
、
吉
城
郡
坂
下
村
大

字
打
保
ヨ
リ
凡
九
里
ニ
シ
テ
其
山
頂
ニ
達
ス
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

北
俣
嶽
は
飛
騨
国
と
信
濃
国
の
境
と
し
、
そ
の
山
域
に
は
鷲
羽
岳

（
現
・
三
俣
蓮
華
岳
）以
南
、つ
ま
り
、現
在
の
三
俣
蓮
華
岳
か
ら
槍
ヶ

岳
に
向
か
っ
て
中
俣
嶽
、
北
俣
嶽
、
烏
帽
子
嶽
、
抜
戸
嶽
、
鎗
嶽
の

順
序
で
記
さ
れ
、
当
時
の
陸
地
測
量
部
発
行
の

万
分
の
1
輯
製
図

20

と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
1
9
0
6
（
明
治

）
年
時
点
で

39

は
、
こ
こ
で
も
「
上
ヶ
嶽
」
の
み
の
記
載
で
あ
り
、「
北
俣
嶽
」
と
は

現
在
の
樅
沢
岳
を
指
し
て
い
る
。

【
5
】
1
9
0
6
（
明
治

）
年
、
陸
地
測
量
手
・
井
口
寛
一
は
こ

39
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の
山
域
の
測
量
を
行
な
っ
て
お
り
、
現
・
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）
の

測
量
の
点
名
を
「
北
俣
嶽
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
突
然
、
飛
騨

と
信
州
に
ま
た
が
る
「
北
俣
嶽
」
が
、
越
中
と
飛
騨
に
ま
た
が
る
上

ノ
嶽
の
地
点
に
「
北
俣
嶽
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
測
量
成
果
は
、「
大

正
元
年
測
図
、
大
正
2
年
6
月

日
発
行
の
5
万
分
の
1
地
形
図
」

30

図
名
「
鎗
ヶ
嶽
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。

突
然
、「
北
俣
嶽
」
が
記
さ
れ
た
要
因
は
、「
点
の
記
」
お
よ
び
測

量
行
程
の
選
点
日
な
ど
か
ら
推
測
す
る
と
、
1
9
0
6
（
明
治

）
39

年
の
測
量
行
程
は
、
飛
騨
（
岐
阜
県
）
側
か
ら
寺
地
山
へ
登
り
、
国

境
（
飛
騨
と
越
中
）
伝
い
に
主
稜
線
（
現
在
の
縦
走
路
）
へ
登
る
。

そ
こ
か
ら
国
境
稜
線
を
南
方
向
の
現
・
赤
木
岳
を
経
て
黒
部
五
郎
岳

近
く
ま
で
進
み
、
黒
部
五
郎
岳
南
西
3
㎞
（
点
名
・
抜
戸
）
か
ら
飛

騨
の
上
宝
村
へ
下
っ
て
お
り
、
飛
騨
の
阿
曾
布
村
を
ベ
ー
ス
と
し
て

い
る
。
阿
曾
布
村
は
岐
阜
県
吉
城
郡
の
打
保
谷
川
沿
い
の
集
落
で

あ
っ
た
が
、
北
は
越
中
富
山
の
大
山
村
に
接
し
て
い
た
。

な
お
、
寺
地
山
の
三
角
点
・
点
名
「
大
山
」
は
、
中
部
山
岳
国
立

公
園
内
で
は
あ
る
が
、
測
量
当
時
の
所
有
主
は
、
大
山
村
大
字
有
峰

村
の
野
口
四
郎
右
エ
門
の
私
有
地
で
、
現
在
は
北
陸
電
力
㈱
の
所
有

で
あ
る
。

こ
の
測
量
過
程
で
井
口
測
量
官
が
「
上
ノ
嶽
」
を
「
北
俣
嶽
」
と

名
付
け
た
。
名
付
け
の
要
因
は
、飛
騨
側
か
ら
入
山
し
て
い
る
の
で
、

飛
騨
の
測
量
作
業
員
を
雇
い
、
そ
の
作
業
員
の
呼
び
名
は
、
北
俣
川

か
ら
導
か
れ
た
「
北
俣
嶽
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
現

地
現
称
主
義
が
当
時
も
な
さ
れ
て
お
り
、
現
地
の
人
々
の
呼
び
名
を

採
用
し
て
点
名
「
北
俣
嶽
」
と
し
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。
山
の
名
は
、

ま
ず
人
が
住
ん
で
い
る
里
を
流
れ
る
川
、
谷
、
沢
に
名
が
付
け
ら
れ
、

山
名
は
そ
の
流
れ
の
名
を
冠
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の
一
例
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
測
量
の
点
名
は
ど
の
登
山
口
か
ら
登
る
か
に

よ
っ
て
決
ま
る
と
も
言
え
よ
う
。
も
し
こ
の
測
量
の
行
程
が
、
越
中

の
有
峰
村
を
ベ
ー
ス
と
し
、
有
峰
の
人
た
ち
を
測
量
作
業
員
に
雇
っ

て
い
た
と
仮
定
す
れ
ば
、「
上
ノ
嶽
」
と
名
付
け
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の

年
の
測
量
で
は
、有
峰
村
を
ベ
ー
ス
と
し
た
の
は
点
名「
太
郎
」（
現
・

太
郎
山
）
以
降
の
測
量
作
業
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

他
面
、
1
9
0
6
（
明
治

）
年
に
測
量
を
行
な
い
、
大
正
元
年

39

測
図
に
関
わ
っ
た
陸
地
測
量
手
・
井
口
寛
一
は
、
点
名
を
過
去
に
と

ら
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
あ
え
て
過
去
の
名
称
と
は
異
な
る
名
を
付
け

て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

現
在
の
北
ノ
俣
川
を
上
流
か
ら
流
れ
に
沿
っ
て
そ
の
名
称
を
追
う

と
、
北
ノ
俣
川
↓
中
ノ
俣
川
↓
金
木
戸
川
↓
双
六
川
↓
高
原
川
↓
神

通
川
を
経
て
富
山
湾
に
注
い
で
い
る
。
つ
ま
り
、
北
ノ
俣
川
は
支
流

の
支
流
で
分
流
・
枝
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
分
流
で
あ
っ
て
も
川
そ

の
も
の
は
薬
師
沢
よ
り
長
大
で
は
あ
る
が
、
黒
部
川
の
本
流
の
比
で

山名考――黒部源流域の別称をめぐって――
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は
な
い
。
黒
部
川
の
支
流
で
あ
る
薬
師
沢
の
左
俣
は
、「
北
ノ
俣
岳

（
上
ノ
岳
）」
の
頂
上
近
く
ま
で
食
い
込
ん
で
お
り
、「
上
ノ
岳
は
黒
部

川
の
上
に
あ
る
か
ら
、と
い
う
名
付
け
理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
」

こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。

川
の
流
れ
が
複
数
の
谷
・
沢
に
分
か
れ
る
、
あ
る
い
は
落
ち
合
う

地
点
を
「
俣
」「
又
」「
股
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
そ
の
流
れ
を
「
東

西
南
北
」
や
「
左
右
」
と
い
う
方
角
と
そ
の
中
間
を
示
す
「
中
」
に

よ
っ
て
名
付
け
る
。
つ
ま
り
、
北
俣
・
中
俣
・
南
俣
、
東
俣
・
中
俣
・

西
俣
や
右
俣
・
中
俣
・
左
俣
な
ど
の
地
名
は
、
全
国
に
多
く
使
わ
れ

て
い
る
が
、
単
に
水
の
流
れ
が
2
つ
以
上
に
分
か
れ
て
い
る
位
置
を

示
す
表
示
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
も
川
の
流
れ
を
本
流
―
支
流
―
枝
流

の
う
ち
、
枝
流
に
「
俣
」
の
名
称
が
付
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
故

に
「
北
ノ
俣
川
」
は
特
別
に
由
緒
あ
る
名
付
け
で
は
な
く
、
方
角
を

示
し
た
名
に
過
ぎ
な
い
。

【
6
】
1
9
1
0
（
明
治

）
年
3
月
、『
山
岳
』
5
-1
に
、
辻
本

43

満
丸
は
「
上
ノ
岳
登
山
」
と
題
し
て
「
上
ノ
岳
一
名
鍋
岳
と
称
し
、

山
頂
は
越
中
、
飛
騨
の
二
国
に
跨
る
（
陸
地
測
量
部
輯
製
二
十
万
分

図
に
上
ノ
岳
を
全
然
越
中
に
属
す
る
如
く
記
せ
る
は
誤
れ
り
）
予
察

四
十
万
分
一
地
形
図
に
依
れ
ば
海
抜
二
千
六
百
五
十
六
メ
ー
ト
ル

（
八
千
七
百
六
十
五
尺
）
余
の
気
圧
計
は
約
二
千
七
百
メ
ー
ト
ル
を

示
せ
り
、
頂
上
付
近
は
岩
石
露
出
し
、
其
他
は
大
部
分
偃
松
に
依
つ

て
被
は
る
。
絶
嶺
に
は
三
等
三
角
の
櫓
立
て
り
（
祭
祀
せ
る
神
仏
は

見
受
け
ず
）。『
日
本
山
嶽
志
』
は
上
ノ
岳
及
鍋
岳
を
別
山
な
る
如
く

記
載
せ
り
。
…
…
﹇
注
：
こ
の
間
に
『
日
本
山
嶽
志
』
の
「
上
ケ
岳
」

と
「
鍋
岳
」
の
引
用
文
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
﹈
…
…
余
の
所
見
に

依
れ
ば
有
峰
よ
り
一
里
十
八
町
の
短
距
離
に
八
千
尺
に
達
す
る
高
峰

あ
る
べ
き
筈
な
く
、
有
峰
村
民
が
上
ノ
岳
即
ち
鍋
岳
な
り
と
云
ふ
言

に
徴
す
る
も
、
此
二
山
が
全
く
同
一
な
る
こ
と
万
々
疑
ひ
な
し
」
と

あ
る
。

「
上
ノ
岳
」
は
、
越
中
・
飛
騨
に
ま
た
が
る
こ
と
、
陸
地
測
量
部
輯

製
2
0
万
分
の
1
図
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
良
し
と
す
る
。
し
か

し
、『
日
本
山
嶽
志
』
に
鍋
嶽
は
有
峰
か
ら
一
里
十
八
町
と
書
か
れ
て

い
る
こ
と
は
、
確
か
に
誤
り
で
は
あ
る
が
、
有
峰
村
民
か
ら
聞
い
た

と
い
う
上
ノ
岳
と
鍋
岳
が
同
一
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
点
は
、
恐
ら

く
有
峰
村
民
か
ら
の
聞
き
違
い
で
あ
ろ
う
。
有
峰
村
民
は
現
在
の
黒

部
五
郎
岳
を
古
く
か
ら
鍋
岳
と
言
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

筆
者
は
1
9
5
5
（
昭
和

）
年
の
夏
、
太
郎
小
屋
建
設
の
た
め

30

に
有
峰
で
1
軒
残
っ
て
い
た
山
越
市
太
郎
宅
を
荷
物
の
集
積
場
と
し

た
関
係
か
ら
、
生
粋
の
有
峰
村
民
・
山
越
市
太
郎
と
話
し
て
お
り
、

山
越
は
無
口
で
は
あ
る
が
、
黒
部
五
郎
岳
を
鍋
岳
と
言
っ
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
奥
山
廻
り
の
文
献
資
料
は
す
べ
て
「
鍋
嶽
」
と
あ
り
、

そ
の
位
置
は
お
お
む
ね
上
ノ
嶽
と
現
在
の
三
俣
蓮
華
岳
の
間
に
あ
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る
。
ち
な
み
に
「
享
和
三
年
奥
山
御
境
目
見
通
山
成
川
成
繪
圖
」
に

は
、
鍋
嶽
と
鷲
羽
嶽
（
現
・
三
俣
蓮
華
岳
）
を
大
写
で
描
い
た
図
が

あ
り
、
鷲
羽
嶽
と
並
ん
で
そ
の
右
に
鍋
嶽
が
屹
立
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
辻
本
の
上
ノ
岳
と
鍋
岳
が
同
一
の
山
で
あ
る
と
い
う
記
述
が

誤
っ
て
い
る
。
工
学
士
・
辻
本
満
丸
の
登
山
記
は
正
確
で
あ
る
こ
と

が
信
条
で
あ
り
、
万
人
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
一
件
に

つ
い
て
は
珍
し
い
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
辻
本
の
登
山
記
も
「
上

ノ
岳
」
の
み
で
、「
北
ノ
俣
岳
」
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
む

し
ろ
陸
地
測
量
部
の
上
ノ
岳
の
位
置
が
誤
り
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て

い
る
。

【
7
】
1
9
1
1
（
明
治

）
年
5
月
、『
山
岳
』
6
-1
の
付
録
と

44

し
て
中
村
清
太
郎
作
「
日
本
北
ア
ル
プ
ス
一
部
臆
測
圖
」
縮
尺

万
10

分
の
1
（
石
版
刷
）
に
は
、「
上
ノ
岳

2
6
6
1
」
と
載
っ
て
い
る
。

か
な
り
精
度
の
高
い
登
山
用
憶
測
図
で
あ
り
、
陸
地
測
量
部
が
標

高
値
を
発
表
す
る
前
に
、
ほ
ぼ
正
確
な
標
高
が
主
要
な
山
に
記
さ
れ

て
い
る
。
薬
師
岳
か
ら
槍
ヶ
岳
ま
で
を
、
ま
ず
、
臆
測
圖
を
表
記
し
、

そ
の
後
に
（

）
で
現
在
の
2
万
5
0
0
0
分
の
1
地
形
図
を
示
す

と
次
の
と
お
り
。
た
だ
し
、
現
在
の
地
形
図
で
、
稜
線
上
に
標
高
値

の
み
の
ピ
ー
ク
は
省
略
す
る
。（

）
の
み
は
「
臆
測
圖
」
に
表
記
が

な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
昭
和
の
中
ご
ろ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
地
名
を
示

す
。

藥
師
ヶ
岳
2
9
2
6
（
薬
師
岳
2
9
2
6
・
0
)―
(避
難
小
屋
)―

(薬
師
岳
山
荘
2
7
0
1
)―
(薬
師
平
)―
(薬
師
峠
)―
(太
郎
平
小

屋
)―
太
郎
兵
衛
平
2
3
7
3
（
太
郎
山
2
3
7
3
・
0
)―
藥
師
峠

（
現
在
の
薬
師
峠
で
は
な
く
、
元
の
太
郎
小
屋
跡
周
辺
を
指
し
て
お

り
、
現
在
表
記
な
し
)―
上
ノ
岳
2
6
6
1
（
北
ノ
俣
岳
﹇
上
ノ

岳
﹈

三
角
点
2
6
6
1
・
3
（
修
正
値
）

〔
最
高
点
〕
2
6
6

2
)―
赤
城
岳
（
赤
木
岳
2
6
2
2
)―
(中
俣
乗
越
)―
黒
部
五
郎
岳

2
8
4
0
（
黒
部
五
郎
岳
﹇
中
ノ
俣
岳
﹈
2
8
3
9
・
6
)―
(黒
部

五
郎
小
屋
)―
黒
部
平
（
記
載
な
し
)―
黒
部
ノ
池
（
記
載
な
し
)―
蓮

華
岳
2
8
4
1
（
三
俣
蓮
華
岳
2
8
4
1
・
2
)―
上
双
六
平
（
記
載

な
し
)―
双
六
岳
2
8
6
0（
双
六
岳
2
8
6
0
・
3
)―
双
六
平（
記

載
な
し
)―
双
六
ノ
池
（
双
六
池
)―
(双
六
小
屋
)―
樅
澤
岳
（
樅
沢

岳
2
5
7
7
)―
(硫
黄
乗
越
)―
西
鎌
尾
根
（
同
じ
)―
(千
丈
沢
乗

越
)―
(槍
岳
山
荘
)―
槍
ヶ
岳
3
1
8
0
（
同
じ
）。

現
在
の
地
形
図
は
地
名
が
か
な
り
増
え
て
い
る
が
、
臆
測
圖
と
現

在
の
地
形
図
の
両
方
の
記
載
の
あ
る
地
名
は
、
標
高
を
含
め
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
臆
測
圖
は
「
上
ノ
岳
」
の
み
の
記
載
で
あ
る
。

【
8
】
1
9
1
2
（
明
治

）
年
7
月
、『
山
岳
』
7
-2
に
、
三
枝

45

威
之
介
、
中
村
清
太
郎
は
「
越
中
ア
ル
プ
ス
縱
斷
記
（
下
）」
と
題
し

て
登
山
記
を
寄
せ
て
い
る
。
1
9
1
0
（
明
治

）
年
の
登
山
で
あ

43

る
が
、
そ
の
う
ち
「
上
ノ
岳
及
び
赤
城
岳
」
と
題
し
て
そ
の
周
辺
を
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述
べ
て
お
り
、
地
図
に
関
す
る
部
分
を
取
り
上
げ
る
と
「
三
角
点
は

三
等
、高
距
二
六
六
一
米
と
測
ら
れ
て
あ
る
。
そ
の
名
称
は
北
俣
岳
。

恰
か
も
飛
騨
越
中
の
国
境
に
位
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
…
…
参
謀
輯

製
に
廿
萬
に
は
上
ノ
岳
の
南
に
横
岳
の
名
が
あ
る
が
之
は
農
四
十
萬

に
は
遙
か
西
寄
り
に
な
つ
て
居
り
、此
方
が
正
し
い
と
信
ず
る
か
ら
、

多
少
位
置
に
曖
昧
な
處
も
あ
る
が
、
姑
ら
く
四
十
萬
に
據
て
赤
城
の

名
を
用
ひ
た
の
で
あ
る
。
…
…
且
高
距
も
上
ノ
岳
（
二
六
六
一
）
と

大
同
小
異
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
か
ら
、
岳
の
称
を
用
ひ
て
も
強
ち

不
当
で
も
あ
る
ま
い
と
思
つ
て
赤
城
岳
と
呼
ん
で
置
い
た
の
で
あ

る
」と
記
し
て
い
る
。
登
山
記
に
初
め
て
三
角
点
の
点
名
と
し
て「
北

俣
岳
」
が
登
場
す
る
。
た
だ
し
、
登
山
記
の
山
名
は
上
ノ
岳
の
み
の

記
述
で
あ
る
。

【
9
】
1
9
1
3
（
大
正
2
）
年
6
月

日
、
陸
地
測
量
部
発
行
、

30

1
9
0
6
（
明
治

）
年
測
量
、
大
正
元
年
測
図
、
5
万
分
の
1
地

39

形
図
（
5
万
分
の
1
地
形
図
の
最
初
の
発
行
）
に
大
幅
な
改
正
が
あ

り
、
精
度
が
高
く
、
登
山
に
も
大
い
に
役
立
つ
地
形
図
「
鎗
ヶ
嶽
」

が
発
行
さ
れ
た
。
こ
の
時
点
で
陸
地
測
量
部
が
「
北
ノ
俣
嶽
（
上
ノ

嶽
）」
と
表
記
し
て
い
る
が
、
今
後
の
表
記
と
常
に
比
較
し
た
い
。

万
分
の
1
図
に
「
横
岳
」
と
記
さ
れ
て
い
た
位
置
に
「
北
ノ
俣

20
嶽
（
上
ノ
嶽
）
2
6
6
1
・
2
」
と
記
さ
れ
、
従
来
の
横
岳
は
大
多

和
峠
の
西
に
移
り
、「
上
ノ
嶽
」
と
記
さ
れ
た
所
は
「
太
郎
山

2
3

7
2
・
9
」
に
変
わ
る
。
た
だ
し
、
太
郎
山
は
ピ
ー
ク
で
は
な
く
高

原
の
一
部
で
あ
る
。

黒
部
五
郎
岳
は
、
上
ノ
嶽
と
同
一
の
1
9
0
6
（
明
治

）
年
、

39

陸
地
測
量
手
・
井
口
寛
一
（
冠
字
「
草
」）
に
よ
る
測
量
で
あ
る
が
、

点
名
は
「
黒
部
」
と
付
い
て
い
る
。
し
か
し
、
1
9
1
3
（
大
正
2
）

年
6
月

日
発
行
の
5
万
分
の
1
地
形
図
で
は
「
中
ノ
俣
嶽
」
と
い

30

う
全
く
新
し
い
山
名
に
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
陸
地
測
量
部

に
お
い
て
臨
機
応
変
に
地
名
を
変
え
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。
地
名
の
混
乱
と
い
う
問
題
以
前
に
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
疑
問
が
残

る
。

【

】
1
9
1
3
（
大
正
2
）
年
7
月

日
、
田
部
重
治
は
、
夜
の

10

31

時
過
ぎ
に
新
宿
を
汽
車
で
立
ち
、
8
月
6
日
に
上
ノ
岳
を
通
過
し

11た
山
行
を
「
槍
ヶ
岳
よ
り
日
本
海
ま
で
」
と
題
し
て
自
著
『
日
本
ア

ル
プ
ス
と
秩
父
巡
禮
』（
1
9
1
9
・
大
正
8
年
6
月

北
星
堂
刊
）

に
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
山
行
に
は
出
発
の
1
ヶ
月
前
に
発
売
さ
れ

た
「
大
正
2
年
6
月

日
、
陸
地
測
量
部
発
行
、
5
万
分
の
1
地
形

30

図
」
も
使
用
し
て
い
る
。
紀
行
文
集
の
末
尾
に
「
五
萬
分
の
一
陸
軍

測
量
部
地
圖
参
照
表
」
に
は
「
槍
岳
よ
り
日
本
海
ま
で
。
―
松
本
、

焼
岳
、
槍
ヶ
岳
、
立
山
、
五
百
石
等
。（
槍
ヶ
岳
圖
幅
の
蓮
華
岳
と
あ

る
は
、
双
六
岳
の
誤
り
、
三
國
の
境
に
位
す
る
は
蓮
華
岳
に
し
て
、

鷲
羽
ヶ
岳
は
其
北
東
に
あ
る
二
千
九
百
二
十
四
米
突
の
高
山
な
り
）」

218



と
細
か
く
指
摘
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず「
北
ノ
俣
嶽（
上
ノ
嶽
）」

に
は
な
ん
の
記
述
も
な
い
。
た
だ
し
、
紀
行
文
は
す
べ
て
「
上
ノ
岳
」

で
あ
る
。
当
時
の
登
山
者
の
登
山
記
に
は
陸
地
測
量
部
5
万
分
の
1

地
形
図
の
表
記
と
は
異
な
る
「
上
ノ
岳
」
の
み
の
表
記
で
は
な
か
ろ

う
か
。「
北
ノ
俣
岳
」
と
書
か
れ
た
登
山
記
を
筆
者
は
未
だ
見
て
い

な
い
。

【

】
1
9
2
3
（
大
正

）
年
、「
上
ノ
岳
小
屋
」（
現
・
太
郎
平

11

12

小
屋
の
前
身
）
が
建
設
さ
れ
た
。
場
所
は
上
ノ
岳
頂
上
の
北
方
に
あ

る
肩
の
所
で
、
現
在
の
2
万
5
0
0
0
分
の
1
地
形
図
で
は
2
5
7

6
ｍ
と
記
さ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
陸
地
測
量
部
の
5
万
分
の
1

地
形
図
「
大
正
元
年
測
圖
昭
和
五
年
修
正
測
圖
（
地
上
寫
眞
併
用
）

昭
和
七
年
六
月
三
十
日
発
行
」
お
よ
び
同
図
歴
で
「
昭
和
二
十
一
年

十
二
月
二
十
八
日
発
行
」
に
、
標
高
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の

場
所
に
は
「
上
ノ
岳
小
屋
」
と
載
っ
て
い
て
山
名
が
「
北
ノ
俣
嶽
（
上

ノ
嶽
）」
で
あ
る
。
陸
地
測
量
部
は
1
9
3
0
（
昭
和
5
）
年
、
富
山

県
大
山
村
の
調
書
に
上
ノ
岳
小
屋
の
記
載
は
あ
る
が
、
山
に
は
な
ん

ら
記
載
が
な
く
、
岐
阜
県
阿
曽
布
村
の
昭
和
4
年
の
調
書
に
「
北
ノ

俣
嶽
（
上
ノ
嶽
）」
と
記
さ
れ
た
山
名
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
1
9
4
6
（
昭
和

）
年

月

日
発
行
の
図
に
「
上

21

12

28

ノ
岳
小
屋
」
が
載
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
で
、
1
9
3
2
（
昭
和
7
）

年
に
上
ノ
岳
小
屋
は
太
郎
兵
衛
平
に
移
り
、
小
屋
の
名
称
も
変
わ
っ

て
「
太
郎
平
ノ
小
屋
」
と
し
て
営
業
し
て
い
た
。
こ
れ
も
大
山
村
が

変
更
の
申
請
が
遅
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

【

】
1
9
2
9
（
昭
和
4
）
年
、
大
山
村
（
中
山
長
次
郎
村
長
）

12
か
ら
陸
地
測
量
部
へ
提
出
さ
れ
た
調
書
に
は
、「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ

岳
）」
の
位
置
に
あ
る
山
に
は
山
名
の
記
載
が
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
南

に
位
置
す
る
黒
部
五
郎
嶽
の
記
載
が
あ
る
。
1
9
2
3
（
大
正

）
12

年
に
建
て
た
小
さ
な
「
上
ノ
岳
小
屋
」
の
記
載
は
あ
る
が
、
同
時
に

県
境
に
近
い
が
大
山
村
の
地
に
建
て
ら
れ
、
建
設
時
は
「
黒
部
乗
越

ノ
小
屋
」
と
称
し
た
黒
部
五
郎
小
屋
の
記
載
が
な
い
。
そ
れ
に
3
県

（
富
山
・
岐
阜
・
長
野
）の
県
境
で
あ
る
三
俣
蓮
華
岳
の
記
載
も
な
い
。

1
9
2
9
（
昭
和
4
）
と
そ
の
翌
年
に
、
富
山
県
大
山
村
、
岐
阜

県
阿
曾
布
村
と
上
寶
村
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
調
書
に
基
づ
い
て
陸
地

測
量
部
が
発
行
し
た
「
昭
和
7
年
6
月

日
発
行
5
万
分
の
1
地
形

30

図
」
の
う
ち
、
薬
師
岳
か
ら
三
俣
蓮
華
岳
ま
で
の
稜
線
伝
い
の
地
名

で
、
そ
の
記
載
自
治
体
を
記
す
と
、
藥
師
嶽
（
大
山
村
)―
太
郎
兵
衛

平（
大
山
村
)―
太
郎
山（
大
山
村
)―
上
ノ
岳
小
屋（
大
山
村
)―「
北

ノ
俣
嶽
（
上
ノ
嶽
）」（
大
山
村
・
阿
曾
布
村
の
境
で
あ
る
が
、
記
載

は
阿
曾
布
村
の
み
)―
「
黒
部
五
郎
嶽
（
中
ノ
俣
嶽
）」（
大
山
村
・
阿

曾
布
村
・
上
寶
村
の
境
、
記
載
は
大
山
村
。
阿
曾
布
村
、
上
寶
村
は

未
確
認
)―
黒
部
五
郎
小
屋
（
大
山
村
の
所
在
で
あ
る
が
、
記
載
は
上

山名考――黒部源流域の別称をめぐって――
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寶
村
の
み
)―
三
俣
蓮
華
嶽
（
大
山
村
・
上
寶
村
・
長
野
県
平
村
の
境

で
あ
る
が
、
記
載
は
「
三
ッ
俣
蓮
華
嶽
」
と
し
て
上
寶
村
、
平
村
は

未
確
認
）。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
陸
地
測
量
部
は

こ
の
時
代
で
も
「
現
地
現
称
主
義
」
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
か
ら
、
複
数
の
自
治
体
に
ま
た
が
る
山
の
表
記
は
、
記
載
し
て
い

る
自
治
体
の
表
記
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
山
村
が
無

記
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
上
ノ
岳
」
が
「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」

と
表
記
さ
れ
た
大
き
な
要
因
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
大

山
村
の
歴
史
お
よ
び
地
名
認
識
の
欠
如
し
た
行
政
姿
勢
を
疑
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
富
山
市
大
山
総
合
行
政
セ
ン
タ
ー
に
質
し
た
と
こ
ろ
、

総
務
振
興
課
か
ら
は
「
問
い
合
わ
せ
の
件
は
不
明
で
す
」
と
の
回
答

を
得
た
。
も
っ
と
も
、
調
書
が
陸
地
測
量
部
へ
提
出
さ
れ
た
1
9
3

0
（
昭
和
5
）
年
は
、
大
山
村
の
役
場
は
岡
田
集
落
に
あ
り
、
戸
数

4
6
4
、
人
口
3
3
9
0
人
、
村
の
面
積
は
4
6
5
㎢
で
、
富
山
県

の
9
分
の
1
強
に
あ
た
る
広
さ
を
有
し
て
お
り
、
黒
部
の
山
奥
ま
で

は
手
が
回
ら
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
調
書
に
は
三
俣
連
華
岳

（
富
山
・
岐
阜
・
長
野
県
の
境
）
が
記
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
県
境
の

名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
傾
向
が
あ
り
、
地
名
が
ほ
か
の
自
治
体
に
関

わ
る
所
や
疑
問
の
あ
る
地
名
を
記
載
し
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
え

る
。
な
お
、
富
山
県
上
新
川
郡
大
山
村
は
1
8
8
9
（
明
治

）
年
、

22

市
町
村
制
の
施
行
に
よ
っ
て
誕
生
し
、
役
場
は
村
の
交
通
の
要
所
で

あ
っ
た
岡
田
集
落
に
置
か
れ
て
い
た
。
1
9
3
0
（
昭
和
5
）
年
当

時
は
、
何
か
特
別
な
事
情
が
発
生
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え

調
べ
て
み
た
が
、
特
に
指
摘
す
る
実
態
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
電
源

開
発
や
県
営
鉄
道
の
開
通
、
鉱
物
の
掘
削
事
業
な
ど
に
よ
り
、
役
場

は
1
9
4
2
（
昭
和

）
年
に
小
見
集
落
へ
移
転
し
て
い
る
。

17

【

】
1
9
3
0
（
昭
和
5
）
年
6
月
、『
山
岳
』

-2
に
渡
辺
漸

13

25

は
、
陸
地
測
量
部
が
北
ア
ル
プ
ス
一
帯
の
地
形
図
を
発
行
し
た
こ
と

に
つ
い
て
、
そ
の
解
説
と
意
見
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
黒
部
五
郎

嶽
、
黒
岳
が
新
た
に
記
入
せ
ら
れ
、
従
来
記
入
せ
ら
れ
た
、
中
ノ
俣

嶽
、
水
晶
山
が
夫
々
括
弧
の
中
に
収
め
ら
れ
た
。
序
い
で
に
、
北
ノ

俣
岳
を
括
弧
に
入
れ
、
上
ノ
岳
を
括
弧
か
ら
取
除
い
て
呉
れ
れ
ば
よ

か
っ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」

を
「
上
ノ
岳
（
北
ノ
俣
岳
）」
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の

こ
ろ
の
登
山
記
に
は
、
ほ
と
ん
ど
上
ノ
岳
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
渡

辺
の
見
解
は
、
当
時
の
登
山
者
の
大
方
の
意
見
で
あ
ろ
う
。
渡
辺
漸

は
、
前
述
の
今
西
錦
司
と
同
じ
京
都
大
学
学
士
山
岳
会
の
会
員
で
、

剱
岳
の
岩
場
の
開
拓
者
の
一
人
で
あ
る
。

【

】
1
9
3
9
（
昭
和

）
年
6
月
発
行
、
黒
部
川
全
域
を
探
索

14

14

し
て
お
り
、正
確
な
地
名
の
表
記
に
こ
だ
わ
る
冠
松
次
郎
の
著
書『
日

本
北
ア
ル
プ
ス

登
山
案
内
』（
第
一
書
房
刊
）
に
は
、「
上
ノ
岳
（
北
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俣
岳
）
2
6
6
1
・
2
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
陸
地
測
量
部
の
地
形

図
と
は
逆
の
表
示
で
あ
る
。

【

】
1
9
5
8
（
昭
和

）
年
9
月
、
広
瀬
誠
著
『
越
中
奥
山
の

15

33

地
名
』（
富
山
県
国
語
学
会
・
方
言
民
族
談
話
会
刊
）
に
よ
る
と
「
標

準
名
は
上
ノ
岳
で
別
名
と
し
て
飛
騨
地
方
で
は
北
ノ
俣
岳
と
呼
び
、

古
名
は
古
称
の
ま
ま
の
上
ノ
岳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
地

域
に
よ
っ
て
異
な
る
呼
び
名
」
に
該
当
す
る
例
だ
と
し
て
い
る
が
、

上
ノ
岳
が
主
で
あ
る
。

【

】
1
9
6
1
（
昭
和

）
年
、
朝
日
放
送
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
室
編

16

36

『
日
本
の
山
々

そ
の
正
し
い
呼
び
方
集
』
に
「
上
ノ
岳
（
北
俣
岳
）

カ
ミ
ノ
タ
ケ
・
キ
タ
マ
タ
ダ
ケ
」
と
載
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
共
同
通
信
社
発
行
『
記
者
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』「
紛
ら
わ

し
い
地
名
」（
7
版
・

版
-2
0
1
1
・
平
成

年

月
刊
）
に
は

12

23

10

載
っ
て
い
な
い
。

【

】
1
9
7
8
（
昭
和

）
年
9
月
、
越
中
山
座
同
定
グ
ル
ー
プ

17

53

編
『
越
中
山
座
図
巻
』（
北
日
本
新
聞
社
刊
）
に
は
、「
上
ノ
岳
」
が

2
回
、「
上
ノ
岳
（
北
ノ
俣
岳
）」
が
1
回
の
記
載
が
あ
る
。
山
座
の

諸
相
か
ら
山
名
を
同
定
し
た
信
頼
で
き
る
文
献
で
あ
る
が
、
1
9
7

8
（
昭
和

）
年
に
あ
え
て
「
上
ノ
岳
」
を
別
称
に
し
て
い
な
い
。

53

【

】
1
9
7
6
（
昭
和

）
年
、
太
郎
平
小
屋
は
食
堂
や
談
話
室

18

51

な
ど
の
改
造
と
と
も
に
2
階
に
個
室
を
設
け
、
部
屋
の
一
つ
に
「
上

ノ
岳
」
と
名
付
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
登
山
者
が
室
名
に
関
心
を
持
ち
、

忙
し
い
時
間
帯
に
細
か
な
質
問
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
時
間

が
な
い
の
で
「
北
ノ
俣
岳
」
に
変
え
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
山
小

屋
経
営
者
の
五
十
嶋
博
文
は
「
夏
山
シ
ー
ズ
ン
中
は
登
山
者
か
ら
の

質
問
が
多
く
、
そ
れ
に
対
応
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
く
、
残
念
で
は

あ
る
が
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
い
る
」
と
話
し
て
い
る
。

太
郎
平
小
屋
関
係
者
の
山
の
説
明
や
書
物
な
ど
の
記
述
を
見
る

と
、
お
お
む
ね
1
9
7
5
（
昭
和

）
ま
で
は
「
上
ノ
岳
」、
そ
れ
以

50

降
は
時
勢
に
応
じ
て
「
北
ノ
俣
岳
」
が
多
い
。
た
だ
し
、
経
営
者
の

五
十
嶋
博
文
は
「
上
ノ
岳
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、「
上
ノ
岳
」
で
は
よ

く
分
か
ら
な
い
人
に
は
「
北
ノ
俣
岳
」
を
付
属
的
に
使
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
そ
の
例
と
し
て
次
の
3
点
を
上
げ
る
。

（
1
）『
岳
人
』
3
8
3
号
（
1
9
7
9
・
昭
和

年
5
月
発
行
）
に
、

54

「
春
山
登
山
術

薬
師
岳
の
カ
ー
ル
滑
降
」と
題
す
る
一
文
に
は
、「
上

ノ
岳
」
が
5
回
、
概
念
図
に
1
回
表
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
一

文
の
う
ち
初
頭
お
よ
び
概
念
図
に
は
「
上
ノ
岳
（
北
ノ
俣
岳
）」
と
載

せ
て
い
る
。

（
2
）『
太
郎
平
小
屋

周
年
を
迎
え
て
』（
2
0
0
4
・
平
成

50

16

年

月

五
十
嶋
博
文
発
行
）
の
平
成

年
に
は
「
キ
ャ
ン
プ
場
か

11

13

ら
太
郎
山
を
越
え
、
上
ノ
岳
登
山
道
の
合
流
点
ま
で
完
全
に
木
道
化

さ
れ
」
と
あ
り
、
平
成

年
に
は
「
寺
地
山
の
避
難
小
屋
へ
太
郎
山

14
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か
ら
上
ノ
岳
を
登
ら
ず
に
ト
ラ
バ
ー
ス
す
る
ル
ー
ト
で
あ
る
」な
ど
、

無
意
識
に
文
を
書
い
て
い
る
と
き
は
「
上
ノ
岳
」
の
み
の
よ
う
だ
。

（
3
）
2
0
0
5
（
平
成

）
年
に
作
成
さ
れ
、
現
在
も
使
用
し
て

17

い
る
「
太
郎
平
小
屋
グ
ル
ー
プ
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
文
お
よ

び
概
念
図
と
も
「
上
ノ
岳
（
北
ノ
俣
岳
）」
ま
た
は
「
上
ノ
岳
」
と
表

記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）
の
北
隣
に
あ
る
太
郎
平
小
屋

は
、
現
在
で
も
「
上
ノ
岳
」
と
称
し
て
い
る
。

【

】
1
9
7
7
（
昭
和

）
年

月

日
、
薬
師
岳
登
山
口
の
亀

19

52

12

10

谷
集
落
に
「
国
民
宿
舎

白
樺
ハ
イ
ツ
」
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。

名
98

宿
泊
で
き
る
施
設
で
、
室
の
室
名
は
地
名
と
高
山
植
物
名
で
あ
る
。

21

3
階
の

室
の
室
名
は
山
名
で
、
そ
の
1
つ
に
「
上
ノ
岳
」
と
あ
り
、

11

北
ノ
俣
岳
と
称
す
る
部
屋
は
な
い
。
そ
れ
は
現
在
も
変
わ
っ
て
い
な

い
。名

付
け
は
、
大
山
町
民
文
化
会
館
と
大
山
町
立
図
書
館
の
館
長
で

あ
っ
た
故
清
瀬
俊
一
で
、
薬
師
岳
方
面
山
岳
遭
難
対
策
協
議
会
の
救

助
隊
副
隊
長
で
も
あ
っ
た
。
清
瀬
は
生
前
、「
白
樺
ハ
イ
ツ
が
建
っ

た
こ
ろ
は
上
ノ
岳
と
呼
ん
で
い
た
の
で
、
そ
れ
を
室
名
に
し
た
」
と

い
う
。
昭
和

年
（
1
9
7
5
〜
）
代
初
め
の
富
山
側
地
元
で
は
、

50

北
ノ
俣
岳
と
は
誰
も
呼
ば
な
か
っ
た
と
い
う
証
左
で
あ
る
。

【

】
最
近
、
富
山
県
内
で
発
行
し
て
い
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
山
名

20

辞
典
な
ど
の
記
述
は
、
お
お
む
ね
表
記
は
「
北
ノ
俣
岳
」
ま
た
は
「
北

ノ
俣
岳
、
別
名
上
ノ
岳
」
で
、
別
称
の
説
明
が
あ
る
場
合
は
、
北
ノ

俣
岳
は
飛
騨
側
、
上
ノ
岳
は
越
中
側
の
呼
び
名
と
い
う
趣
旨
が
書
か

れ
て
い
る
程
度
で
、
山
名
「
北
ノ
俣
岳
」
は
定
着
し
て
い
る
。
一
応
、

『
新
版
と
や
ま
山
歩
き
』（
1
9
9
8
・
平
成

年
、
シ
ー
・
エ
ー
・

10

ビ
ー
刊
）、『
富
山
県
山
名
録
』（
2
0
0
1
・
平
成

年
、桂
書
房
刊
）、

13

『
富
山
の
百
山
』（
2
0
1
4
・
平
成

年
、
北
日
本
新
聞
社
刊
）、
ほ

26

か
辞
典
類

種
類
を
点
検
し
た
。

10

以
上
、筆
者
の
主
張
の
根
拠
を
示
し
た
が
、こ
こ
に
示
し
た
文
献
・

資
料
は
越
中
・
富
山
県
側
が
圧
倒
的
に
多
く
、
1
9
7
0
（
昭
和

）
45

年
以
前
に
、「
北
ノ
俣
岳
」
と
書
か
れ
て
い
る
登
山
記
や
文
献
が
飛
騨

側
に
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
あ
れ
ば
筆
者
に
教
示
願
い

た
い
。『
飛
騨
の
山
山
』（
1
9
9
0
・
平
成

年
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出

12

版
刊
）
に
折
り
込
ん
で
あ
る
地
図
に
は
「
北
ノ
俣
岳
」
の
み
の
記
載

で
あ
る
。

岐
阜
県
旧
・
神
岡
町
の
登
山
道
開
拓
な
ど
の
取
り
組
み

北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）
へ
の
登
山
道
の
整
備
や
避
難
小
屋
の
設
置

に
つ
い
て
、
岐
阜
県
旧
・
神
岡
町
の
積
極
的
な
取
り
組
み
が
あ
り
、

そ
れ
を
こ
こ
に
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
富
山

市
・
飛
騨
市
・
高
山
市
と
の
合
併
前
で
あ
る
大
山
町
、
神
岡
町
、
上
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宝
村
と
表
示
し
、比
較
の
対
象
も
合
併
前
で
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。

神
岡
町
が
「
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）」
を
非
常
に
大
事
に
す
る
背
景

に
は
、
神
岡
町
の
山
で
は
黒
部
五
郎
岳
に
次
ぐ
二
番
目
に
高
い
山
で

あ
る
が
、
黒
部
五
郎
岳
は
上
宝
村
と
の
結
び
つ
き
が
大
で
あ
り
、
北

ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）
を
実
質
上
の
一
番
高
い
山
で
あ
る
と
い
う
認
識

が
あ
る
の
で
、
我
が
町
の
山
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。
合
併
前
に

神
岡
町
、
合
併
後
の
飛
騨
市
神
岡
町
神
岡
振
興
事
務
所
へ
問
い
合
わ

せ
る
と
、
ひ
し
ひ
し
と
そ
の
感
が
増
幅
す
る
。

神
岡
町
の
具
体
的
取
り
組
み
は
次
の
と
お
り
。

【
1
】
1
9
6
2
（
昭
和

）
年
4
月
、
岐
阜
県
神
岡
町
と
神
岡
の

37

有
志
の
人
々
が
、
神
岡
町
の
打
保
よ
り
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）
へ
の

登
山
道
を
開
拓
し
、
供
用
開
始
し
た
。
打
保
よ
り
3
㎞
歩
い
た
所
か

ら
山
道
に
入
り
、
寺
地
山
を
経
て
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）
に
通
ず
る

8
・
3
㎞
の
登
山
道
で
、
神
岡
町
で
は
「
神
岡
新
道
」
と
名
付
け
た
。

飛
越
新
道
を
開
拓
し
て
か
ら
、
飛
越
新
道
の
合
流
点
ま
で
の
利
用
者

は
少
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
草
刈
り
作
業
は
隔
年
実
施
し
て
い

る
。
な
お
、
寺
地
山
の
頂
上
標
高
点
は
2
0
0
0
ｍ
（
昭
和

年
測

49

量
）、
三
角
点
標
高
1
9
9
6
・
0
2
ｍ
（
明
治

年
測
量
）
で
、
三

39

角
点
は
頂
上
の
西
1
0
0
ｍ
の
所
に
あ
る
。

【
2
】
1
9
6
6
（
昭
和

）
年
8
月
、
神
岡
町
は
寺
地
山
と
北
ノ

41

俣
岳
（
上
ノ
岳
）
の
間
の
鞍
部
の
南
側
に
、
無
人
の
「
休
憩
所
兼
避

難
所
（
通
称
北
ノ
俣
避
難
小
屋
）」
を
開
設
。
1
9
8
6
（
昭
和

）
61

年
7
月
全
面
改
築
。
高
床
式
の
木
造
平
屋
で

・

㎡
、
収
容
人
員

11

86

名
、
給
水
設
備
お
よ
び
ト
イ
レ
が
あ
る
頑
強
な
小
屋
で
、
設
置
後
、

10厳
冬
期
、
特
に
正
月
に
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）
へ
登
る
人
た
ち
の
主

要
な
基
地
と
な
っ
て
い
る
。

【
3
】
1
9
9
4
（
平
成
6
）
年
、
神
岡
町
は
飛
越
ト
ン
ネ
ル
（
神

岡
町
か
ら
有
峰
へ
通
ず
る
ト
ン
ネ
ル
で
、
1
9
9
5
・
平
成
7
年
7

月
供
用
開
始
、
森
林
開
発
公
団
建
設
）
の
神
岡
側
入
り
口
近
く
の
登

山
口
か
ら
、
神
岡
新
道
合
流
点
で
あ
る
1
8
4
2
地
点
ま
で
の
3
㎞

を
登
山
道
と
し
て
開
拓
し
、
飛
越
新
道
と
名
付
け
た
。
登
山
口
よ
り

北
ノ
俣
岳
ま
で
8
・
3
㎞
を
約
5
時
間
の
行
程
と
な
っ
た
。
現
在
は

寺
地
山
あ
る
い
は
北
ノ
俣
岳
（
上
ノ
岳
）
へ
登
る
に
は
、
こ
の
コ
ー

ス
が
一
番
短
い
。

【
4
】
2
0
0
1
（
平
成

）
年
と
翌
年
に
は
、
寺
地
山
〜
北
ノ
俣

13

岳
間
の
木
道
整
備
。
木
道
総
延
長
4
8
5
ｍ
（
2
ｍ
板
1
0
0
段
、

1
ｍ
板
2
3
8
段
）、
布
団
か
ご

枚
を
設
置
し
た
。

41

結
び
と
し
て
、
山
の
名
称
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
個
人
的

な
感
覚
で
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
こ
で
冷
静
に
客
観
的
な
姿
勢

で
、い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
と
こ
ろ
が
、

ま
す
ま
す
「
上
ノ
岳
」
の
方
が
山
名
と
し
て
は
適
切
で
、
風
格
が
あ
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る
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
機
会
を
手
始
め
と
し
て
、
今
後
も

訴
え
続
け
た
い
。
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[調
査
・
研
究
]

原
発
事
故
に
よ
る
阿
武
隈
山
地
の
放
射
線
量

柴

崎

徹

Ⅰ

は

じ

め

に

東
京
電
力
の
福
島
第
1
原
子
力
発
電
所
の
事
故
か
ら
早
や
5
年
の

歳
月
が
経
過
し
た
が
、
事
故
処
理
は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
こ
の
間

も
放
射
性
物
質
は
自
然
界
に
放
出
さ
れ
続
け
、
環
境
へ
の
深
刻
な
影

響
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
の
願
う
事
故
の
終
息
に
至
る
ま
で

に
は
、
こ
れ
か
ら
何
世
代
に
も
わ
た
る
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
年

月
が
か
か
る
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
昨
年
ま
で
宮
城
県
各
地
で
の
放
射
線
量
を
調
査
し
、

そ
の
結
果
を
「
原
発
事
故
に
よ
る
宮
城
県
の
山
地
お
よ
び
丘
陵
の
放

射
線
量
」
と
し
て
私
が
取
り
ま
と
め
、『
山
岳
』〈
注
1
〉
に
発
表
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
の
中
で
指
摘
さ
れ
た
宮
城
県
南
部
の
か
な

り
高
い
線
量
地
域
が
、
南
に
続
く
阿
武
隈
山
地
の
中
で
ど
の
よ
う
に

変
化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
新
た
な
課
題
が
生
じ
た
。

阿
武
隈
の
山
々
は
、
仙
台
の
登
山
者
に
と
っ
て
も
、
ご
く
日
常
の

フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
山
々
が
、
宮
城
よ
り
さ
ら
に
強
い

放
射
線
量
を
示
す
と
し
た
ら
、
そ
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
適
確
な
判
断
を
下
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
阿
武
隈
山

地
が
被
曝
し
た
以
上
、
も
は
や
放
射
線
と
無
関
係
に
こ
の
地
域
に
入

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

阿
武
隈
山
地
は
、
東
北
南
部
、
太
平
洋
側
に
位
置
す
る
南
北
1
7

4
㎞
、
東
西
幅
が
広
い
位
置
で

㎞
の
、
サ
ツ
マ
イ
モ
形
の
山
地
で

48

あ
る
。
山
地
は
東
は
太
平
洋
、
西
は
阿
武
隈
川
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ

る
が
、
そ
の
う
ち
北
東
部
と
南
西
部
に
は
、
長
く
一
直
線
に
走
る
2

本
の
断
層
（
双
葉
断
層
お
よ
び
棚
倉
断
層
）
が
認
め
ら
れ
、
山
地
を
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明
瞭
に
区
分
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

ま
た
、
阿
武
隈
山
地
は
ひ
と
つ
北
の
北
上
山
地
と
並
ん
で
、
中
生

代
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
古
い
古
生
代
の
地
層
か
ら
な
り
、
大

半
が
花
崗
岩
類
や
変
成
岩
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
東
北
地
方
の
背
骨
と

も
い
う
べ
き
奥
羽
山
脈
が
、
ず
っ
と
新
し
い
第
三
紀
お
よ
び
第
四
紀

の
火
山
堆
積
物
か
ら
で
き
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

阿
武
隈
山
地
の
形
成
に
は
、
そ
の
東
側
に
沈
み
込
ん
で
く
る
太
平

洋
プ
レ
ー
ト
の
動
き
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
プ
レ
ー
ト
の
巨
大
な

圧
力
を
受
け
て
、
古
い
地
層
が
押
し
込
め
ら
れ
る
よ
う
に
盛
り
上
が

り
、
さ
ら
に
圧
力
が
加
わ
っ
て
激
し
く
褶
曲
し
、
断
層
や
破
砕
が
生

じ
て
山
地
の
土
台
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
山
地
は
、
か
な
り
険

し
い
山
地
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
長
い
時
間
を
経
た
風
化
作
用
に

よ
っ
て
突
起
部
分
が
失
わ
れ
、
緩
や
か
な
地
形
へ
と
変
化
し
、
そ
れ

が
再
び
隆
起
し
て
、
現
在
の
〝
隆
起
準
平
原
〞
と
呼
ば
れ
る
地
形
が

で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

準
平
原
上
、
特
に
太
平
洋
側
と
阿
武
隈
川
側
と
に
分
け
る
分
水
嶺

に
並
ん
で
い
る
山
々
は
、
数
座
を
除
い
て
ど
れ
も
た
お
や
か
で
大
き

い
。
特
に
1
0
0
0
ｍ
を
超
す
2
座
、
大
滝
根
山
（
1
1
9
2
・
5

ｍ
、
近
く
の
高
塚
山
〈
1
0
6
6
・
4
ｍ
〉
は
付
属
峰
と
見
な
す
）

と
日
山
（
天
王
山
と
も
言
う
、
1
0
5
4
・
6
ｍ
）
は
、
巨
大
な
ゆ
っ

た
り
と
し
た
山
容
を
横
た
え
る
。
9
0
0
ｍ
級
の
山
は
桧
山
ほ
か
11

座
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
7
0
0
〜
8
0
0
ｍ
級
の
山
々
が
周
囲
に

数
多
く
連
な
っ
て
お
り
、
定
高
性
の
高
い
山
並
み
が
形
成
さ
れ
て
い

る
。一

方
、
分
水
嶺
か
ら
東
流
し
て
、
直
接
太
平
洋
に
注
ぐ
そ
れ
ぞ
れ

の
短
流
河
川
は
、
準
平
原
上
の
水
を
集
め
て
水
量
を
増
し
、
花
崗
岩

の
硬
い
地
層
を
う
が
っ
て
渓
谷
を
造
り
、双
葉
断
層
崖
を
流
れ
下
る
。

こ
こ
で
は
浸
食
分
断
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
、
分
水
嶺
の
山
々
と

は
異
な
っ
た
険
し
い
山
々
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
山
地
の
東
面
・
双
葉

断
層
に
沿
っ
て
低
い
な
が
ら
も
険
し
い
山
々
が
並
ん
で
い
る
の
は
、

そ
の
た
め
で
あ
る
。

事
故
を
起
こ
し
た
福
島
第
1
原
子
力
発
電
所
は
、
こ
の
阿
武
隈
山

地
か
ら
わ
ず
か
8
㎞
東
に
離
れ
た
太
平
洋
岸
、
双
葉
町
と
大
熊
町
の

町
界
に
あ
る
。
そ
の
位
置
は
、
北
緯

度

分

〜

秒
、
東
経
1

37

25

11

18

4
1
度
2
分
0
秒
で
あ
り
、
北
に
少
し
ず
れ
て
は
い
る
が
、
阿
武
隈

山
地
の
中
央
部
に
近
い
太
平
洋
岸
と
言
っ
て
い
い
。
す
な
わ
ち
、
事

故
原
発
の
す
ぐ
西
側
に
は
、
障
壁
状
な
が
ら
も
一
定
の
間
隔
で
開
析

さ
れ
た
谷
空
間
を
持
つ
阿
武
隈
山
地
が
、
北
に

㎞
、
南
に

㎞
連

80

90

な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
事
故
原
発
か
ら
陸
上
へ
の
放
射
性
物
質

の
飛
散
や
拡
散
は
、
こ
の
阿
武
隈
山
地
の
地
形
と
密
接
に
関
係
し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

阿
武
隈
山
地
の
山
々
や
自
然
が
示
す
具
体
的
な
放
射
線
量
は
、
そ
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こ
に
お
け
る
私
た
ち
の
生
活
や
登
山
の
可
否
判
断
の
、
一
つ
の
基
本

的
な
デ
ー
タ
と
し
て
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
加

え
て
山
地
や
山
岳
と
い
う
垂
直
性
に
優
れ
た
自
然
地
形
物
が
、
放
射

性
物
質
の
飛
散
・
拡
散
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
検

証
す
る
こ
と
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
大
事
な
課
題
で
は
な
い
か
と

思
う
。

私
た
ち
は
、
宮
城
県
の
放
射
線
量
を
ま
と
め
た
の
ち
、
2
0
1
5

年
7
月
に
予
備
調
査
に
入
り
、
9
月
か
ら
阿
武
隈
山
地
の
本
格
的
調

査
に
取
り
掛
か
っ
た
。
阿
武
隈
山
地
の
中
に
は
「
帰
還
困
難
区
域
」

や
「
居
住
制
限
区
域
」
な
ど
、
高
線
量
の
た
め
立
ち
入
る
こ
と
の
で

き
な
い
地
域
が
広
が
っ
て
い
た
。
ま
た
、
9
月

日
の
台
風

号
崩

11

18

れ
の
温
帯
低
気
圧
と
台
風

号
と
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

17

れ
た
線
状
降
雨
帯
に
よ
る
豪
雨
で
、
阿
武
隈
山
地
は
至
る
所
で
氾
濫

し
た
り
土
砂
崩
れ
を
起
こ
し
、
調
査
を
困
難
に
し
た
が
、
2
0
1
6

年
4
月
ま
で
に

回
の
調
査
登
山
を
行
な
い
、
図
1
の
よ
う
に
阿
武

42

隈
の
山
々
1
6
1
座
、
独
標
や
峠
な
ど
を
含
め
て
3
2
0
地
点
の
放

射
線
量
を
測
定
で
き
た
。

『
日
本
山
嶽
志
』〈
注
2
〉
に
は
、
阿
武
隈
山
系
と
し
て

座
、
中
の

21

八
溝
山
系
と
久
慈
山
地
の
山
3
座
を
除
い
て

座
と
な
る
が
、
神
楽

18

山
と
真
弓
山
以
外
の

座
を
調
査
し
た
。『
新
日
本
山
岳
誌
』〈
注
3
〉

16

に
は
、
宮
城
4
座
、
福
島

座
、
茨
城
6
座
の
計

座
が
記
載
し
て

29

39

あ
る
が
、
現
在
、
立
ち
入
り
の
で
き
な
い
日
隠
山
、
手
倉
山
と
、
土

砂
崩
れ
で
近
づ
け
な
か
っ
た
三
森
山
（
い
わ
き
市
）、
そ
し
て
花
園
山

（
北
茨
城
市
）
の
調
査
は
で
き
な
か
っ
た
。

本
報
告
で
は
、
現
地
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
放
射
線
量
の
測
定
結
果

を
、
次
に
述
べ
る
地
形
区
分
に
準
じ
て
記
載
す
る
と
同
時
に
、
①
原

発
事
故
に
よ
る
直
接
の
放
射
能
の
影
響
は
、
ど
の
よ
う
な
距
離
ま
で

及
ん
で
い
た
の
か
、
②
放
射
性
物
質
の
拡
散
に
あ
た
っ
て
、
気
象
と

と
も
に
阿
武
隈
山
地
の
山
地
地
形
は
ど
の
よ
う
に
働
い
た
の
か
、
の

2
つ
の
問
題
を
中
心
に
し
て
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。

Ⅱ

阿
武
隈
山
地
の
地
形
区
分

阿
武
隈
山
地
は
、
宮
城
・
福
島
・
茨
城
の
3
県
に
ま
た
が
る
。
北

端
は
宮
城
県
亘
理
町
の
七
峰
山
（
1
2
4
・
0
ｍ
）、
南
端
は
茨
城
県

日
立
市
の
風
神
山
（
2
4
1
・
9
ｍ
）
で
あ
る
。
2
つ
の
山
を
結
ぶ

線
の
方
位
は
Ｎ

Ｅ
で
南
北
に
近
く
、
直
線
距
離
は
1
7
4
・
0
㎞

7°

で
あ
る
。
県
別
に
見
る
と
、
宮
城
県
は
3
1
・
5
㎞
、
茨
城
県
は
4

0
・
5
㎞
、
後
の
1
0
2
・
0
㎞
が
福
島
県
と
な
る
。
北
と
南
の
両

端
が
宮
城
・
茨
城
両
県
に
突
き
出
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
福
島
県
の
地
形
区
分
〈
注
4
〉
を
中
心
に
、

宮
城
お
よ
び
茨
城
県
の
地
形
区
分
〈
注
1
、
注
5
〉
を
加
え
て
、
図

2
に
示
し
た
よ
う
な
阿
武
隈
山
地
全
域
に
及
ぶ
地
形
区
分
を
行
な
っ

原発事故による阿武隈山地の放射線量
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た
。
隣
県
と
の
境
界
に
不
整
合
を
生
じ
る
よ
う
な
箇
所
は
特
に
な

く
、
む
し
ろ
よ
く
一
致
し
た
。
ま
た
、
茨
城
県
の
区
分
記
号
が
不
明

で
あ
っ
た
た
め
、
多
賀
山
地
は
Ｔ
と
仮
に
記
号
し
た
。

福
島
県
の
地
形
区
分
は
、
海
抜
高
度
・
起
伏
お
よ
び
地
形
発
達
な

ど
を
主
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
類
似
の
地
形
的
特
色
を
持
つ
地
域
を
同
一

の
地
域
と
見
な
し
て
区
分
し
て
い
る
。
阿
武
隈
山
地
は
南
北
に
細
長

い
の
で
、
1
Ａ
北
部
と
1
Ｂ
南
部
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
境
界

線
は
、夏
井
川
と
谷
田
川
を
結
ん
だ
南
西
〜
北
東
の
ラ
イ
ン
で
あ
る
。

1
Ａ
北
部
は
、
さ
ら
に
ａ
〜

ま
で
の
6
つ
の
区
域
に
分
け
ら
れ

d"

て
い
る
。

ａ
は
相
馬
山
中
区
で
、
太
平
洋
に
注
ぐ
宇
多
川
、
真
野
川
、
新
田

川
、
比
曽
川
（
前
者
の
支
流
）、
太
田
川
、
請
戸
川
の
流
域
で
、
福
島

盆
地
側
の
阿
武
隈
川
水
系
と
の
分
水
嶺
に
位
置
す
る
霊
山
、
佐
須
山

（
虎
捕
山
）、
三
郷
森
、
無
垢
路
岐
山
、
花
塚
山
を
含
む
、
そ
こ
か
ら

以
東
の
地
域
で
あ
り
、
飯
館
村
の
明
神
山
や
二
ッ
森
、
野
手
上
山
、

矢
岳
山
、
戦
山
、
高
太
石
山
な
ど
が
こ
の
区
域
に
含
ま
れ
る
。

ｂ
は
双
葉
山
中
区
で
、
高
瀬
川
、
熊
川
、
富
岡
川
、
井
出
川
、
木

戸
川
、
浅
見
川
、
大
久
川
の
流
域
で
、
口
太
山
、
羽
山
（
麓
山
）、
日

山
、
五
十
人
山
、
鎌
倉
岳
、
鳴
子
山
、
桧
山
、
大
滝
根
山
以
東
の
地

域
で
、日
山
以
降
の
山
々
は
阿
武
隈
川
水
系
と
の
分
水
嶺
に
あ
た
り
、

同
時
に
阿
武
隈
山
地
で
最
も
高
い
山
々
が
連
な
る
区
域
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
さ
ら
に
葛
尾
村
や
田
村
市
都
路
地
区
、
川
内
村
の
山
々
が
入

る
。
ａ
と
ｂ
を
区
分
す
る
の
は
請
戸
川
（
室
原
川
）
と
高
根
川
で
、

ほ
ぼ
浪
江
と
川
俣
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
に
一
致
す
る
。

ｃ
は
羽
山
山
地
で
あ
る
。
ａ
お
よ
び
ｂ
の
東
縁
の
細
長
い
地
域

で
、
双
葉
断
層
崖
の
上
に
形
成
さ
れ
た
山
々
を
区
分
し
て
い
る
。
こ

の
羽
山
山
地
は
、
そ
の
ま
ま
北
に
延
ば
す
と
宮
城
県
の
亘
理
地
塁
山

地
に
連
続
す
る
。

ｄ
は
女
神
山
地
で
、
川
俣
付
近
か
ら
北
流
す
る
広
瀬
川
以
西
の

山
々
と
、
ａ
の
西
麓
に
位
置
す
る
丘
陵
部
の
山
々
、
さ
ら
に
宮
城
県

の
角
田
丘
陵
性
山
地
に
続
く
山
々
を
含
ん
で
い
る
。
女
神
山
は
三
角

錐
の
美
し
い
山
で
、
こ
の
区
域
の
盟
主
。
そ
こ
か
ら
北
に
堀
沢
山
や

御
幸
山
が
連
な
る
。

は
小
浜
高
原
で
、
ｂ
の
西
部
に
隣
接
す
る
阿
武
隈
川
ま
で
の
地

d'
域
で
、
ｂ
よ
り
一
段
低
い
3
0
0
〜
4
0
0
ｍ
の
丘
陵
地
帯
に
あ
た

る
。
こ
こ
に
は
嶽
山
、
岩
角
山
、
国
見
山
、
御
館
山
、
鶴
石
山
な
ど

が
あ
る
。

は
田
村
中
部
山
地
で
、
ｂ
と

の
間
に
主
脈
か
ら
西
に
ず
れ
て

d"

d'

並
び
立
つ
山
々
を
区
分
し
、
片
曽
根
山
、
鞍
掛
山
、
黒
石
山
、
高
柴

山
、
日
影
山
、
東
堂
山
、
一
盃
山
、
二
ッ
石
山
な
ど
の
7
0
0
ｍ
級
、

8
0
0
ｍ
級
の
阿
武
隈
山
地
の
中
で
は
比
較
的
高
い
山
々
の
見
ら
れ

る
所
で
あ
る
。
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1
Ｂ
と
記
号
さ
れ
る
南
部
は
、
ｅ
、
ｆ
、
ｇ
の
3
つ
の
区
域
に
分

け
ら
れ
て
い
る
。

ｅ
は
石
城
楔
状
山
地
で
、
い
わ
き
市
の
北
西
部
に
あ
た
り
、
夏
井

川
と
入
遠
野
川
に
挟
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
本
山
毛

欅
、
水
石
山
、
閼
伽
井
嶽
、
さ
ら
に
鶴
石
山
、
二
ッ
石
山
、
三
大
明

神
山
、
湯
ノ
岳
な
ど
が
連
山
状
に
立
ち
並
ん
で
い
る
。

ｆ
は
阿
武
隈
南
部
高
原
で
、
準
平
原
の
典
型
と
も
言
う
べ
き
地
域

が
造
ら
れ
、
高
原
状
の
広
が
り
を
持
つ
地
形
の
上
に
、
ほ
と
ん
ど
高

さ
の
差
の
な
い
7
0
0
〜
8
0
0
ｍ
の
山
々
が
延
々
と
続
い
て
い

る
。
こ
こ
に
は
塩
見
山
、
芝
山
、
雨
降
山
、
犬
仏
山
、
三
株
山
、
丈

辷
山
、
明
神
山
、
朝
日
山
、
茶
煎
船
山
な
ど
の
山
々
が
認
め
ら
れ
る
。

ｇ
は
九
ッ
山
山
地
で
、
棚
倉
断
層
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
た
細
長
い

山
地
で
、
九
ッ
山
か
ら
南
に
5
0
0
ｍ
前
後
の
山
々
が
切
れ
目
な
く

続
く
区
域
で
あ
る
。

一
方
、
Ｔ
の
多
賀
山
地
は
、
ｆ
に
続
く
阿
武
隈
山
地
の
茨
城
県
部

分
で
、
県
境
か
ら
幅
を
狭
め
な
が
ら
南
に
延
び
、
西
は
里
川
に
区
切

ら
れ
た
山
地
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
和
尚
山
、
栄
蔵
室
、
花
園
山
、
四

鈷
室
山
、
土
岳
、
堅
破
山
、
神
峰
山
、
高
鈴
山
、
そ
し
て
南
端
に
あ

た
る
風
神
山
が
あ
る
。

阿
武
隈
山
地
の
北
部
、
宮
城
県
分
は
、
Ⅳ
ａ
阿
武
隈
山
地
、
Ⅳ
ｂ

亘
理
地
塁
山
地
、
Ⅳ
ｃ
角
田
丘
陵
性
山
地
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
報
告
〈
注
1
〉
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。Ⅲ

調
査
項
目
お
よ
び
調
査
方
法

各
調
査
測
定
地
に
お
け
る
放
射
線
量
の
調
査
は
、
あ
ら
か
じ
め
準

備
し
た
放
射
線
量
測
定
調
査
表
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
。
表
に
掲

げ
た
調
査
項
目
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
調
査
番
号

②
調
査
日
時
お
よ
び
天
気

③
調
査
測
定
地
（
山
名
、
地
名
な
ど
）

④
測
定
地
の
諸
元

⑴
行
政
区
分

⑵
緯
度
、
経
度

⑶
標
高
（
ｍ
）

⑷
原
発
と
の
位
置
関
係
（
方
位
お
よ
び
距
離
〈
㎞
〉）

⑸
立
地
環
境
（
地
形
、
植
生
、
山
況
）

⑤
測
定
値
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
（
μ
Ｓ
ｖ
）

地
上
高
1
ｍ
、

地
上
高

㎝
、
各
1
〜
5
回
、
最
高
値
・
最
低
値
お
よ
び
平
均

50

値
こ
れ
に
調
査
回
を
示
す
番
号
数
字
欄
が
設
け
て
あ
る
。

①
の
調
査
番
号
は
、
ほ
ぼ
調
査
を
行
な
っ
た
順
番
を
示
す
。
②
の

原発事故による阿武隈山地の放射線量

229



天
気
は
天
気
図
の
記
号
で
示
し
た
。
③
で
山
名
が
不
明
な
場
合
は
、

標
高
を
用
い
て
山
名
と
し
た
。

④
の
測
定
地
の
諸
元
の
⑵
は
、
す
べ
て
調
査
地
点
に
お
け
る
Ｇ
Ｐ

Ｓ
測
定
値
で
あ
る
。
⑶
の
標
高
（
ｍ
）
に
つ
い
て
は
、
三
角
点
の
あ

る
場
合
は
、
国
土
地
理
院
2
・
5
万
図
図
幅
か
ら
読
み
取
っ
た
標
高

（
小
数
点
以
下
1
桁
）
と
Ｇ
Ｐ
Ｓ
か
ら
得
た
標
高
と
を
併
記
し
た
。

こ
れ
は
震
災
以
後
、地
盤
の
変
動
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

⑷
の
原
発
と
の
位
置
関
係
を
示
す
方
位
お
よ
び
距
離
は
、
調
査
地
と

原
発
と
の
緯
度
、
経
度
の
違
い
か
ら
、
国
土
地
理
院
の
測
量
計
算
サ

イ
ト
を
用
い
て
求
め
た
。
方
位
は
全
方
位
で
示
し
て
あ
る
。
⑸
の
立

地
環
境
の
う
ち
、
地
形
は
1
平
地
、
2
山
頂
、
3
稜
線
、

稜
線
上

3'

の
鞍
部
、
4
斜
面
上
部
、
5
斜
面
中
腹
、

斜
面
下
部
、
7
斜
面
の

6

中
の
平
坦
地
、
8
凹
地
を
示
し
、
数
字
で
記
入
し
た
。
植
生
に
つ
い

て
は
、
各
県
に
よ
っ
て
当
然
凡
例
が
異
な
る
が
、
こ
こ
で
は
宮
城
県

植
生
図
の
凡
例
の
応
用
に
よ
っ
て
、
類
似
の
植
生
と
し
て
扱
っ
て
い

る
。
凡
例
は
『
宮
城
山
岳
放
射
線
量
』〈
注

〉
に
載
せ
て
あ
る
。

1

⑤
に
示
し
た
放
射
線
量
の
測
定
は
、
前
回
同
様
Ｈ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｂ
Ａ

Ｐ
Ａ
-1
0
0
0

Ｒ
ａ
ｄ
ｉ
を
用
い
た
。
こ
の
線
量
計
は
シ
ン
チ

レ
ー
シ
ョ
ン
式
で
、
電
離
放
射
線
を
受
け
た
シ
ン
チ
レ
ー
タ
か
ら
出

た
蛍
光
を
セ
ン
サ
ー
で
捉
え
て
表
示
す
る
も
の
で
、
測
定
線
種
は
γ

線
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
測
定
の
対
象
と
な
る
放
射
線
核
種

は
、
セ
シ
ウ
ム
1
3
4
と
セ
シ
ウ
ム
1
3
7
に
限
ら
れ
る
。
セ
シ
ウ

ム
1
3
4
の
半
減
期
は
2
年
、
セ
シ
ウ
ム
1
3
7
の
半
減
期
は

年
30

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
調
査
で
測
定
し
た
核
種
の
大
部
分
は
、
セ
シ
ウ

ム
1
3
7
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

各
調
査
地
点
に
お
け
る
放
射
線
量
の
測
定
は
、
地
表
か
ら
1
ｍ
と

㎝
の
位
置
に
あ
ら
か
じ
め
台
を
設
置
し
た
ス
ト
ッ
ク
を
用
い
て
、

50そ
こ
に
線
量
計
を
正
確
に
セ
ッ
ト
し
て
行
な
っ
た
（
図
3
）。
測
定

は
各
位
置
で
1
分
間
隔
で
5
回
行
な
い
、
そ
の
数
値
と
と
も
に
最
高

値
、
最
低
値
、
平
均
値
で
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
表
は
、
本
文
末

尾
に
一
括
し
て
掲
げ
た
。

Ⅳ

調

査

結

果

各
地
の
放
射
線
量
の
測
定
結
果
を
、
阿
武
隈
山
地
の
地
形
区
分
に

沿
っ
て
記
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
測
定
地
点
の
山
名

や
地
名
の
下
に
、福
島
第
1
原
子
力
発
電
所
と
の
位
置
関
係
を
示
す
、

方
位
（
度
）
と
距
離
（
㎞
）
を
記
し
、
次
に
放
射
線
量
を
1
ｍ
と
50

㎝
の
高
さ
の
平
均
値
で
示
し
た
。
距
離
と
方
位
は
、
国
土
地
理
院
の

測
量
計
算
サ
イ
ト
の
計
算
を
用
い
た
。
単
位
は
す
べ
て
毎
時
の
マ
イ

ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
μ
Ｓ
ｖ
／
ｈ
で
あ
る
。
＊
印
は
、
す
で
に
な
ん
ら

か
の
除
染
が
行
な
わ
れ
た
場
所
を
示
す
。
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1
、
1
Ａ
ａ
・
相
馬
山
中
区
の
放
射
線
量

相
馬
山
中
区
の
西
縁
の
、
ほ
ぼ
分
水
嶺
に
位
置
す
る
山
々
な
ど
の

放
射
線
量
を
北
か
ら
南
に
順
に
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

方
位
角
(度
)
距
離
(㎞
)

放
射
線
量
(1
ｍ
)

同
(
㎝
)

50

羽
山
山
頂

3
2
8

5
8
・
4
3

0
・
3
1
9

0
・
3
5
3
（
写
真

）
12

羽
山
東
稜

3
2
8

5
8
・
1
3

0
・
3
0
8

0
・
3
1
5

霊
山
神
社
山
頂

3
2
1

5
4
・
0
8

0
・
3
0
6

0
・
3
6
4

霊
山
西
の
物
見

3
2
2

4
9
・
4
9

0
・
8
9
2

0
・
9
5
2

霊
山
東
の
物
見

3
2
2

4
9
・
1
8

0
・
8
8
3

1
・
0
3
0

霊
山
山
頂
三
角
点

3
2
2

4
8
・
8
6

0
・
7
4
0

0
・
8
2
4
（
写
真
1
）

霊
山
登
山
口

3
2
2

4
8
・
3
6

1
・
1
7
9

1
・
2
4
1
（
写
真
2
）

霊
山
こ
ど
も
村

3
2
1

4
8
・
1
5

0
・
5
8
6
*

0
・
5
9
2
*

霊
山
こ
ど
も
村
周
辺
林

3
2
1

4
8
・
2
4

1
・
8
3
7

1
・
9
7
9

佐
須
峠

3
2
1

4
6
・
5
7

2
・
2
1
3

2
・
5
1
3

虎
捕
山
山
頂

3
2
0

4
6
・
5
4

1
・
9
2
5

2
・
0
7
2
（
写
真
9
）

虎
捕
山
登
山
口

3
2
0

4
6
・
0
0

2
・
3
8
6

2
・
4
6
8

無
垢
路
岐
山
山
頂

3
1
4

4
5
・
7
5

1
・
0
1
6

0
・
9
6
6
（
写
真

）
14

無
垢
路
岐
山
登
山
口

3
1
4

4
5
・
2
4

0
・
8
9
3

0
・
9
3
2

峠
飯
館
伊
達
界

3
2
7

4
1
・
0
5

2
・
4
3
0

2
・
5
9
1

大
火
山
山
腹

3
1
4

4
2
・
4
3

2
・
2
5
2

2
・
4
1
1
（
写
真

）
10

花
塚
山
護
摩
壇

3
0
9

4
1
・
6
7

0
・
9
8
2

1
・
1
5
5

花
塚
山
山
頂

3
0
9

4
1
・
2
5

1
・
3
7
6

1
・
5
6
7
（
写
真
3
）

花
塚
山
山
腹

3
0
8

4
1
・
6
9

1
・
8
8
1

2
・
1
0
0

花
塚
山
登
山
口

3
0
7

4
1
・
7
8

0
・
6
7
3

0
・
7
0
4

花
塚
山
南
麓

3
0
9

4
0
・
5
0

2
・
1
9
2

2
・
2
5
4

飯
館
宮
部
森
公
園

3
0
9

4
0
・
5
0

2
・
1
9
2

2
・
2
5
4

笹
峠

3
0
6

3
9
・
9
3

3
・
1
9
3

3
・
7
0
2

疣
石
山
三
角
点

3
0
5

3
8
・
0
9

1
・
5
2
2

1
・
5
3
9

疣
石
山
疣
石

3
0
5

3
7
・
9
0

1
・
2
3
6

1
・
2
8
7

疣
石
山
山
腹

3
0
5

3
7
・
6
9

2
・
0
1
7

2
・
1
5
0

高
太
石
山
登
山
口

3
0
3

3
3
・
9
4

2
・
3
0
0

2
・
4
6
3

高
太
石
山
中
腹

3
0
4

3
4
・
1
4

1
・
8
2
5

1
・
9
6
6

高
太
石
山
山
頂

3
0
5

3
3
・
1
7

3
・
1
1
3

3
・
0
6
2
（
写
真
8
）

1
Ａ
ａ
の
う
ち
、
分
水
嶺
か
ら
離
れ
て
位
置
す
る
山
々
な
ど
の
う

ち
新
田
川
本
流
以
北
の
も
の
。

滝
平

3
2
3

5
0
・
4
0

0
・
4
3
6

0
・
4
9
2

玉
野
溜
池

3
2
6

4
7
・
4
6

0
・
6
7
6

0
・
6
6
5

東
玉
野

3
2
5

4
6
・
5
9

0
・
8
7
6

0
・
9
1
1

彦
四
郎
山
山
頂

3
2
4

4
5
・
5
4

0
・
8
8
9

1
・
0
2
3

姥
ノ
岩
峠

3
2
4

4
5
・
2
1

1
・
1
6
8

1
・
2
9
0

瀧
神
社

3
2
9

4
5
・
6
7

0
・
4
4
0

0
・
4
7
6

落
合

3
3
2

4
5
・
1
3

0
・
4
2
0

0
・
4
5
2

6
2
8
・
7
ｍ
峰
山
頂

3
2
9

4
3
・
6
7

0
・
9
2
0

0
・
9
9
1

6
2
8
・
7
ｍ
峰
東
稜

3
3
1

4
2
・
5
9

0
・
8
7
7

0
・
9
3
0

5
6
8
・
6
ｍ
峰
山
頂

3
3
2

4
2
・
6
4

0
・
8
1
5

0
・
8
4
6

峠
村
民
の
森

3
1
8

4
2
・
4
7

3
・
6
7
6

4
・
1
3
2

稲
葉
山
山
頂

3
1
8

4
0
・
7
7

1
・
3
9
6

1
・
4
6
6

渡
戸
橋
下

3
3
0

4
0
・
4
7

0
・
9
0
0

0
・
9
8
1

大
森
山
頂

3
1
9

4
0
・
4
3

1
・
5
9
7

1
・
6
8
4

マ
タ
ダ
山
山
頂

3
2
5

3
9
・
7
2

1
・
0
8
2

1
・
1
8
8

葉
山
上
部

3
3
2

3
9
・
5
6

0
・
6
2
0

0
・
6
4
1

葉
山
登
山
口

3
3
1

3
9
・
5
7

0
・
8
7
8

0
・
9
8
0

二
ッ
森
山
頂

3
2
4

3
7
・
0
4

1
・
1
7
6

1
・
1
1
5
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二
ッ
森
登
山
口

3
2
5

3
6
・
5
6

1
・
5
0
7

1
・
6
4
8

新
田
川
本
流
以
南
、
請
戸
川
以
北
の
も
の
。

6
7
5
・
5
ｍ
峰

3
1
0

3
7
・
2
2

1
・
9
2
3

2
・
1
5
8

秋
葉
山

3
1
5

3
6
・
7
8

1
・
3
9
8

1
・
5
5
0

矢
岳
山
山
麓

3
1
6

3
6
・
5
8

2
・
1
3
2

2
・
2
7
1
（
写
真
6
）

5
6
6
・
5
ｍ
峰

3
1
9

3
4
・
1
4

2
・
6
0
9

2
・
7
7
6

戦
山
山
腹

3
1
1

3
4
・
3
6

4
・
9
6
8

5
・
6
2
6
（
写
真
7
）

4
6
9
・
6
ｍ
峰

3
1
9

3
2
・
7
6

2
・
3
1
4

2
・
5
3
2

野
手
上
山
山
頂

3
2
1

3
1
・
5
9

1
・
6
2
3

1
・
8
0
1
（
写
真
5
）

野
手
上
山
西
峠

3
2
1

3
1
・
3
8

3
・
4
7
5

3
・
7
5
5

助
常
林
道
分
岐

3
2
6

2
8
・
4
5

2
・
0
0
9

2
・
1
5
2

五
台
山
山
頂

3
1
7

2
2
・
2
1

5
・
6
7
6

5
・
8
9
4

山
神

3
1
7

2
0
・
6
6

5
・
8
4
3

6
・
7
1
7

1
Ａ
ａ
の
山
々
は
、
全
域
に
わ
た
っ
て
放
射
線
量
が
高
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
高
さ
の
程
度
は
一
様
で
な
く
、
位
置
の
違
い
に
よ
る

差
異
も
大
き
か
っ
た
。
1
Ａ
ａ
の
西
縁
の
ほ
ぼ
分
水
嶺
に
連
な
る

山
々
で
は
、
北
の
羽
山
、
霊
山
か
ら
南
に
位
置
す
る
山
々
ほ
ど
放
射

線
量
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
く
傾
向
を
示
し
、
こ
の
地
区
の
最
南
端

に
位
置
す
る
高
太
石
山
で
は
、
3
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
す
値

を
示
し
た
。
分
水
嶺
か
ら
以
東
に
位
置
す
る
飯
館
村
、
浪
江
町
の

山
々
も
、
同
様
に
高
い
放
射
線
量
を
示
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
が
、

や
は
り
北
よ
り
は
南
の
方
の
も
の
が
高
か
っ
た
。
し
か
し
、
山
々
の

中
に
は
非
常
に
高
い
放
射
線
量
を
示
す
も
の
が
所
々
に
現
わ
れ
た
。

比
曽
川
源
頭
の
戦
山
、
比
曽
川
左
岸
の
野
手
上
山
、
さ
ら
に
太
田
川

源
頭
の
五
台
山
な
ど
は
4
〜
6
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
高
線
量
を

記
録
し
た
。
1
Ａ
ａ
の
北
縁
は
宮
城
県
に
接
し
て
い
る
が
、
こ
の
あ

た
り
の
放
射
線
量
は
、
宮
城
県
最
南
部
の
丸
森
町
で
記
録
さ
れ
た
放

射
線
量
に
極
め
て
近
似
の
値
で
あ
る
。
比
較
的
高
い
線
量
を
示
し
て

い
た
宮
城
県
の
地
域
が
、
福
島
県
に
連
続
し
た
汚
染
地
帯
で
あ
っ
た

こ
と
が
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
。

2
、
1
Ａ
ｂ
・
双
葉
山
中
区
の
放
射
線
量

双
葉
山
中
区
の
西
縁
の
、
ほ
ぼ
分
水
嶺
付
近
に
位
置
す
る
山
々
な

ど
の
放
射
線
量
を
北
か
ら
南
に
順
に
示
す
と
、以
下
の
よ
う
に
な
る
。

木
幡
山
(本
山
)

2
9
9

4
5
・
7
1

0
・
4
4
0

0
・
4
7
4
（
写
真

）
25

木
幡
山
三
角
点

3
0
0

4
5
・
9
8

0
・
5
5
6

0
・
6
6
4

口
太
山
登
山
口

4
3
・
1
9

1
・
6
1
2

1
・
6
3
2

口
太
山
山
頂

4
2
・
9
6

0
・
9
6
7

0
・
9
5
8
（
写
真
4
）

白
猪
森
登
山
口

2
9
7

4
2
・
8
0

0
・
7
7
6

0
・
8
7
9

白
猪
森
山
頂

2
9
6

4
2
・
5
6

0
・
8
1
2

0
・
8
4
1
（
写
真

）
25

愛
宕
山
山
頂

2
9
6

4
3
・
9
9

0
・
3
8
2

0
・
4
0
6

羽
山
(麓
山
)山
頂

2
9
4

3
9
・
4
1

0
・
4
8
2

0
・
6
0
2
（
写
真

）
23

羽
山
(麓
山
)山
腹

2
9
4

4
0
・
0
1

0
・
6
2
2

0
・
6
5
2

日
山
山
頂

2
9
4

3
3
・
6
4

0
・
5
8
3

0
・
6
1
6
（
写
真

）
16

232



日
山
中
腹

2
9
4

3
4
・
4
6

0
・
8
9
1

0
・
9
1
3

日
山
登
山
口

2
9
2

3
4
・
7
3

0
・
8
8
4

0
・
9
7
3

野
川
峠

2
8
7

2
9
・
7
4

0
・
7
4
3

0
・
8
1
1

五
十
人
山
山
頂

2
8
6

2
6
・
3
9

0
・
8
9
4

1
・
0
1
0
（
写
真

）
17

五
十
人
山
頂
稜
鞍
部

2
8
6

2
6
・
4
3

1
・
3
0
4

1
・
3
3
2

五
十
人
山
登
山
口

2
8
6

2
6
・
9
3

1
・
0
5
7

1
・
3
3
5

掛
札
峠

2
8
6

2
4
・
9
0

1
・
0
1
5

1
・
1
1
5

移
ヶ
岳
山
頂

2
8
1

3
7
・
4
9

0
・
2
3
2

0
・
2
1
5
（
写
真

）
24

鎌
倉
岳
山
頂

2
8
0

3
0
・
8
5

0
・
4
8
8

0
・
5
7
2
（
写
真

・

）

15

21

鎌
倉
岳
中
腹

2
7
9

3
1
・
1
2

1
・
0
5
1

1
・
1
1
9

殿
上
山
三
角
点

2
7
9

3
3
・
4
8

0
・
4
0
1

0
・
4
3
0

鳴
子
山
山
頂

2
7
2

2
8
・
6
7

0
・
2
2
8
*

0
・
2
3
8
*（
写
真

）
22

鳴
子
山
山
頂
鞍
部

2
7
2

2
8
・
6
5

0
・
5
4
3

0
・
5
6
5

7
5
2
ｍ
峰
山
頂

2
7
0

2
7
・
4
4

0
・
4
0
8

0
・
4
4
2

7
5
2
ｍ
峰
南
稜

2
6
9

2
7
・
3
2

0
・
4
4
6

0
・
4
4
7

大
平
山
山
頂

2
6
8

3
5
・
0
3

0
・
1
6
3

0
・
1
7
0

6
1
1
ｍ
峰

2
6
7

3
5
・
2
6

0
・
1
2
0

0
・
1
3
0

桧
山
高
原

2
6
6

2
7
・
2
3

0
・
4
1
1

0
・
4
1
9
（
写
真

）
19

尖
盛
山
頂

2
6
2

2
8
・
5
6

0
・
6
9
5

0
・
7
6
6
（
写
真

）
20

大
滝
根
山
鬼
穴
口

2
5
9

3
2
・
1
6

0
・
2
8
2

0
・
2
7
7

大
滝
根
山
支
稜
上

2
5
6

3
1
・
6
4

0
・
4
5
5

0
・
4
8
5

大
滝
根
山
山
頂

2
5
6

3
0
・
2
7

0
・
8
5
1

0
・
8
7
3
（
写
真

）
15

仙
台
平
山
頂

2
5
2

3
4
・
4
0

0
・
1
4
0

0
・
1
4
4

以
上
の
山
々
に
続
き
、
と
も
に
太
平
洋
に
注
ぐ
木
戸
川
と
夏
井
川

と
の
分
水
嶺
に
位
置
す
る
山
々
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

9
6
0
・
9
ｍ
峰

2
5
2

2
9
・
5
7

0
・
2
4
7

0
・
2
4
1

羽
山
東
部
峠

2
4
8

3
1
・
1
4

0
・
2
8
6

0
・
3
1
8
（
写
真

）
18

万
太
郎
山
山
頂

2
4
6

2
9
・
2
7

0
・
3
2
4

0
・
3
5
5

峠
(矢
大
臣
山
北
)

2
4
5

3
3
・
0
4

0
・
2
4
5

0
・
2
5
8

精
才
三
角
点

2
4
4

3
1
・
9
6

0
・
1
9
1

0
・
2
1
1

矢
大
臣
山
山
頂

2
4
4

3
3
・
8
7

0
・
2
6
0

0
・
2
5
2
（
写
真

）
18

4
7
8
・
3
ｍ
峰

2
4
6

3
6
・
5
7

0
・
0
9
2

0
・
1
8
2

鬼
ヶ
城
東
峰

2
3
9

3
0
・
3
9

0
・
5
4
6

0
・
5
3
3

鬼
ヶ
城
西
峰

2
3
9

3
0
・
6
2

0
・
3
9
1

0
・
4
5
0

十
文
字

2
2
6

2
9
・
6
9

0
・
4
9
9

0
・
5
4
1

黒
佛
木
付
属
峰

2
2
8

2
8
・
4
6

0
・
9
9
6

1
・
0
0
6

手
古
岡
峠

2
3
3

2
7
・
1
1

1
・
4
4
8

1
・
5
4
1

以
上
の
ほ
か
分
水
嶺
の
東
側
、太
平
洋
側
に
位
置
す
る
山
々
で
は
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

手
倉
山
西
古
道
川
発
電
所

2
8
4

1
9
・
8
5

1
・
7
1
3

1
・
8
4
3

古
道
川
ダ
ム
流
入
部

2
7
8

2
0
・
2
8

0
・
3
8
0

0
・
3
7
4

野
上
峠

2
6
4

1
5
・
3
5

0
・
6
6
9

0
・
7
0
9

大
久
保
峠

2
6
2

1
9
・
6
7

0
・
4
1
7

0
・
4
4
8

糠
馬
喰
山
山
頂

2
5
8

2
4
・
0
3

0
・
4
7
9

0
・
4
7
9

3
9
9
川
内
・
田
村
境
峠

2
5
8

2
1
・
0
5

0
・
3
8
3

0
・
3
8
6

大
鷹
鳥
屋
山

2
5
0

1
7
・
0
0

1
・
5
1
2

1
・
5
8
6

五
社
山
(川
内
)三
角
点

2
4
3

2
2
・
8
0

0
・
3
2
4

0
・
3
6
6

五
社
山
(川
内
)早
渡
登
山
口

2
4
1

2
1
・
9
8

0
・
2
8
9

0
・
3
1
0

館
山

2
3
8

2
0
・
1
5

0
・
4
9
0

0
・
5
2
4

5
5
6
・
9
ｍ
峰

2
3
4

1
6
・
0
7

2
・
9
8
2

3
・
2
5
5

麓
山

2
3
2

8
・
9
4

1
・
1
7
6
*

1
・
2
4
1
*

大
倉
山
山
頂

2
2
5

1
3
・
0
6

2
・
3
9
5

2
・
8
3
4
（
写
真

）
27
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写
真
1

霊
山
（
8
0
5
ｍ
、
1
Ａ
ａ
)
掛
田
の
東

沢
山
よ
り
見
た
西
面
全
景
。
原
発
よ
り
約

㎞
離
れ

50

て
い
る
が
、
線
量
は
高
い

写
真
2

霊
山
（
1
Ａ
ａ
)の
南
面
。
霊
山
の
南
面

か
ら
西
面
に
は
、
霊
山
層
と
い
わ
れ
る
集
塊
岩
の
著

し
い
露
岩
が
連
な
る

写
真
3

花
塚
山
（
9
1
8
ｍ
、
1
Ａ
ａ
)
飯
館
村

の
西
側
分
水
嶺
上
の
大
き
な
山
の
一
つ
。
東
側
一
帯

は
高
線
量
地
帯



原発事故による阿武隈山地の放射線量

235

写
真
6

矢
岳
山
（
7
0
7
ｍ
、
1
Ａ
ａ
)
飯
館
村

の
中
央
に
位
置
す
る
た
く
さ
ん
の
峰
を
連
ね
た
山
。

除
染
に
よ
る
フ
レ
コ
ン
バ
ッ
グ
が
至
る
所
に
見
ら
れ

る
。
高
線
量
地
帯

写
真
5

野
手
上
山
（
6
2
9
ｍ
、
1
Ａ
ａ
)
こ
の

一
帯
で
は
珍
し
く
貫
入
し
て
き
た
安
山
岩
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
山
で
あ
る
。
原
発
か
ら
約

㎞
、
高
線

30

量
地
帯

写
真
4

口
太
山
（
8
4
3
ｍ
、
1
Ａ
ａ
)
分
水
嶺

よ
り
西
に
外
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
比
較
的
高
い

線
量
を
計
測
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写
真
7

戦
山
（
8
6
3
ｍ
、
1
Ａ
ａ
)
比
曽
川
左

岸
の
大
き
な
山
。
高
線
量
地
帯
。
こ
の
山
の
南
東
山

麓
が
長
泥

写
真
8

高
太
石
山
（
8
6
4
ｍ
、
1
Ａ
ａ
)
比
曽

川
右
岸
の
大
き
な
山
。
戦
山
と
対
峙
す
る
。
高
線
量

地
帯

写
真
9

虎
捕
山
（
7
0
6
ｍ
、
1
Ａ
ａ
)
山
頂
は

花
崗
岩
の
岩
峰
。
三
角
点
は
さ
ら
に
山
側
に
あ
る
。

高
線
量
地
帯
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写
真

大
火
山
（
8
2
6
ｍ
、
1
Ａ
ａ
)
花
塚
山

10

の
北
東
に
位
置
す
る
飯
館
村
西
方
の
山
。
高
線
量
地

帯

写
真

羽
山
（
4
5
8
ｍ
、
1
Ａ
ａ
)
梁
川
・
山

12

舟
生
の
山
。
宮
城
県
境
に
近
く
、
丸
森
町
筆
甫
の
犬

飼
山
に
続
く
。
線
量
は
幾
分
高
い

写
真

虎
捕
山
（
左
）
か
ら
三
郷
森
（
中
）
を
経
て

14

無
垢
路
岐
山
（
右
）
ま
で
の
分
水
嶺
の
山
々
。
南
北

に
連
な
る
こ
の
稜
線
は
、
西
側
（
手
前
）
へ
の
放
射

能
の
越
流
を
相
当
に
抑
制
し
た
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写
真

大
滝
根
山
（
1
1
9
2
ｍ
、
写
真
奥
）
と

15

鎌
倉
岳
（
9
6
7
ｍ
、
写
真
中
央
)
大
滝
根
山
は
阿

武
隈
山
地
の
最
高
峰
。
山
容
が
際
立
っ
て
大
き
い

（
い
ず
れ
も
1
Ａ
ｂ
）

写
真

日
山
（
天
王
山
、
1
0
5
8
ｍ
、
1
Ａ
ｂ
)

16

請
戸
川
と
高
瀬
川
の
源
頭
部
に
位
置
す
る
第
2
の
高

峰
。
こ
れ
も
山
容
が
大
き
く
、
放
射
能
の
拡
散
・
抑

制
の
役
割
を
し
た

写
真

五
十
人
山
（
8
8
3
ｍ
、
1
Ａ
ｂ
)
西
北

17

西
〜
東
南
東
に
4
・
5
㎞
の
長
大
な
尾
根
を
持
つ
。

こ
の
尾
根
も
ま
た
放
射
能
の
西
側
へ
の
拡
散
を
抑
制

し
た
。
鎌
倉
岳
よ
り
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写
真

尖
盛
（
9
2
8
ｍ
、
1
Ａ
ｂ
)
桧
山
と
大

20

滝
根
山
の
2
つ
の
大
き
な
山
の
間
に
位
置
す
る
と

が
っ
た
三
角
錐
の
山
。
山
頂
の
線
量
は
少
し
高
い

写
真

桧
山
（
9
9
3
ｍ
、
1
Ａ
ｂ
)
五
十
人
山

19

と
大
滝
根
山
の
間
に
位
置
す
る
、
広
大
な
山
頂
を
持

つ
山
。
か
つ
て
は
放
牧
地
だ
っ
た
が
、
風
力
発
電
の

山
に
変
わ
っ
た
。

写
真

羽
山
（
9
7
0
ｍ
、
左
）
と
矢
大
臣
山
（
9

18

6
5
ｍ
、
右
、
1
Ａ
ｂ
)
原
発
か
ら
三
十
数
㎞
の
位

置
に
あ
る
こ
れ
ら
の
山
で
は
、
線
量
が
低
下
し
て
い

る
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写
真

鎌
倉
岳
（
9
7
6
ｍ
、
1
Ａ
ｂ
)
花
崗
岩

21

の
岩
峰
。
山
頂
の
線
量
は
風
雨
に
洗
わ
れ
て
そ
れ
ほ

ど
高
く
な
か
っ
た
が
、
山
腹
の
線
量
は
高
か
っ
た

写
真

鳴
子
山
（
7
6
4
ｍ
、
1
Ａ
ｂ
)
分
水
嶺

22

上
の
山
と
し
て
は
低
い
山
だ
が
、
山
頂
部
の
森
林
の

中
で
は
そ
れ
な
り
の
線
量
が
認
め
ら
れ
た

写
真

羽
山
（
麓
山
、
8
9
7
ｍ
、
1
Ａ
ｂ
)
分

23

水
嶺
を
西
に
外
れ
た
位
置
に
あ
っ
て
原
発
よ
り
40

㎞
。
分
水
嶺
の
山
々
よ
り
線
量
は
低
下
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写
真

大
倉
山
（
5
3
9
ｍ
、
中
央
奥
)
原
発
か

27

ら
わ
ず
か

㎞
し
か
な
い
こ
の
山
一
帯
の
線
量
は
、

13

相
当
に
高
か
っ
た
。
い
わ
き
富
岡
Ｉ
Ｃ
付
近
か
ら
撮

る

写
真

木
幡
山（
6
6
6
ｍ
、左
奥
）、白
猪
森（
7

25

2
2
ｍ
、
左
前
）、
口
太
山
（
8
4
3
ｍ
、
中
央
)
羽

山
よ
り
（
1
Ａ
ｂ
）

写
真

移
ヶ
岳
（
9
9
4
ｍ
、
1
Ａ
ｂ
)
羽
山
と

24

同
じ
く
西
に
外
れ
た
位
置
に
あ
る
山
。
原
発
に
は
少

し
近
い
が
、
線
量
は
さ
ら
に
低
下



大
倉
山
登
山
口

2
2
5

1
3
・
3
4

1
・
5
9
2

1
・
7
4
3

3
9
9
い
わ
き
・
川
内
境
峠

2
2
4

2
4
・
6
9

0
・
5
3
3

0
・
5
4
9

五
社
山
(広
野
)山
頂

2
0
6

2
4
・
7
0

1
・
2
7
1

1
・
4
3
2

五
社
山
(広
野
)西
登
山
口

2
0
7

2
4
・
7
9

0
・
5
1
4

0
・
5
2
2

3
9
2
ｍ
峰

1
9
9

2
7
・
9
0

0
・
2
5
6

0
・
2
7
2

3
7
5
・
3
ｍ
峰

1
9
9

2
7
・
6
2

0
・
2
3
3

0
・
2
5
1

屹
兎
屋
山
山
頂

1
9
9

2
4
・
3
6

0
・
9
6
8

0
・
9
8
3

屹
兎
屋
山
北
登
山
口

2
1
2

2
7
・
6
4

1
・
4
5
1

1
・
5
2
5

二
ッ
箭
山
三
角
点

2
0
8

3
1
・
0
7

0
・
4
3
8

0
・
4
5
9
（
写
真

）
28

二
ッ
箭
山
月
山

2
0
7

3
1
・
4
9

0
・
4
2
2

0
・
5
0
3

二
ッ
箭
山
登
山
口

2
0
8

3
2
・
5
6

0
・
2
2
9

0
・
2
4
6

ま
た
、
1
Ａ
ｂ
の
前
面
、
5
ｂ
・
双
葉
北
部
海
岸
低
地
に
位
置
す

る
調
査
地
点
で
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

常
磐
富
岡
Ｉ
Ｃ
周
辺
林

2
5
0

1
5
・
8
0

3
・
9
8
7

4
・
1
6
0

1
Ａ
ｂ
・
双
葉
山
中
区
の
西
縁
は
、
阿
武
隈
山
地
の
中
で
最
も
高

い
山
々
が
連
な
り
、
同
時
に
阿
武
隈
川
水
系
と
太
平
洋
に
直
接
注
ぐ

短
流
河
川
と
の
分
水
嶺
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
山
々
の
放
射
線

量
を
比
較
す
る
と
、1
Ａ
ａ
に
隣
接
す
る
地
域
の
日
山
や
五
十
人
山
、

鎌
倉
岳
な
ど
で
高
い
線
量
が
示
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
よ
り
南
の
山
々
、

大
滝
根
山
、
万
太
郎
山
、
矢
大
臣
山
で
は
、
順
次
少
し
ず
つ
低
下
し

て
い
く
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
続
く
1
Ａ
ｂ
の

南
部
の
黒
佛
木
あ
た
り
は
、再
び
か
な
り
高
い
線
量
を
示
し
て
い
る
。

1
Ａ
ｂ
の
う
ち
東
側
に
位
置
す
る
山
々
で
は
、
原
発
に
近
い
位
置

の
古
道
川
発
電
所
や
麓
山
（
富
岡
）、
大
倉
山
（
富
岡
）、
五
社
山
（
広

野
）、
屹
兎
屋
山
な
ど
で
か
な
り
高
い
線
量
を
示
し
た
。
ま
た
、
南
端

の
二
ッ
箭
山
で
も
比
較
的
高
い
線
量
を
記
録
し
た
。
こ
の
地
区
も
ま

た
1
Ａ
ａ
に
次
ぐ
汚
染
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

3
、
1
Ａ
ｃ
・
羽
山
山
地
の
放
射
線
量

羽
山
山
地
は
、
双
葉
断
層
に
沿
っ
て
立
ち
並
ぶ
山
々
だ
が
、
こ
れ

を
北
か
ら
南
に
記
し
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

羽
山
(相
馬
初
野
)

3
4
2

4
6
・
4
9

0
・
2
3
0

0
・
2
6
3

羽
黒
山
山
頂

3
4
1

4
6
・
2
4

0
・
2
5
1

0
・
2
5
9

羽
黒
山
登
山
口

3
4
2

4
6
・
1
0

0
・
2
3
7

0
・
2
6
4

尖
森
山
頂

3
4
0

4
2
・
0
5

0
・
2
0
6

0
・
2
3
4

塩
手
山
手
長
神
社

3
4
0

4
1
・
0
7

0
・
2
7
5

0
・
3
0
8
（
写
真

）
29

塩
手
山
山
頂

3
4
0

4
0
・
8
6

0
・
2
1
0
*

0
・
2
1
6
*

塩
手
山
山
麓

3
4
0

4
1
・
0
7

0
・
3
2
1

0
・
3
5
4

葉
山
(御
山
)

3
4
2

3
6
・
3
1

0
・
5
4
0

0
・
5
6
6

八
森
山
北
峰

3
3
9

3
3
・
3
9

0
・
6
7
0

0
・
7
2
9

八
森
山
林
道
終
点

3
3
9

3
3
・
0
7

0
・
7
8
5

0
・
8
6
7

高
倉
山
山
頂

3
3
0

2
8
・
2
4

1
・
6
8
5

1
・
7
9
8
（
写
真

）
30

高
倉
山
中
腹

3
2
9

2
8
・
4
5

2
・
0
6
5

2
・
3
4
3

高
の
倉
ダ
ム
流
入
部

3
2
9

2
6
・
7
6

2
・
3
9
5

2
・
4
6
7

文
殊
ヶ
嶽

3
3
5

2
6
・
5
1

1
・
0
9
4

1
・
1
8
2

国
見
山
山
頂

3
2
8

2
5
・
2
2

2
・
2
2
1

2
・
3
8
8
（
写
真

）
31

国
見
山
中
腹

3
3
0

2
5
・
4
3

1
・
7
7
4

1
・
9
3
6
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国
見
山
登
山
口

3
3
2

2
6
・
1
0

1
・
6
6
5

1
・
8
7
3

羽
山
(南
相
馬
片
倉
)

3
3
0

2
2
・
3
5

1
・
9
2
0

2
・
2
2
4

羽
山
(南
相
馬
片
倉
)山
腹

3
3
0

2
2
・
3
9

2
・
9
0
3

3
・
3
5
6

懸
の
森
山
頂

3
2
3

2
0
・
8
0

3
・
1
0
8

3
・
6
3
6
（
写
真

）
32

懸
の
森
稜
線
鞍
部

3
2
5

2
0
・
7
9

2
・
7
4
5

2
・
9
7
6

懸
の
森
登
山
口

3
2
9

1
9
・
5
5

1
・
7
3
0

1
・
9
5
3

毘
沙
目
木
山
頂

3
2
2

2
0
・
4
9

3
・
1
8
0

3
・
4
5
8
（
写
真

）
32

毘
沙
目
木
一
本
杉

3
2
5

1
9
・
9
1

2
・
6
1
8

2
・
8
9
1

八
丈
石
山
道
入
口

3
2
5

1
7
・
5
6

3
・
1
5
8

3
・
3
2
1

ま
た
、
羽
山
山
地
に
隣
接
し
た
5
ａ
・
相
馬
海
岸
低
地
で
は
、
北

か
ら
順
に
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

鴻
巣
山

3
4
6

4
9
・
4
3

0
・
2
1
9

0
・
2
2
8

牛
越
館

3
4
3

2
6
・
0
8

0
・
4
8
6

0
・
5
3
7

小
高
神
社
境
内

3
3
8

2
1
・
7
7

0
・
8
1
6

0
・
9
5
7

1
1
3
・
9
ｍ
峰

3
3
7

2
0
・
0
9

0
・
7
8
9
*

0
・
8
5
9
*

山
津
見
神
社
(小
高
)

3
3
5

1
7
・
7
8

0
・
7
2
1
*

0
・
7
6
0
*

初
発
神
社
(小
高
)

3
3
4

1
6
・
2
6

1
・
2
7
9
*

1
・
4
2
3
*

1
1
9
・
5
ｍ
峰

3
2
4

1
5
・
1
9

3
・
5
1
2

3
・
7
3
5

上
根
沢

3
3
8

1
4
・
2
3

0
・
7
9
2
*

0
・
8
0
8
*

9
9
・
6
ｍ
峰

3
3
9

1
3
・
6
8

0
・
6
4
8
*

0
・
6
6
8
*

以
上
の
よ
う
に
羽
山
山
地
で
は
、
南
北
に
連
な
る
山
々
の
う
ち
、

南
に
位
置
す
る
も
の
ほ
ど
線
量
が
高
ま
り
、
さ
ら
に
事
故
原
発
に
近

づ
く
と
、
級
数
的
に
線
量
が
増
加
し
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
羽

山
山
地
は
双
葉
断
層
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
細
長
い
山
地
で
、
北
に

延
長
す
る
と
宮
城
県
の
亘
理
地
塁
山
地
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
線
量
を

見
る
と
、
羽
山
山
地
の
線
量
が
少
し
ず
つ
減
衰
し
な
が
ら
も
、
地
塁

山
地
の
先
端
の
亘
理
町
の
山
々
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

原
発
よ
り

㎞
以
内
に
位
置
す
る
山
々
は
、
ど
の
山
も
極
め
て
高

40

い
放
射
線
量
を
示
し
た
。
そ
の
手
前
に
広
が
る
低
地
の
中
の
丘
陵
で

も
、
除
染
の
な
い
自
然
の
中
で
は
、
同
じ
よ
う
に
高
い
値
を
示
し
た
。

4
、
1
Ａ
ｄ
・
女
神
山
地
の
放
射
線
量

女
神
山
地
（
写
真

）
は
、
1
Ａ
ａ
の
西
側
に
位
置
し
て
一
段
低

35

い
が
、
た
く
さ
ん
の
小
さ
な
山
々
が
見
ら
れ
る
。

弁
天
山
山
頂

3
2
5

6
5
・
8
3

0
・
2
3
5

0
・
2
5
4

弁
天
山
山
腹

3
2
4

6
5
・
3
4

0
・
3
3
1

0
・
3
4
9

柴
崎
渡
船
場
跡

3
2
5

6
1
・
0
8

0
・
2
4
3

0
・
2
6
0

愛
宕
山
(山
舟
入
)

3
2
8

6
0
・
7
6

0
・
1
9
9

0
・
2
2
8

愛
宕
山
(保
原
)

3
1
3

6
3
・
0
6

0
・
6
8
3

0
・
7
2
9

大
平
山

3
1
3

6
2
・
8
4

0
・
5
8
1

0
・
6
3
7

羽
山
(高
子
)

3
1
3

6
1
・
6
6

0
・
7
1
3

0
・
7
5
5

き
ぼ
う
の
森
三
角
点

3
2
3

5
9
・
7
5

0
・
2
3
7

0
・
2
5
0

与
五
郎
沢
峠

3
2
6

5
8
・
5
5

0
・
2
2
1

0
・
2
3
1

浅
間
後
(梁
川
細
谷
)

3
1
9

5
8
・
7
5

0
・
4
0
3

0
・
4
2
4

細
谷
寺
竹
林

3
2
0

5
9
・
3
0

0
・
4
9
2

0
・
5
3
3

文
字
摺
山

3
1
2

5
9
・
2
0

1
・
3
4
3

1
・
3
7
9

原発事故による阿武隈山地の放射線量
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黒
森
山
頂

3
1
1

5
8
・
0
5

1
・
1
4
8

1
・
3
0
8

黒
森
登
山
口

3
1
1

5
8
・
0
4

1
・
4
2
5

1
・
6
0
1

紅
屋
峠

3
1
6

5
8
・
4
5

0
・
8
5
1

0
・
9
3
8

雨
乞
山
中
腹

3
1
1

5
4
・
1
4

1
・
2
8
8

1
・
2
8
1

雨
乞
山
岩
下
登
山
口

3
1
4

5
6
・
8
8

1
・
4
9
3

1
・
6
2
5

茶
臼
山
山
頂

3
1
7

5
5
・
4
4

0
・
9
0
7

1
・
0
4
3

茶
臼
山
登
山
口

3
1
6

5
5
・
3
5

0
・
6
9
1
*

0
・
7
1
7
*

東
沢
山
山
頂

3
1
5

5
6
・
7
2

0
・
9
4
0

1
・
0
0
6

東
沢
山
南
峰

3
1
5

5
6
・
1
4

0
・
8
1
7

0
・
8
2
9

羽
山
(掛
田
)

3
1
5

5
6
・
1
1

0
・
8
6
4

0
・
9
5
9

堰
本
大
館
山

3
1
9

5
7
・
7
5

0
・
4
4
6

0
・
4
7
3

徳
森
山
山
頂

3
1
9

5
6
・
2
7

0
・
3
7
3
*

0
・
4
0
7
*

徳
森
山
南
斜
面

3
1
9

5
6
・
2
5

0
・
3
9
0

0
・
4
4
4

椿
山
(天
神
山
)三
角
点

3
0
6

6
1
・
0
0

0
・
3
0
0
*

0
・
2
7
8
*

椿
山
山
頂
北
東
斜
面

3
0
6

6
0
・
9
8

0
・
8
8
0

0
・
9
0
2

十
万
却
山
山
頂

3
0
7

5
7
・
8
0

0
・
5
4
7
*

0
・
5
5
4
*

十
万
却
山
(通
信
塔
)

3
0
7

5
7
・
7
6

0
・
6
8
3

0
・
7
2
4

天
井
山
山
頂

3
0
7

5
4
・
0
6

0
・
5
2
6

0
・
5
6
8
（
写
真

）
35

天
井
山
西
斜
面

3
0
6

5
4
・
4
0

0
・
7
2
7

0
・
8
0
6

3
2
5
ｍ
峰

3
0
4

5
3
・
5
0

0
・
4
8
4

0
・
5
6
0

千
貫
山
山
頂

3
0
4

5
3
・
0
8

0
・
5
3
8

0
・
5
4
1
（
写
真

）
34

一
貫
山
山
頂

3
0
8

5
3
・
2
7

0
・
3
9
3

0
・
4
2
0
（
写
真

）
35

堀
沢
山
山
頂

3
1
0

5
2
・
3
6

0
・
7
1
5

0
・
9
1
2

女
神
山
山
頂

3
0
7

5
2
・
0
6

0
・
3
1
0

0
・
3
6
0
（
写
真

）
33

女
神
山
堀
切
登
山
道

3
0
7

5
1
・
5
6

0
・
4
5
0

0
・
5
0
7

布
引
山
山
頂

3
0
7

4
7
・
8
0

0
・
3
8
4

0
・
4
2
4

次
に
阿
武
隈
川
左
岸
の
信
夫
山
の
三
山
と
、
大
森
の
城
山
の
線
量

を
示
す
。

信
夫
山
山
頂
三
角
点

3
0
9

6
3
・
1
1

0
・
7
8
4
*

0
・
8
4
0
*

薬
師
山

3
0
8

6
3
・
2
0

1
・
1
3
1

1
・
3
5
7

湯
殿
山
三
角
点

3
0
8

6
3
・
7
2

0
・
6
9
8

0
・
8
1
0

城
山
(大
森
)

3
0
3

6
2
・
7
8

0
・
3
4
7

0
・
3
7
9

以
上
の
結
果
が
示
す
よ
う
に
、
高
線
量
を
記
録
し
た
1
Ａ
ａ
の
北

東
に
広
が
る
女
神
山
地
も
ま
た
、
放
射
線
が
高
か
っ
た
。
高
い
線
量

を
示
し
た
山
々
の
中
に
は
、
文
字
摺
山
や
黒
森
、
雨
乞
山
、
東
沢
山
、

羽
山
、
椿
山
な
ど
、
福
島
盆
地
に
面
し
た
山
や
近
隣
す
る
山
々
も
含

ま
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
福
島
市
街
地
に
そ
び
え
る
信
夫
山
の
3

つ
の
峰
を
測
定
し
た
結
果
も
、
高
い
線
量
を
示
し
た
。
信
夫
山
の
三

角
点
周
辺
は
、
除
染
が
丁
寧
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
で
も
な
お
高
い
数
値
を
示
し
た
。
中
央
の
薬
師
山
は
除
染
の
行
な

わ
れ
て
い
な
い
山
頂
部
の
自
然
林
の
中
で
測
定
し
た
が
、
こ
こ
で
は

優
に
1
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
し
て
い
た
。
十
万
却
山
、
天
井

山
、
堀
沢
山
な
ど
女
神
山
に
近
い
山
々
で
も
数
値
は
高
か
っ
た
。

5
、
1
Ａ

・
小
浜
高
原
の
放
射
線
量

d'

1
Ａ
ｂ
の
分
水
嶺
の
山
々
か
ら
西
側
に
広
が
る
一
段
低
い
山
々
、

小
浜
高
原
の
放
射
線
量
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
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熊
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神
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)
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七
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山
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・
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5
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・
7
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8
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・
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8

岩
角
山

2
8
4
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・
7
4

0
・
8
7
0
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・
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4
1

嶽
山

2
7
9

4
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・
8
9
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・
6
7
2
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・
7
5
0

2
9
0
・
7
ｍ
峰
山
頂

2
7
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・
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・
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5

高
松
山
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・
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3
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館
山
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鹿
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)
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・
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5

小
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館
山
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・
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3

0
・
5
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7
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・
6
3
6

念
仏
壇

2
7
9

4
2
・
3
5

0
・
3
5
7

0
・
4
0
7

愛
宕
山
(船
引
)

2
7
6

3
9
・
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3

0
・
1
3
9
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0
・
1
6
0
*

三
春
城
跡
三
角
点

2
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3

4
7
・
5
1

0
・
2
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0
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2
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3
*

白
山
(三
春
)
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7
1

5
1
・
6
7

0
・
1
6
7

0
・
1
8
2

向
山

2
6
7

4
9
・
1
8

0
・
2
0
4

0
・
2
1
7

3
4
0
・
2
ｍ
峰

2
6
7

5
3
・
0
3

0
・
2
7
3

0
・
2
8
8

国
見
山

2
6
4

5
0
・
4
5

0
・
2
1
1

0
・
2
3
2

御
館
山

2
6
2

4
8
・
1
6

0
・
1
9
1

0
・
2
0
4

3
0
6
・
0
ｍ
峰

2
6
2

5
4
・
3
4

0
・
1
9
1

0
・
1
9
7

鶴
石
山

2
6
1

5
1
・
0
2

0
・
1
6
8

0
・
1
8
0

こ
れ
に
対
し
、
二
本
松
市
街
の
南
の
地
点
で
は
、

2
9
2
・
5
ｍ
峰

2
8
7

5
7
・
3
2

0
・
7
5
5

0
・
7
8
5

以
上
の
よ
う
に
小
浜
高
原
で
は
、
三
春
以
北
と
三
春
以
南
で
線
量

が
異
な
っ
た
。
小
浜
・
本
宮
・
二
本
松
な
ど
の
三
春
以
北
で
は
、
0
・

5
〜
0
・
9
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
比
較
的
高
い
線
量
を
記
録
し

た
の
に
対
し
、
郡
山
の
山
々
な
ど
三
春
以
南
で
は
、
そ
の
三
分
の
一

程
度
の
0
・
1
〜
0
・
3
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
示
し
た
。

6
、
1
Ａ

・
田
村
中
部
山
地
の
放
射
線
量

d"

阿
武
隈
山
地
の
高
い
山
々
が
連
な
る
1
Ａ
ｂ
の
一
つ
西
側
、
と
も

に
西
流
す
る
大
滝
根
川
と
谷
田
川
の
間
に
は
、
田
村
中
部
山
地
と
し

て
区
分
さ
れ
る
、
6
0
0
〜
8
0
0
ｍ
の
山
々
が
ま
と
ま
っ
て
見
ら

れ
る
。
そ
れ
ら
の
山
々
の
放
射
線
量
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

片
曽
根
山

2
7
1

4
1
・
0
9

0
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4
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・
1
2
8

鞍
掛
山

2
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3

4
3
・
6
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・
1
2
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0
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1
2
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写
真

）
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鞍
掛
山
登
山
口
(膳
棚
)

2
6
5
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3
・
8
0

0
・
1
5
0

0
・
1
5
8

鞍
掛
・
黒
石
鞍
部

2
6
3

4
3
・
2
5

0
・
1
6
9

0
・
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8
0

黒
石
山

2
6
2

4
2
・
4
7

0
・
2
4
1

0
・
2
2
3
（
写
真

）
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高
柴
山
山
頂
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6
0

4
0
・
6
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2
0
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0
・
2
0
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写
真

）
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高
柴
山
南
麓

2
6
0

4
2
・
1
7

0
・
1
9
1

0
・
2
0
1

一
盃
山
音
の
岩

2
5
6

4
4
・
3
8

0
・
2
3
9

0
・
2
7
4
（
写
真

）
39

一
盃
山
登
山
口

2
5
6

4
5
・
2
1

0
・
1
7
2

0
・
1
7
8

日
影
山
山
頂

2
5
4

4
2
・
3
4

0
・
2
6
6

0
・
2
7
3
（
写
真

）
38

日
影
山
登
山
口

2
5
4

4
1
・
4
1

0
・
1
7
7

0
・
1
8
7

東
堂
山
山
頂

2
5
3

4
1
・
8
2

0
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0
9
0

0
・
1
0
0

二
ッ
石
山
山
頂

2
5
8

4
6
・
3
3

0
・
1
4
8

0
・
1
5
1
（
写
真

）
40

原発事故による阿武隈山地の放射線量
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写
真

二
ツ
箭
山
（
7
1
0
ｍ
)
山
頂
の
三
角

28

点
は
写
真
の
右
方
奥
に
あ
る
。
い
わ
き
市
の
こ
の
山

は
原
発
か
ら

㎞
の
位
置
だ
が
、
線
量
は
そ
れ
な
り

31

の
高
さ
を
示
し
て
い
る

写
真

塩
手
山
（
2
8
2
ｍ
、
1
Ａ
ｃ
)
羽
山
山

29

地
の
山
。
原
発
よ
り

㎞
の
位
置
で
、
線
量
は
そ
れ

41

ほ
ど
高
く
な
い

写
真

二
ツ
森
（
4
6
6
ｍ
、
左
）
と
高
倉
山
（
5

30

8
5
ｍ
、
右
奥
)
高
倉
山
一
帯
は
高
線
量
を
記
録
。

周
辺
農
地
で
は
除
染
作
業
と
客
土
作
業
が
行
な
わ
れ

て
い
た



原発事故による阿武隈山地の放射線量

247

写
真

女
神
山
（
5
9
9
ｍ
、
1
Ａ
ｅ
)
分
水
嶺

33

の
さ
ら
に
西
側
、
広
瀬
川
左
岸
の
女
神
山
地
に
も
線

量
の
高
い
山
が
見
ら
れ
た

写
真

毘
沙
目
木
（
5
2
2
ｍ
、
左
）
と
懸
の
森

32

（
5
3
6
ｍ
、
右
)
両
山
と
も
非
常
に
高
い
線
量
を

示
し
た
。
原
発
か
ら

㎞
の
距
離

20

写
真

国
見
山
（
5
6
4
ｍ
、
1
Ａ
ｃ
)
こ
こ
で

31

も
高
い
線
量
が
認
め
ら
れ
た
。
原
発
か
ら

㎞
の
位

25

置
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写
真

千
貫
山
（
4
6
3
ｍ
、
1
Ａ
ｅ
)
女
神
山

34

地
の
中
の
美
し
い
円
錐
形
の
山
で
、
訪
れ
る
人
も
多

い
。
放
射
線
量
は
少
し
高
い

写
真

女
神
山
地
の
山
々
（
1
Ａ
ｄ
)
御
幸
山

35

（
4
7
7
ｍ
、
左
手
前
）、
一
貫
山
（
5
2
2
ｍ
、
中

央
）、
天
井
山
（
5
3
2
ｍ
、
右
奥
）。
徳
ヶ
森
よ
り

写
真

田
村
中
部
山
地
の
山
々
（
1
Ａ

)
高

37

d"

柴
山
（
8
8
4
ｍ
、
左
奥
）、
黒
石
山
（
8
9
6
ｍ
、

中
央
）、
鞍
掛
山
（
7
9
8
ｍ
、
右
）。
い
ず
れ
も
線

量
は
高
く
な
い
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写
真

二
ツ
石
山
（
7
4
3
ｍ
、
1
Ａ

)
影
響

40

d"

は
認
め
ら
れ
る
が
、
一
盃
山
よ
り
さ
ら
に
低
い
。
東

山
よ
り
写
す

写
真

一
盃
山
（
8
5
5
ｍ
、
1
Ａ

)
影
響
は

39

d"

認
め
ら
れ
る
が
、
線
量
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。
東

山
よ
り
写
す

写
真

日
影
山
（
8
7
9
ｍ
、
1
Ａ

)
線
量
は

38

d"

そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
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写
真

石
城
楔
状
山
地
（
1
Ｂ
ｅ
）
の
山
々

水

41

石
山
（
7
3
5
ｍ
、
中
央
の
大
き
な
山
）
と
閼
伽
井

岳
（
6
0
5
ｍ
、
左
の
三
角
）。
い
ず
れ
も
そ
れ
ほ
ど

高
く
は
な
い

写
真

鶴
石
山
（
7
6
8
ｍ
、
1
Ｂ
ｅ
)
こ
の
山

42

地
の
山
々
は
、
北
西
に
行
く
ほ
ど
少
し
ず
つ
高
く
な

る
傾
向
が
あ
る

写
真

蓬
田
岳
（
9
5
2
ｍ
、
1
Ｂ
ｆ
)
山
頂
は

43

風
雨
に
洗
わ
れ
て
線
量
が
低
く
な
っ
て
い
た
が
、
8

3
3
ｍ
独
標
付
近
は
そ
れ
な
り
に
高
か
っ
た
。
国
見

山
よ
り
写
す
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写
真

雨
降
山
（
7
7
1
ｍ
）
と
犬
仏
山
（
7
6

46

7
ｍ
、
1
Ｂ
ｆ
)
芝
山
よ
り
写
す
。
阿
武
隈
南
部

高
原
で
は
、
塩
見
山
（
7
2
1
ｍ
）、
犬
仏
山
、
朝
日

山
（
7
9
7
ｍ
）
が
高
い
数
値
を
示
し
た

写
真

竹
貫
の
鎌
倉
岳
（
6
7
0
ｍ
、
1
Ｂ
ｆ
)

45

線
量
は
高
く
な
い

写
真

宇
津
峰
山
（
6
7
7
ｍ
、
1
Ｂ
ｆ
)
阿
武

44

隈
山
地
の
中
で
最
も
西
に
位
置
す
る
山
と
い
っ
て
よ

い
。
線
量
は
高
く
な
か
っ
た



252

写
真

明
神
山
（
7
5
2
ｍ
、
中
央
）
と
仏
具
山

47

（
6
7
1
ｍ
、左
奥
)
三
株
山
よ
り
写
す（
1
Ｂ
ｆ
)。

線
量
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い

写
真

仏
具
山
（
6
7
1
ｍ
、
1
Ｂ
ｆ
)
線
量
は

48

そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い

写
真

三
株
山
（
8
4
2
ｍ
、
1
Ｂ
ｆ
)
放
射
線

49

量
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
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253

写
真

多
賀
山
地
（
Ｔ
）
南
部
の
山

金
峰
山
（
5

52

9
9
ｍ
、
左
）
と
高
鈴
山
（
6
2
3
ｍ
、
右
）。
こ
こ

に
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
影
響
が
認
め
ら
れ
た
。
土

岳
よ
り
写
す

写
真

堅
破
山
（
6
5
8
ｍ
、
Ｔ
)
茨
城
の
こ
の

51

山
は
、
原
発
よ
り
南
南
西
に

㎞
の
所
に
あ
る
。
し

89

か
し
、
こ
こ
に
も
放
射
能
の
影
響
は
認
め
ら
れ
た
。

土
岳
よ
り
写
す

写
真

土
岳
（
5
9
9
ｍ
、
Ｔ
)
放
射
線
量
は
高

50

く
な
い



二
ッ
石
山
登
山
口

2
5
8

4
6
・
3
0

0
・
1
8
0

0
・
1
8
6

以
上
の
よ
う
に
田
村
中
部
山
地
の
山
々
で
は
、
特
に
高
い
線
量
を

示
し
た
山
は
な
く
、
ど
の
山
も
0
・
1
〜
0
・
3
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ

ル
ト
で
、
小
浜
高
原
の
三
春
以
南
の
数
値
と
同
程
度
で
あ
っ
た
。
こ

の
地
域
の
山
々
は
、
小
浜
高
原
の
約
2
倍
の
高
さ
を
持
つ
が
、
そ
の

高
度
の
違
い
は
線
量
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
中
で
東
堂
山

が
か
な
り
低
い
線
量
を
示
し
て
い
る
の
は
、
花
崗
岩
の
山
頂
が
と

が
っ
て
い
て
、
風
化
に
よ
る
洗
浄
が
進
ん
だ
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

7
、
1
Ｂ
ｅ
・
石
城
楔
状
山
地
の
放
射
線
量

阿
武
隈
山
地
南
部
の
、
い
わ
き
市
街
地
に
迫
る
石
城
楔
状
山
地
の

放
射
線
量
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

一
本
山
毛
欅
山
頂

2
2
9

3
9
・
5
6

0
・
7
6
9

0
・
8
9
5

一
本
山
毛
欅
牧
野
跡
地

2
2
8

3
9
・
2
9

0
・
2
1
3

0
・
2
2
7

水
石
山

2
1
1

4
0
・
3
8

0
・
1
7
3

0
・
1
6
4
（
写
真

）
41

閼
伽
井
嶽

2
0
9

4
1
・
3
6

0
・
0
9
1

0
・
0
9
6
（
写
真

）
41

鶴
石
山

2
1
6

4
5
・
6
8

0
・
7
6
0

0
・
8
0
2
（
写
真

）
42

二
ッ
石
山

2
1
2

4
6
・
7
0

0
・
6
0
5

0
・
6
9
3

三
大
明
神
山
山
頂

2
1
0

4
7
・
4
5

0
・
5
5
8

0
・
6
2
2

三
大
明
神
山
三
角
点

2
1
0

4
7
・
4
4

0
・
1
6
5

0
・
1
5
9

湯
ノ
岳

2
0
5

4
8
・
8
4

0
・
2
9
6

0
・
3
5
8

石
城
楔
状
山
地
は
、
事
故
原
発
か
ら
南
西
に

〜

㎞
の
範
囲
に

39

49

位
置
す
る
。
こ
こ
で
は
北
西
部
の
一
本
山
毛
欅
の
線
量
が
高
か
っ
た

が
、
南
東
部
に
向
か
う
ほ
ど
線
量
は
低
下
し
た
。
一
つ
南
の
湯
ノ
岳

連
山
で
も
、
北
西
に
あ
る
鶴
石
山
、
二
ッ
石
山
、
三
大
明
神
山
、
湯

ノ
岳
と
少
し
ず
つ
線
量
が
低
下
し
た
が
、
湯
ノ
岳
で
も
毎
時
0
・
3

マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
線
量
が
認
め
ら
れ
た
。
三
大
明
神
山
三
角

点
の
線
量
が
少
し
低
い
の
は
、
三
角
点
が
北
西
鞍
部
の
、
普
通
で
な

い
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
。

8
、
1
Ｂ
ｆ
・
阿
武
隈
南
部
高
原
の
放
射
線
量

蓬
田
岳
付
近
か
ら
南
に
広
が
っ
て
い
く
高
原
状
の
山
々
の
う
ち
、

福
島
県
の
山
々
の
線
量
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

宇
津
峰
山

2
5
4

5
1
・
8
0

0
・
1
1
2
*

0
・
1
4
4
*(写
真

）
44

蝦
夷
ヶ
嶽

2
4
7

5
3
・
3
7

0
・
1
4
4

0
・
1
5
2

蓬
田
岳
山
頂

2
4
7

4
3
・
2
8

0
・
2
2
1

0
・
2
4
2
（
写
真

）
43

蓬
田
岳
8
8
3
ｍ
独
標

2
4
8

4
7
・
3
8

0
・
4
7
8

0
・
5
2
7

5
6
8
・
3
ｍ
峰

2
4
7

4
4
・
6
3

0
・
1
5
0

0
・
1
4
3

芝
山

2
3
2

4
7
・
3
2

0
・
2
9
6

0
・
2
9
0

塩
見
山
山
頂

2
3
0

4
4
・
6
3

0
・
6
0
2

0
・
6
8
1

塩
見
山
登
山
口

2
3
1

4
4
・
3
2

0
・
1
6
1

0
・
1
7
0

雨
降
山

2
2
8

4
6
・
2
2

0
・
2
6
2

0
・
2
7
3
（
写
真

）
46

犬
仏
山

2
2
8

5
0
・
0
3

0
・
4
2
7

0
・
4
5
9
（
写
真

）
46

鎌
倉
岳
（
竹
貫
）
2
2
8

5
7
・
0
0

0
・
1
0
6

0
・
1
0
2
（
写
真

）
45

大
辷
山

2
2
5

5
2
・
1
6

0
・
1
4
2

0
・
1
4
5

254



三
株
山

2
2
1

5
9
・
4
3

0
・
2
3
6

0
・
2
4
1
（
写
真

）
49

茶
煎
船
山

2
2
2

7
0
・
5
2

0
・
1
7
1

0
・
1
8
4

弓
張
堂
山

2
2
4

7
0
・
9
4

0
・
1
3
0

0
・
1
4
8

朝
日
山

2
1
7

6
5
・
0
9

0
・
5
1
3

0
・
6
0
5

明
神
山

2
1
4

6
1
・
9
0

0
・
2
1
3

0
・
2
3
0
（
写
真

）
47

仏
具
山

2
0
9

6
3
・
9
9

0
・
1
8
1

0
・
1
7
9
（
写
真

）
48

大
丸
山
登
山
口

2
0
8

6
5
・
8
8

0
・
2
6
3

0
・
2
7
3

阿
武
隈
南
部
高
原
は
、
事
故
原
発
か
ら
西
南
西
〜
南
南
西
ま
で
、

〜

㎞
の
広
い
範
囲
に
及
ん
で
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
で
線

44

71

量
が
異
な
っ
て
い
る
。
高
い
線
量
を
示
す
山
と
し
て
は
蓬
田
岳
、
塩

見
山
、
犬
仏
山
、
朝
日
山
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
所
々
に
点

在
す
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
分
布
の
傾
向
は
つ
か
め
な
い
。

9
、
1
Ｂ
ｇ
・
九
ッ
山
山
地
の
放
射
線
量

こ
こ
で
は
九
ッ
山
だ
け
を
測
っ
た
。

九
ッ
山

2
2
5

7
5
・
4
7

0
・
0
7
9

0
・
0
8
2

ま
た
、
阿
武
隈
山
地
の
外
側
の
八
溝
山
地
の
主
峰
・
八
溝
山
で
は

次
の
よ
う
な
線
量
で
あ
っ
た
。

八
溝
山

2
3
1

8
6
・
8
9

0
・
2
5
3

0
・
2
9
4

九
ッ
山
に
は
、か
す
か
な
影
響
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、

標
高
1
0
2
1
・
8
ｍ
の
八
溝
山
に
は
、
そ
れ
な
り
の
確
か
な
影
響

が
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

㎞
離
れ
て
い
る
。

86

、
Ｔ
・
多
賀
山
地
の
放
射
線
量

10阿
武
隈
山
地
の
最
南
部
、
茨
城
県
の
多
賀
山
地
の
山
々
の
放
射
線

量
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

三
鈷
室
山
山
頂

2
1
4

7
8
・
4
7

0
・
1
3
1

0
・
1
4
5

三
鈷
室
山
7
7
4
ｍ
独
標

2
1
5

7
9
・
7
2

0
・
1
0
2

0
・
1
0
4

和
尚
山

2
1
4

6
8
・
9
6

0
・
4
1
5
*

0
・
4
2
8
*

栄
蔵
室
山
頂

2
1
2

7
1
・
7
1

0
・
4
2
2

0
・
4
5
9

栄
蔵
室
南
登
山
口

2
1
2

7
2
・
3
6

0
・
1
9
6

0
・
1
9
3

堅
破
山
山
頂

2
0
8

8
9
・
2
5

0
・
2
7
3

0
・
2
9
1
（
写
真

）
51

堅
破
山
登
山
口

2
0
8

8
9
・
8
4

0
・
1
2
1

0
・
1
2
7

土
岳

2
0
6

8
5
・
6
8

0
・
1
3
5

0
・
1
4
4
（
写
真

）
50

神
峯
山
山
頂

2
0
3

9
5
・
0
7

0
・
1
8
8

0
・
2
0
1
（
写
真

）
52

神
峯
山
登
山
口

2
0
3

9
5
・
4
1

0
・
0
8
1

0
・
0
9
0

高
鈴
山
山
頂
三
角
点

2
0
4

9
7
・
2
1

0
・
0
7
4

0
・
0
7
4
（
写
真

）
52

高
鈴
山
山
頂
脇

2
0
4

9
7
・
2
0

0
・
1
6
0

0
・
1
8
2

風
神
山

2
0
1

1
0
6
・
4
8

0
・
2
3
1

0
・
2
4
1

ま
た
、
阿
武
隈
山
地
の
西
側
の
久
慈
山
地
の
2
つ
の
山
で
は
、
次

の
よ
う
で
あ
っ
た
。

花
立
山

2
1
6

8
5
・
5
6

0
・
0
7
6

0
・
0
8
0

東
金
砂
山

2
1
0

9
5
・
2
3

0
・
1
3
5

0
・
1
4
0

こ
れ
ら
の
測
定
結
果
は
、
事
故
原
発
よ
り
最
も
遠
く
離
れ
た
阿
武

原発事故による阿武隈山地の放射線量
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隈
山
地
の
最
南
部
の
多
賀
山
地
に
も
、
事
故
の
影
響
が
及
ん
で
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
多
賀
山
地
の
中
で
は
、
北
部
の
和
尚

山
と
そ
の
す
ぐ
南
の
栄
蔵
堂
が
高
い
線
量
を
示
し
た
が
、最
南
端
の
、

原
発
と
は
1
0
6
㎞
も
離
れ
た
風
神
山
に
も
表
れ
て
い
た
。

、
宮
城
県
・
阿
武
隈
山
地
の
放
射
線
量
追
加
調
査

11
〈
Ⅳ
ａ
・
阿
武
隈
山
地
〉

松
ヶ
房
ダ
ム
県
境

3
3
1

4
8
・
2
4

0
・
5
1
7

0
・
5
6
9

上
南
山
山
頂

3
2
9

4
8
・
9
0

0
・
4
8
8

0
・
5
1
8

上
南
山
北
麓

3
3
0

4
9
・
1
9

0
・
5
4
9

0
・
5
8
4

熊
野
山
(青
葉
)

3
3
9

4
9
・
3
9

0
・
2
1
2

0
・
2
4
8

〈
Ⅳ
ｂ
・
亘
理
地
塁
山
地
〉

簱
巻
峠
北
堡
塁
台

3
4
1

4
8
・
4
3

0
・
2
7
4

0
・
3
2
0

簱
巻
峠
南
堡
塁
台

3
4
1

4
8
・
0
6

0
・
2
9
4

0
・
3
4
4

金
山
城
址
三
角
点

3
3
9

5
6
・
6
2

0
・
1
9
7

0
・
2
0
6

〈
Ⅳ
ｃ
・
角
田
丘
陵
性
山
地
〉

大
場
平
(耕
野
)

3
2
8

6
4
・
2
3

0
・
3
5
4

0
・
3
7
0

三
境
界

3
2
6

6
5
・
6
5

0
・
3
8
1

0
・
4
0
9

亀
ヶ
森
(越
河
)

3
2
5

6
6
・
9
3

0
・
3
1
1

0
・
3
4
2

高
丸
山

3
2
6

6
4
・
6
4

0
・
2
7
6

0
・
3
0
4

宮
城
県
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
測
定
線
量
は
、
昨
年
の
こ
の
地
域
に

お
け
る
報
告
内
容
に
よ
く
合
致
し
て
い
る
。

Ⅴ

考

察

1
、
阿
武
隈
山
地
の
放
射
線
量
か
ら
見
た
原
発
事
故
の
影
響
範
囲

各
山
々
の
調
査
結
果
か
ら
阿
武
隈
山
地
の
放
射
線
量
に
つ
い
て
概

観
す
る
と
、
第
一
に
、
ほ
ぼ
全
域
が
原
発
事
故
の
な
ん
ら
か
の
影
響

を
受
け
て
、
従
来
の
自
然
放
射
線
源
か
ら
の
線
量
を
超
え
た
数
値
を

示
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
図
4
に
示
し
た
よ
う
に
放
射
線

量
の
下
限
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
ほ
ぼ
0
・
1
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル

ト
以
上
で
あ
る
。
国
際
放
射
線
防
護
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
）
は
、
一

般
の
人
が
受
け
る
被
曝
放
射
線
量
の
限
度
を
、
年
間
1
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
（
毎
時
0
・
1
1
4
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
）
以
下
と
し
て
い

る
が
、
こ
の
基
準
値
内
の
所
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
今
回
の
原

発
事
故
で
は
、
は
る
か
に
広
範
囲
な
地
域
に
ま
で
放
射
能
の
影
響
が

達
し
て
い
る
の
で
、
事
故
の
規
模
か
ら
し
て
も
、
す
ぐ
そ
ば
に
横
た

わ
る
こ
の
山
地
が
高
い
線
量
を
示
す
の
は
、
当
然
の
成
り
行
き
だ
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。

阿
武
隈
山
地
の
北
端
は
宮
城
県
亘
理
町
の
地
塁
山
地
の
先
端
（
原

発
よ
り

㎞
）、
南
端
は
茨
城
県
日
立
市
の
多
賀
山
地
の
先
端
、
風
神

80

山
（
原
発
よ
り
1
0
6
㎞
）
だ
が
、
双
方
と
も
こ
の
基
準
を
超
し
て

い
る
。
西
側
へ
の
影
響
を
見
る
と
、
阿
武
隈
山
地
の
分
水
嶺
の
山
々

（
1
Ａ
ａ
）
を
越
え
、
さ
ら
に
女
神
山
地
（
1
Ａ
ｄ
）
を
越
え
て
福
島

盆
地
に
達
し
て
い
る
。
福
島
市
の
信
夫
山
は
、
事
故
原
発
よ
り
西
北
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図1 阿武隈山地およびその周辺における各調査地点の位置（地図はスペースシャトル
搭載のSRTM-3 から GeoTIFF 形式でダウンロードしたものを用いた）
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図2 阿武隈山地の地形区分
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図3 測定風景。1ｍと 50㎝の位置に台を設置したストックの台上に置かれた線量計
と、三角点上に置かれたGPS。手間には記録板と予備器機
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図4 阿武隈山地の各調査地の放射線量と原発からの距離との関係
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図5 阿武隈山地の放射線量分布図（地図はスペースシャトル搭載の SRTM-3 から
GeoTIFF 形式でダウンロードしたものを用い、原発の位置と主要都市を加えた）

阿武隈山地の各山々における放射線量（測定高1ｍ）

阿武隈山地の各山々における放射線量（測定高 0.5 ｍ）
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図6 阿武隈山地における測定放射線量を基にした 2011 年 3 月 15 日の南東風による放
射性物質の拡散状況のモデル



西
に

㎞
離
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
記
録
し
た
高
い
線
量
は
、
こ
の

63

一
帯
が
強
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
真
西
に
あ
た
る

郡
山
周
辺
の
山
々
は
、
阿
武
隈
山
地
の
中
で
も
低
い
線
量
を
記
録
し

た
地
域
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
先
の
基
準
値
を
超
し
て
い
る
。
南
西

部
に
あ
た
る
石
城
楔
状
山
地
（
1
Ｂ
ｅ
）
や
阿
武
隈
南
部
高
原
（
1

Ｂ
ｆ
）
の
山
々
も
、

㎞
以
上
離
れ
た
地
域
で
あ
り
な
が
ら
、
や
は

50

り
基
準
を
超
え
て
い
る
。

図

は
、
山
々
な
ど
各
地
点
の
示
す
放
射
線
量
と
事
故
原
発
か
ら

4

の
距
離
と
の
関
係
を
図
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
発
に
近
い
位
置
ほ

ど
線
量
の
高
い
山
々
が
多
く
見
ら
れ
、
遠
く
な
る
に
し
た
が
っ
て

徐
々
に
線
量
が
低
下
し
て
い
く
状
況
が
読
み
取
れ
る
が
、

㎞
や

30

60

㎞
で
は
依
然
と
し
て
高
い
線
量
が
維
持
さ
れ
、
明
ら
か
に
線
量
が
低

下
し
だ
す
の
は

〜

㎞
の
位
置
付
近
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
で

70

80

は
、
原
発
の
周
辺

㎞
圏
を
設
定
し
、
そ
れ
を
一
つ
の
目
安
と
し
て

30

事
故
対
策
や
避
難
対
策
な
ど
が
組
ま
れ
て
き
た
が
、今
回
の
事
故
は
、

少
な
く
と
も
そ
の
倍
以
上
の
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
告
げ
て

い
る
。
事
故
に
よ
り
自
然
界
に
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
は
、
私
た

ち
の
設
定
範
囲
を
容
赦
な
く
超
え
、
阿
武
隈
の
山
々
を
越
え
た
り
も

し
て
、
止
め
ど
な
く
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

2
、
山
地
地
形
と
放
射
線
量

原
発
事
故
の
影
響
は
、
確
か
に
阿
武
隈
山
地
の
全
域
に
及
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
調
査
結
果
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
各
地
域
に
よ
っ

て
、
そ
の
放
射
線
量
に
は
著
し
い
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
放
射
線
量

の
分
布
状
況
は
図
5
の
よ
う
に
な
る
。

地
形
区
分
の
中
で
最
も
大
き
な
線
量
を
示
し
た
の
は
、
1
Ａ
ａ
・

相
馬
山
中
区
の
山
々
で
あ
っ
た
。
原
発
に
近
い
順
に
記
す
と
、
五
台

山
、
野
手
上
山
、
5
6
6
・
5
ｍ
峰
、
戦
山
、
矢
岳
山
、
高
太
石
山
、

疣
石
山
、
花
塚
山
、
大
火
山
、
明
神
山
（
村
民
の
森
）、
4
6
9
・
6

ｍ
峰
、
虎
捕
山
、
佐
須
峠
、
霊
山
と
な
る
。
こ
れ
ら
を
河
川
流
域
か

ら
見
る
と
、
請
戸
川
、
太
田
川
、
新
田
川
お
よ
び
そ
の
支
流
の
比
曽

川
、
真
野
川
、
そ
し
て
宇
多
川
の
中
・
上
流
域
の
山
々
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

次
に
高
い
線
量
を
示
す
地
域
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
1
Ａ
ａ

の
南
、
1
Ａ
ｂ
の
双
葉
山
中
区
の
う
ち
の
1
Ａ
ａ
に
隣
接
す
る
一
帯

の
山
々
、
口
太
山
、
五
十
人
山
、
日
山
、
鎌
倉
岳
、
手
倉
山
西
（
古

道
川
発
電
所
）、
大
鷹
鳥
屋
山
で
あ
っ
た
。
口
太
山
を
除
け
ば
、
後
の

山
は
請
戸
川
支
流
の
高
瀬
川
流
域
の
山
々
で
あ
る
。

さ
ら
に
高
か
っ
た
地
域
は
、
1
Ａ
ａ
や
1
Ａ
ｂ
の
東
縁
、
双
葉
断

層
帯
に
位
置
す
る
1
Ａ
ｃ
、
羽
山
山
地
の
う
ち
南
部
の
高
倉
山
、
国

見
山
、
羽
山
（
南
相
馬
）、
懸
の
森
、
毘
沙
目
木
、
八
丈
石
山
（
林
道

入
口
）
な
ど
の
山
々
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
新
田
川
中
流
域
お
よ
び
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太
田
川
や
小
高
川
の
山
々
で
、
後
者
ほ
ど
原
発
に
近
く
な
り
、
線
量

が
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
南
は
請
戸
川
、
高
瀬
川
、
熊
川
と
な
る

が
、こ
こ
に
は
立
ち
入
れ
な
い
。
周
囲
の
測
定
値
か
ら
推
し
量
る
と
、

恐
ら
く
そ
の
線
量
は
驚
く
ほ
ど
高
い
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
高
線
量
を
示
す
地
域
は
、
1
Ａ
ａ
と

1
Ａ
ｂ
の
一
部
、
1
Ａ
ｃ
の
南
部
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
地

形
区
分
を
外
し
て
眺
め
る
と
、
新
た
に
明
瞭
な
地
域
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
請
戸
川
お
よ
び
そ
の
支
流
の
高
瀬
川
流
域
で

あ
り
、
そ
こ
が
中
核
と
な
っ
て
、
さ
ら
に
上
流
域
で
扇
状
の
広
が
り

を
示
し
な
が
ら
高
線
量
地
域
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

東
京
電
力
福
島
第
1
原
子
力
発
電
所
の
、
東
日
本
大
震
災
の
地
震

と
津
波
に
よ
る
電
源
喪
失
に
端
を
発
し
た
原
発
事
故
は
、
2
0
1
1

年
3
月

日
、

時

分
の
1
号
機
の
水
素
爆
発
以
降
、

日

時

12

15

36

14

11

1
分
に
は
3
号
機
、

日
6
時
ご
ろ
に
は
2
号
機
が
水
素
爆
発
を
起

15

こ
し
、
4
号
機
も

日
6
時

分
、
3
号
機
に
連
鎖
す
る
爆
発
を
起

15

10

こ
し
、
周
辺
環
境
に
大
量
の
放
射
性
物
質
を
放
出
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。放

出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
の
拡
散
は
、
気
象
と
地
形
に
左
右
さ
れ

る
。
当
時
の
天
気
図
な
ど
か
ら
読
む
と
、

日
の
1
号
機
の
爆
発
以

12

後
、
原
発
周
辺
で
は
風
が
北
に
向
か
っ
て
し
ば
ら
く
吹
い
た
。
日
本

を
覆
っ
て
い
た
高
気
圧
か
ら
、
北
の
低
気
圧
に
向
か
っ
て
南
風
が
吹

い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
放
射
性
雲
は
、
恐
ら
く
羽
山
山
地
や

地
塁
山
地
に
沿
っ
て
北
上
し
た
。
そ
の
後
、
風
向
は
徐
々
に
東
に
ず

れ
て
、
夜
中
か
ら
翌

日
の
午
前
に
か
け
て
、
太
平
洋
に
向
か
っ
て

13

西
風
が
吹
い
た
。
高
気
圧
が
東
の
太
平
洋
に
抜
け
た
後
の

日
、
高

15

気
圧
か
ら
日
本
海
に
で
き
た
低
気
圧
に
向
か
っ
て
東
風
が
吹
き
、
低

気
圧
の
発
達
と
動
き
に
伴
っ
て
時
計
回
り
に
風
向
が
変
化
し
、

時
19

ご
ろ
か
ら
東
南
東
の
風
と
な
っ
て
、
南
東
、
南
南
東
と
少
し
ず
つ
風

向
を
変
え
な
が
ら

日
早
朝
ま
で
約
9
時
間
、
ほ
ぼ
南
東
の
風
が
続

16

い
た
。
こ
の
9
時
間
余
り
の
南
東
風
が
、
阿
武
隈
山
地
に
高
放
射
線

量
地
域
を
も
た
ら
し
た
気
象
現
象
で
あ
っ
た
。

南
東
風
は
北
西
に
向
か
っ
て
吹
き
、
当
然
阿
武
隈
山
地
に
ぶ
つ

か
っ
た
。
そ
こ
に
開
口
し
て
い
た
の
が
、
請
戸
川
や
高
瀬
川
の
谷
で

あ
っ
た
。
請
戸
川
は
原
発
の
北
、
7
㎞
の
位
置
で
太
平
洋
に
注
い
で

い
る
が
、
短
流
河
川
の
中
で
は
比
較
的
長
く
、
流
域
も
広
い
。
し
か

も
支
流
に
は
高
瀬
川
を
持
つ
。
そ
の
流
路
は
、
上
流
に
向
か
っ
て
ほ

ぼ
北
西
の
方
向
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
と
き
の
風
の
向
か
う
方
向
に

一
致
し
て
い
る
。
原
発
か
ら
高
濃
度
の
放
射
能
を
取
り
込
ん
だ
南
東

風
は
、
そ
の
ま
ま
請
戸
川
の
開
口
部
に
進
み
、
請
戸
川
の
谷
を
造
る

空
間
を
た
ど
っ
て
中
流
か
ら
上
流
域
に
達
し
、
周
囲
の
低
い
尾
根
を

越
し
て
、
高
原
上
に
位
置
す
る
一
段
と
高
い
山
々
に
方
向
や
速
度
の

制
限
を
受
け
な
が
ら
、
多
方
面
へ
と
拡
散
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
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か
と
考
え
ら
れ
る
。

山
々
で
計
測
さ
れ
た
放
射
線
量
の
実
測
値
を
基
に
、
3
月

日
午

15

後
の
南
東
風
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
動
態
を
黒
点
の
密
度
で
示
し
、

地
図
上
に
模
式
的
に
描
く
と
、
図
6
の
よ
う
に
な
る
。
放
射
性
物
質

の
降
下
に
よ
る
高
線
量
地
帯
は
、
請
戸
川
の
開
口
部
、
渓
谷
状
を
な

す
谷
の
狭
隘
部
と
そ
の
周
辺
の
山
岳
、
椚
平
、
赤
宇
木
、
津
島
の
あ

る
浪
江
町
の
最
西
部
の
高
原
状
台
地
、
赤
宇
木
か
ら
北
に
低
い
稜
線

を
越
し
た
飯
館
村
の
比
曽
川
流
域
、
さ
ら
に
そ
の
北
の
新
田
川
お
よ

び
真
野
川
流
域
の
飯
館
村
の
ほ
ぼ
全
域
、
津
島
か
ら
西
に
峠
を
越
し

た
川
俣
町
の
山
木
屋
一
帯
、
飯
館
村
か
ら
佐
須
峠
や
姥
の
岩
峠
を
越

し
た
霊
山
一
帯
、
相
馬
市
の
玉
野
か
ら
入
っ
た
宮
城
県
の
川
平
、
筆

甫
な
ど
丸
森
町
南
部
と
続
い
て
い
く
。
こ
の
高
線
量
地
帯
の
先
端

は
、
原
発
よ
り
ほ
ぼ

㎞
で
あ
る
。

70

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
山
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
で
ど
の
よ

う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
流
の
狭
隘
部
で
は
、

両
側
の
山
々
が
樋
状
の
働
き
を
し
て
拡
散
を
抑
制
す
る
効
果
を
示
し

た
と
思
わ
れ
る
し
、
西
側
の
分
水
嶺
に
並
ん
で
い
る
1
Ａ
ａ
や
1
Ａ

ｂ
の
高
原
上
の
少
し
高
い
山
々
は
、
南
東
風
を
受
け
止
め
、
勢
い
を

殺
ぐ
と
同
時
に
、
自
山
へ
の
放
射
性
物
質
の
降
下
を
促
し
、
そ
の
分

だ
け
背
後
地
へ
の
降
下
を
逓
減
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
効
果
は
、
山
容
が
大
き
く
高
い
ほ
ど
大
き
い
と
考
え
ら
れ

る
が
、
分
水
嶺
の
山
々
は
そ
の
条
件
に
良
く
か
な
っ
て
い
る
。
鎌
倉

岳
の
よ
う
に
浸
食
が
進
ん
で
と
が
っ
て
い
る
山
も
あ
る
が
、
多
く
は

大
き
く
な
だ
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
番
高
い
大
滝
根
山
（
写

真

）
の
南
北
稜
線
は
6
㎞
、
東
西
幅
は
5
㎞
あ
る
。
そ
の
北
の
桧

15
山
（
写
真

）
も
南
北
5
㎞
、
東
西
4
㎞
あ
る
。
南
に
あ
る
万
太
郎

19

山
も
南
北
3
・
5
㎞
の
山
頂
稜
線
を
持
つ
。

3
月

日
午
後
の
南
東
風
に
関
わ
る
請
戸
川
正
面
の
山
々
に
つ
い

15

て
見
る
と
、
戦
山
（
写
真
7
）
は
東
西
に
4
㎞
、
五
十
人
山
（
写
真

）
は
東
南
東
〜
西
北
西
に
4
・
5
㎞
、
日
山
（
写
真

）
は
東
西

17

16

に
実
に
7
㎞
の
長
大
な
尾
根
を
持
ち
、
白
馬
石
山
は
南
東
〜
北
西
に

5
㎞
、
高
太
石
山
（
写
真
8
）
も
同
方
向
に
5
㎞
、
そ
し
て
花
塚
山

（
写
真
3
）
は
南
北
に
5
㎞
の
尾
根
を
持
つ
。

こ
れ
ら
の
大
き
な
山
々
が
屏
風
の
よ
う
に
立
ち
並
べ
ば
、
放
射
能

を
帯
び
た
南
東
風
に
対
峙
す
る
役
割
を
発
揮
し
、
背
後
地
へ
の
放
射

性
物
質
の
移
動
を
そ
れ
な
り
に
減
衰
さ
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
図

に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
山
々
の
間
隙
を
縫
っ
て

6

高
い
線
量
を
示
す
地
域
が
あ
る
も
の
の
、
西
側
地
域
へ
の
放
射
線
量

は
事
故
原
発
と
の
距
離
に
そ
ぐ
わ
な
い
ほ
ど
逓
減
し
て
い
く
。
そ
の

一
方
で
立
ち
並
ぶ
山
々
は
、
内
側
の
飯
館
村
の
内
部
に
高
線
量
を
も

た
ら
し
、
長
時
間
滞
留
さ
せ
る
。
盆
地
か
ら
あ
ふ
れ
、
北
側
の
峠
や

山
稜
を
越
え
た
放
射
性
物
質
は
、
霊
山
に
達
す
る
と
同
時
に
東
側
の
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低
地
を
抜
け
る
よ
う
に
し
て
、
宮
城
県
南
部
へ
と
侵
入
し
た
。
こ
れ

が
3
月

日
午
後
の
概
況
で
あ
ろ
う
。

15

今
回
の
原
発
事
故
で
は
、最
も
主
要
な
高
線
量
被
曝
地
帯
が
、チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
の
よ
う
な
平
原
で
は
な
く
、〝
準
平
原
〞
と
呼
ば
れ
は
す

る
も
の
の
、
山
々
が
複
雑
に
折
り
重
な
る
山
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
特

徴
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
気
象
条
件
と
山
地
地
形
と
が
相
ま
っ
て
、
山

地
型
拡
散
と
も
言
う
べ
き
地
表
匍
匐
型
の
拡
散
現
象
が
あ
っ
た
と
見

な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
山
地
型
拡
散
は
、
海
岸
線
に
あ
っ
て
山

地
を
背
後
に
持
つ
、
日
本
の
原
子
力
発
電
所
の
ほ
と
ん
ど
に
当
て
は

ま
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
こ
で
は
、
た
だ
山
地
が
存
在
す
る
だ
け

で
な
く
、
存
在
を
超
え
て
私
た
ち
の
生
活
に
具
体
的
に
関
わ
る
こ
と

を
教
え
て
い
る
。

次
い
で
述
べ
る
と
、
こ
れ
に
先
立
つ
3
月

日
午
前
、
阿
武
隈
山

15

地
南
部
に
向
か
っ
て
北
東
風
が
吹
い
た
。
1
Ａ
ｂ
・
双
葉
山
中
区
の

大
鷹
鳥
屋
山
、
大
倉
山
、
五
社
山
（
広
野
）
や
屹
兎
屋
山
の
高
放
射

線
量
や
、
そ
の
最
南
部
・
黒
佛
木
周
辺
の
山
々
や
、
1
Ｂ
ｅ
・
石
城

楔
状
山
地
北
部
の
山
々
、
そ
し
て
1
Ｂ
ｆ
・
阿
武
隈
山
地
南
部
で
の

比
較
的
高
い
放
射
線
量
は
、
こ
の
と
き
の
風
に
原
因
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

Ⅵ

お

わ

り

に

2
0
1
5
年
9
月
よ
り
2
0
1
6
年
4
月
ま
で
の
8
ヶ
月
、
東
京

電
力
福
島
第
1
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
う
阿
武
隈
山
地
の
山
々

へ
の
放
射
能
の
影
響
を
調
査
し
続
け
て
き
た
が
、
お
お
よ
そ
全
域
に

わ
た
る
1
6
1
座
の
山
々
、
3
2
0
地
点
の
調
査
を
終
え
る
こ
と
が

で
き
た
。
阿
武
隈
の
山
々
を
自
分
た
ち
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
一
つ
に
し

て
き
た
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
被
曝
し
た
山
々
や
自
然
と
正
面
か
ら

向
か
い
合
っ
た
厳
し
い
8
ヶ
月
で
あ
っ
た
。

阿
武
隈
の
山
々
は
、
ど
の
山
も
事
故
に
よ
る
放
射
能
の
影
響
を
受

け
て
い
た
。
そ
れ
は
福
島
に
限
ら
な
か
っ
た
。
山
地
の
先
端
に
位
置

す
る
宮
城
や
茨
城
で
も
そ
れ
な
り
の
線
量
が
計
測
さ
れ
、
事
故
の
影

響
が
確
実
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と

か
ら
事
故
に
よ
る
直
接
的
な
影
響
の
範
囲
を
、
あ
る
程
度
特
定
し
て

知
る
こ
と
が
で
き
た
。

個
々
の
山
で
得
ら
れ
た
放
射
線
量
は
、
各
県
の
地
形
区
分
に
沿
っ

て
示
し
た
が
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
形
と
放
射
線
量
と
の

関
係
を
思
料
す
る
こ
と
が
よ
り
容
易
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
私
た
ち
が
一
番
知
り
た
か
っ
た
、
阿
武
隈
山
地
の
山

地
地
形
が
放
射
性
物
質
の
拡
散
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
た
の

か
、
と
い
う
問
題
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
た
よ

う
に
思
う
。
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今
回
の
原
発
事
故
が
阿
武
隈
山
地
に
与
え
た
影
響
は
あ
ま
り
に
大

き
い
。
の
ど
か
で
美
し
い
山
々
や
自
然
も
、
そ
こ
に
息
づ
い
て
き
た

生
き
物
た
ち
も
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
生
活
を
営
ん
で
き
た
人
々
も
、

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
影
響
を
受
け
て
し
ま
っ
た
。
事
故
は
ま
だ
終

息
の
気
配
さ
え
な
い
。
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
事
故
の
前
に
、
果
て
し

な
く
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
放
射
能
の
前
に
、
私
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
無

力
で
あ
る
。
人
間
が
造
り
出
し
た
物
に
よ
っ
て
人
間
が
苦
し
む
と
い

う
不
条
理
を
味
わ
っ
て
い
る
阿
武
隈
山
地
は
、
そ
の
さ
中
に
あ
る
。

今
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
果
て
し
な
い
除
染
へ
の
努
力

と
、二
度
と
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
故
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
の
、

し
っ
か
り
と
し
た
記
録
を
残
し
て
い
く
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
こ
か

ら
人
間
の
愚
行
を
止
め
る
新
た
な
手
立
て
が
見
え
て
く
る
こ
と
を
期

待
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
報
告
が
、
た
だ
、
そ
う
し
た
記
録
の
一
端

を
担
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
う
の
み
で
あ
る
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
調
査
を
始
め
て
し
ば
ら
く
経
っ
た
と
き
、
福

島
登
行
会
の
方
か
ら
、
原
発
事
故
に
近
い
2
0
1
1
年

月
か
ら
始

10

ま
っ
た
山
岳
放
射
線
調
査
の
デ
ー
タ
〈
注
9
〉
を
、
ま
と
め
て
送
っ

て
い
た
だ
い
た
。
会
津
、
只
見
の
山
々
も
含
め
た
福
島
の
主
要
山
岳

を
網
羅
し
た
貴
重
な
デ
ー
タ
で
、
阿
武
隈
山
地
の
代
表
的
な
山
々
も

入
っ
て
い
る
。
放
射
線
量
の
経
年
変
化
を
探
る
格
好
の
資
料
と
し

て
、こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
考
え
た
が
、

改
め
て
十
分
な
検
討
を
行
な
い
、
失
礼
の
な
い
デ
ー
タ
の
活
用
を
図

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は

触
れ
な
か
っ
た
。

今
回
の
調
査
に
あ
た
っ
て
、
前
回
に
引
き
続
き
日
本
山
岳
会
宮
城

支
部
の
4
人
の
山
仲
間
の
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
高
橋
功
・
宇
都
宮

昭
義
両
氏
に
は
、
単
独
で
は
お
ぼ
つ
か
な
い
藪
山
や
辺
鄙
な
位
置
の

山
々
に
同
行
し
て
い
た
だ
き
、
測
定
の
役
も
負
っ
て
い
た
だ
い
た
。

千
田
早
苗
氏
に
は
、
様
々
な
状
況
に
対
応
し
た
後
方
支
援
の
役
を
お

願
い
し
た
。
髙
橋
二
義
氏
に
は
、
事
前
調
査
や
現
地
案
内
役
と
し
て

活
躍
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
調
査
票
の
整
理
、
そ
し
て
図
面
の
製
図

な
ど
で
も
終
始
、
大
変
な
協
力
を
得
た
。
こ
の
よ
う
に
調
査
登
山
の

一
つ
一
つ
が
、
余
人
を
も
っ
て
替
え
が
た
い
山
仲
間
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
四
ノ
宮
晴
彦
氏
（
東
北
工
業
大
学

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
学
科
）
に
は
、
今
回
も
デ
ー
タ
の
解
析
図
化
の
作

業
を
担
っ
て
い
た
だ
き
、
ご
指
導
を
受
け
た
。
こ
れ
ら
の
各
氏
に
対

し
、
心
か
ら
の
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

Ⅶ

参

考

資

料

(原
発
事
故
関
係
お
よ
び
宮
城
県
の
自
然
環
境
関
係
の
資
料
に
つ

い
て
は
、〈
注
1
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
）

〈
注
1
〉
柴
崎

徹
「
原
発
事
故
に
よ
る
宮
城
県
の
山
地
お
よ
び
丘

原発事故による阿武隈山地の放射線量
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陵
地
の
放
射
線
量
」
日
本
山
岳
会
『
山
岳
』
第
百
十
年
・

2
0
1
5
年
所
収
。

〈
注
2
〉
高
頭

式
『
日
本
山
嶽
志
』
明
治

（
1
9
0
6
）
年
、

39

博
文
館
。

〈
注
3
〉
日
本
山
岳
会
『
新
日
本
山
岳
誌
』
平
成

（
2
0
0
5
）

17

年
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
。

〈
注
4
〉
福
島
県
『
福
島
県
史
』
第

巻
「
自
然
・
建
設
」
昭
和

25

40

（
1
9
6
5
）
年
。

〈
注
5
〉
大
山
年
次
監
修
・
蜂
須
紀
夫
編
『
茨
城
県
地
学
ガ
イ
ド
』

昭
和

（
1
9
7
7
）
年
、
コ
ロ
ナ
社
。

52

〈
注
6
〉
天
野
一
男
『
茨
城
の
自
然
を
た
ず
ね
て
』
1
9
9
4
年
、

築
地
書
館
。

〈
注
7
〉
貝
塚
爽
平
・
鎮
西
清
高
編
『
日
本
の
自
然
』
②
「
日
本
の

山
」
1
9
8
6
年
、
岩
波
書
店
。

〈
注
8
〉
原
町
市
『
原
町
市
史
』
第
8
巻
、
特
別
編
Ⅰ
「
自
然
」
平

成

（
2
0
0
5
）
年
。

17

〈
注
9
〉
福
島
登
行
会
「
登
山
道
の
放
射
能
汚
染
マ
ッ
プ
作
成
の
た

め
の
測
定
記
録
票
」
集
、
2
0
1
1
年

月
よ
り
2
0
1

10

5
年
9
月
ま
で
。

（
宮
城
支
部
・
自
然
保
護
委
員
長
、
同
山
岳
放
射
線
量
調
査
特
別
委

員
長
)
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図

書

紹

介

ウ
ェ
イ
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス

秋
元
由
紀
訳

『沈
黙
の
山
嶺
―
―
第
一
次
世
界
大
戦
と
マ
ロ
リ
ー
の
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
』

本
書
は
、
第
1
次
世
界
大
戦
後
の
3
回
に
わ
た
る
英
国
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト

遠
征
を
描
い
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
労
作
で
あ
る
。
こ
れ
は
冷
厳
な
戦

争
の
事
実
を
記
録
す
る
だ
け
の
歴
史
書
で
も
、
実
際
に
闘
わ
れ
た
エ
ヴ
ェ

レ
ス
ト
の
登
山
記
録
だ
け
で
も
な
い
、
人
間
の
物
語
で
あ
る
。

マ
ロ
リ
ー
と
ア
ー
ヴ
ィ
ン
が
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
の
頂
嶺
に
消
え
た
そ
の

日
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
美
し
い
山
グ
レ
ー
ト
・
ゲ
ー
ブ
ル
で
は
第
一
次
世

界
大
戦
で
死
ん
だ
若
い
登
山
家
た
ち
を
弔
う
集
い
が
あ
っ
た
、
と
大
戦
へ

の
鎮
魂
の
序
曲
か
ら
本
書
は
静
か
に
始
ま
る
。
1
9
1
4
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
が
き
ら
め
く
よ
う
な
美
し
い
夏
に
始
ま
っ
た
大
戦
は
、
1
9
1
8
年

月
に
終
わ
っ
て
み
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
荒
廃
し
、
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で

111
0
0
万
人
近
く
が
死
に
、
大
英
帝
国
の
終
焉
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
。

誰
も
が
戦
争
に
つ
い
て
す
べ
て
を
忘
れ
た
い
と
思
い
、
彼
ら
が
欲
し
た
の

は
静
け
さ
だ
っ
た
。
原
題
の
『
IN
T
O
T
H
E
SILEN
CE』
の
持
つ
意
味

が
明
ら
か
に
な
る
。

世
紀
初
頭
の
チ
ベ
ッ
ト
は
、
清
・
英
の
思
惑
で
複
雑
な
様
相
を
呈
し

20
て
い
た
。
1
9
0
4
年
に
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド
が
ラ
サ
を
侵
攻
、
中
国
は

激
昂
し
ダ
ラ
イ
ラ
マ

世
が
ダ
ー
ジ
リ
ン
に
亡
命
す
る
と
、
1
9
1
0
年

13

に
は
中
国
は
ラ
サ
を
制
圧
す
る
。
し
か
し
、
辛
亥
革
命
で
清
朝
が
倒
れ
る

と
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
は
帰
還
、
第
一
次
大
戦
が
始
ま
っ
て
、
中
国
と
チ
ベ
ッ

ト
は
公
然
と
戦
争
状
態
に
入
る
。
そ
の
間
、
英
・
西
の
関
係
は
最
悪
だ
っ

た
が
、
最
終
的
に
1
9
2
0
年

月
、
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
山
に
許
可
が
出

12

た
。
イ
ギ
リ
ス
が
チ
ベ
ッ
ト
に
武
器
を
供
与
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
の
自
由
を

支
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
登
山
許
可
か
ら
半
世
紀
以
上
前
、
イ
ン
ド
か
ら
の
測
量
で
発
見
さ

れ
て
い
た
最
高
峰
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
自
体
は
、
し
か
し
、
す
ぐ
に
は
人
々
の
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関
心
を
呼
び
起
こ
さ
な
か
っ
た
。
当
時
、
イ
ン
ド
を
支
配
す
る
イ
ギ
リ
ス

に
と
っ
て
最
も
重
要
だ
っ
た
の
は
、エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
の
向
こ
う
側
、チ
ベ
ッ

ト
だ
っ
た
。
そ
こ
は
謎
と
危
険
に
満
ち
た
聖
地
で
あ
っ
た
。
た
だ
1
8
9

3
年
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ル
ー
ス
と
若
き
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド
が
チ
ト
ラ

ル
で
出
会
い
、
早
く
も
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
登
ろ
う
と
話
し
合
っ
た
。
グ

レ
ー
ト
ゲ
ー
ム
の
緊
張
の
な
か
で
ふ
た
り
の
間
に
生
ま
れ
た
友
情
は
、
イ

ギ
リ
ス
を
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
引
き
込
む
推
進
力
と
な
っ
た
。
そ
の
ヤ
ン
グ

ハ
ズ
バ
ン
ド
が
初
め
て
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
を
見
た
の
は
1
9
0
3
年
夏
の
朝

で
あ
っ
た
。「
夜
明
け
の
最
初
の
光
の
筋
が
冠
雪
し
た
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
峰

の
頂
を
金
色
に
照
ら
し
て
い
た
」。こ
の
瞬
間
、エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
の
頂
上
は

彼
の
心
を
捉
え
て
離
さ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
1
9
1
5
年
の
遠
征
予
定

は
大
戦
の
激
動
に
飲
み
込
ま
れ
て
中
止
さ
れ
た
が
、
英
国
が
エ
ヴ
ェ
レ
ス

ト
登
頂
に
懸
け
た
情
熱
は
第
一
次
大
戦
中
も
途
切
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。こ

の
よ
う
に
英
国
を
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
駆
り
立
て
た
の
は
何
か
。
そ
れ

は
、
7
つ
の
海
を
支
配
し
な
が
ら
北
極
・
南
極
の
極
点
を
手
に
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
痛
恨
の
思
い
か
ら
で
あ
り
、
何
よ
り
帝
国
と
し
て
の
威
厳
を
取

り
戻
す
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
頂
の
よ
う
な
快
挙

を
成
し
遂
げ
れ
ば
、
大
戦
で
破
壊
さ
れ
た
人
々
の
心
を
高
揚
さ
せ
、
人
類

は
再
び
大
き
な
誇
り
と
自
信
を
持
て
る
こ
と
に
な
る
。

本
書
の
何
よ
り
の
収
穫
は
、
登
山
隊
員
の
ほ
と
ん
ど
が
大
戦
に
参
加
し

た
者
だ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
隊
員
は
銃
の
連
続
音
と
鉄

条
網
と
塹
壕
と
死
の
不
条
理
と
腐
臭
に
耐
え
抜
い
て
生
き
残
っ
た
者
で
あ

り
、
そ
ん
な
不
屈
の
男
た
ち
が
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
立
ち
向
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
な
か
に
不
可
能
性
の
象
徴
・
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
を
一
途
に
志
向
す

る
マ
ロ
リ
ー
が
登
場
す
る
。

年
の
登
山
隊
は
、
情
勢
が
安
定
し
て
い
な
い
チ
ベ
ッ
ト
で
ル
ー
ト
を

21
探
し
、
地
図
を
作
成
し
、
新
種
植
物
の
発
見
や
地
質
調
査
に
大
き
な
貢
献

を
す
る
。

年
隊
の
画
期
的
な
こ
と
は
、
映
像
と
酸
素
の
使
用
だ
っ
た
。

22

し
か
し
、
酸
素
に
は
ひ
と
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
。
酸
素
の
補
給
を
受
け
る

の
は
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
に
悖も
と

る
と
い
う
倫
理
の
問
題
で
あ
る
。
フ
ィ

ン
チ
が
酸
素
を
使
っ
て
8
3
2
1
ｍ
を
記
録
し
、
マ
ロ
リ
ー
は
無
酸
素
で

8
1
6
9
ｍ
を
記
録
す
る
も
、
雪
崩
の
た
め
に
7
名
の
シ
ェ
ル
パ
を
失
っ

た
。
負
け
た
ま
ま
に
は
い
か
な
い
と
、

年
隊
は
戻
っ
て
く
る
。
隊
を
組

24

織
す
る
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
委
員
会
は
酸
素
担
当
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ィ
ン
チ
を

退
け
、
酸
素
問
題
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
大
き
な
リ
ス
ク
を
抱
え
る
。

ノ
ー
ス
・
コ
ル
に
着
く
ま
で
に
シ
ェ
ル
パ
3
人
が
死
に
、
有
力
な
登
攀
隊

員
の
体
調
も
万
全
で
な
く
、
登
山
隊
は
苦
境
に
陥
る
。
ノ
ー
ト
ン
は
ひ
と

り
大
胆
不
敵
に
前
進
し
、
頂
上
ま
で
3
0
0
ｍ
を
残
し
て
、
8
5
7
3
ｍ

で
力
尽
き
る
。
隊
の
本
格
的
登
攀
の
緊
迫
し
た
状
況
は
読
む
者
を
昂
ぶ
ら

せ
る
。
私
た
ち
は
、
マ
ロ
リ
ー
と
ア
ー
ヴ
ィ
ン
の
最
後
の
ア
タ
ッ
ク
に
、

緊
張
と
不
安
、
強
い
期
待
か
ら
絶
望
ま
で
の
す
べ
て
を
味
わ
う
こ
と
に
な

る
。

月

日
、
オ
デ
ル
は
一
瞬
の
晴
れ
間
に
、
ふ
た
り
が
頂
上
ま
で
2

6

8

0
0
ｍ
の
第
二
ス
テ
ッ
プ
の
上
に
い
る
の
を
見
た
。
し
か
し
、
ふ
た
り
は
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帰
還
し
な
い
。
死
神
は
最
も
優
れ
た
者
を
連
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。

7
度
の
失
敗
、
さ
ら
に
凄
惨
な
第
2
次
大
戦
を
経
て
平
和
な
時
を
迎
え

る
ま
で
、
世
界
最
高
峰
は
そ
の
頂
を
明
け
渡
さ
な
か
っ
た
。
1
9
5
3
年

月

日
、
と
う
と
う
人
類
は
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
の
頂
を
足
下
に
し
た
。
初

5

29

登
頂
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
二
世
の
戴
冠
式
に
華
を
添
え
た
。

そ
れ
か
ら

年
後
の
1
9
9
9
年
に
マ
ロ
リ
ー
の
遺
体
が
発
見
さ
れ
て
、

46

こ
の
壮
大
な
物
語
は
終
わ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
い
ま
、
マ
ロ
リ
ー
な
の
か
。
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
山
が

商
業
化
さ
れ
、
挑
戦
に
値
す
る
と
い
う
よ
り
は
単
に
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
旅

先
と
な
っ
た
現
代
で
は
、
観
光
的
登
山
者
の
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
頂
談
な
ど

誰
が
興
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
登
頂
ル
ー
ト
は
お
ろ
か
山
の

位
置
も
形
も
正
確
に
は
分
か
ら
ず
、
酸
素
の
少
な
い
高
所
で
人
間
の
体
が

ど
う
な
る
か
も
、
効
果
的
な
高
所
順
応
の
方
法
も
気
象
情
報
も
乏
し
く
、

も
ち
ろ
ん
装
備
も
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
条
件
下
で
マ
ロ
リ
ー
の
よ

う
な
天
賦
の
才
を
持
つ
隊
員
が
、
文
字
ど
お
り
命
懸
け
で
前
人
未
踏
の
境

地
に
挑
ん
だ
、
そ
の
こ
と
が
私
た
ち
を
惹
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
マ
ロ
リ
ー
に
興
味
を
持
っ
て
か
ら

年
、
膨
大
な
資
料
文
献
を

15

駆
使
し
て
新
た
な
マ
ロ
リ
ー
像
を
描
く
。
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
委
員
会
報
告

書
、
国
立
公
文
書
館
等
に
当
た
っ
て
、
隊
員
一
人
ひ
と
り
の
軌
跡
を
詳
細

に
た
ど
る
。
登
山
隊
を
巡
る
人
々
も
ま
た
細
か
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
彩
ら
れ

て
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
を
奏
で
る
。
著
者
は

年
の
偵
察
隊
が
歩
い
た
道
を
実

21

際
に
2
ヶ
月
か
け
て
た
ど
り
、
ノ
ー
ス
・
コ
ル
ま
で
登
る
。
聖
な
る
地
チ

ベ
ッ
ト
を
体
験
し
た
う
え
で
、
あ
た
か
も
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
織
る
か
の
よ

う
に
、
こ
の

章
か
ら
な
る
壮
大
な
叙
事
詩
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

年

13

2

を
要
し
た
翻
訳
は
、
舞
台
に
相
応
し
い
緊
張
感
を
伝
え
て
好
も
し
い
。

本
書
は
推
奨
に
値
す
る
本
格
的
山
岳
書
で
あ
り
、
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
山

史
に
新
た
な
一
冊
が
加
え
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。
伝
説
の
人
マ
ロ
リ
ー
が

再
び
甦
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
を
こ
の
世
で
最
後
に
見
た
オ
デ
ル
さ
ん
が
最

晩
年
、
本
会
を
訪
れ
、
マ
ロ
リ
ー
は
素
晴
ら
し
い
友
人
で
あ
り
勇
気
あ
る

登
山
家
で
あ
っ
た
、
と
若
い
会
員
た
ち
に
話
し
て
く
れ
た
こ
と
を
思
い
出

し
て
ペ
ー
ジ
を
閉
じ
た
。
著
者
は
1
9
5
3
年
生
ま
れ
の
カ
ナ
ダ
人
人
類

学
者
、
本
書
で
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
賞
。
白
水
社
1
0
0
周
年
の

記
念
碑
的
図
書
で
も
あ
る
。

（
絹
川
祥
夫
)
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近
藤
信
行
著

『安
曇
野
の
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト

田
淵
行
男
』

『
安
曇
野
の
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト

田
淵
行
男
』の
雑
誌
連
載
が
始
ま
る
2
、

3
年
前
か
ら
、
話
を
日
出
子
夫
人
か
ら
聞
い
て
い
た
。
そ
の
著
作
が
4
0

0
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
大
作
と
な
っ
て
纏
め
ら
れ
た
。
連
載
が
終
わ
っ
て
四

半
世
紀
、
こ
の
間
に
社
会
の
動
き
も
出
版
界
の
状
況
も
想
像
が
で
き
な
い

ほ
ど
様
変
わ
り
し
た
。出
版
が
困
難
だ
っ
た
理
由
は
ど
う
あ
れ
、単
行
本
と

し
て
や
っ
と
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
ま
ず
は
喜
び
た
い
。

私
は
連
載
さ
れ
た
と
き
か
ら
何
度
も
目
を
通
し
て
い
た
が
、
今
回
こ
の

原
稿
を
書
く
に
あ
た
り
、
分
厚
く
ず
っ
し
り
と
重
い
本
を
一
気
に
読
み
進

め
た
。
そ
の
印
象
は
、
ゆ
っ
た
り
と
蛇
行
し
て
流
れ
る
大
河
の
よ
う
な
趣

が
あ
り
、
克
明
な
調
査
、
取
材
を
基
に
し
た
本
格
的
な
長
編
伝
記
で
、
4

0
0
ペ
ー
ジ
を
超
す
大
変
な
労
作
で
あ
る
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
い
う

激
動
す
る
時
代
背
景
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
強
烈
な
個
性
を
持
っ
た
ナ

チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
人
間
・
田
淵
行
男
の
生
涯
を
詳
細
に
た
ど
っ
て

い
る
。
近
藤
氏
が
田
淵
に
向
け
る
眼
差
し
は
愛
情
に
満
ち
て
い
て
、
読
ん

で
い
て
気
持
ち
が
よ
い
。

取
材
は
綿
密
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
田
淵
行
男
の
出
生
地
で
あ
る
鳥
取

県
日
野
郡
黒
坂
村
に
足
を
運
び
、
例
え
ば
自
然
児
と
し
て
育
っ
た
、
花
崗

岩
の
山
間
地
を
流
れ
る
日
野
川
の
遊
び
場
の
環
境
ま
で
念
入
り
に
見
て

回
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
田
淵
家
の
家
系
の
ル
ー
ツ
や
生
家
も
突
き
止
め
、

幼
児
体
験
か
ら
そ
の
後
の
自
然
志
向
へ
と
駆
り
立
て
た
方
向
性
を
決
定
づ

け
る
も
の
は
な
い
か
と
探
ら
れ
て
い
る
。
小
学
校
の
同
級
生
も
探
し
当

て
、少
年
田
淵
の
印
象
を
聞
き
出
さ
れ
て
い
る
。出
雲
の
郷
土
史
や
父
親
に

関
係
の
あ
る
『鳥
取
県
警
察
史
』ま
で
文
献
資
料
と
し
て
目
を
通
し
て
い
る
。

全
編
、こ
の
よ
う
な
丁
寧
な
取
材
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
戦
中
、

戦
後
の
混
乱
し
た
時
を
挟
ん
で
半
世
紀
以
上
も
昔
の
人
間
を
こ
こ
ま
で
詳

細
に
調
べ
尽
く
す
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
た

こ
と
か
。
必
要
と
あ
ら
ば
遠
く
ま
で
現
地
を
訪
ね
ら
れ
た
。
先
に
書
い
た

故
郷
日
野
川
流
域
や
、
東
京
高
等
師
範
学
校
博
物
科
を
卒
業
し
て
最
初
の

赴
任
地
と
な
っ
た
富
山
県
の
新
湊
に
も
出
向
い
た
。
田
淵
が
ど
の
よ
う
な

生
活
を
こ
の
漁
師
町
で
送
り
、
ど
の
よ
う
な
教
師
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
交

友
関
係
も
調
べ
上
げ
、
田
淵
の
撮
影
し
た
数
枚
の
記
録
写
真
を
探
し
当
て

て
い
る
。
ま
た
遠
く
は
『
大
雪
の
蝶
』
の
舞
台
と
な
っ
た
北
海
道
の
大
雪

山
ま
で
も
行
か
れ
た
。
労
を
惜
し
む
こ
と
な
く
足
を
運
び
、「
ど
こ
へ
行
っ

て
も
田
淵
さ
ん
に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
々
が
温
か
く
迎
え
て
く
れ
た
」
と
感
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想
を
記
し
て
い
る
。

『
山
と
溪
谷
』
誌
の
連
載
が
始
ま
っ
た
の
は
1
9
9
0
年
1
月
号
で
あ
る

か
ら
、
著
者
の
近
藤
氏
が
『
安
曇
野
の
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト

田
淵
行
男
』

の
取
材
を
始
め
た
の
は
、『
小
島
烏
水

山
の
風
流
使
者
伝
』
で
1
9
7
8

年
に
大
佛
次
郎
賞
を
受
賞
さ
れ
た
じ
き
後
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の

よ
う
に
精
緻
な
伝
記
の
取
材
が
2
年
や
3
年
で
で
き
よ
う
は
ず
が
な
い
。

取
材
を
振
り
返
り
、「
当
時
、
田
淵
さ
ん
は
常
念
山
麓
の
牧
か
ら
豊
科
町
に

転
居
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で

あ
る
。
近
藤
氏
が
作
家
と
し
て
最
も
充
実
し
た
時
期
に
、
十
分
に
力
を
入

れ
、
時
間
を
か
け
た
仕
事
で
あ
っ
た
。

私
は
、
田
淵
行
男
が

歳
で
亡
く
な
る
前
の

年
間
、
山
行
の
お
供
を

83

24

し
、
豊
科
の
見
岳
の
お
宅
に
た
び
た
び
お
邪
魔
し
、
直
に
接
し
た
。
写
真

の
世
界
の
み
な
ら
ず
、自
分
を
作
り
上
げ
る
の
に
多
大
な
影
響
を
受
け
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
私
が
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
た
く
さ
ん

出
て
く
る
。『
ア
ラ
ビ
ア
の
ロ
レ
ン
ス
』
な
ど
で
知
ら
れ
た
英
文
学
者
の

中
野
好
夫
に
写
真
の
技
術
指
導
を
さ
れ
た
話
ま
で
出
て
く
る
。「
昔
の
田

淵
君
」（「
ア
サ
ヒ
カ
メ
ラ
」
1
9
5
2
年
1
月
号
）
な
ど
と
い
う
文
章
が

書
か
れ
て
い
て
暗
室
技
術
ま
で
手
に
取
る
よ
う
に
教
わ
っ
た
、
と
あ
る
。

目
を
通
し
な
が
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
記
憶
が
鮮
や
か
に
蘇
り
、
私
は
あ

の
と
き
の
こ
と
は
こ
う
解
釈
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
い
当
た
る
こ
と
も
多
々

あ
っ
て
、
反
省
し
な
が
ら
読
み
進
め
た
。

近
藤
氏
と
お
会
い
し
た
と
き
に
、「
伝
記
を
書
く
に
値
す
る
人
間
は
そ

れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
田
淵
行
男
は
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
る
人
だ
」
と
漏
ら

さ
れ
た
。
こ
の
言
葉
を
と
き
ど
き
思
い
起
こ
し
た
。

「
田
淵
氏
の
未
公
刊
資
料
『
観
察
ノ
ー
ト
』
余
白
に
は
〈
美
し
い
も
の
こ

そ
真
理
で
あ
る
〉
と
い
う
言
葉
が
み
え
、
そ
れ
ら
の
対
象
に
対
す
る
〈
愛

こ
そ
学
問
の
底
流
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
〉
と
い
う
一
節
が

あ
っ
て
」
と
あ
る
。
私
は
胸
を
打
た
れ
た
。「
真
理
は
常
に
美
し
い
も
の

で
あ
る
」
と
田
淵
行
男
か
ら
何
度
か
伺
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
こ
の
意

識
は
少
年
時
代
か
ら
培
わ
れ
た
も
の
で
、
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
根

本
的
な
態
度
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

写
真
集
『
山
の
時
刻
』
の
な
か
で
も
〈
感
覚
を
み
が
く
と
で
も
い
う
か
、

豊
か
な
情
操
を
養
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
を
変
え
て
い
え
ば
、
美
意
識
を

し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
る
こ
と
、
こ
れ
が
基
本
で
あ
り
、
最
も
重
要
な
先

決
問
題
だ
と
思
う
の
だ
〉
と
あ
り
、
近
藤
氏
も
こ
れ
は
自
己
を
語
り
つ
つ

写
真
家
の
態
度
を
述
べ
た
文
章
と
さ
れ
て
い
る
。
先
生
か
ら
は
感
性
と
か

美
意
識
と
い
っ
た
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
た
。
こ
れ
は
無
論
、
写
真
の
な
か

で
の
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
や
図
柄
な
ど
と
い
っ
た
狭
い
意
味
で
は
な
く
、
そ
れ

は
人
生
の
生
き
方
の
問
題
で
あ
っ
た
。

何
十
年
も
寝
食
を
忘
れ
て
熱
中
で
き
た
高
山
蝶
は
ど
ん
な
存
在
で
あ
っ

た
の
か
。〈
私
に
と
っ
て
高
山
蝶
は
、
未
知
と
い
う
点
で
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の

雪
男
と
全
く
同
じ
ス
リ
ル
が
感
じ
ら
れ
た
し
、
相
手
と
し
て
は
最
も
好
き

な
も
の
だ
っ
た
だ
け
に
、
い
や
が
上
に
も
闘
志
が
湧
い
た
〉。
そ
し
て
氷

河
時
代
の
遺
留
生
物
で
、〈
や
む
な
く
高
地
へ
閉
じ
込
め
ら
れ
た
〉
と
い
う
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高
山
蝶
は
「
あ
る
意
味
で
は
彼
自
身
の
自
己
投
影
と
も
読
め
る
」
と
あ
る
。

田
淵
は
俗
っ
ぽ
い
こ
と
に
嫌
悪
感
す
ら
持
ち
、
飲
屋
街
や
低
俗
な
祭
り
に

は
足
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
ん
な
田
淵
の
性

格
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
少
し
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
雪
男
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

1
9
5
0
年
代
か
ら

年
代
、
雪
男
ブ
ー
ム
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
不
思
議
な

60

現
象
が
世
界
で
巻
き
起
こ
っ
て
い
た
。
1
9
5
1
年
、
当
時
未
踏
だ
っ
た

イ
ギ
リ
ス
の
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
偵
察
隊
の
隊
長
シ
プ
ト
ン
が
、
謎
の
雪
男
の

足
跡
だ
と
い
う
写
真
を
持
ち
帰
っ
た
。
そ
の
後
、
雪
男
学
術
探
検
隊
が
さ

ま
ざ
ま
な
国
か
ら
派
遣
さ
れ
、
日
本
か
ら
も
何
隊
も
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
経
緯
を
知
ら
な
い
と
〈
雪
男
と
全
く
同
じ
ス
リ
ル
〉
と
い
う
真
意
が

読
み
取
れ
な
い
。

世
界
に
類
を
見
な
い
短
詩
文
学
の
俳
句
を
持
ち
出
し
て
、〈
十
七
と
い

う
僅
か
な
文
字
の
包
容
す
る
広
大
無
辺
の
表
現
性
に
比
べ
る
時
、
私
の
、

レ
ン
ズ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
縛
ら
れ
た
表
現
性
が
、
い
か
に
窮
屈
で
あ
る
か

を
痛
感
す
る
〉（『
俳
句
研
究
』
昭
和

年
9
月
号
）
と
書
か
れ
た
。
そ
し

49

て
私
に
「
今
度
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ら
画
家
に
な
り
た
い
」
な
ど
と
本
気
と

も
冗
談
と
も
つ
か
ぬ
感
じ
で
よ
く
口
に
さ
れ
て
い
た
。
中
村
清
太
郎
先
生

を
始
め
と
し
た
画
家
を
特
別
な
存
在
と
考
え
大
切
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
も
、
こ
れ
は
本
気
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

田
淵
行
男
は
博
物
誌
的
な
観
点
か
ら
山
の
自
然
を
幅
広
い
視
野
で
捉
え

て
い
る
。
ギ
フ
チ
ョ
ウ
や
ヒ
メ
ギ
フ
チ
ョ
ウ
、
幼
年
期
か
ら
続
い
た
ア
シ

ナ
ガ
バ
チ
の
生
態
の
調
査
、
晩
年
の
民
俗
学
的
な
雪
形
の
研
究
な
ど
に
も

独
自
の
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
仕
事
も
完
成
度
が
高
く
、
時
代

の
一
歩
も
二
歩
も
先
を
行
く
立
派
な
著
作
と
し
て
遺
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は

時
代
に
よ
っ
て
風
化
し
て
し
ま
う
軟
弱
な
も
の
で
は
な
い
。

さ
て
、
最
後
に
田
淵
行
男
は
よ
く
「
日
本
の
フ
ァ
ー
ブ
ル
」
と
例
え
ら

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
人
も
の
方
が
書
い
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
哲
学

者
の
よ
う
に
思
索
し
、
芸
術
家
の
よ
う
に
観
察
し
、
詩
人
の
よ
う
に
感
覚

し
、
表
現
す
る
偉
大
な
学
者
」（
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
人
格
を
讃
え
た
エ
ド
モ

ン
・
ロ
ス
タ
ン
の
言
葉
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
近
藤
氏
が
熱
を
込
め

て
綴
ら
れ
た
『
安
曇
野
の
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト

田
淵
行
男
』
に
は
、
ま
さ

に
こ
の
事
実
が
語
ら
れ
て
い
る
。

（
水
越
武
)

深
田
志
げ
子
著

『私
の
小
谷
温
泉

―
―
深
田
久
弥
と
と
も
に
』
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今
年
2
0
1
6
年
は
深
田
久
弥
さ
ん
没
後

年
、
ま
た
、
そ
の
志
げ
子

45

夫
人
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
で
も

年
目
の
年
に
な
る
。
も
う
ず
い
ぶ
ん
昔

38

の
こ
と
に
な
っ
た
と
振
り
返
る
の
だ
が
、
私
が
最
初
に
深
田
夫
妻
に
お
目

に
か
か
っ
た
の
は
さ
ら
に
昔
々
の
1
9
5
5
年

月
初
旬
、
深
田
さ
ん
一

9

家
が
金
沢
か
ら
東
京
に
移
っ
て
き
て
間
も
な
く
の
頃
だ
っ
た
。

そ
れ
以
前
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
本
探
し
の
こ
と
で
文
通
が
あ
っ
た
の
を
、
東

京
へ
出
て
き
た
か
ら
一
度
来
ま
せ
ん
か
と
の
お
誘
い
が
あ
っ
て
の
訪
問
で

あ
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
以
後
も
何
度
か
井
の
頭
線
の
最
寄
り
駅
に
降

り
る
よ
う
に
な
っ
た
。
深
田
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
の
ち
に
も
志
げ
子
夫
人

を
た
ず
ね
、
あ
の
蟇ひ
き

が
啼
く
と
い
う
庭
に
面
し
た
縁
側
で
、
私
は
深
田
さ

ん
を
、
志
げ
子
夫
人
は
ご
主
人
の
九
山
を
偲
ん
で
語
り
合
っ
た
の
も
忘
れ

ら
れ
な
い
思
い
出
の
一ひ
と

齣こ
ま

で
あ
る
。

そ
う
し
た
い
き
さ
つ
が
過
去
に
あ
っ
て
の
、
こ
の
『
私
の
小
谷
温
泉
』

（
以
下
、
本
書
）。
章
ご
と
、
い
や
頁
ご
と
に
昔
が
蘇
り
、
今
、
志
げ
子
夫

人
が
私
の
目
の
前
で
「
あ
の
時
は
こ
う
だ
っ
た
ん
で
す
よ
」「
こ
ん
な
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
」
と
い
ろ
い
ろ
語
っ
て
お
い
で
の
よ
う
に
も
思
え
て
く
る

の
だ
っ
た
。

そ
の
語
り
口
、
い
や
文
章
は
人
柄
そ
の
ま
ま
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
東

京
の
下
谷
に
生
ま
れ
て
の
江
戸
っ
子
的
な
こ
ま
や
か
な
感
性
と
心
意
気
が

感
じ
ら
れ
、
思
わ
ず
「
い
い
な
ぁ
」
と
声
に
出
し
て
し
ま
う
く
だ
り
が
何

箇
所
も
。
そ
の
文
章
力
に
つ
い
て
は
長
男
の
森
太
郎
氏
が
本
書
後
記
に
も

「
母
は
文
章
を
書
く
の
が
好
き
だ
っ
た
。
女
学
校
の
こ
ろ
か
ら
『
綴
り
方

は
い
つ
も
甲
だ
っ
た
の
よ
』
と
息
子
た
ち
に
自
慢
し
て
い
た
」
と
書
き
、

「
文
学
的
素
養
の
あ
っ
た
母
」
と
し
て
い
る
。
志
げ
子
夫
人
は
秀
れ
た
俳

人
で
も
あ
っ
た
。

一
例
と
し
て
収
録
「
山
」
に
見
る
「
こ
の
旅
の
九
山
は
や
さ
し
く
、
私

も
ま
た
し
お
ら
し
か
っ
た
。
遠
い
昔
の
二
人
で
あ
る
」
の
く
だ
り
な
ど
に

は
た
だ
感
嘆
の
溜
息
を
つ
く
ば
か
り
だ
し
、
普
通
に
は
な
か
な
か
自
分
で

は
言
い
に
く
い
（
こ
の
場
合
は
書
き
に
く
い
で
あ
ろ
う
が
）
事
柄
に
し
ろ
、

「
主
人
と
私
と
は
『
で
は
皆
様
、
新
郎
新
婦
の
為
に
御
乾
杯
を
…
…
』
と
大

勢
の
知
人
に
祝
福
さ
れ
て
出
発
し
た
結
婚
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
非

合
法
な
結
合
―
―
私
は
大
泥
棒
を
し
た
の
で
す
」
と
さ
ら
り
と
書
い
て
の

け
る
度
胸
も
並
み
で
は
な
く
、
そ
れ
が
い
か
に
も
志
げ
子
夫
人
ら
し
い
と

思
う
の
で
あ
る
。

本
書
は
「
Ⅰ

九
山
と
と
も
に
」「
Ⅱ

山
に
逝
っ
た
夫
」「
Ⅲ

私
の

小
谷
温
泉
」「
Ⅳ

深
田
久
弥
の
著
書
に
寄
せ
て
」
の
4
章
に
加
え
、
森
太

郎
氏
が
書
く
「
母
の
思
い
出

あ
と
が
き
に
か
え
て
」
か
ら
成
り
立
ち
、

各
章
に
は
そ
の
表
題
に
従
っ
て
、俳
句
誌『
あ
ら
う
み
』、山
の
文
芸
誌『
ア

ル
プ
』、
本
会
会
報
「
山
」
ほ
か
に
載
せ
た
随
筆
な
ど

篇
が
集
め
ら
れ
て

32

い
る
。
う
ち

篇
は
深
田
さ
ん
の
生
前
に
書
か
れ
た
も
の
。
残
り

篇
が

11

21

没
後
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
。

な
お
、
書
名
「
私
の
小
谷
温
泉
」
に
は
「
―
―
深
田
久
弥
と
と
も
に
」

と
字
を
小
さ
く
し
て
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
通
り
に
夫
九
山
に
寄
り

添
っ
て
の
様
々
、
す
な
わ
ち
先
妻
北
畠
八
穂
を
さ
し
お
い
て
の
発
端
か
ら
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甲
州
茅
ヶ
岳
で
の
急
逝
に
よ
る
突
然
の
別
離
ま
で
が
追
慕
を
加
え
て
せ
つ

せ
つ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
お
の
ず
と
深
田
久
弥
そ
の
人
を
語
る
こ

と
に
も
な
り
、『日
本
百
名
山
』

冊
の
み
と
い
う
読
者
に
も
、そ
れ
が
ど
う

1

い
う
著
書
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
か
を
興
味
深
く
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

百
名
山
中
、
志
げ
子
夫
人
が
同
行
し
た
山
は

あ
る
由
だ
が
、
そ
の
ひ

18

と
つ
上
州
武
尊
山
に
二
人
き
り
で
登
っ
た
折
（
1
9
5
6
年

月
）
の
無

6

人
小
屋
で
は
「
家
で
は
何
も
し
な
い
人
が
ま
め
ま
め
し
く
働
い
て
夜
中
枯

木
で
焚
火
を
し
て
く
れ
た
」
と
あ
れ
ば
、
さ
り
げ
な
い
記
述
の
う
ち
に
も

夫
婦
間
の
機
微
愛
情
と
い
っ
た
も
の
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
私
は
「
あ
ぁ
、

い
い
ご
夫
妻
だ
っ
た
な
ぁ
」
と
あ
ら
た
め
て
懐
し
む
の
で
あ
る
。

深
田
さ
ん
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
研
究
の
第
一
人
者
だ
っ
た
。
1
9
5
0
年
の
フ

ラ
ン
ス
隊
に
よ
る
8
0
0
0
ｍ
峰
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
Ⅰ
峰
初
登
頂
な
ど
ヒ
マ

ラ
ヤ
登
山
の
黄
金
時
代
と
時
を
重
ね
、
そ
れ
こ
そ
万
巻
と
い
っ
て
よ
い
ヒ

マ
ラ
ヤ
関
連
の
書
物
を
読
み
咀
嚼
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
深
田
流
の
筆
致

で
『
岳
人
』
誌
な
ど
に
発
表
し
て
い
っ
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
憧
れ
る
若
い
登

山
者
に
と
っ
て
は
教
祖
的
存
在
で
あ
り
、「
ヒ
マ
ラ
ヤ
信
徒
の
松
原
詣
で
」

と
い
う
語
が
あ
る
ほ
ど
に
多
く
の
人
た
ち
が
深
田
家
を
お
と
ず
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
一
夜
、
世
界
の
高
峰
の
登
山
と
探
検
を
論
じ
、
か
つ
お
酒
が

入
れ
ば
誰
が
時
計
を
気
に
し
よ
う
か
。
終
電
車
ぎ
り
ぎ
り
の
深
夜
に
お
よ

ぶ
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
、
今
、
思
う
と
あ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
志
げ
子
夫
人
の

負
担
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
夫
人
は
い
つ
も
笑
顔
を
た
や
さ

ず
心
く
ば
り
充
分
な
持
て
成
し
だ
っ
た
。
ま
た
、
深
田
訳
『
エ
ヴ
ェ
レ
ス

ト
へ
の
長
い
道
』（
エ
リ
ッ
ク
・
シ
プ
ト
ン
著
）
の
「
訳
著
あ
と
が
き
」
に

「
私
は
妻
の
加
勢
を
得
て
一
気
呵
成
に
訳
了
し
た
」
と
あ
る
の
を
読
ん
だ

り
す
れ
ば
、
い
か
に
志
げ
子
夫
人
が
深
田
さ
ん
を
支
え
て
い
た
の
か
が
分

か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
も
一
般
に
い
う
陰
で
で
は
な
く
、
表﹅

で
支

え
て
い
た
と
私
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

森
太
郎
氏
の
「
母
の
思
い
出

あ
と
が
き
に
か
え
て
」
は
出
色
の
一
言
。

「
今
思
い
返
す
と
私
と
弟
の
育
っ
た
家
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
家
庭
だ
っ

た
と
両
親
に
感
謝
し
て
い
る
」
と
し
「
息
の
あ
っ
た
二
人
三
脚
の
夫
婦
」

と
も
記
し
て
い
る
の
だ
が
、
夫
婦
喧
嘩
や
火
の
車
だ
っ
た
と
い
う
家
計
に

も
筆
が
お
よ
ん
で
い
れ
ば
、
私
は
た
だ
成
程
成
程
と
―
―
。

本
書
の
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
は
山
の
本
の
装
丁
に
定
評
の
あ
る
小
泉
弘

氏
。
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
左
右
袖
の
折
り
返
し
、
ま
た
表
紙
に
記
さ
れ
た
文
章

は
本
文
か
ら
採
ら
れ
、
そ
れ
ら
「
私
共
夫
婦
の
歴
史
は
殆ほ
と
ん

ど
山
で
綴
ら
れ

て
い
る
よ
う
だ
。
最
初
の
山
旅
は
信
州
の
奥
の
小お

谷た
り

温
泉
で
あ
っ
た
」「
も

う
青
春
を
過
ぎ
て
の
出
合
い
か
ら
、
運
命
の
よ
う
に
大
人
の
つ
き
あ
い
が

生
れ
た
」
な
ど
は
絶
妙
の
選
び
だ
と
思
う
。
こ
と
に
表
紙
の
色
を
使
わ
ず

に
型
押
し
の
ま
ま
と
い
う
工
夫
に
は
心
に
く
い
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
…
…
久
弥
の
分
身
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
志
げ
子
に
つ
い
て
も
何
か

記
録
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
」と
す
る
ご
子
息
の
願
い
は
、

本
書
に
よ
っ
て
存
分
に
か
な
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

私
に
と
っ
て
も
大
変
嬉
し
い
一
冊
で
あ
り
、
企
画
編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
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た
方
に
も
感
謝
し
た
い
。

（
横
山
厚
夫
)

伊
藤
正
一
写
真
集

『源
流
の
記
憶

｢黒
部
の
山
賊
」
と
開
拓
時
代
』

｢黒
部
」
と
聞
く
と
、
ま
ず
浮
か
ぶ
の
は
冠
松
次
郎
（
1
8
8
3
〜
1
9

7
0
）
と
先
導
役
の
宇
治
長
次
郎
（
1
8
7
2
〜
1
9
4
5
）。
が
、
私
に

は
伊
藤
正
一
さ
ん
（
1
9
2
3
〜
2
0
1
6
）
の
印
象
も
強
い
。

冠
ら
は
大
正
中
期
か
ら
幾
度
も
の
挑
戦
の
末
、
黒
部
川
中
流
部
の
懸
崖

の
渓
谷
、
下
ノ
廊
下
を
遡
行
、
十
字
峡
な
ど
未
知
の
扉
を
開
い
た
。
と
は

い
え
、
黒
部
は
広
い
。
様
相
を
一
変
す
る
源
流
部
の
三
俣
蓮
華
岳
か
ら
鷲

羽
岳
に
か
け
て
の
一
帯
も
、
戦
前
ま
で
は
訪
れ
る
登
山
者
も
少
な
い
秘
境

だ
っ
た
。
戦
後
、
こ
の
一
帯
に
4
つ
の
小
屋
を
整
備
し
、
ス
イ
ス
、
ギ
リ

シ
ア
、
ア
ル
プ
ス
な
ど
と
湿
原
、
草
原
を
名
づ
け
、
今
や
人
気
の
雲
ノ
平

を
世
に
出
し
た
の
は
伊
藤
さ
ん
で
あ
る
。

写
真
集
『
源
流
の
記
憶
』
は
、
黎
明
期
、
黒
部
源
流
の
四
季
、
開
拓
の

頃
の
3
部
構
成
。
自
然
写
真
家
で
も
あ
る
伊
藤
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
に
何

回
と
な
く
内
外
で
写
真
展
を
開
い
て
き
た
が
、
意
外
に
も
ま
と
ま
っ
た
写

真
集
は
出
し
て
い
な
か
っ
た
。
最
近
も
復
刻
版
『
黒
部
の
山
賊
』（
山
と
溪

谷
社
）
が
、
山
岳
本
と
し
て
珍
し
く
重
版
を
か
さ
ね
て
い
る
。
著
作
の
方

が
注
目
さ
れ
が
ち
で
、
大
量
の
写
真
が
蔵
に
眠
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
『
山

賊
』
の
編
集
者
は
気
づ
き
、
改
め
て
写
真
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
っ
た
。

一
昨
年
、
東
京
都
写
真
美
術
館
で
冠
松
次
郎
と
穂
苅
三
寿
雄
の
「
黒
部

と
槍
」
の
写
真
展
が
、
2
ヶ
月
に
及
び
開
催
さ
れ
、
多
く
の
山
岳
フ
ァ
ン

の
好
評
を
博
し
た
。
私
は
「
槍
ヶ
岳
と
と
も
に
」、
穂
刈
家
三
代
の
物
語
の

著
作
者
と
し
て
、
開
幕
パ
ー
テ
ィ
に
参
席
し
た
。
そ
の
際
、
冠
の
写
真
か

ら
受
け
た
イ
ン
パ
ク
ト
と
共
通
し
た
も
の
を
、
伊
藤
さ
ん
の
写
真
か
ら
も

感
じ
取
っ
た
。

迫
力
満
点
の
懸
崖
や
水
流
が
演
じ
る
様
々
な
姿
、
神
秘
と
や
さ
し
さ
を

漂
わ
す
雲
ノ
平
を
と
り
囲
む
山
々
の
表
情
に
も
、
心
に
し
み
入
る
も
の
が

あ
る
。
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
旧
日
電
歩
道
や
伊
藤
新
道
な
ど
、
往
時
の

人
と
工
作
物
を
留
め
る
写
真
に
、
過
ぎ
し
時
代
へ
の
追
想
と
、
困
難
に
満

ち
た
山
の
開
発
史
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
資
料
写
真

と
し
て
も
、
伊
藤
さ
ん
の
そ
れ
は
、
掲
載
ア
ン
グ
ル
や
ポ
イ
ン
ト
の
し
ぼ

り
方
、
背
景
の
と
ら
え
方
は
〝
並
〞
で
な
い
。

黎
明
期
の
部
で
い
え
ば
、
ま
ず
山
賊
た
ち
の
容
姿
、
そ
し
て
初
代
の
三

俣
山
荘
や
仮
設
テ
ン
ト
の
形
な
ど
。
私
は
と
く
に
、
山
賊
の
ボ
ス
然
と
し
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て
い
る
遠
山
林
平
の
腹
の
座
っ
た
様
子
や
身
に
つ
け
て
い
る
品
々
に
興
味

を
も
っ
た
。

そ
の
一
つ
は
、
一
九
五
五
年
湯
俣
渓
谷
で
の
猟
銃
を
背
に
し
た
林
平
の

後
姿
。
地
下
足
袋
、
毛
皮
の
チ
ョ
ッ
キ
や
尻
皮
、
当
時
流
行
し
は
じ
め
た

ニ
ッ
カ
ズ
ボ
ン
も
だ
が
、
何
よ
り
尻
尾
の
よ
う
に
た
ら
し
た
綱
に
、
捜
し

あ
ぐ
ね
て
い
た
も
の
を
見
つ
け
た
思
い
が
し
た
。

実
は
明
治
中
期
以
降
に
、
か
の
上
條
嘉
門
次
（
1
8
4
7
〜
1
9
1
7
）

の
案
内
で
穂
高
岳
を
登
山
し
た
内
外
の
岳
人
の
紀
行
記
に
、「
嘉
門
次
の

綱
に
助
け
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
一
般
に
ロ
ー
プ
を
使
用
す
る
登
攀
は
、
槇

有
恒
の
ア
イ
ガ
ー
東
山
稜
初
登
（
1
9
2
1
）
以
降
に
広
ま
っ
た
、
と
さ

れ
て
い
る
が
、
猟
師
ら
は
す
で
に
使
い
こ
な
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
疑
念
が
あ
っ
た
。

山
の
古
老
か
ら
「
猟
師
は
仕
留
め
た
カ
モ
シ
カ
な
ど
の
搬
送
用
に
綱
を

も
っ
て
い
た
」
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
林
平
の
写
真
は
実
証
し

て
く
れ
た
。
人
間
の
体
重
ほ
ど
の
獲
物
を
吊
る
の
だ
か
ら
、
下
降
用
に
使

う
こ
と
も
可
能
と
は
思
え
る
が
、
た
だ
し
材
質
や
長
さ
、
太
さ
な
ど
は
確

認
で
き
な
い
。

開
拓
の
頃
の
部
で
は
、
吊
り
橋
の
架
設
作
業
や
伊
藤
新
道
の
関
連
写
真

も
興
味
を
呼
ぶ
。
三
俣
山
荘
は
北
ア
で
も
最
深
部
の
山
小
屋
。
上
高
地
、

富
山
側
の
折
立
、
岐
阜
の
奥
飛
騨
の
ど
の
ル
ー
ト
を
と
っ
て
も
途
中
1
泊

を
要
す
る
。
ボ
ッ
カ
で
の
荷
上
げ
の
費
用
は
、
ほ
か
の
小
屋
の
倍
額
に
な

る
。
そ
こ
で
伊
藤
さ
ん
が
高
瀬
入
り
の
湯
俣
温
泉
手
前
ま
で
敷
設
さ
れ
て

い
た
林
鉄
を
利
用
し
、
標
高
1
5
0
0
ｍ
の
湯
俣
か
ら
2
5
5
0
ｍ
の
三

俣
山
荘
ま
で
、
湯
俣
川
沿
い
に
約
7
時
間
行
程
の
新
道
を
計
画
し
た
意
図

は
よ
く
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
渓
相
は
厳
し
く
、
水
流
も
豊
か
。
結
果
的
に
5
つ
の
吊
り
橋

や
各
所
に
桟
道
が
必
要
で
、
1
9
5
6
年
の
開
通
ま
で
に
3
年
余
か
か
っ

た
。
開
道
資
金
は
全
額
自
己
負
担
。
当
時
、
大
学
卒
の
初
任
給
は
1
万
円

前
後
だ
っ
た
が
、
2
0
0
万
円
を
投
じ
た
と
か
。
三
俣
、
雲
ノ
平
、
水
晶

の
山
小
屋
の
新
増
築
。
加
え
て
当
初
は
黒
部
五
郎
小
舎
も
建
て
た
。
終
戦

直
後
の
三
俣
山
荘
の
権
利
取
得
か
ら
は
じ
ま
り
、
山
に
つ
ぎ
込
ん
だ
伊
藤

資
金
は
庶
民
に
は
想
像
し
が
た
い
。

伊
藤
さ
ん
の
実
家
は
松
本
を
代
表
す
る
料
亭
。
そ
の
長
男
だ
っ
た
。
多

才
だ
っ
た
彼
は
松
本
中
学
時
代
か
ら
物
理
学
に
興
味
を
も
ち
、
研
数
専
門

学
校
へ
進
学
。
在
学
中
に
飛
行
機
の
タ
ー
ボ
エ
ン
ジ
ン
を
発
案
し
た
。
そ

れ
が
旧
陸
軍
に
認
め
ら
れ
、
学
生
の
身
で
航
空
技
術
研
究
所
の
一
員
と
な

り
、
別
格
扱
い
を
受
け
、
松
本
へ
帰
郷
の
折
々
、
戦
時
で
登
山
者
の
い
な

い
北
ア
の
山
行
を
楽
し
ん
だ
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
相
続
を
放
棄
し
、
以

後
の

年
を
山
に
投
じ
る
結
果
と
な
っ
た
。

70
若
い
頃
か
ら
の
発
案
、
研
究
ぐ
せ
は
一
生
つ
い
て
回
る
。
山
小
屋
の
建

築
写
真
に
注
視
あ
れ
。
ほ
か
の
山
小
屋
と
形
、
建
て
方
の
違
い
は
一
目
瞭

然
。
屋
根
を
半
円
型
に
し
た
り
、
板
壁
に
は
斜
度
、
支
え
る
板
や
柱
を
運

び
上
げ
や
す
い
よ
う
に
短
材
と
し
、
現
在
の
パ
ネ
ル
住
宅
方
式
を
先
取
り

し
て
い
る
。
初
改
築
の
三
俣
山
荘
は
鋭
い
三
角
屋
根
だ
が
、
建
築
写
真
に
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は
伊
藤
さ
ん
の
物
理
知
識
が
随
所
に
う
か
が
え
る
。

セ
ス
ナ
機
を
利
用
し
て
1
9
5
5
年
ご
ろ
、
物
資
投
下
の
試
み
も
彼
ら

し
い
。
初
回
は
安
全
を
期
し
て
塩
、
ト
タ
ン
、
米
を
選
ん
だ
が
、
意
外
に

投
下
の
衝
撃
は
強
く
、
米
は

分
の

ほ
ど
が
は
じ
け
た
。
対
策
も
検
討

3

1

中
に
乗
鞍
岳
で
セ
ス
ナ
機
墜
落
事
故
が
起
き
、
次
い
で
ヘ
リ
の
登
場
で
セ

ス
ナ
利
用
は
見
送
り
に
な
っ
た
経
緯
も
あ
る
。

『
源
流
の
記
憶
』
は
写
真
集
で
は
あ
る
。
が
、
戦
後
の
日
本
登
山
、
山
岳

史
を
伝
え
る
意
味
あ
い
が
強
い
。「
山
賊
」
と
称
さ
れ
た
4
人
の
山
男
も
、

実
は
そ
れ
ぞ
れ
特
技
を
も
つ
猟
師
で
、
山
賊
以
上
に
俗
な
社
会
人
離
れ
を

し
た
伊
藤
さ
ん
と
ウ
マ
が
合
い
、小
屋
の
従
業
員
と
し
て
半
生
を
送
っ
た
。

見
方
を
変
え
て
い
え
ば
、
伊
藤
さ
ん
と
も
ど
も
山
小
屋
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
住

民
だ
っ
た
。

余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
日
本
の
山
岳
組
織
の
一
翼
を
担
う
ま
で
に

な
っ
た
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
の
創
設
に
、
伊
藤
さ
ん
は
深
く
か
か
わ
っ

た
。
昭
和

（
1
9
4
7
）
年
、
三
俣
山
荘
の
小
屋
主
と
な
っ
た
伊
藤
さ

22

ん
は
、
上
高
地
で
初
め
て
開
催
さ
れ
た
日
本
山
岳
会
信
濃
支
部
主
催
の

ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
に
参
加
し
た
。

そ
の
際
、
参
加
者
の
な
か
か
ら
「
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
。
労
働
者
が

来
て
い
る
」
の
声
が
聞
か
れ
、「
返
し
て
し
ま
え
」
な
ど
と
口
論
が
交
わ
さ

れ
た
の
を
耳
に
し
た
。
大
学
山
岳
部
関
係
者
の
間
に
、
登
山
の
〝
専
有
意

識
〞
が
広
ま
っ
て
い
た
時
代
だ
っ
た
。
反
発
を
覚
え
た
伊
藤
さ
ん
は
勤
労

者
山
岳
会
の
創
設
を
呼
び
掛
け
、
東
京
の
四
谷
の
自
宅
を
連
絡
所
と
し
、

ま
ず
2
0
0
人
ほ
ど
で
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

2
0
0
3
年
に
最
高
裁
判
決
で
伊
藤
さ
ん
の
敗
訴
が
決
ま
っ
た
林
野
庁

の
山
小
屋
の
地
代
を
め
ぐ
る
「
収
益
方
式
」
採
用
も
、
小
屋
主
で
た
だ
一

人
、

年
間
に
わ
た
り
異
議
を
申
し
立
て
た
。
見
か
け
は
ソ
フ
ト
だ
が
、

15

権
威
、
権
力
の
非
道
に
は
妥
協
せ
ず
、
身
を
賭
し
て
も
立
ち
向
か
う
反
骨

心
が
宿
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
伊
藤
さ
ん
の
生
き
方
は
、山
小
屋
経
営
で
も
採
算
を
二
の
次
に
、

自
分
の
趣
味
、
道
楽
の
延
長
と
し
て
扱
っ
て
き
た
印
象
と
共
通
す
る
。

今
年

歳
。
さ
す
が
に
足
腰
が
弱
り
、
耳
も
遠
く
な
っ
た
伊
藤
さ
ん
に

93

「
わ
が
人
生
」
を
問
う
と
、「
山
に
懸
け
て
よ
か
っ
た
。
悔
い
は
な
い
」
と

き
っ
ぱ
り
。

写
真
集
の
書
評
と
し
て
は
、
異
例
の
紹
介
と
は
承
知
だ
が
、
そ
ん
な
視

点
も
踏
ま
え
つ
つ
『
源
流
の
記
憶
』
を
目
通
し
い
た
だ
け
れ
ば
、
伊
藤
さ

ん
と
い
う
人
物
と
と
も
に
写
真
の
〝
ゴ
ー
ス
ト
〞
部
分
も
浮
か
び
上
が
る

の
で
は
―
―
と
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
菊
地
俊
朗
)

〈
追
記
〉

伊
藤
さ
ん
は
2
0
1
6
年

月

日
、
急
逝
さ
れ
た
。
私
が
最
後
に
面

6

17

談
し
た
の
は

月

日
だ
っ
た
。
軽
い
脳
卒
中
を
患
わ
れ
た
と
か
で
、
や

3

31

や
生
気
を
失
わ
れ
て
い
た
が
、
記
憶
は
し
っ
か
り
し
て
い
た
。
昭
和
期
で

は
稀
な
、
山
一
筋
の
人
生
。
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
。

図 書 紹 介

303



横
山
勝
丘
著

『ア
ル
パ
イ
ン
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
考
』

こ
の

年
で
日
本
の
ア
ル
パ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
は
大
き
く
発
展
し

10

た
。
夏
の
岩
壁
で
は
高
グ
レ
ー
ド
が
連
続
す
る
マ
ル
チ
ピ
ッ
チ
・
ル
ー
ト

が
次
々
と
出
現
。
冬
に
も
、
既
成
ル
ー
ト
に
と
ら
わ
れ
な
い
岩
と
雪
の

ル
ー
ト
が
、
各
地
の
難
壁
に
作
り
出
さ
れ
た
。

そ
れ
ら
の
新
ル
ー
ト
は
、
国
内
の
み
な
ら
ず
、
ア
ラ
ス
カ
、
パ
タ
ゴ
ニ

ア
、
そ
し
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
ま
で
拓
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
流
れ
を
作
り
出
し
た
中
心
人
物
の
ひ
と
り
が
、
横
山
勝
丘
だ
。
本

書
に
は
彼
の
国
内
外
の
登
攀
記
録
と
、
山
岳
雑
誌
に
連
載
さ
れ
て
い
た
ア

ル
パ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ミ
グ
に
ま
つ
わ
る
エ
ッ
セ
イ
に
書
き
下
ろ
し
を
加
え

た
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

横
山
が
山
岳
雑
誌
で
初
め
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
2
0
0
5

年
、
彼
が

歳
の
と
き
だ
。
ア
ラ
ス
カ
と
ボ
リ
ビ
ア
に
遠
征
し
、
高
難
度

26

の
既
存
ル
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
未
踏
ル
ー
ト
の
初
登
攀
に
も
成
功
し
た
こ

と
が
話
題
と
な
っ
た
。

そ
れ
ま
で
海
外
の
未
踏
ル
ー
ト
と
い
え
ば
、
組
織
だ
っ
た
遠
征
隊
か
、

世
界
レ
ベ
ル
の
ク
ラ
イ
マ
ー
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い

た
。
横
山
は
名
門
信
州
大
学
山
岳
会
の
出
身
。
と
は
い
え
、
大
学
を
出
て

わ
ず
か
2
、
3
年
で
、
同
世
代
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
未
踏
の
ラ
イ
ン
を
完
登

し
た
こ
と
は
、
多
く
の
ク
ラ
イ
マ
ー
を
驚
か
せ
た
。

翌

年
、
横
山
ら
は
再
び
ア
ラ
ス
カ
と
ボ
リ
ビ
ア
に
赴
き
、
さ
ら
に
難

06

し
い
未
踏
ル
ー
ト
を
完
登
。

当
時
の
こ
と
を
横
山
は
、
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「『
自
分
の
ラ
イ
ン
を
引
く
』
と
い
う
行
為
が
、
本
当
に
登
山
の
本
質
な
の

か
は
わ
か
ら
な
い
。
で
も
こ
れ
こ
そ
が
、
ぼ
く
が
ま
さ
に
山
で
や
り
た
い

こ
と
だ
っ
た
の
だ
」

彼
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
並
外
れ
て
高
か
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
当
然
そ
れ
だ
け
で
未
踏
の
ル
ー
ト
を
登
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

成
功
の
要
因
の
多
く
が
本
書
に
書
か
れ
て
い
る
が
、そ
の
ひ
と
つ
が「
残

置
無
視
」と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
国
内
の
壁
で
実
施
し
、未
踏
の
壁
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
た
こ
と
。

「
残
置
」と
は
、壁
に
残
さ
れ
た
ハ
ー
ケ
ン
や
ボ
ル
ト
な
ど
。
そ
れ
を「
無

視
」
し
て
使
わ
ず
、
自
分
た
ち
で
カ
ム
や
ナ
ッ
ツ
な
ど
を
セ
ッ
ト
し
、
確

保
支
点
と
し
て
い
た
。
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そ
し
て
、
支
点
に
ア
ブ
ミ
を
掛
け
る
よ
う
な
人
工
登
攀
も
せ
ず
、
難
所

も
極
力
フ
リ
ー
で
突
破
し
て
い
た
。

横
山
は
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
の
魅
力
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
残
置
支
点
は
無
視
し
、
ト
ポ
に
は
一
切
頼
ら
ず
に
壁
を
見
て
ラ
イ
ン
を

決
め
る
と
い
っ
た
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
イ
マ
ー
自
身
の
感

性
や
能
力
と
い
っ
た
も
の
が
よ
り
大
き
な
カ
ギ
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
」

「
既
成
の
ラ
イ
ン
に
捉
わ
れ
ず
、
自
由
に
よ
り
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を

意
識
し
た
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
実
践
さ
れ
は
じ
め
れ
ば
、
日
本
の
壁
も
捨
て

た
も
ん
じ
ゃ
な
い
」

彼
の
ス
タ
イ
ル
に
影
響
さ
れ
、
残
置
無
視
で
壁
を
登
攀
し
始
め
た
若
手

ク
ラ
イ
マ
ー
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
ア
ル
パ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
新

た
な
流
れ
に
よ
り
、
2
0
0
0
年
代
半
ば
か
ら
日
本
の
ア
ル
パ
イ
ン
・
ク

ラ
イ
ミ
ン
グ
は
静
か
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
た
。

年
に
は
日
本
の

チ
ー
ム
が
、
ピ
オ
レ
ド
ー
ル
賞
を
受
賞
し
た
が
、

09

2

そ
れ
も
国
内
ア
ル
パ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
新
た
な
隆
盛
を
反
映
し
た

も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
実
践
す
る
一
方
で
横
山
が
取
り
組
ん
だ
の
は
、
以

前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
「
パ
チ
ン
コ
」
と
「
黒
部
横
断
」
だ
っ
た
。「
パ

チ
ン
コ
」
は
穂
高
の
岩
壁
群
を
継
続
登
攀
す
る
こ
と
。「
黒
部
横
断
」
は
後

立
山
を
越
え
、
黒
部
川
を
渡
り
、
さ
ら
に
剱
岳
の
険
し
い
稜
線
を
登
り
富

山
側
に
下
山
す
る
と
い
う
も
の
。
大
き
な
壁
の
な
い
日
本
に
お
い
て
、
海

外
の
壁
に
も
匹
敵
す
る
ス
ケ
ー
ル
を
味
わ
え
る
課
題
だ
。

横
山
が
斬
新
的
だ
っ
た
と
こ
ろ
は
、こ
れ
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
捉
え
ず
、

逆
に
そ
の
「
継
続
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
海
外
の
巨
壁
に
持
ち
込
ん
だ
点

だ
。

年
、
横
山
ら
は
、
デ
ナ
リ
南
バ
ッ
ト
レ
ス
の
「
ア
イ
シ
ス
フ
ェ
ー

08

ス
」
か
ら
南
壁
の
「
ス
ロ
ヴ
ァ
ッ
ク
ダ
イ
レ
ク
ト
」
を
継
続
さ
せ
た
の
だ
。

耐
久
力
へ
の
自
信
を
深
め
た
横
山
は
、
翌
年
、
マ
ウ
ン
ト
・
ロ
ー
ガ
ン

南
東
壁
に
向
か
っ
た
。
標
高
差
3
0
0
0
ｍ
に
も
及
ぶ
こ
の
未
踏
壁
の
完

登
は
、
高
い
評
価
を
受
け
、
ピ
オ
レ
ド
ー
ル
賞
を
受
賞
。

こ
の
記
録
文
の
な
か
で
横
山
は
こ
う
語
っ
て
い
た
。

「
ア
ル
パ
イ
ン
は
ス
ポ
ー
ツ
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
。
耐
え
て
、
忍
ん
で
、
不

安
を
抱
え
、
ボ
ロ
ボ
ロ
の
体
で
上
を
目
指
す
。
ど
ん
な
に
素
早
く
登
ろ
う

が
、
ど
ん
な
に
高
い
グ
レ
ー
ド
が
現
わ
れ
よ
う
が
、
そ
ん
な
も
の
は
こ
の

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
本
質
を
ひ
と
つ
も
物
語
っ
て
は
い
な
い
」

本
書
で
は
、
そ
れ
を
掘
り
下
げ
、
グ
レ
ー
ド
に
つ
い
て
、
体
力
に
つ
い

て
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
登
山
と
ス
ポ
ー
ツ
の
違
い
に
つ
い
て
な

ど
、
ア
ル
パ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
を
切
り
取
り
「
本

質
」
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。

氷
と
雪
の
ミ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
世
界
か
ら
一
転
、
横
山
は
12

年
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
パ
タ
ゴ
ニ
ア
の
岩
峰
群
に
通
う
こ
と
と
な
る
。

年
に
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
北
ピ
ラ
ー
登
攀
。
翌

年
に
は
「
フ
ィ
ッ
ロ

12

13

イ
・
ト
ラ
バ
ー
ス
」
に
ト
ラ
イ
。
し
か
し
、
約
半
分
の
と
こ
ろ
で
撤
退
し

た
。

年
は
完
登
を
目
指
し
た
も
の
の
、
悪
天
候
に
よ
り
取
り
付
く
こ
と

14
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が
で
き
ず
。
代
わ
り
に
2
本
の
ル
ー
ト
を
初
登
攀
す
る
に
留
ま
っ
た
。
こ

の
「
フ
ィ
ッ
ツ
ロ
イ
・
ト
ラ
バ
ー
ス
」
と
は
、
フ
ィ
ッ
ロ
イ
山
群
の

つ
7

の
岩
峰
を
縦
走
す
る
こ
と
。

パ
タ
ゴ
ニ
ア
の
岩
峰
は
、
壁
の
部
分
だ
け
フ
ォ
ー
カ
ス
す
れ
ば
、
一
見
、

Ｔ
シ
ャ
ツ
で
登
れ
そ
う
な
ヨ
セ
ミ
テ
渓
谷
の
花
崗
岩
に
見
え
な
く
も
な

い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
至
る
に
は
、
重
い
荷
物
を
背
負
い
数
時
間
の
急
登

を
こ
な
し
、
ク
レ
バ
ス
を
避
け
な
が
ら
氷
河
を
渡
り
、
さ
ら
に
急
な
雪
壁

を
登
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
壁
は

・

ク
ラ
ス
の
ク
ラ
ッ

5

11

ク
が
何
度
も
出
て
く
る
ほ
ど
急
峻
な
上
に
、
薄
氷
、
浮
石
な
ど
の
不
確
定

要
素
も
入
っ
て
く
る
。

そ
ん
な
岩
峰
を
連
続
で

つ
越
え
る
た
め
に
、
1
週
間
分
の
燃
料
と
食

7

料
を
持
っ
て
横
山
は
ト
ラ
イ
し
た
の
だ
。

コ
ン
ペ
が
隆
盛
の
現
代
、
高
難
度
の
フ
リ
ー
が
登
れ
る
ク
ラ
イ
マ
ー
は

大
勢
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
山
の
体
力
が
あ
る
者
は
多
く
な
い
。
一
方
で

体
力
の
あ
る
岳
人
で
、
難
し
い
花
崗
岩
を
フ
リ
ー
で
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
越
え

て
行
け
る
者
は
少
な
い
。

相
反
す
る
と
も
言
え
る
「
フ
リ
ー
」
と
「
体
力
」
を
高
い
次
元
で
融
合

さ
せ
る
こ
と
が
、
パ
タ
ゴ
ニ
ア
で
は
必
要
だ
。
ほ
か
に
も
ど
こ
ま
で
軽
量

化
を
行
な
う
か
、
ど
こ
で
ビ
バ
ー
ク
す
る
か
な
ど
知
的
な
戦
略
も
必
須
。

さ
ら
に
横
山
は
「
肉
体
的
要
素
で
も
技
術
的
要
素
で
も
経
験
的
要
素
で
も

な
く
、
決
し
て
消
え
る
こ
と
の
な
い
燃
え
続
け
る
熱
い
思
い
そ
の
も
の
」

が
求
め
ら
れ
る
と
も
。

こ
の
パ
タ
ゴ
ニ
ア
で
の
経
験
を
活
か
し
、

年
秋
、
横
山
は
ヒ
マ
ラ
ヤ

14

Ｋ
7
の
衛
星
峰
で
あ
る
バ
ダ
ル
・
ピ
ー
ク
（
約
6
1
0
0
ｍ
）
と
い
う
岩

峰
に
南
東
稜
か
ら
初
登
頂
し
た
。
難
度
の
高
い
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を

隔
絶
し
た
高
所
で
行
な
う
と
い
う
革
新
的
な
試
み
だ
っ
た
。

今
後
、
横
山
た
ち
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
は
、
日
本
人
が
誰
も
や
っ
て
こ
な

か
っ
た
領
域
に
突
入
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
本
書
で
語
ら
れ
て
い
る
考

察
が
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
や
概
念
か
ら
外
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
は
、

横
山
た
ち
が
、
未
知
の
領
域
で
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
る
登
攀
を
行

な
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
登
山
史
と
は
全
く
違
う
こ
と
を
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
思
考
を
積
み
重
ね
、
試
行
錯
誤
を
し
、
未
知
の
山
域
に
踏
み

込
ん
で
い
く
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
本
来
の
登
山
の
姿
。

最
先
端
の
登
攀
ス
タ
イ
ル
に
、
か
つ
て
の
冒
険
的
な
登
山
の
面
影
を
見

る
読
者
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

（
大
石
明
弘
)
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北
海
道
大
学
山
の
会
発
行
・
編
集

『寒
冷
の
系
譜

北
大
山
岳
部
九
十
周
年
記
念
海
外
遠
征
史
』

北
大
山
岳
部
は
2
0
1
6
年
に
創
部

周
年
を
迎
え
た
。
そ
の
記
念
事

90

業
と
し
て
、
海
外
遠
征
史
の
み
に
特
化
し
た
記
念
誌
を
刊
行
し
た
。

冒
頭
の
「
通
史
」
で
は
、
明
治

（
1
9
0
9
）
年
、
ド
イ
ツ
語
講
師

42

ハ
ン
ス
・
コ
ラ
ー
氏
が
ス
キ
ー
術
を
北
大
生
に
紹
介
し
、
レ
ル
ヒ
少
佐
が

旭
川
師
団
で
ス
キ
ー
術
を
伝
授
（
明
治

〜

年
）
し
た
ス
キ
ー
と
雪
山

44

45

登
山
の
黎
明
期
を
経
て
、
北
大
ス
キ
ー
部
が
創
立
さ
れ
、
大
正
期
の
学
生

た
ち
は
、
未
だ
地
図
の
空
白
時
代
に
、
北
海
道
中
央
高
地
の
積
雪
期
の
初

登
頂
や
外
地
の
山
々
（
樺
太
や
千
島
）
を
登
り
、
昭
和
元
（
1
9
2
6
）

年
に
山
岳
部
創
立
に
至
っ
た
経
緯
を
解
き
明
か
す
。
昭
和

年
代
に
は
、

10

す
で
に
海
外
登
山
（
カ
ラ
コ
ル
ム
、
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
）
の
勉
強
会

を
盛
ん
に
や
っ
て
い
た
と
い
う
。

第
一
〜
三
部
で
は
、
南
極
観
測
へ
の
深
い
か
か
わ
り
と
、
初
の
海
外
遠

征
の
成
功
、
1
9
6
2
年
に
チ
ャ
ム
ラ
ン
峰
（
7
3
1
9
ｍ
）
を
初
登
頂

し
て
以
降
の
海
外
遠
征
と
学
術
調
査
隊
の
成
立
の
背
景
や
実
績
に
つ
い
て

当
時
の
報
告
書
か
ら
再
編
集
し
、
関
係
者
が
回
想
を
書
き
、
座
談
会
で
反

芻
し
、
再
評
価
し
て
い
る
。

チ
ャ
ム
ラ
ン
峰
以
降
の

年
間
で
、
北
大
山
の
会
が
母
体
と
な
っ
た
遠

50

征
隊
は

隊
、
そ
の
他
有
志
が
参
加
し
た
遠
征
を
加
え
る
と

隊
以
上
、

17

50

2
0
0
人
を
超
え
る
隊
員
が
海
外
の
山
々
へ
登
攀
と
学
術
調
査
に
出
か
け

た
と
い
う
。
毎
年
1
隊
以
上
が
世
界
の
隅
々
ま
で
足
跡
を
残
し
て
い
る
と

い
う
驚
く
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
探
究
心
だ
。

総
合
大
学
と
し
て
、
地
質
鉱
物
、
植
物
学
、
雪
氷
学
、
氷
河
研
究
、
地

球
物
理
学
な
ど
と
登
山
の
連
携
は
創
部
以
来
の
お
家
芸
で
あ
り
、
Ｊ
Ａ
Ｃ

の
第
一
次
マ
ナ
ス
ル
隊
か
ら
学
術
調
査
隊
員
が
参
加
し
て
お
り
、
第
一
次

南
極
観
測
隊
に
は
、
樺
太
犬
を
育
て
、
犬
橇
に
よ
る
踏
査
を
企
て
た
隊
員

た
ち
の
参
加
に
始
ま
り
、
そ
の
後
も
北
大
山
岳
部
関
係
者
の
南
極
や
北
極

観
測
で
の
活
動
が
続
い
て
い
る
。
現
在
ま
で
、
南
極
観
測
隊
に
参
加
し
た

北
大
山
岳
部
関
係
者
は

名
を
超
え
て
い
る
。

50

「
外
地
の
山
々
」
の
初
登
頂
に
始
ま
っ
て
「
地
図
の
空
白
部
」
と
も
い
わ

れ
た
道
な
き
広
い
原
野
と
森
林
を
跋
渉
し
、
雪
深
い
北
海
道
の
山
々
の
登

頂
を
繰
り
返
し
て
き
た
北
大
の
パ
イ
オ
ニ
ア
精
神
は
、
必
然
の
結
果
と
し

て
1
9
8
0
年
、
バ
ル
ン
ツ
ェ
峰
の
冬
期
初
登
頂
、
次
い
で
1
9
8
2
年

に
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
Ⅰ
峰
の
冬
期
初
登
頂
に
導
か
れ
た
と
い
う
（
通
史
「
寒
冷

の
系
譜
」）。
こ
の
あ
た
り
は
「
証
言
―
そ
の
時
代
」
で
今
や
老
境
に
達
し
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た
当
事
者
に
よ
る
座
談
会
で
淡
々
と
、
あ
る
い
は
熱
っ
ぽ
く
語
ら
れ
て
い

る
。第

四
部
「
北
大
山
岳
部
の
ル
ー
ム
」
で
は
、
多
く
の
野
心
的
な
山
行
や

遠
征
を
構
想
し
た
ル
ー
ム
に
つ
い
て
、
創
部
期
か
ら
現
在
ま
で
の
変
遷
が

語
ら
れ
る
。

ま
た
、〈
北
大
山
岳
館
〉建
設
の
経
緯
と
運
営
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
瀟
洒
な
山
小
屋
風
の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
は
、
広
大
な
北
大
キ
ャ
ン
パ
ス
の

森
の
な
か
に
1
9
9
4
年
に
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
た
ち
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
。

山
岳
部
を
中
心
と
し
た
資
料
や
図
書
の
保
存
と
展
示
を
し
て
い
る
。

現
在
、
年
末
年
始
を
除
き
、
毎
週
水
、
土
曜
日
に
一
般
公
開
さ
れ
て
い

る
。（
照
会
先
090-6870-5120）

aach.ees.hokudai.ac.jp/xc/m
odules/Center/index.htm

巻
末
に
「
資
料
」
と
し
て
、
海
外
遠
征
年
表
が
戦
前
（
1
9
2
6
〜
1

9
4
5
）
と
戦
後
編
に
分
け
て
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
戦
前
編
は
1
9
2
6

年
、北
千
島
ア
ラ
イ
ト
山
初
登
頂
に
始
ま
っ
て
、南
千
島
、ア
リ
ュ
ー
シ
ャ

ン
列
島
、
樺
太
、
台
湾
、
朝
鮮
な
ど
へ
頻
繁
に
出
か
け
て
い
る
こ
と
を
知

り
、
戦
後
編
の
華
々
し
い
遠
征
と
併
せ
て
北
大
の
海
外
登
山
の
系
譜
が
読

み
取
れ
る
。

本
書
の
タ
イ
ト
ル
「
寒
冷
の
系
譜
」
は
、
い
と
も
象
徴
的
で
文
学
的
な

響
き
で
は
な
い
か
。
自
由
闊
達
に
語
ら
れ
る
座
談
会
や
本
書
の
た
め
に
新

た
に
書
か
れ
た
回
想
は
、
冒
険
心
を
掻
き
立
て
、
緊
迫
感
が
あ
り
、
ラ
イ

ヴ
な
読
み
も
の
と
し
て
楽
し
め
る
。
多
く
の
伝
統
校
記
念
誌
よ
り
も
大
ら

か
な
自
由
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。

創
刊
号
を
編
ん
だ
伊
藤
秀
五
郎
は
熱
烈
な
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
で
あ
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
、
優
れ
た
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
だ
っ
た
し
、
詩
人
と
し
て
、
文

章
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
（『
北
の
山
』
ほ
か
）。
北
大
の
人
た
ち
は
、

部
外
者
で
も
読
ん
で
楽
し
め
る
部
報
づ
く
り
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い

る
。
ま
た
、
表
紙
の
挿
画
は
、
伊
藤
秀
五
郎
の
提
案
で
、
当
時
、
山
本
鼎

や
恩
地
孝
四
郎
ら
の
創
作
版
画
運
動
と
時
を
同
じ
く
し
て
盛
ん
だ
っ
た
、

札
幌
で
の
創
作
版
画
運
動
の
中
心
的
作
家
・
伊
藤
義
輝
（
北
大
予
科
学
生
）

の
作
品
が
選
ば
れ
、
創
刊
以
来
、
部
報
、
記
念
誌
と
も
に
現
在
ま
で
同
じ

表
紙
画
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
山
羊
か
鹿
か
、
あ
る
い
は
作
者
の
想
像
上

の
動
物
が
山
上
の
楽
園
？

で
戯
れ
、
花
が
咲
き
、
果
実
が
た
わ
わ
に
実

る
と
い
う
、
い
さ
さ
か
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
漂
う
象
徴
版
画
は
幻
想
的
で
味

わ
い
あ
る
作
品
で
あ
る
。

『
五
十
周
年
記
念
誌
』（
1
9
7
8
年
刊
）
に
は
、
創
部
当
時
の
懐
古
的
な

文
章
が
多
く
掲
載
さ
れ
、
坂
本
直
行
の
挿
絵
が
飾
ら
れ
た
文
芸
的
な
雰
囲

気
が
濃
か
っ
た
が
、
本
書
は
、
海
外
遠
征
に
特
化
し
た
堂
々
4
0
0
頁
で
、

記
録
的
な
モ
ノ
ク
ロ
写
真
と
地
図
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、「
色
気
」

に
乏
し
い
。
そ
れ
を
補
っ
て
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
3
巻
が
付
い
て
い
る
（
解
説
書
付

き
）。
本
書
を
読
み
進
み
な
が
ら
、
歴
史
的
な
遠
征
や
登
攀
シ
ー
ン
の
映

像
を
視
る
こ
と
で
、
臨
場
感
が
高
ま
る
だ
ろ
う
。
古
い
フ
ィ
ル
ム
や
画
像

の
処
理
、
音
声
の
編
集
も
見
事
な
で
き
栄
え
だ
。

海
外
登
山
事
情
や
思
潮
の
変
化
の
な
か
で
、
こ
れ
か
ら
の

年
、
北
大

10
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は
い
か
な
る
海
外
遠
征
を
展
開
し
て
い
く
の
か
見
守
り
た
い
。（

松
澤
節
夫
)

神
戸
大
学
山
岳
会
・
山
岳
部
編

『山
と
人

百
年
』

神
戸
高
等
商
業
学
校
の
山
岳
会
と
し
て
1
9
1
5
（
大
正
4
）
年
に
発

足
し
た
ル
ー
ツ
を
も
つ
神
戸
大
学
山
岳
会
・
山
岳
部
の
「
百
年
史
」
で
あ

る
。

上
下
2
巻
か
ら
成
る
。
上
巻
に
は
第
一
部「
百
年
の
山
」と
題
し
て「
海

外
の
山
」
と
「
日
本
の
山
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
山
行
記
録
を
、
下
巻
に
は
第

二
部
「
百
年
の
人
」
と
第
三
部
「
氷
ノ
山
の
五
十
年
」、
第
四
部
「
紀
行
、

随
想
」、
年
表
、
会
員
名
簿
を
収
録
す
る
。
い
ず
れ
も
神
戸
大
学
山
岳
部
の

Ｏ
Ｂ
会
で
あ
る
同
山
岳
会
の
会
員
ら
に
よ
る
分
担
執
筆
に
加
え
て
、
こ
れ

ま
で
の
会
誌
や
報
告
書
な
ど
か
ら
の
転
載
で
編
集
さ
れ
て
い
る
。

第
一
部
「
百
年
の
山
」
の
「
海
外
の
山
」
は
、
最
初
に
「
神
戸
大
学
海

外
登
山
抄
史
」の
一
覧
を
掲
げ
、続
い
て「
台
湾
登
高
遠
征
」（
1
9
3
4
・

3
6
年
）、「
パ
タ
ゴ
ニ
ア
探
検
」（
1
9
5
8
年
）、「
カ
ラ
コ
ル
ム
遠
征
」

（
1
9
7
4
・
7
6
年
）、「
チ
ベ
ッ
ト
学
術
登
山
」（
1
9
8
5
・
8
6
年
）、

「
中
国
地
質
大
学
合
同
登
山
」（
1
9
8
8
・
2
0
0
9
年
）、「
東
チ
ベ
ッ

ト
学
術
登
山
」（
2
0
0
2
・
3
年
）
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
本
書
の

ハ
イ
ラ
イ
ト
と
い
え
る
。

台
湾
行
は
田
中
薫
山
岳
部
長
に
率
い
ら
れ
た
神
戸
商
大
山
岳
部
に
よ
る

当
時
の
日
本
の
辺
境
へ
の
遠
征
登
山
で
あ
っ
た
。
田
中
は
氷
河
研
究
で
知

ら
れ
る
地
理
学
者
。
東
京
高
師
付
属
中
学
の
山
岳
部
の
こ
ろ
に
日
本
山
岳

会
に
入
会
し
（
会
員
番
号
4
4
4
番
）、
学
習
院
高
等
科
か
ら
東
京
帝
国
大

学
に
進
ん
だ
。
学
生
時
代
の
1
9
2
2
年
に
、
ア
イ
ガ
ー
東
山
稜
を
登
攀

し
て
帰
国
し
た
ば
か
り
の
槇
有
恒
の
積
雪
期
槍
ヶ
岳
初
登
頂
に
参
加
し
て

い
る
。
昭
和
の
初
め
に
神
戸
高
商
に
赴
任
。
そ
れ
以
後
、
神
戸
商
大
、
神

戸
大
に
至
る
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
の
指
導
者
だ
っ
た
。

パ
タ
ゴ
ニ
ア
探
検
隊
は
神
戸
大
学
山
岳
会
と
チ
リ
山
岳
会
の
合
同
登
山

図 書 紹 介

309

神
戸
大
学
山
岳
会
・
山
岳
部

2
0
1
5
年
7
月
1
日
刊

Ｂ
5
判

上
巻
3
5
2
ペ
ー
ジ

下
巻
4
5
6
ペ
ー
ジ



隊
で
、
日
本
側
隊
員
9
名
と
チ
リ
側
は
国
内
か
ら
選
抜
さ
れ
た
8
名
の
合

計

名
が
参
加
し
た
。
ア
レ
ナ
レ
ス
（
3
4
3
7
ｍ
）
に
初
登
頂
す
る
。

17
戦
後
も
間
も
な
い
こ
の
時
期
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
な
く
て
南
米
に
目
を
向
け
た

ユ
ニ
ー
ク
な
海
外
登
山
で
、
見
事
な
国
際
交
流
で
あ
っ
た
。
神
戸
大
学
か

ら
は
山
岳
会
長
の
田
中
薫
が
隊
長
、
山
岳
部
長
の
高
木
正
孝
（
文
学
部
助

教
授
）
が
副
隊
長
を
務
め
、
山
岳
会
員
や
カ
メ
ラ
マ
ン
が
参
加
し
た
。
登

山
リ
ー
ダ
ー
の
高
木
は
、
戦
前
の
東
京
帝
国
大
学
卒
業
後
に
ド
イ
ツ
留
学

し
て
戦
後
す
ぐ
に
帰
国
。
本
場
の
ア
ル
プ
ス
で
鍛
え
て
お
り
、
戦
後
最
初

に
日
本
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
目
指
し
た
マ
ナ
ス
ル
踏
査
隊
（
1
9
5
2
年
、

今
西
錦
司
隊
長
）
に
呼
ば
れ
た
の
に
続
い
て
日
本
山
岳
会
マ
ナ
ス
ル
登
山

隊
（
第
1
次
）
の
登
攀
隊
長
を
務
め
た
。
社
会
心
理
学
者
と
し
て
多
く
の

著
述
が
あ
る
が
、
1
9
6
2
年
に
南
太
平
洋
で
調
査
中
に
行
方
不
明
と
な

る
。
そ
れ
ま
で

年
間
、神
戸
大
学
山
岳
部
長
で
あ
っ
た
。
田
中
薫
編『
大

10

氷
河
を
行
く
―
―
南
米
チ
リ
・
パ
タ
ゴ
ニ
ア
探
検
』（
1
9
5
8
年
、
毎
日

新
聞
社
）
と
、
高
木
正
孝
『
パ
タ
ゴ
ニ
ア
探
検
記
』（
1
9
6
8
年
、
岩
波

新
書
）
が
没
後
に
出
て
い
る
。

カ
ラ
コ
ル
ム
遠
征
は
シ
ェ
ル
ピ
・
カ
ン
リ
（
7
3
8
0
ｍ
）
を
目
指
し

て
、
第
1
次
隊
（
田
中
俊
甫
隊
長
）
の
2
年
後
の
第
2
次
隊
（
平
井
一
正

隊
長
）
が
初
登
頂
す
る
。
神
戸
大
学
に
と
っ
て
初
の
7
0
0
0
ｍ
級
初
登

頂
で
あ
っ
た
。
平
井
一
正
編
『
コ
ン
ダ
ス
の
女
王
シ
ェ
ル
ピ
・
カ
ン
リ
』

（
1
9
7
7
年
、
神
戸
新
聞
社
）
が
出
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
約

年
後

10

の
チ
ベ
ッ
ト
学
術
登
山
（
平
井
一
正
隊
長
）
で
も
ク
ー
ラ
・
カ
ン
リ
（
7

5
5
4
ｍ
）
に
初
登
頂
す
る
。
当
時
の
未
踏
峰
と
し
て
世
界
第
2
の
高
峰

で
あ
っ
た
。
同
隊
編
『
天
帝
の
峰
に
挑
む
』
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

中
国
地
質
大
学
（
武
漢
）
と
の
合
同
隊
は
、
四
川
省
の
チ
ェ
ル
ー
山
（
6

1
6
8
ｍ
）
と
チ
ベ
ッ
ト
の
ロ
プ
チ
ン
峰
（
6
8
0
5
ｍ
）
に
初
登
頂
し

て
お
り
、
神
戸
大
学
ら
し
い
国
際
交
流
と
い
え
よ
う
。
東
チ
ベ
ッ
ト
学
術

登
山
隊
（
平
井
一
正
総
隊
長
、
北
口
博
教
登
山
隊
長
、
乙
藤
洋
一
郎
学
術

隊
長
）
は
チ
ベ
ッ
ト
の
未
知
の
山
域
だ
っ
た
カ
ン
リ
ガ
ル
ポ
山
群
に
入
っ

て
ル
オ
ニ
イ
峰
（
6
8
8
2
ｍ
）
を
試
登
し
、
こ
の
山
群
の
詳
し
い
山
座

同
定
を
し
た
。

「
日
本
の
山
」
は
、
1
9
5
1
年
か
ら
の
合
宿
一
覧
に
続
い
て
、
主
な
山

行
を
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
記
し
て
い
る
。
当
時
の
部
報
に
よ
っ

て
い
る
の
も
あ
る
が
、
改
め
て
の
執
筆
も
あ
る
。
現
役
時
代
の
登
山
を
振

り
返
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
青
春
の
記
録
と
い
え
よ
う
。

第
二
部
「
百
年
の
人
」
は
、
戦
後
の
神
戸
大
学
山
岳
部
・
山
岳
会
の
結

成
の
経
緯
や
、
神
戸
大
学
に
合
併
な
る
ま
で
の
神
戸
高
等
工
業
（
神
戸
工

専
）
山
岳
部
の
歴
史
に
触
れ
た
の
ち
、
歴
代
の
山
岳
部
長
・
山
岳
会
長
の

プ
ロ
フ
ィ
ル
や
思
い
出
を
綴
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
山
に
逝
っ
た
岳
友
」

「
今
は
亡
き
山
の
友
の
思
い
出
」
と
続
く
。

第
三
部
「
氷
ノ
山
の
五
十
年
」
は
、
戦
後
に
山
岳
部
の
山
小
屋
と
し
て

で
き
た
神
戸
大
学
氷
ノ
山
体
育
所
（
千
本
杉
ヒ
ュ
ッ
テ
）
に
つ
い
て
記
し

て
い
る
。

第
四
部
「
紀
行
、
随
想
」
の
「
八
十
年
史
か
ら
二
十
年
」（
金
井
健
二
）

310



は
、
創
部
八
十
周
年
記
念
の
『
山
と
人

八
十
年
』
の
編
集
責
任
者
の
執

筆
。
こ
の

年
の
神
戸
大
学
山
岳
会
の
歩
み
は
、
テ
ー
マ
と
す
る
「
未
知

20

へ
の
挑
戦
」
が
東
チ
ベ
ッ
ト
の
カ
ン
リ
ガ
ル
ポ
山
群
へ
の
2
回
の
挑
戦
に

結
実
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
上
で
、

年
史
を
め
ぐ
る
論
争
に
展
開
し

80

て
い
く
。「
監
督
団
に
つ
い
て
―
山
岳
部
の
指
導
体
制
は
如
何
に
あ
る
べ

き
か
」（
東
郷
賢
治
）
は
、
神
戸
大
学
山
岳
部
に
1
9
5
8
年
か
ら
6
6
年

ま
で
存
在
し
た
仕
組
み
に
触
れ
て
い
る
。

末
尾
に
現
山
岳
部
長
の
乙
藤
洋
一
郎（
理
学
部
教
授
）に
よ
る「
チ
ベ
ッ

ト
高
原
の
研
究
論
文
」。
1
9
8
6
年
の
チ
ベ
ッ
ト
学
術
登
山
（
ク
ー
ラ
・

カ
ン
リ
）
隊
以
来
の
地
質
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
な
ど
に
よ
る
「
イ
ン
ド
大

陸
衝
突
に
伴
う
ア
ジ
ア
大
陸
の
変
形
」
関
連
の
研
究
論
文
が

本
に
の
ぼ

29

り
、
世
界
の
研
究
者
に
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
見
事
な
成
果
で
あ
る
。

（
斎
藤
清
明
)

Steve
H
ouse
&
ScottJohnston

『T
raining
for
the
N
ew
A
lpinism
;

A
M
anualfor
the
Clim
ber
as
A
thlete』

登
山
者
や
ク
ラ
イ
マ
ー
に
と
っ
て
最
良
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
は
、
登
山

や
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
そ
の
も
の
を
行
な
う
こ
と
、
と
い
う
の
が
伝
統
的
な
考

え
方
だ
っ
た
。
こ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
だ
け

を
し
て
い
る
と
、
あ
る
レ
ベ
ル
で
頭
打
ち
が
来
て
し
ま
う
。
故
障
や
ケ
ガ

も
起
こ
し
や
す
く
な
る
。

野
球
の
選
手
で
言
え
ば
、
野
球
の
練
習
だ
け
し
か
し
て
い
な
い
こ
と
に

等
し
い
。
現
代
で
は
高
校
野
球
の
選
手
で
さ
え
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
導

入
し
、
年
間
を
通
し
て
計
画
的
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
み
上
げ
て
、
よ
り

高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
ア
ル
パ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
導
入
し
た
も

の
が
本
書（
以
下
、Ｎ
Ａ
）で
あ
る
。「
ア
ス
リ
ー
ト
と
し
て
の
ク
ラ
イ
マ
ー

図 書 紹 介
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の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
副
題
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。

著
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
Ｓ
・
ハ
ウ
ス
は
、
現
代
の
最
強
の
ア
ル
パ
イ

ン
ク
ラ
イ
マ
ー
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
、現
代
の
ス
ポ
ー
ツ
・
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
理
論
、
運
動
生
理
学
、
ス
ポ
ー
ツ
栄
養
学
な
ど
を
基
盤
と
し
、
そ

れ
に
自
ら
の
実
践
（
実
験
と
言
っ
て
も
よ
い
）
も
加
味
し
て
著
わ
し
た
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
書
で
あ
る
。

ま
た
、
共
著
者
の
Ｓ
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
は
、
元
一
流
の
ク
ロ
ス
カ
ン
ト

リ
ー
・
ス
キ
ー
選
手
で
、
現
在
で
は
ア
メ
リ
カ
の
ト
ッ
プ
選
手
の
コ
ー
チ

を
し
て
い
る
。
ア
ル
パ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
も
こ
な
し
、
ハ
ウ
ス
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
ー
チ
で
も
あ
る
。

ハ
ウ
ス
は
数
多
く
の
優
れ
た
登
攀
を
し
て
い
る
。
2
0
0
4
年
に
は
Ｋ

7
の
南
西
壁
を

時
間
で
単
独
登
攀
し
た
。
2
0
0
5
年
に
は
ナ
ン
ガ
・

42

パ
ル
バ
ッ
ト
の
ル
パ
ー
ル
壁
を
、

人
で
新
ル
ー
ト
か
ら

日
間
で
登
攀

2

6

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
彼
の
ク
ラ
イ
マ
ー
と
し
て
の
能
力
に
、
ジ
ョ
ン
ス

ト
ン
の
コ
ー
チ
と
し
て
の
能
力
が
加
わ
っ
た
成
果
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も

現
代
の
ス
ポ
ー
ツ
界
の
あ
り
方
と
よ
く
似
て
い
る
。

Ｎ
Ａ
の
目
次
を
拾
っ
て
み
る
と
、
持
久
力
や
筋
力
に
関
す
る
運
動
生
理

学
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
理
論
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
展
開
す
る
た
め
の
具
体

的
な
方
法
論
、
栄
養
、
高
所
順
応
、
メ
ン
タ
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
、

事
前
に
行
な
う
べ
き
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
か
ら
現
地
に
行
っ
て
か
ら
の
対
策
ま

で
、
順
序
立
て
て
書
い
て
い
る
。
以
下
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
部
分
に
関
し

て
具
体
的
な
内
容
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

「
期
分
け
」：
真
に
大
き
な
登
攀
を
成
功
さ
せ
る
に
は
体
力
の
ピ
ー
ク
を

作
っ
て
行
な
う
必
要
が
あ
る
が
、
ピ
ー
ク
は

年
に

〜

回
し
か
作
れ

1

1

2

な
い
。
そ
こ
で
大
き
な
目
標
に
向
け
て
半
年
〜

年
が
か
り
で
少
し
ず
つ

1

身
体
づ
く
り
を
す
る
。
具
体
的
に
は
、
回
復
期
、
移
行
期
、
基
盤
期
、
特

異
期
、
調
整
期
の

つ
に
分
け
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
み
上
げ
て
い
く
。

5

大
き
な
登
攀
が
終
わ
れ
ば
心
身
共
に
疲
弊
し
て
し
ま
う
の
で
、
再
び
回
復

期
に
戻
っ
て
身
体
づ
く
り
か
ら
や
り
直
す
。

「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ゾ
ー
ン
」：
下
界
で
も
山
で
も
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
な
運
動

を
す
る
だ
け
で
は
成
果
は
上
が
ら
な
い
。
運
動
の
強
度
を
ゾ
ー
ン

〜
1

5

の

段
階
に
分
け
て
、
低
強
度
で
の
長
時
間
運
動
（
量
）
と
高
強
度
で
の

5
短
時
間
運
動
（
質
）
と
を
上
手
に
組
み
合
わ
せ
て
行
な
う
。
本
番
の
登
攀

で
は
質
の
高
い
運
動
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
も
高
強
度

の
運
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
高
強
度
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
反
復
す
る
に
は
強
い
耐
久
力
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
養
成
す
る
た
め

に
量
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

「
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」：
登
山
は
持
久
力
中
心
の
運
動
と
考
え
ら
れ
が

ち
だ
が
、
筋
力
が
弱
け
れ
ば
持
久
力
も
発
揮
で
き
な
い
。
技
術
の
発
揮
に

つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
筋
力
が
あ
っ
て
こ
そ
の
持
久
力
や
技
術

と
考
え
、
最
大
筋
力
を
増
加
さ
せ
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
非
常
に
重
要
と
な

る
。
週
に

回
を
目
安
に
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
な
う
。

2

「
体
力
テ
ス
ト
」：
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
体
力
作
り
が
で
き
て
い
る
か
を
確

認
す
る
た
め
に
、
簡
易
な
体
力
テ
ス
ト
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
い
る
。
た
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と
え
ば
1
0
0
0
ｆ
登
高
能
力
テ
ス
ト
は
、
自
分
の
体
重
の

％
の
ザ
ッ

20

ク
を
背
負
っ
て
全
力
で
標
高
差
3
0
5
ｍ
の
山
道
を
上
る
。

分
未
満
で

20

上
れ
れ
ば
非
常
に
良
い
と
評
価
す
る
。
ま
た

分
間
の
制
限
時
間
で
、
鉄

1

棒
懸
垂
が

回
以
上
、
上
体
起
こ
し
が

回
以
上
、
腕
立
て
伏
せ
が

回

26

51

41

以
上
で
き
れ
ば
非
常
に
良
い
と
評
価
す
る
。

本
書
は
Ｂ
5
版
で
4
6
4
頁
、
重
さ
が
1
・
5
㎏
も
あ
る
大
部
な
本
で

あ
る
。
邦
訳
が
な
い
の
は
残
念
だ
が
、
写
真
、
イ
ラ
ス
ト
、
図
、
表
が
豊

富
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
説
明
文
の
単
語
を
拾
っ
て
読
む
だ
け
で

も
発
見
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
書
に
は
ま
た
、
各
国
の
優
れ
た
ク
ラ
イ
マ
ー

と
の
対
談
や
エ
ッ
セ
イ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
Ｐ
・
ハ
ー
ベ
ラ
ー
、
Ｖ
・

ク
ル
テ
ィ
カ
、
Ｍ
・
プ
レ
ゼ
リ
、
フ
リ
ー
・
ク
ラ
イ
マ
ー
の
Ｔ
・
ヤ
ニ
ロ
、

女
性
ウ
ル
ト
ラ
・
ラ
ン
ナ
ー
の
Ｋ
・
モ
ー
ル
な
ど
が
登
場
し
て
い
る
。

運
動
生
理
学
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
学
の
基
本
概
念
を
知
っ
て
お
け
ば
、
本

書
を
さ
ら
に
深
く
理
解
で
き
る
。
自
己
宣
伝
に
な
っ
て
恐
縮
だ
が
、
評
者

が
今
秋
上
梓
す
る
予
定
の
『
登
山
の
運
動
生
理
学
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
学
』

（
東
京
新
聞
出
版
局
）の
な
か
に
、こ
の
本
を
読
む
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
、

そ
の
内
容
や
基
本
概
念
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
お
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
登
山
界
に
こ
の
よ
う
な
現
代
流
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
理
論
を

導
入
し
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
最
初
の
人
は
Ｒ
・
メ
ス
ナ
ー
だ
ろ
う
。

彼
の
初
期
の
著
作
で
あ
る
『
第
7
級
―
極
限
の
登
攀
』（
横
川
文
雄
訳
、
山

と
溪
谷
社
、
1
9
7
4
）
を
読
む
と
彼
の
先
進
性
が
分
か
る
。

続
い
て
は
1
9
9
9
年
に
ア
メ
リ
カ
の
Ｍ
・
ト
ワ
イ
ト
が
『
Extrem
e

A
lpinism
;Clim
bing
Light,Fast,&
H
igh』
を
著
わ
し
た
（
以
下
、
Ｅ

Ａ
）。
Ｅ
Ａ
は『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ア
ル
パ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』の

巻（
2

44

0
0
2
年
）
で
、

世
紀
の
登
山
書
の
ベ
ス
ト
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
の
な
か

20

に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
評
者
は
『
岳
人
』
7
2
2
号
〈
2
0
0
7

年
8
月
号
〉
に
Ｅ
Ａ
の
抄
訳
を
紹
介
し
て
い
る
）。

ト
ワ
イ
ト
も
優
れ
た
ア
ル
パ
イ
ン
・
ク
ラ
イ
マ
ー
で
、
ハ
ウ
ス
と
一
緒

に
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
も
行
な
っ
て
い
る
。
ト
ワ
イ
ト
の
方
が

歳
年
上
で
あ

9

る
。
彼
ら
の
最
も
有
名
な
登
攀
は
、
2
0
0
0
年
に
デ
ナ
リ
南
壁
の
最
難

ル
ー
ト
と
さ
れ
る
ス
ロ
バ
キ
ア
・
ダ
イ
レ
ク
ト
ル
ー
ト
で
行
な
っ
た

時
60

間
の
不
眠
不
休
で
の
登
攀
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
Ｅ
Ａ
で
書
い
た
と
お
り
の
方
法
論
を
実
行
し
て
い
る
。
そ
の

要
点
は
、着
の
み
着
の
ま
ま
と
も
い
え
る
ほ
ど
に
装
備
を
軽
量
化
す
る
が
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
水
分
と
は
登
攀
中
も
絶
え
ず
補
給
し
、
高
い
運
動
能
力

を
発
揮
し
続
け
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

Ｅ
Ａ
で
は
下
界
の
ス
ポ
ー
ツ
の
方
法
論
を
直
輸
入
し
た
感
の
あ
る
箇
所

も
あ
り
、
実
際
に
デ
ナ
リ
で
も
思
い
ど
お
り
に
い
か
な
い
部
分
も
出
て
き

た
。
し
か
し
、
そ
の

年
後
に
書
か
れ
た
Ｎ
Ａ
で
は
、
そ
の
後
の
ハ
ウ
ス

15

の
豊
富
な
実
践
体
験
に
基
づ
い
て
、
Ｅ
Ａ
の
方
法
論
を
よ
り
ク
ラ
イ
ミ
ン

グ
に
合
う
も
の
に
修
正
・
発
展
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ｎ
Ａ
の
序
文
は

ト
ワ
イ
ト
が
書
い
て
い
る
。

余
談
に
な
る
が
、
日
本
に
も
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
書
と
し
て
読
み
応
え
の
あ

る
本
が
あ
る
。
少
し
古
い
も
の
で
は
小
西
政
継
氏
（
故
人
）
の
『
ロ
ッ
ク
・
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ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
本
』、
最
新
の
も
の
で
は
横
山
勝
丘
氏
の
『
ア
ル
パ
イ
ン

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
考
』（
い
ず
れ
も
山
と
溪
谷
社
）
が
興
味
深
い
。
メ
ス
ナ
ー

の
本
か
ら
Ｅ
Ａ
、
Ｎ
Ａ
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
日
本
人
ク
ラ
イ
マ
ー
が
書
い

た
本
と
読
み
比
べ
て
み
る
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
ハ
ウ
ス
が
自
身
の
登
攀
に
焦
点
を
当
て
て
書
い
た
著
作
と
し
て

『
垂
直
の
か
な
た
へ
』（
海
津
正
彦
訳
、
白
水
社
、
2
0
1
2
）
が
あ
る
。

こ
れ
も
併
わ
せ
て
読
め
ば
Ｎ
Ａ
を
理
解
す
る
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
山
本
正
嘉
)

Cristopher
N
orton
編

『EV
ER
EST
R
EV
EA
LED
Private
D
iaries

and
SketchesofEdw
ard
N
orton,1922-24』

本
書
は
1
9
2
2
・

年
（
第
2
・
3
次
）
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
遠
征
に
参

24

加
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ノ
ー
ト
ン
（
1
8
8
4
〜
1
9
5
4
）
の
ス
ケ
ッ

チ
と
日
記
、
書
簡
集
で
あ
り
、
父
祖
の
功
績
を
顕
彰
す
る
た
め
に
、
ノ
ー

ト
ン
の
孫
が
編
集
、
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

多
少
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
邦
題
を
付
す
と
し
た
ら
『
今
明
ら
か
に
さ

れ
る
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
2
0
2
2
・

遠
征
隊
の
真
実
と
功
績
』
と
い
う
と

24

こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

巻
頭
の
「
は
し
が
き
（
前
置
き
）」
と
し
て
、
刊
行
者
で
あ
る
孫
が
「
序

文
（
論
）」
と
し
て
、
刊
行
の
経
緯
を
長
男
が
、
典
型
的
な
ア
ッ
パ
ー
・
ミ

ド
ル
の
ノ
ー
ト
ン
家
に
生
ま
れ
た
故
人
の
人
柄
、
職
業
軍
人
と
し
て
の
栄

進
ぶ
り
と
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
山
家
と
し
て
の
功
績
を
詳
述
し
て
い
る
。

エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
へ
の
英
国
隊
の
執
心
ぶ
り
は
、
時
代
ご
と
に
百
戦
錬
磨

の
登
山
家
（
ヒ
マ
ラ
ヤ
ニ
ス
ト
）
を
輩
出
し
、
多
く
の
著
作
が
今
も
読
み

継
が
れ
て
い
て
、
ス
マ
イ
ス
や
シ
プ
ト
ン
、
テ
ィ
ル
マ
ン
な
ど
文
名
の
高

い
登
山
家
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
し
か
し
、
ノ
ー
ト
ン
に
は
ま
と

ま
っ
た
著
作
が
な
か
っ
た
。
外
地
へ
出
兵
中
な
ど
の
事
情
で
、
遠
征
報
告

書
の
執
筆
も
か
な
わ
な
か
っ
た
ら
し
い
（
は
し
が
き
、
序
文
）。
遠
征
後
90

年
余
、
没
後

年
経
っ
て
、
ノ
ー
ト
ン
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
よ
る
記
念
的
出

60

版
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

2
回
の
遠
征
中
に
描
か
れ
た
水
彩
画
と
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
（
ク
ロ
ッ

キ
ー
）、
遠
征
中
の
個
人
的
な
日
記
、
通
の
書
簡
と
編
者
に
よ
る
解
説
で

6

構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
数
あ
る
「
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
も
の
」
の
な
か
で
「
写

生
集
」
の
刊
行
は
初
め
て
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
ノ
ー
ト
ン
は
、
陸
軍
の
騎
馬
砲
兵
隊
士
官
と
し
て
第
一
次
大
戦

314
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に
従
軍
し
た
。
1
9
2
2
年
遠
征
当
時
は
少
佐
。
大
戦
前
に
イ
ン
ド
駐
在

経
験
が
あ
り
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
の
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
隊
員
選
抜
の
理

由
で
あ
る
と
の
こ
と
。
ま
た
、
ノ
ー
ト
ン
少
年
は
シ
ャ
モ
ニ
谷
の
ス
イ
ス

寄
り
に
あ
っ
た
母
方
の
祖
父
の
シ
ャ
レ
ー
に
滞
在
し
て
、
周
辺
の
ア
ル
プ

ス
の
峰
々
を
弟
た
ち
と
と
も
に
登
る
こ
と
で
登
山
に
目
覚
め
た
と
い
う

（
序
文
）。

『
ア
ル
パ
イ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
2
0
1
5
年
の
本
書
の
書
評
（
エ
ド
・

ダ
グ
ラ
ス
執
筆
）
に
よ
れ
ば
、〈
ノ
ー
ト
ン
は
、
2
8
1
2
8
フ
ィ
ー
ト
の

最
高
到
達
点
達
成
者
な
の
に
な
ぜ
比
較
的
知
ら
れ
て
い
な
い
か
？

マ
ロ

リ
ー
や
ア
ー
ヴ
ィ
ン
、
サ
マ
ヴ
ェ
ル
と
比
べ
て
、
歴
史
家
の
目
に
と
ま
り

に
く
か
っ
た
。
ウ
オ
ル
ト
・
ア
ン
ス
ワ
ー
ス
曰
く
「
六
番
目
の
登
攀
隊
員

に
選
ば
れ
た
ノ
ー
ト
ン
少
佐
（

歳
）
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
イ
ル
ス

38

卿
＝
1
8
5
4
年
に
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
を
登
り
、
ア
ル
プ
ス
登
山
の
黄

金
時
代
の
幕
開
け
を
し
た
＝
の
孫
で
あ
り
、
ま
た
、
マ
ロ
リ
ー
と
も
遠
縁

関
係
に
あ
る
。
登
山
経
験
は
乏
し
か
っ
た
よ
う
に
見
え
、
あ
え
て
挙
げ
れ

ば
、
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド
が
1
9
2
2
年
遠
征
史
上
で
の
紹
介
で
、「
イ
ン

ド
で
は
猪
狩
り
の
技
術
と
そ
の
愛
好
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
」〉

と
手
厳
し
い
。

本
書
に
は
、
ノ
ー
ト
ン
が
単
独
で
無
酸
素
最
高
地
点
を
目
指
す
姿
（
1

9
2
4
年
）
な
ど
、
サ
マ
ヴ
ェ
ル
や
ノ
エ
ル
が
撮
影
し
た
シ
ョ
ッ
ト
が
鮮

明
に
再
現
さ
れ
て
載
っ
て
い
る
が
、
ノ
ー
ト
ン
は
、
長
身
で
知
ら
れ
る
マ

ロ
リ
ー
よ
り
も
一
段
と
長
身
で
あ
っ
た
。
巻
頭
の
ノ
エ
ル
に
よ
る
ポ
ー
ト

レ
ー
ト
は
、

年
の
頂
上
攻
略
の
際
に
凍
傷
で
一
部
を
失
っ
た
右
耳
た
ぶ

22

が
痛
々
し
い
。

年
に
は
、
雪
盲
に
な
り
な
が
ら
も
無
酸
素
最
高
点
到
達

24

の
記
録
を
打
ち
立
て
た
ほ
ど
だ
か
ら
高
所
に
は
強
さ
を
発
揮
し
た
。

所
載
さ
れ
た
写
生
の
数
々
は
、
本
書
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

年
以
上

90

も
経
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
美
し
い
再
現
ぶ
り
だ
。
ノ
ー
ト
ン
夫
人
が

大
切
に
保
管
し
て
い
た
と
の
こ
と
だ
が
、
鮮
や
か
な
水
彩
画
は
現
代
の
デ

ジ
タ
ル
印
刷
技
術
の
成
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
写
実
的
で
色
彩
遠
近
法
の

風
景
画
は
英
国
人
の
お
家
芸
で
あ
り
、ノ
ー
ト
ン
自
身
も
少
年
時
代
か
ら
、

自
然
観
察
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
花
や
動
物
の
写
生
は
生
き
生
き
と

描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

年
の
遠
征
は
、
ロ
ン
グ
ス
タ
ッ
フ
博
士
か
ら

22

ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
の
補
助
役
を
命
じ
ら
れ
て
、
動
植
物
の
写
生
に
は
チ
カ

ラ
が
こ
も
っ
て
い
る
。
野
鳥
の
標
本
を
自
然
史
博
物
館
（
ロ
ン
ド
ン
）
へ

送
る
任
務
も
帯
び
て
い
た
と
い
う
。

小
さ
な
ナ
ッ
プ
サ
ッ
ク
に
入
れ
た
2
冊
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
と
絵
の
具

を
取
り
出
し
て
、
じ
っ
く
り
と
、
あ
る
い
は
早
描
き
で
熱
心
に
筆
を
運
ぶ

姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
初
め
て
見
る
チ
ベ
ッ
ト
の
風
物
や
キ
ャ
ラ
バ
ン
が
進

む
に
し
た
が
っ
て
次
々
と
展
開
す
る
荘
厳
な
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
、

チ
ョ
ー
・
オ
ユ
ー
、
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
な
ど
の
精
密
な
写
生
は
、
鮮
や
か
な

筆
運
び
だ
。

ま
た
、
騎
馬
隊
員
な
ら
で
は
の
馬
や
哺
乳
動
物
の
描
写
は
際
立
っ
て
い

る
。
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
（
エ
ン
ピ
ツ
画
）
は
、
中
腰
で
箱
型
カ
メ
ラ
を
構
え

る
ノ
エ
ル
、
昆
虫
を
追
う
隊
員
、
ロ
バ
か
ら
落
ち
る
隊
員
な
ど
の
線
描
の
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筆
が
さ
え
る
。
ク
イ
ズ
仕
立
て
の
解
説
付
き
「
タ
イ
ム
ズ
・
文
学
特
集
版

に
読
み
耽
る
オ
デ
ル
」
の
姿
は
、
傍
ら
で
新
聞
を
の
ぞ
き
込
む
よ
う
な
馬

の
表
情
と
併
せ
て
温
か
い
ユ
ー
モ
ア
が
漂
う
。
エ
ベ
レ
ス
ト
挑
戦
の
緊
迫

感
よ
り
も
、
時
間
が
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
古
き
良
き
時
代
の
お
お
ら
か
な

キ
ャ
ラ
バ
ン
や
登
山
風
景
が
想
像
で
き
る
。

写
生
や
鉛
筆
画
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
る
個
人
的
な
日
記
に
は
、

キ
ャ
ラ
バ
ン
や
登
山
の
様
子
が
い
と
も
簡
潔
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
軍
人
ら

し
く
、
謹
厳
で
冷
静
。
情
緒
や
文
芸
的
香
り
は
乏
し
い
が
、

年
は
、
ブ

24

ル
ー
ス
将
軍
に
代
わ
っ
て
実
質
的
に
隊
長
を
任
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
隊

員
の
行
動
状
況
や
頂
上
攻
略
の
記
述
に
は
緊
張
感
が
漂
う
。

ブ
ル
ー
ス
隊
員
（
ブ
ル
ー
ス
隊
長
の
従
弟
）
が
、
瓶
に
半
分
ほ
ど
ウ
イ

ス
キ
ー
を
残
し
て
い
っ
た
が
、
実
は
紅
茶
だ
っ
た
。
後
に
な
っ
て
気
づ
い

た
ら
4
月
1
日
の
仕
業
、
と
い
う
英
国
人
ら
し
い
ユ
ー
モ
ア
も
忘
れ
て
い

な
い
。

本
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
読
み
ど
こ
ろ
は
、
2
回
の
遠
征
中
に
書

か
れ
た

通
の
書
簡
で
あ
る
。

年
は
初
め
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
に
選
抜
さ

6

22

れ
た

歳
独
身
の
長
男
と
し
て
は
、
母
親
へ
の
便
り
は
欠
か
せ
な
い
こ
と

38

だ
っ
た
ろ
う
。
遠
征
中
に
、
父
親
の
病
気
、
お
じ
の
死
が
現
地
に
伝
え
ら

れ
て
い
た
。

行
動
中
に
書
か
れ
た
日
記
は
時
間
の
制
約
も
あ
っ
た
ろ
う
、
簡
潔
で
事

務
的
。
そ
れ
を
補
う
よ
う
に
連
綿
と
遠
征
の
様
子
と
心
情
を
書
き
綴
っ
て

い
る
点
で
読
み
応
え
が
あ
る
。

な
か
で
も
長
文
の
私
信
2
通
（
本
書
の
8
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
）
は
、
Ｂ
Ｃ

で
落
ち
着
い
て
時
間
を
か
け
て
書
か
れ
た
も
の
で（
そ
の
日
の
日
記
に「
終

日
手
紙
書
き
と
ス
ケ
ッ
チ
」「
終
日
家
族
へ
手
紙
書
き
」
と
書
き
込
ま
れ
て

い
る
）、
母
親
や
家
族
が
読
む
こ
と
を
予
定
し
た
か
ら
、
心
情
の
吐
露
は
率

直
で
愚
痴
も
混
じ
え
て
い
る
。

隊
員
の
健
康
状
態
や
性
格
を
詳
し
く
書
い
て
い
て
、
わ
け
て
も
マ
ロ

リ
ー
に
つ
い
て
「
最
高
の
隊
員
で
あ
り
、
高
所
に
お
い
て
は
あ
る
種
ス
ー

パ
ー
マ
ン
で
、
サ
マ
ヴ
ェ
ル
と
と
も
に
さ
ら
に
高
所
を
目
指
せ
る
」
と
称

賛
を
惜
し
ま
な
い
。

初
め
て
目
に
す
る
チ
ベ
ッ
ト
高
原
の
荒
涼
さ
や
圧
倒
的
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
の

巨
峰
に
つ
い
て
、ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
狭
谷
や
少
年
時
代
か
ら
親
し
ん
だ
、

シ
ャ
モ
ニ
周
辺
の
シ
ャ
ル
ド
ネ
針
峰
に
例
え
て
感
動
や
興
奮
を
伝
え
て
い

る
。
東
ロ
ン
ブ
ク
氷
河
を
ア
ル
ジ
エ
ン
チ
ェ
ー
ル
氷
河
に
見
立
て
て
、
尖

塔
状
の
巨
大
な
セ
ラ
ッ
ク
群
の
生
成
の
不
可
思
議
に
打
た
れ
た
、
と
率
直

な
感
動
が
ほ
ほ
え
ま
し
い
。

3
通
目
は
、ロ
ン
ブ
ク
の
Ｂ
Ｃ
で
5
月

〜

日
に
書
か
れ
た
も
の
で
、

25

26

冒
頭
で
マ
ロ
リ
ー
、
サ
マ
ヴ
ェ
ル
と
と
も
に
Ｃ

に
泊
ま
っ
て
、
北
東
稜

5

の
付
け
根
に
近
い
2
6
7
5
0
ｆ
ま
で
無
酸
素
で
到
達
し
た
詳
細
を
誇
ら

し
げ
に
母
親
に
語
る
。
ブ
ル
ー
ス
将
軍
と
ロ
ン
グ
ス
タ
ッ
フ
に
自
身
の
存

在
感
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
誇
ら
し
い
。

勇
敢
で
苦
し
い
登
高
の
記
述
は
迫
力
が
あ
る
。
ノ
ー
ト
ン
は
右
耳
の
凍

傷
が
化
膿
し
て
も
登
高
意
欲
満
々
、
降
雪
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
マ
ヴ
ェ
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ル
と
と
も
に
上
を
目
指
そ
う
と
す
る
。
体
調
不
良
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
鉄

人
」
マ
ロ
リ
ー
も
上
を
目
指
す
こ
と
を
直
ち
に
賛
成
し
た
。
そ
の
マ
ロ

リ
ー
も
指
と
爪
先
に
凍
傷
を
負
っ
た
と
い
う
。

初
め
て
の
山
頂
挑
戦
の
様
子
は
痛
ま
し
い
。
酸
素
使
用
は
上
首
尾
だ
っ

た
よ
う
だ
が
、
再
度
の
頂
上
ア
タ
ッ
ク
に
は
不
十
分
と
、
総
合
的
な
判
断

で
撤
退
を
決
め
た
よ
う
だ
。
日
記
と
は
異
な
っ
た
緊
迫
感
と
詳
し
い
登
山

活
動
の
記
録
だ
。

末
尾
で
、
モ
ン
ス
ー
ン
・
シ
ー
ズ
ン
が
始
ま
っ
て
地
獄
の
よ
う
な
寒
さ
、

耳
の
凍
傷
で
昨
夜
は
寝
付
け
な
か
っ
た
こ
と
を
母
親
へ
愁
訴
し
て
い
る
。

年
の
遠
征
は
、
途
上
で
ブ
ル
ー
ス
将
軍
に
代
わ
っ
て
隊
長
を
代
行
し

24
た
し
、
6
月
8
日
に
山
頂
に
向
か
っ
た
マ
ロ
リ
ー
と
ア
―
ヴ
ィ
ン
を
失
う

4
日
前
に
、
Ｃ
4
か
ら
山
頂
を
目
指
し
、
高
所
障
害
で
苦
し
む
サ
マ
ヴ
ェ

ル
を
残
し
て
、
2
8
1
2
6
ｆ
（
8
5
7
2
ｍ
）
の
最
高
到
達
点
を
記
録

し
た
（
編
著
者
の
解
説
）。
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
山
史
上
で
重
要
な
位
置
づ

け
の
遠
征
だ
っ
た
。

巻
末
の

通
の
手
紙
は
、事
故
直
後
の
6
月

日
、Ｂ
Ｃ
か
ら
マ
ロ
リ
ー

3

13

夫
人
と
ア
ー
ヴ
ィ
ン
の
父
親
へ
の
弔
意
と
、
8
月
に
ダ
ー
ジ
リ
ン
で
書
か

れ
た
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド
卿
あ
て
の
所
感
と
謝
辞
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

英
文
の
弔
辞
に
馴
染
み
の
な
い
評
者
の
浅
読
み
で
は
あ
る
が
、
ふ
た
り

の
遺
族
に
、
ま
ず
電
信
手
順
の
齟
齬
か
ら
訃
報
の
遅
れ
た
理
由
を
詫
び
、

登
頂
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
見
解
を
示
し
た
う
え
で
、
マ
ロ
リ
ー
夫
人
に

対
し
て
は
、
夫
の
人
柄
と
経
験
、
技
量
を
称
え
つ
つ
、
マ
ロ
リ
ー
自
身
の

エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
頂
へ
の
執
心
ぶ
り
（「
冷
静
こ
の
上
な
い
偉
大
な
登
山

家
で
、山
と
自
分
自
身
と
の
闘
い
は
、彼
に
と
っ
て
個
人
的
な
業
だ
っ
た
」）

と
ノ
ー
ト
ン
自
身
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
悔
い
も
込
め
つ
つ
、
冷
静
に
語

り
か
け
る
筆
致
は
心
を
打
つ
。

ア
―
ヴ
ィ
ン
の
父
へ
は
、
強
靭
で
若
い
隊
員
の
活
躍
ぶ
り
と
遠
征
隊
の

な
か
で
の
融
和
ぶ
り
を
細
や
か
に
伝
え
て
い
る
。
2
通
と
も
弔
意
を
伝
え

る
名
文
が
、
本
書
の
掉ち
ょ

尾う
び

を
飾
っ
て
い
る
。

ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド
あ
て
は
、
ふ
た
り
の
優
秀
な
ク
ラ
イ
マ
ー
を
死
に

追
い
や
っ
た
世
論
の
批
判
を
聞
き
つ
つ
も
、
今
こ
そ
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
へ
の

挑
戦
を
諦
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
、
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド
の
「
タ
イ
ム
ズ
」

の
論
調
が
自
身
に
味
方
し
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
て
、
英
国
軍
人
魂

を
発
揮
し
て
い
る
。
落
ち
着
き
払
っ
て
い
て
は
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
に
は
登
れ

な
い
、
ま
た
将
来
的
に
は
誰
し
も
が
2
7
0
0
0
ｆ
（
Ｃ
4
）
以
上
に
滞

在
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
自
身
の
体
験
に
自
信
を
示
し
て
い
る
。

年
の
優
れ
た
隊
の
人
間
性
を
国
民
大
衆
に
紹
介
し
た
い
、
と
意
気
軒

24
高
だ
。

次
の
第
4
次
隊
以
降
、
英
国
隊
の
北
稜
ル
ー
ト
挑
戦
が
繰
り
返
さ
れ
る

が
、
ノ
ー
ト
ン
の
到
達
高
度
以
上
に
は
届
か
な
か
っ
た
か
ら
、
ノ
ー
ト
ン

の
功
績
は
大
き
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
の
2
度
に
わ
た
る
チ
ベ
ッ
ト
高
原
か
ら
エ
ヴ
ェ
レ
ス

ト
北
壁
ま
で
の
旅
の
様
子
を
、
美
し
い
水
彩
画
や
ウ
イ
ッ
ト
に
富
ん
だ
鉛

筆
画
と
日
記
で

年
後
に
た
ど
る
楽
し
み
と
、
永
ら
く
無
酸
素
最
高
到
達

90
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点
記
録
保
持
者
だ
っ
た
ノ
ー
ト
ン
の
功
績
を
反
芻
し
て
、
没
後

年
経
っ

60

た
今
、
登
山
家
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
人
柄
を
「
明
ら
か
に
す
る
」
一
書

で
あ
る
。

（
松
澤
節
夫
)

W
olfgang
H
eichel
著

『A
dolph
Schlagintw
eit

Ein
Leben
für
die
W
issenschaft』

表
題
を
邦
訳
す
る
と
、『
ア
ド
ル
フ
・
シ
ュ
ラ
ー
ギ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ト

科

学
の
た
め
の
生
涯
』。

ド
イ
ツ
・
カ
メ
ン
ツ
在
住
の
山
岳
史
家
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
ク
・
ハ
イ
ヒ
ェ

ル
氏
の
最
新
作
で
あ
る
。
労
作
『
カ
ラ
コ
ル
ム
年
代
記
Ⅰ

西
カ
ラ
コ
ル

ム
』、『
同
Ⅱ

中
央
カ
ラ
コ
ル
ム
』、
Ⅲ
に
当
た
る
『
ナ
ン
ガ
・
パ
ル
バ
ー

ト
と
そ
の
近
辺
の
開
拓
年
代
記
』（『
山
岳
』
1
0
9
号
、
2
0
1
4
年
で

紹
介
）
を
世
に
出
し
た
ハ
イ
ヒ
ェ
ル
氏
に
と
っ
て
、
科
学
者
兼
登
山
家
と

し
て
最
初
に
ナ
ン
ガ
・
パ
ル
バ
ー
ト
を
近
く
か
ら
探
索
し
た
ア
ド
ル
フ
・

シ
ュ
ラ
ー
ギ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ト
は
思
い
入
れ
の
深
い
特
別
な
存
在
で
あ
る
ら

し
く
、す
で
に
2
0
0
9
年
に『
1
8
5
6
年
の
カ
ラ
コ
ル
ム
と
ナ
ン
ガ
・

パ
ル
バ
ー
ト
に
お
け
る
ア
ド
ル
フ
・
シ
ュ
ラ
ー
ギ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ト
の
旅
に

関
す
る
新
た
な
成
果
』
と
い
う

頁
の
論
考
を
上
梓
し
て
い
る
。
本
書
は

90

そ
の
ア
ド
ル
フ
伝
の
集
大
成
で
あ
る
。＊

本
文
の
目
次
は
以
下
の
と
お
り
。

家
族
史
と
少
年
時
代

ア
ル
プ
ス
の
探
究

ベ
ル
リ
ン
滞
在

世
紀
初
頭
か
ら
中
葉
ま
で
の
高
ア
ジ
ア
の
山
岳
学
、
地
理
学
、
地

19
形
学
の
小
史

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
と
東
イ
ン
ド
会
社

探
査
の
目
標

1
8
5
4
年
に
お
け
る
ア
ジ
ア
旅
行
の
開
始

1
8
5
5
年
の
事
業
の
た
め
の
戦
略
と
準
備
期

1
8
5
5
年
の
探
査

サ
ト
レ
ジ
川
、
チ
ャ
コ
・
ラ
、
グ
ン
シ
ャ
ン
カ
ル
と
イ
ン
ダ
ス
川
へ

の
進
出

イ
ビ
（
ア
ビ
）・
ガ
ミ
ン
試
登

フ
ォ
コ
・
ラ
峠

318

私
家
版

2
0
1
5
年

1
6
2
頁

2
1
5
×
3
0
2
㎜

頒
価

・

ユ
ー
ロ

29

95



ト
ン
セ
氷
河
の
調
査

1
8
5
6
年
の
事
業

マ
ッ
シ
ャ
ー
ブ
ル
ム
と
チ
ョ
ル
コ
ン
ダ
氷
河
の
調
査

西
ム
ス
タ
グ
峠
の
事
業

ナ
ン
ガ
・
パ
ル
バ
ー
ト
の
探
査
と
測
量

1
8
5
6
年
末
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
帰
途
、
拘
束
と
死

ほ
か
に
序
文
、
内
外
の
協
力
者
へ
の
謝
辞
（
日
本
人
の
名
も
7
名
挙
げ

ら
れ
て
い
る
）、
図
版
と
文
献
の
索
引
、
踏
査
ル
ー
ト
地
図
5
葉
、
図
版
1

2
7
点
（
大
部
分
は
カ
ラ
ー
）。

＊

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
眼
科
医
を
父
と
す
る
シ
ュ
ラ
ー
ギ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ト
兄
弟

は
6
人
、
そ
の
う
ち
髙
ア
ジ
ア
を
探
検
し
た
の
は
長
男
ヘ
ル
マ
ン
（
1
8

2
6
〜
1
8
8
2
）、
次
男
ア
ド
ル
フ
（
1
8
2
9
〜
1
8
5
7
）、
四
男

ロ
ベ
ル
ト
（
1
8
3
3
〜
1
8
8
5
）
で
あ
る
。
兄
弟
は
学
識
豊
か
な
父

の
薫
陶
で
広
範
囲
の
学
問
、
と
く
に
自
然
科
学
を
勉
強
し
、
芸
術
好
き
の

母
の
影
響
で
専
門
画
家
の
指
導
を
受
け
て
画
技
を
磨
い
た
。

少
年
時
代
か
ら
ア
ル
プ
ス
を
登
山
家
の
足
と
科
学
者
の
目
で
踏
破
し
、

1
8
5
0
年
に
ヘ
ル
マ
ン
、
ア
ド
ル
フ
共
著
で
『
ア
ル
プ
ス
の
物
理
地
理

学
と
そ
の
氷
河
現
象
、
地
質
学
、
気
象
学
、
植
物
地
理
学
と
の
関
係
に
関

す
る
調
査
』
を
、
1
8
5
4
年
に
ロ
ベ
ル
ト
を
共
著
者
に
加
え
て
『
ア
ル

プ
ス
の
物
理
地
理
学
に
関
す
る
新
調
査
』
を
上
梓
し
て
い
る
。
ヘ
ル
マ
ン

は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
、
ア
ド
ル
フ
は
ベ
ル
リ
ン
で
教
授
資
格
を
取
得
し
た
。

こ
の
ふ
た
り
の
若
い
科
学
者
に
属し
ょ
く

目も
く

し
た
の
が
地
理
学
の
大
家
ア
ル
ク

サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
で
、老
齢
の
自
分
に
は
不
可
能
に
な
っ

た
髙
ア
ジ
ア
踏
査
の
夢
を
ふ
た
り
に
託
す
。

フ
ン
ボ
ル
ト
の
強
力
な
推
薦
と
プ
ロ
イ
セ
ン
王
の
資
金
援
助
に
よ
り
、

イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
は
シ
ュ
ラ
ー
ギ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ト
兄
弟
に
、
中

断
し
て
い
た
英
領
ア
ジ
ア
の
包
括
的
な
地
図
作
製
の
た
め
の
地
磁
気
測
定

を
委
託
し
た
。
そ
こ
に
博
士
に
な
っ
た
ば
か
り
の
ロ
ベ
ル
ト
が
助
手
と
し

て
参
加
し
、
1
8
5
4
年
9
月

日
、
3
兄
弟
は
3
年
間
の
2
万
3
0
0

20

0
㎞
に
わ
た
る
探
検
の
旅
に
出
発
し
、
委
託
さ
れ
た
調
査
の
範
囲
を
は
る

か
に
超
え
て
、
氷
河
学
、
地
理
学
、
鉱
物
学
、
生
物
学
、
人
類
学
、
気
象

学
上
の
調
査
も
精
力
的
に
行
な
っ
た
。

三
兄
弟
は
時
に
応
じ
て
調
査
地
を
分
担
し
、
そ
れ
ぞ
れ
別
行
動
を
と
っ

て
は
数
カ
月
ご
と
に
合
流
し
て
い
る
が
、
本
書
の
主
人
公
は
隊
長
格
の
ア

ド
ル
フ
で
あ
り
、そ
の
踏
査
の
成
果
も
際
立
っ
て
い
る
の
で
、記
述
は
も
っ

ぱ
ら
ア
ド
ル
フ
の
足
跡
を
、
ガ
ル
ワ
ー
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
ラ
ダ
ッ
ク
、
カ

ラ
コ
ル
ム
、
ト
ル
キ
ス
タ
ン
と
克
明
に
、
か
つ
臨
場
感
に
溢
れ
る
記
述
で

追
っ
て
い
く
。
主
題
は
あ
く
ま
で
も
ア
ド
ル
フ
の
科
学
者
と
し
て
の
業
績

で
あ
る
が
、
カ
メ
ッ
ト
の
前
衛
峰
イ
ビ
（
ア
ビ
）・
ガ
ミ
ン
を
ロ
ベ
ル
ト
と

と
も
に
約
6
7
8
5
ｍ
ま
で
登
っ
た
の
は
、
当
時
の
登
山
界
で
は
最
高
記

録
で
あ
っ
た
。

＊

こ
こ
で
本
書
に
描
か
れ
た
ア
ド
ル
フ
の
最
後
の
旅
を
略
述
し
よ
う
。

図 書 紹 介

319



1
8
5
6
年

月
、3
兄
弟
は
最
終
的
に
ラ
ワ
ル
ピ
ン
デ
ィ
で
合
流
し
、

11

自
然
科
学
と
人
類
学
上
の
収
集
物
、
計
測
機
器
、
厖
大
な
記
録
類
を
梱
包

し
て
本
国
に
発
送
す
る
作
業
を
ほ
ぼ
1
ヶ
月
か
け
て
済
ま
せ
た
あ
と
、
帰

国
の
途
に
就
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ヘ
ル
マ
ン
と
ロ
ベ
ル
ト
は
海
路
、
ア
ド

ル
フ
は
陸
路
で
あ
る
。
若
き
日
の
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
ロ
シ
ア

領
を
横
断
し
て
中
央
ア
ジ
ア
に
進
み
、
中
央
分
水
嶺
（
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
系
）

を
越
え
て
イ
ン
ド
に
入
る
計
画
を
練
っ
た
が
果
た
せ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を

逆
の
ル
ー
ト
で
実
現
す
る
こ
と
を
ア
ド
ル
フ
は
恩
師
に
約
束
し
て
い
た
。

月

日
未
明
、
ア
ド
ル
フ
は
松た
い

明ま
つ

に
照
ら
さ
れ
て
出
発
す
る
。
見
送

12

13

る
兄
弟
と
は
永
久
の
別
れ
に
な
っ
た
。
キ
ャ
ラ
バ
ン
は
案
内
人
、
通
訳
、

運
搬
用
役
畜
（

頭
の
ラ
ク
ダ
を
含
む
）
係
な
ど
総
勢

人
。
こ
れ
ま
で

3

22

の
常
時
1
0
0
人
を
超
え
る
大
部
隊
に
比
べ
れ
ば
小
規
模
で
あ
る
。

西
行
し
て
カ
イ
バ
ル
峠
に
立
ち
寄
り
（
1
8
5
7
年
1
月
1
日
）、
カ

ブ
ー
ル
周
辺
の
太
守
に
今
後
の
旅
程
に
関
す
る
最
新
情
報
を
求
め
た
。
も

と
も
と
ア
ド
ル
フ
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ク
シ
ュ
で
中
央
分
水
嶺
を
越
え
、
ワ

ハ
ン
を
通
り
、ど
こ
か
の
峠
を
越
え
て
ア
ラ
イ
に
出
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
に
そ
の
ル
ー
ト
は
危
険
な
の
で
や
め
た
ほ
う
が
よ
い

と
太
守
が
警
告
し
た
の
で
、
ア
ド
ル
フ
は
ラ
ダ
ッ
ク
地
方
か
ら
カ
ラ
コ
ル

ム
を
横
断
し
、
コ
ン
ロ
ン
と
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
を
越
え
て
ロ
シ
ア
領
に
入

る
こ
と
に
し
た
。

い
つ
も
の
よ
う
に
科
学
調
査
と
観
測
を
重
ね
な
が
ら
イ
ン
ダ
ス
川
に

沿
っ
て
南
下
し
、
さ
ら
に
東
行
し
て

月
か
ら

月
に
か
け
て
パ
ン
ジ
ャ

3

4

ブ
を
通
っ
て
ラ
ホ
ー
ル
を
過
ぎ
、北
上
し
て
イ
ン
ダ
ス
川
の
源
流
を
渡
り
、

コ
ン
ロ
ン
の
チ
ャ
ン
・
ラ
ン
峠
（
5
7
4
2
ｍ
）
を
悪
戦
苦
闘
し
て
越
え
、

緑
豊
か
な
ア
ク
サ
イ
・
チ
ン
に
下
り
、
月
の
初
め
に
ト
ル
キ
ス
タ
ン（
新

7

疆
）
に
入
っ
た
。
こ
の
道
中
、
少
し
北
に
あ
る
州
都
レ
ー
に
ア
ド
ル
フ
は

立
ち
寄
ら
な
か
っ
た
。
立
ち
寄
っ
て
い
れ
ば
、
レ
ー
の
市
場
で
ち
ょ
う
ど

ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
勃
発
し
た
反
乱
に
関
す
る
詳
し
い
情
報
を
得
て
、
少
な

く
と
も
カ
シ
ュ
ガ
ル
は
避
け
た
か
も
し
れ
な
い
と
、
ハ
イ
ヒ
ェ
ル
氏
は
口

惜
し
が
る
。

こ
の
あ
た
り
か
ら
脱
走
す
る
随
員
が
出
始
め
る
。

頭
の
馬
と
荷
物
を

11

盗
ん
で
逐
電
し
た
馬
丁
も
い
た
。
キ
リ
ア
ン
峠
に
向
か
う
道
中
で
出
会
っ

た
人
々
は
、
反
乱
が
猖し
ょ
う

獗け
つ

を
極
め
て
い
る
の
で
こ
れ
以
上
進
む
の
は
危

険
だ
と
警
告
し
た
。
こ
こ
で
西
行
し
て
反
乱
地
帯
を
避
け
、
タ
シ
ュ
ク
ル

ガ
ン
経
由
で
ロ
シ
ア
領
に
入
る
道
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
ヤ
ル
カ
ン
ド
出
身
の
案
内
人
頭
は
、
そ
れ
に
は

日
か
か
る
が
、

20

ヤ
ル
カ
ン
ド
に
出
る
の
は

日
で
済
む
と
言
い
、
ア
ド
ル
フ
は
そ
の
意
見

5

に
従
っ
た
。

寒
風
吹
き
す
さ
ぶ
5
2
4
3
ｍ
の
キ
リ
ア
ン
峠
で
ア
ド
ル
フ
は

時
間

5

か
け
て
写
生
し
、
こ
れ
が
彼
の
最
後
の
水
彩
画
に
な
っ
た
。

月

日
に

8

9

カ
ル
ガ
リ
ク
に
着
い
た
。
こ
こ
で

月

日
に
書
い
た
の
が
日
記
の
最
後

8

11

の
記
述
に
な
る
。
こ
こ
で

人
を
残
し
て
随
員
の
大
部
分
を
解
雇
し
、
余

6

分
の
役
畜
も
売
り
払
っ
た
。

月

日
に
ヤ
ル
カ
ン
ド
の
近
く
に
達
し

8

15

た
。
ア
ド
ル
フ
は
こ
の
町
を
そ
っ
と
迂
回
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
中
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国
（
清
）
の
要
塞
を
包
囲
し
て
い
た
反
乱
軍
の
首
領
ワ
リ
・
ハ
ー
ン
の
部

下
に
発
見
さ
れ
、
賄
賂
を
つ
か
ま
せ
て
な
ん
と
か
逃
れ
た
。
幸
い
清
軍
が

反
乱
軍
を
撃
破
し
て
敗
走
さ
せ
た
の
で
、
ア
ド
ル
フ
は
数
日
間
ヤ
ル
カ
ン

ド
周
辺
に
滞
在
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
か
ら
で
も
タ
シ
ュ
ク
ル
ガ
ン

経
由
で
ワ
ハ
ン
に
出
て
、
ど
こ
か
の
峠
を
越
え
て
ロ
シ
ア
領
に
入
る
道
は

あ
っ
た
。
し
か
し
、
運
命
の
糸
に
導
か
れ
る
よ
う
に
ア
ド
ル
フ
は
死
地
に

向
か
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
。

進
む
に
つ
れ
て
状
況
は
不
穏
に
な
っ
て
き
た
。
至
る
所
に
反
乱
と
略
奪

の
跡
が
あ
っ
た
。
反
乱
軍
の
敗
残
兵
は
群
盗
と
化
し
て
い
た
。

月

日

8

25

に
カ
シ
ュ
ガ
ル
の
す
ぐ
近
く
に
達
し
た
。
林
の
な
か
に
ひ
っ
そ
り
と
キ
ャ

ン
プ
を
設
営
し
、
ア
ド
ル
フ
は
ふ
た
り
の
腹
心
の
随
員
と
と
も
に
状
況
を

偵
察
し
た
。
翌

月

日
、ア
ド
ル
フ
は
カ
シ
ュ
ガ
ル
を
迂
回
し
、カ
シ
ュ

8

26

ガ
ル
川
の
右
岸
を
下
る
道
を
と
ろ
う
と
し
た
。
要
塞
の
す
ぐ
近
く
を
通
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
期
は
要
塞
へ
の
攻
撃
は
な
く
、
平

穏
に
見
え
た
。
だ
が
、
ア
ド
ル
フ
の
小
キ
ャ
ラ
バ
ン
は
、
う
ろ
つ
い
て
い

た
反
乱
軍
の
略
奪
部
隊
と
遭
遇
し
、荷
物
に
目
を
つ
け
ら
れ
て
襲
わ
れ
た
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
の
な
か
に
異
邦
人
が
い
る
の
に
気
づ
く
と
、
略
奪
者
の
物
欲

は
憎
悪
に
変
じ
た
。
ア
ド
ル
フ
は
憎
む
べ
き
中
国
人
と
み
な
さ
れ
（
通
説

で
あ
る
「
中
国
の
ス
パ
イ
」
と
い
う
言
葉
は
本
書
に
見
ら
れ
な
い
）、
随
員

た
ち
は
仇
敵
の
奴
隷
、
裏
切
り
者
と
罵
ら
れ
た
。

ア
ド
ル
フ
以
下
全
員
が
捕
ら
わ
れ
、
ワ
リ
・
ハ
ー
ン
の
要
塞
に
連
行
さ

れ
た
。
牢
獄
に
監
禁
さ
れ
ず
に
キ
ャ
ン
プ
を
営
む
の
を
許
さ
れ
る
な
ど
、

初
め
は
希
望
の
兆
し
も
見
え
た
が
、
釈
放
と
出
発
の
許
可
を
嘆
願
す
る
随

員
た
ち
の
努
力
も
む
な
し
く
、
ア
ド
ル
フ
は
要
塞
の
中
庭
で
ワ
リ
・
ハ
ー

ン
の
前
に
引
き
出
さ
れ
、
1
8
6
7
年

月

日
の
午
後

時
、
短
剣
で

8

26

4

刺
殺
さ
れ
、
首
を
掻
き
切
ら
れ
た
。

後
年
、
ア
ド
ル
フ
が
殺
さ
れ
た
場
所
に
ロ
シ
ア
当
局
が
立
派
な
記
念
碑

を
建
て
、
1
8
8
9
年

月

日
に
除
幕
式
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
と
き

12

12

の
ロ
シ
ア
領
事
の
弔
辞
に
、
以
下
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。「
ワ
リ
・
ハ
ー

ン
が
カ
シ
ュ
ガ
ル
の
要
塞
を
包
囲
し
て
い
た
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旅
行

者
が
コ
ー
カ
ン
ド
の
ハ
ー
ン
に
あ
て
た
手
紙
と
贈
り
物
を
携
え
て
や
っ
て

来
た
。
ワ
リ
・
ハ
ー
ン
は
異
邦
人
を
前
に
引
き
出
し
、
手
紙
と
贈
り
物
を

差
し
出
す
よ
う
求
め
た
。
異
邦
人
は
、
こ
れ
は
コ
ー
カ
ン
ド
の
ハ
ー
ン
に

渡
す
よ
う
委
託
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
拒
否
し
た
。
す
る
と
ワ
リ
・
ハ
ー

ン
は
す
ぐ
さ
ま
異
邦
人
の
殺
害
を
命
じ
た
」

本
書
に
そ
の
写
真
も
載
っ
て
い
る
記
念
碑
は
数
年
後
に
洪
水
で
流
さ

れ
、
ス
ウ
ェ
ン
・
ヘ
デ
ィ
ン
が
こ
こ
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
に
は
跡
形
も
な

か
っ
た
。

＊

本
書
の
根
本
資
料
は
ア
ド
ル
フ
の
日
記
、
書
簡
、
報
告
、
各
所
で
描
い

た
精
確
な
写
生
や
パ
ノ
ラ
マ
で
あ
る
が
、
ハ
イ
ヒ
ェ
ル
氏
は
関
連
文
献
を

あ
ま
ね
く
渉
猟
し
、
本
文
記
述
の
注
に
挙
げ
ら
れ
た
参
考
文
献
だ
け
で
も

点
に
及
ぶ
。
と
り
わ
け
随
所
に
掲
載
さ
れ
た
水
彩
画
が
素
晴
ら
し
い
。

95そ
れ
が
後
世
の
写
真
と
対
照
さ
れ
、
実
景
と
寸
分
た
が
わ
ぬ
ア
ド
ル
フ
の
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優
れ
た
画
技
に
驚
嘆
す
る
と
同
時
に
、
環
境
の
変
化
、
た
と
え
ば
氷
河
の

後
退
な
ど
も
一
目
で
分
か
る
。
2
0
1
3
年
に
シ
ュ
ラ
ー
ギ
ン
ト
ヴ
ァ
イ

ト
家
が
兄
弟
の
遺
品
を
ド
イ
ツ
山
岳
会
に
寄
贈
し
た
こ
と
に
よ
り
、絵
画
、

収
集
品
、
肉
筆
文
書
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
が
閲
覧
し
や
す
く
な
っ
た
。

本
書
は
そ
の
賜
物
で
も
あ
り
、本
書
の
刊
行
に
符
節
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
山
岳
会
は
2
0
1
5
年

月
に
、
シ
ュ
ラ
ー
ギ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ト
兄

3

弟
展
を
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
山
岳
博
物
館
で
開
催
し
た
。

（
平
井
吉
夫
)
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追

悼

植
田

惇
慈
さ
ん

植
田
惇
慈
さ
ん
が
突
然
の
よ
う
に
亡
く
な
っ
た
。

自
分
の
庭
の
よ
う
な
黒
岳
の
な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
い
所
で

超
が
つ
く
ほ
ど
山
ス
キ
ー
が
上
手
か
っ
た
の
に

な
ぜ
、
な
ぜ
な
ん
だ
と
い
う
苛
立
た
し
い
気
持
ち
と

こ
ん
な
所
で
と
い
う
悔
し
い
気
持
ち
が
混
ざ
り
合
っ
て
言
葉
も
な
い
。

あ
ん
な
に
安
全
登
山
に
気
を
配
っ
て
い
た
の
に

何
故
ば
か
り
が
つ
き
ま
と
う
。

そ
の
日
、
山
の
様
子
を
見
る
た
め
自
社
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
と
リ
フ
ト
を

乗
り
継
ぎ
、
山
ス
キ
ー
で
黒
岳
に
一
人
で
向
か
っ
た
。
従
業
員
に
は
「
13

時
ご
ろ
下
山
予
定
」
と
談
笑
し
て
出
た
と
い
う
。

合
目
の
上
の
斜
面
で

7

転
倒
。
1
0
0
ｍ
ほ
ど
滑
落
し
て
立
木
に
激
突
、
骨
盤
骨
折
な
ど
で
気
を

失
い
、
そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
山
ス
キ
ー
の
達
人
が
、
信
じ

ら
れ
な
い
事
故
で
あ
っ
た
。

惇
慈
さ
ん
と
い
え
ば
、
雪
崩
講
習
会
な
く
し
て
は
語
れ
な
い
し
、
忘
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
人
だ
っ
た
。
2
0
0
7
年

月
、
上
ホ
ロ
カ
メ
ッ
ト

11

ク
山
で
の
雪
中
訓
練
で
雪
崩
に
巻
き
込
ま
れ
、
仲
間
を

名
失
う
と
い
う

4

北
海
道
支
部
未
曾
有
の
事
故
に
遭
遇
。
自
身
も
雪
崩
に
埋
ま
り
な
が
ら
自

力
で
脱
出
し
た
。
近
く
に
い
た
ほ
か
の
山
岳
会
数
パ
ー
テ
ィ
が
救
助
に
駆

け
つ
け
て
、
日
ご
ろ
か
ら
訓
練
さ
れ
て
い
る
救
助
活
動
を
目
に
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
経
験
と
反
省
か
ら
、
自
ら
が
中
心
と
な
り
「
同
じ
事
故
を

二
度
と
起
こ
さ
な
い
と
い
う
思
い
を
込
め
」
北
海
道
支
部
に
雪
崩
講
習
会

を
立
ち
上
げ
、
翌
冬
の
2
月
、
訓
練
に
入
っ
た
。
以
後
、
道
内

地
区
で

3

毎
年
実
施
す
る
よ
う
定
例
化
し
、
冬
山
に
入
る
に
は
雪
崩
講
習
会
を
受
講

し
て
い
る
こ
と
が
必
須
、
と
す
る
こ
と
を
確
立
さ
せ
た
。

雪
崩
講
習
会
は
道
内
山
岳
関
係
団
体
に
も
積
極
的
に
広
げ
、
雪
崩
講
習

会
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
関
係
団
体
交
流
会
へ
と
発
展
し
、
現
在
も
情
報
交

追 悼
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換
な
ど
活
発
に
続
い
て
い
る
の
は
惇
慈
さ
ん
の
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
ご
自
身
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
雪
崩
研
究
会
の
専
門
講
師
の
資
格
を
取
得
し

て
研
修
活
動
に
奔
走
し
た
が
、
支
部
会
員
の
中
に
も
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
高

い
講
師
の
資
格
習
得
者
が

名
も
生
み
出
さ
れ
た
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と

10

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
功
績
は
大
き
く
、
計
り
知
れ
な
い
。

北
海
道
支
部
が
雪
崩
事
故
の
あ
と
一
定
の
自
粛
期
間
を
経
て
、
支
部
の

再
生
と
威
信
を
懸
け
て
ス
タ
ー
ト
し
た
オ
ホ
ー
ツ
ク
分
水
嶺
踏
査
で
は
、

推
進
委
員
を
務
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
数
々
の
思
い
出
が
あ
る
。
道
東
・

阿
寒
の
鬱
蒼
た
る
原
生
林
を
踏
査
し
て
知
床
へ
と
一
緒
に
歩
み
を
進
め
、

根
北
峠
の
低
山
へ

月
に
入
山
し
た
が
、
猛
吹
雪
と
強
風
に
叩
か
れ
瑠
辺

1

斯
岳
を
越
え
た
所
で
エ
ス
ケ
ー
プ
、
腰
ま
で
の
ラ
ッ
セ
ル
に
苦
し
ん
で
脱

出
し
た
。
厳
冬
期
の
知
床
は
低
山
で
あ
っ
て
も
強
風
の
世
界
で
、
苦
い
思

い
を
と
も
に
味
わ
う
。
一
方
、
春
の
知
西
別
岳
か
ら
知
床
峠
へ
の
踏
査
で

は
、
ま
だ
未
開
通
の
知
床
横
断
道
路
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
、
ス
キ
ー
を
背

に
並
ん
で
歩
い
た
の
も
懐
か
し
い
。
峠
下
の
山
小
屋
「
愛
山
莊
」
に
泊
ま

り
、
翌
日
は
無
風
快
晴
の
中
、
知
西
別
岳
の
登
頂
を
終
え
稜
線
で
テ
ン
ト

を
張
っ
た
。
目
の
前
に
は
羅
臼
岳
が
大
き
く
聳
え
、
雄
大
な
知
床
の
山
々

が
展
開
す
る
の
を
眺
め
、
熱
々
の
紅
茶
を
楽
し
み
な
が
ら
分
水
嶺
踏
査
を

語
り
合
っ
た
の
が
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。

ル
サ
乗
越
で
は
、知
床
東
岳
か
ら
縦
走
し
て
く
る
惇
慈
さ
ん
を
待
っ
た
。

時
間
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
先
の
ト
ッ
カ
リ
ム
イ
岳
ま
で
の
踏
査
を
済
ま
せ

て
乗
越
に
戻
る
と
、
強
風
に
叩
か
れ
か
な
り
消
耗
し
て
現
れ
た
が
、
一
気

に
下
山
へ
と
導
い
た
。
午
後
か
ら
大
雨
が
降
り
、
翌
日
も
大
荒
れ
の
天
気

と
な
っ
た
た
め
、「
サ
ポ
ー
ト
が
な
け
れ
ば
、
大
荒
れ
の
低
気
圧
に
捕
ま
っ

て
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た
ろ
う
」と
大
い
に
感
謝
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

私
の
サ
ポ
ー
ト
が
役
に
立
っ
た
の
が
嬉
し
か
っ
た
。

ま
た
、
終
点
で
あ
る
知
床
岬
へ
の
踏
査
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
羅
臼
町
が
夏
に
実
施
し
た
、
船
で
行
く
知
床
岬
モ
ニ
タ
ー
・
ツ
ア
ー

に
参
加
し
て
そ
の
思
い
を
叶
え
た
よ
う
で
、
分
水
嶺
踏
査
に
対
す
る
思
い

の
丈
の
深
さ
を
知
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
分
水
嶺
報
告
書
の
最
終
校
正
を

ル
ー
ム
で
終
え
、
ビ
ー
ル
で
乾
杯
し
た
と
き
の
嬉
し
そ
う
な
笑
顔
が
忘
れ

ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
報
告
書
の
完
成
を
見
ず
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
は
残
念
で
あ
り
、
悔
し
い
。

日
本
山
岳
会
に
入
会
し
た
の
は
1
9
8
8
年
で
あ
る
が
、
当
初
は
目

立
っ
た
活
動
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
も
の
の
、
毎
年
年
末
に
行
な
わ
れ
る
黒

岳
の
山
ス
キ
ー
山
行
に
必
ず
参
加
し
て
い
た
。
こ
の
山
ス
キ
ー
は
同
好
会

へ
と
発
展
し
て
い
く
。
ス
キ
ー
上
手
の
会
員
ば
か
り
で
そ
の
レ
ベ
ル
は
高

か
っ
た
が
、
な
か
で
も
惇
慈
さ
ん
の
ス
キ
ー
技
術
は
超
一
級
で
、
卓
越
し

た
華
麗
な
滑
り
は
見
る
者
を
魅
了
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
北
海
道
的
冬
山
登

山
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
山
ス
キ
ー
同
好
会
は
発
展
解
消
さ
せ
て
、
支
部
山

行
に
組
み
込
ま
せ
、
山
ス
キ
ー
は
現
在
も
支
部
活
動
の
目
玉
と
な
っ
て
い

る
。
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2
0
1
1
年
に
副
支
部
長
に
就
任
、山
行
企
画
委
員
長
も
兼
任
し
た
が
、

従
来
の
岩
登
り
同
好
会
を
支
部
山
行
の
岩
登
り
研
修
会
と
し
て
取
り
込

み
、
会
員
の
技
術
力
向
上
を
図
っ
た
の
は
す
ば
ら
し
く
、
本
人
も
積
極
的

に
参
加
し
て
技
術
を
磨
い
て
い
た
。
小
樽
・
赤
岩
で
の
岩
登
り
研
修
は
、

現
在
も
活
発
に
続
い
て
い
る
。
あ
る
年
の
赤
岩
研
修
で
は
、
女
性
ク
ラ
イ

マ
ー
が
密
や
か
に
誕
生
ケ
ー
キ
を
用
意
し
、
大
岩
壁
の
下
で
ハ
ッ
ピ
ー

バ
ー
ス
デ
ー
の
歌
が
響
い
た
の
は
微
笑
ま
し
い
思
い
出
で
あ
り
、
惇
慈
さ

ん
の
照
れ
た
よ
う
な
笑
顔
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
皆
さ
ん
に
慕
わ
れ
、
人
気

が
あ
っ
た
ひ
と
コ
マ
で
あ
る
。

岩
登
り
研
修
は
沢
登
り
の
た
め
の
基
礎
練
習
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
沢

登
り
も
研
修
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
ニ
ペ
ソ
ツ
山
の
音
更
川
・
十
六

の
沢
に
研
修
の
下
見
に
入
っ
た
と
き
の
こ
と
。
沢
口
に
張
っ
た
テ
ン
ト

に
、
出
張
先
の
層
雲
峡
か
ら
駆
け
つ
け
て
く
れ
て
一
緒
に
泊
ま
り
、
翌
早

朝
に
仕
事
に
戻
っ
て
い
っ
た
が
、
小
雨
模
様
の
テ
ン
ト
の
中
で
す
き
焼
き

を
突
っ
つ
き
な
が
ら
、
沢
水
で
冷
や
し
た
ビ
ー
ル
に
赤
く
な
っ
て
、
熱
心

に
支
部
山
行
企
画
に
つ
い
て
遅
く
ま
で
話
し
合
っ
た
こ
と
も
思
い
出
で
あ

る
。本

番
の
沢
研
修
で
は
一
緒
に
遡
行
し
て
ニ
ペ
ソ
ツ
山
に
登
っ
た
が
、
ニ

ペ
ソ
ツ
山
は
標
高
年
の
山
（
2
0
1
3
年
・
2
0
1
3
ｍ
）
だ
っ
た
。
こ

の
標
高
年
の
山
と
い
う
表
現
は
、
惇
慈
さ
ん
が
黒
岳
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
勤
務

の
1
9
8
4
年
に
、
黒
岳
と
標
高
が
同
じ
な
の
に
着
目
し
て
「
1
9
8
4

年
・
1
9
8
4
ｍ
・
大
雪
山
・
黒
岳
標
高
年
」
の
標
語
を
ポ
ス
タ
ー
に
し

て
全
国
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
が
始
ま
り
で
、
発
案
者
で
あ
る
こ
と
は
意
外

と
知
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
海
外
登
山
も
ロ
シ
ア
沿
海
地
方
の
オ
ー
ブ
ラ
チ
ナ
ヤ
山
登
山
に

成
功
、
環
オ
ホ
ー
ツ
ク
圏
の
テ
ー
マ
を
確
立
す
べ
く
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
登
山

を
企
画
し
た
の
に
、
自
ら
エ
ン
ト
リ
ー
し
な
が
ら
参
加
す
る
こ
と
な
く
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

上
ホ
ロ
カ
メ
ッ
ト
ク
山
で
の
雪
崩
か
ら
生
還
し
た
惇
慈
さ
ん
は
、
そ
れ

ま
で
の
活
動
か
ら
よ
り
活
発
に
な
り
、
定
例
の
常
任
委
員
会
や
数
々
の
支

部
山
行
は
も
と
よ
り
懸
案
の
雪
崩
講
習
会
に
は
献
身
的
に
取
り
組
み
、
安

全
登
山
を
目
指
し
た
。
特
に
副
支
部
長
に
就
任
し
て
か
ら
の
4
年
間
は
、

数
多
い
行
事
の
こ
と
ご
と
く
に
参
加
し
、
さ
ら
に
は
仕
事
も
専
務
と
い
う

忙
し
い
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
大
丈
夫
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
超
活
躍
ぶ

り
は
神
が
か
っ
て
お
り
、
何
か
に
取
り
憑
か
れ
た
よ
う
な
印
象
さ
え
受
け

た
。
積
極
的
に
突
っ
走
り
続
け
、
風
の
よ
う
に
急
い
で
走
り
去
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

享
年

と
聞
い
て
、
早
過
ぎ
る
と
い
う
思
い
と
、
残
念
で
な
ら
な
い
と

68

い
う
思
い
が
交
差
し
、
今
だ
に
茫
然
自
失
の
感
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
で
い

る
。

〈略
歴
〉

1
9
4
6
年

月

日
：
北
海
道
札
幌
市
に
生
ま
れ
る

6

13

1
9
7
0
年

月
：
成
城
大
学
卒
業

剣
道
部
（
五
段
）

3

追 悼
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1
9
7
0
年

月
：
羽
田
東
急
ホ
テ
ル
勤
務

4

1
9
7
1
年

月
：
植
田
木
材
工
業
に
入
社
。
以
後
、
ユ
ー
カ
ラ
ボ
ウ
ル

7

支
配
人
、
植
田
興
産
取
締
役
、
層
雲
峡
ロ
ー
プ
ウ
ェ

イ
支
配
人
、
北
海
道
林
友
観
光
常
務
取
締
役
を
歴
任

1
9
8
8
年

月
：
日
本
山
岳
会
入
会

11

2
0
0
6
年

月
：
支
部
山
行
企
画
委
員

4

2
0
0
7
年

月
：
上
ホ
ロ
カ
メ
ッ
ト
ク
山
で
雪
崩
遭
難

11

2
0
1
1
年

月
：
日
本
山
岳
会
北
海
道
支
部
副
支
部
長
・
雪
崩
講
習
委

4

員
長

2
0
1
3
年

月
：
支
部
創
立

週
年
記
念
事
業
実
行
委
員

4

50

2
0
1
4
年

月
：
オ
ホ
ー
ツ
ク
分
水
嶺
踏
査
達
成

4

2
0
1
4
年

月
：
ロ
シ
ア
・
オ
ー
ブ
ラ
チ
ナ
ヤ
山
登
山

8

2
0
1
5
年

月

日
：
大
雪
山
・
黒
岳
で
逝
去
。
享
年

4

7

68

り
ん
ゆ
う
観
光
専
務
取
締
役
の
ほ
か
、
北
海
道
索
道
協
会
会
長
、
層
雲
峡

観
光
協
会
理
事
、
北
海
道
中
小
企
業
家
同
友
会
札
幌
東
地
区
会
長
、
北
海

道
雪
崩
研
究
会
副
理
事
長
な
ど
の
要
職
を
務
め
る
。

（
京
極
紘
一
）

三
枝

礼
子
さ
ん

三
枝
さ
ん
の
逝
去
を
知
っ
た
の
は
、
弟
の
煕
和
氏
が
6
月

日
に
投
函

29

さ
れ
た
大
阪
大
学
山
岳
会
の
総
会
案
内
の
返
信
は
が
き
に
よ
っ
て
で
あ

る
。「
自
宅
に
て
5
月

日
に
永
眠
し
ま
し
た
」
と
あ
り
、
突
然
の
訃
報
で

18

あ
る
。
す
ぐ
に
煕
和
氏
宅
を
訪
問
し
た
。
病
名
は
急
性
心
筋
梗
塞
。
享
年

。
お
話
を
伺
う
と
、
最
近
も

分
く
ら
い
か
か
る
近
く
の
ス
ー
パ
ー
・

82

30

マ
ー
ケ
ッ
ト
へ
往
復
徒
歩
で
行
き
、
ま
っ
た
く
健
康
上
問
題
が
あ
る
よ
う

に
は
見
え
な
か
っ
た
し
、病
院
の
診
察
券
は
1
枚
も
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。

煕
和
氏
に
交
友
関
係
を
話
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
ど

な
た
に
知
ら
せ
て
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
、
連
絡
が
遅
く
な
っ
た
と
の
こ
と
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だ
っ
た
。

三
枝
さ
ん
は
昭
和
7（
1
9
3
2
）年

月

日
生
ま
れ
。
昭
和
（
1

12

15

26

9
5
1
）
年
兵
庫
県
立
御
影
高
校
卒
業
、
同
年
大
阪
大
学
入
学
、
昭
和
30

（
1
9
5
5
）
年
同
薬
学
部
卒
業
、
同
年
エ
ー
ザ
イ
株
式
会
社
に
入
社
。

大
学
で
は
、
女
子
3
人
で
山
岳
部
へ
入
部
希
望
を
伝
え
た
け
れ
ど
、
部

と
し
て
初
め
て
の
女
子
部
員
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
よ
い
か
分
か
ら
ず
、

様
子
を
見
よ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
1
年
間
の
山
行
は
、
日

曜
ご
と
に
日
帰
り
で
行
な
わ
れ
る
六
甲
山
な
ど
で
の
岩
登
り
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
で
あ
っ
た
。
三
枝
さ
ん
は
何
も
か
も
目
新
し
く
て
面
白
く
、毎
回
参
加
、

と
部
報
に
書
い
て
い
る
。
毎
週
の
例
会
に
も
ほ
ぼ
皆
勤
。
そ
の
う
ち
男
子

グ
ル
ー
プ
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
い
、
ほ
か
の
運
動
部

の
よ
う
に
女
子
部
を
つ
く
る
こ
と
に
は
思
い
及
ば
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。

1
年
経
つ
と
女
子
部
員
は
1
人
に
な
っ
て
い
た
。
2
年
目
か
ら
は
、
夏
山

だ
け
で
な
く
雪
山
の
合
宿
に
も
参
加
し
て
い
る
。
夏
山
合
宿
は
剱
岳
、
そ

の
後
穂
高
ま
で
縦
走
、

月
穂
高
、
3
月
春
山
は
黒
部
川
・
下
ノ
廊
下
を

11

偵
察
。
4
年
生
に
な
る
と
、
夏
は
白
馬
南
俣
で
の
合
宿
の
後
、
後
立
山
縦

走
、
冬
山
は
鹿
島
槍
東
尾
根
に
登
っ
て
い
る
。
現
役
最
後
の
山
行
は
3
月

春
山
の
鳴
沢
岳
か
ら
下
ノ
廊
下
横
断
計
画
。
入
社
式
に
間
に
合
う
よ
う

に
、3
月
末
に
新
越
乗
越
で
鳴
沢
岳
へ
向
か
う
隊
と
別
れ
て
大
町
へ
下
山
、

夜
行
列
車
で
東
京
に
帰
っ
て
い
る
。

卒
業
し
て
か
ら
も
、
そ
の
後
入
部
し
た
後
輩
の
女
子
部
員
と
1
9
5
6

年
正
月
の
富
士
山
、1
9
5
7
年
の
年
末
に
は
仙
丈
ヶ
岳
に
登
っ
て
い
る
。

ま
た
、
山
岳
部
の
顧
問
で
あ
り
、
日
本
山
岳
会
関
西
支
部
長
で
も
あ
っ
た

篠
田
軍
治
教
授
の
勧
め
で
、
卒
業
と
同
時
に
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
、
会

の
先
輩
の
方
々
と
の
山
行
に
加
わ
っ
た
り
、
東
京
勤
務
の
大
阪
大
学
山
岳

会
会
員
と
の
山
行
で
、
会
社
の
仕
事
を
や
り
く
り
し
て
は
3
、
4
日
程
度

の
新
雪
・
残
雪
の
山
歩
き
を
続
け
て
い
た
。

同
年
配
の
女
性
だ
け
の
グ
ル
ー
プ
で
歩
い
た
の
も
そ
の
こ
ろ
か
ら
で
、

こ
れ
も
ま
た
新
鮮
で
楽
し
い
経
験
だ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
よ
く
ご
一
緒

さ
れ
て
い
た
山
口
節
子
さ
ん
に
三
枝
さ
ん
の
こ
と
を
伺
っ
た
。
真
面
目
で

誠
実
、
多
く
の
才
能
の
あ
る
人
。
山
で
の
特
徴
そ
の
一
、
寝
起
き
が
悪
い
。

小
屋
で
も
テ
ン
ト
で
も
朝
起
こ
す
と
大
変
不
機
嫌
で
、「
私
は
ち
ゃ
ん
と

間
に
合
う
か
ら
、
起
こ
さ
な
く
て
い
い
！
」
と
本
気
で
怒
り
、
そ
の
と
お

り
出
発
時
間
に
は
ザ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
待
っ
て
い
た
。
そ
の
二
、
雨
女
。

よ
く
雨
に
降
ら
れ
た
。
そ
の
都
度
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
三
枝
さ
ん
。
そ

の
三
、
と
て
も
慎
重
。
交
差
点
で
は
途
中
の
青
で
は
渡
ら
ず
、
次
の
青
ま

で
待
つ
ほ
ど
。
丸
木
橋
も
だ
め
だ
っ
た
そ
う
だ
。

遺
品
の
中
に
『
毎
日
グ
ラ
フ
』
1
9
5
6
年
7
月

日
号
が
あ
っ
た
。

15

「
人
間
模
様
」
の
頁
に
「
若
き
女
性
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
」
と
題
し
て
、
日
本
山

岳
会
評
議
員
の
村
井
米
子
さ
ん
の
「
女
の
人
た
ち
の
登
山
が
盛
ん
に
な
っ

た
こ
と
は
嬉
し
い
こ
と
で
、
女
の
人
の
手
で
何
か
大
き
な
山
を
や
り
た
い

と
思
い
ま
す
」
と
の
談
話
と
と
も
に
、
そ
の
候
補
と
な
れ
る
よ
う
な
人
た

ち
を
選
ん
だ
（
編
集
部
）
と
し
て
7
名
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち

の
一
人
が
三
枝
さ
ん
で
、
会
社
の
研
究
所
試
験
室
で
撮
影
さ
れ
た
白
衣
を

追 悼
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着
た
写
真
と
と
も
に
「
私
は
岩
登
り
が
得
意
と
言
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
で

す
け
れ
ど
、
そ
ん
な
に
得
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
私
だ
っ
て
岩
登
り
は

や
っ
ぱ
り
怖
い
で
す
。
出
か
け
る
山
は
阪
大
が
北
ア
ル
プ
ス
ば
か
り
で
す

か
ら
、
自
然
に
後
立
山
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
岩
で
は
鷹
取
山
で

す
ね
。
仕
事
は
薬
品
の
原
料
と
製
品
の
検
査
で
す
。
高
山
植
物
に
も
興
味

が
あ
り
ま
す
」
と
の
談
話
が
載
っ
て
い
る
。

1
9
5
6
年
、
日
本
山
岳
会
が
マ
ナ
ス
ル
（
8
1
6
3
ｍ
）
に
初
登
頂

し
て
以
来
、
戦
後
の
登
山
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
マ
ス
コ
ミ
も
登
山
を
テ
ー

マ
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
続
い
て
1
9
5
8
年
の
『
週
刊

女
性
』
1
月

日
号
で
は
「
山
に
か
け
る
青
春
―
若
き
女
流
ア
ル
ピ
ニ
ス

19

ト
」
と
題
し
て
5
名
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
の
4
名
は
登
山
用
具
と

写
っ
て
い
る
の
に
、
三
枝
さ
ん
は
試
験
器
具
に
囲
ま
れ
た
勤
務
中
の
写
真

と
「
昨
冬
富
士
に
登
頂
、
こ
の
冬
は
南
ア
の
仙
丈
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

出
発
前
に
は
、
会
社
の
仕
事
を
片
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
い
い

加
減
く
た
び
れ
て
し
ま
い
ま
す
ね
」
と
の
談
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
仕

事
に
も
山
に
も
打
ち
込
ん
で
い
る
様
子
が
表
れ
て
い
る
。

1
9
9
5
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
山
岳
会
の
座
談
会
の
記
録
に
よ
る

と
、
三
枝
さ
ん
が
入
会
し
た
1
9
5
5
年
こ
ろ
か
ら
女
性
会
員
が
増
え
て

き
て
い
る
。
マ
ナ
ス
ル
の
初
登
頂
が
あ
っ
て
ル
ー
ム
は
活
気
が
あ
っ
た

が
、
女
性
会
員
は
集
会
に
出
に
く
い
雰
囲
気
だ
っ
た
よ
う
だ
。
1
9
5
8

年
こ
ろ
、
東
京
支
部
に
そ
れ
ま
で
会
の
中
で
曖
昧
だ
っ
た
婦
人
部
が
定
着

し
た
。
こ
の
こ
ろ
は
毎
月

名
く
ら
い
の
集
ま
り
が
あ
り
、
三
枝
さ
ん
は

15

そ
の
世
話
を
し
て
い
た
。
1
9
6
9
年
か
ら
立
山
の
登
山
研
修
所
で
の
研

修
に
女
性
も
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
1
9
7
4
、

、

年
に
は
講

75

76

師
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
1
9
7
4
年
に
は
理
事
代
理
。
当
時
の
東
京

支
部
の
ス
キ
ー
講
習
会
に
も
、
講
師
と
し
て
参
加
し
て
い
た
。

1
9
6
7
年
に
は
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
絵
画
科
に
3
度
目
の
挑
戦

で
合
格
。
こ
の
年
に
会
社
を
辞
め
て
い
る
。
そ
の
後
も
1
9
9
2
年
ま

で
、
会
社
の
非
常
勤
で
英
語
や
独
語
の
学
術
論
文
の
翻
訳
を
し
て
い
た
。

東
京
芸
大
は
大
阪
大
学
の
Ｐ

登
山
隊
参
加
の
た
め
1
年
休
学
し
て
、
1

29

9
7
1
年
に
卒
業
し
て
い
る
。

1
9
6
0
年
代
に
な
る
と
、
多
く
の
大
学
山
岳
部
や
社
会
人
山
岳
会
は

ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
登
山
隊
を
送
っ
た
。
大
阪
大
学
は
、
難
し
そ
う
な
山
で
あ
る

こ
と
、
日
本
山
岳
会
マ
ナ
ス
ル
隊
と
同
ヒ
マ
ル
チ
ュ
リ
隊
（
1
9
5
9
年
）

に
Ｏ
Ｂ
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
マ
ナ
ス
ル
三
山
の
1
座
で
あ
る
Ｐ

（
7
8
7
1
ｍ
）
を
選
び
、
1
9
6
1
年
春
に
第
1
次
隊
を
送
り
出
し

29た
。
第
1
次
隊
の
準
備
は
、
カ
メ
ラ
や
望
遠
鏡
な
ど
の
機
材
の
提
供
を
お

願
い
し
た
会
社
が
東
京
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
東
京
で
も
進
め
ら
れ
、
三
枝

さ
ん
は
そ
の
準
備
を
熱
心
に
手
伝
っ
た
。
神
楽
坂
に
あ
っ
た
ご
自
宅
に
機

材
が
持
ち
込
ま
れ
、
2
0
0
0
㎜
望
遠
鏡
の
テ
ス
ト
が
、
東
京
都
内
を
見

渡
す
こ
と
が
で
き
る
2
階
か
ら
行
な
わ
れ
た
。

当
時
、
ネ
パ
ー
ル
は
ま
だ
「
秘
境
」
で
あ
り
、「
神
秘
の
王
国
」
で
あ
っ

た
。
文
化
人
類
学
者
の
著
書
を
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
参
考
資
料
と
し
た
。
Ｐ
29

周
辺
の
地
形
は
未
知
で
、
第
1
次
隊
は
Ｐ

西
面
に
ル
ー
ト
を
探
し
た
。

29
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地
理
学
上
の
発
見
は
あ
っ
た
が
、
登
攀
ル
ー
ト
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

翌
年
の
第
2
次
隊
は
東
面
の
偵
察
を
行
な
い
、
困
難
で
は
あ
る
が
、
不
可

能
で
は
な
い
と
の
結
論
を
持
っ
て
帰
国
し
た
。
こ
の
後
4
年
間
、
ネ
パ
ー

ル
政
府
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
禁
止
し
た
の
で
、
3
次
隊
の
出
発
は
1
9
6

9
年
に
な
っ
た
。
三
枝
さ
ん
は
前
述
の
よ
う
に
、
東
京
芸
大
4
年
生
の
と

き
に
第
3
次
隊
に
参
加
。
そ
の
と
き

歳
。

37

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ま
で
深
い
Ｖ
字
谷
の
ブ
リ
・
ガ
ン
ダ
キ
沿
い
を
行
く

日
間
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
で
は
、
亜
熱
帯
か
ら
亜
寒
帯
へ
、
植
生
も
そ
れ
に

20応
じ
て
変
わ
り
、
住
民
や
ポ
ー
タ
ー
の
民
族
も
変
わ
っ
て
い
く
。
谷
沿
い

の
道
は
、
岩
壁
に
架
か
る
桟
道
や
竹
縄
の
吊
り
橋
な
ど
危
険
な
所
は
随
所

に
あ
っ
た
が
、
丸
木
橋
は
な
か
っ
た
。
隊
員
の
記
憶
で
は
、
三
枝
さ
ん
は

い
つ
も
物
静
か
で
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
中
は
黙
々
と
歩
き
（
第
3
次
隊
で
は
、

隊
員
も
個
人
装
備
は
担
ぐ
こ
と
に
し
て
い
た
の
で
、

㎏
く
ら
い
は
担
い

20

で
い
た
）、
と
き
ど
き
腰
を
降
ろ
し
て
素
早
く
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
い
た
が
、

そ
の
と
き
が
一
番
楽
し
そ
う
だ
っ
た
。
途
中
で
会
っ
た
現
地
の
人
た
ち
や

テ
ン
ト
地
に
集
ま
っ
て
来
た
村
人
た
ち
と
、
片
言
の
ネ
パ
ー
ル
語
や
シ
ェ

ル
パ
を
通
訳
に
し
て
話
を
し
て
い
た
。
ベ
ー
キ
ャ
ン
プ
か
ら
上
部
の
登
山

活
動
に
お
い
て
も
ほ
か
の
隊
員
と
同
じ
よ
う
に
行
動
し
、
標
高
6
5
0
0

ｍ
ま
で
登
っ
て
い
る
。
第
3
次
隊
は
頂
上
に
つ
な
が
る
氷
壁
に
取
り
付
い

た
も
の
の
、
冬
の
到
来
で
撤
退
し
た
。

帰
途
、
カ
ト
マ
ン
ズ
の
日
本
大
使
館
勤
務
の
方
の
お
宅
に
し
ば
ら
く
滞

在
し
、
小
原
勝
郎
氏
（
名
誉
会
員
、
第
3
次
マ
ナ
ス
ル
隊
副
隊
長
）
の
娘

さ
ん
で
あ
る
新
婚
の
奥
様
に
、
ネ
パ
ー
ル
の
人
々
の
生
活
習
慣
な
ど
を
教

え
て
い
る
。
続
い
て
翌
年
の
第
4
次
隊
に
も
参
加
し
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
中
は

ス
ケ
ッ
チ
を
、
テ
ン
ト
地
で
は
女
性
の
ポ
ー
タ
ー
や
地
元
の
女
性
た
ち
と

ネ
パ
ー
ル
語
で
話
を
し
て
い
た
。
な
お
、
第
4
次
隊
は
住
吉
仙
也
登
攀
隊

長
の
下
で
、
隊
員
と
シ
ェ
ル
パ
の
2
人
が
登
頂
し
て
い
る
。

英
語
や
独
語
の
堪
能
な
三
枝
さ
ん
に
と
っ
て
、
片
言
の
ネ
パ
ー
ル
語
と

身
振
り
手
振
り
だ
け
で
、
な
ん
と
か
や
り
取
り
で
き
る
こ
と
が
新
鮮
な
驚

き
で
あ
り
、
山
麓
の
風
物
や
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
様
子
も
ま
た
、
限
り

な
く
心
を
惹
き
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
ネ
パ
ー
ル
へ
の
関
心

が
一
段
と
深
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
帰
国
時
に
カ
ト
マ
ン
ズ
の
バ
ザ
ー
ル

で
、
ネ
パ
ー
ル
語
入
門
書
の
英
語
―
ネ
パ
ー
ル
語
日
常
会
話
集
な
ど
を

買
っ
て
い
る
。

帰
国
後
、
こ
れ
ら
の
ネ
パ
ー
ル
語
入
門
書
を
読
み
、
文
化
人
類
学
者
ら

の
ネ
パ
ー
ル
語
の
輪
読
会
に
参
加
し
て
勉
強
、
ネ
パ
ー
ル
の
民
話
を
翻
訳

し
て
日
ネ
協
会
の
会
報
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
ネ
パ
ー
ル
女
性
作
家
の
作

品
集
の
日
本
語
訳
本
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
に
も
一
人
で
何
度
も

ネ
パ
ー
ル
に
出
か
け
て
い
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
や
観
光
、
あ
る
い
は
ビ
ジ

ネ
ス
で
多
く
の
人
が
ネ
パ
ー
ル
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
1
9
8
9
年
こ

ろ
、
出
版
社
か
ら
辞
書
編
纂
の
依
頼
が
来
た
。
そ
れ
か
ら
は
山
仲
間
と
離

れ
て
辞
書
編
纂
に
集
中
し
、
友
人
へ
の
は
が
き
に
よ
る
と
「
隠
遁
と
精
進

の
日
々
」
を
過
ご
し
、
1
9
9
7
年
に
8
年
が
か
り
で
ネ
パ
ー
ル
語
約
2

万
6
5
0
0
語
を
載
録
し
た
『
ネ
パ
ー
ル
語
―
日
本
語
辞
典
』
を
出
版
し

追 悼
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た
。
こ
の
出
版
に
よ
っ
て
日
本
山
岳
会
の
第
1
回
秩
父
宮
記
念
山
岳
賞
を

受
賞
し
、
1
9
9
8
年
2
月

日
、
大
雪
の
日
曜
日
に
日
比
谷
の
松
本
楼

11

で
日
本
山
岳
会
の
名
誉
会
員
、
重
鎮
の
会
員
、
昔
な
じ
み
の
友
人
約

名
50

が
出
席
し
て
お
祝
い
の
会
が
開
か
れ
た
。
そ
こ
で
山
口
さ
ん
は
、
締
め
の

挨
拶
で
先
の
三
枝
さ
ん
の
特
徴
を
披
露
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
2
0
0
0

年
4
月
に
は
カ
ト
マ
ン
ズ
の
王
室
宮
殿
に
お
い
て
、
ネ
パ
ー
ル
国
王
か
ら

勲
章
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
2
0
0
6
年
に
は
さ
ら
に
『
日
本
語
―
ネ
パ
ー

ル
語
辞
典
』
も
出
版
さ
れ
た
。
な
お
、
ネ
パ
ー
ル
語
辞
典
編
纂
の
経
緯
に

つ
い
て
は
『
山
岳
』
号
（
1
9
9
9
年
出
版
）
に
「『
ネ
パ
ー
ル
語
辞
典
』

94

編
纂
の
あ
れ
こ
れ
」
と
題
し
て
述
べ
て
い
る
。

三
枝
さ
ん
の
足
跡
を
、
大
阪
大
学
山
岳
部
、
日
本
山
岳
会
で
の
活
動
、

大
阪
大
学
Ｐ

登
山
隊
、
ネ
パ
ー
ル
語
辞
書
の
編
纂
と
、
か
い
つ
ま
ん
で

29

た
ど
っ
て
み
た
。
三
枝
さ
ん
は
私
に
と
っ
て
ひ
と
回
り
上
の
先
輩
で
、
Ｐ

登
山
隊
の
第
4
次
隊
で
ご
一
緒
し
た
。
そ
の
後
も
夏
に
は
、
栂
池
高
原

29に
あ
っ
た
大
学
の
山
小
屋
で
の
例
会
に
毎
回
出
席
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ

の
談
話
室
に
は
、
三
枝
さ
ん
が
描
か
れ
た
Ｐ

東
面
の
油
絵
が
架
か
っ
て

29

い
た
。
1
9
9
9
年
に
大
阪
府
交
野
市
に
住
い
を
移
さ
れ
て
か
ら
は
、
大

阪
で
の
例
会
に
も
よ
く
出
席
し
て
い
た
だ
い
た
。
い
つ
も
穏
や
か
で
、
問

わ
れ
な
け
れ
ば
ご
自
分
の
こ
と
は
お
話
に
な
ら
ず
、
改
め
て
大
先
輩
で

あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
、
お
伺
い
し
て
お

く
べ
き
だ
っ
た
。
突
然
の
お
別
れ
が
残
念
で
な
ら
な
い
。

（
大
野
義
照
）

岡
澤

祐
吉
さ
ん

日
本
山
岳
会
創
立
1
1
0
周
年
記
念
の
年
、
平
成

年
9
月
2
日
に
岡

27

澤
祐
吉
君
は
逝
っ
た
。
享
年

。
突
然
の
訃
報
だ
っ
た
。
信
州
松
本
在
住

82

の
私
は
、
そ
の
訃
報
に
接
し
た
の
み
。
埼
玉
県
川
口
市
南
町
と
い
う
、
そ

の
所
在
は
知
る
由
も
な
く
、
葬
儀
次
第
の
連
絡
も
特
に
な
か
っ
た
。
ま
さ

に
自
然
の
ま
ま
の
別
れ
と
い
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

だ
が
、
岡
澤
君
と
の
交
友
は
古
い
。
思
え
ば
1
9
4
6
（
昭
和

）
年

21

4
月
、
私
た
ち
は
旧
制
の
松
本
中
学
校
最
後
の
入
学
生
と
し
て
戦
後
間
も

な
い
時
期
に
邂
逅
し
、
同
じ
ク
ラ
ス
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
2
年
生
ま
で

を
過
ご
し
た
。
以
来
、
校
名
を
変
え
た
松
本
深
志
高
等
学
校
の
2
年
間
を
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経
て
、
お
互
い
学
部
は
違
っ
た
が
、
早
稲
田
大
学
へ
進
ん
だ
。
そ
の
後
は

特
に
交
友
関
係
は
な
か
っ
た
が
、
少
年
期
よ
り

年
、
同
じ
高
校
・
大
学

10

時
代
を
送
っ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
だ
が
、
彼
の
社
会
人
と
し
て
の

あ
り
よ
う
な
ど
知
る
由
も
な
く
、
全
く
交
流
は
な
か
っ
た
。

以
来
、

年
の
時
を
経
た
あ
る
年
の
夏
、
信
州
・
松
本
で
の
松
本
深
志

30

高
等
学
校
同
年
会
の
集
い
が
、
交
友
復
活
の
最
初
だ
っ
た
。
北
ア
ル
プ
ス

へ
の
山
行
も
そ
の
中
に
あ
っ
た
。

私
は
そ
の
こ
ろ
す
で
に
日
本
山
岳
会
員
（
5
7
7
6
）
で
あ
っ
た
が
、

彼
は
そ
の
後
何
年
か
し
て
の
入
会
（
7
5
2
2
）
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
岡
澤
君
と
の
交
友
は
そ
の
と
き
か
ら
復
活
し
た
。

以
来
、
死
別
す
る
ま
で
の
数
十
年
来
の
交
友
は
、
信
州
・
松
本
の
地
を

中
心
に
し
て
あ
っ
た
。
彼
が
1
年
の
半
分
を
、
松
本
に
近
い
安
曇
野
・
穂

高
の
地
に
別
宅
を
構
え
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
北
ア
連
山
を
は
じ
め
、

日
本
各
地
の
山
々
を
同
行
登
山
す
る
機
会
は
随
分
と
増
え
た
。
長
期
休
暇

を
利
用
し
て
の
登
山
だ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
最
た
る
も
の

が
、
1
9
6
5
（
昭
和

）
年
夏
の
、
約

日
間
に
わ
た
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ

40

20

パ
旅
行
で
あ
っ
た
。
岡
澤
君
は
我
々
一
行
に
1
週
間
ほ
ど
遅
れ
て
の
渡
欧

だ
っ
た
が
、
ス
イ
ス
・
ア
ル
プ
ス
数
山
余
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
だ

が
、
そ
の
と
き
天
候
の
悪
化
で
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
登
高
が
で
き
な
か
っ
た

の
は
、
今
で
も
悔
い
と
し
て
遺
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
毎
年
夏
の
北
ア
連
山
の
登
高
は
、
槍
と
い
わ
ず
穂

高
と
い
わ
ず
、
思
う
に
ま
か
せ
て
駆
け
ず
り
回
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
。

若
さ
故
の
無
謀
だ
っ
た
と
今
は
憶
う
。
特
に
槍
・
穂
高
（
西
穂
高
岳
ま
で
）

の
往
復
縦
走
の
憶
い
出
は
、
今
も
明
ら
か
に
思
い
出
せ
る
。
岡
澤
君
と
の

思
い
出
は
尽
き
な
い
。

（
小
林
俊
樹
）

故
岡
澤
祐
吉
氏
は
、
1
9
3
3
（
昭
和
8
）
年
東
京
に
生
ま
れ
、
戦
時

中
、
父
親
の
出
身
地
で
あ
る
南
安
曇
郡
西
穂
高
村
（
現
・
安
曇
野
市
穂
高
）

に
疎
開
、
旧
制
松
本
中
学
校
に
入
学
、
学
制
改
革
で
松
本
深
志
高
等
学
校

と
な
り
、
4
年
間
に
わ
た
る
高
校
生
活
を
信
州
・
松
本
で
過
ご
し
た
。
早

稲
田
大
学
卒
業
後
は
、
翻
訳
・
著
述
家
と
し
て
多
く
の
訳
書
、
著
書
を
出

版
。
日
本
山
岳
会
へ
は
、
1
9
7
3
（
昭
和

）
年
2
月
、
大
井
正
一
・

48

伊
倉
剛
三
両
氏
の
推
薦
で
入
会
し
た
。
日
本
山
岳
会
の
会
報
編
集
担
当
理

事
（
1
9
7
9
〜

、

〜

）
を
務
め
た
。
訳
書
・
著
書
は
『
ス
イ
ス

82

85

88

の
山
々
』（
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
社
）、『
マ
ナ
ス
ル
の
嵐
』（
二
見
書

房
）、『
山
岳
の
世
界
』（
共
訳
、
大
修
館
）、『
ス
イ
ス
山
案
内
人
の
手
帳
よ

り
』（
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
社
）、『
明
治
天
皇
の
初
代
侍
従
武
官
長
』

（
新
人
物
往
来
社
）
な
ど
多
数
を
著
し
た
。
ス
イ
ス
山
岳
会
ア
ル
テ
ル
ス

支
部
会
員
、
ス
イ
ス
山
岳
博
物
館
運
営
委
員
で
も
あ
っ
た
。

岡
澤
氏
は
埼
玉
県
川
口
市
在
住
だ
っ
た
が
、
年
の
半
分
を
安
曇
野
市
穂

高
柏
原
の
別
宅
で
過
ご
し
た
。
長
ら
く
日
本
山
岳
会
信
濃
支
部
へ
の
入
会

を
希
望
さ
れ
た
が
、
当
時
は
山
岳
会
本
部
の
会
員
が
地
方
支
部
員
に
な
る

こ
と
に
本
部
、
支
部
と
も
に
制
約
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
飯
村
富
彦
支
部

追 悼
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長
の
と
き
そ
の
願
い
が
叶
え
ら
れ
、
正
式
に
信
濃
支
部
会
員
と
な
っ
た
。

小
林
俊
樹
会
員
の
追
悼
文
の
中
に
も
あ
る
と
お
り
、
松
本
で
は
小
林
会
員

を
中
心
と
し
た
松
本
深
志
高
等
学
校
同
窓
生
の
仲
間
た
ち
に
加
わ
り
、
全

国
の
山
々
を
旅
さ
れ
た
。
九
州
の
九
重
連
山
・
坊
が
ツ
ル
か
ら
北
海
道
・

知
床
半
島
ま
で
、
山
旅
は
と
き
に
2
週
間
を
超
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う

だ
。1

9
9
5
（
平
成
7
）
年
、
第

回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
で
は
講
師
と
な
り
、

49

「
ア
ル
プ
ス
と
グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ト
村
」
と
題
し
記
念
講
演
を
さ
れ
た
。

そ
の
日
の
上
高
地
は
あ
い
に
く
の
雨
で
あ
っ
た
が
、
偶
然
出
会
っ
た
ス
イ

ス
・
グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ト
村
の
山
岳
ガ
イ
ド
、
サ
ム
エ
ル
・
ブ
ラ
バ
ン
ト

氏
の
手
帳
の
中
に
あ
っ
た
、
槇
有
恒
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
約

人
の
日

30

本
人
登
山
家
の
記
録
を
訳
し
て
出
版
し
た
『
ス
イ
ス
山
案
内
人
の
手
帳
よ

り
』（
1
9
8
7
年
、
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
社
）
に
書
か
れ
た
、
日
本

人
登
山
家
と
グ
リ
ン
デ
ル
ワ
ル
ト
村
の
山
案
内
人
の
交
友
に
つ
い
て
熱
く

話
さ
れ
た
。
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
に
は
機
会
あ
る
ご
と
に
参
加
さ
れ
、
あ
る
年

は
、
小
倉
（
現
・
安
曇
野
市
三
郷
）
か
ら
鍋
冠
山
・
大
滝
山
を
越
え
て
横

尾
に
至
る
ル
ー
ト
を
た
ど
っ
て
上
高
地
を
目
指
し
た
が
、
そ
の
年
は
残
雪

が
多
く
、
大
滝
山
の
登
り
で
道
に
迷
い
、
夕
刻
に
な
っ
て
上
高
地
に
着
い

た
こ
と
も
あ
っ
た
。

私
は
岡
澤
氏
の
後
輩
で
あ
り
、
安
曇
野
の
家
も
近
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

折
に
触
れ
交
友
が
あ
っ
た
。
亡
く
な
る
直
前
ま
で
と
き
ど
き
メ
ー
ル
で
情

報
や
励
ま
し
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。
山
人
と
の
交
友
が
広
く
、
国
内
外

に
わ
た
り
山
の
知
識
が
豊
富
な
岡
澤
氏
に
は
、
ま
だ
ま
だ
お
教
え
い
た
だ

く
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
機
会
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
、
残
念
で
な
ら
な
い
。

（
古
幡
開
太
郎
）

住
吉

仙
也
さ
ん

｢ヤ
ギ
さ
ん
か
、
わ
し
ゃ
ー
た
だ
い
ま
〝
老
衰
中
〞
じ
ゃ
ぁ
ー
」

晩
年
？

の
住
吉
ド
ク
タ
ー
に
電
話
を
し
た
と
き
の
返
事
で
あ
る
。

め
っ
た
に
電
話
も
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
な
ん
ぞ
用
事
が
あ
り
「
最

近
は
何
を
し
て
る
ん
で
す
か
？

ま
だ
生
き
て
ま
し
た
か
」
と
お
聞
き
し
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た
と
き
の
決
ま
り
文
句
で
あ
っ
た
。

ま
ぁ
ー
、
大
概
ま
と
も
な
こ
と
は
言
わ
ず
、
少
し
ず
ら
し
た
よ
う
な
、

そ
ら
し
た
か
の
よ
う
な
、
と
ぼ
け
た
返
事
が
普
通
の
こ
と
。
慣
れ
て
い
る

の
で
、
こ
ち
ら
も
ま
と
も
な
こ
と
は
言
わ
な
い
。

私
と
は

歳
も
違
う
大
先
輩
で
あ
る
。
そ
ん
な
口
の
利
き
方
を
し
た

20

ら
、
本
当
は
バ
チ
が
当
た
る
お
方
な
の
で
あ
っ
た
が
、
つ
い
つ
い
こ
ち
ら

も
、
目
い
っ
ぱ
い
の
親
し
さ
を
込
め
て
の
悪
口
と
な
っ
て
し
ま
う
。

住
吉
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
2
0
1
5
年

月

日
早
朝
。
和
歌

10

5

山
県
は
「
南
高
梅
」
で
有
名
な
南み
な

部べ

町
で
開
催
中
の
「
第

回
紀
ノ
国
わ

70

か
や
ま
国
体
」
山
岳
競
技
の
最
終
日
で
あ
っ
た
。
私
は
国
体
を
終
え
た
翌

日
の
、
明
日
6
日
に
お
見
舞
い
に
行
く
つ
も
り
だ
っ
た
。

住
吉
さ
ん
が

月
末
の
猛
暑
で
重
症
の
熱
中
症
に
罹
り
、
食
べ
物
も
喉

7

を
通
ら
ず
、
大
分
調
子
が
悪
そ
う
だ
と
は
、
尾
形
好
雄
か
ら
聞
い
て
い
た
。

そ
の
後
、
主
治
医
か
ら
は
入
院
加
療
を
強
く
勧
め
ら
れ
て
い
た
の
に
拒
ん

で
い
た
ら
し
い
。
素
人
で
は
な
い
だ
け
に
扱
い
に
く
い
。
と
い
う
よ
り
始

末
が
悪
い
。

ご
子
息
・
誠
一
郎
も
「
皆
さ
ん
に
心
配
、
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
」
と
、

で
き
る
だ
け
外
に
は
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
し
て
も
お
ら
れ
た
。
我
々
の

ル
ー
ト
は

年
前
（
2
0
1
3
年

月
）
に
、
住
吉
さ
ん
の
来
し
方
、
半

2

10

生
を
『
ド
ク
ト
ル
住
吉
ヒ
マ
ラ
ヤ
彷
徨
記
』
と
題
し
て
出
版
し
た
日
本
山

岳
協
会
副
会
長
・
専
務
理
事
の
尾
形
好
雄
だ
け
で
あ
る
（
尾
形
は
こ
の
本

を
書
い
て
い
る
の
で
、
追
悼
文
は
私
へ
回
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）。

訪
問
介
護
に
よ
る
点
滴
や
数
粒
の
葡
萄
を
口
に
す
る
だ
け
で
は
身
体
は

弱
る
ば
か
り
、
だ
ん
だ
ん
と
歩
く
こ
と
も
覚
束
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
。
結
局

ヶ
月
後
の

月
末
に
と
う
と
う
入
院
さ
せ
ら
れ
る
羽
目
に

1

8

な
る
。

病
院
で
も
量
の
増
え
た
点
滴
と
数
粒
の
葡
萄
だ
け
で
、
拒
食
症
状
は
変

わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
病
気
で
倒
れ
る
前
の
住
吉
さ
ん
を
知
っ
て
い
る

我
々
で
も
、
決
し
て
「
太
っ
て
い
た
」
と
は
思
え
な
い
が
、
さ
ら
に
筋
力

は
落
ち
、
身
体
も
衰
え
て
い
く
。
し
か
し
、
医
師
国
家
試
験
合
格
前
、「
船

医
Ｍ
」
の
偽
名
で
外
国
航
路
の
船
に
乗
り
込
ん
だ
こ
ろ
は
、

㎏
を
超
す

80

大
男
だ
っ
た
と
い
う
。

意
識
だ
け
は
衰
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
誠
一
郎
が
痛
み
や
し
ん
ど
さ
を

尋
ね
る
と
、
掌
を
振
り
、「
快
適
や
」、「
気
持
ち
え
ぇ
」
と
答
え
る
。
医
師

と
し
て
そ
れ
な
り
の
自
分
の
状
況
は
承
知
し
な
が
ら
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、

医
師
で
あ
る
己
が
矜
持
と
し
て
「
快
適
や
、
気
持
ち
え
ぇ
」
と
答
え
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
は
眠
る
よ
う
に
、
枯
れ
入
る
よ
う
に
旅
立
っ

た
と
い
う
。

日
本
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
家
多
し
と
い
え
ど
も
、
1
9
5
0
年
代
の
ヒ
マ

ル
チ
ュ
リ
（
1
9
5
9
年
、
日
本
山
岳
会
）
隊
か
ら
1
9
9
3
年
秋
の

チ
ョ
・
オ
ユ
ー
と
1
9
9
3
〜

年
冬
の
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
南
西
壁
（
群
馬

94

県
山
岳
連
盟
）
隊
ま
で
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
本
格
的
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山

隊
に
参
加
し
た
ド
ク
タ
ー
、
い
や
登
山
家
は
い
な
い
。

追 悼
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住
吉
さ
ん
に
と
っ
て
の
「
心
の
山
、
命
の
山
」
は
「
Ｐ

」
峰
で
あ
ろ

29

う
が
、
エ
ベ
レ
ス
ト
だ
け
に
限
っ
て
も
、
1
9
7
0
年
春
の
日
本
山
岳
会

隊
、
1
9
7
3
年
秋
の
第
Ⅱ
次
Ｒ
Ｃ
Ｃ
の
南
壁
隊
、
1
9
9
3
〜

年
冬

94

季
の
群
馬
県
山
岳
連
盟
の
南
西
壁
隊
と
、「
春
、
秋
、
冬
の

シ
ー
ズ
ン
」、

3

「
日
本
人
初
登
頂
」、「
秋
季
初
登
頂
」、「
冬
季
南
西
壁
初
登
攀
」
の
3
つ
の

記
録
の
栄
光
を
も
味
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
と
し
て
は
、
そ
の
登
山

に
関
わ
っ
て
い
た
だ
け
た
幸
運
に
感
謝
し
、
ま
た
、
お
礼
を
申
し
上
げ
た

い
。私

は
、
群
馬
県
山
岳
連
盟
の
1
9
8
7
〜

年
冬
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南

88

壁
登
山
の
ド
ク
タ
ー
に
お
願
い
し
た
が
叶
わ
ず
、
そ
の
後
の
チ
ョ
・
オ

ユ
ー
、
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
の
継
続
登
山
へ
の
参
加
が
決
ま
っ
た
の
は
、
出
発

の

ヶ
月
前
、

年
6
月
末
で
あ
っ
た
。
冬
の
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
Ｂ
Ｃ
で
の

2

93

毎
日
の
朝
食
後
、キ
ッ
チ
ン
か
ら
お
湯
を
も
ら
い
、二
人
し
て
氷
河
へ
下
っ

て
、ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
を
見
上
げ
て
し
ゃ
が
み
込
む
の
が
日
課
で
あ
っ
た
。

住
吉
さ
ん
ご
本
人
は
、
自
身
の
年
齢
を
思
う
と
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
か
ら
エ

ヴ
ェ
レ
ス
ト
ま
で
行
け
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
と
、
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
の

と
き
に
群
馬
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
負
い
目
も
あ
っ
た
ら

し
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
大
変
申
し
訳
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
登
山
の

結
果
や
後
の
お
付
き
合
い
を
考
え
れ
ば
嬉
し
く
、
あ
り
が
た
過
ぎ
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
1
9
9
5
年

月
の
阪
神
淡
路
大
震
災
が
起
こ
る
。
電
話
回

1

線
が
混
み
合
う
の
で
あ
ま
り
電
話
を
す
る
な
と
言
わ
れ
、
心
配
し
な
が
ら

遠
慮
し
て
い
た
あ
る
晩
、
住
吉
さ
ん
か
ら
「
ま
だ
死
な
ん
、
元
気
に
し
と

る
」
と
電
話
が
来
る
。
少
し
話
し
て
代
わ
っ
た
の
が
大
西
保
だ
っ
た
。
今

は
な
い
が
、屋
根
が
落
ち
天
井
の
下
が
っ
た
台
所
で
飲
ん
で
い
る
と
い
う
。

そ
の
大
西
も
2
0
1
4
年

月
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

9

住
吉
さ
ん
の
所
へ
は
、
関
西
は
言
う
に
及
ば
ず
四
国
、
関
東
か
ら
も
岳

友
が
駆
け
つ
け
て
見
舞
い
、
励
ま
し
て
く
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
住
吉

さ
ん
の
人
柄
に
負
う
。

住
吉
さ
ん
の
い
る
所
に
は
い
つ
も
酒
が
あ
っ
た
。
顔
を
合
わ
せ
て
飲
ま

な
か
っ
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
飲
み
過
ぎ
て
電
車
に
乗
れ
ず
、
住

吉
さ
ん
の
八
重
洲
口
の
定
宿
に
何
回
転
が
り
込
ん
だ
こ
と
か
。

米
寿
の
お
祝
い
は
2
0
1
3
年

月
末
、
東
京
で
行
な
う
。
1
9
5
9

11

年
ヒ
マ
ル
チ
ュ
リ
隊
の
石
坂
昭
二
郎
、
田
邊
壽
、
山
野
井
武
夫
隊
員
は
じ

め
多
く
の
山
仲
間
が
集
い
、
祝
う
。
前
述
の
本
『
ド
ク
ト
ル
住
吉
…
…
』

は
、
尾
形
が
こ
の
米
寿
に
間
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

2
0
1
4
年
秋
、
徳
島
県
で
の
日
本
山
岳
協
会
・
全
日
本
登
山
体
育
大

会
の
後
、
尾
形
と
二
人
で
台
風
に
追
い
掛
け
ら
れ
る
よ
う
に
高
速
バ
ス
で

瀬
戸
内
海
を
抜
け
、
西
宮
の
お
宅
に
お
邪
魔
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き

ば
か
り
は
台
風
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
酒
も
飲
ま
ず
に
、
大
阪
か
ら
新
幹
線

に
飛
び
乗
っ
て
前
橋
へ
帰
っ
た
。

住
吉
さ
ん
は
「
終
活
」
を
し
て
お
ら
れ
た
。
2
0
1
5
年

月
に
偲
ぶ

11

会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
案
内
状
に
は
会
費
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
み
ん
な

不
思
議
に
思
っ
た
。
会
が
始
ま
る
と
司
会
の
尾
形
か
ら
「
実
は
…
…
」
と
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「
も
し
自
分
の
た
め
の
会
が
催
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
」
と
、

そ
の
た
め
の
費
用
が
準
備
さ
れ
、
ご
子
息
に
託
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

誰
に
も
で
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
に
し
て
も
、
で
き
る
も
の
な
ら
こ

ん
な
「
粋
な
逝
き
方
」
を
し
た
い
も
の
だ
、
と
思
っ
た
。

ま
だ
ま
だ
書
き
た
い
こ
と
、
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ

る
。
コ
メ
相
場
で
も
う
け
た
話
、
若
い
日
の
外
国
航
路
の
こ
と
、
数
多
く

の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
こ
と
、
小
笠
原
諸
島
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
の
こ

と
、「
ア
ポ
ロ
蝶
」
の
こ
と
…
…
。

だ
が
、
誌
面
が
尽
き
ま
し
た
。
私
も
じ
き
に
行
き
ま
す
。

〈略
歴
〉

大
正

（
1
9
2
6
）
年

月

日
：
京
都
市
に
生
ま
れ
る
（
大
正
天
皇

15

10

22

崩
御
は

月

日
）

12

25

昭
和

（
1
9
5
0
）
年

月
：

年
間
の
山
岳
浪
人
生
活
を
終
え
、
大

25

4

3

阪
大
学
医
学
部
入
学

昭
和

（
1
9
5
4
）
年

月
か
ら

年
間
：

ヶ
月
ご
と
に

度
、
船

29

12

2

4

2

医
Ｍ
と
し
て
外
国
航
路
へ
。
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
で

医
師
免
許
合
格
の
知
ら
せ
が
届
く

昭
和

（
1
9
5
9
）
年
春
：
ヒ
マ
ル
チ
ュ
リ
（
7
8
6
4
ｍ
）。
学
位
取

34

得
（
カ
ル
カ
ッ
タ
〈
現
・
コ
ル
カ
タ
〉
で
入
電
）

昭
和

（
1
9
6
1
）
年
春
：
Ｐ

（
7
8
3
5
ｍ
）
第

次
登
山
隊
（
阪

36

29

1

大
隊
、
副
隊
長
）

昭
和

、

、

年
：
Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
に
同
行
し
、
奄
美
、
知
床
、
小
笠

41

42

43

原
諸
島
へ

昭
和

（
1
9
6
9
）
年
秋
：
Ｐ

第
3
次
登
山
隊
（
阪
大
隊
、
隊
長
）

44

29

昭
和

（
1
9
7
0
）
年
春
：
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
（
8
8
4
8
ｍ
）（
日
本
山

45

岳
会
隊
、
日
本
人
初
登
頂
）

同
年
秋
：
Ｐ

第
4
次
登
山
隊
（
阪
大
隊
、
登
攀
隊

29

長
、
初
登
頂
）

昭
和

（
1
9
7
3
）
年
秋
：
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
（
第
Ⅱ
次
Ｒ
Ｃ
Ｃ
隊
、
南

48

壁
断
念
、
秋
季
初
登
頂
）

昭
和

（
1
9
7
6
）
年
春
：
ジ
ャ
ヌ
ー
（
7
7
1
0
ｍ
）（
山
学
同
志
会

51

隊
、
副
隊
長
、
北
壁
）

昭
和

（
1
9
7
9
）
年
冬
：
フ
ル
ー
テ
ッ
ド
・
ピ
ー
ク
（
6
5
0
1
ｍ
）

54

(ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
山
群
、グ
ル
ー
プ
・
ド
・
ボ
エ
ー

ム
隊
）

昭
和

（
1
9
8
3
）
年
夏
：
ナ
ン
ガ
・
パ
ル
バ
ッ
ト
（
8
1
2
5
ｍ
）

58

（
登
歩
渓
流
会
隊
）

平
成
5
（
1
9
9
3
）
年
秋
：
チ
ョ
・
オ
ユ
ー
（
8
2
0
1
ｍ
）（
群
馬
県

山
岳
連
盟
隊
、
高
所
順
応
登
山
）

同
年
冬
：
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
（
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
）（
群
馬

県
山
岳
連
盟
隊
、
南
西
壁
冬
季
初
登
攀
）

平
成

〜

（
1
9
9
8
〜

）
年
夏
、
秋
：
西
北
ネ
パ
ー
ル
へ
の
登
山

10

11

99
と
旅
（
大
阪
山
の
会
隊
）

平
成

（
2
0
1
5
）
年

月

日
、
午
前

時

分
病
没
。
享
年

27

10

5

5

25

90

追 悼
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法
名
：
浄
岳
院
釋
仙
道
居
士（

八
木
原
圀
明
）

松
浦

輝
夫
さ
ん

日
本
人
と
し
て
初
め
て
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
の
頂
上
に
立
っ
た
の
が
、
松
浦

さ
ん
で
あ
る
。
当
時

歳
。
1
9
7
0
年

月

日
、
植
村
直
己
さ
ん
と

36

5

11

一
緒
の
8
8
4
8
ｍ
だ
っ
た
。
1
9
5
5
年
ご
ろ
か
ら
1
9
8
0
年
代
の

初
め
に
か
け
て
、
松
浦
さ
ん
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
登
山
に
憧
れ
る
男
た
ち

の
先
頭
に
い
た
。
2
0
1
5
年

月

日
、
白
血
病
、
肺
炎
の
た
め
、
生

11

6

ま
れ
育
っ
た
大
阪
の
病
院
で
亡
く
な
っ
た
。
享
年

。
81

私（
成
川
）が
早
大
山
岳
部
に
入
っ
て
か
ら

年
近
い
お
付
き
合
い
だ
っ

60

た
。
山
岳
部
で
は

年
生
と

年
生
。
体
育
会
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
部
で

4

1

は
あ
っ
た
が
、
松
浦
さ
ん
に
は
厳
し
く
鍛
え
ら
れ
た
記
憶
よ
り
、
優
し
く

励
ま
さ
れ
た
顔
が
思
い
浮
か
ぶ
。
お
人
柄
で
あ
る
。
考
え
方
が
柔
軟
で
、

一
人
一
人
の
個
性
を
大
切
に
さ
れ
た
。
卒
業
後
、
若
い
Ｏ
Ｂ
が
中
心
に

な
っ
て
立
ち
向
か
っ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
遭
難
事
故
を
起
こ
し
た
私
に
と
っ
て

は
、
命
の
恩
人
だ
っ
た
。

松
浦
さ
ん
は
《
わ
た
し
の
山
の
履
歴
書
》（
稲
門
山
岳
会
報

周
年
記
念

90

特
別
号
）
に
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
行
く
た
め
に
早
稲
田
に
入
っ
た
」
と
書
い
て

い
る
。
大
学
入
試
の

次
試
験
、
面
接
で
受
験
の
動
機
を
聞
か
れ
「
世
界

2

最
高
峰
の
エ
ベ
レ
ス
ト
に
登
る
た
め
で
す
。
早
稲
田
の
山
岳
部
に
は
素
晴

ら
し
い
伝
統
が
あ
り
、
戦
後
も
輝
か
し
い
登
山
記
録
を
積
み
上
げ
て
い
ま

す
」と
答
え
て
教
授
を
驚
か
せ
た
と
い
う
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
行
き
が
夢
だ
っ
た
。

1
0
0
人
を
超
す
入
部
希
望
者
が
山
岳
部
の
門
を
た
た
い
た
が
、
松
浦
さ

ん
は
一
番
乗
り
の
新
入
部
員
だ
っ
た
。

大
学
入
学
の
年
、
1
9
5
3
年
の

月

日
、
イ
ギ
リ
ス
隊
は
エ
ベ
レ

5

29

ス
ト
の
初
登
頂
に
成
功
す
る
。
そ
の

年
後
に
は
日
本
隊
が
マ
ナ
ス
ル
に

3

初
登
頂
す
る
。
い
つ
か
は
自
分
も
、
と
学
生
時
代
の
松
浦
さ
ん
は
マ
ラ
ソ

ン
走
や
ラ
グ
ビ
ー
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
み
、
合
宿
山
行
で
重
い
キ
ス
リ

ン
グ
を
背
負
っ
た
。
北
穂
高
岳
･滝
谷
の
氷
雪
の
岩
を
登
り
、
夏
の
Ｐ
2

フ
ラ
ン
ケ
に
新
ル
ー
ト
を
拓
い
た
。
戦
後
復
興
の
時
代
の
う
ね
り
が
、
若

者
を
山
に
向
か
わ
せ
て
い
た
。
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卒
業
論
文
は
「
中
部
山
岳
国
立
公
園
に
於
け
る
氷
河
地
形
の
研
究
」。

自
分
で
撮
っ
た
写
真
の
数
々
を
随
所
に
貼
り
付
け
て
仕
上
げ
た
。
松
浦
さ

ん
な
ら
で
は
の
労
作
が
、
高
い
評
価
を
受
け
た
。

松
浦
さ
ん
の
8
0
0
0
ｍ
峰
挑
戦
は

つ
あ
る
。

3

そ
の
最
初
が
早
大
隊
（
吉
川
尚
郎
隊
長
）
に
よ
る
1
9
6
5
年
の
ロ
ー

ツ
ェ
・
シ
ャ
ー
ル
（
8
3
8
3
ｍ
）
だ
っ
た
。
学
生
部
員

人
を
含
む

2

11

人
の
隊
員
が
意
気
に
燃
え
て
い
た
。
東
京
勢
に
交
じ
っ
て
大
阪
か
ら
副
隊

長
格
の
松
浦
さ
ん
と
村
井
葵
が
登
山
隊
に
加
わ
っ
た
。
あ
の
こ
ろ
、
ヒ
マ

ラ
ヤ
へ
の
機
運
は
大
学
山
岳
部
や
有
力
な
登
山
団
体
の
間
で
一
種
の
ブ
ー

ム
に
な
っ
て
い
た
。
お
互
い
に
競
争
意
識
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ロ
ー
ツ
ェ
・
シ
ャ
ー
ル
登
山
は
失
敗
に
終
わ
る
。
切
り
立
っ

た
雪
稜
に
キ
ャ
ン
プ
を
延
ば
し
、
7
0
5
0
ｍ
の
第

キ
ャ
ン
プ
か
ら

4

ル
ー
ト
を
延
ば
そ
う
と
し
て
い
て
、
私
が
転
落
し
た
の
だ
。
急
峻
な
ル
ン

ゼ
を
百
数
十
ｍ
落
ち
、
ロ
ー
プ
に
つ
な
が
っ
て
い
た
か
ら
止
ま
っ
た
も
の

の
、
半
ば
宙
吊
り
で
気
を
失
っ
た
。

救
助
に
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
注
ぎ
込
ま
れ
、私
は
救
出
さ
れ
る
。
続
い
て
、

第

キ
ャ
ン
プ
へ
の
引
き
降
ろ
し
。
強
風
と
降
雪
の
合
間
を
縫
っ
て
の
作

3
業
は
困
難
を
極
め
た
。
意
識
を
回
復
し
た
の
は
、
事
故
発
生
か
ら

日
目

4

の
夕
方
。
気
が
つ
い
た
と
き
私
は
、
松
浦
さ
ん
に
ロ
ー
プ
で
つ
な
が
れ
、

急
な
斜
面
に
刻
ま
れ
た
小
さ
な
雪
の
棚
に
座
っ
て
い
た
。
テ
ン
ト
布
を

被
っ
て
夜
明
け
を
待
っ
た
。
雪
が
降
っ
た
ら
雪
崩
れ
る
こ
と
必
至
。
死
と

隣
合
わ
せ
の
ビ
バ
ー
ク
だ
っ
た
。
つ
ら
く
て
危
険
な
仕
事
を
松
浦
さ
ん
は

買
っ
て
出
て
、
ほ
か
の
人
に
任
せ
な
か
っ
た
、
と
後
で
聞
い
た
。

重
度
の
凍
傷
に
罹
っ
て
い
る
私
を
ベ
ー
ス
･キ
ャ
ン
プ
ま
で
降
ろ
す
か
、

そ
れ
と
も
登
攀
再
開
か
。
第

キ
ャ
ン
プ
で
激
し
い
議
論
が
あ
っ
た
。
忘

3

れ
ら
れ
な
い
の
は
、
松
浦
さ
ん
の
限
り
な
く
優
し
い
思
い
や
り
で
あ
る
。

迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
私
は
、
こ
れ
以
上
凍
傷
は
悪
く
な
ら
な
い
か
ら
、

手
当
は
後
回
し
に
し
て
、
今
か
ら
頂
上
を
狙
っ
て
欲
し
い
と
懇
願
し
た
。

「
登
頂
が
大
切
な
の
は
分
か
っ
て
い
る
が
、
指
一
本
、
た
と
え

㎜
で
も
長

1

く
残
し
て
や
る
の
が
我
々
の
責
任
だ
」
と
、
松
浦
さ
ん
は
収
容
を
最
優
先

し
た
。
連
日
の
苦
闘
と
緊
張
で
充
血
し
、
異
様
に
光
っ
て
い
る
目
だ
っ
た

が
、
あ
れ
は
優
し
い
目
だ
っ
た
。

登
山
を
あ
き
ら
め
な
い
吉
川
隊
長
の
執
念
が
、
登
攀
再
開
を
決
め
た
。

松
浦
さ
ん
ら

人
に
す
べ
て
の
希
望
を
託
し
た
。
し
か
し
、
残
る
力
を
振

3

り
絞
っ
て
の
ア
タ
ッ
ク
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
リ
ー
ダ
ー
の
松
浦
さ
ん
は

力
及
ば
ず
と
見
て
、
引
き
返
す
こ
と
を
決
め
る
。
最
高
到
達
点
は
8
1
0

0
ｍ
だ
っ
た
。
登
頂
失
敗
、不
完
全
燃
焼
の
登
山
に
、当
然
、悔
い
が
残
っ

た
。そ

の
悔
し
さ
を
バ
ネ
に
し
て
、
松
浦
さ
ん
は

年
後
の
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト

5

登
山
に
名
乗
り
を
上
げ
た
。
1
9
7
0
年
、
日
本
山
岳
会
が
エ
ヴ
ェ
レ
ス

ト
に
登
山
隊
（
松
方
三
郎
隊
長
）
を
派
遣
し
た
。
す
で
に
何
度
か
登
ら
れ

て
い
る
東
南
稜
隊
と
、
未
踏
の
南
壁
か
ら
の
登
頂
と
い
う
2
つ
の
目
的
を

追 悼
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持
っ
た
大
が
か
り
な
登
山
隊
だ
っ
た
。
松
浦
さ
ん
は
東
南
稜
隊
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
先
頭
に
立
っ
て
チ
ー
ム
を
引
っ
張
り
、
最
終
段
階
で
は
第
1

次
ア
タ
ッ
ク
隊
員
に
指
名
さ
れ
た
。
ど
う
あ
っ
て
も
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
使
命
感
。
植
村
直
己
さ
ん
と
と
も
に
、
日
本
人
と
し
て
初
め

て
世
界
の
最
高
峰
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。

月

日
、
快
晴
。
植
村

5

11

さ
ん
と
肩
を
組
ん
で
頂
上
へ
の
最
後
の
一
歩
を
印
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、

松
浦
さ
ん
の
講
演
記
録
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

｢頂
上
直
下
、
ト
ッ
プ
の
植
村
君
が
後

ｍ
の
所
ま
で
来
た
と
き
、
私
は

5

彼
が
頂
上
に
立
つ
姿
を
写
さ
な
け
れ
ば
と
思
い
、
ム
ー
ビ
ー
・
カ
メ
ラ
を

構
え
て
植
村
君
に
『
頂
上
へ
行
け
』
と
サ
イ
ン
を
送
り
ま
し
た
。
旗
を
掲

げ
て
万
歳
を
す
る
よ
う
伝
え
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
伝
え
て
も
彼
は

動
こ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
私
を
手
招
き
す
る
の
で
す
。
何
か
あ
っ
た
の
か

と
近
づ
く
と
、
彼
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。『
松
浦
さ

ん
、
も
う
頂
上
で
す
。
間
違
い
な
く
あ
れ
が
頂
上
で
す
。
松
浦
さ
ん
、
先

に
登
っ
て
く
だ
さ
い
』。
私
は
先
輩
で
あ
る
私
を
立
て
て
く
れ
る
彼
の
行

為
を
本
当
に
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
肩
を
並
べ
な
が
ら
、
彼

の
肩
を
抱
く
よ
う
に
し
て

人
し
て
最
後
の

ｍ
を
登
っ
た
の
で
す
。」

2

5

松
浦
さ
ん
に
と
っ
て
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
は
、
大
勢
の
仲
間
と
目
標
を
共
有

し
た
登
山
だ
っ
た
。
サ
ミ
ッ
タ
ー
に
な
っ
た
の
は
、
組
織
さ
れ
た
大
き
な

登
山
隊
の
中
で
「
た
ま
た
ま
チ
ー
ム
の
最
終
ラ
ン
ナ
ー
が
自
分
と
植
村
さ

ん
だ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
話
し
、
登
頂
日
の
好
天
を
的
確
に
予
想
し
た

気
象
担
当
の
長
田
正
行
さ
ん
の
労
苦
に
感
謝
の
言
葉
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
無
事
下
山
す
る
と
「
さ
あ
、
明
日
か
ら
は
南
壁
隊
の
サ
ポ
ー
ト
に

頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
と
余
裕
を
見
せ
て
、
登
攀
隊
長
の
大
塚
博
美
さ
ん
を

喜
ば
せ
た
と
い
う
。

松
浦
さ
ん
は
早
稲
田
が
好
き
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
ツ
ェ
・
シ
ャ
ー

ル
が
失
敗
し
て
、
早
稲
田
の
仲
間
と
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
8
0
0
0
ｍ
峰
登
頂
は

ま
だ
果
た
せ
て
い
な
か
っ
た
。
1
9
8
1
年
、そ
の
機
会
が
や
っ
て
来
た
。

第

の
目
標
は
カ
ラ
コ
ラ
ム
の
Ｋ

（
8
6
1
1
ｍ
）
だ
っ
た
。

代
、

3

2

20

代
の
若
者
の
大
胆
な
計
画
を
真
剣
に
受
け
止
め
、
未
踏
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

30シ
ョ
ン
･ル
ー
ト
か
ら
の
登
攀
に
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
て
隊
長
を
引
き
受

け
た
。
も
ち
ろ
ん
、
後
輩
を
育
て
た
い
と
い
う
思
い
が
根
底
に
あ
っ
た
。

歳
に
な
っ
て
い
た
。

47
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
1
9
7
0
年
ご
ろ
に
は
初
登
頂
時
代
が
終
わ
っ
て
、
世
界

の
登
山
界
の
目
標
は
、よ
り
困
難
な
ル
ー
ト
か
ら
の
登
頂
に
移
っ
て
い
た
。

1
9
7
0
年
代
の
後
半
、
当
時
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
世
界

第

の
高
峰
Ｋ

の
西
稜
か
ら
の
登
頂
で
あ
っ
た
。
世
界
の
ト
ッ
プ
・
ク

2

2

ラ
イ
マ
ー
を
擁
す
る
イ
ギ
リ
ス
隊
が

度
に
わ
た
っ
て
挑
戦
し
た
が
、
標

2

高
7
0
1
0
ｍ
ま
で
で
終
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
よ
り
先
、
こ
の
ル
ー
ト
は

8
0
0
0
ｍ
以
上
に
極
め
て
難
度
の
高
い
登
攀
が
求
め
ら
れ
る
箇
所
が
続

く
と
予
想
さ
れ
た
。
し
か
し
、
松
浦
さ
ん
は
固
定
ロ
ー
プ
を
張
る
な
ど
し

て
じ
っ
く
り
取
り
組
み
、
粘
り
強
く
攻
め
れ
ば
登
頂
は
可
能
だ
、
と
自
信

を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
先
は
天
気
次
第
で
あ
る
。
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登
山
の
前
半
、
自
ら
先
頭
を
切
っ
て
ル
ー
ト
を
延
ば
し
た
。
最
終
局
面

で
は
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
か
ら
無
線
で
指
揮
を
と
り
、
と
も
す
れ
挫
け
そ

う
な
隊
員
に
「
早
稲
田
の
山
登
り
は
そ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
」
と
隊
員

を
鼓
舞
し
続
け
た
。
ア
タ
ッ
ク
は
大
谷
映
芳
、
山
下
松
司
、
パ
キ
ス
タ
ン

の
ナ
ジ
ー
ル
の

人
。
彼
ら
は
最
終
キ
ャ
ン
プ
か
ら
8
5
0
0
ｍ
ま
で
登

3

り
、
雪
洞
を
掘
っ
て
ビ
バ
ー
ク
す
る
。
重
い
ボ
ン
ベ
は
途
中
で
デ
ポ
し
た

か
ら
無
酸
素
だ
。
日
の
出
を
待
っ
て
登
攀
を
開
始
す
る
が
、
し
ば
ら
く

登
っ
て
山
下
は
自
分
の
ペ
ー
ス
が
か
な
り
落
ち
て
き
た
こ
と
を
自
覚
す

る
。
大
谷
、
ナ
ジ
ー
ル
の
足
を
引
っ
張
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
さ
て
、

ど
う
す
る
。

過
日
、
東
京
で
松
浦
さ
ん
を
追
悼
す
る
会
が
あ
り
、
改
め
て
記
録
映
像

を
見
た
。
ベ
ー
ス
･キ
ャ
ン
プ
に
い
る
松
浦
さ
ん
と
の
緊
迫
す
る
無
線
で

の
や
り
取
り
。
松
浦
さ
ん
は
「
だ
め
だ
。

人
と
も
引
き
返
せ
。
そ
れ
以

3

上
は
だ
め
だ
。
帰
れ
」
と
命
令
す
る
。「
本
当
に
目
の
前
な
ん
で
す
。
登

ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
懇
願
す
る
大
谷
と
ナ
ジ
ー
ル
。
天
気
は
崩
れ
る
気

配
が
な
く
、
風
も
な
い
。「
自
分
は
こ
こ
で
待
ち
ま
す
。
大
丈
夫
で
す
」
と

口
を
挟
む
山
下
。
結
局
は
松
浦
さ
ん
が
折
れ
て
、
大
谷
ら
が
登
頂
す
る
の

だ
が
、
追
悼
会
に
同
席
し
て
い
た
ロ
ー
ツ
ェ
・
シ
ャ
ー
ル
仲
間
の
濱
野
吉

生
（
元
山
岳
部
長
）
は
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
「
松
浦
さ
ん
は
引
き
返
せ

と
言
い
な
が
ら
、
実
は
登
ら
せ
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
分
析
し
て
見

せ
た
。
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。

頂
上
攻
撃
の
前
日
、
松
浦
さ
ん
は
氷
河
の
水
で
水み
ず

垢ご

離り

を
し
、
隊
員
の

無
事
生
還
を
祈
っ
た
と
い
う
。
誰
に
も
増
し
て
登
頂
に
こ
だ
わ
る
も
の

の
、
隊
長
と
し
て
は
無
理
を
さ
せ
ら
れ
な
い
。
結
局
は
ア
タ
ッ
ク
隊

人
3

の
判
断
に
任
せ
る
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
自
ら
待
機
を
申

し
出
て
大
谷
ら
の
帰
り
を
待
っ
た
山
下
の
行
為
を
、
松
浦
さ
ん
は
「
チ
ー

ム
登
山
の
早
稲
田
な
ら
で
は
」
と
高
く
評
価
し
た
。

松
浦
さ
ん
は
チ
ー
ム
の
登
山
、
自
己
犠
牲
と
い
う
言
葉
を
よ
く
口
に
し

た
。
そ
れ
が
高
峰
を
目
指
す
「
早
稲
田
の
登
山
」
だ
と
い
う
の
だ
。
松
浦

さ
ん
は
、
ま
さ
に
あ
の
世
代
の
早
大
山
岳
部
が
目
指
し
て
い
た
目
標
を
体

現
し
た
存
在
だ
っ
た
。
松
浦
さ
ん
を
失
っ
て
、
そ
の
存
在
の
大
き
さ
を
思

う
日
々
で
あ
る
。

〈略
歴
〉

1
9
3
4
年

月

日
：
大
阪
市
西
区
境
川
に
生
ま
れ
る
。
家
業
は
材
木

2

19
店
。
大
阪
府
立
西
野
田
工
業
高
校
建
築
科
で
は
、
建
築
の

勉
強
と
と
も
に
山
岳
部
と
ラ
グ
ビ
ー
部
で
活
躍
。

1
9
5
3
年
：
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
社
会
科
地
理
歴
史
専
修
に
入
学
。

1
9
6
2
年
：
日
本
山
岳
会
入
会
。
関
西
支
部
員
。
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
登
山

隊
は
秩
父
宮
記
念
学
術
賞
、
Ｋ

西
稜
初
登
攀
で
1
9
8

2

1
年
度
の
朝
日
体
育
賞
を
受
賞
し
た
。

1
9
9
1
年
：
単
身
屋
久
島
に
移
り
住
み
陶
芸
、
ラ
ン
栽
培
に
打
ち
込
む
。

2
0
0
3
年
：
ネ
パ
ー
ル
国
北
西
部
の
フ
ィ
リ
ム
村
の
、
竹
中
工
務
店
の

追 悼
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有
志
が
作
っ
た
小
・
中
学
校
に
松
浦
育
英
基
金
を
設
立
し
、

人
材
育
成
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
。

（
成
川
隆
顕
）

近
藤

等
さ
ん

2
0
1
5
年

月

日
、
近
藤
等
先
生
が
ご
逝
去
さ
れ
た
。
享
年

で

11

29

94

あ
っ
た
。

明
治
期
に
、
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
い
う
形
で
西
欧
の
近
代
登
山
が
移
入
さ

れ
て
以
降
、
様
々
な
登
山
の
潮
流
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
に
あ
っ

て
、近
藤
先
生
は「
真
の
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
は
あ
く
ま
で
も
ザ
イ
ル
・
パ
ー

テ
ィ
単
位
、
あ
る
い
は
単
独
行
を
基
本
に
し
た
個
人
の
自
由
意
思
、
判
断

と
決
定
、
責
任
で
行
な
わ
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
」
と
、
明
確
に
そ
の
考

え
を
表
明
し
て
い
る
。

先
生
は

歳
の
折
、
家
族
で
渡
仏
、

年
間
を
パ
リ
で
過
ご
し
た
。
帰

6

4

国
し
て
か
ら
は
暁
星
で
学
ん
だ
後
、
早
稲
田
に
進
む
。
幼
い
こ
ろ
に
体
験

し
た
フ
ラ
ン
ス
的
な
生
活
は
、
先
生
の
人
格
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
自
然
に
使
い
こ
な
せ
る
日
常
用
語
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
友
人
た
ち
と
ご
く
自
然
に

話
が
で
き
る
、
翻
訳
も
で
き
る
と
い
う
以
上
に
、
も
の
を
考
え
る
こ
と
自

体
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
行
な
う
ほ
ど
に
深
く
、
先
生
の
精
神
生
活
と
結
び
つ

い
て
い
た
の
だ
と
思
わ
さ
れ
る
こ
と
が
、
先
生
と
の
会
話
で
は
よ
く
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
先
生
の
備
え
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
的
な
教
養
は
、
外
来
の
知

識
と
し
て
学
び
と
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
実
質
的
な
体
験
と
感
性
の
レ
ベ

ル
で
お
の
ず
と
身
に
つ
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

基
礎
経
験
の
う
え
に
、
先
生
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
形
成
さ
れ
た
。
食
生

活
か
ら
服
装
、
も
の
の
考
え
方
な
ど
に
フ
ラ
ン
ス
的
な
趣
味
が
活
か
さ
れ

て
い
た
し
、
住
ま
い
の
《
ヴ
ィ
ラ
・
ク
ゥ
ク
ゥ
》
は
、
吉
坂
隆
正
氏
の
設

計
に
な
る
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
様
式
の
作
品
だ
。

山
の
登
り
方
に
も
、
そ
れ
は
現
れ
て
い
た
。
山
へ
の
嗜
好
は
暁
星
中
学

生
の
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
伺
っ
て
い
る
。
高
校
、
大
学
と
、
ず
っ
と
山

岳
部
に
籍
を
置
い
て
山
行
を
重
ね
た
。
卒
業
し
て
早
稲
田
大
学
の
教
員
に
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な
っ
て
か
ら
は
、山
岳
部
の
監
督
、部
長
も
務
め
た
。
一
つ
の
転
機
と
な
っ

た
の
は
、
1
9
6
2
年
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
登
山
ス
キ
ー
学
校
（
Ｅ
Ｎ
Ｓ

Ａ
）
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
研
修
会
に
参
加
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
周
知
の

よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
山
岳
ガ
イ
ド
は
国
家
資
格
に
な
っ
て
い
て
、
そ

の
認
定
・
付
与
機
関
と
し
て
Ｅ
Ｎ
Ｓ
Ａ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
、
そ

こ
で
の
教
育
内
容
は
、
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
標
準
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
継
承

と
伝
達
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
当
時
の
教
官
に
は
ガ
ス
ト
ン
・
レ
ビ
ュ
フ
ァ
、

ア
ン
ド
レ
・
コ
ン
タ
ミ
ヌ
、
ル
ネ
・
デ
メ
ゾ
ン
と
い
っ
た
そ
う
そ
う
た
る

ス
タ
ッ
フ
が
そ
ろ
っ
て
い
て
、
先
生
は
彼
ら
に
つ
い
て
登
山
と
ス
キ
ー
の

実
践
的
な
指
導
を
受
け
た
の
だ
が
、
そ
の
研
修
を
通
し
て
、
ア
ル
プ
ス
を

登
る
た
め
に
必
要
な
岩
登
り
と
氷
雪
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
学
ん
で
い
る
。
こ

の
こ
と
は
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
正
統
的
な
ア
ル
ピ
ニ
ズ

ム
の
技
術
的
素
養
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
が
ス
ポ
ー
ツ
の
一
つ
で
あ
る
以
上
、
ほ
か
の
種
目
と
同

じ
よ
う
に
、
系
統
化
・
標
準
化
さ
れ
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
シ
ス
テ
ム
と
、
そ

れ
に
対
応
し
て
規
格
化
さ
れ
た
用
具
・
装
備
を
そ
な
え
て
い
る
。
し
か
し

日
本
の
登
山
で
は
、
一
般
的
に
見
て
こ
う
し
た
登
山
技
術
に
対
す
る
意
識

と
理
解
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
日
本
の
山
の
構
造
そ
の
も

の
が
、
そ
の
登
山
に
お
い
て
基
本
的
に
登
攀
の
た
め
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
必

要
と
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
登
山
技
術
を
は
ぐ
く
む
内
発
的
な

契
機
を
生
み
出
さ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
登
山
技
術
は
外
来
的
な
も

の
に
と
ど
ま
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
見
て
、
近
藤
先
生
が
、
ア

ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
登
山
技
術
と
の
関
係
を
正
確
に
理
解
・
体
得
し
て
い
た
こ

と
は
、
日
本
の
登
山
界
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
べ

き
だ
。

そ
の
基
盤
に
立
っ
て
、
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
普
及
に
力
を
尽
く
し
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
業
績
の
主
た
る
部
分
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
山
岳

書
の
翻
訳
に
あ
っ
た
。

冊
を
超
え
る
訳
書
の
タ
イ
ト
ル
は
枚
挙
に
い
と

80

ま
が
な
い
が
、
モ
ー
リ
ス
・
エ
ル
ゾ
ー
グ
『
処
女
峰
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
』（
1

9
5
3
年
）、
ガ
ス
ト
ン
・
レ
ビ
ュ
フ
ァ
『
星
と
嵐
』（
1
9
5
5
年
）、『
モ

ン
・
ブ
ラ
ン
山
群
特
選
1
0
0
コ
ー
ス
』（
1
9
7
4
年
）、『
星
に
の
ば
さ

れ
た
ザ
イ
ル
』（
1
9
7
6
年
）、
フ
リ
ゾ
ン
・
ロ
ッ
シ
ュ
『
ザ
イ
ル
の
ト
ッ

プ
』（
1
9
5
6
年
）、
ワ
ル
テ
ル
・
ボ
ナ
ッ
テ
ィ
『
わ
が
山
々
へ
』（
1
9

6
6
年
）、
ル
ネ
・
デ
メ
ゾ
ン
『
素
手
の
山
』（
1
9
7
2
年
）
を
、
こ
こ

で
は
挙
げ
て
お
き
た
い
。
ま
さ
に

世
紀
の
名
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
が
勢
ぞ
ろ

20

い
し
て
い
る
。
彼
ら
と
は
個
人
的
な
親
交
も
結
ん
で
い
た
。
な
か
で
も
レ

ビ
ュ
フ
ァ
と
の
友
情
は
篤
く
、
シ
ャ
モ
ニ
に
あ
っ
た
レ
ビ
ュ
フ
ァ
の
シ
ャ

レ
ー
に
毎
シ
ー
ズ
ン
滞
在
し
て
、
と
も
に
登
っ
た
。

著
書
も
多
数
あ
る
。
ア
ル
プ
ス
の
登
頂
数
は
1
2
0
余
り
に
の
ぼ
る

が
、
そ
れ
を
基
に
し
た
登
攀
記
や
紹
介
は
、
日
本
人
の
手
に
な
る
も
の
と

し
て
は
貴
重
だ
。
さ
ら
に
『
ア
ル
プ
ス
│
山
と
人
と
文
学
』（
1
9
6
5

年
）、『
ア
ル
プ
ス
を
描
い
た
画
家
た
ち
』（
1
9
8
0
年
）
は
、
ア
ル
プ
ス

を
対
象
に
し
た
文
学
お
よ
び
美
術
の
分
野
で
の
研
究
成
果
で
あ
り
、
ア
ル

プ
ス
に
関
す
る
研
究
書
と
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
だ
。
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の

追 悼
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実
践
で
培
わ
れ
た
経
験
と
知
識
が
、
こ
れ
ら
の
旺
盛
な
著
作
活
動
を
支
え

て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
発
信
さ
れ
た
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
日

本
の
山
岳
界
に
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
戦
後
、
復
興
か
ら
高
度

成
長
期
へ
と
進
む
活
況
の
な
か
で
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
8
0
0
0
ｍ
峰
登
頂
の
熱

狂
と
も
重
な
り
、
登
山
は
ま
さ
に
ブ
ー
ム
を
迎
え
て
い
た
。
な
に
ぶ
ん
情

報
メ
デ
ィ
ア
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
状
況
に
あ
っ
た
時
代
の
こ
と
だ
。
ア

ル
プ
ス
は
、
い
ま
だ
か
け
離
れ
た
夢
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
て
、
先
生
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
ア
ル
プ
ス
の
情
報
に
み
な
飢
え

て
い
た
、
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
本
に
加
え
て
映
画
の
上
映
も

あ
っ
た
し
、
レ
ビ
ュ
フ
ァ
は
じ
め
フ
ラ
ン
ス
最
高
の
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
や
ス

キ
ー
ヤ
ー
の
来
日
も
実
現
さ
せ
て
、
我
々
と
直
に
接
す
る
機
会
を
提
供
し

た
。
当
時
の
映
像
を
想
い
起
こ
そ
う
。
装
備
も
ウ
ェ
ア
も
貧
弱
だ
っ
た
当

時
の
我
々
の
前
に
映
し
出
さ
れ
た
輝
く
岩
と
氷
の
ア
ル
プ
ス
、
そ
こ
を
軽

や
か
に
登
攀
す
る
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
シ
ー
ン
は
、
ほ
と
ん
ど
衝
撃
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。

｢頂
上
か
ら
水
滴
が
真
っ
直
ぐ
氷
河
に
落
下
す
る
よ
う
な
、
理
想
的
な

ラ
イ
ン
」
の
ル
ー
ト
。
そ
し
て
「
ホ
ー
ル
ド
が
少
な
く
、
ク
ラ
イ
マ
ー
に

よ
り
い
っ
そ
う
の
技
量
と
軽
や
か
な
身
の
こ
な
し
を
求
め
る
も
の
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
」
魅
力
を
増
す
岩
壁
。
そ
こ
を
登
る
ク
ラ
イ
マ
ー
に
は
「
リ

ズ
ミ
カ
ル
に
動
作
を
配
分
し
、
先
を
よ
く
見
越
し
な
が
ら
こ
れ
を
連
続
さ

せ
、
岩
質
と
ホ
ー
ル
ド
の
配
置
に
即
応
し
、
ま
す
ま
す
本
能
的
に
、
ご
く

自
然
に
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
相
手
を
理
解
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

れ
が
登
攀
を
す
ば
ら
し
く
、
美
し
い
も
の
に
し
て
く
れ
る
の
だ
。
審
美
的

な
要
素
を
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
に
導
入
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、『
星

に
の
ば
さ
れ
た
ザ
イ
ル
』
の
訳
文
に
は
、
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
近
藤
等
の
姿
が

見
て
と
れ
る
。
先
生
は
自
身
の
言
葉
で
「
登
山
と
い
う
行
為
は
山
に
対
す

る
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
深
い
愛
情
の
表
現
」
で
あ
り
、「
自
分
が
熱
愛
す
る
山

に
生
涯
の
伴
侶
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
」
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
（『
ア
ル

プ
ス
の
蒼
い
空
に
』）。
だ
か
ら
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
こ
と
も
忘
れ
な
い
で

お
こ
う
。
大
森
久
雄
氏
は
『
山
』（
2
0
1
6
年

月
号
）
掲
載
の
追
悼
文

1

で
「
山
登
り
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
感
覚
」
が
近
藤
先
生
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
が
、
最
愛
の
山
に
ま
み
え
る
と
き
、
ど

ん
な
身
繕
い
を
す
る
か
に
無
関
心
で
い
ら
れ
る
は
ず
は
あ
る
ま
い
。

先
生
に
よ
っ
て
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
世
界
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
の
山
登
り
に
つ

い
て
考
え
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
が
、先
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、

ま
ず
も
っ
て
日
本
の
登
山
が
目
指
す
べ
き
方
向
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
、
我
々
の
な
か
に
根
深
く
残
っ
て
い
た
習
性
に

対
す
る
批
判
的
な
ア
ピ
ー
ル
の
意
味
も
持
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
べ
き

だ
っ
た
。
非
合
理
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
方
法
、
ポ
ー
ラ
ー
・
メ
ソ
ッ
ド
へ

の
過
剰
な
こ
だ
わ
り
、
偏
っ
た
覇
権
主
義
的
登
山
観
な
ど
、
先
生
は
そ
れ

ら
の
欠
陥
に
い
ち
早
く
気
づ
い
て
い
た
。

こ
れ
ま
で
日
本
で
は
、
大
学
山
岳
部
や
各
種
の
山
岳
会
が
登
山
者
養
成
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の
役
割
を
担
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
現
在
、
そ
の
機
能
が
失
わ
れ
て
き
て

い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
大
学
山
岳
部
の
衰
退
に
つ
い
て
先
生

は
、
自
ら
の
経
験
か
ら
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
、
組
織
の
立
て
直
し
と
、

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
意
識
改
革
か
ら
始
め
る
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
て
い

た
。
あ
る
遭
難
事
故
を
き
っ
か
け
に
書
か
れ
た
文
章
が
早
稲
田
の
「
稲
門

山
岳
会
報
」
に
残
さ
れ
て
い
る
。
山
岳
部
衰
退
の
原
因
と
し
て
、
本
来
個

人
の
自
由
意
思
と
好
み
が
重
ん
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
従
来
継
承
さ
れ
て
き
た
団
体
行
動
の
登
山
形
態
で
は
そ
れ
が
無
視

さ
れ
て
い
る
こ
と
、か
つ
、そ
れ
で
は
発
展
的
な
登
山
に
必
要
な
テ
ク
ニ
ッ

ク
の
習
得
も
上
達
も
望
め
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
我
々
に
「
頭
の
切
り

換
え
」
を
強
く
促
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
組
織
改
革
の
問
題
は
、
決
し
て

特
定
の
山
岳
部
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
が
自
覚
さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま

い
。そ

う
し
た
先
生
だ
か
ら
こ
そ
、
若
者
の
心
を
つ
か
ん
だ
の
だ
。
先
生
の

も
と
に
は
、
世
界
に
挑
戦
し
よ
う
と
す
る
ク
ラ
イ
マ
ー
た
ち
が
惹
き
付
け

ら
れ
て
き
た
。
ア
ル
プ
ス
の
北
壁
を
舞
台
に
最
先
端
の
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
が

展
開
し
て
い
た
時
期
、
世
界
の
ク
ラ
イ
マ
ー
に
交
じ
っ
て
活
躍
し
た
日
本

人
の
多
く
が
先
生
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
結
実
し
た
日

本
の
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
を
、
近
藤
先
生
は
、
自
ら
が
時
代
に
先
駆
け
た
ア
ル

ピ
ニ
ズ
ム
の
実
践
者
・
表
現
者
と
な
っ
て
リ
ー
ド
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ

こ
で
銘
記
し
て
お
き
た
い
。

た
だ
、
先
生
自
身
は
1
9
8
5
年
を
境
と
し
て
本
格
的
な
山
行
か
ら
は

遠
ざ
か
っ
て
い
た
。
そ
の
年
、
最
良
の
山
の
友
で
あ
っ
た
ガ
ス
ト
ン
・
レ

ビ
ュ
フ
ァ
、
ア
ン
ド
レ
・
コ
ン
タ
ミ
ヌ
、
中
野
融
の

人
が
相
次
い
で
亡

3

く
な
っ
た
か
ら
だ
。
著
作
活
動
の
方
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。
名

著
『
ア
ル
プ
ス
の
名
峰
』
は
1
9
8
4
年
だ
が
、
2
0
0
1
年
『
ア
ル
プ

ス
の
蒼
い
空
に
』、
2
0
1
0
年
『
わ
が
回
想
の
ア
ル
プ
ス
』
と
続
く
。
最

後
の
著
作
と
な
っ
た
こ
の
書
に
は
、《
LesA
lpesquej’aim
e》
の
フ
ラ
ン

ス
語
タ
イ
ト
ル
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。「
わ
が
最
愛
の
ア
ル
プ
ス
」。
先
生

の
山
の
人
生
を
通
し
て
か
け
が
え
の
な
い
「
伴
侶
」
と
な
っ
た
ア
ル
プ
ス

へ
の
愛
が
溢
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
功
績
、
そ
れ
に
加
え
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
い
て
フ
ラ

ン
ス
代
表
団
の
ア
タ
シ
ェ
を
務
め
た
こ
と
に
対
し
て
、フ
ラ
ン
ス
は
、シ
ャ

モ
ニ
名
誉
市
民
の
称
号
と
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
の
授
与
を
も
っ
て

報
い
た
。
ま
た
、シ
ャ
モ
ニ
と
富
士
吉
田
の
姉
妹
都
市
協
定
に
お
い
て
は
、

中
心
と
な
っ
て
そ
の
実
現
に
尽
力
し
た
。

〈略
歴
〉

1
9
2
1
年

月

日
：
京
都
市
に
生
ま
れ
る

9

2

1
9
2
7
年
：
渡
仏
、
パ
リ
に
居
住

1
9
3
1
年
：
帰
国
。
暁
星
小
学
校
に
編
入
、
の
ち
同
中
学
校
に
進
む

1
9
3
7
年
：
早
稲
田
高
等
学
院
入
学

1
9
4
0
年
：
早
稲
田
大
学
文
学
部
仏
文
科
入
学

1
9
4
4
年
：
同
大
学
卒
業
（
前
年

月
、
海
軍
予
備
学
生
と
し
て
入
隊
）

12

1
9
4
6
年
：
早
稲
田
高
等
学
院
講
師
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1
9
4
9
年
：
早
稲
田
大
学
第

・
第

商
学
部
専
任
講
師

1

2

1
9
5
1
年
：
同
助
教
授

1
9
5
5
年
：
同
教
授

1
9
6
2
年
：
パ
リ
大
学
研
究
員
と
し
て

年
半
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在

1

1
9
7
1
年
：
シ
ャ
モ
ニ
名
誉
市
民
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
よ
り
レ
ジ
オ
ン
・

ド
ヌ
ー
ル
勲
章
受
章

1
9
9
2
年
：
早
稲
田
大
学
定
年
退
職
（
名
誉
教
授
）

1
9
9
7
年
：
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員

2
0
1
5
年

月

日
：
永
眠

11

29

（
飯
田
年
穗
）

＊
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
は
『
わ
が
回
想
の
ア
ル
プ
ス
』（
東
京
新
聞
出
版
部
）
の
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
そ
で
よ
り

川
上

隆
さ
ん

名
誉
会
員
・
川
上
隆
さ
ん
が
長
い
闘
病
の
末
、
平
成

年
5
月

日
に

28

12

亡
く
な
ら
れ
た
。
享
年

だ
っ
た
。

89

川
上
さ
ん
は
昭
和
2
（
1
9
2
7
）
年
2
月

日
、
神
奈
川
県
横
須
賀

25

市
で
生
ま
れ
、
三
浦
中
学
か
ら
日
本
大
学
経
済
学
部
に
進
み
、
同
校
卒
業

後
、
雪
山
技
術
習
得
の
意
図
が
あ
っ
て
、
山
形
工
業
高
校
に
教
員
と
し
て

赴
任
し
、
同
校
の
山
岳
部
監
督
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、
山
形
山
岳
会
に
所

属
し
て
冬
山
技
術
の
習
得
に
努
め
た
。1
9
5
2
年
、山
形
支
部
長
だ
っ
た

後
藤
幹
次
氏
ほ
か
1
名
の
推
薦
で
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
、1
9
5
5
年
、

神
奈
川
中
学
校
教
員
と
し
て
帰
郷
し
て
、
本
格
的
に
会
務
に
参
入
し
た
。
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当
時
の
日
本
山
岳
会
は
、
各
大
学
の
若
手
Ｏ
Ｂ
の
会
員
が
多
く
、
活
動

は
活
発
で
あ
り
、
西
穂
高
、
岳
沢
、
立
山
な
ど
で
し
ば
し
ば
登
山
技
術
指

導
者
講
習
会
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
川
上
さ
ん
は
、
登
山
技
術
指
導
委
員

会
や
遭
難
対
策
委
員
会
の
委
員
で
、
こ
れ
ら
の
講
習
会
の
立
案
、
実
施
に

関
わ
っ
て
い
た
。
同
じ
委
員
会
に
私
の
大
学
の
先
輩
で
あ
る
田
村
扇
一
さ

ん
が
い
て
、
川
上
さ
ん
と
親
し
く
、「
セ
ン
ち
ゃ
ん
」「
カ
ー
さ
ん
」
と
呼

び
合
っ
て
い
て
、
常
に
一
緒
に
行
動
し
て
い
た
の
で
、
私
も
自
然
に
川
上

さ
ん
と
親
し
く
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
田
村
さ
ん
の
肝
い
り
で
、彼
が
勤
め
て
い
た
病
院
の
所
在
地
、

川
口
で
山
岳
会
の
若
手
が
定
期
的
に
集
ま
っ
て
飲
む
会
が
発
足
し
た
。
常

連
は
川
上
さ
ん
、
竹
田
寛
次
さ
ん
、
宮
下
秀
樹
さ
ん
、
高
橋
進
さ
ん
、
広

谷
光
一
郎
さ
ん
、
田
村
さ
ん
、
そ
れ
に
私
な
ど
で
、
大
学
は
違
っ
て
も
仲

が
良
く
、
と
て
も
楽
し
い
会
だ
っ
た
が
、
田
村
さ
ん
が
病
魔
に
倒
れ
て
、

こ
の
会
は
終
わ
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
川
上
さ
ん
は
、
防
衛
大
学
校
山
岳
部
の
監
督
と
し
て
活
躍
し

て
い
た
。
川
上
さ
ん
と
山
に
つ
い
て
書
く
と
す
れ
ば
、
防
大
山
岳
部
と
の

関
わ
り
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
を
占
め
る
。

防
大
山
岳
部
は
発
足
当
初
に
遭
難
事
故
を
起
こ
し
、
し
っ
か
り
し
た
山

岳
部
を
育
成
す
る
指
導
者
を
必
要
と
し
て
い
た
。
当
時
、
防
大
山
岳
部
の

部
長
だ
っ
た
朝
井
一
男
教
授
と
防
大
校
長
だ
っ
た
槇
智
雄
氏
（
槇
有
恒
氏

の
令
兄
）
か
ら
懇
請
さ
れ
、
槇
有
恒
氏
の
後
押
し
も
あ
っ
て
1
9
5
7
年
、

川
上
さ
ん
は
防
大
山
岳
部
の
コ
ー
チ
と
な
り
、
1
9
6
1
年
、
監
督
に
就

任
し
た
。

防
衛
大
学
校
は
、
卒
業
す
る
と
全
員
が
幹
部
自
衛
官
に
な
る
と
い
う
特

殊
な
性
格
の
大
学
で
あ
り
、
休
暇
は
高
校
並
み
に
短
く
、
登
山
に
割
け
る

日
数
は
一
般
大
学
の
半
分
程
度
と
い
う
制
約
が
あ
っ
た
。
発
足
後
日
が
浅

く
、
し
か
も
こ
う
い
っ
た
制
約
の
あ
る
防
大
山
岳
部
を
、
歴
史
の
あ
る
一

般
大
学
の
山
岳
部
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
山
岳
部
に
育
て
よ
う
と
、
川
上
さ

ん
の
指
導
は
実
に
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
と
、
防
大
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
は
異
口

同
音
に
話
し
て
い
る
。「
鬼
の
川
上
」
と
も
言
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、そ
の
甲
斐
あ
っ
て
防
大
山
岳
部
は
め
き
め
き
と
実
力
を
つ
け
、

1
9
6
5
年
、
カ
ナ
ダ
の
ロ
ー
ガ
ン
峰
の
遠
征
に
始
ま
り
、
1
9
6
8
〜

6
9
年
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
中
部
ア
ン
デ
ス
登
山
隊
、
1
9
7
3
年
、
イ
ン

ド
の
シ
ッ
ク
ル
ム
ー
ン
峰
登
山
隊
、1
9
7
8
年
、カ
ラ
コ
ル
ム
の
パ
ス
ー

峰
登
山
隊
、
1
9
8
1
年
、
中
国
の
コ
ン
グ
ー
ル
・
チ
ュ
ビ
エ
峰
登
山
隊
、

1
9
8
7
年
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
登
山
隊
、
そ
し
て
山
岳
部
創
立

周
年

50

記
念
の
中
国
・
ト
モ
ル
テ
イ
峰
登
山
隊
な
ど
、
次
々
と
海
外
遠
征
を
実
現

さ
せ
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
計
画
と
実
行
に
川
上
さ
ん
は
関
与
し
て
い
る
。

防
大
を
離
れ
て
も
1
9
9
2
年
、
日
本
山
岳
会
の
松
永
敏
郎
さ
ん
ら
と

中
国
の
サ
ン
デ
イ
ン
カ
ン
シ
ャ
峰
登
山
隊
、
1
9
9
3
年
、
山
形
大
学
コ

ン
グ
ー
ル
山
群
登
山
隊
、1
9
9
5
年
、日
本
山
岳
会
学
生
部
の
ム
ス
タ
ー

グ
・
ア
タ
山
群
登
山
隊
な
ど
の
遠
征
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

山
岳
会
の
会
務
に
関
し
て
は
、
登
山
技
術
指
導
委
員
会
、
遭
難
対
策
委

員
会
、
高
所
登
山
研
究
委
員
会
の
委
員
や
委
員
長
、
理
事
、
評
議
員
を
実

追 悼
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に
足
掛
け

年
間
務
め
、
2
0
0
2
年
、
名
誉
会
員
に
推
挙
さ
れ
た
。

31

そ
の
こ
ろ
川
上
さ
ん
は
、
真
鶴
の
海
が
見
え
る
丘
の
上
に
家
を
建
て
て

住
ん
で
い
た
が
、
防
大
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
や
山
岳
会
の
面
々
が
頻
繁
に
押
し

か
け
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
川
上
さ
ん
が
入
手
し
た
鰹
一
匹
を
竹
田
寛
次

さ
ん
が
見
事
に
さ
ば
き
、
村
木
潤
次
郎
さ
ん
、
宮
下
秀
樹
さ
ん
、
私
ら
が

銘
酒
「
久
保
田
」
を
飲
み
つ
つ
賞
味
す
る
と
い
っ
た
楽
し
い
会
も
あ
っ
た

し
、
真
鶴
の
割
烹
「
岩
忠
」
で
夫
人
同
伴
で
の
食
事
会
を
た
び
た
び
開
い

て
く
れ
た
。

歳
代
に
な
る
と
、
川
上
さ
ん
は
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
未
開
放
地

60
域
の
探
査
に
意
欲
を
燃
や
す
よ
う
に
な
っ
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
自
衛

隊
幹
部
育
成
を
目
的
と
す
る
防
大
ゆ
か
り
の
川
上
さ
ん
が
、
中
国
解
放
軍

の
息
が
掛
か
っ
て
い
る
大
自
然
旅
行
社
に
申
請
す
る
と
、
未
開
放
地
域
へ

の
入
域
許
可
が
出
る
と
い
う
事
態
が
続
き
、
毎
年
の
よ
う
に
新
疆
ウ
イ
グ

ル
自
治
区
に
入
り
、
四
駆
と
馬
で
探
査
を
行
な
っ
て
い
た
。
私
も
そ
の
恩

恵
に
浴
し
て
5
回
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
外
国
人
を
初
め
て
見
た
な
ど

と
言
わ
れ
た
僻
地
に
も
入
る
こ
と
が
で
き
、
貴
重
な
体
験
を
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
そ
ん
な
と
き
、
川
上
さ
ん
は
事
前
の
準
備
が
周
到
で
、
未
開
放

地
域
で
あ
る
の
に
概
念
図
ま
で
作
っ
て
行
動
し
て
い
た
。

し
か
し
晩
年
の
川
上
さ
ん
は
、ま
さ
に
病
魔
と
の
闘
い
だ
っ
た
。
肺
癌
、

皮
膚
癌
、
悪
性
リ
ン
パ
腫
、
白
内
障
な
ど
次
々
に
襲
っ
て
く
る
病
魔
に
敢

然
と
立
ち
向
か
っ
て
い
た
が
、
漸
次
体
力
が
落
ち
、
腰
椎
圧
迫
骨
折
、
次

い
で
大
腿
骨
骨
折
を
起
こ
し
て
車
椅
子
生
活
に
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
は
な
い
自
宅
で
夫
婦
二
人
で
の
闘
病
生
活
は
無
理
と
、

し
か
る
べ
き
施
設
に
入
所
を
と
勧
め
た
の
だ
が
、
応
ず
る
気
配
は
な
く
、

奥
様
の
献
身
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
な
が
ら
自
宅
で
の
療
養
生
活
を
続
け

て
い
た
。

昨
年
、
大
腸
癌
が
見
つ
か
っ
た
が
、
高
齢
で
あ
る
こ
と
や
心
肺
機
能
の

低
下
か
ら
手
術
は
無
理
と
言
わ
れ
、
患
部
に
ス
テ
ン
ト
を
入
れ
る
処
置
を

受
け
、
一
時
小
康
を
得
て
い
た
が
、
今
年
に
な
っ
て
ス
テ
ン
ト
周
辺
か
ら

の
出
血
が
あ
り
入
院
、
そ
し
て
ホ
ス
ピ
ス
へ
の
入
所
と
な
っ
た
。
亡
く
な

る
2
週
間
前
に
見
舞
っ
た
と
き
、
や
つ
れ
て
は
い
た
が
元
気
で
、
痛
い
所

も
な
い
し
、
食
欲
も
あ
る
と
の
こ
と
。
こ
れ
な
ら
当
分
は
大
丈
夫
と
思
っ

て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
後
病
状
は
急
変
し
、
5
月

日
、
鬼
籍
に
入
っ
て

12

し
ま
わ
れ
た
。

葬
儀
に
は
、
か
つ
て
厳
し
い
指
導
を
受
け
た
防
大
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
た
ち

が
多
数
参
列
し
、「
鬼
の
川
上
」
が
「
仏
の
川
上
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
、

川
上
さ
ん
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
た
。

川
上
さ
ん
と
の
付
き
合
い
は
半
世
紀
に
な
る
が
、振
り
返
っ
て
み
る
と
、

川
上
さ
ん
は
友
人
と
の
交
友
を
実
に
大
切
に
す
る
人
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け

に
、
彼
の
周
り
に
は
い
つ
も
気
持
ち
の
良
い
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
て
、

楽
し
い
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
た
。
今
ご
ろ
は
天
国
で
、
先
に
逝
っ

た
山
仲
間
た
ち
と
飲
み
会
で
も
開
い
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。

〈
略
歴
〉
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1
9
5
2
（
昭
和

）
年
：
日
本
山
岳
会
入
会

27

1
9
5
7
（
昭
和

）
年
：
防
衛
大
学
校
山
岳
部
コ
ー
チ
就
任

32

1
9
6
1
（
昭
和

）
年
：
防
大
山
岳
部
監
督
（
〜
1
9
7
3
年
）

36

1
9
6
5
（
昭
和

）
年
：
防
大
カ
ナ
ダ
・
ロ
ー
ガ
ン
峰
登
山
隊
隊
長

40

1
9
6
9
（
昭
和

）
年
：
防
大
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ア
ン
デ
ス
登
攀
隊
長

44

1
9
7
3
（
昭
和

）
年
：
日
印
合
同
シ
ッ
ク
ル
ム
ー
ン
峰
登
山
隊
隊
長

48

（
自
衛
隊
）

1
9
7
8
（
昭
和

）
年
：
カ
ラ
コ
ル
ム
・
パ
ス
ー
峰
登
山
隊
隊
長

53

1
9
8
0
（
昭
和

）
年
：
防
大
山
岳
会
（
Ｏ
Ｂ
会
）
会
長

55

1
9
8
1
（
昭
和

）
年
：
防
大
コ
ン
グ
ー
ル
・
チ
ュ
ビ
エ
峰
（
中
国
）

56

登
山
隊
隊
長

1
9
8
7
（
昭
和

）
年
：
防
大
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
峰
（
中
国
）
登
山
隊
隊

62

長

1
9
9
2
（
平
成
4
）
年
：
サ
ン
デ
イ
ン
カ
ン
シ
ャ
峰
（
中
国
）
登
山
隊

隊
長

1
9
9
3
（
平
成
5
）
年
：
山
形
大
学
コ
ー
ボ
ル
ト
会
コ
ン
グ
ー
ル
山
群

（
中
国
）
学
術
登
山
隊
総
隊
長

1
9
9
5
（
平
成
7
）
年
：
日
本
山
岳
会
学
生
部
ム
ス
タ
ー
グ
・
ア
タ
山

群
（
中
国
）
登
山
隊
総
隊
長

2
0
0
2
（
平
成

）
年
：
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員
・
永
年
会
員

14

2
0
1
6
（
平
成

）
年

月

日
：
逝
去

28

5

12

（
長
尾
悌
夫
）

追 悼
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会

務

報

告

2
0
1
5
年
（
平
成

年
）

月
〜
2
0
1
6
年
（
平
成

年
）

月

27

4

28

3

（
◎
総
会

□
理
事
会

◇
人
事

☆
事
業
）

◇
2
0
1
5
年
度
役
員
・
評
議
員
・
支
部
長

会

長

小
林
政
志

副

会

長

吉
川
正
幸
、
大
久
保
春
美
、
山
田
和
人

常
務
理
事

神
長
幹
雄
、
佐
藤

守

理

事

勝
山
康
雄
、
中
山
茂
樹
、
野
口
い
づ
み
、
大
槻
利
行
、
落
合
正
治
、

山
賀
純
一
、
直
江
俊
弐
、
星

征
雅
、
谷
内

剛
、

監

事

平
井
拓
雄
、
重
廣
恒
夫

委
員
会
の
担
当
理
事

【総
務
】
佐
藤
、
谷
内

【デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
】
谷
内

【公
益
法
人
】
直
江

【財
務
】
吉
川

【図
書
】
神
長

【資
料
映
像
】
勝
山

【山
岳
編
集
、
会
報
編
集
】
神
長

【遭
難
対
策
】
中
山

【山
岳
研
究
所
】
大
槻

【自
然
保
護
】
谷
内

【科
学
】
野
口

【医
療
】
野
口

【山
行
】
勝
山

【支
部
事
業
】
大
久
保

【「
山
の
日
」
事
業
】
山
賀

【家
族
登
山
普
及
】
山
賀

【Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
】
中
山
、
落
合
、
直
江
、
星

【1
1
0
周
年
記
念
事
業
実
行
】
小
林

【日
本
山
岳
会
再
生
】
小
林

評

議

員

田
邊

壽
、
村
井
龍
一
、
宮
崎
紘
一
、
山
本
良
三
、
尾
上

昇
、

西
村
政
晃
、
黒
川

惠
、
高
原
三
平
、
坂
井
広
志
、
野
沢
誠
司
、

高
野

剛
、
石
川
一
樹
、
佐
野
忠
則

支

部

長

（
北
海
道
）
西
山
泰
正
・（
青
森
）
大
久
保
勉
・（
岩
手
）
菅
原
敏

夫
・（
宮
城
）
佐
藤
昭
次
郎
・（
秋
田
）
今
野
昌
雄
・（
山
形
）
木
村

喜
代
志
・（
福
島
）
小
林
正
彦
・（
茨
城
）
浅
野
勝
己
・（
栃
木
）
渡

邉
雄
二
・（
群
馬
）
田
中
壮
佶
・（
埼
玉
）
松
本
敏
夫
・（
千
葉
）
三

木
雄
三
・（
東
京
多
摩
）
竹
中

彰
・（
越
後
）
遠
藤
家
之
進
正
和
・

会 務 報 告
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（
富
山
）
山
田
信
明
・（
石
川
）
中
川
博
人
・（
福
井
）
森
田
信
人
・

（
山
梨
）
深
沢
健
三
・（
信
濃
）
塚
原
賢
勝
・（
岐
阜
）
高
木
基
揚
・

（
静
岡
）
大
島
康
弘
・（
東
海
）
小
川

務
・（
京
都
・
滋
賀
）
田
中

昌
二
郎
・（
関
西
）
金
井
良
碩
・（
山
陰
）
中
井
俊
一
・（
広
島
）
兼

森
志
郎
・（
四
国
）
尾
野
益
大
・（
福
岡
）
中
馬
菫
人
・（
北
九
州
）

伊
藤
久
次
郎
・（
熊
本
）
松
本
莞
爾
・（
東
九
州
）
加
藤
英
彦
・（
宮

崎
）
末
永
軍
朗

□
平
成

年
度
第
1
回
（
4
月
度
）
理
事
会

平
成

年
4
月
8
日

集
会
室

27

27

出
席
者

森
会
長
、
節
田
・
黒
川
・
古
野
各
副
会
長
、
高
原
・
吉
川
・
佐
藤
各

常
務
理
事
、
勝
山
・
山
田
・
野
口
・
大
槻
・
落
合
・
川
瀬
・
山
賀
・

直
江
各
理
事
、
吉
永
監
事
（
注
：
山
田
理
事
は
所
用
の
た
め
審
議
事

項
は
欠
席
）

欠
席
者

浜
崎
監
事

【審
議
事
項
】

1
．
次
期
（
平
成

年
度
〜

年
度
）
人
事
（
監
事
）
に
つ
い
て

27

28

次
の
監
事
候
補
者
に
つ
い
て
審
議
し
た
。
な
お
1
名
に
つ
い
て
は
次
回
理

事
会
で
審
議
す
る
こ
と
と
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

〈
監
事
候
補
者
〉《
新
任
》
平
井
拓
雄
（
7
2
9
2
）

2
．
神
奈
川
大
学
タ
サ
ル
ツ
ェ
遠
征
隊
へ
の
名
義
後
援
申
請
に
つ
い
て

神
奈
川
大
学
か
ら
、
大
学
創
立
1
0
0
周
年
事
業
「
神
奈
川
大
学
タ
サ
ル

ツ
ェ
遠
征
隊
」
の
名
義
後
援
の
許
可
申
請
が
あ
り
審
議
し
た
。（
賛
成
14

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

3
．
入
会
希
望
者
承
認
に
つ
い
て

名
の
入
会
及
び
3
名
の
復
活
入
会
に
つ
い
て
、別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。

47
（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

【協
議
事
項
】

1
．
平
成

年
度
通
常
総
会
に
つ
い
て
（
高
原
）

27
平
成

年
度
通
常
総
会
の
開
催
通
知
、
出
欠
票
・
委
任
状
・
議
決
権
行
使

27

書
等
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
協
議
し
た
。

2
．
平
成

年
度
第
1
回
評
議
員
懇
談
会
の
開
催
に
つ
い
て
（
森
）

27
平
成

年
度
第
1
回
評
議
員
懇
談
会
を
5
月

日
に
開
催
す
る
こ
と
に
つ

27

12

い
て
協
議
し
た
。

【報
告
事
項
】

1
．
平
成

年
度
上
高
地
山
岳
研
究
所
管
理
員
と
し
て
元
川
里
美
氏
、
管
理
補
助

27
と
し
て
元
川
嘉
治
氏
の
両
氏
の
雇
用
契
約
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
報

告
が
あ
っ
た
。（
森
、
大
槻
）

2
．
㈱
プ
ラ
ネ
ッ
ト
ラ
イ
ツ
か
ら
2
0
1
3
年
5
月
号
「
時
空
旅
人
・
日
本
山
岳

史
」
で
使
用
し
た
画
像
を
、
同
誌
の
再
版
で
使
用
し
た
い
と
の
申
請
が
あ

り
許
可
し
た
。（
節
田
）

3
．
関
西
支
部
か
ら
「
日
本
山
岳
会
関
西
支
部
八
十
年
史
」
へ
の
『
山
岳
』
記
事

の
転
載
申
請
が
あ
り
許
可
し
た
。（
節
田
）

4
．
1
1
0
周
年
記
念
事
業
委
員
会
か
ら
、
別
添
資
料
に
よ
り
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
進
行
状
況
等
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
黒
川
）
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5
．
会
員
増
強
・
財
政
基
盤
検
討
Ｐ
Ｔ
か
ら
、
別
添
資
料
に
よ
り
検
討
状
況
等
に

つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
黒
川
）

6
．
寄
付
金
受
入
れ
等
に
つ
い
て
寄
付
金
の
事
前
申
請
1
件
、
受
入
9
件
に
つ
い

て
、
別
添
資
料
に
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。（
吉
川
）

7
．
3
月

日
〜

日
に
開
催
さ
れ
た
「
全
国
『
山
の
日
』
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
開

27

28

催
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
森
、
山
賀
）

8
．
株
式
会
社
タ
ベ
イ
企
画
か
ら
借
り
受
け
て
い
た
エ
ベ
レ
ス
ト
日
本
女
子
登
山

隊
の
装
備
品
を
返
還
す
る
に
際
し
、
同
社
と
の
間
で
別
添
覚
書
を
締
結
し

た
こ
と
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
、
勝
山
）

9
．
｢日
本
山
岳
レ
ス
キ
ュ
ー
協
議
会
」
へ
の
入
会
に
つ
い
て
、
遭
難
対
策
委
員
会

で
検
討
し
た
結
果
、当
面
、入
会
を
見
送
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
黒
川
、

川
瀬
）

．
上
高
地
山
岳
研
究
所
利
用
要
領
に
つ
い
て
、
団
体
で
の
申
込
み
の
キ
ャ
ン
セ

10

ル
等
対
策
を
考
慮
、
ま
た
、
文
言
等
を
分
か
り
や
す
く
整
理
し
た
と
の
報

告
が
あ
っ
た
。（
森
、
大
槻
）

．
遭
難
対
策
委
員
会
か
ら
、
2
0
1
4
年

月
以
降
の
支
部
・
委
員
会
別
の
登

11

10

山
計
画
書
提
出
状
況
に
つ
い
て
、別
添
資
料
に
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。（
黒

川
、
川
瀬
）

．
Ｊ
Ａ
Ｎ
1
1
0
周
年
記
念
号
（
Ｖ
ｏ
ｌ
・

）
の
概
要
に
つ
い
て
、
別
添
資

12

16

料
に
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

．
平
成

年
度
の
『
山
』
編
集
業
務
を
柏
澄
子
氏
、
原
邦
三
氏
に
、『
山
岳
』
編

13

27
集
業
務
の
一
部
を
原
邦
三
氏
に
委
嘱
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に

よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。

．
海
外
委
員
会
か
ら
、海
外
か
ら
着
信
す
る
メ
ー
ル
へ
の
対
応
方
法
に
つ
い
て
、

14

別
添
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。（
黒
川
、
川
瀬
）

．
委
員
会
業
務
等
で
使
用
し
た
い
と
の
要
望
に
応
え
、
ハ
ン
ド
拡
声
機
を
購
入

15

す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
高
原
、
吉
川
）

．
年
会
費
の
預
金
口
座
振
替
を
促
進
す
る
た
め
、
未
利
用
の
会
員
を
対
象
に
、

16

利
用
願
い
書
を
今
年
度
会
費
請
求
書
に
同
封
す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

（
佐
藤
、
吉
川
）

．
自
然
保
護
委
員
会
か
ら
、
2
0
1
5
年
度
自
然
保
護
全
国
集
会
を
7
月

日

17

11

〜

日
に
、
東
京
都
青
梅
市
で
開
催
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
、

12
山
田
）

．
2
0
1
4
年
度
に
入
会
を
承
認
し
た
者
の
う
ち
、
入
会
手
続
き
未
済
者
が

18

10

名
い
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
高
原
）

．
2
0
1
4
年
度
に
海
外
遠
征
を
行
な
っ
た
、学
生
部
女
子
ム
ス
タ
ン
登
山
隊
、

19

東
京
農
業
大
学
ム
ス
タ
ー
グ
ア
タ
登
山
隊
の
隊
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属

大
学
か
ら
表
彰
を
受
け
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

．
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
か
ら
、
本
年
度
も
4
月
下
旬
か
ら
5
月
中
旬
に
か

20

け
て
、
春
山
天
気
予
報
を
配
信
す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

．『
山
』
4
月
号
の
発
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

21【連
絡
事
項
】

1
．
群
馬
県
知
事
か
ら
の
谷
川
岳
危
険
地
区
の
登
山
禁
止
に
つ
い
て

2
．
国
立
登
山
研
修
所
か
ら
の
平
成

年
度
安
全
登
山
普
及
指
導
者
中
央
研
修
会

27

会 務 報 告
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案
内
等
に
つ
い
て

3
．『
安
全
登
山
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
2
0
1
5
）』
の
配
布
に
つ
い
て

4
．
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
富
士
山
測
候
所
を
活
用
す
る
会
か
ら
の
第

回
通
常
総
会
及
び

10

特
別
講
演
会
の
ご
案
内
に
つ
い
て

【今
後
の
予
定
】

1
．
第
3
回
小
島
烏
水
祭
・
全
国
支
部
懇
談
会
（
四
国
支
部
）

4
月

日
㈯

11

〜

日
㈰

12

2
．
平
成

年
度
第
1
回
評
議
員
懇
談
会

5
月

日
㈫

27

12

3
．
平
成

年
度
監
事
監
査

5
月

日
㈬

27

13

4
．
平
成

年
度
通
常
総
会

6
月

日
㈯

27

20

□
平
成

年
度
第
2
回
（
5
月
度
）
理
事
会
5
月

日

集
会
室

27

13

出
席
者

森
会
長
、
節
田
・
黒
川
・
古
野
各
副
会
長
、
高
原
・
吉
川
・
佐
藤
各

常
務
理
事
、
勝
山
・
山
田
・
野
口
・
落
合
・
川
瀬
・
山
賀
・
直
江
各

理
事
、
浜
崎
監
事

欠
席
者

大
槻
理
事
、
吉
永
監
事

【審
議
事
項
】

1
．
平
成

年
度
事
業
報
告
・
決
算
（
案
）
に
つ
い
て

26
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
、
事
業
報
告
（
案
）
の
一
部
を
修
正
し
た
。（
賛

成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

2
．
次
期
人
事
（
監
事
）
に
つ
い
て

次
の
監
事
候
補
者
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承

14

認
）〈
監
事
候
補
者
〉《
新
任
》
重
廣
恒
夫
（
7
9
3
1
）

3
．
監
事
と
支
部
長
の
兼
任
に
つ
い
て

公
益
法
人
運
営
委
員
会
か
ら
示
さ
れ
た
「
支
部
に
お
け
る
業
務
執
行
の
責

任
者
で
あ
る
支
部
長
が
、
そ
の
業
務
を
監
査
す
る
監
事
を
兼
務
す
る
こ
と

は
不
可
で
あ
る
。」
と
の
見
解
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。

（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

4
．
海
外
登
山
基
金
の
取
り
崩
し
額
の
修
正
に
つ
い
て

平
成

年
度
第

回
（
3
月
度
）
理
事
会
で
承
認
済
み
の
平
成

年
度
中

26

11

26

に
実
施
し
た
1
1
0
周
年
記
念
事
業
に
お
け
る
海
外
登
山
基
金
か
ら
の
取

り
崩
し
額
に
つ
い
て
、
寄
付
金
額
が
増
加
し
た
こ
と
に
伴
い
、
当
初
予
定

し
て
い
た
6
3
0
万
円
か
ら
4
8
8
万
円
に
減
額
し
て
取
り
崩
す
こ
と
に

つ
い
て
、別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、反
対
な
し
で
承
認
）

14

5
．
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
へ
の
対
応
に
つ
い
て

平
成

年
4
月

日
に
発
生
し
た
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
の
被
災
者
救
済
の
た

27

25

め
、
日
本
山
岳
会
を
含
め
た
山
岳
6
団
体
が
共
同
で
募
金
活
動
を
行
な
う

こ
と
、
お
よ
び
、「
日
本
山
岳
会
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
募
金
」
口
座
を
開

設
す
る
こ
と
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

6
．
支
部
長
の
交
代
に
つ
い
て

埼
玉
支
部
お
よ
び
山
形
支
部
か
ら
、
以
下
の
と
お
り
支
部
長
交
代
の
答
申

が
あ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

埼
玉
支
部
：
現
支
部
長

大
久
保
春
美
（
7
2
4
9
）
↓
新
支
部
長

松

本
敏
夫
（
1
2
0
4
7
）
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山
形
支
部
：
現
支
部
長

粕
谷
俊
矩
（
9
5
9
5
）
↓
新
支
部
長

木
村

喜
代
志
（
7
7
3
4
）

7
．
入
会
希
望
者
承
認
に
つ
い
て

名
の
入
会
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反

27

14

対
な
し
で
承
認
）

【協
議
事
項
】

1
．
八
王
子
市
の
高
尾
山
口
駅
周
辺
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
（
森
）

標
記
の
管
理
を
委
託
さ
れ
た
京
王
電
鉄
㈱
か
ら
本
会
に
、
運
営
に
関
す
る

協
力
依
頼
の
話
が
あ
る
。
今
後
、
そ
の
依
頼
内
容
を
精
査
し
、
対
応
す
る

組
織
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

【報
告
事
項
】

1
．
平
成

年
度
通
常
総
会
の
資
料
、
出
欠
票
・
委
任
状
・
議
決
権
行
使
書
の
様

27
式
等
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。（
高
原
）

2
．
平
成

年
度
事
業
報
告
、
決
算
の
監
事
監
査
が
、
本
日
（
5
月

日
）
終
了

26

13

し
た
旨
の
報
告
が
別
添
資
料
に
よ
り
あ
っ
た
。（
浜
崎
、
吉
川
）

3
．
故
吉
田
周
平
氏
（
前
学
生
部
委
員
長
）
の
ご
遺
族
か
ら
受
け
た
寄
付
金
に
つ

い
て
、
使
途
を
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
に
お
い
て
検
討
す
る
と
の
報
告

が
あ
っ
た
。（
吉
川
）

4
．
4
月

日
に
愛
知
県
瀬
戸
市
で
開
催
さ
れ
た
第
9
回
森
づ
く
り
連
絡
協
議
会

18
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。（
吉
川
）

5
．
4
月

日
に
開
催
し
た
平
成

年
度
第
1
回
評
議
員
懇
談
会
に
つ
い
て
、
別

12

27

添
資
料
に
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。（
高
原
）

6
．
日
本
山
岳
会
が
主
催
す
る
行
事
に
関
わ
る
賠
償
責
任
保
険
に
、
前
年
度
に
引

き
続
い
て
加
入
す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

7
．
1
1
0
周
年
記
念
事
業
委
員
会
か
ら
、
学
生
部
ネ
パ
ー
ル
東
部
遠
征
隊
2
0

1
5
の
計
画
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
、
ま
た
、
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
に

よ
る
海
外
登
山
へ
の
影
響
等
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
、
黒
川
）

8
．
会
員
増
強
・
財
政
基
盤
検
討
Ｐ
Ｔ
か
ら
、
別
添
資
料
に
よ
り
会
員
制
度
等
の

検
討
状
況
等
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
黒
川
）

9
．
平
成

年
度
の
新
永
年
会
員
候
補
者

名
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
報

27

37

告
が
あ
っ
た
。（
高
原
）

．
神
奈
川
大
学
創
立
1
0
0
周
年
事
業
「
タ
サ
ル
ツ
ェ
遠
征
隊
」
に
つ
い
て
は
、

10

ネ
パ
ー
ル
大
地
震
の
影
響
に
よ
り
、
実
施
時
期
を
延
期
す
る
と
の
報
告
が

あ
っ
た
。（
落
合
）

．
本
年
6
月
7
日
に
実
施
す
る
第

回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
に
、本
部
か
ら
森
会
長
、

11

69

節
田
・
古
野
両
副
会
長
が
出
席
す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
吉
川
）

．
夏
山
登
山
シ
ー
ズ
ン
を
控
え
、
遭
難
事
故
防
止
に
関
す
る
注
意
喚
起
を
「
山
」

12

に
掲
載
す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
黒
川
）

．
大
学
山
岳
・
Ｗ
Ｖ
部
監
督
（
コ
ー
チ
）
会
議
を
開
催
し
、
学
生
へ
の
指
導
の

13

あ
り
方
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
な
う
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

．
第
3
回
夏
山
フ
ェ
ス
タ
の
開
催
に
つ
い
て
東
海
支
部
か
ら
名
義
後
援
の
依
頼

14

が
あ
り
、
承
認
し
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
高
原
）

．
海
外
か
ら
着
信
す
る
メ
ー
ル
へ
の
対
応
方
法
に
つ
い
て
、
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

15

の
一
部
を
別
添
の
と
お
り
修
正
す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
川
瀬
・
黒

会 務 報 告
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川
）

．
会
員
か
ら
提
案
の
あ
っ
た
、
森
づ
く
り
に
関
す
る
サ
ン
ト
リ
ー
社
と
の
コ
ラ

16

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
吉
川
常
務
理
事
が
中
心
と
な
り
関
係
者
で

検
討
す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
吉
川
・
森
）

．
本
年
1
月
、遠
見
尾
根
で
の
本
会
会
員
の
遭
難
事
故
に
伴
う
捜
索
に
関
し
て
、

17

出
身
母
体
の
稲
門
山
岳
会
か
ら
状
況
報
告
と
捜
索
に
つ
い
て
の
協
力
依
頼

が
あ
っ
た
。（
古
野
）

．
今
年
度
末
（
平
成

年
3
月

日
）
時
点
で
の
会
費
未
納
に
よ
る
除
籍
予
定

18

28

31

者
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
高
原
）

．
｢山
」
5
月
号
の
発
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

19【連
絡
事
項
】

1
．
第
4
回
「
梅
棹
忠
夫
・
山
と
探
検
文
学
賞
」
授
賞
式

6
月
4
日
㈬
於
：
長

野
市

2
．
長
野
県
よ
り
中
部
4
県
の
「
山
の
グ
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
に
関
す
る
協
力
依
頼

3
．
環
境
省
か
ら
の
吉
野
熊
野
国
立
公
園
大
台
ヶ
原
山
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
等
の

送
付
案
内

4
．
(一
社
）
日
本
オ
オ
カ
ミ
協
会
か
ら
の
「
オ
オ
カ
ミ
復
活
と
保
護
」
の
案
内

5
．
田
淵
行
男
記
念
館
企
画
展
開
催

4
月

日
〜
9
月

日

21

27

【今
後
の
予
定
】

1
．
第

回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭

6
月
6
日
㈯
〜
7
日
㈰

69

2
．
平
成
2
7
年
度
通
常
総
会

6
月

日
㈯

20

□
平
成

年
度
第
3
回
（
6
月
度
）
理
事
会
議
事
録

27

日
時

平
成

年
6
月
8
日
（
水
）

時

分
〜

時

分

27

19

00

20

40

場
所

集
会
室

出
席
者

森
会
長
、
節
田
・
黒
川
・
古
野
各
副
会
長
、
高
原
・
吉
川
・
佐
藤
各

常
務
理
事
、
勝
山
・
山
田
・
野
口
・
大
槻
・
落
合
・
川
瀬
・
山
賀
・

直
江
各
理
事
、
吉
永
監
事
（
山
賀
理
事
は
所
要
の
た
め
審
議
事
項
1

〜
2
は
欠
席
）

欠
席
者

浜
崎
監
事

【審
議
事
項
】

1
．
支
部
事
業
補
助
申
請
に
つ
い
て

支
部
事
業
委
員
会
よ
り
推
薦
の
あ
っ
た
5
支
部
か
ら
の
申
請
書
（
別
添
資

料
に
よ
る
）
の
審
議
を
行
な
い
、
今
年
度
の
第
1
回
事
業
補
助
額
を
、
東

京
多
摩
支
部
、
広
島
支
部
、
熊
本
支
部
へ
各

万
円
、
宮
城
支
部
、
群
馬

10

支
部
へ
各
5
万
円
と
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

2
．
支
部
長
の
交
代
に
つ
い
て

以
下
の
と
お
り
支
部
長
交
代
の
答
申
が
あ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、

14

反
対
な
し
で
承
認
）

栃
木
支
部
：
現
支
部
長

山
野
井
武
夫
（
4
6
3
3
)↓
新
支
部
長

渡
邉

雄
二
（
7
9
1
4
）

千
葉
支
部
：
現
支
部
長

諏
訪
吉
春
（
1
4
2
5
5
)↓
新
支
部
長

三
木

雄
三
（
1
4
4
4
5
）

越
後
支
部
：
現
支
部
長

橋
本
正
巳
（
7
7
5
8
)↓
新
支
部
長

遠
藤
家
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之
進
正
和
（
い
え
の
し
ん
ま
さ
か
ず
）（
8
2
7
5
）

3
．
寄
付
金
受
入
及
び
募
金
開
始
の
承
認
に
つ
い
て

1
0
0
万
円
以
上
の
寄
付
金
受
入
2
件
、
及
び
募
金
開
始
1
件
の
申
請
が

あ
り
、
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

15

4
．
入
会
希
望
者
承
認
に
つ
い
て

名
の
入
会
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反

18

15

対
な
し
で
承
認
）

【協
議
事
項
】

1
．
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
募
金
へ
の
対
応
体
制
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

標
記
募
金
を
行
な
っ
て
お
り
、
今
後
寄
付
金
の
配
分
先
等
を
決
め
る
体
制

が
必
要
と
な
る
た
め
、
別
添
資
料
に
よ
り
協
議
し
た
。

2
．
熊
本
支
部
か
ら
の
九
州
脊
梁
山
脈
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
大
会
に
伴
う
名
義
後
援
申

請
つ
い
て
（
佐
藤
）

別
添
資
料
に
よ
り
協
議
し
た
。
論
点
は
、
参
加
人
数
、
一
般
登
山
者
数
、

環
境
対
策
（
原
状
復
帰
を
含
む
）、
営
利
目
的
で
な
い
等
。
支
部
事
業
委
員

会
で
の
審
議
を
経
て
、
担
当
執
行
理
事
が
決
済
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

3
．
海
外
登
山
助
成
金
交
付
者
に
対
す
る
寄
付
税
額
控
除
適
用
に
つ
い
て（
古
野
）

標
記
に
つ
き
、
実
施
可
能
と
す
る
た
め
の
整
え
る
条
件
等
に
つ
い
て
協
議

し
た
。

【報
告
事
項
】

1
．
総
会
の
出
欠
状
況
に
つ
い
て
（
高
原
）

2
．
黒
部
市
歴
史
民
俗
資
料
館
か
ら
の
冠
松
次
郎
関
係
資
料
の
借
用
許
可
に
つ
い

て
（
節
田
）

3
．
㈱
テ
レ
ビ
マ
ン
ユ
ニ
オ
ン
か
ら
の
秩
父
宮
殿
下
と
麻
生
武
治
氏
の
関
連
所
蔵

資
料
撮
影
許
可
に
つ
い
て
（
節
田
）

4
．
山
と
溪
谷
社
か
ら
の
『
明
解
日
本
登
山
史
』
へ
の
所
蔵
写
真
掲
載
許
可
に
つ

い
て
（
節
田
）

5
．
山
岳
映
画
サ
ロ
ン
か
ら
の
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
募
金
チ
ャ
リ
テ
ィ
山
岳
映

画
会
の
名
義
後
援
許
可
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

6
．
1
1
0
周
年
記
念
事
業
委
員
会
に
つ
い
て
（
黒
川
）

7
．
1
1
0
周
年
記
念
事
業
極
限
探
求
登
山
申
請
と
し
て
ア
ピ
南
西
壁
初
登
攀
計

画
に
つ
い
て
（
黒
川
・
古
野
）

8
．
1
1
0
周
年
出
版
事
業
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
登
山
隊
派
遣
に

つ
い
て
（
吉
川
）

9
．
会
員
増
強
・
財
政
基
盤
検
討
Ｐ
Ｔ
に
つ
い
て
（
黒
川
）

．
寄
付
金
・
助
成
金
受
入
の
事
前
申
請
、
受
入
報
告
に
つ
い
て
（
吉
川
）

10
．
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
募
金
は
、
6
月
8
日
到
着
分
ま
で
で
7
0
9
万
5
0

11

0
0
円
（
う
ち
、
本
会
会
員
に
よ
る
も
の
は
3
8
1
万
4
0
0
0
円
）
で

あ
っ
た
。（
佐
藤
）

．
ラ
ン
タ
ン
プ
ラ
ン
か
ら
の
ネ
パ
ー
ル
地
震
に
よ
る
ラ
ン
タ
ン
村
被
害
復
興
支

12

援
募
金
の
依
頼
が
あ
り
、
今
後
検
討
し
て
い
く
旨
報
告
が
あ
っ
た
。（
佐

藤
）

．
ネ
パ
ー
ル
政
府
観
光
局
日
本
代
表
部
か
ら
の
、
ネ
パ
ー
ル
復
興
支
援
バ
ッ
ジ

13

購
入
の
案
内
に
つ
い
て
（
佐
藤
）
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．
京
王
電
鉄
㈱
か
ら
の
高
尾
に
新
設
さ
れ
る
「
5
9
9
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
へ
の

14

協
力
に
つ
い
て
（
吉
川
）

．
放
送
大
学
講
座
改
訂
へ
の
協
力
要
請
に
つ
い
て
、
篠
崎
会
員
よ
り
要
請
が
あ

15

り
協
力
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
森
）

．
全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
の
平
成

年
度
総
会
開
催
（
平
成

年
5
月

日
）

16

27

27

22

に
つ
い
て
（
山
賀
・
森
）

．
日
中
韓
三
国
学
生
交
流
登
山
（
於
：
中
国
・
武
漢
）
の
日
程
（
8
月

日
〜

17

12

19

日
）
等
に
つ
い
て
（
古
野
）

．
電
子
国
土
賞
2
0
1
5
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

18
．
会
員
デ
ー
タ
管
理
シ
ス
テ
ム
の
進
捗
状
況
。
7
月

日
シ
ス
テ
ム
移
行
し
、

19

29

9
月
よ
り
新
シ
ス
テ
ム
で
対
応
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
山
田
・
高
原
）

．
雪
山
（
4
月

日
〜
5
月
8
日
）
天
気
予
報
の
精
度
に
つ
い
て
（
古
野
）

20

24

．
遭
難
対
策
委
員
会
主
催
の
山
岳
遭
難
防
止
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
（
7
月
6
日
）

21

に
つ
い
て
（
川
瀬
・
黒
川
）

．
故
吉
田
周
平
君
の
お
別
れ
会
が
、
5
月

日
学
習
院
大
学
に
お
い
て
執
り
行

22

24

な
わ
れ
た
。（
古
野
）

．
カ
シ
オ
計
算
機
㈱
よ
り
1
1
0
周
年
記
念
ウ
ォ
ッ
チ
の
提
案
に
つ
い
て
（
佐

23

藤
）

．
会
報
『
山
』
6
月
号
に
つ
い
て
（
節
田
）

24【連
絡
事
項
】

1
．
日
山
協
の
新
役
員
に
つ
い
て
（
会
長
・
八
木
原
圀
明
氏
ほ
か
）

2
．
長
野
県
よ
り
中
部
4
県
の
「
山
の
グ
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
に
関
す
る
公
表
資
料

の
送
付

3
．
第
5
回
石
鎚
山
ヒ
ル
ク
ラ
イ
ム
開
催
に
伴
う
交
通
規
制
に
つ
い
て
（
事
前
周

知
協
力
要
請
）

4
．
今
夏
の
富
士
山
に
お
け
る
須
走
・
吉
田
ル
ー
ト
下
山
道
分
岐
位
置
に
つ
い
て

5
．
田
部
井
淳
子
氏
「
エ
ベ
レ
ス
ト
か
ら

年
、
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
」
7

40

月
3
日
㈮

時

分
〜

17

50

【今
後
の
予
定
】

1
．
平
成

年
度
通
常
総
会

6
月

日
㈯

時
〜

主
婦
会
館
プ
ラ
ザ
エ
フ

27

20

14

2
．
平
成

年
度
臨
時
理
事
会

6
月

日
㈯
総
会
終
了
後

主
婦
会
館
プ
ラ
ザ

27

20

エ
フ

3
．
新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

7
月
4
日
㈯

時

分
〜

1
0
4
会
義
室
（
終
了
後
集
会
室
で
懇
親

13

30

会
）

4
．
山
岳
遭
難
防
止
セ
ミ
ナ
ー

7
月
6
日
㈪

時
〜

時

分

東
京
体
育

19

20

30

館
第
2
会
議
室

5
．
同
好
会
連
絡
会

7
月
6
日
㈪

時
〜

1
0
4
会
議
室

19

6
．
2
0
1
5
自
然
保
護
全
国
集
会

7
月

日
㈯
〜

日
㈰

青
梅
市

11

12

7
．
宮
崎
支
部

周
年
記
念
式
典
、
九
州
5
支
部
交
流

7
月

日
㈯
〜

日
㈰

30

11

12

高
千
穂
町

8
．
山
岳
4
団
体
懇
談
会
の
開
催

7
月

日
㈭

会
場
は
別
途

23

9
．
新
旧
役
員
・
評
議
員
懇
談
会
の
開
催

日
時
・
会
場
は
別
途

．
北
海
道
支
部

周
年
記
念
式
典
、
北
海
道
・
東
北
集
会

9
月

日
㈯
〜

10

50

12

13
358



日
㈰

定
山
渓
温
泉

会
議
の
終
了
に
際
し
て
、
森
会
長
よ
り
、「
現
役
員
で
の
理
事
会
は
こ
れ
で

終
了
と
な
る
。
こ
の
2
年
間
、
役
員
各
位
の
ご
協
力
で
な
ん
と
か
役
目
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
、
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
」
と
の
挨
拶
が
あ
っ

た
。

◎
平
成

年
度
通
常
総
会

27

6
月

日
㈯

午
後
2
時

分
〜

20

00

東
京
都
千
代
田
区
六
番
町

主
婦
会
館
「
プ
ラ
ザ
エ
フ
」

出
席
者
1
3
8
名
、
委
任
状
1
7
9
3
名
（
会
員
数
5
0
2
3
名
）

議
案

1
．
平
成

年
度
事
業
報
告
案

26

2
．
平
成

年
度
決
算
報
告

26

3
．
平
成

・

年
度
役
員
選
任

26

27

議
案
審
議
は
高
原
三
平
総
務
担
当
常
務
理
事
が

年
度
事
業
報
告
を
、
吉
川
正

26

幸
財
務
担
当
常
務
理
事
が
同
決
算
報
告
を
説
明
し
た
。
い
ず
れ
も
原
案
通
り
可
決

承
認
さ
れ
た
。
総
務
会
終
了
後
臨
時
理
事
会
を
開
き
、
役
員
選
任
を
質
疑
応
答
後

挙
手
で
採
決
。
賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
た
。
会
長
に
は
小
林
正
志
理
事
を
選
任
し

た
。冒

頭
森
会
長
は
、「
就
任
以
来
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
と
支
部
活
性
化
を
2

本
の
柱
と
し
、
会
員
増
と
次
期
リ
ー
ダ
ー
育
成
に
力
を
注
い
で
き
た
。
成
果
が
あ

り
、
新
会
員
は
増
え
た
。
し
か
し
亡
く
な
っ
た
方
も
多
く
、
全
会
員
数
は
横
ば
い

状
態
で
あ
っ
た
。
会
員
増
に
つ
い
て
は
次
期
執
行
部
に
お
願
い
す
る
こ
と
と
な

る
」
と
挨
拶
し
た
。
ま
た
小
林
政
志
・
新
会
長
は
「
尾
上
元
会
長
、
森
前
会
長
の

取
組
み
は
、
成
果
と
し
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
基
盤
に
さ
ら
な
る
改
革
を

推
進
す
る
」
と
の
就
任
の
挨
拶
を
行
な
っ
た
。

□
平
成

年
6
月

日

臨
時
理
事
会
議
事
録

27

20

日
時

平
成

年
6
月

日
㈯

時

分
〜

時

分

27

20

16

00

17

00

場
所

プ
ラ
ザ
エ
フ
会
議
室

出
席
者

小
林
政
志
、
吉
川
正
幸
、
大
久
保
春
美
、
山
田
和
人
、
神
長
幹
雄
、

佐
藤
守
、
勝
山
康
雄
、
中
山
茂
樹
、
野
口
い
づ
み
、
大
槻
利
行
、
落

合
正
治
、
山
賀
純
一
、
星
征
雅
、
直
江
俊
弐
、
谷
内
剛
各
理
事
、
平

井
拓
雄
、
重
廣
恒
夫
各
監
事

欠
席
者

な
し

理
事
全
員
が
、
臨
時
理
事
会
開
催
に
同
意
し
た
の
で
、
司
会
者
よ
り
理
事
会
開

催
が
宣
言
さ
れ
た
。

【審
議
事
項
】

1
．
会
長
の
選
出

互
選
の
結
果
、会
長
に
小
林
理
事
を
選
出
し
た
。（
賛
成

名
、反
対
な
し
）

15

2
．
副
会
長
・
常
務
理
事
の
選
出

互
選
の
結
果
、
副
会
長
に
吉
川
、
大
久
保
、
山
田
各
理
事
を
、
常
務
理
事

に
神
長
、
佐
藤
両
理
事
を
選
出
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
）

15

3
．
副
会
長
の
序
列

会
長
不
在
等
の
場
合
に
お
け
る
会
務
の
円
滑
な
運
行
を
図
る
た
め
、
副
会

会 務 報 告
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長
の
序
列
を
吉
川
、大
久
保
、山
田
各
副
会
長
の
順
と
す
る
。（
賛
成

名
、

15

反
対
な
し
）

【会
長
報
告
】

1
．
総
務
担
当
理
事
、
財
務
担
当
理
事
の
指
名

新
会
長
よ
り
、
総
務
担
当
理
事
と
し
て
佐
藤
理
事
、
財
務
担
当
理
事
と
し

て
吉
川
理
事
が
指
名
さ
れ
た
。

2
．
総
務
担
当
理
事
補
佐
の
指
名
と
常
務
理
事
会
へ
の
出
席
に
つ
い
て

新
会
長
よ
り
、
総
務
担
当
理
事
補
佐
と
し
て
谷
内
理
事
が
指
名
さ
れ
、
常

務
理
事
会
へ
の
出
席
が
要
請
さ
れ
た
。

3
．
業
務
執
行
理
事
の
分
担
案
に
つ
い
て

新
会
長
よ
り
別
紙
の
担
当
案
が
提
示
さ
れ
、
次
の
理
事
会
で
確
定
し
た
い

と
報
告
さ
れ
た
。

4
．
委
員
会
、
Ｐ
Ｔ
、
Ｗ
Ｇ
担
務
の
担
当
理
事
の
指
名
案

新
会
長
よ
り
別
紙
の
担
当
案
が
提
示
さ
れ
、
次
の
理
事
会
で
確
定
指
名
し

た
い
と
報
告
さ
れ
た
。

□
平
成

年
度
第
4
回
（
7
月
度
）
理
事
会
議
事
録

27

日
時

平
成

年
7
月
8
日
㈬

時

分
〜

時

分

27

19

00

21

25

場
所

集
会
室

出
席
者

小
林
会
長
、
吉
川
・
大
久
保
・
山
田
各
副
会
長
、
神
長
・
佐
藤
各
常

務
理
事
、
勝
山
・
中
山
・
野
口
・
大
槻
・
落
合
・
山
賀
・
直
江
・
星
・

谷
内
各
理
事
、
平
井
・
重
廣
各
監
事
（
野
口
理
事
は
所
用
の
た
め
審

議
事
項
1
は
欠
席
）

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

柏
「
山
」
編
集
人

【審
議
事
項
】

1
．
評
議
員
の
選
任
に
つ
い
て

以
下
の
会
員
が
新
任
評
議
員
と
し
て
答
申
さ
れ
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、

14

反
対
な
し
で
承
認
）

西
村
政
晃
（
7
4
6
8
）・
黒
川
惠
（
7
5
4
7
）・
高
原
三
平
（
7
9
4

9
）・
坂
井
広
志
（
8
7
9
8
）・
野
沢
誠
司
（
9
8
6
3
）・
高
野
剛
（
1

0
1
4
4
）・
石
川
一
樹
（
1
1
0
2
2
）・
佐
野
忠
則
（
1
2
8
8
7
）

2
．
秩
父
宮
記
念
山
岳
賞
審
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

秩
父
宮
記
念
山
岳
賞
審
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
審

議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

15

3
．
海
外
登
山
助
成
金
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

海
外
登
山
助
成
金
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り

審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

15

4
．
組
織
改
正
に
つ
い
て

会
員
増
強
・
財
政
基
盤
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
と
収
益
事
業
・
会
員

サ
ー
ビ
ス
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
統
合
し
日
本
山
岳
会
再
生
委
員

会
を
設
置
、
5
9
9
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
設
置
、

ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
設
置
な
ど
の
組
織
改
正

に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承

15

認
）
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5
．
資
料
の
貸
し
出
し
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

理
事
会
決
議
を
要
し
た
事
項
の
一
部
を
業
務
執
行
理
事
の
権
限
に
委
ね
る

こ
と
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し

15

で
承
認
）

6
．
旅
費
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

理
事
会
決
議
を
要
し
た
事
項
の
一
部
を
業
務
執
行
理
事
の
権
限
に
委
ね
る

こ
と
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
、
表
現
を
修
正
し
た
上
で
承

認
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

15

7
．
理
事
職
務
権
限
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

旅
費
規
程
の
改
正
に
伴
い
、
こ
れ
に
関
連
す
る
理
事
職
務
権
限
規
程
の
一

部
改
正
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な

15

し
で
承
認
）

8
．
平
成

年
度
支
部
へ
の
運
営
交
付
金
・
事
業
助
成
金
及
び
新
入
会
員
報
奨
金

27
の
交
付

平
成

年
度
支
部
へ
の
運
営
交
付
金
及
び
新
入
会
員
報
奨
金
の
交
付
に
つ

27

い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

15

9
．
平
成

年
度
上
期
海
外
登
山
助
成
金
審
査

27
海
外
登
山
助
成
申
請
が
あ
り
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
、
同
志
社
大
学
山

岳
部
、
神
戸
大
学
山
岳
会
・
山
岳
部
、
日
本
大
学
山
岳
部
の
3
隊
の
海
外

遠
征
に
対
し
計

万
円
助
成
す
る
こ
と
と
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な

45

15

し
で
承
認
）

．
監
査
法
人
と
の
財
務
に
関
し
て
の
指
導
・
助
言
業
務
契
約
に
つ
い
て

10

前
年
度
に
引
き
続
き
太
陽
Ａ
Ｓ
Ｇ
監
査
法
人
に
対
し
年
間
1
2
0
万
円
で

業
務
を
委
託
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛

成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

15

．
入
会
希
望
者
承
認
に
つ
い
て

11

名
の
入
会
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反

14

15

対
な
し
で
承
認
）

【協
議
事
項
】

1
．
今
後
の
会
議
日
程
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

今
後
の
理
事
会
、
支
部
合
同
会
議
の
開
催
日
程
に
つ
い
て
、
別
添
資
料
に

よ
り
協
議
し
確
認
し
た
。

2
．
マ
ナ
ス
ル

周
年
へ
の
日
本
山
岳
会
と
し
て
の
対
応
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

60

今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

【報
告
事
項
】

1
．
平
成

年
度
通
常
総
会
に
お
け
る
出
席
者
数
及
び
議
案
へ
の
投
票
数
に
つ
い

27
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

2
．
関
西
支
部
重
廣
恒
夫
支
部
長
の
退
任
と
後
任
支
部
長
が
選
出
さ
れ
る
ま
で
金

井
良
碩
副
支
部
長
が
支
部
長
を
代
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ

た
。（
佐
藤
）

3
．
理
事
の
委
員
会
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
担
当

に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
（
小
林
）

4
．
｢黒
部
峡
谷
探
検

吉
沢
庄
作
と
冠
松
次
郎
」
展
の
協
力
名
義
申
請
を
承
認

し
た
こ
と
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
神
長
）
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5
．
欅
平
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
冠
松
次
郎
関
連
資
料
の
展
示
延
長
申
請

を
承
認
し
た
こ
と
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
神
長
）

6
．
T
okyo
M
etropolitan
M
ountain
M
T
G
の
後
援
名
義
申
請
を
承
認
し
た

こ
と
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

7
．
日
本
山
岳
会
の
業
務
に
要
す
る
旅
費
等
の
支
給
方
法
等
に
つ
い
て
、
財
務
委

員
会
で
検
討
す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
吉
川
）

8
．
6
月
に
お
け
る
寄
付
金
及
び
助
成
金
の
受
入
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ

た
。（
吉
川
）

9
．
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
の
募
金
額
（
7
月
4
日
現
在
約
1
0
6
0
万
円
）
に

つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

．
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
募
金
の
配
分
方
法
等
に
関
す
る
山
岳
6
団
体
の
打
合

10

せ
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

．
平
成

年
1
月
の
北
ア
ル
プ
ス
遭
難
事
故
後
の
捜
索
か
ら
発
見
に
至
る
ま
で

11

27
の
経
緯
等
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
中
山
）

．
会
報
「
山
」
柏
編
集
人
の
理
事
会
へ
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
出
席
に
つ
い
て
報
告

12

が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

．
会
報
「
山
」
7
月
号
の
発
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
柏
）

13【連
絡
事
項
】

1
．
｢弾
丸
登
山
自
粛
」
及
び
「
富
士
山
保
全
協
力
金
」
に
係
る
周
知
依
頼
（
山
梨

県
・
静
岡
県
）

2
．
富
士
山
測
候
所
開
所
の
遅
れ（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
富
士
山
測
候
所
を
活
用
す
る
会
）

3
．
神
戸
大
学
山
岳
部
創
部
百
周
年
記
念
式
典
（
神
戸
大
学
山
岳
部
）

8
月
1

日
㈯

神
戸
市

【今
後
の
予
定
】

1
．
第

回
高
頭
祭

7
月

日
㈯

弥
彦
山

58

25

□
8
月
の
理
事
会
は
夏
休
み
の
た
め
休
会
。

□
平
成

年
度
第
5
回
（
9
月
度
）
理
事
会
議
事
録

27

日
時

平
成

年
9
月
9
日
㈬

時

分
〜

時

分

27

19

00

21

30

場
所

集
会
室

出
席
者

小
林
会
長
、
吉
川
・
大
久
保
・
山
田
各
副
会
長
、
神
長
・
佐
藤
各
常

務
理
事
、
勝
山
・
中
山
・
野
口
・
大
槻
・
落
合
・
直
江
・
星
・
谷
内

各
理
事
、
平
井
・
重
廣
各
監
事

欠
席
者

山
賀
理
事

【審
議
事
項
】

1
．
｢会
員
か
ら
の
旅
費
等
の
寄
付
に
関
す
る
要
領
」
の
廃
止
に
つ
い
て

財
務
委
員
会
及
び
公
益
法
人
運
営
委
員
会
よ
り
答
申
の
あ
っ
た
「
会
員
か

ら
の
旅
費
等
の
寄
付
に
関
す
る
要
領
」
廃
止
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り

審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

2
．
海
外
委
員
会
及
び
Ｊ
Ａ
Ｎ
編
集
委
員
会
の
解
散
及
び
新
委
員
会
の
設
置
に
つ

い
て

海
外
委
員
会
及
び
Ｊ
Ａ
Ｎ
編
集
委
員
会
を
解
散
し
、
両
者
を
統
合
し
た
新

委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
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成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

3
．
家
族
登
山
（
親
子
登
山
）
事
業
の
各
支
部
に
お
け
る
実
施
に
つ
い
て

支
部
事
業
委
員
会
よ
り
答
申
の
あ
っ
た
「
山
の
日
」
制
定
を
契
機
と
し
た

家
族
登
山
（
親
子
登
山
）
の
普
及
を
日
本
山
岳
会
の
方
針
と
す
る
こ
と
に

つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

4
．
静
岡
支
部
会
員
か
ら
の
山
荘
の
土
地
建
物
の
寄
付
の
受
諾
に
つ
い
て

静
岡
支
部
会
員
か
ら
の
山
荘
の
土
地
建
物
の
寄
付
の
申
出
を
受
諾
す
る
こ

と
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で

14

承
認
）

5
．
入
会
希
望
者
承
認
に
つ
い
て

名
の
入
会
及
び
1
名
の
復
活
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。

12（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

【協
議
事
項
】

1
．
名
誉
会
員
の
推
薦
に
つ
い
て
（
小
林
）

理
事
及
び
評
議
員
に
対
し
て
名
誉
会
員
の
推
薦
を
依
頼
す
る
こ
と
に
つ
い

て
協
議
し
た
。

2
．
評
議
員
懇
談
会
の
開
催
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

月

日
㈫
の
評
議
員
懇
談
会
の
開
催
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

10

27

3
．
支
部
合
同
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

9
月

日
㈯
・

日
㈰
の
支
部
合
同
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

26

27

4
．
支
部
の
事
業
推
進
の
た
め
の
ブ
ロ
ッ
ク
割
に
つ
い
て
（
大
久
保
）

支
部
事
業
委
員
会
よ
り
答
申
の
あ
っ
た
事
業
推
進
の
た
め
の
ブ
ロ
ッ
ク
割

に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
協
議
し
た
。

5
．
来
年
度
の
財
政
改
善
策
の
方
向
性
に
つ
い
て
（
小
林
・
吉
川
）

来
年
度
の
財
政
改
善
策
の
方
向
性
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
協
議
し
、

日
本
山
岳
会
再
生
委
員
会
に
お
い
て
具
体
的
な
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
を

確
認
し
た
。

6
．
晩
餐
会
に
出
席
す
る
新
永
年
会
員
の
会
費
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

今
年
度
の
年
次
晩
餐
会
よ
り
新
永
年
会
員
か
ら
も
会
費
を
徴
収
す
る
こ
と

に
つ
い
て
協
議
し
、
新
永
年
会
員
の
会
費
を
無
料
と
し
て
い
た
慣
例
を
撤

廃
す
る
こ
と
と
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

14

【報
告
事
項
】

1
．
九
州
支
部
か
ら
の
Ｊ
Ａ
Ｃ
マ
ー
ク
使
用
許
可
申
請
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

2
．
豊
岡
市
か
ら
の
植
村
直
己
顕
彰
事
業
「
2
0
1
5
日
本
冒
険
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

の
後
援
名
義
申
請
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

3
．
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
か
ら
の
「
河
童
橋
上
の
ウ
ェ
ス
ト
ン
と
嘉
門
次
の
写
真
」
の
借

用
依
頼
に
つ
い
て
（
神
長
）

4
．
会
報
「
山
」
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
写
真
の
利
用
に
つ
い
て
（
神
長
）

5
．
第

回
日
本
登
山
医
学
会
学
術
集
会
／
第
4
回
ア
ジ
ア
太
平
洋
登
山
医
学
会

37学
術
集
会
の
後
援
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

6
．
公
益
財
団
法
人
安
藤
ス
ポ
ー
ツ
・
食
文
化
振
興
財
団
へ
の
助
成
金
申
請
に
つ

い
て
（
吉
川
・
大
久
保
）

7
．

月
理
事
会
の
日
程
変
更
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

10

8
．
理
事
会
を
開
催
し
な
い
月
に
お
け
る
入
会
申
込
み
の
承
認
に
つ
い
て（
佐
藤
）
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9
．
役
員
名
簿
の
作
成
等
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

．
全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
役
員
へ
の
就
任
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

10

小
林
会
長
に
副
会
長
、大
久
保
副
会
長
に
運
営
委
員
就
任
の
依
頼
が
あ
り
、

受
諾
し
た
。

．
委
員
会
委
員
長
等
の
委
嘱
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

11
．
日
本
山
岳
会
再
生
委
員
会
の
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
（
小
林
）

12
．
支
部
に
お
け
る
平
成

年
度
「
山
の
日
」
の
取
組
予
定
調
査
結
果
に
つ
い
て

13

28

（
大
久
保
）

．
日
中
韓
三
国
学
生
交
流
登
山
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
（
落
合
・
中
山
）

14
．
1
1
0
周
年
記
念
事
業
登
山
隊
及
び
海
外
登
山
助
成
金
の
送
金
に
つ
い
て

15

（
吉
川
）

．
寄
付
金
・
助
成
金
受
入
の
事
前
申
請
、
受
入
報
告
に
つ
い
て
（
吉
川
）

16
．
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
募
金
の
集
計
状
況
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

17
．
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
募
金
贈
呈
式
の
状
況
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

18
．
日
本
山
岳
会
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
空
調
機
不
調
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

19
．
平
成

年
度
「
親
子
登
山
」
指
導
者
研
修
会
の
開
催
に
つ
い
て
（
大
久
保
）

20

27

．
平
成

年
度
安
全
登
山
普
及
指
導
者
研
修
会
（
第
2
回
）
の
開
催
に
つ
い
て

21

27
（
佐
藤
）

．
集
会
委
員
会
の
名
称
変
更
に
つ
い
て
（
佐
藤
・
勝
山
）

22

集
会
委
員
会
よ
り
委
員
会
の
名
称
を
「
山
行
委
員
会
」
に
変
更
す
る
と
の

報
告
が
あ
っ
た
。

．
電
子
国
土
賞
2
0
1
5
へ
の
応
募
状
況
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

23

．
登
山
道
情
報
取
得
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

24
．
『新
版
日
本
三
百
名
山
登
山
ガ
イ
ド
』
上
・
中
・
下
の
カ
シ
オ
計
算
機
電
子
辞

25

書
へ
の
搭
載
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

．
ソ
ー
シ
ャ
ル
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
ン
グ
か
ら
の
取
材
依
頼
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

26
．
映
画
『
エ
ベ
レ
ス
ト

神
々
の
山
嶺
』
の
宣
伝
協
力
依
頼
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

27

映
画
『
エ
ベ
レ
ス
ト

神
々
の
山
嶺
』
へ
の
宣
伝
協
力
依
頼
が
あ
っ
た
が
、

日
本
山
岳
会
と
し
て
は
宣
伝
協
力
、
後
援
を
行
な
わ
な
い
こ
と
を
確
認
。

．
1
1
0
周
年
記
念
ウ
ォ
ッ
チ
の
頒
布
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

28
．
｢山
」
7
月
号
の
不
備
に
つ
い
て
（
神
長
）

29
．
｢山
」
9
月
号
の
発
行
に
つ
い
て
（
神
長
）

30【連
絡
事
項
】

1
．
第

回
全
国
支
部
懇
談
会
の
開
催
（
佐
藤
）

32

2
．
京
都
・
滋
賀
支
部
創
立

周
年
記
念
祝
賀
会
の
開
催
（
佐
藤
）

30

3
．
富
士
山
国
有
林
に
お
け
る
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
重
点
的
な
捕
獲
実
施
に
つ
い
て

（
佐
藤
）

【今
後
の
予
定
】

1
．
支
部
合
同
会
議
の
開
催

9
月

日
㈯
・

日
㈰

プ
ラ
ザ
エ
フ

26

27

2
．
評
議
員
懇
談
会
の
開
催

月

日
㈫

時
〜

集
会
室

10

27

17

□
平
成

年
度
第
6
回
（

月
度
）
理
事
会
議
事
録

27

10

日
時

平
成

年

月

日
㈭

時

分
〜

時

分

27

10

15

19

00

21

15

場
所

集
会
室
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出
席
者

小
林
会
長
、
吉
川
・
大
久
保
・
山
田
各
副
会
長
、
神
長
・
佐
藤
各
常

務
理
事
、
勝
山
・
中
山
・
野
口
・
大
槻
・
山
賀
・
直
江
・
谷
内
各
理

事
、
平
井
・
重
廣
各
監
事
（
直
江
理
事
は
所
用
の
た
め
審
議
事
項
1

は
欠
席
）

欠
席
者

落
合
・
星
理
事

【審
議
事
項
】

1
．
秩
父
宮
記
念
山
岳
賞
の
授
与
に
つ
い
て

月
7
日
に
開
催
さ
れ
た
秩
父
宮
記
念
山
岳
賞
審
査
委
員
会
で
推
薦
さ
れ

10た
別
添
議
案
に
つ
い
て
審
議
し
た
。

受
賞
候
補
者
＝
平
出
和
也（
当
会
会
員
）業
績
＝
日
本
人
初
の
ピ
オ
レ
ド
ー

ル
を
受
賞
す
る
な
ど
、世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
登
攀
活
動
を
続
け
て
お
り
、

そ
の
登
攀
技
術
に
加
え
独
自
の
撮
影
技
法
を
駆
使
し
て
撮
影
し
た
数
々
の

映
像
は
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

12

2
．
マ
ナ
ス
ル
登
頂

周
年
記
念
事
業
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
設
置
に
つ
い
て

60

（
小
林
）

｢マ
ナ
ス
ル
登
頂

周
年
記
念
事
業
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
を
設
置
す

60

る
こ
と
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な

13

し
で
承
認
）

3
．
入
会
希
望
者
承
認
に
つ
い
て

名
の
入
会
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反

22

13

対
な
し
で
承
認
）

【協
議
事
項
】

1
．
国
際
委
員
会
の
設
立
の
行
程
と
目
的
に
つ
い
て
（
吉
川
）

海
外
委
員
会
と
Ｊ
Ａ
Ｎ
編
集
委
員
会
を
統
合
し
、
新
た
に
国
際
委
員
会
を

設
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
任
務
と
機
能
、
設
置
ま
で
の
行
程
を
別

添
資
料
に
よ
り
協
議
し
た
。

【報
告
事
項
】

1
．
平
成

年
度
名
誉
会
員
の
推
薦
に
つ
い
て
は
、
9
月
末
の
期
限
ま
で
に
推
薦

27
が
な
く
、
本
年
度
は
該
当
者
な
し
と
す
る
。（
小
林
）

2
．
後
援
名
義
・
協
力
名
義
の
使
用
申
請
の
あ
っ
た
3
件
に
つ
い
て
承
認
し
た
。

（
佐
藤
）

3
．
資
料
の
貸
出
、
撮
影
等
の
申
請
が
あ
っ
た
2
件
に
つ
い
て
承
認
し
た
。（
佐

藤
）

4
．
支
部
合
同
会
議
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

9
月

・

日
に
行
な
わ
れ
た
支
部
合
同
会
議
に
お
け
る
協
議
模
様
及
び

26

27

各
支
部
の
意
見
、
要
望
等
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

5
．
入
会
申
込
書
の
連
絡
先
に
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
欄
を
新
設
す
る
こ
と
の
報
告
が

あ
っ
た
。（
佐
藤
）

6
．
関
西
支
部

周
年
募
金
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

80

7
．
学
生
部
海
外
登
山
隊
募
金
の
結
果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
吉
川
）

8
．
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
募
金
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

9
．
電
子
国
土
賞
2
0
1
5
に
推
薦
し
た
作
品
が
1
次
審
査
を
通
過
し
た
と
の
報

告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

．
創
立
1
1
0
周
年
記
念
式
典
と
平
成

年
度
晩
餐
会
の
準
備
状
況
に
つ
い
て

10

27
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（
佐
藤
）

．
学
生
部
男
子
登
山
隊
の
D
zanye
ザ
ニ
ェ
Ⅱ
峰
（
6
3
1
8
ｍ
）
登
頂
に
つ

11

い
て
（
山
田
）

．
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
の
最
近
の
取
組
に
つ
い
て
（
山
田
）

12
．
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報
告
（
吉
川
）

13

創
立
1
1
0
周
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
で
あ
る
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
登
山

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
出
版
計
画
の
中
止
と
ス
メ
ル
山
登
山
の
実
施
に
つ
い
て

報
告
が
あ
っ
た
。

．
冬
山
遭
難
防
止
対
策
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
に
つ
い
て
（
中
山
）

14
．
委
員
会
主
催
山
行
に
お
け
る
登
山
届
の
提
出
に
つ
い
て
（
中
山
）

15
．
日
本
山
岳
会
1
1
0
周
年
記
念
御
嶽
山
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
つ
い
て

16

（
野
口
）

．
ル
ー
ム
看
板
の
作
成
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

17
．
『山
岳
』
第
1
1
0
年
（
2
0
1
5
年
）
の
印
刷
ミ
ス
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ

18

た
。（
神
長
）

．
｢山
」

月
号
の
発
行
に
つ
い
て
（
神
長
）

19

10

【連
絡
事
項
】

1
．
ス
ポ
ー
ツ
庁
後
援
名
義
等
の
使
用
許
可
申
請
に
つ
い
て

2
．
第

回
ラ
イ
チ
ョ
ウ
会
議
静
岡
大
会
の
開
催

16

3
．
Ｗ
ア
ル
プ
ス
の
会
へ
の
ご
招
待

4
．
｢川
瀬
巴
水
・
吉
田
博
木
版
画
展
」
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

月
8
日
㈰
東
御
市
丸

11

山
晩
霞
記
念
館

5
．
2
0
1
5
日
本
冒
険
フ
ォ
ー
ラ
ム
及
び
交
流
会
の
案
内

月

日
㈰
明
治

11

22

大
学
駿
河
台
キ
ャ
ン
パ
ス

6
．
大
阪
ア
ウ
ト
ド
ア
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
2
0
1
6（
2
0
1
6
年
3
月

日
㈯
、

12

日
㈰
）
へ
の
出
展
案
内

13

7
．
北
海
道
支
部

周
年
記
念
式
典

月

日
㈯

時

分
〜

札
幌
市

50

12

12

15

30

【今
後
の
予
定
】

1
．
評
議
員
懇
談
会
の
開
催

月

日
㈫

時
〜

集
会
室

10

27

17

2
．
Ｎ
Ｍ
Ａ
ア
ン
ツ
ェ
リ
ン
会
長
の
来
訪

月

日
㈬

時
〜

集
会
室

10

28

15

3
．
冬
山
遭
難
防
止
対
策
セ
ミ
ナ
ー

月

日
㈪

時
〜

東
京
体
育
館

11

16

19

4
．
1
1
0
周
年
記
念
御
嶽
山
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

月
4
日
㈮

時
〜

慈
恵
医

12

18

大
髙
木
講
堂

5
．
支
部
長
会
議
の
開
催

月
5
日
㈯

時

分
〜

時

分

12

10

30

12

30

6
．
1
1
0
周
年
記
念
式
典
・
祝
賀
晩
餐
会
の
開
催

月
5
日
㈯

時
〜

受

12

13

付
開
始

□
平
成

年
度
第
7
回
（

月
度
）
理
事
会
議
事
録

27

11

日
時

平
成

年

月

日
㈫

時

分
〜

時

分

27

11

10

19

00

21

20

場
所

集
会
室

出
席
者

小
林
会
長
、
吉
川
・
山
田
各
副
会
長
、
神
長
・
佐
藤
各
常
務
理
事
、

勝
山
・
中
山
・
野
口
・
大
槻
・
落
合
・
直
江
・
星
・
谷
内
各
理
事
、

平
井
・
重
廣
各
監
事
（
神
長
常
務
理
事
は
所
用
の
た
め
報
告
事
項
2

ま
で
欠
席
）
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欠
席
者

大
久
保
副
会
長
・
山
賀
理
事

【審
議
事
項
】

1
．
｢支
部
に
関
す
る
規
程
」
の
改
正
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

会
員
の
支
部
所
属
関
係
の
不
整
合
を
是
正
す
る
た
め
「
支
部
に
関
す
る
規

定
」
の
変
更
と
そ
れ
に
伴
う
届
出
様
式
の
変
更
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ

り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

12

2
．
平
成

年
度
の
支
部
事
業
助
成
金
等
及
び
新
入
会
員
報
奨
金
に
つ
い
て
（
吉

28
川
）

連
続
す
る
経
常
赤
字
解
消
策
と
し
て
、
平
成

年
度
の
予
算
に
お
け
る
支

28

部
事
業
助
成
金
の
減
額
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

12

3
．
入
会
希
望
者
承
認
に
つ
い
て

名
の
入
会
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反

15

13

対
な
し
で
承
認
）

【協
議
事
項
】

1
．
平
成
2
7
年
度
支
部
長
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

月
5
日
㈯
開
催
の
支
部
長
会
議
の
議
事
内
容
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

12

【報
告
事
項
】

1
．
水
越
武
写
真
展「
真
昼
の
星
」へ
の
名
義
後
援
に
つ
い
て
承
認
し
た
。（
佐
藤
）

2
．
登
山
道
情
報
の
取
得
と
国
土
地
理
院
へ
の
情
報
提
供
の
手
続
き
に
つ
い
て
報

告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

3
．
1
1
0
周
年
記
念
事
業
の
推
進
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

4
．
創
立
1
1
0
周
年
記
念
式
典
と
平
成

年
度
晩
餐
会
の
準
備
状
況
に
つ
い
て

27

報
告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

5
．
Ｎ
Ｍ
Ａ
ア
ン
ツ
ェ
リ
ン
会
長
が

月

日
㈬
に
日
本
山
岳
会
を
表
敬
訪
問
し

10

28

た
際
の
打
合
せ
模
様
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
小
林
）

6
．
｢マ
ナ
ス
ル
登
頂

周
年
記
念
事
業
Ｗ
Ｇ
」
会
議
の
開
催
予
定
等
に
つ
い
て

60

報
告
が
あ
っ
た
。（
小
林
）

7
．
日
本
山
岳
会
再
生
委
員
会
に
お
け
る
検
討
状
況
。
各
理
事
よ
り
以
下
の
検
討

状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

（
1
）
会
員
制
度
の
あ
り
方
（
吉
川
）

（
2
）
日
本
山
岳
会
団
体
登
山
保
険
の
強
化
策
（
吉
川
）

（
3
）
会
員
証
の
カ
ー
ド
化
と
会
員
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（
佐
藤
）

8
．
上
高
地
山
岳
研
究
所
水
道
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
大
槻
）

9
．
山
行
委
員
会
か
ら
2
0
1
6
年
度
海
外
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
・
ツ
ア
ー
の
概
要
に

つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
勝
山
）

．
第

回
「
日
中
韓
三
国
学
生
交
流
登
山
」
日
本
開
催
の
概
要
に
つ
い
て
報
告

10

10が
あ
っ
た
。（
中
山
）

．
学
生
部
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
準
備
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
落
合
）

11
．
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
募
金
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
佐
藤
）

12
．

月

日
㈫
開
催
の
第
2
回
評
議
員
懇
談
会
で
の
意
見
に
つ
い
て
報
告
が

13

10

27
あ
っ
た
。（
谷
内
）

．
｢山
」

月
号
の
発
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
神
長
）

14

11

【連
絡
事
項
】

会 務 報 告

367



1
．
安
曇
野
ア
ー
ト
ラ
イ
ン
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
北
ア
ル
プ
ス
と
山
岳
写
真
の
魅
力
」

月

日
（
月
・
祝
）

安
曇
野
市
穂
高
交
流
学
習
セ
ン
タ
ー

11

23

2
．
岳
都
・
松
本

山
岳
フ
ォ
ー
ラ
ム

月

日
㈯
・

日
㈰

ま
つ
も
と
市
民

11

28

29

芸
術
館

3
．
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
望
年
会
の
ご
案
内

月
4
日
㈮

時

分
〜

飯

12

18

30

田
橋
・
労
山
事
務
所

4
．
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
2
0
1
5
華
甲
望
年
会

月

日
㈯

時

分
〜

12

12

18

00

プ
ラ
ザ
エ
フ

【今
後
の
予
定
】

1
．
学
生
部
マ
ラ
ソ
ン
大
会

月

日
㈯
・

日
㈰

11

14

15

2
．
冬
山
遭
難
防
止
対
策
セ
ミ
ナ
ー

月

日
㈪

時
〜

東
京
体
育
館

11

16

19

3
．
全
国
山
の
日
協
議
会
役
員
会

月

日
㈮

時

分
〜

時

分

プ
ラ

11

20

15

30

15

45

ザ
エ
フ

4
．
1
1
0
周
年
記
念
御
嶽
山
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

月
4
日
㈮

時
〜

慈
恵
医

12

18

大
高
木
講
堂

5
．
支
部
長
会
議

月
5
日
㈯

時

分
〜

京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

12

10

30

6
．
1
1
0
周
年
記
念
式
典
・
祝
賀
晩
餐
会

月
5
日
㈯

時
受
付
開
始

京

12

13

王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

7
．
予
算
・
事
業
計
画
等

平
成

年

月
初
旬

平
成

年
度
支
部
事
業
計
画
・
予
算
提
出
依
頼

27

12

28

平
成

年
1
月
中
旬

平
成

年
度
支
部
事
業
計
画
・
予
算
提
出
期
限

28

28

平
成

年
1
月
下
旬
平
成

年
度
支
部
事
業
報
告
･会
計
報
告
提
出
依
頼

28

27

平
成

年
2
月
下
旬

平
成

年
度
支
部
事
業
報
告
提
出
期
限

28

27

平
成

年
3
月
下
旬

平
成

年
度
支
部
会
計
報
告
提
出
期
限

28

27

☆
平
成

年
度
年
次
晩
餐
会

27
月

日
、
東
京
・
新
宿
の
京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
た
。
5
6
6
人

12

5

の
会
員
が
集
い
、歓
談
し
た
。
皇
太
子
殿
下
も
お
忙
し
い
公
務
の
な
か
、講
演
会
・

記
念
式
典
に
ご
出
席
さ
れ
た
。

小
林
会
長
か
ら
は
「
日
本
山
岳
会
が
栄
え
あ
る
1
1
0
周
年
を
迎
え
た
こ
と
を

喜
ぶ
と
と
も
に
、
創
立
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
新
し
い
出
発
点
と
し
た
い
」
と
の

挨
拶
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
谷
垣
禎
一
・
全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
会
長
ら
来
賓
よ

り
、
日
本
山
岳
会
の
1
1
0
周
年
を
祝
福
し
て
い
た
だ
い
た
。

会
は
秩
父
宮
山
岳
賞
受
賞
者
・
平
出
和
也
氏
の
表
彰
、
1
1
0
周
年
記
念
事
業

報
告
の
あ
と
、
新
永
年
会
員
、
新
入
会
員
の
紹
介
、
恒
例
の
鏡
開
き
で
乾
杯
な
ど
、

和
や
か
に
進
ん
だ
。
ま
た
、
晩
餐
会
に
先
立
ち
講
演
会
、
写
真
展
、
図
書
交
換
会

が
行
な
わ
れ
た
。

□
平
成

年
度
第
8
回
（

月
度
）
理
事
会
議
事
録

27

12

日
時

平
成

年

月
9
日
㈬

時

分
〜

時

分

27

12

19

00

21

10

場
所

集
会
室

出
席
者

小
林
会
長
、
吉
川
・
大
久
保
・
山
田
各
副
会
長
、
神
長
・
佐
藤
各
常

務
理
事
、
勝
山
・
中
山
・
野
口
・
大
槻
・
落
合
・
山
賀
・
直
江
・
星
・

谷
内
各
理
事
、
平
井
・
重
廣
各
監
事
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【審
議
事
項
】

1
．
｢山
の
お
弁
当
」
の
事
業
化
に
つ
い
て

首
都
圏
に
お
い
て
「
山
の
お
弁
当
」
を
事
業
化
す
る
に
あ
た
り
、
①
再
生

委
員
会
内
に
対
応
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
組
成

②
業
者
と
の
契
約
書

の
締
結

③
商
標
登
録
等
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な

15

し
で
承
認
）

2
．
助
成
金
の
応
募
申
請
に
つ
い
て

公
益
法
人
運
営
委
員
会
が
行
な
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
年
賀
寄
附
金
か

ら
の
助
成
金
の
応
募
申
請
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な

15

し
で
承
認
）
併
せ
て
家
族
登
山
普
及
委
員
会
が
行
な
っ
た
公
益
財
団
法
人

安
藤
ス
ポ
ー
ツ
・
食
文
化
振
興
財
団
へ
の
助
成
金
の
応
募
と
当
会
へ
の
入

金
に
つ
い
て
報
告
を
行
な
っ
た
。

3
．
マ
ナ
ス
ル

周
年
記
念
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

60

平
成

年
に
マ
ナ
ス
ル
登
頂

周
年
を
迎
え
る
こ
と
を
受
け
て
計
画
さ
れ

28

60

た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
変
更
し
、
国
内
お

よ
び
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
記
念
事
業
を
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
審
議
し

た
。
ま
た
、
ネ
パ
ー
ル
に
お
け
る
行
事
に
関
し
て
は
海
外
登
山
基
金
か
ら

の
支
出
を
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
も
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な

15

し
で
承
認
）

4
．
入
会
希
望
者
承
認
に
つ
い
て

名
の
入
会
お
よ
び
1
名
の
復
活
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し

17た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

15

【協
議
事
項
】

1
．
会
員
制
度
の
検
討
状
況
と
今
後
の
進
め
方
（
小
林
・
吉
川
）

日
本
山
岳
会
再
生
委
員
会
（
制
度
設
計
Ｗ
Ｇ
）
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き

た
会
員
制
度
見
直
し
の
検
討
状
況
と
今
後
の
作
業
工
程
に
つ
い
て
協
議
し

た
。

【報
告
事
項
】

1
．
北
海
道
支
部
か
ら
の
日
本
山
岳
会
マ
ー
ク
の
使
用
許
可
申
請
（
佐
藤
）

2
．
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
か
ら
の
著
作
物
使
用
申
請
（
佐
藤
）

3
．
山
口
県
立
美
術
館
・
松
本
市
美
術
館
で
開
催
の
「
遥
か
な
る
山
発
見
さ
れ
た

風
景
美
」
展
へ
の
協
力
名
義
使
用
許
可
申
請
（
佐
藤
）

4
．
ラ
ン
タ
ン
谷
復
興
支
援
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
後
援
（
佐
藤
）

5
．
1
1
0
周
年
記
念
式
典
・
晩
餐
会
の
実
施
状
況
（
佐
藤
）

6
．
1
1
0
周
年
記
念
講
演
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
の
開
催
（
野
口
）

7
．
1
月
度
理
事
会
・
常
務
理
事
会
の
開
催
日
程
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

8
．
全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
の
臨
時
総
会
が

月

日
㈮
に
開
催
さ
れ
、
一
般

11

20

財
団
法
人
化
が
決
議
さ
れ
た
。（
吉
川
）

9
．
｢山
」
と
『
山
岳
』
の
編
集
体
制
の
見
直
し
と
コ
ス
ト
削
減
に
つ
い
て
（
神
長
）

．
1
1
0
周
年
記
念
出
版
物
の
会
員
へ
の
案
内
に
つ
い
て
（
佐
藤
・
神
長
）

10
．
電
子
国
土
賞
2
0
1
5
の
審
査
結
果
（
佐
藤
）

11
．
学
生
部
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
実
施
状
況
（
中
山
）

12
．
寄
付
金
及
び
助
成
金
の
受
入
報
告
（
吉
川
）

13
．
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
募
金
の
状
況
（
佐
藤
）

14
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．
第

回
全
国
山
岳
博
物
館
等
連
絡
会
議
開
催
に
つ
い
て
（
勝
山
）

15

19

．
晩
餐
会
記
念
懇
親
山
行
に
つ
い
て
（
勝
山
）

16
．
｢山
」

月
号
の
発
行
に
つ
い
て
（
神
長
）

17

12

【連
絡
事
項
】

1
．
内
閣
府
か
ら
の
2
0
1
5
年
度
冬
期
の
節
電
に
関
す
る
協
力
依
頼

2
．
2
0
1
6
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
・
体
力
つ
く
り
全
国
会
議
の
開
催

2
月
5
日
㈮

福
島
県

3
．
日
本
山
岳
協
会
新
春
懇
談
会

1
月

日
㈯
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷

16

4
．
平
成

年
度
第
9
回
4
支
部
（
栃
木
・
千
葉
・
群
馬
・
茨
城
）
合
同
懇
親
山

27
行

2
月
6
日
㈯
〜
7
日
㈰
大
洗
ホ
テ
ル

【今
後
の
予
定
】

1
．
予
算
・
事
業
計
画
等

平
成

年
1
月

日
㈮

平
成

年
度
事
業
計
画
・
予
算
提
出
期
限

28

15

28

平
成

年
1
月

日
㈮

平
成

年
度
事
業
報
告
・
会
計
報
告
提
出
依
頼

28

29

27

平
成

年
2
月
下
旬

平
成

年
度
事
業
報
告
提
出
期
限

28

27

平
成

年
3
月
下
旬

平
成

年
度
会
計
報
告
提
出
期
限

28

27

□
平
成

年
度
第
9
回
（
1
月
度
）
理
事
会
議
事
録

27

日
時

平
成

年
1
月

日
㈫

時

分
〜

時

分

28

28

19

00

20

35

場
所

集
会
室

出
席
者

小
林
会
長
、
吉
川
・
大
久
保
・
山
田
各
副
会
長
、
神
長
・
佐
藤
各
常

務
理
事
、
中
山
・
野
口
・
落
合
・
山
賀
・
直
江
・
星
・
谷
内
各
理
事
、

平
井
・
重
廣
各
監
事

欠
席
者

勝
山
・
大
槻
理
事

【審
議
事
項
】

1
．
準
会
員
制
度
の
導
入
等
会
員
制
度
の
変
更
に
つ
い
て
（
吉
川
）

標
記
の
会
員
制
度
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
経
緯
お
よ
び
概
要
に
つ
い
て
別

添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

13

2
．
平
成

年
度
予
算
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
（
吉
川
）

28
赤
字
解
消
に
向
け
て
収
入
増
施
策
と
経
費
節
減
施
策
に
つ
い
て
説
明
し
、

別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

13

3
．
入
会
希
望
者
の
承
認

名
の
入
会
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反

12

13

対
な
し
で
承
認
）

【報
告
事
項
】

1
．
平
成

年
度
通
常
総
会
の
開
催
日
等
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

28
前
年
ま
で
恒
例
と
な
っ
て
い
た
6
月
第
3
土
曜
日
の
開
催
を
、
会
場
の
確

保
が
困
難
な
た
め
6
月
第
4
土
曜
日
に
変
更
し
、
会
場
を
「
Ｔ
Ｋ
Ｐ
市
ヶ

谷
」
と
す
る
。

2
．
Ｎ
Ｍ
Ａ
会
長
か
ら
の
連
絡
（
佐
藤
）

Ｎ
Ｍ
Ａ
ア
ン
ツ
ェ
リ
ン
会
長
か
ら
、「
従
来
Ｎ
Ｍ
Ａ
が
行
な
っ
て
い
た
登

山
許
可
手
続
き
を
、
す
べ
て
ネ
パ
ー
ル
政
府
に
集
中
す
る
と
い
う
政
府
決

定
に
対
し
、
最
高
裁
が
停
止
命
令
を
発
出
し
た
。」
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
。

3
．
長
野
県
登
山
安
全
条
例
の
公
布
及
び
施
行
に
つ
い
て
（
佐
藤
）
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長
野
県
が
登
山
安
全
条
例
を
制
定
し
、
平
成

年
7
月
1
日
か
ら
施
行
さ

28

れ
る
。
指
定
登
山
道
を
通
行
す
る
場
合
は
、
登
山
計
画
書
の
提
出
が
義
務

付
け
ら
れ
た
が
、
違
反
者
に
対
し
て
の
罰
則
は
な
い
。
指
定
登
山
道
に
つ

い
て
は
、
7
月
1
日
の
施
行
ま
で
に
示
さ
れ
る
予
定
。

4
．
大
雪
山
国
立
公
園
「
登
山
者
の
み
な
さ
ま
へ
」
大
雪
山
グ
レ
ー
ド
版
の
送
付

（
佐
藤
）

大
雪
山
の
縦
走
ル
ー
ト
の
グ
レ
ー
ド
入
り
登
山
案
内
が
、
大
雪
山
国
立
公

園
連
絡
協
議
会
事
務
局
と
環
境
省
上
川
自
然
保
護
官
事
務
所
か
ら
発
行
さ

れ
、
希
望
者
に
は
5
月
以
降
、
郵
送
さ
れ
る
。

5
．
平
成

年
度
第
3
回
初
級
登
山
教
室
指
導
者
講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て
（
大

27
久
保
）

支
部
事
業
委
員
会
主
催
で
、
3
月
5
〜
6
日
に
、
安
藤
百
福
記
念
自
然
体

験
活
動
指
導
者
養
成
セ
ン
タ
ー
と
黒
斑
山
で
開
催
さ
れ
る
。

6
．
会
報
「
山
」
目
録
の
発
行
に
つ
い
て
（
神
長
）

号
ご
と
に
「
山
」
の
目
録
を
作
成
し
て
お
り
、
今
年
の
3
月
号
ま
で
の

50目
録
を
作
成
す
る
。

経
費
節
減
の
た
め
、
Ｈ
Ｐ
掲
載
を
中
心
と
し
、「
山
」・「
Ｈ
Ｐ
」
で
周
知
し
、

希
望
者
に
は
有
料
で
印
刷
物
を
送
付
す
る
。

7
．
｢山
」
1
月
号
の
発
行
に
つ
い
て
（
神
長
）

【連
絡
事
項
】

1
．
第

回
富
士
山
写
真
大
賞
展
の
開
催

1
月
1
日
㈮
〜
3
月

日
㈰

河
口

17

27

湖
美
術
館

2
．
2
0
1
6
年
都
岳
連
新
春
の
集
い

1
月

日
㈯

東
京
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

30

（
港
区
芝
）

3
．
第
6
回
日
本
山
岳
遺
産
サ
ミ
ッ
ト

2
月

日
㈯

：

〜

イ
ン
プ
レ
ス

27

13

30

グ
ル
ー
プ
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
（
神
保
町
）

【今
後
の
予
定
】

1
．
平
成

年
度
広
島
支
部
総
会

4
月
9
日
㈯
広
島
市

山
田
副
会
長
出
席

28

2
．
第
4
回
小
島
烏
水
祭

4
月

日
㈯
高
松
市

本
部
か
ら
の
出
席
者
未
定

16

（
出
席
案
内
未
着
）

3
．
予
算
・
事
業
計
画
等

平
成

年
1
月

日
㈮

平
成

年
度
事
業
報
告
・
会
計
報
告
提
出
依
頼

28

29

27

平
成

年
2
月
下
旬

平
成

年
度
事
業
報
告
提
出
期
限

28

27

平
成

年
3
月
下
旬

平
成

年
度
会
計
報
告
提
出
期
限

28

27

□
平
成

年
度
第

回
（
2
月
度
）
理
事
会
議
事
録

27

10

日
時

平
成

年
2
月

日
㈬

時

分
〜

時

分

28

10

19

00

21

10

場
所

集
会
室

出
席
者

小
林
会
長
、
吉
川
・
大
久
保
・
山
田
各
副
会
長
、
神
長
・
佐
藤
各
常

務
理
事
、
勝
山
・
中
山
・
野
口
・
大
槻
・
落
合
・
山
賀
・
直
江
・
星
・

谷
内
各
理
事
、
平
井
・
重
廣
各
監
事

【審
議
事
項
】

1
．
神
奈
川
支
部
の
設
立
に
つ
い
て

支
部
に
関
す
る
規
定
第
5
条
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
よ
り
、
神

会 務 報 告
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奈
川
支
部
設
立
申
請
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で

15

承
認
）

2
．
平
成

年
度
（
後
期
）
海
外
登
山
助
成
対
象
登
山
の
審
査
結
果
に
つ
い
て

27
海
外
登
山
助
成
対
象
登
山
隊
審
査
委
員
会
の
審
査
を
通
過
し
た
東
海
支
部

ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
山
群
登
山
隊
と
北
海
道
大
学
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
遠
征
隊
の
2

隊
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

15

3
．
海
外
登
山
助
成
金
の
予
算
外
支
出
に
つ
い
て

前
期
に
お
い
て
支
出
し
て
い
る
4
隊
の
助
成
金
合
計
額
が
す
で
に
年
間
予

算
で
あ
る

万
円
を
超
過
し
て
い
る
が
、
後
期
審
査
を
通
過
し
た
前
記
2

50

隊
に
つ
い
て
助
成
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で

15

承
認
）

4
．
1
0
0
万
円
を
超
え
る
予
算
外
の
支
出
に
つ
い
て

｢親
子
で
楽
し
む
山
登
り
」
サ
イ
ト
の
制
作
費
用
な
ど
、
3
件
の
1
0
0
万

円
を
超
え
る
予
算
外
支
出
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な

15

し
で
承
認
）

5
．
寄
付
金
お
よ
び
助
成
金
に
つ
い
て

寄
付
金
・
助
成
金
受
入
の
事
前
申
請
3
件
お
よ
び
助
成
金
受
入
報
告
1
件

に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

15

6
．
平
成

年
度
特
別
事
業
補
助
金
の
募
集
に
つ
い
て

28
支
部
事
業
委
員
会
に
よ
る
平
成

年
度
「
特
別
事
業
補
助
金
」
の
募
集
に

28

つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

15

7
．
入
会
希
望
者
の
承
認

名
の
入
会
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反

28

15

対
な
し
で
承
認
）

【協
議
事
項
】

1
．
マ
ナ
ス
ル
初
登
頂

周
年
記
念
事
業
（
国
内
）
の
実
施
に
つ
い
て
（
大
久
保
）

60

マ
ナ
ス
ル
初
登
頂

周
年
お
よ
び
国
民
の
祝
日
「
山
の
日
」
施
行
記
念
事

60

業
の
実
施
概
要
お
よ
び
予
算
案
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

2
．
準
会
員
の
制
度
化
に
伴
う
定
款
等
の
検
討
に
つ
い
て
（
佐
藤
）

準
会
員
の
制
度
化
に
伴
う
定
款
お
よ
び
定
款
施
行
細
則
の
改
定
、
準
会
員

規
程
の
新
設
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

3
．
終
身
会
員
制
度
の
検
討
に
つ
い
て
（
吉
川
）

終
身
会
員
制
度
を
改
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

4
．
会
報
「
山
」
発
送
業
務
の
変
更
に
つ
い
て
（
神
長
）

発
送
経
費
圧
縮
の
観
点
か
ら
発
送
業
者
お
よ
び
梱
包
形
態
の
変
更
に
つ
い

て
協
議
し
た
。

【報
告
事
項
】

1
．
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
か
ら
の
「
安
全
の
た
め
の
知
識
と
技
術
公
開
講
座
」

へ
の
後
援
名
義
使
用
に
つ
い
て
承
認
し
た
。（
佐
藤
）

2
．
越
後
支
部
に
対
し
て
全
国
支
部
懇
談
会
へ
の
補
助
金
を
支
出
す
る
こ
と
と
し

た
。（
吉
川
）

3
．
各
委
員
会
の
平
成

年
度
予
算
の
査
定
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
た
。（
吉
川
）

28

4
．
各
支
部
・
委
員
会
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
平
成

年
度
事
業
計
画
案
が
示
さ
れ

28

た
。（
佐
藤
）
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5
．
第
1
回
「
山
の
日
」
記
念
全
国
大
会
実
行
委
員
会
の
概
要
と
準
備
状
況
に
つ

い
て
報
告
し
た
。（
大
久
保
）

6
．
マ
ナ
ス
ル
初
登
頂

周
年
記
念
事
業
の
う
ち
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
実
施
さ
れ

60

る
事
業
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
報
告
し
た
。（
佐
藤
）

7
．
物
故
会
員
の
「
偲
ぶ
会
」
等
に
つ
い
て
、
要
請
が
あ
れ
ば
Ｈ
Ｐ
・
メ
ル
マ
ガ

等
を
通
じ
て
周
知
す
る
こ
と
と
し
た
。（
佐
藤
）

8
．
『エ
ベ
レ
ス
ト
神
々
の
山
嶺
』
ポ
ス
タ
ー
の
支
部
へ
の
配
布
に
つ
い
て
（
佐

藤
）

9
．
｢山
」
2
月
号
の
発
行
に
つ
い
て
（
神
長
）

【連
絡
事
項
】

1
．
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
第

回
総
会

2
月

日
㈯

時
〜

晴
海
グ
ラ
ン

32

20

13

ド
ホ
テ
ル

2
．
日
本
ブ
ー
タ
ン
友
好
協
会
第

回
通
常
総
会

2
月

日
㈯

時
〜

早
稲

36

27

14

田
大
学

号
館

14

3
．
富
士
山
測
候
所
を
活
用
す
る
会
第
9
回
成
果
報
告
会

3
月

日
㈰

時
〜

13

13

東
大
・
小
柴
ホ
ー
ル

4
．
神
奈
川
支
部
設
立
総
会
・
記
念
講
演
会
・
パ
ー
テ
ィ
ー

3
月

日
㈯
神
奈

19

川
大
横
浜
キ
ャ
ン
パ
ス

【今
後
の
予
定
】

1
．
第
4
回
小
島
烏
水
祭

4
月

日
㈯

時
〜

高
松
市

16

10

2
．
東
海
支
部
総
会

5
月

日
㈯

時
〜

グ
ラ
ン
ド
テ
ィ
ア
ラ
名
古
屋
本

21

17

店

3
．
3
月
度
常
務
理
事
会

3
月
1
日
㈫

時

分
〜

集
会
室

18

30

3
月
度
理
事
会

3
月
9
日
㈬

時
〜

集
会
室

19

4
．
予
算
・
事
業
計
画
等
・
平
成

年
2
月

日
㈪

平
成

年
度
事
業
報
告
提

28

29

27

出
期
限

平
成

年
4
月
4
日
㈪

平
成

年
度
会
計
報
告
提
出
期
限

28

27

□
平
成

年
度
第

回
（
3
月
度
）
理
事
会
議
事
録

27

11

日
時

平
成

年
3
月
9
日
㈬

時

分
〜

時

分

28

19

00

20

25

場
所

集
会
室

出
席
者

小
林
会
長
、
大
久
保
・
山
田
各
副
会
長
、
神
長
常
務
理
事
、
勝
山
・

野
口
・
大
槻
・
落
合
・
星
・
谷
内
各
理
事
、
平
井
・
重
廣
各
監
事
（
山

田
副
会
長
は
所
用
の
た
め
報
告
事
項
2
ま
で
欠
席
）

欠
席
者

吉
川
副
会
長
、
佐
藤
常
務
理
事
、
中
山
・
山
賀
・
直
江
各
理
事

【審
議
事
項
】

1
．
平
成

年
度
事
業
計
画
書
・
予
算
書
（
案
）
承
認
の
件
に
つ
い
て

28
前
回（
2
月
度
）理
事
会
に
お
い
て
協
議
し
、一
部
追
加
修
正
等
を
行
な
っ

た
別
添
平
成

年
度
事
業
計
画
書
・
予
算
書
（
案
）
を
配
布
し
、
詳
細
に

28

検
討
・
審
議
し
た
。（
賛
成
9
、
反
対
な
し
で
承
認
）

2
．
国
際
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

国
際
委
員
会
の
新
設
お
よ
び
Ｊ
Ａ
Ｎ
編
集
委
員
会
と
海
外
委
員
会
を
解
散

す
る
こ
と
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成
9
、
反
対
な

し
で
承
認
）

会 務 報 告
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3
．
入
会
希
望
者
の
承
認

名
の
入
会
に
つ
い
て
別
添
資
料
に
よ
り
審
議
し
た
。（
賛
成
9
名
、
反

16対
な
し
で
承
認
）

【協
議
事
項
】

1
．
永
年
会
員
と
終
身
会
員
制
度
の
改
訂
の
論
点
に
つ
い
て
（
小
林
）

永
年
会
員
と
終
身
会
員
制
度
の
改
訂
に
関
し
て
関
連
委
員
会
に
お
い
て
検

討
さ
れ
た
論
点
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

2
．
会
員
制
度
の
見
直
し
に
か
か
る
定
款
・
定
款
施
行
細
則
等
の
改
正
に
つ
い
て

（
小
林
）

会
員
制
度
の
見
直
し
に
か
か
る
定
款
・
定
款
施
行
細
則
等
の
改
正
案
に
つ

い
て
協
議
し
た
。

3
．
会
員
制
度
の
見
直
し
に
伴
う
関
連
規
程
の
制
定
に
つ
い
て
（
小
林
）

会
員
制
度
の
見
直
し
に
伴
い
新
た
に
制
定
さ
れ
る
関
連
規
定
案
に
つ
い
て

協
議
し
た
。

4
．
晩
餐
会
の
案
内
方
法
の
変
更
に
つ
い
て
（
谷
内
）

経
費
節
減
の
た
め
年
次
晩
餐
会
の
案
内
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て

協
議
し
た
。

【報
告
事
項
】

1
．
｢縦
走
ク
ラ
ブ
」
と
「
登
攀
・
雪
山
ク
ラ
ブ
」
の
同
好
会
設
立
承
認
の
報
告
が

あ
っ
た
。（
谷
内
・
星
）

2
．
京
都
・
滋
賀
支
部
と
科
学
委
員
会
へ
の
Ｊ
Ａ
Ｃ
マ
ー
ク
使
用
許
可
承
認
の
報

告
が
あ
っ
た
。（
谷
内
）

3
．
マ
ナ
ス
ル
初
登
頂

周
年
に
お
け
る
ネ
パ
ー
ル
お
よ
び
国
内
で
実
施
さ
れ
る

60

記
念
事
業
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
小
林
・
大
久
保
）

4
．
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
か
ら
の
登
山
届
・
下
山
届
シ
ス
テ
ム
「
コ
ン
パ
ス
」

の
普
及
促
進
の
依
頼
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
谷
内
）

5
．
新
永
年
会
員
候
補
者

名
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
谷
内
）

38

6
．
寄
付
金
お
よ
び
助
成
金
の
受
入
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
谷
内
）

7
．
｢山
」
3
月
号
の
発
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
神
長
）

【連
絡
事
項
】

1
．
第

回
東
北
・
北
海
道
地
区
集
会
7
月

日
㈯
〜

日
㈰

森
吉
山
荘
（
北

32

30

31

秋
田
市
）

【今
後
の
予
定
】

1
．
神
奈
川
支
部
設
立
総
会
・
記
念
講
演
会
・
懇
親
会

3
月

日
㈯

神
奈
川

19

大
学
横
浜
キ
ャ
ン
パ
ス

2
．
第

回
全
国
支
部
懇
談
会

4
月
9
日
㈯
〜

日
㈰

新
潟
市

32

10

3
．
平
成

年
度
広
島
支
部
総
会

4
月
9
日
㈯

広
島
市

28

4
．
第
4
回
小
島
烏
水
祭

4
月

日
㈯

時
〜

高
松
市

16

10

5
．
京
都
・
滋
賀
支
部
創
立

周
年
記
念
式
典

4
月

日
㈯
〜

日
㈰
大
津
市

30

23

24

6
．
マ
ナ
ス
ル
初
登
頂

周
年
記
念
式
典

4
月

日
㈮
〜

日
㈯
ラ
デ
ィ
ソ
ン

60

29

30

Ｈ
（
カ
ト
マ
ン
ズ
）

7
．
次
期
理
事
会
等

4
月
度
常
務
理
事
会

4
月
5
日
㈫

時

分
〜

集
会
室

18

30

4
月
度
理
事
会

4
月

日
㈬

時
〜

集
会
室

13

19
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支
部
の
活
動
報
告

■

北
海
道
支
部

2
0
1
5
年
は
北
海
道
支
部
創
立

周
年
の
節
目
の
年
度
と
い
う
こ
と

50

で

月
に
記
念
式
典
を
挙
行
、
多
数
の
会
員
・
会
友
が
出
席
し
、
本
部
の

12
小
林
会
長
は
じ
め
東
北
の
各
支
部
や
道
内
の
山
岳
団
体
か
ら
も
多
数
の
来

賓
に
出
席
い
た
だ
き
、
盛
会
と
な
っ
た
。
さ
ら
に

周
年
記
念
事
業
と
し

50

て
6
月
に
「
岩
崎
元
郎
さ
ん
講
演
会
」、
7
月
に
は
記
念
海
外
登
山
「
カ
ム

チ
ャ
ツ
カ
・
ア
バ
チ
ャ
山
登
山
」、
9
月
に
は
「
第

回
北
海
道
・
東
北
地

31

区
集
会
」
を
開
催
し
た
。
ま
た
、
支
部
の

年
の
活
動
を
振
り
返
る
記
念

50

誌『
北
海
道
支
部

年
の
あ
ゆ
み
』と
前
年
に
踏
査
を
完
了
し
た『
オ
ホ
ー

50

ツ
ク
分
水
嶺
踏
査
報
告
書
』
も
記
念
事
業
と
し
て
発
刊
し
た
。
こ
の
ほ
か

公
益
事
業
と
し
て
は
大
雪
山
高
山
植
物
盗
掘
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

文
化
セ
ン
タ
ー
の
登
山
教
室
、
子
供
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ
（
自
然
児
学
校
）

を
実
施
し
た
。

一
方
、
共
益
事
業
と
し
て
は
支
部
会
員
の
登
山
技
術
向
上
や
会
員
・
会

友
の
交
流
を
目
的
に
岩
登
り
研
修
、
沢
登
り
研
修
、
雪
崩
事
故
防
止
講
習

会
、
四
季
を
通
じ
て
の
定
例
山
行
を
実
施
、
今
年
度
は
初
め
て
ア
イ
ス
・

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
研
修
も
層
雲
峡
・
銀
河
の
滝
で
開
催
し
た
。
ま
た
、
年

7
回
の
支
部
通
信
、
会
報
「
ヌ
プ
リ
」
の
発
行
、
親
睦
の
た
め
の
集
会
等

の
開
催
な
ど
の
事
業
・
行
事
を
企
画
、
実
施
し
た
。

《会
議
》

＊
4
月

日
㈯

支
部
総
会

2
0
1
4
年
度
事
業
報
告
、
会
計
報
告
、

11

2
0
1
5
年
度
事
業
計
画
、
予
算
案
、
な
ど
に
つ
い
て
審
議
、
議
案
す

べ
て
を
承
認
。
出
席
1
0
7
名
（
当
日
出
席

名

委
任
状

名
）。

49

58

＊
定
例
の
常
任
委
員
会

4
〜
3
月
毎
月

回
開
催
。

名
〜

名
の
常

1

10

13

任
委
員
出
席
。
前
月
ま
で
の
活
動
報
告
と
今
後
の
事
業
計
画
等
の
協

議
。

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
雪
崩
事
故
防
止
講
習
会
等

月

日
㈮
ビ
ー
コ
ン
操
作
講
習
会

12

12

札
幌
・
中
島
公
園
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
周
辺

7
名
参
加
（
う
ち
講
師

2
名
）。
1
月

日
㈯
〜

日
㈰
函
館
地
区
雪
崩
講
習
会

森
町
道
立

23

24

森
少
年
自
然
の
家
＆
駒
ヶ
岳
周
辺

6
名
参
加
（
う
ち
講
師
1
名
）。

2
月

日
㈯
〜

日
㈰
帯
広
・
北
網
地
区
雪
崩
講
習
会

芽
室
町
南

14

15

地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
＆
メ
ム
ロ
ス
キ
ー
場
周
辺

参
加
者

名
（
う
ち
講
師
2
名

会
員
外
参
加
者
9
名

机
上
講
習
の
み
参
加

111
名
）。
2
月

日
㈯
〜

日
㈰
札
幌
地
区
雪
崩
講
習
会

札
幌
・
り

20

21
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ん
ゆ
う
ホ
ー
ル
＆
藻
岩
山
ス
キ
ー
場

参
加
者

名
（
う
ち
講
師
7
名

20

う
ち

名
部
外
講
師
）。

1

＊
岩
登
り
研
修

4
月

日
㈫
小
樽
・
座
学
と
屋
内
研
修

参
加
者

21

14

名
。
5
月

日
㈫
小
樽
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
道
場
「
赤
岩
小
屋
」
参
加
者

19

名
。
6
月
9
日
㈫
小
樽
・
中
赤
岩

参
加
者

名
。
7
月
7
日
㈫

15

13

小
樽
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
道
場
「
赤
岩
小
屋
」
参
加
者

名
。
8
月

日

10

18

㈫
雨
天
中
止
。

月

日
㈭
小
樽
・
赤
岩
東
大
壁
佐
藤
ル
ー
ト
と

10

15

テ
ー
ブ
ル
リ
ッ
ジ
で
マ
ル
チ
ピ
ッ
チ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

参
加
者
7
名

終
了
後
反
省
会
。

＊
沢
登
り
研
修

6
月
6
日
㈯
札
幌
近
郊
・
漁
岳
漁
川

参
加
者

名
。

11

＊
定
例
山
行
（
夏
山
）

5
月

日
㈰
小
樽
・
塩
谷
丸
山

参
加
者

名
。

月

日
㈯
〜

31

25

10

24

25

日
㈰
道
南
・
函
館
山
／
袴
腰
岳

参
加
者

名
。

21

＊
定
例
山
行
（
山
ス
キ
ー
）

1
月

日
㈯
朝
里
川
温
泉
ス
キ
ー
場

参
加
者

名
。
1
月

日
㈯

16

11

27

〜

日
㈰
ニ
セ
コ
・
イ
ワ
オ
ヌ
プ
リ
／
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｚ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
リ
ゾ
ー

28
ト
。
2
月

日
㈭
ト
マ
ム
ス
キ
ー
場
林
間
コ
ー
ス

参
加
者
7
名
。

11

2
月

日
㈬
〜

日
㈭

3
月
5
日
㈯
札
幌
近
郊
・
白
井
岳

参
加

24

25

者

名
。

14

＊
Ｎ
Ｈ
Ｋ
登
山
教
室

5
月
〜

月
「
日
曜
ゆ
っ
く
り
登
山
教
室
」
写
万
部
岳
、
積
丹
岳
、
昆

10

布
岳
、
永
山
岳
、
西
ヌ
プ
カ
ウ
シ
ヌ
プ
リ
／
白
雲
山
、
徳
舜
瞥
山
。
5

〜

月
「
水
曜
ゆ
っ
く
り
登
山
教
室
」
写
万
部
岳
、
富
良
野
西
岳
、
平

10
山
／
比
麻
良
山
、
上
ホ
ロ
カ
メ
ッ
ト
ク
山
、
岐
登
牛
山
／
永
山
岳
。
5

〜

月
「
週
末
は
山
ガ
ー
ル
教
室
」
銭
函
天
狗
山
、
紋
別
岳
、
札
幌
岳
、

10
旭
岳
、
尻
別
岳
、
塩
谷
丸
山
。
1
〜
3
月
「
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
教
室
」
沖

里
河
山
、
塩
谷
丸
山
、
岩
見
沢
・
利
根
別
休
養
林
、
馬
追
山
、
伊
達
市
・

百
畳
敷
洞
窟
、
札
幌
近
郊
・
長
尾
山
。

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
活
動
》

＊
支
部
創
立

周
年
記
念
事
業

50

6
月

日
㈭
「
岩
崎
元
郎
さ
ん
講
演
会
」
札
幌
・
道
新
ホ
ー
ル

約
4

18

0
0
名
参
加
。
7
月

〜

日（
8
日
間
）
周
年
記
念
海
外
登
山「
カ

19

26

50

ム
チ
ャ
ツ
カ
・
ア
バ
チ
ャ
山
登
山
」
ロ
シ
ア
連
邦
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
州
ア

バ
チ
ャ
山
（
2
7
4
1
ｍ
）
参
加
者
8
名
、
成
果
＝
ナ
ル
ィ
チ
ェ
ボ
自

然
公
園
に
聳
え
る
ア
バ
チ
ャ
山
に
お
い
て
登
山
と
自
然
生
態
系
の
観
察

調
査
（
植
生
調
査
、
火
山
地
形
の
観
察
調
査
）
を
実
施
、
登
山
は
強
風

の
悪
天
候
の
た
め
2
0
3
0
ｍ
で
登
頂
を
断
念
、
報
告
書
を

月

日

12

10

発
刊
（
Ａ
4
版
、

Ｐ
、
2
0
0
冊
印
刷
）。
9
月

日
㈯
〜

日
㈰

46

12

13

「
第

回
北
海
道
・
東
北
地
区
集
会
」
北
海
道
支
部
主
催
で
開
催

札

31
幌
・
定
山
渓
温
泉
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル

参
加
者

名
、
1
日
目
＝
記
念
講

48

演
「
北
海
道
の
高
山
植
物
と
高
山
生
態
系
に
つ
い
て
」
北
大
・
工
藤
岳

准
教
授

2
日
目
＝
交
流
登
山
会
（
札
幌
岳
・
喜
茂
別
岳
）
は
雨
の
た

め
中
止
。

月

日
㈯
支
部
創
立

周
年
記
念
祝
賀
会

札
幌
・
ロ

12

12

50

イ
ト
札
幌

参
加
者
1
0
0
名
（
来
賓
と
し
て
日
本
山
岳
会
小
林
政
志

支部の活動報告
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会
長
、
道
岳
連
小
野
倫
夫
会
長
な
ど

名
出
席
）。
式
典
の
あ
と
に
祝

11

宴
を
開
催
。
記
念
誌
『
日
本
山
岳
会
北
海
道
支
部

年
の
あ
ゆ
み
』

50

12

月

日
発
刊
（
Ｂ
5
版
、
2
2
4
Ｐ
、
4
3
0
冊
印
刷
）
会
員
・
会
友
・

12
各
支
部
・
関
係
団
体
に
配
布
。

＊
オ
ホ
ー
ツ
ク
分
水
嶺
踏
査

報
告
書
『
オ
ホ
ー
ツ
ク
分
水
嶺
完
全
踏
査

東
へ
3
5
0
キ
ロ
』
4
月
1
日
発
刊
（
Ａ
4
版
、
1
3
6
Ｐ
、
4
0
0

冊
印
刷
〈
踏
査
隊
員
及
び
関
係
機
関
配
布
1
3
4
冊
、
販
売
2
0
6
冊
、

残
部

冊
〉）。

月

日
㈯
支
部
創
立

周
年
記
念
式
典
で「
オ
ホ
ー

60

12

12

50

ツ
ク
分
水
嶺
踏
査
報
告
」
ス
ラ
イ
ド
上
映
（
ロ
イ
ト
ン
札
幌
）。

＊
2
0
1
5
子
供
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ
（
第

回
自
然
児
学
校
）
7
月

日

16

31

㈮
〜
8
月
2
日
㈰

日
高
町
・
国
立
日
高
青
少
年
自
然
の
家
か
ら
ま
つ

キ
ャ
ン
プ
場
で
小
1
か
ら
中
2
ま
で
の
児
童
生
徒

名
と
保
護
者
4
名

32

が
参
加
し
て
実
施
。
2
泊
3
日
の
テ
ン
ト
生
活
を
し
な
が
ら
ツ
リ
ー
ク

ラ
イ
ミ
ン
グ
、北
日
高
岳（
7
5
1
ｍ
）登
山
、キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ア
ー
、

手
作
り
パ
ン
焼
き
体
験
な
ど
を
楽
し
む
。

＊
高
山
植
物
盗
掘
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
（
花
パ
ト
）
5
月

日
㈮
自
然
保
護

22

研
修
会

札
幌
エ
ル
プ
ラ
ザ
で
開
催

名
参
加
。
6
月
1
日
〜

月

22

10

日

大
雪
山
系
・
十
勝
連
峰
地
域
を

名
で
延
べ
1
2
3
回
の
パ
ト

10

26

ロ
ー
ル
実
施

・
官
民
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
。
6
月

日
十
勝
総
合
振
興

27

局

ウ
ペ
ペ
サ
ン
ケ
登
山
口
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配
布

3
名
参
加
。
7

月

日
上
川
総
合
振
興
局

大
雪
山
系
赤
岳
・
小
泉
岳
を
パ
ト
ロ
ー
ル

25
1
名
参
加
。

＊
支
笏
湖
復
興
の
森
づ
く
り

6
月

日
㈯
下
草
刈
り
作
業

名
参
加
。

20

10

＊
山
の
ト
イ
レ
関
係

6
月
に
十
勝
連
峰
美
瑛
富
士
避
難
小
屋
に
携
帯
ト

イ
レ
ブ
ー
ス
を
設
置
。
道
内
山
岳
9
団
体
持
ち
回
り
で
点
検
・
清
掃
活

動
す
る
取
り
決
め
と
な
り
、
北
海
道
支
部
は
7
月

日
㈪
に
5
名
参
加

20

で
実
施
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
通
信
=年
7
回
発
行

会
員
会
友
へ
郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル
送
信
で

配
布
（
約
3
0
0
部
）。
9
月
に
創
刊
1
0
0
号
達
成
。

＊
北
海
道
支
部
会
報
『
ヌ
プ
リ
』
第

号

4
月
1
日
発
行
。
山
の
関
す

46

る
紀
行
文
、
エ
ッ
セ
イ
、
山
の
歴
史
・
評
論
な
ど
を
掲
載
。

《そ
の
他
行
事
・
集
会
》

＊
各
種
集
会

8
月

日
㈯
夏
季
交
流
会

周
年
記
念
海
外
登
山「
カ

23

50

ム
チ
ャ
ツ
カ
・
ア
バ
チ
ャ
山
登
山
」
報
告
会
を
兼
ね
て
開
催
、
ロ
イ
ト

ン
札
幌

会
員
会
友
合
計

名
出
席
。

月

日
㈯

北
海
道
支
部
年

28

12

12

次
晩
餐
会
は
創
立

周
年
記
念
式
と
し
て
開
催
。
1
月

日
㈬
新
年

50

13

交
流
会

ル
ー
ム
白
石

名
参
加
。

月
8
日
㈭
北
海
道
内
山
岳

27

10

団
体
交
流
会

札
幌
・
丸
井
今
井

階
レ
ス
ト
ラ
ン
で
9
団
体
か
ら

10

33

名
参
加
。
団
体
は
北
海
道
山
岳
連
盟
、
日
本
山
岳
会
北
海
道
支
部
、
札

幌
山
岳
連
盟
、
北
海
道
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
、
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
、
Ｈ

Ａ
Ｔ
‐
Ｊ
北
海
道
支
部
、
北
海
道
道
央
地
区
勤
労
者
山
岳
連
盟
、
北
海

道
勤
労
者
山
岳
連
盟
、
山
の
ト
イ
レ
を
考
え
る
会
。

(藤
木
俊
三
)
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■

青

森

支

部

青
森
支
部
は
創
立

年
目
を
迎
え
会
員
数
は

名
で
あ
る
。
地
域
社
会

23

38

に
貢
献
で
き
る
活
動
と
し
て
、
白
神
山
地
ブ
ナ
林
再
生
事
業
を
は
じ
め
、

八
甲
田
登
山
道
整
備
、
八
甲
田
山
岳
ス
キ
ー
ル
ー
ト
遭
難
防
止
対
策
用

ポ
ー
ル
設
置
、「
山
の
日
親
子
登
山
」
な
ど
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
会
員
相

互
の
連
携
と
登
山
技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
、
年
間
を
通
し
て
合
宿
を
開

催
す
る
な
ど
の
活
動
を
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、
活
動
会
員
が
固
定
化
し

て
い
る
現
状
を
反
省
し
、
支
部
活
性
化
の
た
め
新
入
会
員
の
勧
誘
を
図
っ

て
い
く
予
定
で
あ
る
。

《会
議
》

＊
5
月

日
㈯
通
常
総
会
（
平
成

年
度
事
業
・
決
算
報
告
・
会
計
監
査

16

26

報
告
、
平
成

年
度
事
業
計
画
・
予
算
案
、
役
員
改
正
を
審
議
）
青
森

27

市
ア
ラ
ス
カ
会
館
（
出
席

名
、
委
任
状

名
）。

11

20

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
5
月
2
日
㈯
〜
4
日
㈪
支
部
春
山
山
行
（
南
八
甲
田
連
峰
・
酸
ヶ
湯
駐

車
場
上
テ
ン
ト
設
営
）
参
加
9
名
。

＊
7
月

日
㈰
八
甲
田
山
の
日
・
雛
岳

参
加
4
名
。

12

＊
8
月

日
㈫
山
の
日
親
子
登
山
（
名
久
井
岳
・
東
岳
・
久
渡
寺
山
）
参

11

加
6
名
。

＊

月
3
日
㈯
〜
4
日
㈰
大
尽
山

参
加
5
名
。

10
＊

月

日
㈯
〜

日
㈰
支
部
晩
秋
山
行
（
北
八
甲
田
仙
人
岱
小
屋
)

11

21

22

参
加
4
名
。

＊
1
月
9
日
㈯
〜

日
㈰
支
部
冬
山
山
行
（
北
八
甲
田
仙
人
岱
小
屋
)

10

参
加
1
名
。

＊
1
月
9
日
㈯
〜

日
㈰
山
岳
ス
キ
ー
研
修
（
鯵
ヶ
沢
竹
越
会
員
山
荘
）

10

参
加

名
。

14

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
6
月

日
㈪
北
八
甲
田
登
山
道
維
持
活
動
（
県
観
光
企
画
課
）
参
加
6

22

名
。

＊
7
月

日
㈯
北
八
甲
田
登
山
道
維
持
活
動
（
県
観
光
企
画
課
）
参
加
8

11

名
。

＊
7
月
5
日
㈰
青
森
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
（
新
郷
村
）
参
加
2
名
。

＊
7
月
5
日
㈰
高
山
植
物
盗
掘
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
（
南
八
甲
田
山
）
参
加

5
名
。

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰
白
神
山
地
ブ
ナ
林
再
生
事
業

参
加

名
。

9

26

27

14

＊
2
月

日
㈫
〜
2
月

日
八
甲
田
山
ス
キ
ー
ル
ー
ト
ポ
ー
ル
設
置

参

23

24

加
7
名
。

＊
3
月

日
㈫
〜
3
月

日
㈭
八
甲
田
山
ス
キ
ー
ル
ー
ト
ポ
ー
ル
設
置

29

31

参
加
7
名
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
青
森
支
部
報
第

号
発
行
（
4
月
）。

15

《そ
の
他
の
行
事
、
懇
親
会
》

＊
4
月

日
㈯
〜

日
㈰
第

回
全
国
支
部
懇
親
会
（
四
国
支
部
）
参
加

11

12

31

支部の活動報告

387



1
名
。

＊
9
月

日
㈯
〜

日
㈰
第

回
東
北
・
北
海
道
地
区
集
会
（
北
海
道
支

12

13

30

部
）
参
加
3
名
。

＊

月
7
日
㈯
支
部
年
次
晩
餐
会
（
青
森
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル
）
参
加

11

10

名
。

＊

月

日
㈯
北
海
道
支
部

周
年
祝
賀
会

参
加
1
名
。

12

12

50

(須
々
田
秀
美
)

■

岩

手

支

部

支
部
活
動
は
毎
年
4
月
第
1
土
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
支
部
総
会
を
も
っ

て
ス
タ
ー
ト
す
る
。
会
場
は
盛
岡
駅
に
隣
接
す
る
の
っ
ぽ
ビ
ル
「
マ
リ
オ

ス
」
4
階
の
「
濱
野
井
」
で
あ
る
。
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
に
あ
っ
て
、
昼
食
、

喫
茶
で
賑
う
気
さ
く
な
店
構
え
だ
。
支
部
は
こ
の
日
、
終
日
借
り
切
っ
て

午
前
は
委
員
会
、
午
後
に
総
会
、
そ
し
て
懇
親
会
と
続
く
。
三
々
五
々
集

ま
る
会
員
は
セ
ル
フ
の
コ
ー
ヒ
ー
を
片
手
に
よ
も
や
ま
話
で
開
会
を
待

つ
。総

会
は
月
例
山
行
の
計
画
と
実
施
報
告
が
中
心
。
年
間
計
画
は
、
前
年

月
の
支
部
晩
餐
会
兼
全
員
協
議
会
で
の
希
望
を
踏
ま
え
、
総
会
で
決
定

12さ
れ
る
。
個
々
の
山
行
は
当
番
幹
事
が
詳
細
計
画
を
提
示
、
実
施
、
結
果

報
告
を
も
っ
て
完
結
す
る
。
従
前
は
事
前
申
込
み
不
要
だ
っ
た
が
、
本
部

の
指
導
に
よ
り
今
年
か
ら
事
前
申
込
み
制
で
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

月
例
山
行
は
4
月
下
旬
の
駒
頭
山
登
山
か
ら
始
ま
っ
た
。
斜
面
を
ピ
ン

ク
に
染
め
た
カ
タ
ク
リ
の
群
生
地
を
花
を
愛
で
な
が
ら
出
発
、
芽
吹
き
の

雑
木
林
で
は
木
の
芽
草
の
芽
を
摘
み
、
頂
上
近
く
の
堅
く
締
ま
っ
た
残
雪

地
で
は
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
駆
使
し
て
の
登
高
と
な
っ
た
。

7
月
に
は
山
行
委
員
会
の
お
誘
い
で
、
八
幡
平
と
裏
岩
手
縦
走
路
を
2

泊
3
日
の
日
程
で
交
流
登
山
を
実
施
し
た
。
な
だ
ら
か
な
こ
の
コ
ー
ス
は

高
齢
会
員
に
は
あ
り
が
た
い
。
八
幡
平
の
噴
火
口
で
昼
食
、
こ
こ
か
ら
岩

手
に
あ
る
百
名
山
3
座
が
一
望
で
き
る
と
の
紹
介
が
あ
り
、
足
下
の
八
幡

平
、
南
東
に
岩
手
山
と
早
池
峰
が
一
直
線
に
並
ぶ
。
一
興
に
値
す
る
光
景

で
あ
ろ
う
。
全
国
か
ら
参
集
し
た
会
員
の
山
に
同
化
し
た
歩
行
、
地
元
の

私
た
ち
を
も
凌
駕
す
る
博
学
ぶ
り
に
敬
服
。
縦
走
路
登
下
山
口
の
温
泉
旅

館
は
い
ず
れ
も
Ｊ
Ａ
Ｃ
会
員
の
経
営
。
庭
先
か
ら
咲
き
乱
れ
る
高
山
植

物
、
い
か
に
も
温
泉
ら
し
い
硫
黄
泉
、
旅
館
の
温
か
い
も
て
な
し
に
心
身

と
も
に
寛
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。

Ｊ
Ａ
Ｃ
の
公
益
法
人
化
以
降
、
岩
手
支
部
は
山
岳
パ
ト
ロ
ー
ル
を
年
数

回
実
施
し
て
き
た
。
今
年
は
焼
石
岳
を
選
び
岩
手
側
、
南
本
内
岳
を
含
む

秋
田
側
、
そ
し
て
夏
油
温
泉
縦
走
コ
ー
ス
を
歩
い
た
。
特
に
目
を
光
ら
せ

る
状
況
は
見
当
た
ら
ず
、登
山
者
の
マ
ナ
ー
は
向
上
し
て
い
る
。
た
だ「
登

山
口
に
至
る
車
道
で
の
投
げ
捨
て
が
跡
を
絶
た
な
い
の
は
残
念
だ
」
な
ど

の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

夏
季
の
登
山
は
和
気
あ
い
あ
い
の
う
ち
に
計
画
ど
お
り
実
施
し
た
が
、

積
雪
期
は
参
加
者
が
少
な
く
中
止
し
た
り
、
ゲ
レ
ン
デ
ス
キ
ー
に
絞
ら
れ
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た
り
し
た
。
こ
れ
も
新
入
会
員
が
な
く
、
高
齢
化
し
た
支
部
の
現
実
と
し

て
厳
し
く
受
け
止
め
ざ
る
を
得
な
い
。
神
奈
川
支
部
設
立
に
伴
い
茅
ヶ
崎

市
在
住
の
石
村
氏
2
名
は
新
支
部
へ
異
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま

で
の
支
部
活
動
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
新
支
部
で
の
一
層
の
ご
活
躍
を

祈
念
し
た
い
。

《会
議
》

＊
4
月
4
日
㈯
支
部
総
会

年
度
事
業
報
告
・
決
算
報
告
、
年
度
事

26

27

業
計
画
・
予
算
案
な
ど
を
審
議

出
席
者

名
。

21

＊

月

日
㈯
支
部
全
員
協
議
会

年
度
山
行
計
画
を
審
議

参
加

12

12

28

名
。

13
＊
支
部
事
務
局
会
議
1
回
実
施
、
委
員
会
1
回
実
施
。

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
4
月

日
㈯
「
駒
頭
山
」

月
例
会
山
行

参
加

名
。

25

4

11

＊
5
月

日
㈯
「
相
ノ
山
清
掃
登
山
」5
月
例
会
山
行
・
公
益
参
加

名
。

23

10

＊
6
月

日
㈯
「
室
根
山
清
掃
登
山
」
6
月
例
会
山
行
・
公
益

参
加
3

13

名
。

＊
6
月

日
㈯
「
焼
石
岳
パ
ト
ロ
ー
ル
」
公
益

参
加
4
名
。

20

＊
6
月

日
㈰
「
残
雪
裏
岩
手
連
峰
開
山
祭
」
後
援

参
加
3
名
。

21

＊
7
月

日
㈫
「
岩
手
山
山
開
き
」
参
加
1
名
。

1

＊
7
月

日
㈯
〜

日
㈰

Ｊ
Ａ
Ｃ
山
行
委
員
会
交
流
登
山
（
八
幡
平
・

10

12

裏
岩
手
）」
月
例
会
山
行

公
益

参
加

名
（
岩
手
支
部
は

名
参

7

26

10

加
）。

＊
7
月

日
㈯
「
焼
石
岳
パ
ト
ロ
ー
ル
」
公
益

参
加
2
名
。

18

＊

月

日
㈯
「
焼
石
岳
パ
ト
ロ
ー
ル
」
公
益

参
加
5
名
。

8

29

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰
「
岩
手
山
八
合
目
避
難
小
屋
管
理
」
8
月
例

8

29

30

会
山
行
・
公
益

参
加
3
名
。

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰
「

回
北
海
道
・
東
北
集
会
」（
定
山
渓
温
泉
)

9

12

13

31

参
加
2
名
。

＊
9
月

日
㈯
「
焼
石
岳
パ
ト
ロ
ー
ル
」
公
益

参
加
1
名
。

26

＊

月

日
㈯
「
剣
ヶ
峰
・
徳
兵
衛
山
縦
走
登
山
」
参
加

名
。

10

10

10

＊

月

日
㈯
「
た
た
ら
山
」

月
例
会
忘
年
山
行

参
加
9
名
。

12

13

12

＊
1
月

日
㈯
「
男
助
山
」

月
例
会
山
行

参
加
3
名
。

16

1

＊

月

日
㈯
「
網
張
り
ス
キ
ー
」

月
例
会
山
行

参
加
4
名
。

2

20

2

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
通
信

9
月
・
3
月
の
2
回
発
行
。

《そ
の
他
の
行
事
・
懇
親
会
》

＊
4
月
4
日
㈯
支
部
懇
親
会

参
加

名
。

17

＊

月

日
㈯
支
部
晩
餐
会
（
忘
年
会
)
参
加

名
。

12

12

11

(菅
原
敏
夫
)

■

宮

城

支

部

当
支
部
は
1
9
5
8
年
に
設
立
さ
れ
今
年
で

年
目
を
迎
え
る
。
会
員

58

数
は
漸
減
が
続
き
、
現
在
は

名
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
2
0
1
4
年

47

支部の活動報告

389



に
発
足
し
た
支
部
友
会
員
は

名
お
り
、
主
に
宮
城
の
里
山
を
中
心
に
活

13

動
を
続
け
て
い
る
。

今
年
度
は
公
益
事
業
の
一
環
と
し
て
、
登
山
教
室
や
夏
休
み
親
子
登
山

教
室
に
力
を
注
い
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
事
業
は
将
来
に
お
け
る
支
部
会

員
、
支
部
友
会
員
増
を
期
待
し
て
の
実
施
で
も
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
、月
例
の
役
員
会
お
よ
び
山
行
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、

山
形
支
部
と
の
交
流
登
山
も
実
施
し
た
。
さ
ら
に
、
福
島
第
1
原
発
事
故

の
影
響
把
握
を
目
的
に
実
施
し
て
来
た
空
間
放
射
線
量
調
査
に
つ
い
て
、

小
冊
子
と
し
て
と
り
ま
と
め
関
係
機
関
に
送
付
し
た
。
ま
た
、
自
然
保
護

全
国
集
会
で
調
査
概
要
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、『
山
岳
』
1
1
0
年
に
寄

稿
し
掲
載
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、宮
城
支
部
唯
一
の
名
誉
会
員
で
あ
る
平
澤
亀
一
郎
翁
に
関
し
、

中
華
民
国
工
商
協
進
会
が
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
稲
作
へ
の
貢
献
顕
彰
と

し
て
、
現
地
に
記
念
館
「
竹
子
湖
蓬
莱
米
原
種
田
故
事
館
」
を
開
設
す
る

に
当
た
り
、
同
協
進
会
と
連
絡
を
取
り
合
い
、
支
部
時
代
の
翁
の
活
動
情

報
に
つ
い
て
提
供
し
た
。

《会
議
》

＊
4
月

日
㈬

通
常
総
会

事
業
報
告
・
計
画
、
決
算
・
予
算
の
審
議

15

出
席
者

名
（
当
日
出
席

名
、
委
任
状

名
）。

43

19

24

＊
定
例
役
員
会

5
月

日
㈬
、
6
月

日
㈬
、
7
月

日
㈬
、
8
月

20

10

15

19

日
㈬
、
9
月

日
㈬
、

月

日
㈭
、

月

日
㈬
、
1
月

日
㈬
、

16

10

22

11

11

20

2
月

日
㈭
、
3
月

日
㈬

出
席
者
延
べ
数
1
0
4
名
。

11

16

＊
支
部
間
交
流
打
合
せ

6
月
9
日
㈫

交
流
山
行
に
つ
い
て
山
形
支
部

と
打
合
せ
。

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
5
月

日
㈰

第
1
回
登
山
教
室
（
黒
伏
山
）
会
員
9
名
、
支
部
友
会

24

員
7
名
、
一
般
5
名
。

＊
6
月

日
㈰

梅
雨
払
い
山
行
（
大
倉
山
）
会
員

名
、
支
部
友
会
員

14

10

3
名
、
他
1
名
。

＊
7
月

日
㈫
〜

日
㈮

夏
山
山
行
（
白
馬
三
山
）
会
員
5
名
、
支
部

21

24

友
会
員
2
名
。

＊
8
月
1
日
㈯
〜
2
日
㈰

夏
休
み
親
子
登
山
教
室
（
戸
神
山
）
会
員
9

名
、
支
部
友
会
員
1
名
、
親
子
9
名
、
他
1
名
。

＊
8
月

日
㈯
〜

日
㈰

「
山
の
日
」
記
念
山
形
支
部
合
同
山
行
（
禿

22

23

山
）
宮
城
支
部
会
員

名
、
山
形
支
部
会
員
4
名
。

10

＊
9
月

日
㈰

第
2
回
登
山
教
室
（
不
忘
山
）
会
員
6
名
、
支
部
友
会

20

員
8
名
、
一
般

名
、
他
1
名
。

14

＊

月

日
㈰
秋
山
山
行
（
山
形
県
葉
山
）
会
員

名
、
支
部
友
会
員
6

10

18

10

名
、
一
般
2
名
。

＊
1
月

日

冬
山
山
行
（
不
忘
山
）
会
員

名
、
支
部
友
会
員
1
名
。

10

6

＊
2
月
7
日
㈰

厳
冬
期
山
行
（
南
面
白
山
）
会
員
6
名
、
支
部
友
会
員

2
名
。

＊
3
月

日
㈰
春
山
山
行
（
薬
莱
山
）
会
員

名
、
支
部
友
会
員
7
名
、

27

15

一
般
3
名
。
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《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

福
島
第
1
原
発
事
故
に
関
わ
る
空
間
放
射
線
量
調
査
に
つ
い
て
は
前
述

の
ど
お
り
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
情
報
誌「
宮
城
山
岳
通
信
」の
発
行
。
今
年
度
は
6
月（
第
5
号
）、

月
（
第

号
）
を
発
行
し
て
支
部
会
員
、
支
部
友
会
員
、
日
本
山
岳

12

6

会
（
本
部
お
よ
び
各
支
部
）
に
送
付
し
た
。

＊「
原
発
事
故
に
お
け
る
宮
城
県
内
の
山
域
お
よ
び
丘
陵
地
の
放
射
線
量
」

の
小
冊
子
発
行
。『
山
岳
』
1
1
0
年
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
を
小
冊
子

と
し
、
関
係
機
関
に
送
付
し
た
。

《そ
の
他
の
行
事
、
懇
親
会
》

＊
ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー

7
月

日
㈬

Ｈ
・
Ｊ
Ａ
Ｌ
シ
テ
ィ
仙
台

29

13

名
参
加
。

＊
芋
煮
会

月

日
㈰

奥
新
川
キ
ャ
ン
プ
場

名
参
加
。

10

25

15

＊
支
部
晩
餐
会
（
望
年
会
)
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
仙
台

名
参
加
。

24

(冨
塚
和
衛
)

■

秋

田

支

部

秋
田
支
部
の
主
な
活
動
は
、
平
成
元
年

月
、
秋
田
支
部
設
立

周
年

12

30

記
念
事
業
と
し
て
、「
日
本
一
低
い
富
士
山
」
の
標
柱
を
設
置
し
た
「
明
田

冨
士
山
」
園
地
に
、
ベ
ン
チ
の
設
置
と
補
修
を
行
な
い
、
支
部
会
員
と
地

域
の
方
々
と
の
交
流
を
図
っ
た
。
ま
た
、

年
度
に
開
催
さ
れ
る
東
北
・

28

北
海
道
地
区
集
会
の
主
管
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
準
備
を
行
な
っ
て
い

る
。支

部
会
員
の
高
齢
化
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
が
、
多
く
の
会
員
が
参
加

で
き
る
行
事
を
計
画
し
、
実
行
し
た
。

《会
議
》

＊
4
月
4
日
㈯
通
常
総
会

年
度
事
業
報
告
、
決
算
の
承
認
。

年

26

27

度
事
業
計
画
、
予
算
案
の
審
議
。
出
席

名
（
当
日
出
席

名
、
委
任

52

21

状

名
）。

30

＊
6
月

日
㈯
東
北
・
北
海
道
地
区
集
会
担
当
者
会
議

開
催
地
等
の

25

検
討
。
出
席
者
6
名
。

・
7
月

日
㈮

奥
森
吉
地
域
桃
洞
の
滝
等
視
察

出
席
4
名
。

17

・
8
月

日
㈬

森
吉
山
視
察
登
山

出
席
5
名
。

19

＊
2
月

日
㈭

年
度
通
常
総
会
に
提
出
す
る
議
案
の
審
議

名
出

15

28

10

席
。

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
4
月

日
㈬
明
田
冨
士
山
で
お
花
見

参
加

名
。

22

14

＊
5
月

日
㈯
春
の
里
山
山
行
・
柴
倉
山
と
名
高
山

参
加

名
（
内
会

23

18

員
外
4
名
）。

＊

月

日
㈯

秋
の
里
山
山
行
・
房
住
山

参
加

名
（
内
会
員
外
2

10

31

14

名
）。

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》
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＊
4
月

日
㈭
明
田
冨
士
山
園
地
に
ベ
ン
チ
設
置
お
よ
び
補
修

参
加

16

6
名
。

＊
6
月
7
日
㈰
太
平
山
歩
道
に
標
柱
を
設
置
・
公
益
（
登
山
振
興
）
参
加

3
名
。

＊
6
月

日
㈰

太
平
山
山
開
き
市
民
登
山
に
協
力
・
公
益
（
登
山
振
興
)

14

秋
田
市
か
ら
の
一
般
参
加
者
約

名
を
サ
ポ
ー
ト

支
部
会
員
参
加

30

12

名
。

＊

月
7
日
㈯

太
平
山
歩
道
整
備

倒
木
処
理
・
中
岳
周
辺
刈
り
払

11い
・
公
益
（
登
山
振
興
）
参
加

名
（
会
員

名

太
平
山
県
立
自
然

17

11

公
園
管
理
員
1
名

会
員
外
5
名
）。

＊
「
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー
ま
ん
た
ら
め
」
で
行
な
う
自
然
観
察
会
、
太
平

山
登
山
な
ど
に
協
力

4
月
〜

月

小
中
学
生
延

名
、
一
般
参
加

10

76

約

名
。

80

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
会
報
「
秋
田
山
岳
」
第

号
〜

号
ま
で
3
回
発
行

広
報
活
動

97

99

と
し
て
、
支
部
会
員
お
よ
び
各
支
部
、
他
山
岳
会
や
公
民
館
等
に
配
布
。

《そ
の
他
の
行
事
、
懇
親
会
》

＊
4
月
4
日
㈯

通
常
総
終
了
後
懇
親
会
を
開
催
。
出
席

名
。

21

＊
9
月

日
㈰
〜

日
㈪

第

回
東
北
・
北
海
道
地
区
集
会

参
加
4

12

13

31

名
。

＊

月
5
日
㈯

日
本
山
岳
会
創
立
百
十
周
年
記
念
式
典

参
加
6
名
。

12

(鈴
木
裕
子
)

■

山

形

支

部

支
部
会
員
動
向
は
新
入
会
員
1
名
、
退
会
4
名
、

名
の
在
籍
で
あ
っ

59

た
。
平
均
年
齢
は
、こ
こ
2
年
で
2
歳
ほ
ど
下
が
っ
て

歳
に
な
っ
た
が
、

70

全
般
的
に
は
高
齢
化
の
波
が
ど
ー
ん
と
押
し
寄
せ
、
活
動
に
大
き
な
影
を

落
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
近
年
の
顕
著
な
傾
向
と
し
て
諸
々
の
事
由
か

ら
支
部
役
員
の
辞
退
、
断
り
が
相
次
ぎ
、
役
員
選
出
に
苦
慮
し
て
い
る
。

当
然
な
が
ら
年
間
行
事
予
定
に
組
ま
れ
た
支
部
山
行
や
公
募
登
山
へ
の
参

加
者
が
激
減
し
、
計
画
の
取
り
止
め
、
中
止
が
相
次
い
だ
。

こ
の
よ
う
状
況
下
で
細
々
と
支
部
運
営
を
続
け
て
い
る
が
、
山
を
介
し

て
、
自
分
の
意
志
で
集
ま
っ
た
仲
間
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
り
、
山
行
を

と
も
に
で
き
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
し
、
志
を
同
じ
く
し
た
仲

間
と
会
し
、
語
り
、
愉
快
な
一
時
を
共
有
す
る
機
会
、
横
の
繋
が
り
を
こ

れ
ま
で
以
上
に
大
事
に
す
る
時
期
か
と
思
っ
て
い
る
。

《会
議
》

＊
支
部
総
会

4
月

日
㈯
山
形
ビ
ッ
グ
ウ
イ
ン
グ

名
出
席
。

18

16

＊
役
員
会

6
、

、
3
月
の
3
回
。

10

《山
行
》

＊
庄
内
海
岸
ア
ル
プ
ス
（
仮
称
）
荒
倉
山

5
月

日
㈰
コ
ー
ス
手
入
れ

10

に
励
ん
で
い
る
松
田
会
員
を
中
心
に
8
名
参
加
。

＊
8
月

〜

日

焼
石
岳
（
秋
田
県
）
参
加
者
無

中
止
。

月

日

29

30

10

18
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胎
蔵
山

参
加
者
無

中
止
。

月
7
日

日
本
国

支
部
晩
餐
会

11

前
の
登
山
だ
っ
た
が
、
荒
天
の
た
め
取
り
止
め
。
1
月

日
㈮
〜

日

15

17

㈰

蔵
王
樹
氷
原
を
滑
る
会

ヴ
ァ
ル
ト
ベ
ル
グ

8
名
＋
Ａ
Ｓ
Ｃ
14

名
参
加
。
3
月

㈯
〜

日
㈪

鳥
海
山
4
名
参
加
。
ほ
か
に
、
公

12

14

募
登
山
を
蔵
王
山
系
と
摩
耶
山
系
（
仮
称
）
の
湯
ノ
沢
岳
で
計
画
し
た

が
、
ス
タ
ッ
フ
（
会
員
）
不
足
で
取
り
止
め
。

《地
域
振
興
活
動
》

＊
登
山
道
整
備

松
田
会
員
の
精
力
的
な
取
り
組
み
に
押
さ
れ
て
「
庄
内

海
岸
ア
ル
プ
ス
」（
仮
称
）
大
山
高
館
山
か
ら
由
良
八
乙
女
浦
ま
で
の
約

㎞
の
刈
払
い
と
補
強
整
備
。

10
《公
益
目
的
事
業
》

＊
ア
ル
パ
イ
ン
フ
ォ
ト
ビ
デ
オ
ク
ラ
ブ
写
真
展

月

日
㈰
〜

日
㈯

8

16

22

酒
田
市
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

ク
ラ
ブ
会
員
3
名
を
中
心
に
開
催
し
、

延
べ
7
0
0
名
来
場
。

《懇
親
会
》

＊
支
部
晩
餐
会

月

日
㈯
〜

日
㈰

あ
つ
み
温
泉
瀧
の
屋

11

7

8

17

名
参
加
。
毎
年
、
参
加
者
全
員
に
畠
中
永
年
会
員
か
ら
地
元
に
遡
上
す

る
鮭
の
味
噌
粕
漬
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
。

《自
然
保
護
関
係
》

＊
鳥
海
山
南
麓
イ
ヌ
ワ
シ
調
査

参
加
希
望
者
が
最
も
多
く
9
月

日
を

27

予
定
し
て
い
た
が
、
担
当
者
か
ら
の
申
し
入
れ
で
中
止
。

《今
後
の
課
題
》

支
部
の
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、今
は
で
き
る
こ
と
を
一
つ
一
つ
熟
し
、

新
し
い
力
の
芽
生
え
を
じ
っ
と
待
つ
と
き
か
と
思
っ
て
い
る
。
支
部
会

員
の
中
に
は
、
地
域
や
山
域
の
調
査
研
究
、
山
の
書
籍
、
俳
句
、
絵
画

に
写
真
、
高
山
植
物
や
野
草
の
研
究
な
ど
の
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
方

が
多
い
。
山
行
や
集
ま
り
の
折
に
会
員
間
で
共
有
し
合
い
、
今
後
の
横

の
繋
が
り
に
役
立
て
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。
差
当
り
、
具
体
的

な
行
動
目
標
と
し
て
は
支
部
山
行
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
、
ハ
ガ
キ
回

収
率

％
、
年
1
回
の
総
会
と
晩
餐
会
の
ど
ち
ら
か
へ
の
参
加
を
呼
び

95

か
け
、
そ
れ
ぞ
れ

％
以
上
の
出
席
、
途
絶
え
て
い
る
支
部
会
報
「
山
」

60

を
発
行
し
、
会
員
の
仲
間
意
識
の
高
揚
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。

(木
村
喜
代
志
)

■

福

島

支

部

福
島
支
部
は
平
成

年

月
に
創
立

周
年
を
迎
え
、
①
記
念
誌
出
版

29

12

70

（
資
料
発
掘
）、
②
記
念
山
行
、
③

周
年
式
典
開
催
の
3
事
業
を
行
な
う

70

こ
と
を
決
定
、
そ
の
諸
準
備
に
取
り
組
ん
だ
。

公
益
事
業
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
年
か
ら
継
続
し
て
き
た
山
岳
3
地

域
（
吾
妻
、
安
達
太
良
、
那
須
・
甲
子
）
放
射
線
量
調
査
と
記
録
化
を
実

施
し
、
測
定
値
が
年
々
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
た
。
さ
ら
に
登
山

道
整
備
、
植
生
復
元
、
一
般
公
募
の
「
岩
登
り
講
習
会
」、
山
の
日
広
報
登

山
を
実
施
し
て
魅
力
あ
る
支
部
作
り
に
努
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
身
は

支部の活動報告
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一
部
会
員
の
参
加
に
限
ら
れ
、
会
員
拡
大
も
成
果
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
が
反
省
点
と
し
て
上
げ
ら
れ
、
今
後
の
課
題
で
も
あ
る
。

《会
議
》

＊
4
月

日
㈰
支
部
総
会

事
業
報
告
、
計
画
、
決
算
、
予
算
、
支
部
役

12

員
案
な
ど
満
場
一
致
で
可
決
。
出
席
者

名
（
委
任
状

名
）

16

48

＊
4
月
3
日
㈮
第
1
回
支
部
役
員
会
、
出
席
7
名
。
5
月

日
㈰
第
2

17

回
役
員
会
兼

周
年
記
念
事
業
委
員
会
、
出
席

名
。

月

日
㈮

70

10

11

13

第
3
回
役
員
会
開
催
、
支
部
活
動
中
間
総
括
と
次
年
度
事
業
方
針
に
つ

い
て
協
議
、
出
席

名
。

12

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
5
月

日
㈯
「
第
2
回
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
講
習
会
」
開
催
、
地
元

23

紙
に
行
事
内
容
を
提
供

会
員

名
＋
非
会
員
7
名
＝

名
参
加
、
基

10

17

本
技
術
と
実
技
習
得
。

＊

月
3
日
㈮
安
達
太
良
山
登
山
道
整
備
を
実
施
、
下
草
の
刈
り
払
い
、

7悪
路
部
分
の
補
修
に

名
参
加
。

11

＊
8
月

日
㈫
山
の
日
広
報
登
山
を
実
施
、
福
島
、
栃
木
県
内
3
中
学
校

11

生
徒
に
よ
る
那
須
三
本
槍
岳
登
山
（
3
町
村
教
育
委
員
会
主
催
）
を
サ

ポ
ー
ト
し
な
が
ら
、
併
せ
て
広
報
活
動
を
実
施
、
支
部

名
、
Ｈ
Ａ
Ｔ

10

-Ｊ
福
島
支
部

名
の
計

名
参
加
。

6

16

＊
9
月

日
〜

日
㈪
支
部
創
立

周
年
記
念
山
行
と
し
て
北
海
道

10

14

70

2

座
（
二
ペ
ソ
ツ
山
、
大
雪
山
旭
岳
）
登
山
、

名
参
加
。

8

＊

月

日
㈫
〜

日
㈮
支
部
創
立

周
年
記
念
西
穂
高
岳
登
山
、
参

10

13

16

70

加
6
名
。

＊

月

日
㈮
〜

日
㈰

冬
山
恒
例
の
合
戦
尾
根
・
燕
岳
往
復
登
山（
燕

11

20

22

山
荘
泊
）
5
名
参
加
。

＊
3
月
2
5
日
㈮
春
山
ス
キ
ー
ツ
ア
ー
（
裏
磐
梯
・
高
曽
根
山
）
実
施
、

5
名
参
加
。

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
4
月
上
旬
〜

月
山
岳
地
域
放
射
線
測
定
（
公
益
）
吾
妻
山

ヶ
所
、

11

15

安
達
太
良
山

ヶ
所
、
那
須
甲
子

ヶ
所
、
定
点
計

ヶ
所
の
測
定
を

29

33

77

実
施
、
資
料
化
し
た
。

＊

月

日
㈯
地
元
自
然
保
護
ク
ラ
ブ
主
催
の
植
生
復
元
作
業
を
実
施
、

6

20

支
部
か
ら

名
参
加
。

11

＊
＊

月

日
㈯
吾
妻
山
植
生
復
元
作
業
支
援
（
地
元
自
然
保
護
ク
ラ

10

24

ブ
主
催
）
を
実
施
、

名
参
加
。

2

《広
報
、
出
版
》

＊
6
月
末

支
部
機
関
誌
「
や
ま
な
み
第
5
号
」
発
行
（
3
0
0
部
）。

＊
4
、
7
、

、
1
月
支
部
広
報
紙
「
支
部
会
報
4
〜
7
号
」
発
行
。

10

《そ
の
他
の
行
事
、
懇
親
会
》

＊
9
月
5
日
㈯
吾
妻
小
舎
で
の
「
支
部
納
涼
会
」

名
参
加
。

7

＊
2
月
6
日
㈯
支
部
新
年
会

二
本
松
市
内

名
参
加
。

26

(渡
部
展
雄
)
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■

茨

城

支

部

支
部
例
会
を
隔
月
に
開
催
し
、
支
部
総
会
は
年
1
回
6
月
に
開
催
し
て

い
る
。
支
部
例
会
と
総
会
に
先
行
し
て
一
般
市
民
に
も
公
開
し
た
約
2
時

間
の
講
演
会
を
開
催
し
て
い
る
。
支
部
山
行
は
ほ
ぼ
毎
月
実
施
し
、
そ
の

ほ
か
に
公
益
事
業
と
し
て
茨
城
県
自
閉
症
協
会
親
子
登
山
へ
の
協
力
登
山

を
、
茨
城
支
部
会
員
が
数
名
参
加
し
実
施
し
て
い
る
。「
茨
城
支
部
報
」
を

年
1
回
発
行
し
て
い
る
。
平
成

年
3
月
現
在
、
支
部
会
員

名
、
支

28

39

部
友

名
。
合
計

名
。

16

55

《講
演
会
》
公
益
事
業
と
し
て
会
員
以
外
の
一
般
市
民
に
も
公
開

＊
第

回

4
月

日
㈬

「
私
は
こ
ん
な
雪
山
登
山
を
し
て
き
た
」
茨

40

29

城
支
部
会
員
・
酒
井
國
光
氏
（
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
顧
問
・
日
本
山
岳

文
化
学
会
副
会
長
）。
会
員

名
、
一
般
市
民
5
名
、
参
加
合
計

名
。

22

27

＊
第

回

6
月
7
日
㈰

「
私
の
日
本
風
景
論
」

茨
城
支
部
顧
問
・

41
星
埜
由
尚
氏
（
前
支
部
長
、
元
国
土
地
理
院
長
)
会
員

名
、
一
般
市

24

民
8
名
、
参
加
合
計

名
。

32

＊
第

回

9
月
6
日
㈰

「
宇
宙
は
無
数
に
あ
る
の
か
？
」

茨
城
支

42
部
副
支
部
長
・
奥
井
清
氏
、「
加
賀
白
山
を
巡
っ
て
」
茨
城
支
部
会
員
・

長
岡
正
利
氏
（
国
土
地
理
院
客
員
研
究
員
）。
会
員

名
、
一
般
市
民
8

19

名
、
参
加
合
計

名
。

27

＊
第

回

月

日
㈰

「
ス
ペ
イ
ン
巡
礼
と
キ
ナ
バ
ル
山
」

元
茨

43

11

21

城
支
部
会
員
・
川
久
保
忠
通
氏
。
会
員

名
、
一
般
市
民
9
名
、
参
加

21

合
計

名
。

30

＊
第

回

1
月

日
㈯
「
私
は
こ
ん
な
海
外
登
山
を
し
て
き
た
」

茨

44

16

城
支
部
会
員
・
酒
井
國
光
氏
（
日
本
ヒ
マ
ラ
ヤ
協
会
顧
問
、
日
本
山
岳

文
化
学
会
副
会
長
）。
会
員

名
、
一
般
市
民
6
名
、
参
加
合
計

名
。

25

31

《支
部
山
行
》

＊
第

回

5
月

〜

日

雲
取
山
（
高
木
Ｌ
）
参
加
者
7
名
。

57

23

24

＊
第

回

6
月

〜

日

甲
斐
駒
ヶ
岳
、
仙
丈
岳
（
山
田
明
Ｌ
)
参

58

20

21

加
者
2
名
。

＊
第

回

7
月
1
〜
4
日

白
山
を
巡
っ
て
（
長
岡
Ｌ
)
参
加
者
5

59
名
。

＊
第

回

9
月

日

西
上
州
・
諏
訪
山（
山
田
明
Ｌ
)
参
加
者
2
名
。

60

16

＊
第

回

9
月

日

唐
沢
山
〜
栃
本
山
（
高
木
Ｌ
)
参
加
者
6
名
。

61

19

＊
第

回

月

〜

日

会
津
・
田
代
山
（
山
田
茂
則
Ｌ
)
参
加
者

62

10

18

19

8
名
。

＊
第

回

月

〜

日

忘
年
山
行
・
高
鈴
山
（
山
田
茂
則
Ｌ
)
参

63

2

10

11

加
者

名
。

17

＊
第

回

1
月

日

鎌
倉
大
仏
コ
ー
ス
ハ
イ
キ
ン
グ
（
高
木
Ｌ
)

64

24

参
加
者
5
名
。

＊
第

回

3
月

日

宝
篋
山
（
高
木
Ｌ
)
参
加
者

名
。

65

20

15

《特
別
山
行
》
公
益
事
業
と
し
て
茨
城
県
自
閉
症
協
会
親
子
登
山
へ
の
協

力
登
山

＊
第

回
・
6
月

日

高
鈴
山

参
加
者
茨
城
支
部
会
員
3
名

協
会

15

14

支部の活動報告
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9
名

合
計

名
。

12

＊
第

回
・
8
月
1
〜
2
日

赤
城
山
・
榛
名
山

参
加
者
茨
城
支
部

16

会
員
5
名
、
協
会

名

ほ
か
1
名

合
計

名
）

33

39

《海
外
山
行
》
日
韓
交
流
登
山

月

〜

日

韓
国
の
俗
離
山
、
月
岳
山
（
諏
訪
Ｌ
)
参
加
者
7
名
。

10

23

27

《そ
の
他
》

＊
夏
季
ビ
ア
・
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
8
月

日

牛
久
シ
ャ
ト
ー

参

11

加
者

名
。

21

＊
全
国
支
部
懇
談
会
（
四
国
支
部
主
催
）
へ
の
参
加

4
月

〜

日
：

10

14

小
島
烏
水
祭
と
全
国
支
部
懇
談
会

茨
城
支
部
参
加
3
名
。

＊
4
支
部
合
同
懇
談
会
（
茨
城
支
部
主
催
）
の
実
施

平
成

年
2
月
6

28

〜
7
日
「
一
等
三
角
点
・
高
鈴
山
登
山
」
と
「
大
洗
磯
前
神
社
〜
幕
末

と
明
治
の
博
物
館
」
の
2
コ
ー
ス
。
栃
木
支
部
6
名
、
千
葉
支
部

名
、

17

群
馬
支
部
6
名
、
茨
城
支
部

名

参
加
合
計

名
。

26

55

＊
日
本
山
岳
会
1
1
0
周
年
記
念
式
典
・
祝
賀
晩
餐
会

平
成

年
27

12

月
5
日
㈯
京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

茨
城
支
部
参
加

名
。

15

《広
報
活
動
》

「
茨
城
支
部
報
」（
年
1
回
）
を
6
月
1
日
に
発
行
。

■
来
年
の
第

回
全
国
支
部
懇
談
会
は
、
茨
城
支
部
が
担
当
で
す
。

33

日
程
＝
平
成

年

月

日
㈮
〜

日
㈯

万
葉
の
峰
・
筑
波
山
に
複

29

10

13

14

数
の
ル
ー
ト
か
ら
登
り
ま
す
。
皆
様
ぜ
ひ
ご
参
加
を
！

(西
川
元
禧
)

■

栃

木

支

部

栃
木
支
部
は
設
立
し
て
9
年
目
で
、
来
年

年
目
を
迎
え
る
に
当
た
り

10

5
月
に
支
部
長
が
山
野
井
か
ら
渡
邉
、
事
務
局
長
が
渡
邉
か
ら
前
田
に
交

代
し
た
。
支
部
会
員
数
は
こ
こ
数
年

名
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。
支
部

50

行
事
に
対
す
る
担
当
が
固
定
化
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
会
員
の
高
齢
化
と
と
も

に
課
題
に
な
っ
て
き
た
。
支
部
事
業
な
ど
で
、
支
部
内
外
に
向
け
た
山
岳

会
活
動
と
会
員
メ
リ
ッ
ト
の
ア
ピ
ー
ル
を
行
な
い
、
会
員
増
の
取
組
み
を

図
っ
て
い
る
。

若
年
層
対
応
と
し
て
一
昨
年
活
動
を
開
始
し
た
ユ
ー
ス
栃
木
は
、
県
高

校
山
岳
部
に
協
力
し
合
宿
な
ど
で
サ
ポ
ー
ト
登
山
を
行
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
今
年
度
は
、
ユ
ー
ス
栃
木
に
続
く
中
高
年
層
に
対
す
る
山
行
委
員
会

と
し
て
マ
ス
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
を
立
ち
上
げ
た
。「
栃
木
百
名
山
」
を
主
に

登
っ
て
い
る
。

公
益
事
業
は
、
登
山
の
振
興
と
安
全
登
山
教
育
を
目
的
に
奥
日
光
の
太

郎
山
・
男
体
山
・
女
峰
山
で
行
な
う
「
親
子
登
山
教
室
」
が
4
年
目
を
迎

え
て
一
巡
し
、
再
び
太
郎
山
で
実
施
し
た
。
リ
ピ
ー
タ
ー
参
加
も
あ
り
次

世
代
の
育
成
活
動
と
し
て
定
着
し
た
と
い
え
る
。「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
集
い
」

や
「『
山
』
の
講
演
会
」
な
ど
と
と
も
に
今
後
も
継
続
推
進
す
る
。

《会
議
》

＊
5
月

日
㈰
通
常
総
会

事
業
報
告
・
計
画
、
決
算
・
予
算
・
役
員
人

17

事
な
ど
原
案
ど
お
り
満
場
一
致
で
可
決
、
そ
の
後
懇
親
会
を
実
施

出
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席

名
。

27

＊
5
月

日
㈯
第
1
回
役
員
会
、
6
月

日
㈯
第
2
回
役
員
会
、
8
月

17

28

日
㈯
第
3
回
役
員
会
、

月

日
㈯
第
4
回
役
員
会
、
1
月
9
日

22

11

29

㈯
第
5
回
役
員
会
、
3
月

日
㈯
第
6
回
役
員
会
、
4
月

日
㈯
第

14

12

7
回
役
員
会
、
支
部
役
員

名
と
事
業
委
員
6
名
が
集
ま
り
、
支
部
運

12

営
や
事
業
に
つ
い
て
協
議
。

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
4
月

日
㈯
〜

日
㈰

春
山
山
行

谷
川
岳
虹
芝
寮
：
白
毛
門
・
芝

18

19

倉
沢

参
加

名
。

22

＊
8
月

日
㈯
〜

日
㈰

夏
山
山
行
と
懇
親
会

奥
鬼
怒
加
仁
湯
：
明

22

23

神
ヶ
岳

参
加

名
。

17

＊

月
8
日
㈰

秋
山
山
行

宝
篋
山

参
加

名
。

11

17

＊
1
月
9
日
㈯
〜

日
㈰

冬
山
山
行
と
新
年
会

足
利
地
蔵
の
湯
：
行

10

道
山
・
両
崖
山

参
加

名
。

19

＊
上
記
支
部
山
行
の
他
、
ユ
ー
ス
栃
木
は
7
月
白
馬
岳
（
高
校
夏
山
合
宿

サ
ポ
ー
ト
）、
2
月
那
須
岳
（
雪
山
訓
練
）
を
行
な
っ
た
。
マ
ス
タ
ー
ズ

ク
ラ
ブ
は
5
月
〜
3
月
に
赤
薙
山
な
ど
7
回
山
行
を
実
施
（
延
べ

名
46

参
加
）
し
た
。

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
7
月
5
日
㈰

日
光
清
掃
登
山

栃
木
県
山
岳
連
盟
と
の
共
催

前
白

根
山
・
五
色
山
ほ
か

参
加
者
約
2
0
0
名
（
内
支
部
関
係
者

名
）。

10

＊
7
月

日
㈯
〜

日
㈰

親
子
登
山
教
室

奥
日
光
の
光
徳
・
太
郎
山

18

19

で
開
催
。
学
習
院
山
桜
会
や
栃
木
県
山
岳
連
盟
・
県
教
育
委
員
会
な
ど

の
協
力
を
受
け
実
施
、
参
加
親
子
8
家
族

名
、
支
部
関
係
者

名
。

18

10

＊
9
月
6
日
㈰

那
須
岳
ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

栃
木
県
山
岳
連
盟

と
の
共
催

那
須
茶
臼
岳

参
加
者
約
1
0
0
名
（
内
支
部
関
係
者
9

名
）。

《広
報
・
出
版
活
動
》）

＊

月

日
㈭

栃
木
支
部
報
第
8
号
を
発
行
。

12

31

《講
演
会
》

＊
6
月

日
㈰

第
8
回
夏
の
山
岳
映
画
の
夕
べ

「
山
で
の
突
然
死
を

28

防
ぐ
」、「
星
に
の
ば
さ
れ
た
ザ
イ
ル
」
を
上
映
。
鑑
賞
の
後
、
懇
親
会

を
実
施

参
加
者

名
（
内
支
部
関
係
者

名
）。

39

20

＊

月

日
㈰

第
9
回
「
山
」
の
講
演
会

「
山
岳
の
魅
力
と
脅
威
〜

11

29

立
山
の
雪
と
氷
河
か
ら
〜
」

講
師
飯
田
肇
氏

講
演
会
後
に
講
師
を

囲
ん
で
懇
親
会
を
実
施

参
加
者

名
（
内
支
部
関
係
者

名
）。

74

22

＊

月

日
㈰

第
7
回
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
集
い

「
ラ
ン
タ
ン
谷
の
山
々
〜

12

13

ネ
パ
ー
ル
大
地
震
に
遭
遇
し
た
登
山
隊
の
真
相
報
告
〜
」

講
師
兵
頭

渉
氏

講
演
会
後
に
講
師
を
囲
ん
で
懇
親
会
を
実
施

参
加
者

名
49

（
内
支
部
関
係
者

名
）。

20

《そ
の
他
の
行
事
》

＊
8
月

日
㈫

プ
レ
「
山
の
日
」
記
念
Ｐ
Ｒ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
ｉ
ｎ
と
ち

11

ぎ

栃
木
県
「
山
の
日
」
協
議
会
主
催

那
須
岳
登
山
口
で
チ
ラ
シ
や

缶
バ
ッ
ジ
な
ど
を
約
3
0
0
人
に
配
布
。
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＊

月
4
日
㈰

「
山
の
日
」
制
定
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

日
本
ス
ポ
ー

10ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
主
催

栃
木
支
部
が
構
成
員
で
あ
る
栃
木
県
「
山
の

日
」
協
議
会
が
共
催
。
講
演
お
よ
び
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
実

施
。
参
加
者
約
1
5
0
名
。

(前
田
文
彦
)

■

群

馬

支

部

群
馬
支
部
も
間
も
な
く
設
立
か
ら
丸
3
年
。
こ
の
1
年
で
5
人
の
新
入

会
員
を
迎
え
、
他
支
部
か
ら
の
異
動
者
も
含
め

人
の
支
部
員
を
擁
す
る

40

ま
で
に
な
っ
た
。
支
部
の
拡
大
に
伴
い
、
群
馬
県
庁
で
開
か
れ
た
「
ぐ
ん

ま
山
フ
ェ
ス
タ
2
0
1
5
」
や
谷
川
岳
周
辺
で
行
な
わ
れ
た
「
山
の
日
制

定
記
念
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
と
も
に
8
月
）
へ
の
参
画
な
ど
公
益
事
業
へ
の

取
組
み
も
本
格
化
す
る
と
と
も
に
、
支
部
山
行
委
員
会
の
設
置
と
支
部
山

行
の
実
施
、
県
岳
連
と
の
連
携
な
ど
を
通
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
芽
も

育
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
来
年
2
月
の
栃
木
、
千
葉
、
茨
城
支
部
を
招

い
て
の
4
支
部
合
同
懇
談
会
へ
向
け
て
の
体
制
づ
く
り
や
、
県
岳
連
、
県

労
山
と
の
間
で
県
山
岳
団
体
連
絡
協
議
会
設
立
準
備
も
進
ん
で
い
る
。

《会
議
》

＊
5
月

日
㈬
通
常
総
会
（
第

回
例
会
・
前
橋
市
総
合
福
祉
会
館
)

20

10

年
度
事
業
報
告
・
決
算
報
告
、

年
度
事
業
計
画
・
予
算
案
な
ど
を

26

27

審
議
。
出
席

名
・
委
任

名
。

11

16

＊
7
月

日
㈬
第

回
例
会（
前
橋
・
群
馬
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
)

15

11

ぐ
ん
ま
山
フ
ェ
ス
タ
・
山
の
日
制
定
記
念
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
取
組
み

な
ど
報
告
・
協
議
。
シ
ョ
ー
ト
ス
ピ
ー
チ
=寺
内
正
明
「
群
馬
県
山
岳
連

盟
で
の
自
然
保
護
活
動
｣
出
席

名
。

11

＊
9
月

日
㈬
第

回
例
会
（
高
崎
市
城
址
公
民
館
)
ぐ
ん
ま
山
フ
ェ

10

12

ス
タ
・
山
の
日
制
定
記
念
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
報
告
、
支
部
山
行
な
ど

協
議
、
シ
ョ
ー
ト
ス
ピ
ー
チ
=田
中
規
王
「
忘
れ
ら
れ
な
い
台
湾
玉
山
｣

出
席
9
名
。

＊

月

日
㈬
第

回
例
会（
前
橋
・
群
馬
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
)

11

18

13

年
度
事
業
、
山
行
委
員
会
の
設
置
な
ど
協
議
。
出
席
9
名
。

28
＊
1
月

日
㈬
第

回
例
会
（
前
橋
・
う
た
や
)
事
務
局
・
自
然
保
護

20

14

委
員
か
ら
の
報
告
、
そ
の
後
新
年
懇
親
会

出
席

名
。

17

＊
3
月

日
㈬
第

回
例
会
（
高
崎
・
城
址
公
民
館
)
来
年
2
月
に
群

16

15

馬
で
開
か
れ
る
予
定
の
4
支
部
懇
談
会
実
行
委
員
会
の
設
置
、
群
馬
県

山
岳
団
体
連
絡
協
議
会
の
設
置
お
よ
び
参
加
に
つ
い
て
な
ど
協
議
。

シ
ョ
ー
ト
ス
ピ
ー
チ
：
加
藤
仁
「
私
と
山
岳
写
真
に
つ
い
て
｣
出
席
16

名
。

《山
行
》

＊
6
月

日
㈰

チ
ャ
レ
ン
ジ
キ
ッ
ズ
・
谷
川
岳
田
尻
尾
根

岳
連
の

21

ジ
ュ
ニ
ア
登
山
教
室
に
協
力
。
一
般
参
加
者
（
小
中
学
生
・
保
護
者
）

名
、
支
部
か
ら
3
名
が
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
。

13
＊
9
月

日
㈰

チ
ャ
レ
ン
ジ
キ
ッ
ズ
・
谷
川
岳
マ
チ
ガ
沢

岳
連
の

27
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ジ
ュ
ニ
ア
登
山
教
室
に
協
力
。
一
般
参
加
者
（
小
中
学
生
・
保
護
者
）

4
名
、
支
部
か
ら
2
名
が
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
。

＊

月

日
㈰

第

回
支
部
山
行
・
赤
城
黒
檜
山
と
富
士
見
温
泉

参

10

25

1

加
9
名
。

＊
3
月

日
㈰
第
2
回
支
部
山
行
・
西
上
州
稲
含
山
と
蕎
麦
と
ビ
ア
パ
ー

13

テ
ィ
ー

参
加

名
。

11

＊
3
月

日
㈰
チ
ャ
レ
ン
ジ
キ
ッ
ズ
・
前
武
尊

岳
連
の
ジ
ュ
ニ
ア
登

27

山
教
室
に
協
力
。
一
般
参
加
者
（
小
中
学
生
・
保
護
者
）

名
、
支
部

13

か
ら
3
名
が
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
。

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
7
月

日
㈯
〜

日
㈪
上
州
武
尊
山
ス
カ
イ
ビ
ュ
ー
ウ
ル
ト
ラ
ト
レ

18

20

イ
ル

参
加
者
1
1
0
0
名
、
支
部
員
4
名
が
協
力
。

＊
8
月
7
日
㈮
〜
9
日
㈰

ぐ
ん
ま
山
フ
ェ
ス
タ
2
0
1
5

写
真
展
示

（
パ
ネ
ル
・
ス
ク
リ
ー
ン
）、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
群
馬
の
山

を
語
る
」、
相
談
ブ
ー
ス
な
ど

一
般
来
場
者
お
よ
そ
3
0
0
0
名
、
支

部
員

名
が
参
加
。

13

＊
8
月
8
日
㈯
・
9
日
㈰

「
山
の
日
」
制
定
記
念
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

み

な
か
み
町
の
谷
川
岳
を
中
心
に
開
催
。
一
般
山
行
、
登
攀
、
講
演
会
な

ど
。
一
般
参
加
者
1
0
0
名
、
支
部
員
3
名
が
参
加
。

＊
3
月
6
日
㈰

日
本
山
岳
会
第
3
代
会
長
・
木
暮
理
太
郎
翁
の
生
誕

地
・
太
田
市
で
顕
彰
活
動
を
続
け
る
「
木
暮
理
太
郎
翁
の
足
跡
を
語
り

継
ぐ
会
」
総
会
に
支
部
か
ら
3
名
が
参
加
、
田
中
壯
佶
支
部
長
が
講
演
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
報
第
2
号
を
7
月
、
第
3
号
を
1
月
に
発
行
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
2

0
0
部
印
刷
し
、
支
部
員
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
本
部
と
各
支
部
ほ
か
県
内
山
岳
団

体
な
ど
に
配
布
し
た
。

《そ
の
他
》

＊
8
月

日
㈯
「
八
木
原
圀
明
・
日
本
山
岳
協
会
会
長
を
激
励
す
る
会
」

22

が
県
岳
連
な
ど
の
主
催
で
前
橋
市
内
の
ホ
テ
ル
で
開
か
れ
、
支
部
員
12

名
が
参
加
。

(根
井
康
雄
)

■

埼

玉

支

部

埼
玉
支
部
の
活
動
は
各
委
員
会
が
具
体
的
な
年
間
目
標
を
掲
げ
て
支
部

事
業
を
推
進
し
て
い
る
。
広
報
委
員
会
で
は
、
会
員
へ
の
迅
速
な
情
報
公

開
、
新
規
会
員
の
獲
得
お
よ
び
一
般
登
山
者
へ
の
情
報
提
供
を
目
的
に
、

改
訂
支
部
紹
介
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
と
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、

年
3
回
の
支
部
報
の
発
行
な
ど
を
実
施
し
た
。
社
会
貢
献
委
員
会
で
は
埼

玉
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
と
共
催
で
、
障
が
い
者
お
よ
び
そ
の
家
族
と

と
も
に
登
山
を
楽
し
む
、
毎
年
恒
例
と
な
っ
た
「
ふ
れ
あ
い
登
山
」
を
長

瀞
ア
ル
プ
ス
お
よ
び
宝
登
山
で
実
施
し
た
。
自
然
保
護
委
員
会
で
は
越
生

町
教
育
委
員
会
の
後
援
で
「
大
高
取
山
自
然
観
察
会
」
を
越
生
町
民
お
よ

び
他
支
部
の
会
員
な
ど
と
と
も
に
実
施
し
、毎
年
参
加
者
が
増
え
て
い
る
。
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山
行
委
員
会
で
は
毎
月
1
回
の
月
例
山
行
（
主
に
埼
玉
1
0
0
山
な
ど
）

で
は
県
内
の
山
を
で
き
る
だ
け
多
く
の
会
員
と
と
も
に
登
り
、
県
外
に
は

四
季
の
山
と
し
て
季
節
に
応
じ
た
山
行
を
実
施
し
た
。
次
世
代
を
担
う

リ
ー
ダ
ー
を
養
成
す
る
た
め
に
、
支
部
事
業
委
員
会
主
催
の
初
級
登
山
教

室
指
導
者
養
成
講
習
会
に
参
加
し
た
。
安
全
登
山
委
員
会
で
は
講
演
会
2

回
、
講
習
会
2
回
の
実
施
お
よ
び
新
規
に
埼
玉
支
部
遭
難
事
故
対
策
規
程

を
作
成
し
、
遭
難
事
故
防
止
に
努
め
た
。

《総
会
》

＊
4
月

日
㈯
平
成

年
度
通
常
総
会
を
埼
玉
会
館
に
て
開
催
。
現
在

18

27

会
員
は
1
4
2
名
で
、
出
席
者

名
、
委
任
状
は

名
で
、
大
久
保
支

35

67

部
長
を
議
長
に
選
出
し
、
平
成

年
度
事
業
報
告
お
よ
び
収
支
決
算
報

26

告
、
平
成

年
度
事
業
計
画
案
お
よ
び
収
支
予
算
案
並
び
に
役
員
人
事

27

が
承
認
さ
れ
た
。

《支
部
委
員
会
》

＊
毎
月
開
催

支
部
長
・
支
部
委
員
・
会
計
・
監
査
・
事
務
局
長
が
出
席

し
て
、
各
委
員
会
の
事
業
報
告
や
計
画
の
立
案
と
推
進
を
行
な
っ
た
。

《行
事
・
講
演
会
・
講
習
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
支
部
新
年
懇
談
会
》

＊
4
月

日
㈰
「
ふ
れ
あ
い
登
山
」
は
秩
父
鉄
道
野
上
駅
か
ら
長
瀞
ア
ル

19

プ
ス
お
よ
び
宝
登
山
に
登
り
、
長
瀞
駅
に
下
山
し
た
。
参
加
者
は
障
が

い
者

名
、
付
き
添
い

名
、
山
岳
関
係
者

名
、
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

43

37

34

協
会
1
名
の
総
計
1
1
5
名
で
実
施
し
た
。

＊
5
月

日
㈰
自
然
保
護
委
員
会
で
は
、「
入
間
市
緑
の
森
博
物
館
第
1

24

回
森
づ
く
り
」
に
よ
る
下
草
刈
り
を
実
施
し
、
埼
玉
県
み
ど
り
自
然
課

や
会
員
4
名
な
ど
を
含
む
計

名
が
参
加
し
た
。

50

＊
6
月
6
日
㈯
安
全
登
山
委
員
会
で
は
「
ハ
イ
キ
ン
グ
レ
ス
キ
ュ
ー
講

習
」
を
、
飯
能
市
市
民
会
館
お
よ
び
天
嵐
山
周
辺
で
、
埼
玉
岳
連
・
遭

難
対
策
委
員
長
の
瀬
藤
武
氏
を
講
師
に
、
参
加
者

名
で
実
施
し
た
。

18

＊
6
月

日
㈯
玉
原
高
原
・
尼
ヶ
禿
山
で
自
然
観
察
会
を
実
施
し
、
8
名

13

が
参
加
し
た
。

＊

月

日
㈰
Ｎ
Ｐ
Ｏ
埼
玉
森
林
サ
ポ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ
と
共
催
で
森
づ

10

25

く
り
活
動
お
よ
び
自
然
観
察
会
を
実
施
し
た
。

＊

月

日
㈰
安
全
登
山
講
演
会
で
は
「
火
山
噴
火
と
安
全
登
山
対
策
」

10

25

を
元
立
正
大
学
教
授
の
福
岡
孝
昭
氏
を
講
師
に
、
大
宮
仲
町
川
鍋
ビ
ル

で
開
催
し
、
会
員
9
名
、
一
般
9
名
が
参
加
し
た
。

＊

月

日
㈰
越
生
町
教
育
委
員
会
の
後
援
で
、
第
3
回
大
高
取
山
自

11

29

然
観
察
会
を
開
催
し
、
越
生
町
民

名
、
他
支
部
会
員
な
ど
を
含
め
計

10

名
が
参
加
し
た
。

43
＊
1
月

日
㈯
新
年
支
部
懇
談
会
を
、
加
治
丘
陵
ハ
イ
キ
ン
グ
後
、
所

16

沢
の
「
ひ
ょ
う
た
ん
別
館
」
で
、
参
加
者

名
で
実
施
し
た
。

26

＊
1
月

日
㈭
自
然
保
護
委
員
会
で
は
、浦
和
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

21

で
第
5
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
埼
玉
の
自
然
を
知
ろ
う
」
を
開
催
し
た
。

＊
1
月

日
㈯
第

回
講
演
会
「
滑
落
・
転
落
・
道
迷
い
を
起
こ
さ
な
い

23

12

た
め
に
」
は
山
岳
救
助
隊
飯
田
副
隊
長
に
よ
る
講
演
を
実
施
し
、
計
45

名
（
一
般

名
、
会
員

名
）
が
参
加
し
た
。

18

27
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＊
2
月

日
㈯
第

回
講
習
会
「
心
肺
蘇
生
お
よ
び
Ａ
Ｅ
Ｄ
に
よ
る
除

20

10

細
動
」
は
日
赤
救
急
法
指
導
員
の
渡
邉
浩
氏
を
講
師
に
開
催
し
、
一
般

参
加
1
名
を
含
む
計
6
名
が
受
講
し
た
。

《山
行
》

＊
4
月
5
日
㈰
総
会
記
念
山
行
と
し
て
志
賀
坂
諏
訪
山
に

名
が
登
山
。

22

＊
5
月

日
㈰
埼
玉
1
0
0
山
で
日
向
沢
の
峰
・
長
尾
丸
山
・
棒
の
嶺
に

16
名
で
登
山
。

21
＊
5
月

日
㈯
〜

㈰
東
京
多
摩
支
部
（

名
）・
山
梨
支
部
（
6
名
）・

30

31

11

埼
玉
支
部
（

名
）
3
支
部
の
第
4
回
懇
親
登
山
が
埼
玉
支
部
主
催
で

12

雲
取
山
お
よ
び
雲
取
山
荘
で
開
催
さ
れ
、
計

名
が
参
加
し
た
。
支
部

29

間
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

＊
6
月

日
㈯
〜

㈰
四
季
の
山
（
春
）
で
笠
取
山
・
竜
喰
山
・
飛
龍
山

13

14

に

名
で
登
山
。

11

＊
7
月
5
日
㈰
埼
玉
1
0
0
山
で
宗
四
郎
山
に
群
馬
県
側
天
丸
橋
登
山

口
か
ら

名
で
登
山
。

10

＊
7
月

日
㈮
〜
8
月
2
日
㈰
四
季
の
山
（
夏
）
で
秋
田
駒
ヶ
岳
・
乳
頭

31

山
・
森
吉
山
に
8
名
で
登
山
。
和
賀
岳
は
大
雨
で
道
路
決
壊
不
通
の
た

め
、
急
遽
森
吉
山
に
変
更
。

＊
9
月
5
日
㈯
埼
玉
1
0
0
山
で
不
動
山
・
雨
乞
山
に

名
で
登
山
。

18

＊

月
4
日
㈰
埼
玉
1
0
0
山
で
天
目
山
を
奥
多
摩
側
か
ら

名
で
登

10

11

山
。

＊

月

日
㈯
〜

月
1
日
㈰
四
季
の
山
（
秋
）
で
浅
草
岳
・
鬼
ヶ
面
山

10

31

11

を

名
で
縦
走
登
山
。
薄
暗
が
り
の
中
、
六
十
里
越
登
山
口
に
下
山
し

16
た
。

＊

月

日
㈯
〜

㈰
忘
年
山
行
で
秩
父
観
音
山
お
よ
び
三
峯
神
社
奥

12

12

13

の
院
で
あ
る
妙
法
ヶ
岳
に

名
で
登
山
。
三
峯
神
社
の
禰
宜
に
よ
る
三

19

峯
信
仰
に
関
す
る
講
話
を
聴
く
。

＊
1
月

日
㈯
新
年
懇
親
登
山
を
加
治
丘
陵
で
実
施
し
、
参
加
者
は

16

25

名
。

＊
2
月

㈯
〜

㈰
四
季
の
山
（
冬
）
を
玉
原
高
原
で
の
ス
ノ
ー
ハ
イ
ク

13

14

（

名
）
お
よ
び
日
光
白
根
山
登
山
（

名
）
を
実
施
、
悪
天
候
の
た
め

12

13

日
光
白
根
山
は
2
0
0
0
ｍ
付
近
で
引
き
返
す
。

＊
3
月
5
日
㈯
埼
玉
1
0
0
山
で
大
高
山
・
天
覚
山
を

名
で
登
山
。

17

《全
国
支
部
懇
談
会
》

＊
平
成

年
4
月

〜

日
、
第

回
全
国
支
部
懇
談
会
が
香
川
県
高
松

27

11

12

31

市
の
ホ
テ
ル
花
樹
海
を
会
場
に
四
国
支
部
主
催
で
開
催
さ
れ
、
埼
玉
支

部
か
ら
は
4
名
が
、
全
国
か
ら
は
1
1
0
名
が
参
加
し
た
。

《支
部
報
等
作
成
》

＊
埼
玉
支
部
報
、

号
を
6
月
、

号
を

月
、

号
を
2
月
に
発
行
し

15

16

10

17

た
。

＊
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
委
員
会
の
全
面
的
な
協
力
を
得
て
埼
玉
支
部
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
再
構
築
し
、
平
成

年
4
月
か
ら
本
格
稼
働
の
予
定
。
山

28

行
・
行
事
・
講
演
会
な
ど
の
情
報
を
迅
速
に
会
員
に
提
供
す
る
と
と
も

に
一
般
登
山
愛
好
者
に
も
最
新
の
活
動
状
況
を
知
ら
せ
、
会
員
増
に
も

支部の活動報告
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期
待
し
た
い
。

＊

月

日
改
訂
支
部
紹
介
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
1
0
0
0
部
作
成
し
た
。

10

29

(松
本
敏
夫
)

■

千

葉

支

部

千
葉
支
部
は
来
年
、
創
立

周
年
を
迎
え
る
。
会
員
数
は

人
、
会
友

10

95

は

人
で
あ
る
。
よ
ち
よ
ち
歩
き
な
が
ら
順
調
に
育
っ
て
き
た
よ
う
に
思

35
え
た
が
、

年
近
く
な
る
と
問
題
も
生
じ
て
き
た
。
支
部
会
員
の
高
齢
化

10

も
進
み
、
支
部
行
事
へ
参
加
す
る
人
た
ち
の
減
少
と
「
固
定
化
」
が
そ
れ

だ
。昨

年
5
月
の
支
部
総
会
で
新
体
制
が
ス
タ
ー
ト
。「
誰
も
が
参
加
し
、

み
ん
な
で
進
む
」
を
合
言
葉
に
山
行
・
各
種
の
事
業
計
画
を
立
て
て
い
く

こ
と
に
し
た
。
山
と
は
直
接
関
係
の
な
い
「
佐
原
の
祭
り
」（
関
東
3
大
山

車
祭
り
・
国
の
重
要
民
俗
無
形
文
化
財
）
見
学
や
ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
を

通
じ
て
会
員
相
互
の
親
睦
を
深
め
、
さ
ら
に
「
敬
老
ハ
イ
キ
ン
グ
」、
冬
で

も
暖
か
な
房
総
の
山
で
の
「
鍋
山
行
」
な
ど
す
そ
野
を
広
げ
る
活
動
も
積

極
的
に
展
開
し
、

年

月
か
ら

年
4
月
ま
で
に
会
友
か
ら
5
人
が
会

27

10

28

員
に
な
っ
た
。

公
益
目
的
事
業
と
し
て
は
、
登
山
の
振
興
と
安
全
登
山
教
育
を
目
的
に

児
童
養
護
施
設
の
子
ど
も
た
ち
の
引
率
登
山
を
継
続
さ
せ
、
今
年
の
「
山

の
日
」
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
県
民
登
山
、
親
子
登
山
も
8
月
と

月
に
計
画

12

し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
支
部
活
性
化
に
向
け
て
の
取
り
組
み
に
は
①
広
報
活

動
の
強
化
②
山
行
・
各
種
行
事
の
企
画
は
必
須
。
会
員
・
会
友
が
一
丸
に

な
っ
て

周
年
に
向
か
っ
て
取
り
組
み
た
い
。

10

《会
議
》

＊
5
月

日
㈯
通
常
総
会

年
度
事
業
・
決
算
報
告
、

年
度
事
業
・

14

26

27

予
算
計
画
な
ど
原
案
ど
お
り
満
場
一
致
で
可
決
、
そ
の
後
懇
親
会
を
実

施
。
出
席

名
（
当
日
出
席

名
、
委
任
状

名
）。

48

26

22

＊
定
例
役
員
会

毎
月
第
3
火
曜
日
開
催
。
支
部
役
員
延
べ

名
が
出
席

98

し
、
支
部
運
営
や
「
山
の
日
」
関
連
・
支
部

周
年
記
念
事
業
に
つ
い

10

て
協
議
。

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
4
月

日
㈯
晃
石
山
・
大
平
山
（
お
花
見
山
行
)
参
加

名
。

18

13

月

日
㈯
石
老
山
（
忘
年
山
行
)
参
加

名
。

12

12

10

月

日
㈬
富
山
（
鍋
ハ
イ
ク
)
支
部
以
外
の
同
好
会
と
の
初
コ
ラ

12

23

ボ
。
親
子
登
山
や
高
齢
登
山
の
良
い
指
針
と
な
っ
た
。
参
加

名
。

22

1
月

日
㈯
鎌
倉
衣
張
山
（
忘
年
山
行
)
参
加

名
。

23

17

＊
上
記
を
含
め
、
ほ
ぼ
月
1
回
の
山
行
と
自
然
観
察
会
、
歴
史
・
文
学
散

歩
、「
佐
原
の
大
祭
」
見
学
な
ど
を
行
な
っ
た
。
延
べ
1
7
1
名
参
加
。

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
房
総
半
島
郡
界
尾
根
踏
査
（
公
益
目
的
事
業
）

月

日
㈯
第
5
回
目

瀬
高
〜
細
尾
横
根

予
定
は
横
根
峠
だ
っ

11

21
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た
が
、
ル
ー
ト
を
外
し
無
念
の
引
き
返
し
。
参
加

名
。

月

日
㈯

9

12

19

第
6
回
目

細
尾
横
根
〜
横
根
峠
〜
志
駒
川
源
流
渡
渉
点

参
加
8

名
。
1
月
9
日
㈯
第
7
回
目

志
駒
川
源
流
徒
渉
点
〜
津
森
山
〜
長

狭
街
道

参
加
5
名
。
3
月

日
㈪
第
8
回
目

八
丁
山
入
口
〜
八

21

丁
山
〜
奥
入

参
加
5
名
。

＊
青
少
年
野
外
活
動
支
援
（
公
益
目
的
事
業
)
8
月

日
㈰
御
岳
山

30

18

6
名
参
加
（
内
児
童
6
名
）、

月
3
日
㈯
高
川
山

名
参
加
（
内
児

10

16

童
6
名
）、
月

日
㈰
奥
多
摩
む
か
し
道

名
参
加（
内
児
童
6
名
）、

11

29

15

3
月

日
㈪
宝
篋
山

名
参
加
（
内
児
童
6
名
)、
児
童
養
護
施
設
の

28

16

登
山
を
安
全
に
行
な
う
目
的
で
引
率
し
て
い
る
が
、
来
年
度
は
初
め
て

1
泊
研
修
を
行
な
う
予
定
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
報

年
4
回
（
6
・
9
・

・
3
月
）
発
行
。

12

＊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

本
格
稼
働
。

《講
演
会
》

＊
5
月

日
㈰
支
部
総
会
記
念
講
演
会
「
私
の
海
外
高
峰
登
山
」
講
師

24

＝
坂
上
光
恵
会
員

参
加

名
。

26

＊
6
月

日
㈯
「
富
士
学
会
2
0
1
5
春
季
学
術
千
葉
大
会
」
富
士
山

27

と
千
葉
県
と
の
関
わ
り
を
テ
ー
マ
に
千
葉
県
立
中
央
博
物
館
に
て
開

催
。
千
葉
支
部
が
共
催
し
た
。

一
般
参
加
1
2
0
名
、
会
員

名
。

15

《そ
の
他
の
行
事
・
懇
親
会
》

＊
8
月

日
㈯
ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
開
催

ビ
ア
ガ
ー
デ
ン
「
浅
草
ハ

22

レ
テ
ラ
ス
」（
東
京
・
浅
草
)
参
加

名
。

15

＊
2
月
6
日
㈯
〜
7
日
㈰
4
支
部
（
栃
木
・
千
葉
・
茨
城
・
群
馬
）
合
同

懇
談
会
（
茨
城
支
部
主
催
）
高
鈴
山

千
葉
支
部
参
加

名
。

16
(高
橋
琢
子
)

■

東
京
多
摩
支
部

若
年
会
員
増
強
と
会
員
サ
ー
ビ
ス
が
支
部
テ
ー
マ
と
な
っ
て
久
し
い

が
、
若
手
会
員
増
強
は
少
し
ず
つ
成
果
を
上
げ
つ
つ
あ
る
。
平
成

年
度

24

か
ら
始
ま
っ
た
登
山
教
室
で
は
、

年
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
終
え
た
修

2

了
生
は
延
べ

名
と
な
っ
た
。
う
ち
Ｊ
Ａ
Ｃ
に
入
会
し
、
東
京
多
摩
支
部

56

会
員
と
な
っ
た
者
は
3
月

日
現
在
入
会
手
続
き
中
の
3
期
生
を
含
め

31

27

名
で
あ
る
。
1
期
と
2
期
の
修
了
生
の
中
か
ら
登
山
教
室
の
サ
ポ
ー
タ
ー

を
務
め
る
者
も
出
て
お
り
、
彼
ら
に
対
し
て
将
来
の
リ
ー
ダ
ー
を
目
指
す

リ
ー
ダ
ー
育
成
研
修
を
特
別
事
業
補
助
金
の
活
用
に
よ
り
2
年
間
に
わ

た
っ
て
行
な
っ
て
い
る
。
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
指
導
者
へ
の
道
を
歩
む

者
が
お
り
、
単
に
若
手
会
員
数
の
増
加
に
留
ま
ら
な
い
、
リ
ー
ダ
ー
育
成

の
成
果
が
上
が
り
つ
つ
あ
る
。

5
周
年
記
念
事
業
の
奥
多
摩
Ｂ
Ｃ
が
4
月
に
オ
ー
プ
ン
し
、
支
部
会
員

お
よ
び
Ｊ
Ａ
Ｃ
会
員
に
供
与
開
始
。
小
さ
な
拠
点
で
あ
る
が
、
拠
点
を
得

た
こ
と
に
よ
り
奥
多
摩
町
・
奥
多
摩
観
光
協
会
・
奥
多
摩
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン

タ
ー
な
ど
の
地
元
団
体
と
の
関
係
が
強
化
さ
れ
、「
山
の
日
」
の
新
し
い
展

支部の活動報告

403



開
の
芽
が
育
ち
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
「
多
摩
百
山
」
選
定
作
業
が
進
み
、

調
査
・
取
材
山
行
が
行
な
わ
れ
た
。
来
年
度
に
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
制
作
に

入
る
予
定
で
あ
る
。

《会
議
》

＊
5
月

日
㈯

立
川
市
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
第
3
学
習
室
に
て
通
常
総

10

会

年
度
事
業
報
告
・
収
支
決
算
案
、

年
度
事
業
計
画
・
予
算
案

26

27

な
ど
を
審
議
。
出
席
1
9
3
名（
当
日
出
席

名
、委
任
状
1
2
9
名
）。

64

＊
幹
事
会

立
川
市
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
第

会
議
室
に
て
毎
月
第
3
火

1

曜
日
開
催

幹
事
・
委
員
長
・
監
事
が
延
べ
1
8
2
名
出
席
。
予
算
・

決
算
・
事
業
計
画
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
等
の
審
議
・
活
動
報
告
。

＊
総
務
、
財
務
、
広
報
、
Ｉ
Ｔ
、
山
行
、
集
会
、
自
然
保
護
、
安
全
、
奥

多
摩
Ｂ
Ｃ
運
営
委
員
会
の
9
つ
の
委
員
会
と
登
山
教
室
、山
の
日
制
定
、

多
摩
百
山
の
3
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
毎
月
Ｐ
Ｔ
会
開
催
。

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
定
例
山
行

9
回
実
施

延
べ
1
1
8
名
参
加
。

4
月

日
㈯
富
士
山
五
合
目

名
参
加
、
6
月
6
日
㈯
釈
迦
ヶ
岳

名

29

16

17

参
加
、
7
月
4
日
㈯
・
5
日
㈰
尾
瀬
・
至
仏
山

名
参
加
、
9
月

19

12

日
㈯
・

日
㈰
奥
多
摩
Ｂ
Ｃ
前
泊
鷹
ノ
巣
山
8
名
参
加
、
月

日
㈯

13

10

24

金
峰
山
9
名
参
加
、

月

日
㈯
乾
徳
山

名
参
加
、

月

日
㈯

10

31

16

12

12

赤
城
山

名
参
加
。
2
月

日
㈯
北
横
岳

名
、
3
月

日
㈰
鍋
割

11

27

14

20

山

名
参
加
。

8

＊
平
日
山
行
毎
月
第
3
木
曜
日
実
施
。
9
回
実
施
、
延
べ

名
参
加
。

65

4
月

日
六
ツ
石
山

名
参
加
。
5
月

日
今
熊
山
・
刈
寄
山
・
市
道
山

16

8

21

名
参
加
。
8
月

日
㈯
小
坂
志
川
中
流
2
名
参
加
。

月

日
大

11

22

10

15

マ
テ
イ
山
6
名
参
加
。

月

日
石
割
山
4
名
参
加
。

月

日
菊
花

11

19

12

17

山

名
参
加
。
1
月

日
不
老
山

名
参
加
。
2
月

日
興
因
寺
山
8

11

21

9

18

名
参
加
。
3
月

日
足
和
田
山
6
名
参
加
。

17

＊
4
月
5
日
㈰
奥
多
摩
山
開
き

名
参
加
。

23

＊
4
月
5
日
㈰
新
入
会
員
交
歓
散
策
・
奥
多
摩
セ
ラ
ピ
ー
ロ
ー
ド

名
25

参
加
。

＊
5
月

都
岳
連
カ
タ
ク
リ
パ
ト
ロ
ー
ル
延
べ

名
参
加
。

12

＊
5
月

日
㈬
・

㈭
雲
取
山
石
積
み
登
山
道
整
備
6
名
参
加
。

20

21

＊
5
月

日
㈯
・

日
㈰
第

回
3
支
部
合
同
懇
親
山
行

名
参
加
（
内

30

31

4

29

多
摩
支
部
会
員

名
）。

11

＊
6
月

日
㈬
・

日
㈭
三
ツ
峠
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
保
護
活
動
8
名
参
加
。

24

25

＊
7
月

日
㈯
・

日
㈰
自
然
保
護
全
国
集
会
開
催

名
参
加
（
内
支
部

11

12

96

会
員

名
）
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
ー

名
参
加
。

42

73

＊
8
月

日
㈮
御
岳
山
レ
ン
ゲ
シ
ョ
ウ
マ
観
察
会

一
般

名
、
会
員

21

31

名
参
加
。

8
＊

月
3
日
㈯
国
立
四
小
高
尾
山
観
察
ハ
イ
キ
ン
グ
一
般

名
、
会
員

10

28

7
名
参
加
。

＊

月

日
㈰
親
子
自
然
体
験

一
般

名
、
会
員
9
名
参
加

10

11

10

＊
1
月
6
日
㈬
高
尾
山
シ
モ
バ
シ
ラ
観
察
会

一
般

名
、
会
員

名

27

14

参
加
。
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《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊

月
〜

月
第

期
初
級
登
山
教
室

受
講
生

名
。

4

3

3

23

＊

月
〜

月
立
川
市
と
共
催
で
初
心
者
登
山
教
室

受
講
生

名
。

4

6

33

＊

月
〜

月
第

期
初
級
登
山
教
室

受
講
生

名
。

7

3

4

30

＊
登
山
教
室
リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
と
し
て
登
山
実
習
下
見
兼
リ
ー
ダ
ー
育

成
研
修
（

回
実
施
、
延
べ

名
参
加
）
と
合
宿
研
修
（
2
回
実
施
、

2

29

延
べ

名
参
加
）
を
行
な
っ
た
。

33

＊

周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
4
月
奥
多
摩
Ｂ
Ｃ
開
設
。
支
部
会
員
お
よ

5び
Ｊ
Ａ
Ｃ
会
員
へ
の
供
与
開
始
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
報
「
た
ま
通
信
」
4
月
、
7
月
、

月
、
1
月
の
4
回
発
行
。

10

＊
7
月
平
成

年
度
版
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト
発
行
。

26

＊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
1
0
0
回
以
上
更
新
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
「
た
ま
便
り
」

回
配
信
。

61
＊
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
配
信
者
数
は
2
0
4
名
。

《講
演
会
》

＊

月
5
日
㈭
「
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
保
護
の
歴
史
や
そ
の
意
義
」
三
ツ
峠
山

11荘
主
人
・
中
村
光
吉
講
師

一
般

名
、
会
員

名
参
加
。

12

28

＊

月

日
㈪
山
の
日
制
定
記
念
講
演
「
山
は
、
え
ら
い
！

自
然
も
ヒ

12

14

ト
も
創
っ
て
く
れ
ま
す
」
大
蔵
喜
福
講
師

名
参
加
。

90

＊
1
月

日
㈯
マ
ナ
ス
ル
登
頂

周
年
記
念

映
画
と
講
演
「
マ
ナ
ス

30

60

ル
に
立
つ
」
日
下
田
實
講
師

一
般

名
、
会
員
1
0
0
名
参
加
。

50

《安
全
講
習
会
》

＊
9
月

日
㈪
安
全
講
習
会
「
山
の
フ
ァ
ー
ス
ト
エ
イ
ド
」（
奥
多
摩
消

21

防
署
齊
藤
和
範
講
師
）
＆
大
多
摩
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

名
参
加
。

25

＊

月

日
㈭
安
全
講
習
会
「
体
幹
を
鍛
え
て
安
全
登
山
を
」
宮
崎
喜
美

12

10

乃
講
師

名
参
加
。

22

＊
2
月

日
㈫
安
全
登
山
講
習
会
「
す
ぐ
に
使
え
る
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
」
小

23

山
義
雄
講
師

名
参
加
。

25

《そ
の
他
の
行
事
・
懇
親
会
》

＊
5
月

日
㈯
通
常
総
会
後
の
懇
親
会

名
参
加
。

10

50

＊
8
月

日
㈯
奥
多
摩
Ｂ
Ｃ
に
て
納
涼
ビ
ア
パ
ー
テ
ィ
ー

名
参
加
。

29

17

＊
1
月

日
㈯
年
始
晩
餐
会

1
0
6
名
参
加
。

30

＊
ス
キ
ー
同
好
会

回
開
催
延
べ

名
参
加
。

6

29

＊
沢
登
り
同
好
会

回
開
催
延
べ

名
参
加
。

7

38

＊
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
同
好
会

回
開
催
延
べ
1
1
0
名
参
加
。

52

＊
海
外
登
山
研
究
会

9
月
台
湾
「
玉
山
」
登
山

名
参
加
。

11

＊
5
地
区
サ
テ
ラ
イ
ト
・
サ
ロ
ン

延
べ

回
開
催

5
0
9
名
参
加
。

45

(山
本
憲
一
)

■

越

後

支

部

現
在
の
会
員
数
2
0
3
名
、
今
年
度
の
新
入
会
員
は
4
名
。
2
0
1
1

（
平
成

）
年
会
員
数
2
2
6
名
が
5
年
間
で

名
の
会
員
減
と
な
っ
た
。

23

23

支部の活動報告
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高
齢
化
に
よ
る
退
会
・
物
故
者
数
が
新
入
会
員
獲
得
数
を
上
回
っ
て
い
る
。

越
後
支
部
創
設
は
全
国
2
番
目
で
あ
る
が
、
永
年
会
員

名
（

・
1
％
）

36

17

と
高
齢
化
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
来
年
度
創
立

周
年
を
迎
え
る
が
、

70

新
入
会
員
獲
得
と
支
部
の
活
性
化
が
最
大
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
密
接

な
関
係
に
あ
る
新
潟
県
山
岳
協
会
と
連
携
し
、会
員
獲
得
を
目
指
し
た
い
。

通
常
総
会
、
支
部
晩
餐
会
で
は
、
記
念
講
演
や
親
睦
登
山
を
取
り
入
れ
、

有
意
義
な
集
会
を
目
指
し
て
き
た
。
2
年
目
を
迎
え
た
年
3
回
の
「
公
募

登
山
」
は
、
公
益
事
業
の
柱
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
高
頭
祭
お
よ
び
新

潟
県
登
山
祭
は
、
新
潟
県
山
岳
協
会
と
協
力
し
、
年
々
盛
ん
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
来
年
度
は
、「
山
の
日
」
記
念
事
業
と
し
て
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
年
度
か
ら
共
益
事
業
と
し
て
、
集
会
委
員
会
を

創
設
し「
山
靴
・
よ
り
あ
い
の
集
い
」を
開
催
し
た
。「
越
後
ス
ノ
ー
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
同
好
会
」「
越
後
フ
ォ
ト
ス
ケ
ッ
チ
同
好
会
」
な
ど
の
活
動
と
と
も

に
会
員
間
の
交
流
促
進
の
場
と
し
て
続
け
た
い
。

す
で
に
取
り
組
み
を
開
始
し
て
い
る
越
後
支
部
創
立

周
年
記
念
事
業

70

と
し
て
、「
第

回
全
国
支
部
懇
談
会
」
越
後
開
催
や
日
本
三
百
名
山
「
越

32

後
支
部
担
当

座
踏
破
」
な
ど
を
起
爆
剤
に
支
部
活
動
の
活
性
化
に
結
び

21

付
け
て
い
き
た
い
。

《会
議
》

＊
5
月

日
㈯

通
常
総
会

事
業
報
告
・
計
画
、
決
算
・
予
算
、
役
員

23

改
選
な
ど
原
案
ど
お
り
満
場
一
致
で
可
決
、
そ
の
後
懇
親
会
を
実
施
。

出
席
者
1
7
1
名
（
当
日
出
席

名
、
委
任
状
1
2
4
名
）。

47

＊
役
員
会

5
月

日
㈯

第
1
回
役
員
会
、
7
月
5
日
㈰

第
1
回
委

23

員
長
会
議
、

月
3
日
㈯

第
2
回
委
員
長
会
議
、

月

日
㈯

第

10

12

12

2
回
役
員
会
、
2
月

日
㈰

拡
大
役
員
会
（
第
3
回
委
員
長
会
議
）、

14

支
部
役
員
が
集
ま
り
、
支
部
運
営
や
事
業
に
つ
い
て
協
議
。
延
べ

名
86

出
席
。
総
務
、
事
業
、
広
報
、
集
会
、
自
然
保
護
、
図
書
、
県
山
協
な

ど
の
委
員
会
、
第

回
全
国
支
部
懇
談
会
実
行
委
員
会
、
越
後
支
部
創

32

立

周
年
記
念
山
行

日
本
三
百
名
山
「
越
後
支
部
担
当

座
踏
破
」

70

21

実
行
委
員
会
な
ど
、
適
宜
会
議
を
開
催
し
事
業
運
営
に
つ
い
て
協
議
。

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
5
月

日
㈰

親
睦
登
山
・
黒
森
山
（
喜
多
方
市
）

名
参
加
。

24

48

＊
6
月
7
日
㈰

海
の
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
お
よ
び
白
鳥
山
登
山
（「
山
の
日
」

記
念
行
事
)
6
名
参
加
。

＊
公
募
登
山

6
月

日
㈰

平
標
山

名
参
加
、
9
月
6
日
㈰

信
越

28

25

ト
レ
イ
ル
（
関
田
峠
〜
小
沢
峠
）

名
参
加
、

月

日
㈰

戸
倉
山

13

10

25

と
塩
の
道
（
白
池
〜
大
網
）

名
参
加

20

＊
7
月

日
㈯

第

回
高
頭
祭
を
弥
彦
山
大
平
園
地
で
開
催

名
参

25

58

76

加
。
引
き
続
き
弥
彦
山
山
頂
に
て
新
潟
県
登
山
祭
お
よ
び
松
明
登
山
を

実
施

1
7
3
名
参
加
。

＊

月
1
日
㈰

第
1
回
「
靴
音
・
よ
り
あ
い
の
集
い
」
親
睦
登
山
・
天

11蓋
山
（
村
上
市
）

名
参
加
。

21

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
5
月

日
㈰

清
掃
登
山
・
黒
森
山
（
喜
多
方
市
）

名
参
加
。

24

48
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＊
6
月

日
㈰

平
標
山
7
名
参
加

28

＊
7
月

日
㈯

清
掃
登
山
・
弥
彦
山

名
参
加
。

25

76

＊
9
月
6
日
㈰

清
掃
登
山
・
信
越
ト
レ
イ
ル
（
関
田
峠
〜
小
沢
峠
）
8

名
。

＊

月

日
㈰

清
掃
登
山
・
戸
倉
山
と
塩
の
道
（
白
池
〜
大
網
）

名

10

25

14

参
加
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
7
月
1
日
㈬

越
後
支
部
報
第

号
発
行
、

月

日
㈭

越
後
支
部

13

10

1

報
第

号
発
行
、
2
月
1
日
㈪

越
後
支
部
報
第

号
発
行
。

14

15

《講
演
会
》

＊
5
月

日
㈯

定
期
総
会
「
会
津
の
山
と
辻
ま
こ
と
」
講
師
森
沢
堅
次

23

氏

会
員

名
参
加
。

47

＊
7
月

日
㈯

第

回
高
頭
祭
「
創
立
1
1
0
周
年
を
迎
え
た
日
本
山

25

58

岳
会
と
高
頭
仁
兵
衛
」
講
師
小
林
政
志
氏
（
日
本
山
岳
会
会
長
)
会
員

名
参
加
、
新
潟
県
登
山
祭
「
日
本
山
岳
会
に
お
け
る
女
性
登
山
の
歴

76史
」
講
師
大
久
保
春
美
氏
（
日
本
山
岳
会
副
会
長
)
一
般

名

会
員

97

名
参
加
。

76
＊

月

日
㈯

支
部
年
次
晩
餐
会
「『
山
の
日
』
か
ら
地
域
の
活
性
化
を

12

12

考
え
る
」
講
師
磯
野
剛
太
氏
（
全
国
「
山
の
日
」
協
議
会
事
務
局
長
)

会
員

名
参
加
。

90

＊

月
1
日
㈰

第
1
回「
靴
音
・
よ
り
あ
い
の
集
い
」「
山
と
の
出
会
い
」

11講
師
桐
生
恒
治
氏
、「
天
蓋
高
原
定
点
観
察
場
の
ド
ウ
ラ
ク
」
講
師
遠
山

實
氏

会
員

名
参
加
。

21

《そ
の
他
の
行
事
、
懇
親
会
》

＊
4
月
5
日
㈰
〜
6
日
㈪

中
部
ブ
ロ
ッ
ク
4
＋
1
支
部
交
流
会
を
角
田

山
周
辺
で
実
施（
越
後
支
部
主
催
）。
会
員

名
、ほ
か
4
支
部（
信
濃
・

44

山
梨
・
静
岡
・
東
京
多
摩
）

名
参
加
。

37

＊

月

日
㈭

藤
島
蔵
書
整
理
完
了
報
告
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
関
川

6

25

村
で
開
催
。
会
員

名
・
一
般

名
参
加
。

36

37

＊

月

日
㈯

支
部
年
次
晩
餐
会
に
お
い
て
、
齋
藤
宣
雄
氏
（
瑞
宝
双

12

12

光
章
受
賞
）、
古
川
征
夫
氏
（
黄
綬
褒
章
受
章
）、
田
邊
信
行
氏
（
藍
綬

褒
章
受
章
）
の
祝
賀
会
を
実
施
。
会
員

名
参
加
。

90

＊
新
潟
県
山
岳
協
会
登
山
講
習
会
へ
の
講
師
派
遣

6
月

日
㈰
岩
登

21

り
講
習
会
（
新
発
田
市
）、
7
月
4
日
㈯
〜
5
日
㈰
安
全
登
山
研
修
会

（
三
条
市
）、
2
月

日
㈯
〜

日
㈰
冬
山
講
習
会
（
新
発
田
市
）、
3

20

21

月

日
㈰

残
雪
期
の
安
全
登
山
研
修
会
（
南
魚
沼
市
）。

13

(後
藤
正
弘
)

■

富

山

支

部

平
成

年
度
は
、
恒
例
の
「
播
隆
祭
」
が
第

回
の
節
目
を
迎
え
る
に

27

30

至
っ
た
。
昭
和

年
5
月
に
富
山
県
旧
大
山
町
河
内
村
の
生
家
跡
に
建
立

58

し
た
「
播
隆
上
人
顕
頌
碑
」
前
に
お
い
て
、「
生
家
の
会
」
の
皆
さ
ん
や
富

山
支
部
会
員
、
一
般
併
せ
て

名
の
参
加
を
得
て
播
隆
上
人
の
遺
徳
を
偲

50

支部の活動報告
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ん
だ
。
今
回
は
第

回
と
い
う
こ
と
で
、こ
れ
ま
で
の
活
動
を
振
り
返
り
、

30

経
緯
を
ま
と
め
た
資
料
「
播
隆
祭

回
ま
で
の
あ
ゆ
み
」
を
作
成
し
て
配

30

布
し
た
。
ま
た
、
本
多
秀
雄
会
員
が
「
熊
野
川
上
流
の
旧
村
落
に
つ
い
て
」

と
題
し
た
記
念
講
演
を
行
な
い
、先
人
の
苦
労
等
に
思
い
を
新
た
に
し
た
。

こ
の
後
、
富
山
支
部
が
継
続
し
て
登
山
道
整
備
を
行
な
っ
て
い
る
高
頭
山

へ
の
記
念
登
山
を
行
な
っ
た
。

2
月

日
に
は
富
山
支
部
主
催
の
第
7
回
山
岳
講
演
会
を
開
催
し
た
。

24

講
師
は
、
日
本
山
岳
会
茨
城
支
部
会
員
で
国
土
地
理
院
客
員
研
究
員
の
長

岡
正
利
氏
に
お
願
い
し
た
。
長
岡
氏
は
富
山
県
南
砺
市
の
ご
出
身
で
、
長

年
の
白
山
研
究
を
ベ
ー
ス
に
立
山
と
関
連
付
け
な
が
ら
の
「
白
山
を
巡
っ

て

火
山
と
地
質
、
高
山
植
物
、
白
山
信
仰
と
山
麓
で
の
昔
の
暮
ら
し
」

と
い
う
多
岐
に
わ
た
る
内
容
で
、
時
間
内
に
収
ま
り
切
ら
な
い
く
ら
い
の

充
実
し
た
講
演
だ
っ
た
。
会
員
や
一
般
か
ら

名
の
参
加
者
で
盛
況
だ
っ

88

た
。

《会
議
》

＊
4
月

日
㈮

支
部
総
会

事
業
報
告
お
よ
び
収
支
決
算
報
告
、
事
業

17

計
画
お
よ
び
予
算
案
を
承
認

富
山
電
気
ビ
ル

出
席

名
。

25

＊
1
月

日
㈮

親
睦
会
総
会
・
新
年
会

立
山
国
際
ホ
テ
ル

出
席

22

16

名
。

＊
役
員
会
は
8
回
開
催
（
5
月
、
7
月
、
8
月
、

月
、

月
、
1
月
、

10

12

3
月
、
4
月
)

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
4
月

日
㈯
〜

日
㈪

小
島
烏
水
祭
・
全
国
支
部
懇
談
会

四
国
支

11

13

部
担
当

高
松
市
・
三
嶺

2
名
参
加
。

＊
5
月

日
㈰

元
取
山
（
一
般
募
集
)
参
加

名
。

17

21

＊
7
月

日
㈯

僧
ヶ
岳

参
加
4
名
。

11

＊
8
月

㈮
〜

日
㈰

飯
豊
山
・
大
日
岳
参
加
6
名
。

7

9

＊
9
月

㈭
〜

日
㈯

南
ア
ル
プ
ス
聖
岳

参
加
5
名
。

10

12

＊

月

日
㈯

鍬
崎
山

参
加
3
名
。

10

24

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰

5
支
部
合
同
懇
親
山
行

石
川
支
部
担
当

11

7

8

火
燈
山

名
参
加
（
支
部
か
ら
7
名
）。

47

＊

月

日
㈫
小
倉
山

参
加
6
名
。

11

10

＊
1
月

日
㈯

瀬
戸
蔵
山

参
加
9
名
。

23

＊

月

日
㈮
大
寺
山

参
加
7
名
。

2

19

＊
2
月

日
㈯
〜

日
㈰

5
支
部
合
同
ス
キ
ー
山
行

富
山
支
部
担
当

27

28

長
崎
温
泉
北
原
荘
・
大
寺
山

参
加

名
（
支
部
か
ら

名
）。

30

13

＊
3
月

日
㈯
扇
山

参
加
4
名
。

26

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
5
月

日
㈯

高
頭
山
登
山
道
整
備
（
公
益
)
参
加

名
。

30

10

＊
6
月
7
日
㈰

第

回
播
隆
祭
（
公
益
)
式
典
参
加

名
、
記
念
登
山

30

50

（
高
頭
山
)
参
加
9
名
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
富
山
支
部
会
報
発
行

7
月
7
日
第

号
、

月
4
日
第
1
0
0
号
記

99

11

念
号
、
3
月
7
日
第
1
0
1
号
。
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＊
第
7
回
山
岳
講
演
会
「
白
山
を
巡
っ
て
ー
火
山
と
地
質
、
高
山
植
物
、

白
山
信
仰
と
山
麓
で
の
昔
の
暮
ら
し
｣
2
月

日
㈬
富
山
県
民
会
館

24

7
0
1
号
室

名
参
加
。

88

《そ
の
他
の
行
事
、
懇
親
会
》

＊
8
月
4
日
㈫

例
会
・
懇
親
会

山
行
報
告

播
隆
祭
・
僧
ヶ
岳
（
山

田
）、
三
嶺
・
元
取
山
（
渋
谷
）
と
や
ま
市
民
交
流
館

参
加

名
。

20

＊

月

日
㈮

例
会
・
懇
親
会

山
行
報
告

飯
豊
山（
山
田
）、聖
岳
・

12

11

鍬
崎
山
（
渋
谷
）
と
や
ま
市
民
交
流
館

参
加

名
18

(河
合
義
則
)

■

石

川

支

部

平
成

年
度
石
川
支
部
の
主
な
活
動
と
し
て
は
、「
山
の
日
」
制
定
記
念

27

プ
レ
事
業
と
し
て
、「
白
山
親
子
登
山
」や「
山
岳
講
演
会
」の
実
施
と「
富

士
写
ヶ
岳
方
位
盤
建
設
」
が
あ
る
。
白
山
親
子
登
山
は
今
後
3
年
間
の
継

続
事
業
と
し
て
成
熟
さ
せ
る
。
方
位
盤
建
設
に
つ
い
て
は
実
行
委
員
会
を

立
ち
上
げ
、
募
金
活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
次
年
度
8
月
上
旬
の
完
成
を

目
指
す
。
こ
れ
は
、
深
田
久
弥
が
山
を
目
指
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
富

士
写
ヶ
岳
」
の
方
位
盤
が
経
年
損
傷
し
て
い
る
と
知
り
、
深
田
久
弥
関
連

事
業
を
模
索
し
て
き
た
支
部
が
中
心
と
な
っ
て
県
内
各
山
岳
関
連
団
体
に

働
き
か
け
、
全
体
で
再
建
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
同
関
連
団
体
が
協
力
し
て
同
一
事
業
に
取
り
組
ん
だ
例
は
な
く
、
今

回
、
関
連
団
体
か
ら
多
く
の
共
感
を
得
た
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
支
部
が

率
先
し
て
共
同
事
業
と
し
て
の
「
深
田
久
弥
関
連
イ
ベ
ン
ト
」
を
継
続
実

施
し
、
登
山
愛
好
者
と
の
接
触
拡
大
に
伴
う
会
員
増
強
を
図
っ
て
い
き
た

い
。

《会
議
》

＊
4
日

日
㈯
支
部
定
期
総
会

参
加

名
（
当
日
参
加

名

委
任

23

41

24

状

名
）
事
業
報
告
・
計
画
案
お
よ
び
会
計
報
告
・
予
算
案
等
を
満
場

15
一
致
で
可
決
。
支
部
会
友
制
度
見
直
し
に
つ
い
て
は
別
途
、
役
員
会
へ

の
持
ち
越
し
案
件
と
な
る
。
そ
の
後
会
場
を
移
し
宿
泊
懇
親
会
実
施
。

＊
4
月

日
㈭
第
1
回
役
員
会
議
．
5
月

日
㈬
第
1
回
親
子
登
山
教

23

13

室
実
行
委
員
会
。
5
月

日
㈬
第
2
回
親
子
登
山
教
室
実
行
委
員
会
。

20

7
月
4
日
㈯
第
2
回
役
員
会
議
兼
第
3
回
親
子
登
山
教
室
実
行
委
員

会
。

月
8
日
㈭
第
3
回
役
員
会
議
。
3
月

日
㈰
第
4
回
役
員
会

10

13

議
。

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
5
月

日
㈯
大
長
山

参
加
4
名

残
雪
と
新
緑
の
ブ
ナ
林
を
踏
破
。

16

＊
7
月

日
㈰
〜

日
㈪
・
㈷
槍
ヶ
岳

参
加
3
名
。

19

20

＊
8
月
1
日
㈯
〜
2
日
㈰
山
研
合
宿
（
岳
沢
往
復

十
石
山
上
高
地
散

策
）
体
力
に
応
じ
た
コ
ー
ス
で
楽
し
む

参
加

名
。

21

＊
9
月
5
日
㈯
〜
6
日
㈰
乗
鞍
岳
千
町
尾
根

こ
れ
ま
で
台
風
等
で
断

念
、
3
回
目
の
挑
戦
で
よ
う
や
く
達
成

参
加
3
名
。

＊

月
2
日
㈯
〜
3
日
㈰
紅
葉
山
行
（
涸
沢
〜
パ
ノ
ラ
マ
コ
ー
ス
）
シ
ー

10

支部の活動報告
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ズ
ン
真
っ
盛
り
で
テ
ン
ト
場
に
苦
労
す
る

参
加
3
名
。

＊

月
7
日
㈯
〜
8
日
㈰
5
支
部
合
同
懇
親
山
行
（
石
川
担
当
)
火
燈

11山

粟
津
温
泉

露
天
の
ゆ
金
閣

支
部
参
加
者

名
。

17

＊
3
月

日
㈯
カ
ン
ジ
キ
山
行
（
有
形
山
）
参
加
3
名
。

12

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
4
月

日
㈯
（
公
益
）
登
山
道
整
備
（
不
惑
新
道
等
)
参
加

名
。

25

16

＊
6
月
7
日
㈰
（
公
益
）
石
川
県
安
全
登
山
の
集
い
支
援

参
加
3
名
。

＊
6
月

日
㈯
（
公
益
）
杉
峠
道
登
山
道
整
備

参
加
8
名
。

13

＊
6
月

日
㈯
（
公
益
）
安
全
登
山
教
室
（
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
研
修
)
参
加

27
名

初
参
加
の
若
者
が
Ｏ
Ｂ
を
凌
ぐ
ム
ー
ブ
に
一
同
感
嘆
。

12
＊
7
月
4
日
㈯
（
公
益
）
自
然
観
察
会
（
蟹
淵
）
参
加
9
名
。

蟹
淵
の
周
囲
を
一
周
し
、
安
田
二
三
男
自
然
解
説
員
か
ら
モ
リ
ア
オ
ガ

エ
ル
や
オ
オ
ル
リ
ボ
シ
ヤ
ン
マ
等
の
解
説
を
受
け
る
。

＊
7
月

日
㈰
（
公
益
）
親
子
登
山
教
室
（
座
学
・
フ
ィ
ー
ル
ド
実
習
）

26

キ
ゴ
山
ふ
れ
あ
い
の
里
研
修
館
や
屋
外
周
辺
で
支
部
員
が
指
導
実
施

一
般
受
講
生

名

支
部
員
7
名
。

14

＊
8
月

日
㈯
〜

日
㈰
（
公
益
）
白
山
親
子
登
山
教
室

22

23

雲
海
と
星
空
と
ご
来
光
に
歓
声
が
上
が
る
。
一
般
参
加

名

支
部
員

17

名
。

13
＊
9
月

日
㈯
〜

日
㈰
（
公
益
）
白
山
大
汝
避
難
小
屋
保
全
清
掃

参

12

13

加
5
名
。

＊
2
月

日
㈰
「
山
の
日
記
念
事
業
」
富
士
写
ヶ
岳
方
位
盤
建
設
実
行
委

21

員
会
設
立
総
会
（
深
田
久
弥
山
の
文
化
館
）
支
部
参
加
3
名
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
会
報
「
峰
」
を
季
刊
（
6
、
9
、

、
3
月
）
で
年
4
回
発
行
。

12

そ
の
他
随
時
、
山
岳
関
連
情
報
を
会
員
あ
て
に
メ
ー
ル
も
し
く
は
郵
送
に

て
周
知
。

《そ
の
他
の
行
事
・
懇
親
会
》

＊
8
月

日
㈰

（
公
益
）
山
の
日
制
定
プ
レ
事
業

山
岳
講
演
会
（
深

30

田
久
弥
山
の
文
化
館
）「
テ
ィ
リ
ッ
チ
ミ
ー
ル
登
頂
1
9
7
1
年
Ｊ
Ａ

Ｃ
石
川
支
部
の
記
録
」
支
部
会
員
参
加

名
。

17

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰

山
ま
つ
り
（
吉
野
谷
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
）
参

11

28

29

加
9
名

忘
年
会
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
話
題
で
盛
り
上
が
る
。(前

川
陽
)

■

福

井

支

部

平
成

年
度
の
支
部
活
動
と
し
て
は
、
月
1
回
の
例
会
山
行
や
森
づ
く

27

り
な
ど
を
し
た
が
、
例
年
に
な
く
雨
が
多
く
、
そ
の
降
り
方
も
ゲ
リ
ラ
雨

で
、
や
む
な
く
中
止
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

《会
議
》

＊
4
月

日
通
常
総
会

18

午
前
中
、
森
づ
く
り
に
関
し
て
今
年
1
年
の
作
業
予
定
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

を
し
た
。

名
参
加
。
そ
の
後
、
泰
澄
の
杜
に
席
を
移
し
て
、
平
成

15

26
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年
度
事
業
報
告
お
よ
び
決
算
報
告
が
承
認
さ
れ
、

年
度
事
業
計
画

27

案
・
予
算
案
が
提
案
承
認
さ
れ
た
。
出
席
者

名（
当
日
出
席
者

名
・

43

17

委
任
状

名
）

26

＊

月

日
㈯
役
員
会

出
席
者

名
。

平
成

年
度
の
事
業
計
画

3

19

10

28

案
や
活
動
等
の
意
見
交
換
を
し
た
。

《支
部
山
行
》

＊
4
月

日
㈯
鍋
倉
山
〜
藤
倉
山

8
名
参
加
・
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
1
名
。

26

5
月

日
㈰
荒
島
岳
（
下
山
コ
ー
ス
〜
勝
原
コ
ー
ス
）
6
名
参
加
。
6

24

月

日
㈰
白
山

名
参
加
。
7
月

日
㈰
三
ノ
峰
往
復
・
別
山
往

14

8

12

復

7
名
参
加
。
8
月
9
日
㈰
白
山
（
お
花
松
原
)
1
名
参
加
。
10

月
3
日
㈰
大
日
岳

6
名
参
加

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
1
名
。

月

日

11

7

㈯
〜

日
㈰
5
支
部
懇
親
山
行
「
火
燈
山
」
名
参
加
。

月

日
㈰

8

5

11

24

赤
兎
山

名
参
加

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

名
。

月

日
㈰
ホ
ノ
ケ

7

1

12

13

山

支
部
忘
年
会

名
参
加
。
1
月

日
㈰
日
野
山

名
参
加
。

20

17

12

2
月

日
㈰
乗
鞍
岳

名
参
加
。
2
月

日
㈯
〜

日
㈰
5
支
部

14

7

27

28

山
ス
キ
ー
＆
ワ
カ
ン
（
富
山
支
部
主
管
）
名
参
加
。
3
月

日
㈰
荒

7

13

島
岳

名
参
加

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
3
名
。

10

《そ
の
他
に
行
事
》

＊

月

日
㈯
関
西
支
部
設
立

周
年
記
念
式
典
・
フ
ォ
ー
ラ
ム

2

5

30

80

名
参
加

《公
益
年
間
プ
ロ
ゼ
ク
ト
》

＊

月

㈰
泰
澄
祭

9
名
参
加
・
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
1
名

一
般
参
加

5

31

1
5
0
名
。

＊
森
づ
く
り
で
は
4
月
か
ら

月
ま
で
各
月
の

日
、
現
地
で
道
路
の
拡

11

1

幅
や
そ
れ
に
伴
う
伐
採
等
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、

月
に
は
伐
採
し
た

11

木
に
キ
ノ
コ
の
菌
を
植
え
付
け
た
。

(舩
田
洋
子
)

■

山

梨

支

部

安
全
登
山
と
登
山
の
深
い
魅
力
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、

年
間
開
催

10

し
て
き
た
「
や
ま
な
し
山
の
日
制
定
記
念
―
山
を
知
ろ
う
、
山
へ
行
こ
う

―
山
の
博
覧
会
」
が
終
了
。
平
成

年
度
か
ら
後
継
企
画
と
し
て
「
山
の

27

日
制
定
記
念
2
0
1
5
や
ま
な
し
登
山
基
礎
講
座
」を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

｢山
の
博
覧
会
」
は
講
演
会
形
式
で
延
べ
5
0
0
0
人
近
く
に
登
山
の

魅
力
や
楽
し
さ
を
伝
え
た
の
に
対
し
、「
基
礎
講
座
」
は
山
梨
学
院
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
の
正
規
講
座
と
し
て
開
催
。
定
員
は

人
、
毎
週
1
回
で
全

40

回
。
支
部
会
員
自
身
が
得
意
分
野
の
講
師
と
な
っ
て
、各
回

分
の〝
授

14

90

業
〞を
受
け
持
っ
た
。
受
講
者
全
員
か
ら「
大
変
役
に
立
っ
た
」「
役
に
立
っ

た
」
と
の
評
価
を
も
ら
っ
た
。

こ
の
ほ
か
第

回
木
暮
祭
、
第

回
深
田
祭
、
5
回
の
支
部
山
行
、
中

56

34

部
ブ
ロ
ッ
ク
4
支
部
や
雲
取
山
を
挟
む
3
支
部
と
の
交
流
会
な
ど
を
行

な
っ
た
。

《会
議
》

支部の活動報告
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＊
総
会

4
月

日
に
開
催
。
平
成

年
度
事
業
報
告
・
同
決
算
、「
や
ま

11

26

な
し
登
山
基
礎
講
座
」
開
催
な
ど
平
成

年
度
事
業
計
画
・
同
予
算
を

27

承
認
し
た
。
出
席
は
会
員

人
中

人
（
出
席

、
委
任
状

）。

79

60

30

30

＊
委
員
会

毎
月
第

水
曜
日
を
基
本
に

回
開
催
。
支
部
長
、
副
支
部

2

15

長
、
事
務
局
長
、
委
員
、
幹
事
、
顧
問
が
出
席
。
報
告
や
協
議
を
行
な
っ

た
。
毎
回
の
出
席
者
は

人
前
後
。「
登
山
教
室
」
の
実
践
登
山
前
に

10

は
臨
時
の
委
員
会
を
開
き
、
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
な
っ
た
。
平
成

年
3
月

日
に
は
、
昼
間
に

時
間
ほ
ど
の
会
議
を
開
き
、

年
度

28

17

3

28

事
業
や
役
員
改
選
な
ど
を
協
議
し
た
。

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
支
部
山
行

4
月

日

上
野
原
市
・
坪
山

6
人
参
加
。
4
月

日

20

29

山
梨
市
・
西
沢
渓
谷
（
兼
田
部
重
治
文
学
碑
視
察
)

人
参
加
。

月

10

10

日

北
杜
市
・
斑
山

9
人
参
加
。
平
成

年
1
月

日

大
月

19

28

11

市
・
鶴
ヶ
鳥
屋
山

人
参
加
。

月

日

甲
府
市
・
水
ヶ
森

人

11

3

27

12

参
加
（
支
部
6
人
、
講
座
受
講
生
6
人
）。

＊
交
流
登
山

4
月
5
、6
日

第
5
回
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
交
流
会（
新
潟
・

西
蒲
三
山
）
9
人
参
加
。
第
4
回
東
京
多
摩
・
埼
玉
・
山
梨
3
支
部
交

流
登
山
（
3
県
境
の
雲
取
山
）
6
人
参
加
。

＊
そ
の
他

8
月
8
日

や
ま
な
し
山
の
日
記
念
「
森
の
教
室
」（
竜
ヶ
岳

登
山
）
サ
ポ
ー
ト

4
人
参
加
（
一
般

人
）。
8
月
9
日

や
ま
な
し

40

山
の
日
記
念
「
山
梨
百
名
山
チ
ャ
レ
ン
ジ
登
山
」（
富
士
山
吉
田
口
登
山

道
を

合
目
ま
で
）
サ
ポ
ー
ト

人
、
一
般
参
加

人
。

月
5
、
6

5

5

80

9

日

日
本
山
岳
会
1
1
0
周
年
日
本
三
百
名
山
ツ
ア
ー
（
南
ア
ル
プ
ス

鋸
岳
）
参
加
1
人
、
ガ
イ
ド
1
人
（
一
般
参
加

人
）。

月

日

登

5

12

11

山
基
礎
講
座
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
講
習
会（
甲
府
・
湯
村
山
）講
師
と
サ
ポ
ー

ト
6
人
、
受
講
生

人
。

12

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
山
の
日
制
定
記
念
事
業
2
0
1
5
や
ま
な
し
登
山
基
礎
講
座
（
会
場
・

山
梨
学
院
大
学
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
講
義
室
）
受
講
生

人
。
第
1
回

41

（
9
月

日
）
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
。
第
2
回
（

月
1
日
）「
安
全

17

10

に
楽
し
く
登
る
」
講
師
・
内
藤
順
造
会
員
。
第
3
回
（

月
8
日
）「
地

10

形
図
を
使
う
」
所
一
路
会
員
。
第
4
回
（

月

日
）「
山
の
生
活
術
・

10

15

記
録
の
取
り
方
」
保
坂
照
行
会
員
。
第
5
回
（

月

日
）「
ロ
ー
プ
の

10

22

使
い
方
」
小
宮
山
稔
会
員
。
第
6
回
（

月

日
）「
救
急
法
」
甲
府
地

10

29

区
消
防
本
部
。
第
7
回
（

月
5
日
）「
服
装
・
装
備
・
ザ
ッ
ク
」
登
山

11

用
品
店
エ
ル
ク
の
柳
澤
仁
社
長
。
第
8
回
（

月

日
）「
登
山
の
マ

11

12

ナ
ー
と
歩
き
方
」
古
屋
寿
隆
会
員
。
第
9
回
（

月

日
）「
登
山
と
気

11

19

象
」
内
藤
会
員
。
第

回
（

月

日
）「
実
践
登
山

大
鹿
峠
」
リ
ー

10

11

21

ダ
ー
保
坂
照
行
会
員
、
受
講
生

人
、
会
員
サ
ポ
ー
ト

人
、
看
護
師

38

12

1
人
。
第

回
（

月

日
）「
山
梨
の
登
山
史
」
深
沢
健
三
会
員
。
第

11

11

26

回
（

月
3
日
）「
山
と
文
学
」
矢
崎
茂
男
会
員
。
第

回
（

月

12

12

13

12

10

日
）「
写
真
の
撮
り
方
」
北
原
孝
浩
会
員
、
サ
ブ
・
保
坂
会
員
、
サ
ポ
ー

ト
・
鈴
木
勝
彦
会
員
。
第

回
（

月

日
）「
ス
ケ
ッ
チ
」
遠
山
若
枝

14

12

17

会
員
。
追
加
（
平
成

年

月

日
・
湯
村
山
）
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
実
技

28

2

11
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編
。
延
べ
受
講
生
数
5
2
6
人
（
出
席
率

・

％
）。

89

5

＊
山
梨
県
山
岳
レ
ン
ジ
ャ
ー

山
梨
県
か
ら
山
梨
県
山
岳
連
盟
に
委
託
の

高
山
植
物
保
護
・
調
査
事
業
。
加
盟
団
体
と
し
て
4
回
実
施
。

＊
第

回
木
暮
祭

奥
秩
父
の
父
と
呼
ば
れ
る
木
暮
理
太
郎
の
顕
彰
祭
。

56
山
梨
支
部
、
山
梨
県
山
岳
連
盟
、
増
富
ラ
ジ
ウ
ム
温
泉
峡
観
光
協
会
で

構
成
す
る
木
暮
碑
委
員
会
が
主
催
し
北
杜
市
が
後
援
。

回
目
を

月

56

10

日
に
行
な
い
一
般

人
、
支
部

人
参
加
。

18

30

14

＊
第

回
深
田
祭

4
月

日
実
施
。
一
般
1
0
0
人
、支
部

人
参
加
。

34

19

12

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
会
誌
『
甲
斐
山
岳
』
8
号
（
Ａ
5
判

ペ
ー
ジ
）
の
発
行
（
平
成

年

36

28

3
月

日
）。

31

(深
沢
健
三
)

■

信

濃

支

部

年
度
の
当
支
部
の
課
題
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
活
動
の
活
性
化
と
会

27
員
増
加
対
策
だ
っ
た
。
高
齢
化
が
著
し
く
、
ま
た
中
堅
会
員
は
、
社
会
の

中
核
に
あ
っ
て
い
ず
れ
も
積
極
的
な
活
動
が
し
に
く
い
の
は
、
全
国
の
傾

向
と
同
様
で
あ
る
。
そ
う
し
た
現
状
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
員
が
経
験

の
中
で
蓄
積
し
た
山
に
関
す
る
資
源
を
有
効
に
活
用
し
、
オ
ー
プ
ン
に
す

る
こ
と
で
再
び
「
山
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
、

か
つ
支
部
の
身
の
丈
に
合
っ
た
活
動
を
考
え
る
べ
く
、
活
性
化
対
策
会
議

を
開
催
。
支
部
の
一
大
行
事
で
あ
る
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
を
無
事
開
催
さ
せ
る

と
同
時
に
新
し
い
事
業
に
取
り
組
み
、
結
果
と
し
て
例
年
に
な
い

名
の

11

新
会
員
の
入
会
に
つ
な
が
っ
た
。

《会
議
》

＊
4
月

日
㈰

支
部
通
常
総
会

本
人
出
席

委
任
状
1
1
2
、
事

19

31

業
・
収
支
報
告
、
事
業
計
画
・
予
算
の
承
認
。

＊
7
月

日
㈪

支
部
活
性
化
委
員
会

8
名

新
規
事
業
の
検
討
。

27
月

日
㈮
支
部
活
性
化
委
員
会

6
名

写
真
展
等
検
討
。

10

16
月

日
㈯
支
部
活
性
化
委
員
会

6
名

登
山
教
室
検
討
。

10

21

3
月

日
㈮
支
部
活
性
化
委
員
会

4
名

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
検
討
。

11

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
5
月
9
日
㈯
〜

日
㈰

支
部
山
行

西
穂
高
岳

4
名
。

10

＊
6
月
6
日
㈯

ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
記
念
山
行

徳
本
峠
越

公
益
事
業
と

し
て
の
取
り
組
み
で
一
般
参
加
含
め
約
2
0
0
名
。

＊
8
月
8
日
㈯
〜
9
日
㈰

支
部
山
行

白
馬
岳

3
名
。

＊
9
月

日
㈯
〜

日
㈰

尾
瀬

8
名
。

12

13

＊
1
月

日
㈪
〜
2
月
8
日
㈪

ポ
ニ
ン
・
ラ
ジ（
ミ
ャ
ン
マ
ー
)
5
名
。

25

＊
3
月
5
日
㈯
〜
6
日
㈰

ス
キ
ー
合
宿

乗
鞍
高
原

9
名
。

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
6
月
7
日
㈰

第

回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭

上
高
地
記
念
講
演

谷
口
け

69

い
氏
。

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰

岳
都
松
本
・
山
岳
フ
ォ
ー
ラ
ム

会
場
・
ま

11

28

29

支部の活動報告
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つ
も
と
市
民
芸
術
館
「
山
の
力
」を
テ
ー
マ
に
し
た
今
年
度
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
合
せ
、
会
場
内
で
支
部
主
催
の
「
信
州
の
山
〜
世
界
の
山
・
山

を
愉
し
む
写
真
展
」
を
開
催
、
支
部
会
員
撮
影
の
写
真
を
展
示
し
た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
入
場
者
数
は
2
日
間
で
約
2
0
0
0
人
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
報

第

号

6
月
発
行
。

支
部
会
員
へ
の
情
報
提
供
ツ
ー
ル

62

と
し
て
新
た
に
「
支
部
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
を
作
成
、
本
年
は
4

回
発
行
し
た
。

(米
倉
逸
生
)

■

岐

阜

支

部

｢山
情
報
交
換
会
」
が
開
催
さ
れ
て
か
ら
次
年
度
の
山
行
希
望
が
増
え
、

要
望
の
す
べ
て
が
事
業
に
反
映
さ
れ
た
。
増
え
過
ぎ
て
参
加
者
が
集
ま
ら

ず
中
止
に
な
っ
た
り
、
雨
に
た
た
ら
れ
延
期
さ
れ
て
次
の
計
画
と
重
な
っ

た
り
し
て
、
た
く
さ
ん
の
山
行
が
中
止
と
な
っ
た
。

年
度
は
絞
り
込
ん

27

だ
計
画
で
進
め
て
い
る
。
以
下
は

年
度
の
主
な
活
動
報
告
で
あ
る
。

27

《会
議
》

＊
4
月

日
㈯
定
時
総
会

事
業
報
告
・
計
画
、
決
算
・
予
算
な
ど
原
案

25

ど
お
り
満
場
一
致
で
可
決
。
そ
の
後
懇
親
会
を
実
施
。
出
席

名
。

40

＊

月
〜

月

毎
月
第
2
木
曜
日
に
役
員
会
を

回
開
催
。
支
部
役
員

5

3

11

名
ほ
ど
が
集
ま
り
、
支
部
運
営
や
事
業
に
つ
い
て
協
議
。

14

《公
益
事
業
》

＊
山
岳
講
演
会

月

日
㈮
｢私
と
山
岳
警
備
隊（
遭
難
現
場
報
告
）」（
岐

11

13

阜
県
警
山
岳
警
備
隊
飛
騨
方
面
隊
隊
長

谷
口
光
洋
氏
）聴
講
者

名
。

92

＊
権
現
の
森
林
づ
く
り
4
月

日
㈰
〜

月

日
㈯

回

参
加

19

11

21

12

52

名
。

植
樹
（
ド
ン
グ
リ
・
ミ
ズ
ナ
ラ
・
ア
ベ
マ
キ
）
1
7
0
本
、
植
栽
地
の

下
刈
り
・
地
栫
え
・
整
備
、
登
山
道
・
遊
歩
道
整
備
、
マ
イ
マ
イ
ガ
の

発
生
予
防
、
猛
獣
ネ
ッ
ト
設
置
、
道
具
小
屋
の
整
備
を
行
な
っ
た
。

＊
写
真
展

月
1
日
㈫
〜

日
㈪
岐
阜
市
長
良

喫
茶
パ
ゼ

12

28

1
月

日
㈭
〜

日
㈰
山
県
市
大
桑

香
り
会
館

作
品

点
、
出

7

31

24

展
者
9
名
。

《共
益
事
業
》

＊
月
例
山
行

4
月

日
㈰
春
期
懇
親
山
行

飯
盛
山
・
西
津
汲

参
加

名
。

26

28

5
月

日
㈰
例
会

上
谷
山
〜
鏡
山

参
加

名
。

10

11

6
月
7
日
㈰
今
西
錦
司
記
念
山
行

母
袋
烏
帽
子

参
加
9
名
。

7
月

日
㈬
〜

日
㈰
海
外
山
行

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
・
ア
バ
チ
ャ
山

22

26

参
加

名
。

12

8
月

日
㈰
例
会

能
郷
白
山

参
加
5
名
。

9

8
月

日
㈰
夏
期
山
行

長
良
川
源
流
部
遡
上

参
加

名
。

23

12

9
月

日
㈰
例
会

岩
籠
山

参
加

名
。

20

10

月
4
日
㈰
例
会

川
上
岳
〜
位
山

参
加

名
。

10

15
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月

日
㈰
例
会
／
金
糞
岳
・
白
倉
山

参
加

名

11

1

12

月

日
㈰
例
会

納
古
山

参
加

名
。

12

13

10

2
月

日
㈰
例
会

如
来
ヶ
岳
・
城
ヶ
峰

参
加

名
。

28

17

3
月
6
日
㈰
例
会

火
山

参
加
8
名
。

＊
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
山
行

5
月
3
日
㈰
例
会

漆
山
岳

参
加
9
名
。

5
月

日
㈰
ゆ
き
た
く
な
い
山

箕
谷
山

参
加
9
名
。

24

6
月

日
㈰
白
山
禅
定
道
探
索

三
の
宿
探
し

参
加

名
。

14

12

8
月
2
日
㈰
沢
登
り

大
倉
沢

参
加
8
名
。

月

日
㈯
〜

日
㈰
秋
期
懇
親
山
行

富
士
見
台
・
南
沢
山

参

10

10

11

加
5
名
。

月

日
㈰
例
会

雨
乞
岳

参
加

名
。

11

22

11

＊
講
習
会

7
月

日
㈰
岩
登
り
講
習
会

御
在
所
岳
前
尾
根

参
加
6
名

26
月

日
㈰
岩
登
り
講
習
会

御
在
所
岳
前
尾
根

参
加
6
名

11

29

＊
自
然
観
察
会

月

日
㈰
屏
風
山

参
加
9
名

10

18

＊
雪
山
山
行

1
月

日
㈯
奥
越
の
山

高
倉
山

参
加
5
名
。

16

3
月

日
㈯
〜

日
㈰
冬
期
山
行

大
日
ヶ
岳
〜
丸
山

参
加
4
名
。

26

27

＊
他
支
部
主
管
山
行

4
月

日
㈯
全
国
支
部
懇
談
会

参
加

名
。

11

12

月
7
日
㈯
〜
8
日
㈰
5
支
部
合
同
懇
親
山
行

火
燈
山

参
加
9

11名
。

2
月

日
㈯
〜

日
㈰
5
支
部
合
同
ス
キ
ー
山
行

大
寺
山
参
加
5

27

28

名
。

＊
懇
親
会

月

日
㈮
理
事
会
・
忘
年
会

参
加

名
。

12

11

13

1
月

日
㈯
新
春
懇
談
会

岐
阜
キ
ャ
ッ
ス
ル
イ
ン

参
加

名
。

23

28

《会
報
》

9
月

日
㈬
「
岐
阜
山
岳
」
第

号
発
行
。

30

78

3
月

日
㈭
「
岐
阜
山
岳
」
第

号
発
行
。

31

79

(今
峰
正
利
)

■

静

岡

支

部

支
部
活
動
の
事
務
局
一
極
集
中
を
避
け
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
会
員
の

活
動
参
加
を
目
指
し
、
5
月
に
公
益
事
業
、
集
会
山
行
、
会
報
編
集
の
3

つ
の
委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
（
組
織
の
改
編
）。
重
要
事
項
は
各
委
員
会

の
正
副
委
員
長
と
事
務
局
長
で
構
成
す
る
役
員
会
で
協
議
決
定
す
る
こ
と

と
し
た
。
活
動
は
ま
だ
、一
部
の
者
に
留
ま
っ
て
い
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、

全
員
参
加
型
の
ク
ラ
ブ
組
織
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
。

《公
益
事
業
委
員
会
》

＊
ハ
イ
キ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
を
3
回
実
施
。

支部の活動報告
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4
月

日

竜
爪
山

受
講
生

名
、
会
員
7
名
。

26

34

5
月

日

大
光
山

受
講
生

名
、
会
員
4
名
。

31

13

月

日

沼
津
ア
ル
プ
ス

受
講
生
8
名
、
会
員
7
名

12

13

＊
山
の
日
記
念
行
事
の
実
行
委
員
会
の
立
ち
上
げ

8
月

日
に
静
岡
市

11

で
記
念
講
演
会
と
山
岳
写
真
展
の
開
催
、

月

日
に
東
部
、
中
部
、

10

16

西
部
3
ヶ
所
で
一
般
対
象
の
記
念
ハ
イ
ク
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し

た
。

《集
会
山
行
委
員
会
》

＊
支
部
会
員
集
会

8
月

日

納
涼
会
、

名
。

19

26

月

・

日

秋
の
懇
親
山
行

名
参
加
。

11

14

15

17

1
月

日

新
年
会

名
参
加
。

10

39

＊
会
員
山
行

4
月

日

竜
爪
山
、
8
名
参
加
。
5
月

日

大
光
山
、
5
名
参
加
。

19

24

7
月

〜

日

白
根
三
山
縦
走
6
名
参
加
。

月
3
〜
4
日

蝶
ヶ

18

20

10

岳
・
常
念
岳

4
名
参
加
。

月

日

黒
法
師
岳

5
名
参
加
。

10

25

11

月

日

沼
津
ア
ル
プ
ス

名
参
加
。

29

24

《会
報
編
集
委
員
会
》

＊
支
部
会
報
『
不
盡
』

・

号
発
行
。

77

78

＊
南
ア
ル
プ
ス
登
山
開
拓
史
の
編
纂
（
支
部
創
立

周
年
記
念
事
業
と
し

70

て
実
施
決
定
）

《山
荘
の
贈
与
》

＊
荻
野
恭
一
永
年
会
員
（
5
4
6
6
）
よ
り
、
静
岡
市
郊
外
の
竜
爪
山
の

牛
妻
登
山
コ
ー
ス
沿
い
に
あ
る
氏
所
有
の
山
荘
（
文
珠
山
荘
、
敷
地
＝

約
2
8
0
0
㎡
）
を
日
本
山
岳
会
に
寄
付
の
申
し
出
が
あ
り
、
贈
与
の

手
続
き
が
完
了
し
た
。

《南
ア
ル
プ
ス
井
川
登
山
基
地
構
想
》

＊
南
ア
ル
プ
ス
南
部
へ
の
大
井
川
沿
い
の
入
山
コ
ー
ス
は
い
ま
だ
に
未
整

備
で
、
入
山
し
づ
ら
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
2
0
1
5
年
よ
り
、
井
川

地
区
の
振
興
を
も
視
野
に
入
れ
た
井
川
登
山
基
地
構
想
を
具
体
化
す
る

べ
く
、
有
志
会
員
が
活
動
を
始
め
て
い
る
。

(大
島
康
弘
)

■

東

海

支

部

東
海
支
部
は
平
成

年
に
支
部
創
立

周
年
を
迎
え
た
が
、
ほ
か
の
支

27

54

部
と
同
様
、東
海
支
部
で
も
会
員
の
平
均
年
齢
が
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
現
状
を
打
破
す
る
た
め
、
さ
ら
に
は
支
部
の
活
性
化
を
図
る
た

め
若
年
層
の
諸
君
が
入
会
し
や
す
い
仕
組
み
を
作
っ
た
。
そ
の
甲
斐
あ
っ

て
平
成

年
度
は
多
数
の

歳
未
満
の
新
入
会
員
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
が

27

40

で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
支
部
活
動
を
活
発
に
す
る
上
で
今
後
に
つ
な
が
る

と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
本
部
1
1
0
周
年
記
念
出
版
事
業
『
イ
ン
ド
・

ヒ
マ
ラ
ヤ
』
の
編
集
を
手
が
け
、

月
に
出
版
し
た
。
本
年
度
は
新
た
に

12

「
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
委
員
会
」
と
「
技
術
向
上
委
員
会
」
を
立
ち
上
げ
、
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支
部
活
動
の
活
性
化
に
努
め
た
。
同
時
に
安
全
登
山
を
図
る
た
め
、
今
ま

で
の
電
話
に
よ
る
登
山
届
に
加
え
「
登
山
届
専
用
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
」
を

作
り
、
登
山
届
提
出
を
呼
び
か
け
た
。

な
お
、
3
月
末
現
在
の
支
部
員
数
は
3
5
3
名
と
な
り
、
昨
年
末
よ
り

名
の
純
増
と
な
っ
た
。

31《会
議
》

＊
支
部
通
常
総
会

5
月

日
㈯
平
成

年
事
業
・
決
算
報
告
、
平
成

年
事
業
計
画
・
予

16

26

27

算
、
表
彰
並
び
に
後
援

出
席
2
2
0
名
（
当
日
出
席

名
、
委
任
状

75

1
4
5
名
）。

＊
常
務
委
員
会

毎
月
第
4
水
曜
日
開
催
（
支
部
長
、
副
支
部
長
、
各
委
員
長
が
参
加

支
部
運
営
の
基
本
事
項
に
つ
い
て
審
議
）。

＊
正
副
支
部
長
会
議

毎
月
第
3
水
曜
日
開
催
（
支
部
長
、
副
支
部
長
、
総
務
委
員
長
が
参
加

常
務
委
員
会
に
先
立
ち
、
主
要
事
項
に
事
前
審
議
）。

＊
各
委
員
会
（

委
員
会
）
毎
月
1
回
開
催
（
各
委
員
会
の
活
動
内
容
の

21

審
議
）。

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
南
米
ア
コ
ン
カ
グ
ア
登
山
隊
の
派
遣
（
学
生
部
4
名
、
う
ち
2
名
登
頂
）

月

日
登
頂
。

3

8

＊
山
行
委
員
会
定
例
山
行
（
計
画

、
実
施

回

参
加
者
合
計
2
7
1

47

34

名
）。

＊
青
年
部
（
定
例
・
個
人
山
行

合
計

隊
（
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
ロ
ッ
キ
ー
、

20

八
ヶ
岳
、
錫
杖
岳
、
谷
川
岳
、
小
川
山
、
後
立
山
、
剱
岳
、
穂
高
〜
槍

縦
走
、涸
沢
な
ど
）、合
宿
訓
練
4
月

日
〜
5
月
6
日

岳
沢（

名
）、

26

18

7
月
小
川
山
（

名
）、
1
月
八
ヶ
岳
（

名
）、

研
修
山
行

9
月

25

20

剱
岳
（
チ
ン
ネ
左
稜
線
、
八
ツ
峰
、
源
次
郎
尾
根
、
6
峰
Ｃ
フ
ェ
ー
ス

名
）。

11
＊
支
部
友
会
定
例
山
行
（
計
画

、
実
施

回
、
参
加
2
0
6
名
）。

37

27

＊
東
海
ユ
ー
ス

定
例
山
行

回
（
1
6
4
名
）、
個
人
山
行

回
（
1
5

14

62

2
名
）

＊
亀
の
会

定
例
9
回
（
2
1
2
名
）、
自
主
企
画
山
行
4
回
（

名
)

66

＊
登
山
教
室
（
5
教
室
、
月
1
回
の
座
学
と
山
行
、
生
徒
数
1
教
室
当
た

り

名
、
指
導
は
支
部
員

名
）。

20

36

＊
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

視
覚
障
が
い
者
支
援
登
山
（
5
月

名
参
加
、

44

月

名
参
加
、

月

名
参
加
）、
親
子
ふ
れ
あ
い
登
山
（

月
2
3

11

45

2

36

10

3
名
参
加
）、
知
的
障
が
い
者
支
援
登
山
（
4
月

名
参
加
）。

55

＊
森
づ
く
り
活
動

県
有
林
「
や
ま
じ
の
森
」、
東
大
演
習
林
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
所

有
山
桜
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
森
づ
く
り
、
遊
歩
道
の
整
備
、
間
伐
作
業
な

ど

通
年
（
作
業
日
数

日
、
年
間
参
加
1
3
0
0
名
）。

30

＊
森
の
音
楽
祭

月

日
（
自
然
観
察
会
含
む
）、
参
加
者
5
5
0
名
、

10

24

内
支
部
員

名
。

80

＊
自
然
観
察
会

毎
月
1
回
第
3
土
曜
日
（
参
加
者
2
1
0
名
、
内
支
部

支部の活動報告
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員

名
が
観
察
説
明
員
と
し
て
参
加
）。

40

＊
同
好
会
の
活
動

同
好
の
士
と
本
支
部
の
事
業
目
的
に
沿
っ
た
多
様
な

活
動
を
通
じ
て
有
意
義
な
ク
ラ
ブ
ラ
イ
フ
を
享
受
し
て
い
る
（
現
在
8

つ
の
同
好
会
が
活
動
中
）。

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
第
3
回
夏
山
フ
ェ
ス
タ
の
開
催

6
月

日
・

日
に
名
古
屋
ウ
イ
ン

20

21

ク
ア
イ
チ
7
階
、
8
階
に
て
開
催
。
特
別
協
力
の
形
で
運
営
に
参
加
。

の
山
小
屋
を
は
じ
め
登
山
用
品
メ
ー
カ
ー
、
自
治
体
な
ど

の
出
展

23

89

数
が
あ
り
、
来
場
者
数
は
2
日
間
で
6
9
3
0
人
で
あ
っ
た
（

名
の

78

支
部
員
が
支
援
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
従
事
）。

＊
第

回
東
海
岳
人
写
真
展
の
開
催

3
月

〜

日
、
名
古
屋
市
民

15

15

20

ギ
ャ
ラ
リ
ー
栄
に
て
開
催
。
皇
太
子
殿
下
が
撮
影
さ
れ
た
写
真
の
ほ
か

に
東
海
支
部
員
、
支
部
友
会
員
が
撮
影
し
た

点
を
出
展
、
来
場
者
数

97

2
5
0
1
名
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
『
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
』（
日
本
山
岳
会
創
立
1
1
0
周
年
記
念
出
版
事

業
）
平
成

年

月
に
出
版
。

27

12

＊
支
部
報
の
発
行
（
年
4
回

4
、
7
、

、
1
月
）。

10

＊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
た
支
部
活
動
の
情
報
発
信
（
通
年
）

《講
演
会
》

＊
「
立
山
・
剱
岳
に
お
け
る
現
存
氷
河
な
ら
び
に
他
の
現
存
氷
河
の
可
能

性
」
講
演
者
=飯
田
肇
氏
、
1
月

日
高
砂
殿
に
て
開
催
、
参
加

名
。

16

75

＊
「
小
説
『
氷
壁
』
と
ナ
イ
ロ
ン
ザ
イ
ル
事
件
」
講
演
者
=尾
上
昇
氏
、
2

月

日
Ｏ
Ｍ
Ｃ
ビ
ル
講
堂
に
て
開
催
、
参
加

名

10

85

(毛
利
邦
男
)

■

京
都
・
滋
賀
支
部

京
都
・
滋
賀
支
部
は
、
1
9
8
6
年
3
月

日
に
設
立
さ
れ
、

年
に

15

29

な
り
ま
し
た
。
幅
広
い
活
動
と
、
会
員
、
友
の
会
、
会
友
の
積
極
的
交
流

を
図
り
、
地
域
に
根
ざ
し
た
山
行
、
講
演
会
、
公
益
社
団
法
人
と
し
て
の

社
会
貢
献
事
業
等
を
企
画
、
実
行
し
ま
し
た
。

ま
た
、
次
年
度
は
設
立

周
年
を
迎
え
る
た
め
、
記
念
事
業
の
策
定
計

30

画
の
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
活
発
に
議
論
し
て
い
ま
す
。

《会
議
》

＊
総
会
・
講
演
会
4
月

日
㈯
講
演
会

山
本
紀
夫
氏

出
席

名
。

18

34

＊
支
部
役
員
会

毎
月
第
1
水
曜
日
に
開
催
（
祝
日
の
場
合
は
第
2
水
曜

日
）

＊

周
年
記
念
事
業
委
員
会
、
編
集
委
員
会
、
今
西
錦
司
レ
リ
ー
フ
を
守

30る
会
、
今
西
錦
司
賞
選
考
委
員
会
、
適
時
開
催
。

《部
会
活
動
》

＊
自
然
保
護
部
会
4
月

日
㈫
、
7
月

日
㈪
、

月
6
日
、
1
月

日

21

13

10

28

㈭
開
催
。
ダ
ン
ダ
坊
の
整
備
作
業
5
月

日
㈰
、

月
7
日
㈯
実
施
。

31

11

＊
山
行
部
会
、
海
外
山
行
部
会

1
月

日
㈮
開
催
。

29
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《山
行
、
集
会
》

＊
4
月

日
㈭
平
日
例
会
山
行

天
吉
寺
山

参
加
6
名
。

23

＊
4
月

日
㈫
山
歩
会

三
上
山
三
山

参
加

名
。

28

16

＊
5
月

日
㈭
ベ
ニ
バ
ナ
ヤ
マ
シ
ャ
ク
ヤ
ク
観
察
会

参
加
4
名
。

14

＊
5
月

日
㈭
平
日
山
行
例
会

南
洞
山

参
加
4
名
。

21

＊
5
月

日
㈫
山
歩
会

鷲
峰
山

参
加

名
。

26

13

＊
6
月
7
日
㈰
今
西
錦
司
レ
リ
ー
フ
の
集
い

参
加
4
名
。

＊
6
月

日
㈭
平
日
例
会
山
行

大
浦
越
〜
深
坂
峠

参
加
4
名
。

11

＊
6
月

日
㈯
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
講
習
会
比
良
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ウ
ォ
ー
ル

13

参
加

名
。

13

＊
6
月

日
㈫
山
歩
会

廃
村
八
丁
・
品
谷
山

参
加

名
。

23

12

＊
7
月

日
㈯
〜

日
㈪
夏
山
山
行

湯
ノ
丸
山

参
加
5
名
。

18

20

＊
7
月

日
㈯
大
文
字
山
納
涼
山
行

参
加

名
。

25

11

＊
7
月

日
㈯
〜

日
㈰
夏
山

大
門
山
・
猿
ヶ
山

参
加
4
名
。

25

26

＊
7
月

日
㈰
山
歩
会

賤
ヶ
岳

参
加

名
。

28

12

＊
7
月

日
㈰
沢
登
り
山
行

逢
山
峡

参
加
4
名
。

31

＊
8
月

日
㈭
巨
木
観
察
会

丹
波
篠
山
方
面

参
加
5
名
。

27

＊
9
月

日
㈫
平
日
例
会
山
行

板
並
山

参
加
3
名
。

15

＊
9
月

日
㈯
〜

日
㈬
お
月
見
山
行

浅
草
岳

参
加
4
名
。

19

23

＊
9
月

日
㈫
山
歩
会

三
峠
山

参
加

名
。

29

12

＊

月

日
㈮
秋
の
ス
ケ
ッ
チ
山
行

参
加
3
名
。

10

16

＊

月

日
㈭
平
日
例
会
山
行

カ
ナ
山

参
加
6
名
。

10

22

＊

月

日
㈯
山
歩
会

地
蔵
山

参
加
5
名
。

10

27

＊

月

日
㈭
平
日
例
会
山
行

ブ
ン
ゲ
ン
山

参
加
6
名
。

11

12

＊

月

日
㈫
山
歩
会

蛇
谷
ヶ
峰

参
加

名
。

11

24

10

＊

月

日
㈭
平
日
例
会
山
行

忘
年
山
行

逢
坂
山

参
加
8
名
。

12

10

＊

月

日
㈯
〜

日
㈮
海
外
山
行
ア
ダ
ム
ス
ピ
ー
ク
（
ス
リ
ー
・
パ
ー

12

12

18

ダ
2
2
4
3
ｍ
）
登
頂
と
ス
リ
ラ
ン
カ
世
界
遺
産

参
加
5
名
。

＊

月

日
㈫
山
歩
会

高
塚
山

参
加

名
。

12

22

10

＊
1
月
3
日
㈰
初
詣
山
行

八
王
子
山

参
加

名
．

26

＊
1
月

日
㈭
平
日
例
会
山
行

呉
枯
ノ
峰
と
菅
山
寺

参
加
6
名
。

14

＊
1
月

日
㈬
支
部
新
年
会

参
加

名
。

20

52

＊
2
月

日
㈯
〜

日
㈰
ス
キ
ー
例
会

参
加
8
名
。

13

14

＊
2
月

日
㈭
平
日
例
会
山
行

二
ノ
瀬
ユ
リ
道
〜
魚
谷
山

参
加
6

18

名
。

＊
2
月

日
㈫
山
歩
会

飯
道
山

参
加

名
。

23

11

＊
3
月

日
㈫
山
歩
会

横
山
岳
〜
水
井
岳

参
加

名
。

22

12

＊
3
月

日
㈭
平
日
例
会
山
行

小
谷
山
北
の
三
角
点
（
雨
森
)
参
加

24

3
名
。

《公
益
社
団
法
人
支
部
活
動
》

＊
5
月

日
㈰

親
子
登
山
教
室

大
文
字
山

参
加

名
。

10

20

＊
8
月
9
日
㈰

親
子
登
山
教
室

魚
谷
山
と
流
し
そ
ー
め
ん

参
加
49

名
。

《他
支
部
交
流
山
行
》

支部の活動報告
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＊
4
月

日
㈯
〜

日
㈰
小
島
烏
水
祭
・
全
国
支
部
懇
談
会（
四
国
支
部
)

11

12

参
加
3
名
。

＊
7
月

日
㈯
〜

日
㈰
自
然
保
護
全
国
集
会
（
東
京
多
摩
支
部
)
参

11

12

加
1
名
。

＊
9
月

日
㈯
〜

日
㈰
全
国
支
部
合
同
会
議

参
加
2
名
。

26

27

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰
森
の
勉
強
会（
京
滋
支
部
担
当
)
参
加

名
。

10

24

25

26

＊

月
7
日
㈯
〜
8
日
㈰
火
燈
山
（
石
川
支
部
）
参
加
6
名
。

11
＊

月

日
㈯
〜

日
㈰
広
島
支
部
交
流
登
山（
広
島
支
部
）参
加
5
名
。

11

21

23

＊

月
5
日
㈯

全
国
支
部
長
会
議

参
加
1
名
。

12
＊

月
5
日
㈯

年
次
晩
餐
会

参
加
8
名
。

12
＊
2
月

日
㈯
〜

日
㈰
5
支
部
ス
キ
ー
山
行
（
富
山
支
部
)
参
加
3

27

28

名
。

た
だ
い
ま

周
年
記
念
事
業
、
山
の
日
記
念
山
行
等
、
皆
で
一
人
で
も

30

多
く
参
加
で
き
る
事
業
を
計
画
す
べ
く
奮
闘
し
て
い
ま
す
。

(幣
内
規
男
)

■

関

西

支

部

平
成

年
に
関
西
支
部
は
設
立

周
年
を
迎
え
、
5
月

日
に
神
戸
北

27

80

30

野
ク
ラ
ブ
六
甲
荘
に
て
記
念
式
典
・
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
た
と
こ

ろ
、
全
国
か
ら
森
武
昭
会
長
は
じ
め
総
勢
1
7
6
名
の
参
加
者
を
得
て
盛

大
に
催
さ
れ
た
。
ま
た
、
翌
日
は
3
パ
ー
テ
ィ
に
分
か
れ
て
六
甲
山
頂
に

登
り
、
そ
の
後
は
有
馬
温
泉
に
浸
か
っ
て
解
散
し
た
。
関
連
し
て
『
関
西

支
部

周
年
史
』
と
『
近
畿
分
水
嶺
踏
査
』
を
刊
行
し
た
。

80
引
き
続
き
平
成

年
度
の
東
ネ
パ
ー
ル
北
東
部
の
ナ
ン
ガ
マ
リ
Ⅱ
峰
か

28

ら
Ⅰ
峰
へ
の
縦
走
の
成
功
を
目
指
し
て
準
備
を
進
め
て
い
る
。

ま
た
、
一
般
行
事
に
つ
い
て
は
、
よ
り
幅
広
い
参
加
者
層
の
参
加
を
目

指
し
て
、
取
り
組
み
や
す
い
メ
ニ
ュ
ー
を
増
や
し
て
実
施
し
て
き
た
が
、

引
き
続
き
新
た
な
参
加
者
が
発
掘
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
く
。

《会
議
》

＊
通
常
総
会

4
月

日
㈬

ホ
テ
ル
グ
リ
ー
プ
ラ
ザ
大
阪

参
加
者

22

38

名
。
事
業
報
告
、
決
算
報
告
、
事
業
計
画
、
予
算
を
可
決
。

＊
評
議
員
会

4
、
6
、
3
月
に
実
施

支
部
運
営
に
つ
い
て
諮
問
。

＊
委
員
会

7
回
実
施
、
延
べ
1
3
3
名
が
出
席
。

＊
総
務
委
員
会

6
回
実
施
。

＊
山
行
委
員
会

6
月
に
開
催

年
間
計
画
の
作
成
。

＊
広
報
委
員
会

5
回
実
施

支
部
報
編
集
、
Ｈ
Ｐ
の
内
容
検
討
。

＊

周
年
記
念
海
外
登
山
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

回
実
施

延
べ
1
2

80

10

9
名
が
出
席
。

《山
行
》

＊
関
西
支
部
県
境
縦
走

毎
月
1
泊
2
日
で

回
実
施

延
べ
2
4
5
名

12

参
加

岡
牧
場
か
ら
天
狗
木
峠
を
縦
走
。

＊
4
0
0
0
山
グ
ラ
ン
プ
リ

回
テ
ン
ト
泊
で
実
施

延
べ

日
、
延

11

32

べ
1
7
2
名
が
参
加
。
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＊
ゆ
る
や
か
山
行
（
里
山
山
行
・
歴
史
と
文
化
を
た
ず
ね
る
）

回
実
施

10

延
べ
3
2
5
名
が
参
加
。

＊
海
外
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

7
月

日
か
ら
8
月
5
日

バ
リ
島
・
ア
グ
ン

31

山
、
バ
ト
ゥ
カ
ル
山
で
実
施

4
名
が
参
加
。

＊
沢
登
り

8
月

日

東
横
尾
川
青
谷
で
実
施

参
加
者
6
名
。

30

＊
レ
ス
キ
ュ
ー
講
座

月

日
、

日
に
フ
ァ
ー
ス
ト
エ
イ
ド
に
つ
い

12

13

17

て
実
施

参
加
者
延
べ

名
。

36

《安
全
登
山
啓
発
》

＊
登
山
教
室

初
級
か
ら
上
級
の
3
ク
ラ
ス
で
、
座
学
1
日
と
実
践
3
日

を
1
ク
ル
ー
と
し
て
3
回
実
施

参
加
者
延
べ
3
1
9
名
。

《自
然
保
護
》

＊
本
山
寺
山
森
林
づ
く
り

森
林
保
全
な
ど

回
実
施
、
延
べ
2
3
0
名

32

参
加
。

＊
東
お
多
福
山
草
原
復
元
活
動

ス
ス
キ
草
原
復
元
活
動
な
ど

回
実
施

19

延
べ

名
参
加
。

30

＊
観
察
会
他

4
月

、

日

第
8
回
森
の
勉
強
会

愛
知
県
東
大
演

18

19

習
林

3
名
参
加
。
7
月

、

日

自
然
保
護
全
国
集
会

東
京
都

11

12

青
梅
市

3
名
参
加
。
7
月

日

自
然
観
察
会

奈
良
県
川
上
村

15

8
名
参
加
。

月

、

日

第

回
森
の
勉
強
会

京
都
市
嵐
山

10

24

25

19

7
名
参
加
。

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
》

＊
関
西
支
部

周
年
記
念
式
典
・
フ
ォ
ー
ラ
ム

5
月

日

北
野
ク
ラ

80

30

ブ
六
甲
荘
に
て
開
催
「
但
馬
が
生
ん
だ
孤
高
の
登
山
家
加
藤
文
太
郎
と

植
村
直
己
を
語
る
」
講
演

平
林
克
敏
氏

朗
読
劇

加
藤
芳
樹
と
仲

間
た
ち

参
加
者
1
7
6
名
。
記
念
山
行

六
甲
最
高
峰
か
ら
有
馬
温

泉

参
加
者
1
1
6
名
。

＊
山
の
日
関
連
行
事

月

日

著
者
と
語
る
会

大
阪
府
立
中
央
図

11

14

書
館

中
山
和
美
氏
の
講
演
「
山
で
い
ろ
ん
な
も
の
に
会
い
ま
し
た
！

ク
マ
と
か
変
な
ヒ
ト
と
か
オ
バ
ケ
と
か
」
参
加
者

名
。

月

日

54

11

15

わ
ん
ぱ
く
探
検

本
山
寺
山
の
森

参
加
者

名

内
子
供
3
名
。

11

《講
演
会
な
ど
関
連
行
事
》

＊
夏
期
懇
談
会

8
月

日

グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
大
阪

重
廣
恒
夫
氏

26

解
説

記
録
映
画
『白
き
氷
河
の
果
て
に
』

参
加
者

名
。

69

《広
報
》

＊
支
部
報
発
行

6
、
9
、

、
3
月
に
4
回
発
行
。

12

＊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

適
宜
更
新
。

(金
井
良
碩
)

■

山

陰

支

部

平
成

年
度
通
常
総
会
に
お
い
て
、
長
年
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
伊
澤

27

寿
高
事
務
局
長
に
代
わ
り
、
角
明
男
会
員
（
1
0
6
1
7
）
の
就
任
に
よ

り
新
体
制
で
活
動
を
開
始
し
た
。

主
要
な
支
部
事
業
と
し
て
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
中
四
国
支
部
交
流
会

支部の活動報告
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と
し
て
、
今
年
は
山
陰
支
部
が
担
当
し
て
、
大
山
の
登
山
基
地
で
あ
る
大

山
寺
で
開
催
し
た
。
こ
の
事
業
に
併
せ
鳥
取
県
の
協
力
を
得
て
、
国
民
の

休
日
﹇
山
の
日
﹈
を
記
念
し
て
第
2
回
大
山
寺
集
会
を
企
画
し
、
重
廣
恒

夫
さ
ん
を
講
師
に
記
念
講
演
を
い
た
だ
き
、
た
く
さ
ん
の
聴
衆
の
参
加
を

得
て
、
盛
会
の
内
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

2
0
1
9
年
に
は
、
山
陰
支
部
創
立

周
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
記

70

念
事
業
と
し
て
位
置
付
け
る
島
根
県
東
部
の
出
雲
地
方
と
鳥
取
県
西
部
の

伯
耆
地
方
の
神
話
に
語
り
継
が
れ
る
山
々
を
踏
査
し
て
『
雲
伯
の
山
々
』

（
仮
題
）
の
発
刊
を
目
的
に
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
月
例
山
行
に
お
い
て
、

道
後
山
ほ
か

座
を
踏
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
会
の
活
性
化
を
図
る
上

6

か
ら
も
今
後
、
創
立

周
年
に
向
け
て
積
極
的
に
行
動
し
て
い
き
た
い
と

70

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

《会
議
》

＊
月
例
会
の
開
催

米
子
市
公
会
堂
第
7
集
会
室
で
各
月
第
4
週
の
火
曜

日
に
開
催
し
た
。

＊
4
月

日
㈯
通
常
総
会

米
子
市
公
会
堂
第
7
集
会
室

出
席
者

26

23

名

平
成

年
度
事
業
報
告
、
会
計
監
査
報
告
、
平
成

年
度
事
業
計

26

27

画
、
山
陰
支
部
創
立

周
年
記
念
事
業
へ
の
取
り
組
み
と
平
成

年
度

70

27

予
算
等
を
審
議
し
て
、
執
行
部
（
案
）
を
満
場
一
致
で
承
認
し
た
。

＊
6
月

日
㈭
大
山
環
境
会
議

大
山
町
大
山
支
所

出
席
者
角
事
務

25

局
長
。

＊
8
月
8
日
㈯
中
四
国
支
部
交
流
会
第
1
回
実
行
委
員
会

出
席
6
名

＊
9
月

日
㈯
〜

日
㈰
平
成

年
度
支
部
合
同
会
議

四
谷
主
婦
会

25

26

27

館

出
席
者
支
部
長
ほ
か
1
名
。

＊

月
8
日
㈭
中
四
国
支
部
交
流
会
第

回
実
行
委
員
会

出
席
者
5

10

2

名
。

＊

月
5
日
㈯
支
部
長
会
議

京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

支
部
長
出
席
。

12
＊

月

日
㈯
山
陰
支
部
年
次
晩
餐
会

米
子
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ
テ
ル

12

12

出
席
者

名
。

20

《山
行
・
野
外
活
動
》

＊
4
月

日
月
例
山
行

船
上
山
（
6
1
6
ｍ
)
参
加
者
2
名
。

28

＊
5
月
4
日
月
例
山
行

船
通
山
（
1
1
4
3
ｍ
)
参
加
者
7
名
。

＊
5
月

日
㈯
〜

日
㈰

関
西
支
部
創
立

周
年
記
念
式
典
・
記
念
山

30

31

80

行

六
甲
山
系

参
加
者
2
名
。

＊
6
月

日
㈰
月
例
山
行

金
華
山
（
3
5
4
ｍ
)
鎌
倉
山
（
7
3
1

28

ｍ
)
参
加
者
2
名
。

＊
7
月

日
㈯
〜

日
㈰
宮
崎
支
部
創
立

周
年
記
念
式
典

宮
崎
県

11

12

30

高
千
穂

参
加
者
4
名
。

＊
9
月

日
㈫
月
例
山
行

鍋
山
（
6
5
6
ｍ
)
参
加
者
3
名
。

15

＊

月

日
㈯
月
例
山
行

大
万
木
山（
1
2
1
8
ｍ
)
参
加
者
4
名
。

10

17

＊

月

日
㈯
〜

月
1
日
㈪
中
四
国
支
部
交
流
会

三
鈷
峰
（
1
5

10

31

11

1
6
ｍ
）
交
流
登
山

参
加
者
山
陰
支
部

名
、
広
島
支
部

名

四

23

12

国
支
部

名
。

11

＊
3
月
3
日
㈭
月
例
山
行

鷲
峰
山
（
9
2
0
1
ｍ
)
参
加
者
2
名
。
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《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
地
域
振
興
活
動
》

＊
地
区
公
民
館
学
習
口
座
登
山
指
導

公
益
事
業

指
導
員
3
名
派
遣
。

＊

月

日
㈯
国
民
の
祝
日
「
山
の
日
」
を
記
念
し
て
第

回
大
山
寺
集

10

31

2

会
開
催

＊
3
月

日
㈯
〜

日
㈰
「
大
山
冬
山
パ
ト
ロ
ー
ル
」
冬
山
安
全
登
山
指

12

13

導

公
益
事
業

出
席
者
3
名
。

＊
3
月

日
㈯
〜

日
㈰
「
大
山
冬
山
パ
ト
ロ
ー
ル
」
冬
山
安
全
登
山
指

19

20

導

公
益
事
業

出
席
者
2
名
。

(中
井
俊
一
)

■

広

島

支

部

2
0
1
5
年
度
の
主
た
る
特
徴
は
各
山
行
委
員
会
、
ユ
ー
ス
ク
ラ
ブ
、

支
部
友
同
好
会
、
交
流
会
、
登
山
講
座
な
ど
で
の
登
山
活
動
の
活
性
化
だ
。

な
か
で
も
若
年
層
対
策
の
一
環
と
し
て
ジ
ュ
ニ
ア
・
ユ
ー
ス
育
成
の
成
果

が
表
わ
れ
始
め
た
。
し
か
し
、
地
元
新
聞
社
主
催
の
登
山
講
座
受
講
生
は

減
少
傾
向
に
あ
っ
た
。

支
部
ル
ー
ム
の
利
用
は
フ
ル
活
動
状
態
。
寄
贈
図
書
は
1
0
0
0
余

冊
。
会
員
数
は
期
首
1
7
6
名
、
新
入
会
者

名
、
退
会
8
名
、
期
末
1

17

8
5
名
で
あ
っ
た
。
支
部
友
会
員
・
会
友
を
含
め
る
と
期
末
総
数
2
1
6

名
で
あ
る
。

《会
議
》

＊
通
常
総
会

4
月
4
日
㈯

ホ
テ
ル
Ｊ
Ａ
Ｌ
シ
テ
ィ
広
島

本
部
か
ら

節
田
重
節
副
会
長
を
迎
え
る
。
出
席
1
3
6
名
（
当
日
出
席

名
、
委

72

任
状

名
）。

64

＊
役
員
会

6
月

日
㈭
1
月

日
㈭
3
月

日
㈭
拡
大
役
員
会

25

21

17

月

日
㈭

支
部
ル
ー
ム
。

10

22

＊
正
副
支
部
長
会
議

月
以
降

計
4
回
開
催

支
部
ル
ー
ム
。

11

＊
総
務
本
部
役
員
会

回

総
務
委
員
会
1
回

支
部
ル
ー
ム
。

12

＊
名
誉
役
員
会
議

月

日
㈬

名
誉
役
員
4
名
出
席

支
部
ル
ー

11

11

ム
。

＊
新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

5
月

日
㈭

新
入
会
員

名
出

28

14

席

支
部
ル
ー
ム
。

＊
支
部
規
程
改
訂

役
員
数
「

名
以
内
」
を
「

名
以
内
」
に
改
訂
。

20

25

＊
支
部
ル
ー
ム
の
活
用
（
例
会
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
役
員
会
、
委
員
会
、

山
楽
サ
ロ
ン
、
ル
ー
ム
メ
イ
ト
等
)
4
〜
2
月
（

ヶ
月
間
)
5
0

11

9
件
（

・
3
件
／
月
)
2
4
1
7
名
（
2
2
0
名
／
月
)
前
年
度

46

2
2
2
8
名
↓
今
年
度
2
4
1
7
名
（
＋
8
・
5
％
）

《山
行
･野
外
活
動
》

＊
第
1
山
行
委
員
会
例
会

回

延
べ
参
加
者
2
6
0
名
。
主
に
県
内
。

13

県
外
で
は
第

回
夏
山
登
山
バ
ス

立
山
三
山
･奥
大
日
岳

名
。

10

22

（
ほ
か
の
山
行
委
員
会
･登
山
講
座
受
講
生
を
含
む
と
総
勢
4
隊

名
）。

46

＊
第
2
山
行
委
員
会
例
会

回

延
べ
参
加
者
1
5
0
名
。
燕
岳
、
槍
ヶ

12

岳
、
大
山
、剱
岳
、甲
斐
駒
ヶ
岳
、
大
崩
山
、
宮
之
浦
岳
、
八
ヶ
岳
。

支部の活動報告
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＊
第
3
山
行
委
員
会
（
旧
Ｊ
‐
Ｈ
Ａ
Ｔ
）
例
会

年
間

回

延
べ
参
加

28

者
2
6
0
名
。

＊
支
部
友
委
員
会
例
会

年
4
回

延
べ
参
加
者

名
。
広
島
湾
岸
ト
レ

63

イ
ル

三
瓶
山
古
道
･街
道
巡
り
（
中
郡
古
道
な
ど
）
3
回

延
べ
参
加
者
1
0

0
名
。

＊
第
3
回
小
島
烏
水
祭
（
四
国
支
部
主
管
）
4
月

日
㈯
〜

日
㈰
第

11

12

31

回
全
国
支
部
懇
談
会

ホ
テ
ル
花
樹
海

飯
野
山
（
讃
岐
富
士
)
広

島
支
部
参
加
3
名
。

＊
第
2
回
山
陰
･広
島
･四
国
支
部
交
流
会
（
山
陰
支
部
主
管
)

月
10

31

日
㈯
〜

月
2
日
㈪
大
山

広
島
支
部
参
加
者

名
。

11

13

＊
北
九
州
支
部
と
の
第
6
回
交
流
会
（
北
九
州
支
部
主
管
）

月

日
㈯

10

10

日
㈰
由
布
岳

広
島
支
部
参
加
者
7
名
。

11
＊
京
都
・
滋
賀
支
部
と
の
交
流
会
（
広
島
支
部
主
管
)

月

日
㈯
〜

11

21

23

日
㈪
斎
山
荘
、
高
岳
･聖
山

広
島
支
部
参
加
者

名
。

16

＊
関
西
支
部
創
立

周
年
記
念
式
典

5
月

日
㈯

日
㈰

広
島
支

80

30

31

部
参
加
者
1
名
。

＊
宮
崎
支
部
創
立

周
年
記
念
式
典

7
月

日
㈯

広
島
支
部
参
加
3

30

11

名
。

＊
年
次
晩
餐
会

月
5
日
㈯
京
王
プ
ラ
ザ

広
島
支
部
参
加
者

名
。

12

12

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊

年
目
の
中
国
新
聞
文
化
セ
ン
タ
ー
登
山
講
座
〔
公
益
事
業
〕
講
師
派

12

遣
（
広
島
･呉
･福
山
･岩
国
の
4
地
区
5
教
室

｢里
山
ハ
イ
キ
ン
グ
」

「
初
級
登
山
講
座
」「
中
級
登
山
講
座
」
計

ク
ラ
ス
を
運
営
)
受
講
者

10

延
べ
9
6
0
名
、
派
遣
講
師
延
べ
2
5
4
名
。

＊
八
幡
高
原
･霧
ヶ
谷
湿
原
再
生
化
事
業
〔
公
益
事
業
〕
4
月

日
㈰

広

19

島
支
部
参
加
者

名
。

24

＊
第

回
ひ
ろ
し
ま
｢山
の
日
｣県
民
の
集
い
〔
公
益
事
業
〕
八
幡
高
原
･

14
霧
ヶ
谷
湿
原
再
生
化
事
業
6
月
6
日
㈯
広
島
支
部
参
加
者

名
。
6

26

月
7
日
㈰
初
心
者
の
た
め
の
登
山
教
室
（
受
講
生

北
広
島
会
場
8

名

東
広
島
会
場

名
）。

22

＊
中
央
分
水
嶺
新
道
整
備
（
高
岳
‐
野
田
の
百
本
松
）〔
公
益
事
業
〕
8
月

日
㈯
参
加
者

名
。
8
月

日
㈰
参
加
者

名
。

月
4
日
㈬

29

24

30

30

11

参
加
者

名
。

月
5
日
㈭
十
方
山
登
山
道
整
備

参
加
者
5
名
。

11

11

＊
高
岳
山
頂
整
備
〔
公
益
事
業
]

月
5
日
㈯

参
加
者

名
。

12

19

＊
西
中
国
山
地

高
岳
＆
聖
山
山
頂
整
備
〔
公
益
事
業
〕
｢聖
山
山
頂
｣

月

日
㈯

広
島
支
部
6
名
。「
高
岳
山
頂
」
同
日

広
島
支
部

11

29

18

名
。

＊
ジ
ュ
ニ
ア
･ユ
ー
ス
の
育
成
〔
公
益
事
業
〕

①
ジ
ュ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
（
小

学
生
）
｢親
子
登
山
｣3
回

延
べ
参
加
者

名
。
芸
北
小
学
校
ツ
リ
ー

87

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
9
月

日
㈫

名

広
島
支
部
参
加
7
名
。

月

29

35

10

15

日
㈭

参
加

名（
広
島
支
部
6
名
）。
②
学
生
ク
ラ
ブ（
大
学
山
岳
部
･

35

探
検
部
)
技
術
支
援

回

参
加

名
。
④
ユ
ー
ス
ク
ラ
ブ
（
成
人

13

34

才
以
下
）

回

延
べ
参
加
者
1
9
0
名
。
本
部
ユ
ー
ス
ク
ラ
ブ
と

39

30

424



の
交
流
会

月

日
㈯
、

日
㈰

広
島
の
沢
･宮
島
･支
部
ル
ー
ム

10

10

11

本
部
4
名

広
島
支
部

延
べ

名
。

15

＊
安
全
登
山
教
室
受
講

9
月

日
㈯
、

日
㈰
小
諸
市

広
島
支
部

19

20

2
名
。
テ
ー
ピ
ン
グ
講
習
会

3
月

日
㈰
広
島
支
部
参
加
者

名
。

13

19

《広
報
･文
化
活
動
》

＊
広
島
支
部
報
「
JA
C
H
iroshim
a｣
4
月
1
日
、
7
月
1
日
、

月
1

10

日
、
1
月
1
日
号
（
通
算

号
）
の
発
行
。

58

＊
山
楽
（
さ
ん
が
く
）
サ
ロ
ン
の
開
催
。
⑮
7
月
8
日
㈬
渡
部
和
彦

「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
＋
」

名
参
加
。
⑯

月
1
日
㈭
内
藤

望
「
世
界

23

10

の
氷
河
と
地
球
温
暖
化
｣
名
参
加
。
⑰

月

日
㈭
斎
陽
「

歳
か

19

12

10

70

ら
の
ス
キ
ー
」
名
参
加
。
⑱
2
月

日
㈬
両
粂
輝
正
「
お
っ
さ
ん
ク

20

10

ラ
イ
マ
ー
の
悲
哀
と
楽
し
み
」

名
参
加
。

35

《そ
の
他
の
行
事
･懇
親
会
》

＊
忘
年
会

月
5
日
㈯

斎
山
荘

参
加
者

名
。

12

15

＊
新
年
会

1
月

日
㈰

支
部
ル
ー
ム

参
加
者

名
。

10

16

(国
枝
忠
幹
)

■

四

国

支

部

設
立
4
年
目
を
迎
え
た
ば
か
り
の
四
国
支
部
に
、
全
国
支
部
懇
談
会
開

催
と
い
う
大
き
な
仕
事
が
回
っ
て
き
た
。
支
部
の
行
事
と
し
て
は
昨
年
度

か
ら
本
部
主
催
に
な
っ
た
小
島
烏
水
祭
を
、
設
立
2
年
目
よ
り
4
月
の
第

2
土
曜
日
に
行
な
っ
て
い
る
。「
2
つ
の
大
き
な
行
事
を
行
な
う
に
は
、

同
時
開
催
し
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
4
月

日
の
午
前
中
に
顕
彰
碑

11

前
で
第
3
回
小
島
烏
水
祭
、
午
後
か
ら
近
く
の
ホ
テ
ル
で
第

回
全
国
支

31

部
懇
談
会
を
開
催
し
た
。
事
前
の
準
備
や
当
日
の
段
取
り
な
ど
、
不
手
際

な
点
も
多
く
あ
っ
た
が
、
反
省
点
を
今
後
の
活
動
に
活
か
し
た
い
。

初
心
者
向
け
の
登
山
教
室
と
し
て
は
、
愛
媛
県
で
フ
ラ
ワ
ー
ト
レ
ッ
キ

ン
グ
講
座
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
花
見
頃
の
山
を
登
り
な
が
ら
、
安
全
登

山
の
技
術
や
植
物
の
知
識
を
講
習
し
た
。

講
座
の
受
講
生
の
要
望
か
ら
、
支
部
会
友
制
度
が
発
足
し
、

名
が
会

16

友
と
な
っ
た
。
講
座
の
終
了
後
も
引
き
続
き
、
会
友
や
一
般
向
け
に
新
た

な
会
員
獲
得
に
繋
が
る
よ
う
、
四
国
の
山
々
で
フ
ラ
ワ
ー
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

を
行
な
っ
て
い
る
。

前
年
度
に
引
き
続
き
、
関
西
支
部
と
の
合
同
山
行
や
山
陰
支
部
、
広
島

支
部
と
の
3
支
部
交
流
会
を
行
な
っ
た
。
他
支
部
と
の
交
流
は
親
睦
を
図

る
こ
と
だ
け
で
な
く
、支
部
運
営
の
参
考
に
な
る
話
も
聞
け
て
有
意
義
だ
。

《会
議
》

＊
5
月

日
㈯

通
常
総
会

徳
島
市
四
国
支
部
ル
ー
ム

年
度
の
事

23

26

業
、
決
算
報
告
、

年
度
の
事
業
、
予
算
計
画
を
審
議
。
会
員
総
数

27

71

名
の
う
ち
、
出
席
者

名
、
委
任
状

名
。

28

43

＊
毎
月
1
回

会
員
有
志
の
情
報
交
換
会

支
部
ル
ー
ム
。

《山
行
、
野
外
活
動
》

＊
4
月

日
㈰

支
部
懇
談
会
記
念
山
行

飯
野
山

参
加

名

三
嶺

12

66

支部の活動報告
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参
加

名
。

31

＊
6
月
7
日
㈰

中
津
明
神
山
〜
カ
ラ
池
〜
水
ノ
峠
縦
走

参
加

名
。

12

＊
7
月

日
㈯
、

日
㈰

譲
ヶ
葉
森
、
大
黒
山
、
音
無
山

関
西
支
部

19

20

と
合
同
山
行

参
加
7
名
。

＊
9
月
5
日
㈯
、
6
日
㈰

中
津
明
神
山
、
雨
ヶ
森

関
西
支
部
と
合
同

山
行

参
加

名
。

13

＊

月

㈯
、

日
㈰

手
箱
越
〜
筒
上
山
〜
椿
山
縦
走

参
加
5
名
。

10

17

18

＊

月
7
日
㈯
、
8
日
㈰

神
南
山
、
壺
神
山
、
牛
ノ
峰
、
障
子
山

関

11西
支
部
と
合
同
山
行

参
加

名
。

14

＊

月

日
㈰

大
坂
峠
〜
大
山

県
境
縦
走

参
加
5
名
。

12

13

＊
1
月

日
㈰

猿
ヶ
嶽
、
虚
空
蔵
山

干
支
の
山
行

参
加

名
。

17

10

＊
1
月

日
㈯

中
尾
山
〜
赤
帽
子
山

雪
山
縦
走

参
加
8
名
。

23

＊
2
月

日
㈰

天
狗
塚

雪
山

参
加
者
4
名
。

21

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
4
月

日
㈰

支
部
懇
談
会
冊
子
「
四
国
の
山
は
な
ぜ
美
し
い
」
発
行
。

11

＊
本
部
ユ
ー
ス
ク
ラ
ブ
委
員
会
よ
り
事
業
補
助
金
を
受
け
、『
四
国
沢
紀

行
』を
発
行
。
支
部
ユ
ー
ス
ク
ラ
ブ
設
立

周
年
記
念
事
業
で
も
あ
る
。

1

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
4
月

日
㈰

第
3
回
小
島
烏
水
祭

高
松
市
峰
山
公
園

小
島
烏
水

11

顕
彰
碑
前
で
記
念
式
典
。
終
了
後
、同
公
園
内
で
讃
岐
う
ど
ん
の
接
待
。

参
加
者
1
1
8
名
。

＊
4
月

日
㈰

第

回
全
国
支
部
懇
談
会

髙
松
市
ホ
テ
ル
花
樹
海

11

31

記
念
講
演
会
「
小
島
烏
水
と
江
戸
」

講
師
平
井
宥
慶
氏
、
支
部
会
員

に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

テ
ー
マ
「
四
国
の
山
は
な
ぜ
美
し
い
」。
参

加
者
1
1
0
名
。

＊
毎
月
1
回
（
4
〜

月
)
初
心
者
対
象
の
フ
ラ
ワ
ー
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

11

講
座

安
全
登
山
の
初
歩
的
技
術
、植
物
の
知
識
の
野
外
講
習
を
実
施
。

参
加
者
延
べ

名
。

85

《そ
の
他
の
行
事
・
懇
親
会
》

＊
5
月

日
㈯
通
常
総
会
後
、
支
部
ル
ー
ム
で
懇
親
会
。

23

＊

月

日
㈯
〜

月

日
㈰

大
山
で
山
陰
支
部
、
広
島
支
部
と
の
3

10

31

11

1

支
部
交
流
会

当
支
部
か
ら
の
参
加
者

名
。

11

(小
林
京
子
)

■

福

岡

支

部

《会
議
》

｢平
成

年
度
（
2
0
1
5
年
度
）
通
常
総
会
」
を
5
月

日
㈰
に
福
岡

27

24

市
中
央
区
の
「
中
央
市
民
セ
ン
タ
ー
」
に
て
開
催
し
た
。
出
席

名
、
委

25

任
状

名
、
計

名
。
中
馬
菫
人
支
部
長
の
挨
拶
に
続
き
、
平
成

度
事

28

53

26

業
報
告
、
平
成

年
度
会
計
報
告
、
平
成

年
度
事
業
計
画
、
平
成

年

26

27

27

度
会
計
予
算
等
が
審
議
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。

役
員
会
は
例
年
ど
お
り
各
月
第
2
火
曜
日
に
開
催
し
た
。

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》
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＊
「
パ
ハ
ル
フ
ェ
ス
タ
ｉ
ｎ
坊
が
つ
る
」
2
0
1
5
年
5
月

日
㈯
〜

16

17

日
㈰
、
九
重
山
法
華
院
温
泉
山
荘
に
て
開
催
。
登
山
講
座
講
師
（
谷
口

け
い
氏
）
派
遣
と
自
然
観
察
会
等
を
担
当

主
催
＝
パ
ハ
ル
フ
ェ
ス
タ

実
行
委
員
会
、
後
援
＝
日
本
山
岳
会
福
岡
支
部
ほ
か

参
加
者

名
。

50

＊
公
開
登
山
講
座
「
安
全
登
山
の
た
め
の
知
識
と
技
術
」
を
実
施
。
2
0

1
5
年
7
月
4
日
㈯

〜

時

ラ
リ
ー
グ
ラ
ス
会
議
室
。
講
師
＝
浦

14

16

一
美
会
員

参
加
者

名
。

20

＊
支
部
山
行

2
0
1
5
年

月
7
日
㈯
自
然
観
察
登
山
「
立
石
山
と

11

ダ
ル
マ
ギ
ク
鑑
賞
」
お
よ
び
懇
親
会
を
行
な
っ
た
。
参
加
者

名
。

18

＊
「
岳
人
の
つ
ど
い
・
山
の
映
画
会
」
2
0
1
6
年
1
月

日
㈰
に
太
宰

31

府
市
太
宰
府
館
ま
ほ
ろ
ば
ホ
ー
ル
で
開
催
。
映
画
「
180°
SO
U
T
H
ワ

ン
エ
イ
テ
ィ
・
サ
ウ
ス
」
上
映
と
野
中
英
樹
氏
が
パ
タ
ゴ
ニ
ア
の
ス
ラ

イ
ド
上
映
と
ト
ー
ク
を
行
な
っ
た
。
参
加
者
約

名
。
ま
た
、
同
会
場

70

に
て
懇
親
会
を
開
催
し
た
（
参
加
者

名
）。

42

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
報
№

を
2
0
1
6
年
3
月

日
に
発
行
し
た
。

29

14

主
な
内
容
＝
〈
活
動
総
括
〉「
山
の
日
・
8
月

日
〜
（
中
馬
董
人
）」、

11

〈
特
集
〉イ
ン
ド
と
中
国
の
国
境
を
歩
く
〜
イ
ン
ド
東
北
部
ア
ル
ナ
チ
ャ

ル
・
プ
ラ
デ
シ
ュ
州
・
タ
ワ
ン
〜
「
モ
ン
ユ
ー
ル
・
コ
リ
ド
ー
ル
紀
行
、

北
東
イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
圏
ア
ル
ナ
チ
ャ
ル
・
プ
ラ
デ
シ
ュ
の
タ
ワ
ン

へ
（
渡
部
秀
樹
）」、「
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ラ
イ
ン
を
越
え
た
探
検
家
た
ち
〜

イ
ン
ド
東
北
部
・
タ
ワ
ン
と
チ
ベ
ッ
ト
の
国
境
を
歩
く
〜
（
辻
和
毅
）」、

〈
海
外
山
行
報
告
〉「
エ
ベ
レ
ス
ト
街
道
・
カ
ラ
パ
タ
ー
ル
（
5
5
5
0

ｍ
）
登
頂
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
（
小
野
サ
ツ
キ
）」、〈
福
岡
支
部
活
動
・
山
行

報
告
〉「
安
全
登
山
の
た
め
の
知
識
と
技
術
（
浦
一
美
）」、「
天
拝
山
清

掃
登
山
と
山
の
ト
イ
レ
、・
環
境
を
考
え
る
福
岡
協
議
会
に
つ
い
て
（
中

馬
董
人
）」、「
公
益
事
業
自
然
観
察
会
イ
ズ
モ
コ
バ
イ
モ
観
察
と
出
雲

の
里
山
歴
史
紀
行
（
渡
部
秀
樹
）」、「
日
本
山
岳
会
福
岡
支
部
事
業
・
立

石
山
（
2
0
7
ｍ
）
登
山
と
ダ
ル
マ
ギ
ク
観
察
会
（
副
島
勝
人
）」、〈
新

刊
図
書
紹
介
〉「
群
青
の
天
空
に
近
い
村
」（
水
野
公
代
）、「
九
州
大
学

探
検
部

年
の
軌
跡
」（
辻
和
毅
）、〈
追
悼
文
〉「
植
松
満
男
さ
ん
と

50

の
思
い
出
（
倉
智
清
司
）」、〈
支
部
活
動
・
事
務
局
報
告
〉（
渡
部
秀
樹
）。

(渡
部
秀
樹
)

■

北
九
州
支
部

4
月
の
総
会
で
8
名
の
支
部
指
導
員
が
決
定
（
Ｂ
級
指
導
員
3
名
と
Ｃ

級
指
導
員
5
名
）
し
、
今
年
度
は
、
第
2
期
生
の
指
導
員
候
補
者
6
名
が

研
修
会
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
6
名
は
7
月
に
指
導
員
検
定

試
験
を
行
な
い
、
Ｂ
級
指
導
員
1
名
、
Ｃ
級
指
導
員
5
名
が
承
認
さ
れ
、

年
5
月
の
総
会
で
認
定
書
が
交
付
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
研
修
会
は
園

28川
顧
問
（
日
本
体
育
協
会
公
認
山
岳
マ
ス
タ
ー
上
級
コ
ー
チ
）
の
指
導
に

よ
り
、
年
に
4
回
実
施
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
山
岳
専
科
講
習
会
を
年
に
4
回
実
施
し
、
園
川
顧
問
指
導
の

支部の活動報告
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下
、
各
指
導
員
が
交
代
で
指
導
に
当
た
っ
て
い
る
。

《会
議
等
》

＊
4
月

日
㈯
第

回
通
常
総
会
を
小
倉
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
で
開

19

16

催
。
出
席
者

人
、
委
任
状

人
、
会
員
総
数

人
に
対
し
過
半
数
に

49

15

75

達
し
て
お
り
、こ
の
総
会
は
成
立
。
伊
藤
支
部
長
が
議
長
に
選
出
さ
れ
、

平
成

年
度
の
事
業
報
告
、
収
支
決
算
、
監
査
報
告
が
承
認
さ
れ
た
。

26

引
き
続
き

年
度
の
役
員
退
任
（
案
）
と
補
充
役
員
の
選
任
（
案
）、
事

27

業
計
画
（
案
）、
収
支
予
算
（
案
）
支
部
規
約
追
加
（
案
）、
月
例
山
行

で
の
参
加
費
の
徴
収
（
案
）
が
審
議
さ
れ
、
承
認
可
決
さ
れ
た
。

＊
な
お
、
午
前
中
は
風
師
山
に
て
槇
有
恒
略
歴
碑
1
周
年
セ
レ
モ
ニ
ー
が

森
会
長
の
ご
参
列
を
い
た
だ
き
開
催
さ
れ
た
。
総
会
後
は
森
会
長
に
よ

る
「
山
小
屋
か
ら
見
た
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
」「
山
の
日
制
定
」
に

つ
い
て
記
念
講
演
を
し
て
い
た
だ
い
た
。

《役
員
会
》

＊
臨
時
役
員
会

4
月
2
日
㈬

定
例
役
員
会

5
月

日
㈬
、
7
月
1
日
㈬
、
9
月
2
日
㈬
、

月
4

13

11

日
㈬
、
1
月

日
㈬
、
3
月
2
日
㈬
。

13

《行
事
・
野
外
活
動
》

＊
4
月

日
㈰

英
彦
山
清
掃
登
山
（
支
部

人
、

団
体
総
数

人
）。

26

24

11

85

＊
4
月

日
㈯
〜

日
㈰

全
国
支
部
懇
談
会
（
四
国
支
部
主
管
で
開
催

11

12

人
）。

6
＊
5
月

日
㈯
〜

日
㈰

関
西
支
部
創
立

周
年
記
念
式
典
（

人
）。

30

31

80

13

＊
5
月

日
㈯
〜

日
㈰

英
彦
山
山
開
き
（

人
）。

30

31

12

＊
7
月

日
㈯
〜

日
㈰

宮
崎
支
部
創
立

周
年
記
念
式
典
（

人
）。

11

12

30

14

＊
7
月

日
㈯
九
州
5
支
部
懇
談
会
。

11

＊
8
月
9
日
㈰

風
師
山
〜
矢
筈
山
「
山
の
日
」
記
念
親
子
登
山
（
支
部

人
、
一
般

人
）。

19

32

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰

広
島
支
部
と
の
交
流
登
山
「
由
布
岳
」
広
島

10

10

11

人
、
支
部

人
）。

7

18

＊

月
3
日
㈫
〜
4
日
㈬

宮
崎
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
（

人
）。

11

11

＊

月
5
日
㈯
〜
6
日
㈰

本
部
年
次
晩
餐
会
、
1
1
0
周
年
記
念
式
典

12（

人
）。

13
＊

月

日
㈯

「
忘
年
の
集
い
」（
あ
じ
さ
い
の
湯

人
）。

12

19

36

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰

北
海
総
支
部
創
立

周
年
記
念
式
典
（
1

12

12

13

50

人
）。

＊
3
月

日
㈮

さ
い
わ
い
幼
稚
園
児
卒
園
登
山
サ
ポ
ー
ト
（
7
人
）。

18

《支
部
山
行
》

＊
4
月
5
日
㈰

花
尾
山
（

人
）。

14

＊
5
月
1
日
㈮

岳
滅
鬼
山
（
3
人
）。

＊
5
月

日
㈰

犬
ヶ
岳
〜
経
読
岳
（
8
人
）。

10

＊
5
月

日
㈰

平
尾
台
岩
登
り
講
習
会
（

人
）。

17

15

＊
6
月
7
日
㈰

山
岳
専
科
講
習
会
皿
倉
山
（

人
）。

11

＊
6
月

日
㈰

両
子
山
（

人
）。

14

12

＊
6
月

日
㈰

古
処
山
〜
屏
山
（

人
）。

28

13
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＊
7
月

日
㈰

城
山
〜
金
山
（
7
人
）。

12

＊
7
月

日
㈭
〜

日
㈪

五
竜
岳
〜
針
ノ
木
峠
コ
ー
ス
（
5
人
）。

23

27

＊
7
月

日
㈭
〜
8
月
2
日
㈰

白
馬
岳
〜
朝
日
岳
コ
ー
ス
（
7
人
）。

30

＊
7
月

日
㈮
〜
8
月
3
日
㈪

白
馬
岳
〜
唐
松
岳
コ
ー
ス
（
5
人
）。

31

＊
8
月

日
㈰

由
布
岳
（

人
）。

30

14

＊
9
月

日
㈰

高
祖
山
〜
叶
嶽
山
（
7
人
）。

13

＊
9
月

日
㈰

右
田
ヶ
岳
〜
西
目
山
（
9
人
）。

13

＊
9
月
6
日
㈰

山
岳
専
科
講
習
会
皿
倉
山
（

人
）。

17

＊
9
月

日
㈰

平
尾
台
岩
登
り
講
習
会
（

人
）。

27

10

＊

月

日
㈰

陶
ヶ
岳
岩
登
り
講
習
会
（

人
）。

10

25

11

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰

三
高
山
（

人
）。

11

14

15

10

＊
1
月

日
㈰

鶴
見
岳
（

人
）。

17

18

＊
2
月

日
㈰

三
瓶
山
冬
山
訓
練
（
8
人
）。

21

＊
3
月

日
㈰

黒
髪
山
〜
青
螺
山
（

人
）。

13

19

《広
報
出
版
活
動
》

＊
会
報
誌
の
発
行
4
回

5
月
Ｊ
Ａ
Ｃ
北
九
だ
よ
り
№

、
7
月
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
北
九
だ
よ
り
№

、

72

73

月
Ｊ
Ａ
Ｃ
北
九
だ
よ
り
№

、
1
月
Ｊ
Ａ
Ｃ
北
九
だ
よ
り
№

。

10

74

75

《同
好
会
活
動
》

＊
版
画
教
室

伊
藤
支
部
長
の
指
導
で

回
開
催
。（
会
員
5
人
）。

32

＊
ポ
レ
ポ
レ
の
会

平
成

年

月

日
㈭

上
仏
来
山
（

人
）、
月

日
㈭

岩
井
川

27

10

22

11

10

29

岳
〜
扇
ヶ
鼻
（

人
）、

月

日
㈭

三
角
山
〜
風
師
山
（

人
）、

11

12

3

7

月

日
㈭

四
王
司
山
（

人
）、
2
月

日
㈭

長
崎
街
道
、
門
司

1

21

12

25

往
還
（

人
）。

13

《そ
の
他
行
事
》

＊
小
倉
サ
ロ
ン
（
毎
月
第
4
水
曜
日
）
情
報
交
換

回
開
催
。

11

＊
博
多
サ
ロ
ン
（
3
ヶ
月
ご
と
第
1
木
曜
日
）
情
報
交
換

4
回
開
催
。

(伊
藤
久
次
郎
)

■

熊

本

支

部

花
を
愛
で
る
山
行
や
、
里
山
の
散
策
を
主
と
す
る
山
行
が
多
く
、
若
者

が
参
加
で
き
る
事
業
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
の
も
事
実
だ
。
し
た
が
っ
て

登
山
の
指
導
者
の
不
足
や
、
知
識
や
経
験
を
持
つ
会
員
が
少
な
く
な
っ
て

き
た
。
支
部
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
行
事
の
精
査
を
行

な
っ
て
き
た
が
、
昨
年
か
ら
本
部
の
意
向
で
支
部
事
業
補
助
金
制
度
が
採

用
さ
れ
、
熊
本
支
部
で
は
早
速
そ
の
補
助
金
制
度
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
後
記
の
一
覧
表
に
も
記
し
て
い
る
が
、
会
の
指
導
者
養
成
と
し
て

夏
の
「
沢
登
り
研
修
会
」
と
冬
の
「
雪
山
研
修
会
」
を
3
ヶ
年
計
画
で
実

施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
弱
小
の
熊
本
支
部
で
は
あ
る
が
、
会
員
の
中
に

は
日
山
協
の
指
導
員
資
格
を
持
っ
た
者
が
7
名
、
国
際
山
岳
医
の
資
格
を

持
つ
者
が
1
名
お
り
、
そ
の
会
員
を
中
心
に
研
修
会
を
開
催
し
て
き
た
。

中
高
年
の
会
員
は
山
に
は
登
り
た
い
が
、
い
ま
さ
ら
研
修
と
は
、
と
疑
問

支部の活動報告
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を
持
つ
人
も
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
基
本
が
大
切
と
の
理
念
を
広
げ
、
意

識
の
拡
充
と
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
情
熱
の
発
散
を
お
願
い
し
て
い
る
。

以
下
、
事
業
の
抜
粋
を
記
載
。

《会
議
》

＊
平
成

年
度
支
部
通
常
総
会

4
月

日

熊
本
交
通
セ
ン
タ
-ホ
テ

27

26

ル

出
席
者

名
。

30

＊
熊
本
支
部
役
員
会

毎
月
第
2
火
曜
日

午
後
6
時
よ
り

熊
本
市
東

部
公
民
館

参
加
者
支
部
役
員
9
名
。

＊
熊
本
支
部
創
立

周
年
記
念
事
業
準
備
委
員
会
（
随
時
)
熊
本
市
東

60

部
公
民
館

参
加
者
準
備
委
員

名
。
来
年
度
に

周
年
を
迎
え
る
の

15

60

で
、
記
念
事
業
等
の
準
備
関
係
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
な
う
。

＊
平
成

年
度
「
山
の
日
」
フ
ェ
ス
タ
準
備
委
員
会
（
随
時
)
熊
本
市
東

28

部
公
民
館

参
加
者
岳
連
ほ
か

名
。
関
係
5
団
体
と
の
打
ち
合
わ
せ

10

を
実
施
、
阿
蘇
山
周
辺
で
セ
レ
モ
ニ
ー
と
親
子
登
山
を
計
画
中
。

《山
行
》

＊
5
月

日
㈰
登
山
教
室
（
一
般
募
集
）
京
の
丈
登
山

名
。

17

29

＊
7
月

日
㈯
勤
労
青
少
年
登
山
教
室
（
座
学
）
名
。
国
際
山
岳
医
の

25

14

土
井
会
員
に
よ
る
、
高
山
に
お
け
る
傷
害
に
対
応
で
き
る
知
識
の
講
義

を
受
講
。
7
月

日
㈰
同
実
技

八
方
ヶ
岳
登
山

名
。

26

21

＊
8
月

㈯
〜

日
㈰
第

回
登
山
研
修
会
（
補
助
事
業
)
〈沢
登
り
〉

22

23

13

祖
母
山
・
奥
岳
渓
谷

名
。
本
部
の
補
助
事
業
で
開
催
。
支
部
内
で

11

の
リ
ー
ダ
ー
養
成
が
主
目
的
。

＊
2
月
6
㈯
〜
7
日
㈰
登
山
研
修
会
（
補
助
事
業
）〈
雪
山
〉
小
川
岳
〜

向
坂
山

名
。
夏
の
沢
登
り
に
続
く
補
助
事
業
の
雪
山
編
。
同
じ
く

13

リ
ー
ダ
ー
養
成
。

《プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
森
づ
く
り
》

＊
4
月

日
㈯
第
1
回
森
林
保
全
巡
視
登
山〈
清
掃
〉阿
蘇
高
岳

名
。

25

14

九
州
森
林
管
理
局
か
ら
の
委
嘱
で
清
掃
登
山
を
年
2
回
実
施
。

＊
2
月

日
㈰
第
3
回
森
づ
く
り
講
座

外
輪
山

7
名
。
熊
本
市
の

28

水
源
涵
養
林
に
お
い
て
植
樹
や
下
草
刈
り
、
補
植
を
行
な
い
、
森
林
組

合
等
の
植
林
の
重
要
性
等
を
受
講
す
る
。
年
4
回
。

《懇
親
会
》

＊
1
月

日
㈯

支
部
新
年
晩
餐
会

メ
ル
パ
ル
ク

名
。

16

30

＊
8
月

日
㈯

夏
季
例
会
（
ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
)

名
。

29

32

支
部
の
会
員
・
会
友
の
親
睦
を
目
的
と
し
、
山
行
報
告
や
山
の
歌
等
の

合
唱
で
盛
り
上
が
る
。

《広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
報
の
発
刊

年
3
回
（
4
、
8
、
1
月
発
行
）。

＊
支
部
通
信
（
山
行
の
お
知
ら
せ
や
報
告
関
係
）
随
時
。

(松
本
莞
爾
)

■

東
九
州
支
部

支
部
の
公
益
的
事
業
は
、
4
回
目
を
迎
え
た
初
心
者
向
け
の
「
登
山
入
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門
教
室
」
と

回
目
を
迎
え
た
「
青
少
年
体
験
登
山
教
室
」
を
は
じ
め
、

14

久
住
山
御
池
の
遭
難
者
慰
霊
碑
の
前
で
慰
霊
祭
を
兼
ね
た
「
山
の
安
全
を

祈
る
集
い
」、
九
重
山
の
登
山
道
清
掃
登
山
、
祖
母
・
傾
山
系
で
近
年
著
し

い
ス
ズ
タ
ケ
の
枯
死
と
シ
カ
の
食
害
状
況
調
査
の
活
動
、
大
船
山
山
頂
付

近
の
ミ
ヤ
マ
キ
リ
シ
マ
保
護
の
た
め
支
障
木
除
去
作
業
な
ど
に
取
り
組
ん

で
き
た
。

ま
た
、
共
益
事
業
で
は
支
部
の
登
山
活
動
の
起
点
と
し
て
位
置
づ
け
て

い
る
毎
月
の
月
例
山
行
を
は
じ
め
、
合
宿
山
行
・
研
修
山
行
、
忘
年
山
行

と
忘
年
会
な
ど
、
会
員
相
互
の
交
流
と
親
睦
と
を
中
心
に
し
た
登
山
活
動

を
展
開
し
て
き
た
。
こ
の
ほ
か
新
入
会
員
（
会
友
含
む
）
に
対
す
る
オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
、支
部
活
動
へ
の
理
解
と
参
加
促
進
を
図
り
、

ま
た
、
支
部
の
活
性
化
と
次
期
リ
ー
ダ
ー
育
成
を
視
野
に
入
れ
た
青
年
部

の
立
ち
上
げ
に
も
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
人
数
は
少
な
い
が
、
で

き
る
だ
け
独
自
的
活
動
の
中
か
ら
、
独
創
性
に
満
ち
た
活
動
の
発
展
を
期

待
し
て
い
る
。

岳
人
交
流
と
し
て

回
目
、
交
流
登
山
を
開
始
し
て

回
目
と
な
る
韓

11

10

国
山
岳
会
蔚
山
支
部
と
の
交
流
は
、
今
年
度
は
当
方
が
韓
国
を
訪
問
す
る

順
番
で
、
当
初
は

年
秋
に
予
定
し
て
い
た
が
、
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
（
マ
ー
ズ
・

27

中
東
呼
吸
器
症
候
群
）
の
流
行
で
、
そ
の
感
染
を
避
け
る
た
め
延
期
し
て
、

年
3
月
に
蔚
山
市
郊
外
の
嶺
南
ア
ル
プ
ス
で
行
な
っ
た
。

28
山
の
日
制
定
に
ち
な
ん
だ
行
事
と
し
て
、
8
月

日
に
大
分
県
九
重
町

11

の
長
者
原
で
県
な
ど
の
主
催
に
よ
る
記
念
行
事
「
山
の
日
制
定
記
念
・
ｉ

ｎ
お
お
い
た
・
く
じ
ゅ
う
」
が
開
か
れ
、
式
典
等
の
行
事
に
支
部
会
員
が

参
加
す
る
と
と
も
に
、
同
記
念
行
事
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
「
親
子

登
山
」
の
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
支
部
会
員
が
参
加
し
た
。

《会
議
》

＊
支
部
定
期
総
会

4
月

日
㈯
大
分
市
・
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

会
員

18

名
中
出
席

名
（
う
ち
委
任
状

名
）。

78

57

28

＊
支
部
役
員
会

第
1
回

5
月

日
㈬

大
分
市
・
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

18

度
事
業
計
画
の
具
体
的
実
施
計
画
に
つ
い
て
ほ
か
。
第
2
回

7
月

273
日
㈬

大
分
市
・
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

登
山
入
門
教
室
の
実
施
計
画

に
つ
い
て
ほ
か
。
第
3
回

8
月

日
㈬

大
分
市
・
コ
ン
パ
ル
ホ
ー

10

ル

登
山
入
門
教
室
、
青
少
年
体
験
登
山
大
会
、
登
山
届
に
つ
い
て
ほ

か
。
第
4
回

月

日
㈬

大
分
市
・
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

登
山
入

10

21

門
教
室
実
践
講
座
、
忘
年
会
と
忘
年
登
山
に
つ
い
て
ほ
か
。
第
5
回

月

日
㈪

大
分
市
・
喫
茶
ば
ん
じ
ろ
う

平
成

年
度
事
業
計
画
、

12

14

28

登
山
入
門
教
室
実
践
講
座
、
韓
国
山
岳
会
蔚
山
支
部
と
の
交
流
に
つ
い

て
ほ
か
。
第
6
回

2
月

日
㈬

大
分
市
・
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

平

17

成

年
度
事
業
報
告
・
会
計
報
告
計
画
（
本
部
提
出
）
ほ
か
平
成

年

27

28

度
事
業
計
画
等
、
定
期
総
会
の
議
案
審
議
。
第
7
回

3
月

日
㈬

30

大
分
市
・
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

平
成

年
度
事
業
報
告
・
決
算
報
告
、

27

平
成

年
度
事
業
計
画
・
予
算
計
画
等
、
定
期
総
会
議
案
審
議
ほ
か
。

28

＊
会
計
監
査

4
月
8
日
㈬
午
後
1
時
か
ら

大
分
市
・
コ
ン
パ
ル
ホ
ー

ル
。
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《公
益
事
業
》

＊
第

回
青
少
年
体
験
登
山
大
会

9
月

日
㈰

牧
ノ
戸
峠
か
ら
久
住

14

13

山

参
加
者

名
（
青
少
年

名
・
支
部
員

名
）。

70

27

22

＊
第
4
回
登
山
入
門
教
室

受
講
者

名
。
座
学
講
座

第
1
回

9
月

27

2
日
、
第
2
回

9
月

日
、
第
3
回

9
月

日
、

第
4
回

月

16

30

10

日

大
分
市
金
池
南
町
・
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
。
実
践
講
座

第
1
回

14
月

日
㈯
・

日
㈰
横
岳
・
キ
ャ
ン
プ
場
と
千
灯
岳

受
講
者

名

11

14

15

11

第
2
回

月

日
㈯

日
㈰
九
重
ヒ
ュ
ッ
テ
と
黒
岩
山
と
三
俣
山

12

19

20

受
講
者
6
名
。

＊
清
掃
登
山

月

㈯
・

日
㈰

男
池
〜
大
戸
越
〜
坊
ガ
ツ
ル
登
山

10

17

18

道
の
清
掃
を
実
施

参
加
者

名
。

14

＊
山
の
安
全
を
祈
る
集
い

8
月
7
日
㈰

池
の
小
屋
の
上
の
遭
難
慰
霊

碑
前

参
加
者

名
ほ
か
一
般
参
加
者
6
名
。

24

＊
ス
ズ
タ
ケ
枯
死
と
シ
カ
の
食
害
調
査

祖
母
・
傾
山
系
の
本
谷
山
西
の

稜
線

6
月
7
日
㈯

参
加
者
9
名
、

月
4
日
㈯
参
加
者
8
名
。

10

＊
大
船
山
ミ
ヤ
マ
キ
リ
シ
マ
保
護
活
動
参
加

月

日
㈭
大
船
山
山

10

22

頂
付
近
の
ミ
ヤ
マ
キ
リ
シ
マ
の
支
障
木
除
去
作
業

参
加
者
6
名
。

＊
山
の
日
制
定
記
念
・
ｉ
ｎ
お
お
い
た
・
く
じ
ゅ
う
行
事
参
加

8
月
11

日
㈫
記
念
式
典
＝
長
者
原

参
加
者

名
。
親
子
登
山
同
行
支
援

15

（
大
船
山
)
参
加
者
2
名
。

《共
益
事
業
》

＊
月
例
山
行

5
月

日
㈰
傾
山
（
1
6
0
2
ｍ
)
参
加
者

名
。
6
月

日
㈯
・

24

18

13

日
㈰

石
堂
山
（
1
5
4
7
ｍ
)
天
包
山
（
1
1
8
8
ｍ
)
参
加

14者

名
。
7
月

日
㈯
・

日
㈰

開
聞
岳
（
9
2
4
ｍ
)磯
間
岳
（
3

15

20

21

6
3
ｍ
)
参
加
者

名
。
8
月
7
日
㈰
九
重
山
遭
難
慰
霊
碑
（
山
の

12

安
全
を
祈
る
集
い
）
参
加
者

名
。
9
月
6
日
㈰

根
子
岳
東
峰
（
1

24

4
0
9
ｍ
)
参
加
者

名
。

月

日
㈯
・

日
㈰

龍
ヶ
岳
（
4
6

15

10

10

11

9
ｍ
）
倉
岳
（
6
8
2
ｍ
）
次
郎
丸
嶽
（
3
9
7
ｍ
）
太
郎
丸
嶽
（
2

8
1
ｍ
)
参
加
者

名
。

月
3
日
㈫
親
父
山
（
1
6
4
4
ｍ
）
障

18

11

子
岳
（
1
7
0
9
ｍ
)
参
加
者

名
。

月

日
㈯
・

㈰
〈
忘
年
登

13

12

12

13

山
〉
鹿
嵐
山
（
7
5
8
ｍ
）
八
面
山
（
6
5
9
ｍ
）
鬼
落
山
（
6
7
6

ｍ
）、
御
許
山
（
6
4
7
ｍ
）
雲
ヶ
岳
（
6
5
4
ｍ
)
参
加
者

名
。

31

1
月

日
㈰

足
立
山
（
5
9
8
ｍ
)
参
加
者

名
。
2
月
6
日
㈯
・

17

14

7
日
㈰
五
勇
山
（
1
6
6
2
ｍ
）
扇
山
（
1
6
6
2
ｍ
)
参
加
者
16

名
。
3
月

日
㈰

郡
岳
（
8
1
5
ｍ
）

参
加
者

名
。

27

12

＊
忘
年
会
（
忘
年
会
を
挟
ん
で
忘
年
登
山
も
実
施
）

月

日
㈯

宇
佐

12

12

市
「
は
ち
ま
ん
の
郷
」
参
加
者

名
。

12

＊
合
宿
交
歓
会

月

日
㈯
・

日
㈪

九
重
山
・
坊
ガ
ツ
ル
「
あ
せ

10

17

18

び
小
屋
」
参
加
者

名
。

13

＊
青
年
部
の
立
ち
上
げ

準
備
会

7
月

日
㈭
大
分
市
コ
ン
パ
ル

30

ホ
ー
ル
。
懇
談
会
・
発
足
会
9
月
2
日
㈬
大
分
市
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
。

第
1
回
山
行

月
3
日
㈰
九
重
山
・
稲
星
山
ほ
か
。
第
2
回
会
合

11

月
8
日
㈫
。
第
2
回
山
行

1
月

日
㈰
扇
山
〜
伽
藍
岳
（
別
府

12

24
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市
）。
第
3
回
山
行

3
月

日
㈰
傾
山
・
縦
走
下
見
。

13

＊
新
入
会
員
（
会
友
含
む
）
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

7
月
3
日
㈮

大

分
市
「
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル
」
参
加
者

名
。

16

＊
喜
寿
お
祝
い
登
山

月
1
日
㈰
涌
蓋
山

対
象
者
3
名
・
参
加
者

11

名
。

21
＊
韓
国
山
岳
会
蔚
山
支
部
と
の
交
流

3
月

日
㈯
〜

日
㈫

19

22

交
流
会

蔚
山
市
郊
外
（
梨
川
谷
）、
交
流
登
山

億
山
（
9
4
4
ｍ
）・

高
献
山
（
1
0
3
4
ｍ
)
参
加
者

名
。

22

《支
部
報
発
行
》

季
刊
発
行

春
季
（
4
月

日
）

号
、
夏
季
（
7
月

日
）

号
、
秋

25

69

25

70

季
（

月

日
）

号
、
冬
季
（
1
月

日
）

号
。

10

25

71

25

72

(飯
田
勝
之
)

■

宮

崎

支

部

宮
崎
支
部
は
、
平
成

年
度
に
支
部
創
立

周
年
の
節
目
の
年
を
迎
え

27

30

る
た
め
、
2
年
前
に
創
立

周
年
記
念
式
典
、
記
念
山
行
、
記
念
誌
刊
行

30

等
に
向
け
た
特
別
委
員
会
を
設
け
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
折
し
も
、
宮

崎
県
で
は
古
事
記
編
纂
1
3
0
0
年
事
業
を
展
開
し
て
い
る
と
き
で
あ

り
、
こ
れ
に
併
せ
て
「
神
話
と
伝
説
の
国
」
宮
崎
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
記

念
大
会
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
結
論
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
式
典
の
開
催
場

所
を
「
神
話
の
里
」
と
謳
わ
れ
て
い
る
高
千
穂
町
に
お
い
て
行
な
い
、
記

念
山
行
は
同
町
内
の
天
孫
降
臨
伝
説
の
山
「
二
上
山
（
1
0
8
2
ｍ
）」
と

す
る
こ
と
に
し
、
記
念
式
典
時
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
は
、
同
町
に
古
く
か

ら
伝
わ
る
神
秘
的
な
高
千
穂
神
楽
を
披
露
す
る
こ
と
と
し
た
。

さ
ら
に
記
念
誌
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
香
県
内
の
神
話
に
ゆ
か
り
の
あ
る

山

座
を
選
定
し
、
会
員
自
ら
が
登
り
、
聞
き
取
り
、
調
査
・
研
究
し
た

30
結
果
を
ま
と
め
た
記
録
誌
を
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
方
針
を
元
に
会
員
総
意
で
式
典
開
催
に
向
け
て
鋭
意
準
備
を
進
め

て
き
た
結
果
、
予
定
ど
お
り
7
月

日
㈯
〜

日
㈰
の
2
日
間
、
全
国
お

11

12

よ
び
各
支
部
か
ら
1
2
3
名
の
参
加
を
得
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

た
だ
し
、
記
念
山
行
は
当
日
荒
天
の
た
め
、
や
む
な
く
参
加
者
全
員
を
町

内
観
光
に
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
っ
た
。

次
に
対
象
少
年
の
減
少
か
ら
し
ば
ら
く
委
託
が
な
か
っ
た
家
庭
裁
判
所

委
託
補
導
登
山
は
、
3
年
ぶ
り
に
委
託
を
受
け
て
再
開
し
、

月

日
㈪

11

23

に
宮
崎
市
近
郊
の
双
石
山
（
5
0
9
ｍ
）
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
、
関

係
者
か
ら
篤
い
感
謝
の
念
と
高
い
評
価
を
受
け
た
。

[山
の
日
﹈
制
定
の
広
報
活
動
に
つ
い
て
は
、
毎
月
支
部
の
ル
ー
ム
代
わ

り
に
活
用
し
て
い
る
宮
崎
市
中
央
公
民
館
の
祭
り
お
よ
び
市
主
催
の
地
域

と
市
民
活
動
創
生
事
業
の
祭
典
に
参
加
し
て
、
本
部
か
ら
借
用
し
た
横
断

幕
を
掲
げ
る
と
と
も
に
支
部
独
自
の
広
報
パ
ネ
ル
を
展
示
し
、
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
な
ど
し
て
広
く
市
民
に
呼
び
か
け
た
。

特
筆
す
べ
き
主
な
事
業
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
支
部
活
動
の
全
体

を
見
る
と
、
一
部
定
例
山
行
の
中
で
悪
天
候
の
た
め
中
止
を
余
儀
な
く
さ

支部の活動報告
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せ
ら
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
子
供
登
山
教
室
、
宮
崎
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
、

森
づ
く
り
活
動
、
共
催
の
諸
塚
山
山
開
き
、
登
山
技
術
研
究
会
な
ど
、
支

部
の
年
間
行
事
計
画
に
基
づ
く
主
要
な
共
・
公
益
事
業
は
、
ほ
ぼ
順
調
に

推
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

《会
議
》

＊
4
月

日
㈯

支
部
第

回
通
常
総
会
・
第
2
0
5
回
定
例
登
山
研
究

11

32

会

名
参
加
（
内

名
委
任
状
）。

57

11

＊
随
時
6
回
開
催

支
部
創
立

周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会

延
べ
1

30

0
2
名
参
加
。

＊
随
時
8
回
開
催

支
部
創
立

周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会

延
べ

名

30

78

参
加
。

＊
毎
月
第
1
木
曜
日
開
催

定
例
役
員
・
委
員
長
会
議

延
べ
1
0
5
名

参
加
。

＊
毎
月
第
1
木
曜
日
開
催

定
例
山
岳
研
究
会

延
べ
3
6
8
名
参
加
。

《定
例
山
行
》

＊
4
月

日
㈯

尾
鈴
山

名
参
加
。

25

27

＊
6
月
6
日
㈯

栗
野
岳

名
参
加
。

13

＊
8
月
1
日
㈯
〜

日
㈰

第

回
子
ど
も
登
山
教
室

俵
山
・
菊
池
渓

2

18

谷

名
参
加
。

40

＊

月

日
㈯

行
縢
山

名
参
加
。

10

10

17

＊

月
3
日
㈫

親
父
山

名
参
加
（
福
岡
・
熊
本
・
北
九
州
各
支
部

11

60

会
員
を
含
む
）。

＊

月

日
㈪

双
石
山
（
宮
崎
家
庭
裁
判
所
委
託
補
導
登
山
)

名

11

23

18

参
加
。

＊

月

日
㈯

双
石
山
（
忘
年
・
清
掃
登
山
)

名
参
加
。

12

12

17

＊
1
月

日
㈰

高
房
山

名
参
加
。

10

14

＊
3
月
4
日
㈯

冠
山

名
参
加
。

12

＊
3
月
5
日
㈰

諸
塚
山
山
開
き

名
参
加
（
一
般
参
加
者
1
5
0
0

12

名
）。

《自
然
保
護
環
境
保
全
事
業
》

＊
6
月

日
㈰

支
部
育
林
作
業
（
田
野
の
森
)

名
参
加
。

28

6

＊
9
月

日
㈯

支
部
育
林
作
業
（
野
尻
の
森
)

名
参
加
。

12

10

＊
2
月

日
㈰

支
部
育
林
作
業
（
田
野
の
森
)

名
参
加
。

21

7

＊
3
月

日
㈰

わ
く
わ
く
の
森
、春
の
整
備
作
業（
綾
町
)

名
参
加
。

13

3

《広
報
活
動
》

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰

第

回
宮
崎
中
央
公
民
館
ま
つ
り
（
支
部
活

11

28

29

21

動
の
山
岳
写
真
、
資
料
、
パ
ネ
ル
な
ど
の
展
示
、「
山
の
日
」
制
定
横
断

幕
掲
示
、
同
広
報
活
動

名
参
加
（
一
般
参
加
者
1
5
0
0
名
）。

10

＊
3
月

日
㈪

地
域
と
市
民
活
動「
来
て
み
な
い
・
み
ん
な
で
輪
っ
し
ょ

21

い
宮
崎
」（
支
部
活
動
パ
ネ
ル
展
示
・「
山
の
日
」
広
報
活
動
等
）
参
加

者

名
（
一
般
参
加
者
1
8
0
0
名
）。

10

《出
版
事
業
》

＊
支
部
創
立

周
年
記
念
誌
『
神
々
の
山
を
辿
る
』（
Ａ
4
判
・

Ｐ
・
5

30

42

0
0
部
）。
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＊
宮
崎
支
部
報

年
4
回
発
行
（
各
Ａ
4
判
・
8
ｐ
・
2
0
0
部
）
4
月

1
日
（

号
)
7
月
1
日
（

号
）、

月
1
日
（

号
）、
1
月
1
日

52

53

10

54

（

号
）。

55

(末
永
軍
朗
)

支部の活動報告
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委
員
会
の
活
動
報
告

■

総
務
委
員
会

毎
月
第
1
･第
3
の
月
曜
日
に
定
例
の
委
員
会
を
開
催
し
、
そ
の
ほ
か
に
各
行

事
の
打
合
わ
せ
や
事
前
準
備
の
た
め
に
年
十
数
回
、
臨
時
の
委
員
会
や
作
業
日
を

設
け
て
い
る
。
当
委
員

名
は
、
本
会
の
運
営
と
管
理
部
門
を
担
当
す
る
部
門
と

14

し
て
個
々
の
事
業
に
対
応
し
つ
つ
も
、
組
織
の
質
的
充
実
と
円
滑
化
を
図
る
よ
う

努
め
て
い
る
。

平
成

年
度
の
お
も
な
取
り
組
み
を
以
下
に
挙
げ
る

27

1

新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

7
月
5
日
㈯

参
加
者

名
。

26

日
本
山
岳
会
に
つ
い
て
理
解
を
し
て
充
実
し
た
ク
ラ
ブ
ラ
イ
フ
を
過
し
て

も
ら
え
る
よ
う
新
入
会
員
を
対
象
に
毎
年
実
施
し
て
い
る
。
会
長
の
挨
拶
で

始
ま
り
、
今
年
度
新
た
に
作
成
し
た
約

分
の
紹
介
ビ
デ
オ
も
活
用
し
て
、

25

会
の
組
織
と
活
動
、
山
岳
傷
害
保
険
、
ル
ー
ム
や
図
書
室
、
上
高
地
の
山
岳

研
究
所
の
利
用
方
法
、
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
活
用
方
法
な
ど
を
説
明
し
た
。
各

委
員
会
・
同
好
会
に
つ
い
て
の
説
明
は
各
代
表
に
お
願
い
し
、
最
後
に
本
部

役
員
等
も
参
加
す
る
懇
親
会
を
設
け
、
親
睦
を
深
め
た
。

2

同
好
会
連
絡
会

7
月
6
日
㈪

団
体
同
好
会
の
う
ち

団
体
の
代
表
が

26

23

出
席
。

同
好
会
の
活
発
な
活
動
を
促
す
と
と
も
に
、業
務
上
必
要
な
事
項
の
連
絡
、

意
見
交
換
等
を
行
な
う
た
め
に
年

回
実
施
す
る
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。

1

近
年
、
構
成
員
の
減
少
や
高
齢
化
に
よ
り
活
動
実
態
の
な
い
同
好
会
も
見
ら

れ
る
の
で
、
同
好
会
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
、
今
度
、
同
好
会
規
定
の
改

定
等
の
検
討
を
行
な
う
予
定
で
あ
る
。

3

オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
の
制
作
と
販
売

会
員
の
要
望
を
取
り
入
れ
、
帽
子
、
サ
ブ
ザ
ッ
ク
等
の
新
製
品
を
製
作
し
、

好
評
で
あ
っ
た
。
今
後
、
事
務
局
を
と
と
も
に
、
売
り
上
げ
や
在
庫
の
管
理

方
法
の
合
理
化
い
つ
い
て
検
討
を
行
な
う
予
定
で
あ
る
。

4

支
部
合
同
会
議

9
月

日
㈯
〜

日
㈰
プ
ラ
ザ
エ
フ
（
四
ツ
谷
）

26

27

昨
年
よ
り
各
支
部
長
と
事
務
局
長
の
両
方
が
参
加
す
る
形
態
に
変
更
し

た
。
各
支
部
か
ら
は
支
部
長
が

名
と
事
務
局
長

名
、本
部
か
ら
は
会
長
、

30

31

副
会
長
、
常
務
理
事
会
メ
ン
バ
ー

名
と
関
係
の
委
員
長
7
名
と
総
務
委
員

7

の
計

名
が
参
加
し
た
。
会
務
報
告
、
各
支
部
に
お
け
る
「
山
の
日
」
の
取

87

組
み
予
定
、
家
族
登
山
事
業
の
各
支
部
に
お
け
る
実
施
、
支
部
の
事
業
推
進

の
た
め
の
ブ
ロ
ッ
ク
割
り
、
財
務
改
善
、
助
成
金
・
寄
付
金
等
を
受
け
る
た

め
の
取
組
み
、
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を
行
な
い
、
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
た
。

5

日
本
山
岳
会
創
立
1
1
0
周
年
記
念
式
典
・
祝
賀
晩
餐
会

月
5
日
㈯

12
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京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
（
新
宿
)
5
8
1
名
参
加
。

創
立
1
1
0
周
年
に
当
た
る
た
め
、
記
念
式
典
を
例
年
の
年
次
晩
餐
会
と

合
わ
せ
開
催
し
た
。
招
待
者
を
含
め
、
例
年
よ
り
も
多
く
の
参
加
者
が
あ
る

た
め
全
席
指
定
に
し
た
こ
と
も
あ
り
、
混
乱
も
な
く
円
滑
に
進
行
で
き
た
。

秩
父
宮
記
念
山
岳
賞
受
賞
者
（
平
出
和
也
）
の
講
演
、
日
本
山
岳
会
学
生
部

ネ
パ
ー
ル
東
部
登
山
隊
の
海
外
登
山
報
告
、
中
村
保
氏
に
よ
る
講
演
（「
禁
断

の
南
チ
ベ
ッ
ト

ブ
ル
ー
ス
カ
イ
・

エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
2
0
1
4
」）

を
行
な
っ
た
。
図
書
委
員
会
に
よ
る
図
書
交
換
会
、
ア
ル
パ
イ
ン
フ
ォ
ト
ビ

デ
オ
ク
ラ
ブ
の
写
真
展
等
を
併
催
し
た
。

6

支
部
長
会
議

月

日
㈯

京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

階
「
高
尾
」。

12

5

42

記
念
式
典
・
祝
賀
晩
餐
会
に
先
立
ち
同
じ
建
物
内
で
午
前
中
開
催
さ
れ
た
。

代
理
出
席
4
名
を
含
む

支
部
が
出
席
し
た
。
短
い
時
間
の
中
で
、
会
務
報

32

告
、
次
年
度
の
日
程
、
第

回
全
国
支
部
懇
談
会
案
内
（
越
後
支
部
）、
会
員

32

制
度
、
会
員
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
意
見
交
換
を
行
な
っ
た
。

7

定
例
説
明
会

会
員
獲
得
の
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
2
0
1
5
年
2
月
よ
り
実
施
し
丸

1
年
、
計
6
回
開
催
し
た
。
会
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ
オ
等
も
作
成
し
て

内
容
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
。
説
明
会
の
効
果
は
大
き
く
、
延
べ

名
の
参

53

加
者
の
う
ち
約
3
分
の
1
が
入
会
に
至
っ
て
い
る
。
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
当
会

を
知
る
人
の
数
は
多
く
、
そ
こ
で
興
味
を
持
っ
た
人
を
入
会
ま
で
誘
導
す
る

手
段
と
し
て
さ
ら
に
充
実
を
図
っ
て
ゆ
く
。

(今
田
明
子
)

■

図
書
委
員
会

図
書
委
員
会
の
仕
事
の
基
本
は
図
書
室
の
蔵
書
管
理
で
あ
り
、
そ
の
大
ま
か
な

流
れ
や
手
続
き
に
つ
い
て
は
昨
年
度
の
委
員
会
報
告
で
説
明
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の

で
、
こ
こ
で
は
近
年
増
え
つ
つ
あ
る
、
外
部
（
出
版
や
放
送
メ
デ
ィ
ア
）
か
ら
の

資
料
の
使
用
依
頼
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

た
と
え
ば
外
部
か
ら
「
古
い
『
山
岳
』
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
出
版
物
に
載
せ

た
い
」
と
い
う
依
頼
が
く
る
。
そ
の
場
合
は
、
出
版
社
や
放
送
局
な
ど
の
メ
デ
ィ

ア
と
、
会
員
以
外
の
個
人
か
ら
の
使
用
依
頼
に
は
、
使
用
料
を
1
万
円
と
し
て
対

応
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
会
員
の
場
合
は
ど
う
す
る
か
？

会
員
は
無
料
に
す
る

べ
き
だ
と
の
意
見
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
最
終
的
に
は
使
用
料
を
1
0
0
0
円
と
す

る
こ
と
に
な
っ
た
（
た
だ
し
、
本
や
雑
誌
な
ど
の
販
売
目
的
の
印
刷
物
に
使
う
場

合
で
あ
り
、
個
人
の
研
究
に
使
う
場
合
は
無
料
）。
図
書
室
の
蔵
書
を
知
的
財
産

と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
と
の
判
断
で
あ
る
。

な
お
、「
写
真
」
の
使
用
依
頼
が
あ
っ
て
も
、
実
際
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
写
真
は
資
料

映
像
委
員
会
の
担
当
で
あ
る
が
、『
山
岳
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
は
図
書
委
員

会
の
担
当
と
な
る
た
め
、
扱
い
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
事
務
局
と
両
委
員
会

の
連
携
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
で
（
専
門
家
で
も
あ
る
資
料
映
像
委
員
会
に

リ
ー
ド
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
は
あ
る
が
）、
概
ね
ス
ム
ー
ズ
に
対
応

で
き
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
と
こ
ろ
増
え
て
い
る
の
が
、
会
員
以
外
か
ら
の
図
書
室
の
閲
覧
の

問
い
合
わ
せ
で
あ
る
。
紹
介
者
の
会
員
の
同
行
が
あ
れ
ば
自
由
に
閲
覧
で
き
る
の

委員会の活動報告
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だ
が
、
会
員
の
同
行
が
得
ら
れ
な
い
場
合
は
、
基
本
的
に
は
「
金
曜
日
の
午
後
」

に
対
応
を
限
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
入
会
を
勧
め
た
く
な
る
よ
う
な
専
門
家
や

研
究
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
も
増
え
、
山
岳
図
書
館
と
し
て
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
る

こ
と
を
実
感
し
て
い
る
が
、
さ
ら
な
る
増
加
に
向
け
た
対
応
も
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
「
入
会
す
れ
ば
図
書
室
を
自
由
に
使
え

る
」
と
い
う
こ
と
も
、
大
き
な
Ｐ
Ｒ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、

年
度
に
開
催
し
た
行
事
は
3
企
画
。
ど
の
企
画
も
、
日
本
山
岳
会
ら

15

し
い
充
実
し
た
企
画
に
な
っ
た
。

●
第

回
山
岳
図
書
を
語
る
夕
べ

「
訳
者
マ
ー
テ
ィ
ン
・
フ
ッ
ド
氏
が
来
日
│

44

『
日
本
百
名
山
』
英
訳
版
を
語
る
」

月

日
㈮
開
催
。

10

16

一
昨
年
末
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
百
名
山
』
の
英
訳
本
『
O
ne
H
undred

M
ountainsofJapan』
の
訳
者
マ
ー
テ
ィ
ン
・
フ
ッ
ド
氏
（
ス
イ
ス
在
住
）
を
招

い
て
、日
本
の
山
や
山
の
本
、「
名
山
」の
概
念
に
つ
い
て
語
っ
て
も
ら
っ
た
。
フ
ッ

ド
氏
の
、
日
本
の
山
の
歴
史
に
ま
で
及
ぶ
そ
の
博
識
と
流
暢
な
日
本
語
に
、
参
加

者
一
同
感
嘆
し
た
。
全
内
容
は
『
山
岳
』
今
号
に
掲
載
。

●
第

回
・
山
岳
史
懇
談
会
「
江
本
嘉
伸
氏
が
語
る
―
探
検
部
の
系
譜
」
2
月

42

22

日
㈪
開
催
。

は
じ
め
て
大
学
に
「
探
検
部
」
が
誕
生
し
て

年
。
奇
し
く
も
マ
ナ
ス
ル
登
頂

60

と
同
じ
年
な
の
は
関
係
が
あ
る
の
か
？
「
地
平
線
会
議
」
の
活
動
を
通
し
て
探
検

部
・
山
岳
部
の
О
Ｂ
と
の
幅
広
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
つ
江
本
氏
が
、
東
農
大
探

検
部
О
Ｂ
の
向
後
元
彦
氏
、法
政
大
探
検
部
О
Ｂ
の
岡
村
隆
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

同
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
内
容
の
原
稿
を
『
山
岳
』
今
号
に
掲
載
。

●
第

回
・
図
書
交
換
会

月
5
日
㈯
開
催
。

33

12

出
品
本
は
5
0
0
冊
と
多
か
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
を
完
売
。
会
場
で
の
本
の
購

入
申
込
者
は
1
0
0
名
近
く
に
な
り
（
そ
の
ほ
か
に
事
前
申
込
者

名
）、
山
の
本

30

を
求
め
て
い
る
人
は
、
ま
だ
ま
だ
多
い
こ
と
を
実
感
し
た
。
ま
た
年
次
晩
餐
会
で

の
開
催
も
4
年
目
と
な
り
、広
く
会
員
に
定
着
し
た
こ
と
も
大
き
な
収
穫
で
あ
る
。

ぜ
ひ
継
続
し
た
い
行
事
で
あ
る
。

ど
の
行
事
も

年
、

年
を
超
え
る
歴
史
の
あ
る
行
事
で
は
あ
る
が
、
継
続
だ

30

40

け
が
目
的
で
は
な
い
。
登
山
を
め
ぐ
る
「
文
化
」
を
担
う
委
員
会
と
し
て
、
歴
史

を
踏
ま
え
つ
つ
も
時
代
に
即
応
し
た
活
動
を
心
が
け
た
い
。

(三
好
ま
き
子
)

■

資
料
映
像
委
員
会

当
委
員
会
で
は
年
度
初
め
に
年
間
計
画
表
（
事
業
項
目
、
担
当
者
及
び
事
業
別

予
算
）
を
作
成
し
活
動
し
て
い
る
。
事
業
内
容
は
継
続
性
の
見
地
か
ら
毎
年
大
き

な
変
化
は
な
い
が
、
年
度
毎
に
各
事
業
内
容
の
見
直
し
、
新
規
追
加
、
重
点
事
業

の
設
定
を
行
な
っ
て
い
る
。
主
た
る
担
当
業
務
範
囲
は
過
去
か
ら
引
き
継
が
れ
て

い
る
歴
史
的
に
貴
重
な
山
岳
文
化
資
料
（
絵
画
・
映
像
を
含
む
）
の
適
切
な
保
管
、

新
た
な
収
集
や
展
示
及
び
活
用
（
会
内
外
へ
の
資
料
貸
出
し
や
画
像
使
用
許
可
、

問
合
せ
に
対
す
る
対
応
）。
ま
た
本
会
内
の
保
存
環
境
や
ス
ペ
ー
ス
を
考
慮
し
外

部
博
物
館
等
に
寄
託
し
て
い
る
資
料
の
管
理
も
行
な
っ
て
い
る
。
活
動
内
容
で
会

員
に
告
知
が
必
要
な
も
の
は
会
報
や
Ｗ
ｅ
ｂ
に
掲
載
し
て
い
る
。
事
業
の
進
捗
を
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確
認
し
、
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
に
月
例
会
議
を
実
施
し
議
事
録
に
残
し
て

い
る
。
今
年
度
の
主
要
事
業
の
実
施
概
要
を
記
す
。

1

第

回
全
国
山
岳
博
物
館
等
連
絡
会
議
の
実
施

19

・

月

日
、
参
加
7
館
9
名
と
当
委
員
会
か
ら

名
の
参
加
で
本
部
ル
ー
ム

11

28

10

に
て
実
施
し
た
。
こ
れ
は
毎
年
行
な
っ
て
い
る
全
国
の
山
岳
関
連
博
物
館
・

美
術
館
と
の
情
報
交
換
・
討
議
の
会
議
で
、
学
芸
員
等
に
よ
る
現
状
説
明
及

び
各
館
が
抱
え
て
い
る
問
題
点
の
解
決
糸
口
を
見
つ
け
る
こ
と
や
企
画
展
な

ど
行
事
の
相
互
協
力
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
次
回
は
第
二
十
回
と
な

る
。
本
会
議
の
概
要
は
会
報
「
山
」
8
4
9
（
2
0
1
6
年
2
月
）
号
を
参

照
。

2

絵
画
・
資
料
・
映
像
資
料
の
保
存
と
貸
出
し
及
び
寄
託
管
理

・
所
蔵
現
物
資
料
の
点
検
と
内
容
調
査
・
記
録
、
保
存
環
境
改
善
（
温
度
湿
度

管
理
・
所
蔵
庫
入
出
制
限
等
）、
外
部
貸
出
し
・
画
像
使
用
及
び
問
合
せ
へ
の

対
応
を
行
な
っ
た
。
管
理
中
の
資
料
・
絵
画
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
登
録
数
は
約

5
0
0
件
（
個
別
資
料
は
数
千
点
）
と
映
像
資
料
3
0
0
タ
イ
ト
ル
。
貸
出

し
と
使
用
許
可
は
計

件
及
び
問
合
せ
等
計
8
件
を
処
理
し
た
。

21

・
本
会
資
料
室
に
保
管
し
き
れ
な
い
絵
画
・
資
料
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
保
管

や
管
理
を
実
施
し
、
ま
た
展
示
・
研
究
な
ど
に
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
博
物

館
や
美
術
館
計
8
館
に
寄
託
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
寄
託
先
か
ら
の
年
度
末
棚

卸
し
と
、
寄
託
継
続
な
ど
の
管
理
手
続
き
を
実
施
し
た
。

3

シ
ュ
ラ
ギ
ン
ト
ワ
イ
ト
・
ア
ト
ラ
ス
（
図
版
集
）
の
管
理
移
管
と
修
復

・
図
書
委
員
会
よ
り
管
理
移
管
を
受
け
た
機
会
に
、
専
門
業
者
に
依
頼
し
て
長

年
の
保
管
で
発
生
し
た
自
然
汚
れ
・
カ
ビ
な
ど
の
修
復
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）

と
長
期
保
存
の
た
め
の
資
材
の
導
入
を
行
な
っ
た
（
全

枚
）。
次
年
度
は
、

46

図
版
集
の
目
録
作
成
と
画
像
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
や
活
用
を
進
め
て
い
く

予
定
。

（
シ
ュ
ラ
ギ
ン
ト
ワ
イ
ト
・
ア
ト
ラ
ス
に
関
す
る
諸
先
輩
の
解
説
記
事
は『
山

岳
』
や
会
報
「
山
」
に
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
て

戴
き
た
い
）

4

ア
ー
カ
イ
ブ
映
画
会
「
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
縦
走
（
一
九
八
四
）
上
映
と

ト
ー
ク
会
」
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
作
成

・
2
0
1
5
年

月

日
ル
ー
ム
に
て
実
施
し
た
、
映
画
上
映
と
重
廣
恒
夫
会

2

19

員
（
同
隊
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
）
に
よ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
た
ト
ー
ク
会
を

記
録
し
た
映
像
を
編
集
し
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
作
成
し
た
（
支
部
の
映
画
会
な
ど
に

貸
出
し
可
能
）。
ト
ー
ク
会
の
概
要
は
会
報
「
山
」
8
3
9
（
2
0
1
5
年
4

月
）
号
を
参
照
。

次
年
度
は
、
マ
ナ
ス
ル
初
登
頂
六
十
周
年
記
念
及
び
祝
日
「
山
の
日
」
施

行
記
念
イ
ベ
ン
ト
に
対
す
る
本
会
内
外
か
ら
の
資
料
の
協
力
依
頼
へ
の
対
応

が
あ
る
。

(荒
井
真
二
)

■

『山
岳
』
編
集
委
員
会

本
会
の
機
関
誌
『
山
岳
』
第
百
十
年
（
2
0
1
5
年
）
は
、
昨
年
同
様
の
ス
タ
ッ

委員会の活動報告
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フ
で
編
集
作
業
が
行
な
わ
れ
、
8
月
中
旬
に
発
刊
さ
れ
た
。

表
紙
は
前
号
ま
で
担
当
し
て
下
さ
っ
た
塚
本
静
雄
さ
ん
が
一
昨
年
6
月
、
お
亡

く
な
り
に
な
ら
れ
た
の
で
、代
わ
っ
て
岐
阜
県
下
呂
市
在
住
の
田
立
泰
彦
会
員（
会

員
番
号
9
2
3
3
）
の
奥
穂
高
岳
の
絵
を
お
借
り
し
た
。
田
立
さ
ん
は
、
山
の
絵

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
岐
阜
県
内
の
古
民
家
や
全
国
の
木
造
駅
舎
を
ス
ケ
ッ
チ
行

脚
さ
れ
て
い
る
方
で
、
し
ば
ら
く
続
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
。

今
号
で
は
「
記
録
」
欄
に
、
本
当
に
久
し
ぶ
り
に
2
つ
の
国
内
記
録
を
載
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。
1
つ
は
厳
冬
期
の
黒
部
川
を
横
断
し
た
の
ち
剱
岳
・
八
ツ
峰
主

稜
を
縦
走
し
、
早
月
尾
根
を
下
降
し
た
記
録
。
も
う
1
本
は
、
北
海
道
支
部
が
総

力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
だ
オ
ホ
ー
ツ
ク
分
水
嶺
完
全
踏
査
の
記
録
で
あ
る
。

海
外
の
記
録
で
は
、
第
9
回
ピ
オ
レ
ド
ー
ル
・
ア
ジ
ア
を
受
賞
さ
れ
た
谷
口
け

い
会
員
の
、
ア
ラ
ス
カ
・
ル
ー
ス
氷
河
に
お
け
る

日
間
に
及
ぶ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

38

の
レ
ポ
ー
ト
と
写
真
を
掲
載
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
谷
口
会
員
は
昨
年

月

日
、

12

21

大
雪
山
系
・
黒
岳
北
稜
で
滑
落
死
し
て
し
ま
っ
た
。
日
本
人
女
性
登
山
家
と
し
て

は
ぬ
き
ん
で
た
力
を
発
揮
し
て
い
た
だ
け
に
、そ
の
死
は
惜
し
ん
で
も
余
り
あ
る
。

学
生
登
山
隊
の
報
告
は
、
そ
の
谷
口
さ
ん
が
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
同
行
さ
れ

た
ム
ス
タ
ン
女
子
隊
と
学
習
院
大
学
隊
の
ザ
ン
ス
カ
ー
ル
、
東
京
農
業
大
学
隊
の

ム
ス
タ
ー
グ
・
ア
タ
、
法
政
大
学
隊
の
ア
マ
ダ
ブ
ラ
ム
を
ま
と
め
て
掲
載
し
た
。

対
象
の
山
の
レ
ベ
ル
は
と
も
か
く
と
し
て
、
学
生
た
ち
が
積
極
的
に
海
外
の
山
に

出
か
け
て
行
っ
て
経
験
を
積
ん
で
く
る
こ
と
は
、
若
い
リ
ー
ダ
ー
が
不
足
し
て
い

る
現
状
の
日
本
山
岳
会
に
と
っ
て
は
、
真
に
頼
も
し
い
限
り
で
あ
る
。

｢調
査
・
研
究
」
で
は
、
宮
城
支
部
に
よ
る
異
色
の
レ
ポ
ー
ト
を
掲
載
し
た
。
5

年
前
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
発
生
し
た
東
京
電
力
福
島
第
1
原
子
力
発
電
所
の

放
射
能
汚
染
は
、
宮
城
県
や
福
島
県
の
山
々
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
我
々

登
山
者
に
と
っ
て
も
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
こ
の
問
題
を
、
克
明
な
調
査
に
よ
り

レ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
さ
に
公
益
法
人
に
ふ
さ
わ
し
い
活
動
で
あ
る
。

「
読
物
」
欄
で
は
、
芳
賀
孝
郎
元
副
会
長
が
カ
ナ
ダ
・
ア
ル
バ
ー
タ
峰
初
登
頂
90

周
年
に
あ
た
り
、「
伝
説
の
ピ
ッ
ケ
ル
」
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
改
め
て
ま
と
め
て
く

だ
さ
っ
た
。
こ
の
ド
ラ
マ
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
知
ら
な
い
若
い
会
員
た
ち
に
と
っ

て
は
、
格
好
の
読
み
物
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
ほ
か
は
「
図
書
紹
介
」
以
下
、
例
年
ど
お
り
の
ペ
ー
ジ
建
て
で
あ
る
。「
追

悼
」
欄
に
、
か
つ
て
大
活
躍
さ
れ
て
い
た
先
輩
会
員
の
お
名
前
が
多
く
な
っ
て
い

る
。
時
の
流
れ
に
は
逆
ら
え
な
い
が
、
真
に
寂
し
い
限
り
で
あ
る
。

な
お
、
昨
年
度
の
製
作
費
総
額
は
4
0
9
万
1
3
0
8
円
で
、
前
年
比

万
5

50

7
0
1
円
の
減
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
2
0
1
4
年
と
比
べ
頁
数
が

頁
減
っ

32

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
内
訳
は
製
作
費
2
9
9
万
9
4
4
円
、
通
信
・
発
送
費
52

万
3
7
7
0
円
、
封
筒
代

万
8
0
7
2
円
、
編
集
費

万
7
6
0
8
円
、
そ
の

19

32

他
経
費
4
万
2
9
1
4
円
。
印
刷
部
数
は
5
5
0
0
部
で
あ
る
。

(節
田
重
節
)

■

会
報
編
集
委
員
会

毎
月

日
に
会
報
「
山
」
を
発
行
。
こ
れ
ま
で

ペ
ー
ジ
を
基
準
と
し
て
き
た

20

20

が
、
1
．
2
．
3
．
8
．

号
は

ペ
ー
ジ
に
増
や
し
た
。
総
会
報
告
を
掲
載
す

12

24
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る

月
号
と
晩
餐
会
の
報
告
を
す
る

月
号
に
つ
い
て
は
、
例
年

ペ
ー
ジ
で
あ

7

12

24

る
が
、
今
年
度
は
そ
れ
以
外
に
も
話
題
の
多
い
号
に
つ
い
て
、
増
ペ
ー
ジ
が
あ
っ

た
。公

益
社
団
法
人
と
し
て
新
た
に
会
が
取
り
組
ん
で
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
、
若

手
会
員
を
増
や
し
活
動
を
充
実
さ
せ
て
い
る
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
な
ど
の
話

題
に
多
く
ペ
ー
ジ
を
割
い
た
の
は
、
こ
こ
数
年
通
り
だ
。
学
生
部
の
海
外
登
山
や

海
外
登
山
助
成
金
対
象
の
チ
ー
ム
の
報
告
な
ど
も
掲
載
し
た
。

連
載
は
、
医
療
委
員
会
に
よ
る
「
Clim
bing
&
M
edixine」。
最
近
は
連
載
が

少
な
い
が
、
今
後
は
新
た
な
テ
ー
マ
や
分
野
を
探
っ
て
い
く
こ
と
も
大
切
だ
と
考

え
る
。
編
集
作
業
に
あ
た
っ
て
い
る
の
は
、
編
集
人
の
柏
澄
子
と
原
邦
三
、
節
田

重
節
、
担
当
理
事
の
神
長
幹
雄
の
4
名
。
委
員
は

人
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

10

4

月
に
委
員
会
を
開
催
し
、
今
年
度
を
振
り
返
り
、
次
年
度
以
降
の
展
望
に
つ
い
て

話
し
合
っ
た
。

な
お
、
収
入
は
表
4
と
記
事
な
か
の
広
告
約

枠
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
年
に

13

数
回
単
発
で
記
事
な
か
に
広
告
を
も
ら
う
こ
と
も
あ
る
。

(柏
澄
子
)

■

山
岳
研
究
所
運
営
委
員
会

現
在
の
上
高
地
山
岳
研
究
所
（「
山
研
」）
は
、
3
代
目
と
し
て
1
9
9
3
年
に

「
日
本
山
岳
会
創
立

周
年
記
念
事
業
」
の
一
環
と
し
て
改
築
さ
れ
、
す
で
に

年

90

23

が
経
過
し
ま
し
た
。
大
自
然
の
環
境
下
に
あ
っ
て
、
建
物
の
一
部
に
劣
化
の
箇
所

が
目
に
つ
い
た
り
、
飲
料
水
利
用
の
善
六
沢
も
上
流
の
土
石
流
発
生
に
よ
っ
て
濁

水
が
流
れ
た
り
し
て
利
用
者
の
方
に
し
ば
し
ば
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
会
員
の
方
に
「
山
研
」
を
快
く
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
こ

れ
ら
の
環
境
改
善
が
重
要
で
あ
り
今
後
の
大
き
な
課
題
で
す
。

飲
料
水
の
善
六
沢
利
用
に
替
わ
る
上
水
道
利
用
に
つ
い
て
は
、『
山
岳
』前
号（
1

1
0
年
）
で
上
水
道
敷
設
工
事
の
経
緯
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
中
信
森
林
管
理
署

か
ら
の
工
事
許
可
待
ち
で
あ
っ
た
山
研
敷
地
部
分
（
約

ｍ
）
の
許
可
が
2
0
1

40

5
年
7
月
中
旬
に
下
り
、
当
初
の
予
定
よ
り
1
ヶ
月
遅
れ
で
7
月
末
に
工
事
が
完

成
し
ま
し
た
。
国
立
公
園
内
か
つ
特
別
名
勝
・
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て

い
る
上
高
地
な
ら
で
は
の
規
制
の
厳
し
さ
に
加
え
て
、
冬
季
は
深
雪
に
閉
ざ
さ
れ

る
立
地
条
件
か
ら
、
関
係
官
庁
へ
の
工
事
許
可
申
請
や
工
事
委
託
業
者
と
の
調
整

な
ど
に
多
大
な
労
力
と
時
間
を
費
や
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
2
0
1
3
年
8
月
の

検
討
開
始
か
ら
工
事
完
成
ま
で
丸
2
年
を
要
し
ま
し
た
。
工
事
許
可
申
請
に
際

し
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
関
係
官
庁
の
担
当
官
な
ら
び
に
検
討
段
階
か
ら
助
言
を

い
た
だ
い
た
上
高
地
梓
川
右
岸
専
用
水
道
事
業
組
合
、
ま
た
事
業
費
用
負
担
に
理

解
を
い
た
だ
い
た
Ｊ
Ａ
Ｃ
理
事
会
、
そ
し
て
申
請
に
必
要
な
図
面
資
料
作
成
等
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
協
力
い
た
だ
い
た
委
員
会
関
係
者
に
は
、
こ
の
場
を
お
借
り
し

て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

上
水
道
利
用
は
、
昨
年
度
は
試
験
運
用
期
間
と
定
め
、
今
年
度
の
山
研
開
所
よ

り
本
格
運
用
に
入
り
ま
す
。
し
か
し
、
他
の
施
設
の
水
道
使
用
状
況
と
水
圧
の
関

係
か
ら
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
取
水
不
可
能
な
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
受
水
槽

へ
の
随
時
取
水
に
よ
り
貯
水
の
安
定
供
給
に
努
め
て
い
ま
す
が
、
利
用
者
の
方
々

委員会の活動報告
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に
は
一
層
の
節
水
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、「
山
研
」
利
用
者
数
は
天
候
不
順
が
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
も
あ
り
例
年

に
比
べ
若
干
落
ち
込
み
ま
し
た
。
今
年
度
は
多
く
の
会
員
の
方
の
ご
利
用
を
期
待

す
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
中
で
、
昨
年
4
月
か
ら
元
川
里
美
さ
ん
が
新
管
理
人
と

し
て
就
か
れ
ま
し
た
。「
内
野
さ
ん
は
元
気
で
す
か
」、「
あ
の
と
き
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
」な
ど
と
内
野
慎
一
前
管
理
人
へ
の
感
謝
の
声
が
寄
せ
ら
れ
る
一
方
で
、

「
気
持
ち
の
よ
い
部
屋
で
す
ね
」、「
細
か
い
気
配
り
が
い
い
で
す
ね
」
な
ど
、
元
川

管
理
人
の
誠
意
の
声
が
利
用
者
か
ら
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
今
年
8
月

日
は
、
制
定
さ
れ
た
「
山
の
日
」
の
記
念
事
業
が
上
高
地
で

11

開
催
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
起
因
で
し
ょ
う
か
、
会
員
の
「
山
研
」
に
対
す
る
意
識

が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
建
物
は
古
く
な
り

ま
し
た
が
、
多
く
の
会
員
の
方
に
「
山
研
」
を
快
く
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

上
水
道
の
安
定
供
給
に
努
め
る
ほ
か
、
建
物
内
部
の
設
備
改
善
な
ど
を
含
め
て
管

理
・
運
営
を
進
め
て
い
き
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
と
ご
理
解
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
み
な
さ
ま
の
ご
利
用
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

(安
井
康
夫
)

■

自
然
保
護
委
員
会

自
然
保
護
委
員
会
は
、全
国
の
支
部
に
自
然
保
護
委
員
会
の
設
置
を
お
願
い
し
、

2
0
1
5
年
度
に
は

支
部
に
委
員
会
が
あ
る
。

32

支
部
に
は
定
例
の
委
員
会
議
事
録
を
毎
月
送
付
し
、
年
6
回
、
委
員
会
発
行
の

「
木
の
目
草
の
芽
」
を
自
然
保
護
委
員
に
届
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
活
用
し
て
各
地
の
状
況
を
集
め
、自
然
保
護
全
国
集
会
の
課
題
と
し
、

毎
年
支
部
と
共
催
で
全
国
集
会
を
開
催
し
て
い
る
。

今
年
度
は
昨
年
度
の
全
国
集
会
で
、
会
員
か
ら
提
起
さ
れ
た
南
ア
ル
プ
ス
に
お

け
る
リ
ニ
ア
新
幹
線
工
事
に
よ
る
大
規
模
開
発
に
よ
る
自
然
破
壊
の
問
題
点
を

「
南
ア
ル
プ
ス
を
貫
く
リ
ニ
ア
新
幹
線
の
自
然
破
壊
に
つ
い
て
」
を
基
調
講
演
と

し
問
題
点
の
共
通
認
識
を
持
つ
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
。
全
国
集
会
後
、
現
地
の
長

野
県
大
鹿
村
で
自
然
保
護
委
員
研
修
会
を
実
施
し
、
会
報
に
リ
ニ
ア
の
動
向
を
掲

載
す
る
こ
と
に
し
た
。

次
に
シ
カ
問
題
が
、
や
っ
と
世
論
を
動
か
し
始
め
環
境
省
も
法
を
改
正
し
た
。

シ
カ
に
よ
る
害
の
状
況
報
告
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
集
中
し
て
開
催
さ
れ
、
委
員

会
も
ど
う
取
り
組
む
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

最
近
、
絶
滅
危
惧
種
Ⅱ
Ｂ
に
指
定
さ
れ
た
ラ
イ
チ
ョ
ウ
保
護
活
動
に
も
目
を
向

け
、
ラ
イ
チ
ョ
ウ
保
護
を
伝
え
る
絵
葉
書
を
作
り
、
集
会
な
ど
で
配
布
し
て
い
る
。

｢山
の
日
」
の
施
行
を
思
う
と
き
、
山
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
こ
と
は
山
を
知
る
こ

と
で
楽
し
み
も
広
が
り
、
自
然
を
い
つ
く
し
む
思
い
も
深
く
な
る
の
で
は
と
自
然

観
察
会
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
。

○
自
然
保
護
全
国
集
会
の
開
催

自
然
保
護
委
員
会
設
立

周
年
を
記
念
し
て
、
東
京
多
摩
支
部
と
の
共
催
で

50

7
月

〜

日
東
京
・
青
梅
で
開
催
し
参
加
者
は
約
1
0
0
名
、
支
部
は

支

11

12

19

部
。
1
日
目
は
公
益
財
団
法
人
日
本
自
然
保
護
協
会
の
辻
村
千
尋
氏
に
よ
る

「
南
ア
ル
プ
ス
を
貫
く
リ
ニ
ア
新
幹
線
の
自
然
破
壊
に
つ
い
て
」
の
講
演
、
集
会
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テ
ー
マ
「
日
本
山
岳
会
自
然
保
護
活
動
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
」
た
め
の
報
告

は
、「
自
然
保
護
委
員
会
活
動
の
歴
史
」
を
松
本
恒
廣
、
富
澤
克
禮
諸
氏
。
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
森
武
昭
、
尾
野
益
大
、
西
條
好
廸
、
下
野
綾
子
の
諸

氏
で
行
な
わ
れ
た
。
2
日
目
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
を
大
岳
山
、
高
尾
の
森

見
学
、
横
沢
入
り
の
3
コ
ー
ス
で
実
施
。

○
機
関
紙
『
木
の
目
草
の
芽
』
発
行

隔
月
刊
で
1
1
6
〜
1
2
1
号
発
行
。

○
自
然
観
察
会

「
樹
木
観
察
基
礎
講
座
」
1
月

日
実
施

24

○
山
岳
団
体
自
然
連
絡
会

日
本
山
岳
協
会
、東
京
都
山
岳
連
盟
、日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
、Ｈ
Ａ
Ｔ
-Ｊ
、

山
の
エ
コ
ー
、
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
、
日
本
山
岳
会
の
7
団
体
の
自
然
保
護

担
当
者
が
、
月
1
回
情
報
交
換
会
を
行
な
っ
て
情
報
、
意
見
交
換
な
ど
を
実
施

し
て
い
る
。

(川
口
章
子
)

■

科
学
委
員
会

1

委
員
会
内
の
役
割
分
担
と
委
員
の
増
減

2
0
1
5
年
度
の
委
員
会
内
の
役
割
分
担
は
2
0
1
4
年
度
の
体
制
を
継
続

し
た
。
新
た
に
野
生
動
物
学
の
安
間
繁
樹
委
員
が
就
任
さ
れ
た
。

2

科
学
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）
の
強
化

委
員
の
老
齢
化
す
な
わ
ち
新
委
員
が
増
え
な
い
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
山

岳
会
会
員
へ
の
委
員
会
活
動
の
広
報
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
2
0
1
5

年
度
も
前
年
度
に
引
き
続
き
、
科
学
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
）
の
強
化
を
行
な
っ
た
。
本
委
員
会
の
目
的
で
あ
る
科
学
的
登
山
（
山
の

多
面
的
理
解
と
そ
れ
に
よ
る
安
全
登
山
）
の
啓
蒙
に
結
び
つ
け
ば
と
願
っ
て

い
る
。

3

共
益
事
業
と
し
て
の
活
動

①

例
会

年
間
の
通
常
活
動
と
し
て
は
月
1
回
第
3
木
曜
日
に
ル
ー
ム
で
例
会
を
行

な
っ
て
い
る
。
内
容
は
、
委
員
会
の
課
題
、
事
業
内
容
の
準
備
・
反
省
、

本
部
か
ら
の
要
請
等
の
検
討
を
中
心
と
し
て
行
な
っ
た
。
2
0
1
4
年
度

か
ら
は
じ
ま
っ
た
登
山
の
科
学
に
つ
い
て
の
セ
ミ
ナ
ー
も
定
着
し
た
。

②

｢暑
気
払
い
の
会
」
及
び
「
新
年
会
」

8
月
の
例
会
は
、「
暑
気
払
い
の
会
」
と
し
て
小
石
川
後
楽
園
の
涵
徳
亭
で

開
催
。
会
に
先
立
っ
て
園
内
の
植
物
の
見
学
を
行
な
っ
た
。

1
月
に
は
「
新
年
会
」
を
九
段
の
タ
ナ
カ
ヤ
で
行
な
っ
た
。

③

研
修
山
行

1
月

日
㈪
に
千
葉
県
市
原
市
養
老
川
沿
い
の
約

万
年
前
に
起
こ
っ
た

11

77

最
も
最
近
の
地
球
磁
場
逆
転
の
証
拠
を
示
す
地
層
を
見
学
し
た
。
こ
の
地

層
の
も
つ
国
際
的
な
意
義
に
つ
い
て
理
解
し
た
。
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4

公
益
目
的
事
業

①

探
索
山
行

6
月

日
㈯
、

日
㈰
に
「
中
央
構
造
線
と
守
屋
山
を
訪
ね
る
」
と
し
て

13

14

実
施
。
一
般
参
加
者
を
含
め

名
が
参
加
。
我
が
国
最
大
級
の
断
層
と
さ

43

れ
る
中
央
構
造
線
を
杖
突
峠
か
ら
大
鹿
村
ま
で
、
中
央
構
造
線
博
物
館
の

河
本
学
芸
員
の
説
明
で
断
層
地
層
、
地
形
を
観
察
し
た
。
中
央
構
造
線
が

地
質
境
界
で
あ
る
こ
と
を
理
解
。
南
ア
ル
プ
ス
の
成
長
に
つ
い
て
も
学
習

し
た
。
最
後
に
守
屋
山
に
登
り
、
そ
の
眺
望
に
も
満
足
し
た
。

②

フ
ォ
ー
ラ
ム
「
登
山
を
楽
し
く
す
る
科
学
（
Ⅷ
）」

月

日
㈯
に
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
登
山
を
楽
し
く
す
る
科
学
（
Ⅷ
）」
を
立
正

3

12

大
学
品
川
校
舎
で
開
催
。
松
森
徹
氏
（
気
象
予
報
士
）
の
「
あ
な
た
に
も

出
来
る
！

山
の
天
気
解
析
」、米
倉
久
邦
委
員
の「
日
本
の
森
列
伝
か
ら
、

北
限
の
ブ
ナ
と
驚
異
の
タ
テ
ヤ
マ
ス
ギ
」、
福
岡
孝
昭
委
員
の
「
そ
も
そ
も

火
山
っ
て
何
―
誕
生
、
噴
火
、
溶
岩
の
基
礎
知
識
―
」
の
3
つ
の
話
題
に

一
般
参
加
者
を
含
め
1
0
0
名
が
聴
き
入
っ
た
。

5

そ
の
他

上
記
の
活
動
に
よ
り
、
委
員
の
増
強
が
進
み
、
山
岳
会
の
会
員
増
に
も
寄
与

で
き
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

科
学
委
員
会
で
は
、
活
動
の
一
環
と
し
て
支
部
活
動
に
お
け
る
登
山
の
科
学

に
関
連
す
る
講
演
会
な
ど
に
講
師
の
派
遣
協
力
を
考
え
て
い
る
。
遠
慮
な
く

ご
相
談
賜
り
た
い
。

(福
岡
孝
昭
)

■

医
療
委
員
会

医
療
委
員
会
の
目
的
は
医
学
の
知
識
の
不
足
か
ら
起
こ
る
遭
難
に
つ
い
て
啓
発

活
動
を
行
な
い
，
遭
難
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
で
あ
る
。

楽
し
く
安
全
な
山
登
り
を
す
る
た
め
に
は
、
山
で
は
ど
の
よ
う
に
身
体
に
負
担

が
掛
か
る
か
，
ど
の
よ
う
な
病
気
や
ケ
ガ
が
起
こ
る
か
，
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
に

対
処
し
た
ら
よ
い
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
日
本
登
山
医

学
会
や
日
本
山
岳
文
化
学
会
山
岳
医
学
医
療
分
科
会
の
会
員
が
多
い
。

委
員
会
の
主
な
活
動
は
，登
山
の
医
学
に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
を
行
な
う
こ
と
、

そ
の
た
め
に
講
演
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
会
報
「
山
」
の
医
療
コ
ラ
ム

（
Clim
bing&
M
edicine）
を
執
筆
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
般
社
団
法
人

日
本
登
山
医
学
会
の
後
援
も
行
な
っ
て
い
る
。

1

昨
年
度
は
、
日
本
山
岳
会
1
1
0
周
年
記
念
に
当
た
り
、
委
員
会
事
業
と
し

て
次
の
3
つ
の
会
を
主
催
・
参
画
し
た
。

1
）
第
3
回
名
古
屋
夏
山
フ
ェ
ス
タ
に
医
療
委
員
会
が
参
画
し
、
1
1
0
周
年

記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
御
嶽
山
噴
火
！
」
を
行
な
っ
た
。

月

日
、
名
古

6

21

屋
（
ウ
イ
ン
ク
あ
い
ち
）
参
加
者
数
6
9
3
0
名
、
委
員
会
参
加
委
員
1

名
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
山
岳
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
医
療
委
員
会
・
名
古
屋

夏
山
フ
ェ
ス
タ
に
て
1
1
0
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
御
嶽
山
噴
火
！
」
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開
催
さ
れ
る
（
2
0
1
5
年
7
月

日
）
と
会
報
7
月
（
8
4
2
）
号
に

12

報
告
し
た
。

2
）
第
5
回
岳
都
・
松
本
山
岳
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
医
療
委
員
会
が
参
画
し
、
1
1

0
周
年
記
念
講
演
「
ま
ず
は
自
分
で
で
き
る
こ
と
〝
登
山
の
ト
ラ
ブ
ル
回

避
術
〞」
を
行
な
い
、
野
口
い
づ
み
担
当
理
事
が
山
で
の
病
気
と
ケ
ガ
の
対

処
に
つ
い
て
講
演
し
た
。

月

日
、
松
本
（
松
本
民
藝
館
)
参
加
者
2

11

29

3
0
0
名
、
委
員
会
参
加
委
員
2
名
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
山
岳
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
↓
医
療
委
員
会
↓
第
5
回
岳
都
・
松
本
山
岳
フ
ォ
ー
ラ
ム
2
0
1

5
開
催「
野
口
い
づ
み
理
事
が
1
1
0
周
年
記
念
講
演
」（
2
0
1
6
・
・
01

）
と
会
報

月
号
（
№
8
4
8
）
に
報
告
し
た
．

25

1

3
）
医
療
委
員
会
が
1
1
0
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
御
嶽
山
噴
火
を
考
え

る
ー
体
験
者
の
声
を
聞
く
ー
」
を
主
催
し
、
噴
火
の
科
学
、
生
還
し
た
ガ

イ
ド
の
体
験
、
医
師
の
救
助
活
動
に
つ
い
て
検
証
し
た
。

月
4
日
、
東

12

京（
慈
恵
医
大
）、参
加
者
数
約
1
4
0
名
、委
員
会
参
加
委
員
7
名
で
あ
っ

た
。
詳
細
は
山
岳
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
↓
医
療
委
員
会
・
Ｊ
Ａ
Ｃ
1
1
0
周

年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
御
嶽
山
噴
火
に
つ
い
て
考
え
る
ー
体
験
者
の
声

を
聞
く
」
と
会
報
2
月
（
8
4
9
）
号
に
報
告
し
た
。

2

一
般
社
団
法
人
日
本
登
山
医
学
会
の
支
援
と
し
て
，
第

回
日
本
登
山
医
学

35

会
学
術
集
会
を
後
援
し
た
。
会
期
は
5
月

〜

日
。
場
所
は
高
松
（
サ
ン

22

24

ポ
ー
ト
ホ
ー
ル
高
松
）
で
、
参
加
者
数
1
9
2
名
、
委
員
会
参
加
委
員
8
名

で
あ
っ
た
。
詳
細
は
山
岳
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
↓
医
療
委
員
会
・
第

回
日
本

35

登
山
医
学
会
開
催
さ
れ
る
（
2
0
1
5
年
9
月

日
）
と
会
報
9
月
（
8
4

29

4
）
号
に
報
告
し
た
．

3

会
報
「
山
」
の
医
療
コ
ラ
ム
（
Clim
bing&
M
edicine）
内
容

｢打
撲
・
捻
挫
に
は
ア
イ
シ
ン
グ
」
浜
口
欣
一
（
会
報
8
3
8
号
）、「
山
地

の
ブ
ユ
対
策
」
秦

和
寿
（
会
報
8
4
1
号
）、「
山
と
湯
め
ぐ
り
（
1
）
箱

根
の
温
泉
」
村
上
和
子
（
会
報
8
4
7
号
）、「
山
と
湯
め
ぐ
り
（
2
）
日
光

の
光
徳
温
泉
」
村
上
和
子
（
会
報
8
4
9
号
）。

4

そ
の
他

委
員
会
は
不
定
期
開
催
で
、
委
員
会
事
業
の
審
議
と
山
岳
医
療
に

関
す
る
新
し
い
知
見
な
ど
に
つ
い
て
討
議
し
て
い
る
。

5

次
年
度
の
活
動
方
針

1
）
講
演
会
を
開
催
す
る

第
一
弾
と
し
て
6
月

日
「
山
で
虫
を
防
ぐ
」
と

13

題
し
て
山
で
遭
遇
す
虫
刺
さ
れ
事
故
に
つ
い
て
秦
和
寿
会
員
の
講
演
会
を

予
定
。
そ
の
他
、
会
員
の
ニ
ー
ズ
に
添
う
講
演
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど

を
企
画
す
る
。

2
）
第

回
日
本
登
山
医
学
会
学
術
集
会
（
大
会
長
・
上
小
牧
憲
寛
）
を
後
援

36
平
成

年
6
月
3
〜
5
日

栃
木
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
。

28

3
）
会
報
「
山
」
の
医
療
コ
ラ
ム
（
Clim
bing&
M
edicine）
の
継
続
。

6

今
期
の
委
員
=担
当
理
事
・
野
口
い
づ
み
、
委
員
長
・
浜
口
欣
一
、
委
員
・
大

野
秀
樹
、
稲
村
道
子
、
神
尾
重
則
、
藤
枝
和
夫
、
村
上
和
子
、
小
清
水
敏
昌
、

秦

和
寿
、
上
小
牧
憲
寛
、
梶
谷

博
、
斎
藤

繁
、
角
田

元
、
植
木
貞

一
郎
、
山
内
佳
奈
、
香
川
茂
雄
、
土
井

理

(浜
口
欣
一
)
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■

山
行
委
員
会

1

山
行
委
員
会
の
役
割
に
つ
い
て

山
行
委
員
会
の
役
割
は
、
理
事
会
の
指
導
の
も
と
、「
国
内
外
の
登
山
の
企

画
、
実
施
」
を
行
な
い
、
会
員
相
互
の
交
流
、
懇
親
等
を
図
り
、
会
員
一
人

一
人
の
登
山
技
術
の
習
得
、
向
上
を
目
指
し
、
ひ
い
て
は
日
本
山
岳
会
の
設

立
目
的
で
あ
る
〈
登
山
を
通
じ
て
あ
ま
ね
く
体
育
、
文
化
、
及
び
自
然
愛
護

の
精
神
の
高
揚
を
図
る
こ
と
〉
の
達
成
に
貢
献
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
日
本
山
岳
会
の
本
部
委
員
会
に
あ
っ
て
、
最
も
山
岳
会
ら
し
い
委

員
会
の
ひ
と
つ
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
平
成

年
度
か
ら
、
よ
り
分
か
り
や

27

す
く
、
委
員
会
名
称
を
「
山
行
」
委
員
会
（
旧
集
会
委
員
会
）
と
変
更
し
ま

し
た
。

引
き
続
き
、
山
行
委
員
会
は
、「
会
員
の
お
役
に
立
つ
、
会
員
の
た
め
に
な

る
委
員
会
」
を
目
指
し
、
国
内
・
海
外
の
山
行
、
講
習
会
等
の
企
画
、
運
営
、

実
施
に
取
組
ん
で
い
き
ま
す
。

2

活
動
方
針

前
記
役
割
と
会
員
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
当
面
の
活
動
方
針
を
以
下
の
通
り

定
め
て
い
ま
す
。

1
）
全
国
の
会
員
が
自
由
に
参
加
で
き
、
か
つ
楽
し
く
有
意
義
な
山
行
を
企
画

し
ま
す
。
山
行
に
あ
た
っ
て
は
、
何
よ
り
も
「
安
全
」
に
最
大
限
配
慮
し

ま
す
。

2
）
会
員
の
圧
倒
的
多
数
は
、

歳
代

歳
代
の
会
員
で
す
。
そ
の
大
多
数
の

60

70

中
高
年
会
員
を
主
な
対
象
と
し
た
山
行
を
実
施
し
ま
す
。
山
行
以
外
に
も

安
全
登
山
に
資
す
る
講
習
会
等
を
企
画
し
ま
す
。

3
）
軽
い
ハ
イ
キ
ン
グ
か
ら
日
本
ア
ル
プ
ス
縦
走
ま
で
の
幅
広
い
、
積
雪
期
も

含
め
た
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
な
山
行
を
行
な
い
ま
す
。
会
員
ニ
ー
ズ
に
応
え

た
、
日
本
山
岳
会
ら
し
い
ユ
ニ
ー
ク
な
海
外
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
・
ツ
ア
ー
を

企
画
し
ま
す
。

4
）
何
よ
り
も
「
山
を
楽
し
む
」
こ
と
を
最
優
先
し
、
単
に
山
に
登
る
だ
け
に

留
ま
ら
な
い
、
楽
し
い
「
プ
ラ
ス
ワ
ン
（
植
物
、
地
形
、
文
化
、
温
泉
等
）

の
山
行
」
を
実
施
し
ま
す
。

5
）
全
国
の
支
部
、
他
の
委
員
会
等
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
図
っ

て
い
き
ま
す
。

3

活
動
内
容

1
）
平
成

年
度
、
以
下
の
通
り

回
の
山
行
等
を
実
施
し
ま
し
た
。
総
参
加

27

11

者
は
2
4
5
名
で
す
。

5
月

「
残
雪
の
男
鹿
岳
と
七
ヶ
岳
」
三
百
名
山
で
あ
る
会
津
の
山
々
を

楽
し
む
。
バ
ス
を
利
用
。
参
加
者

名
、
1
泊
2
日
。

14

5
月
「
バ
ル
ト
三
国
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
」
理
事
会
の
ご
承
認
を
い
た
だ
き
、

日
本
山
岳
会
ら
し
い
海
外
山
行
を
実
施
。
参
加
者
7
名
、
9
泊

日
。

10

6
月

「
登
山
リ
ー
ダ
ー
の
た
め
の
救
急
救
助
講
習
会
」
悳
会
員
を
講
師

に
迎
え
、「
登
山
リ
ー
ダ
に
求
め
ら
れ
る
レ
ス
キ
ュ
ー
技
術
の
実
技
講

習
」
を
公
益
事
業
と
し
て
実
施
。
参
加
者

名
。

21

6
月

「
八
ヶ
岳
ツ
ク
モ
草
探
索
山
行
」
硫
黄
岳
〜
横
岳
の
稜
線
散
歩
、
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途
中
ツ
ク
モ
グ
サ
、ウ
ル
ッ
ブ
ソ
ウ
、チ
ョ
ウ
ノ
ス
ケ
ソ
ウ
な
ど
の
花
々

を
探
索
す
る
。
参
加
者
9
名
、
1
泊
2
日
。

7
月

「
裏
岩
手
縦
走
」

岩
手
支
部
と
共
催
し
て
裏
岩
手
を
縦
走
。
天

候
に
恵
ま
れ
、
温
泉
も
満
喫
。
参
加
者

名
、
2
泊
3
日
。

16

9
月

「
北
ア
ル
プ
ス
縦
走
第
6
回

爺
〜
針
ノ
木
〜
烏
帽
子
」
蓮
華
の

大
下
り
、
船
窪
小
屋
の
も
て
な
し
な
ど
、
参
加
者
全
員
が
満
足
の
山
行
。

参
加
者

名
、
4
泊
5
日
。

12

9
月

「
南
ア
ル
プ
ス
縦
走
第
3
回
：
仙
丈
〜
北
岳
〜
ボ
ー
コ
ン
沢
頭
」

天
候
に
恵
ま
れ
、
南
ア
北
部
の
稜
線
漫
歩
を
満
喫
。
参
加
者

名
、
3

12

泊
4
日
。

月

「
紅
葉
と
温
泉
の
会
津
山
旅
」

小
野
岳
・
博
士
山
に
登
り
、
柳

10
津
温
泉
に
泊
ま
る
。
バ
ス
を
利
用
。
参
加
者

名
、
1
泊
2
日
。

19

月

「
集
会
委
員
会
研
修
会
」

西
丹
沢
中
川
温
泉
で
実
施
。
1
年
の

11
振
り
返
り
と
年
間
計
画
の
作
成
を
策
定
し
た
。
委
員
各
自
の
研
鑽
と
委

員
会
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
を
図
っ
た
。

月

「
晩
餐
会
記
念
懇
親
山
行
」

精
進
湖
〜
本
栖
湖
パ
ノ
ラ
マ
台
〜

12
仲
之
倉
峠
へ
と
ハ
イ
ク
を
楽
し
む
。
途
中
、
富
士
山
の
絶
景
を
堪
能
。

参
加
者

名
、
バ
ス
利
用
日
帰
り
。

84

1
月

「
ス
キ
ー
懇
親
会
」

志
賀
高
原
で
実
施
。
参
加
者

名
、
2
泊

19

3
日
。

2
月
「
湯
の
丸
山
ス
ノ
ー
ト
レ
ッ
ク
」
湯
の
丸
山
へ
の
ス
ノ
ー
ト
レ
ッ

ク
を
楽
し
む
。
バ
ス
シ
リ
ー
ズ
利
用
。

3
月

「
雪
の
焼
岳
に
登
る
」

雪
山
登
頂
シ
リ
ー
ズ
の
2
回
目
。
天
候

に
恵
ま
れ
、
雪
を
踏
み
し
め
焼
岳
南
峰
に
全
員
登
頂
を
果
た
す
。
頂
上

で
は
、
北
ア
の
絶
景
を
楽
し
む
。
泊
ま
り
は
中
の
湯
温
泉
。
参
加
者
18

名
、
1
泊
2
日
。

2
）「
日
本
三
百
名
山
登
頂
シ
リ
ー
ズ
」
へ
の
参
画

日
本
山
岳
会
1
1
0
周
年
記
念
事
業
の
一
環
で
あ
る
、「
日
本
三
百
名

山
登
頂
シ
リ
ー
ズ
」
の
企
画
、
運
営
に
も
携
わ
り
ま
し
た
。
広
く
会
員
外

に
も
参
加
を
募
り
、
以
下
の
3
回
の
山
行
を
実
施
し
ま
し
た
。

5
月
「
太
郎
山
・
袈
裟
丸
山
」
1
泊
2
日
、
参
加
者
9
名
。

7
月
「
横
手
・
岩
菅
・
白
砂
他
」
3
泊
4
日
、
参
加
者

名
。

12

9
月
「
南
ア
鋸
ヶ
岳
」
1
泊
2
日
、
参
加
者
6
名
。

3
）
前
記
山
行
等
の
ほ
か
、
月
例
会
を
毎
月
第
1
水
曜
日
、
ル
ー
ム
に
て
担
当

理
事
に
ご
出
席
を
い
た
だ
き
、
実
施
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
各
山
行
等
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
日
本
山
岳
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
行
委
員
会
」
の

項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

(清
登
緑
郎
)

■

｢山
の
日
」
事
業
委
員
会

2
0
1
4
年
5
月

日
、「
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

23

法
律
案
」
が
参
議
院
本
会
議
で
可
決
さ
れ
、
2
0
1
6
年
か
ら
8
月

日
は
国
民

11

の
祝
日
「
山
の
日
」
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
山
の
日
」
を
作
る
こ
と
を
目
的

委員会の活動報告

447



と
し
た
「
山
の
日
」
制
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
そ
の
役
割
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
が
、
ひ
と
つ
重
要
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
新
た
な
祝
日
の
誕
生

に
対
し
て
、
国
民
へ
の
周
知
が
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
制
定
運
動
に
か
か
わ
っ
た
私
た
ち
自
身
が
戸
惑
う
ほ
ど
ス
ム
ー
ズ
に
「
山

の
日
」
が
制
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
本
来
で
あ
れ
ば
制
定
運
動
の
な
か
で
国

民
に
対
し
て
少
し
ず
つ
「
山
の
日
」
の
存
在
を
浸
透
さ
せ
て
い
こ
う
と
し
た
計
画

が
十
分
に
追
い
つ
か
な
く
な
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
、「
山
の
日
」
制
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
、「
山
の
日
」
の
存
在
と
、

そ
の
意
義
を
よ
り
多
く
の
国
民
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
「
山
の
日
」
事
業
委

員
会
へ
と
組
織
変
更
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
か
か
わ
っ
た
メ
ン
バ
ー
を
そ
の
ま
ま

移
行
し
て
「
山
の
日
」
の
周
知
活
動
を
行
な
っ
て
き
た
。

基
本
的
に
全
国
組
織
と
し
て
の
全
国
山
の
日
協
議
会
が
あ
り
、
日
本
山
岳
会
も

そ
の
一
員
と
し
て
加
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
全
国
」
協
議
会
が
主
催
す
る
周
知

活
動
に
も
積
極
的
に
関
わ
っ
て
き
た
。
3
月

・

日
に
か
け
て
東
京
国
際

28

29

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
開
催
さ
れ
た
全
国
「
山
の
日
」
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
は
ブ
ー
ス
出
店
し
、

こ
れ
ま
で
に
日
本
山
岳
会
が
行
な
っ
て
き
た
「
山
の
日
」
関
連
活
動
に
つ
い
て
の

パ
ネ
ル
展
示
や
、
周
知
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
缶
バ
ッ
ジ
の
配
布
な
ど
を
行

な
っ
た
。

以
降
、
各
都
市
で
開
催
さ
れ
る
「
山
の
日
」
に
関
連
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
応
援
。

6
月
1
日
に
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
た
夏
山
フ
ェ
ス
タ
、
8
月

日
に
大
分
で
開
催

11

さ
れ
た
「
山
の
日
」
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
全
国
大
会
、
同
日
、
広
島
で
開
催
さ
れ
た
「
山

の
日
」
フ
ォ
ー
ラ
ム
ひ
ろ
し
ま
2
0
1
5
、

月

・

日
に
松
本
市
で
開
催
さ

11

28

29

れ
た
岳
都
・
松
本
山
岳
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
に
対
し
て
委
員
会
メ
ン
バ
ー
が
積
極
的

に
か
か
わ
り
、「
山
の
日
」
の
広
報
活
動
に
努
め
て
き
た
。

た
だ
し
、
全
国
規
模
で
よ
り
細
や
か
に
「
山
の
日
」
の
意
義
を
伝
え
て
い
く
に

は
、
大
が
か
り
な
イ
ベ
ン
ト
だ
け
で
は
フ
ォ
ロ
ー
し
き
れ
な
い
部
分
が
あ
る
。
そ

こ
は
全
国

の
支
部
を
も
つ
日
本
山
岳
会
な
ら
で
は
の
企
画
力
と
実
行
力
に
期
待

33

し
て
、
各
支
部
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
地
域
に
密
着
し
た
各
種
イ
ベ
ン

ト
の
開
催
を
呼
び
か
け
て
き
た
。
そ
の
運
動
は
着
実
に
実
を
結
ん
で
お
り
、
各
地

か
ら
続
々
と
新
し
い
企
画
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。「
山
の
日
」
事
業
委
員
会
で
は

近
々
、
各
支
部
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
「
山
の
日
」
に
関
連
し
た
イ
ベ

ン
ト
の
一
覧
表
を
つ
く
り
、
そ
の
成
果
を
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
。

(萩
原
浩
司
)

■

家
族
登
山
普
及
委
員
会

当
委
員
会
は
昨
年
2
0
1
5
年
7
月
に
発
足
し
た
。

年
に
発
足
し
た
「
家
族

13

登
山
普
及
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
が
前
身
で
あ
る
。
こ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
「
子
ど
も
ゆ
め
基
金
」
の
助

成
を
受
け
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
親
子
で
楽
し
む
山
登
り
」
を
制
作
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
組
織
で
あ
っ
た
。

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
親
子
で
楽
し
む
山
登
り
」
は
、
山
を
通
じ
て
子
ど
も
を
育
成

す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
な
る
も
の
で
、
子
ど
も
や
そ
の
親
に
山
に
親
し
ん
で
も
ら

い
、
豊
か
な
人
生
を
歩
ん
で
も
ら
う
と
と
も
に
、
山
の
知
識
や
経
験
に
よ
っ
て
山
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の
自
然
や
山
の
文
化
を
理
解
し
、
未
来
の
「
山
」
を
考
え
る
足
掛
か
り
と
な
る
こ

と
を
目
指
し
た
。
ま
た
安
全
登
山
の
周
知
を
図
り
、
事
故
を
減
ら
す
こ
と
を
目
標

と
し
て
い
た
。

全
国
の
親
子
登
山
に
適
し
た
コ
ー
ス
1
0
0
の
記
載
を
は
じ
め
、
実
際
の
家
族

登
山
や
登
山
教
室
、
ま
た
親
子
登
山
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
山
の
基
礎
知
識
、
山
の
図
書

の
案
内
や
ク
イ
ズ
、
山
で
の
料
理
な
ど
、
質
が
高
く
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
内
容

を
盛
り
込
ん
だ
。
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
全
国
の
支
部
に
よ
る
登
山
コ
ー
ス
の
紹

介
や
登
山
教
室
の
紹
介
、
そ
の
ほ
か
多
く
の
会
員
に
取
材
や
原
稿
作
成
な
ど
の
ご

尽
力
を
い
た
だ
い
た
。
お
か
げ
で
「
子
ど
も
ゆ
め
基
金
」
の
関
係
者
や
会
員
な
ど

か
ら
高
い
評
価
を
得
、ア
ク
セ
ス
数
も
前
年
比
2
・
2
6
倍
に
増
え
て
い
る（
http:

//jac.or.jp/oyako/）。

な
お
助
成
額
は
、

年
度
8
8
6
万
円
、

年
度
9
4
7
万
円
、

年
度
8
2

13

14

15

3
万
円
で
あ
る
（
金
額
は
1
0
0
0
円
単
位
を
四
捨
五
入
）。

年
7
月
に
は
時
限
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
か
ら
委
員
会
に
組
織
替
え
に

15
な
っ
た
。
併
せ
て
支
部
の
活
性
化
の
一
端
を
担
う
業
務
が
加
わ
り
、
事
業
委
員
会

や
「
山
の
日
」
事
業
委
員
会
と
と
も
に
支
部
連
携
部
門
と
な
っ
た
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
の
作
成
に
加
え
て
、
実
際
的
な
家
族
登
山
や
家
族
登
山
の
た
め
の
指
導
者
育
成

な
ど
を
行
な
う
業
務
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

9
月

・

日
に
第
1
弾
と
し
て
、
長
野
県
佐
久
市
の
安
藤
百
福
セ
ン
タ
ー
で
、

19
20

「
親
子
登
山
教
室
」
指
導
者
講
習
会
を
行
な
っ
た
。
親
子
登
山
を
実
践
し
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ

で
研
修
す
る
企
画
だ
っ
た
。
支
部
か
ら
の
研
修
生
は
6
名
あ
り
、
内
容
的
に
は
満

足
で
き
た
が
、
家
族
の
参
加
者
が
2
組
（
1
組
は
会
員
）
し
か
な
く
、
安
藤
百
福

記
念
自
然
体
験
活
動
指
導
者
養
成
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
助
成
は
受
け
た
も
の
の
赤
字

を
出
す
結
果
と
な
っ
た
。

年
度
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
作
成
に
つ
い
て
は
、「
子
ど
も
ゆ
め
基
金
」
の
助
成

16
も
決
定
し
、
す
で
に
来
年
2
月
の
公
開
に
向
け
て
動
き
出
し
た
。
ま
た
「
山
の
日
」

が
施
行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
作
成
と
「
山
の
日
」
事
業
委
員
会

や
支
部
事
業
委
員
会
な
ど
と
も
連
携
を
と
っ
た
親
子
登
山
教
室
や
研
修
な
ど
を
行

な
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
た
だ
実
施
す
る
た
め
の
事
業
予
算
が
な
い
な
ど
ハ
ー

ド
ル
が
高
い
面
が
あ
り
、
実
現
可
能
な
計
画
を
画
策
中
で
あ
る
。

(永
田
弘
太
郎
)

■

Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
委
員
会

《Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
》

委
員
長
＝
古
野
淳
、
副
委
員
長
＝
野
沢
誠
司

委
員
会
開
催
日

4
月

日
、
5
月

日
、

月

日
、
7
月

日
、
8
月

日
、

27

25

6

29

27

31

9
月

日
、

月

日
、

月

日
、

月

日
、
1
月

日
、
2
月

日
、
3

28

10

26

11

30

12

15

25

29

月

日
28

●
全
国
安
全
登
山
普
及
講
習
会

剱
沢
定
着
合
宿
（
会
員
・
全
国
支
部
向
け
）。
47

名
。
9
月

日
よ
り
5
日
間
の
予
定
で
、
国
立
登
山
研
修
所
剱
沢
前
進
キ
ャ
ン

18

プ
を
利
用
し
た
講
習
会
を
行
な
っ
た
。
連
休
の
並
び
も
良
く
、本
部
ほ
か
東
海
、

関
西
、
四
国
、
広
島
、
石
川
、
多
摩
支
部
か
ら
の
参
加
が
あ
っ
た
。
源
次
郎
、

八
ツ
峰
等
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
岩
登
り
を
中
心
に
合
宿
を
行
な
っ
た
。

講
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師
＝
松
原
尚
之
、
棚
橋
靖
。

●
「
冬
山
遭
難
」
長
野
県
警
山
岳
遭
難
救
助
隊
・
宮
崎
茂
男
隊
長
講
演
会
（
一
般

向
け
)

名
。

月

日
、
東
京
体
育
館
第
1
会
議
室
。

66

11

16

●
雪
山
登
山
教
室
（
一
般
向
け
)
机
上
、
フ
ィ
ー
ル
ド
講
習
会

月

日
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
（
松
原
尚
之
)
5
名
。

11

28
月

日
、
雪
崩
（
東
秀
訓
）

名
。

月

日
、
雪
山
医
療
（
野
口
い
づ
み
)

12

9

34

12

14

名
。

月

日
、
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
〈
天
覧
山
〉
7
名
。
1
月

日
、
雪
山
気

29

12

23

15

象
（
猪
熊
隆
之
)

名
。

31

＊

月

日
か
ら
始
ま
っ
た
5
回
の
雪
山
机
上
、
フ
ィ
ー
ル
ド
講
習
で
は
延
べ
1

11

28

0
6
名
の
参
加
者
が
あ
っ
た
が
、
1
月

日
か
ら
3
回
の
予
定
で
計
画
し
た
雪

23

山
実
地
講
習
は
申
込
者
が
少
な
く
催
行
で
き
な
か
っ
た
。
今
年
度
は
な
い
、
テ

ン
ト
泊
ま
り
の
企
画
内
容
を
発
表
し
た
が
、
参
加
費
用
2
万
円
（
例
年
と
同
額
）

が
高
額
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
反
省
が
出
た
。
近
年
、
ス
ポ
ー
ツ
シ
ョ
ッ
プ

や
登
山
ガ
イ
ド
の
企
画
が
安
価
に
ネ
ッ
ト
で
募
集
さ
れ
て
お
り
、
単
純
に
横
並

び
の
価
格
競
争
に
負
け
た
感
も
あ
る
。

●
海
外
遠
征
報
告
会

東
京
体
育
館
第
1
会
議
室
（
一
般
向
け
）

月
7
日
、学
生
部
ネ
パ
ー
ル
東
部
、神
戸
大
東
チ
ベ
ッ
ト
、同
志
社
大
ネ
パ
ー

12ル
極
西
、
ア
ピ
、
黒
部
十
字
峡
横
断
（
夏
）、
黒
部
横
断
（
厳
冬
期
）。

●
雪
山
登
山
講
習
会

蝶
ヶ
岳
（
会
員
向
け
）
5
名
。

月

日
よ
り
、
上
高
地

12

26

山
研
で
冬
山
机
上
講
習
後
、
蝶
ヶ
岳
1
泊
2
日
の
雪
山
講
習
を
行
な
っ
た
。

●
全
国
安
全
登
山
実
技
指
導
講
習
会
冬
山
・
雪
崩
対
策
講
習
会

立
山
（
会
員
向

け
）
2
月
5
日
よ
り
国
立
登
山
研
修
所
で
開
催
予
定
で
あ
っ
た
が
、
雪
不
足
の

た
め
中
止
と
な
っ
た
。

《学
生
部
》

委
員
長
＝
真
下
孝
典（
青
山
学
院
大
学
）、副
委
員
長
＝
佐
久
間
亮
太（
専
修
大
学
）、

松
山
侑
生
（
東
海
大
学
）

学
生
部
例
会
開
催
日

4
月

日
、
5
月

日
、
6
月

日
、
7
月

日
、
9
月

23

28

25

23

日
、

月

日
、

月

日
、
1
月

日
、
2
月

日
、
3
月

日

24

10

22

11

26

28

25

24

●
日
中
韓
学
生
交
流
登
山

中
国
武
漢

8
月

〜

日

役
員
2
名
、
学
生

11

20

10

名
●
監
督
会
議

月

日
、
数
年
ぶ
り
に
監
督
会
議
を
開
催
（

名
参
加
）。
第

10

30

20

16

回
は
1
月

日
に
開
催
（

名
参
加
）。
学
習
院
大
学
山
岳
部
の
事
故
を
受

2

26

15

け
、
各
大
学
の
遭
難
対
策
を
中
心
に
議
論
し
た
。

●
第
4
回
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
大
会

月

日

神
奈
川
大
学

参
加
者

名
（
参

11

14

59

加
校

校
）

17

リ
ー
ド
の
部
ア
ッ
パ
ー
ク
ラ
ス
決
勝

順
位

1
大
谷
拓
海
（
東
京
理
科
大
学
）

2
井
藤
将
大
（
法
政
大
学
）

3
中
西
諒
（
同
志
社
大
学
）

4
沼
田
ほ
あ
し
（
東
京
医
科
歯
科
大
学
）

5
山
崎

剛
（
慶
應
義
塾
大
学
）

●
第

回
マ
ラ
ソ
ン
大
会

月

日

皇
居

参
加
者
数
=団
体
戦
1
0
0
名
、

52

11

15

個
人
戦

名
（
参
加
校
数
＝

校
）

79

22

＊
団
体
戦
（
リ
レ
ー
方
式
5
㎞
×
4
人
）
順
位
、
チ
ー
ム
タ
イ
ム
（
分
：
秒
）

450



1
明
治
大
学
Ａ
チ
ー
ム

：

：

73

25

00

2
早
稲
田
大
学
Ａ
チ
ー
ム

：

：

73

37

00

3
東
京
農
業
大
学
チ
ー
ム

：

：

78

07

00

4
東
海
大
学
チ
ー
ム

：

：

78

42

00

5
中
央
・
東
海
大
学
チ
ー
ム

：

：

80

06

00

6
東
京
医
科
歯
科
大
学
チ
ー
ム

：

：

81

27

00

7
早
稲
田
大
学
Ｂ
チ
ー
ム

：

：

81

57

00

8
日
本
大
学
Ａ
チ
ー
ム

：

：

82

06

00

9
東
海
学
生
山
岳
連
盟
チ
ー
ム

：

：

83

47

00

東
京
大
学
Ａ
チ
ー
ム

：

：

10

85

18

00

＊
個
人
戦
（

㎞
）
順
位
、
タ
イ
ム
（
分
：
秒
）

15

1
吉
川

慶

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学

：

：

56

01

00

2
宮
津
洸
太
郎

明
治
大
学

：

：

62

18

00

3
西
田
由
宇

東
海
大
学

：

：

62

56

00

4
小
清
水
健
人

明
治
大
学

：

：

63

07

00

5
井
上
峻
太
郎

東
京
農
業
大
学

：

：

63

11

00

6
松
山
侑
生

東
海
大
学

：

：

63

18

00

7
染
谷
智
成

明
治
大
学

：

：

63

29

00

8
佐
藤
淳
平

学
習
院
大
学

：

：

64

47

00

9
吉
田
一
貴

中
央
大
学

：

：

65

04

00

関
根
孝
高

東
京
農
業
大
学

：

：

10

65

55

00

☆
吉
田
修
平
杯

本
年
度
よ
り
創
設
さ
れ
両
大
会
の
総
合
優
勝
者
に
送
ら
れ
た
。

受
賞
者
は
、
男
子
＝
吉
田
一
貴
（
中
央
大
学
）、
女
子
＝
該
当
者
な
し

●
雪
山
安
全
登
山
講
習
会
・
ア
イ
ス
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
講
習
会

八
ヶ
岳

2
月
3

〜
5
日

参
加

名
（
学
習
院
大
学
2
名
、
専
修
大
学
2
名
・
東
海
大
学
2
名
・

10

日
本
大
学
1
名
・
法
政
大
学
2
名
、
立
正
大
学
1
名
）。

1
日
目

八
ヶ
岳
山
荘

机
上
講
習
。
2
日
目

北
沢
経
由
赤
岳
鉱
泉
。
美
濃

戸
中
山
に
登
り
、
尾
根
伝
い
に
美
濃
戸
山
荘
ま
で
下
る
。
3
日
目

八
ヶ
岳
山

荘
下
の
沢
で
ア
イ
ス
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
講
習
、
講
師
は
松
原
。

《青
年
部
》

部
長
＝
岩
本
崇

青
年
部
例
会
開
催
日

4
月

日
、
5
月

日
、
6
月

日
、
7
月

日
、
8
月

15

20

25

23

日
、
9
月

日
、

月

日
、

月

日
、

月

日
、
1
月

日
、
2
月

19

16

10

21

11

18

12

16

20

日
、
3
月

日

17

16

●
リ
ー
ダ
ー
養
成
山
行

5
月
2
〜
5
日
、
白
馬
岳
に
て
雪
上
訓
練
。
6
月
7
日
、
富
士
山
に
て
雪
上
訓

練
。
6
月

日
、
丹
沢
に
て
沢
登
り
。
7
月

〜

日
、
穂
高
に
て
岩
稜
登
攀
。

21

24

26

8
月
8
・
9
日
、
仙
丈
ヶ
岳
に
て
沢
登
り
。
8
月

・

日
、
奥
多
摩
に
て
沢

15

16

登
り
。
8
月

〜

日
、
穂
高
に
て
岩
稜
登
攀
。

月
3
・
4
日
、
奥
秩
父
に

21

23

10

て
沢
登
り
。

月

・

日
、
鳥
海
山
、
月
山
登
山
。

月

〜

日
、
三
ツ

10

17

18

11

21

23

峠
登
攀
と
富
士
登
山
。

月

・

日
、
鳳
凰
三
山
。
1
月

・

日
、
遠
見

12

19

20

23

24

尾
根
に
て
雪
崩
講
習
会
。
野
沢
以
下

名
。
2
月

日
、
八
ヶ
岳
ア
イ
ス
ク
ラ

15

21

イ
ミ
ン
グ
。
2
月

・

日
、
八
ヶ
岳
権
現
岳
登
攀
。

27

28
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3
月

・

日
、
八
ヶ
岳
赤
岳
、
阿
弥
陀
岳
登
攀
。

12

13

●
支
部
合
同
山
行

月

〜

日

広
島
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ
と
合
同
で
大
山
登
山
と
広
島
近
郊
沢
登
り

10

10

12

野
沢
以
下
4
名
。
3
月

〜

日
、
広
島
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ
と
合
同
で
仙
丈
ヶ
岳

19

21

野
沢
以
下
9
名
、
広
島
4
名
。

青
年
部
・
Ｗ
Ｖ
部

視
覚
障
害
者
登
山
の
サ
ポ
ー
ト
山
行

月

日
、
上
高
地
に
て
視
覚
障
害
者

10

25

登
山
の
サ
ポ
ー
ト
山
行

野
澤
以
下
5
名
。
2
月
6
・
7
日
、
富
士
見
台
高
原

に
て
視
覚
障
害
者
登
山
の
サ
ポ
ー
ト
山
行

野
澤
以
下
5
名
。

《Ｗ
Ｖ
部
》

部
長
＝
星
征
雅
、
副
部
長
＝
永
田
弘
太
郎

例
会
開
催
日

5
月

日
（

名
）、
6
月
3
日
（

名
）、
6
月
2
日
（

名
）、

13

20

27

32

8
月
2
日
（

名
）、
9
月
3
日
（

名
）、
月
1
日
（

名
）、
月
5
日
（

25

28

10

24

11

22

名
）、

月
3
日
（

名
）、
1
月

日
（

名
）、
2
月
4
日
（

名
）、
3
月

12

26

7

22

20

3
日
（

名
）

23

●
机
上
、
フ
ィ
ー
ル
ド
講
習
会

4
月

日
、
東
京
近
郊
の
山
の
遭
難
と
安
全
（
味
岡
進
)

名
。
4
月

日
、

16

9

17

山
登
り
の
基
礎
知
識
（
山
田
）。
5
月

日
、
必
ず
知
っ
て
お
き
た
い
フ
ァ
ス
ト

14

エ
イ
ド
（
悳
秀
彦
）。
5
月

日
、
道
迷
い
と
読
図
〈
春
編
〉（
山
田
和
人
）。
5

22

月

日
、
山
の
生
活
技
術
〈
食
糧
・
装
備
〉（
大
槻
利
行
）。
6
月

日
、
山
の

29

18

樹
木
観
察
の
ヒ
ン
ト
（
山
田
和
人
）。
7
月

日
、
山
の
気
象
と
観
天
望
気
〈
＋

10

Ｇ
Ｐ
Ｓ
〉（
東
秀
訓
)

名
。
7
月

日
、
山
の
気
象
と
観
天
望
気
〈
＋
Ｇ
Ｐ

22

12

Ｓ
〉（
東
秀
訓
)
9
名
。
7
月

日
、
こ
れ
か
ら
山
登
り
を
す
る
た
め
の
基
礎

23

知
識
（
永
田
弘
太
郎
）

名
。
8
月

日
、
地
図
の
読
み
方
、
基
礎
の
基
礎
-尾

9

20

根
は
ど
れ
？
（
山
田
和
人
）
名
。
8
月

日
、
は
じ
め
て
の
テ
ン
ト
設
営
（
飯

11

21

田
邦
幸
）

名
。
8
月

・

日
、
は
じ
め
て
の
テ
ン
ト
設
営
（
飯
田
邦
幸
、

12

29

30

永
田
弘
太
郎
）
7
名
。
9
月

日
、
樹
木
観
察
（
山
田
和
人
）
8
名
。
9
月

13

29

日
、
遭
難
対
策
委

フ
ァ
ー
ス
ト
エ
イ
ド
（
悳
秀
彦
）。

月
2
・
3
日
、
セ
ル

10

フ
レ
ス
キ
ュ
ー
（
川
瀬
恵
一
）

名
。

月

・

日
、
登
山
基
礎
講
座
（
山

11

10

24

25

田
・
永
田
・
東
）
6
名
。

月

日
、
安
全
登
山
の
基
礎
（
飯
田
邦
幸
）
9
名
。

11

12

月

日
、
道
迷
い
と
読
図
（
山
田
和
人
、
近
藤
雅
幸
）

名
。

月

日
、

11

27

19

11

29

道
迷
い
と
読
図
〈
扇
山
〉（
近
藤
、
永
田
、
五
十
幡
）

名
。

月
4
日
、
Ｂ
Ｃ

15

12

Ｃ
冬
山
医
療
講
習
（
佐
々
木
亮
）。

月
9
日
、
雪
山
入
門
教
室
、
雪
崩
（
東
秀

12

訓
）。

月

日
、
関
東
の
ベ
ス
ト
シ
ー
ズ
ン
・
冬
山
低
山
の
基
礎
（
永
田
弘
太

12

17

郎
）
8
名
。
2
月

日

登
山
講
習
会
・
雪
山
の
基
礎
知
識
（
机
上
・
山
田
和

12

人
）

、
ル
ー
ム
。
2
月

日

登
山
講
習
会
・
沢
登
り
入
門
（
直
江
俊
弐
）

11

18

、
ア
ー
ス
プ
ラ
ザ

3
月

日

登
山
講
習
会

藪
こ
ぎ
入
門
『
失
わ
れ
た

11

10

,

道
』
を
歩
く
技
術
（
近
藤
雅
幸
）
会
員
＆
非
会
員

ア
ー
ス
プ
ラ
ザ
。
3
月

・
12

日

登
山
講
習
会
・
雪
山
の
基
礎
知
識
〈
ア
イ
ゼ
ン
、
実
地
〉（
佐
藤
守
、
永

13田
弘
太
郎
）
会
員
＆
非
会
員

八
ヶ
岳
・
中
山
展
望
台
。

●
登
山
講
習
会
、
月
例
山
行

4
月

日
、
大
月
周
辺
岩
殿
山
に
て
登
山
講
習
会

名
。
5
月
2
・
3
日
、

19

13

大
佐
渡
山
脈
縦
走
の
月
例
山
行

名
。
5
月

日
、
大
月
周
辺
扇
山
に
て
登

9

24

山
講
習
会

名
。
6
月
6
・
7
日
、
徳
本
峠
か
ら
上
高
地
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
に

17
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参
加
、
4
名
。
6
月

・

日
、
奥
多
摩
七
ツ
石
山
に
て
登
山
講
習
会
、
9
名
。

13

14

6
月

・

日
、
頚
城
笹
ヶ
峰
に
て
月
例
山
行
、

名
。
7
月

〜

日
、
鳥

27

28

14

18

20

海
山
に
て
月
例
山
行
、
3
名
。
8
月

・

日
、
尾
瀬
燧
ヶ
岳
に
て
月
例
山
行
、

15

16

名
。
9
月

〜

日
、
岩
手
山
に
て
月
例
山
行
、

名
。

月
4
日
、
奥
武

10

21

23

3

10

蔵
物
見
山
〜
日
和
田
山
に
て
月
例
山
行
、
5
名
。

月
8
日
、
奥
多
摩
三
頭
山

11

に
て
月
例
山
行
、

名
。

月

日
、
丹
沢
塔
ノ
岳
に
て
忘
年
・
月
例
山
行
、

10

12

12

7
名
。
1
月

日
、
熱
海
に
て
新
年
会
・
月
例
山
行
、

名
。
2
月

・

日
、

17

11

20

21

奥
日
光
に
て
月
例
山
行
、

名
。
3
月

・

日
、
安
達
太
良
山
に
て
月
例
山

15

20

21

行
。

(古
野
淳
)

■

1
1
0
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会

Ｊ
Ａ
Ｃ
の
創
立
1
1
0
周
年
に
あ
た
る
記
念
の
年
は
、
2
0
1
5
年
（
平
成
27

年
）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
記
念
す
る
事
業
を
企
画
、
実
施
す
る
機

関
と
し
て
2
0
1
4
年
（
平
成

年
）
に
、
1
1
0
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会

26

が
設
け
ら
れ
た
。

記
念
事
業
は
、当
該
年
度
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、前
後
各
1
ヶ
年
を
加
え
た
3
ヶ

年
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
委
員
会
は
、
2
0
1
3
（
平
成

）
年
6
月

25

30

日
、1
1
0
周
年
記
念
事
業
実
行
準
備
会
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
2
0
1
4（
平

成

）
年
か
ら
は
、
実
行
準
備
会
を
改
め
実
行
委
員
会
と
し
て
記
念
事
業
の
推
進

26
に
あ
た
っ
た
。

以
後
は
、
お
よ
そ
1
ヶ
月
に
1
度
の
割
合
で
実
行
委
員
会
が
開
催
さ
れ
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
現
時
点
で
は
、
ま
だ
事
業
の
該
当
年
が
完
了
し
て
い
な
い
の
で
、

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
終
了
し
た
事
業
及
び
こ
れ
か
ら
実
施
さ
れ
る
事
業
計
画

に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

事
業
は
、
次
の
5
項
目
に
分
類
さ
れ
る
。
海
外
登
山
事
業
、
国
際
交
流
事
業
、

支
部
・
会
員
参
画
事
業
、
出
版
事
業
、
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
事
業

で
あ
る
。

■
海
外
登
山
事
業

《支
部
企
画
海
外
登
山
》

埼
玉
支
部
ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊
（
2
0
1
4
年
4
月
）

(隊
員
）
古
川
史
典
隊
長
ほ
か

名
13

チ
ュ
ル
ー
最
東
峰
（
6
0
3
8
ｍ
）
を
目
指
す
登
山
隊
9
名
、
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ

内
院
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
隊
5
名
で
出
発
、
登
山
隊
は
雪
の
状
況
が
悪
く
、
頂
上
直

下
で
登
頂
を
断
念
し
た
。

東
海
支
部
ピ
ァ
ク
シ
ー
峰
登
山
隊
（
2
0
1
4
年
7
月
）

(隊
員
）
星
一
男
隊
長
ほ
か
2
名

東
海
支
部
第

次
イ
ン
ド
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊
は
、
カ
ル
チ
ェ
・
ナ
ラ
流
域
の
6

12

0
9
0
ｍ
未
踏
峰
に
登
頂
し
、
ピ
ァ
ク
シ
ー
峰
と
命
名
し
た
。
1
9
8
8
年
の
1

次
ヤ
ン
峰
以
来

座
目
の
登
頂
と
な
る
。

16

関
西
支
部
ナ
ン
ガ
マ
リ
Ⅱ
峰
登
山
隊
（
2
0
1
6
年
9
月
〜

月
予
定
）

11

(隊
長
）
重
廣
恒
夫
隊
長
ほ
か
9
名

カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
山
群
、
チ
ベ
ッ
ト
と
の
国
境
近
く
に
位
置
す
る
ナ
ン
ガ
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マ
リ
Ⅱ
峰
（
6
2
1
1
ｍ
）
か
ら
ナ
ン
ガ
マ
リ
Ⅰ
峰
（
6
5
4
7
ｍ
）
へ
の
縦
走

を
計
画
し
て
い
る
。

《学
術
調
査
》

ク
ン
ブ
地
域
・
ゴ
ジ
ュ
ン
バ
氷
河
の
研
究
（
2
0
1
6
年

月
予
定
）

10

(隊
員
）
大
森
弘
一
郎
隊
長
ほ
か
5
名

地
球
環
境
の
劣
化
が
氷
河
地
域
に
及
ぼ
す
影
響
を
、
写
真
撮
影
に
よ
る
解
析
、

氷
河
、
岩
石
、
地
震
に
よ
る
影
響
な
ど
多
面
的
な
実
地
調
査
を
通
じ
て
把
握
す
る

計
画
。

《極
限
探
求
》

ガ
ン
ガ
プ
ル
ナ
（
7
4
5
5
ｍ
）
北
稜
（
2
0
1
5
年
3
月
〜
4
月
）

(隊
員
）
大
堀
泰
祐
・
飯
田
雄
一
郎
・
森
隆
博

未
踏
の
ガ
ン
ガ
プ
ル
ナ
北
稜
よ
り
、
ア
ル
パ
イ
ン
ス
タ
イ
ル
で
の
登
頂
を
目
指

し
て
果
敢
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
も
の
の
、
想
像
を
超
え
る
困
難
さ
と
ル
ー
ト
の
長

大
さ
の
た
め
に
登
攀
日
数
が
不
足
し
、途
中
で
の
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
。

ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰
（
7
3
8
8
ｍ
）
南
東
ピ
ラ
ー
（
2
0
1
5
年
7
月
）

(隊
長
）
佐
藤
裕
介
・
岡
田
康

過
去
に
多
く
の
登
山
隊
の
挑
戦
を
退
け
て
き
た
未
踏
の
課
題
の
ひ
と
つ
、
ウ
ル

タ
ル
Ⅱ
峰
南
東
ピ
ラ
ー
に
挑
む
も
、
隊
員
の
ひ
と
り
が
充
分
に
高
所
順
応
す
る
こ

と
が
で
き
ず
に
登
攀
を
断
念
し
た
。

ア
ピ
（
7
1
3
2
ｍ
）
南
西
壁
（
2
0
1
5
年

月
）

11

(隊
員
）
平
出
和
也
・
中
島
健
郎
・
三
戸
呂
拓
也

未
踏
の
南
西
壁
か
ら
西
峰
、主
峰
と
縦
走
し
東
南
稜
を
下
る
計
画
で
あ
っ
た
が
、

取
り
付
き
地
点
か
ら
雪
が
少
な
く
頻
繁
に
落
石
が
発
生
し
て
い
る
た
め
、
同
ル
ー

ト
を
断
念
し
、
北
面
の
初
登
ル
ー
ト
か
ら
登
頂
し
た
。

パ
ン
ド
ラ
（
6
8
5
0
ｍ
）
東
壁
（
2
0
1
5
年

月
）

10

(隊
員
）
谷
口
け
い
・
和
田
淳
二

ネ
パ
ー
ル
東
部
、カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
山
群
の
北
に
位
置
す
る
未
踏
の
峻
峰
、

パ
ン
ド
ラ
の
初
登
頂
を
目
指
し
て
入
山
。
頂
上
直
下
ま
で
到
達
し
た
が
、
山
頂
に

立
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

《学
生
部
・
若
手
育
成
》

学
生
部
女
子
ム
ス
タ
ン
登
山
隊
マ
ン
セ
イ
ル
峰
（
6
2
4
2
ｍ
）（
2
0
1
4
年
10

月
）(隊

員
）
井
上
由
樹
子
・
中
村
眞
理
子
・
長
谷
川
恵
理
・
三
島
夏
帆
・
谷
口
け
い

女
子
大
学
生
4
名
を
谷
口
け
い
会
員
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
ム
ス
タ
ン
の
未
踏
峰
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
体
調
不
良
の
1
名
を
除
き
登
頂
に
成
功
し
た
。

学
生
部
男
子
ネ
パ
ー
ル
東
部
登
山
隊
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
（
6
3
1
8
ｍ
）（
2
0
1
5
年

月
）

10
(隊
員
）
真
下
孝
典
・
宮
津
洸
太
郎
・
芦
刈
新
之
介
・
木
村
健
太
・
橘
井
駿
・
野

澤
岳
大

現
役
男
子
大
学
生
の
み
で
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
山
群
の
未
踏
峰
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰

に
挑
み
、
6
名
全
員
が
登
頂
を
成
し
遂
げ
た
。

■
国
際
交
流
事
業

日
中
韓
三
国
学
生
交
流
登
山

中
国
武
漢
で
開
催
（
2
0
1
5
年
8
月
）

9
名
が
参
加
し
、
中
国
、
韓
国
の
大
学
生
と
と
も
に
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
、
交
流
等
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を
行
な
い
親
交
を
深
め
た
。

日
中
韓
三
国
学
生
交
流
登
山

日
本
で
開
催
（
2
0
1
6
年
）

日
本
が
ホ
ス
ト
国
と
な
っ
て
、
2
0
1
6
年
8
月
に
立
山
周
辺
で
開
催
予
定
。

マ
ナ
ス
ル
初
登
頂

周
年
記
念
事
業

60

今
年
は
日
本
山
岳
隊
に
よ
る
マ
ナ
ス
ル
の
初
登
頂

周
年
記
念
の
年
に
あ
た

60

る
。
こ
れ
を
記
念
し
て
カ
ト
マ
ン
ズ
及
び
日
本
国
内
に
お
い
て
次
の
行
事
が
計
画

さ
れ
て
い
る
。

〈
カ
ト
マ
ン
ズ
〉
4
月

・

日
の
両
日
、
カ
ト
マ
ン
ズ
に
お
い
て
、
前
夜
祭
（
Ｊ

29
30

Ａ
Ｃ
主
催
）
及
び
式
典
（
ネ
パ
ー
ル
観
光
省
主
催
）
が
開
催
さ
れ
た
。
日
本
か
ら

は
、
小
林
政
志
Ｊ
Ａ
Ｃ
会
長
、
日
下
田
實
氏
（
登
頂
者
）
そ
の
他
関
係
者
、
総
勢

お
よ
そ

名
が
参
加
し
た
。

50

〈
国
内
〉
7
月

日
マ
ナ
ス
ル
初
登
頂

周
年
及
び
国
民
の
祝
日
「
山
の
日
」
記

10

60

念
事
業
を
実
施
予
定
。
映
画
「
マ
ナ
ス
ル
に
立
つ
」
の
上
映
、
講
演
会
、
座
談
会
、

展
示
会
な
ど
を
企
画
。

■
支
部
・
会
員
参
画
事
業

日
本
三
百
名
山
登
頂
シ
リ
ー
ズ

新
版
『
日
本
三
百
名
山
登
山
ガ
イ
ド
』
の
発
刊
に
併
せ
て
、
会
員
の
参
加
に
よ

る
「
三
百
名
山
」
ツ
ア
ー
を
2
0
1
5
年
か
ら
2
年
間
計
画
。

2
0
1
5
年

袈
裟
丸
山
・
太
郎
山

5
月

・

日

9
名
参
加
。
横
手
山
・

23
24

笠
ヶ
岳
・
岩
菅
山
・
白
砂
山

7
月

日
〜

日

名
参
加
。
鋸
岳
9
月
5
日
・

25

27

12

6
日

6
名
参
加
。

2
0
1
6
年

七
面
山
・
山
伏
・
八
紘
嶺

5
月

〜

日
、
北
海
道
（
場
所

25

27

未
定
）
8
月
3
日
間
を
予
定
。

ブ
ー
タ
ン
ヒ
マ
ラ
ヤ
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

地
球
上
に
残
さ
れ
た
未
踏
の
最
高
峰
ガ
ン
カ
ー
プ
ン
ス
ム
（
7
5
7
0
ｍ
）
の

懐
深
く
入
り
込
み
、
壮
大
な
南
東
壁
を
展
望
。
2
0
1
5
年

月

日
〜

月

10

31

11

13

日
（

日
間
）
9
名
参
加
。

14

■
出
版
事
業

『
新
版

日
本
三
百
名
山
登
山
ガ
イ
ド
』
の
出
版
（
日
本
山
岳
会
編

2
0
1
4

年
7
月
刊
行
）

各
支
部
に
よ
る
取
材
、
撮
影
、
執
筆
等
を
経
て
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
『
日
本
三
百
名

山
登
山
ガ
イ
ド
』
を
出
版
し
た
。

「
Ｊ
Ａ
Ｎ
」
1
1
0
周
年
特
別
号
の
発
刊
（
日
本
山
岳
会
編

2
0
1
5
年
5
月

刊
行
）

2
0
0
1
年
か
ら
発
行
し
て
き
た
国
外
向
け
で
は
日
本
唯
一
の
山
岳
情
報
誌

「
Ｊ
Ａ
Ｎ
」
の
特
別
号
。
創
刊
号
か
ら
こ
れ
ま
で
掲
載
し
て
き
た
記
事
の
う
ち
か

ら
「
ベ
ス
ト

」
を
選
択
し
て
再
録
し
た
特
別
号
で
、
日
本
語
の
サ
マ
リ
ー
も
掲

10

載
さ
れ
て
い
る
。

『
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
の
発
刊
（
日
本
山
岳
会
東
海
支
部
編

2
0
1
5
年
12

月
刊
行
）

パ
キ
ス
タ
ン
、
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
、
ブ
ー
タ
ン
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
の
国
境
に
接

す
る
全
長
3
0
0
0
㎞
に
及
ぶ
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
全
山
域
を
、
山
名
、
記
録
、

文
献
、
登
山
史
な
ど
と
と
も
に
紹
介
し
た
集
大
成
。

『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東

山
岳
地
図
帳
』
の
発
刊
（
中
村
保
著

2
0
1
6
年
1
月
刊
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行
）東

ヒ
マ
ラ
ヤ
、
東
チ
ベ
ッ
ト
、
四
川
、
青
海
、
雲
南
な
ど
七
つ
の
山
域
を
、
独

自
に
調
査
し
た
地
図
と
5
0
0
点
に
上
る
写
真
、
解
説
が
つ
い
た
世
界
に
類
を
見

な
い
地
図
帳
。
英
語
、
中
国
語
も
併
記
さ
れ
、
こ
の
山
域
に
興
味
の
あ
る
全
世
界

の
登
山
家
、
写
真
家
の
注
目
を
集
め
た
。

『
改
訂

新
日
本
山
岳
誌
』
の
発
刊
（
日
本
山
岳
会
編

2
0
1
6
年
4
月
刊
行
）

日
本
山
岳
会
創
立
1
0
0
周
年
を
記
念
し
て
出
版
し
た
「
新
日
本
山
岳
誌
」
を
、

各
支
部
の
協
力
を
得
て
情
報
を
更
新
し
、
改
訂
版
と
し
て
出
版
し
た
。

■
日
本
山
岳
会
1
1
0
周
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
事
業

1

名
古
屋
夏
山
フ
ェ
ス
タ
へ
の
参
画

2
0
1
5
年
6
月

日
㈯
・

日
㈰

20

21

愛
知
県
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー

｢ド
キ
ュ
メ
ン
ト
御
嶽
」
を
開
催
。
福
岡
孝
昭
科
学
委
員
会
委
員
長
が
「
活

火
山
の
安
全
登
山
」
を
基
調
講
演
し
、
引
き
続
き
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
／
そ
の

時
、
何
が
起
き
た
か
？
」
で
上
條
剛
志
氏
（
医
師
）
は
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
災
害

医
療
医
と
し
て
噴
火
翌
日
に
山
頂
に
行
っ
た
経
験
を
報
告
し
た
。
他
に
、

津
野
祐
次
氏
（
カ
メ
ラ
マ
ン
）、
谷
口
光
洋
氏
（
岐
阜
県
警
察
山
岳
警
備
隊

飛
騨
方
面
隊
長
）、
市
川
典
司
氏
（
五
の
池
小
屋
）
が
講
演
。

2

松
本
山
岳
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の
参
画

2
0
1
5
年

月

日
㈯
・

日
㈰

11

28

29

ま
つ
も
と
市
民
芸
術
館

野
口
い
づ
み
理
事
が
「
ま
ず
は
自
分
で
で
き
る
こ
と

登
山
の
ト
ラ
ブ
ル

回
避
術
」
に
つ
い
て
講
演
。

3

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
御
嶽
山
噴
火

―
体
験
者
の
声
を
聞
く
―
」

2
0
1
5

年

月
4
日
㈮

慈
恵
医
大
高
木
講
堂

12
福
岡
孝
昭
科
学
委
員
長
が
「
火
山
噴
火
と
安
全
登
山
」、
小
川
さ
ゆ
り
山
岳

ガ
イ
ド
が
「
御
嶽
山
噴
火
に
対
す
る
思
い
」、
上
條
剛
志
医
師
が
噴
火
翌
日

の
山
頂
に
お
け
る
救
助
活
動
の
経
験
に
つ
い
て
講
演
。
な
お
、本
事
業
は
、

医
療
委
員
会
が
主
管
し
た
。

(尾
上
昇
)

■

日
本
山
岳
会
再
生
委
員
会

1

委
員
会
設
置
の
経
緯

少
子
高
齢
化
社
会
の
進
展
な
ど
の
社
会
的
要
因
の
影
響
に
よ
り
、
日
本
山

岳
会
の
財
政
が
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
前
理
事
会
で
こ
の
課
題
に

取
り
組
む
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
、
多
く
の
検
討
を
行

な
い
、
方
向
性
が
見
え
た
と
こ
ろ
で
、
現
理
事
会
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
。

2
0
1
5
年
6
月
に
発
足
し
た
現
理
事
会
で
は
、
体
系
的
な
検
討
を
進
め
る

た
め
に
、
日
本
山
岳
会
再
生
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
制
度
設
計
・
収
益
事
業
・

会
員
サ
ー
ビ
ス
の
3
つ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
Ｗ
Ｇ
）
を
立
ち
上
げ
、

経
費
の
削
減
を
含
め
て
鋭
意
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
。
担
当
理
事
は
現

会
長
、
委
員
長
は
前
会
長
が
就
任
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
重
要
課
題
に
取

り
組
む
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。

各
Ｗ
Ｇ
の
検
討
経
過
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

2

制
度
設
計
Ｗ
Ｇ
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○
準
会
員
制
度
の
導
入

会
員
制
度
の
検
討
で
は
、
1
1
0
年
の
歴
史
を
誇
る
当
会
の
良
き
伝
統
を

継
承
し
つ
つ
、
社
会
状
況
に
適
切
に
対
応
で
き
る
柔
軟
な
制
度
と
す
る
こ
と

を
基
本
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
当
会
の
活
動
内
容
を
理
解
す
る
人
を
増

や
し
、
裾
野
を
広
げ
る
必
要
が
あ
る
と
の
認
識
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
入
会

金
・
会
費
や
手
続
き
の
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
し
、
一
定
の
研
修
に
相
当
す
る
テ

ス
ト
期
間
を
経
て
通
常
会
員
と
な
る
新
た
な
制
度
と
し
て
準
会
員
制
度
を
導

入
す
る
こ
と
と
し
た
。
2
0
1
6
年
6
月
の
総
会
へ
向
け
て
作
業
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
制
度
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
多
く
の
支
部
で

採
用
し
て
い
る
支
部
会
友
と
の
関
係
で
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
し

た
。

○
永
年
会
員
か
ら
の
実
費
相
当
費
用
の
徴
収
に
関
し
て

当
会
で
は
、
5
0
0
0
人
強
の
会
員
数
の
中
で
永
年
会
員
は
4
0
0
名
近

く
な
り
、
構
成
員
の
約
8
％
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
政
上
の
大

き
な
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
評
議
員
懇
談
会
で
も
、
会
務
運
営
上
受

益
部
分
に
つ
い
て
は
負
担
し
て
い
た
だ
く
の
は
や
む
を
得
な
い
と
の
意
見
が

出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
再
生
委
員
会
で
は
受
益
相
当
分
の
費
用
徴
収

を
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
、
会
報
1
月
号
で
広
く
会
員
の
意
見
を
求
め
る
と

と
も
に
、
関
係
す
る
委
員
会
に
も
詳
細
な
検
討
を
依
頼
し
た
。

そ
の
結
果
、
終
身
会
員
が
在
籍

年
に
な
っ
て
永
年
会
員
に
な
っ
て
も
終

50

身
会
員
と
し
て
の
特
権
（
会
費
免
除
）
が
生
き
て
お
り
、
実
費
費
用
徴
収
は

法
的
解
釈
か
ら
す
る
と
問
題
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
ま
ま
提
案
を
実
施
す
る
と
会
員
間
の
公
平
性
が
担
保
で
き
ず
、
会
の
運
営

上
支
障
を
来
た
す
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
今
回
は
こ
の
件
に
関
し
て
は
提
案
を

見
送
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
間
の
審
議
過
程
で
、
将
来
に
わ
た
り
会
を
運
営

し
て
い
く
上
で
、
会
員
資
格
に
関
し
て
制
度
設
計
上
、
問
題
が
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
今
後
さ
ら
に
再
生
委
員
会
内
の
制
度
設
計
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
際
大

き
な
問
題
点
が
あ
る
終
身
会
員
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
検
討
結
果
が
出
る

ま
で
の
間
、
新
規
の
申
請
を
受
け
付
け
な
い
こ
と
を
総
会
に
提
案
す
る
こ
と

に
し
た
。
ま
た
、
会
の
現
状
を
鑑
み
、
永
年
会
員
の
方
々
に
は
会
費
納
入
時

期
に
合
わ
せ
て
、
寄
付
を
強
く
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
。

3

収
益
事
業
Ｗ
Ｇ

収
益
事
業
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
と
し
て
許
容
さ
れ
る
範
囲
内
で
の
検

討
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
第
1
弾
と
し
て
製
造
能
力
と
販
売
力
の
あ
る
業

者
と
提
携
し
て
、「
山
の
お
弁
当
」（
登
山
者
の
立
場
に
立
っ
て
い
ろ
い
ろ
な

配
慮
が
施
さ
れ
て
い
る
の
が
特
長
、
登
録
商
標
申
請
中
）
の
事
業
化
を
進
め

て
お
り
、
2
0
1
6
年
4
月
下
旬
か
ら
東
京
の
高
尾
山
で
販
売
を
開
始
す
る

こ
と
に
し
て
い
る
。

4

会
員
サ
ー
ビ
ス
Ｗ
Ｇ

会
員
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
に
山
小
屋
や
登
山
用
品
店
利
用
時
の
割
引
制

度
に
つ
い
て
も
準
備
が
進
ん
で
お
り
、
具
体
的
に
動
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
前
提
と
な
る
会
員
証
を
紙
ベ
ー
ス
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
化
し
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
検
討
が
行
な
わ
れ
て
い

委員会の活動報告
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る
。

5

ま
と
め

会
の
財
務
基
盤
の
確
立
の
た
め
に
は
、
こ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
施
策
を

検
討
し
て
い
る
。
収
入
増
を
図
り
な
が
ら
、
今
ま
で
以
上
の
経
費
削
減
に
よ

る
支
出
の
見
直
し
を
行
な
い
、
平
成

年
度
黒
字
化
を
目
指
し
て
い
る
。
ま

29

た
、永
年
会
員
か
ら
の
実
費
相
当
の
費
用
の
徴
収
は
見
送
る
こ
と
に
し
た
が
、

こ
の
過
程
で
問
題
と
な
っ
た
事
項
を
今
後
改
善
す
る
と
と
も
に
、
上
記
の
施

策
を
着
実
に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
円
滑
な
会
の
運
営
と
財
務
基
盤
の
確
立

と
い
う
当
委
員
会
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

(小
林
政
志
、
森
武
昭
)
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ヤマケイ新書 もう道に迷わな
い

野村 仁 山と溪谷社 800 新書判 205p

ヤマケイ新書 山のパズル 山と溪谷社/編 山と溪谷社 800 新書判 207p
ヤマケイ文庫 古道巡礼 高桑信一 山と溪谷社 980 文庫判 397p
ヤマケイ文庫 山人たちの賦 甲斐崎 圭 山と溪谷社 880 文庫判 268p
ヤマケイ文庫 旅に出る日 岡田喜秋 山と溪谷社 780 文庫判 318p
ヤマケイ文庫 ドキュメント道
迷い遭難

羽根田 治 山と溪谷社 800 文庫判 269p

ヤマケイ文庫 長野県警レス
キュー最前線

長野県警察山岳遭難
救助隊/編

山と溪谷社 880 文庫判 382p

ヤマケイ文庫 百名山紀行 上 深田久弥 山と溪谷社 930 文庫判 357p
ヤマケイ文庫 百名山紀行 下 深田久弥 山と溪谷社 930 文庫判 350p
ヤマケイ文庫 穂高に死す 安川茂雄 山と溪谷社 900 文庫判 430p
ヤマケイ文庫 山をたのしむ 梅棹忠夫 山と溪谷社 900 文庫判 439p
山スキー百年 スキーアルピニズム

研究会
山と溪谷社 2800 A4 280p

山―その日この人 上 斎藤一男 論創社 3000 四六判 417p
山―その日この人 下 斎藤一男 論創社 3000 四六判 335p
山の名前っておもしろい！ 大武美緒子 実業之日本社 1600 四六判 191p
山の不可思議事件簿 上村信太郎 山と溪谷社 900 四六判 189p
山登りで出会った昆虫たち 稲泉三丸 随想舎 1800 四六判 315p
山登りのいろは ホシガラス山岳会 パイインターナ

ショナル
1450 新書判 127p

山のリスクと向き合うために 村越 真 東京新聞 1800 B5 190p
山の履歴簿 第 2巻 北海道中
央部

渡辺 隆 北海道出版企画
センター

4500 A5 412p

雪の近郊低山案内 関東版 山と溪谷社雑誌編集
部/編

山と溪谷社 1600 A5 128p

ゆっくり山歩き 小坂妙子 吉備人出版 3000 A5 347p
4 歳から登れる首都圏の親子山 関 良一 旬報社 1500 A5 135p
【ら】
老夫婦だけで歩いたアルプスハ
イキング

塚本良則・靖子 山と溪谷社 2700 A5 391p

65 歳、マナスルへの挑戦 西村保司 幻冬舎メディア
コンサルティン
グ

1500 四六判 301p

60 歳からの日本百名山 坂本朝彦 風媒社 1800 A5 247p
【わ】
忘れえぬ山々 白山書房 相澤 修 1600 四六判 265p
私には山がある 田部井淳子 PHP研究所 1200 四六判 141p
私の小谷温泉 深田志げ子 山と溪谷社 1500 四六判 190p
私の中の深田久弥 滝本幸夫 柏櫓舎 1400 四六判 237p
渡辺一樹が教えるいまどきのス
キー検定テクニック

渡辺一樹 山と溪谷社 1800 B5 112p

ワハーン回廊 平井 剛/著 金子
民雄/監修

霞ヶ関出版 4500 A4 横 152p

ワンダーフォーゲル活動のあゆ
み

城島紀夫 古今書院 2500 A5 211p

One Houndred Mountains of
Japan ※洋書

Kyuya Fukada/ 著
Martin Hood/訳

Univ of Hawaii
Pr

5658 231 × 157 246p
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ヒマラヤに雪男を探す 佐藤健寿 河出書房新社 820 文庫判 209p
ヒマラヤのドン・キホーテ 宮原 巍 中央公論新社 820 文庫判 370p
ヒマラヤ漂流 夢枕 獏 角川書店 800 文庫判 141p
福岡県の低山歩き 下 谷 正之 海鳥社 1500 A5 119p
富士山の自然 富士山自然保護セン

ター/編
ほおずき書籍 900 A5 横 82p

フリークライミング＆ボルダリ
ング

佐川史佳 山と溪谷社 1980 A5 239p

北陸新幹線沿線パノラマ地図帖 能登印刷出版部/編 能登印刷出版部 2500 B5 144p
北陸新幹線沿線百名山 栗田貞多男 信濃毎日新聞社 1800 B5 128p
北海道沢登りガイド 岩村和彦 北海道新聞社 2200 A5 287p
北海道と九州の山々 前川整洋 新ハイキング社 2000 四六判 261p
北海道夏山ガイド 1

※最新第 4版
梅沢 俊 北海道新聞社 2300 四六判 351p

北海道雪山ガイド 最新版 北海道の山メーリン
グリスト/編

北海道新聞社 2300 四六判 447p

北極読本 南極OB会編集委員
会/編

成山堂書店 3000 A5 190p

ボルダリング入門 佐川史佳 山と溪谷社 1000 四六判 127p
【ま】
マッターホルン最前線 クルト・ラウバー/

著 ブルンネル淑
美・西村志津/訳

東京新聞 1700 A5 254p

松戸から登った山 70 選 鈴木貫太郎 東京創作出版 1600 A5 285p
真昼の星への旅 ※写真集 水越 武 新潮社 30000 310 × 320 143p
見えない壁だって、越えられる 小林幸一郎/著 池

田邦彦/イラスト
飛鳥新社 1204

円
四六判 133p

南アルプス 西田省三 実業之日本社 1500 A5 127p
南八ヶ岳 ※写真集 輿水忠比古 山と溪谷社 1980 A5 79p
森と山と川でたどるドイツ史 池上俊一 岩波書店 880 新書判 227p
【や】
山歩きの手帳 真木 隆 東京書籍 1500 新書判 254p
山あるき BEST コース―東京
発

清野編集工房/編 学研パブリッシ
ング

1200 A5 143p

山・岩・沢・雪 川崎航洋 風詠社 1500 A5 282p
ヤマケイ新書 現代ヒマラヤ登
攀史

池田常道 山と溪谷社 880 新書判 285p

ヤマケイ新書 山岳遭難の教訓 羽根田 治 山と溪谷社 800 新書判 254p
ヤマケイ新書 シカ問題を考え
る

高槻成紀 山と溪谷社 800 新書判 213p

ヤマケイ新書 日本の森列伝―
自然と人が織りなす物語

米倉久邦 山と溪谷社 880 新書判 350p

ヤマケイ新書 日本の山はすご
い！

山と溪谷社/編 山と溪谷社 780 新書判 206p

ヤマケイ新書 日本の山を数え
てみた

武内 正 山と溪谷社 800 新書判 237p

ヤマケイ新書 富士山 1周レー
スができるまで

鏑木 毅・福田六花 山と溪谷社 800 新書判 207p

ヤマケイ新書 明解日本登山史 布川欣一 山と溪谷社 880 新書判 269p

山岳図書目録
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日本登山大系 普及版 1・北海
道・東北の山

柏瀬祐之・岩崎元
郎・小泉 弘/編

白水社 2500 四六判 388p

日本登山大系 普及版 2・南会
津・越後の山

柏瀬祐之・岩崎元
郎・小泉 弘/編

白水社 2500 四六判 374p

日本登山大系 普及版 3・谷川
岳

柏瀬祐之・岩崎元
郎・小泉 弘/編

白水社 2300 四六判 276p

日本登山大系 普及版 4・東京
近郊の山

柏瀬祐之・岩崎元
郎・小泉 弘/編

白水社 2200 四六判 257p

日本登山大系 普及版 5・剣岳・
黒部・立山

柏瀬祐之・岩崎元
郎・小泉 弘/編

白水社 2300 四六判 292p

日本登山大系 普及版 6・後立
山・明星山・海谷・戸隠

柏瀬祐之・岩崎元
郎・小泉 弘/編

白水社 2300 四六判 296p

日本の岩場 新版 上巻 菊地敏之 白山書房 2000 A5 159p
日本の火山図鑑 高橋正樹 誠文堂新光社 2200 A5 223p
日本百岩場 4 東海・関西

※増補改訂新版
北山 真/編 山と溪谷社 2200 A5 191p

日本百名山登頂記 3 池田 和 日本図書刊行会 1850 四六判 305p
日本百名山登頂記 4 池田 和 日本図書刊行会 1850 四六判 303p
日本百名山登頂記 5 池田 和 日本図書刊行会 1850 四六判 312p
日本百名山トレッキングコース
ガイド 上巻

昭文社/編 昭文社 1700 A5 239p

日本百名山トレッキングコース
ガイド 下巻

昭文社/編 昭文社 1700 A5 207p

日本百名山ひと筆書き 田中陽希 ＮＨＫ出版 1700 四六判 252p
日 本 百 名 山 ベ ス ト プ ラ ン
BOOK

JTB パブリッシン
グ/編

JTB パブリッ
シング

1300 A5 143p

日本山小屋ガイド 枻出版社/編 枻出版社 1800 B5 208p
鋸山完全ガイド 忍足利彦 冬花社 1800 A5 137p
のんびり行こう！北陸・信越山
歩きガイド

木暮人倶楽部森林・
山歩きの会/監

メイツ出版 1600 A5 128p

のんびり行こう！東北山歩きガ
イド

木暮人倶楽部森林・
山歩きの会/監

メイツ出版 1600 A5 128p

【は】
拝啓山ガール様―深田久弥作品
集

深田久弥 廣済堂出版 900 文庫判 412p

白山奥山人の民俗誌 橘 礼吉 白水社 14000 230 598p
はじめての絶景山ハイク―関東
周辺

JTB パブリッシン
グ/編

JTB パブリッ
シング

1200 A5 127p

はじめよう！山歩きレッスン
ブック

柏 澄子 JTB パブリッ
シング

1200 A5 175p

花の山歩き詳細ルートガイド 枻出版社/編 枻出版社 1200 B5 144p
はりま低山ハイキング 横山晴朗 神戸新聞総合出

版センター
1500 A5 119p

日帰りで登る九州の山 吉川 満 弦書房 1900 A5 195p
飛彈山脈 小野木三郎 岐阜新聞社 2408 A4 111p
人と山 西本武志 桐書房 3700 A5 447p
ヒマラヤ探検史 フィリップ・パー

カー/編 藤原多伽
夫/訳

東洋書林 4500 A5 353p

ヒマラヤにホテルを三つ 宮原 巍 中央公論新社 1600 四六判 245p
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絶景！ふるさとの富士※写真集 森田敏隆 光村推古堂書院 1800 170 × 170 167p
空から見た美しき富士山

※写真集
静岡新聞社/編 静岡新聞社 2300 260 × 270 100p

【た】
大雪山 清水敏一 新評論 2700 四六判 364p
大雪山讃歌 高澤光雄 北海道出版企画

センター
1600 四六判 229p

立山砂防の防災システムを世界
遺産に

飯田 肇・他 ブックエンド 1800 A5 160p

探検家の憂鬱 角幡唯介 文藝春秋 650 文庫判 297p
丹沢・箱根日帰り山あるき ブルーガイド編集部

/編
実業之日本社 1500 A5 143p

探鳥の山旅 大津雅光 白山書房 1800 A5 355p
千島列島の植物 高橋英樹 北海道大学出版

会
12500 B5 509p

読図の基本がわかる本 水野隆信 地球丸 1200 四六判 191p
地図を読むと、山はもっとおも
しろい！

鈴木みき 講談社 1200 A5 141p

鳥瞰図で楽しむ日本百名山 成美堂出版編集部/
編

成美堂出版 1900 A4 221p

ちょっとロープワーク 羽根田 治 山と溪谷社 1000 四六判 127p
沈黙の山嶺―上 ウェイド・デイヴィ

ス/著 秋元由紀/訳
白水社 3200 四六判 392p

沈黙の山嶺―下 ウェイド・デイヴィ
ス/著 秋元由紀/訳

白水社 3400 四六判 421p

ツンドラ・サバイバル 服部文祥 みすず書房 2400 四六判 273p
テーピングで快適登山 高橋 仁 山と溪谷社 1000 四六判 127p
てっぺん駈けた記 深野稔生 白山書房 2000 A5 290p
トゥール・デュ・モンブランを
歩こう

清水昭博 本の泉社 2200 A5 228p

東海周辺週末の山登りベスト
120

西山秀夫/編 山と溪谷社 2200 A5 254p

東京近郊ミニハイク BE-PAL
版

羽金知美 小学館 1200 180 143p

東京発 山あるきBESTコース 清野編集工房/編 学研パブリッシ
ング

1200 A5 143p

登山と日本人 小泉武栄 KADOKAWA 880 文庫判 271p
登山と私 高橋博保 文芸社 900 文庫判 316p
登山の教科書 中井正則 幻冬舎メディア

コンサルティン
グ

1800 四六判 372p

とちぎ花ハイキング 小杉国夫 下野新聞社 1500 A5 134p
栃木百名山の山名由来 手塚晴夫 随想舎 1800 A5 222p
トレイルランナーヤマケンは笑
う

山本健一 カンゼン 1500 四六判 207p

トレッキング入門 渋谷政道/監 地球丸 1200 四六判 191p
【な】
懐かしき“ヤマヤ”たちの歌 碓井徳蔵 創英社 1600 四六判 287p
日本アルプスの高山植物 ポ
ケット図鑑

梶山 正 家の光協会 1500 新書判 223p

山岳図書目録
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検証・御嶽山噴火 信濃毎日新聞社編集
局/編

信濃毎日新聞社 1500 A5 279p

源流の記憶―「黒部の山賊」と
開拓時代 ※写真集

伊藤正一 山と溪谷社 2300 240 176p

高原の風 清水 澄 ほおずき書籍 1500 四六判 259p
【さ】
さあ、ハイキング！ 首都圏で
緑求めて

新ハイキング社/編 新ハイキング社 1600 A5 259p

里地・里山を歩こう パート 2 清水正弘 南々社 1800 A5 175p
サロベツ・ベニヤ 天北の花原
野

杣田美野里・宮本誠
一

北海道新聞社 1389 A5 96p

山岳事故の法的責任 溝手康史 ブイツーソリュ
ーション

1100 A5 88p

山岳信仰 鈴木正崇 中央公論新社 880 新書判 305p
山岳雪崩大全 雪氷災害調査チーム

/編
山と溪谷社 1980 A5 235p

山岳八季 ※写真集 八田博美 愛媛新聞社 6000 A4 247p
山頂渉猟 続 南川金一 白山書房 2000 A5 268p
シカの脅威と森の未来 前迫ゆり 文一総合出版 3000 A5 247p
しずおか低山ウォークBest20 廣澤和嘉 静岡新聞社 1350 B5 127p
十字架を背負った尾根―日航機
墜落現場の知られざる四季

清泉 亮 草思社 1800 四六判 200p

首都圏発 絶景トレッキングベ
スト 24

清野編集工房/編 学研パブリッシ
ング

1200 A5 143p

女子の山登り入門 小林千穂 学研パブリッシ
ング

1200 A5 143p

知床縦断に賭けた青春 渡部由輝 銀河書籍 926 A5 254p
白い大陸への挑戦―日本南極観
測隊の 60 年

神沼克伊 現代書館 1800 四六判 253p

白く高き山々へ 村中征也 ナカニシヤ出版 1500 A5 301p
信州の里山トレッキング 東北
信編

林 盛幸 川辺書林 1600 A5 223p

信州の滝と渓谷巡り ※写真集 山岸茂晴 ほおずき書籍 2200 B5 222p
信州山歩き地図 3 里山編 中嶋 豊 信濃毎日新聞社 2000 A4 174p
人生のことはすべて山に学んだ 沢野ひとし 海竜社 1700 A5 254p
人生、山あり時々谷あり 田部井淳子 潮出版社 1100 四六判 157p
新全図解クライミングテクニッ
ク

堤 信夫 山と溪谷社 1800 A5 144p

スイスアルプス旅事典 小川清美 新潮社 1600 A5 141p
好きなことはやらずにいられな
い

吉阪隆正/著 アル
キテクト/編

建築技術 1500 新書判 253p

すぐそこにある遭難事故―奥多
摩山岳救助隊員からの警鐘

金 邦夫 東京新聞 1400 四六判 262p

ステップアップ 六甲・金剛・
比良・京都北山

JTB パブリッシン
グ/編

JTB パブリッ
シング

1600 B5 144p

生還 ベック・ウェザーズ
/著 山本光伸/訳

Ｋ ＆ B パ ブ
リッシャーズ

1800 四六判 287p

世界で一番美しい山岳鉄道
※写真集

エクスナレッジ/編 エクスナレッジ 1800 B5 142p

世界の山を描く 釼持忠夫 白山書房 1800 230 103p
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一等三角点全国ガイド※改訂版 一等三角點研究會/
編

ナカニシヤ出版 2000 A5 260p

いのちの森屋久島 ※写真集 奈良崎高功 海鳥社 1600 A5 124p
インド・ヒマラヤ―日本山岳会
創立 110 周年記念

日本山岳会東海支部
「インド・ヒマラヤ」
出版委員会/編

ナカニシヤ出版 6000 A5 657p

ウェストンと歩く日本アルプス 上田 剛 里文出版 2000 A5 119p
エヴェレスト―神々の山嶺

※小説・合本版
夢枕 獏 KADOKAWA 1300 文庫判 1076p

近江学 第 8号 ≪特集≫山は
語る

成安造形大学付属近
江学研究所/編

成安造形大学付
属近江学研究所

1800 B5 95p

大井川流域の自然・文化・観光 安福恵美子・天野景
太

あるむ 800 A5 68p

おおさか四季山歩 西岡健二 日本機関紙出版
センター

1800 A5 211p

奥武蔵・秩父 354km 佐々木 亨 山と溪谷社 1500 A5 137p
奥武蔵・秩父 峠歩きガイド 大久根 茂 さきたま出版会 1900 A5 126p
奥武蔵登山詳細図 池田和峰 吉備人出版 880 685 2p
【か】
火山 伊豆大島スケッチ

※改訂・増補版
田澤堅太郎 之潮 2500 B5 111p

カナディアンロッキー 大園享司 京都大学学術出
版会

2300 四六判 335p

関西気軽にハイキング 岡弘俊己 実業之日本社 1500 A5 143p
関西の名山ベスト JTB パブリッシン

グ/編
JTB パブリッ
シング

1600 B5 144p

関西日帰りの山ベスト 100 岡弘俊己 実業之日本社 1700 A5 223p
関東・甲信越一泊でたのしむ山
歩きガイド

旬の山愛好会 メイツ出版 1600 A5 144p

関東周辺の山 西田省三 実業之日本社 1600 A5 127p
関東日帰りの山ベスト 100 ブルーガイド編集部 実業之日本社 1700 A5 231p
菊池哲男の山岳写真の写し方 菊池哲男 誠文堂新光社 1800 A5 191p
北アルプス詳細ルートガイド 枻出版社/編 枻出版社 1200 B5 141p
北アルプス南部 槍・穂高連峰 西田省三 実業之日本社 1500 A5 125p
北イタリア国境の町々―遥かな
るアルプスの峠・上

河野 穣 朝日出版社 1200 四六判 123p

岐阜県警レスキュー最前線 岐阜県警察山岳警備
隊/編

山と溪谷社 1600 四六判 301p

九州の登山口 401 全国登山口調査会 西日本新聞社 1800 A5 303p
極限のトレイルラン―アルプス
激走 100 マイル

鏑木 毅 新潮社 490 文庫判 244p

九重礼讃 ※写真集 北山憲一 海鳥社 3200 252 × 260 119p
クルマで行く日帰り山あるき
東京首都圏

中田真二 実業之日本社 1600 A5 191p

ぐるり富士山トレイルコースガ
イド

山梨日日新聞出版
部・静岡新聞社出版
部/企画・編

山梨日日新聞社 1500 B5 124p

群青の空の下―アルプスに恋し
て 44 座

内田陽一 茗溪堂 1800 A5 221p

けもの道の歩き方 千松信也 リトル・モア 1600 四六判 180p

山岳図書目録

A 17



山岳図書目録（2015 年）
日本山岳会図書委員会

前号で、初心者向けの入門書やガイドブックの出版が増えていることを述べましたが、
その傾向は本年も顕著です。長年、登山に親しんでいる人には分かりにくいことかもしれ
ませんが、未経験者にとって「登山」は、その「はじめの一歩」の方法が分からない「特
殊な世界」と感じられるようです。入門書やガイドブックがこんなに出版されるのは、そ
のことと無関係ではないように思います。
この目録には、登山を巡る幅広い分野の本を紹介しています。「はじめの一歩」を踏み出

した人たちが、それぞれの次のステージに進むヒントになれば幸いです。登山の世界の多
様性を感じ、その中から、ただ登るだけではない山の持つ醍醐味をつかんで欲しいと願っ
ています。

＊判型が数字で表示されているものの単位はmm（天地×左右）、価格は原則として本体価
格ですが、ごく一部税込みになっています。

山岳図書目録

書 名 著者名 発行所 価格 判型 ページ数
【あ】
アウトドアで働く 須藤ナオミ ぺりかん社 1200 四六判 158p
アウトドア・ロープワーク教書 鳥海良二 地球丸 1200 四六判 191p
安曇野のナチュラリスト 田淵
行男

近藤信行 山と溪谷社 2600 四六判 437p

歩いて旅する熊野古道・高野・
吉野

春野草結 山と溪谷社 1600 A5 159p

アルパインクライミング考 横山勝丘 山と溪谷社 1600 四六判 421p
アルプスはじめました 西野淑子 実業之日本社 1400 A5 127p
アルプス文化史 踊 共二/編 昭和堂 2700 A5 268p
安全登山の基礎知識 田中正人・他 スキージャーナ

ル
1800 A5 169p

安全に楽しむ！子どもの山登り 1
※児童書

田部井淳子/監修 鈴木出版 3000 A4 48p

安全に楽しむ！子どもの山登り 2
※児童書

田部井淳子/監修 鈴木出版 3000 A4 48p

安全に楽しむ！子どもの山登り 3
※児童書

田部井淳子/監修 鈴木出版 3000 A4 48p

伊豆半島ジオパークトレッキン
グガイド

静岡新聞社編集出版
部/編

静岡新聞社 1500 B5 160p

一生ものの、山道具 ホシガラス山岳会 パイインターナ
ショナル

1600 新書判 175p
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―掲載広告一覧―

カモシカスポーツ（表２）

山と溪谷社

㈱モンベル

アルパインツアーサービス㈱

アライテント

立山室堂山荘

雷鳥沢ヒュッテ・ロッジ立山連峰

槍ヶ岳山荘ほか

早月小屋

㈱好日山荘

カシオ＜ PRO TREK＞

㈱アトラストレック（表３）





















公益社団法人 日本山岳会
The Japanese Alpine Club
――1905(明治 38)年設立――

住所：〒 102-0081 東京都千代田区四番町 5-4 サンビューハイツ四番町

2015 年度役員・評議員・支部長名簿

会 長 小林 政志
副 会 長 吉川 正幸 大久保春美 山田 和人
常務理事 神長 幹雄 佐藤 守
理 事 勝山 康雄 中山 茂樹 野口 いづみ

大槻 利行 落合 正治 山賀 純一
直江 俊弍 星 征雅 谷内 剛

監 事 平井 拓雄 重廣 恒夫

評 議 員 田邊 壽 村井 龍一 宮崎 紘一
山本 良三 尾上 昇 西村 政晃
黒川 惠 高原 三平 坂井 広志
野沢 誠司 高野 剛 石川 一樹
佐野 忠則

支部長 北海道＝西山 泰正 青 森＝大久保 勉 岩 手＝菅原 敏夫
宮 城＝佐藤昭次郎 秋 田＝今野 昌雄 山 形＝木村喜代志
福 島＝小林 正彦 茨 城＝浅野 勝己 栃 木＝渡邉 雄二
群 馬＝田中 壮佶 埼 玉＝松本 敏夫 千 葉＝三木 雄三
東京多摩＝竹中 彰 越 後＝遠藤家之進正和 富 山＝山田 信明
石 川＝中川 博人 福 井＝森田 信人 山 梨＝深沢 健三
信 濃＝塚原 賢勝 岐 阜＝高木 基揚 静 岡＝大島 康弘
東 海＝小川 務 京都・滋賀＝田中昌二郎 関 西＝金井 良碩
山 陰＝中井 俊一 広 島＝兼森 志郎 四 国＝尾野 益大
福 岡＝中馬 董人 北九州＝伊藤久次郎 熊 本＝松本 莞爾
東九州＝加藤 英彦 宮 崎＝末永 軍朗
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て
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
、
４
０
０
字
詰
め
に
す
る
と

枚
の
大
作
で
す
。
本
当
に
あ
り

40

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
原
稿
を
い
た
だ
い
て
か
ら
も
、
ご
丁
寧
に
お
読
み

く
だ
さ
り
、
細
か
い
部
分
ま
で
目
を
通
し
て
校
正
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
興
味
を
も
た
れ
て
い
た
歴
史
の
山
々
を
め
ぐ
る
真
摯
で
素
直
な
お
気
持
ち

が
と
て
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

前
述
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
今
年
は
「
山
の
日
」
が
施
行
さ
れ
、

月
8

日
に
は
記
念
式
典
も
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
日
本
人
に
は
な
じ
み
の
深

11い
マ
ナ
ス
ル
が
初
登
頂
さ
れ
て

周
年
の
記
念
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ

60

で
読
み
も
の
を
中
心
に
し
て
例
年
と
は
少
し
構
成
を
変
え
て
み
ま
し
た
。

ま
ず
「
論
考
」
と
し
て
成
川
隆
顕
会
員
に
「
山
の
日
」
に
関
し
て
振
り
返
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
の
発
端
か
ら
制
定
に
至
る
ま
で
、
そ
の
旗

振
り
役
と
し
て
ご
苦
労
さ
れ
て
き
た
成
川
さ
ん
だ
け
に
、
事
実
を
き
ち
ん
と

押
さ
え
た
と
て
も
分
か
り
や
す
い
原
稿
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

歴
史
を
後
世
に
継
承
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、「
日
本
人
の
山
・
マ
ナ
ス
ル
」

の
江
本
嘉
伸
会
員
の
記
事
も
総
括
と
し
て
落
と
せ
な
い
も
の
で
し
た
。
マ
ナ

ス
ル
に
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
方
々
の
多
く
が
鬼
籍
に
入
ら
れ
て
し
ま
っ
た
だ

け
に
、も
う
一
度
き
ち
ん
と
検
証
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
か
と
思
い
ま
し
た
。

ど
う
し
て
も
初
登
頂
し
た
三
次
隊
に
脚
光
が
当
て
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
二
次

隊
隊
長
の
堀
田
弥
一
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
貴
重
な
証
言
と
し
て
記

録
に
残
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
い
ま
す
。

図
書
委
員
会
の
主
催
で
講
演
さ
れ
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
フ
ッ
ド
さ
ん
の
寄
稿

も
興
味
深
い
も
の
で
す
。
深
田
久
弥
の
『
日
本
百
名
山
』
の
英
訳
を
手
が
け

ら
れ
た
フ
ッ
ド
さ
ん
だ
け
に
、「
名
山
と
は
な
に
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
原
稿

を
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
英
文
も
添
付
し
て
あ
り
ま
す
。

法
政
大
学
探
検
部
Ｏ
Ｂ
の
岡
村
隆
さ
ん
に
よ
る
「
大
学
探
検
部

年
の
軌

60

跡
」
も
、
大
学
山
岳
部
の
歴
史
と
は
ま
た
異
な
っ
た
視
点
か
ら
大
学
探
検
部

を
概
括
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
興
味
深
い
内
容
に
な
り
ま
し
た
。
社
会
的
な

背
景
と
部
員
た
ち
の
力
量
、
限
界
、
そ
し
て
展
望
ま
で
が
温
か
い
筆
致
で
描

か
れ
て
い
ま
す
。

「
海
外
登
山
の
記
録
」

点
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
同
志
社
大
学
の
ア
イ

4

チ
ェ
ン
峰
初
登
頂
、
学
生
部
の
ジ
ャ
ネ
Ⅱ
峰
初
登
頂
、
平
出
和
也
会
員
ら
の

ア
ピ
北
面
か
ら
の
登
頂
、
そ
し
て
神
戸
大
学
・
中
国
地
質
大
学
合
同
隊
の
バ

ダ
リ
峰
試
登
と
タ
リ
峰
初
登
頂
の
記
録
で
す
。
登
頂
へ
の
記
録
と
成
果
、
課

題
を
執
筆
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
調
査
・
研
究
」
も

点
の
力
作
が
そ
ろ
い
ま
し
た
。
五
十
嶋
一
晃
会
員
の

2

黒
部
源
流
の
山
名
考
と
、
昨
年
に
続
い
て
柴
崎
徹
会
員
の
原
発
事
故
に
よ
る

阿
武
隈
山
地
の
放
射
線
量
調
査
で
す
。
地
道
な
努
力
の
成
果
が
原
稿
の
行
間

か
ら
も
う
か
が
え
る
労
作
で
す
。

今
年
か
ら
英
文
サ
マ
リ
ー
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

増
ペ
ー
ジ
の
う
え
に
時
間
的
に
も
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
後
の
課

題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
神
長
幹
雄
)

『山
岳
』
編
集
委
員
会

担
当
理
事
／
神
長
幹
雄

委
員
長
／
節
田
重
節

委
員

成
川
隆
顕
、
小
泉
弘
、
永
田
弘
太
郎
、
萩
原
浩
司
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二
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年
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十
日
発
行

本
体
価
格
三
五
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〇
円

日
本
山
岳
会

発
行
所

公
益
社

団
法
人東

京
都
千
代
田
区
四
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町
五̶

四

サ
ン
ビ
ュ
ー
ハ
イ
ツ
四
番
町

（
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一
〇
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〇
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八
一
）

電
話

〇
三̶

三
二
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四
三
三

振
替
口
座
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一
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四
八
二
九

発
行
人

小
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政
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編
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人
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長

幹
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印
刷
所
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式
会
社
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刷
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所
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社
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堂

東
京
都
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代
田
区
三
崎
町
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一
三

電
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〇
三̶

三
二
二
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一
八
七
〇

振
替
口
座
〇
〇
一
八
〇̶

二̶

二
四
七
二
三

消
費
税
込
み
三
七
八
〇
円

本
誌
掲
載
の
記
事
、
写
真
お
よ
び
地
図
の
無
断
転
載

を
禁
じ
ま
す
。




